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衣
食
住
の
う
つ
り
か
わ
り

衣
食
住
は
人
の
一
生
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
役
割
り
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
藩
政
時
代
に
あ
っ
て
は
、
農
民
の
衣
食
住
に
つ

い
て
は
、
す
べ
て
ご
ぜ
っ
民
で
あ
ら
ゆ
る
規
制
を
受
け
て
い
た
o

そ
の

こ
ろ
松
山
藩
か
ら
示
さ
れ
た
お
布
グ
、
寛
文
一

O
(
一
六
七

O
)
年

い

る

い

ね

の

も

め

ん

つ

ね

づ

ね

ぎ

つ

こ

く

み

だ

に
よ
る
と
、

「
百
姓
の
衣
類
は
、
布
木
綿
の
外
は
着
用
す
べ
か
ら
ず
」
「
百
姓
は
、
食
物
常
々
か
ろ
く
雑
穀
を
用
い
る
ベ
し
、
米
を
乱
り

む

だ

ん

ば

っ

さ

い

き

ぬ

る

い

に
配
ザ
べ
か
ら
ず
」
「
山
林
、
竹
木
は
無
断
で
乱
り
に
伐
採
す
る
べ
か
ら
ざ
る

こ
と
」
な
ど
、

ま
た
そ
の
後
「
絹
類
、

そ
で
ぶ
ら

じ

ゅ

ば

ん

か

さ

ひ

も

つ
む
ぎ
い

っ
さ
い
む
よ
う

ば
ず
、
袖
縁
、
橋
紳
、
笠
の
組
に
至
る
ま
で
、
絹
類
、
紬
一
切
無
用
、

衣
類
は
申
す
に
及

木
綿
で
あ
っ
て
も
高
価
な
目
立
し
い
色

模
様
付
き
等
は
用
い
て

は
な
ら
な
い」

な
ど
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
、
代
官
よ
り
、
年
々
再
々
に
わ
た
っ

て、

厳
し
く
村

々
の
圧
屋
ヘ
伝
達
さ
れ
た
。

こ

の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
は
、
あ
ま
り
衣
食
住
の
進
展
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

明
治
維
新
に
な
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
制
は
解
か
れ
た
け
れ
ど
も
、
経
済
豊
か
な
ら
ず
、
依
然
と
し
て
農
民
の
生
活
は
、
組
衣
、
組
食
の

苦
し
い
生
活
状
態
が
長
い
間
続
い
た
。
明
治
時
代
の
末
期
か
ら
、
大
正
時
代
に
か
け
て
、

い
わ
ゆ
る
文
明
開
化
の
波
が
お

し
ょ
せ
、
洋
風

が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
、
衣
食
住
の
生
活
も
複
雑
多
様
に
変
化
し
な
が
ら
、
都
会
か
ら
田
舎

へ
と
だ
ん
だ
ん
波
及
し
て
き

た
。
明
治
末
期
、
そ
の
こ
ろ
の
我
が
村
で
は
、
村
人
を
驚
か
す
水
力
発
電
所
の
建
設
〈
産
経
通
運
編
参
照
)
が
始
ま
っ

て
、
村
の
一
部
で
は
、

大
正
六
年
早
く
も
電
灯
が
つ
く
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
で
村
の
文
明
開
発
が
促
進
さ
れ
、
衣
食
住
の
生
活
に
お
い
て
も
大
き
く
進
展
し
な
が

ら
、
昭
和
初
期
を
迎
え
た
。
昭
和
二
ハ
年
に
な

っ
て
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
り
、
衣
類
も
食
糧
も
あ
ら
ゆ
る
物
資
が
欠
乏
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
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七
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昭
和
二

O
年
終
戦
後
の
ど
さ
く
さ
、
復
員
、
引
揚
げ
の
人
達
に
よ
っ

て
、
村
の
人

口
は
増
加
し、

食
糧
を
は
じ
め
諸
物
資
の
不
足
、
食

糧
の
強
制
供
出
、
悶
取
引
き

・
イ
ン
フ
レ
な
ど
、
衣
食
住
の
生
活
は
、
実
に
窮
迫
の
時
代
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
五
・
六
年
こ
ろ
か
ら
、
経
済
状
態
が
よ
う
や
く
好
転
の
兆
し
を
見
せ
始
め
、
や
が
て
三

0
年
代
に
は
、
高
度
の
経
済
成
長
に
よ

っ
て
、
物
資
が
豊
富
に
出
回
る
よ
う
に
な
り
、
所
得
の
向
上
、
あ
ら
ゆ
る
文
明
の
発
達
に
よ
っ
て
、
衣
食
住
の
生
活
は
急
激

に
進
展
し

た
。
自
家
用
自
動
車
の
普
及
、
近
代
的
な
住
宅
、
明
る
く
改
善
さ
れ
た
台
所
、
風
呂
、
電
気
製
品
が
ず
ら
り
と
並
べ
ら
れ
、
さ
っ
ぱ
り
し

た
衣
服
を
着
て
、
米
の
・
飯
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
テ
レ
ビ
で
は
、
世
界
の
ニ
ュ

ー
ス
が
坐
っ
て
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
な
衣
食
住
の
生
活
、
こ
こ
、
二
、
三

O
年
来
の
生
活
様
式
の
う
つ
り
か
わ
り
は
、
夢
の
如
く
、
ま
さ
に
驚
異
の
一
大
変
化
で
あ
る
。

こ
こ

に
、
主
と
し
て
、
明
治
か
ら
大
正

・
昭
和
の
時
代
へ
の
う
つ
り
か
わ
り
を
追

っ
て
み
る
。

第

一
節

衣

生

活

衣

m~ 

庶
民
の
衣
料
の
主
流
は
、
元
禄

(一

六
八
八
|
一
七
O
三
〉
の

こ
ろ
か
ら
、
次
第
に
麻
布
か
ら
綿
織
物
に
移
っ
て
い
っ
た
。
生
活
の
す
べ

て
の
面
に
お
い
て
自
給
自
足
を
原
則
と
す
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
木
綿
が
手
に
入
る
以
前
は
、
我
が
村
あ
た
り
で
も
、
麻
を
栽
培
し
、
こ

れ
を
織
っ
て
衣
服
に
し
て
い
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
苦
労
は
な
み
た

い
で
い
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
こ

で
衣
服
を
、
晴
着
、
ふ
だ
ん
着
、
仕
事
着
に
区
分
し
て
み
て
み
る
。
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H同 れ

晴
着
は
、

ヨ
ソ
イ
キ
、
イ
ッ
チ
ョ
ウ
ラ
イ
な
ど
と
い
い
、
そ
の
中
で
特
に
冠
婚
葬
祭
の
儀
式
に
着
る
も
の
を
式

服

と

い

ば

か

ま

す

そ

う
。
羽
織
袴
や
、
女
子
の
裾
模
様
の
着
物
は
、
明
治
の
後
期
か
ら
着
は
じ
め
、
そ
れ
以
前
は
、
農
家
の
花
嫁
衣
装
も
新
し

着ぎ

い
縞
の
着
物
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
て
、
男
子
も
ま
た
縞
の
着
物
で
す
ま
せ
、
袴
を
は
く
の
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。
我
が
村
あ
た
り
で
、
羽
織

袴
や
、
裾
模
様
の
着
物
が
式
服
と
し
て
普
及
し
た
の
は
、

昭
和
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

戦
後
、
昭
和
三

O
年
前
後
か
ら
、
衣
服
の
変
化
は
め
ざ
ま
し
く
、

結
婚
式
の
服
装
も
華
美
に
な
り
、
男
子
は
羽
織
袴
か
モ

ー
ニ
ン

グ

で
、
女
子
は
豪
華
な
裾
模
様
の
う
ち
か
け
、
あ
る
い
は
、

ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
な
ど
、

し
か
し
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
貸
衣
装
を
利
用
し
て

晴
着
の
う
ち
ヨ
ソ
イ
キ
は
、

い
る
。
ま
た
最
近
は
式
服
も
、
略
礼
服
が
流
行
し、

儀
式
の
時
に
着
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
他
外
出
の
時
に
着
る
。

明
治
三
九
年
、

正
月
や
祭
り
、
あ
る

い
は
、
神
仏
参
り
と
か
、

い
ろ
い
ろ
変
っ
た
反
物
が
市
版

日
混
戦
争
が
終
っ
た

こ
ろ
か
ら
、
紡
績

・
織
物
の
会
社
が
県
内
に
も
各
地
に
で
き
て
、
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糸車・糸(相11谷中学民俗資料室)

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
衣
類
の
様
相
も
だ
ん
だ
ん
変
っ
て
き
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
大
正

時
代
に
か
け
て
、
成
人
男
子
が
着
物
の
上
に
羽
織
り
、

ヨ
ソ
イ
キ
な
ど
に
い
つ
も
着
用
し
た

も
の
に
、

ア
ツ
シ
(
厚
司
)
が
あ
る
。

ア
ツ
シ
は
、
大
阪
地
方
で
産
出
さ
れ
た
、
厚
く
て
丈
夫
な
平
地
の
木
綿
、
ま
た
は
毛
の
織

物
で
、

ハ
ン
テ
ン
仕
立
に
し
、
両
側
の
内
に
カ
ク
シ
ポ
ケ
ッ
ト
が
つ
い

て
い
る
の
が
特
色
だ

っ
た
。昭

和
初
期
に
か
け
て
、
外
と
う
と
し
て
、

イ
ン

パ
、

ヒ
キ
マ
キ
(
マ
ン
ト
)
が
流
行
し
、

和
服
の
上
に

こ
れ
を
ひ
っ
か
け
た
。
ス
フ
(
ス
テ
ィ
ー
ブ
ル
フ
ァ
イ
バ

ー
〉

人
絹
が
現
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
、
衣
料
品
に
大
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
品
質
に
お
い
て
絹
製
品
に
は
及
ば
な

六
二
九
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つ

H
)
O

，刀

中

i

太
平
洋
戦
争
中
は
、
衣
料
品
は
配
給
制
に
な
っ
て
、
衣
料
キ
ッ
プ
が
な
け
れ
ば
何
も
購
入
で
き
な
か
っ
た
。
戦
争
た
け
な
わ
と

な
っ

て
、
男
子
に
は
国
民
服
、
女
子
に
は
モ
ン
ベ
の
着
用
が
農
村
に
至
る
ま
で
強
制
さ
れ
、

ヨ
ソ
イ
キ
の
着
物
を
着
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く

な

っ
て

い
た
。

戦
後
に
な
っ
て
、
従
来
の
ス
ア

・
人
絹
に
加
え
て
、
ナ
イ
ロ
ン

・
テ
ト
ロ
ン
・
ビ

ニ
ロ
ン

な
ど
、
優
れ
た
化
学
合
成
繊
維
が
、
次
々
と

開
発
さ
れ
、
色

・
柄

・
デ
ザ
イ
ン
も
近
代
感
覚
を
取
り
入
れ
た
も
の
が
、
豊
富
に
な
る
と
と
も
に
、
洋
服
が
流
行
し
、
現
在
日
常
生
活
に

ほ
と
ん
ど
洋
服
化
し
て
し
ま
っ
た
。

お
け
る
衣
類
は
、ふ

だ
ん
着
は
、
農
民
の

日
常
生
活
に
直
接
か

か
わ
り
あ
い
の
深

い
も
の
で
あ
っ

た
。
ふ
だ
ん
着
は
、

ヨ
ソ
イ

キ
の
古
く
な

ふ
だ
ん
着

っ
た
も
の
を
下
し
て
着
て

い
た
。
ふ
だ
ん
着
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
仕
事
着
で
も
あ
っ
た
。
農
民
の
生
活

は
、
朝
起
き
る
と
、
男
女
と
も
す
ぐ
仕
事
に
か
か
り
、
夜
は
夜
な
べ
仕
事
を
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
起
き
て
い
る
間
は
働
き
ず
く
め
と
い

う
の
が
原
状
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ド
ン
ザ
が
冬
の
防
寒
着
と
し
て
、
男
女
を
問
わ
ず
着
用
さ
れ
た
。

ド
ン

ザ
と
は
、
古
い
き
れ
を
重
ね
て
、
刺
し
子
に
し
た
着
物
で
、
仕

事
着
で
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
や
や
長
め
に
つ
く
っ

た
も
の
は
、
家
に
居
る
と
き
ふ
だ
ん
着
と
し
て
用
い
ら
れ
、
夜
は
寝
具
に
も
適
用
し

た。

ユ
ル
リ
の
は
た
で
、
ド
ン
ザ
だ
け
で
、
火
を
た
き
な
が
ら
寝
て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

赤
ゲ
ッ
ト
(
毛
布
)
が
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
流
行
し
た
。
こ
れ
は
、

フ
サ
ゲ
ッ
ト
な
ど
と
も
言
い
外
出
の
時
肩
に
か
け

た
。子

供
の
着
物
も
こ
の
こ
ろ
は
、
木
綿
の
縞
の
着
物
で
、
下
着
な
ど
あ
ま
り
な
く
、
男
子
が
成
人
す
る
と
、
さ
ら
し
木
綿
の
六
尺
ふ
ん
ど

き
る
ま
た

し
を
し
め
、
女
子
は
腰
巻
き
を
し
た
。
子
供
が
、
申
又
、
ズ

ロ
ー

ス
を
着
け
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
我
が
村
あ
た
り
で

は
、
昭
和
五
、



六
年
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
女
の
子
は
、
冬
な
ど
寒
い
時
は
、
木
綿
ネ
ル
の
柄
の
肩
か
け
を
、
頭
か
ら
ス
ッ
ポ
リ
か
ぶ
っ

た。

戦
後
の
洋
服
化
に
よ
っ
て
、
男
子
は
セ

ー
タ
ー
・

ジ
ャ
ン
パ

ー、

そ
れ
に
女
子
は
、

ス
カ

ー
ト
・

ス
ラ
ッ
ク
ス
、
若
い
人
に
は
ジ

l
パ

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家
庭
着
、

ン
が
大
流
行
し
た
。

ま
た
近
年
は
、
体
力

ε

つ
く
り
の
普
及
に
よ
っ
て
、
彩
り
も
豊
か
な
ス
ポ

ー
ツ
ウ
ェ
ア
(
運
動
服
〉
が
運
動
着
と

し
て

レ
ジ
ャ

ー
着
と
し
て
、
老
若
男
女
の
あ
い
だ
で
広
く
愛
用
さ
れ
て
い
る
。

パ
ジ
ャ
マ
は
、
上
下
に
分
れ
た
寝
巻
き
で
あ
る
。
明
治
時
代
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
我
が
村
あ
た
り
で
は
特
に
寝
巻
き
と
し
た
も
の
は
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着
ず
、
ふ
だ
ん
着
の
ま
ま
寝
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ユ
カ
タ
ま
た
は
ネ
ル
な
ど
が
出
回
る

よ
う
に
な
っ
て
も
、
な
お
ふ
だ
ん
着
で
寝
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
今
日
の
よ
う
に
、
子
供

モンペ姿 (太平洋戦争中の中津婦人会)

か
ら
大
人
に
い
た
る
ま
で
、
男
女
を
と
わ
ず
パ
ジ
ャ
マ
を
寝
巻
き
と
し
て
、
着
る
よ
う
に

な
る
ま
で
に
は
長
い
年
月
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

仕

事

着

仕
事
着
は
、
着
て
働
き
や
す
い

こ
と
が
第
一
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
上
半

身
と
下
半
身
が
分
か
れ
て
い
る
の
が
普
通
の
形
で
あ

っ
た
。
男
子
は
、
ロ

つ
つ
・
て
で

ッ
ポ

(
筒
袖
の
上
衣
)
、

マ
キ
ソ
デ
と
も
い
う
。

ゆ
き
ば
か
ま

は
、
イ
キ
パ
カ
マ
(
雪
袴
)
。
女
子
は
、
腰
巻
き
に
ヒ
ト
エ
の
着
物
の
着
流
し
、
衣
服
の
よ

ハ
ン
テ
ン

・
デ
ン
チ
の
上
衣
に
、
下
衣

ご
れ
や
、

い
た
み
を
防
ぐ
た
め
マ
エ
カ
ケ
を
つ
け
た
。

デ
ン
チ
は
防
寒
用
と
し
て
、
仕
事
着
は
も
ち
ろ
ん
ふ
だ
ん
着
に
も
広
く
用
い
ら
れ
た
。

各
種
の
仕
事
は
手
足
を
動
か
す
こ
と
が
主
と
な
る
た
め
、
手
と
足
の
こ
し
ら
え
に
い
ろ
い

ろ
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
o

足
に
は
わ
ら
で
つ
く
っ
た
ハ
パ
キ
や
布
製
の
鵬
似
を
つ
け

て
、
手
足
を
保
護
し
た
。
頭
に
は
、
手
ぬ
ぐ
い
で
ね
じ
り
鉢
巻
き
や
、
ね
え
さ
ん
か
ぶ

ム

/ .... 
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り
、
ほ
ほ
か
ぶ
り
を
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た。

女
子
の

そ
ン
ベ
は
、
戦
後
長
く
仕
事
着
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
昔
か
ら
仕
事
着
は
、
ふ
だ
ん
着
の
古
く
な
っ
た
も
の
か
ら
、
お
ろ
し
て

着
用
し
て
い
た
が
、
近
年
で
は
、
作
業
着
と
し
た
も
の
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
着
用
さ
れ
て
い
る
。

履5

物品

下げ

駄た

昔
は
下
駄
は
す
べ
て
自
家
製
だ
っ
た
。
下
駄
に
は
ヒ
キ
ツ
ケ
と
サ
シ
ゲ
夕
、
が
あ
り
、

に
、
ワ
ラ

・
シ
ュ
ロ

・
布
な
ど
の
花
緒
を
す
げ
て
い
た
。
明
治
中
期
か
ら
、
業
者
が
作
る
よ
う
に
な
っ
て
販
売
さ
れ
た
け

ノ
ブ
ノ
キ

・
ハ
リ
メ
ギ
な
ど
の
台

れ
ど
も
、
ふ
だ
ん
履
き
は
や
は
り
手
製
の
も
の
で
す
ま
せ
た
。
日
露
戦
争
後
(
明
治
三
九
年
)
次
第
に
生
活
が
向
上
し
て
く
る
と
、
下
駄

の
材
料
も
キ
リ
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
婦
人
用
に
は
、
表
つ
き
や
ぬ
り
下
駄

・
サ

シ
下
駄
な
ど
が
で
き
た
。

大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
若
い
者
の
聞
に
、
白
い
大
き
な
花
緒
の
サ
シ
下
駄
が
流
行
し
た
。
ま
た
女
の
子
の
コ
ッ
プ
リ
な

ど
も
現
わ
れ
た
。
太
平
洋
戦
争
後
は
、

着
物
の
洋
服
化
に
よ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
下
駄
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
姿
を
消
し
つ

つ
あ
る
。

ぞ

う
り

わ

ら

じ

草
履
・
草
鮭

昔
か
ら
草
履
と
い
え
ば
、
主
と
し
て
自
家
で
わ
ら
を
打

っ
て
作
ら
れ
た
わ
ら
草
履
で
あ
る
。
ち
り
草
履
と
も
い
う
。

ど
こ
の
農
家
の
庭
に
も
、
わ
ら
打
石
が
あ
っ
て
、
わ
ら
打
ち
づ
ち
が
か
ま
え
ら
れ
て
い
た
。
夕
方
に
な
る
と
、
わ
ら
を

打
つ

音
が
あ
ち
こ
ち
に
聞
か
れ
、
草
履
つ
く
り
は
、
ほ
と
ん
ど
夜
な
べ
仕
事
で
あ

っ
た
。
時
に
は
竹
の
皮
を
拾
っ
て
、
竹
皮
革
履
を
作
っ

た
0

・
竹
皮
草
履
は
上
等
の
部
類
で
あ
る
。
現
在
の
ス

リ
ッ
パ
が
で
き
る
ま
で
は
、
学
校
の
上
履
き
も
み
な
竹
皮
草
履
だ
っ
た
。
ち
り
草
履

の
花
緒
の
部
分
に
は
、
古
い
布
を
ひ
き
さ
い
て
交
え
て
な
い
つ
け
た
。
女
の
子
の
も
の
に
は
、
赤
い
布
な
ど
も
使
っ
て
き
れ
い
な
も
の
に

し
た
。
花
緒
を
と
ん
ぼ
結
び
に
し
た
の
が
、
と
ん
ぼ
草
履
で
、
足
の
か
か
と
ま
で
届
か
ぬ
短
か
い
草
履
を
足
半
草
履
と
い
っ
て
、
畑
仕
事



は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
を
履
い
た
。

あ
さ
う
ら

麻
裏
草
履
(
フ
ジ
ク
ラ
〉
、
セ
ッ
タ
と
い
わ
れ
る
、
上
等
の
草
履
が
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
大
正
時
代
に
な
っ
て
、

履
、
続
い
て
ゴ
ム
裏
草
履
が
流
行
し
た
。
太
平
洋
戦
争
後
は
、
革
の
台
に
レ
ザ
l
の
花
緒
を
付
け
た
草
履
、
総
ゴ
ム
の
草
履
が
出
回
る
よ

う
に
な
っ
て
、
わ
ら
草
履
は
姿
を
消
し
た
。

ヤ
ツ
オ
レ
草

ひ

き

平

く

て

い

そ

う

草
鮭
は
、
昔
か
ら
戦
場
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
飛
脚
か
ら
旅
人
、
郵
便
の
逓
送
か
ら
配
達
、

か
ご
か
き
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
仕
事
に
広
く

履
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
草
鮭
も
、
す
べ
て
草
履
と
同
じ
よ
う
に
手
ず
つ
く
り
で
あ
っ
た
。

牛
馬
に
履
か
せ
た
く
つ
も
、
草
蛙
の
一
種
で
あ
る
。

こ
の
草
鮭
や
わ
ら
草
履
に
代
っ
て
、

労
働
用
の
履
物
と
し
て
、

大
正
末
期
か
ら
、

第

一
章

衣
食
住
の
う
つ
り
か
わ
り

わらぞうり・わらじ・はばき・わらぐっ・雪輪

地
下
足
袋
が
出
回
り
、
農
山
村
の
山
仕
事
か
ら
、
工
場
労
働
に
至
る
ま
で
使
用
さ
れ
、
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
草
蛙
は
姿
を
消
す
よ
う
に
な
っ
た
。

足た

袋び

足
袋
は
、
木
綿
の
流
行
に
よ
っ
て
、

一
般
的
に
普
及
し
た
履
物
で
あ
る
。
初

め
は
布
だ
け
買
っ
て
き
て
、
紐
付
き
の
手
製
で
あ
っ
た
が
、
明
治
の
末
期
こ

ろ、

コ
ハ
ゼ
付
き
に
改
良
さ
れ
た
。
ふ
だ
ん
に
は
、
男
子
は
黒
か
紺
の
無
地
、
女
子
は
白
や

色
物
を
用
い
た
が
、
婚
札
や
葬
儀
な
ど
の
儀
式
に
は
、
男
女
と
も
白
足
袋
を
用
い
た
。

く

つ

か

わ

ぐ

っ

わ
ら
沓
・
革
靴
の
よ
う
に
足
の
甲
を
お
お
う

く
つ靴

(
沓
)

靴
は
昔
か
ら
履
物
の
総
称
で
、

も
の
も
、
草
履
・
草
鮭
の
よ
う
に
足
の
裏
だ
け
を
保
護
す
る
も
の
も
、
と
も

に
靴
と
呼
ん
だ
。
わ
ら
沓
は
、
大
雪
が
あ
っ
て
冬
の
間
仕
事
が
で
き
な
く
、
猟
に
出
る
こ
と

が
多
か
っ
た
の
で
、
雪
や
け
、
凍
傷
を
防
ぐ
た
め
考
え
ら
れ
た
も
の
で
、
わ
ら
で
つ
く
っ
た

沓
で
あ
る
。

ーノ¥



第
六
編

民
俗
・
文
化

六
三
四

革主

朝t_;

革
靴
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
欧
米
諸
国
か
ら
日
本
に
入
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
一
四
、

五
年
こ
ろ
か
ら
一
般
官

吏

・
巡
査

・
学
校
教
員
な
ど
が
履
く
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
末
期
に
は
、
デ
パ

ー
ト

の
庖
頭
に
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
お
よ
そ
、
我
が
村
あ
た
り
で
は
縁
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。

コ
ム

靴

コ
ム
靴
は
、
大
正
一

O
年
こ
ろ
か
ら
出
回
り
、
初
め
は
短
靴
だ
っ
た
が
そ
の
後
、
長
靴
も
現
わ
れ
て
、
積
雪
の
多
い
当
地

す

方
で
は
、
小
学
校
の
児
童
は
も
ち
ろ
ん
、
大
人
に
至
る
ま
で
広
く
使
用
さ
れ
た
。
し
か
し
素
足
へ
履
く
の
で
靴
ず
れ
に
な

や
ま
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
ゴ
ム
靴
も
、
太
平
洋
戦
争
中
は
、
ゴ

ム
の
原
料
が
輸
入
で
き
な
く
な
っ
て
、
一

時
姿
を
消

し

て

し

ま

い
、
履
物
に
苦
労
し
た
が
、
戦
後
は
、

ま
た
大
量
に
出
回
る
よ
う
に
な
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
改
良
さ
れ
、
ゴ
ム
底
に
、
上
は
布
製
の
ズ
ッ
ク

靴
の
発
達
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
幼
児
用
か
ら
小
中
学
校
・
高
校
に
至
る
ま
で
通
学
靴
と
な
り
、
運
動
靴
は
、
革
・
ズ
ッ
ク
と
も

に
ま
す
ま
す
改
良
さ
れ
て
、
運
動
の
種
類
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た。

か
ぶ被

り
も
の

手

拭

い

か

ぶ

よ

仕
事
着
と
し
て
の
被
り
も
の
に
手
拭
い
が
多
く
用
い
ら
れ
た
。
テ
ノ
ゴ
イ
と
も
呼
ん
で
い
た
。
日
を
除
け
汗
を
吸
う
便
利

は

ら

ま

さ
で
、
男
子
は
ほ
ほ
か
む
り
、
鉢
巻
き
、
女
子
は
ね
え
さ
ん
被
り
で
頭
や
顔
を
保
護
し
た
。

帽
子
は
、
明
治
の
時
代
に
な

っ
て
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
で
、
我
が
国
で
は
昔
か
ら
、

ず

き

ん

か

ぶ

さ
ま
ざ
ま
な
頭
布
が
被
ら
れ

中目

子

て
い
た
。
明
治
二
七

・
八
年
こ
ろ
か
ら
、
昭
和
の
時
代
に
か
け
て
一
般
的
に
流
行
し
た
も
の
に
、
中
折
帽
子
と
鳥
打
帽
子

が
あ
る
。
中
折
帽
と
呼
び
、
官
吏
も
紳
士
も
、
商
人
・
学
生
・
職
人
も
、
老
若
の
別
な
く
、
和
服
に
よ
く
似
合
っ
た
の
で
、
非
常
に
流
行

し
た
と
い
う
。
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
夏
、
男
子
の
カ
ン
カ
ン
帽
が
流
行
し
た
が
、
キ
ョ
ウ
ギ
帽
な
ど
が
出
回

っ
て
か
ら
姿
を

消
し
た
。
太
平
洋
戦
争
中
は
、
戦
闘
帽

・
ヘ
ル
メ
ッ
ト
が
用
い
ら
れ
た
。

ま
た
防
空
用
と
し
て
綿
の
入
っ
た
防
空
頭
布
を
、

お
と
な
も
、



帽子を持つ人、かぶった人(カンカン111自・中折帽〉

昭和 2・3年こ ろ、県知事視

察あり 、落出つり橋のたもと

こ
ど
も
も
み
ん
な
被
っ
た
。
こ
の
頭
布
は
、
江
戸
時
代
に
武
士
が
被
っ
て

い
た
、

山
岡
頭
布
と
い
わ
れ
る
頭
布
の
名
残
り
を
と
ど
め
て
い

た
と
い
う
。
戦
後
は
、
し

ば
ら
く
防
寒
用
と
し
て
愛
用
さ
れ
て
い

た
が
、
皮
や
ビ
ニ
ー
ル
製
の
防
寒
帽
が
出

回
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
姿
を
消
し
た
。
長
髪
化
の
時
代
と
な
っ
て
、
ふ
だ
ん
は

ほ
と
ん
ど
無
帽
の
場
合
が
多
い
が
、
作
業
用
と
し
て
は
男
女
共
に
キ
ョ
ウ
ギ
帽

・

登
山
帽
・

野
球
帽
類
似
の
帽
子
が
多
く
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
最
近
で
は
、
労
働

の
安
全
、
交
通
の
安
全
上
、
ほ
と
ん
ど
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
被
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
学
生
は
黒
の
学
生
帽
、
園
児
や
児
童
は
、
交
通
安
全
の
た
め
、
黄
色
の
野
球

帽
を
か
ぶ
る
よ
う
に
な
っ

た。

四

風
呂
敷

・
袋

物

・
雨
具

ふ

ろ

し

き

風

目

敷

風
呂
敷
は
、
昔
か
ら
使
わ
れ
た
日
本
独
得
の
も
の
で
あ
る
。

初
め

ひ
ら
づ
っ
み

は
平
包
と
称
さ
れ
て
い
た
が
寛
保
年
間
(
一
七
四
一
ー
ー
四
四
〉
の
こ

2
9
h
w
 

ろ
か
ら
風
日
敷
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ふ
と
ん
風
呂
敷
の
よ
う
な
大
風
呂
敷
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
、
柄
も

い
ろ
い
ろ
で
そ

の
用
途
は
広
い
。

働
く
時
の
被
り
も
の
に
用
い
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

特
に
明
治
時
代
か
ら
、
大
正
、
昭
和

の
初
期
へ
か
け
て
は
、
学
校
に
行
く
時
の
教
科
書
も
弁
当
も
す
べ
て
風
呂
敷
包
み
で
あ
っ
た
。
教

科
書
の
風
巴
敷
包
を
右
肩
か
ら
背
負
い
、
裁
縫
箱
の
包
み
を
左
肩
か
ら
背
負
っ
た
女
の
子
、
腰
に
弁
当
の
包
み
を
巻
き
つ
け
た
男
の
子
、

第

一
章

衣
食
住
の
う
つ
り
か
わ
り

こ
の
時
代
に
お
け
る
小
学
生
の
通
学
風
景
で
あ
っ

た
。
利
用
範
囲
の
広
い
風
呂
敷
だ
け
に
、
慶
弔
を
は
じ
め
と
す
る
-記
念
品

・
贈
り
も
の

六
三
五
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に
近
年
ま
で
ほ
と
ん
ど
風
呂
敷
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

し
ん
げ
ん
ぶ
く
ら

信
玄
袋
が
、
明
治
の
中
期
か
ら
大
流
行
し
た
。
信
玄
袋
は
、
底
板
を
付
け
た
手
提
袋
で
、
底
板
は
袋
の
表
と
同
一
の
生
地

袋

ヰ拘

で
お
お

い
、

口
ま
わ
り
に
、
く
く
り
ひ
も
を
つ
け
て
結
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

現
在
の
旅
行
用
バ
ッ
グ
類
の
役
目
を
果
た
し

昭
和
三

O

た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
の
初
め
か
ら
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
間
で
流
行
し
た
手
提
鞄
は
、
戦
後
に
な
っ
て
全
国
的
に
大
流
行
し
、

年
こ
ろ
か
ら
は
、
学
生
・
生
徒
の
通
学
用
鞄
と
も
な
っ
た
。
ま
た
、
小
学
生
の
ラ
ン
ド
セ
ル
・
登
山
用
の
ナ
ッ
プ
サ
ッ
ク
も
大
流
行
し

た
。
こ
れ
ら
の
袋
物
や
鞄
類
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
る
。

み

の

す

げ

が

さ

昔
か
ら
仕
事
用
の
雨
具
は
、
笈

・
菅
笠
で
あ
っ

た
。
自
生
す
る
菅
を
夏
の
聞
に
取
っ
て
乾
燥
し
、
こ
れ
を
材
料
と
し
て
手

雨

自

編
み
し
た
。
笈
に
は
大
笈
と
背
笈
が
あ
り
、
背
笈
は
、
女
子
が
夏
の

日
除
け

と
し
て
使
用
し
た
。
我
が
村
で

は
特
に
猪
伏
で
作
ら
れ
た
笈
が
材
料
の
菅
も
よ
く
、
ま
た
編

み
方
が
、
京
都
の
奥
地
方
の
も
の
と
共
通
し
た
も
の
で
、
丈
夫
さ
と
着
ご
こ
ち
の
良
さ
で
人

気
が
あ
り
お
そ
く
ま
で
作
ら
れ
て
い
た
。

昭
和
三

O
年
こ
ろ
か
ら
、
ゴ
ム

・
ナ
イ
ロ
ン

・
ビ
ニ

ー
ル
製
品
な
ど
の
雨
具
が
出
回
り
、

み
の
か
さ

昔
か
ら
の
笈
笠
は
全
く
姿
を
消
し
、
今
で
は
民
芸
品
と
し
て
残
さ
れ
る
の
み
と
な
っ
た
。

傘
、
が
一
般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
と
い
わ
れ
て

い
る
。
番
傘
や
蛇
の
目
傘
は
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
多
く
出
回

っ
た
。
昭
和
の
初
め
に

か
け
て
、
文
字
の
入
っ
た
番
傘
が
流
行
し
た
。
戦
後
昭
和
三

0
年
代
に
な
っ
て
洋
傘
が
流
行

し
、
男
子
用
、
女
子
用
、
色
と
り
ど
り
の
カ
ラ
フ
ル
な
も
の
が
現
わ
れ
て
、
番
傘
や
蛇
の
目

傘
は
、

一
般
用
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
っ

た
。
大
き
な
文
字
の
入

っ
た
番
傘
が
、

農具類(相11谷中学民俗資料室〉



ず
ら
り
と
掛
け
ら
れ
て
い
た
の
が
、
昔
の
学
校
の
貸
出
し
用
で
あ
っ
た
。

第
二
節

食

生

活

食

物

~ 
艮

帝IJ

食
べ
る

こ
と
は
、
生
命
を
維
持
す
る
た
め
、
人
々
に
と
っ
て
最
も
基
本
的
で
あ
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
食
事
の
回
数

は
現
在
で
は
朝
昼
晩
の
三
食
に
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、
ず
っ
と
昔
は
二
食
で
朝
夕
だ
け
だ
っ
た
。
そ
れ
に
昼
の
間
食
が
加

っ
て
三
回
と
な

っ
た
。

し
か
し
、
労
働
の
は
げ
し
い
我
が
村
あ
た
り
で
は
、
農
家
は
四
食
制
だ
っ
た
。
朝
と
晩
、
昼
の
食
事
を
、
オ
チ
ャ

ヒ
ダ
ケ
チ
ャ

、
午
後
二
時
こ
ろ
に
ニ
パ
ン
チ
ャ

、
食
事
を
す
る
こ
と
を
、
オ
チ
ャ
ヲ
ノ
ム
と
い
っ
た
。

と
呼
び
、
午
前

一
O
時
こ
ろ
に
、

ヒ
ダ
ケ
チ

ャ
の
こ
と
を
、
イ
キ
ツ
キ
チ
ャ
と
呼
ん
だ
り
し
て
、
朝
山
へ
行
き
つ
く
と
す
ぐ
オ
チ
ャ
ヲ
ノ
ン
デ
仕
事
を
始
め
た
。
ま
た
夜
な

ベ
仕
事
を
す
る
時
は
夜
食
を
し
た
。

一
般
の
食
生
活
が
米
食
中
心
に
な
っ
た
の
は
、
そ
う
遠
い
昔
の
こ
と
で
な
く
、
太
平
洋
戦
争
の
混
乱
が
よ
う

や

く

治

ま

主

プA

昆

り
、
経
済
成
長
を
み
せ
て
き
た
こ
ろ
、
我
が
村
あ
た
り
で
は
、
昭
和
三

0
年
代
も
後
半
か
ら
で
あ
る
。
米
は
貴
重
品
で
あ

っ
て
、
特
に
田
の
少
な
い
我
が
村
、
昔
か
ら
米
の
飯
を
食
べ
る
の
は
、
正
月

・
盆

・
祭
な
ど
、
な
に
か
ご
と
の
あ
る
と
き
だ
け
で
、
年
に

数
え
る
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た
。
米
に
対
す
る
人
々
の
執
念
、
病
人
に
米
が
ゆ
を
食
わ
す
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
に
、
死
期
が
近
づ
い
た
病

ふ
り
米
と
い
っ
て
、
竹
の
筒
に
入
れ
た
一
握
り
の
米
を
打
ち
振
っ
て
、
米
の
音
だ
け
で
も
聞
か
せ
て
や
る
、
こ
ん
な
あ
わ

人
の
耳
元
に
、

れ
な
時
代
も
あ
っ
た
と
い
う
。
我
が
村
の
主
食
は
ほ
と
ん
ど
ト
ウ
キ
ビ
で

こ
れ
を
常
食
と
し
た
。
昔
か
ら
村
人
は
、
広
い
焼
畑
を
利
用
し

第
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ハ
三
八

て
ト
ウ
キ
ビ
を
作

っ
た
。

ト
ウ

キ
ビ
は
、
天
正
七
〈
一
五
七
九
)
年
こ
ろ
か
ら
我
が
国
で
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、

か
て

実
に
四

O
O年
余
り
に
も
な
る
。

こ
の
間
我
が
村
人
の
命
の
糧
と
な

っ
た
。
稔
り
の
秋
、
ト
ウ
キ
ビ
の
取
入
れ
は
、
く
る
日
も
く
る
日
も

夜
な
べ
で
ト
ウ
キ
ビ
は
ぎ
が
続
い
た
。
こ
れ
を
せ
が
っ
て
(
積
み
重
ね
て
束
に
す
る
)
イ
ナ
キ
(
稲
架
)
に
架
け
た
。
ど
こ
の
農
家
に
も
黄

イ
ナ
キ

金
色
の

ト
ウ

キ
ビ
稲
架
が
長
く
並
ん
で
見
事
で
あ
っ
た
。

多
い
農
家
で
は
二

O
Oせ
が
い
(
約
二

O
石
〉
く
ら
い
架
け
た
と
い
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
ト
ウ
キ
ビ
ほ
ど
、
背
が
高
い
た
め
風
に
弱
い
作
物
は
無
く
、
台
風
シ
ー
ズ
ン
が
花
ざ
か
り
、

一
夜
の
あ
ら
し
で
収
穫
皆
無
と

な
り
、
た
だ
ぼ
う
然
と
な
る
こ
と
は
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
農
家
は
自
然
と
の
取
引
き
で
、
く
り
返
し
く
り
返
し
、

ト
ウ
キ
ビ
作
り
に
取
り
く
ん
で
き
た
。
常
食
と
し
て
こ
れ
に
代
る
作
物
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

せいろ・ひきうす・けんど(ふるい〉

(柳谷中学民俗資料室)

ト
ウ
キ
ビ
を
イ
ナ
キ
か
ら
下
し
て
、
カ
ラ
サ
ヲ
で
た
た
き
粒
に
す
る
。
こ
れ
を
細
か
く

い
し
う
す

石
臼
で
ひ
き
割
る
。
ひ
き
割
っ
た
も
の
を
、

フ
ル
イ
に
か
け
て
選
別
す
る
。

メ
カ
ワ
が
除

か
れ
、
粉
が
除
か
れ
て
飯
に
た
く
部
分
が
残
る
。
こ
れ
を
ヒ
キ
ワ
リ
と
い
い
、
粉
を
ハ
ナ

ゴ
と

い
っ
た
。
平
常
は
ほ
と
ん
ど
が
ヒ

キ
ワ
リ
の
素
飯
で
、
米
を
少
し
な
べ
の
す
み
に
入

れ
た
部
分
を
弁
当
な
ど
に
入
れ
た
り
も
し
た
。

ハ
ナ
ゴ
は
、
ぞ
う
す
い
に
し
た
り
、

ハ
ナ
ゴ
団
子
を
つ
く
っ
た
。
秋
の
初
め
の
ヤ
キ
ト

ウ
キ
ビ
は
味
も
ま
た
格
別
で
よ
く
食
べ
た
。

ト
ウ
キ
ビ
の
小
粒
の
種
類
を
よ
く
乾
燥
し
て
大
釜
で
煎
る
と
、
よ
く
は
じ
い
て
真
白
い

花
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
イ

リ
ハ
ナ
と
呼
ん
だ
。
イ
リ
ハ
ナ
を
石
臼
で
ひ
い
て
こ
の
粉

を
コ
ン
コ
(
ハ
ッ
タ
イ
粉
)
と
い
い
、

コ
ン
コ
は
飯
を
補
う
た
め
に
食
べ

、
農
家
で
は

こ

れ
を
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
よ
く
ひ
い
た
。
冬
の
間
に
、
粉
ひ
き
唄
な
ど
を
唄
い
な
が



ら
一
年
中
の
分
を
ひ
い
て
、
し
め
ら
ぬ
よ
う
、

ハ
ン
ド

(
ツ
ボ
)
に
詰
め
て
保
存
し、

年
中
食
べ
た
。

コ
ン

コ
メ
ン
ツ
(
竹
を
ま
げ
て
作
つ

た
入
物
)

に
入
れ
て
コ
バ
シ
(
竹
で
作
っ
た
サ
ジ
〉
で
は
ね
て
口
へ
入
れ
る
。

コ
ン
コ
を
食
べ
る

こ
と
を
は
ね
る
と
い
っ
た
。

コ
ン
コ
は
、

子
供
の
オ
ヤ
ツ
が
わ
り
に
も
な
っ
た
。

遊
び
つ
か
れ
て
ク
ジ
ヲ
ク
ル
子
供
、
母
親
は
仕
事
の
手
を
休
め
る
こ
と
な
く
、
子
守
り
を
し
て
い
る
三
つ
違
い
く
ら
い
の
子
へ

、
一寸

コ

ン
コ
で
も
食
わ
せ
て
お
け
や
」
と
い
っ
た
。
コ
ン
コ
を
上
手
に
は
ね
る
こ
と
の
で
き
な
い
子
供
、
半
分
く
ら
い
は
コ
ン
コ
メ
ン
ツ
か
ら
ふ

り
ま
い
て
し
ま
う
。
な
み
だ
、
は
な
、
ど
ろ
ま
み
れ
の
顔
、

コ
ン
コ
だ
ら
け
の
着
物
、
焼
畑
の
一
角
に
見
る
、
コ

ン
コ
メ
ン
ツ
を
抱
え
た

ふ
'
と

「
わ
し
ら
は
コ
ン
コ
を
食
う
て
太
っ
た
の
よ
」
、
と
昔
か
ら
よ
く
聞
か
さ
れ
た
こ

無
心
な
子
供
の
姿
、
こ
の
よ
う
な
時
代
は
な
が
か
っ
た
。

と
ば
で
あ
る
。

麦
飯
は
、
昔
は
丸
麦
だ
っ
た
の

で
た
け
に
く
か
っ
た
が
、
大
正
の
初
め
こ
ろ
か
ら
シ
ヤ
ゲ
麦
が
出
回
る
よ
う
に
な
り
、

ま
た
農
家
も
裸

麦
を
作
っ
て
シ
ヤ
ゲ
麦
に
し
て
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

あ

わ

ひ

え

粟
や
稗
も
よ
く
食
べ
た
。
特
に
稗
は
西
谷
方
面
で
よ
く
作
ら
れ
、
ト
ウ
キ
ビ
と
と
も
に
主
食
に
し
て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を

精
白
す
る
の
に
は
、
各
農
家
に
足
踏
み
の
ヤ
グ
ラ
が
か
ま
え
ら
れ
て
い
た
。
谷
の
水
を
利
用
し
て
つ
く
ソ
オ
ズ
も
で
き
た
。

大
正
の
初
め
こ
ろ
か
ら
水
車
が
で
き
て
楽
に
な
っ
た
。
水
車
は
小
組
単
位
く
ら
い
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
水
車
廻
り
に
は

そ
れ
ぞ
れ
順
番
に
名
前
を
書
い
た
番
帳
を
使
用
し
て
い
た
。

餅
の
こ
と
を
昔
か
ら
パ
ッ
ポ
と
呼
ん
で
い
た
。
正
月

・
節
句
・
祭

・
誕
生

・
普
請

・
仏
事
な
ど
農
家
で
は
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け

よ
く
餅
を
つ
い
た
。
誕
生
祝
い
の
力
餅
と
か
歯
固
め
の
餅
、
餅
は
人
の
生
命
に
力
を
与
え
る
食
物
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

旧
正
月
、
農
家
で
は
イ
イ
を
し
て
餅
つ
き
を
し
た
。
米
の
餅
は
ほ
ん
の
少
し
、
あ
ん
餅
も
少
な
く
、
す
や
餅
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

ヒ
キ
ワ
リ

・
粟

・
コ
キ
ビ

・
タ
カ
キ
ビ

・
ハ
ナ
ゴ
餅
な
ど
で
あ
る
。
多
く
つ
く
農
家
で
は
二
石
五
斗
く
ら
い
つ
い
た
と
い
う
。
こ
れ
を
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六
回

O

寒
の
水
に
つ
け
て
、
夏
ご
ろ
ま
で
毎
日
食
べ
た
。

激
し
い
労
働
を
す
る
た
め
に
は
、
味
よ
り
も
何
よ
り
も
、
こ
う
し
た
腹
ご
し
ら
え
が
必
要
だ
っ
た
。

夏
に
な
る
と
主
と
し
て
、
小
麦
粉
を
使

っ
て
、
ミ

ョ
ウ
ガ
の
葉
に
包
ん
だ
ヨ
モ
ギ
餅
、
大
き
な
平
釜
で

の
煎
り
餅
な
ど
、
そ
の
味
は

γ

ふ
く
ろ
の
味
と
し
て
、

い
ま
な
お
、
ふ
る
さ
と
祭
り
な
ど
で
人
気
を
呼
ん
で
い
る
。

そ
ば
を
よ
く
作
り
、
そ
ば
粉
に
し
て
自
家
製
で
そ
ば
を
打
ち
、
ま
た
熱
湯
を
か
け
て
そ
ば
ね
り
な
ど
も
し
た
。

副

食

物

副
食
物
は
オ
サ
イ
と
呼
び
、
味
噌
・
シ
ョ
ウ
ユ
ノ
ミ

・
ナ

ッ
パ

・
大
根
の
漬
物

・
梅
干
し

・
味
噌
汁

・
野
菜
の
煮
物
な
ど

で
、
魚
は
ふ
だ
ん

い
り
こ
を
使
う
の
は
ぜ
い

た
く
な
ほ
う
、

正
月

・
盆

・
祭
り
な
ど
の
塩
サ
パ
・
イ
ワ
シ
・
イ

タ
ズ
ケ

・

チ
ク
ワ
な
ど
が
最
高
の
ご
馳
走
で
、
牛
肉
や
ブ
エ
ン

と
い
わ
れ
た
鮮
魚
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
食
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
野
菜
は
、
ダ
イ
コ

ン
・
ニ
ン
ジ
ン
・
イ
モ
・
タ
カ
ナ
・
ネ
ギ

・
ゴ
ボ
ウ

・
ウ
リ

・
カ
ボ
チ
ャ

・
ナ
ス
ビ
な
ど
で
、

ワ
ラ
ビ
・
ゼ
ン

マ
イ

・
フ
キ
な
ど
山
菜
類

を
よ
く
取

っ
て
保
存
し
た
。
大
根
の
切
干
し
ゃ
干
し
葉
を
た
く
さ
ん
作

っ
て
保
存
し
、
冬
期
の
野
菜
が
わ
り
と
し
た
。

ハ
ナ
ゴ
雑
炊
に
は

た
い
て
い
ヒ
パ
(
干
葉
〉
が
入
っ
て
い
た
。
パ
レ
イ
シ
ョ
は
、

コ
ウ
ボ
ウ
イ

モ
と
呼
び
主
食
の
よ
う
に
常
食
し
た
。

豆
腐
や
コ
ン
ニ
ャ
ク

は
自
家
製
で
最
上
の
ご
ち
そ
う
で
あ
り
、
正
月

・
盆

・
祭
り

・
ま
た
な
ん
ぞ
ご
と
の
あ
る
と
き
は
必
ず
つ
く
っ
た
。
大
き
く
て
ニ
ガ
リ

の

効
い
た
豆
腐
、
な
わ
で
く
く
っ
て
持
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
だ
な
ど
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
豆
腐
を
焼
い
て
塩
漬
や
、
梅
酢
に
た
く
さ
ん
漬
け

て
保
存
食
と
し
た
。

食
物
も
、
昭
和
二

O
年
、
太
平
洋
戦
争
前
後
は
食
糧
事
情
が
悪
く
な
っ
て
、
我
が
村
で
も
雑
穀
、

い
も
類
に
至
る
ま
で
強
制
供
出
と
な

り
、
食
糧
も
塩
も
し
よ

う
ゆ
も
配
給
制
と
な
っ
た
。

ト
ウ
キ
ビ
飯
さ
え
充
分
に
食
え
ず
、
さ
つ
ま
い
も
の
切
干
し
を
入
れ
た
カ
ン
コ
ロ

飯
、
食
う
や
食
わ
ず
の
生
活
が
続
い
た
。
昭
和
三

0
年
代
に
な
っ
て
、
高
度
の
経
済
成
長
に
伴
い
、
米
も
麦
も
主
要
食
糧
が
豊

富

に

な

り
、
肉
・

魚

・
果
物

・
あ
ら
ゆ
る
食
料
品
が
曙
好
品
に

い
た
る
ま
で
、
村
内
の
庖
頭
は
も
ち
ろ
ん
、
交
通
の
便
が
よ
く
な
る
に
つ
れ
て
、



移
動
ス

ー
パ
ー
的
な
行
商
が
、
ど
ん
ど
ん
各
家
庭
の
庭
先
ま
で
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
、
田
舎
の
村
で
も
何
不
自
由
な
く
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。炊

事
施
設

昔
の
農
家
は
、
家
の
中
に
入
る
と
ヌ
ワ
と
呼
ぶ
土
聞
が
あ
り
、

そ
の
奥
に
シ
ヅ
と
呼
ぶ
台
所
が
あ
っ
た
。
こ
の
シ
ヅ
に

.L.>、
ロ

所

は
、
大
小
の
ク
ド
(
カ
マ
ド
)
が
あ
り
、

そ
の
近
く
に
流
し
を
設
け
て
横
に
水
ガ
メ
を
す
え
付
け
、
食
器
や
炊
事
用
具
を

か
け
と
い

置
く
棚
や
戸
棚
を
取
付
け
た
。
水
ガ
メ
の
水
は
、
家
の
外
の
フ
ネ
ガ
ワ
と
呼
ぶ
木
や
竹
の
掛
樋
か
ら
受
け
た
水
ダ
メ
の
禍
か
ら
汲
ん

で
入

れ
た
。
昭
和
に
入
っ
て
、
水
タ
ン
ク
が
セ
メ
ン
ト
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
煮
た
き
は
、
特
別
の
場
合
を
除
き
主
と
し
て
、
茶
の
間

の
ユ
ル
リ
(
イ

ロ
リ〉

が
使
わ
れ

ユ
ル
リ
も
台
所
の
一
部
を
な
し
た
。

ユ
ル
リ
に
は
ジ
ザ
イ
が
か
か
っ
て
い
た
。
ジ
ザ
イ

は
、

天

井

か

ら

な
わ
を
つ
り
下
げ
、
竹
筒
に
梅

の
木
で
作
っ
た
か
ぎ
を
通
し
、
そ
れ
に
な
ベ

・
は
が
ま

・
ど
び
ん
な
ど
を
か
け
て
火
を
た
き
煮
物
な
ど
を

し
た
。
大
正
年
間
に
な
っ
て
、

こ
の
ジ
ザ
イ
カ
ギ
も
鉄
製
の
も
の
が
で
き
た
。

タ
キ
モ
ン

(
薪
)

燃
料
は
タ
キ
モ

ン
(
薪
)
と
呼
ん
だ
。
昔
か
ら
大
雪
の
降
る
我
が
村
で
は
、
暖
房
用
と
併
せ
て
タ
キ
モ
ン
を
多
量

に
必
要
と
し
た
。
年
間
三
坪
も
四
坪
も
た
く
の
が
普
通
だ
っ
た
。
農
家
で
は
タ
キ
モ
ン
を
主
食
と
同
じ
よ
う
に
大

切
に
扱
い
キ
ハ
ン
マ
イ

(木
飯
米
)
と
も
呼
ん
だ
。
タ
キ
モ
ン
作
り
は
、

農
家
に
と
っ
て
は
大
仕
事

の
一
つ
で
あ
っ
た
。
秋
の
初
め
こ
ろ

き

ん

ま

か
ら
山
を
切
り
、
木
こ
り
を
し
て
、
遠
い
山
か
ら
の
運
搬

・
家
族
中
が
冬
に
向
っ
て
毎
日
木
か
る
い
(
背
負
う
)
や
木
馬
に
積
ん
で
ひ
っ

ば
っ
た
。
ど
こ
の
農
家
の
軒
下
に
も
木
グ
ロ
が
高
く
積
ま
れ
た
。
戦
後
昭
和
三

0
年
代
に
な
っ
て
、
石
油
コ
ン
ロ
の
出
現
、

ユ
ル

リ
を
堀

ゴ
タ
ツ
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
茶
の
間
の
ほ
こ
り
も
煙
も
な
く
な
っ
た
。
木
炭
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
タ
キ
モ
ン
の
必
要
が
な

く
な
っ
た
。第

一
章

衣
食
住
の
う
つ
り
か
わ
り

六
回
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昭
和
四

0
年
代
に
な
っ
て
、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
が
売
り
出
さ
れ
、

そ
の
便
利
さ
は
食
生
活
に
お
け
る
炊
事
を
容
易
な
ら
し
め
た
。

六
回

調
理
・
炊
事
用
具

・
食
器

を
炊
く
の
も
、

い

も

の

は

が

ま

主
食
を
た
く
の
は
、
鉄
の
鋳
物
の
羽
釜

・
ま
た
ツ
ル
カ
ケ
鍋
が
あ
っ
た
。
農
家
で
は
、

飯

鍋支

釜2

に

た

き

ユ
ル
リ
で
煮
炊
す
る
た
め
、

主
に
ツ
ル
カ
ケ
鍋
を
使
用
し
た
。
ツ
ル
カ
ケ
鍋
は
大
小
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
大
き
い
も
の
を
八

マ
イ
ヅ
ル
と

呼
ん
で
い
た
o

こ
れ
を
使
う
多
人
数
の
農
家
が
昔
は
多
か
っ
た
の
で
あ
る
o

小
さ
い
鍋
は
、
煮
物

・
汁
物
を
炊
く
の
に
使
用
し
た
o

羽
釜

は
、
昭
和
の
初
め
こ
ろ
か
ら
ア
ル
ミ
製
に
な
り
、
戦
後
は
ア
ル
マ
イ
ト
と
な
り
、
電
気
釜

・
ガ
ス
釜
な
ど
の
出
現
に
よ
っ
て
、
あ
ま
り
使

炊事道具{予李:今製立1勺子(ト引クリ・}
¥-ムヤ 巴フ ・11そ紗日・メンン / 

(相|俗 中学民俗資料室)

桶類(桶・ サゲ ・ハ ンボ)

(相11谷中学民俗資料室)

わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。

茶

沸

し

北
日
は
、

土
ビ
ン
と
い
っ

て
、
明
治
の
終
り
ご
ろ

ま
で
は
主
と
し
て
土
製
の
も
の
を
使
っ

て
い
た
。
大
正
時
代
に
な
っ
て
、
ホ
ウ

ロ
ウ
ビ
キ
・
鉄
の
鋳
物
製
、
昭
和
に
な

っ
て
ア
ル
ミ
製
な
ど
が
出
る
よ
う
に
な

っ
た
。

汁

杓

子

杓
子
は
木
製
の
汁
杓
子

が
お
そ
く
ま
で
使
わ
れ

て
い
た
。
そ
の
後
ア
ル
ミ
製
の
も
の
が



出
回
っ
た
。
木
製
の
汁
杓
子
は
、

タ
ワ
シ
な
ど
と
と
も
に
景
品
な
ど
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ク
リ
の
木
な
ど
で
作
ら
れ
た
大
き
い
も
の
で
、
昔
は
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
縁
日
な
ど
の
く
じ
引
き
で
、

4面

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
桶
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
桶
は
、

さ
げ

昔
は
木
製
の
禍
類
が
多
く
て
、
水
桶
を
は
じ
め
、
味
噌

・
醤
油
を
作
る
桶

・
手
提
桶

・
手
桶

・
ハ
ン
ボ

・
飯
ビ
ツ
な
ど
、

モ
ミ

・
マ
ツ

・
ス
ギ
な
ど
の
材
質
の
良
い
も
の
を
選
ん
で
、
竹
の
輪

類

で
し
め
て
作
っ
た
。
こ
れ
ら
の
桶
の
輪
替
え
は
、

「た
る
屋
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
職
人
が
何
人
か
い
て
、
年
に
一
回
は
必
ず
農
家
を
一
軒

一
軒
回
っ
て
輸
替
え
を
し
た
。
古
い
輸
を
た
る
屋
さ
ん
に
は
ず
し
て
も
ら
っ
て
、
子
供
達
は
輪
ご
回
し
を
し
て
遊
ん
だ
も
の
で
あ
る
。オ

イ
カ

カ

コ

類

カ
ゴ
類
は
日
常
仕
事
に
使
用
さ
れ
る
も
の
を
含
め
て
た
く
さ
ん
あ
り
、

チ

ヤ

ツ

ゴ

・
タ
ナ
カ
ゴ

・
ト
リ
カ
ゴ

・
イ
モ
ホ
リ
カ
ゴ
・
茶
摘
ミ
カ
ゴ
か
ら
ミ
に

い
た
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
。
普
通
の
カ
ゴ
は
そ
れ
ぞ
れ
自
家
製
で
あ
っ

た
が
、

、
類
や
ミ
な
ど
は
売
り
に
来
る
の
を
買
っ
て
い
た
。

茶
椀
は
、
明
治
の
初
め
こ
ろ
か
ら
、
カ
ラ
ツ
モ
ノ
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た

A.. 
艮

器

が
、
汁
椀
は
木
製
の
も
の
を
や
は
り
使
っ
て
い
た
。
箸
は
竹
の
自
家
製

で
、

タ
カ
キ
ビ
の
煮
出
し
汁
で
染
め
て
使
っ
た
。

箱T

食
器
を
の
せ
た
り
、
し
ま
っ
た
り
す
る
の
に
、
江
戸
末
期
の
こ
ろ
か
ら
箱

膳Z

膳
が
広
く
使
わ
れ
た
。
箱
膳
は
家
族
め
い
め
い
に
か
ま
え
て
い
て
、
そ
の

中
に
は
、

箸

・
茶
椀

・
汁
椀
・
テ
シ
オ
ザ
ラ
(
小
ザ
ラ
〉
を
入
れ
、
食
事
の
時
に
は
自
分

の
前
に
置
き
、
ふ
た
を
ひ
つ
く
り
か
え
し
て
、

そ
れ
に
食
器
を
出
し
て
の
せ
め
い
め
い
の

飯
台
と
し
た
c

食
事
が
終
る
と
、
そ
の
都
度
食
器
を
洗
う
こ
と
は
な
く
箱
謄
に
入
れ
て
、

第

一
章
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か
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シ
夕
、
、
、
や
小
さ
い
ザ
ル
類
を
は
じ
め

、/

タ

六
回

み・したみ・あわげ・かご

(柳谷中学民俗資料室)
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戸
棚
へ
み
ん
な
の
を
し
ま
っ
た
。
あ
ま
り
衛
生
的
で
は
な
い
が
便
利
で
あ
っ
た
。

こ
の
箱
膳
は
、
農
家
で
は
、

ユ
ル
リ
が
使
わ
れ
な
く
な

っ
て
、
そ
こ
へ
飯
台
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
ろ
ま
で
用
い
ら
れ
た
。

飯
ビ
ツ
は
あ
っ

た
け
れ
ど
も
、
夏
は
飯
が
ス
エ
ル
(
ク
サ
ル
)
の
を
防
ぐ
た
め
、

シ
タ
ミ
に
入
れ
て
サ
ナ
(
竹
で
編
ん
だ
小

シ

タ

ミ

さ
な
す
だ
れ
)
を
か
け
て
涼
し
い
軒
下
な
ど
に
吊
し
た
。
シ
タ
ミ
は
ツ
ル
が
つ
い
て
い
る
の
で
大
変
便
利
で
あ
り
、
し、

ろ

い
ろ
な
も
の
を
入
れ
て
、
家
の
中
に
も
吊
さ
れ
て
い
た
。

昔
は
弁
当
は
に
ぎ
り
飯
に
し
て
竹
の
皮
に
包
ん
で
い
た
。
藩
政
時
代
の
終
り
こ
ろ
か
ら
、

メ
ン
ツ
が
用
い
ら
れ
た
。

メ

ン

弁
当
入
れ

ツ
は
、
大
き
な
竹
の
表
皮
を
除
き
、
内
身
を
け
ず
っ
て
、
火
や
湯
で
あ
た
た
め
、

一
枚
の
板
の
よ
う
に
伸
ば

し、

さ
ら
に

そ
れ
を
あ
た
た
め
て
、
小
判
型
に
丸
め
、
板
で
底
を
入
れ
、
か
ぶ
せ
る
よ
う
に
ふ
た
を
作
り
、
必
要
に
よ
っ
て
は
ふ
た
に
も
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
作
っ
た
。

小
さ
い
メ
ン
ツ

を
菜
メ
ン
ツ
と
呼
ん
だ
。
ま
た
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
ヤ
ナ
ギ
コ
オ
リ
の
弁
当
入
れ
も
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
軽
く
て
飯
が
ス
エ
に
く
い
の
で
、
よ
そ
い
き
な
ど
に
よ
く
使
わ
れ
た
。
弁
当
。
コ
リ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

第
三
節

住

生

活

住

居

屋
敷
取
り

村
に
住
み
つ
い
た
人
た
ち
は
、
住
居
を
構
え
る
に
つ
い
て
、
先
ず
水
、
働
き
場
、
安
全
を
考
え
て
屋
敷
取
り
を

し
て
い

る
。
古
い
家
は
、
ど
こ
の
家
も
谷
川
の
湧
水
が
利
用
で
き
る
場
所
を
選
ん
で
い
る
。
家
の
庭
を
カ
ド
と
呼
び
、
カ
ド
の
ま

わ
り
に
は
カ
ザ
ガ
キ
な
ど
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
我
が
村
で
は
平
地
が
少
な
い
た
め
、
屋
敷
が
細
長
く
て
奥
行
き
が



土
間
の
上
に
直
接
板
を
敷
き
そ
の
上
に
わ
ら
や
む
し
ろ
を
敷
い
て
生

浅
く
、
随
っ
て
平
屋
が
多
い
。
藩
政
時
代
は
、
掘
立
小
屋
が
多
く
、

っ
た
。

活
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
の
時
代
に
な
っ
て
、
農
家
で
も
、
石
口
や
土
台
を
使
っ
た
家
が
大
工
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
る
よ
う
に
な

ド
ウ
ヅ
キ

づ

家
を
建
築
す
る
場
合
ま
ず
地
鎮
祭
を
行
い
、
次
に
地
揚
き
を
行
う
。

こ
れ
を
ド
ウ
ヅ
キ
と
呼
ん
で
い
る
。
ド
ウ
ヅ
キ
は
、

や
ぐ
ら

柱
や
、
土
台
の
下
へ
入
れ
る
石
口
の
箇
所
を
揚
い
て
固
め
る
の
で
あ
る
。
ド
ウ
ヅ
キ
の
方
法
は
い
ろ
い
ろ
だ
が
、

第
一
章

衣
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胴づき風景 (昭和 4年ころ、落出公会堂敷地、現

在役場の位置〉

を
組
む
も
の
、
松
の
木
の
丸
太
の
大
き
い
部
分
を
短
く
切
っ
て
、
こ
れ
に
た
く
さ
ん
の

引
き
綱
を
つ
け
て
、
多
勢
が
輸
に
な
っ
て
ひ
っ
ぱ
り
上
げ
な
が
ら
挽
く
こ
ん
な
方
法
も

あ
っ
た
。
二
番
茶
に
は
、
ド
ウ
ヅ
キ
祝
い
の
酒
も
で
て
、
に
ぎ
や
か
に
ド
ウ
ヅ
キ
歌
に

合
わ
せ
て
威
勢
よ
く
地
固
め
を
し
た
。
こ
ん
な
風
景
も
、
昭
和
の
初
め
こ
ろ
ま
で
で
、

家
の
基
礎
が
コ
ン
ク
リ

ー
ト
に
な

っ
て
か
ら
あ
ま
り
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

お
の

チ
ョ
ウ
ナ
ハ
ジ
メ
(
手
斧
始
め
)
と

大
工
仕
事
を
始
め
る
の
を
、

チ
ョ
ウ
ナ
ハ
ジ
メ

い
っ
て
、
当
家
が
大
工
と
と
も
に
祝

っ
た。

棟
上
祝
い

家
建
て
を
建
前
と
い
う
。
建
前
の
日
は
、
柱
の
組
立
て
を
完
了
し
て
、

棟
桁
を
か
け
、
棟
上
祭
り
を
行
う
。
幣
を
切
り
、
お
神
酒
な
ど
の
供
物

カ
モ
ジ
、
髪
道
具
、

ま
た
松
、
桧
な
ど
で
作
っ
た
弓
矢
を
北
の
方
角
に
向
け
て
つ
け
る
。
棟

づ

え

お

が

さ
し
が
ね

・
す
み
つ
ぼ

・
尺
杖
を
供
え
て
神
を
拝
む
。
次
に
餅
ま
き
を
す
る
。

ぜ
に

す
み
餅
と
い
っ
て
家
の
四
す
み
に
ま
い
た
。
ま
た
銭
を
一
緒
に
ま
く
こ
と
も
あ
っ

た
。

を
し
て
神
を
祭
る
。
さ
さ
の
つ
い
た
長
い
竹
を
立
て
、
長
い
布
、

セ
ン
ス
な
ど
、

梁
が
、

六
四
五



第
六
編

民
俗

・
文
化

六
四
六

そ
の
後
、
多
勢
の
手
伝
い
の
人
た
ち
で
祝
宴
が
行
わ
れ
た
。
家
が
完
成
す

る
と
、
家
移
り
を
し
て
新
築
祝
い
を
す
る
。
家
固
め
の
祝
い
と
も
言
わ
れ

た。
我
が
村
に
お
け
る
住
家
も
、
明
治
の
時
代
に
建
て
ら
れ
た
も
の
は
、
次

第
に
建
て
か
え
ら
れ
、
ま
た
た
び
た
び
改
築
さ
れ
て
、
昔
の
ま
ま
の
黒
く

す
す
け
た
古
い
家
は
、
あ
ま
り
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

茅屋根の風景 (菅行)

家
の
屋
根

昔
の
家
は
全
部
茅
ぶ
き
だ
っ
た
。
茅
ぶ
き
の
屋
恨
は
、

茅
ぶ
き
屋
根

夏
は
涼
し
く
冬
は
暖
か
で
あ
る
。

ユ
ル
リ
で
火
を
た
く

の
で
、
三

O
年
く
ら
い
は
も
っ
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
聞
に
棟
の

部
分
の
押
え
の
竹
が
く
さ
る
の
で
、
七
、
八
年
で
棟
は
ふ
き
か
え
を
し
な

か

や

ぱ

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
屋
根
の
ふ
き
替
え
は
、
各
部
落
に
共
同
の
茅
場

が
あ
っ
て
、
屋
根
講
や

こ
う
ろ
く
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
(
第
三
章
講

参
照
)
。

瓦

屋

根

明
治
の
中
期
か
ら
、
瓦
が
出
現
し
た
け
れ
ど
も
、
交
通
の

不
便
な
我
が
村
あ
た
り
で
は
、
明
治
末
期
に
な
っ
て
も
、

瓦
屋
根
は
数
軒
こ
そ
な
か
っ
た
と
い
う
。
昭
和
初
期
に
な
っ
て
、
杉
皮
ぶ



き
が
多
く
な
り
、

そ
れ
が
次
第
に
ト
タ
ン
ぶ
き
へ
と
変
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
ー
杉
・
桧
の
植
林
が
す
す
め
ら
れ
て
茅
も
次
第
に

少
な
く
な
り
、
ま
た
火
災
に
対
す
る
用
心
の
た
め
に
も
、
人
々
は
瓦
屋
根
を
望
ん
だ
け
れ
ど
も
、
経
済
的
に
な
か
な
か
容
易
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
瓦
講
が
ぽ
つ
ぽ
つ
生
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
戦
後
に
お
い
て
は
、
新
築
は
も
ち
ろ
ん
、
茅
屋
根
も
小
屋
下
げ

さ
れ
て
、
日
本
瓦
や
、
各
種
ス
レ
ー
ト
な
ど

に
ふ
き
替
え
ら
れ
た
。
現
在
で
は
、
村
で
も
茅
屋
根
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
茅
屋
根
を
鉄

板
で
包
ん
だ
家
が
数
え
る
ほ
ど
あ
る
だ
け
に
な
っ
た
。

家

材

料

住
宅
は
木
造
で
発
達
し
て
き
た
。
骨
組
は
、
柱
と
梁
で
組
み
固
め
、
壁
は
板
か
ら
後
に
は
竹
を
骨
と
す
る
土
壁
に
発
達
し
た
。
柱
は
主

ク
リ

・
ツ
ガ

・
マ
ツ
、
後
に
は
ス
ギ

・
ヒ
ノ

キ
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
家
に
は
、
ク
リ
な
ど
で
大
き
い
大
黒
柱
を
必
ず

ふ
し
ん

入
れ
た
。
ま
た
マ
ツ
の
大
木
で
梁
を
入
れ
、
風
雪
に
耐
え
る
が
ん
じ
よ
う
な
も
の
と
し
、
こ
れ
を
ウ
シ
(
梁
)
と
呼
ん
だ
。
家
普
請
は
、
隣
近
所

と
し
て
、

や
親
類
に
よ
る
コ
ウ
ロ
ク
で
、
材
木
取
り
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
運
搬
の
道
具
も
な
く
、
人
力
の
み
に
頼
っ
た
こ
の
時
代
、
遠
方
山

か
ら
、

ひ
っ
ぱ
り
出
し
て
来
る
ウ
シ
(
梁
)
は
、
家
に
到
着
す
る
ま
で
に
は
相
当
た
く
さ
ん
の
酒
を
飲
ん
だ
と
い
う
。
柱
は
一
本
一
本

ハ

ぴ

金

、

ひ

ツ
リ
(
斧
)
で
は
つ
り
、
製
材
の
な
い
時
代
、
板
は
一
枚
一
枚
木
挽
に
よ

っ
て
挽
か
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
ろ
で

は
、
な
か
な
か
造
作
ま
で

も
出
来
上
ら
な
い
家
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
昭
和
一

0
年
代
に
な
っ
て
、
発
動
機
に
よ
る
移
動
製
材
が
現
わ
れ
て
、

普
請
を
す
る
場

合
は
、
建
築
材
一
切
を
集
め
て
製
材
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
、

セ
メ
ン
ト
も
使
わ
れ
、
ま
た
壁
も
白
壁
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
の
前
後
は
、
釘
を
は
じ
め
と
し
た
建
築
材
が
不
足
し
て
い
た
が
、
戦
後
次
第
に
物
資
が
豊
富
に
な
っ
て
、
建
築

様
式
も
急
速
に
変
り
発
達
し
た
。

昭
和
四

0
年
代
に
な
っ
て
、
外
材
が
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
建
材
が
ど
ん
ど
ん
生
産
さ
れ
て
、
木
材
の
多
い
我
が
村
あ
た
り

第
一
章

衣
食
住
の
う
つ
り
か
わ
り

六
回
七
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ま
で
入

っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
我
が
村

に
お
け
る
建
築
様
式
も
、
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
り

・
鉄
骨
造
り
な
ど
も
多
く
な
っ
て
、
建

六
四
八

築
用
材
は
木
材
だ
と
思
っ
て
い
た
時
代
は

い
つ
の
間
に
か
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。

四

家
の
間
取
り

農
家
の
間
取
り
が
形
造
ら
れ
た
の
は
、
近
世
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
家
の
間
仕
切
り
が
な
い
時
代
、
中
世
の
寝
殿
造
り
に
お
け
る

九
帳
、
広
い
部
屋
の

一
部
に
布

(
張
)
で
囲
ん
だ

一
区
画
を
作
っ
て
、

プ
ラ

イ
バ
シ
ー
を
保

っ
た
の
で
あ
る
が
、
農
家
で
は
、
寝
間
な
ど

に
む
し
ろ
や
、
板
を
利
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。
間
仕
切
り
が
板
戸

・
障
子

・
フ
ス
マ
と
移
動
す
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
、
婚
礼
や
葬
式
な
ど

4
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|
|
3
間
半
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1
1
1
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人
が
多
く
集
る
と
き
は
、
大
き
な
室
と
し
て
使
用
で
き
る
よ
う
考
え
た
。

我
が
村
で
、
明
治
時
代
に
建
て
ら
れ
た
家
の
間
取
り
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
様
式
を
図
示
し
て
み
る
。

一
列
並
び
型
と
称
さ
れ
る
型

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
そ
れ
に
隠
居
を
一
緒
に
と
っ
た
も
の
も
多
か
っ
た
。
隠
居
が

一
棟
に
と
ら
れ
て
い
る
も
の
は
特
に
西
谷
方
面
に
多

く
、
こ
れ
は
豪
雪
に
よ
る
寒
気
の
き
び
し
さ
に
対
す
る
生
活
の
知
恵
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

家
の
前
に

は
、

ヒ
ノ
リ
ワ
と
呼
ば
れ
る
広
場
を
物
干
し
な
ど
に
使
う
た
め
に
設
け
た
。
ヌ
ワ
と
呼
ば
れ
る
土
聞
が
広
い
の
は
、

ヌ
ワ
に

大
釜
が
備
え
付
け
ら
れ
て
、

コ
ウ
ゾ

・
ミ

ツ
マ
タ
の
皮
は
ぎ

・
ト
ウ
キ
ビ
は
ぎ
な
ど
、
作
業
場
と
し
て
使
用
す
る
た
め
で
あ
っ

た
。

ヌ
ワ
ぞ
い
に
茶
の
間

・
寝
間

・
中
の
間

・
座
敷

・
エ
ン
が
と
ら
れ
て
、
寝
間
に
は
夫
婦
が
、
中
の
間
に
は
子
供
た
ち
が
、
座
敷
は
来
客

の
場
合
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
タ
タ
ミ
は
盆
や
正
月
、
な
に
か

こ
と

の
あ
る
時
だ
け
敷
き
、
ふ
だ
ん
は
板
の
間
に
し
て
タ
タ
ミ
は
そ

こ
へ

積
ん
で
い
た
。

そ
の
時
代
、
タ
夕
、
、
、
は
敷
付
で
な
く
備
品
で
あ
り
道
具
と
し
て
取
扱
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

隠
居
部
屋
に
は
と
し
よ
り
が
住
み
、
世
帯
は
お
お
む
ね
別
に
し
て
い
た
。
茶
の
間
に
は
ユ
ル
リ
(
イ
ロ
リ
)
が
作
ら
れ
て
い
た
。

こL

/レ

リ
は
、
三
尺
角
、
ま
た
は
、
三
尺
三
寸
角
の
正
方
形
に
作
ら
れ
、
タ
タ

ミ
半
枚
敷
き
の
大
き
き
だ
っ
た
。

ユ
ル
リ
で
煮
た
き
し
、
そ
れ
を

囲
ん
で
食
事
を
し
、
暖
房
を
と
る
な
ど
、

一
家
だ
ん
ら
ん
の
場
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。

ユ
ル
リ
の
周
囲
の

座
は
、
サ
キ
ザ
・
テ
ツ

ザ

・
オ
ク
ザ

・
シ
モ
ザ
な
ど
と
呼
ば
れ
、
主
人
は
サ
キ
ザ
、
主
婦
は
テ
ツ
ザ
、
客
は
オ
ク
ザ
と
き
ま
っ
て
い
た
。

テ
ツ
ザ
は
台
所
に
近
い
方
を
と
っ
た
。

ユ
ル
リ
は
火
を
た
く
と
煙
が
充
満
す
る
の
で
、

ユ
ル
リ
の
真
上
の
天
井
が
空
い
て
お
り
、
屋
根

の
両
側
に
は
ハ
フ
と
呼
ば
れ
る
煙
抜
き
が
見
ら
れ
た
。

隠
居
部
屋
が
一
緒
に
と
ら
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
近
く
に
隠
居
屋
が
建
て
ら
れ
た
。
納
屋

・
駄
屋
な
ど
も
近
く
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。

家
の
間
取
り
も
、
戦
後
に
お
い
て
は
大
き
く
変
り
、
昔
の
来
客
中
心
か
ら
、
家
族
中
心
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
る
い
南
向

き
に
居
間
を
と
り
、
中
廊
下
な
ど
を
と
っ
て
、
個
室
に
仕
切
り
、
洋
間
な
ど
も
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
一
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五

家
の
中
の
設
備

燈
火
は
、
古
く
は
あ
か
し

(
照
明
)
と
い
い
、

燈

火

六
五

O

ユ
ル
リ
の
火
が
屋
内
の
燈
火
で
あ
る
と
同
時
に
、

コ
エ
マ
ツ
の
根
の
脂
の

多
い
部
分
を
割

っ
て
、
石
や
鉄
製
の
燈
台
を
ユ
ル
リ
の
片
隅
に
置
き
、
そ
の
上
で
燃
し
て
あ
か
し
と
し
た
時
代
、
ま
た
江

と
う
し
ん

ナ
タ
ネ
油
を
使
っ
て
油
皿
に
灯
芯
を
さ
し
と
も
し
た
。
そ
の
こ
ろ
紙
や
ロ

l
ソ
ク
の
普
及
に
よ
っ
て
、
ア
ン
ド
ン

や

戸
時
代
中
期
か
ら
、

チ
ョ
ウ
チ
ン
が
生
れ
、
江
戸
時
代
末
期
に
な
っ
て
は
、
石
油
を
燃
料
と
し
た
ト

ク
ヨ

・
カ

ン
テ
ラ
・
ガ
ン
ド
オ
・
そ
し
て
明
治
五
年
こ
ろ

か
ら
、
国
産
の
ラ
ン
プ
が
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
従
前
の
燈
火
よ
り
は
る
か
に
明
る
く
、
夜
間
の
照
明
用
具
は
一
変
し
た
。

シ
ン
の
大
き
さ
で
、
三
分
・
五
分
・
八
分
と
分
れ
て

い

石
油
ラ
ン
プ
は
、
小
さ
い
豆
ラ
ン
プ

・
普
通
の
つ

り
下
げ
る
ラ
ン
プ
が
あ
り
、

て
、
ふ
だ
ん
は
、
三
分
や
五
分
を
使
い
、
特
別
の
時
に
大
き
い
八
分
の
ラ
ン

プ
を
と
も
し
た
。
毎
晩
と
も
す
前
に
は
、
ラ
ン

プ
の
ホ
ヤ
の

フ
ス
ボ
リ
を
磨
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
子
供
の
仕
事
の
一
つ

で
あ

っ
た
。
な
に
か
ご
と

の
あ
る
時
、
座
敷
に
は

八
分
の
ラ
ン
プ
を
二
こ
も

一一
一
こ
も
ぶ
ら
さ
げ
た
。
そ
れ
を
頭
で
か
ず
か
な
い
よ
う
長
い
紙
き
れ
を
ぶ
ら
さ
げ
て
い
た
。

照明用具(燭台 ・カンテラ〉

(柳谷中学民俗資料室)

風ふ

た
き
ぎ

昔
の
風
呂
は
、
ご
え
も
ん
風
呂
が
多
く
、
た
き
も
ん

は
薪
だ

わ
か

っ
た
。
農
家
で
は
風
呂
を
沸
す
回
数
が
少
な
く
、
た
ら
い

呂ろ

ぎ
よ
う
ず
い

で
、
行
水
を
し
、
こ
れ
を
、

「
湯
を
使
う
」
と
い

っ
て
い
た
。
昭
和
の
初
め

こ
ろ
ま
で
は
、
風
巴
の
な
い
農
家
が
多
く
、
隣
近
所
の
あ
る
家
で
も
ら
い
風

呂
を
す
る
の
だ

っ
た
。
風
呂
は
つ

く
り
た
く
て
も
そ
の
余
裕
が
な
い
時
代
だ

っ
た。風

目
は
た
い
て
い
便
所
の
そ
ば
に
あ
っ

て
、
風
自
の
廃
水
は
便
所
の
大
き



な
た
ま
り
へ
流
し
こ
ん
で
い
た
。
た
ま
り
の
下
肥
は
、
常
に
作
物
の
肥
料
と
し
て
使
用
さ
れ

作業用具 (おいなわ ・竹の水筒)

て
い
た
も
の
で
あ
る
。

戦
後
に
な
っ
て
は
、
山
村
で
も
文
化
風
呂
が
普
及
し
、
燃
料
も
重
油
や
灯
油
、
プ
ロ
パ
ン

ガ
ス
を
使
用
す
る
も
の
、
ま
た
電
気
温
水
器

・
太
陽
熱
利
用
の
温
水
器
ま
で
普
及
し
て
い

る
o 

暖
房
設
備
は
、
昔
は

ユ
ル
リ
ば
か
り
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
掘
ご
た
つ
に
変
わ

暖

冷

房

り
、
ス
ト
ー
ブ
が
現
わ
れ
た
。
ス
ト

ー
ブ
は
、
薪
ス
ト

ー
ブ

・
石
炭
ス
ト

ー

ブ
だ
っ
た
。
昭
和
四

O
年
前
後
か
ら
、
石
油
ス
ト
ー
ブ
が
現
わ
れ
、
急
激
に
各
家
庭
に
普
及

し
た
。
現
在
で
は
、
暖
房
器
具
も
次
々
と
あ
ら
ゆ
る
新
製
品
が
出
回
っ
て
い

る。

冷
房
設
備

は
、
山
間
部
で

は
不
要
だ
と
い
う
考
え
方
も
い
つ
の
間
に
か
変
っ
て
、
う
ち
わ
か
ら
、
扇
風
機
、
そ
し
て
一
般
家
庭
で
も
エ
ア
コ
ン
が
普

及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

第
一
章
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第
二
章

通
過
儀
礼

第

一
節

産

=な
円

妊
娠
し
て
五
か
月
目
の
最
初
の
戊
の

日
、
ウ
ブ
神
の
加
護
を
祈
っ
て
腹
帯
を
し
め
て
お
祝
い
を
す
る
。

こ
れ
を
帯
祝
い

・

帯

祝

い

帯
と
り

・
岩
田
帯
な
ど
と
い
う。

こ
れ
は
腹
部
が
冷
え
な
い
た

め
、
あ
る

い
は
、
お
腹
の
子
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
な
い
た

め
で
あ
る
。
腹
帯
を
し
め
な
い
と
お
産
が
き
つ

い
と
い

う
俗
信
も
こ
こ
か
ら
生
れ
て
い

る
。
犬
は
お
産
が
か
る
い
と
か
、
犬
は
産
後
す
ぐ

走
り
回
る
と
い
う
こ
と
に
あ
や
か
り
、
戊
の
日
が
選
ば
れ
た
。
腹
帯
は
、
白
い
さ
ら
し
の
布
で
、
長
さ
は
六
尺
か
ら
一
丈
程
度
で
あ
る
。

と
く
に
誰
に
巻
い
て
も
ら
う
と
か
、
ま
た
帯
は
い
つ
ご
ろ
、
だ
れ
か
ら
贈
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
っ
た
、
慣
習
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

帯
祝
い
は
、
生
児
の
生
存
権
の
最
初
の
承
認
で
あ
り
、
貧
し
さ
か
ら
間
引
き
と

い
っ
て
、
だ
胎
の
多
か

っ
た
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
も
、

帯
祝
い
の
す
ん
だ
子
は
、
必
ず
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

お
産
は
、
姑
や
近
所
で
お
産
の
巧
者
な
人
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
て
も
ら
っ

て
い
た
。
お
産
の
軽
い
人
は
、
ひ
と
り
で
分
娩

出

産

を
す
ま
せ
た
り
も
し
た
と
い
う
。
我
が
村
で
は
、
昭
和

二
ハ

・
七
年
こ
ろ
か
ら
、
産
婆
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
交
通
は
不

便
で
あ
っ
て
、
な
か
な
か
み
て
も
ら
う
よ
う
に
な
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
利
用
で
き
な
か
っ
た
。
産
院
な
ど
へ
入
院
し
て
分
娩
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の

は
近
年
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

お
産
の
方
法
は
、
昔
は
み
な
坐
産
だ
っ
た
が
、
産
婆
に
か
か
り
、
ま
た
入
院
し
て
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
寝
て
す
る
よ
う
に
な
っ



た
。
お
産
は
ほ
と
ん
ど
自
分
の
家
で
し
た
。
子
供
が
生
れ
る
寸
前
ま
で
、
山
や
畑
の
仕
事
に
出
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
で
、

実
家
に

帰
っ
て
産
む

こ
と
は
少
な
か

っ
た
。
分
娩
の
場
所
は
、
た
い
て
い
寝
間
で
、
部
屋
の
た
た
み
を
上
げ
て
、
む
し
ろ
や
こ
も
の
上
に
油
紙
を

そ
の
上
で
分
娩
し
た
。
分
娩
の
時
に
は
、
姑
が
付
添
っ
て
い
る
程
度
で
、
夫
は
ほ
と
ん
ど
関
与
し
な
か
っ
た
。
初
め
て
の
子
の

敷
い
て
、

出
産
時
に
、
た
ま
た
ま
夫
が
家
に

い
た
ら
、
次
の
子
か
ら
も
、
夫
が
い
な
い
と
生
れ
な
い
も
の
だ
な
ど
と
言
わ
れ
た
。
や
は
り
お
産
は
女

の
大
役
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
夫
の
関
与
を
ほ
ん
と
う
は
望
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

出
産
の
時
に
降
り
て
き
て
、
出
産
を
見
守
っ
て
く
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
神
を
、
ウ
ブ
神
と
呼
ん
で
い
る
。
子
供
が
生
れ
る
と
、
す
ぐ
ご

飯
を
た
い
て
、
ウ
ブ
神
に
供
え
お
礼
を
い
う
。

へ
そ
の
緒
は
、

生
れ
る
と
す
ぐ
母
親
の
体
か
ら
ハ
サ
ミ
で
切
り
離
し
、

オ

(麻
)
で
し
ば
っ
て
お
く
。
生
後
一
週
間
で
生
児
の
体
か
ら

離
れ
た
へ
そ
の
緒
は
、
そ
の
ま
ま
と
っ
て
お
い
た
り
、
墓
に
埋
め
た
り
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
後
産
は
、
胎
内
で

の
生
児
の
毒
が
集
っ

て

い
る
な
ど
と
も
い
っ
た
。
そ
の
処
理
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
墓
の

一
隅
や
産
室
の
床
の
下、

あ
る
い
は
、
屋
敷

口
の
下
に
埋
め
る
の
が
多

か
ん
そ
う

フ
キ
の
根
と
ヨ
モ
ギ
の
根
に
甘
草
を
合
せ
て
煮
つ
め
、

母
乳
の
出
る
ま
で
の
聞
は
、

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
生
児
に
は
、
二
、
三
日
間
、

そ
の
煮
干
を
、
約
を
丸
め
て
絹
を
か
ぶ

せ
、
乳
頭
の
形
に
し
た
も
の
で
吸
わ
せ
た
。
こ
れ
を
ゴ
コ
ウ
と
呼
び
、
こ
れ
を
政
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
生
児
の
体
内
の
誌
を
下
さ
せ
る
毒
ザ
ラ
エ
で
あ
る
と
い

っ
て
い
た
。
毒
ザ
ラ
エ
を
す
る
と
、

一
生
そ
の
児
に
は
、
で
き
も
の
が

で
き
な
い
と
か
、

腹
が
悪
く
な
ら
な
い
と
か
い
っ

て
い
た
。
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二
節

養

育

名
付
け
は
、
七
日
目
の
お
七
夜
に
す
る
と
こ
ろ
と
、
三
日
目
か
ら
七
日
ま
で
の
問
、
ま
た
三
日
・
五
日
・
七
日
目
な
ど
の

名

付

け

う
ち
、
い
ず
れ
か
の
日
を
選
ん
で
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
名
付
け
の
方
法
で
は
、
数
枚
の
紙
に
、
そ
れ
ぞ
れ
付

そ
の
紙
を
小
さ
く
丸
め
て
お

e

ほ
ん
の
上
に
の
せ
る
。
そ
れ
を
神
前
に
供
え
て
、
お
。
ほ
ん
を
振
っ
て
最
初

け
た
い
と
思
う
名
前
を
書
い
て
、

落
ち
た
の
を
拾
っ
て
付
け
る
な
、とし
て
い
た
と
こ

ろ
も
あ
る
。
そ
う
し
て
名
付
祝
い
を
す
る
。

名
付
け
親
は
、

一
般
に
拾
い
親
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
子
供
が
よ
く
育
た
な
い
家
の
子
、
父
母
の
厄
年
に

名
付
け
親

生
れ
た
子
、
虚
弱
な
子
や
年
回
り
の
悪
い
子
な
ど
は
、

一
度
捨
て
る
意
味
で
道
ま
で
連
れ
て
行
き
、
最
初
に
出
会
っ
た
人

と
か
、

ま
た
あ
ら
か
じ
め
頼
ん
で
お
い
た
人
に
抱
い
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
人
が
親
と
し
て
そ
の
子
の
名
を
付
け
た
り
、
付
け
か
え
た
り
し

て
も
ら
う
。
こ
の
こ
と
を
「
取
り
上
げ
て
も
ら
う
」

と
い
い
、
仮
親
に
な
っ
て
も
ら
っ

た
こ
の
人
の
こ
と
を
「
名
付
け
親
」

「
と
り
上
げ

親
」
な
ど
と
呼
ん
で
、
盆
や
暮
れ
に
は
お
礼
の
挨
拶
を
し
て
い
た
。

晴
衣
と
し
て
、
赤
ん
坊
に
一
つ
身
の
着
物
を
縫
っ
て
や
り
、
生
後
三
三
日
目
に
初
め
て
氏
神
様
に
お
参
り
さ
せ
る
。
生
れ

宮

参

り

た
こ
と
を
氏
神
に
告
げ
、
す
こ
や
か
な
成
長
を
祈
念
す
る
。
宮
参
り
へ
は
、
嫁
の
母
親
な
ど
が
、
忌
の
晴
れ
た
産
婦
と

一

緒
に
行
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。

ち
ゃ

わ

ん

は

し

生
後
百
日
間
の
無
事
な
成
長
を
喜
び
、
将
来
の
健
康
を
願

っ
て
、
赤
ん
坊
の
た
め
茶
椀
と
箸
を
揃
え
る
。
箸
揃
え
と
も
い

食
べ
ぞ
め

っ
た
。
赤
ん
坊
に
ご
飯
を
一
粒
で
も
食
べ
さ
せ
る
と
よ
い
と
し
て
い
た
。



初

誕

生

生
後
満
一
年
を
迎
え
る
と
、
親
戚
な
ど
を
招
い
て
、
子
供
の
成
長
を
祝
う
。
誕
生
餅
、

一
升
餅

・
知
恵
餅
な
ど
と
呼
ば
れ

子
が
強
く
な
り
、
知
恵
が

つ
く
と
い
わ
れ
、

る
餅
を
っ
き
、
白
ま
た
は
紅
白
の
重
ね
餅
を
、
ふ
ろ
し
き
に
包
ん
で
背
負
わ
せ
て
歩
か
せ
た
。
餅
を
背
負
わ
せ
る
と
そ
の

一
般
に
餅
を
背
負
う
こ
と
は
、
縁
起
の
よ
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
近
隣
へ
は
祝
い

の
し
る
し
と

し
て
餅
を
配

っ
た
り
し
た。

毎
年
一
一
月
一
五
日
に
、
五
歳
の
男
児

・
三
歳
は
男
女
児

・
七
歳
の
女
児
を
神
社
に
参
詣
さ
せ
る
風
習
で
あ
る
が
、
子
供

七

五

三

の
成
長
期
に
お
い
て
、
重
要
な
段
階
と
考
え
ら
れ
る
年
ご
ろ

に
、
神
参
り
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
村
で

は
、
近
年
に

な
っ
て
普
及
し
た
も
の
で
、
昔
は
別
に
七
五
三
と
し
て
は
行
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

第
三
節

成

人

成
人
と
は
、

一
人
前
に
な
っ
た
こ
と
を
社
会
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
音

一
一
歳
か
ら
一
六
歳
く
ら

い
の
聞
に
、
成
人
と
な
る
元
服
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
が
、
庶
民
の
間
で
は
前
髪
を
剃
っ
て
元
服
を
示
し
、
若
者
組
に
加
入
し
た
よ
う
で
あ

る
。
男
子
の
場
合
、

一
人
前
と
認
め
ら
れ
る

こ
と

に
よ
っ
て
、
村
人
と
し
て
の
共
同
作
業
に
当
た
っ
て
、

一
人
役
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
男
女
と
も
結
婚
の
資
格
が
生
じ
た
。
明
治
年
代
か
ら
太
平
洋
戦
争
ま
で
の
聞
は
、
男
子
の
徴
兵
検
査
が
、

一
種
の
元
服
と
み
ら
れ

て
き
た
が
、
戦
後
は
法
律
に
よ
っ
て
満
二

O
歳
が
成
人
と
定
め
ら
れ
、

一
月

一
五
日
が

「
成
人
の
日
」
の
祝
日
と
な
り
、
成
人
式
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
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第
四
節

婚

女因

婚

京ワ

昔
は
時
代
が
さ
か
の
ぼ
る
ほ
ど
、
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
に
独
立
性
、
封
鎖
性
が
強
く
て
、
近
親
婚
、
村
内
婚
が
多

通

婚

圏

数
を
占
め
て
い
た
。
交
通
が
不
便
で
あ
っ
て
、
ほ
か
の
村
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
時
代
、
素
性
の
わ
か
ら
ぬ
も
の
は

嫁
に
も
ら
わ
な
い
と
い
っ
て
、
村
外
婚
を
嫌

っ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

我
が
村
で
は
地
域
的
に
交
流
の
深
か
っ
た
隣
接
村
(
現
在
の

美
川・

仁
淀
・
梼
原

・
東
津
野
)
の

一
部
は
通
婚
閣
と
な
っ
て
い
た
。

昔
は
結
婚
は
家
本
意
の
考
え
方
が
強
く
、
家
柄

・
血
統
・
相
性
な
ど
が
や
か
ま
し
く
い
わ
れ
、
自
由
な
結
婚
は
許
さ
れ
な

結

婚

観

か
っ
た
。
子
供
が
年
ご
ろ
に
な
る
と
、
親
は
知
人
に
相
談
し
嫁
の
世
話
を
頼
ん
で
お
く
。
知
人
が
見
合
い
を
す
す
め
る
。

親
同
志
、
本
人
同
志
気
に
入
れ
ば
婚
約
の
運
び
と
な
る
。

知
人
は
仲
人
に
な
っ
て
、
正
式
申
入
れ
の
使
い
を
す
る
。
仲
人
は
酒
を
抱
え
て
行
き
、
娘
を
も
ら
う
こ
と
を
告
げ
、
酒
一

す

み

酒

升
を
渡
し
、
そ
れ
を
飲
む
こ
と
に
よ
っ
て
婚
約
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
す
み
酒
、
ま
た
は
、
た
の
め
の
酒
と
も
い
っ

た。
こ
の
日
に
、
結
納
や
結
婚
式
の
日
取
り
を
決
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
結
納
は
、
普
通
、
こ
の
婚
約
か
ら
一
か
月
後
く
ら
い
に
行
わ
れ

た
。
す
み
酒
か
ら
結
納
ま
で
の
聞
が
、
あ
ま
り
長
す
ぎ
る
と
「
水
が
入
る
」
と
い
っ
て
き
ら
っ
て

い
た
。



結

車内

選
ば
れ
た
吉
日
、
結
納
の
日
は
、
仲
人
は
嫁
方
へ
、
結
納
の
品
と
し
て
、
帯
や
着
物
、
酒
肴
な
ど
を
持
参
し
た
。
今
日
で

は
こ
れ
ら
の
品
物
も
、
結
納
金
と
酒
肴
料
に
か
わ
り
、
婚
約
と
同
時
に
女
ヘ
エ
ン
ゲ

ー
ジ
リ
ン
グ
が
贈
ら
れ
る
こ
と
が
多

〈
な
っ
た
。
結
納
金
に
つ
い
て
は
、
仲
人
が
婿
方
と
相
談
し
、
嫁
方
へ

「
カ
エ
シ

コ
ナ
シ
」
と
い
う
と
、
結
納
返
し
の
必
要
は
な
い
が
、

そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
結
納
金
の
全
額
、
ま
た
は
半
額
程
度
を
、
袴
料
と
し
て
返
さ
れ
て
い
る
。

結

婚

式

祝午

弓吾 ・11'
E司ん

み

い

と

り

結
婚
式
を
祝
言
と
も
い
う
。
祝
言
の
日
は
、
昔
は
巳

・
馬

・
亥

・
酉
の
日
が
吉
日
と
さ
れ
、
そ
の
夜
が
選
ば
れ
て
い
た
。

祝
言
は
婚
方
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
先
ず
そ
の
日
は
嫁
迎
え
か
ら
始
ま
る
。

嫁
迎
え
に
は
、
仲
人
の
外
に
婿

・
近
親
者

・
婿
伽

・
迎
え
嫁
な
ど
が
出
向
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
嫁
迎
え
の
人
数
は
「
ハ

嫁

迎

え

で
戸灯
っ
て
、
チ
ョ
ウ
で
戻
る
」
と
い
わ
れ
ハ
は
奇
数
、
チ
ョ
ウ
は
偶
数
の
こ
と
で
、
奇
数
が
縁
起
が
よ
い
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
嫁
方
の
家
で
は
、
花
嫁
の
門
出
を
祝
つ
て
の
宴
が
行
わ
れ
る
。
婿
と
婿
伽
は
宴
の
途
中
か
ら
先
に
帰
っ
て
、
花
嫁
の
到
着
を
待
つ

た
。嫁

入
り
行
列

た
ん
す

嫁
の
一
行
は
、
迎
え
客
の
倍
数
く
ら
い
か
、
も
っ
と
多
い
場
合
も
あ
っ
た
。
嫁
入
道
具
は
、
箪
笥
や
、

シ
ツ
と
呼
ば
れ

が
、
こ
れ
ら
の
人
は
、

る
大
き
い
箱
な
ど
の
荷
物
か
た
ぎ
を
従
え
て
嫁
入
り
行
列
は
婚
家
に
向
っ
た
。
荷
物
送
り
は
先
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

「
た
ん
す
か
き
」
と
か

「
ふ
ん
ど
し
か
つ
ぎ
」
な
ど
と
も
呼
ん
だ
。
嫁
入
り
行
列
は
、
た
い
て
い
夕
方
と
な
っ

た
。

「ヨ

メ
ミ
ヨ
」、

「
ヨ
メ
ミ
ヨ

」
と
い
っ
て
、
嫁
入
り
を
盛
大
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
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手
引
き
嫁
さ
ん

花
嫁
は
到
着
す
る
と
、
玄
関
か
ら
入
ら
ず
床
柱
の
見
え
る
縁
側
か
ら
、

て
び

「
手
引
き
」
ま
た
「
手
引
嫁
さ
ん
」
と
呼
ば

れ
る
仲
人
の
奥
さ
ん
か
、
姑
に
手
を
引
い
て
も
ら
っ
て
、
座
敷
の
床
柱
の
側
に
着
席
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
誰
も

知
ら
な
い
他
家
に
嫁
ぐ
時
、
ひ
と
り
で
座
敷
に
上
る
の
は
心
細
い
か
ら
で
あ
る
。
玄
関
か
ら
入
ら
ず
に
、
縁
側
か
ら
入
る
の
は
、

「
嫁
は

庭
先
か
ら
も
ら
え
」
と
い
う
諺
が
示
す
よ
う
に
、
嫁
は
自
家
よ
り
も
、
格
式
の
低
い
家
か
ら
も
ら
っ
た
方
が
い
い
と
い
う
気
持
の
現
わ
れ

で
あ
ろ
う
か
。

三
三
九
度
の
盃

お
ち
ょ
う
め
ち
ょ
う

夫
婦
固
め
の
三
三
九
度
は
、
仲
人
と
雄
蝶
雌
蝶
を
も
っ
た
童
と
童
女
が
揃
っ
て
、
御
銚
子
の
口
を
合
し
て
酒
を
注

ぎ
、
三
三
九
度
の
盃
が
交
さ
れ
、
親
戚
固
め
の
儀
式
は
、

正
客
と
し
て
宴
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
途
中
で
花
嫁
は
高
島
田
を
丸
〆
留
に
結
い
な
お
し
、

一
般
に
は
披
露
宴
と
共
に
行
わ
れ
、
嫁
い
だ
者
の
親
戚
を

お
色
な
お

し
と
い
っ
て
着
物
を
い
ろ
い
ろ
着
替
え

た
。
若
夫
婦
は
卜
ッ
ク
リ
を
持
ち
、

大
き
い
杯
で
酒
を
注
い
で
回
り
あ
い
さ
つ
を
し
た
。

披
露
宴
は
、

夜
を
徹
し
て
の
み
明
か
し
、

ニl:f::
1=1 

は
、
三
日
三
晩
も
続
け
て
い
た
と
い
う
。

祝
言
の
翌
日
か
そ
の
翌
日
に
、

ヒ
ザ
ナ
オ
シ
と
言
っ
て
里
帰
り
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
は
嫁

・
婿
・
姑
の
三
人
で
、
酒

ヒ
ザ
ナ
オ
シ

一
升
な
り
を
持
っ
て
行
き
、

一
晩
泊
る
の
で
あ
る
。

こ
の
翌
日
は
、
帰
っ
て
来
て
か
ら
姑
が
嫁
を
連
れ
て
、
隣
近
所
へ
あ
い
さ
っ
し
て
回
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
近
年
で
は
、
新
婚
旅
行
に

旅
立
つ
の
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
次
第
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
実
家
と
の
つ
き
あ
い
で
、
嫁
は
歳
暮
に
は
必
ず
、

お
年
玉
と
い
っ
て
鋭
餅
を
一
重
ね
持
っ
て
行
っ
た
。



第
五
節

厄
年
・

年
祝
い

厄
年
の
年
令
は
、
男
子
二
五

・
四
二
歳
、
女
子
一
九

・
三
三
歳
が
あ
り
、
節
分
の
厄
払
い
、
ま
た
神
社
参
り
な
ど
を
し

は
作
り

て
、
被
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
た
。
女
の
三
三
歳
に
は
、
実
家
の
親
か
ら
帯
を
贈
る
習
慣
が
多
い
。
帯
の
よ
う
に
長
く
と
い

う
意
味
が
ふ
く
ま
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
男
四
二
は
、
世
だ
め
し
、
運
だ
め
し
と
も
い
わ
れ
、
親
戚
や
知
人
を
招
い
て
お
祝
い
を
す
る。

ろ
く
い
ち

六
一
歳
に
な
る
と

「
六
一

」
と
い
っ
て
、
男
女
と
も
還
暦
を
祝
う
。
自
分
の
生
れ
た
干
支
が
一
回
り
し
て
、
再
び
同
じ
干

厄

年

年

祝

い

支
が
め
ぐ
っ
て
き
た
こ
と
を
祝
う
の
で
あ
る
。
七

O
歳
(
古
稀
)

-
七
七
歳
(喜
寿〉

八

O
歳

(傘
寿
〉

八
八
歳
(
米

寿
〉
に
達
す
る
と
、
子
や
孫
た
ち
が
そ
の
長
寿
を
祝
う
。
特
に
米
寿
の
祝
い
に
は
、

赤
い
座
ぶ
と
ん
や
赤
頭
布
な
ど
を
贈

っ
た
り
す
る
。

第
六
節

葬

送

死

亡

魂

呼

び

れ
い
こ
ん

人
が
息
を
ひ
き
と
っ
た
直
後
、
死
者
か
ら
離
れ
た
霊
魂
が
、
大
空
に
飛
び
去
っ
て
し
ま
わ
な
い
う
ち
に
、
呼
び
返
す
こ
と

そ

せ

い

に
よ
っ
て
、
死
者
を
蘇
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
、
魂
呼
び
と
い
わ
れ
る
風
習
が
あ
っ

た
。
昔
は
、
我
が
村
で

か

き

み

ま
た
笠
や
箕
、
う
ち
わ
な
ど
で
招
き
な
が
ら
大
声
を
あ
げ
て
、
そ
の

一
升
析
の
底
を
た
た
き
、

も
、
人
の
死
後
直
ち
に
屋
根
に
上
っ
て
、
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O

人
の
名
を
呼
び
「
モ
ド
レ
ヨ

」
、
「モ

ド
レ
ヨ
」
と
繰
返
し
呼
ん
だ
と
い
う
。

ま
つ
ご

死
者
に
末
期
の
水
を
飲
ま
す
と
い

っ
て
、
茶
椀
や
湯
の
み
な
ど
に
、
水
を
入
れ
て
お
き
、
息
を
ひ
き
と
っ
た
直
後
に
、
ガ
ー
ゼ
や
ハ
ナ

シ
パ
の
葉
な
ど
で
く
ち
び
る
を
ぬ
ら
し
て
や
り
、
そ
の
後
近
親
者
や
隣
近
所
の
人
た
ち
に
も
し
て
も
ら
う
。
死
者
は
、
北
枕
に
寝
か
せ
、

死
者
の
ふ
と
ん
の
上
に
刃
物
を
置
く
、
こ
れ
は
魔
除
け
の
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。

飯
を
盛
っ
た
茶
椀
を
置
き
、

マ
ク
ラ
イ
の
飯
は
、
二
合

ぜ
ん

そ
の
飯
を
茶
椀
に
山
盛
り
に
盛
り
、
残
り
で
丸
い
に
ぎ
り
飯
を
四
個
つ
く
る
。
そ
し
て
膳
の
中
央
に
、

そ
の
回
り
に
に
ぎ
り
飯
を
置
く
、
飯
を
盛
っ
た
茶
椀
の
真
中
に
は
、

一
ぜ
ん
の
は
し
を
立
て
る
。
マ
ク
ラ
イ

の
飯
は
、
死
者
が
あ
の
世
へ
行
く
た
め
の
弁
当
だ
と
い
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
枕
団
子
は
オ
モ

リ
モ
ノ
と
呼
ぶ
。
オ
モ

リ
モ
ノ
は
、
米
の
粉

枕
が
み
へ
は
、

マ
ク
ラ
イ
の
飯
を
供
え
、
線
香
を
一
本
、

ロ
l
ソ
ク
、

ハ
ナ

シ
パ
を
立
て
る
。

マ
ク
ラ
イ

半
の
米
を
た
き
、

を
ひ
き
、
水
で
ね
っ
て
団
子
に
し
て
ゆ
で
る
。
こ
れ
を
三
本
の
細
い
竹
を
上
部
で
結
び
、

一
本
の
竹
に
四
個
か
ら
五
個
く
ら
い
ず
っ
さ

ぜ
ん

し、

三
角
形
に
組
み
合
せ
少
し
大
き
な
団
子
を
ひ
ら
た
め
に
し
て
く
っ
つ
け
る
。
こ
れ
を
三
角
形
に
作
っ
た
膳
に
立
て
る
。

マ
ク
ラ
イ
の

飯
、
オ
モ

リ
モ
ノ
は
、
供
え
て
お

い
て
野
辺
の
送
り
の
時
墓
に
持
っ
て
行
く
。

弔
い
の
あ
る
家
を
当
家
と
呼
ん
だ
。
死
者
の
出
た
こ
と
を
、
当
家
か
ら
寺
や
親
戚
に
知
ら
せ
る
走
り
使
い
は

一
人
で
行
く

ニ
人
使
い

も
の
で
な
い
と
い

っ
た
。
走
り
使
い
は
近
所
の
者
が
二
人
で
、
当
家
に
近
い
親
類
か
ら
、
遠
い
親
戚
へ
と
順
に
知
ら
せ
て

行
く
。
電
話
も
車
も
な
い
時
代
に
知
ら
せ
る
こ
と
だ
け
で
も
大
変
だ
っ
た
。

死
者
が
出
る
と
す
ぐ
、
家
族
の
者
が
床
の
間
に
半
紙
を
一
枚
は
る
。
こ
れ
は
神
の
お
そ
れ
の
た
め
と
い
わ
れ
、
四
九
日
の
法
事
が
終
る

ま
で
と
ら
な
い
と
こ

ろ
が
多
い

よ
う
で
あ
る
。

死
者
の
通
夜
は
オ
ツ
ヤ
、

ヨ
ト
ギ
な
ど
と
い
う
。
お
通
夜
に
は
、
親
類
や
死
者
の
友
人
な
ど
が
集
ま
る
。
近
親
者
は
そ
ば

お

通

夜

で
一
緒
に
寝
る
が
誰
か
一

人
は
交
替
で
必
ず
起
き
て
い

て
、
線
香
や
ロ

1
ソ
ク
の
火
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
し
、
ま
た
そ



の
部
屋
へ
猫
が
入
ら
な
い
よ
う
番
を
し
た
。

葬

儀

ふ

こ

う

ぐ

み

不

幸

組

村
内
各
部
落
に
葬
式
の
手
伝
い
を
主
体
と
し
た
組
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
を
不
幸
組
と
も
呼
ん
で
い
る
。
伍
組
単
位
の
場
合

が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
大
き
な
伍
組
な
ど
で
は
分
れ
て
い
る
。
死
者
の
出
た
当
家
に
対
し
て
不
幸
組
が
協
力
し
て
、
そ

の
シ
マ
イ
(葬
儀
)
を
す
る
こ
と
は
、
久
し
い
村
人
の
つ
き
あ
い
で
あ
っ
た
。

香
典
の

こ
と
を
見
舞
と
か
お
悔
み
と
も
い
う
。
昔
は
お
悔
み
は
、
米
一
升
・
米
一
升
と
金
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
の
部
落
で
異

お

悔

み

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
酒
を
持
っ
て
行
く
慣
習
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

多
く
は
不
幸
に
は
酒
を
使
わ
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
昔
は
米
を
入
れ
た
色
柄
と
り
ど
り
の
た
く
さ
ん
の
袋
が
、
仏
前
に
供
え
ら
れ
て
い
た
。

葬
式
の

日
は
、
伍
組
長
の
ふ
れ
に
よ
っ
て
、
各
戸
か
ら
男
女
が
手
伝
い
に
集
ま
る
。
女
は
食
事
の
世
話
を
し
、

穴
掘
り
・
道
具
作
り

ごちょう

男
は
伍
長
の
指
図
に
よ
っ
て
手
分
け
を
し
、
穴
掘
り
、
ツ
ボ
ホ
リ
と
も
い

っ
た、

笠
石
取
り
、

ハ
ナ
シ
バ
取
り
、

てん
が
い
と
う
ろ
う
は
な
か
ご

棺
桶
を
は
じ
め
と
す
る
野
道
具
を
作
る
道
具
方
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
仕
事
が
多
か
っ
た
。
道
具
方
は
、
天
蓋

・
燈
篇

・
花
能

・
シ
カ
パ
ナ

・

ぞ

う

り

な

わ

ま

ど

づ

え

タ
ツ
ガ
シ
ラ

・
花
立

・
線
香
立
て

・
六
地
蔵
・
草
履

・
縄

・
孫
枝
な
ど

一
切
を
準
備
し
た
。
ま
た
入
棺
の
た
め
、
棺
桶
を
早
く
作
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
穴
掘
り
も
道
具
作
り
も
、
終
っ
た
ら
道
具
清
め
と
い
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
酒
一
升
を
出
し、

そ
れ
は
残
さ
ぬ
よ
う
に

飲
ん
で
し
ま
う
も
の
だ
と
い
っ
た
。

湯ゅ

2古書由、

I'a:ん

湯
濯
は
、
死
体
が
置
い
て
あ
る
部
屋
で
行
う
。
湯
濯
を
ユ

カ
ワ
と
も
い
い
、
ご
く
身
近
か
な
者
が
数
人
で
行
う
。
湯
濯
の

湯
は
先
に
水
を
入
れ
後
で
湯
を
加
え
る
。
死
体
を
き
れ
い
に
ふ
い
て
、
死
者
の
生
前

一
番
好
ん
で
い
た
着
物
を
左
前
に
着
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き
や
は
ん

せ
、
そ
の
上
に
白
い
着
物
を
縫
っ
た
の
を
着
せ
る
。
そ
の
白
い
着
物
は
、
娘
や
嫁
、
身
近
か
な
人
が
寄
り
合
っ
て
縫
う
。
手
お
い
、
脚
粋

を
着
け
、
た
び
を
左
右
反
対
に
は
か
せ
た
。

持
は
座
棺
が
多
か
っ
た
。
土
日
は
桶
だ
っ
た
が
箱
に
か
わ
っ
た
。
死
者
は
棺
の
中
に
座
ぶ
と
ん
を
敷
き
、
そ
の
上
に
あ
ぐ
ら

入

棺

を
か
い
た
形
で
座
ら
せ
る
。
首
に
サ
ン
ヤ
袋
を
か
け
る
。
こ
れ
は
白
木
綿
で
つ
く
り
、
こ
の
中
に

は
、

ロ
ク
ド
ウ

ノ
カ
ネ

と
い
っ
て
、
六
文
銭
と
、
ゴ
コ
ク
ノ
シ
ナ
と
い
っ
て
、
米

・
粟

・
稗

・
ト
ウ
キ
ビ

・
大
豆

・
ソ
バ
な
ど
の
中
か
ら
五
品
を
選
ん
で
紙
に
包

み
入
れ
た
。
そ
の
他
身
近
か
な
者
が
生
前
の
好
物
な
ど
、
思
い
思
い
に
入
れ
た
。
そ
し
て
ハ
ナ
シ
パ
の
葉
を
棺
い
っ
ぱ

い
入
れ
た
。

座
敷
に
棺
を
移
し
て
葬
儀
に
う
つ
る
。

坊
さ
ん
を
オ
ッ
サ
ン
と
呼
ぶ
。
普
通
の
葬
儀
の
場
合
は
、
オ
ッ
サ
ン

は
一
人
で
あ

ご
ち
ょ
う

っ
た
。
カ
ネ

・
タ
イ
コ

・
ミ
ヨ
ウ
ハ
チ
を
ナ
リ
モ
ノ
と
い
い
、
こ
れ
を
う
つ
の
は
伍
長
と
組
の
者
の
役
目
だ

っ
た
。
焼
香

ふ
た

に
よ
っ
て
葬
儀
は
終
る
。
次
に
出
桔
の
準
備
に
う
つ
る
。
近
親
者
に
よ
っ
て
棺
の
葦
に
釘
を
う
つ

、
釘
は
石
で
う
つ
な
ら
わ
し
で
あ
る
。

そ
れ
に
竹
の
棒
を
通
し
て
、
二
人
で
か
つ
ぐ
よ
う
に
す
る
。
興
を
使
っ
て

い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

葬

儀

棺
は
直
接
な
わ
を
か
け
、

る
o 

出
棺
は
、

座
敷
口
を
開
け
て
出
す
と
こ
ろ
が
多
い
。

近
親
者
は
、

白
紙
で
つ
く
っ
た
三
角
形
の
ホ
ウ
カ
ン
を
頭
に
つ
け

出

棺

る
。
モ
チ
カ
タ
と
い
っ
て
、

相
を
か
つ
ぐ
人
は
、

わ
ら
ぞ
う
り
を
は
き
、

家
か
ら
地
面
へ
お
り
る
。

て
ん
が
い

オ
ッ
サ

ン
を
先
頭
に
位
牌

・
マ
ク
ラ
イ

・
天
蓋
な
ど
の
順
序
で
、
ナ
リ
モ
ノ

を
鳴
ら
し
な

棺
を
庭
に
出
し
た

後
、
ア
ナ
マ
ワ
リ
と
い
っ
て
、
そ
の
周
辺
を
、

が
ら
、
左
回
り
で
三
回
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

出
棺
の
時
、
近
親
者
が
茶
椀
を
門
先
で
わ
る
。
こ
れ
は
死
者
が
食
物
の
縁
を

断
っ
て
、
再
び
一
戻
る

こ
と
を
さ
ま
た
げ
る
意
味
と
も
い
わ
れ
、
ま
た
死
者
の
願
を
ほ
ど
く
た
め
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

野
辺
の
送
り
の
葬
列
は
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
風
習
が
多
少
異
る
が
、
ミ
チ
キ
リ
と
い
っ
て
、
組
の
年
寄
り
な
ど
が
、
鎌
と
わ

葬

ヲIJ

ら
を
少
し
持

っ
て
先
頭
に
な
り
、
ナ
リ
モ
ノ
を
鳴
ら
し
な
が
ら
行
く
。
ミ
チ
キ
リ
が
刃
物
を
持
つ
の
は
、
道
を
切
り
開
く



と
か
魔
物
を
払
う
た
め
と
も
い
う
。
棺
は
、

モ
チ
カ

タ
が
ち

ょ
っ
と
か
つ
い
だ
後
は
、
組
の
人
た
ち
が
野
辺
ま
で
か
つ
い
で
行
っ
た
。

埋
葬
す
る
こ
と
を
イ
ケ
ル
と
い
う
。
死
者
が
西
を
向
く
よ
う
、
棺
を
入
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
は
じ
め
身
近
か
な
者
が
手

埋

葬

で
土
を
少
し
か
け
て
、
後
は
組
の
人
た
ち
が
き
れ
い
に
埋
葬
す
る
。

上
に
は
、
カ
サ
石
と
い
っ
て
、
大
き
な
平
た
い
石
を

置
く
。

カ
サ
石
の
前
に
、
オ
ガ
ミ
石
、
あ
る
い
は
、

エ
ン
ノ
石
と
呼
ば
れ
る
石
を
置
く
。
カ
サ
石
の
上
に
後
か
ら
石
塔
が
建
て
ら
れ
る
。

野
辺
の
送
り
を
す
ま
せ
て
帰
っ
た
と
き
は
、

シ
オ
パ
ラ
イ
と
い
っ
て
、
家
の
入
口
に
塩
を
入
れ
た
皿
と
、
手
だ
ら
い
に
水
を
入
れ
て
置

き
、
そ
れ
で
清
め
て
家
に
入
る
。
オ
ッ
サ
ン
が
後
拝
み
を
す
る
。

ト
キ
ノ
メ
シ
と
い
っ
て
、
死
者
と
の
別
れ
の
食
事
を
す
る
。
ト
キ
ノ
メ
シ
を
大
き
な
釜
で
た
い
た
と
き
に
小
さ
な
穴
が

ト
キ
ノ
メ
シ

あ
く
が
、
こ
の
形
を
見
て
、
死
者
が
、
ト
リ

・
へ
ビ

・
ウ
マ
な
ど
に
生
れ
か
わ
っ
た
な
ど
と
故
人
を
偲
ん
だ
。

墓

直

し

葬
式
の
翌
日
は
朝
早
く
か
ら
、
近
親
者
た
ち
が
墓
地
に
参
っ
て
、
川
か
ら
砂
や
小
石
を
取

っ
て
来
て
墓
に
敷
き
、
カ
サ
石

を
直
し
た
り
、
オ
イ
、
あ
る
い
は

ヒ
オ
イ
と
呼
ん
で
、
わ
ら
や
板
竹
な
ど
で
作

っ
た
屋
根
を
墓
の
上
に
す
る
。
こ
れ
は
、

四
九
日
の
法
事
ま
で
建
て
て
お
き
取
除
き
す
る
と
こ
ろ
が
多
い。

我
が
村
で
は
、
昭
和
三

0
年
代
ま
で
、

ほ
と
ん
ど
土
葬
で
あ
っ
た
が
、
墓
地
の
改
葬

・
火
葬
場
な
ど
の
整
備
に
よ

っ
て
、
近
年
で
は
、

ほ
と
ん
ど
火
葬
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
葬
儀
庖
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
棺
を
は
じ
め
、
葬
式
用
具
は
ほ
と
ん
ど
葬
儀
広

が
揃
え
る
よ
う
に
な

っ
て
、
葬
送
儀
礼
も
大
き
く
変

っ
て
き
た。
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回

イム

事

死
者
が
あ
っ
て
か
ら
四
九
日
間
を
、
普
通
、
喪
に
服
す
る
期
間
と
し
、
家
で
喜
び
ご
と
は
せ
ず
、
神
祭
り
も
し
な
い
。
ま

服

喪

た
そ
の
翌
年
は
正
月
の
年
賀
行
事
も
遠
慮
す
る
。
四
九
日
の
法
事
が
終
る
ま
で
、
位
牌
は
仏
壇
に
入
れ
ず
、
仏
壇
の
下
に

台
を
置
い
て
そ
の
上
に
ま
つ
る
。

タ

ン

ヤ

四
九
日
ま
で
は
水
を
供
与
え
、
線
香
は
一
本
を
立
て
る
。
四
九
日
ま
で
七
日
ご
と
に
、

ヒ
ト
ナ
ノ
カ
、

と
う
ろ
う

フ
タ
タ
ン
ヤ
と
呼
ぶ
。
四
九
日
ま
で
は
、
毎
晩
、
墓
の
燈
龍
に
火
を
と
も
し
た
。
七
日
ご
と
の
タ
ン
ヤ
に
は
、

フ
タ
ナ
ノ
ヵ
、
ヒ

ト

タ
ン
ヤ
、

四
九
日
の
法
事
を

シ
ジ
ュ
ウ
ク
と
い
い
、

ま
た
墓
参
り
を
す
る
。
こ
の
と
き
搭
婆
を
一
本
ず
つ

持
っ
て
行
っ
て
墓
に
立
て
る
。

し
じ
ゅ
う
く
も
ち

オ
ッ
サ
ン
を
迎
え
て
行
う
。
こ
の
と
き
四
九
餅
、
ま
た
は
、
オ
モ
リ
モ
ノ
を

近
親
者
が
集
ま
り
、
念
仏
を
と
な
え
、

シ
ジ
ュ
ウ
ク

つ
く
る
。
四
九
餅
と
は

一
升
餅
を
つ
き
、

こ
れ
を
四
九
箇
に
丸
め
た
も
の
、

こ
れ
を
供
え
て
、
法
事
に
来
た
人
た
ち

に
食
べ
て
も
ら
う
。
シ
ジ
ュ
ウ
ク
の
法
事
も
、
最
近
は
、
遠
方
の
親
戚
の
関
係
な
ど
か
ら
、
葬
儀
の
翌
日
に
す
る
家
も
あ
り
、
ま
た
四
九

日
よ
り
早
く
、

ミ
ナ
ノ
カ
(
一
二
日
)
、
イ
ツ
ナ
ノ
カ
(
三
五
日
)
あ
た
り
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

こ
の
日
、

死
者
が
生
前
使
っ
て
い

た
衣
類
や
持
ち
物
な
ど
を
、
形
身
分
け
と
い

っ
て
近
親
者
に
分
け
た
。

初
盆
を
ア
ラ
ボ
ン
、

ニ
イ
ボ
ン
と
も
い
う
。
盆
月
の
一
日
、
昔
は
旧
暦
の
七
月
一
日
で
こ
れ
を
七
月
入
り
と
呼
び
、
そ
の

ア
ラ
ボ
ン

ハ
タ
オ
コ
シ
を
す
る
。
白
木
綿
で
六
尺
に
二
尺
の
両
袖
を
つ
け
て
、
人
の
形
を
し
た
旗
を
つ
く
り
、

ち
ょ
う
ち
ん

を
入
れ
て
も
ら
っ
て
立
て
る
。
こ
の
旗
は
、
こ
の
月
中
立
て
ら
れ
、
あ
わ
せ
て
盆
提
灯
を
吊
る
し
供
養
す
る
。

日
は
、

お
寺
で
文
字

ハ
タ
オ
コ
シ
に
は
親
類
も

集
る
。



仏
の
正
月
を
カ
ン
ニ
チ
、
あ
る
い
は
ミ
ウ
マ
と
い
う
。
こ
の
日
は
新
仏
が
年
を
と
る
正
月
だ
と
い
わ
れ
る
。

力
ン
ニ
チ

一
二
月
の
最
初
の
巳
・
馬
の
日
(
柳
井
川
・
中
津
)
、
辰
・
巴
の
日
(
西
谷
)
で
あ
る
。
親
類
が
集
ま
っ

て
カ
ン
ニ
チ
餅
を
つ

お
お
も
ち

一
升
餅
を
つ
き
こ
れ
を
大
餅
と
い
っ
た
。

そ
の
日
は
朝
早
く
、

カ
ラ
ス
が
鳴
か
な
い
う
ち
に
、

墓
に
大
餅
を
持
っ

て
行
く
。

れ

くは
、
野
辺
の
送
り
の
時
の
モ
チ
カ
タ
を
し
た
者
が
持
っ
て
行
く
も
の
だ
と
い
う
。
墓
に
は
、
松
の
代
わ
り
に
柿
の
木
を
二
本
立
て
、
左
縄

に
し
た

シ
メ
ナ
ワ
に
、
白
色
の
ワ
カ
パ
を
つ
け
た
も
の
を
お
飾
り
し
た
。
ワ
ラ
で
火
を
た
い
て
大
餅
を
焼
き
、
包
丁
で
角
に
切
っ
て
少
し

食
べ
て
持
っ
て
帰
り
、
小
さ
く
切
っ
て
、
親
戚
や
お
悔
み
を
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
へ
配
る
餅
へ
入
れ
た
。
カ
ン
ニ
チ
餅
は
普
通
の
餅
よ
り
大

き
く
、
こ
れ
を
一

O
個
か
一
二
個
ず
つ
包
ん
で
配
っ
た
。

年
忌
は
、
翌
年
の
ム
カ

ワ
レ
・
三
年
・
七
年
・
二
ニ
年
・
一
七
年
・
二
五
年
・
三
三
年
・
五

O
年
と
あ
る
。

各

年

忌

に

年

忌

は
、
法
要
を
営
み
塔
婆
を
立
て
て
供
養
す
る
。
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人
と
人
と
の
つ
な
が
り

過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
人
々
は
一
人
だ
け
で
生
き
て
き
た
も
の
で
な
く
、
社
会
的
に
さ
ま
ざ
ま
の
つ
な
が
り
を
持
ち
な
が
ら
生

活
し
て
き
た
。
我
が
村
人
の
つ
な
が
り
、
そ
れ
ら
の
主
な
る
も
の
は
、
労
働
力
を
補
う
た
め
相
互
扶
助
を
目
的
と
す
る
結
び
つ
き
、
信
仰

に
よ
る
結
び
つ
き
、
年
令
集
団
に
よ
る
結
び
つ
き
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

相
互
扶
助

モ
ヤ
イ
(
催
合
)
の
こ
と
を
ツ
キ
ヤ
イ
と
も
い
う
。

神
社

・
寺

・
学
校

・
道
掘
り

・
道
刈
り

・
井
手
掘
り
な
ど
、

生
活
に

モ

ヤ

イ

関
す
る
共
同
、
あ
る
い
は
、
共
同
作
業
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
出
役
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
働
き
盛
り
の
男
が
各
戸
か
ら

参
加
す
る
こ
と
を
ヤ
ク
(
役
〉
と
呼
び
、
出
役
の
順
番
を
、

ム
ラ
マ
ワ
リ
(
大
字
)
組
マ
ワ
リ
な
ど
と
い
っ
た
。

こ
れ
ら
の
作
業
で
、

比

較
的
軽
い
作
業
、
主
と
し
て
道
刈
り
な
ど
の
場
合
で
、
労
力
を
多
く
必
要
と
す
る
場
合
は
、
隠
居
や
子
女
も
参
加
す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ

れ
を
、
ア
シ
ダ
チ
と
呼
ん
で
い
た
。
足
の
立
つ
も
の
は
全
員
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

一
般
に
、

モ
ヤ
イ
に
参
加
す
る
の
は
、
男
で
一
人
前

の
仕
事
が
で
き
る
者
と
さ
れ
て
い
た
が
、
止
む
を
得
ぬ
と
き
は
代
理
人
で
も
許
さ
れ
た
。



共
同
で
焼
畑
な
ど
を
作
り
、
収
穫
物
を
分
け
合
う
よ
う
な
場
合
も
モ
ヤ
イ
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
個
人
的
で
あ
っ
て
、
ヨ

リ
ヤ
イ
の
意
味
が
強
い。

イ
イ
は
、

ユ
イ
(
結
ぶ
)
結
合
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

テ
マ
ガ
エ
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

相
互
の
労
力
交
換
で

イ

イ

あ
る
。
イ
イ
の
入
れ
合
い
、
イ
イ
入
れ
な
ど
と
い
わ
れ
、
ま
た
返
す
こ
と
を
、
イ
イ
ナ
オ
シ
と
い
っ
た
。

b
c
 

ト
ウ
キ
ビ
取
り
、
大
豆
ま
き
、
小
豆
ま
き
、
山
伐
り
な
ど
ひ
ん
ぱ
ん
に
イ
イ
が
行
わ
れ
た
。

一
時
的
に
労
力

が
不
足
す
る
農
作
業
、
田
植
え
、
稲
刈
り
、

一
日
の
労
力
に
対
し
て
は
、
必
ず
一
日
の
労
力
を
返
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
金
銭
や
品
物
で
相
殺
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
が
特
徴
の
一
つ

で
あ
っ
た
。

コ
ウ
ロ
ク
は
、
オ
コ
ウ
ロ
ク
な
ど
と
も
い
わ
れ
、

「
合
力
」
か
ら
き
た
こ
と
ば
と
考
え
ら
れ
、
助
け
合
い

の
意
味
で
あ
る
。

コ
ウ
ロ
ク

ま
た
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
相
互
扶
助
の
方
法
で
、
親
威
や
隣
近
所
に
お

い
て
、

の
普
請
、
家
族
の
病
気
、
災
害
な
ど
の
場
合
の
片
付
け
な
ど
、
手
弁
当
に
よ
る
労
力
奉
仕
が
行
わ
れ
て
き
た
。

最
も
広
範
聞
に
、

ま
た
そ
の
他、

家

講

講
は
、
信
仰
を
同
じ
く
す
る
人
々
が
結
集
し
て
い
る
講
と
、
経
済
的
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
結
集
す
る
識
の
二
つ
が
あ

る
。
信
仰
的
な
講
に
つ
い
て
は
、

そ
の
性
質
の
違
い
か
ら
、
さ
ら
に
、
大
き
く
二
つ
に
わ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の

一
つ
は
、
寺
院

・
神
社

・
宗
派
の
教
祖
な
ど
が
、
そ
の
信
者
集
団
に
講
名
を
付
け
て
、
代
参
を
伴
う
崇
敬
講
と
、
も
う
一
つ
は
、

寺
社
・
宗
派
と
は
直
接
結
び
付
き
を
持
た
ず
、
し
た
が
っ
て
、
代
参
を
伴
わ
な
い
も
の
で
、
地
域
ご
と
に
つ
く
ら
れ
、
人
々
の
生
活
に
根

ざ
し
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
地
縁
的
結
合
の
特
に
強
い
も
の
で
あ
る
。
経
済
的
な
講
は
、
社
会
生
活
の
分
化
に
つ
れ
、
民
間
の
互
助
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的
な
金
融
組
織
と
し
て
の
頼
母
子
講

・
無
尽
識
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
講
は
、
年
間
定
期
的
に
当
番
の
家
で
会
合
を
も
ち
、
代
参
入

や
、
そ
の
費
用
の
負
担
を
決
め
た
り
し
た
。
こ
の
会
合
は
、
宗
教
的
な
会
合
で
あ
る
と
と
も
に
、
娯
楽
的
な
要
素
を
大
い
に
も
ち
、

お
互

い
の
親
睦
を
深
め
る
も
の

で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
結
合
は
緊
密
で
あ

っ
て
、
講
の
加
入
が
半
ば
強
制
的
で
あ
る
も
の
も
あ
り
、
義
務
的
拘

束
性
を
と
も
な
う
こ
と
が
多
く
、
宗
教
的
性
格
と
と
も
に
、
村
や
組
な
ど
の
団
結
を
強
化
す
る
働
き
を
も
っ
て
い
た
。
我
が
村
人
の
聞
に

」
れ
ら
多
く
の
講
が
存
在
し
た
が
そ
の
主
な
る
も
の
を
見
て
み
る
。

付

崇
敬
講
と
代
参

三
重
県
の
伊
勢
神
宮
へ
の
参
拝
を
目
的
と
す
る
代
参
講
で
あ
る
。
昭
和
一

O
年
こ
ろ
ま
で
は
、
講
の
あ
る
部
落
が
多
か
っ

伊

勢

講

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
講
の
代
参
入
が
二

O
人
く
ら
い
、
村
の
神
社
の
神
主
が
先
達
と
な
り
、

旧
正
月
の

二

O
日
こ

ろ
か
ら
参
拝
に
立
っ

て
い
た
と
い

う
。
当
時
と
し
て
は
、
実
に
速
い
信
仰
の
旅
路
で
あ
り
、
ま
た
楽
し
み
で
も
あ
っ

た
。
そ
の
当
時
は
、

伊
勢
音
頭
が
よ
く
唄
わ
れ
、
ま
た
お
伊
勢
踊
り
が
伝
え
ら
れ
た
。
無
事
帰
っ
て
来
て
、
能
開
き
を
し
、
四
方
山
の
み
や
げ
話
に
花
を
咲
か

せ
た
と
い
う
。

金
毘
羅
講

金
毘
羅
さ
ん
と
呼
ば
れ
る
、
香
川
県
琴
平
町
の
金
万
比
羅
宮
へ
の
代
参
講
で
あ
る
。

伊
勢
参
宮
と
と
も
に
金
毘
羅
参
詣
は

全
国
的
に
流
行
し
、
我
が
村
で
も
ほ
と
ん
ど
の
部
落
に
諮
が
組
織
さ
れ
て

い
た
。
森
の
石
松
で
お
な
じ
み
で
あ
り
、
全
国

津
々
浦
々
か
ら
参
詣
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
金
毘
羅
さ
ん
は
海
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
講
で
春
か
秩
、
ま
た
二
回
参
拝
す

お
礼
を
う
け
て
帰
っ
て
講
聞
き
を
す
る
。
参
拝
を
終
え
た
後
の

る
部
落
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
代
参
入
は
一

人
く
ら
い
ず
つ
で
行
き
、

楽
し
み
は
金
見
羅
の
宿
、
金
毘
羅
講
参
り
の
人
々
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
は
多
く
、

い
ま
な
お
語
り
草
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。



秋

葉

講

高
知
県
高
岡
郡
仁
淀
村
、
隣
村
に
あ
る
秋
葉
神
社
へ
の
代
参
講
で
あ
る
。
普
通
、
秋
葉
さ
ん
と
呼
ん
で
い
る
。
昔
は
各
部

落
に
ほ
と
ん
ど
あ
っ
て
、
代
参
入
二
人
く
ら
い
が
参
拝
し
て
帰
っ
て
来
て
講
聞
き
を
し
て
、
家
内
安
全
と
、
火
災
予
防
の

お
礼
を
配
っ
て
い
た
。
秋
葉
サ
ン
は
、
ア
タ
ゴ
サ
ン
と
と
も
に
火
の
神
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
タ
ゴ
サ
ン
は
火
を
つ
け
る
神
で
秋
葉
サ
ン

は
消
す
神
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
秋
葉
サ
ン
の
例
祭
は
毎
年
旧
暦
の
正
月

一
八
日
に
行
わ
れ
、
近
隣
で
あ
り
現
在
で
は
多
く
の
村
人

が
参
拝
し
て
い
る
。

石

鎚

講

石
鎚
神
社
の
大
祭
、
石
鎚
サ
ン
と
呼
ぶ
。
毎
年
七
月
一
日
が
、
お
山
開
き
で
一

0
日
間
、
石
鎚
山
頂
へ
参
拝
す
る
。
昔
は

ほ
と
ん
ど
の
部
落
に
講
が
あ
っ
て
、
先
達
に
従
っ
て
、
面
河
村
か
ら
歩
き
、
鎖
を
繰
っ
て
上
り
参
拝
し
た
。
参
拝
す
る
者

は

一
週
間
前
か
ら
谷
に
し
め
縄
を
は
っ
て
水
行
(
水
を
あ
び
て
心
身
を
清
め
る
)
を
し
、

て
い
た
と
こ

ろ
も
あ
る
。
代
参
入
は
、
お
礼
・
オ
シ
パ
を
持

っ
て
帰
り
配
っ
た
。
オ
シ
パ
は
、
竹
に
は
さ
ん
で
作
物
の
虫
よ
け
と
し
て
立

て
た
。
最
近
で
は
、
交
通
の
便
が
よ
く
な
り
、
自
由
に
参
拝
す
る
の
で
講
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。

魚
類
を
食
べ
る
こ
と
を
断
ち
、

家
族
と
別
居
し

広
島
県
厳
島
神
社
へ
の
代
参
議
で
あ
る
。
中
久
保
部
落
で
は
お
そ
く
ま
で
行
わ
れ
て
お
り
、
旧
暦
の
正
月
二

日
に
代
参
入

宮

島

講

二
人
で
参
拝
に
行
き
、
お
礼
を
う
け
て
帰
っ
て
講
開
き
の
お
祝
い
を
し
て
い
た
と
い
う
。
金
毘
羅
講
と
一
年
交
代
で
行
っ

て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
と

い
う。

子

安

講

周
桑
郡
小
松
町
に
あ
る
香
園
寺
に
参
詣
す
る
子
安
講
で
あ
り
、
こ
こ

は
、
子
安
大
師
が
犯
ら
れ
て
お
り
、
安
産
の
お
守
り

と
、
妊
婦
の
ハ
ラ
オ
ビ
を
い
た
だ
い
て
く
る
。
子
供
が
生
れ
る
と
お
礼
に
行
く
の
で
あ
る
。

久

礼

講

高
知
県
順
崎
に
あ
る
久
礼
八
幡
宮
に
参
拝
す
る
代
参
議
で
あ
る
。
久
礼
八
幡
宮
は
作
物
の
神
と
い
わ
れ
、
代
参
入
が
参
拝

し
て
帰
り
、

八
月
一
五
日
に
組
の
者
が
集
っ
て
、
作
祭
り
と
、
講
開
き
を
一
諸
に
行
っ
て
い
る
部
落
も
あ
っ

た。
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。
民
間
信
仰
的
な
講

ヒ
マ
チ
、

オ
ヒ
マ
チ
と
呼
ば
れ
、

マ
チ

は
、
古
く
か
ら
の
こ
と
ば
で
、
始
め
の
意
味
は
、

「
オ
ソ
パ
ニ

居
ル

」
と
い
う
こ

日

待

講

と

つ
ま
り
、
神
の
傍
に
居
る
と
と
も
に
夜
を
明
か
す
こ
と
、
そ
れ
が
後
に
な
っ
て
、
日
や
月
の
出
を
待
つ
こ
と
だ
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
お
日
待
は
、
ど
こ
の
部
落
で
も
昔
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

た
。
正
月
に
は
、
三
日
ま

he
とャコ

一
年
の
無
病
息
災
と
、
五
穀
豊
穣
を
祈
祷
し
た
。
当
番
の
家
で
夜
を
明
か

し
、
日
の
出
を
拝
ん
で
解
散
し
た
。
女
は
あ
ま
り
関
与
せ
ず
男
だ
け
で
煮
た
き
し
て
飲
食
を
す
る
な
ど
、
部
落
ご
と

に
形
式
は
若
干
異
っ

で
く
ら
い
に
は
、
組
の
当
番
の
家
に
寄
っ
て
、
神
を
祭
り
、

て
い
た
が
、

ど
こ
の
部
落
で
も
、
組
境
に

は
お
礼
を
竹
に
は
さ
ん

で
立
て
て
い

る
の
が
見
ら
れ
た
。

こ
の
お
日
待
も
太
平
洋
戦
争
の
終
戦

後
は
、
信
仰
心
の
う
す
ら
ぎ
と
と
も
に
、
次
第
に
簡
素
化
さ
れ
、
ま
た
行
わ
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
い
て

も
、
本
来
の
日
待
の
意
味
が
う
す
れ
て
い
る
。

神
酒
を
供
え
、

ア
タ
ゴ
サ
ン
と
呼
ば
れ
て
、
火
の
神
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
番
は
、
夕
方
か
ら
集
ま
り
、
ド
ン
ブ
リ

に
盛
っ
た
御
飯
と
御

ひ
か

お
灯
り
を
上
げ
る
。
組
の
者
が
寄
っ
て
来
て
飲
食
を
し
な
が
ら
お
祭
り
を
す
る
。

村
内
多
く
の
部
落
に
あ

あ

た

ご

愛

宕

講

り
、
特
に
大
き
な
火
災
の
あ
っ
た
と
こ

ろ
で
は
必
ず
ま
つ
っ
て

い
た
。

旧
暦
三
月
二
一
日
と
七
月
二
一

日
に
は
部
落
の
大
師
堂
に
寄

っ
て
、
弘
法
大
師
を
お
相
り
し
、
会
食
を
し
た
。
そ
の
夜
は

大

師

講

オ
コ
モ
リ
と
い
っ
て
、

お
堂
で
一
夜
を
明
か
す
よ
う
な
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
た
。

え
び
す
は
、
生
業
を
守
り
、
福
利
を
も
た
ら
す
神
と
し
て
柁

っ
た
。
講
で
は
当
番
が
定
め
ら
れ
て
、
そ
の
年
は
当
た
っ
た

え
び
す
講

も
の
が
ま
つ
り
、
昔
は
一

O
月
二

O
日
が
例
祭
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

例
祭
に
は
、
相
撲
な
ど
を
催
し
て
い
た
と

」
ろ
も
あ
る
と
い
う
。



同

頼
母
子
講

親
頼
母
子

頼
母
子
講
は
、
古
く
は
鎌
倉
時
代
か
ら
始
ま
り
、
相
互
協
力
か
ら
発
し
た
と
い
わ
れ
る
。
病
人
が
あ
っ
た
り
、

不
幸
が
あ

っ
た
り
で
借
金
が
で
き
た
場
合
、

ま
た
家
の
改
築
、

新
築
、

田
畑
の
購
入
な
ど
で
、

一
時
に
多
額
の
金
銭
が
必
要
な
場

ム口
、

一
定
の
人
員
の
人
に
頼
ん
で
加
入
し
て
も
ら
っ
て
、
頼
母
子
講
を
つ
く
る
。
こ
の
頼
母
子
を
作
っ
た
人
を
親
と
い
い
、

「
何
某
始
め

頼
母
子
」
と
い
う
名
称
で
呼
ん
だ
。
親
の
家
に
加
入
者
全
員
が
集
っ
て
頼
母
子
を
開
く
。

一
番
に
親
が
と
る
。
親
以
外
の
者
を
子
と
呼
ん

だ。
総
代
と
い
っ
て
、
金
預
り
を
信
用
の
あ
る
顔
役
か
ら
選
ん
だ
。

二
回
目
か
ら
入
札
な
ど
に
よ
っ
て
、

一
番
多
く
切
っ
た
人
に
落
札
す
る

が
、
落
札
し
た
人
は
次
回
か
ら
、

一
定
の
利
子
を
定
め
て
併
せ
て
掛
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
利
子
分
と
入
札
で
切
っ
た
額

を
足
し
た
金
額
を
ま
だ
取
っ
て
な
い
者
の
間
で
分
配
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
親
は
利
子
を
払
わ
な
い
か
わ
り
に
、

ま
か
な

し
て
接
待
す
る
と
と
も
に
、
二
回
目
か
ら
も
な
ん
ら
か
の
賄
い
を
す
る
。

一
回
目
に
酒
な
ど
を
出

馬
頼
母
子

昔
は
、
農
家
に
は
牛
か
馬
か
必
ず
飼
っ
て
い
て
、
馬
は
運
搬
の
主
役
で
あ
っ
た
。
村
内
の
物
資
の
運
搬
は
ほ
と
ん
ど
馬
で

あ
っ
た
。
道
路
も
狭
く
、
馬
の
事
故
が
非
常
に
多
か
っ
た
の
で
、
相
互
援
助
か
ら
馬
頼
母
子
が
つ
く
ら
れ
て

い
た
。
馬
が

一
頭
、
六

O
O円
く
ら
い
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
三

O
口
で
一
口
の
掛
金
が
二

O
円
だ
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
と
い
う
。

か

や

ふ

き

か

屋
根
講
あ
る
い

は
、
茅
講
と
呼
ば
れ
る
頼
母
子
的
な
講
が
各
部
落
に
組
織
さ
れ
て
い
て
、
茅
屋
根
の
葺
替
え
を
し
た
。

屋

根

講

ほ
と
ん
ど
の
部
落
に
共
同
の
茅
場
が
あ
っ
て
、
共
同
で
こ
れ
を
刈
り
運
搬
し
た
。
一
五

O
O束
前
後
で
足
り
る
家
、
二
五

ふ

0
0束
か
ら
三

0
0
0束
を
必
要
と
す
る
家
も
あ
っ
た
。
葺
き
終
る
ま
で
の
四
、
五
日
間
の
労
力
の
提
供
、
な
わ
の
持
ち
寄
り
な
ど
だ
っ

た
。
茅
屋
根
の
家
は
必
ず
こ
の
講
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
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昭
和
初
期
に
な
っ
て
、
瓦
講
が
ぽ
つ
ぽ
つ
つ
く
ら
れ
、
瓦
屋
根
へ
の
葺
替
え
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
二
年
に

瓦

講

は
、
中
久
保
部
落
に
瓦
講
が
設
立
さ
れ
、

一
八
戸
が
瓦
屋
根
に
葺
替
え
さ
れ
て
い
っ

た
。
中
久
保
で

は
こ
の
時
、

本
家
新

築
講
と
称
す
る
頼
母
子
講
も
つ

く
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
本
家
を
新
築
す
る
場
合
に
限
っ
て
一
定
の
労
力
を
提
供
す
る
と
い
う
も
の
で

あ

る。

年
齢
集
団

現
在
の
子
供
会
な
ど
に
相
当
す
る
、
子
供
グ
ル

ー
プ
で
、
子
供
連
中
な
ど
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
部
落
単

子

供

組

位
に
組
織
さ
れ
、
各
種
縁
日
の
子
供
相
撲
、
秋
祭
り
な
ど
、
年
中
行
事
に
深
い
か
か
わ
り
あ
い
を
も
っ
て
活
動
し
た
。

'
し

若
い
衆
連
中

・
若
い
衆
組
・
若
い
も
ん
組
な
ど
と
呼
ば
れ
、
我
が
村
で
も
、
明
治
後
半
こ
ろ
ま
で
は
存
在
し
て
い
た
よ
う

若

者

組

で
あ
る
。
そ
の
後
、
青
年
会

・
処
女
会
に
変
り
、
今
日
の
青
年
団
に
な
っ
た
。
青
年
を
ワ
カ
イ
シ
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ

れ
ら
が
若
い
者
組
に
加
入
で
き
る
の
は
、

一
五
歳
前
後
で
あ
っ
た
。
そ
の
年
齢
に
達
す
る
と
、
村
の
神
社
の
境
内
に
集
ま
り
、
相
撲
を
と

っ
た
り
、

一
八
貫
か
ら
二

O
貫
も
あ
る
大
き
な
石
を
か
つ
い
だ
り
す
る
。
こ
の
石
を
力
石

・
マ
マ
ゴ
石
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
石
を

持
ち
上
げ
て
地
面
よ
り
ち
ょ
っ
と
す
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
を
ア
リ
コ
ロ
シ
と
言
っ

て
い
た
。

若
者
組
へ
の
加
入
に
つ
い
て
タ
ブ
サ
と
い
わ
れ
る
儀
式
が
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
の
侍
の
よ
う
に
、
前
髪
を
少
し
そ
る
行
為

で
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
人
前
の
男
子
と
み
な
さ
れ
た
。

一
種
の
成
人
式
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

村
人
か
ら

一
人
前
の
若
者

と
し
て
認
め
ら
れ
、
若
者
組
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
加
入
す
る
際
に
親
が
付
添
い
、
酒
を
一
升
持
参
し
て
皆
に
振
舞
い
、

若
者
組
へ
加
入
す
る
。
組
織
面
か
ら
若
者
組
を
み
る
と
、
種
々
の
形
態
が
あ
る
が
、
若
連
中

・
若
い
も
ん
組
は
、
そ
れ
ぞ
れ
指
導
者
と
し



て、

若
者
大
将

・
若
い
も
ん
大
将
を
投
票
で
選
ん
だ
。
若
長
と
も
い
っ
た
。
そ
の
組
は
、
選
ば
れ
た
若
長
を
中
心
に
、
集
っ
て
話
し
合
っ

た
り
し
た
。
集
ま
る
場
所
は
、
若
い
も
ん
宿

・
若
い
衆
宿
と
呼
ば
れ
る
若
者
宿
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
お
堂
を
利
用
す
る
場
合
、

ま
た
ヤ
マ

メ
(
男
の
独
り
者
〉
の
家
を
借
り
る
場
合
も
あ
っ
た
。
若
者
宿
で
は
、

時
に
は
寝
泊
り
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
。

部
落
に
お
け
る
若
者
組
の

役
割
と
し
て
、
秋
祭
り
の
輿
守
り
、
奉
納
宮
相
撲

・
獅
子
舞
い

・
盆
踊
り

・
村
芝
居
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
行
事
の
運
営
に
あ
た
っ
て
、
中
心

的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ま
た
急
病
人
の
搬
送

・
道
普
請
・
消
防

・
夜
警
な
ど
、
部
落
の
日
常
生
活
を
維
持
し
て
い
く
上
で
も
な
く

て
は
な
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
。
若
連
中
は
、
明
治
末
期
に
青
年
会
と
改
称
さ
れ
、
従
来
の
部
落
単
位
の
も
の
は
支
部
と
な
り
、
町
村
単
位

の
青
年
会
に
統
合
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
戦
前
の
青
年
団
と
な
っ
た
。

娘
組
と
か
娘
連
中
と
い
う
よ
う
な
集
団
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
裁
縫
と
か
、
三
味
線
な
ど
習
い
も
の
に
は
行
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。

夜

1亘ば

い

昭
和
の
初
期
ま
で
、
当
地
方
で
は
、
若
い
衆
の
間
で
夜
這
い
の
風
習
が
あ
っ
た
。
夜
這
い
は
、
男
子
が
女
子
の
も
と
へ
夜

忍
ん
で
行
く
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
に
男
女
の
自
由
な
交
際
、
ま
た
組
織
だ
っ
て
交
際
す
る
機
会
の
な
か
っ
た
時

あ

な
か

代
、
唯
一
つ
の
男
女
の
出
逢
い
と
し
て
、
半
ば
公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
。
若
い
衆
は
、
二
、
三
人
が
連
れ
立

っ
て
提
灯
を
ぶ
ら
さ
げ
て
、

二
里
も
三
里
も
の
遠
方
ま
で
、
山
を
越
え
て
行
っ
た
と
い
う
。
当
時
は
、
娘
を
も
っ
親
も
黙
認
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
ど
こ
ま
で
も

結
婚
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
が
結
婚
に
発
展
す
る
場
合
も
多
か
っ

た
と
い
う
。
貞
操
観
念
が
強
く
、
風
紀
が
厳
し
か
っ

た
時
代
で
あ
り
、
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
男
女
聞
の
デ

l
ト
ほ
ど
の
自
由
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
つ

の
時
代
も
男
と

女
、
娘
の
子
を
親
の
子
供
と
し
て
戸
籍
を
つ
け
る
の
も
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

隠

居

組

部
落
に
は
、
隠
居
組
と
い
う
年
令
集
団
が
あ
る
部
落
が
多
く
見
ら
れ
た
。
隠
居
と
な
っ
た
老
人
た
ち
が
自
ら
の
手
で
創
設

し、

寄
り
集
っ
て
話
し
を
し
た
り
、
酒
を
飲
ん
だ
り
し
た
。
ま
た
奉
仕
作
業
と
し
て
、
春

・
夏
に
道
の
草
刈
を
し
た
り
し
た
。
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第
二
節

奉

公

子
守
り
奉
公

子
守
り
を
モ
リ
サ
ン
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
一

O
年
こ
ろ
ま
で
は
、
子
守
り
奉
公
が
多
く
み
ら
れ
た
。
当
時
の
農
家
は

嫁
も
大
き
な
労
働
力
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
子
供
が
生
れ
る
と
子
守
り
を
雇
っ
た
。
子
守
り
は
村
内
で
一居

う
場
合
も
あ
る
が
、

土
佐
(
梼
原
方
面
)
か
ら
雇
っ
て
く
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

子
守
り
奉
公
に
出
す
家
庭
は
、

子
供
が
多

勢
い
て
貧
乏
で
あ
り
、
ク
チ
ベ
ラ
シ
の
た
め
で
も
あ
っ
た
。
モ
リ
サ
ン
は
、

た
い
て
い
、

一
O
歳
か
ら
一

二
、
三
歳
ま
で
の
女
の
子
が
多

追

っ

こ
0

4μ

中

/

モ
リ
サ
ン
は
、

子
供
を
背
負
っ
て
学
校
へ
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

ほ
と
ん
ど
行
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

子
守
り
に

は
、
食
べ
さ
す
の
と
、

シ
キ
セ
と
い
っ
て
、
年
に
二
回
く
ら
い
、
盆
と
正
月
に
着
物
と
た
び
く
ら
い
を
買
っ
て
あ
た
え
た
。
ま
た
少
な
い

給
金
で
も
は
ら
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
場
合
は
、
親
が
遠
方
か
ら
で
も
、
わ
ざ
わ
ざ
と
り
に
来
て
い
た
。

こ
の
時
代
、

農
家
で
は
、
少
し
の
労
力
で
も
ほ
し
く
、
子
供
が
大
き
く
な
る
と
、
下
の
弟
や
妹
の
子
守
り
を
さ
せ
、
雇
っ
て
い
る
子
守

り
に
は
、
農
事
の
手
伝
い
を
さ
せ
た
り
も
し
た
。

男
の
奉
公
人
を
あ
ら
し
こ
、
女
を
お
な
ご
し
、

ね
え
、

な
ど
と
呼
ん
で
い
た
。
農
家
で
は
奉
公
人
を
雇
う
の
は
、
大
き
な

あ
ら
し
こ

農
家
で
あ
り
、
各
部
落
で
は
ご
く
少
な
い
数
で
あ
っ
た
。
年
季
奉
公
(
五
年
く
ら
い
)
は
住
み
込
み
で
あ
っ
た
。
当
時
の
農

家
の
労
力
は
、
す
べ
て
人
力
か
畜
力
に
頼
っ
て
い
た
の
で
、
重
労
働
の
連
続
で
あ
っ
た
。

夏
の
農
作
業
の
あ
い
間
は
、
肥
草
刈
り
・
牛
の

草
刈
り
、
冬
は
薪
切
り
、
雨
や
雪
の
日
は
、

な
わ
な
い
に
ぞ
う
り
作
り

・
俵
あ
み

・
ヤ
グ
ラ
で
の
米
つ
き
な
ど
、
時
に
は
主
人
に
代
っ
て

組
づ
き
あ
い
に
出
役
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
奉
公
人
の
出
替
り
は
、

一
二
月
一
六

日
で
、

や
ぶ
入
り
と
も
い
う
。
盆
・
正
月
・
氏

神
様
の
祭
り
、
節
句
な
ど
に
は
、

一
日
ま
た
は
、
半
日
の
休
み
が
あ
た
え
ら
れ
た
。
給
金
と
い
っ
た
も
の
は
、
現
金
で
支
給
さ
れ
る
の
が



大
部
分
で
あ
っ
た
が
、
具
体
的
に
金
額
は
、
は
っ
き
り
決
め
て
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
奉
公
人
は
、
各
家
に
お
い
て
は
家

族
員
と
同
じ
よ
う
な
扱
い
は
受
け
て
い
た
が
、
食
事
や
風
呂
は
一
番
後
に
な
っ
て
い
た
。
食
べ
る
も
の
と
か
量
の
へ
だ
て
は
普
通
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
年
齢
は
、

四

五
歳
か
ら
二

O
歳
前
後
が
多
く
、

奉
公
先
で
認
め
ら
れ
て
、

養
子
と
か
嫁
に
行
く
機
会
も
多
か
っ

た。

明
治
の
時
代
か
ら
、
大
工

・
左
官
な
ど
の
職
人
に
な
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
弟
子
入
り
か
ら
は
じ
ま
り
、
修
業
は
技
術
を

弟
子
入
り

身
に
つ
け
る
こ
と
と
、

き
び
し
い
人
間
教
育
の
両
方
だ
っ

た
。
大
工
は
、
弟
子
入
り
か
ら
二
年
程
は
、
炊
事

・
掃
除
な
ど

の
雑
用

・
板
け
ず
り

・
穴
掘
り
く
ら
い
を
さ
せ
て
も
ら
う
の
み
で
、
墨
つ
け
や
、
切
り
組
み
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、
五

・
六

し
し
よ
う

年
も
か
か
っ
た
。
そ
う
親
切
に
教
え
て
く
れ
る
師
匠
は
少
な
く
、
す
べ
て
見
習
い
に
よ

っ
て、

自
ら
覚
え
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
き
び
し
さ
を

こ
ぎ
ぬ
け
、
や
が
て
年
季
が
明
け
る
と
、
後
一
年
間
、
お
礼
奉
公
を
し
て
や
っ
と
一
人
前
に
な
る
の

で
あ
る
。

左
官
の
弟
子
も
ま
た
、
土
運
び
、
土
ね
り
か
ら
始
ま
り
、

一
人
前
の
左
官
に
な
る
た
め
の
き
び
し
さ
は
同
じ
で
あ
っ
た
。

大
正
か
ら
昭
和
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
で
っ
ち
奉
公
と
し
て
、
松
山
や
大
阪
方
面
の
商
家
、
主
と
し
て
呉
服

・
金
物
庖

し
ん
ぼ
う

な
ど
へ
の
奉
公
を
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
辛
抱
し
て
奉
公
の
あ
か
つ
き
に
は
、
の
れ
ん
分
け
と
い
っ
て
、
小
さ
い
庖

で
っ
ち
奉
公

を
出
し
て
も
ら
え
る
。

し
か
し
そ
れ
ま
で
の
数
年
間
、
他
人
の
飯
を
食
う
き
び
し
さ
は
、
容
易
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
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年
中
行
事

年
々
同
じ
暦
時
に
、
同
じ
様
式
の
習
慣
的
な
行
事
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
れ
が
年
中
行
事
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
個
人
を
単
位
と

し
た
も
の
で
は
な
く
、
家
庭

・
村
落

・
民
族
な
ど
、
あ
る
集
団
ご
と
に
、
し
き
た
り
と
し
て
共
通
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

年
中
行
事
は
、
こ
の
よ
う
に
、
各
地
域
社
会
ご
と
に
共
通
し
て
、
伝
承
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
の
変
化
に
伴
っ
て
、
変
化
し
て

い
く
こ
と
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
テ
ン
ポ
は
非
常
に
遅
い
。
年
中
行
事
は
、
年
間
い
く
つ
か
の
節
ご
と
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の

節
は
、
自
然
の
動
き
に
関
連
し
て
い
る
生
産
活
動
、
特
に
農
耕
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
節
の
日
に
神
に
供
物
を
さ
さ

げ
る
行
事
が
節
句
で
あ
っ
た
。
ま
た
年
中
行
事
を
あ
ら
わ
す
の
に
、
モ
ノ
ビ
と
い
う
こ
と
ば
も
使
わ
れ
る
が
、
こ
の
、

モ
ノ
は
、
物
忌
の

モ
ノ
に
通
ず
る
語
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
日
は
、
神
に
対
し
て
忌
み
つ
つ
し
む
日
で
あ
り
、
仕
事
を
休
ん
で
汚
れ
を

断
つ
日
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
年
中
行
事
は
神
祭
り
の
日
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
生
産
活
動
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
節
に
際

し
、
静
か
に
忌
み
つ
ふ
し
ん
で
神
を
祭
り
供
物
を
さ
さ
げ
て
、
後
に
人
々
と
と
も
に
こ
れ
を
い
た
だ
く
行
事
が
本
来
の
内
容
で
あ
る
。

今
日
で
は
、
そ
の
本
来
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
、
仕
事
を
休
ん
で
ご
ち
そ
う
を
食
べ
、
楽
し
く
遊
ぶ
日
と
し
て
、
娯
楽
の
日
、

レ
ク
リ
ェ

ー
シ
ョ
ン
の
日
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

わ
が
村
に
お
け
る
年
中
行
事
も
、
そ
の
意
味
は
別
と
し
て
、
続
け
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ

れ
ば
、
次
第
に
忘
れ
ら
れ
て
い
く
も
の
も
多
く
な
っ

て
い
る
。
地
域
に
よ
っ
て
多
少
異
る
点
は
あ
る
け
れ
ど
も
主
な
る
行
事

を

み

て
み

る
。
我
が
村
近
辺
で
は
明
治
三

O
年
こ
ろ
か
ら
太
陽
暦
が
用
い
ら
れ
、
幾
分
年
中
行
事
の
中
に
も
、
そ
れ
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
こ
こ

に
記
載
す
る
も
の
は
主
と
し
て
太
陰
暦
に
よ
る
。



第
一
節

正
月
行
事

と
し
が
み

正
月
行
事
は
年
中
行
事
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
正
月
の
神
は
、
歳
神
、
福
徳
神
と
呼
ば
れ
る
が
、
ト
シ
は
、
時
間
の
区
切

ね
ん
こ
く

り
と
し
て
の
ト
シ
で
あ
る
と
と
も
に
、
年
穀
の
ト
シ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
月
の
神
は
農
耕
神
で
あ
り
、
正
月
行
事
は
、
秋
の
収
穫

こ

く

れ

い

じ

ゅ
じ
ゅ
っ

き

と
う

に
よ
り
、
い
っ
た
ん
死
ん
だ
穀
霊
の
復
活
を
祈
り
、
再
び
豊
か
な
稔
り
を
期
待
す
る
呪
術
的
、
祈
祷
的
な
農
耕
儀
礼
に
起
源
を
も
っ
と
考

お
お

え
ら
れ
て
い
る
。
正
月
行
事
の
重
点
は
、
元
旦
を
中
心
と
す
る
大
正
月
、
一
五
日
を
中
心
と
す
る
小
正
月
に
あ
る
。
大
正
月
は
元
旦
か
ら

七
日
ま
で
、
小
正
月
は
一
四
日
か
ら

一
六
日
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
こ
の
中
間
、
小
正
月
以
後
も
続
き
、
二
十
日
正
月
に
よ
り
、
正

月
行
事
は
終
了
す
る
。
正
月
行
事
が
、
前
年
の

一
二
月
二
二
日
の
正
月
迎
え
か
ら
始
ま
る
と
す
る
と
、
正
月
は
一
か
月
以
上
も
断
続
し
な

が
ら
続
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
昔
は
ほ
と
ん
ど
、

正
月
は
仕
事
を
せ
ず
に
休
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

一
年
の
最
初
は
、
若
水
迎
え
を
も
っ
て
始
ま
る
。
若
水
を
く
む
の
は
男
の
役
目
で
主
に
そ
の
家
の
家
長
で
あ
る
。
元
日
の

若
水
迎
え

朝
早
く
家
長
は
、
し
め
な
わ
・
ユ
ズ
リ
ハ
・
ワ
カ
バ
な
ど
を
付
け
た
桶
を
持
ち
、

あ
き
ほ
う

そ
の
年
の
明
方
に
向

っ
て
、

た
い
ま
つ
を
つ
け
て
、

船
が
わ

(水
桶

の
あ
る
と
こ
ろ
)
へ
水
を
く
み
に
行
き
、

「
福
く
む
、

徳
く
む
、

幸
く
む
、

万
の
宝
今
く
み
と
る
」
な
ど
と

縁
起
の
よ
い
唱
え
ご
と
を
い
い
な
が
ら
、

桶
に
水
を
く
み
取
っ
た
。

く
ん
で
来
た
水
は
、

使
い
は
じ
め
の
水
と
し
て
、

茶
を
わ
か
し
た

り
、
雑
煮
を
た
い
た
り
、
顔
を
洗
う
の
に
使
っ
た
。

年

元
旦
の
朝
は
、
家
族
揃
っ
て
、
神
を
拝
み
、

「
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
」
と
新
年
の
あ
い
さ
つ
を
す
る
。

始

お
神
酒
を
い
た
だ
き
、
雑
煮
を
食
べ
る
。

子
供
た
ち
は
、
隠
居
の
祖
父
母

に
も
あ
い
さ
っ
し
て
お
年
玉
を
貰

っ
た
。
年
始

や
年
礼
の
行
事
が
今
日
の
よ
う
に
一
般
化
し
て
き
た
の
は
新
し
い
こ
と
で
、
知
人
や
同
僚
の
間
で
は
年
賀
状
な
ど
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
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っ
て
き
た
。
し
か
し
、

年
始
は
、
本
来
は
一
家
一
族
の
間
で
行
わ
れ
る
礼
儀
で
、
親
元
、
本

家
に
集
ま
り
、
自
分
た
ち
の
先
祖
を
抱
り
、
生
き
て
い
る
親
を
祝
福
す
る
儀
礼
で
あ

っ
た
。

嫁
入
り
し
た
娘
は
、
毎
年
、
里
の
親
へ
お
年
玉
と
い
っ
て
、
か
が
み
餅
を
つ
い
て
持

っ
て
あ

元旦の神参り(早虎神社)

い
さ
つ
を
し
た
。

し

よ

う

が

つ

れ

正

月

礼

正
月
は
ど

こ
の
家
で
も
、
正
月
礼
を
す
る
と
い
っ
て
、
親
子

・
親
戚
・
友
人

か
ん
し
ゅ

の
間
で
往
来
し
、
お
寒
酒
を
飲
ん
で
祝
っ
た
。
お
寒
酒
の
用
意
は
、
五
入
り

(
五
升
〉

-
斗
入
り

(一

斗
入
り
)
と
い
っ
て
た
る
酒
を
ど
こ
の
家
で
も
か
ま
え
て
い
た
。

年
頭
に
お
け
る
仕
事
始
め
の
儀
礼
で
、
正
月
二
日
に
行
い
、
ウ
チ
ゾ
メ
と
も

く

わ

ぞ

鍬

初

め

い
う
。
畑
に
、

一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
切
っ
た
小
さ
い
竹
を
二
つ
に
割
り
、
御

あ

ほ
う

そ
の
年
の
明
き
方
に
向
っ
て
立
て
、
立
て
た
地
面
に
、
小
さ
い
土
盛
り
を
作

幣
を
は
さ
み
、

り
、
し
め
飾
り
を
つ
け
た
松
を
一
対
と
、
紙
に
包
ん
だ
餅
、
干
し
柿
、
み
か
ん
な
ど
を
供
え

る。

寺
ふ

一
升
ま
す
に
入
れ
た
大
豆
を
撒
い
た
り
、
畑
を
掘
り
返
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

一
年
の
仕
事
が
順
調
に

進
お め

日ひ兵
待ミる

と
を
願
う
の
で
あ
る。

正
月
の
三
日
こ
ろ
ま
で
に
お
日
待
が
行
わ
れ
た

(
第
三
章
の
講
を
参
照
〉
。

な
の
か
し
よ
う
が
っ

七
日
正
月

六
日
の
夜
か
ら
、
七
日
の
朝
を
一
つ
の
折
目
と
し
、

七
日
正
月
は
、
大
正
月
の
神
祭
り
の
終
る
日
、
あ
る
い
は
、
小
正
月

セ
リ

・
ナ
ズ
ナ

の
準
備
開
始
の
日
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

七
日

の
朝
は
七
草
が
ゆ
を
つ
く
る
。
か
ゆ
に
入
れ
る
七
草
は
、

な
ど
特
に
決
っ
て
な
く
適
当
に
入
れ
て
い
た
。
七
草
が
ゆ
は
神
仏
に
供
え
て
か
ら
食
べ
た
。



ア
ワ
ン
ボ

正
月
一
五
日
こ
ろ
、
ア
ワ
ン
ボ
を
作
り
、
こ
れ
を

エ
ピ
ス
に
そ
な
え
て
、

ワ
が
豊
作
で
あ
る
こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
。
ア
ワ
ン
ボ
は
、
竹
ベ
ラ
の
先
を

二
つ

に
割
り
火
に
あ
ぶ
っ
て
曲
げ
た
も
の
に
、

フ
シ
ッ
ク
の
木
を
、
五
寸
位
に
切
っ
た
も
の

を
刺
し
た
も
の
で
あ
る
。

お
に

こ
ん
ご
う

鬼
の
金
剛

一
六
日
は
、
念
仏
の
口
あ
け
と
呼
ば
れ
、
年
が
明
け
て
初
め
て
念
仏
を
唱
え

う
り
を
作
り
、
部
落
の
入
り

口
に
近
い
、
川
か
、
谷
渡
し
に
大
き
な
わ
ら
縄
を
張
っ
て
つ
る

る
日
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
オ
ニ
ノ

コ
ン
ゴ
ウ
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
わ
ら
ぞ

し
た
o

鬼
が

こ
れ
を
見
て
、
こ
の
部
落
に
は
、
こ
ん
な
大
き
な
草
履
を
は
く
人
聞
が
い
る
の

か
と
驚

い
て
逃
げ
出
し
、

ま
た
入

っ
て
こ
な
い
よ
う
に
し
て
、
そ
の
年
の
縁
起
を
祝
う
と
い

ぅ
。
ま
た
こ
の
草
履
を
、
鉄
砲
で
う
っ

と
、
鬼
を
う
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
、
縁
起
が
よ
い
と

は
つ
か
し
よ
う
が
っ

二
十
日
正
月

も
い
っ
た
。
こ
の
鬼
の
金
剛
の
行
事
は
、
今
も
続
け
て
い
る
部
落
が
あ
る
。

ア

と
い
わ
れ
、
餅
な
ど
を
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
て
い
た
。

を
す
え
る
の

に
よ
い
日
だ
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
日
、

二
十
日
正
月
は
正
月
行
事
の
終
り
の
日
で
あ
り
、
仕
事
を
休
む
日
と
な
っ
て
い
た
o

ヤ
イ

ト
正
月
と
も
い
っ
て
、

年
中
ひ
も
じ
い
思
い
を
す
る

ヒ
ダ
ル
腹
(
空
腹
)
で
い
る
と
、

第
四
章

年
中
行
事

六
七
九

鬼の金岡IJ (本谷〉

ヤ
イ



第
六
編

民
俗

・
文
化

六
八

O

第
二
節

春
か
ら
夏
の
行
事

家
の
戸

口
に
、
タ
ラ
の
木
を
五
寸
位
に
切
り
、

四

ツ
割
り
に
し
て
、

先
を
割
り

ヒ
イ
ラ
ギ
や

ヒ
ビ
の
木
の
小
枝

を

は

さ

み
、
イ
ワ
シ
ノ
ア
タ
マ

、

ス
ミ
な
ど
を
結
び
つ
け
て
、
お
飾
り
を
つ
く
り
つ
る
す
。
ヒ

イ
ラ
ギ
な
ど
先
の
と
が
っ
た
木
を
使
う
の
は
、

ユ

じ

ざ
い

ル
リ
の
自
在
か
ら
鬼
が
下
り
て
く
る
の
を
防
ぐ
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。
家
々
で
は
、

ヒ
ビ

ャ
、

ヒ
イ
ラ
ギ
を
燃
し
て
煎

っ
た
大
豆
を
、

立
春
の
前
日
、
節
分
の
晩
を
、

節

分

オ
オ
ト
シ
ノ
パ
ン
あ
る
い
は
、

ド
ヨ
ノ
サ
メ

(土
用
)
な
ど
と
呼
ん
で

い
た
。

」
の
日
は

一
升
ま
す
に
入
れ
て
、
床
前
に
供
え
た
後
、
「
鬼

は
外
、
福
は
内
」
と
く
り
返
し
な
が
ら
、
豆
ま
き
を
す
る
。
家
の
中
に
病
気
や
不
幸
が
入
ら

な
い
よ
う
、
ま
た
作
物
が
豊
作
で
あ
る
よ
う
に
と
願
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
豆
を
年
の
数
だ

節分の豆まき (無量寺)

け
拾
っ
て
食
べ
る
と
、
夏
病
み
し
な
い
と
い
わ
れ
た
。
厄
年
の
人
は
、
豆
を
年
の
数
だ
け
、

四
つ
辻
に
持
っ
て
行
き
捨
て
る
こ
と
で
、
厄
落
し
を
す
る
な
ど
の
風
習
が
あ
っ
た
。
そ
の
年

家
を
新
築
す
る
家
々
で
は
、
そ
の
敷
地
の
回
り
に
し
め
な
わ
を
張
り
、
土
地
神
に
家
を
立
て

る
こ
と
を
こ
の
晩
に
告
げ
る
な
ど
と
い
わ
れ
た
。

一
一
月
最
初
の
午
の
日
を
初
午
と
い
い
、
稲
荷
様
を
祭
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

し

初2

午

か
し
、

本
来
は
、
春
の
農
事
に
先
が
け
て
、
豊
年
を
祈
る
祭
り
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。

初
午
の
日
が
早
く
来
る
年
は
、
火
、が
早
い
、
火
事
が
多
い
な
ど
と
い
わ
れ
、

ア
タ
ゴ
サ
ン
を
祭
り
、
火
災
か
ら
守
っ
て
も
ら
う
日
だ
と
も
い
わ
れ
て
い

る。



桃
の
節
句

三
月
三
日
は
ひ
な
節
句
と
も
呼
ば
れ
、
女
の
節
句
で
あ
る
と
い
わ
れ
、

ヨ
モ
ギ
餅
な
ど
を
つ
き
、
ひ
し
形
に
切
っ
た
も
の

を
神
に
供
え
る
。
ま
た
桃
の
花
を
お
茶
に
入
れ
た
り
し
て
祝
っ
た
。
女
の
子
が
生
れ
た
家
へ
は
嫁
の
里
か
ら
、
ひ
な
人
形

な
ど
を
贈
っ
て
祝
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ご
く
新
し
い
こ
と
で
あ
る
。

春
分
の
日
を
彼
岸
の
中
日
と
い
う
。

「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
い
わ
れ
こ
の
こ
ろ
か
ら
急
に
暖
く
な
っ

て
く
る
。

春
の
彼
岸

家
々
で
は
、
早
く
か
ら
墓
掃
除
を
し
、
山
か
ら
ハ
ナ
シ
パ
を
た
く
さ
ん
取
っ
て
き
て
準
備
を
し
た
。
墓
参
り
を

ハ
ナ
オ
リ

と
い
っ
て
、

ハ
ナ
シ
バ
を
持
っ
た
人
た
ち
の
往
来
が
多
く
な
る
。
親
も
と
へ
は
彼
岸
ゃ
し
な
い
と
言
っ
て
、
餅
や
だ
ん
ご
を
つ
く
っ
て
持

っ
て

い
っ
た
。

春
の
社
日
は
、

立
春
か
ら
数
え
て
五
回
目
の
戊

(
ツ
チ

ノ
エ
)
の
日
で
、

春
分
の
日
前
後
と
な
る
。

社
日
は
農
神
が
去
来

社

日

す
る
日
で
あ
る
と
す
る
。
春
に
は
、
山
の
神
が
田
の
神
と
な
っ
て
野
に
降
り
、
秋
の
社
日
に
山
の
神
と
な

っ
て
山
に
還
る

日
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
日
は
農
耕
を
休
む
習
慣
に
な
っ

て
い
た
。

四
月
八
日
は
釈
迦
の
誕
生
日
で
あ
る
と
さ
れ
、
花
ま
つ
り
、

お
釈
迦
さ
ん
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
人
々
は
寺
に
参
り
、

花
ま
つ
り

子
供
た
ち
は
甘
茶
を
も
ら

っ
て
ビ
ン
に
入
れ
喜
ん
で

美
し
く
レ
ン
ゲ
の
花
に
飾
ら
れ
た
、
釈
迦
の
像
に
甘
茶
を
そ
そ
ぎ
、

じ
ゅ

も
っ
て
帰
っ
た
。
こ
の
甘
茶
に
は
な
に
か
呪
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

春

祭

り

四
月
中
旬
に
は
、
村
内
の
各
神
社
で
春
祭
り
が
行
わ
れ
る
。

五
月
五
日
は
、

し
よ
う
ぶ

五
月
節
旬
、
端
午
の
節
句
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
菖
蒲

・
カ
ヤ
・
ヨ
モ
ギ
を
束
ね
て
屋
根
に
ほ
う
り
上
げ
縁

五
月
節
句

起
を
祝
う
。

菖
蒲
は
、

勝
負
に
ち
な
ん
で
強
い
も
の
と
さ
れ
た
。

菖
蒲
を
茶
に
入
れ
て
飲
ん
だ
り
、

頭
や
腰
に
巻
い
た

り、

ま
た
菖
蒲
湯
に
入
っ
た
り
し
て
無
病
息
災
を
願
っ
た
。
五
月
節
句
は
男
の
節
句
と
さ
れ
、
か
し
わ
餅
な
ど
も
つ
く
っ
た
。

男
の
子
の
生
れ
た
家
で
は
、
武
者
人
形
を
飾
り
、
鯉
の
ぼ
り
を
新
緑
の
空
に
泳
が
せ
る
風
景
が
、
我
が
村
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

第
四
章

年
中
行
事

六
八
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六
八

た
の
は
そ
う
速
い
昔
で
は
な
い
。

田
植
が
始
ま
る
と
き
、
田
の
面
に
苗
束
を
お
い
て
、
回
の
畦
に
オ
サ

オ
サ
ン
パ
イ
サ
ン

ン
パ
イ
サ
ン
を
柁
っ
た
。
回
の
神
が
山
か
ら
降
り
て
来
ら
れ
る
と
考

オサンパイサン(高野〉

え
豊
作
を
祈
っ
た
も
の
で
あ
る
。

干
し
柿
・
米

・
お
神
酒
を
供
え
、
カ
ヤ
と
ウ
ツ
ゲ

の
花
を

一
緒
に
立
て
た
。

六
月
一
日
に
、
正
月
の
餅
を
乾
し
て
た
く
わ
え
て
お
い
た
の
を
、
焼
い
て
食

歯

固

め

ベ
る
。
こ
れ
を
、
歯
固
め
と
い
っ
た
。
歯
が
強
く
な
る
た
め
と
も
い
う
が
、

つ
い
た
ち

六
月
一
日
を
、
豊
作
に
関
し
て
は
、
麦
朔
日
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
麦
の
収
穫
を
祝
う
意
味

と
も
考
え
ら
れ
る
。

夏

祭

り

六
月
中
旬
、
村
内
の
各
神
社
で
は
夏
祭
り
が
行
わ
れ
る
。

夏
至
か
ら
数
え
て
一
一
日
目
が
半
夏
至
で
、
新
暦
の
七
月
二
日
こ
ろ
に
あ
た

半

夏

至

る
。
半
夏
と
は
、
毒
草
と
さ
れ
て
い
る
植
物
の

一
種
で
あ
る
。
こ
の
草
が
生

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
農
家
で
は
、

え
る
意
味
で
の
半
夏
至
は
、
こ
の
草
の
毒
気
が
充
満
し
て
い
る
も
の
と
考
え
、
こ
の
日
に
穴
の
あ
い
た
も
の
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
日
と

る
と
さ
れ
て
い
た
。

ハ
ン

ゲ
ハ
ゲ
ア
タ
マ

・
ハ
ン
ゲ

ダ
な
ど
と
い
っ
て
、
こ

の
日
ま
で
に
は
田
植
え
を
終
ら
せ
る
べ
き
で
あ

土
用
は
、
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
一
八
日
間
ず
つ
あ
る
が
、

一
般
に
は
土
用
と
い
う
と
、
夏
の
暑
い
土
用
を
さ
す
。
過
ご
し
に

土

用

く
い
盛
夏
の
無
病
息
災
を
願
い
、
夏
病
み
を
防
ぐ
た
め
、
土
用
丑
の
日
に
、
う
な
ぎ
を
食
べ
る
習
慣
も
そ
の
一
つ
で
、

な
ん
で
も
薬
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。
土
用
中

魚
を
取
り
、
ま
た
薬
草
と
し
て
の
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
な
ど
、
こ

の
日
に
取
れ
た
も
の
は
、



に
は
、
農
家
は
作
物
の
成
育
を
願
い
、
害
虫
を
駆
除
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
落
で
は
お

堂
な
ど
に
集
っ
て
、
米
を
持
寄
り
、
か
ゆ
を
た
い
て
、
サ
ネ
モ
リ
サ
マ
に
供
え
、
念
仏
を
あ

げ
て
虫
祈
祷
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。

七
月
七
日
は
、
七
日
盆
ま
た
は
七
夕
で
あ
る
。
天
の
川
で
牽
牛

星

と

織

姫

七

タ

カl

一
年
に
一
度
だ
け
会
う
こ
と
が
で
き
る
日
と
さ
れ
て
い
る
。
サ
ト
イ
モ

七夕さん (柳小)

の
葉
の
露
を
と
り
、
そ
れ
で
墨
を
す
っ
て
、
短
冊
に
字
を
書
く
と
、
文
字
が
上
達
す
る
と
い

わ
れ
、
天
の
川
・
七
夕

・
牽
牛

・
織
姫
な
ど
と
書
い
て
、
若
竹
の
サ
サ
に
つ
り
下
げ
て
、
縁

側
に
立
て
る
。
タ
ナ
パ
タ
サ
マ
は
、
初
物
が
好
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
新
鮮
な
野
菜
な
ど
を

供
え
た
。
七
日
盆
に
は
、
部
落
に
ょ
う
て
は
、
お
堂
に
集
っ
て
オ
セ
ガ
ケ
な
ど
を
す
る
と
こ

ろ
も
あ
っ
た
。

お
盆
は
、
正
月
と
と
も
に
最
も
重
要
な
年
中
行
事
と
さ
れ
て
き
た
。
盆
と
は

お

盆

先
祖
の
霊
を
供
養
す
る
仏
教
の
行
事
で
あ
る
。

七
月
一
日
を
七
月
入
り
と
呼

ん
だ
(
第
二
章
通
過
儀
礼
参
照
〉
。
仏
様
迎
え
は
、
新
盆
の
家
で
は

二
二
日、

そ
の
外
は
一
四
日
に
行
う
。
仏
様
の
迎
え
、

送
り
は
地
域
に
よ

っ
て
少
し
は
異

っ
て
い
る
。
墓
へ
線
香
を
持
っ

て
行
き
、
お
参
り
し
て
火
を
つ
け
た
線
香
を
持
っ
て
帰
る
。
そ
の
線
香
と
一
緒
に
先
祖
の

霊
が
帰
っ
て
来
る
と
さ
れ
て
い
る
。
オ
ガ
ラ
な
ど
迎
え
火
を
た
く
と
こ

ろ
も
あ
る
。

パ

・
ハ
ギ
な
ど
を
使
っ
た
。
供
物
は
、

迎
え
て
き
た
仏
様
は
、
仏
壇
と
は
別
に
、
座
敷
に
ボ
ン
ダ
ナ
を
作
る
。
ボ
ン
ダ
ナ
に
は
、

一
五
日
は
仏
様
を
送

サ
サ
の
つ
い
た
若
竹

・
パ
シ
ョ
ウ

ク

ス

ト
ウ
キ
ビ

・
ナ
ス

・
キ
ウ

リ
・

ソ
l
メ
ン
・
大
き
い
煎
り
餅
な
ど
で
あ
る
。

第
四
章

年
中
行
事

る
日
と
な
っ
て
い
て
、
迎
え
と
反
対
に
、
家
か
ら
線
香
を
墓
へ
持
っ

て
行
く
、
送
り
火
を
た
く
な
ど
で
あ
る
。
ボ
ン
ダ

ナ
も
取
り
除
い

て

六
八
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一
五
日
か
ら
一
六
日
に
か
け
て
、
寺
の
境
内
や
広
場
で
、
先
祖
の
霊
を
慰
め
る
た
め
に
行
わ
れ
た
。
カ

川
や
谷
へ
流
し
た
。
盆
踊
り
は
、

ネ
を
た
た
い
て
念
仏
踊
り
が
昔
は
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

第
三
節

秋
か
ら
冬
の
行
事

六
八
四

は
っ
き
く

ー
、
何
H
M

ロ
ん
、

J
9
4干
し

の
害
が
心
配
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
切
な
時
期
に
あ
た
っ

八
月
一
日
を
八
朔
と
い
い
、
こ
の
時
期
は
、
稲
作
を
は
じ
め
農
作
業
も
一
段
落
し
、
二
百
十
日
、
二
百
二
十
日
な
ど
、
風

て、

豊
作
を
祈
る
た
め
、
米
を
持
ち
寄
っ
て
お
堂
に
集
ま
り
、
か
ゆ
を
た
い
て
お
地
蔵
さ
ん

に
供
え
、
念
仏
を
上
げ
て
み
ん
な
で
食
べ
八
朔
を
祝
う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

八
月
一
五
日
、

一
五
夜
を
名
月
と
呼
び
月
見
を
す
る
。
ス
ス
キ
や
団
子
、

月

見

卜
イ
モ
を
供
え
る
。
イ

モ
名
月
と
も
い
う。

秋
の
彼
岸

九
月
二
三
日
秋
分
の
日
を
、
彼
岸
の
中
日
と
い
う
。
先
祖
を
う
や
ま
い
、
仏

壇
に
供
物
を
し
墓
参
を
す
る
。
盆
か
ら
日
も
浅
く
、
人
々
の
墓
参
も
、
春
の

彼
岸
ほ
ど
の
往
来
が
な
い
。

秋

祭

り

氏
神
様
の
祭
り
で
、
新
暦

一
一
月
二
二
日
は
、
村
内
の
各
神
社
で
祭
典
が
行

わ
れ
る
。

一
四
日
は、

一
ワ
と
呼
ば
れ
、
神
輿
渡
御
が
行
わ
れ
る
。
昔
は
、

村
内
各
神
社
の
祭
り
は
、

一
一
月
六
日
こ
ろ
か
ら
始
っ
て
、

一
O
日
ま
で
、
次
々
と
行
わ
れ

て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
は
、
餅
を
つ
い
て
供
え
、
ご
ち
そ
う
を
つ
く
っ
て
、

客
の
往
来 →ナ

秋祭りのみこしく昭和18年旭)



が
ひ
ん
ぱ
ん
に
行
わ
れ
た
。
昭
和
三

O
年
大
字
中
津
の
合
併
後
、
村
内
の
祭
り
の
日
を
統
一
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
O
月
の
亥
の
日
を
亥
の
子
と
呼
ぶ
が
、

初
め
て
の
亥
の
子
を
初
亥
の
子
、

二
回
目
を
二
番
亥
の
子
な
ど
と
呼
ん
で
い

亥

の

子

る
。
亥
の
子
は
、
農
民
の
収
穫
祝
い
で
あ
り
、
亥
神
様
を
山
に
送
り
還
す
儀
礼
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ダ
イ
コ
ン
を
入
れ

た
ま
ぜ
飯
な
ど
を
た
い
て
大
黒
様
に
お
供
え
し
た
。
子
供
た
ち
は
わ
ら
を
束
ね
て
イ
ノ
コ
を
つ
く
り
、

イ
ノ
コ
ツ
キ
と
い
っ
て
、
亥
の
子

歌
に
合
せ
て
イ
ノ
コ
ツ
キ
を
す
る
。
こ
ん
な
風
習
は
村
内
で
は
あ
ま
り
盛
ん
で
な
く
、

一
時
姿
を
消
し
て
い
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
復
活

し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
北
風
が
吹
き
始
め
、
こ
た
つ
を
入
れ
る
準
備
な
ど
昔
は
し
て
い
た
も
の
で
あ

る
o 

ひ
る
ま

新
暦
一
二
月
二
二
日
の
冬
至
を
過
ぎ
る
と
、

昼
間
の
時
間
が
毎
日
、

ヤ
ギ
(
山
羊
)
の
目
の
長
さ
く
ら
い
ず
つ

長
く
な
っ

免

コ文
ニ乙

て
ゆ
く
な
ど
と
い
わ
れ
た
。

こ
の
日
を
も
っ
て
尊
い
も
の
の
再
生
、
復
活
が
始
ま
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ

た
。
冬
至
に
カ

ボ
チ
ャ

を
食
べ
る
と
中
風
に
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

師
走
(
一
二
月
)
に
な
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
、

正
月
準
備
が
始
っ
て
く
る
。

一
三
日
は
オ
マ
ツ
ム
カ
エ
と
い
っ
て
、

松
の
木

年
の
暮
れ

を
山
か
ら
切
っ
て
く
る
。

切
り
に
行
く
の
は
一
家
の
主
人
で
あ
っ
た
。
松
は
家
の
裏
に
立
て
か
け
、
米
の
御
飯
を
た
い
て

松
の
枝
に
供
え
た
。
「
お
正
月
サ
マ
が
門
ま
で
み
え
て
い
る
よ
と
い
っ
て
正
月
の
近
い
こ
と
を
祝

っ
た
。

正
月
の
豆
腐
や
、
こ
ん
に
ゃ
く
つ
く
り
が
始
め
ら
れ
た
。
ま
た
餅
つ
き
の
た
め
の
カ
シ
モ
ノ
と
い
っ
て
、
餅
の
材
料

を
洗
っ
て
水
に
つ
け
る
。
餅
っ
き
は
、
二
四
日
こ
ろ
か
ら
、
二
六
日
こ
ろ
に
か
け
て
、
隣
近
所
が
、
イ
イ
を
し
て
行
わ
れ
た
。

こ
の
こ
ろ
か
ら
、

二

O
日
こ
ろ
か
ら
、
大
字
を
は
じ
め
部
落
の
暮
れ
勘
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
神
社
・

寺

・
学
校

・
部
落
事
業
な
ど
に
伴

う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
歩
の
過
不
足
計
算
・
負
担
金
な
ど
盆
以
後
の
半
期
分
に
つ
い
て
決
算
が
行
わ
れ
、

ま
た
役
員
の
改
選
な
ど
が
行
わ
れ

た
。
昔
は
予
算
を
た
て
る
こ
と
な
く
、

必
要
な
だ
け
使
っ
て
決
算
を
し
た
。
今
日
で
は
、

ほ
と
ん
ど
の
部
落
が
事
業
計
画
を
立
て
、
決
算

第
四
章

年
中
行
事

六
八
五
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も
年
末
一
回
と
な
っ
て
い
る
。

大
晦
日
の
日
ま
で
に
は
、
家
の
戸

口
に
、

一
対
の
門
松
を
立
て
お
飾
り
を
す
る
。
松
の
幹
を
八

0
セ
ン
チ
ほ
ど
に
切
り
、
そ
の
松
を
割

っ
て
束
ね
、

竹
の
輸
で
し
ば
っ
た
。
こ
れ
を
、

サ
イ
ワ
イ
ギ
と
呼
ん
だ
。

そ
の
中
心
に
、

ニ
段
の
枝
の
つ
い

た
一
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
松

と

サ
サ
の
つ
い
た
竹
を
、

シ
ョ
ウ
ミ
ン
グ
エ
(
正
面
杭
)
と
呼
ば
れ
る
、

門
松
を
支
え
る
た
め
の
木
に
結
び
つ
け
た
。
シ
ョ
ウ
ミ
ン

グ

ニ乙

tま

モ
ミ

・
ス
ギ
な
ど
の
木
を
使
い
、
上
方
に
し
め
な
わ
を
張
っ
た
。
し
め
な
わ
は
、
七
・
五
・
三
な
ど
の
奇
数
に
た
ら
し
、

ダ
イ
ダ

イ

・
ウ
ラ
ジ
ロ

・
ワ
カ
パ
な
ど
を
つ
り
門
飾
り
と
し
た
。
そ
の
外
、
大
小
の
お
飾
り
を

つ
く
り
、
水
神
様

・
荒
神
様
・
便
所
神
様
な
ど
、

ま
た
一
年
間
使
っ
た
、

ス
キ

・
ク
ワ
を
は
じ
め
、
農
用
具
を
き
れ

い
に
洗
っ
て
集
め
、
お
飾
り
を
し
て
お
供
物
を
し
感
謝
し
た
。

ト
シ
ト
コ
サ
マ

・
ト
シ
ト
コ
ハ
ッ
シ
ョ
ウ
ジ
ン

な
ど
と
呼
ん
で
お
り
、
大
晦
日
か
ら
一
月
十
五
日
こ
ろ
ま
で
、

ト
シ
ダ
ナ

家
々
に
滞
在
す
る
と
考
え
て
い
た
。
歳
神
は
年
棚
と
呼
ば
れ
る
棚
に
ま
つ
ら
れ
る
が
、
我
が
村
あ
た
り
で
は
、
特
別
に
棚
は
つ
く
ら
ず
、

正
月
に
く
る
歳
神
を
、

荒
神
の
棚
と
呼
ば
れ
る
、
ダ
イ
コ

ク
サ
ン

・
エ
ビ
ス
サ
ン
な
ど
と
一
緒
に
ま
つ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

年
の
暮
れ
は
、
節
季
と
呼
ば
れ
、
大
晦
日
の
晩
ま
で
の
忙
し
さ
、
あ
わ
た
だ
し
さ
、
昔
は
、
普
通
商
人
へ
の
支
払
い
も
、
盆
と
節
季
の

二
回
だ
っ
た
。
商
人
へ
の
支
払
い
、
借
金
の
取
立
て
、
利
子
払
い
、
賃
金
の
請
求
な
ど
、
半
年
ま
た
は

一
年
間
の
総
勘
定
で
あ
り
、
お
よ

そ
現
在
の
人
々
に
は
想
像
の
つ
か
な
い
年
の
暮
で
あ

っ
た。
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昔
の
民
謡
に
は
、
ふ
る
さ
と
の
こ
の
土
と
と
も
に
生
き
た
、
先
人
達
の
生
活
や
感
情
が
唄
わ
れ
て
い
て
、

素
朴
で
あ
る
が
真
実
が
あ
ふ

れ
て
い
る
。
特
に
我
が
村
だ
け
の
も
の
は
な
い
が
、
あ
ら
ゆ
る
日
常
生
活
や
、
山
仕
事
、
田
畑
の
仕
事
に
は
唄
が
つ

い
て
い
て
、
こ
れ
が

唄
い
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
永
い
歳
月
の
間
に
は
、
こ
れ
ら
の
唄
も
、
生
活
環
境
の
変
化
に
伴
っ
て
、
い
つ
の
間
に
か
人

人
か
ら
忘
却
さ
れ
ん
と
し
て
い
る
。
昔
を
物
語
る
こ
の
唄
は
、
村
の
歴
史
を
示
す
史
料
で
あ
り
、
先
人
の
遺
産
と
し
て
、
い
つ
ま
で
も
後

世
に
残
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

こ
こ

に
、
仕
事
の
唄

・
祝
祭
り
唄

・
わ
ら
ベ
唄

・
踊
り
唄

・
万
才
小
唄
な
ど
に
つ

い
て
、
我
が
村
で
昔
か
ら
よ
く
唄
わ
れ
て
き
た
よ
う

な
歌
詞
を
拾
っ
て
掲
げ
て
み
る
。

第
五
章
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仕
事
の
唄

O
田
植
え
唄

今
日
は
山
田
の
落
し
水

ま
だ
今
朝
は
霧
の
最
中
よ

静
か
に
通
れ
や
石
橋
を

O
う
す
ひ
き
唄

石
橋
は
四
十
や
こ
の
も
の

そ
れ
と
る
の
は
二
十
一

師トう
走二 す
こはも
十っ固
め・れ
によ
や

山
田
の
稲
は
あ
ぜ
よ
り
か
か
る

十
七

ノ
八
は
と
の
に
よ
り
か
か
る

う
す
は
重
た
し

眠
る
相
手
な
ら

日
は
暮
れ
る
い
ぬ
に
い
な
れ
ず

旦
那
さ
ん
の
日
は
ま
だ
な
り

う
す
を
ひ
く
と
き

唄
で
っ
か
れ
を

早
よ
植
え
よ
つ
ぼ
に
い
る
な
ら

よ
こ
て
で
と
の
ご
が
さ
さ
や
く

う
す
よ
回
れ
よ

掛
け
た
た
す
き
の

さ
っ

き

み

r

五
月
水
ほ
ど
ば
わ
れ
た
私

ひ
き
木
も
回
れ

ひ
ま
を
や
る

相
手
は
眠
る

な
け
り
ゃ
よ
い

唄
わ
に

ゃ
な
ら
ん

忘
れ
よ
う

し
ん芯

と
ろ
と
ろ
と

回
る
ょ
に

O
茶
摘
み
唄

お
茶
も
摘
み
ま
す

取
り
て
主
さ
ん
に

お
茶
も
摘
み
し
も
た

後
に
残
る
の
は

深み木
山2挽言。
天Zや 木こ
狗く挽ひ挽E
は け 唄

挽ひ
け

木
挽
さ
ん
か
よ

六
八
八

飲芯上
まみ
せは
たど
し、り

田
も
植
え
し
も
た

し
ゃ
く
の
た
ね

そ
ま

け
ず

お
柏
は
削
れ

木
を
か
や
せ

や
す
り
の
音
が
す
る

向
い
の
山
で

今
朝
も

大
工
さ
ん
よ
り

仲
の
良
い
木
を

挽ひ木
き挽2
わが
け 憎
るい



大
工

け
や
き

木
も挽Z
みは

風
が
く
る

つ 闇Z
がで

も
わ
か
る

つ 木
い挽2
て さ
いん
きな
まら
す

わ
竹 し
槍1や
でど

ま
で
も

木
挽
や

こ
ん
び
き

こ
ん
さ
や
つ
め
り
ゃ

ど
こ
の
山
で
も
よ

l

あ
げ
を
す
る
よ

の木
こ j)É~
の や
柄ぇ米
のの
よ 飯
う
な

升
炊
き
食
ろ
て

く
そ
た
れ
た

駒}咲
カ:; ¥，、

し、 t，こ
さ桜
めに
は

だ
花れ
が!拘i
散つ
るな

くや

祝
い
・

祭
り

の
唄

O
祝
い
唄

こ
こ
の
座
敷
は

鶴
と
亀
と

が

舞

を

舞

う

め
で
た
い
座
敷

第
五
章

自E

古

寸
日

O
馬
子
唄

O
子
守
り
唄

馬
よ
歩
け
よ

沓
買
う
て
は
か
そ

お
こ
ろ
り
よ

ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
よ

せ
め
て
三
島
の

か
た
ま
で
も

坊
や
の
守
さ
ん

ど
こ
え
行
た

あ遠
れい
は山
恵ぇ道
原21

の鈴3
兼の
さ 音ね
んす
かる

11'ミ

あ
の
山
越
え
て

里
の
み
や
げ
に

何
笠tも
のうろ

笛2た

里
へ
行
た

で
ん
で
ん
太
鼓
に

も三
ど坂
り越
やえ

す
妻2り
子 こや

が
泣雪
き Ii$:
かり
カミ 方、

るか
る

そ
れ
を
も
ろ
う
て
何
に
す
る

吹
い
た
り
た
た
い
た
り
し
て
遊
ぶ

坊
や
は
よ
い
子
じ
や
ね
ん
ね
し
な

ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
よ

お
こ
ろ
り
よ

明
神
馬
子
は

む
ご
い
も
ん
ぞ
え

三
坂
夜
出
て
夜
も
ど
る

う
れ
し
め
で
た
の

若
松
様
は

お
前
百
ま
で

枝
も
栄
え
る

共

白
髪
の
生はわ
えし
るや
ま九
で 十

九
ま
で

業
も
茂
る

六
八
九
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O

ねる
亀

思
い
ご
と
か
の
う
た

五
葉
の
松

七
つ

末
t土

/¥ 
ペコ

何
事
も
な
い
よ
う
に

屋
敷
を
掘
り
広
げ

小
倉
を
建
て
並
べ

三
の
枝
に
は
福
が
な
る

は
あ
l
も
っ
と
も
の
綱
も
え
え
l

ハ
ァ
エ
イ
ト
ナ

l

十主
が
九2
ペ〉の

九
つ

お
亥ぃ O
の亥
この
さ子
ん唄
と
し、

う
人
t土

十
で

と
う
と
う
っ
き
納
め

五
つ

い
つ
も
の
ご
と
く
な
る

ど
お

づ

O
胴
揖
き
唄

こ
こ
の
屋
敷
は

四
方
が
高
く
て

中
の
窪

い
に

一
の
枝
に

は

こ
の
校
に
は

中よ
窪;い
で 屋

敷

O
嫁
入
り
唄

可
愛
い
娘
を

や
る
ぞ
や
も
こ
に

打
ち
も
た
た
き
も

ジ
ャ
レ
も
す
な

Iこ tこ

俵
を
ふ
ん
ま
え
て

に
っ
こ
り
笑
う
て

四
イ〉

世
の
中
よ
い
よ
う
に

木
を
植
え
て

米
が
な
り

金
が
な
る

嬉
れ
し
目
出
度
の

末
は
鶴
亀

若
松
様
よ

五
葉
の
松

酒
を
造

っ
て

六
つ

無
病
息
災
に

わ
ら
ベ
唄

付

手

強

唄

一
年
奉
公
わ
し
や
い
や
じ
ゃ

ち
や
ん
ち
ゃ
ん
茶
釜
に
水
つ
い
で

お
じ
さ
ん
お
ば
さ
ん
起
き
ゃ
ん
せ

起
き
て
茶
茶
飲
ん
で
髪
結
う
て

て
ん
て
こ
寺
へ
参
り
ゃ
ん
せ

て
ん
て
こ
寺
の
き
じ
猫
は

父
よ
り
母
よ
り
ほ
ろ
ろ
う
つ

O
て
ま
り
と
て
ま
り

て
ま
り
と
て
ま
り
が
行
き
お
う
て

一
つ
の
手
ま
り
が
言
う
こ
と
に
や

一
年
奉
公
し
よ
じ
ゃ
な
い
か

二
年
奉
公
し
よ
じ
ゃ
な
い
か

二
年
奉
公
わ
し
ゃ
い
や
じ
ゃ

三
年
奉
公
し
よ
じ
ゃ
な
い
か

三
年
奉
公
す
る
か
ら
に
や

朝
も
と
う
か
ら
起
き
ゃ
ん
せ



ほ
ろ
ろ
じ
ゃ
あ
る
ま
い
傘
じ
ゃ
あ
ろ

傘
は
何
傘
え
ち
ご
傘

一
に
鏡
台
二
に
鏡

三
人
子
供
に
帯
も
ろ
て

帯
は
も
ろ
た
が
く
け
て
な
い

く
け
て
お
く
れ
や
あ
ね
ご
さ
ん

く
け
て
あ
げ
る
は
楽
な
れ
ど

針
が
な
い
か
ら
く
け
ら
れ
ん

針
は
針
屋
の
絹
糸
で

お
見
せ
な
さ
れ
や

赤つ貸
のいし
糸てて
や汚5も
黄 しろ
のてう
糸戻て
やす

と
き
は

金
茶
ま
じ
り
の
紫

お
う
や
こ
う
や
と

お
ち
ど
り
も
う
し
て

0
0さ
ん
の
小
袖
の
下
へ

お
渡
し
申
す
が
が
っ
て
ん
か

ヨ

シ

ガ

ッ

テ

ン

ガ

ッ

テ

ン

く
け
て
も
ろ
う
て
花
見
に
行
け
ば

お
寺
ぼ
ん
さ
に
だ
き
し
め
ら
れ
て

帯
が
き
れ
る
け
は
な
し
て
お
く
れ

帯
が
き
れ
た
ら
つ
な
ぎ
も
で
き
る

縁
が
き
れ
る
け
は
な
し
て
お
く
れ

縁
が
き
れ
た
ら
つ
な
が
れ
ん

O
わ
し
の
お
ば
さ
ん

わ
し
の
お
ば
さ
ん

び
ょ
う
ぶ

銀
の
扉
風
に

こ
ま
い
茶
び
ん
に

誰
に
さ
そ
う
や

O
う
け
と
っ
た

今
日
は
き
ょ
う
き
ょ
う

お
芳

芳

生
ま
れ
落
ち
る
と

お
ば
に
か
か
り
て

奉
公
さ
そ
う
か

縁
は
ま
だ
ま
だ

明
日
は
だ
い
だ
い

お
台
所
の
お
て
ん
ま
り
を

お
貸
し
な
さ
れ
や

第
五
章

ー..... ・
3又

自E

窓
か
ら
見
れ
ば

綿
の
ふ
と
ん

甘
茶
を
入
れ
て

お
芳
に
さ
そ
う

広コ↓-J〆

吉
田
の
生
れ

お
ば
さ
ん
が
か
り

は
や
十
年
よ

縁
づ
き
さ
そ
か

奉
公
が
急
ぐ

足いわ織ぉ紬2機2寺 奉
で ぬしつ 三ぎはの公
けるもて反織おおさ
り小 -2仕 っしし
上 道度5立 てよて
げで て も や も

て の

下
の
一
字
は

筆 おお上
に色色の
草1来来一
紙したい字
にと来は

てい

ま
だ
も
や
り
た
い

い
れ
て
い
わ
し
て

っ
と
ん
三
尺

合
せ
て
五
尺
の

い旦だ木も布2機わ
に那主綿2織す織 き
たにがりりへ
い 着二 い 奉も
もせ反 や 公や
の て よら
よん

書
い
た
紙
ひ
ろ
て

手
に
取

っ
て
見
れ
ば

お
色
と
ご
ざ
る

お
万
と
ご
ざ
る

お
万
を
つ
れ
て

や
る
も
の
な
い
ぞ

歌
の
本

長
崎
か
も
じ

後
か
ら
見
れ
ば

ま
き
て
が
二
尺

ま
け
島
田

も
ん
め

O
一
匁
の
い
い
助
さ
ん

一
匁
の
い
い
助
さ
ん

い
の
字
が
嫌
い
で

一
万
一
千
一
百
石
一
斗
一
升

六
九
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お
蔵
に
お
さ
め
て
二
匁
に
渡
し
た

二
匁
の
に
い
す
け
さ
ん
こ
の
字
が
嫌
い
で

二
万
二
千
二
百
石
二
斗
二
升

お
蔵
に
お
さ
め
て
三
匁
に
渡
し
た

(一

O
匁
ま
で
続
く
)

O
お
し

ょ
し
ょ
正
月

お
し
ょ

し
ょ
正
月
は
松
立
て
て

ニ

し
ゅ
う
ぎ

年
始
の
御
祝
儀
い
た
し
ま
し
ょ

ち
ゃ
ら
や
も

オ
チ
ャ
チ
ャ
カ
ポ
ン
茶
々
持
て
来
い

す
い
も
の

吸
物
早
よ
持
て
来
い

お

正

月

お

正

月

み
い
や

竹
立
て
て

な
ん
と

子
供
の
喜
ぶ

ひ
い
や

ふ
う
や

ょ
う
や

い
l
つ
や

む

ー
や

こ
こ
の
や

と

ー
や

と
う
か
ら
お

い

で

た

お

芋
屋
さ
ん

お
芋

一
升

い

く

ら

亦

ね

も
ち
っ
と
ま
か
ら
ん
Z

な

や

や
ー
や

八
十
七
銭
五
厘
よ

チ
ャ
カ
ラ
ン
カ
ポ
イ

お
ば
さ
ん
の
こ
と
な
ら

ざ
る
を
出
し

ま
け
て
あ
ぎ
ょ

ま
す
を
出
し

O
正
月
と
え

ま
ん
ざ
い

障
子
あ
け
れ
ば
万
才
が

鼓3正
のみ月

音と
や え
ら
歌
の
声

さ
あ
歌
の
声

あ二
す月
はと
彼ひえ
岸2
の お
お宮
中主参
日より
ちや

さ寺
あ参
おり
中
日

き 三
れ 月
し、と
に え
飾?
つ桜
たの
内ご花
裏りに
様れま

お
ひ
な
様

竹
の
ひ

し
ゃ

く死
でん
茶で
茶ま
あた
が来
れるさ

おあ
釈ネ内
迦か裏
様3様

四
月
と
え

さ
あ
茶
茶
あ
が
れ

五
月
と
え

ご
ん
ぼ
紋
り
の
前
掛
け
を

正
月
結
、ほ
と
の
け
と
い
た
さ
あ
の
け
と
い
た

六
月
と
え
ろ
く
に
結
ば
ん
前
掛
け
を

こ
ろ
ん
で
汚
し
て
腹
が
立
っ
さ
あ
腹
が
立
つ

七
月
と
え

質
に
入
れ
た
り
流
し
た
り

質
屋
の
お
ば
さ
ん
親
切
な
さ
あ
親
切
な

八
月
と
え

蜂
に
き
さ
れ
て
目
が
痛
い

姉
さ
ん
薬
は
な

い
か
い
な

さ

あ

な

い
か
い
な

九
月
と
え
草
の
中
に
は
菊
の
花

姉
さ
ん
一
枝
折
っ

て
ん
か
さ
あ
折
っ
て
ん
か

じ
ゅ
う
ば
こ

重
箱
さ
げ
て
ど
こ
え
行
く

十
月
と
え

六
九

お
い
べ
つ
さ
ま
の
お
使
い
に
さ
あ
お
使
い
に

十
一
月
と
え

十

一
ぐ
ら
い
の
兄
さ
ん
が

て
っ
ぽ
う

鉄
飽
か

つ
い
で
鳥
う
ち
に
さ
あ
鳥
う
ち
に

十
二
月
と
え

十
二
ぐ
ら
い
の
姉
さ
人
が

ぁ

私
の
肩
掛
け
編
ん
で

い
る

あ

さ
あ
編
ん
で
い
る

O
一
か
け
ニ
か
け

一
か

け

二

か

け

三

か

け

て

四
か
け
て
五
か
け
て

橋

を

か

け

橋
の
ら
ん
か
ん
に
腰
か
け
て

は
る
か
向

う

を

な

が

む
れ
ば

十
七
八
の
ね
え
さ
ん
が

せ
ん

こ

手
に
は
花
持
ち

線
香
持
ち

ね
え
さ
ん
ね
え
さ
ん
ど
こ
え
行
く

か

ご

し
ま

私
は
九
州
鹿
児
島
の
西
郷
隆
盛
娘
で
す

せ
つ
ぷ
〈

明
治
十
年
の
戦
争
で
切
腹
な
さ
れ
た

父
上
の

お
墓
参
り
に
参
り
ま
す

れ o
"':) ーー
談2れ
判fつ
破は談
裂2判
し
て

日
露
戦
争
始
っ

た



さ
っ
さ
と
逃
げ
る
は
ロ
シ
ヤ
兵

死
ぬ
ま
で
尽
す
は
日
本
の
兵

五
万
の
兵
と
戦
い
て
六
人
残
し
て
皆
殺
し

七
月
七
日
の
戦
い
に
ハ
ル
ピ
ン
ま
で
も

攻
め
よ
せ
て

ク
ロ
パ
ト
キ
ン
ノ

東
郷
大
将
万
々
歳

首
を
取
り

O
一
番
は
じ
め
は

番

最
初
は

一
ノ
宮

二
で

八ゃ成号村出半信主讃さ 日
幡士 固た々 雲も濃の l岐2光
のの 鎮2の のの東
八不ふ守ぷ大主普2金iJ照
幡動f様社て光:毘2官
官' 様3 ろ寺じ羅

さ
ん

四三
でで

五
つ

七六
ぺ) v:コ

ノ1
つ

十九
でつ

高
野
の
弘
法
大
師

東
京
の
明
治
神
宮

第
五
章

ー+令凶・

3又

官E

tコ

お
手
玉
唄

O
お
じ
ゃ
み

お
じ
ゃ

み

お
ふ
た

な
ん
と
か
じ
ゅ

お
じ
ゃ
み
ざ
く
ら

お
み
ざ
く
ら

ざ
く
ら

お
な
な
ざ
く
ら

と
ん
ち
な

お
ふ
た
ざ
く
ら

お
み
い

お
よ
う

お
よ
う
ざ
く
ら

お
も
が
え
し

お
か
ご
の
の
り
か
え

お
う
ま
の
の
り
か
え

の

り

か

え

た

お
ふ
た

お
う
ま
の
の
り
か
え

お
み
い

お
よ
う

日
本 O
の 日
乃 本
木 の
さ 乃
ん 木
が さ

野 ん
蛮史凱tが
国 旋2

す

ロ
シ
ヤ

マ
カ
ロ
フ

の
り
か
え
た

の
り
か
え
た

ク
ロす

締L ノミ ず
めトめ
たキ

ン

ふ
ん
ど
し

し
わ
ん
坊
主
の
柿
の
種

年
が
あ
い
た
ら
帰
ろ
う
か

か

じ

ゃ

で

っ

ち

鍛
冶
屋
の
丁
稚
も
暑
か
ろ
う

お
寺
の
小
僧
も
お
経
よ
み

皆
さ
ん
こ
れ
で
お
し
ま
い

帥

w

九2-t
やのや O
十会こす-r

や
=み-，ら

や
四i

制
O
鬼
ご
と

鬼
さ
ん
こ
ち
ら

鬼
さ
ん
こ
ち
ら

鬼
が
来
る
ま
で 羽

子
っ
き
唄

五
や
六

な

ゃ
あ

七
や
八

お
ふ
た

の
り
か
え
た

お
う
ま
の
の
り
か
え

お
う
ま
の
の
り
か
え

棒負 丹日金め
で け 切きのじ
たてり丸5ろ
た 逃
く げ リ
カL るコ
犬がウ
殺シ
しチヨ

ヤウ

ンの
チは
ヤげ
ン 頭
ボ

鬼
あ
そ
び
唄

手
の
な
る
方
へ

豆
い
っ
て
か
ま
そ

豆
い
っ
て
待
ち

ょ
ろ

主唱 し、か
と つ あ O
亀 いご か
が つ め ご

出 め
す やか か
う る ご ご
ベめ め
つ 夜
た 明篭?

け の
の中
晩の
に 鳥

は

六
九

user
タイプライターテキスト
かごめかごめ



第
六
編

民
俗
・
文
化

う
し
ろ
の
正
面
だ
あ
れ

O
坊
さ
ん
坊
さ
ん

後tこお私わ坊
の ろ の前もたさ
正きがーしん
面ん来緒は坊
?とヵ、る Iこ さ
! んと連回Eん
れ坊 れ 闘ぽ

主邪ぷしへど
魔 ま や 稲 こ
にん刈行
なせりく
る に の

く
そ
坊
主

O
中
の
中
の
弘
法
大
師

中
の
中
の
弘
法
大
師

背
が
低
い
ぞ

う
し
ろ
の
者

な
ぜ
に

立
て
ば
立
っ
て
み
せ

い

だ
あ
れ

ω 
縄
と
び
唄

O
大
波
小
波

大
波
小
波
風
が
吹
い
た
ら

ま
わ
し
ま
し
ょ

一

二

三

四

五

六

高

一

高

二

一
一
一
リ
キ
リ
キ
リ
キ
ス
ッ
ポ
ン

ピ

O
ゅ
う
ぴ
ん
さ
ん

ゅ
う
び
ん
さ
ん

走
ら
ん
か

十
二
時
じ
ゃ

ば
っ
き
ん
じ
ゃ

も
う
か
れ
こ
れ

時
聞
が
き
れ
た
ら

O
お
は
い
り

お
は
い
り
は
い
よ
ろ
し

ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン

負
け
た
お
方
は

出
て
ち
ょ
う
だ
い

的

子
取
り
遊
び

O
子
く
れ
子
く
れ

子
く
れ
子
く
れ
ど
の
子
が
欲
し
い

こ
の
子
が
欲
し
い
連
れ
て
帰
っ

て

何
食

わ

す

せ

ん
ち
の
は
た
の

ぐ
い

み
食
わ
す
そ
れ
は
あ
ん
ま
り

ほ
ろ
き
し
ゃ
な
い

川
端
の
ぐ
い
み

そ
れ
は
あ
ん
ま
り
水
く
さ
い

食
わ
す

お
米
の
ま
ん
ま
に
じ
じ
食
わ
す

そ
れ
な
ら
や
る
か
ら
連
れ
て
行
き

(i:;) 
O
夏
も
近
づ
く

六
九
四

手
合
わ
せ
遊
び
唄

夏
も
近
づ
く

若
葉
が
茂
る
あ
れ
に
見
ゆ
る
は

茶
摘
み
で
な
い
か
あ
か
ね
た
す
き
に

菅
の
笠
|

(内

八
十
八
夜

野
に
も
山
に
も

指
遊
び
唄

O
い
び
つ
く

い
び
つ

く

に

び

っ
く

お
姫
さ
ん
が

O
一
が
刺
し
た

一
が
刺
し
た

四
が
刺
し
た

七
が
刺
し
た

ブ

l
ン

さ
ん
び
が
早
い

ら
ん
ち
ゃ
ん
ぽ

指
つ
く

二
が
刺
し
た

三
が
刺
し
た

五
が
刺
し
た

六
が
刺
し
た

八
ハ
蜂
)
が
刺
し
た



ω
 にら
め
っ
こ
遊
び
唄

こ
こ
は
、
ど
こ
の

細
道
じ
ゃ

。幼
児
の
唄

O
だ
る
ま
さ
ん

天
神
様
の
細
道
じ
や

ち
ょ
っ
と
通
し
て

下
し
ゃ
ん
せ

O
ち
ょ
う
ち

だ
る
ま
さ
ん

だ
る
ま
さ
ん

に
ら
め
っ
こ
し
ま
し
ょ

御
用
の
な
い
も
の

通
し
ゃ
せ
ぬ

ち
ょ
う
ち

ち
ょ
う
ち

笑
ろ
た
ら
駄
目
よ

ど
っ
こ
い
し
ょ

う
ん
と
こ

こ
の
子
の
七
つ
の
お
祝
い
に

お
札
を
納
め
に
参
り
ま
す

と
わ

行
き
は
よ
い
よ
い
帰
り
は
恐
い

恐
い
な
が
ら
も
通
り
ゃ
ん
せ

通
り
ゃ
ん
せ

輸ゎお
くつ
ぐむ
りて

ん
輪h て
くん
ぐ
り

同

関
所
遊
び
唄

お
つ
む
て
ん
て
ん

じ
い
の
み
じ
い
の
み

O
通
り
ゃ
ん
せ

通
り
ゃ
ん
せ
通
り
ゃ
ん
せ

四

踊

り

唄

盆
踊
り
唄

ハ
ァ
昔
し
ナ
(
ヨ
イ
サ
)

昔
ば
な
し
に
つ
い
夜
も
更
け
て

(
ア
ラ
セ
ヨ
ホ
ホ
イ
)

月
も
か
た
ぶ
く
ハ
ア
西
の
空

〈
ア
ラ
セ
ヨ
ホ
ホ
イ
〉

憎
や
雲
め
が
ハ
ア
邪
・斑
を
す
る

盆
は
ナ
ハ
ヨ
イ
サ
)

ハ
ァ

盆
は
嬉
し
ゃ
別
れ
た
人
も

ハ
ア
ラ
セ
ヨ
ホ
ホ
イ
)

晴
れ
て
こ
の
世
ヘ
ハ
ア
会
い
に
来
る

ハ
ァ

踊
る
手
ぶ
り
に
み
と
れ
て
月
を

踊
る
ナ
(
ヨ
イ
サ
)

ハ
ァ
ど
ん
と
な
ハ
ヨ
イ
サ
)

ど
ん
と
叩
い
た
太
鼓
の
音
に

ハ
ア
ラ
セ
ヨ
ホ
ホ
イ
)

あ
の
世
こ
の
世
の
ハ
ア
戸
が
開
く

第
五
章

ー..... 

A 

自包

六
九
五
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六
九
六

ま
わ
る
踊
り
の
ハ
ア
輸
の
ま
る
さ

ω
 盆踊
り
唄

ワ
カ
イ
シ
ワ

お
じ
ご
お
ば
ご
に
姉
娘
に
若
衆

(
ソ

レ

キ

タ

ド

ッ

コ
イ
シ
ョ
)

し
な
よ
く
踊
る
が
よ

い
娘

な
ん
で
は
ず
か
し
な
ん
で
は
ず
か
し

む
こ
と
嫁

む
こ
と
嫁

ハ
ァ

り
ん
ね
ナ
ハ
ヨ
イ
サ
)

り
ん
ね
は
な
れ
て
気
も
軽
る
が
る
と

(
ア
ラ
セ
ヨ
ホ
ホ
イ
)

足
の
軽
さ
よ
こ
の
気
の
軽
さ

(
ア
ラ
セ
ヨ
ホ
ホ
イ
)

田
植
え
す
ま
し
た

ハ
ア
戻
り
道

ハ
ア
ラ
セ

ヨ
ホ
ホ
イ
)

年
に

一
度
の

こ
の
盆
お
ど
り

ハ
ソ
レ
キ
タ

ド

ッ
コ
イ
シ
ョ

)

な
ん
の
は
ず
し
て
な
る
も
の
か

今
夜
が
く
る
の
を
今
夜
が
く
る
の
を

待
っ
て

い

た

待

っ
て

い
た

ハソ

レ
ソ
レ
ソ
ラ

(
ソ
レ
ソ
レ
ソ
ラ

ソ
レ
キ
タ

ハ
ァ
揃
た
な

(
ヨ
イ
サ
〉

揃
た
揃
た
よ
皆
手
が
揃
た

ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
)

稲
の
穂
の
よ
う
に
ハ
ア
よ
く
揃
た

月

Tε 
り
?こ
や

ド今こ
ツ宵t
コの
イ月
、ンに
ヨ

、._/

(
ソ
レ
キ

タ

ハ
ァ
心
ナ
(
ヨ
イ
サ
)

心
揃
え
ば
手
振
り
も
揃
う

(
ア
ラ
セ
ヨ
ホ
ホ
イ
)

お
月
様
さ
え
ハ
ア
笑
い
が
ほ

ソ
レ
キ
タ

可
愛
い
あ
の
娘
が
よ
く
見
与
え
る

空
の
上
か
ら
空
の
上
か
ら

ド
ッ
コ

イ
シ
ョ
〉

よ
く
見
え
る

よ
く
見
え
る

響
く
太
鼓
に
み
な
さ
そ
わ
れ
て

ド

ッ
コ
イ
シ
ョ

)

ハ
ソ
レ
ソ
レ
ソ
ラ

ソ
レ
キ
タ

(
ソ
レ
キ
タ

ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
)

ハ
ァ
歌
い
ナ
(
ヨ
イ
サ
)

歌
い
ま
し
ょ

う
よ
声
は
り
上
げ
て

(
ア
ラ
セ
ヨ
ホ
ホ
イ
)

国
の
栄
え
が
身
の
栄
え

き
た
よ
き
ま
し
た
盆
踊
り

く
れ
ば
手
足
が
く
れ
ば
手
足
が

す
ぐ
は
ず
む
す
ぐ
は
ず
む

ハ
ソ
レ
ソ
レ
ソ

ラ

ソ
レ
キ
タ

ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
)

い
と
し
お
方
と
揃
う
て
踊
る

ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
)

ノ、

ア

足
の
ナ
ハ
ヨ
イ
サ
)

見 に極'('"
てこ 楽?ソ
ごり村2レ
ざにか キ
る こら タ

に母
見こ様
て も

ざこ
る り



ハ
ソ
レ
ソ
レ
ソ
ラ

ソ
レ
キ
タ

ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
)

な
す
の
紫
き
う
り
の
緑
り

(
ソ
レ
キ
タ

ド
ッ
コ
イ
シ
ョ

)

何
を
そ
な
え

ま
し

あ よ
ちた赤
よ し い
つのも

と 真 の
添モ心
え

る

ちあ
ょ た
っし
との
添そ真
え 心
る

ハ
ソ
レ
ソ
レ
ソ
ラ

ソ
レ
キ
タ

ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
)

(今

名
荷
踊
り
唄

O
三
ツ
拍
子

fヘ
ア

ヨ
l
イ
ヨ

l
イ
ヤ
ナ
)

め
ん

東
西
南
北
ご
免
な
れ

こ
れ
よ
り
東
ゃ
ま
だ
東

と
こ
ろ
も
う

所
申
せ
ば
肥
後
の
国

大
蔵
の
娘
で
名
が
お
は
ん

お
は
ん
の
器
量
と
申
す
る
は

も
の
に
た
と
え
て
云
う
な
れ
ば

す
わ

立
て
ば
し
ゃ
く
や
く
座
れ
ば
ぼ
た
ん

ヨ

l
イ

あ

東
西
や第

五
章

ー←←-
-;p:;; 

自E

四主そ歩
百?れく
四主ほ姿
病iどは
の良百
病2い合
よい娘この
りに 花

生
れ
し
も

な

か

ぎ

の

じ

よ

う

お
腹
に
義
之
丞
さ
ん
の
や
や
が
い
る

先
を
申
せ
ば
ま
だ
長
い

こ
こ
で
と
め
お
く
ご
免
な
れ

貧
ほ
ど
悲
し
き
こ
と
は
な

い

あ
わ泡

と
消
え
行
く
信
濃
屋
へ

み
ず
し
奉
公
と
入
れ
ら
れ
て

奉
公
の
き
め
が
五
年
半

お
は
ん
は
毎
日
勤
め
す
る

む

す

こ

ぎ

の

じ
よ
う

宿
の
息
子
の
名
が
義
之
丞

ぎ
の
じ
よ
う

そ

そ
こ
で
義
之
丞
に
見
染
め
ら
れ

十
七
八
の
初
器
量
で

な

じ

み

か

さ

お

も

馴
染
重
な
り
ゃ
身
が
重
る

き
の
じ
よ
う

そ
こ
で
義
之
丞
の
心
が
変
り

お
は
ん
お
は
ん
と
呼
び
い
だ
す

何
か
御
用
で
ご
ざ
ん
す
か

ほ
か
の
事
で
は
無
い
お
は
ん

明
け
て
来
春
早

々
に

あ
き
な
L

か
み
が
た

商
の
都
合
で
上
方
へ

い
っ
戻
る
か
ほ
ど
知
れ
ん

ひ
ま

お
は
ん
暇
や
る
い
ん
で
く
れ

や
す

わ
た
し
い
ぬ
の
は
安
け
れ
ど

O
ひ
け
は

(ア

真 木 真ま私や
綿綿綿士 れ
木千千夫東
綿丸 丸は西
で買買美A やヨ
こいい 濃2ひ l
千そそ 国iけ イ
丸ろろ はヨ

ええ綿E踊 l
商りイ
売とヨ
をは|
およ イ
もかヤ
とかナ
しれ)
て

そ
の
よ
う
な
綿
と
申
す
る
は

中
国
お
も
て
に
舟
に
積
み

綿
の
問
屋
に
乗
り
こ
ん
で

値
段
相
場
を
聞
き
合
わ
す

む
な
ざ
ん
よ
う

そ
ろ
ば
ん
持
た
ず
の
胸
算
用

と
ん
と
そ
の
綿
売
り
と
ば
す

胸
の
そ
ろ
ば
ん
ち
と
違
う
て

L
中

お
主
の
金
お
ば
ち
と
使
い

こ
れ
で
は
国
へ
は
帰
ら
れ
ん

国
へ
帰
っ
て
親
方
に

六
九
七
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か帳二一一ひ勘
た や 人 人 人t定
わそでで死が
らろ死死ぬた
屋ばんんのた
へんだだはね
と肩らら安ば
急に心犬与け殺i
がか中死tれさ
れけよよどれ
るとる

小
千
代
や
お
竹
を
相
手
と
り

O
く
り
あ
げ

ヤ
l
ト
コ
セ

l
ヨ
l
イ
ヤ
ナ
)

ち
ゅ
う
・』
〈
な
が
と

国
は
ヨ
ホ
ホ
中
園
長
戸
の
国
に

関
に
や
千
間
ヨ

l
並
び
は
な
い
か

並
は
ヨ
ホ
ホ
あ
る
あ
る
け
き
よ
屋
も
ご
ざ
る

け
き
よ
屋
娘
の
そ
の
名
が
小
杉

年
は
ヨ
ホ
ホ
十
八
小
柄
な
女

下
女
を
ひ
き
つ
れ
お
寺
に
参
り
や

ご

も

ん

そ

寺
の
ヨ
ホ
ホ
御
門
で
坊
さ
ん
を
見
、
染
め

そ

あ

ぞ

は

や

こ
い

見
染
め
逢
い
染
め
早
恋
と
な
る

(
ア

下
女
を
ヨ
ホ
ホ
ひ
き
つ
れ
わ
が
家
に
帰
り

二
階
座
敷
の
北
窓
聞
け
て

す
ず
り
ヨ
ホ
ホ
取
り
出
し
ジ
ャ
コ
ウ
墨
を

と
ろ
り
と
ろ
り
と
墨
す
り
な
が
し

し
か
の
ヨ
ホ
ホ
ま
さ
筆
と
ろ
り
と
か
ん
で

ほ
う
し
よ

紙
は
よ
い
紙
奉
書
の
紙
へ

思
う
ヨ
ホ
ホ
文
句
を
す
ら
す
ら
書
い
た

書
く
は
書
い
た
よ
七
ひ
ろ
八
ひ
ろ

紙
に
ヨ
ホ
ホ
封
し
て
上
書
き
な
さ
る

た
ん
し
よ
う
じ

上
に
書
い
た
は
丹
尚
寺
様
へ

下
に
ヨ
ホ
ホ
書
い
た
は
け
き
ょ
屋
の
娘

ふ
み文

は
で
き
た
が
や
る
て
が
な

い

ふ
み文

の
ヨ
ホ
ホ
使
い
は
誰
ぞ
と
問
え
ば

お
寺
戻
り
の
寺
衆
や
下
人

寺
の
ヨ

ホ
ホ
下
人
が
情
も
ち
な
さ
る

せ

ん

す

こ

ぽ

ね

扇
子
小
骨
に
文
さ
し
の
せ
て

お
尚
ヨ
ホ
ホ
さ
ま
に
と
文
さ
し
い
だ
す

お
尚
手
に
と
り
拝
見
な
さ
る

い
か
に
ヨ
ホ
ホ
良
く
書
く
女
の
手
す
い

恋
の
事
に
は
相
違
は
な

い
と

丸
木
ヨ
ホ
ホ
橋
よ
と

一
筆
書
い
て

ふ

み

も

ど

す
ぐ
に
そ
の
文
小
杉
に
一
戻
す

小
杉
ヨ

ホ
ホ
手
に
と
り
よ
く
よ
く
見
れ
ば

丸
木
橋
か
や
文
返
さ
れ
て

六
九
八

丸
木
ヨ
ホ
ホ
橋
と
は
わ
し

ゃ
思
わ
ね
ど

致
し
か
た
な
し
落
さ
に
ゃ
な
ら
ん

恋
で

ヨ
ホ

ホ
落
ち
ね
ば
命
で
落
す

ね
こ
も
通
わ
ぬ
お
尚
の
寝
間
で

許関お
手し七けお尚
にちつば尚ヨ
じゃ八ヨ 驚 ホ
ゆヨ つホ きホ
ずホかホすお
かホら女ぐ尚
けな習の目と
てらう呼をこ
な v ぬ 'たーぶa さ、声
らとお声ま三
ぬ 経がす声

す
る

な
ら
ぬ
と
お
経
を
唱
え

O
い
よ
こ

(
ア

エ

イ

エ

イ

サ

ッ

サ

エ
イ
サ
ッ
サ
)

ハ 早ア
アよ 東

か西
か や
れ ェ

イ
サ

し、

よ

踊
り
と

エ
イ
エ
イ
サ
ッ
サ

エ
イ
サ
ッ
サ
)

こ
こ
で
文
句
に
か
か
る
な
ら

伊
予
で
松
山
た
ば
こ
山



か
ん
く

た
ば
こ
山
に
て
官
区
わ
り

か
ん
く
せ
が
れ

官
区
伴
の
お
千
代
と
八
兵
衛

お
千
代
の
妹
の
名
が
お
浜

お
浜
の
病
気
と
申
す
る
は

ほ

う

そ

し

よ

う

か

ん

へ
ー
も
に
癒
着
に
狽
痛
で

三
つ
の
病
気
の
た
た
か
い
ぞ

お
浜
が
死
ん
で
今
日
七
日

二
人
の
親
さ
ん
墓
参
り

後
に
残
り
し
お
千
代
と
八
兵
衛

お
千
代
は
奥
の
闘
で
真
綿
と
り

八
兵
衛
は
玄
関
で
三
味
げ
い
こ

三
味
の
け
い
こ
も
さ
て
お
い
て

お
千
代
お
千
代
と
呼
び
い
だ
し

何
か
御
用
で
ご
ざ
ん
す
か

ほ
か
な
る
こ
と
で
は
な
い
お
千
代

四
国
西
国
た
ず
ね
て
も

お
千
代
の
よ
う
な
器
量
は
な
い

も
の
に
た
と
え
て
言
う
な
れ
ば

ぼ
た
ん
の
花
の
咲
き
か
け
に

露
を
受
け
た
る
如
く
な
り

一
夜
は
お
千
代
ね
や
お
千
代

あ
に

何
を
言
わ
ん
す
兄
さ
ん
よ

私
に
は
夫
、
が
ご
ざ
ん
す
え

夜
の
夜
中
の
丑
の
刻

裏
の
み
か
ん
の
木
の
下
で

し
ろ

む

く

上
か
ら
下
へ
の
白
無
垢
が

そ
れ
を
殺
し
て
も
ら
え
た
ら

落
ち
る
に
落
ち
な
い
こ
と
も
な
い

そ
こ
で
八
兵
衛
は
喜
ん
で

そ
の
日
の
暮
れ
を
待
ち
か
ね
る

先
を
申
せ
ば
ほ
ど
長
い

ご

め

ん

こ
こ
で
と
め
お
く
御
免
な
れ

げ

こ
し
ゅ
う

参
る
下
戸
衆
が
申
す
に
は

ど
う
で
一
夜
の
げ
じ
も
あ
る

お
山
の
げ
じ
か
内
げ
じ
か

ま
た
は
お
家
の
災
難
か

手
こ何前
れのよ
よ図工ろ
り果がし
東 か く
の子暮
高がせ
松のど
のうも

て

代
蝶乳ぅ二々大
よ母ば番 伝 黒
花の息わ屋
よ 養 子ると
と子の古2言
育と名てう
て 貰 が屋て
らわ正3の名
れれ次じ も
て高

し、

東t
西~ O
南どっ
北Tま
ごた
め た
んき
な
れ

=白
糸 目

げ屋 お石寺て
んの礼田子ら
ざ風に屋屋れ
い呂もお通て
乳ぅ場ろ礼い十
母ばでたとを五
につるかすま
拾いちかるで
わ落ぎりう
れし りあち
て 文立いに

つ
ま
た
た
き
踊
り
に
す
ぐ
か
か
る

さ
ん
し
ゅ
う

こ
ん

ぴ

ら

国
は
讃
州
や
金
毘
羅
の

ぞ
う
づ
き
ん

な
か
の
ご
お
り
は
象
頭
山

小
坂
下
り
下
り
右
手
の

ご

さ

ん

御
参
の
前
の
花
立
に

め

ζ

枯
れ
た
竹
に
は
芽
子
が
出
る

枯
れ
た
し
き
び
に
花
が
咲
く

正
次
正
次
と
呼
び
つ
け
る

何
か
御
用
で
ご
ざ
ん
す
か

ほ
か
の
事
で
は
な
い
正
次

第
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石
田
屋
通
い
を
す
る
そ
う
な

石
田
屋
子
孫
と
申
す
る
は

人
に
言
え
な

い
子
孫
な
り

石
田
通
い
を
や
め
ん
な
く

乳
母
の
養
子
は
出
て
行
け
と

乳
母
の
所
は
出
て
な
り
と

は
な
れ
ま
い
ぞ
え
正
次
さ
ん

逃
げ
よ
り
や
い
た
ち
に
お
わ
え
ら
れ

じ
ご
く
落
し
の
ま
す
こ

ぶ
て

そ
れ
ほ
ど
わ
た
し
が
に
く
い
な
ら

十
二
の
干
支
に
な
ぜ
入
れ
た

イ
ヤ
コ
リ
ャ
コ
リ
ャ

ヤ
l
ト
コ
セ

l
ノ

ヨ
イ
ヤ
ナ

l

O
ね
ず
み
の
く
ぜ
っ

O
嫁
入
り

娘
十
八
は
嫁
入
り
盛
り

た
ん
す
や

棚
の
ね
ず
み
の
く
ぜ
つ
を
聞
け
ば

は
さ
み
箱

揃
え
て
持
た
せ
て
や
る
か
ら
に
や

長
持

ア
ヨ

l
オ
イ
セ

l

ソ

l
コ
セ
l

わ
た
し
は
大
黒
様
の
お
使
い
で

棚
の
上
や
ら
棚
の
下

暗
い
所
で
子
を
か
や
し

食
わ
す
物
が
な
い
ゆ
え
に

た
ん
す
お
け
は
ち
か
じ
り
ま
す

そ
う
す
り
ゃ
ね
こ
め
に
見
つ
け
ら
れ

二
度
と
あ
と
に
は
戻
る
な
よ

と
と
さ
ん
か
か
さ
ん
そ
り
ゃ
む
り
よ

云
い
わ
け
す
る
で
は
な
い
け
れ
ど

西
が
曇
れ
ば
雨
と
や
ら

東
が
曇
れ
ば
風
と
や
ら

千
石
積
ん
だ
舟
で
さ
え

七

O
O

追
風
変
れ
ば
出
て
戻
る

O
せ
ん
す

お
し
ょ
の
お
庭
で
せ
ん
す
を
拾
う
た

せ
ん
す
は
め
で
た
い
わ
い
と

足
で
け
り
上
げ
て
手
に
と
り
て

聞
い
て
見
た
な
ら
高
松
の

千
両
箱
の
重
ね
積
み

め
ざ
し
の
お
鶴
が
舞
い
遊
ぶ

す

え
は
ん
じ
よ
う

扇
は
め
で
た
い
末
繁
盛

制

花
取
り
踊
り
唄
(
柳
井
川
木
村
)

松ま 住ぉ流柳
木だ りれ井
ご住おたる 川
城りい水土
下たはは居
よい久良の
永は主いお
野柳よ酒も
で井休 て
目 川 場 を
戸 よ
よ



五

万
歳
小
唄

子ね
と O
さ 豊
え 年
の 踊
さ り
え

の
陸去さ
ま
じ
く

年

内

夫

婦

は

「
ま

た

仲

良

く

」

暮

す

の

が

福

の

神

ゃ
れ
豊
年
か

い
な

「チ

ョ
イ
ト

「
ま
た
我
が
家
に
」

宝
を
招
か
ん
せ

ゃ
れ
豊
年
か
い
な

「
チ
ョ
イ
ト

豊
年
じ
ゃ
い
」

「チ

ョ
イ
ト

豊
年
じ
ゃ
い
」

豊
年
じ
ゃ

い」

運
づ
く
も
の
と
は
云
う
け
れ
ど

「
ま
た

駅
ぐ
に」

巳み

「や世「皆と
チれがまささ
ヨ 豊 よたんえ
イ年て 寄ょの
トか 今こりさ

い米年tてえ
輩 なさは夜の
年か」話 さ
じるし
ゃ Vこ

し、
L 

卯
と
さ
え
の
さ
え
の
さ

う
し丑

と
さ
え
の
さ
え
の
さ

牛
こ
そ

農
家
の
宝
ぞ
や

お
い
つ
く
貧
乏
な
し

ゃ
れ
豊
年
か
い
な

ア
ア
ョ
イ
ト

午
と
さ
え
の
さ
え
の
さ

「
ま
た

我
が
家
の
為
と
な
る

や
れ
豊
年
か
い
な

「チ

ョ
イ
ト

豊
年
じ
ゃ
い」

求
め
り
ゃ
」

豊
年
じ
ゃ
い
」

う
ま
う
ま
浮
世
を
暮
す
の
は

「
ま
た

寅i
隣4と
のりさ

宝え
をの
招2さ
くえ
よの
にさ

辰ミ
やま「やと
れわまれさ
豊 りた立え
年て つの
か 国よそさ
い 稼2々 ;れえ
なぎ」立の
立っさ
つ今

も
立
つ

「や八
チれか
ヨ 豊 ら
イ年
トか二は十

い十2七
豊 なま」
年で
じ
ゃ

し、
しー

ひ
つ
じ

未
と
さ
え
の
さ
え
の
さ
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な
ん

未
の
難
ど
き
油
断
な
く

「
ま
た
心
に
」

渡
世
を
も
た
し

ゃ
ん
せ

や
れ
挫
年
か
い
な

「
チ
ョ
イ
ト

豊
年
じ
ゃ
い
」

ぬ
く
い
と
こ
ろ
に
奉
公
し
て

「
ま
た
つ
と
め
り
ゃ
あ
」

我
が
身
の
た
め
と
な
る

ゃ
れ
豊
年
か
い
な

「
チ
ョ
イ
ト
豊
年
じ
ゃ

い
」

徳
若
に
や

ま 八 新伊
こツ立予
と股iぐの
に榎会ち松
目がきの 山
出こ堀名ご
度れ端物万
う名の名歳
候3所所は
し、ら

け
れ
ど

さ
る申

と
さ
え
の
さ
え
の
さ

豊
年
じ
ゃ
い
」

亥L、

「や世「いと
チれのまよさ
ヨ豊中たいえ
イ年 よの
トか 豊2こ五ごさ

いなかれ穀fえ
豊 なるかがの
年 ら成;さ
じ」就iえ
や しゅ
い て
Lー

徳
若
に
や

さ
る
と
は
親
に
も
孝
行
な

「
ま
た
男
の
」

子
な
ら
持
た
し
ゃ
ん
せ

や
れ
豊
年
か
い
な

「
チ
ョ
イ
ト

ご
万
歳
は

正
月
吉
日
の
初
夢
に

め
で
た
い
年
の
夢
を
見
た

門
に
門
松
し
め
飾
り

祝
の
松
の
そ
で
の
下

鶴
と
亀
と
が
舞
い
遊
ぶ

ま
こ
と
に
目
出
度
う
候
い
け
れ
ど

酉
と
さ
え
の
さ
え
の
さ

「 や河「 や
チれ原まれ
ヨ豊でたと
イ年鯉己 る
トかを伊足ま

い 取 勢みた
豊なる宮ゃと
年 の る
じ 」 今
や も
し、と
」 る

候fま 御みと三徳、?
らこ手た け坂若~~ 0 
いと洗ごてにに 才
けに女じ流か や 蔵
れ目郎tれか 舞
ど出のてるご 唄

度 化 重 白万
う粧信 雪 歳

ののはは
水

O
宮
島
心
中

一
つ
さ
え
の

一
つ
と
の
さ

器
量
よ
し
自
慢
の
お
初
さ
ん

通
い
つ
め
た
が
徳
兵
衛
さ
ん

な

じ
み

こ
の
馴
染
ょ
う
か
い
な
l

二
つ
さ
え
の
こ
つ
と
の
さ

ふ
み

し
の

あ

文
で
よ
知
ら
し
て
忍
び
逢
い

い
白戊

と
さ
え
の
さ
え
の
さ



し
あ
ん
ば
し

出
合
す
所
は
思
案
橋

心
も
あ
せ
る
お
初
さ
ん

こ
の
話
そ
う
か
い
な
l

三
つ
と
の
さ

こ私連宮つ
のしれ島さ
行ゃて育え
きい渡ちの
まずろの
す こ か お
るの二は初
わ果宅十っさ
いま日かん
なで市:
l も

四
四ょっ
方もと
μ1;さ
因にえ
果がの
な
わ
し
が
身
を

四
つ
と
の
さ

見ま
つま
け母
らが
れか
たり
るの
)J民そ
有誌の
を中

で

こ
の
ど
う
し
よ
う
か
い
な
l

五

つ

さ

え

の

五

つ
と
の
さ

き

げ

ん

い
ろ
い
ろ
気
嫌
も
と
り
の
山

願
か
け
て
親
の
返
事
を
待
つ
ば
か
り

こ
の
待
ち
ま
し
ょ
う
か
い
な

六
つ
さ
え
の
六
つ
と
の
さ

む
し
よ
う
や
た
ら
お
や
さ
ま

無
性
矢
鱈
に
親
様
が

二
人
仲
お
ば
引
き
分
け
て

た
と
え
宮
島
立
つ
と
て
も

第
五
章

て!:!:"
A 

古色

七
こ泣長泣っこ
のい屋くとの
あての泣さ別
わ明門2くえれ
れかにおのま
さすて初 い
よよ物品は 七 ぞ
なな案f東つい
l 浜5じ町とな

千ち の l
鳥f さ

O
義
経
千
本
桜

人つ
はと
よさし、
士2の

いさ

木
は
桧

一
つ
と
い
の
さ

迷i千
い本
や桜
す と
き云
カl し、
恋t伝
のえ
道

義
経
公
か
い
な
l

ノ¥
恋三死刃tつ
にぬやばと
好品る無セさ
んよ常5え
だそのの
自のは
ど日し
んのが
す装kみ

束主よ
tまく

八
つ
と
の
さ

二
つ
と
い
の
さ

二
つ
と
い
の
さ

広2早戦Y夫
めやのさ婦
よ 開f:門2の
う陣Z出で仲
かとのも
い 待おきに
なち杯字こ
l 受 きに

けこ
てと

」
の
死
に
ま
し
ょ
う
ぞ
い
な
l

九
つ
と
さ
え
の

の
年
月
ま
で
も九
育Zっ
てと
らの
れさ

我か見つ
がほ染そと
君 どめ い
様由す逢fの
と緒3染ぞさ
思のめ
い大と思、三
染そ身上 いつ
めを染ぞと

め い
の
さ

親
に
御
恩
も
送
ら
ず
に

親
に
さ
き
だ
っ
不
幸
者

こ
の
ど
う
し
よ
う
か
い
な
l

十
と
さ
え
の

十
と
の
さ

と
う
と
う
来
た
か
や
徳
兵
衛
さ
ん

死
ぬ
る
所
は
こ
こ
か
い
な

あ
や

に
し
き

か

ざ

綾
や
錦
で
身
を
飾
る

こ
の
行
き
た
い
わ
い
な
l

身
の
果
報
か
い
な
l

四
屋ゃ義つ
島主経 と
の公い
浦が の
の大さ
舟主将
戦Yで四

さ ザコ
と

の
さ

七

O
三
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死t家
カミ t土
い め
ない
l め

し、

共
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)¥ 

ゃっ
さと
しい
きの
女2さ
子ご
の八
寝つ
入と
りし、

ばの
なさ

五
花天関Zいつ
咲皇 の っ と
か様局3ぞ い
せにがねや の
たもも街lごさ
いうの恩2
わ一案の五
い度じせつ
な っ と
l ない

さの
にさ

都2見
のこれ
こり:
と 枕
も が
ヨヨこι 一一・
同日ーー

がっ
こあ
とる
も

し
の
ぼ
う
か

い
な
l

九
惟え雲 つ
盛t井と
きにし、

ま近の
ときさ
は御Z
つ方主九
ゅのつ
しと
らい
ずの

さ

六
つ
と
い
の
さ
六
つ
と
い
の
さ

無
理
に
や
お
さ
え
て
な
で
さ
す
り

お
里
が
つ
け
た
愛
の
す
し

風
味
が
よ
く
て
味
わ
い
な

良
か
り
ょ
う
か
い
な
あ
l

思
い
こ
ん
だ
が
恋
の
道

ど
う
し
よ
う
か
い
な
l

七
つ
と
い
の
さ

十
惟h_i権1と と
盛t太たうい
さにとの
まほうさ
にう源1
もび氏じ十
うののと
ーに陣梶tぃ
度ど羽原2の

織がさ

七
つ
と
い
の
さ

な
ん
と
ま
あ
き
れ
い
な
よ
い
殿
ご

す

し

ゃ

寿
司
屋
の
お
里
が
ほ
れ
ら
り
よ

か

子
は
親
様
の
義
理
も
あ
る

は
ず
か
し
い
わ
い
な
l

花
咲
か
せ
た
い
わ
い
な
l

治2本 O
まの 柱
る柱 揃Z
御に え
代は
の「
しー
る天
しが
か世
や界

し
ょ

L 

七

O
四

二
本
の
柱
に

は
「
に
こ
に
こ
笑
た
が
大
黒
さ
ん
」

若
え
べ
す

さ

こ
ん

う
こ
ん

三
本
の
柱
に
は
「
左
近
が
右
近
じ

ゃ
」

花
た
ち
ば
な
の

し
る
し
か
や

四
内本
のの
悪?柱
魔 まに

をは
は「
ら四
い天
出が
すま

ぷ〉

く
し
よ

しー

五
本
の
柱
に
は
「
五
葉
ま
し
ま
す
」

五
葉
の
松

ひ
ょ
う
し

六
本
の
柱
に
は
「
六
つ
の
拍
子
も
そ
ろ
た
」

千
石
舟
の
港
入
り

七
本
の
柱
に
は
「
七
福
神
と
し
ょ
」

裏
は
七
浦
七
え
べ
す

十九八
高木九〈木八木
々の葉iの棟 の
歳柱の柱作柱
こにさにりに
そはかはやは
固め「 ず 「 黄こ 「
出で寿ぷき 九 〈 金2八
度た じ さ 葉i葺ぎ つ
けやず は 棟
れけさ作

福Tらか り
寿品れ ず し
じきょ
やし 」

Lー よ
L 

O
お
半
長
衛

ゃ

れ

一

っ

と

え

ま
だ

一
っ
と
え



一
番
名
高
い
京
の
町

お
半
さ
ん
は
は
る
ば
る
伊
勢
参
り

こ
い
つ
も
笑
い
ぐ
さ

ゃ

れ

二

つ

と

え

ま

だ

二

っ

と

え

あ
わ

二
人
が
出
会
す
坂
の
下

お
前
さ
ん
は
帯
屋
の
長
衛
さ
ん

こ
い
つ
も
笑
い
ぐ
さ

い

し

ご

も

ん

と
ろ
石
御
門
や
東
門

こ
い
つ
も
笑
い
ぐ
さ

ゃ

れ

七

つ

と

え

ま

だ

七

っ

と

え

広
い
世
間
は
ど
こ
ま
で
も

な
ぞ
と
人
情
の
か
け
く
ら
べ

か
け
て
解
く
の
が
お
も
し
ろ
い

ゃ
れ

三
つ
と
え

名
主
は
帯
屋
の
長
衛
さ
ん

軒
を
へ
だ
て
て
信
濃
屋
へ

こ
い
つ
も
笑
い
ぐ
さ

ゃ

れ

八

つ

と

え

ま

だ

八

つ

と

え

や
り
た
い
お
半
の
留
守
の
ま
に

油
屋
の
幸
次
と
い
れ
ま
ぜ
て

こ
い
つ
も
笑
い
ぐ
さ

ゃ
れぬ上風

き野巴
身の屋二
で i齢、のっ
さとさけと
わ 解 ん せ
ぐくかえ
じわと
やし、カミ

ななけ
し、ま
カミ し
いて
な

ま
だ
三
つ
と
え

見
れ
ば
信
濃
屋
の
お
半
か
や

よ
い
道
連
れ
じ

ゃ
と
お
手
を
と
る

こ
い
つ

も
笑
い
ぐ
さ

ゃ

れ

四

つ

と

え

ま
だ
四
つ
と
え

宵
の
泊
り
は
市
兵
衛
屋

こ
う
ら
ん
こ

勾
欄
越
え
て

の
奥
座
敷

こ
い
つ
も
笑
い
ぐ
さ

ゃ

れ

五

つ

と

え

ま
だ
五
つ
と
え

そ

色
の
始
め
に
思
い
染
め

ぱ
ら
り
と
咲
い
た
梅
の
花

こ
い
つ
も
笑
い
ぐ
さ

ゃ

れ

六

つ

と

え

ま

だ

六

つ

と

え

無
理
に
立
っ
た
が
早
京
都

ゃ
れ

九
つ
と
え

ま
だ
九
つ
と
え

や
ち石三れ
ち重つ
を 丸 子 三
深3との つ
す解夜と
じくばせ
やオつ いえ
ないと
いなか
かけ
い ま
な し

て

」
の
母
さ
ん
は
ど
う
よ
く
な

」
れ
も
因
縁
約
束
と

ゃ
れ

四
つ
と
せ
え

や
こほ得れ
いか心
つなな十
もるさ と
笑殿忘れえ
い 御ごや
ぐは長
さわ衛

しさ
じん
や

な
し、

ま
だ
十
と
え

よ
ご
れ
た

ふ
ん
ど
し
と
か
け
ま
し
て

無
心
の
手
紙
と
解
く
わ
い
な

ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
書
く
で
は
な
い
か
い
な

」
の
笑
い
ぐ
さ

O
な
ぞ
づ
く
し

ゃ

れ

一

っ

と

せ

え

ゃ

れ

五

っ

と

せ

え

い
が
ん
だ
材
木
と
か
け
ま
し
て

郵
便
さ
ん
と
解
く
わ
い
な

は
し
ら
に

ゃ
な
ら
ん
じ

ゃ
な
い
か
い
な

や

れ

六

っ

と

せ

え

し
ゅ
う
と
め

無
理
な
姑
と
か
け
ま
し
て

第
五
章
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七
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六

西
洋
文
学
と
解
く
わ
い
な

ょ
う
め
に
く
い
じ

ゃ
な
い
か
い
な

ゃ
れ
八
つ
と
せ
え

破
れ
た
障
子
と
か
け
ま
し
て

冬
の
鴬
と
解
く
わ
い
な

は
る
を
待
つ
で
は
な
い
か
い
な

や
れ
九
っ
と
せ
え

紺
屋
の
娘
と
か
け
た
な
ら

上
手
な
将
棋
と
解
く
わ
い
な

つ
め
て
が
黒
い
じ

ゃ
な
い
か
い
な

十
と
せ
え

ゃ
れ

七
つ
と
せ
え

夏
の
夕
立
と
か
け
ま
し
て

雷
さ
ま
と
解
く
わ
い
な

ふ
る
な
る
ひ
か
る
じ
ゃ
な
い
か
い
な

や
か 日 豆 れ
ら清腐
を戦屋
攻せ争の
め と 娘
る解と
じくか
やオっけ
ないた
いなな
カミ ら
し、

な

第
二
節

獅
子
舞
い

み

こ

し

ま

つ

り

ま

え

秋
祭
り
と
い
え
ば
、
獅
子
舞
い
、
神
輿
と
と
も
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
昔
は
秋
祭
り
も
盛
大
で
、
祭
前
の
秋
の

夜
に
な
る
と
、
獅
子
舞
い
を
馴
ら
す
太
鼓
の
音
が
静
か
な
山
合
い
に
こ
だ
ま
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

獅
子
舞
い
は
、
そ
の
昔
中
国
か
ら
伝
来
し
、
も
と
は
舞
楽
か
ら
出
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
後
世
に
お
い
て
、
神
楽
な
ど
で
、

ほ
う
じ
よ
う

豊
穣
を
祈
願
、
悪
魔
払
い
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

五
穀

我
が
村
に
お
け
る
獅
子
舞
い
は
、
松
木

・
小
村
・
西
村
に
古
く
か
ら
受
け
継
が
れ
て

い
て
、
郷
土
芸
能
と
し
て
定
着
し
て
お
り
、
村
で

は
、
こ
れ
ら
を
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
し
て
い
る
。

ほ
ん
む
ら
ま
つ
り
じ
し

木
村
祭
獅
子

(
松
木
)

こ
の
獅
子
舞
い
は
、
明
治
三
八
年
、

当
時
の
弘
形
村

(
美
川
村
)
に
住
ん
で
い
た
、
恵
比
須
瀧

・
津
田
某
の
両
人
よ
り
、
松
木
の
若
い

衆
、
梅
井
金
五
郎
(
昭
和
四

O
年
死
亡)、

大
窪
八
歳
(
昭
和
二
二
年
死
亡
)
、
相
原
音
四
郎
(
昭
和
三
七
年
死
亡
〉
ら
が
、
祭
り
の
娯
楽
と
し
て



重
弘
に
よ
っ
て
、

伝
習
し
た
の
が
始
ま
り
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
大
正
末
期
に
は
小
坂
矧
太
郎
、
小
坂

ま
た
昭
和
四

O
年
に
は
、
小
坂
幸
雄
を
は
じ
め
部
落
の
若
い
者
に
よ
っ
て
承

継
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
獅
子
舞
い
の
舞
い
ぶ
り
は
、
小
太
鼓
と
大
太
鼓
に
合
せ
て
、
獅
子
頭
を
前
後
二
人
が
使

っ
て
舞
う
。
各
演
目
ご
と
に
、

し
ぐ
さ
、

も

の
言

い
な
ど
が
あ
っ
て
演
技
が
行
わ
れ
る
。
本
村

さ

ん

ば

そ

う

獅
子
の
演
目
は
、

三
番
受

・
エ
チ
ゴ
・
オ
ヤ
ジ

・
ト

テ
ン

・
ド

ン
ツ
ク

・
イ

キ

ヅ

カ

イ
・

三

作

・
ト

ン
ト

コ

・
山

サ
ガ
シ

・
忠
臣
蔵

・
狐

・
ア

コ
ギ

・
富
士
山
な
ど
と
豊
富
で
あ
る。

道
」
こ
で
、
木
村
獅
子
の
太
鼓
を
少
し
聞
い
て
み
よ
う
。

行
(
演
技
の
は
じ
ま
り
)

太
鼓

さ
ん

ば
そ
う

三
番
目
又

大
太
鼓

小
太
鼓

オ
ヤ
ジ

大
太
鼓

ド
ン

パ
ラ
パ

ン

ド
ン
パ
ラ
パ
ン

ド
ン
パ
ラ

ド
ン
パ
ラ

ス
ッ
ト
コ

ド
、ノ

本村祭獅子

ハ
ラ

ド
ン

パ
ラ
パ

ン

小
太
鼓

獅
子
お
こ
し
の

こ
と
ば

な
ん
じ

ゃ
l
い
一一一作
、
か
く
身
を
や
っ
し
、
せ
っ

し
よ
う
す
る
は
立
身
の
望
み
、
向
う
の
茂
り
に
宿
る
は
じ
じ

ゅ
う
、
汝
ひ
そ
か
に
追
い
出
せ
よ
。

父
第
五
章

シ
ャ
カ
シ
ャ
ン

シ
ャ
ン

シ
ャ
ン

シ
ャ
ン

シ
ャ
カ
シ
ャ
ン

シ
ャ
カ
シ
ャ
ン

シ
ャ
カ
シ
ャ
ン

シ
ャ
ン

シ
ヤ
ン

シ
ヤ
ン

ト
コ
ト
ン
テ
ン

ト
ン
テ
ン
テ
ン

ト
ソ

ト
ソ

ト
コ
ト
ン
テ
ン

ト
ン
テ
ン
ト
ン

チ
キ
チ
ッ
チ
キ

チ
ッ
チ
ッ
チ

ト
ン
チ
キ

τ担f

A 
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あ
い
卜
ト
さ
ん
、
獅
子
追
い
出
す
は
や
す
け
れ
ど
、
も
し
ト
ト
さ
ん
の
な
ん
ぎ
と
な
ろ
う
。

こ
れ
が
知
れ
た
ら
百
年
目
、
後
か
ま
わ
ず
さ
あ
は
よ
う
。

お
さ
ら
ば
、
さ
ら
ば
。
(
西
東
に
別
れ
て
行
く
)

三
作
が
、

獅
子
を
打
ち
こ
ろ
が
し
、
そ
の
上
に
乗
り
、
ト
ト
さ
ん
て
が
ら
が
で
き
ま
し
た
。

大
け
い
、
め
じ
か
撃
と
う
と
思
う
た
、
な
ん
の
こ
れ
し
き
、
に
わ
か
よ
な
、
ハ
ッ
と
獅
子
を
起
し
大
回
り
し
て
入
る
。

第
六
編

民
俗

・
文
化

作
父父

忠
臣
蔵

大
太
鼓

小
太
鼓

ト
ソ

ト

ソ

ト
、ノ

ト
ン
チ
キ

ト
ン
チ
ン
チ
キ
チ
ッ
チ

ト
ソ

ト
ソ

ト
ソ

ト
ン
チ
キ

ト
ン
ト
コ

ト
ソ

ト
ン

ト
ン
ト
コ

ト

ソ

こ
む
ら

小
村
獅
子

(
小
村
)

小
村
獅
子
は
、
明
治
三
八
年
、
当
時
の
弘
形
村
有
校
(
美
川
村
〉
の
上
杉
某
よ
り
、
小
村
部
落

の
、
長
沼
喜
蔵
(
昭
和
四
五
年
死
亡
)
土
居
佐
市
(
昭
和
五
四
年
死
亡
)
な
ど
、
若
い
者
が
伝
習
し

た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。

当
時
、

獅
子
頭
を
は
じ
め

多
く
の
衣
装
な
ど
は

組
内
の
有

士小山
、

(昭
和
五
七
年
死

岡
田
清
次
郎
な
ど
に
よ
っ
て
寄
附
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、

前
橋
義
一

亡
)、

山
本
勘
三
郎
ら
が
継
承
し
た
。
現
在
は
、

そ
の
振
興
を
は
か
る
た
め
、
保
存
会
を
結
成
し

て
、
竹
内
義
則

・
長
沼
元

・
山
本
朝
男
・
山
崎
勝
太
郎
な
ど
に
よ
っ
て
継
承
し
て
い
る
。

小
村
獅
子
は
、
小
太
鼓
と
大
太
鼓
に
合
せ
て
獅
子
頭
を
前
後
二
人
が
使
っ
て
舞
う
も
の
で
あ

り
、
各
演
技
ご
と
に
踊
り
な
ど
も
行
う
。
演
目
は
、

三
番
自
立

・
片
足
ア
ゲ

・
片
オ
ロ
シ

・
オ
ヤ

ジ

・
狐

・
オ
タ
フ
ク

・
サ
ル

・
カ
リ
ウ
ド
・
マ
ゴ

・
イ
モ
ホ
り
な
ど
あ
っ
て
、

い
つ
の
時
代

七
O 
/¥ 

ト

コ
ト
ソ

ト
ソ

ト
ソ

小村獅子



も
、
の
ど
か
な
秋
祭
り
、
神
社
や
、
部
落
の
広
場
で
行
わ
れ
る
演
技
は
人
々
の
心
を
な
ご
ま
せ

た
。こ

の
伝
統
を
い
つ
ま
で
も
伝
え
る
よ
う
、
村
で
は
無
形
文
化
財
に
指
定
し
て
そ
の
振
興
を
は

か
っ
て
い
る
。

西
村
獅
子
(
西
村
)

明
治
の
末
期
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
い
、
大
正
年
代
ま
で
は
久
主
地
域
で
は
、
中
田
・

窪
田
・

岩
川
に
も
獅
子
舞
い
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
時
代
の
移
り
変
り
に
伴
っ
て
、

つ
の
間
に
か
な
く
な
り、

西
村
獅
子
だ
け
が
永
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

現
在
は
保
存
会
が
結
成
さ
れ
て
、
長
谷
恵
男

・
西
野
今
朝
幸

・
田
内
一
敏

・
西
野
剛
二
な
ど し

西村獅子

に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
お
り
、
村
で
は

こ
れ
を
後
世
に
伝
え
残
し
て
行
く
よ
う
無
形
文
化
財
に

指
定
し
て
そ
の
振
興
を
は
か
っ
て

い
る
。

A々
」
荷

C

J

、

西
村
獅
子
の
演
目
は
、
笹
食
い
・
男
獅
子

・
て
い
す
い

・
狐
な
ど
で
、
勇
壮
な
と
こ
ろ
の
多
レ
獅
子
舞
レ
で
あ
る
。

第
三
節

踊

り

盆

踊

り

第
五
章

0g 

盆
踊
り
は
、
古
く
江
戸
時
代
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
盆
に
招
か
れ
た
る
先
祖
の
霊
を
慰
め
、

ー七。
九

-H-

Z又

ま
た
こ
れ
を
送
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る
踊
り
と
考
え
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
寺
の
境
内
や
、
付

の
広
場
な
ど
で
盆
の
一
六

日

へ

か

け

て
、
老
若
男
女
と
も
に
大
勢
が
集
っ
て
踊
ら
れ
る
。
盆
踊
り
は
、
供
養
踊
り
と
し
て
素
朴

で
あ

あ
い
し
ゅ
う

一
而
哀
愁
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

て
ぬ
ぐ
い

セ
ン
ス
、
手
拭
な
ど
を
持
っ
て
踊
る
も
の
、

り
踊
り
は
、

手
踊
り
を
は
じ
め
、
ボ
ン
デ
ン
ヤ
、

ま
た
は
な
や
か
な
衣
装
を
揃
え
て

い
る
と

こ
ろ
も
あ
っ
た
。
踊
り
歌
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
が
拍
子
を
と
る
も
の
、
ま
た
音
頭
を
と
る
も
の
に
よ
っ
て
楽
し
く
踊
ら
れ
、
娯
楽
に
乏
し

い
こ

の
時
代

の
大
き
な
楽
し
み
で
あ
っ
た
。

仏

の
供
養
が
目
的
で
始
ま
っ
た
こ
の
盆
踊
り
も
、

時
代

の
流
れ
に
沿
っ
て
、

い
つ
し
か
若
い
男
女
の
ま
じ
わ
り
の
場
と
な
り
、
明
治
、
大
正
の
時

み
ど

代
に
あ
っ
て
は
、
風
俗
を
乱
す
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
き
び
し
い
取
締
り
が
行
わ
れ
た
。

し
か

し
そ
の
な
か
に
お

い
て
も
、
あ
ち
こ
ち
で
受
け
継
が
れ
て
、
昭
和

の
初
則
ま
で
は
臨
ん
に
踊
ら

れ
た
。

七一

O

盆 踊 り (初11谷中学校校庭〉

最
近
で
は
、
都
会
、
田
舎
を
問
わ
ず
盆
踊
り
は
、
人
々
の
ふ
れ
合
い

の
場
と
し
て
見
直
さ
れ
て
き
て

い
る
。
盆
は
、
我
が
村
で
も
ふ
る

一
番
活
気
づ
く
時
で
あ
る
。
毎
年
の
盆
踊
り
大
会
を
、

里
へ
の
墓
参
な
ど
で
帰
っ
て
来
る
人
た
ち
に
よ

っ
て
、

工
L
J
叶
し
ギ

ι
£
‘
つ
工
、

o

f
'
v
v
Z
L
V
T
《レ
，
T
L

一
層
意
義
あ
る
も
の
に
し

忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

一
つ
で
も
多
く
筏
世
に
伝
え
て
ゆ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

今
郷
土
に
残
さ
れ
て

い
る
踊
り
は
、
祖
先
が
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
感
情
を
こ

め
て
踊
り
伝
え
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
人
々
か
ら



名
荷
踊
り

名
荷
踊
り
は
、
明
治
の
初
期
に
阿
波
の
国
(
徳
島
〉
か
ら
、
島
之
助
と
い
う
、

田
掘
り
を
職
と
す
る
人
が
名
荷
の
舟
戸
の
奥
へ
住
ん
で

い

て
、
虫
除
け
、

農
年
踊
り
と
称
し
て
、
若
い
者
に
教
え
た
の
が
始
ま
り
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
人
々
は
島
之
助
踊
り
と
呼
ん
で
い
た
。

当
時
の
若
い
男
女
は
、
こ
の
踊
り
を
習
う
こ
と
に
熱
中
し
た
。
し
か
し、

教
え
る
島
之
助
と
て
働
か
ね
ば
食
え
な
い
。
若
い
男
女
は
、

習
う
た
め
に
は
、
仕
事
の
手
聞
が
え
で
田
掘
り
も
す
る
、
島
之
助
が
作
っ
て
い
た
大
豆
が
、
早
く
取
り
入
れ
な
い
と
は
じ
い
て
し
ま
う
と

大
豆
引
き
も
手
伝
っ
た
り
、
踊
り
の
先
生
の
面
倒
を
み
な
が
ら
習
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

舟
戸
の
奥
に
は
、
練
習
を
す
る
踊
り
場
も
造
ら
れ
て
、
昼
間
で
も
人
目
を
は
ば
か
り
な
が

ら
、
練
習
す
る
太
鼓
の
音
が
き
こ
え
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
名
荷
踊
り
は
、
明
治
、
大
正
、
昭

和
の
時
代
へ

と
、
村
里
に
娯
楽
の
少
な
い
こ
の
時
代
、
唯
一
つ
の
楽
し
み
と
し
て
、
人
々
の
心

を
な
ご
ま
せ
た
。
踊
り
は
、
歌
が
中
心
で
あ
っ
て
、

い
つ
の
時
代
も
歌
い
手
が
こ
の
踊
り
を
、

ひ
き
回
し
て
き
た
よ
う
で
あ
り
、

た
く
さ
ん
の
歌
詞
を
全
部
ま
る
覚
え
し
て
歌
っ
て
い
た
。
歌

詞
を
書
い
た
も
の
は
何
も
な
い
、
承
継
者
は

こ
れ
を
聞
き
覚
え
と
い
う
こ
と
で
、
長
い
間
に
、

ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
残
り
少
な
く
な
っ
て
い
る

(第

一
節
民
謡
参
照
)
0

名
荷
踊
り
を
習
い
は
じ
め
た
人
た
ち
は
、
天
保

・
安
政

・
万
延
と
古
い
生
れ
の
人
た
ち
で
あ

る
が
、
踊
り
の
全
盛
時
代
を
通
じ
て
、
歌
い
手
と
し
て
ま
た
踊
り
子
と
し
て
、
こ

の
踊
り
を
盛

り
上
げ
て
き
た
主
な
人
で
、

わ
か
っ
て
い
る
人
た
ち
を
記
し
て
お
く
。

第
五
章

能

古
試

名荷踊り

七
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六
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小
崎
伊
勢
太
(
本
名
は
処
平
で
あ
る
が
、
大
変
芸
人
で
あ
り
、
伊
勢
参
り
か
ら
は
じ
め
て
、
伊
勢
お
ど
り
も
踊
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
伊
勢
太
と
呼
ば
れ

七

る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。
大
正
七
年
死
亡
〉
・
山
本
健
太
郎
〈
昭
和
一

O
年
死
亡

γ
古
川
丑
太
郎
(
昭
和
九
年
死
亡
)
・
大
上
文
蔵
(
昭
和
二
八
年

(
昭
和
三
九
年
死
亡
)

死
亡
)
・
小
崎
シ
ナ
(
昭
和
三
八
年
死
亡
〉
・

藤
岡
テ
ル
(
本
名
は
マ
ン
。
昭
和
三
二
年
死
亡
)
・
大
上
ハ
ナ
ヨ
(
昭
和
四
八
年
死
亡
)
・
大
崎
ケ
サ

コ一

承
継
者
は
、
明
治
三
五
年
ご
ろ
か
ら
は
、
大
上
文
蔵
、
大
正
九
年
ご
ろ
か
ら
山
本
郡
四
郎
(
昭
和
三
三
年
死
亡
)
、
昭
和
八
年
ご
ろ
か
ら
、

小
崎
杉
夫

(
昭
和
五
七
年
死
亡

γ
大
上
今
朝
四
郎
(
昭
和
五
四
年
死
亡
)
、
昭
和
三

O
年
ご
ろ
か
ら
、
大
上
高
千
代
・
村
上
栄
喜

・
村
上
勲
ら

に
よ
っ
て
保
存
会
を
設
け
、
そ
の
承
継
に
つ
と
め
て
い
る
。

村
で
は
、
こ

の
永
い
伝
統
の
あ
る
名
荷
踊
り
を
、
後
世
に
伝
え
る
た
め
、
無
形
文
化
財
に
し

て
そ
の
振
興
を
は
か
っ
て
い
る
。

花
取
り
踊
り

花
取
り
踊
り
は
、
明
治
か
ら
大
正
の
時
代
に
か
け
て
、
村
内
で
も
各
部
落
に
、
そ
れ
ぞ
れ
あ

っ
て
盛
ん
に
踊
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
い
つ
の
間
に
か
消
え
て
し
ま

っ
て
、
現
在
で
は
全
く

そ
の
名
残
り
を
留
め
て
い
る
も
の
が
な
く
、
歌
詞
も
人
々
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ

た
。
花
取

り
踊
り
は
、
鉦
や
太
鼓
を
た
た
い
て
踊
る
供
養
踊
り
で
、
お
寺
や
、
お
宮
の
庭
で
踊
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
(
柳
井
川
木
村
の
花
踊
り
で
唄
わ
れ
て
い
て
残
っ

て
い
る
一
節
を
、
第
一
節
民
諮
に
記
す
)
。

花とり踊り、はなやかなりしころ(中津小学校校庭〉



第
四
節

万

歳

上
浮
穴
郡
に
万
歳
が
伝
わ
っ

て
き
た
の
は
、
明
治
時
代
の
初
期
、
松
山
近
郊
に
万
歳
が
始
ま
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
と
い
わ
れ
る
。

演
じ
さ
せ
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
る
。

松
山
藩
主
久
松
定
行
(
真
常
院
〉
が
在
世
中

(
一
六
三
九
|
一
六
五
六
)
に
、
上
方
か
ら
万
歳
太
夫
を
招
き
、
年
の
初
め
を
祝
っ
て
松
山
で

さ
ん
ば
そ
う

柱
揃
え
・
三
番
受
な
ど
、

す
な
わ
ち
今
か
ら
三

O
O年
余
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。

初
め
は
、

め
で
た
い
も
の
尽
し
が
唄
い
舞
わ
れ
て
い
た
が
、

や
が
て
地
方
芸
能
に
発
展
し
た
。

そ
の
後
文
化

・
文
政
時
代
(
一八
O
四
J

一
八
三

O
〉
に
な
っ
て
、
村
の
祭
礼
な
ど
で
も
興
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
舞
の
種
目
や
内
容

も
多
様
に
な
っ
て
、
人
気
を
博
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

み
ヂ
の
ベ

み
ぞ
の
ベ

温
泉
郡
道
後
溝
辺
村
の
溝
辺
万
歳
、
こ
れ
が
伊
予
万
歳
の
発
祥
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
や
が
て
こ
の
万
歳
が
、
郡
内
で
は
、
当

時
の
弘
形
村
(
美
川
村
〉
大
川、

父
二
峰
村
(
久
万
町
)
父
野
川
に
伝
え
ら
れ
、
久
万
山
万
歳
と
な
っ
て
郡
内
に
普
及
し
た
。

我
が
村
で
も
立
野
万
歳

・
永
野
万
歳
が
誕
生
し、

歳
も
盛
ん
で
遅
く
ま
で
伝
え
ら
れ
て

い
た。

一
座
を
組
ん
で
農
閑
期
な
ど
に
は
村
内
の
巡
業
な
ど
を
し
て
い
た
。
ま
た
中
久
保
万

ひ
ょ
う
し

ぎ

万
歳
舞
い
の
鳴
物
は
三
味
線
、
小
太
鼓

・
拍
子
木
、
踊
り
子
は
五
、
六
名
、
そ
し
て
そ
の
中
心
的
役
者
は
、
次
郎
松
・
才
蔵
で
あ
る
。

特
に
次
郎
松
は
、
一

座
の
道
化
役
で
そ
の
身
ぶ
り
や
、
口
上
が
こ
っ
け
い
で
人
気
を
呼
ん
だ
。
次
郎
松
、
才
蔵
の
掛
合
い
は
、
三
河
万

歳
の
流
れ
で
あ
る
が
、

小
唄

・
踊
り
は
、
多
分
に
伊
予
万
歳
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
歌
詞
に
し
て
も
、
関
西
か
ら
岡
山
、
広
島
(
備
前

・安

芸
)
、
四
園
地
方
の
物
語
り
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

。
ぷ

カ
く

ら
黒
の
ベ

l
ル
を
被
り
口
隠
し
を
す
る
。
万
歳
は
な
や
か
な
時
代
に
あ
っ
て
は
、
ど
こ

の
部
落
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
太
鼓
や
三
味
線
、
踊
り

踊
り
子
は
す
べ
て
男
子
縞
の
着
物
の
着
流
し
、

た
だ
一
人
の
女
形
は
、

頭
か

第
五
章

古
一
品

古E

七
一
三
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の
名
人
が
居
て
、
祝
い
ご
と
な
ど
で
は
必
ず
踊
ら
れ
そ
れ
は
に
ぎ
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
万
歳
も
太
平
洋
戦
争
後
は
、
歌
詞
も
踊

七

一
四

り
も
次
第
に
人
々
か
ら
忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い

る
が
、
現
在
で
は
、
立
野
万
歳
だ
け
が
承
継
さ
れ
て
昔
の
名
残
り
を
留
め
て
い
る
。

立
野
万
歳

に
み
よ
う

立
野
万
歳
は
、
明
治
三

O
年
ご
ろ
、
当
時
の
父
二
峰
村

(
久
万
町
)
二
名
の
職
人
で
、
作
太
と

う
す

め

い
う
人
が
、
村
々
を
「
臼
の
目
き
り
」
の
仕
事
で
回
っ
て
い
た
と
き
、
立
野
の
若
者
の
山
本
七

五
三
太
郎

(
昭
和
二
五
年
死
亡
)、

西
森
勝
(
昭
和
三

O
年
死
亡
)
・
山
本
新
太
郎

(
昭
和
三
七
年
死

亡
)
・
松
岡
宮
重
(
昭
和
二
五
年
死
亡
)
ら
が
習

っ
て
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
人
た
ち
の
探
用
さ

と
、
努
力
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
立
野
万
歳
は
名
声
を
陣
し
、

一
座
を
組
ん
で
、
明
治
、
大
一止
、

昭
和
へ
と
、
娯
楽
の
な
い
時
代
の
人
々
を
楽
し
ま
せ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
三
年
、
松
岡
寛
が

主
と
な
っ
て
承
継
し
た
が
、
太
平
洋
戦
争
に
よ

っ
て
中
断
し
た
け
れ
ど
も
、
若
者
の
努
力
に
よ

っ
て
戦
後
復
活
し、

現
在
に
及
ん
で
い
る
(
立
野
万
蔵
の
踊
り
の
歌
詞
は
民
訴
の
万
歳
似
参
照
)
。

村
で
は
、
こ
の
立
野
万
歳
が

い
つ
ま
で
も
承
継
さ
れ
る
よ
う
、
無
形
文
化
財
に
指
定
し
て
、

そ
の
振
興
を
は
か

っ
て
い
る。

立野万歳



第
六
章

伝
承
と
俗
信

第
一
節

伝

三百

伝
説
は
、
わ
れ
わ
れ
の
先
人
が
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
り
、
無
形
の
文
化
遺
産
で
あ
る
。
そ
の

ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
、
誰
が
つ
く
っ
た
と

も
な
く
、
ま
た
い
つ
か
ら
と
も
な
く
、
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

伝
説
は
、

き
、
さ
ま
ざ
ま
な
話
し
が
生
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

山
、
川
、

滝
、
測
な
ど
の
自
然
や
、
神
社
、
寺
、
人
物
な
ど
の
歴
史
に
、
そ
の
神
秘
性
や
偉
大
さ
、
信
仰
や
思
惑
が
結
び
つ

我
が
村
の
伝
説
は
、
自
然
に
関
す
る
も
の
で
は
、
草
木
よ
り
も
、
滝
や
測
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、

八
釜
の
龍
王

を
は
じ
め
、

龍
神
、
大
蛇
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。

歴
史
的
な
伝
説
で

は

史
実
に
乏
し
い
も
の
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、

そ
の
内
容
は
民
話
的
な
も
の
が
多

い
。
こ
れ
ら
歴
史
伝
説
の
な
か
で
、
平
家
の
落
人
に
関
連
す
る
も
の
が
多
い
の
も
特
徴
と
い
え
よ
う
。
ま
た
人
物
的
な
も
の
で
は
、
稲
村

弾
正
、
兵
衛
の
太
夫
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
非
常
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。

我
が
村
に
伝
わ
る
多
く
の
伝
説
の
中
か
ら
、

そ
の
一
部
を
述
べ
て
み
る
。

第
六
章

伝
承
と
俗
信

七
一

五
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七一

六

自
然
伝
説

井
野
早
太
の
大
杉

久
主
大
宮
八
幡
神
社
の
境
内
に
、
樹
齢
千
年
も
た
つ
た
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
、
大
き
な
杉
の
木
が
あ
る
。
そ
の

昔
、
土
岐
頼
政
の
家
臣
、
井
野
早
太
が
植
え
た
木
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
井
野
早
太
は
、
都
の
戦
で
敗
れ
自

刃
し
た
、
主
君
頼
政
の
位
仰
を
、
久
主
の
大
寂
寺
へ
納
め
た
。
そ
の
時
主
君
頼
政
の
冥
福
を
、
大
宮
八
幡
宮
に
祈
っ
て
植
え
た
も
の
で
あ

り
、
か
つ
て
は
、
回
り
一

0
メ
ー

ト
ル
余
り
、
高
さ
四
二
メ
ー

ト
ル
も
あ
る
巨
大
な
も
の
で
あ

っ
た
。
地
上

一
メ
ー

ト
ル
く
ら
い
の
と
こ

ろ
か
ら
、
二
大
支
幹
に
な
っ
て
い
た
が
、
昭
和
一
八
年
の
火
災
で
一
方
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
。

早
虎
神
社
の
大
杉

柳
井
川
松
木
に
鎮
座
す
る
、
早
虎
神
社
の
境
内
に
、
樹
齢
五

O
O年
余
り
と
思
わ
れ
る
大
杉
が
並
ん
で
い
る
。
そ

の
昔
、
平
家
の
落
人
が
、
お
早
と
、
お
虎
と
い
う
二
人
の
娘
を
連
れ
て
、
立
野
の
岩
穴
で
住
ん
で
い
た
が
、
あ
る

日
、
お
早
と
お
虎
の
二
人
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
平
家
の
落
人
は
大
変
悲
し
ん
で
、
二
人
を
大
窪
谷
の
ふ
も
と
の
方
へ
犯
っ
て
早
虎
神
社

と
し
た。

お
早
と
お
虎
が
現
わ
れ
て
、
お
神
楽
を
舞
っ
て
い
る
と
、
鬼
が
出
て
来
て
、
「松
木
へ
上
っ
て
く
れ
」

と
頼
ん
だ
。

す
る
と
お
早
と
お

虎
は
、
「
松
の
木
は
い
け
ん
、
杉
の
木
を
植
え
た
ら
上
っ
て
や
る
」
と
い
っ
た
。
そ
れ
で
杉
の
木
が
植
え
ら
れ
て
、

早
虎
神
社
は

ま

フ
ル
ミ
ヤ
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
松
木
へ
上
っ
て
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
杉
は
、
そ
の
時
の
も
の
で
あ
る
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

ど
ん
じ
よ
う
た
け

弾
正
が
獄

さ
き
じ
よ
う

稲
村
の
先
場
部
落
に
、
河
野
弾
正
の
前
膳
の
お
堂
が
あ
り
、
そ
の
す
ぐ
そ
ば
に
は
、
弾
正
の
母
と
家
来
の
墓
と
称
す
る
こ

つ
の
塚
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
急
な
坂
道
を
一
キ
ロ
ほ
ど
上
る
と
、
神
宮
寺
の
跡
に
桐
が
あ
る
。
お
堂
の
中
に
は
、

高
さ
四

0
セ
ン
チ
ほ
ど
の
、
不
動
明
王
が
一
体
安
置
さ
れ
て
い

る
。
昔
は
、
弓
や
万、

そ
の
他
の
武
具
が
あ
り
、
ま
た
弾
正
が
飯
を
た

い



て
い
た
と
い
う
、
足
の
長
さ
が
六
寸
の
金
の
鍋
が
あ
っ
た
が
、

弾正ケ獄(国道33号線より稲村を望む)

い
つ
の
間
に
か
な
く
な
っ
て

古
く
か
ら
、

し
ま
っ
た
と
い
う
。旧

暦
の

二
月
八
日
と
八
月
八
日
の
二
回
、
部
落
の
人
々
に
よ
っ
て
、
お
祭
り

が
行
わ
れ
て
い
る
。
日
清
、
日
露
の
戦
争
の
時
は
、
戦
の
神
と
し
て
多
く
の
兵
士
、
が
参
拝
し

て
い
た
と
い
う
。
そ
の
す
ぐ
横
に
岩
の
ほ
ら
穴
が
み
ら
れ
、
蝉
正
の
住
い
跡
と
よ
く
間
違
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
地
点
か
ら
険
し
い
谷
合
い
を
二

0
0
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
登
る
と
弾

正
が
獄
で
あ
る
。
東
か
ら
西
に
抜
け
る
穴
が
あ
り
、
そ
こ
が
弾
正
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
鍾

た
け

乳
洞
で
あ
る
。
国
道
三
三
号
線
、
落
出
か
ら
稲
村
を
見
れ
ば
こ
の
巌
が
よ
く
見
え
て
い
る
。

南
北
朝
の
こ
ろ
、
河
野
弾
正
、
土
居
備
中
守
ら
は
、
宮
方
に
属
し
て
戦
い
、
桑
村
郡
千
町

ケ
原
の
合
戦
に
敗
れ
て
、
こ
の
地
に
身
を
隠
し
、
生
涯
を
送

っ
た
の
だ
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

権現滝

ご

ん

げ

ん

た

き

権

現

滝

百
ケ
市
の
在
所
を
す
ぎ
て
か
ら
、
奈
良
薮
の
方
へ

川
向
い
の

山
を
見
な
が
ら
行
く
と
、
大
き
な
滝
が
あ
り
、
地
か

ら
落
ち

る
水
、
青
葉
、
紅
葉
、
ま
た
樹
氷
な
ど
、
四
季
の
変
化
を
美
し
く
見
せ
る
滝
、

」
れ
が
権
現
滝
で
あ
る
。

昔
、
法
印
さ
ん
が
ど
こ
か
ら
か
や
っ
て
来
た
、
ど
う
し
た
こ
と
か
村
人
は
、

「
も
う
ち
ょ
っ
と
向
こ
う
へ
行
け
ば
在
所
が
あ
る
」
と
言

っ
て
連
れ
て
行
き
、

か
ね

そ
の
谷
で
鉦
が
鳴
り
続
け
た
。
そ
れ
か
ら
権
現
滝
の
滝
つ
ぼ

第
六
章

伝
承
と
俗
信

法
印
さ
ん
を
権
現
滝
か
ら
谷
底
へ
押
し
こ

か
し
た
。
そ
れ
か
ら
七
日
七
晩
、

七
一
七
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に
は
、
片
目
の
魚
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
。

赤

‘'* ，屯

西
谷
の
入
口
の
部
落
で
あ
る
郷
角
の
向
い
山
に
、

赤
さ
び
の
現
わ
れ
て
い
る
大
き
な
滝
が
見
ら
れ
る
。

こ
の

滝
を
人
々

を
隠
す
た
め
に
、 は

、
赤
滝
と
呼
ん
で
い
る
。
昔
、
昔
い
つ
の
頃
か
郷
角
に
、
お
金
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
お
婆
さ
ん
が
い
て
、
そ
の
金

お
婆
さ
ん
は
、
滝
に
下
っ
て
い
た
大
き
い
か
ず
ら
に
つ
か
ま
っ
て
い
惜
の
岩
の
中
へ
入
れ
た
。

こ
の
金
を
、
人
が
盗
み
に

行

っ
た
ら
困
る
と
思
っ
て
、
お
婆
さ
ん
は
、
こ
の
か
ず
ら
を
切

っ
て
落
し
て
し
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
自
分
も
そ
の
金
を
と
り
に
行
く
こ

カ
ね

「
金
よ
戻
れ
よ、

金
よ
戻
れ
よ
」
と
毎
日
呼
び
つ
づ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
お
婆
さ
ん
は
気
が
狂
っ

た
よ
う
に
な
り
、
滝
に
向

っ
て
、

け
て
、
と
う
と
う
滝
に
飛
び
込
ん
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
と

い
う。

こ
の
隠
さ
れ
た
お
金
の
さ
び
で
赤
く
な
り
、
赤
滝
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

じ

阜

、

い

し

蛇

が

石

本
谷
の
上
の
方
に
、
大
き
な
石
が
あ
り
、
人
々
は

こ
の
石
を
、
仕
事
の
往
き
返
り
の
休
み
場
に
し
て
い
た
。

そ
の
昔
、
こ

の
石
に
大
蛇
が
七
巻
半
巻
い
て
い
る
の
を
、
本
谷
に
住
ん
で
い
た
弓
の
名
人
、
兵
衛
の
太
夫
が
、
郷
角
か
ら
、
弓
で
射
ち

落
し
た
と
い
う
。
そ
の
時
、
大
蛇
か
ら
出
た
血

の
た
め

か
、
い
ま
で
も
こ
の
石
は
、
赤
味
を
帯
び
て
お
り
、
蛇
が
石
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

中
津
旭
に
あ
る
。
縦
一
メ

ー
ト
ル
、
検

一
メ

ー
ト
ル

く
ら
い
の
石
で
、
こ
の
石
に
は
、
昔
、
弘
法
大
師
が
疲
れ
て
こ

こ
を

イ
ナ
キ
石

通
り
か
け
、
頑
張
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
、
ど
の
く
ら
い
力
が
残

っ
て
い
る
か
た
め
そ
う
と
、
力
を
入
れ
た
た
め
、
下
駄

の
跡
が
つ
き
、
そ
の
ま
ま
残
っ

て
お
り
、
イ
ナ
キ
石
と
人
々
は
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
。

八
釜
の
龍
王
様

そ
の
昔
、
思
一
な
お
暗
き
幽
谷
深
淵
の
秘
境
、
無
気
味
な
洞
を
巻
い
て
流
れ
る
八
釜
の
底
深
い
と
こ
ろ

に
、
大
蛇
が
住

ん
で
い
た
と
い
う
。
お
と
な
し
い
大
蛇
で
、
人

々
に
害
を
加
え
る
よ
う
な
こ
と
は
、
全
く
な
か
っ
た
と
い
う。

安
心
し
、

ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
た
く
思
っ
て

い
た
。
し
か
し
こ
の
大
蛇
は
、

ど
ん
な
日
照
り
が
続
い
て
も
、
こ
の
地
方
で

は
水
が
枯
れ
る

こ
と
も
な
く
、
人
々
は

か
な
も
の

ク
ズ
ヅ
ル
と
金
物
が
大
嫌
い
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
人
々
も

こ
の
大
蛇
が
、
こ

こ
に
住
ん
で
い

る
お
か
げ
で
、



よ
く
知
っ
て
い
て
、

こ
の
附
近
で
金
物
類
を
使
う
よ
う
な
こ
と
は
、
決
し
て
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ど
う
し
た
こ
と
か
、
あ
る
日
突
然

こ
の
測
に
、
ク
ズ
ヅ
ル
の
巻
き
つ
い
た
鎌
が
流
れ

こ
ん
で
き
た
。
さ
あ
大
変
、

こ
の
鎌
を
見
た
大
蛇
は
、
驚
く
と
同
時
に
腹
を
立
て
て
怒

ほ
の
お

っ
た
。
大
蛇
は
、
恐
し
い
う
な
り
声
を
あ
げ
、
水
面
に
高
く
首
を
つ
き
出
し
た
。
目
は
真
赤
に
燃
え
、
大
き
な
口
か
ら
は
炎
を
吐
き
、

一

天
に
わ
か
に
か
き
曇
っ

て
、
雷
鳴
と
ど
ろ
き
あ
ら
し
を
呼
ん
だ
。
激
し
い
大
粒
の
雨
、
風
は
う
な
り
を
た
て
て
ほ
え
狂
っ
た
。
あ
ら
し
は

い
く
日
た

っ
て
も
や
も
う
と
せ
ず
、
八
釜
一
帯
は
、

つ
い
に
大
洪
水
と
な
っ
て
、
人
々

は
大
い
に
驚
き
悲
し
ん
だ
。
こ
の
時
大
蛇
は
、
狂

っ
た
よ
う
に
大
き
な
尾
で
鎌
を
激
し
く
打

っ
た
。
す
る
と
、

鎌
は

八
つ
に
折
れ
て
、
四
方
に
飛
び
散
り
、
そ
の
ま
ま
見
え
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、

い
ま
ま
で
続
い
て
い
た
激
し
い
あ
ら
し
は
治
ま
り
、
八
釜
は
、
再
び
も
と
の
静
け
さ
に
戻
っ

た
と
い
う
。

松
ケ
池
か
ら
、

八
釜
の
龍
王
様
と
呼
ん
だ
。
龍
王
様
は
、
女
の
神
様
で
、
大
野
ケ
原
の
小

い
つ
の
間
に
か
移
り
住
ん
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
龍
は
、
山
で
千
年
、
川
で
千
年
、
海
で
千
年
の
修
業
を
終
っ
て
、
昇

天
す
る
と
い
う
。
龍
王
様
の
縁
日
は
、
昔
か
ら
二

八
日
で
、
縁
日
に
は
、
近
郷
の
人

々
が
集
い
、
夏
の

日
照
り
に
は
、
「お
水
を
も
ら
う
」

人
々

は
、
お
宮
を
作
り
、
こ

の
大
蛇
を
龍
神
と
し
て
祭
り
、

-・

、、

、

、，〆・、、し
v
h
l
v

雨
乞
い

の
祈
願
を
し
て
、

そ
の
お

か
げ
を
受
け
て

い
た
と
い
う
。
こ
の
雨
乞
い

は
、

ま
た
そ
の
気
配
を
感
じ
腰
を
抜
か
さ
ん
ば
か
り
に
驚

い
た
と
い
う
人
が
多
く
い
て
、

近
代
に

な
っ
て
か
ら
も
続
け
ら
れ
て
い

て
、
龍
を
見
た
と
い
う
人
、

八
釜
の
龍
王
様
に
ま

つ

わ
る
神
秘
は
、

い
ま
な
お
信
じ
ら
れ
て

い
る
も
の
も
あ
る
。

川
之
内
の
前
の

f
淀
川
を
竜
の
川
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
、
松
の
木
の
生
え
て
い
る
大
き
な
岩
が
あ
る
。
昔
、
そ
の

岩
を
、
大
蛇
が
七
巻
半
巻
い
て
い
て
、
人
々

は
恐
れ
お
の
の
い
た
。

あ
る
日
猟
師
が
岩
か
ら
鉄
鈎
で
大
蛇
を
撃
っ
た
が
そ

の
岩
が
鉄
飽
岩
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
撃
た
れ
た
大
蛇
の
腹
は
、
二
、
三
メ

ー
ト
ル
も
さ
け
て
、
蛇
の
子
、
が
出
て
き
た
と
い
う
。
大
蛇
の
血

は
流
れ
、
そ
れ
か
ら
、
七
日
七
夜
、
川
は
血
の
海
と
な
り
荒
れ
狂
っ
た
と
い
う
。
人
々

は
大
蛇
を
龍
神
、
水
神
様
と
し
て
侃

っ
た
。
竜
の

川、

昔
は
竜
の
子
川
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
が
な
ま
っ
て
竜
の
川
と
な
っ
た
と
い
う
。

竜

の

川第
六
章

伝
承
と
俗
信

七
一
九
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二

O

り
ゅ
う
ぐ
う

龍

宮

淵

道
路
の
ま
っ
た
く
発
達
し
て
な
か
っ
た
そ
の
昔
、

西
谷
の
古
味
方
面
で
切
り
出
し
た
木
材
は
、
黒
川

竜の川 υ11之内〉

の
流
れ
を
利
用
し
て
、
落
出
の
方
に
運
ば
れ
て

い
た
。
そ
の
た
め

に
人
々
は
大
変
助
か
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
日
突
然
に
木

材
が
一
本
も
落
出
ま
で
着
か
な
く
な
り
、

い
く
ら
た

っ
て
も
木
材

は
流
れ
て
こ
な
く
な
っ
た
。

ど
こ
か
で
全
部
な
く
な
っ
て
し
ま

う

村
の
人
た
ち
は
、
不
思
議
に
思

い
、
木
材
の
ゆ
く
え
を
椛
め
る

た
め
に
、
流
れ

に
沿
っ
て
川
を
下
っ
て
み
た
。
す
る
と
ど
う
か
、

古
味
か
ら
流
れ
出
た
木
村
は
、
山
村
が
見
え
る
と
こ
ろ
ま
で
は
す
い
す
い
と
く
る
の
に
、
そ

こ
に
あ
る
大
き
な
沌
の
下
に
あ
る
深
い
測
に
全
部
す
い
こ
ま
れ
て
い
る
。
み
ん
な
び
っ
く
り

し
て
し
ま
っ
た
。

「
こ
れ

は
大
蛇
が
い
て
飲
み

こ
ん
で
し
ま
う
の
だ
」
、
「
い
や
何
で
も
す
ご

龍 宮淵 (小村〉

い
主
が
い
て
じ

ゃ
ま
し
て
い

る
の
だ
」

「
川
底
に
大
き
な
穴
が
あ
り
、
そ
れ
が
地
の
底
へ
つ

づ
い
て
い

る
の
だ
」
と
か
、

い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
た
。

「
不
思
議
だ
、
不
思
議
だ
」
ば
か

り
く
り
返
し
て
た
だ
た
め
息
を
つ

い
て
い

る
だ
け
だ
っ

た。

こ
の
時
、
郷
角
の
部
落
に
住
ん
で
い
た

ひ
と
り
の
大
工
が
、
た
ま
り
か
ね
て
、

「
ひ
と

つ
、
わ
し
が
そ
の
測
を
さ
ぐ

っ
て
や
ろ
う
」
と
思
い
た

っ
た
。
そ
う
し
て
材
料
の
吸
い
こ
ま

れ
て
い
る
測
に
ザ
ン
ブ
と
飛
び
こ
ん
だ
。



ふ
と
気
が
つ
く
と
、
大
工
は
り
っ
ぱ
な
御
殿
の
す
ば
ら
し
い
ふ
と
ん
の
中
に
、

寝
か
さ
れ

て
い

た
。
話
し
に
聞
い
た
龍
宮
と
そ

っ
く
り
で
あ
る
。
美
し
い
魚
が
ま
わ
り
を

楽
し
そ
う
に
泳
ぎ
ま
わ
り
、
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
透
明
な
御
殿
は

ど
の
く
ら
い
た
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

七
色
に
ま
ば
ゆ
く
光
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
美
し
い
乙
姫
様
も
で
て
来
て
、
大
工
は
夢
を
見
て

い
る
よ
う
な
気
持
に
な
っ
て

し
ま
っ

た。

す
ば
ら
し
い
も
て
な
し
を
受
け
た
大
工
は
、

つ
い
に
何
日
も
何
日
も
す
ご
し
て
し
ま

っ
た。

あ
る
日
の
こ
と
、

ふ
と
建
物
の
向
う
を
見

る
と
た
く
さ
ん
の
木
材
が
沈
ん
で
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
大
工
は
急
に
郷
角
の
部
落
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
乙
姫
様
に
頼
ん
で
、
今

ま
で
沈
め
ら
れ
て
い
た
木
材
を
全
部
も
ら
っ

て
大
工
は
郷
角
へ
帰
っ
て
来
た
。
郷
角
は
す
っ
か
り
変
っ

て
い
て
、
大
工

の
知
っ
て

い
る
人

も
、
大
工
を
知
っ
て

い
る
人
も
ひ
と
り
も
い
な
か
っ
た
。
大
工
に
会
っ
た
人
は
み
な
、
大
工
を
み
て
何
か
ひ
そ
ひ
そ
と
さ
さ
や
く
ば
か
り

だ
っ
た
。
大
工
の
家
の
あ
っ

た
と
こ
ろ
は
、
大
き
な
竹
や
ぶ
に
変
り
、
家
も
な
く
な

っ
て
し
ま
っ

て
い
た
。

し
か
た
な
く
乙
姫
様
に
も
ら
っ

て
帰
っ
た
木
材
で
お
宮
を
建
て
た
。
郷
角
に
立
派
な
お
宮
が
建
っ

た
の
で
、
村
人
た
ち
も
だ

い
ぶ
ん
集
ま

っ
て
き
た
。
し
か
し
大
工
の
姿
は
ど

こ
に
も
見
え
な
か
っ
た
。
今
郷
角
の
と

こ
ろ
に
あ
る
お
宮
の
は
じ
ま
り
は
、
こ
の
大
工

大
工
は
、

の
造

っ
た
お
宮
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ゆ

な

る

湯

の

成

本
谷
の
上
の
方
に
湯
の
成
と

い
う
部
落
が
あ
る
。
昔
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
、
お
ば
あ
さ
ん
の
所
へ

、
あ
る
日
、
弘
法
大

師
さ
ん
が
通
り
か
か
っ
た
。
お
ば
あ
さ
ん
は
、
弘
法
大
師
さ
ん
と
は
知
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
親
切
に
し
て
あ
げ
た
の

で
、
弘
法
大
師
は
、
大
変
よ
ろ
こ
ば
れ
て
、
「お
礼
に
湯
を
わ
か
し
て
進
ぜ
よ
う
よ

と
い
っ
て
、
持

っ
て
い
た
杖
を
地
に
立
て
た
ら
、
不

思
議
に
も
そ
こ
か
ら
湯
が
ふ
き
出
し
た
。
そ
れ
か
ら
湯
の
成
へ
は
、
人
が
ど
ん
ど
ん
集
ま
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、

意
地
の
悪
い

お
ば
あ
さ
ん
が
ね
た
ん
で
、
あ
る
日
、
馬
の
ふ
ん
を
湯
の
中
へ
投
げ
込
む
と、

そ
れ
か
ら
湯
が
出
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
と

い
う。

す
み
が
ま

昔
、
炭
焼
き
の
始
ま
り
の
こ
ろ
、
山
灰
窯
を
つ
い
て
木
を
中
に
入
れ
て
、
火
を
つ
け
よ
う
と
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
中
へ
火

お
大
師
穴

が
つ
か
な
い
、
炭
焼
き
は
困
っ
て
思
案
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
お
大
師
さ
ん
が
通
り
か
か
っ
て
、
山灰
窯
を
眺
め
て
い
た
が
、
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し
ば
ら
く
し
て

「
炭
窯
の
す
み
に
、
穴
を
あ
け
て
み
よ
」
と
い
わ
れ
て
立
去
っ
た
。
炭
焼
き
は
、
不
思
議
に
思
い
な
が
ら
も
、
言
わ
れ

た
と
お
り
穴
を
あ
け
る
と
、
す
ぐ
に
火
が
つ
い
て
、
炭
が
よ
く
焼
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
空
気
を
調
節
す
る

こ
の
穴
を
、
そ
の
後
、
お
大

師
穴
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た。
お
大
師
さ
ん
が
、

ム
カ
デ
が
あ
ま
り
き
れ

い
な
の
で
、
手
に
の
せ
て
い
る
と
か
み
つ
い
た
。
そ
れ
で
、
お
大

ご

り

や

く

一
日
に
ム
カ
デ
を
七
匹
殺
す
と
、
神
様
に
一
回
お
参
り
し
た
の
と
同
じ
く
ら
い
御
利
益
が
あ
る

お
大
師
さ
ん
と
ム
カ
デ

師
さ
ん
は
、

と
人

々
に
お
っ

し
ゃ
ら
れ
た
。
お
大
師
さ
ん

は
、
か
み
つ
い
た
ム
カ
デ
に
お
茶
を
か
け
た
。
そ
れ
か
ら
ム
カ
デ
に
お
茶
を
か
け
る
と
死
ぬ

と
い
わ
れ
、
そ
の
お
茶
を
「
お
大
師
茶
」
と
い
う
。

歴
史
伝
説

ト
キ
ド
と
逆
さ
わ
ら
じ

昔
、
安
徳
天
皇
が
土
佐
の
都
へ
落
ち
の
び
ら
れ
る
た
め
久
主
を
通
り
、
そ
の
と
き
食
事
を
さ
れ
た
場
所
が

い

ま
の
旭
の
ト
キ
ド
で
あ
り
、
食
事
を
し
た

の
で
、
ト
キ
ド
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
休
場
で

は
、
敵
の
追
手
を
の
が
れ
る
た
め

に
、
わ
ら
じ
を
前
後
反
対
向
き
に
は

い
て
歩
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

モ
リ
モ
リ
ダ

よ
る
い
か
ぶ
と

休
場
の

モ
リ
モ
リ
ダ
と
い
う
山
は
、
源
平
の
古
戦
場
で
死
ん
だ
平
氏
の
塚
に
な
っ

て
い
て
、
鎧
や
胃
、
が
埋
め
て
あ
る
の

だ
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
休
場
に
は
約
七

O
O
の
古
い
墓
が
あ
る
と
い
う
。

塩
売
り
さ
ん

小
黒
川
は
む
か
し
平
家
の
落
人
が
逃
れ
て
来
た
地
と
い

う
。
そ
こ
へ
源
氏
の
追
手
が
、
塩
売
り
に
変
装
し
て
や
っ
て
来

た
が
、
結
局
、
正
体
を
見
破
ら
れ
て
、
後
か
ら
切
り
つ
け
ら
れ
殺
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
古
い
お
墓
を
、

源
氏
の
追
手
の
お
墓
と
し
て
、

い
ま
も
な
お
土
地
の
人
々
は
、
塩
売
り
さ
ん
と
呼
ん
で
い
る
。



い

の

し

し

く

ま

中
津
稲
村
の
山
中
に
住
む
稲
葉
弾
正
は
、
実
に
立
派
な
弓
の
名
人
で
あ
っ
た
。
猪
も
熊
も
、

兵2稲足
衛:葉忠
の弾右
太た正f
夫?と

す
べ
て
の
け
も
の
が
い

っ
ぺ
ん
で
射
殺
さ
れ
た
。

村
人
た
ち
は
、
弾
正
こ
そ
日
本
一
の
弓
の
名
人
だ
ろ
う
と
う
わ
さ
し
合
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ

日
本
一
の
名
人

が
、
西
谷
の
山
中
に
住
む
兵
衛
の
太
夫
も
ま
た
弓
の
名
人
で
、
村
の
人
た
ち
は
、
兵
衛
の
太
夫
こ
そ
、

だ
と
自
慢
し
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
村
の
人
た
ち
が
集
る
と
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
自
分
の
方
を
日
本
一
だ
と
い
い
は
り
、
"':) 

し、

に
は
大
げ
ん
か
に
な
る
と
い
う
始
末
だ
っ
た
。
稲
葉
弾
正
も
、
兵
衛
の
太
夫
も
そ
ん
な
人
々
の
う
わ
さ
な
ど
、
ま
っ
た
く
気
に
か
け
ず
、
毎
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日
山
で
、
弓
の
腕
を
み
が
き
、
大
す
き
な
狩
り
を
し
て
は
、
楽
し
く
暮
し
て
い
た
。

し
か
し
、
あ
ま
り
人
々
の
口
が
う
る
さ
い
の
で
、
い
つ
と
は
な
し
に
二
人
と
も
、
相
手

の
男
は
ど
ん
な
男
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
に
弓
が
う
ま
い
の
だ
ろ
う
か
と
、

た
し
か
め
て

み
た
く
な
っ
た
。
稲
葉
弾
正
は
、
あ
る
日
こ
っ
そ
り
山
を
登
り
は
じ
め
て
、
ル
γ
勺ノル}

調~ (落出〉

う
西
谷
の
山、

笠
取
山
が
望
め
る
中
津
明
神
山
(
一
五
四
一

メ
ー
ト

ル
)
の
頂
上
に
立

っ
て
い
た
。
兵
衛
の
太
夫
も
ま
た
同
じ
日
に
、
ど
ん
ど
ん
山
を
登
り
、
と
う
と
う
笠

取
山
(
一
五
六
二
メ
ー
ト
ル
)
の
頂
上
に
立
っ
て
、

は
る
か
明
神
山
を
望
ん
だ
。
二
つ

の
村
の
東
西
に
相
対
す
る
大
き
な
山
と
山
、
そ
の
頂
き
に
立
っ
た
二
人
の
勇
者
、
向

矢

い
合

っ
た
二
人
の
目
か
ら
は
、

は
げ
し
い
火
花
が
と
び
か
っ
た
。
ど
ち
ら
が
言
い
だ

し
た
と
も
な
く
、
あ
す
の
朝
、
日
の
出
を
合
図
に
弓
の
腕
く
ら
べ
を
し
よ
う
と
約
束

し
て
わ
か
れ
た
。
朝
が
来
た
。
身
仕
度
を
し
た
二
人
は
、
明
神
山
と
笠
取
山
の
頂
上

に
立
っ
て
、
互
に
相
手
の
心
臓
を
ね
ら
い
合
っ
て
弓
を
引
き
し
ぼ

っ
た。

美
し
い
、

大
き
い
真
赤
な
太
陽
が
二
人
を
さ
し
た
。
同
時
に
「
ヤ
ッ
」
と
い
う
気
合
が
二
人
の

七
二
三
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口
か
ら
発
せ
ら
れ
、
矢
が
は
な
た
れ
た
。
矢
は
う
な
り
を
あ
げ
て
、
相
手
の
胸

明神山頂(1541m) より笠取山 (l562m)を望む

を
め
が
け
て
と
ん
で
い

っ
た
。
名
人
の
二
人
、
ね
ら
い
が
あ
ま
り
に
も
正
確
で

あ
っ
た
た
め
、

二
人
の
中
間
で
、

ぶ
つ
か
り
合
っ
て
し
ま
っ

二
本
の
矢
は
、

た
。
激
し
い
火
花
を
散
ら
し
た
二
本
の
矢
は
、
そ
の
ま
ま
、
下
を
流
れ
る
仁
淀

川

へ
落
ち
て
い
っ
た
。

空
を
仰
ぎ
、
笠
取
山
と
明
神
山
の
ふ
も
と
で
、
か
た
ず
を
の
ん
で
見
守
っ
て

ど
よ
め
き
の
声
を
あ
げ
、
二
人
と
も
、

い
た
村
人
た
ち
は
、
思
わ
ず
、

い
ず
れ

お
と
ら
ぬ
立
派
な
弓
の
名
人
で
あ
る
と
、
ほ
め
た
た
え
た
。
そ
れ
か
ら
二
本
の

矢
が
落
ち
こ
ん
だ
測
を
矢
測
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

矢
測
は
、
落
出

の
部
落
は
ず
れ
、
圏
道

一一
号
線
沿
い
の
仁
淀
川
に
あ
っ
て
、
真
黒
く
神
秘
な

水
を
た
た
え
た
大
き
い
測
で
あ
る
。

昔
、
鉢
の
山
中
に
、
お
花
が
池
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
池

は
ち
く
ぽ
だ
い
じ
ゃ

鉢
窪
の
大
蛇
退
治

が
あ

っ
て
、
そ
の
池
に
は
大
蛇
が
す
み
そ
の
ほ
と
り
を

武
者
、
河
野
弾
正
を
は
じ
め
、

通
る
旅
人
や
、
村
人
を
襲
う
の
で
大
変
恐
れ
ら
れ
、
人
々
は
困
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、
峠
を
一
つ
越
え
た
稲
村
の
山
中
に
は
南
朝
の
落

を
退
治
し
て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
、

土
居
備
中
守
ら
の
武
将
が
身
を
隠
し
て
住
ん
で
い
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
武
将
た
ち
は
村
人
の
た
め
、
大
蛇

そ
れ
ぞ
れ
よ
ろ
い
か
ぶ
と
を
身
に
つ
け
て
、
池
の
回
り
に
集
ま
っ
た
。
京
都
か
ら
七
人
の
法

印
を
迎
え
て
き
て
、

大
蛇
が
現
わ
れ
る
よ
う
祈
祷
を
は
じ
め
た
が
、

法
印
は
次
々
と
た
お
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
時
、

一
天
に

わ
か
に
か
き
曇
っ
て
、
雷
鳴
と
と
も
に
、
池
の
面
が
大
き
く
ゆ
れ
始
め
た
か
と
思
う
と
、
体
長
五

0
メ
ー
ト
ル

は
ど
も
あ
る
大
蛇
が
、
水



お
そ

面
高
く
現
わ
れ
、
怒
り
狂
っ
て
勇
士
た
ち
を
め
が
け
、
襲
い
か
か
っ

て
き
た
。
勇
士
た
ち
は
い
っ
せ
い
に
矢
を
放
ち
、
万
で
切
り
つ
け

ふ
ん
せ
ん

た
。
い
き
お
い
あ
ま
っ
て
弾
正
の
か
ぶ
っ
て
い
た
、
金
兜
の
鉢
が
ち
ぎ
れ
て
池
に
と
ん
だ
。
勇
士
た
ち
は
、
な
が
い
奮
戦
で
遂
に
大
蛇
を

退
治
し
た
。
そ
れ
以
後
こ
の
地
は
、
人
々
が
安
心
し
て
暮
せ
る
よ
う
に
な
り
、
村
人
た
ち
は
、
大
蛇
を
退
治
し
て
く
れ
た
一
一
人
の
名
将

勇
士
の
恩
に
感
謝
し
て
、

な
が
く
こ
の
地
に
と
ど
ま
っ
て
も
ら
い、

死
後
は
そ
れ
ぞ
れ
桐
を
建
て
て
祭
り
、

天
正
一

八

(
一
五
九
O
)
年

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
を
合
わ
せ
て
柁
り
九
社
神
社
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
現
在
に
及
ん
で

い
る。

勇
士
た
ち
の
奮
戦
で
金
兜
の
鉢
が
落
ち
た
所
を
鉢
窪
と
呼
び
、
こ
の
里
を
鉢
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。

勇
士
の
一

人
、
土
居
備
中
守
は
、
そ
の
後
鉢
に
住
み
村
人
の
た
め
に
つ
く
し
た
の
で
、
村
人
か
ら
は
氏
康
様
と
あ
が
め
ら
れ
て
き
た
。

備
中
守
義
満
の
墓
は
、
鉢
の
上
場
部
落
の
民
家
の
庭
先
に
あ
る
。

石
碑
の
正
面
に
は

「
備
中
守
義
満
」

側
面
に
は
「
庚
辰
文
政
三
年

二
月
八
日
」
と
あ
る
。

ま
た
、
鉢
窪
は

上
場
部
落
か
ら
西
の
方
向
、

小
谷
を
一
つ
越
え
た
尾
根
に
あ
る
が
、

か
や
が
生
い
茂
り

一
滴
の
水
さ
え
な
い
空

池

が
、
昔
の
名
残
り
を
止
め
て
い
る
。
そ
の
中
ほ
ど
に
、

じ
ゃ

こ
ろ
で
、
蛇
の
墓
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

石
を
積
ん
だ
小
さ
い
塚
ら
し
い
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
大
蛇
を
埋
め
た
と

大
寂
寺
と
頼
政
の
母

仁
平
の
こ
ろ

(
一
一
五
一
J
五
三
)
朝
臣
頼
政
の
母
は
、
伊
予
の
浮
穴
四
郎
為
世
の
孫
、
河
野
氏
長
者
籾
孝
の
庶

兄
、
寺
町
判
官
宗
綱
の
女
で
源
仲
政
の
妻
と
な
り
、
頼
政
を
生
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
母
は
常
に
我
が
子

頼
政
が
成
長
し
て
、
天
下
無
双
の
弓
取
り
と
な
る
よ
う
、
朝
な
夕
な
神
仏
に
祈
っ
た
。

こ
と
に
頼
政
の
母
は
教
養
深
く
、
歌
の
道
に
も
秀

し
い

グ
昇
る
べ
き
道
も
な
け
れ
ば
木
の
下
に
、
椎
を
給
い
て
世
を
渡
る
か
な
グ
と
詠
進
し
、
感
銘
さ

で
て
い
た
と
'い
わ
れ
て
い
る
。
頼
政
が
、

れ
て
三
位
昇
殿
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
母
あ
っ
て
の
栄
進
で
あ
っ
た
。
頼
政
は
、
浮
穴
郡
の
里
分
、

山
分
と
も
領
地

久
栖

(久
主
〉
に
城
を
築
き
館
を
構
え
、
城
代
と
し
て
、
土
岐

・
白
井
の
二
氏
に
母
を
護
ら

を
給
わ
り
、

土
佐
の
国
へ
の
押
え
と
し
て
、
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一
方
都
で
は
そ
の
こ
ろ
毎
夜
怪

自
‘
ぇ

鳥
が
、
御
所
附
近
に
出
没
し
、
京
人
を
な
や
ま
せ
て
い

た
。
鳴
戸
は
鶴
の
様
で

H

ヒ
ョ

l
ヒ

ョ

l
H

と
無
気
味
で
あ
り
、
人
々
は
非
常
に
恐
れ
お
の
の
い
た
。
頼
政
は
、
勅
命
を
奉
じ
て
、

が
ま

弓
術
裏
目
の
法
を
修
業
し
て
漸
く
怪
鳥
を
射
殺
し
た
。
こ
の
時
、
伊
予
の
国
か
ら
、
頼
政
の
も
と
へ
母
の
死
去
が
知
ら
さ
れ
た
。
怪
鳥
を

射
殺
し
た
の
と
同
日
同
刻
な
の
で
、
非
常
に
不
審
を
い
だ
い
た
。
怪
鳥
は
、
頭
は
猿
、
胴
は
虎
、
四
足
が
あ
り
、
羽
が
あ
っ
て
、
尾
は
蛇

へ
ん
げ

と
こ
の
世
に
ま
た
と
類
の
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
怪
鳥
は
、
我
が
子
に
手
柄
を
立
て
さ
せ
る
た
め
に
、
母
親
が
こ
の
よ
う
に
変
化
し

て
矢
に
あ
た
り
死
ん
だ
も
の
で
、
母
親
の
死
去
に
よ
り
、
池
の
鳴
動
も
や
み
も
と
の
静
け
さ
に
か
え
っ
た
と
い
う
。
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つ
の

せ
て
伊
予
の
国
に
帰
し
、
久
栖
の
館
に
住
ま
わ
せ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
母
親
は
、
二
箆
の
奥

に
あ
る
赤
蔵
ガ
池
の
辺
り
に
自
生
す
る
矢
竹
を
家
来
に
取
ら
せ
て
、
こ
の
竹
で
矢
を
作
り
、
手

柄
を
た
て
る
よ
う
に
と
、
毎
年
数
万
本
を
都
の
頼
政
へ
送
っ
て
い
た
。
ま
た
毎
日
赤
蔵
ガ
池

に
行
っ
て
水
ご
り
を
取
り
願
を
か
け
て
、
源
家
の
再
興
と
、
我
が
子
の
立
身
出
世
を
祈

っ
て

大寂寺 (窪田)

い
た
。
そ
の
あ
ま
り
、
遂
に
は
乱
心
の
様
子
と
な
っ
て
、
久
栖
の
館
に
は
帰
ら
ぬ
よ
う
に
な

り
、
池
の
ほ
と
り
に
、
わ
ず
か
雨
露
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
、
小
屋
を
作
ら
せ
、
頼
政
の
領
地

に

鎮
座
す
る
、
四
十
余
社
の
諸
神
に
と
う
か
加
護
を
垂
れ
給
え
と

一
心
不
乱
に
祈
る
そ
の
挙

動
は
、
全
く
鬼
神
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
ば
に
居
る
者
は
恐
し
く
な
っ
て
近
寄
る
者
も
な
く
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
不
思
議
に
、
こ
の
池
が
急
に
鳴
動
を
始
め
、
池
の
中
か
ら
黒
煙
が
も
う
も

う
と
上
り
、

帯
筋
を
引
い
た
よ
う
に
京
の
都
へ
通
じ
た
。

赤
蔵
ガ
池
に
伝
わ
る
、
子
を
思
う
母
親
の
ま
こ
と
に
あ
わ
れ
で
あ
り
、
ま
た
美
し
い
伝
説
で
あ
る
。

頼
政
は
こ
の
功
績
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
土
佐
の
国
の
一
部
の
領
地
を
加
増
さ
れ
、
ま
す
ま
す
文
武
両
道
に
す
ぐ
れ
た
武
士
と
し
て
忠
誠



を
励
ん
だ
。
頼
政
は
、
平
の
清
盛
の
横
暴
が
日
々
加
わ
る
を
見
て
、
後
白
河
法
皇
の
第
二
皇
子
、
以
仁
王
を
奉
じ
て
、
兵
を
挙
げ
、
諸
国

の
源
氏
に
平
氏
討
伐
の
王
の
令
旨
を
伝
え
た
。
し
か
し
、
宇
治
川
の
戦
に
敗
れ
て
、
以
仁
王
は
亮
じ
、
頼
政
も
ま
た
力
尽
き
、
H

埋
れ
木

の
花
咲
く
時
も
な
か
り
し
に
、
身
の
な
る
果
ぞ
あ
わ
れ
な
り
け
る
H

と
辞
世
の
歌
を
残
し
て
自
刃
し
た
。
名
将
頼
政
七
六
歳
の
最
期
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
王
を
は
じ
め
、
頼
政
父
子
の
首
級
を
あ
げ
た
者
が
な
い
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
風
説
が
伝
え
ら
れ
、
王
と
一
緒
に
吉
野

に
逃
れ
た
と
も
い
い
、
あ
る
い
は
、
頼
政
の
子
仲
綱
が
奉
じ
て
、
奥
州
へ

、
走
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
頼
政
の
墓
も
ま
た
東
西
各
所

に
散
在
し
て
い
る
。

こ
の
地
の
伝
え
に
よ
る
と
、
家
臣
、
井
野
早
太
が
主
君
頼
政
の
位
牌
を
奉
じ
て
、
久
栖
に
潜
行
し
て
、
大
寂
寺
に
安

置
し
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
位
牌
に
は
表
に
、
「
大
寂
寺
殿
土
岐
清
源
公
大
居
士
」
と
あ
り
、
裏
に
は
、
「
治
承
四
年
四
月
五
日
」
と

あ
っ
た
と
い
う
。

大
寂
寺
は
、
治
承
四
(
二
八
O
)
年
頼
政
が
、

久
栖
の
館
跡
に
、

母
の
菩
提
所
と
し
て
創
建
し
た
寺
と
い
わ
れ
て
お
り
、

今
の
中
津

小
学
校
の
地
に
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
三
年
の
大
火
で
焼
け
、
学
校
の
す
ぐ
上
に
新
し
く
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
頼
政
の

位
牌
や
遺
品
も
焼
失
し
た
。
寺
の
西
方
に
は
、
頼
政
の
墓
所
が
あ
り
、
こ
こ
を
御
所
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
忠
臣
井
野
早
太
の
墓
地
と

呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
が
最
近
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。

大
正
八
年
一
一
月
、
中
津
村
在
郷
軍
人
会
は
、
武
士
道
を
た
か
め
る
た
め
に
、
寺
の
庭
に
「
大
寂
寺
殿
従
三
位
土
岐
頼
政
公
碑
」
と
題

す
る
記
念
碑
を
建
立
し
て
い
る
。

久
栖
の
は
じ
ま
り

久
主
の
地
名
の
起
り
を
問
え
ば
、
古
人
は
、

く

す

く

す

の

き

お

み

や

ふ

く

ぎ

「
久
栖
は

樟

、
小
宮
に
福
木
、
前
の
小
川
は
深
こ
う
ご
ざ
る
」
。
と
、
こ

の
よ
う
に
歌
っ
て
い
た
と
い
う
。
久
主
は
、
昔
は
久
栖
だ
っ
た
が
、
い
つ
の
時
代
か
ら
か
変
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
の
、
「
久
栖
は
樟
」
と
は
、
川
ノ
内
の
佐
賀
宮
に
、
昔
、
樟
の
大
木
が
あ
っ

て、

そ
の
地
を
久
栖
と
呼
ん
だ
。
「
小
宮
に
福
木
」
と

は
、
樟
の
大
木
の
尊
称
で
あ
る
。

「
前
の
小
川
は
深
こ
う
ご
ざ
る
」
と
は
、
川
ノ
内
の
前
の
龍
の
川
を
指
し
た
も
の
で
、

昔
は
水
量
が
多
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す
り
寝
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
名
荷
方
は
、

七
二
八

く
豊
か
な
流
れ
で
あ
り
、
そ
の
深
さ
は
三
丈

(九
メ
ー
ト

ル
余
り
)
以
上
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。

久
栖
の
開
け
は
じ
め
は
、
川

ノ
内
と
い
わ
れ
、
そ
の
開
祖
は
、
佐
賀
家
の
大
祖
先
で
、
現

在
の
佐
賀
宮
に
は
、
そ
の
祖
先
を
柁
り
、
佐
賀
大
明
神
と
称
号
し
た
も
の
で
あ
る
と
伝
え
ら

佐賀宮の森

れ
て
い
る
。

北
日
は
、

西
谷
の
古
味
組
(
古
味

・
菅
行

・
中
畑
〉
、

高
野
組

(高
野

・
猪
伏

・

関
奥
の
起
り

中
久
保

・
横
野
)
を
ふ
つ
う
両
組
と
呼
び
、

」
れ
を
総
称
し
て
古
味
と
か

関
奥
と
呼
ば
れ
て

い
た
。

関
奥
の
起
り
。
そ
の
昔
、
ま
だ
各
部
落
の
境
も
は
っ
き
り
き
ま
っ

て
な
か

っ
た
こ
ろ
の
こ
と
、
古
味
と
名
荷
の
境
を
き
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
方

法
が
話
し
合
わ
れ
、
結
局
、
夜
明
け
の
一
番
鶏
を
合
図
に
、
名
荷
方
は
牛
で
、
古
味
方
は
馬

で
同
時
に
出
発
し
、
出
合
っ
た
所
を
境
と
す
る
こ
と
に
決
っ
た
。

さ
あ
、
い
よ
い
よ
当
日
に
な

っ
て
、
古
味
方
は
、
馬
だ
と
思
っ
て
油
断
し
た
の
か
、
ぐ
っ

そ
こ
に
関
を
設
け
、

れ
で
は
困
る
と
古
味
方
は
、
名
荷
方
を
現
在
の
せ
き
と
呼
ば
れ
て

い
る
と
こ
ろ
ま
で
せ
き
返
し
た
。
そ
う
し
て
そ
の
地
点
を
境
と
決
め
て

一
番
鶏
が
鳴
く
の
を
待
ち
か
ね
て
牛
を
追
い
た
て
、
も
う
滝
野
の
入

口
ま
で
や
っ
て
来
た
。
そ

そ
れ
か
ら
奥
を
関
奥
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

で
埋
ま
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
が
あ
り
、

こ
の
説
の

ほ
か
に
も
う
一
説
あ
り
、
昔
、
古
味
方
面
は
、
大
洪
水
に
よ

っ
て、

せ
き
奥
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
う
。

入
口
が
せ
か

g

れ
、
現
在
の
川
崎
神
社
の
高
さ
く
ら
い
ま



木
村
組
の
開
祖

立
野
の
開
祖
は
、
相
原
佐
州
左
門
守
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

大
窪
谷
の
開
祖
は
、
鈴
木
源
左
衛
門
重
幸
だ
と
い
わ
れ
、
紀
井
熊
野
の
出
身
で
、
平
清
盛
の
家
来
だ
っ
た
と
い

う
。

八
人
に
も
土
地
を
分
け
て
あ
た
え
た
と
い
う
。
六
人
地
、

お
よ
そ
三

O
O年
余
り
前
、
大
阪
石
山
城
の
戦
に
敗
れ
て
こ

の
地
に
住
み
つ
い
た
と
い
わ
れ
、
後
か
ら
尋
ね
て
来
た
、
北
新
左
衛
門
ほ
か

八
人
地
と
呼
ば
れ
残
っ
て
い

た
と

い
う
。
大
窪
谷
、
鈴
木
家
の
大
先
祖
で
あ
っ

第
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て
、
墓
地
も
あ
り
、
石
碑
が
建
っ
て
い
る
。
そ
の
系
図
は
七

O
年
余
り
前
に

鈴木源左衛門重幸の墓

山
崩
れ
に
あ
っ
て
そ
の
時
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

松
木
の
開
祖
は
、
中
平
七
左
右
衛
門
と
い
わ
れ
、
お
よ
そ
三

O
O年
余
り

前
、
松
木
の
大
和
地
に
住
み
、
二
代
で
絶
え
た
と
い
う
。
あ
る
年
、
芝
居
を

催
し
た
時
、
芝
居
者
に
手
抜
き
を
し
た
と
い

っ
て
論
争
と
な
り
勝
っ
た
け
れ

ど
も
、
芝
居
の
三
番
受
を
サ
カ
サ
マ

に
踏
ま
れ
た
の
で
子
孫
が
絶
え
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

猪

猪
伏
の
部
落
に
樹
齢
三

O
O年
く
ら
い
と
思
わ
れ
る
大
き
い

伏

ハ
ナ
シ
パ
(
シ
キ
ビ
)
の
木
が
立
っ
て

い
る
。
い
っ
こ
ろ
誰

猪伏のシキビ

に
よ

っ
て
植
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
猪
伏
の
昔
を
物
語
っ
て

い
る
よ
う

で
も
あ
る
。
そ
の
附
近
に
は
古
い
墓
が
あ
り
、
猪
伏
の
大
祖
先
に
違
い
な
い

だ
ろ
う
。
猪
伏
は
、
平
家
の
子
孫
な
り
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
さ

だ
か
な
も
の
は
な
い
け
れ
ど
も
、
猪
伏
の
人
々
は
自
ら
も
そ
う
信
じ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
う
思

っ
て
み
る
と
昔
か
ら
、
猪
伏
の
人
は
、
風

七
二
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ぼ
う
態
度
な
ど
、

ど
こ
か

に
そ
ん
な
風
を
持
た
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
感
じ
て
い
る
人
も
ま
た
多
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

み
の

「蓑
」
を
編
む
こ
と
を
伝
え
て
い
て
、
そ
れ
は
、
京
都
奥
地
産
の
も
の
と
よ
く
似
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
猪
伏
は
、

か
ね

つ

ば

き

も

と

平
家
の
落
人
が
金
を
た
く
さ
ん
隠
し
た
と
い
う
歌
も
残
っ
て
い
る
。
「
朝
日
、
夕
日
の
さ
す
所
、
椿
の
元
に
金
千
両
」
と
。

ま
た
猪
伏
で

は
、
昔
か
ら
、

猪
伏
の
大
先
祖
を
肥

っ
て
あ
る
、
伊
吹
神
社
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
言
い
伝
え
が
あ
る
。
昔
、
高
野
と
猪
伏
で
は
、
と
き
な
ら
ぬ

と
き
に
鶏
鳴
が
あ
り
、
人
々
は
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
。
昭
和
の
初
め
高
野
の
大
火
が
起
る
前
に
も
、
毎
夜
の
ご
と
く
続
い
た
と
い
う。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
も
続
く
の
で
、
人
々
は
い
い
が
た
い
恐
怖
に
お
の
の
き
、
代
表
の
者
が
、
土
佐
の
四
万
川
に
行
き
、
龍
王
様
に
参

っ
て
、
神
の
ご
神
託
を
乞
う
た
と
こ
ろ
、
「
そ
れ
は
組
中
、

ど
こ
か
に
神
、

あ
る
い
は
大
切
な
先
祖
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
た
め
で
あ

る
」
。
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
ま
だ
ま
だ
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
る
か
わ
か
ら
な
い
と
の

こ
と
だ
っ
た
。

人
々
は
驚
い
て
、

相
談
の

結
果
、
昔
、

川
崎
神
社
へ
合
記
さ
れ
、

古
宮
と
な
っ
て
い
る
大
崎
神
社
を
、

適
当
な
地
に
奉
遷
す
る

こ
と
と
し
て
、

こ
れ
を
猪
伏
と
定

め
、
当
時
ま
で
猪
伏
に
お
い
て
は
、

そ
こ
に
入
る
者
は
神
徳
に
ふ
れ
る
と
信
じ、

ま
た
幾
人
か
の
人
は
そ

ま
つ

こ
に
入
っ

て
よ
り
病
み
患
っ
て
死
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
地
を
、
人
々
は
最
適
と
定
め
、
神
を
記
る
た
め
で
あ
る
と、

今
ま
で
の
恐
怖

入
ら
ず
の
森
と
称
せ
ら
れ
て
、

入
ら
ず
の
森
を
切
り
開
き
、
掘
り
起
し
た
。
つ
い
に
そ
こ
か
ら
万
剣
そ
の
他
の
道
具
を
発
掘
し
た
。
こ
れ
こ
そ
我
れ
ら
が
先

祖
、
平
家
落
武
者
大
将
の
墓
所
に
相
違
あ
る
ま
い
と
、
そ
の
万
を
御
神
体
と
し
て
、
そ
こ
に
小
さ
い
桐
堂
を
建
て
、
伊
吹
神
社
と
称
え
、

ま
つ

前
の
大
崎
神
社
と
共
に
記

っ
た
も
の
で
あ
る
。

な

る

お

も

猪
伏
の
裏
山
に
は
ひ
そ
が
成
と
い
わ
れ
て
い
る
所
が
あ
る
。
大
野
ケ
原
の
源
平
の
戦
で
敗
れ
た
、
大
野
氏
の
一
族
主
だ
っ
た

一
二
人
が
、

も
消
え
て
、

ひ
そ
ん
で
い
た
が
、
あ
る
時
、
白
さ
ぎ
の
羽
ば
た
く
音
に
、
敵
が
攻
め
て
来
た
と
お
び
え
、
今
は
こ
れ
ま
で
と
、
自
分
ら
の
姿
を
木
に
刻

ん
で
川
に
流
し
、
自
刃
し
た
所
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

川
に
流
れ
た
お
姿
は
、

一
二
箇
所
に
流
れ
っ
き
、
そ
こ
に
は
木
造
り
の
御
神
体
が

紀
ら
れ
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。



猪
伏
に
は
大
野
姓
を
名
乗
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

池
ノ
宮
神
社
の
由
来

昔
、
窪
田
の
池
ノ
宮
に
、
大
き
な
蛇
が
い
て
人
々
は
こ
れ
を
恐
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
お
遍
路
さ
ん
が
、

大
き
い
蛇
に
向
っ
て
「
性
根
が
あ
る
な
ら
、

る
う
ち
に
、
小
さ
い
ム
カ
デ
に
な
っ
た
。
お
遍
路
さ
ん
は
、
そ
の
ム
カ
デ
を
殺
し
、

ち
ょ
っ
と
ム
カ
デ
に
な
っ
て
み
ろ
」
と
い
う
と
、
大
蛇
は
み
る
み

帝
ゆ
っ

そ
れ
を
杷
っ
た
の
が
池
ノ
宮
神
社
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。

平
家
落
人
の
行
方

大
野
ケ
原
の
源
平
の
戦
で
、
源
氏
は
、
源
氏
ケ
駄
馬
の
立
っ
て
い
る
石
に
鎧
を
か
ぶ
せ
人
と
見
せ
た
の
で
、
平
氏

は
と
う
て
い
か
な
わ
な
い
と
思
い
逃
げ
た
。
大
野
ケ
原
か
ら
、
中
久
保
、
横
野
を
通
っ
て
猪
伏
へ
逃
げ
、
こ
こ
で

そ
れ
ぞ
れ
別
れ
た
と
い
い
、
永
野
に
は
、
中
村
氏
、
小
黒
川
に
は
、

ヌ
タ
ノ
ウ
ノ
源
左
衛
門
、
大
窪
谷
に
は
鈴
木
氏
、
奈
良
薮
に
は
大
野

氏
が
逃
げ
て
行

っ
た
と
い
う
。

木

地

師

木
地
師
は
、
あ
る
京
都
の
公
家
さ
ん
が
、
ラ
イ
病
を
わ
ず
ら
い
奥
山
に
住
み
つ
い
た
も
の
で
、
生
き
る
た
め
に
官
山
の
木

は
、
自
由
に
切
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
木
地
皿
、
木
地
鉢
を
作
り
、
近
く
の
百
姓
と
食
物
の
交
換

を
し
て
い
た
と
い
う
。
西
谷
方
面
の
深
い
山
、
名
荷
の
木
地
、
奈
良
薮
な
ど
に
は
、
キ
ジ
ヤ
シ
キ
、

キ
ジ
ヤ
ト
コ
な
ど
地
名
が
あ
る
。
ま

た
、
猪
伏
の
奥
の
山
の
頂
上
に
は
、
木
地
師
の
墓
が
あ
る
。

オ
サ
ト
の
墓
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
オ
サ
ト
さ
ん
は
、
木
地
師
で
あ
る
ヒ
ョ
ウ

ベ
イ
(
カ
ヒ
ョ
ウ
ベ
イ
)
と
い
う
人
の
妻
で
あ
っ
た
。

そ
の
墓
は
夫
の
ヒ
ョ
ウ
ベ
イ
が
山
の
下
に
作

っ
て
い
た
の
だ
が
、

上
か
ら
石
が
落

ち
て
く
る
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
山
の
頂
上
へ
持
ち
上
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
周
囲
に
は
入
つ
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ

て
お
り
、

墓
に
お
供
え
物
を
す
る
と、

オ
サ
ト
サ
ン
が
そ
の
人
を
慕
っ
て
つ
い
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
隣
り
に
は
夫
ヒ
ョ
ウ

ベ
イ
の
墓
も
あ
る
と
い
う
。
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昔
、
八
人
の
山
賊
が
木
谷
を
襲
っ
た
と
こ
ろ
、
兵
衛
の
太
夫
さ
ん
が
怒
っ
て
山
賊
を
追
い
払
い
、

み

ヤ
ジ
ロ
ウ
サ
ン

七
三
二ド

ダ
ン
坂
と
い
う

坂
を
登
っ
て
逃
げ
る
者
た
ち
に
向
っ
て
、

ヤ
ジ

ロ
ウ
サ

ン
と
呼
ん
で

八
本
の
矢
を
射
か
け
た
。
す
る
と
そ
の
矢
は
八
人
の
山
賊
に
当
た
り
、

い
る
。

ん
な
坂
道
を
転
が
っ
て
、
銀
杏
の
木
の
根
元
に
集
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
こ

に
村
人
が
お
社
を
つ
く
っ
て
柁
り
、

ひ
や
く
ぱ
あ

お
百
婆
さ
ん

そ
の
者
、
天
正
年
間

(
一
五
七
三
l
九
一
)
の
こ
ろ
だ
ろ
う
か
、
松
木
に
お
百
婆
と
呼
ば
れ
る
婆
さ
ん
が
住
ん
で
い
た
。

そ
の
こ
ろ
、
村
の
庄
屋
が
、
松
木
の
大
和
地
、
こ
こ
が
大
変
日
当
た
り
が
よ
い
の
で
、
庄
屋
所
を
こ
こ

に
建
て
よ
う
と

云
う
こ
と
に
決
め
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
お
百
婆
は
、
こ
と

一
大
事
、

「
こ
こ

に
庄
屋
所
を
建

て
た
ら
、

松
木
の
百
姓
共
は
成
り
立
た
ん
、

や
め
て
く

土
地
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、

れ
」。

と
大
庄
屋
所
で
あ
る
大
川

(
美
川
村
大
川
)
の
圧
屋
ま
で
抗
議
を
す
る
決
意
を
し
た
。

た
だ
ひ
と
り
、
松
木
を
登
り
、
け
わ
し
い
大
域
山、

昼
な
お
暗
い
原
始
林
の
大
笹
の
あ
る
中

義人お百婆之墓

を
、
松
木
の
百
姓
共
の
た
め
に
と
、
必
死
で
越
え
て
大
川
に
下
り
、
圧
屋
へ
抗
議
を
申
し
こ

お
百
婆
は
、
往
復
山
の
中
で
迷
わ
ぬ
よ
う
、
用
心
深
く
、
糸
を
巻
い
た
枠

し
る
し

を
頭
に
つ
け
て
引
い
て
歩
き
、
こ
れ
を
目
印
に
し
た
。
途
中
糸
が
な
く
な
り
、
枠
を
取
り
替

ん
だ
。
そ
の
時
、

い
ま
も
ワ
ク
タ
テ
ガ
ナ
ル
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
。

え
た
、

そ
の
枠
を
立
て
た
所
、

し
色、

し
、
お
百
婆
の

こ
の
願
い

は
、
取
り
上
げ
て
く
れ
る
よ
し
も
な
く
、
大
和
地
に
大
工
小
屋
が

建
て
ら
れ
、
庄
屋
所
建
築
の
木
取
り
が
始
め
ら
れ
た
。
お
百
婆
は
怒
り
、
こ
の
上
は
死
を
も

っ
て
抗
議
す
る
ほ
か
な
い
と
覚
悟
を
き
め
た
。

っ
て
飛
ん
で
知
ら
せ
て
や
る
」
と
い
っ
て
、

「
松
木
に
災
難
が
あ
る
時
は
、
白
い
鳥
に
な

っ

そ
の
大
工
小
屋
に
首
を
吊

っ
て
死
ん
で
し
ま
っ



た
。
こ
れ
は
縁
起
が
悪
い
と
、
大
工
小
屋
は
大
窪
谷
に
移
さ
れ
、
庄
屋
所
は
変
更
さ
れ
て
、
大
和
地
は
、
お
百
婆
の
死
に
よ
っ
て
、
松
木

の
百
姓
共
か
ら
守
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
土
地
の
人
々
は
、
お
百
婆
さ
ん
を
、
早
虎
神
社
に
祭
っ
て
拝
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
松
木
で
は
、
大
正
、
昭
和
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
白
い
鳥
が
飛
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
て
、
人
々
は
、
お
百
婆
さ
ん
に
よ
る
不
吉

な
し
ら
せ
で
は
な
い
か
と
、
早
虎
神
社
や
、
辻
堂
地
蔵
尊
に
集
ま
っ
て
、
な
に
ご
と
も
な
い
よ
う
に
と
祈
願
を
し
た
こ
と
も
あ
る
と
い

ぅ
。
部
落
の
人
々
は
、
お
百
婆
さ
ん
を
偲
び
、

「
松
寿
院
徳
豊
妙
聞
大
姉
」
と
し
て
あ
が
め
、
石
碑
を
松
木
の
諸
人
堂
に
建
て
、
毎
年
七

月
の
盆
に
は
、
御
施
我
鬼
の
法
要
を
続
け
て
い
る
と
言
う
。

き
ゅ
う
ざ
い
六
兵
衛

む
か
し
、
名
荷
の
開
け
は
じ
め
の
こ
ろ
だ
ろ
う
か
、
き
ゅ
う
ざ
い
六
兵
衛
と
い
わ
れ
る
人
が
い
て
、
上
名
荷
の

開
祖
だ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
人
々
は
六
兵
衛
さ
ん
と
呼
ん
で
い
た
。
六
兵
衛
さ
ん
の
威
勢
は
大
し
た
も
の

見
し
て
、
「
敵
が
来
た
ぞ
」
と
大
声
を
上
げ
て
叫
び
、
次
々
に
伝
達
さ
れ
る
、
す
る
と
六
兵
衛
さ
ん
は
、

で
、
家
来
が
七
五
人
い
た
と
い
う
。
部
落
境
い
の
要
所
に
は
、
番
兵
を
置
き
、
若
し
敵
が
攻
め
て
く
る
と
、
番
兵
は
い
ち
早
く
そ
れ
を
発

よ
る
い

た
ち
ま
ち
鎧
か
ぶ
と
に
身
を
固

め
、
槍
を
取
っ
て
立
ち
上
り
、
「
だ
ん
だ
ん
」
と
、
武
者
振
い
を
す
れ
ば
、

敵
は

こ
の
威
勢
に
恐
れ
て
逃
げ
て
い
っ
た
と
い
う
。

六
兵
衛

さ
ん
は
、
武
勇
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
大
変
思
い
や
り
の
あ
る
太
っ
腹
の
人
で
、
人
々
か
ら
し
た
わ
れ
て
い
た
。

あ
る
日
、
家
来
た
ち
に
、
シ
モ
パ
タ
へ
、
イ
モ
植
え
を
す
る
よ
う
命
じ
た
。
家
来
た
ち
は
多
く
の
イ
モ
種
の
中
の
一
俵
を
、
こ
っ
そ
り
イ

デ

(ユ

デ
ル
〉
て
一
緒
に
現
地
へ
運
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

六
兵
衛
さ
ん
が
見
回
り
に
や
っ
て
来
て
、

並
べ
て
あ
る
イ
モ
種
の
俵
に
腰

を
お
ろ
し
た
。
そ
れ
が
た
ま
た
ま
イ
デ
イ
モ
の
俵
で
あ
っ
た
。
六
兵
衛
さ
ん
は
何
食
わ
ぬ
顔
で
立
ち
去
っ
た
。
そ
れ
か
ら
数
目
立
っ
て
、

ま
た
見
回
り
に
来
た
。
家
来
共
を
か
え
り
み
て

「
イ
デ
イ
モ
が
生
え
た
ぞ
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
家
来
共
は
な
お
一
層
、
六
兵

イ
デ
イ
モ
が
生
え
た
。
」
と
そ
の
威
勢
の

高
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
き
た
。
昔
か
ら
部
落
の
人
々
の
伝
え
に
よ
る
と
、
こ

の
き
ゅ
う
ざ
い
六
兵
衛
の
位
牌
は
、
上
名
荷
の
稲
田
家
に

「
き
ゅ
う
ざ
い
六
兵
衛
の
世
盛
り
に
は
、

衛
さ
ん
の
た
め
に
働
い
た
と
い
う
。
人
々
は
そ
の
後
、
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犯
ら
れ
て
お
り
、
同
家
の
前
あ
た
り
に
墓
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
現
在
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
稲
田
家
で
は
、

一
つ
を

「
き
ゅ
う
ざ
い
六
兵
衛
さ
ん
、
お
上
り
な
さ
れ
」
と
い
っ

て、

差
上
げ
る
と
、

七
三
四祖

先

に

「
お

茶

と
」
を
す
る
と
き
、
幾
つ
か
の
お
茶
と
の
中
で
、

ず
っ
と
昔
の
こ
と
、

寒
中
で
ほ
か
の
お
茶
と
は
全
部
凍
る
の
に
、
六
兵
衛
さ
ん
の
お
茶
は
、
絶
対
凍
る
こ
と
が
な
い
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

西
の
谷
(
旭
)
へ
ひ
と
り
の
娘
さ
ん
が
や
っ
て
来
た
。
家
出
を
し
た
の
か
追
い
出
さ
れ
た
の
か
、
娘

か
ま
と
こ

さ
ん
は
、
ふ
つ
う
で
は
な
い
よ
う
す
だ
が
、
た
だ
黙
っ
て
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
い
た
。
西
の
空
は
夕
焼
け
で
真
赤
に
燃
え
て

い
た
。
西
の
谷
の
人
た
ち
は
、
こ
の
娘
さ
ん
を
か
わ
い
そ
う
に
思
い
家
に
泊
め
て
や
ろ
う
と
し
た
が
、
娘
さ
ん
は
黙
っ
て
首
を
横
に
振
る

ば
か
り
で
、
や
が
て
部
落
の
下
の
川
原
の
方
へ
お
り
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

昭和58年〉

そ
の
こ
ろ
三
軒
ほ
ど
の
家
し
か
な
い
こ
の
部
落
に
も
明
る
い
朝
が
や
っ
て
き
た
。
ひ
と
り

の
若
者
が
た
き
ぎ
と
り
に
出
か
け
て
行
っ
た
。

若
者
は

自
分
で
も
気
が
つ
か
な
い
ま
ま

に
、
い
つ
も
の
山
と
は
反
対
の
川
原
の
方
に
足
が
向
い
て
い
た
。
そ
し
て
若
者
は
見
え
な
い

昔の西の谷はすっかり変った (旭

糸
に
で
も
ひ
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
ま
っ
す
ぐ
川
原
へ
進
ん
で
行
っ
た
。
娘
は
、
夜
が

明
け
た
の
も
気
が
つ
か
な
い
か
の
よ
う
に
、
川
原
の
岩
の
そ
ば
で
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
た
。

小
さ
な
ふ
ろ
し
き
包
み
が
た
だ

一つ

、
ぽ
つ
ん
と
そ
ば
に
お
い
で
あ
っ
た
。
若
者
は
、
そ
っ

と
娘
の
そ
ば
に
よ
っ
て
行
っ
た
。
娘
は
、
若
者
の
気
配
に
静
か
に
起
き
上
が
り
、
や
さ
し
い

目
で
じ
っ
と
見
上
げ
た
。
ふ
た
り
は
目
と
目
が
あ
っ
た
と
き
思
わ
ず
に
っ

こ
り
と
笑
っ
た
。

若
者
は
仕
事
を
や
め
て
娘
を
自
分
の
家
へ
連
れ
て
帰
っ
た
。
家
に
つ
い
て
か
ら
も
、
娘
は
た

だ
黙
っ
た
ま
ま
で
、

一
日
中
、
若
者
と
向
い
合
っ
て
す
わ
っ

て
い
た
。
若
者
も
ま
た
何
も
開

か
ず
に
じ

っ
と
す
わ
っ

て
い

た。



や
が
て
夕
方
に
な
り
、
あ
た
り
が
う
す
暗
く
な
っ
た
と
き
、
娘
は
、
は
じ
め
て
口
を
聞
い
た
。
娘
は
若
者
に
、

「
あ
の
庭
の
す
み
の
釜

に
か
か
っ
て
い
る
「
こ
し
き
」
(
三
仰
を
む
す
大
き
な
桶
〉
に
入
れ
て
寝
さ
せ
て
下
さ
い
」
。

と
い
っ
て
頼
ん
だ
。
そ
う
し
て
ご
週
間
た
っ

た
ら
開
け
て
下
さ
い
」
。
と
く
れ
ぐ
れ
も
頼
み
こ
し
き
の
中
へ
入
っ
た
。

そ
れ
か
ら
若
者
は
娘
の
い
う
と
お
り
に
し
て
、

一
日
、
二
日
、
三
日
、
:
:
・
:
:
と
気
長
く
待
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
問
、
こ
し
き

の
中
の
娘
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
、

い
く
度
も
あ
け
よ
う
と
し
た
が
、
娘
の
こ
と
ば
を
思
い
出
し
て
開
け
る
の
を
こ
ら
え
て
、

じ
っ
と
が

ま
ん
し
て
い
た
。
仕
事
に
も
行
か
ず
、
じ
っ
と
こ
し
き
の
そ
ば
で
待
っ
て
い
た
。
六
日
目
、
若
者
は
と
う
と
う
待
ち
き
れ
な
く
な
っ
て
、

部
落
の
人
た
ち
を
呼
ん
で
来
て
、
「
一
日
く
ら
い
な
ら
、

早
く
開
け
て
も
い
い
だ
ろ
う
」
。
と
相
談
し
た
。
部
落
の
人
た
ち
は
誰
も
反
対
す

る
者
は
な
か
っ
た
。
若
者
は
思
い
き
っ
て

こ
し
き
を
開
け
た
。
と
ど
う
か
。
こ
し
き
の
中
に
は
い
る
は
ず
の
娘
の
姿
は
ど
こ
に
も
見
当
た

ら
ず
、

へ
び
の
か
ら
や
、
犬
の
死
が
い
、
く
さ
っ
た
魚
な
ど
が
い
っ
ぱ
い
は
い
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。

若
者
は
も
ち
ろ
ん
、
み
ん
な
び
っ
く
り
し
た
。
な
ん
の
こ
と
か
さ

っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。
あ
わ
て
て
も
と
に
か
え
し
て
、

み
ん
な
は
帰

っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
若
者
は
か
ま
の
そ
ば
で
動
こ
う
と
せ
ず
、
す
わ
り
続
け
て
い
た
。
七
日
目
が
き
た
が
何
ご
と
も
な
か

っ
た
。
六

日
目
の
ま
ま
で
、
娘
は
ど
こ
に
も
い
な
か
っ
た
。
若
者
は
、
い
つ
か
娘
が
帰
っ
て
く
る
か
も
わ
か
ら
な
い
と
考
え
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お

い
た
。
で
も
、
つ
い
に
若
者
の
と
こ
ろ
へ
帰

っ
て
来
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
娘
が
か
ま
の

こ
し
き
の
中
を
寝
床
に
と
し
た
の
で
、

L
」
M
』

そ
こ
を
「
か
ま
床
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

い
つ
の

こ
ろ
か
ら
か
、

そ
の
他
の
伝
説

山:

姥主

か
み

昔
、
お
ん
ば
坂
と
い
わ
れ
る
坂
が
落
出
の
上
の
方
に
あ
っ
て
、

や
ま
お
ん
ば

そ
の
近
く
の
岩
屋
に
山
姥
が
住
ん
で
い
た
。
山
姥
は
、
毎

年
正
月
の
餅
つ
き
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
手
伝
い
に
来
た
。

そ
し
て
山
姥
は
、

餅
つ
き
の
日
は
毎
年
同
じ
日
に
す
る
よ
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ぅ
、
変
え
て

は
い
け
な
い
と
言

っ
て
い
た
。

し
か
し
、

あ
る
家
で
は
、

山
姥
が
来
る
と
、

シ
ラ
ミ
を
落
し
て
き
た
な
く
て
し
ょ
う
が
な

く、

定
め
て
い
た
日
の
前
日
に
餅
つ
き
を
す
ま
せ
て
し
ま
っ
た
。

す
る
と
そ
れ
以
来
、

山
姥
は
来
な
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、

そ
の
門
家
で

は
、
正
月
の
餅
が
く
さ
っ
て
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ

た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
、

不
幸
が
な
い
か
ぎ
り
、
正
月
の
餅
っ
き
の
日
は
、
変
え
な
い

も
の
だ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

山3

犬足

山
犬
は
、
普
通
の
犬
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
が
、
変
っ
た
毛
が
耳
ま
で
は
え
て
お
り
、
暗
や
み
で
目
が
光
る
。

ま
た
山

犬
は
狼
様
の
使
い
で
あ
り
、
願
い
ご
と
は
狼
様
に
頼
む
と
叶
え
て
も
ら
え
る
と

い
う。

し
か
し
そ
の
人
が
死
ん
だ
と
き
に

は
、
山
犬
が
そ
の
死
体
を
と
り
に
来
る
と
い
う
。

エ
ン
コ
の
思
が
え
し

む
か
し
、
む
か
し
、
瓜
を
た
く
さ
ん
作
っ
て
い
る
百
姓
の
は
た
け
か
ら
、
毎
晩
瓜
を
も
い
で
ゆ
く
者
が
い
た
。

百
姓
は
、

き
っ
と
子
供
の
し
わ
ざ
だ
ろ
う
と
思
い
子
供
を
叱
っ
た
が
、

そ
の
子
供
が
言
う
の
に
、
「
頭
に
皿
を

か
ぶ
っ
た
赤
い
人
が
来
て
食
べ
て
い
る
」
と
い
う
。
そ
れ
で
夜
見
張
り
を
し
て
い
る
と
、

エ
ン
コ
が
瓜
を
食
べ
に
来
て
い
た
。
主
人
は
そ

の
エ
ン
コ
に
、
「
お
前
は
無
断
で
瓜
を
な
ぜ
食
べ
た
」
と
言
っ
て
怒
り
、

エ
ン
コ
の
頭
の
皿
の
水
を
か
え
し
、
「
瓜
を
食
べ
る
か
ら
や
は
ち
が

当
っ
た
ん
だ
」
と
言
っ
た
。

エ
ン
コ
は
悪
か
っ
た
と
謝
っ
て
、

水
を
く
れ
た
ら
何
で
も
願
い
ご
と
を
か
な
え
て
あ
げ
る
と
言
う
。
「
助
け

て
く
れ
た
ら
、
軒
の
下
に
カ
ギ
を
吊
っ
て
お
け
ば
、
欲
し
い
も
の
は
何
で
も
掛
け
て
や
る
」

と
い
う
の
で
、
主
人
は
エ
ン
コ
の
皿

に
水
を

入
れ
て
逃
し
て
や
っ
た
。
す
る
と
そ
れ
か
ら
、

エ
ン
コ
は
毎
晩
軒
の
下
の
カ
ギ
に
欲
し
い
も
の
を
掛
け
て
お
い
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
お
か
げ
で
百
姓
は
、
大
変
ぜ

い
た
く
な
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
あ
る
日
、
そ
の
百
姓
は
木
の
カ
ギ
で
は
い
け
な
い
、
も
っ

と
丈
夫
な
カ
ギ
を
と
思
い
、
代
り
に
鹿
の
角
を
吊
し
て

お
い
た
。
そ
の
晩
も
、

の
角
を
見
る
な
り
驚
い
て
、

エ
ン
コ
は
い
い
も
の
を
、
た
く
さ
ん
持
っ
て
来
た
が
、
鹿

キ
ャ

!
と
叫
び
、
持
っ
て
き
た
も
の
を
投
げ
出
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
エ
ン

コ
は
ま
っ
た
く
来
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
。



第
二
節

俗
信
・
但
諺

じ
ゅ
う
じ
ゅ
っ

俗
信
は
、
古
く
か
ら
信
仰

と

呪

術

に
よ

っ
て
生
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、

一
面
、
人
々
の
長
い
生
活
経
験
に
よ
る
も
の
も
ま
た
数

こ
れ
ら
は
人
々
の
、

多
く
み
ら
れ
る
。
「
秋
の
夕
焼
け
橋
渡
り
行
く
な
」
、
「
秋
の
夕
焼
け
鎌
を
と
げ
」
な
ど
、

久
し
い
自
然
観
察
の
結
果

に
よ
っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
科
学
知
識
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
多
く
の
諺
な
ど
が
、
生
活
の
知
恵
と
し
て
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

い
ま
こ
れ
ら
の
俗
信
を
、
予
兆
・
禁
忌
・
呪
術
・
そ
の
他
に
分
類
し
て
そ
の
一
部
を
記
し
て
み
る
。

お

お

ひ

朝
曇
り
太
陽
の
元
(晴
に
な
る
)

朝
て
っ
か
り
、
あ
て
に
は
な
ら
ん
(
雨
が
降
る
〉

つ

い

た

ち

び

よ

り

う

ち

朔
日
日
和
、
三
日
よ
り
内
雨
と
な
る
。

猫
が
朝
顔
を
洗
ら
う
と
雨
が
降
る
。

コ
オ

ロ
ギ
が
鳴
い
た
ら
シ
ケ
が
や
む
。

梅
雨
に
雷
が
鳴
っ
た
ら
、
梅
雨
が
あ
が
る
。

お
ん
ば

山
姥
が
子
を
は
ら
む
と
、
そ
の
冬
は
暖
い
。

嫁
入
り
の
時
天
気
が
よ
か
っ
た
ら
、
そ
の
人
は
生
れ
た
時
も
よ
か
っ
た
。

死
ん
だ
時
天
気
が
よ
か
っ
た
ら
、
そ
の
人
は
生
れ
た
時
も
よ
か
っ
た
。

予

兆

① 

天
候
に
関
す
る
も
の

夏
の
夕
焼
け
橋
渡
り
行
く
な
。

秋
の
夕
焼
け
鎌
を
と
げ

ト
ン
ビ
が
夕
方
鳴
く
と
、
次
の
日
の
午
後
雨
が
降
る
。

月
に
カ
サ
が
か
か
っ
て
い
る
と
雨
が
降
る
。

蜂
の
巣
が
木
の
高
い
所
に
で
き
る
と
シ
ケ
(
台
風
〉
が
な
く
低
い
と
こ

ろ
に
で
き
る
と
シ
ケ
が
あ
る
。

カ
ツ
ボ
(
ブ
ト
)
や
羽
ア
リ
が
多
く
で
る
と
雨
が
降
る
。

春
の
雷
の

一つ
鳴
り
は
大
ジ
ケ
が
あ
る
。

春
の
雷
の

一つ
鳴
り
は
大
雪
が
あ
る
。
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①
夢
に
関
す
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も
の

人
が
死
ぬ
夢
を
み
る
と
、'
赤
ち
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が
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れ
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。
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赤
ち
ゃ
ん
が
生
れ
る
夢
を
み
る
と
人
が
死
ぬ
。

牛
の
夢
を
み
る
と
氏
神
様
に
お
参
り
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
お

告
げ
口

へ
ぴ蛇

の
夢
を
見
る
と
縁
起
が
よ
い
。

葬
式
に
会
う
夢
は
よ
い
。

結
婚
式
に
会
う
夢
は
悪
い
。

初
夢
は
、
一

富
士
、
ニ

タ
カ
、
三

ナ
ス
ビ
が
よ

い。

先
祖
の
夢
は
悪
い
。

朝
方
の
夢
は
、
夢
が
あ
う
。

魚
の
夢
は
悪
い
。

歯
の
ぬ
け
た
夢
は
悪
い
。

家
を
建
て
る
夢
は
悪
い
。

大
勢
の
客
を
相
手
に
し
た
夢
は
悪
い
(
人
集
り
)

動
植
物
に
関
す
る
も
の

竹
に
花
が
咲
く
と
将
来
悪
い
こ
と
が
お
こ
る
。

作
物
が
普
通
よ
り
よ
く
で
き
る
と
、
別
れ
の
作
と
い
っ
て
悪
い
。

① カ
ラ
ス
が
家
の
近
く
で
鳴
く
と
、
悪
い
こ
と
が
あ
る
。

ね
ず
み
が
家
に
急
に
い
な
く
な
る
と
、
火
事
が
お
き
る
。

措
ろ
ぴ

庭
木
に
桜
を
植
え
る
と
、
桜
の
木
が
枯
れ
た
と
き
そ
の
家
は
減
る

七
三
八

三
毛
猫
の
尾
ば
ち
の
長
い
の
は
化
け
て
で
る
。

青
梅
が
く
さ
っ

た
り
、
味
噌
が
す
っ
ば
く
な
っ
た
ら
人
が
死
ぬ
。

夜
の
蜘
妹
は
、
親
に
似
て
い
て
も
殺
せ
。

朝
蜘
妹
は
鬼
に
似
て
い
て
も
殺
す
な
。

鬼
門
の
所
に
南
天
を
植
え
る
と
よ
い
。

一
ワ
ト
リ
の
朝
鳴
き
は
良
い
が
、

夜
鳴
き
は
悪
い。

場
所

・
日
時

・
方
向
に
関
す
る
も
の

正
月
元
旦
の
朝
早
く
女
の
人
が
来
る
と
縁
起
が
悪
い。

へ
ビ
年
生
れ
は

一
生
金
に
不
自
由
し
な
い
。

棟
上
げ
の
時
、
雨
が
降
る
と
「
降
り
込
む
」
と
い
っ
て
縁
起
よ
い
。

元
旦
の
日
に
、
ミ

ソ
サ
ザ

エ
を
見
る
と
、
そ
の
年
は
縁
起
が
よ

い。

夜
履
物
を
お
ろ
す
と
縁
起
が
悪
い
。
や
む
を
得
ぬ
時
は
墨
を
ぬ
る。

午
の
日
に
火
を
た
く
と
火
事
に
な
る
。

ね子
の
年
は
豊
作。

④ ひ
の
え
午
の
女
を
と
る
と
男
の
命
が
短
い
。

女
の
人
が
正
月
に
死
ぬ
と
、
そ
の
年
は
た
く
さ
ん
人
が
死
ぬ
。

お
て
ん
と
う
さ
ん
が
お
隠
れ
(
日
食
)
に
な
っ
て
い
る
と
き
は
毒
が
降
る
。

建
築

・
縁
談
は
友
引
が
良
い。

結
婚
式
は
大
安
が
良
い
。



結
婚
式
の
日
、
式
が
始
っ
て
か
ら
の
雨
は
良
い
が
、
始
ま
る
前
の
雨
は

悪
い
。

七
夕
の
日
に
雨
が
降
る
と
ム
ギ
ヨ
ハ
収
穫
)
が
悪
い
。

二
十
日
正
月
に
ひ
も
じ
い
思
い
を
す
る
と
そ
の
年
は
、
年
中
ひ
も
じ
い

思
い
を
す
る
。

寅
年
生
れ
の
人
は
向
う
気
が
強
い
。

卯
年
生
れ
は
や
さ
し
い
。

丑
年
生
れ
は
が
ま
ん
強
い
。

⑤ 

そ
の
他
に
関
す
る
も
の

結
婚
は
同
じ
年
は
良
い
。

自
の
ふ
ち
に
ホ
ク
ロ
が
あ
る
と
泣
き
ぼ
く
ろ
と
い
っ
て
悪
い
。

嫁
さ
ん
が
妊
娠
し
て

い
た
ら
、
主
人
の
す
る
こ
と
な
ん
で
も
う
ま
く
い

O
 

J

イ
¥庚

申
の
日
に
身
ご
も

っ
た
子
は
盗
み
を
す
る
。

嫁
に
出
て
い
く
時
に
は

「
シ
ヤ
ク
シ
を
買
い
に
行
け
」
と
い
っ
て
出
す

と
良
い
。

と
き

人
の
死
ぬ
の
は
潮
が
引
く
刻
で
、

人
が
生
れ
る
の
は
潮
が
満
ち
る
刻
で

あ
る
。

鏡
を
割
る
と
縁
起
が
悪
い
。
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妊
婦
が
す
べ
り
こ
け
た
ら
へ
ソ
の
オ
を
ま
い
た
子
供
が
生
れ
る
。

人
が
来
て
長
居
を
し
て
い
る
時
、

ほ
う
き
を
立
て
る
と
帰
る
。

病
人
の
横
足
が
は
れ
る
と
、
そ
の
病
人
は
先
が
長
く
な
い
。

病
人
が
寝
て
い
て
手
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
先
が
長
く
な
い
。

み
け
ん
が
狭
い
人
は
気
短
か
で
あ
る
。

え
り
ア
ザ
の
あ
る
人
は
着
る
物
に
め
ぐ
ま
れ
る
と
い
っ
て
幸
福
に
な

る。妊
婦
の
顔
が
き
つ
い
と
男
の
子
が
生
れ
る
。

爪
を
や
い
た
ら
気
ち
が
い
に
な
る
。

便
所
を
き
れ
い
に
し
て
い
た
ら
き
れ
い
な
子
が
生
れ
る
。

本~
Z弓て

忌

①
死
に
関
す
る
も
の

北
枕
は
い
け
な
い
。
死
人
を
北
枕
に
す
る
か
ら
。

御
飯
の
上
に
箸
を
立
て
て
は
い
け
な
い
。
死
人
の
御
飯
に
立
て
る
か
ら
。

着
物
を
左
前
に
着
て
は
い
け
な
い
。
死
人
の
着
物
は
左
前
だ
か
ら
。

身
内
の
者
が
死
ぬ
と
一
年
間
神
社
に
お
参
り
し
て
は
い
け
な
い
。

一
木
線
香
を
立
て
て
は
い
け
な
い
。

一
膳
飯
を
食
べ

て
は
い
け
な
い
。

骨
を
渡
す
と
き
に
箸
か
ら
箸
へ
渡
す
の
で
、
ふ
だ
ん
箸
と
箸
で
っ
か
み

七
三
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合
っ
て
は
い
け
な
い
。

死
人
を

一
人
で
寝
か
せ
て
は
い
け
な
い
。
山
犬
が
食
い
に
来
る
。

他
人
の
葬
式
に
出
た
場
合
、

一
週
間
神
に
参
つ
て
は
い
け
な
い
。

友
引
の
日
に
野
辺
送
り
を
し
て
は
い
け
な
い
。
友
を
引
く
か
ら
。

死
人
に
猫
を
近
づ
け
て
は
い
け
な

い
。
死
人
が
起
き
上
が
る
。

四
十
九
日
が
三
ヶ
月
に
か
か
る
と
悪
い
。
早
く
す
る
。

葬
式
の
時
、
座
敷
を
掃
く
場
合
、
ほ
う
き
を
使
つ

て
は
い
け
な
い
D

わ

ら
で
掃
き
出
す
。

葬
式
の
時
、
も
の
を
た
く
の
に
、
鍋
に
ふ
た
を
し
た
ら
い
け
な
い
。

死
ん
だ
人
と
相
年
な
ら
ば
葬
式
に
立
ち
会
っ
て
は
い
け
な
い
。

死
人
に
は
大
人
も
子
供
も
、
着
物
を
反
対
に
か
け
る
。

初
七
日
ま
で
死
人
の
に
使
っ
た
鍋
を
用
い
て
は
い
け
な
い
。

洗
濯
物
を
北
向
き
に
干
し
た
ら
い
け
な
い
。
死
人
の
着
物
を
北
向
き
に

干
す
か
ら
。

死
体
は
縁
側
か
ら
出
す
の
で
ふ
だ
ん
縁
側
か
ら
出
入
り
し
て
は
い
け
な

、。
B
h
v
 

① 

日
常
生
活
に
関
す
る
も
の

へ
ソ
の
ゴ
マ
を
取
る
と
腹
が
い
た
く
な
る
の
で
取
っ
て
は

い
け
な
い
。

ほ
う
き
を
ま
た
い
で
は
い
け
な
い
。
大
き
く
な
ら
な
い
。

七
四

O

元
旦
の
朝
は
福
が
来
る
。
だ
か
ら
ほ
う
き
に
ふ
れ
て
は
い
け
な
い
。

L、山
。師

は
仕
事
始
め

「
サ
ル

」

と
い
う
こ
と
ば
を
い
っ
て
は
い
け
な

女
が
シ
ャ
ク
シ
に
口
を
つ
け
た
ら
嫁
入
り
の
時
に
犬
に
ほ
え
ら
れ
る
。

秋
ナ
ス
ビ
嫁
に
食
わ
す
な
。

人
を
見
送
る
と
き
、
見
え
な
く
な
る
ま
で
見
送
っ
て
は
い
け
な
い
。

ほ
う
き
で
子
供
を
た
た
く
と
ほ
う
き
子
が
で
き
る
と
い
わ
れ
る
の
で
た

た
い
て
は
い
け
な
い
。

朝
、
針
仕
事
を
し
て
は
い
け
な
い
。

食
後
す
ぐ
こ
ろ
げ
て
は
い
け
な
い
。
牛
に
な
る
。

焼
畑
で
女
の
人
が
火
を
つ
け
た
ら
い
け
な
い
。

一
升
も
ち
は
つ
い
て
は
い
け
な
い
。
四
九
日
の
時
な
ど
に

一
升
も
ち
を

つ
く
か
ら。

ま
す
を
た
た
い
て
は
い
け
な
い
。

さ
わ
ら
ぬ
神
に
崇
り
な
し。

ヤ
カ
ン
の
ふ
た
を
あ
け
て
、
お
湯
を
わ
か
し
て

は
い
け
な
い。

節
分
の
豆
を
踏
む
と
足
の
裏
に
マ
メ
が
で
き
る
。

① 

場
所

・
日
時

・
方
向
に
関
す
る
も
の

八
月
一
六
日
に
川
に
行
く
と
エ

ン
コ
が
足
を
ひ
っ
ぱ
る
。



北
向
き
に
便
所
を
作
っ
て
は
い
け
な
い
。

正
月
一
日
に
蔵
の
戸
を
聞
け
て
は
い
け
な
い
。

秋
葉
様
の
祭
り
の
日
に
味
噌
を
焼
い
て
は
い
け
な
い
。

橋
の
上
で
杖
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
。
昔
、
弘
法
大
師
が
橋
の
下
で
寝

た
こ
と
が
あ
る
か
ら
。

晩
に
子
供
を
泣
か
す
な
。
シ
パ
天
狗
に
盗
ま
れ
る
。

便
所
に
唾
を
は
い
て
は
い
け
な
い
。

三
隣
亡
に
は
旅
に
出
て
は
い
け
な
い
。

旧
節
句
に
田
植
え
を
し
た
ら
い
け
な
い
。

雷
が
な
っ
た
時
は
金
物
を
持
つ
な
。

山
姥
の
お
産
の
日
は
山
に
入

っ
て
は

い
け
な
い
。

水
の
中
で
小
便
を
す
る
と
水
神
様
の
崇
り
が
あ
る
。

家
の
中
で
口
笛
を
吹
く
と
悪
・
肱
が
七
里
近
よ
っ
て
く
る
の
で
、
家
の
中

で
吹
い
て
は
い
け
な
い
。

正
月
の
一
六
日
に
畑
を
う
っ
て
は
い
け
な
い
。
地
獄
の
釜
の
ふ
た
が
あ

く
か
ら
。

ハ
ン
ゲ
に
穴
の
あ
い
た
も
の
を
喰
べ
て
は
い
け
な
い
口

マ
ケ
パ
タ
ケ
を
買
っ
て
は
い
け
な
い
病
気
に
な
る
か
ら
。

旧
正
月
二

O
日
の
山
の
神
祭
り
に
女
の
人
は
出
て
は
い
け
な
い
口

山
で
「
イ
タ
チ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
い
っ
て
は
い
け
な
い
。

第
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七
夕
に
は
キ
ュ
ウ
リ
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
。
キ
ュ
ウ
リ
の
水
で
流
れ

る
と
い
う
。

動
植
物
に
関
す
る
も
の

ハ
ナ
シ
バ
は
家
の
近
く
に
植
え
て
は

い
け
な
い
。
仏
壇
に
供
え
る
か
ら
。

山
の
神
を
ま
つ
っ
て
い
る
所
の
そ
ば
の
木
を
切
っ
て
は
い
け
な
い
。
も

し
切
っ
た
り
す
る
と
命
を
う
ば
わ
れ
る
。

イ
チ
ョ
ウ
は
、
お
堂
・
お
宮
の
も
の
だ
か
ら
家
に
植
え
て
は
い
け
な

、。、U ④ 蛇
を
指
さ
し
て
は
い
け
な
い
。
指
が
く
さ
る
口

庭
に
ビ
ワ
を
植
え
て
は
い
け
な
い
。

蛇
を
み
て
「
大
き
な
」
と
い
っ
て
は
い
け
な
い
。
太
い
と
い
う
。

猿
は
人
間
よ
り
三
本
毛
が
少
な
い
の
だ
か
ら
人
間
の
生
れ
変
わ
り
、
よ

っ
て
猿
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
。

、
ソ
サ
ザ
エ
を
と
っ
て
は
い
け
な
い
。

同
じ
年
に
生
れ
た
家
畜
が
い
る
と
子
供
が
育
ち
負
け
す
る
。

(5) 

婚
姻

・
出
産
に
関
す
る
も
の

産
後

一
週
間
は
梅
干
と
お
か
ゆ
以
外
食
べ
て
は

い
け
な
い
。

妊
娠
し
て
い
る
時
、
山
の
動
物
を
食
べ
て
は

い
け
な
い
。

七
四
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産
後
は
青
魚
(
サ
パ
な
ど
)
を
食
べ
て
は
い
け
な

い。

妊
婦
は
牛
の
荷
綱
を
ま
た

い
で

は
い
け
な
い
。

彼
岸
の
日
は
結
婚
し
て
は
い
け
な
い
。

呪

体1

① 

民
間
医
療
法

⑦
薬
物
に
関
す
る
も
の

切
傷
に
フ
キ
を
つ
ぶ
し
て
つ
け
る
と
な
お
る
。

ヤ
ケ
ド
に
は
ア
ロ
エ
。

ヨ
モ
ギ

・
フ
キ
は
血
ど
め
と
な
る
。

腹
く
だ
し
に
は
ウ
ツ
ゲ
の
木
を
か
む
。

カ
ン
の
虫
に
は
柳
の
木
に
い
る
虫
を
食
べ
さ
せ
る
。

ハ
メ
焼
酎
は
ど
ん
な
病
気
に
も
き
く
。

竜
王
さ
ん
に
配
っ
た
も
の
を
食
べ
る
と
夏
病
み
し
な
い。

熱
さ
ま
し
に
は
白
南
天

黒
豆
は
咳
に
き
く
。

イ
ボ
に
は
山
コ
ン
ニ
ャ
ク
の
汁
が
よ
い
。

鼻
血
が
出
た
ら
首
ね
っ

こ
の
毛
を
ぬ
く
と
よ
い
。

赤
ん
坊
に
は
ま
ず
フ
キ
の
汁
を
飲
ま
す
。
パ
イ
キ
ン
を
殺
す
。

食
あ
た
り
を
し
た
時
は
、
足
の
小
指
の
外
側
に
ヤ
イ
ト
を
す
え
る
と
よ

七
四

L、。し
び
れ
に
は
つ
ば
を
頭
に
つ
け
る
と
よ

い。

タ
ヌ
キ
の
骨
や
肉
は
傷
に
き
く
。

カ
ン
ノ
虫
に
は
ヤ
イ
ト
を
背
中
の
大
き
な
骨
の
下
の
く
ぼ
み
に
す
え
る

と
よ
く
き
く
。

火
傷
に
は
メ
リ
ケ
ン
コ
を
ぬ
る
。

ハ
ゼ
・
ウ
ル
シ
負
け
に
は
カ
ニ
を
布
で
丸
め
て
つ
ぶ
し
て
そ
の
汁
を
つ

け
る
。

大
ケ
カ
に
は
猿
の
頭
の
シ
オ
カ
ラ
が
よ
く
き
く
。

、ズ

の
ほ
し
た
の
は
熱
さ
ま
し
に
よ
く
き
く
。

火
傷
に
は
キ
ュ
ウ
リ
の
汁
。

冬
至
の
日
に
か
ぼ
ち
ゃ
を
食
べ
る
と
中
風
に
か
か
ら
な

い。

風
邪
を
ひ
い
た
時
に
は
里
モ
ジ
の
木
の
皮
と
カ
ン
ゾ
ウ
を
混
ぜ
て
飲
む

と
よ
い
。

シ
ャ
ク
ナ
ゲ
は
虫
よ
け
に
な
る
。

イ
チ
ジ
ク
の
白
い
葉
の
汁
を

つ
け
た
ら
イ
ボ
が
と
れ
る
。

@

ま

じ

な

い
に
よ
る
も
の

災
難
が
直
前
に
せ
ま
っ
て
い
る
時
、

「
一
二
月
三
日
の
桃
の
花
、
五
月
五

日
の
ヤ
キ
シ
ョ
ウ
ガ
、
九
月
九
日
の
菊
の
花
、
い
た
だ
い
て
お
る
ぞ
よ



ア
ピ
ラ
オ
ン
ゲ
ン
ソ
ア
カ
」
と
い
う
と
災
難
を
免
が
れ
る
こ
と
が
で
き

る。

ち

く

た

っ

み

か

わ

「
天
竺
の
龍
三
川
の
タ
イ
の
骨
、

七
瀬
落
ち
る
聞
に
早
ぬ
け
た
」
と
い
う
と
よ
い
。

ぢ
〈

「
天
竺
の
白
き
山
の
オ
ゴ
ロ
モ
チ
(
モ

魚
の
骨
が
ノ
ド
に
か
か
っ
た
と
き
、

目
に
ゴ
ミ
が
は
い
っ
た
と
き
、

グ
ラ
)
目
も
の
入
り
た
り
ア
ピ
ラ
オ
ン
ゲ
ン
ソ
ア
カ
」
と
い
っ
て
ふ
く

と
ゴ
ミ
が
と
れ
る
。

ホ
ロ
セ
が
で
た
ら
お
地
蔵
さ
ん
を
拝
む
。

す
み

火
事
の
夢
を
み
た
ら
家
の
四
角
に
水
を
か
け
る
。

「カ

ラ
ス
鳴
く
、

ョ
イ
ス
の
神
の
使
い
か
や
」
と
い
う
ま
じ
な
い
を
と

な
え
る
と
、
そ
の
人
に
災
難
が
か
か
る
の
が
除
か
れ
る
。

「ハ

メ
に
コ
シ
ョ
ウ
(
傷
が
つ
い
た
こ
と
)
オ
ド
ロ
の
下
に
カ
ギ
ワ
ラ

ビ
」
と
と
な
与える
と
ハ
メ
に
か
ま
れ
な
い
。

「
ニ
ニ

ン
が
四
、
シ
ニ
が
八
」
と
い
う
と
血
が
止
ま
る
。

歯
痛
に
は
「
伊
勢
の
庭
の
黒
タ
ン
の
木
に
虫
が
あ
っ
て
も
莱
を
食
わ
ぬ
」

と
い
う
と
よ
い
。

赤
ち
ゃ
ん
の
カ
ン
虫
に
は
手
の
ひ
ら
に
筆
で
字
を
書
い
て
握
ら
せ
て
聞

い
た
ら
、
指
先
か
ら
白
毛
み
た
い
な
虫
が
出
て
く
る
。

火
傷
し
た
と
き
、
「
天
竺
の
サ
ル
サ
の
川
に
大
蛇
が
お
ぼ
れ
死
に
そ
の

水
を
く
み
か
え
、
か
け
か
え
す
れ
ば
、
ウ
ミ
う
み
ず
、
ふ
く
れ
ず
、
あ
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と
つ
か
ず
ア
ブ
ラ
オ
ン
ゲ
ン
ソ
ア
カ
」
と
三
回
い
う
と
よ
い
。

赤
ん
坊
が
夜
泣
き
す
る
と
き
「
シ
ノ
タ
ノ
モ
リ
の
白
ギ
ツ
ネ
、
昼
は

泣
い
て
も
夜
は
鳴
く
な
」
と
三
回
い
う
と
よ
い
。

乳
歯
が
抜
け
た
と
き
上
の
歯
は
床
の
下
に
投
げ
「
ね
ず
み
の
歯
よ
り
早

う
生
え
」
下
歯
は
屋
根
へ
投
げ
「
す
ず
め
の
歯
よ
り
早
う
生
え
と
」
と

な
え
る
。

① 

そ
の
他
に
関
す
る
も
の

⑦

雨

乞

山
伏
が
音
頭
を
と
り
、

「
テ
ン
ジ
ク

テ
ン
の
竜
王
は
ア
l
メ
(
雨
)
を

た
も
れ
り
リ
ュ
ウ
グ
ン
ド
ウ
」
と
念
仏
を
と
な
え
な
が
ら
部
落
の
み
ん

な
が
竜
ノ
川
に
お
り
、
大
き
な
松
の
木
の
そ
ば
の
竜
王
と
い
う
石
の
下

で
拝
む
。

八
釜
の
龍
王
様
へ
村
の
男
達
が
お
参
り
し
、
三
、
四
回
拝
ん
で
も
、
雨

が
降
ら
な
い
と
き
は
、
ひ
も
を
つ
け
た
釜
を
測
の
中
へ
入
れ
、
雨
が
降

つ
で
き
た
ら
そ
れ
を
引
き
上
げ
る
。

@ 

虫
送
り
・
虫
供
養

ヨ
ネ
ブ
ツ
と
い
い
、
盆
の
一
七
日
に
地
蔵
さ
ん
の
お
祭
り
を
す
る
。
お

七
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寺
で
書
い
て
も
ら
っ
た
肢
を
笹
の
つ
い
た
竹
に
つ
る
し
て
、

夕
方
、
鉦

や
太
鼓
を
た
た
き
念
仏
を
と
な
え
な
が
ら
仁
淀
川
に
下
り
て
行
き
旗
を

川
に
流
す
。

部
落
の
み
ん
な
が
米
一
合
の
持
ち
寄
り
で
お
堂
に
集
ま
る
。
お
か
ゆ
を

さ
ね
も
り

た
い
て
、

実
盛
さ
ま
に
供
え
、
馴
れ
た
古
老
が
音
頭
を
と
っ
て
、
鉦
と

太
鼓
に
合
せ
て
念
仏

「ナ

l
マ
l
イ
ダ
l
ア
、
ア
、
ナ

l
マ
イ
ダ

l
、

ナ
ア
マ
イ
ダ
l
ブ
ツ
ナ
l
マ
イ
ダ
」
と
繰
返
す
。
朝
か
ら
夕
方
ま
で
つ

づ
け
る
。

一
回
ご
と
に
つ
ば
き
の
葉
を

一
枚
ず
つ
お
い
て
回
数
を
か
ぞ

え
る
。
つ
ば
き
の
葉
は
持
っ
て
帰
っ
て
竹
に
は
さ
ん
で
畑
に
立
て
る
。

@ 

願
か
け
及
び
そ
の
他

大
黒
柱
の
下
に
お
金
を
入
れ
る
と
「
大
黒
柱
に
余
裕
の
金
が
あ
る
」
と

い
っ
て
そ
の
家
は
栄
え
る
。

子
供
を
さ
ず
か
り
た
い
時
、
子
安
地
蔵
に
参
る
と
よ
い
。

年
ま
わ
り
が
悪
い
時
、
お
薬
師
さ
ん
に
お
参
り
す
る
と
よ
い
。

付

但

諺

暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
。

七
四
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桜瓜;桃
切の 架
るつ三
馬る年
鹿に柿
梅は八
切な年
らす。
んび
馬は
鹿な
。ら

ん

犬
は
三
日
飼
え
ば
三
年
思
を
忘
れ
ん
。

猫
は
三
年
飼
っ
て
も
三
日
こ
そ
恩
を
覚
え
て
な
い。

お
お大

取
り
よ
り
小
取
り
。

オ
ン
ビ
キ
飛
ん
で
も
休
み
が
長
い。

の
ら
の
節
句
働
き
。

こ
ん

や

し
ち
ば
か
ま

紺
屋
の
白
袴
。

器
用
貧
乏
村
宝
。

彼
岸
過
ぎ
て
の
麦
の
肥
。

遠
く
の
親
類
よ
り
近
く
の
他
人
。

ふ
ん
ど
し

義
理
と
都
か
か
ね
ば
な
ら
ん
。

馬
鹿
は
風
も
引
か
ん
。

馬
鹿
の
三
杯
汁。ほ

お

両
方
よ
い
の
は
頬
か
ぶ
り
。

う
ま
い
も
の
は
宵
に
食
え
。

雀
百
ま
で
踊
り
忘
れ
ん
。

男
や
も
め
に
う
じ
が
わ
き
、
女
や
も
め
に
や
花
が
咲
く
。

う
そ
は
盗
人
の
は
じ
ま
り
。



火
の
無
い
所
に
煙
は
立
た
ん
。

亀
の
甲
よ
り
年
の
却
。

若
い
時
の
苦
労
は
買
う
て
も
せ
よ。

ウ
ド
の
大
木
杖
に
も
な
ら
ん
。

人
の
う
わ
さ
も
七
五
日
。

い
や
で
幸
い
す
か
れ
ち
ゃ
困
る
。

色
気
よ
り
食
い
気
。

言
わ
ぬ
が
花
。

牛
は
牛
連
れ
馬
は
馬
連
れ
。

氏
よ
り
そ
だ
ち
。

火
を
見
た
ら
火
事
と
思
え
、
人
を
見
た
ら
盗
人
と
思
え
。

な
寸

ぴ

親
の
意
見
と
茄
子
の
花
は
千
に
一
つ
の
あ
だ
が
な
い
。

茶
ば
ら
も
一
と
き
。

無
い
子
に
や
泣
か
ん
。

雨
降
っ
て
地
図
る
。

出
る
釘
は
叩
か
れ
る。

内
の
米
の
飯
よ
り
隣
の
雑
炊
。

寝
る
子
は
ふ
と
る
。

仰
向
い
て
唾
を
吐
く
。

生
み
の
親
よ
り
育
て
の
親
。

鎌思遠
をい 慮
揮土立ひ
にtつだ
かたる
くがし
。吉 伊

日達
。 寒

し。

壁
の
そ
く
た
い
は
泥
で
せ
よ
。

枯
木
も
山
の
に
ぎ
わ
い
。

兄
弟
は
他
人
の

は
じ
ま
り
。

金
銭
に
親
子
な
し
。

過
は
不
足
の
元
。

赤
子
の
手
を
ね
じ
る
。

果
報
は
寝
て
待
て
。

虻主商
蜂2は
と牛
らの
ずよ
。う

だ
れ。

下
戸
の
建
て
た
蔵
が
な
い
。

け
つ
の
す
が
せ
ま
い
。

有
り
そ
う
で
な
い
の
が
金
。

一
を
聞
い
て
十
を
知
る
。

乞
食
三
目
す
り
ゃ
止
め
ら
れ
ぬ
。

算
用
合
っ
て
銭
足
ら
ず
。

命
の
洗
濯
。

智
恵
と
道
具
は
い
る
時
使
え
。

第
六
章

伝
承
と
俗
信

七
四
五
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仲
裁
は
時
の
氏
神
。

ち
ょ
っ
と
来
い
に
油
断
す
な
。

角
を
矯
め
て
牛
を
殺
す
。

処
か
わ
れ
ば
品
か
わ
る
。

取
ら
ぬ
狸
の
皮
算
用
。

な
い
袖
は
振
れ
ぬ
。

な
る
程
ち
ぎ
る
秋
茄
子
。

物
言
え
ば
唇
寒
し
秋
の
風
。

山
の
峠
で
日
を
見
る
な
。

雪
は
豊
年
の
貢
ぎ
物
。

弱
り
目
に
崇
り
目
。

利
は
元
に
あ
り
元
は
腕
に
あ
り
。

類
を
も
っ
て
集
る
。

や
け
の
や
ん
八
日
や
け
の
茄
子
。

瓜
で
火
を
灯
す
。

人
の
事
云
え
ば
ご
ざ
敷
け

Q

貧
す
り
ゃ
鈍
す
る
。

捨
て
る
神
あ
れ
ば
拾
う
神
あ
り
。

一
に
看
病
二
に
薬
。

一
つ
子
の
心
百
ま
で
。

味
噌
汁
が
頭
へ
上
る
。

往
き
が
け
の
駄
賃
。

物
は
言
い
よ
う
で
角
が
立
つ
。

石
車
と
口
車
に
乗
る
な。

七
四
六
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仁3

第
一
節

愛
媛
の
方
言
と
当
地
方
の
方
言

で
な
く
、

四
国
方
言
圏
(
阿
波

・
讃
岐

・
伊
予

・
土
佐
)
の
特
殊
性
は
、
東
北
方
言
圏
、

不
思
議
に
も
海
を
隔
て
て
近
畿
方
言
圏
的
色
彩
が
極
め
て
強
く
、
い
わ
ゆ
る
京
都
方
言
の
中
の
言
語
現
象
が
大
き
く
投
影
し
て

あ
る
い
は
九
州
方
言
圏
な
ど
の
特
殊
性
に
比
較
し
て
濃
厚

い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

伊
予
の
方
言
を
分
類
し
て
み
れ
ば
、

付

東
予

・
中
予
方
面
の
言
葉
。

中
予
は
、
松
山
及
び
そ
の
近
郊
の
言
葉
と
、
久
万
山
地
方
の
言
葉
。

tコ
南
予
の
言
葉
。

大
州
地
方
の
言
葉
と
宇
和
島
地
方
の
言
葉
。

同

四
国
本
土
よ
り
の
二
・
三
の
島
を
除
い
た
島
の
言
葉
は
、
山
陽
方
言
、
安
芸
の
広
島
の
言
葉
に
近
い
。

中
予
の
う
ち
、
小
田
町

・
中
山
町

・
広
田
村
は
、
肱
川
の
支
流
沿
い
の
地
域
で
、
し
か
も
地
勢
上
大
州
言
葉
ま
た
は
そ
れ
に
近

い
。
久
万
山
言
葉
も
、
仁
淀
川
の
上
流
で
あ
り
、
古
来
、
人
や
物
資
の
ひ
ん
ぱ
ん
な
交
流
が
あ
っ
て
、
土
佐
弁
の
影
響
を
大
き

瀬
戸
内
海
に
お
け
る
、

く
受
け
て
、

土
佐
言
葉
が
多
く
入
っ
て
お
り
、
特
に
我
が
村
で
は
土
佐
な
ま
り
が
濃
厚
で
あ
る
。

第
七
章

方

広コ

七
四
七
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方
言
は
、
国
語
教
育
の
普
及
、
情
報
文
化
の
進
歩
や
発
達
な
ど
に
よ
っ
て
、
次
第
に
失
わ
れ
る
運
命
に
あ
る
。

こ
れ
は
世
界
観
の
拡
が

七
四
八

り
を
み
る
今
日
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
方
言
は
そ
の
地
域
に
発
生
し
た
独
自
の
も
の
で
、
人

々
の
生
活
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き

て
お
り
、
ご
く
自
然
の
形
で
生
き
て
い
る
の
も
た
し
か
で
あ
る
。
い
つ
ど
う
し
て
誰
が
っ
く
り
だ
し
た
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
い

つ
の
間

に
か
、
先
人
が
日
常
語
と
し
て
き
た
こ
の
言
葉
を
後
世
に
残
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

方

一一一一口

こ
こ
に
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
を
通
じ
当
地
方
で
、

味
一
般
に
話
さ
れ
て
き
た
方
言
の
語
嚢
を
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

コ己ι
Eヨ，'"、

味

(
ア
)

ア
イ
コ

ア
イ
ナ
カ

ア
イ
マ
グ
イ

ア
ガ
リ
ハ
ナ

ア
ガ
ッ
タ
リ

ア
ギ
ト

ア
ク
サ
イ
ツ
ク

ア
ケ
ザ
ニ

ア
ゲ
ル

ア
ザ
ト
イ

立忠

勝
負
な
し

あ
い
だ
・
途
中

間
食

あ
が
り
口

駄
目
に
な
る

あ
ご

飽
い
て
し
ま
う

ざ
っ
く
ば
ら
ん

へ
ど
を
吐
く

粗
雑
で
あ
る

方

1=1 

ア
ジ
モ
ソ
ッ
ケ
モ
ナ
イ

ア
ズ
ル

ア
ス
コ

ア
ダ
タ
ン

ア
、
タ

ア
ツ
カ
ム

ア
ツ
カ
マ
シ
イ

ア
テ
ツ
ケ

ア
ド
エ
ル

ア
プ
ナ
ア

ア
ノ
ネ
ヤ

ア
マ
ス

ア
マ
ル

大
変
ま
ず
い

苦
し
む

・
あ
が
く

か
の
所

間
に
あ
わ
ん

・
き
り
が
な
い

無
駄

う
る
さ
が
る

う
る
さ
い

間
接
に
い
や
み
を
い
っ
た
り
し
た
り
す
る

あ
わ
て
る

・と
ま
ど
う

危
い

呼
び
か
け
る
こ
と
ば

も
て
あ
ま
す

落
雷
す
る

・
残
る



ア
ラ
カ
タ

ア
リ
ャ

l

ア
レ
ミ

l

ア
ロ
ウ

ア
ワ
イ

ア
ワ
レ
ル

ア
ワ
ヌ
ク

ア
ン
キ
ナ

ア
ン
マ
リ

ア
ン
キ
マ
ゴ
ロ
グ(イ

〉

イ
カ
ノ
シ
タ

イ
カ
ン
カ

イ
カ
ル

イ
カ
ム

イ
キ
ヤ
ァ
セ
ン

イ
キ
ズ
ム

イ
キ
シ
ナ第
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ほ
と
ん
ど

あ
れ
l

あ
れ
を
見
よ

洗
う

あ
い
だ

・
差

こ
ぼ
れ
落
ち
る

仰
向
く

の
ん
き
な

あ
ま
り

の
ん
き
者

床
の
下

-
丁
ミ
工

、
ミ

ノ
r卜
占
μ
φ
J
B
U
A
μ

大
声
で
叫
ぶ

・
む
ず
か
る

ゆ
が
む

・
曲
が
る

行
か
な
い

い
き
む

行
き
が
け

仁コ

イ
キ
シ
モ
ド
リ

イ
キ
ア
タ
ル

イ
キ
ヨ
ル
カ
エ

イ
ケ

ノレ

j
s
ケ
ズ

J
a

コ
ロ

イ
シ
ガ
ケ

イ
・
シ
ワ
ラ

イ
ジ
ク
サ
リ

イ
ソ
シ
イ

イ
タ
ム

イ
タ
ア

イ
チ
ズ
ニ

イ
チ
マ
キ

イ
デ
ル

イ
J

ア
シ
イ

イ
ッ
チ
ョ
ラ
イ

イ
ツ
ゾ

イ
ッ

ツ
ケ

イ
ッ
テ
コ

l
ワ
エ

行
き
戻
り

衝
突
す
る

行
っ
て
い
ら
れ
ま
す
か

埋
め
る

い
た
ず
ら

体
の
い
き
お

い

石
垣

石
の
多
い
土
地

意
地
悪

よ
く
働
く

く
さ
る

・
こ
わ
れ
る

痛
し、

一
心
に

一
族

ゆ
が
く

長
持
ち
す
る

上
等
な
も
の

い
つ
か

い
つ
も

行
っ
て
来
ま
す

七
四
九



第
六
編

方

イ
ッ
テ
ミ
ヨ
ワ
エ

イ
ツ
ナ
ゴ
ロ

イ
ナ
ゲ
ナ

イ
ナ
ス

イ
ニ
ガ
ケ

イ
ニ
シ
ナ

イ
ヌ
ル

イ
ネ
イ
ネ

イ
ヤ
ジ
リ

イ
ピ
・
イ
ピ
ワ

イ
ラ
レ

イ
ラ
バ
カ
ス

イ
・
ロ
内
ノ

イ
ロ
ネ

イ
ン
マ
ナ

J
・
ン
マ
ヨ

イ
ン

J

ア
コ
ウ
ワ
ヱ

イ
ン
マ
ガ
タ

民
俗

・
文
化

舌
口

意

行
っ
て
見
ょ
う

い
つ
ご
ろ

奇
妙
な
・
変
な

・
い

や
な

帰
す

・
離
婚
す
る

帰
る
時

帰
る
途
中

帰
る

も
と
も
と
・
あ
い
こ

さか気指作
わ ら忙・物
るカミし t旨を

うい輪連
人作

す
る

顔
色

ま
た
の
ち
に

さ
よ
な
ら

帰
っ
て
来
ま
す

先
程
・
少
し
前

味

方

ウ
サ
ル

ウ
ズ
ク

ウ
ズ
ム

ウ
ズ
レ
ル

ウ
セ
タ

ウ
ソ
ノ
カ
ワ

ウ
タ
グ
ル

(ウ〉

ウ
チ
カ
タ
・
ウ
チ
ト
コ

ウ
ド
ム

ウ
モ
ナ
イ

ウ
ラ
、
ワ
シ

ウ
リ
ヨ
ラ
ン

ウ
ル
イ

ウ
ロ
タ
エ
ル

-==--
1=1 
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O

意

£ノ、

E
5

T
'
〈

T
Z

痛
む

抱
く

む
し
暑
い

い
や
な
人
が
や
っ
て
来
た

疑う
う そ

わ
が
家

苦
し
み
う
な
る

う
ま
く
な
い

僕
・
私

売
っ
て
な
い

し
め
り

・
雨

あ
わ
て
る

味



エ
エ
カ
ゲ
ン

エ
エ
セ

l
ン

エ
ッ
ポ
ド

エ
テ

エ
ラ
ソ

I
ナ

エ
ン
コ

エ
ン
ベ
ツ

オ
エ
ル

オ
オ
ツ
ゴ
モ
リ

オ

1
カ
ン

オ

l
ケ
ナ

オ

l
ド
ナ

オ
ー
バ
シ
イ

オ
カ

l第
七
章

/戸、

工
、ーノ

(
オ
)方

で
た
ら
め

出
来
な
い

よ
ほ
ど

得
意

生
意
気
な

カ
ッ
パ

え
ん
び
つ

ず
る
い
人

男
根
が
立
つ

|晦
日

道大
き
な

z-
、・
-
p
u
hム

中
i
h
u
w
φ
i
p
ハψ
j

か
さ
ば
る

母

さき
にヨ

オ
カ
イ

オ
ガ
ス

オ
カ
シ
ン

オ
カ
ン
シ
ユ

オ
キ
レ

オ
ゲ

オ
ケ
ン
タ
イ

オ
コ
ツ
ル

オ
ゴ
ル

オ
ゴ
ロ

オ
コ
ラ
エ
ヤ

オ
サ
ギ

オ
ジ
ョ
ウ
ズ
モ
ン

オ
ジ
ル

オ
シ
マ
イ
タ
カ

オ
シ
マ
イ
タ
カ
ヱ

オ
セ

オ
セ
ラ
シ
イ

オ
チ
ョ
ウ
シ

オ
チ
ャ
ト

お
か
ゆ

堀
お
こ
す

お
菓
子

お
正
月
の
客
に
出
す
酒
さ
か
な

た
き
火
の
残
り
火

ほ
ら
ふ
会
」

や
し

あ
た
り
ま
え

か
ら
か
う

叱
る

'
も
ん
¥
内
り

か
ん
に
ん
し
て

う
さ
び

お
世
辞
の
上
手
な
人

」
わ
が
る

今
晩
は

他
家
へ
行
き
今
晩
は

大
人

大
人
ら
し
い

お
ど
け
る

仏
前
に
供
え
る
お
茶七

五
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オ
ツ

!

オ
ッ
サ
ン

オ
ッ
ポ

オ
ッ
ツ
ケ

オ
ツ
ク
バ

オ
ト

l

オ
ト
ツ
イ

オ
ド
ケ
ル

オ
ト
ド
イ

オ
ト
ロ
シ
イ

オ
ド
ロ

オ
ト
ミ

オ
ド
ロ
ク

オ
ト
ン
ボ
・

オ
ト
ゴ

オ
ト
コ
シ

オ
ド
レ
ハ

オ
ナ
ゴ
シ

オ
ナ
ゴ
パ
ス

オ
ノ
レ
パ
イ

民
俗

・
文
化

意、

お
汁

寺
の
住
職

お
ん
ぶ

背
負
う

も
う
す
ぐ

き
ち
ん
と
す
わ
る

父一
昨
日

ふ
ざ
け
る

兄
弟
姉
妹

恐
し
い

草
む
ら
の
繁
っ
た
所

ち
ょ
っ
と
し
た
返
礼
品

眠
か
ら
さ
め
る

末
っ
子

男
た
ち

お
前
は
と
叱
る
と
き

女
た
ち

女
の
卑
称

野
生

味

方

オ
ノ
レ
パ
エ

オ
バ
チ

オ
ヤ
ガ
タ

オ
ヤ
ス

ミ
ヨ

オ
ラ
ブ

オ
ラ
ン

オ
ル
カ
ヱ

オ
ワ
ヱ
ル

オ
ン
シ

オ
ン
・
メ
ン

カ

イ
カ
イ
l

カ
イ
モ
ク

ガ
イ
ナ

カ
カ
リ
ゴ

カ
グ

(力
) -= 

1=1 

七
五

意

自
然
に
生
え
た
も
の

尾兄夜
の
訪
門
引
き
あ
げ
の
と
き

追他い叫
い家なぶ
かへい
け行
るき

今
日
は

今
晩
t土

お
ま
え

t荘

雌

か
ゆ

か
ゆ
い

全
く

強
い

あ
と
と
り
息
子

元
気
な

か
つ
ぐ

味



カ
ケ
ヅ
ル

カ
ケ
ル

カ
ザ

カ
ゾ
ム

カ
タ
ツ
ラ

カ
~タ
デ
ク

カ
タ
シ

カ
ツ
エ
ド

カ
ツ
ボ

カ
ジ
ガ
イ
グ

カ
ブ
ト

ヵ
。
フ
ル

カ
マ
ン

カ
ヤ
ス

カ
ラ
ケ
ツ

カ
ラ
ゲ
ル

カ
ラ
ス
ミ

カ
ル
ウ

カ
ワ
ソ

カ
ン
ド
リ第
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か
け
ま
わ
る

水
な
ど
を
注
ぐ

に
お
い

七、

ぐ
片
一
方

か
た
む
く

椿
の
木

か
つ
え
た
人

ブ
ト

火
災
が
起
る

木
の
株

か
む
る

構
わ
な
い

返
す

・
た
お
す

・
こ
ぼ
す

か
ら
っ
ぽ

上
に
ま
く
る

木
炭

背
負
う

カ
ワ
ウ
ソ

理
解

ー仁コ

(キ〉

キ
イ
キ
イ

キ
サ
ン
ジ
ナ

キ
シ
ャ
ナ
イ

キ
セ
リ

キ
タ
カ
ヱ

キ
ピ
ス
ガ
エ
エ

キ
ヤ
イ
ク
ソ
ガ
ワ
ル
イ

ギ
ョ

l
サ
ン

キ
ョ
ロ
マ
ツ

キ
リ
ブ
サ

キ
ン
リ
ョ

(
ク
)

グ
エ
ル

グ
グ
ム

グ
ク
ル

ね
ず
み

手
際
よ
い

き 汚
せい
る

お
い
で
な
さ
い

気
味
が
良
い

残
念
で
た
ま
ら
な
い

た
く
さ
ん

あ
わ
て
も
の

は障
か
り

しふ崩
ばくれ
る む る

一「

山
ヵ:
ク
エc.

ノレ
L_ 

七
五
三
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グ

タ
ク
チ
タ
タ
ク

ク
チ
ヘ
ン
ジ

グ
チ
ピ
ロ

ク
ジ
ク
ル

ク
ツ
イ

グ
ツ
ガ
ワ
ル
イ

グ

ド
グ
ド
ッ
ク

グ
ベ
ル

グ
ラ
ス
マ

ク
ラ
ワ
ス

グ
ル
リ

グ
ロ
ナ
ッ
タ

ゲ
サ
グ
ナ

ゲ
ス
イ
タ 第

六
編

(
ケ
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俗
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文
化
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仁こ3

意

味

食
っ
た

よ
く
し
ゃ
べ
る

く抗
ち弁
び
る

不
平
文
句
を
い
う
。
子
供
が
む
ず
が
る
。

き
ゅ
う
く
つ
な

具
合

・
調
子
が
悪
い

か
ま
ど

不
平
を
い
う

火
に
入
れ
て
燃
や
す

暗
い
所

な
ぐ
る

ま
わ
り

暗
く
な
っ
た

一
下
品
な

一
ふ
ろ
の
底
板

方

ケ
ッ
ク

ケ
ツ
ル

ケ
プ
タ
イ

ケ
プ
リ

ケ
ン
ケ
ン

ケ
ン
タ
イ

ケ
ン
ド

ケ
ン
ベ
キ

ゲ
ン
ゲ

コ
イ
サ

コ
J
』
ヨ
ニ

コ
イ
ヤ

コ
ウ
テ

コ
ウ
ロ
グ

コ
カ
ス

ゴ
キ

rヘ
コ
、._/

七
五
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意

味

結
局
・
つ
ま
り

け
る

け
む
い

け
む
り

片
足
と
び

当
然
の
権
利

ふ
る
い
・
け
れ
ど
も

肩
の
こ
り

れ
ん
げ

今
夜

こ
の
よ
う
に

来
な
い
か

同
貝
っ
て

労
働
の
奉
仕

倒
す

猫
な
ど
に
飯
な
ど
入
れ
て
や
る
木
の
器



ゴ
グ
ド
サ
レ

コ
ケ
ル

コ
サ
エ
ル

ゴ
ザ
レ
ヤ

コ
シ
グ
レ
ル

コ
シ
ャ
ク
ナ

コ
シ
一
フ
ヱ

ゴ
J

ジ
ャ

コ
ス
イ

コ
ソ
パ
イ
・

コ
ソ
パ
カ
ス

コ
タ
ウ

ゴ

l
タ
イ
ナ

コ
ッ
ト
イ

ゴ
ッ
ツ
オ

l

ゴ
ツ
イ

コ
ナ
イ
ダ

コ
フ
ノレ

コ
ネ
グ
ル

ゴ
、不
ル

第
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方

こ転放
しぶと
らう
え者
る・

怠
け
も
の

来
て
く
だ
さ
い

中
途
で
挫
折
す
る

生
意
気
な

準
備

・
仕
度

間
違
い

ず
る
い
・
要
領
の
よ
い

く
す
ぐ
っ
た
い

く
す
ぐ
る

弱
る

・
疲
れ
る

£
J
U
g
-

工

T
/占
C
T

牡
牛

ご
馳
走

分
厚
な

」
の
間

混
ぜ
る

混
ぜ
て
ね
る

無
茶
を
い
う

す

にコ

コ
パ
ン
コ

コ
マ
イ
・
コ
ン
マ
イ

コ
ヤ
ラ
イ

コ
ラ
エ
ジ
ョ

i

コ
ラ
ヱ
ル

ゴ
ロ
タ
ヒ
ク

コ
ン
コ

ゴ
ン
ゴ
ウ

(
サ
)

サ
イ
キ
ョ
ヲ
ヤ
ク

サ
イ
サ
イ

サ
カ
ツ
ベ

サ
カ
シ

サ
カ
ル

サ
ガ
ス

サ
サ
ホ

l
サ

サ
ス

サ

ゲ

半
人
前
の
子
供

小
さ
い

子
供
を
育
て
る

忍
耐
力

が
ま
ん
す
る
・
ゆ
る
す

い
び
き
か
く

は
っ
た
い
粉
・
つ
け
も
の

ご
ご
う
(
五
合
)

干
渉
す
る
・
で
し
ゃ
ば
る

た
び
た
び

頭
の
方
か
ら
転
げ
る

さ
か
さ
ま

発
情
す
る

散
ら
か
す

め
ち
ゃ
く
ち
ゃ

天
び
ん
棒

桶

七
五
五
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方

サ
ド
イ

サ
ダ
チ

サ
パ
ク

サ
ネ

サ
プ
シ
イ

ザ
マ
ナ

サ
ッ
チ

サ

フ
イ

サ
プ
イ
ボ

サ
ラ

サ
ラ
イ

サ
ワ
ス

サ
ワ
ル

シ
ア
サ
ッ
テ

シジ
カ
ム

(
シ
) 民

俗

・
文
化

= 
仁ヨ

意

す
ば
し
こ

い

夕
立

ほ
ど
く

・
解
体
す
る

種
、
果
物
の
種
子

さ
み
し
い

み
っ
と
も
な
い

強
い
て
・
是
非
共

寒
い

と
り
は
だ

新
し
い

四
ツ
鍬

柿
の
し
ぶ
を
と
る

病
気
す
る

縮 小 明
ん 便後
で(日
し小 の
わ児次
が)の
よ日
る

味

方

シ
ギ
ョ
イ

シ
コ
タ
マ

シ
コ
ナ

シ
ジ
ロ
ク

シ
タ
ミ

シ
ツ
コ
イ

シ
テ
ル

シ
ヌ
ク
イ
・

ジ
パ

シ
ピ
ル

シ
。
フ
ト
イ

シ
メ
シ

シ
モ
タ

シ
ャ
ガ
ム

ジ
ャ
レ
ル

シ
ラ
ザ
ッ
タ

シ
ラ
レ
ン

シ
ョ
ン
ベ

ジ
ョ
ウ
リ

一言
ロ

七
五
六

意、

聞
が
つ
ま
っ
て
い
る

・
た
び
た
び

う
ん
と
・
た
く
さ
ん

あ
だ
名

し
り
ぞ
く

ざ
る

執
劫

・
頑
固

捨
て
る

や
り
に
く
い

普
段
・
平
生

冷
え
る

強
情
な

・
し
つ

よ
う
な

お
む
つ

し
ま
っ
た
・

失
敗
し
た

体
を
低
く
す
る

ふ
ざ
け
る

知
ら
な
か
っ
た

し
て
は
い
け
な
い

草 小
履 使

味



ジ
ル
イ

シ
ャ
セ
e

フ

シ
ャ
ン
シ
ャ
ン

シ
ョ
ウ
コ
ト
ナ
シ

シ
ョ
ツ
パ
チ

シ
ワ
イ

シ
ュ
ウ

シ
ワ
ク

シ
ュ
ウ
コ
ホ
ル

シ
ュ
ウ
ゲ
ン

シ
ュ
ミ
コ
ム

、ンシ
ヨ ヨ

l イ
フノ
クミ

ロ

J

ゾ
ョ
ン
コ

シ
ン
キ
ナ

シ
ン
ド
イ

ス

第
七
'章

(
ス
)方

ぬ
か
る
み

ぐ
い
み
の
一
種

て
き
ぱ
き

し
ぶ
し
ぶ

最
初

強
情
な

友
達
の
名
の
下
に
つ
け
て
呼
ぶ

た
た
く

根
ほ
り
は
ほ
り
聞
く
こ
と

結
婚
式

し
み
こ
む

ひ
し
お

封
筒

女
の
子

退
屈
な

疲
れ
た

・
く
た
び
れ
た

穴

= 
I=t 

ス
イ
a

ノ

ス
イ
リ
ン

ス
エ
ル

ス
ク
パ
ル

ズ
ク

ス
ケ

ス
コ
ベ

ス
ソ
ゴ

ス
ッ
コ
メ
ル

ズ
ッ
ナ
イ

ス
、
ネ
ル

ス
バ
ル

ズ
ブ

ズ
ブ
ト
イ

ス
、
不
グ
ロ

ス
マ
ザ
ッ
タ

ス
マ

ス
リ
ビ

ス
ワ

e

フ
ル

ス
ン
ダ

網
の
目
の
細
か
い
ふ
る
い

水
に
も
ぐ
る

く
さ
る

動
か
な
く
な
る

・
嫌
が
っ
て
動
か
な
い

熟
柿

子
供
を
背
負
う
帯

音
の
な
い
放
庇

末
っ
子

引
っ
込
め
る

す
べ
な
い
・
く
る
し
い

不
平
で
人
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い

し
な
び
る

う
つ
伏
せ
に
寝

る

ず
る
い

田
舎
者

す
ま
な
か
っ
た

隅燐
寸

し
ゃ
ぶ
る

終
る

七
五
七
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方

セ
イ

J

ア
エ

l

セ
イ
ヨ

セ
ク
ル

セ
グ
ル

セ
コ
イ

セ
セ
カ
マ
シ
イ
・

セ
セ
ク
ロ
シ
イ

セ
ッ
グ

セ
ッ
ト
ル

セ
ナ
ン
ダ

セ
バ
イ

セ
.
フ
ル

セ
ノレ

セ
ン
カ

セ
ン
ゴ

セ
ン
チ

(セ〉 民
俗

・
文
化

t 

I=l 

意

し
な
く
て
よ
い

し
な
さ
い

吐
く

運
ぶ

+古
し
い

う
る
さ
い

狭
い

・
う
っ
と
う
し
い

つ
つ
く

こ
み
あ
っ
て

い
る

し
な
か
っ
た

狭
い

ね
だ
る

押
し
あ
う

し
な
い
か

物
の
背

便
所

味

方

ゼ
ン
ゼ

セ
ン
パ

セ
ワ
ナ
イ

ゾ

l
タ
ン

ゾ
l
サ
ナ

ゾ

l
ヨ

ソ
ク
タ
ウ

ソ
グ
ル

ソ
グ
ル

ソ
コ
マ
メ

ソ

ツ
ソ
メ
ル

ソ
リ
ャ

l

ソ
レ
ナ
リ

ソ
ロ
ウ
テ

ソ
ン

(
ソ
)

七
五
八

にコ

苦稲銭
もを
なこ
く くや
で 道
き 具
る

意

冗
談

め
ん
ど
う
な

雑
費
用

修
繕
す
る
・

繕
う

失
敗
す
る

精
製
す
る
・
「
ワ
ラ
を
ソ
グ
ル
」

足
の
裏
に
出
る

無
駄

慣
れ
る
・
「
行
き
ソ
メ
ル
」

そ
れ
は

そ
の
ま
ま

揃
っ

て

血
統



ゾ
ン
ゾ
ン
ス
ル

ソ
ン

J

ア

タ
イ
ガ
イ

タ
イ
ギ
ナ

ダ
イ
コ

ダ
イ
ブ

ダ
イ
パ
ン

タ
キ
モ
ン

タ
ク
レ
ル

タ
コ
ツ
ル

タ
コ

タ
ゴ

l
タ

タ
ゴ
ル

タ
シ
ナ
イ

ダ
ス
イ

、夕、タ
ピ
ロ
イ

ダ
ダ
ボ
リ第
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日

E
?
?
?
・

}

一
目
己
A

一、、
A
E
b
wい
司
d

》夕、
zs

一

-j
E
〉

J
』

J
;

一
そ
れ
で

(タ〉

お
お
か
た

め
ん
ど
う
で
い
や
な

大
根

た
く
さ
ん

お
祭
に
出
る
鬼

燃
料

・
薪

お
く
れ
を
と
る

な
ぶ
る

・
し
ぼ
る

肥
桶

関
節
が
は
ず
れ
る

咳
こ
む

、，:、

.A4
ん
し

ゆ
る
い

大
変
広
い

ひ
ど
い
雨
も
り

方

ー=
"" 

タ
チ
ク
ラ

ダ
テ
コ
キ

タ
テ
ル

タ
ニ
ゴ

タ
ノ
キ

ダ
マ
シ

ニ

タ
マ
ゲ
タ

タ
ユ
ウ

ダ

ヤ
ダ
ラ
シ
イ

ダ
ン
ダ
ン

ダ
レ
ン
マ
リ

チ

l
ト
・
チ
ッ
ポ
シ

チ
ギ
ル

チ
グ
ハ
グ

チ
ヂ
カ
マ
ル

チ
ピ

(チ〉

め
ま
い

お
し
ゃ
れ
す
る
人

戸
を
し
め
る

d
谷

狸急
に

・
い
き
な
り

驚
い
た

・
び

っ
く
り
し
た

神
主

牛
馬
の
小
屋

疲
れ
て
だ
る

い

あ
り
が
と
う

誰
に
で
も

少
し

」
臥
U
M
C
L
」可。

ふ
ぞ
ろ
い

委
縮
す
る

小
さ
い
人

七
五
九
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チ
ピ
ル

チ
マ
メ

チ
ャ
ン
ス
ル

チ
ャ
ガ
マ
ル

チ
ヨ
ロ
マ
カ
ス

チ
リ
ゲ

チ
リ
ゾ

l
リ

チ
ン
チ
ク
リ
ン

チ
ン
マ
J
a

チ
ン
チ
マ
ン
マ

ツ

イ
ツ
イ
シ
タ
ラ

ツ
エ
ル

ツ
カ
ア
サ
イ

ツ
カ
ミ
ア
イ

ツ
ガ
イ

(ツ〉 民
俗

・
文
化

t 

I=t 

意

す
り
へ
る

ち
く
び

坐
る
(
小
児
)

動
か
な
く
な
る

ご
ま
か
す

え
り
首

わ
ら
ぞ
う
り

着
物
の
小
さ
い
こ
と

小
さ
い

米
の
飯

同
じ

も
し
か
し
た
ら

崩
れ
る

r
a
;
、

く
犬
さ
し

と
っ
く
み
あ
い

鳥
な
ど
の
雌
雄
そ
ろ

っ
た
も
の

味

方

ツ

ギ
ツ

グ
ツ
ケ

ツ
ケ
ア
ガ
ル

ツ
コ
ウ
テ

ツ
ヅ
マ

リ

ツ
ゾ
ル

ツ
ッ
コ
カ
ス

ツ
ッ
パ
リ

ツ
パ
エ
ル

ツ
ベ

ツ
ベ
カ
ヤ
リ

ツ
ベ
ク
ソ
ホ
ド

ツ
ベ
ノ
ス

ツ
メ
ル

ツ
ヤ
ス

ツ
ラ
マ
エ
ル

ツ
ロ
ウ

七
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意

き
れ

・
ぬ
の
ぎ
れ

飯
な
ど
を
よ
そ
う

掛
売
り

増
長
す
る

使
っ
て

結
局

・
つ
ま
り

虫
が
つ
い
て
す
を
つ
く
る

突
き
倒
す

支
柱

じ
ゃ
れ
る

そ
ば
え
る

尻頭
を
逆
に
し
て
ひ
つ
く
り
か
え
る

ほ
ん
の
少
し

し匹
め 門
る

戸
を

つ
ぶ
す

捕
え
る

ろ
う

味



アテ
ガ
ウ

」
ア
ケ
ル

J

ア
コ

テ
ベ
ン

ト

デ
ボ
チ
ン

テ
ン
ゴ
ス
ナ

-
ア
ン
-
ア

テ
ン
一
ア
ン

テ
ン
戸
ア
ニ

J

ア
ン
チ

テ
ン
マ

テ
ン
。
フ
ナ

ト

第
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ハテ〉
(ト〉方

種
類
と
か
型
の
意
味

「
あ
の
テ
、
こ
の

テ」か
ら
か
う

出
来
る

人
形

手
持
ち
弁
当

額
の
出
て
い
る
と
こ
ろ

い
ら
ぬ
手
出
し
を
す
る
な

手
ぬ
ぐ
い
(
小
児
)

た
た
く
(
児
)
お
つ
む
テ
ン
テ
ン

め
い
め
い

袖
な
し

鬼
ご
っ
こ
な
ど
で
休
む
と
き

危
険

・
大
げ
さ
・
む
て
っ
ぽ
う
な

7
同
種
・
血
統

~ 

l=I 

ト

l
カ
ラ

ト

ト

l
シ

ド
l
シ
コ

l
シ

ド
l
ズ
ク

ド
l
ゾ
コ

l
ゾ

ド

l
テ
テ
コ

l
テ
テ

ド
l
ズ
キ

ト
カ
キ

ト
キ
ワ
ケ

ト

ギ
ト
ギ
ラ
ス

ド
ゲ
コ
ゲ

ド
ゲ
・
ド
ゲ
ツ

ト
コ

ト
コ
バ
ル

ド
コ
ン
マ
リ
ニ
ナ
イ

ド
セ
ン
ゴ

ド
チ
コ
チ
ナ
イ

ド
チ
ミ
チ

ト
ッ
サ
キ

ト
テ
ツ
モ
ナ
イ

早
く
か
ら
・
さ
つ
き
か
ら

ふ
る
い

ど
う
に
か

こ
う
に
か

た
た
く

ど
う
に
か
こ
う
に
か

ど
う
い
っ
た
ら
よ
い
か

地
固
め

ま
す
か
き

頭
髪

の
か
み
が
た
の
一
種
(
男
)

友
だ
ち

と
が
ら
す

ど
う
こ
う
言
っ
て
も

び
り

寝 分
る 量

そ
こ
ら
こ
こ
ら
に
な
い

背
骨

優
劣
な
い

い
ず
れ
に
し
て
も

て
っ

ぺ
ん

・
頂
上

思
い
も
よ
ら
な
い

七
六
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ドド
"""ノ、

ド
マ
グ
レ
ル

ト
メ
ル

ド
モ
ナ
ラ
ン

ド
ヤ
ス

ト
ロ
グ
サ
イ

ド
ロ
ベ
タ

ト
ン
ト

ト
ン
ボ
ガ
エ
リ

ナ
ア
ン
チ
ャ

ヤナ
イ
ナ
イ

ナ
カ
シ
イ

ナ
ガ
セ

ナ
ガ
タ
チ

(ナ〉ナ

l
ン
チ

民
俗
・
文
化

意、

ひ
き
が
与
え
る

ど
ぶ

と
ま
ど
い
す
る

た
ず
ね
さ
が
す

ど
う
に
も
仕
方
が
な
い

な
ぐ
る

う
と
い

土
の
上

酒湯
の
ふ
っ
と
う
す
る
様
子

な
ん
に
も
・
少
し
も

う
ち
に
し
ま
う
(
児
)

泣
き
た
い

梅
雨

長
い
ま
ま
の
も
の

味

方

ナ
ス
ク
ル

ナ
ニ
エ

ナ
ニ
サ
マ

ナ
バ

ナ
マ
カ

ナ
マ
ラ

ナ
マ
ジ

ナ
ヤ
ス
イ

ナ
ラ
シ

ナ
ノレ

ナ
ル
テ
ン

ナ
ン
セ

ナ
ン
ボ
ニ
モ

ナ
ン
ジ
ャ
ロ
カ(

一

一

)

一
エ
ク
リ
カ
エ
ル

一
エ
ル

七
六
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ど
う
し
て
も

何
で
し
ょ
う
か

意

な
す
る
・
ぬ
る

な
ん
で
す
か

な
に
し
ろ

き
の
こ
類

無
精

大
体

む
し
ろ

南 平衣た
天 地掛や

竿す

な
に
し
ろ
・
と
に
か
く

味



一
ツ
ク

ニ
ッ
チ
モ
サ
ッ
チ
モ
イ
カ

ン
一
ナ
ウ

ニ
ヤ
グ
ラ
カ
ス

ニ
ワ
・
ヌ
ワ

一
ン
ゲ

ニ
ン
ニ

(ヌ〉

ヌ
イ
モ
ン

ヌ
イ
ヤ
ゲ

ヌ
カ
ス
ナ

ヌ
カ
ル

ヌ
ク
イ

・
ヌ
ク
メ
ル

ヌ
ケ
サ
ク

ヌ
ケ
ル

ヌ
ス
ル

・
ヌ
ス
ク
ル

第
七
章

方

荷
物
・
兄
・
奉
公
人

似
合
う

ど
う
に
も
な
ら
な
い

か
つ
ぐ

な
ぐ
る

土
間

人
間

煮
る
(
児
)

ぬ
い
も
の

ぬ
い
上
げ

言
う
な
・
し
ゃ
べ
る
か

手
落
ち

暖
か
い
・
暖
め
る

ま
ぬ
け
も
の

卒
業
す
る

な
す
る
・

塗
る

-= 
仁コ

ネネ
イ
リ
バ
ナ

不

キ
ネ
ク
ジ

ネ
コ
ジ
タ

ネ
サ
ス

ネ
タ
ロ

ネ
タ
パ
ケ
ル

ネ

フ
ノレ

ネ
フ
カ

ネ
ブ
タ
イ

-
・
ネ
ヤ

ネ
ラ
ム

ネ
ン
ガ
ケ
ル

ネ
ン
ガ
リ

、
ネ
ン
ツ
ム

(
ネ
)

根

・

姉

・

女

中

・

嫁

眠
る
と
間
も
な
く

そ
ば
・
近
く

子
供
の
ね
む
い
時
の
む
ず
か
り

熱
い
も
の
を
食
べ
ら
れ
な
い
人

寝
か
す

ね
ぼ
う

ね
と
.
ほ
け
る

眠
る
・
な
め
る

ね
ぎ

ね
む
い

-
:
:
ね
(
同
等
以
下
に
使
う
言
葉
)

に
ら
む

気
を
配
る

・
目
を
つ
け
る

・
ね
ら
う

木
で
、
く
ぎ
た
て
遊
び
の
よ
う
に
す
る
遊

びつ
ね
る

七
六
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ノ

1
8

ノ

l
ナ
ル

ノ
ガ
マ

ノ
ケ
ト
ク

ノ
サ
ク
ナ

ノ
ッ
ケ

ノ
バ
ン

ノ
ノ
サ
ン

ノ
ビ
ル

ノ
フ
。
ソ
ナ

ノ
ラ

ノ
ン
、
タ
ク

レ

ハノ〉 民
俗

・
文
化

意

味

-・・ね

な
く
な
る

・
死
ぬ
る

風
傷
の
こ
と
で
、
意
外
に
大
き
な
裂
傷
を

生
じ
る
こ
と

し
ま
っ
て
お
く

ぞ
ん
ざ
い
な

最
初

の
び
な
い

神
様

・
仏
様

の
ぶ

ぞ
ん
ざ
い
な

な
ま
け
も
の

大
酒
呑
み

方

(

ハ

〉

イ
パ
イ
ヤ
イ

ハ
ガ
イ
タ
ラ
シ
イ

ハ
グ
レ
ル

ハ
サ
ケ
ル

ハ
シ
カ
イ

ハ
シ
リ
ヤ
イ
コ

ハ
ス
ニ

ハ
タ
カ
ル

ハ
セ
ト
ク

ハ
チ
ワ
レ
ル

ハ
ッ
カ
リ

ハ
ッ
チ

。
、
ッ
。
、

ノ

ノ

ハ
ッ
ポ

一宮口

七
六
回

意

は
え

う
ば
い
合
い

は
が
ゆ
い

は
ぐ
る

・
は
な
れ
る

・
見
失
な
う

の
け
も
の
に
す
る

も
み
な
ど
が
つ
い
て
か
ゆ
い
感
が
す
る

・

短
気
な

か
け
っ

こ

斜
め
に

股
を
ひ
ろ
げ
る

は
さ
ん
で
お
く

割
れ
る

だ
け
、
の
み
(
そ
れ
ば
っ
か
り
)

餅たも
ばも
こひ
(き

I日
/L.. 

味



ハ
ズ
ム

ハ*フ
ハ
ネ
ガ
イ

ハ
ナ
ヤ
リ

ハ
ナ
ヲ
シ
ュ
ム

ハ
リ
ゴ

ハ
リ
マ

l
ス

ハ
ン
ゲ

ヒ
イ
ト
イ

ヒ
ト
ヨ
サ

ヒ
ガ
イ
ル

ヒ
ガ
ナ
イ
チ
ン
チ

ヒ
キ
サ
ガ
ス

ヒ
キ
マ
キ

ヒ
キ
ワ
リ

ピ
キ

第
七
章

(
ヒ
)方

調
子
ず
く
・
ふ
ん
ば
っ
し
て
金
を
出
す

お
ご
る

歯
ぐ
き

交
互

牛
な
ど
た
ず
な
で
導
く
こ
と

鼻
を
か
む

め
だ
か

な
ぐ
る

夕
方日

一
夜

・
一
晩

暑
気
あ
た
り

終
日

散
ら
か
す

ま
ん
と

と
う
も
ろ
こ
し
の
ひ
き
わ

っ
た
も
の

-庄

t 

I=l 

ヒ
グ
ラ
メ

ヒ
コ
ズ
ル

ヒ
サ
ア
ニ

ヒ
ダ
ケ
ル

ヒ
ダ
リ
ギ
ッ
チ
ヨ

ヒ
ダ
ル
イ

ヒ
チ
メ
ン
ド
ク
サ
イ

ヒ
ッ
ク
リ
カ
エ
ス

ヒ
ッ
シ
コ

ヒ
ッ
ツ
カ
マ
エ
ル

ピ
シ
ョ
ヌ
レ

ヒ
ナ
チ
、
ヒ
ナ
チ
グ
ス
リ

ヒ
γ

不
ル

ヒ
ノ
リ
ワ

ヒ
ヤ
イ

ヒ
ュ
!
キ
ダ
ケ

ヒ
ヤ
ガ
ル

ヒ
ョ

l
ロ
グ
ダ
マ

ヒ
ヨ
コ
グ
サ

ヒ
ノレ

タ
ぐ
れ

ひ
き
ず
る

久
し
く

日
が
高
く
昇
る

左
き
き

ひ
も
じ
い

面
倒
な

裏
が
え
し
に
す
る

い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い

捕
え
る

ず
ぶ
ぬ
れ

日
、
日
が
た
つ
の
を
待
つ

も
む

前
庭

冷
い
・
寒
い

火
吹
竹

か
わ
く

あ
わ
て
も
の

は
こ
ベ

た
れ
る
・
出
す
・
放
出
す
る

七
六
五



第
六
編

方

ピ
ン
.
タ
レ

ヒ
ン
ノ
ム

(フ〉

フブ
ア
ツ
イ

フ
イ
ニ
ナ
ル

.フ
エ
ン

フ
ク
ラ

フ
ス
ペ
ル

フ
ス
ボ
ル

フ
セ
ル

ブ
チ
マ
ワ
ス

プ
ッ
テ
シ
マ
ウ

フ
ル
セ

フ
ル
ッ
ク

フ
ン
ド
シ
ヲ
カ
ク

手
フ
ン

e

フ

民
俗
・
文
化

にコ

一
不
潔
な
人

・
し
ま
り
の
な
い
人

一
の
み
こ
む

意

歩
合

・
分
前

厚
い

駄
目
に
な
る

生
魚

ふ
く
ら
は
ぎ

い
ぶ
す

く
す
ぶ
る

埋
め
て
お
く

な
ぐ
る

も
れ
て
し
ま
う

・
水
が

古
い
も
の
(
動
物
)

ふ
く
ろ
う

ふ
ん
ど
し
を
し
め
る

水
・
湯
・
風
呂
(
小
児
)

味

方
へ
l
サ
シ

へ
l
ト
モ
ナ
イ

ヘ
コ
タ
レ
・
へ
コ

ダ
ス

イ

ヘ
ズ
ル

ヘ
タ
ク
ソ

ヘ
チ
コ

チ

ベ
ッ
ピ
ン

J、、"'"、

ノミ ド
ノレ ーマ

ス

e .，...._ 

.，...._ 
へ
一
フ

へ
ラ
コ

イ

4・.，...._ 

ロ
ヘ
ン
シ
モ

へ
ン
ジ
ョ
ウ
コ
ン
ゴ

ヘ
ン
ピ

(

へ

)

t 

I=t 

七
六
六

意

久
し
い

な
ん
と
も
な
い

意
気
地
な
し

減
ら
す

下
手
な

間
違
い
・
反
対
・
あ
べ
こ
べ

美
人

叱
る
・
や
り
こ
め
る

い
や
が
る
・
よ
わ
り
こ
む

着
物

(
小
児
)

協
・
横

お
う
ち
ゃ
く
な
・
ず
る
い

舌す
ぐ
に

不
平
を
だ
ら
だ
ら
言
う
形
容

血t

味



ホ

ノレ

ホ
l
チ
ヤ
グ
ス
ル

ホ
l
ベ
タ
・
ホ

l
ゲ
タ

ホ
イ
ト

ホ
7J 

ホ
ケ

ポ
ー

ポ
ク
ト

l

ボ
ケ
サ
ク

ホ
ザ
ク
ナ

ボ
ジ
レ
ル

ホ
ゼ
ル

ホ
タ
ッ
ク

ホ
ト
ビ
ル

ホ
ロ
セ

ホ
ロ
ケ
サ
ク

ホ
ン
コ

第
七
章

(
ホ
)方

投
げ
る

化
濃
す
る

手
品
手
品

」
F

」

γν
義
C

し
か
・
だ
け

息
・
ゆ
げ

男
の
子

木
の
棒

馬
鹿

言
う
な
・
し
ゃ
べ
る
な

体
の
具
合
が
悪
い

ほ
じ
く
る
・
つ
つ
く

あ
ち
こ
ち
歩
き
ま
わ
る

ふ
や
け
る

・
ほ
と
ぶ

じ
ん
ま
し
ん

ま
じ
め
で
な
い
人

本
勝
負

~ 

仁3

ホ
ン
ソ
ゴ

ホ
ン

J

ア

ホ
ン
ナ
ラ
・
ホ
シ
タ
ラ

ボ
ロ
イ
・
ポ
ロ
グ
ソ

ポ
ン
ポ

(

マ

)

マ
イ
ノ
キ

マ
ギ
ル

マ
ク
バ
ル

マ
ケ
ル

マ
ザ
ル

マ
ゼ
ク
ル

マ
タ
ク
ラ

マ
ツ
コ
ト

マ
ッ
サ
ラ

マ
ツ
ボ
リ

マ
ド
ウ

マ
ド
ロ
コ
シ
イ

愛
児

そ
れ
で

そ
う
し
た
ら

悪
い
・
組
末
な

腹
(
小
児
)

ま
ゆ
毛

じ
ゃ
ま
に
な
る

公
平
に
分
配
す
る

か
ぶ
れ
る

混
じ
る

混
合
す
る

・
か
き
ま
わ
す

股
間

ほ
ん
と
う

本
当
に
新
し
い

余
分
に
働
い
て
貯
え
る
・
へ
そ
く
り

弁
償
す
る

じ
れ
っ
た
い

七
六
七



第
六
編

方

マ
パ
イ

マ
ホ
コ

マ
メ
ナ
カ
エ

-マ

ン
マ
ン
マ

ミ

ズ

グ

サ

イ

ミ
セ

l
ヤ

ミ
セ
ピ
ラ
カ
ス

ミ
セ
モ
ン

ミ
ゾ
イ

ミ
テ
ク
レ

ハ
ガ
ヨ
イ

ミ
ミ
ソ

ミ
ヨ
ウ
ナ

ミ
ヨ
レ

(
ミ
) 民

俗
・
文
化

ー=-
仁3

一
ま
ば
ゆ
い

一
真
正
面

一
元
気
な
か

・
達
者
な
か

一
運
・
拍
子

一
ご
飯
(
小
児
)

意、

み
よ

他
人
行
儀

見
せ
て
く
れ

見
せ
ま
わ
る

見
せ
物

短
か
い

外
観

外
見
が
よ
い

針
の
穴

変
な

見
て
お
れ

味

方

ム
カ
ワ
レ

ム

ク
ム
ゲ
ル

ム
ゴ
イ

ム
シ
ク
ル

ム
ツ
コ
イ

ム
-
フ

メ

l
マ
カ
ス

メ
イ
ボ

メ
ゴ

メ
ツ
ソ

メ

ド
メ

ン

(
ム
)

(
メ
)

にコ

七
六
八

意

一
周
忌

む
く

む
げ
る

か
わ
い
そ
う

む
し
る

油
濃
い

そ
ろ
っ
て
い
な
い

気
を
失
う

ま
ぶ
た
の
は
れ
も
の

ざ
る
の

一
種

大
体
の
見
当

日
あ
て

め
す
(雌
)

味



メ
ン
ド
イ

メ
ン
ド
ウ

メ
ン
メ

I

モモ

l
チ

l
ト

モ
l
マ
l

モ
エ
ル

モ
ガ
ウ

モ
ゲ
ル

モ
シ
ャ
グ
ル

モ
タ
シ
カ
ケ
ル

モ
ノ
J
s

モ
メ
ゴ
ト

モ
ル

モ
ロ
ブ
タ

モ
ロ

l
タ

モ
ン
タ

第
七
章

に あ め
らら ん
んそど
でいう
叱な
る

児

(モ〉

牛
(
児
)

も
う
少
し

程
な
く

ほ
て
る

さ
か
ろ
う
て
言
う

取
れ
る

も
ん
で
し
わ
に
す
る

立
て
か
け
る

こ
と
ば

争
い
ご
と

も
ぐ
(
い
ち
ご
を
も
る
)

餅
を
入
れ
る
重
ね
箱

も
ら
っ
た

帰
っ
て
来
た

方

モ
ン
テ
グ
ル

モ
プ
リ
メ
ジ

(ヤ〉

ヤ
イ
ト

ヤ
オ
イ

ヤ
ケ
ハ
タ

ヤ
ス
ケ
リ
ヤ
ア

ヤ
ゼ
ン

ヤ
ッ
サ
モ
ッ
サ

ヤ
ネ
コ
イ

ヤ
パ
イ

ヤ
マ
コ

ヤ
マ
ゾ
ウ

ヤ
ヤ

ヤ
ヤ
コ
シ
イ

ヤ
ラ
シ
イ

ヤ
一
フ
レ
ル

ヤ
ン
ダ
ニ

き
ゅ
う

や
わ
ら
か

い

や
け
ど

安
け
れ
ば

昨
晩

大
さ
わ
ぎ
の
形
容

む
ず
か
し
い

手
に

お
え
な
い

き
ょ
せ

い
を
は
る

田
舎
者

赤
子

43
ζ
t
k
h
h
 

判
制

u'm恥
チ
ん

い
や
ら
し
い

叱
ら
れ
る

・
や
り
込
め
ら
れ
る

や
た
ら
に

七
六
九



ヤ
ン
チ
ャ
ナ

ニエユ

l
レ
ン

ユ
ス
ク
ル

ユ
ス
グ

ユ
ハ
イ

ユ
ル
リ

ヨ
l
ケ

ヨ
ー
ヨ
ー

ヨ
ウ
サ
ヨ

ヨ
カ
ロ

ヨ
ク
ン
ボ

ヨ
タ
ン
ボ 第

六
編

，.-... 

ユ
、ーノ

(ヨ〉 民
俗
・
文
化

t 

tコ

汚
L、

む
さ
く
る
し
し、

L、
た
ず
ら
な

意、

味

湯
・
ゆ
ず

ゅ
う
れ
い

ゆ
す
ぶ
る

す
す
ぐ

い遺
ろ牌
り

た
く
さ
ん

や
っ
と

晩
ま
で
会
わ
ぬ
朝
の
別
れ
の
あ
い
さ
つ

よ
い
だ

ろ
う

け
ち
ん
ぼ
う

ょ
っ
ぱ
ら
い

方

ヨ
モ
ダ

ヨ
モ
チ

ヨ
モ
ク
ル

ヨ
リ
ノ

ヨ
ン
ベ

ラ
ン
キ
ョ

リ
グ
ル

リ
ノ
コ

J
a

リ
ン
リ
キ

ル
ス
モ
リ

。
フ
)

(リ〉
(
ル
)

七
七

O

1=1 

昨 集
夜り

意

ま
じ
め
で
な
い

世
帯
持
ち

よ
も
だ
を
言
っ
た
り
し
た
り
す
る

人り念
力こを
車う入

なれ
る

文
句
を
つ
け
る

味



レ
ン

レ
ン
ギ

ロ
グ
ダ
マ

ロ
ク

J

ア
ナ
シ

ロ
ッ
ポ

ワ
カ
イ
シ

第
七
章

(レ)
(口〉

(
ワ
)方

一
:
い
け
な
い
・
:
:
:
で
き
な
い

一
す
り
こ
ぎ

筒普 ろ
袖通く
のでに
上な
衣い

つ
ま
ら
な

人

一
若
衆

・
青
年

-= 
仁3

ワ
グ

ワ
ケ
ス

ワ
ザ
ト

ワ
シ

ワ

タ
ワ
ヤ
グ
・
ワ
ル
サ

ワ
ヤ
ク
チ
ャ

(ン〉

ンン

l
ン

間
引
き

わ
け

故
意
に

f
-

1
4
 

ぞ
う
も
つ

い
た
ず
ら

無
茶
若
茶

は
い
(
返
事
)

ん
に
ゃ
(
そ
う
で
は
な
い
)

七
七



第
六
編

民
俗

・
文
化

七
七

第
八
章

ふ
る
さ
と
の
文
化
財

我
が
ふ
る
さ
と
の
文
化
財
は
、
我
々
の
祖
先
が
歩
ん
だ
足
跡
の

ひ
と
つ
ひ
と
つ
で
あ
り
、
後
世
に
大
き
く
寄
与
す
る
貴
重
な
文
化
遺
産

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
祖
先
の
生
活
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
先
人
と
の
心
の
ふ
れ
合
い
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

古
き
も
の
を
伝
承
す
る
心
は
、
新
し
き
文
化
へ
の
創
造
に
つ
な
が
る
。
ふ
る
さ
と
を
愛
し
、
う
る
お
い
の
あ
る
村
づ
く
り
に
は
、
文
化

遺
産
を
保
護
す
る
精
神
が
最
も
大
切
で
あ
る。

我
が
村
に
は
、
国
指
定
の
特
別
天
然
記
念
物
を
は
じ
め
、
県
指
定
、
村
指
定
の
文
化
財
が
あ
り
、
村
で
は
文
化
財
保
護
条
例
を
制
定
し

て
、
文
化
財
保
護
委
員
会
の
発
足
に
よ
り
、

文
化
遺
産
の
発
掘
と
保
護
に
取
組
ん
で

い
る
が
、
日
も
浅
く
ま
だ
ま
だ
で
あ
り
、
今
後
さ
ら

に
す
す
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
節

国
指
定
の
文
化
財

八
釜
の
甑
穴
群

(特
別
天
然
記
念
物
)

所
在
地

柳
谷
村
大
字
柳
井
川

指

定

昭
和
二
七
年
三
月
二
九
日
(
国
指
定
)

仁
淀
川
の
支
流
で
あ
る
里
川
の
河
床
に
、
長
年
に
わ
た
る
浸
蝕
作
用
に
よ

っ
て
、
巨
大
な
願
穴
を
な
し
て
い
る
も
の
で



あ
り
、
県
下
唯
一
つ
の
特
別
天
然
記
念
物
で
あ
る
ハ
詳
細
は
、
第
四
一婦
の
観
光
参
照
)
。

第
二
節

四
国
カ
ル
ス

ト

第
三
節

←ぅ

所
在
地

指天
然
記
念
物

愛
媛
県
指
定
の
文
化
財

(県
立
自
然
公
園
)

柳
谷
村
大
字
西
谷

定

昭
和
三
九
年
三
月
二
一
日
県
指
定

(第
四
編

産
経
通
運

・
観
光
参
照
)

村
指
定
の
文
化
財

所
在
地

大
宮
八
幡
神
社
の
大
杉
(
昭
和
五
八
年
三
月

一
四
目
指
定
)

柳
谷
村
大
字
中
津
西
村

所
有
者

根
回
り

目
通
り

第
八
-章

大
宮
八
幡
神
社

一
七

・
0
メ
ー
ト
ル

ハ
・
三
ぷ

l
ト
ル
a

ふ
る
もさ
と
の
文
化
財

七
七
三

大宮八幡神社大杉



第
六
編

民
俗
・
文
化

樹樹

七
七
四

両

0
・
0
メ
ー
ト
ル

神
社
の
境
内
、
社
殿
の
前
に
あ
っ
て
、
樹
齢
七

O
O年
と
推
定
さ
れ
る
老
杉
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
地
上
一
メ
ー
ト
ル
の

所
か
ら
、
二
大
支
幹
に
な
っ
て
、
樹
高
四
二
メ

ー
ト
ル

に
及
ぶ
巨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
一
八
年
、
神
社
の
火
災
に

よ
っ
て
、

齢

七

O
O年
(
推
定
)

こ
の
杉
は
、
仁
平
年
問
、
朝
臣
頼
政
の
家
臣
、
井
野
早
太
が
植
え
た
と
い
わ
れ
る
伝
説
が
あ
る
(
第
六
章
、
伝
説
参
照
)
O

一
本
が
焼
け
現
在
は

一
本
立
ち
と
な
っ
て
い
る
が
、
樹
勢
や
や
衰
退
の
傾
向
が
あ
る
。

所
在
地

大
宮
八
幡
神
社
の
モ
ミ
の
木
(
昭
和
五
八
年
三
月
一
四
目
指
定
)

柳
谷
村
大
字
中
津
西
村

。
所
有
者

根
回
り

目
通
り

樹樹

大
宮
八
幡
神
社

四
・
二

0
メ
ー
ト
ル

了

五

五
メ

ー
ト
ル

十周同

一五

・
0
メ
ー
ト

ル

大
宮
八
幡
神
社
の
境
内
木
と
し
て
、

其
道
ぐ
伸
び
て
樹
勢
も

齢

三

O
O年
〈
推
定
)

旺
盛
で
あ
り
モ
ミ
の
木
で
は
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。

H
W
 
大
宮
八
幡
神
社
の
ト
チ
の
木
(
昭
和
五
八
年
三
月
一
回
目
指
定
)

大宮八幡神社のモミノキ



所
在
地

所
有
者

根
回
り

目
通
り

樹樹

柳
谷
村
大
字
中
津
西
村

大
宮
八
幡
神
社

五
・
八
メ
ー
ト
ル

一
・
七
メ
ー
ト
ル

局

二
五
・

0
メ
ー
ト
ル

大
宮
八
幡
神
社
の
境
内
木
で
あ
り
、
木
全
体
は
斜
め
に
伸
び
て
い
て
、
地
上
一
メ
ー
ト
ル
の
所
か
ら
支
幹
が
出
て
お
り

大
支
幹
の
方
が
、

制

齢

三

O
O年
(
推
定
)

目
通
り
三
・
七
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

所
在
地

中
津
御
所
の
サ
ン
ゴ
ジ
ュ
(
昭
和
五
八
年
三
月

一
回
目
指
定
)

柳
谷
村
大
字
中
津
窪
田

所
有
者

根
回
り

目
通
り

樹樹

鈴
木
ト
ク

一
・
六
五
メ
ー
ト
ル

一
・
四
五
メ

ー
ト
ル

高

五

・
0
メ
ー
ト
ル

齢

二
五

O
年
(
推
定
〉

地
上

一
・
六
メ

ー
ト
ル

の
所
で
三
本
に
分
岐
し
て
い
て
、
樹
勢
は
旺
盛
で
あ

る。

第
八
章

ふ
る
さ
と
の
文
化
財

七
七
五

大宮八幡神社のトチノキ



第
六
編

民
俗
・
文
化

向

所
在
地

西
村
大
師
堂
の
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
(
昭
和
五
八
年
三
月
一
四
目
指
定
)

柳
谷
村
大
字
中
津
西
村

所
有
者

根
回
り

目
通
り

樹樹

大
西
富
繁

二
・

0
メ
ー
ト
ル

一
・
八
メ
ー
ト
ル

局

九
・

0
メ
ー
ト
ル

齢

二

O
O年
(
推
定
)

地
上
二
メ
ー
ト
ル
で
三
分
岐
し
て
い
る
。
樹
勢
は
や
や
衰
え
て
い
る
が
、

毎
年
美
し
い
花
を
つ
け
て
い
る
。

約

所
在
地

岩
川
六
社
神
社
の
ツ
バ
キ
(
昭
和
五
八
年
三
月
一
回
目
指
定
)

ム
ヘ
土
中
土
覚
hV

-
J-Add-
4A
l
J
J
d
1
4u
C
『

t
e

所
有
者

根
回
り

目
通
し

樹4封

柳
谷
村
大
字
中
津
山
石
川

¥
上
工
申
士

ノ
J
J
1
4
A
l
'
d
t

一
・
四
五
メ
ー
ト
ル

一
・
三

二
メ

ー
ト
ル

高

一
0
・
0
メ
ー
ト
ル

齢

二

O
O年
(
推
定
)

直
径
一
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
ツ
バ
キ
は
き
わ
め
て
ま
れ
で
、
真
直
ぐ
に
伸
び

七
七
六

中津御所のサンゴジュ西村大師堂のシダレザクラ



岩川六社神社のツバキ

傘
状
を
呈
し
て
い

る
。
樹
勢
も
き
わ
め
て
旺
盛
で
あ
る。

的

所
在
地

柳
谷
村
大
字
柳
井
川
鉢

鉢
の
ア
カ
ガ
シ

(
昭
和
五
八
年
三
月
一
四
目
指
定
)

九
社
神
社
境
内

所
有
者

九
社
神
社

根
回
り

四、

0
メ
ー
ト
ル

目
通
り

一
・
八

メ
ー
ト
ル

樹

局

二

0
メ
ー
ト
ル

樹

齢

五

O
O年
(
推
定
)

境
内
に
三
株
あ
り
、
同
じ
大
き
さ
の
も
の
が
三
株
揃
っ
て
い
る
の
は
県
下
で
も
珍
ら
し
い
。

二
株
は
樹
勢
が
旺
盛
で
あ

る
が
一
株
は
、
衰
退
し
て
い
る
。

第
八
章

ふ
る
さ
と
の
文
化
財

鉢のアカガシ
七
七
七



第
六
編

民
俗

・
文
化

所
在
地

鉢
の
シ
イ
ノ
キ
(
昭
和
五
八
年
三
月
一
四
目
指
定
)

柳
谷
村
大
字
柳
井
川
鉢

九
社
神
社
境
内

(内

所
有
者

根
回
り

目
通
り

樹樹

九
社
神
社

六

・
八
メ
ー
ト
ル

五
・
二
メ
ー
ト
ル

局

一
七
メ
ー
ト
ル

七
七
八

落
雷
で
一
枝
が
折
れ
、
幹
の
三
分
の
一
が
枯
れ
て
い
る
が
、
樹
勢
は
旺
盛
で
あ
る
。

ら
し
い
巨
樹
で
あ
り
、
そ
の
附
近
に
、
シ
イ
ノ
キ
の
小
群
落
も
見
ら
れ
る
。

齢

五

O
O年
(
推
定
〉

所
在
地

鉢
の
ヒ
メ
コ
マ
ツ
(
昭
和
五
八
年
三
月
一
回
目
指
定
)

柳
谷
村
大
字
柳
井
川
鉢

九
社
神
社
境
内

ω 

所
有
者

根
回
り

目
通
り

樹4首

九
社
神
社

了
七
メ
ー
ト
ル

二

・
七
メ
ー
ト
ル

高

一一一一一

メ
ー
ト
ル

齢

二
五

O
年
(
推
定
)

植
栽
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、

ヒ
メ
コ
マ
ツ

(
五
葉
松
)

シ
イ
ノ
キ
と
し
て
は
県
下
で
も
珍 鉢のシイノキ鉢のヒメコマツ



と
し
て
は
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
樹
勢
は
旺
盛
。

第
八
章

所
在
地

郷
角
の
エ
ド
ヒ
ガ
ン
ザ
ク
ラ
(
昭
和
五
八
年
三
月
一
回
目
指
定
)

柳
谷
村
大
字
西
谷
郷
角

t会

所
有
者

根
回
り

目
通
り

樹l卦

丸
山
芳

四
・

0
メ
ー
ト
ル

了
三
七
メ
ー
ト
ル

局

一
八
・

0
メ
ー
ト
ル

樹
勢
は
衰
退
し
て
い
る
が
、
毎
年
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
サ
ク
ラ
で
こ
の
よ
う
に
古
い
の
は
珍
ら
し
い
。

根
元
は
空
洞
に
な
っ
て
い
て
、
地
蔵
様
が
柁
ら
れ
て
お
り
、
七
人
塚
の
一
つ
と
伝
え
ら
れ
て
い

る。

。

(給

四

O
O年
(
推
定
)

所
在
地

本
谷
の
乳
イ
チ
ョ
ウ
(
昭
和
五
八
年
三
月
一
回
目
指
定
)

柳
谷
村
大
字
西
谷
本
谷

所
有
者

根
回
り

目
通
り

樹

渡
部
理

四
・

0
メ
ー
ト
ル

一
・
四
二
メ
ー
ト
ル

ふ
る
さ
と
の
文
化
財

高

一
八
メ
ー
ト
ル

七
七
九

郷角エドヒガンザクラ本谷の乳イチョウ



第
六
編

民
俗

・
文
化

1封

齢

二
五

O
年
(
推
定
)

地
上
七
メ
ー
ト
ル

か
ら
幹
が
分
岐
し
、

七
八

O

よ
く
繁
茂
し
て
枝
張
り
も
見
事
で
あ
る
。
樹
間
か
ら
垂
下
し
て
い
る
柱
状
癒
を

乳
と
呼
ん
で
、
こ
の
木
に
願
を
か
け
る
と
乳
が
も
ら
え
る
と
伝
え
ら
れ
「
乳
イ

チ
ョ
ウ
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
樹
勢
は
非

常
に
旺
盛
で
あ
る
。

白

所
在
地

奈
良
薮
の

ト
チ
の
木
(
昭
和
五
八
年
三
月

一
回
目
指
定
)

所
有
者

小
栗
数
男

柳
谷
村
大
字
柳
井
川
奈
良
薮

~
↑引ぜ
か
品
川

;
;
'
 

目
通
り

四
・
五
メ
ー
ト
ル

六

・
二

メ
ー
ト

ル

.

根
回
り

樹

局

二
五

メ
ー
ト
ル

奈良薮のトチノキ

古味大師堂の大杉



樹
地
上
一

0
メ
ー
ト
ル
で
六
分
岐
し
て
、
傘
状
を
呈
し
て
い
る
。

齢

五

O
O年
(
推
定
)

山
の
神
が
柁
ら
れ
、
神
木
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
る
。

所
在
地

古
味
大
師
堂
の
大
杉
(
昭
和
五
八
年
三
月
一
回
目
指
定
)

柳
谷
村
大
字
西
谷
古
味

昌

所
有
者

根
回
り

目
通
り

桧j樹

森
岡
英
男

六
・

0
メ
ー
ト
ル

五

・
一
メ
ー
ト
ル

r. 
l口j

一八
メ
ー
ト
ル

枝
張
り
は
広
く
各
方
向

へ
、

齢

ハ
O
O年
(
推
定
)

五

i
八
メ

ー
ト
ル
に
及
び
形
態
は
壮
大
で
あ

り
、
樹
勢
は
旺
盛
で
あ
る
ρ

所
在
地

早
虎
神
社
鎮
守
の
森
(
昭
和
五
八
年
三
月
一
回
目
指
定
〉

柳
谷
村
大
字
柳
井
川

同

所
有
者

根
回
り

早
虎
神
社

ふ
る
さ
と
の
文
化
財

五

・
五
メ
ー
ト
ル

第
八
章

ト
チ
ノ
キ
と
し
て
は
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
根
一
元
に
は

七
八

早虎神社鎮守の森



第
六
編
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俗
・
文
化

目
通
り

樹樹

四
・
八
メ

ー
ト
ル

Eコ
『司

0
メ
ー
ト
ル

齢

五

O
O年
(
推
定
〉

早
虎
神
社
の
境
内
木
と
し
て
、
樹
齢
五

O
O年
の
ス
ギ
を
頭
に
、

ス
ギ
二
六
本
、

七
八

ヒ
ノ
キ
一
本
の
計
二
七
本
が
あ
る
。

落
雷
に
よ
り
四
本
の
ス
ギ
が
破
損
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
も
の
は
樹
勢
旺
盛
で
あ
る
。
な
お
こ
の
鎮
守
の
森
の
ス
ギ

の
木
が
な
ぜ
植
え
ら
れ
た
の
か
、
こ

の
木
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
あ
る
(
第
六
章

無
形
文
化
財

付

木
村
祭
獅
子

明
治
三
八
年
こ
ろ
か
ら
、
柳
井
川
松
木
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
獅
子
舞
い
で
あ
る
(
第
五
章

(二3

村
j師
子

明
治
三
八
年
こ
ろ
か
ら、

四
谷
小
村
に
伝
わ
る
獅
子
舞
い
で
あ
る
(
第
五
章

内
問

西
村
獅
子

明
治
末
期
か
ら
中
津
西
村
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
獅
子
舞
い
で
あ
る
(
第
五
章

(
昭
和
四
七
年
三
月
二
五
目
指
定
)

制

名
荷
踊
り

(
昭
和
四
七
年
三
月
二
五
目
指
定
)

(
昭
和
四
七
年
三
月
二
五
目
指
定
)

(
昭
和
四
七
年
三
月
二
五
目
指
定
〉

伝
説
参
照
〉
0

芸
能
参
照
〉0

芸
能
参
照
〉0

芸
能
参
照
)
。



伝
え
ら
れ
た
と
い
う
(
第
五
章

芸
能
参
照〉

0

明
治
初
期
、
阿
波
の
国
(
徳
島
)
か
ら
名
荷
の
舟
戸
の
奥
へ
、

田
掘
り
に
来
て
い
た
、

伺

立
野
万
歳

(
昭
和
四
七
年
三
月
二
五
目
指
定
)

島
之
助
と
い
う
者
に
よ

っ
て

わ
れ
て
い
る
(
第
五
章

芸
能
参
照
〉
0

明
治
初
期
、
当
時
の
父
二
峰
村
(
久
万
町
)
父
の
川
の
作
太
と
い
う
者
が
立
野
の
若
者
に
教
え
た
の
が
始
ま
り
だ
と
い

第
四
節

そ
の
他
の
文
化
財

神

社
(
第
七
編

生
活
安
全
参
照〉

付

早
虎
神
社
(
柳
井
川
松
木
)

∞
 
総
高
地
神
社
(
柳
井
川
高
地
)

制局

九
社
神
社
(
柳
井
川
鉢
)

五
社
八
幡
神
社
(
西
谷
郷
角
)

寺
(
第
七
編

生
活
安
全
参
照
〉

無
量
寺

(
柳
井
川
落
出〉

第
八
章

ふ
る
さ
と
の
文
化
財

向

五
社
神
社
(
西
谷
名
荷
)

的

川
崎
神
社
(
西
谷
古
味
)

的

大
宮
八
幡
神
社
(
中
津
西
村
〉

的

河
内
神
社
(
中
津
休
場
)

亡コ

円
福
寺
ハ
柳
井
川
鉢
〉

七
八
三



第
六
編

民
俗

・
文
化

七
八
四

同
開

宝
王
寺
(
西
谷
大
成
〉

大
寂
寺
(
中
津
窪
田
)

帥

史

蹟
(
第
二
一蹴

歴
史
参
照
)

付

古
城
祉
(
柳
井
川
立
野
)

約

明
神
氏
の
墓

(
柳
井
川
松
木
〉

亡コ

古
域
社
(
中
津
岩
川
)

西
谷
村
庄
屋
所
跡
(
西
谷
本
谷
)

的

白

古
城
祉
(
西
谷
小
村
)

内

西
谷
村
庄
屋
の
墓
(
西
谷
本
谷
)

制

古
城
祉
(
西
谷
横
野
)

仇)

久
主
村
庄
屋
所
跡
〈
中
津
窪
田
)

伺

柳
井
川
村
庄
屋
所
跡
(
柳
井
川
大
窪
谷
)

久
主
村
庄
屋
の
墓

(中
津
窪
田
)

ゆ

四

常

夜

燈

付

立
野
の
常
夜
燈

〈柳
井
川
立
野
)

こ
の
常
夜
燈
は
、
い
ま
で
も
毎
夜
火
が
と
も
る
常
夜
燈
と
し
て
、

県
下
で
も
め
ず
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。

建
立
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
五
百
年
く
ら
い
前
か
ら
、
部
落
の
住
民
が
、

「
村
中
安
全
、
部
落
中
安
全
了
通
行
人
の
安

全
」
を
金
毘
羅
さ
ん
、
秋
葉
さ
ん
、
愛
宕
さ
ん
に
祈
願
し
て
始
め
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
現
在
も
部
落
の
一
五
戸
が
当
番
制
に

よ
っ
て
、

毎
夜
こ
の
火
を
た
や
す
こ
と
が
な
い
。

。
休
場
の
常
夜
燈

(中
津
休
場
〉

休
場
の
寺
屋
敷
跡
に
あ
る
。
建
立
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
初
期
か
ら
金
毘
羅
さ
ん
を
担
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。



立野常夜燈

休場常夜燈

常
夜
燈
と
し
て
は
、
村
内
の
他
の
も
の
よ
り
規
模
も
大
き
く
、
石
積
み
で
造
ら
れ
て
い
る
珍
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。

同
小
村
の
常
夜
燈
(
西
谷
小
村
)

建
立
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
初
期
よ
り
、
部
落
を
火
災
か
ら
守
る
「
火
ぶ
せ
き
さ
ま
」
と
し
て
和
ら
れ
て
き
た
。

第
八
章

ふ
る
さ
と
の
文
化
財

小村常夜燈

西村常夜燈
七
八
五



第
六
編

民
俗

・
文
化

七
八
六

中田常夜燈

土居備中守義満の墓

毎
月
五
日
と
二

O
日
に
は
当
番
制
に
よ
っ
て
、

も
の
で
あ
る
が
、
木
で
代
々
創
ら
れ
て
き
た
常
夜
燈
は
珍
ら
し
い
。

伺

西
村
の
常
夜
燈
(
中
津
西
村
)

ロ

l
ソ
ク
の
火
が
と
も
る
。
現
在
の
常
夜
燈
は
、
昭
和
三
五
年
に
再
建
さ
れ
た

あ
か
り

明
治
初
期
に
、
明
神
山
の
山
の
神
を
犯
る
燈
と
し
て
、
建
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
建
立
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
。

自
然
石
で
創
ら
れ
た
常
夜
燈
で
は
村
内
最
大
で
あ
る
。

向

中
田
の
常
夜
燈
(
中
津
中
田
)

明
治
初
期
か
ら
、
松
岡
八
幡
様
の
お
ひ
か
り
と
し
て
建
立
さ
れ
た
。
建
立
年
月
日
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
位
置
も
、
昭
和
四

三
一
年
道
路
改
良
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
。



五

墓

碑

付

五
輪
塔
(
鉢
)

こ
の
五
輪
椛
は
鉢
の
開
祖
と
い
わ
れ
る
「
土
居
備
中
守
義
満
」
の
基
で
あ
る
。
こ
の
石
碑
の
正
面
に
は
、
「
備
中
守
義
満
」
、

側
面
に
、

「
民
辰
文
政
三
年
二
月
八
日
」
と
あ
る
。
土
居
備
中
守
は
南
朝
の
落
武
者
で
、
河
野
弾
正
ら
と
と
も
に
、

鉢
窪
の
大

蛇
退
治
を
し
た
と
っ
た
え
ら
れ
、
地
元
の
人
達
は
八
幡
様
と
呼
び
、旧
盆
一
五
日
に

お
祭
り
を
し
て
い

る
。
(
第
六
章

伝
説
参
照
)

ー_r_.
ノ¥

記

念

碑

付

記
念
之
沌
の
碑
(
中
津
川
之
内
)

記
念
の
ぬ
は
、
県
道
土
佐
街
道

(
現
在
の
国
道
三
三
号
線
〉
閉
さ
く
の
際
、
時
の
県
知
事
、
関
新
平
が
命
名
し
た
。

」
の
碑

は
、
故
闘
新
平
氏
の
県
道
関
さ
く
事
業
の
功
績
を
た
た
え
、
明
治
二
九
年
九
月
、

六
代
目
小
牧
県
知
事
が
碑
文
を
記
し
、
故
関

県
知
事
の
同
郷
佐
野
常
民
伯
に

「
記
念
之
沌
」
の
題
碑
を
も
と
め
、
久
主
部
落
民
の
出
夫
に
よ

っ
て
こ
の
地
に
建
碑
さ
れ
た。

(第
二
編

歴
史
参
照
)

。大
寂
寺
殿
従
三
位
土
岐
煩
政
公
碑
(
中
津
窪
田
)

大
寂
寺
は
、
治
承
四
年
(
一
一

八
O
)
四
月
、
頼
政
が
久
栖

(久
主
)
の
館
跡
に
、
母
の
菩
提
所
と
し
て
創
設
し
た
寺
と
伝
え

ら
れ
る
。
頼
政
は
、
文
武
両
道
に
秀
で
た
武
士
と
し
て
忠
誠
を
牽
く
し
、
戦
い
敗
れ
て
京
に
た
お
れ
た
。

忠
臣
、

井

野

早

太

が
、
頼
政
の
位
牌
を
奉
じ
て
帰
り
、
大
寂
寺
に
安
置
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
(
第
六
章

伝
説
参
照
〉
0
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こ
れ
ら
の
伝
え
に
よ
っ
て
、
大
正
八
年
一
一
月
、
中
津
村
在
郷
軍
人
会
は
、
武

こ

す

い

土
道
を
鼓
吹
す
る
た
め
、
寺
の
庭
に
、

「
大
寂
寺
殿
従
三
位
土
岐
頼
政
公
碑
」

と
題
す
る
こ
の
碑
を
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
碑
は
、
自
然
石
で
、
幅

O
、
八
メ
ー
ト

ル
、
高
さ
二
、

0
メ
ー
ト
ル
で
あ

る。

同
開

千
代
ケ
橋
の
碑
(
柳
井
川
川
前
)

天
保
一
五
年
(
一
八
四
四
)
三
月
、
黒
川
の
千
代
ケ
橋
(
現
在
の
黒
川
橋
よ
り
約
五

0
メ
ー
ト
ル
下
流
〉
架
設
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
流
れ
て
川
岸

に
埋
っ
て
い
た
の
を
、
昭
和
五
六
年
、

川
前
の
高
橋
文
夫
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ

た
。
こ
の
碑
の
大
き
さ
は
、
幅

0
・
四
五
メ
ー
ト
ル

、
高
さ
一

・
二
メ
ー
ト

ル
の

七
八
八

大寂寺殿土岐頼政公碑

「
千
代
ケ
橋
」
の
題
字
の
ほ
か
に
、
世
話
人
、
彦
左
衛
門

・
伝
太
、
石
工
、
久
谷
村
七
次
郎

・
大
州
大
瀬
村

自
然
石
で
あ
り
、

仲
次
と
記
さ
れ
て
い
る
。

現
在
地
の
黒
川
橋
が
架
設
さ
れ
た
の
は
、
大
正
二
二
年
で
あ
り
、

い
か
に
喜
び
こ
の
碑
を
建
て
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。

八

O
年
余
り
黒
川
の
渡
し
を

昔
の
黒
川
は
渡
し
だ
っ
た
と
い
わ
れ
、
人
々

は
こ
の
橋
の
架
設
を
、そ

う
す
る
と
千
代
ケ
橋
は
、

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。



帥

岡
田
清
次
郎
翁
煩
徳
碑
(
西
谷
小
村
)

千代ケ橋碑

岡田清次郎翁頒徳碑

岡
田
清
次
郎
翁
は
、
明
治

一
四
年
、
松
山
の
三
津
か
ら
三
坂
を
越
え
て
久
万
山
に
入
り
、
小
村
に
居
所
を
定
め
て
雑
貨
商
を

営
ん
だ
と
い
う
。
清
次
郎
翁
は
大
変
慈
愛
に
み
ち
た
人
で
、
同
情
心
厚
く
、
他
人
の
苦
し
み
を
自
分
の
苦
し
み
と
し
て
考
え
、

村
内
各
地
で
、
水
害

・
火
災
・

病
気
な
ど
が
あ
れ
ば
見
舞
っ
て
歩
き
、
貧
し
い
人
に
は
惜
し
げ
も
な
く
金
品
を
送
っ
た

と
い

ぅ
。
し
か
し
、

家
庭
生
活
は
き
び
し
く
、

常
に
ぜ
い
た
く
を
い

ま
し
め
、
物
を
組
末
に
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
清
次

郎
翁
は
公
共
心
に
富
み
、
、

多
く
の
人
た
ち
の
信
頼
を
得
て
、
村
会
議
員
と
し
て
村
の
政
治
に
も
つ
く
し
た
。

特
に
信
仰
心
が
深
く
、

小
村
の
人
々
と
共
に
、
新
四
国
八
十
八
ケ
所
を
つ
く
り
、
村
人
に
信
仰
心
を
広
め
た
。

こ
の
よ
う
な
業
績
を
た
た
え
る
た
め
、
昭
和

一
二
年
一
月
、
人
々
は
翁
の
胸
像
を
西
谷
小
村
に
建
立
し
た
。
こ
の
胸
像
は
、

昭
和
一
八
年
、
太
平
洋
戦
争
の
時
供
出
さ
れ
、
昭
和
三
四
年
六
月
、
再
び
人
々
に
よ
っ
て
こ
の
頒
徳
碑
が
建
立
さ
れ
た。
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伺

西
谷
教
育
後
援
会
頒
徳
碑
(
西
谷
大
成
)

」
の
煩
徳
碑
は
、
教
育
の
振
興
を
は
か
る
た
め
、

七
九

O

一
月
、 財

団
法
人
西
谷
教
育
振
興
会
の
い
し
ず
え
を
築
い
た
、
先
人
の
泣
徳

碑
文
に
よ
っ
て
、

を
偲
び
、
こ
れ
を
た
た
え
て
、
昭
和
五
六
年

上
義
春

幸
栄
校
長

ヲ
画
策
シ

西
谷
公
民
館
前
の
広
場
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

西
谷
教
育
の
振
興
に
想
を
寄
せ
、
情
熱
を
燃
や
し
た
先
人
た
ち
の
偉
業
が
偲
ば
れ
る
。

目年

文

昭
和
二
十
年
一
月
二
十
六
日

村
長
丸
石
繁
頼

学
務
委
員
永
井
百
蔵

西
森
義
元

地
元
委
員
宮
部
宗
晴

大
西
清
馬
教
頭
等

学
校
関
係
者
鈴
木

四
谷
ノ
最
高
指
導
者
ハ
西
谷
小
学
校
ノ
統
合

高
橋
義
一

西
谷
住
民

ノ
納
得
工
作
ヲ
進

メ
テ

イ
タ
ガ

合
意
ガ
得
ラ
レ
学
校

用
地
ト
実
習
地
ヲ
買
収
ス
ル
タ
メ

関
係
地
主
阿
旧
作
太
郎

折
術
シ
タ
結

橋
柳
蔵

凶
川
政
次
郎

山
本
源
松

一
回
向
橋
安
丸
等
ヲ
集
メ
売
波
シ
ニ
ツ
イ
テ

果
西
谷
有
史
以
来

ノ
大
事
栄
ヲ
山
解
サ
レ

名
荷
分
校

先
制
伝
来
ノ
七
地
ヲ
手
此
シ
議
波

本
校

古
味
分
校
ヲ
四
谷
ノ
中
心
地
コ
コ

ノ
承
諾
ガ
得
ラ
レ

タ

ア
テ
タ

大
成
一
一
統
合
ス
ル
コ
ト
卜
決
定
シ

ソ
ノ
他
山
谷
住
民

川
地
民
収
代
金
ハ
寄
付
金
ヲ
非
ツ
テ
之
ニ

特
別
寄
付
者
日
発
五
千
円

森
阿
倍
一
五
千
円

ニ
モ
応
分
ノ
寄
付
金
が
割
リ
当
テ
ラ
レ
弐
万
数
千
円
が
集
メ
ラ
レ
タ

手[1

寄
付
者

十
年
六
月
二
十
八
日

土
地
譲
渡
人
等
が
招
集
サ
レ

土
地
買
収
代
金
壱
万
八
千
六
古
五
拾
五

柳
谷
第
二
国
民
学
校

一一
発
起
人

学
校
凶
係
者

稲
田
政
之

近
山
政
弘

村
会
議
員
高
橋
数
応

IF') 万Ij

村財団法人西谷教育後援会頒徳記念碑



円
也
ヲ
地
主
ニ
支
払
ツ
テ
感
謝
記
念
祭
ヲ
行
イ
統
合
ノ
気
運
ハ
最
高
湖

-一
達

シ
タ
コ
ノ
会
場
デ
財
団
法
人
西
谷
教
育
後
援
会
ノ
設

立
ガ
決
定
サ
レ
タ
終
戦
ノ
混
乱
デ
小
学
校
統
合
ハ
一
時
挫
折
ヲ
シ
タ
ガ
学
制
改
革
-
一
ヨ
ッ
テ
新
制
中
学
校
が
大
成
一
一
統
合
開
校

ツ
タ
木
会
ノ
役
員
ハ
実
習
地
ニ
植
林
ヲ
シ
テ
ソ
ノ
収
抗
デ
学
校
施
設
ヲ
充
実
シ
育
英
事
業
ヲ
推
進
シ
西
谷
教
育
ノ
振
興
ヲ
図
ル

コ
ト
ト
シ

タ
ソ
ノ
後
西
谷
住
民
ハ
大
字
役
ト
称
シ
テ
無
償
一
ア
労
カ
ヲ
提
供
シ
植
林
ノ
管
理
育
拠
一
一
力
メ
収
益
拡
大
ノ
基
槌
ヲ
造

創
立
三
十
六
周
年
ヲ
記
念
シ
本
会
ノ
基
礎
ヲ
築
カ
レ
タ
先
輩
一
一
感
謝
シ
多
ク
ノ
業
績
ヲ
沿
革
史
ニ
記
シ
テ
ソ
ノ
遺
徳
ヲ
偲

ツ
タ

ピ
コ
コ
ニ
煩
徳
碑
ヲ
建
立
シ
顕
彰
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
ル

昭
和
五
十
六
年
十

一
月
吉
日

」
の
碑
の
建
立
と
と
も
に
、
沿
革
史
「
あ
し
あ
と
」
を
発
刊
し
、

西
谷
の
学

校
統
合
に
至
る
戦
前
戦
後
を
通
じ
て

の
動
き
を
記
し
て
い
る
。

的

大
田
正
志
の
歌
碑
(
西
谷
姫
鶴
平
)

放
牧
の
牛
が
自
ら
つ
け
し
道

有
刺
鉄
線
の
柵
沿
ひ
に
仲
ぶ

歌
壇
「
青
垣
」
に
所
属
す
る
久
万
町
出
身
の
大
田
正
志
氏
が
五
段
高
原
の
放
牧

の
情
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
が
、
昭
和
四

一
年
一
一
月
、
明
治
記
念
総
合
歌
会
に
入
選
し
、
こ
れ
を

記
念
し
て
昭
和
五
一
年
八
月
村
が
主
宰
し
て
顕
彰
会
と
と
も
に
姫
鶴
平
に
建
立
し

た
も
の
で
あ
る
。
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七
九

{ゆ

逗
子
八
郎
の
歌
碑
(
柳
井
川
永
野
)

黒
川
渓
蒼
き
樹
林
の
底
深
く

も
の
の
命
を
見
せ
て
行
く
水

東
京
在
住
の
歌
人
、
逗
子
八
郎
(
木
名
井
上
司
朗
)
氏
が
、
昭
和
五
四
年
七
月
三

O
日
「
四
国
カ
ル
ス
ト
草
地
開
発
牧
道
未
完

成
分
一

0
0
0
メ
ー
ト
ル
」
に
関
す
る
自
然
保
護
問
題
裁
決
の
た
め
、
天
狗
高
原
に
一
泊
し、

翌
三
一
日
面
河
に
向
う
道
す
が

ら
黒
川
渓
谷
の
情
景
を
一
詠
ま
れ
た
一
首
で
あ
る
。

歌
碑
は
県
道
一
号
線
が
、
国
道
四
四

O
号
線
に
昇
格
し
た
こ
と
を
記
念
し
、
村
が
昭
和
五
六
年
一

一
月
三
日
国
道
四
四

O
号

線
沿
い
に
建
立
し
た
。

七

地

蔵

付

福
地
蔵
〈
柳
井
川
永
野
)

」
の
地
蔵
が
犯
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
年
代
は
不
詳
で
あ
る
。

背
こ
の
地
成
の
あ
る

部
落
で
は
、

人
々
が
こ
ぞ

っ
て
怠
惰

に
ふ
け
り
、

土
地
財
産
は
他
部
落
へ
流
出
し
貧
乏
部
落
で
あ

っ
た
。

そ
の
気
風
を
一
新
す
る
た
め
、

時
の
指
導
者
が
、

の

部
落
に
福
を
も
た
ら
す
地
蔵
と
し
て
、

お
柁
り
す
る
よ
う
人
々
に
言

い
渡
し
た
こ
と
か
ら
、

福
地
蔵
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い

う
福
地
蔵
は
、
昔
は
旧
西
谷
街
道
の
傍
に
犯
ら
れ
て
い
た
が
、
県
道
開
通
に
よ
っ
て
そ
の
ほ
と
り
へ

、
し
か
し
道
路
の
改
良
に

よ
っ
て
、
転
々
と
し
て
近
年
現
在
地
に
柁
ら
れ
た
。
縁
日
は
八
月
二
四
日
で
多
く
の
人
た
ち
が
参
拝
す
る
。



。
小
村
新
四
国
(
西
谷
小
村
)

明
治
四
一
年
、
岡
田
清
次
郎
が
中

心
と
な
っ
て
、
小
村
の
人
々
を
主
と

し
た
信
仰
の
あ
る
有
志
に
よ

っ
て
つ

く
ら
れ
た
。

国
道
四
四

O
号
線
か
ら
、
は
る
か

上
部

お
大
師
山
が
望
め
る
。

ffi. 
4て又

段
と
急
な
石
段
を
登
っ
て
行
く

と
、
千
変
万
化
の
岩
か
げ
や
岩
の
上

に
八
八
体
の
地
蔵
が
犯
ら
れ
て
い
る
。
途
中
に
は
お
堂
も
あ
り
、

昔
は
こ
の
お
堂
で
、

福地蔵

小村新四国

「
お
こ
も
り
」
な
ど
も
し
て
い
た
と
い
う
。

旧
暦
三
月
二
一
日
と
七
月
二
一
日
が
春
秋
二
回
の
縁
日
で
、

与)

古
味
大
師
堂
ハ
西
谷
古
味
)

こ
の
大
師
堂
の
建
立
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
。
堂
の
中
に
は
、
高
さ
七

0
セ
ン
チ
、
彩
色
の
施
さ
れ
た
立
像
の
地
蔵
が
安
置

さ
れ
て
い
る
o

昔
は
盆
の
一
七
日
の
縁
日
に
は
、
古
味
の
人
々
全
員
が
集
っ
て
お
犯
り
を
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
役
員
だ
け

が
集

っ
て
お
柁
り
を
し
て
い
る
。
由
来
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。

八

石

造

物
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付

黒
川
薬
師
の
手
洗
鉢
〈
柳
井
川
川
前
)

奉
、
天
保
一
五
年
三
周
吉
日
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
最
初
は
川
市
川
薬
川
堂
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
明
治
四
五
年
、
川
前
大

七
九
四

あ
る
。

師
堂
に
移
転
、
大
正
二
年
川
前
公
会
堂
新
築
に
伴
い
再
移
転
し
て
現
在
に
至
る
。

こ
れ
と
同
じ
も
の
が
早
虎
村
社
の
境
内
に
も

ω 

石
(
中
津
西
村
・
西
谷
小
村
)

力
力
石
は
部
落
の
お
堂
な
ど
人
が
よ
く
集
ま
る
所
に
置
い
て
あ

っ
た
。
昔
は
、
若
連
中
と
か
若
い
衆
連
中
と
呼
ば
れ
る
青
年
の

集
り
が
あ
り
、
こ
の
若
い

人
た
ち
の
間
で
人
気
が
あ

っ
た
も
の

に
力
比
べ
が
あ
っ
て
、
こ
の
力
石
が
使
わ
れ
た
。

米
一
依
(
六

西
村
大
師
堂
力
石
。
小
村
集
会
所

0
キ
ロ
)
が
基
準
に
さ
れ
た
。
こ
の
力
く
ら
べ
は
、
昭
和
一
五

・
六
年
こ
ろ
ま
で
は
若
い
者
の
山
で
行
わ
れ
て
い
た
。

跡
力
石
。

九

it.t.玉
川立〈

間

早
虎
神
社
を
は
じ
め
、
各
州
社
等

に
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
古
味
大
師
堂

並
び
に
中
久
保
三
仏
堂
に
あ
る
絵
附

は
、
慶
応
元
年
に
洞
泉
が
回
レ
た
も

の
で
、
他
に
比
べ
て
新
し
く
保
存
の

古CI 大;刀;三

黒川薬師の手洗鉢

user
タイプライターテキスト
古味大師堂

user
タイプライターテキスト



程
度
も
よ
い
。

石

中久保三仏堂の絵問

久主村野取図(八木定質所蔵)

そ
の
他
の
絵
聞
は
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
れ
よ
り
も
古
い
も
の
で
貴
重
で
あ
る
が
、
剥
げ
た
り
、
色
あ
せ
た
も
の
が
多
く
、
今
後
十

分
な
保
存
が
望
ま
れ
る
。

。
久
主
の
野
取
図

(中
津
窪
田
)

力

明
治
九
年
九
月
、
久
主
の
惣
代
亀
井
利
平
が
組
頭
梅
木
勝
太
郎

・
助
勤
矢
野
小
平

・
和
田
弥
蔵
に
よ
り
測
量
が
行
わ
れ
、
愛

媛
県
三
大
区
拾
弐
小
区
周
布
郡
今
在
家
村、

塩
崎
久
兵
衛
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
、
久
主
村
の
野
取
図
で
あ
る
。
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五
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現
在
は
大
寂
寺
住
職
八
木
定
質
が
保
管
し
て
い

る
o 

旧
西
谷
村
絵
図

」
の
絵
図
は
、
旧
西
谷
村
を
描
い
た
も
の
で

そ
の
四
方
に
は
、
東

「
土
州
別
枝
村
境
」
西
に
は

「
此
奥
大
州
御
領
真
砂
屋
口」

と
あ
り
、

北

は

「
柳
井
川
村
境
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、

南
に
は

「土
州
永
野
村
口
」
「土
州
越
知
面
村
境
」
な
ど
と

な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
道
が
つ
い
て
い
る
。

一「

東
土

州
御
領
」
「
西
大
州
御
領
」
「
南
宇

和

島
御
領
」

「
北
松
山
御
領
」
な
ど
と
も
書
か
れ
て
い
る
。

彩
色
さ
れ
た
絵
図
に
は
、
黒
川
と
そ
の
支
流
が

大
き
く
描
か
れ
、
ま
た
深
山
を
想
像
さ
れ
る

山

々
、
道
は
ほ
と
ん
ど
川
沿
い
に
寄
り
つ
く
こ
と
な

く
、
離
れ
て
山
の
上
部
を
走

っ
て

い
る
。

部
落
は
郷
角
か
ら
猪
伏
ま
で
、
そ
の
中
に
は
、

地
蔵
堂

・
大
師
堂

・
神
社
・

古
城
な
ど
、

ま
た
民

七
九
六

旧西谷村絵図 (柳谷村役場所蔵)



家
が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
て
、
特
に
本
谷
の
庄
屋
所
に
つ

い
て

は
、
大
き
く
豪
華
に
描
か
れ
て
あ
り
、
庄
屋
の
は
な
や
か
な

り
し
時
代
の
絵
図
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
絵
図
に
は
、
残
念
な
が
ら
年
号
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

絵
図
に
描
か
れ
て
い
る
人
家
の
数
に
よ
っ
て
、
推
定
す
る
た
め
に
描
か
れ
て
い
る
そ
の
ま
ま
を
拾
っ
て
み
た
。

そ
う
し
て
、
「
久
万
山
手
鑑
」
(
寛
保
年
間

(
一
七
四
一

J
四
三
)
)
に
よ
る
戸
数
と
比
べ
て
み
る
と、

総
戸
数
が
五
五
戸
少
な
い
の

で
そ
れ
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

宝
王
寺
が
享
保
二
年

(
一
七
一
七
)
の
創
立
と
さ
れ
て

い
る
が
、
絵
図
に
は
宝
王
寺
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
以

後

の

も

の
で
あ
り
、
約
二
五

0
1六
O
年
前
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

知日本名古中
ート・4

'"'"ー，日中横古
同

(
「
絵
図
」
に
よ
る
人
家
の
数
)

角

二
軒
(
郷
角
組

一
六
軒
〈
本
村
組

一
八
軒

(小
村
組

谷村荷

四
軒
(
く
く
り
松

い
よ
じ

味

二
一
軒
(
瀧
壁

、

k目

三
軒
(
中
畑

ノ-

rr 
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軒
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窪

一五
軒
(
中
窪
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軒
(
横
野
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湯
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熊
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猪

{犬

四
明
(
猪
伏

四

/¥ 
明

メL
Iコ

計
一
四
二
軒

一
九
七
軒

古

文

書

(
本
谷

立
野
友
義
寄
贈
)

付

大
野
真
昌
公
御
氏
神
之
由
来

舘
野
兵
衛
大
夫
江
被
下
置
候
御
奉
書
並
宝
物
之
由
来
写

猶
年
算
改

「
大
野
直
昌
公
御
氏
神
之
由
来
」
は
、

西
谷
村
の
社
人
で
あ
っ
た
、
沼
野
家
代
々
の
社
人
名
と
、
五
代
目
舘
野
兵
衛
大

夫
ほ
か
に
つ

い
て
、

久
万
大
除
城
主
大
野
直
昌
公
か
ら
、
御
墨
付
の
拝
領
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
由
来
を
み
て
み
る
と
、
元
亀
二
年
(
一
五
七
一
)
九
月

八
日
、

久
万
山
菅
生
村
三
嶋
宮
の
御

神

祭

で
、
御
神
輿

が
、
久
万
町
村
境
の
谷
川
に
さ
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
御
利
興
が
た
ち
ま
ち
重
く
な
り
、
参
拝
の
た
め
そ
こ
に
居
た
、
城

あ
づ
き

主
大
野
直
田
ヨ
公
が
、
御
神
間
(
の
戸
を
聞
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
小
豆
八
斗
日
成
る
大
蛇
が
、
御
神
体
よ
り
現
わ
れ
、

直
昌
公

は
大
変
驚
い
て
、
早
く
御
利
休
を
三
嶋
本
殿
へ
安
置
奉
る
よ
う
、
多
く
の
神
職
ど
も
に
下
知
し
た
と
い

う。

し
か
し
恐
れ
を
な
し
、
大
蛇
に
近
寄
ろ
う
と
す
る
村
職
は
一

人
も
な
か
っ
た
。
そ
の
時、

舘
野
兵
衛
大
夫
が
進
み
出

て
、
直
昌
公
の
御
下
知
を
仰
い

だ
。
兵
衛
大
夫
は
、
御
神
体
の
大
蛇
に
近
づ
き
奉
肱
し
て
、
狩
衣

に
御
神
体

を

お

お

い

て
、
無
事
三
嶋
宮
へ
移
し
奉
っ
た
と
い
う
。

直
昌
公
は
大
変
歓
ば
れ
て
、
そ
の
賞
と
し
て
、
御
墨
附
と
、
的
前
長
船
住
長
光
作
太
万
一
一
服
並
に
馬
具
を
拝
領
し
、
舘

野
家
の
宝
物
に
し
た
と
記
さ
れ
て
あ
る
。
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日
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M
t
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'vl
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、

州側
壁一
昨

は

4G
h
u
 

フ
イl

~:r:-

五
，じ

J

h
し
ヰ
ゴ

、
っ
ノ
t
:ノ

二
四
日
、

兵
衛
大
夫
に
賜
わ
っ

た
も
の
、
天
正

五
年
(
一
五
七
七
)
八
月

一
日

七
代
新
三
郎
大

夫
、
天
正
一
五
年
(
一
五
八
七
)
三
月
一
七
日
、

八
代
佐
衛
門
大
夫
が
拝
領
し
た
も
の
で
あ
る
。

天
然
記
念
物

付

中
久
保
三
仏
堂
の
森

所
在
地

柳
谷
村
大
字
西
谷
中
久
保

所
有
者

中
久
保
組

根
回
り
五

・
一
メ

ー
ト
ル
、
目
通
り
四

・
九
メ

ー
ト
ル
の

ト
チ
ノ
キ
の
ほ
か
、
栂
、

ハ
リ
ギ
リ
、

モ
ミ
ジ
、

カ
エ
デ
、
杉
、

ヒ
ノ

キ
な
ど
、
四

一
本

の
巨
樹
が
三
仏
堂
を
囲
ん
で
い
る
。
民
有
林
と
し

て
の
、
自
然
植
生
の
へ
ん
り
ん
が
う
か
が
え
る
貴

重
な
存
在
で
あ
り
、
学
術
的
に
も
現
状
の
保
存
が

望
ま
れ
る
。
い
ず
れ
も
樹
勢
は
旺
盛
で
あ
る
。

ぷ
め
必

wqsば
ぜ;多

計
一世主

八
O
O

大野直昌公御墨附 (新三郎大夫へ)

大野直昌公御墨附 (左衛門大夫へ)



tコ
川
前
の
大
杉

所
在
地

所
有
者

根
回
り

目
通
り

樹樹

柳
谷
村
大
字
柳
井
川
川
前

鉾
石
武
一
郎

五

・
二
メ
ー
ト
ル

四
・
九
メ

ー
ト
ル

局

二
六
メ
ー
ト
ル

齢

六

O
O年
(
推
定
〉

一
本
杉
の
愛
称
で
呼
ば
れ
、
あ
た
り
に
偉
風
を
誇
っ
て
い
る
。
樹
勢
は
旺
盛

で
あ
る
。

同

名
荷
村
上
の
大
杉

所
在
地

所
有
者

根
回
り

目
通
り

樹樹

柳
谷
村
大
字
西
谷
名
荷

村
上
貞
子

四
・
四
メ
ー
ト
ル

四

・
0
メ
ー
ト
ル

局

二
一
一
一
メ
ー
ト
ル

齢

五
O
O年
(
推
定
)

樹
勢
は
旺
盛
で
葉
が
小
さ
く
美
し
い
杉
で
あ
る
。

八。
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制

猪
伏
の
シ
キ
ビ

所
在
地

根
回
り

目
通
り

樹

柳
谷
村
大
字
西
谷
猪
伏

一
・
九
メ
ー
ト
ル

一
・
四
メ
ー
ト
ル

Eコ
I司

一
五

メ
ー
ト
ル

樹

三

O
O年
(
推
定
)

樹
齢
は
旺
盛
で
あ
り
、

シ
キ
ビ
と
し
て
は
大
き
い
も
の
で
あ

る
ハ
写
真
は
六
章

齢

伝
説
に
掲
載
)
0

八。

名荷村上の大杉
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