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序

文

.

神
山
伝
に
い
う
､
｢見
東
海
三
変
為
桑
田
｣｡
言
う
ま
で
も
な
く
､
姶
海
が
変
じ
て
桑
田
と
な
る
忠
で
あ
る
｡
こ
の
言
柴
は
､
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
区
の
開
発
に
よ
っ
て
ま
っ

た
く
変
貌
し
た
景
観
の
為
に
あ
る
話
で
あ
る
｡

私
共
が
､
横
浜
市
計
画
局
か
ら
委
託
を
受
け
'
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
歴
史
民
俗
調
査
団
と
し
て
､
こ
の
他
に
立

っ
た
の
は
'
昭
和
四
十
九
年
で
あ
っ
た
O
調
査
団
は
､
駒
沢

大
学
博
物
館
学
弼
座

･
横
浜
北
盟
菓
協
同
組
合

･
横
浜
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
'
中
川
地
区
牛
久
保
金
子
人
か
ら
始
め
ら
れ
た
.
当
時
は
'
緑
多
い
谷
間
に
楢
冷

な
小
川
が
流
れ
､
草
葺
き
屋
根
の
農
家
が
山
裾
に
点
在
す
る
EB
園
風
景
が
広
が
っ
て
い
た
.

そ
れ
か
ら
'
十
五
年
O
開
発
が
進
み
'
昔
の
面
影
は
徐
々
に
無
く
な
っ
て
い
っ
た
｡
そ
の
間
､
私
共
は
､
北
山
田
､
東
山
田
'
南
山
田
'
茅
ヶ
崎
､
中
川
'
大
棚
､
勝
田
､

牛
久
保
請
地
古
梅
､
新
吉
田
､
大
熊
'
折
本
と
各
地
区
の
調
査
を
､
昭
和
五
十
九
年
ま
で
続
け
'
さ
ら
に
そ
の
後
も
隣
接
地
区
へ
と
調
査
を
広
げ
た
｡
お
世
話
に
な
っ
た
話
者

の
方
々
も
'
実
に
延
へ
七
百
数
十
名
に
及
ぶ
O
こ
れ
ら
の
皆
様
方
の
お
話
を
､
ま
と
め
た
も
の
が
本
む
で
あ
る
｡
こ
の
地
で
､
営
々
と
先
祖
伝
来
の
土
地
を
守
り
'
生
計
を
営

ま
れ
て
こ
ら
れ
た
方
々
の
民
俗
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
や
が
て
は
皆
様
方
の
心
の
中
か
ら
消
え
て
い
く
昔
時
の
生
活
を
知
る

一
助
に
な
れ
ば
'
幸
い
で
あ
る
｡

私
共
の
調
査
が
'
と
に
か
く
円
滑
に
進
め
ら
れ
､
な
ん
と
か
本
書
の
上
梓
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
は
'
数
多
く
の
方
々
の
ご
援
助
が
あ
っ
た
｡
今
､
お

1
人

づ
つ
の
お
名
前
を
挙
げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
､
併
せ
て
厚
く
卸
礼
を
申
し
上
げ
た
い
O
た
だ
､
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
対
策
中
川
地
区
住
民
協
議
会
金
子
保
会
長
に
は
､

物

心
と
も
に
'

1
万
な
ら
ぬ
ご
支
援
を
い
た
だ
い
た
o
こ
こ
に
幾
重
に
も
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
｡

平
成
元
年

春

港
北
.L
rt
I
タ
ウ
ン
郷
土
誌
編
事
繋
凸
全
委
艮
艮

加
藤

晋
平



発

刊

に

寄

せ

て

裾

筈

阜

妙

符
庖
一

市
政
百
周
年
'
開
港
百
三
十
周
年
の
記
念
す
べ
き
年
に
へ
こ
の

｢港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郷
土
誌
｣
が
発
刊
さ
れ
る
こ
と
を
'
心
か
ら
お
喜
び
申
し
あ
げ
ま
す
｡
現
在
'
人
口

三
百
十
六
万
の
大
都
市
に
成
長
し
た
横
浜
は
､
来
た
る
べ
き
二
十

一
世
紀
に
向
か
い
新
し
い
街

つ
く
り
を
進
め
て
お
り
ま
す
｡
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
事
業
に
お
い
て
も
､
校
合

的
な
機
能
を
備
え
た
街
づ
-
り
が
い
よ
い
よ
具
体
化
の
段
階
に
入
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
.

こ
う
し
た
新
た
な
発
展
へ
向
か
う
時
に
､
先
人
の
歩
ん
で
き
た
足
跡
を
振
り
返
り
､
私
達
の
郷
土
の
中
に
脈
々
と
流
れ
て
き
た
歴
史
を
知
る
こ
と
は
､
郷
土
愛
を
は
ぐ
-
み
､

地
域
の
連
帯
と
コ
-
ユ
ニ
テ
ィ
形
成
を
図
る
う
え
で
大
切
な
こ
と
と
思
い
ま
す
O

新
し
い
街
づ
く
り
が
進
展
す
る
今
こ
そ
'
｢
温
故
知
新
｣
の
心
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
地
元
の
皆
様
方
の
御
協
力
と
編
纂
委
員
各
位
の
御
努
力
に
よ
り
､
｢港

北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郷
土
誌
｣
が
刊
行
さ
れ
ま
す
こ
と
は
誠
に
有
意
義
な
こ
と
で
あ
り
'
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
事
業
の
基
本
方
針
の

1
つ
で
あ
る

〟ふ
る
さ
と
″
を
し
の
ば
せ
る

街
づ
-
り
を
実
現
す
る
う
え
か
ら
も
､
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
-
も
の
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
｡

本
む
を
通
し
て
地
元
を
は
じ
め
多
-
の
方
々
が
､
古
い
歴
史
と
高
い
文
化
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
郷
土
へ
の
御
理
解
を
深
め
ら
れ
'
二
十

1
世
紀
を
指
向
し
た
新
し
い

街
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と
国
際
文
化
郡
市
横
浜
の
街
づ
く
り
に
､
積
極
的
に
御
参
画
-
だ
さ
る
こ
と
を
願

っ
て
や
み
ま
せ
ん
｡



発
刊
に
あ
た
っ
て

旺宅･
鮎
柿

も
輔
公
用趣此
開
発

局良師
叔
男

平
成
元
年
の
新
し
い
年
を
迎
え
､
｢港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郷
土
誌
｣
が
発
刊
さ
れ
る
こ
と
を
､
心
か
ら
お
喜
び
申
し
あ
げ
ま
す
｡

港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
､
地
元
の
方
々
並
び
に
横
浜
市
の
方
々
の
様
々
な
御
協
力
､
御
指
導
を
い
た
だ
き
､
当
公
団
に
お
い
て
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
し
て
ま
い
り
ま

し
た
が
'
供
用
開
始
区
域
も
拡
大
し
'
い
よ
い
よ
本
格
的
な
街
づ
-
り
の
段
階
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
｡

こ
の
間
'
港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
並
び
に
そ
の
周
辺
の
地
域
社
会
は
'
聴
く
ほ
ど
の
変
貌
を
遂
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
､
こ
の

｢港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郷
土
誌
｣
が
発
刊
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
'
私
た
ち
は
地
域
社
会
の
歴
史
と
伝
統
を
､
確
か
な
記
録
と
し
て
残
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
.

ま
た
､
今
後
新
し
-
港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
お
住
み
に
な
る
方
々
に
と
っ
て
も
､
こ
の
郷
土
誌
は

〟ふ
る
さ
と
〟
を
知
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
､
活
用
さ
れ
る
も
の
と
存
じ

ま
す
｡

長
期
に
わ
た
り
こ
の
事
業
に
携
わ
ら
れ
た
港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郷
土
誌
編
纂
委
員
会
の
方
々
に
は
'
き
わ
め
て
御
多
忙
の
中
'
研
究
､
執
筆
等
の
労
を
わ
ず
ら
わ
し
､
地
元

の
環

万
に
は
､
多
大
な
る
御
協
力
を
賜

っ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
と
と
も
に
､
本
杏
の
刊
行
を
機
に
､
郷
土
愛
に
も
と
づ
い
た
地
域
の
発
展
が

1
層
進
み
ま
す
よ
う
心
か
ら
願

っ

て
お
り
ま
す
｡



日
】

吹

序

文

(加
藤

晋
平
)

発
刊
に
寄
せ
て

(細
殊

遇

1
)

発
刊
に
あ
た
っ
て

(坪

叔
男
)

例

言

第

一
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
五
節

第
六
節

第
二
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第
三
章

第

一
節

第
二
節

港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
ム
ラ

富
士
塚
か
ら
み
た
地
勢

-

-
ネ
-
チ
と
古
道

-

村
名
の
う
つ
り
か
わ
り

9

村
の
生
薬

…

屋
号
と
家
印

23

雨
の
ち
暗

28

ム
ラ
の
く
ら
し

ム
ラ
の
し
く
み

34

イ
工
と
親
族

60

-
ら
し
と
講
組
絞

ム

ラ
の
経
済

た
ん

は

は
た

け



吹

第
三
節

第
四
節

第
五
節

第
六
節

第
四
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
五
節

第
六
節

第
七
節

第
五
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第

六

章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
七
章

第

t
節

第
二
節

霜
枯
三
月

朋

野
良
用
具

糊

家
畜

_-o

農
耕
労

働
と農
耕
儀
礼

さ
も
の

衣
料
と
横
綴
り

_

か
ぶ
り
も
の

･
は
き
も
の

仕
事
着

は

普
段
着

は2

晴
れ
沓

1-5

化
粧
と
結
髪

2-

呉
服
屋
と
裁
縫

2

谷
戸
の
集
落

維

建
築
儀
礼

2

屋
根
屋

…-

屋
敷
図

2-1

セ

ノ
シ

ョ
ウ
と
生
き
物

川
漁

3-2

狩
猟

桝



第
八
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第
九
葺

範

.,
l即

第
二
節

第
三
節

第
E
]節

第
十
章

第

一
節

宿
場
と
市

荏
田
宿

州

旅
館
と
行
商
人

3-0

川
和
の
市
と
影
向
寺
の
市

第
二
節

寺
と
豊

洲

第
三
節

講

5

第
E
]節

家
を
め
ぐ
る
神
仏

第
五
節

路
傍
の
神
仏

第
十
一章

年
中
行
事

第

一
筋

層
の
変
化
と
行
事
日
の
移
動

第
二
節

正
月
の
行
事

脚

夢

二
節

春
か
ら
夏
の
行
耶

6

第
四
節

夏
の
行
事

6-2

第
五
節

盆

6-8

第
六
節

秋
か
ら
冬
の
行
事

削

第
十
二章

民
俗
芸
能

第

l
節

祭
畷
子



第
二
節

第
三
節

第
四
節

諦
五
節

第
六
i=-

子 民 双 帥 獅
艶 話 盤 菓 子
の と と 搾
遊 亜 芝
び 謡738居

698

r69740 707

第
十
蓋
早

さ
ま
ざ
ま
な
い
い
つ
た
え

第

二
即

第
二
節

民 俗
間 信
療
法

774

第
三
節

そ
の
他
の
口
承
文
芸

参
考

資
料l

宇
和
四
年

村
方
明
細
知
日

都
筑
郡
大
棚
村

7

二

明
治
十

1
年

議
定
慰

罪
六
大
区
三
小
区
山
田
村
勝
Eg
村
大
棚
村

7-6

妄 言 三 三 三 十 九 八 七 六 五 四

明
治
三
十

1
年

中
川
村
勝
田
衛
生
組
合
規
約

都
筑
郡
中
川
村
勝
田
部
鵬

明
治
四
十
五
年
～
昭
和
十
五
年

青
年
会
記
録

･
戸
主
全
記
録

北
山
田

7-

明
治
八
年

段

別
位
当
部
分
雪
上

第
六
大
区
三
小
区
武
蔵
国
都
築
郡
牛
久
保
耶

明
治
九
年

地
位
等
級
区
別
台
上

牛
久
保
村

8

明
治
三
十
四
年

中
川
村
勝
田
々
畑
及
山
林
荒
ン
予
防
申
合
せ
規
約

勝
田
村

昭
和
十
二
年

出
産
物
品
評
会
議
事
項

中
川
村
役
場

8

明
治
二
十
四
年

製
氷
人
夫
入
出
仕
払
帳

牛
久
保

･
良
沢
家

8

大
正
二
年

日
韓

(結
納
)

勝
田

･
関
家

M

大
正
八
年

日
韓

(結
納
)

勝
田

･
関
家

8

大
正
十
四
年

目
録

(結
納
)

勝
田

･
関
家

8

武
蔵
国
都
筑
郡
大
棚
村
神
社
明
細
帳

･
武
蔵
国
都
筑
郡
大
棚
村
寺
院
明
細
帳

文
化
十
五
年

稲
荷

勝
田

･
関
家

8-5

蔑
延
元
年

冨
士
塚
築
造
柑

川
和

こ
石
沢
家

8

中
川

･
渡
辺
家



十
六

大
正
十
五
年

地
神
講
肺
帳

茅
ヶ
崎

･
七
組
地
神
沸
中

経
過
概
略

8

引
用

･
参
考
文
献

&23

資
料
提
供

･
協
力
者

名
詩

8

調
査
口貝
名
簿

833

港
北

ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン郷土
誌
福
富
委
員
会
名
詩

8-

執
筆
者
名
簿

8-6

編
集
後
記

8

あ
と
が
き

8-7

語
染
索
引

即

(過
ll+
-

委
口
長

･
加
藤
晋
平
等
)



例

言

1

題
名
に
採
用
し
た

r都
筑
の
民
俗
J
の
都
筑
は
'
当
地
方
に
冠
さ
れ
た
古
い
郡
名
で
､
十
:J
紀
前
半
に
ま

と
め
ら
れ
た

r倭
名
類
架
抄
｣
に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
｡
｢都
筑
｣
の
筑
は
'
石
塔
の
緒
や
文
献
な
ど
に

は

｢筑
｣
あ
る
い
は

｢築
｣
と
記
録
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ
ら
の
資
料
の
表
記
に
あ
た
っ
て
は
原
文
通
り
と

し
た
｡

1

こ
の
本
は
､
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
歴
史
民
俗
調
査
団
が
延
べ
十

1
年
間
に
渡
っ
て
調
査
し
'
苗
杭
し
て
き

た
記
録
カ
ー
ド
･
写
真

･
実
測
図

･
民
具
な
ど
の
基
礎
資
料
を
根
幹
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

1

行
政
単
位
名
で
あ
る
市

･
区

･
町

･
村
な
と
は
原
則
と
し
て
省
略
し
た
｡
文
意
を
理
解
す
る
上
で
必
要
な

場
合
に
の
み
記
入
し
た
｡

1

調
査
中
に
採
集
し
た
土
地
の
言
葉
な
ど
の
民
俗
語
C
X
は
'
原
則
と
し
て
カ
タ
カ
ナ
脊
さ
と
し
た
｡
野
山
に

見
ら
れ
た
動
植
物
名
は
､
カ
タ
カ
ナ
か
､
ま
た
は
漠
字
で
表
記
し
た
｡

1

民
俗
語
桑
な
ら
び
に
重
要
事
項
な
ど
を
補
足
説
明
す
る
た
め
に
､
脚
証
を
付
し
た
｡

1

文
献
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
､
極
力
'
原
文
通
り
の
復
刻
を
試
み
た
が
､
諸
般
の
事
情
で
､
や
む
な
く
断

念
し
た
も
の
も
あ
る
｡
ま
た
本
文
中
で
の
引
用

･
参
考
文
献
な
と
の
出
典
記
載
は
'
本
部
の
性
質
上
'
必

要
最
小
限
の
範
関
に
と
ど
め
'
巻
末
に

T
括
収
録
し
た
｡

1

写
真

･
図

･
表
に
は
'
必
要
に
応
じ
て
説
明
文
を
付
し
た
｡
写
共
に
は
撮
影
年
を
示
す
た
め
に
､
昭
和
の

年
数
を
算
用
数
字
で
記
入
し
た
｡
な
お
本
書
編
集
中
に
お
い
て
､
昭
和
天
皇
が
崩
御
さ
れ
､
昭
和
の
年
号

は
昭
和
六
十
E
]年

L
月
七
日
を
も
っ
て
終
り
､
翌
日
は
新
年
号
の
平
成
元
年

l
月
八
日
と
な
っ
た
こ
と
を

付
記
し
て
お
く
｡

1

索
引
は
､
民
俗
語
喪
や
重
要
と
考
え
ら
れ
る
項
目
を
衰
出
し
､
五
十
音
順
に
整
理
し
た
o
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第

二
即

富
士
塚
か
ら
み
た
地
勢

山
EE
富
士

･
茅
ヶ
崎
富
士

･
池
辺
富
士

･
川
和
富
士
と
い
う
ぐ
あ
い
に
､
海
抜
五
十

～
六
十
メ
I
ト
ル
ほ
と

の
丘
陵
上
に
ひ
と
き
は
目
を
引
く
小
高
い
塚
が
あ
る
｡
そ
れ
ら
は
江
戸
時
代
の
富
士
信

仰
の
も
と
で
築
か
れ
た

富
士
塚
で
'
頂
上

つ
ま
り
お
釜
の
ふ
ち
に
立

つ
と
､
当
地
の
地
理

的宗
祖
を
ま
こ
と
に
よ
ろ
し
-
仰
怖
す
る
こ

と
が
で
き
る
｡

霊
峰
富
士
と
丹
沢
の
策
略
が
西
方
に
位
置
し
'
そ
の
北
方
に
は
UH
尾
の
山
並
が
み
え
へ
そ
こ
か
ら
頻
の
方
に

む
か
っ
て
の
び
る
多
樗
丘
陵
は
'
当
地
の
西
方
を
そ
の
終
端
部
と
L
t
そ
れ
よ
り
虎
は
卜
末
吉
台
地
と
し
て
火

京
湾
に
む
か

っ
て
い
-
｡
そ
の
丘
陵
と
台
地
に
は
'
樹
枝
状
の
小
さ
な
支
谷
が
'
盟
の
よ
う
に
刻
み
こ
ま
れ
て

い
る
｡
こ
の
樹
枝
状
の
支
谷
の
水
を
あ
つ
め
て
､
早
淵
川
が
tg:か
ら
庇
に
む
か

っ
て
流
れ
'
本
流
の
観
出
川

へ

合
流
し
て
い
く
｡

当
地
は
こ
の
早
淵
川
の
中
流
域
に
位
置
し
､
そ
こ
は
都
筑
原
あ
る
い
は
都
筑
岡
と
称
さ
れ
た

1
角
で
あ
る
.

F新
編
武
蔵
風
土
記
稿
Jl
(以
下

F.風
土
記
稿
]
)
は
､
そ
れ
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
O

此
原

ハ
富
国
ノ
名
所

ニ
シ
テ
｡
世

ニ
シ
ル
所
ナ
レ
ド
0
今
其
地

ハ
サ
ソ
テ
知

へ
カ
ラ
ス
O
苦

ハ
限
-
モ
ナ
キ

腐
原
ナ
リ
ト
兄

へ
シ
カ
ド
｡
後
土
地
モ
開
ケ
テ
.
今

ハ
原
卜
云
ベ
ク
モ
ナ
ケ
レ
ハ
D
ロ
ラ
此
名
目
ヲ
失
セ
ル

ナ
リ
.
ヒ
二
倍
顛
昭
ガ
歌

二
.

武
蔵
野
ノ
革
ノ
ユ
カ
リ
二
間
ワ
ビ
ヌ
｡
郁
読
ノ
原
/
群I
ノ
タ
苗
｡

ト
モ
詠
ジ
出
セ
リ
｡
又
都
筑
岡
･1
云
そ
｡
今
村
艮
ソ
ノ
所
ヲ
博

へ
ザ
レ
ド
O
ス
ベ
テ
多
脚
仰

ニ
ツ
ー
キ
タ
ル

地

ナ
レバ
｡
小
山
カ
サ
ナ
リ
テ
連
綿
タ
ル
岡
ナ
リ
｡
サ
レ
パ
此
威
ヲ
サ
ン
テ
ハ
桝
ジ
ガ
タ
ケ
レ
ド
.
舶
ク
呼

ナ
セ
/
物
ナ
ル
ベ
ン
｡

こ
の
都
筑
岡
に
人
の
い
と
な
み
が
開
始
さ
れ
た
の
は
発
掘
調
査
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
'
今
か
ら
二
力
咋
前
と
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い
わ
れ
て
い
る
｡
そ
の
時
代
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
､
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
が
こ
の
地
理
的
環
境
の
な
か
で
胎

動
し
､
と
き
に
､
そ
れ
は
歴
史
に
刻
ま
れ
'
あ
る
い
は
時
の
か
な
た
へ
と
消
え
去

っ
た
｡
今
日
に
の
こ
る
谷
戸

筋
の
集
落
も
､
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た

l
つ
で
あ
る
0

い
ま
､
こ
れ
ら
の
集
落
は
､
港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
事
業
の
も
と
で
､
大
き
く
変
貌
し
よ
う
と
し
て
い
る
｡

そ
の
さ
な
か
､
今
日
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
当
地
の
民
俗
誌
を
綴
り
お
き
た
い
0

第
二
節

-
ネ
-
チ
と
古
道

早
淵
川
沿
い
の
谷
戸
地
に
集
落
を
形
成
し
て
き
た
当
地
に
は
､
谷
戸
と
丘
陵
を
む
す
び
丘
陵
上
を
は
し
る
-

ネ
-
チ
､
谷
戸
の
裾
を
ま
わ
り
'
隣
り
の
谷
戸
と
の
あ
い
だ
を
む
す
ぶ
オ
オ
-
チ

(
ヤ
ト
-
チ
)､
田
や
畑
に

沿

っ
て
は
し
る
ノ
､,､
チ

(オ
オ
ナ

･
サ
ト
-
チ
)
な
ど
の
道
が
め
-
ら
さ
れ
､
年
に
い
ち
と
の
道
普
請
に
よ
っ

て
そ
れ
ら
の
道
を
管
理
し
て
き
た
｡
ま
た
早
淵
川
に
は
何
本
か
の
橋
が
か
か
り
'
相
聞
の
往
来
を
容
易
と
し
て

き
た
｡
な
か
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
橋
は
大
棚
と
勝
田
を
結
ぶ
勝
田
橋
を
あ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

こ
れ
ら
の
日
常
生
活
道
の
は
か
に
､
主
要
な
何
本
か
の
古
道
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
『風
土
記
稿
』
中
か
ら
関

係
す
る
道
を
村
単
位
に
抜
き
だ
し
て
み
る
O
な
お
風
土
記
稿
中
の
都
筑
郡
図

(正
保
年
中
改
定
図

･
元
禄
年
中

改
定
図
)
に
は
早
淵
川
は
え
が
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
O

東
方
村

嘗
村
北
ノ
方

二
一
憤
ノ
道
7
-
0
東
ノ
方
折
本
村
ヨ
-
西
ノ
方
旭
逆
相

二
速
ス
.
北
候
分
国
ノ
頃

ノ
相
州
道
ナ
-
ト
云
｡
今

ハ
新
道
ト
ヨ
へ
-
o
道
幅
僅

二
二
間
半

ハ
カ
-
0

牛
久
保
村

村
内
相
州
中
原
道
ト
テ
o

l
候
ノ
道
7
-
0
橘
樹
郡
有
馬
村
ヨ
-
入
o
村
ヲ
経
ル
コ
ト
七
町
パ
カ

-
二
シ
テ
｡
大
棚
村

へ
達
ス
o
道
幅
二
間
半
o

山
田
村

妙
見
社

除
地
二
町
歩

村
ノ
南
中
原
新
道

二
ア
-
0

茅
ヶ
崎
村

コ
＼
二
モ
相
州
中
原
へ
ノ
往
還
｡
村
ノ
東
ノ
ハ
シ
へ
カ
＼
レ
-
｡
隣
村
勝
田
村

ヨ
-
入
テ
.
三
四
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町
ホ
ド
ヲ
ス
ギ
テ
｡
池
辺
村

へ
達
ス
｡
道
幅
九
尺
パ
カ
リ
｡

旭
遜
村

村
内

ニ
1
憶
ノ
退
7
-
0
相
州
中
原

へ
ノ
順
路
ナ
リ
｡
東
方
村

rn
-
入
佐
江
戸
村

へ
達
ス
｡
村
内

を
経
ル
コ
ト
十
五
町
バ
カ
-
0

佐
江
戸
村

村
内

1
惟
ノ
道
7
-
0
相
州
中
原

へ
ノ
往
還
ナ
リ
.
道
幅
三
間
ホ
ド
｡
中
山
村

ヨ
-
村
内

へ
カ

＼

ル
コ
ト
十

一
町
バ
カ
-
ニ
シ
テ
｡
地
越
村

二
速
ス
｡
富
村

ハ
其
道

ニ
ア
-
テ
馬
次
場
ナ
リ
｡
大
棚

川
井
卜
三
ケ
村
組
合

ニ
テ
共
役
ヲ
勤
ム
｡
放

二
他
ノ
役

ハ
ス
ベ
テ
ナ
ノ
ト
云
O

落
合
橋

村

ノ
西
ノ
方

ニ
7
-
｡
長
サ
十
五
間
験
｡
幅

一
間
二
尺
パ
カ
リ
O
中
原
遥

ノ
往
還

ニ
シ

テ
｡
鶴
見
川

二
架
ス
O
村
ノ
普
請

ノ
所
ナ
-
0

荏
田
村

家
数
百
六
十
二
軒
｡

ソ
ノ
内
往
還
ノ
左
右

へ
｡
軒
ヲ
ツ
ラ
ヌ
ル
モ
ノ
ハ
〇
二
十
g
]軒
ナ
-
0

村

ノ
北
ノ
境
ヒ
二
｡
古
ノ
鎌
倉
海
道
ノ
ア
ト
ア
リ
｡
今

ハ
コ
ノ
道
イ
ト
ホ
ソ
ク
｡
所

ニ
ヨ
リ
テ
ハ

ア
ト
モ
ナ
ク
｡
畑
ト
ナ
-
ソ
所
モ
ア
リ
｡
サ
レ
ド
川
和
村
ノ
方

マ
デ
モ
｡

ソ
ノ
蹟
ノ
コ
リ
テ
｡
古

ノ
サ
マ
ヲ
考

フ
ル
二
足
レ
-
0

小
名

上
宿

村

ノ
東
北
.
相
州

へ
ノ
往
還
ヲ
云
｡

勧
社

杜
仲
ア
リ
｡

･
昔
陸
奥
国

ヨ
リ
炭
ヲ
商

フ
モ
ノ
｡
鎌
倉

へ
往
来
ン
テ
｡
鍛
冶
ノ
モ
ト
へ

カ
ノ
炭
ヲ
責
ル
コ
ト
0
年
久
シ
ケ
レ
バ

･此
所
ヲ
ス
ギ
｡
泉
谷
ノ
ホ
ト
-
ニ
ト

､
マ
-
テ
O
指

ノ
ツ
カ
レ
ヲ
O
ン
パ
ン
ヤ
ス
メ
ン
ト
イ
コ
ヒ
ゾ
ニ
O

勝
EE
村

村
内

1
候
/
道
7
-
0

コ
レ
ヲ
相
州
中
原
新
道
と
唱

フ
｡
北
ノ
方
大
棚
村

ヨ
-
村
内
ヲ
過
テ
｡
南

ノ
方
東
方
村

へ
適
ズ
O
道
幅
二
間
パ
カ
リ
｡

勝
田
橋

相
州
中
原

へ
ノ
新
道
/
ウ
チ
｡
早
淵
川

二
架

ス
｡
吉
村
卜
大
棚
村
ト
ノ
持
ナ
-
O
長
サ

五
間
｡
幅

一
間
半
｡
自
普
請
所
ナ
リ
｡

大
棚
村

村
内
西
ノ
方

二
相
州
道
ト
テ
｡
稿
樹
郡
有
馬
村

ヨ
リ
村
内
十
町
許
ヲ
へ
テ
o
荏
田
村

二
通

ス
｡
道

幅
三
間
.
又
中
原
道
-
云

1
条
ア
リ
｡
山
田
村

ヨ
リ
村
内
五
町
許

ニ
シ
テ
.
勝
田
村

二
重
ル
｡
道
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幅
二
間
程
｡

こ
れ
ら
の
記
載
内
容
か
ら
'
当
地
に
は
相
州
中
原
道
'
相
州
往
還
'
錯
倉
道
の
三
つ
の
道
が
走

っ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
｡

一

相
州
中
原
道

ま
ず
相
州
中
原
道
を
と
り
あ
げ
る
と
､
そ
の
道
順
は
'

(有
馬
1
牛
久
保
)

=

-
1
山
田
1
大
棚
1
勝
田
橋
1
勝
田
1
茅
ヶ
崎
-
東
方
1

池

辺

1
佐
江
戸
1
落
合
橋
1
中
山

I
･,

と
な
る
が
､
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
疑
問
が
生
じ
る
｡
そ
れ
は
旧
来
か
ら

の
文
献

･
地
図
を
は
じ
め
古

老
の
あ
い
だ

で
い
わ
れ
て
い
る
中
原
道
は
'
多
作
川
を
わ
た
っ
て
か
ら
は
'
橘
樹
郡
上
丸
子
村
か
ら
tg:南
に
む
か
い
'
当
地

の
山
田
に
は
い
り
､
大
棚
そ
し
て
勝
田
橋
を
わ
た
る
と
い
う
道
順
で
あ
っ
て
'
牛
久
保
村
の
項
に
み
え
る
､
有

馬
1
牛
久
保
1
大
棚
と
い
う
道
順
は
道
は
あ

っ
て
も
中
原
道
と
し
て
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
｡
い
ま
牛
久
保
の

北
方
に
位
道
す
る
橘
樹
郡
の
馬
絹

･
有
馬
両
村
の
功
を
み
る
と
､
そ
こ
に
は
､
相
州
矢
か
沢
街
道
の
名
が
み
え
､

し
か
も
牛
久
保
村
に
む
か
っ
て
い
る
｡
こ
の
道
は
'
前
述
三
通
の
う
ち
の
相
州
往
還
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
牛
久
保
村
の
項
に
あ
る
t
T

(約
七
百
六
十
メ
ー
ト
ル
)
の
距
離
を
地
形
図
L
に
あ
て
て
み
る
と
､
有

馬
1
牛
久
保
1
大
棚
1
荏
田
と
い
う
相
州
往
還
中
の
牛
久
保
内
を
通
過
す
る
拒
雛
に

､
ほ
ほ
相
当
す
る
｡
こ
れ

ら
か
ら
し
て
牛
久
保
村
の
項
に
み
え
る

｢相
州
中
原
道
｣
と
い
う
記
述
は
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

ま
た
東
方
村
の
項
に
折
本
1
東
方
1
池
辺
に
む
か
う
新
道
と
祢
さ
れ
る
相
州
道
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
は
折
本
の
台
地
の
北
側
を
東
西
に
走
る
東
方
の
谷
戸
道
を
指
し
､
池
辺
の
星
谷
と
い
う
字
に
通
じ
る
道
と

考
え
ら
れ
る
O
星
谷
は
中
原
道
と
交
差
す
る
場
所
で
あ
る
.
さ
ら
に
は
茅
ヶ
崎
村
の
項
で
､
勝
円
か
ら
茅
ヶ
崎

の
東
端
を
か
す
め
て
､
池
辺
に
む
か
う
道
順
が
記
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
の
記
述
は
誤
解
を
ま
ね
く
も
の
で
､
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茅
ヶ
崎
か
ら
東
方
'
そ
し
て
池
辺
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
な
お
､
こ
の
中
原
道

(中
原
街
道
)
は
'
現
在
は

主
要
地
方
道
九
千

･
中
山

･
茅
ヶ
崎
線
と
し
て
拡
幅
さ
れ
た
り
'
あ
る
い
は
直
線
化
さ
れ
て
い
る
も
の
の
'
意

外
な
地
点
で
'
旧
道
を
か
た
ら
せ
る
石
塔
頬
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
〇

二

相
州
往
還

相
州
往
還
は
'
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
矢
倉
沢
街
道
あ
る
い
は
大
山
街
道
と
称
さ
れ
'
江
戸
か
ら
の
大
山
参

り
の
道
と
し
て
よ
-
知
ら
れ
た
道
で
あ
る
O
馬
絹

･
有
馬
か
ら
牛
久
保
に
入
り
大
棚

(現
在
の
中
川
町
の
西
端
)

を
通
り
､
早
淵
川
の
西
に
位
置
す
る
荏
田
宿
へ
入
っ
て
い
-
道
で
あ
る
.
現
在
､
国
道
二
四
六
号
の
左
右
に
､

わ
ず
か
な
が
ら
そ
の
面
影
を
の
こ
し
て
い
る
｡

三

拝
倉
道

鎌
倉
道
は
､
荏
田
村
の
項
に
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
い
ま
に
伝
わ
る
話
を
加
味
さ
せ
て
推
測
す
る
と
'

こ
の
道
は
､
現
在
の
真
福
寺
の
東
側
を
ま
く
よ
う
に
し
て
南
の
川
和
へ
む
か
っ
て
は
し
る
-
ネ
-
チ
を
さ
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
道
の
1
部
は
明
治
期
ま
で
'
秋
の
収
樺
後
は
馬
か
け
場
と
な
っ
た
o
な
お
こ
の
道
の

す
ぐ
乗
の
柚
木
谷
戸
の
入
口
に
'
鎌
倉
へ
鍛
冶
炭
を
は
こ
ん
だ
商
人
に
ま
つ
わ
る
劫
と
蛇
の
伝
説
を
も
つ
組
神

社
が
鎮
座
し
て
い
る
.

四

淡
島
道

こ
れ
ら
の
三
本
の
道
以
外
に
､
淡
島
道
と
い
っ
て
'
折
本
の
淡
島
神
社
参
拝
に
由
来
す
る
道
が
知
ら
れ
て
い

る
｡
こ
の
道
は
'
以
前
か
ら
伝
承
さ
れ
､
r鶴
見
区
史
｣
中
で
も
､
｢右
あ
わ
し
ま
道
｣
｢左
当
村
ふ
ど
う
道
｣

｢宝
暦
□
□
□
九
月
｣
(宝
暦
三
年
か

･
元
所
在
地
は
末
吉
橋
西
話
)
と
'
そ
の
緒
文
を
も
つ
道
標
塔
が
報
じ

ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
'
当
地
で
の
道
順
は
い
ま
ひ
と
つ
明
白
で
は
な
か
っ
た
O
昭
和
六
十
年
九
月
'
道
路
局

耕
EF
の
中
原
街
道

右
は
旧
滋
で
杉
山
神
祉

(勝
田
)

･
万
福
寺

(茅
ヶ
崎
)

乃

両
へ

左
は
新
道
で
韮
要
文
化
財
関
家
住
宅
方
面
へ
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の
道
路
拡
幅
整
備
工
事
に
と
も
な
い
'
大
熊
町
六
六
二
番
地
の
角
地
で
'
う
も
れ
て
い
た

一
基
の
角
柱
塔

(描

身
百
五

･
五
セ
ン
チ
)
が
発
掘
さ
れ
､
左
に
示
す
そ
の
経
文
か
ら
､
こ
の
淡
島
道
は
よ
り
明
確
と
な

っ
た
0

(正
面
)

五
穀
神

西

熊
野
権
現
道

(向
か

っ
て
右
側
面
)

南

阿
は
し
ま
み
ち

(惑
面
)

時
文
政
七
甲
申
十
月
吉
日
建
立
之

施
主
斎
藤
六
兵
術

大
熊
村

長
福
寺
十
三
世
源
宏
志
主

(向
か
っ
て
左
側
面
)

東

江
戸
川
さ
き
-
ち

石
塔
は
五
八
六
頁
の
図
上
に
示
し
た
よ
う
に
､
三
叉
路
の

一
角
に
位
置
し
'
三
万
位
を
指
し
､
近
在
の
熊
野

権
現
社
と
淡
島
神
社
を
案
内
し
て
い
る
｡
前
者
は
､
こ
の
地
点
か
ら
は
は
六
百
メ
ー
ト
ル
西
方
の
山
裾
に
位
置

し
､
平
将
門
の
伝
説
を
も

つ
杜
で
､
長
福
寺
の
境
内
に
所
在
し
て
い
る
｡
こ
の
道
を
先
に
と
る
と
､
前
述
の
相

州
中
原
道
で
ふ
れ
た
折
本
1
東
方
1
池
辺
へ
通
じ
る
道
と
な
る
｡
後
者
の
淡
島
神
社

へ
の
道
は
へ
こ
の
地
点
か

ら
南
行
し
'
す
-
に
鶴
見
川
の

l
支
流
で
あ
る
大
熊
川
を
わ
た
り
､
そ
し
て
折
本
の
小
丘
陸
上
を
走
る
-
ネ
-

チ
を
上
り
下
り
す
る
と
淡
島
神
社
に
到
着
す
る
O
は
ほ
九
百
メ
I
ト
ル
の
距
離
で
あ
る
0
東
に
道
を
と
る
と
江

戸

･
川
崎
へ
の
遺
と
な
る
｡
な
お
こ
の
石
塔
は
主
緒
か
ら
地
神
塔
と
し
て
大
熊
村
の
名
主
斎
藤
六
兵
術
が
施
主

を

つ
と
め
､
長
福
等
十
三
世
の
も
と
で
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
D

五

大
正
期

の
交
通
網

さ
て
､
近
代
に
い
た
り
'
当
地
で
は
就
業
栽
培
に
力
を
い
れ
た
し
､
そ
れ
が
村
経
済
の
中
心
と
な

っ
て
-
る

と
､
出
荷
す
る
た
め
の
道
路
網
の
充
実
が
必
要
視
さ
れ
て
-
る
O
大
正
末
の
交
通
術
を
整
世
す
る
と
､

神
奈
川
日
野
線

川
和
-
日
野

横
浜
都
配
線

横
浜
-
川
和
妙
超
寺
前

淡
島
道
の
道
棟

｢五
穀
神
｣

塔
の
発
掘
状
況
と
拓
本

(大
熊

･
6
)

:,.i.I,:.zJJf
.i
..:.i.]
'･･..･.I:･･..翔

･鴇

7.･.;･..･::..
t･:-.:lf.;
._･l
･･..'･.:･:

.
,

J.

.

･.
･

∵
,
,

･
･
･

..
I.

･･D.

･
宅

.･[

.
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都
EE
中
山
停
車
場
緑

川
和
1
中
山
停
車
場

都
田
大
崎
線

東
京
府
下
大
崎
-
佐
江
戸

(旧
中
原
往
還
)

都
田
平
塚
線

佐
江
戸
-
平
塚

川
崎
町
田
線

大
熊
-
折
本
-
東
方
-
池
辺
-
川
和
-

土

府

-

中
里
村
青
砥
-
原
町
田

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
ま
た
中
川
村
の
中
心
地
で
あ
っ
た
大
棚
に
は
'
大
正
十
年
代
に
､
新
丸
子
と
の
問
に

乗
り
合
い
自
動
車
が
走
っ
て
い
た
｡
発
着
所
は
現
在
で
い
う
と
吉
田
屋
の
前
で
あ
っ
た
｡
車
は
五
人
乗
り
用
で
､

午
前
中
は
二
回
ほ
ど
そ
の
間
を
往
復
し
て
い
た
｡
近
所
の
子
供
た
ち
は
'
子
守
を
し
な
か
ら
尊
を
み
て
遊
ん
で

い
た
｡
客
の
い
な
い
と
き
に
は
､
遊
転
手
は
子
供
を
乗
せ
､
新
丸
子
に
向
っ
た
｡
途
中
で
客
が
い
る
と
'
当
然

な
が
ら
子
供
た
ち
を
お
ろ
し
た
｡
川
崎
の
野
川
あ
た
り
で
あ
っ
た
｡
子
供
た
ち
の
帰
り
道
は
'
て
-
て
-
歩
き

で
の
約
五
キ
ロ
で
あ
っ
た
が
､
と
に
か
-
車
に
乗
っ
た
喜
び
で
'
そ
の
道
の
り
は
気
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ

た
｡
早
淵
川
に
そ
う
よ
う
に
延
び
る
網
島
-
道
中
坂
-
勝
田
-
荏
田
間
に
は
馬
車
が
走
っ
て
い
た
｡
こ
の
間
の

道
路
の
拡
幅
な
ら
び
に
新
道
づ
-
り
は
'
昭
和
十
三
年
に
着

工
さ
れ
同
十
四
年
に
完
成
し
た
｡
バ
ス
が
入
っ
た

の
は
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
二
十
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
昭
和
四
十
年
十
二
月
に
は
第
三
京
浜
退
路
が
開
通
し
'

し
か
も
港
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
開
設
は
､
近
い
将
来
に
お
け
る
道
路
網
充
実
の
布
石
と
な
っ
た
｡

第
三
節

村
名
の
う
つ
り
か
わ
り

新
し
い
集
落
が
形
成
さ
れ
た
り
､
あ
る
い
は
小
さ
な
校
数
の
集
落
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
た
り
､
逆
に
大
き
-

な

り
す
ぎ
た
集
落
を
分
割
し
た
り
す
る
際
に
､
そ
れ
ら
の
単
位
を
呼
称
し
た
り
記
名
す
る
た
め
に
新
し
い
名

称
､
つ
ま
り
村
の
名
が
考
え
だ
さ
れ
､
付
け
ら
れ
て
き
た
O
こ
の
作
業
は
む
か
し
も
い
ま
も
変
ら
な
い
o
こ
こ

で
は
江
戸
後
期
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
あ
い
だ
'
当
地
で
お
こ
な
わ
れ
た
村
名
の
変
遷
を
整
理
し
て
お
き

た
い
｡
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江
戸
後
期
に
お
け
る
当
地
の
村
々
の
様
相
は
､
文
政
十

l
年

(
一
八
二
八
)
幕
府
に
よ
っ
て
編
纂
な
っ
た

｢風
土
記
稿
｣
巻
八

一
か
ら
八
八
に
わ
た
る
都
筑
郡
の
項
の
な
か
に
綴
ら
れ
て
お
り
､
い
ま
か
ら
百
六
十
年
前

の
よ
う
す
を
'
少
な
か
ら
ず
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
村
名
の
大
半
は
今
日
に
継

承
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に

『小
田
原
衆
所
領
役
帳
』
に
も
散
見
さ
れ
､
は
る
か
中
世
に
ま
で
さ
か
の
ほ
る
村
名

も
少
な
-
な
い
O
こ
と
に
郡
名
の
都
筑
と
い
う
名
は
十
世
紀
前
半
に
ま
と
め
ら
れ
た

F倭
名
類
架
抄
｣
に
記
徹

さ
れ
､
さ
ら
に
古
-
は
武
蔵
国
分
寺
追
跡
な
と
の
古
寺
か
ら
発
頼
さ
れ
た
銘
を
も
つ
古
瓦
の
な
か
に
､
ヘ
ラ
や

型

押

に

よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た

｢都
｣
や

｢都
筑
｣
の
銘
を
も
つ
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
'
郡
名
の
過
去
を
た
と

る
こ
と
が
で
き
る
O

一

区
番
組
制

さ
て
江
戸
幕
府
の
大
政
奉
還
後
､
新
政
府
は
明
治
元
年

(
一
八
六
八
)
三
月
十
九
日
に
統
治
を
開
始
し
た
｡

横
浜
に
は
同
時
に
横
浜
裁
判
所
が
新
設
さ
れ
た
.
こ
の
裁
判
所
は
半
年
の
う
ち
に
三
Eilも
名
称
を
改
称
す
る
｡

ま
ず
E
l月
二
十
二
日
に
神
奈
川
裁
判
所
と
な
り
'
六
月
十
七
日
付
で
神
奈
川
府
裁
判
所
と
改
称
L
t
さ
ら
に
九

月
二
十

一
日
付
で
府
を
県
と
あ
ら
た
め
､
神
奈
川
県
と
改
称
さ
れ
た
｡
こ
の
間
､
管
轄
下
の
村
々
を
統
治
す
る

た
め
に
区
番
組
制
を
導
入
し
た
.
そ
れ
は
複
数
の
村
々
を

一
単
位
と
し
て
番
組
を
つ
け
､
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
数

番
組
単
位
に
ま
と
め
区
と
し
た
も
の
で
'
大
区
小
区
制
の
前
段
の
も
の
で
あ
る
｡
大
正
二
年
調
の

｢都
筑
郡
中

川
村
勢
要
覧
』
に
よ
る
と
'
明
治
二
年
の
記
録
と
し
て
'
牛
久
保

･
山
田

･
茅
ヶ
崎

･
勝
田

･
大
棚
の
五
村
は
､

と
も
に
第
二
十
七
区
第
十
三
番
組
の
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
.
こ
の
期
に
お
け
る
こ
の
区
番
組
を
記
し
た
資
料

は
少
な
-
'
ま
れ
に
見
る
蛋
重
な
記
述
で
あ
る
0

明
治
四
年
に
は
､
上
記
五
か
村
は
都
筑
郡
組
合
十
六
か
村
の
な
か
に
編
入
さ
れ
る
｡
こ
の
名
称
は
､
寄
場
組

合
と
開
通
し
た
名
称
と
さ
れ
よ
う
｡

明
治
六
年
五
月
十
三
日
に
は
､
大
江
権
令
に
よ
っ
て
区
番
組
の
布
達
が
出
さ
れ
る
O
三
十
六
か
町
九
百
E
lか

大
棚
村
村
絵
EEZ
(慶
応
四
年

･
栗
原
楢
助
家
蔵
)
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村
を
二
十
区
百
八
十
五
番
組
に
仕
分
け
た
も
の
で
あ
る
｡
当
地
域
は
第
七
区
と
な
る
｡

1
臆
蓑
に
し
て
お
こ
う
O

武
蔵
園
都
筑
郡

第
七
区

登
番
組

新
羽
村

武
番
組

吉
田
村

三
番
組

山
田
村

四
番
組

折
本
村

五
番
組

池
過
村

六
番
組

荏
EE
村

七
番
組

石
川
村

八
番
組

上
麻
生
村

会
八
組

大
熊
村

高
田
村

大

棚
村

東
方
村

佐
江
戸
村

川
和
村

下
麻
生
村

勝
田
村

茅
ヶ
崎
村

牛
久
保
村

川
向
村

早
野
村

王
禅
寺
村

黒
川
村

片
平
村

五
力
EE
付

票
木
村

古
揮
村

寓
福
寺
村

村
数
二
拾
七
ケ
村

二

大
区
小
区
制

こ
の
区
番
組
制
は
'
翌
年
の
明
治
七
年
六
月
二
日
付
で
'
区
を
大
区
に
'
番
組
を
小
区
と
改
称
し
､
さ
ら
に

同
年
六
月
十
五
日
付
を
も
っ
て
'
新
し
い
二
十
大
区
百
八
十
二
小
区
と
い
う
大
区
小
区
制
を
実
施
す
る
こ
と
と

な
る
｡
当
地
の
第
七
区
は
第
六
大
区
と
変
更
さ
れ
'
小
区
番
号
な
ら
び
に
そ
れ
に
属
す
る
村
々
は
大
き
な
変
更

は
な
い
も
の
の

(明
治
八
年
七
月

･
r横
浜
市
史
｣
第
三
巻
上
)'
後
述
す
る
明
治
十

1
年
の
記
録
の
う
え
で
は
､

五
番
組
に
属
し
て
い
た
川
向
村
は
四
小
区
と
な
る
｡

明
治
九
年
四
月
､
再
度
､
こ
の
大
区
小
区
制
は
規
模
を
大
き
く
し
て
施
行
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
足
柄
県
が
編
入

し
た
た
め
で
'
二
十
三
大
区
二
百
八
小
区
と
な
る
｡
当
地
に
は
変
更
は
な
か

っ
た
｡
こ
こ
で
明
治
十

l
年
の
記

録
を
も
と
に
'
当
地
第
六
大
区
を

1
覧
表
と
し
て
お
こ
う

(r神
奈
川
鯨
蔵
版
神
奈
川
螺
治

1
覧
表
し
明
治
十

茅
ヶ
崎
村
村
絵
図

(明
治
二
年

･
検
見
用
畑
)
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一
年
五
月
)｡
な
お
村
名
に
冠
し
た
△
印
は
大
区
区
務
所
位
置
､
○
印
は
小
区
扱
所
位
置
を
し
め
す
｡

大
区
第
六

戸
数

二
千
八
百
九
十
八
戸

人

口

一
万
五
千
四
百
十
二
人

反
別

五
千
二
百
二
十
四
町
四
反
七
畝
廿
八
歩

地
慣

八
十

一
万
千
四
百
五
十
九
円
六
十
七
銭

郡

都
筑

小
区

一
D
新
羽
村

大
熊
村

二
D
吉
田
村

高
田
村

三
･
山
田
村

大
棚
村

四

東
方
村

折
本
村

五
山
池
辺
村

佐
江
戸
村

六

｡
川
和
村

荏
田
村

七

｡
王
禅
寺
村

早
野
村

八

｡
栗
木
村

黒
川
村

牛
久
保
村

茅
ヶ
崎
村

勝
田
村

川
向
村

(扱
所

ハ
五
小
区
へ
合
併
)

第
六
大
区
の
小
区
画
[
(当
地
域
の
み
)

憲

下
麻
生
村

石
川
村

片
平
村

五
力
田
村

古
沢
村

蔑
福
寺
村

上
麻
生
村

三

村
名
の
復
活

明
治
十

一
年
七
月
二
十
二
日
､
郡
区
町
村
編
制
法
及
び
郡
役
所
所
在
地
に
関
す
る
通
達
が
出
て
､
大
区
小
区

制
は
廃
さ
れ
､
村
名
が
復
活
す
る
運
び
と
な
る
O
当
地
で
は
都
筑
郡
山
田
村
の
軌
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
､
全
村
､

江
戸
時
代
か
ら
使
用
し
て
い
た
村
名
を
復
活
さ
せ
た
｡
他
方
'
郡
役
所
の
位
置
に
関
し
て
は
県
は
川
井
村
へ
の

設
置
で
こ
と
を
す
す
め
て
い
た
が
､
こ
れ
に
対
し
て
争
論
が
生
じ
'
同
年
十

一
月
三
十
日
'
郡
内
三
十
四
か
村

住
民
総
代
六
人
の
連
署
で
､
川
和
村
へ
の
変
換
願
い
が
提
出
さ
れ
た
｡
さ
ら
に
同
年
十
二
月
十
四
日
付
の
再
願

r ■＼~一一_.

I: -､Lへ七小区 ＼

＼､_一･･一

@ #=′ト三言 7
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い
､
同
月
二
十
六
日
付
の
再
々
願
い
と
い
う
強
い
運
動
が
繰
り
返
さ
れ
た
｡
川
井
村
は
'
大
区
小
区
制
下
で
は

第
七
大
区
第
三
小
区
に
属
し
'
郡
の
南
西
に
位
置
す
る
も
の
の
'
中
原
街
道
と
八
王
子
街
道
が
交
差
す
る
交
通

の
要
所
に
所
在
す
る
娘
茜
で
あ
っ
た
o
こ
れ
に
対
し
､
川
和
村
は
'
は
は
郡
の
中
央
に
位
配
し
､
鶴
見
川
の
支

流
谷
本
川
沿
い
に
走
る
八
王
子
道
に
面
し
た
鵜
落
で
あ
っ
た
｡
争
論
の
結
果
､
は
た
せ
る
か
な
変
換
願
い
は
聞

き
入
れ
ら
れ
､
明
治
十
二
年
七
月
七
日
'
都
筑
郡
役
所
は
川
和
村
に
移
転
し
た
｡

四

連
合
戸
長

明
治
十
七
年
五
月
七
日
､
区
町
村
会
櫨
が
改
正
さ
れ
､
大
区
小
区
の
小
区
同
様
に
､
近
隣
の
数
か
村
が

1
単

･3
と
な
り
､
そ
の
な
か
の
代
表
村
の
村
名
を
冠
す
る
特
異
な
村
名
が
生
ま
れ
た
｡
二
～
三
の
例
を
み
る
と
､
折

本
の
場
合
は
吉
田
村
外
四
か
村
'
茅
ヶ
崎
や
山
田
の
場
合
は
山
田
村
外
四
か
村
と
い
う
も
の
で
あ
る
0
以
下
の

例
は
こ
の
名
称
で
郡
役
所
へ
提
出
し
た
文
書
の
関
係
個
所
の
抜
き
書
き
で
あ
る
｡

(例

一
)

都
筑
郡
山
田
村
外
四
ケ
村

明
治
二
十
二
年
三
月
十
日

戸
長
役
場
E
]

都
筑
郡
役
所御

中

(例
二
)

元
中
山
村
外
九
ケ
村

明
治
廿
二
年
六
月
七
日

戸
長
役
場
E
]

都
筑
郡
役
所
御
中

五

町
村
制

旧
E
3か
村

ヽ

明
治
二
十

1
年
に
な
る
と
'
市
制

･
町
村
制
が
し
か
れ
る
.
こ
の
制
度
下
で
の
目
新
し
い
点
は
､
旧
村
々
が

)

r

＼

.._
＼

合
併
す
る
と
同
時
に
新
し
い
村
名
な
と
を
作
り
'
そ
の
下
に
旧
村
名
を
大
字
と
し
て
付
け
た
こ
と
で
あ
る
O

｢
ノ
＼
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当
界
隈
で
は
'
中
川

･
新
田

･
都
田

･
山
内
と
い
う
新
し
い
村
名
が
誕
生
す
る
｡
そ
の
村
名
を
生
み
だ
す
に

あ
た
っ
て
の
由
来
は
､
中
川
の
場
合
は
'
五

つ
の
集
落
間
の
中
央
を
流
れ
る
早
淵
川
に
由
来
L
t
中
と
川
を
合

わ
せ
中
川
と
し
た
と
い
う
｡
ま
た
新
EB
の
名
は
､
合
併
し
た
新
羽
の
新
と
高
田

･
吉
田
の
EE
を
合
成
L
t
新
田

を
生
み
だ
し
た
と
さ
れ
て
い
る
.
四
村
下
に
属
し
た
旧
村
々
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
｡

中
川
村

牛
久
保

山
田

茅
ヶ
崎

勝
田

大
棚

山
内
村

荏
田

石
川

新
田
村

吉
田

新
羽

高
田

都
EE
村

大
熊

折
本

東
方

川
向

池
辺

川
和

佐
江
戸

な
お
こ
れ
ら
四
村
の
村
名
は
､

昭和十
四
年
の
横
浜
市
へ
の
編
入
で
公
称

(行
政
地
名
)
か
ら
は
消
え
る
も
の

の
'
地
元
に
は
残
る
O
た
と
え
ば
横
浜
北
農
業
協
同
組
合
の
支
所
名
'
中
川
支
所

･
山
内
支
所

･
新
m
支
所

･

都
田
支
所
の
名
称
で
あ
る
｡
ま
た
横
浜
市
山
内
図
古
館
も
そ
の
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
O

明
治
四
十
四
年
'
町
村
制
の
改
正
が
お
こ
な
わ
れ
る
0
そ
の
際
､
中
川
村
に
お
い
て
区
制
が
と
り
い
れ
ら
れ
､

大
字
山
田
は
三
分
割
し
以
下
の
よ
う
に
な
る
｡

第

1
区
山
田
表

第
二
区
山
田
⊥滋

第
三
区
山
田
上

第
E
l区
勝
田

第
五
区
牛
久
保

第
六
区
大
棚

諦
七
区
茅
ヶ
崎

こ
の
後
､
大
棚
は
二
分
割
さ
れ
'
第
六
区
大
棚
下

･
第
七
区
大
棚
上
と
な
り
'
茅
ヶ
崎
が
第
八
区
と
な
る

(大
正
六
年
三
月

｢
な
か
が
は
｣
第
三
号
)｡

現
在
こ
の
区
番
は
'
年
寄
り
と
の
茶
飲
み
話
の
な
か
で
時
と
し
て
聞
か
れ
る
が
へ
こ
の
八
区
の
分
割
こ
そ
'

今
日
の
中
川
八
か
町
の
前
身
で
あ
る
｡

昭
和
九
年
､
都
筑
郡
役
所
の
所
在
地
で
あ
る
川
和
を
中
心
と
し
た
都
田
村
は
'
近
隣
の
村
に
先
駆
け
て
町
制

明治四十四年の区制 / ､
__ _ー-.- ＼一一一

＼

/
I
)
/

粛 ′､＼＼了 -1 :J二 ､ 等

/芦1--了 一声 :､ア二区 長軒 ､

- ∴ - -一 一

/

苧 冒蒜 } / ′｡ 5m I..｡m
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を
し
き
'
町
名
も
地
元
の
川
和
を
採
用
し
'
川
和
町
と
し
て
誕
生
す
る
｡

六
横
浜
市

へ
の
編
入

昭和
十
E
]年
'
都
筑
郡
の
大
半
の
村
々
は
横
浜
市
に
編
入
す
る
こ
と
と
な
る
が
､
そ
の
編
入
に
あ
た
っ
て
は

川
崎
市
に
編
入
し
た
い
意
を
も
つ
村
も
あ
り
'
争
論
が
繰
り
返
し
お
こ
な
わ
れ
た
と
年
寄
り
は
伝
え
て
い
る
｡

こ
の
合
併
に
よ
っ
て
横
浜
市
港
北
区
が
誕
生
L
t
村
々
は
区
内
の
町
と
な
っ
た
｡
こ
こ
で
中
川
村
の
第

)
区
か

ら
第
八
区
ま
で
の
動
向
を
み
て
お
こ
う
｡

第

1
区
山
田
表

･
第
二
区
山
田
豪

･
第
三
区
山
田
上
は
そ
れ
ぞ
れ
南
山
田

･
北
山
田

･
東
山
田
の
町
名
に
改

称
し
た
C
そ
の
名
称
改
称
の
背
景
に
は
少
な
か
ら
ず
山
田
の
小
字
名
の
変
遷
が
関
係
し
て
い
る
｡
明
治
初
期
､

県

裁
判

所

へ
の
村
名
等
の
届
出
の
際
､
江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
た
小
字
名
を
記
入
す
る
こ
と
な
く
提
出
し
た

た
め
､
旧
字
名
は
公
称
か
ら
消
え
て
し
ま
い
､
後
日
'
村
内
を
東
南
西
北
に
分
け
､
そ
の
方
位
名
称
を
字
名
に

し
た
と
伝
え
て
い
る
｡
大
正
期
の
村
明
細
図
に
の
こ
る
字
名
は
ま
さ
し
く
そ
の
東

･
南

･
西

･
北
で
あ
る
｡
な

お
明
治
E
]十
四
年
に
山
EE
の
語
尾
に
つ
け
た
表

･
壷

･
上
は
'
当
地
で
知
ら
れ
る
地
理
的
〟3;観
か
ら
生
じ
た
名

称
で
あ
る
が
､
そ
れ
を
廃
し
､
単
純
な
方
位
名
称
を
山
田
に
冠
し
た
の
は
'
前
述
の
小
字
名
が
大
き
く
関
与
す

る
と
と
も
に
､

一
般
的
に
わ
か
り
や
す
い
点
が
採
用
の
契
機
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
山
田
の
か
つ
て
の
小
字
は
公
称
か
ら
消
え
て
は
し
ま
っ
た
も
の
の
､
村
人
の
日
常
会
話
の
な
か

で
は
伝
承
さ
れ
､
誹
中
名
や
特
定
の
場
所
を
指
す
際
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
｡
芝
生
や
二
十
捗

･
滝
谷

･
韮
代

･

尻
無

･
日

面

な
ど
で
あ
る
.
た
だ
し
重
代
は
十
代
に
､
尻
無
は
神
無
に
'
日
面
は
〆
面
と
な
っ
て
い
る
O

第
四
区
勝
田

･
第
五
区
牛
久
保

･
第
八
区
茅
ヶ
崎
に
は
変
更
は
な
く
へ
第
六
区
大
棚
下
と
第
七
区
大
棚
上
に

名
称
の
改
称
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
大
棚
は
早
淵
川
の
北
岸
丘
陵
斜
面
に
東
西
に
長
-
集
落
を
形
成
し
た
ム
ラ
で

あ
る
｡
そ
の
た
め
明
治
四
十
四
年
の
二
分
割
の
際
に
は
､
上
流
と
下
流
と
い
う
地
理
的
な
位
坦
関
係
の
も
と
で

二
分
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
横
浜
市
へ
の
編
入
に
際
し
て
は
'
旧
来
か
ら
の
地
名
､
大
棚
を
第
六
区
が
踏
処
し
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大 棚 牛 久 保 勝 田 山 田 /

礎壌 マセロ ① r新編武
にみえる小

ン堤 矢/谷 権大 杉下 字名と民家軒数

矢崎中村望谷 沖ノ谷池ノ谷 城山 三巨代谷

第27区第13番組 檀)明治 2年判所支配下の区番組

⑨明治の明細帳にみえ

56戸467人 48戸296̂ 38F267人 141戸732人 数 .人口

(彰明治 4年組合

第 7区 3着巨細 節 7区 3番組 第 7区 3番組 区番組

第 6大区 3小区 ⑥明冶 8年大区小区

大区小区

郡区編制及位芯

大字大棚 制

第 6区大棚 ⑪明治44年

第 6区大棚下第 7区大棚上 郡 Ll区勝田 ⑲大正 6年

⑬昭和 9年

牛久保町

(郡 6L茎)

(第 7区) 讃萱生

⑯昭和44年緑区誕生
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大 熊 新 羽 吉 田 高 田 茅 ヶ 崎

引地薬師谷 洞ロ二本榎 中里fl壊 矢野花 ノ木坂 綴郡谷牢揮谷

将監谷 山崎 戚主象 鍛冶屋坂白坂 中村里

(35軒) 板東向頻 御所ケ谷稲坂 (112軒) ア ラ里ア ヲハ

(163軒) (65軒)

70

34戸195人 l㌧lL-806人 174ノコ995人 98J]561人 i437人

邦 7区 1芥組 辞 7区 1番細 第 7区2番組

山B]村外 4か村

郡 8区茅ヶ崎



第 1茸 拡北ニュータウ/のムラ 20

池 辺 川 向 東 方 折 本

左近田田切 前ケ谷月ガラ塚

出口 減力谷タイ トウ畑 載村 大判野畑(56軒) 殿山 岩崎シコ山 川rij 蛇谷(42軒)

ヲ与力谷田 ¢0軒)

明治 2年 明治 2年

68戸359人 156ノコ575人 55戸321人 8EF]人 503.048石51戸349人

大字折本

折本町
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石 川 荏 田 川 和

山王原 宿

平川 中村 道玄田

船頭

技子FB励ソキ坂 森村 Si;ケ谷
[11村 上村 (133軒)

(162軒)

20~

二 : p- 人 憲 ;

第 7区7番区 第7区6番組 第 7区 6市拙

耶6大区6小区

布衣邸川和1町大字川和

横浜市港北区 抜浜市港北区

元石川町 川井l町

横浜市振広元石川町

昭和44年 1月15日 昭和53年 4月29日

悌

考

①

r新
編
武
威
風
土
記
稲
｣
の
在
筑
郡
は
文
政
十

l

年

(
一
八
二
八
)
に
完
成
.

②
明
治
元
年
三
月
十
九
日
'
新
政
府
の
読
冶
と
な
り
､

横
浜
故
判
所
が
設
E･3
さ
れ
る
｡
同
年
四
月
二
十
二

日
､
横
浜
裁
判
所
は
神
奈
川
裁
判
所
に
'
戸
部

･

横
浜
役
所
は
そ
れ
ぞ
れ
戸
部
故
判
所

･
煉
煎
哉
判

所
と
改
称
さ

れ
る
.
神
奈
川
技
判
所
は
同
年
六
月

十
七
日
に
神
奈
川
肘
と
改
称
さ
れ
､
さ
ら
に
同
年

九
月
二
十

L
日
に
神
奈
川
県
と
改
称
さ
れ
る
｡

r
昭
和
十
年
調

神
奈
川
射
祐
茨
珊
巾
川
村
あ
そ

足
し
神
奈
川
県
都
筑
郡
中
川
村
役
場

昭
和
十
一

年
刊

⑨

｢
横
浜
段
村
明
細
暖
｣
r蛾
浜
市
史
｣
罪

1
雀

横

浜
市

昭
和
四
十
七
年
刊

(四
版
)

◎
明
治
E
]年
六
月
十
七
日
､
神
奈
川
県
戸
燕
法
施
行

準
備
に
と
も
な
い
等
墳
組
合
を
廃
し
､
県
下
を
二

十
五
区
の
戸
蘇
区
に
分
け
'
各
区
に
戸
煎
更
と
し

て
の
戸
長

･
副
戸
島
の
人
選
を
布
漣
o

r
昭
和
十
年
調

神
奈
川
県
都
筑
邦
中
川
村
勢
威

克
｣
(前
紹
)

㊥

r
神
奈
川
県
全
山
亡

郊

1
巷

神
奈
川
=_
(議
会

昭
和
二
十
八
年
刊

明
治
六
年
五
月
十
三
日
､
大
江
権
令
布
退
｡
二
十

区

1
百
八
十
五
番
組
を
芯
-

(
三
十
六
か
町
､
九

百
凹
か
村
)
｡

明
拾
七
年
六
月
二
日
'
神
奈
川
的
'
区
を
大
庄
､

帯
地
を
小
区
と
改
称
し
'
同
年
六
月
十
五
日
.
大

区
小
区
制
を
楽
施
｡
仝
二
十
大
区

L
百
八
十
二
小

区
.

⑥
r班
浜
市
史
L
fS
Iニ
巻
上

横
浜
市

附
%
]二
十

六
年
刊

◎

｢神
奈
川
相
成
版

神
奈
川
鴨
冶

一
監
査

明
治

十

一
年
五
月
上
鞘
J
r
郷
土
よ
こ
は
ま
｣
紛

･
8

場
所
市
図
芯
館

昭
和
五
十
三
年

刊

明
治
九
年
四
月
'
足
柄
EJ
f
の
併
合
に
と
も
な
い
二

十
三
大
区
二
百
八
小
区
と
な
る
｡

㊥

f'神
奈
川
CTE史
し
別
室

二

年
表

神
奈
川
EJ
E

昭
和
五
十
七
年
刊

明
治
十

1
年
十

一
月
十
八
日
､
雌
筑
雌
役
所
､
川

井
村
に
桝
く
｡

明
治
十

一
叶
十

1
月
三
十
日
'
祐
筑
邸
三
十
四
か

村
性
氏
3
2代
六
人

遡
顎
で
印
役
所
也
孤
を
川
井
村

か
ら
川
村
村

へ
の
変
換
雌
を
;鮎
へ
以
出

(十
二
月

十
凹
日
TPM
噺
'
川
二
十
六
日
再
々
願
)｡

明
治
十
二
年
七
月
七
日
､
郎
筑
郡
役
所
､
川
叔~
村

に
移
転
｡

⑩
新
し
い
村
名
の
超
稚
｡
新
川
は

合併
す
る
新
羽
の

薪
と
､
古
山

･
吉
EE
の
田
の
合
成
名
｡
中
川
は
村

村
の
中
央
S
を
西
か
ら
乗
に
む
か
っ
て
流
れ
る
阜

濁
川
の
中
と
川
を
合
わ
せ
た
村
名
で
あ
る
｡

番
田
と
山
内
に
関
し
て
は
そ
の
由
来
は
伝
承
さ
れ

て
い
な
い
が
､
な
前
群
の
蔀
の
戟
見
川
甑
域
の
田
'

ま
た
山
間
部
の
地
理
的
環
境
な
ど
か
ら
'
こ
の
両

名
林
は
付
け
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡

明
治
二
十
二

年
四
月

1
日

二

八
<
九
)
'横
浜
市

誕
生
｡

⑳

r
j9
京
都
小
川
村
井
垂
れと

中
川
村
役
場

大

正
二
咋
刊

⑳

r
Lt
か
が
は
】
璽

二
号

小
川
何
役
戦

大
正
六

年
三
月
刊

⑳
昭
和
十
四
年
四
月

一
日
施
行
｡

⑯
昭
和
四
十
E
]年
十
月

一
EE[準
rr
｡



第 1茸 拙｣ヒニュータウノのムラ 22

て
大
棚
町
と
し
､
第
七
区
の
大
棚
上
は
明
治
二
十
二
年
に
作

っ
た
中
川
村
の
中
川
を
採
用
し
て
中
川
町
を
名
乗

る
こ
と
と
な
っ
た
｡

七

港
北
区
と
緑
区

港
北
区
は
横
浜
市
の
北
部
に
位
置
し
､
北
は
川
崎
市
､
西
は
町
田
市
に
境
を
接
し
､
市
域

1
の
面
積
を
は
こ

る
区
で
あ
っ
た
｡
昭
和
四
十

一
年
'
東
急
田
園
都
市
線
の
長
津
田
駅
ま
で
の
延
長
が
完
成
す
る
と
'
そ
れ
に
と

も
な
う
人
口
増
が
み
ら
れ
､
分
区
の
話
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
｡
昭
和
四
十
四
年
'
分
区
が
お
こ
な
わ
れ
､
緑
区

が
誕
生
す
る
｡
当
地
域
は
分
区
の
境
目
と
な
り
､
か
つ
て
の
中
川
村
と
新
田
村
は
港
北
区
に
の
こ
り
､
山
内
村

と
都
田
村
は
新
し
い
緑
区
に
編
入
と
な

っ
た
｡
こ
の
の
ち
'
北
山
田
町
の
西
北
部
と
牛
久
保
町
の
西
北
端
が
開

発
さ
れ
､
新
し
い
町
､
港
北
区
す
み
れ
が
丘
が
誕
生
す
る
0
昭
和
凹
十
四
年

l
月
二
十
六
日
の
こ
と
で
あ
る
｡

現
在
､
当
地
で
す
す
め
ら
れ
て
い
る
横
浜
国
際
港
都
建
設
事
業
横
浜
北
部
新
都
市
土
地
区
画
整
理
事
業
は
昭

和
四
十
年
二
月
､
横
浜
市
の
六
大
事
業
の

1
つ
と
し
て
発
表
さ
れ
'
施
行
規
程
お
よ
び
事
業
計
画
は
昭
和
四
十

九
年
八
月
二
十
七
日
'
建
設
大
臣
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
.
新
し
い
町
名
も
誕
生
し
､
旧
村
名
と
と
も
に
新
し

い
歴
史
を
刻
ん
で
い
-
こ
と
で
あ
ろ
う
O
な
お
以
上
に
み
て
き
た
村
名
な
ら
び
に
字
名
な
と
の
変
遷
を
別
表
に

集
約
し
た
｡
現
時
点
で
充
分
に
把
握
で
き
な
か

っ
た
項
は
空
白
と
し
て
あ
る
｡

第
四
節

村
の
生
業

耕
作
地
は
､
丘
陵
の
台
地
上
を
開
墾
し
た
畑
と
'
川
沿
い
と
谷
戸
の
水
田
で
あ
る
｡
前
者
の
畑
地
は
'
ダ
イ

･

ハ
ラ
と
称
さ
れ
'
土
は
天
地
返
し
に
よ
っ
て
赤
土
と
ク
ロ
ボ
ク
が
混
合
し
､
そ
こ
に
ハ
ク
サ
イ

･
ホ
ウ
レ
ン
ソ

ウ
な
ど
の
虎
菜
頬
､
イ
モ
･
ダ
イ
コ
ン
･
ニ
ン
ジ
ン
な
と
の
根
菜
規
を
栽
培
し
て
き
た
O
後
者
の
水
田
は
早
淵

川
の
沖
積
地
に
ひ
ろ
が
る
田
を
コ
ウ
チ
タ
と
称
し
､
谷
戸
筋
を
耕
転
し
た
旧
を
ヤ
ト
ダ
あ
る
い
は
ク
ポ
チ
と
い
っ

山
田
富
士
か
ら
神
無
の
谷
戸
を
み
る
(北
山
田
･
50
)
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て
き
た
｡
そ
れ
ら
の
湿
EElの
な
か
に
は
と
-
に
ト
プ

ツ
タ
と
称
さ
れ
た
深
田
が
あ

っ
た
o

山
は
植
樹
林

･
雑
木
林

･
果
樹
林

･
什
‖林
の
地
区
に
大
別
さ
れ
る
｡
値
樹
林
仕
用
材
と
な
る
ス
ギ

･
ヒ
ノ
キ

･

マ
ツ
な
と
を
三
十
年
か
ら
五
十
年
の
周
期
で
植
え
､
管
理
し
て
き
た
O
雑
木
林
の
木
々
は
'
ク
ヌ
ギ
や
コ
ナ
ラ

な
と
に
代
表
さ
れ
'
八
年
か
ら
十
年
の
周
期
で
伐
採
L
t
薪
材

･
炭
材
あ
る
い
は
海
藻
用
の
ノ
-
/
ヒ
材
と
し

て
'

1
山
単
位
で
売
凹貝
さ
れ
た
O
伐
採
後
の
根
株
か
ら
は
新
し
い
芽
が
吹
き
だ
し
､
そ
の
近
く
の
樹
皮
は
癖
を

呈
し
て
お
り
'
薪
の
林
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
｡

果
樹
林
は
､
ク
-
が
中
心
で
あ
っ
た
が
'
近
年
は
ナ
ノ
も
栽
培
さ
れ
て
い
る
｡
カ
キ
は
屋
敷
林
の

l
角
に
植

え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
｡
明
治
期
に
お
い
て
モ
モ
が
植
え
ら
れ
て
い
た
が
､
現
在
で
は
は
と
ん
と
見
る
こ

と
は
で
き
な
い
O
竹
林
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
'
孟
宗
竹
の
筒
を
さ
か
ん
に
産
出
し
出
荷
し
た
た
め
'
そ
の
栽

培
面
稲
は
ま
た
た
-
ま
に
広
が

っ
た
｡
目
黒
式
の
ネ
イ
ケ
方
法
が
導
入
さ
れ
'
｢中
川
の
笥
｣
と
地
名
を
冠
す

る
ま
で
に
な

っ
た
｡
良
質
の
筒
が
市
場
に
出
さ
れ
た
O

こ
れ
ら
の
は
か
に
副
業
は

｢本
村
に
於
け
る
農
家
は
､
極
め
て
小
農
な
れ
ば
､
勢
ひ
養
蚕
園
芸
其
他
各
種
副

業
を
な
さ
1
る
を
得
ず
｡
既
ち
川
和
の
養
蚕
へ
佐
江
戸
の
菰
､
川
向
池
辺
の
果
樹
'
東
方
折
本
大
熊
は
疏
菜
閲

芸
等
を
営
み

居
る
｣
(『都
田
村
誌
』
)
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
な
か
で
と
く
に
注
目
さ
れ
た
も
の

は
折
本
の
就
菜
園
芸
に
ふ
-
ま
れ
て
い
る
商
で
'
同
誌
は

｢今
本
村
の
特
産
物
と
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
再

が
あ
る
O
其
葛
の
本
村
に
栽
培
し
た
始
は
､
折
本
の
人
が
明
治
三
十
三
年
子
安
町
の
親
戚
よ
り
､
苗
を
買
受
け

試
験
的
に
始
め
た
の
が
成
功
し
'
今
日
に
て
は
折
本
だ
け
に
て
も
'

一
ヶ
年
優
に
二
十
万
箱
移
出
し
て
居
る
｡｣

と
記
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
は
か
に
冬
場
の
天
然
水
作
り
や
ワ
ラ
細
工
作
り
な
と
も
お
こ
な
わ
れ
た
｡

第
五
節

屋
号
と
家
印

一

屋
号

昭
和
初
期
の
養
組
合

(北
村
正
耶
家
城

･
茅
ヶ
崎
)
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イ

エ
ナ

屋
号
は
家
屋
敷
の
立
地
状
態
'
初
代
の
名
前
'
商
な
ど
を
も
と
に
個
々
の
家
屋
敷
に
付
さ
れ
た

家

名

で

あ
る
｡

数
少
な
い
姓
で
構
成
さ
れ
る
集
落
に
お
い
て
の
屋
号
の
使
用
は
､
誤
る
こ
と
な
-
'
正
確
に
そ
の
家
な
い
し
は

人
物
を
さ
す
こ
と
が
で
き
､
日
常
生
活
の
う
え
で
お
お
い
に
使
用
さ
れ
て
き
た
｡
ま
た
こ
の
屋
号
に
は
そ
の
家

の
特
有
の
内
容
を
も
表
現
し
て
い
た
た
め
'
他
集
落
の
者
ま
で
､
｢
ど
こ
と
こ
の
○
△
O
｣
と
い
う
よ
う
に
使

用
さ
れ
て
き
た
｡
家
数
は
少
な
い
が
本
家
筋
と
さ
れ
る
家
'
あ
る
い
は
近
年
に
お

い
て
分
家
し
た
家
々
に
は
屋

号
は
付
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
.

さ
て
大
棚

･
中
川

･
牛
久
保

･
北
山
田
な
ど
十
二
集
落
に
お
け
る
屋
号
を
み
る
と
'
同
名
称
も
か
な
り
知
ら

れ
る
｡
そ
れ
ら
の
由
来
を
も
と
に
分
頬
す
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
.

集
落
内
に
お
け
る
家
屋
敷
お
よ
び
家
と
家
と
の
位
置
関
係
か
ら
の
名
称

家
屋
敷
の
立
地
す
る
自
然
環
境
上
か
ら
の
名
称

鎮
守
や
寺
あ
る
い
は
稲
荷
杜
な
ど
と
の
位
置
関
係
か
ら
の
名
称

土
地
の
字
名
か
ら
の
名
称

祖
先
あ
る
い
は
分
家
後
の
姓
名
か
ら
の
名
称

本
家

･
分
家
か
ら
の
名
称

地
域
に
お
け
る
歴
史
上
の
階
層
か
ら
の
名
称

教
育
関
係
の
名
称

商
に
と
も
な
い
発
生
し
た
名
称

こ
れ
に
し
た
が
い
､
順
次
､
屋
号
を
あ
げ
て
み
よ
う
｡

集
落
内
に
お
け
る
家
屋
敷
お
よ
び
家
と
家
と
の
位
置
関
係
か
ら
の
名
称

方
位
位
置
か
ら
の
も
の
は
'
ま
ず
東
西
の
ヒ
ガ
シ
‥
(
ン
で
､
こ
の
屋
号
が
付
さ
れ
て
い
る
｡
鵜
落
は
上

･

中

･
下
な
ど
に
分
け
ら
れ
講
や
組
を
組
殺
し
て
き
た
｡
そ
の
上

･
中

･
下
に
位
置
し
た
家
屋
敷
に
は
'
ウ
エ
･

カ
､､､
･
ナ
カ

･
ン
モ
な
ど
の
屋
号
が
付
け
ら
れ
た
｡
谷
戸
の
入
口
や
道
路
に
面
し
た
家
屋
敷
に
は
オ
モ
チ
､
ま

茅
ヶ
崎
向
横
丁
中
に
み
ら
れ
る
丘
号
(52
)
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た
道
路
の
交
叉
地
点
の
家
に
は
カ
ト
'
谷
戸
の
奥
に
所
在
す
る
家
に
は
オ
キ
な
と
の
名
が
付
さ
れ
た
O
こ
れ
に

対
し
て
家
と
家
の
位
置
関
係
で
付
さ
れ
た
屋
号
は
､
ウ
エ
ノ
ウ
チ

･
シ
タ

･
ソ
タ
ニ
シ

･
カ
-
ト
ナ
リ

･
ト
ナ

-

･
マ
エ
･
ム
コ
ウ
ヤ
シ
キ

･
ム
ケ
イ

(
ム
カ
イ

･
メ
コ
ウ
)

･
ム
カ
イ
ヤ
ト

･
ウ
エ
ノ
テ
ィ

･
シ
モ
ノ
テ
ィ

な
と
で
､
こ
く
か
き
ら
れ
た
地
縁
的
な
範
囲
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
0
こ
の
な
か
の
ム
ケ
イ
の

例
は
少
な
い
｡

家
屋
敷
の
立
地
す
る
自
然
環
境
上
か
ら
の
名
称

自
然
環
境
上
か
ら
の
屋
号
の
代
表
は
ヤ
ト
で
あ
る
｡
支
谷
は
ヤ
ト
と
祢
さ
れ
､
そ
こ
に
集
落
が
形
成
さ
れ
て

き
た
｡
そ
の
ヤ
ト
を
屋
号
と
し
て
い
る
も
の
で
､
ヤ
ト
そ
の
も
の
を
屋
号
と
し
て
い
る
例
と
､
ヤ
ト
に
地
理
的

な
位
置
を
冠
し
て
､
オ
オ
ヤ
ト

･
ナ
カ
ヤ
ト

･
オ
キ
ノ
ヤ
ト

･
コ
ヤ
ト

･
キ
タ
ヤ
ト

･
ノ
ウ
ヤ
ト

･
ヤ
ト
タ
と

号
し
て
い
る
も
の
と
が
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
台
地
上
の
畑
は

一
般
に
ハ
ラ
と
称
さ
れ
､
地
理
的
に
高
い
場
所

を
指
す
こ
と
ば
と
し
て
も
使
わ
れ
て
き
た
｡
そ
の
高
い
場
所
の
家
屋
敷
に
は
'

ハ
ラ

･
ウ
エ
ノ
ヤ
マ
･
ウ
エ
ッ

パ
ラ

:

l
ソ
ッ
パ
ラ

･
ダ
イ
な
と
の
屋
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
す
こ
し
突
出
し
た
馬
の
背
の
よ
う
な
環

境
に
位
置
す
る
家
は
､

マ
セ
ク
チ
と
か
コ
ノ
･
キ
タ
ノ
コ
ソ
･
ウ
チ
コ
シ
な
と
と
い
う
屋
号
を
も

っ
て
い
る
0

周
囲
の
林
の
状
況
に
よ
り
'
ヤ
プ

･
カ
ヤ
ハ
な
と
の
屋
号
も
知
ら
れ
る
｡

山
に
影
響
さ
れ
て
い
る
家
に
は
ヒ
カ
ケ

･
ヤ
マ
シ
タ

･
ク
ポ
な
と
の
名
が
'
山
に
む
か
う
坂
の
脇
に
位
置
す

る
家
に
は
サ
カ

･
オ
オ
サ
カ
ヤ
ン
キ

･
サ
カ
ウ
エ
･
ナ
カ
イ
ザ
カ

･
ヤ
ト
サ
カ
な
と
の
屋
号
が
付
け
ら
れ
､
坂

の
下
の
耕
地
に
近
い
場
所
で
は
'
タ
ナ
カ
と
か

コ
ウ
チ

･
タ
ム
カ
イ

･
ナ
カ
ム
ラ
な
と
'
さ
ら
に
川
に
近
-
な

る
と
カ
ワ
パ
タ

･
ハ
ソ
バ

･
カ
ワ
ネ
な
と
の
屋
号
を
付
し
て
い
る
o

鎮
守
や
寺
あ
る
い
は
稲
荷
杜
な
ど
と
の
位
置
関
係
か
ら
の
名
称

鎮
守
や
寺
な
と
に
関
係
す
る
屋
号
は
'
-
ヤ
マ
エ
-
＼､
ヤ
ノ
ワ
キ

‥
､､
ヤ
シ
タ

･
ハ
チ
マ
ン
モ
リ

･
テ
ン
ソ

ン
ン
タ

･
テ
ラ
ノ
ウ
二
･
テ
ラ
ノ
ン
タ

･
サ
ン
ボ
ウ
シ
ソ
タ

･
ヤ
ク
ン

･
カ
ン
ノ
ン
ド
ゥ

･
コ
ン
ケ
ン
ド
ゥ

･

イ
ナ
リ

･
イ
ナ
リ
マ
エ
･
フ
ソ
ノ
ソ
タ
な
と
で
あ
る
0
鎮
守
や
寺
を
中
心
に
し
て
､
そ
の
位
置
関
係
を
屋
号
と

茅
ヶ
崎
杉
山
神
社
付
近
の
屋
号

(52
)

1 オ モ テ (北村家)

2 ミヤンタ し北村家)

3 インキョ (北村家)

4 /モノインキョ(北村家)

5コロモヤ (池田家)

6 ヤマシタ (北村家)

7 タ ナ カ (盲断家)

8 ミヤマエ (飯塚家)

9 三 七 (金子家)

10ウラカワ′てタ(′ト野島家)

11ソウメンヤ (小泉家)
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し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

フ
ジ
ノ
ン
タ
の
フ
ジ
は
'
富
士
信
仰
に
と
も
な
い
築
い
た
志
士
塚
を
さ
す
｡

土
地
の
字
名
か
ら
の
名
称

土
地
の
字
名
か
ら
の
屋
号
は
'
コ
ウ
メ

(古
梅
)

･
ウ
ケ
ジ

(請
地
)
･
カ
イ
ヅ
カ

(貝
塚
)

･
ド
ゥ
チ

ュ

ウ
サ
カ

(道
中
坂
)

･
ン
ボ
ウ

(芝
生
)

‥
二
ノ
ユ
ウ
プ

(
二
十
捗
)
な
と
で
､
そ
れ
ら
は
本
家
筋
に
あ
た
る

家
か
'
分
家
で
は
早
い
時
期
の
分
家
と
さ
れ
て
い
る
｡

祖
先
あ
る
い
は
分
家
後
の
姓
名
か
ら
の
名
称

姓
名
か
ら
の
屋
号
は
'
シ
ョ
ウ
ベ
エ
ヤ
ソ
キ

･
カ
ン
ゾ
ウ
ヤ
プ

･
エ
モ
リ
サ
マ
･
ダ

エ
モ
ン
･
ジ
ン
ベ
エ
サ

ン
･
ゴ
ウ
ザ

エ
モ
ン
･
キ
ン
ゴ

エ
モ
ン
･
ハ
ン
へ
エ
･
シ
ン
ク
ラ
サ
ン
･
ヤ
ブ
キ
ン
サ
ン
･
ウ
ン
サ
ン
･
プ
ン

ロ
ク
サ
ン
･
カ
リ

ュ
ウ
サ
ン
な
ど
で
､
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
そ
の
家
の
初
代
あ
る
い
は
中
興
の
人
に
あ
た
り
'

ガ
ン
ゾ
ウ
ヤ
プ
の
ガ
ン
ゾ
ウ
さ
ん
は
､
当
地
に
孟
宗
竹
の
根
を
も
た
ら
し
た

一
人
と
さ
れ
て
い
る
人
物
で
も
あ

る
｡
カ
ジ

ュ
ウ
サ
ン
は
民
俗
芸
能
の
フ
工
に
秀
で
た
技
能
を
も
ち
後
進
者
を
育
て
た
人
で
あ
る
｡

本
家

･
分
家
か
ら
の
名
称

本
家

･
分
家
か
ら
の
屋
口で
は
､
二

つ
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
｡
ひ
と

つ
は
次
男
な
ど
男
子
が
財
産
分
け

を
受
け
'
分
家
に
出
る
も
の
で
､
そ
れ
は
た
ん
に
ソ
ン
ヤ

‥
t
イ
ヤ

･
ソ
ン
タ
ク
と
い
う
屋
号
を
使
用
し
た
が
'

と
き
に
は
出
所
を
明
白
に
す
る
た
め
､
本
家
の
屋
号
を
冠
L
t
カ
イ
ヅ
カ
ノ
ン
ン
ヤ

･
ム
カ
イ
ノ
シ
ン
ヤ

･
ワ

タ
ヤ
ノ
ン
ン
ヤ

･
ダ
イ
ノ
ノ
ン
ヤ

･
ヤ
プ

ノ
シ
ン
ヤ
な
ど
と
称
し
て
き
た
o
他
の
ひ
と

つ
は
､
当
主
が
逝

跡

(後
継
者
)
に
家
を
ゆ
ず
り
憶
居
を
す
る
際
､
な
ん
ら
か
の
理
由
の
も
と
で
､
こ
の
当
主
が
孫
あ
る
い
は
末
の

実
子
な
と
を

つ
れ
て
家
を
は
な
れ
､
独
立
し
た
生
活
を
は
じ
め
る
場
A
n
が
あ

っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
'

こ
の
家
は
イ
ン
キ

ョ
と
称
さ
れ
､
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
屋
号
と
な

っ
て
き
た
｡

地
域
に
お
け
る
歴
史
上
の
階
層
か
ら
の
名
称

階
層
か
ら
の
屋
号
に
は
'
ナ
ヌ
ン
サ
マ
･
ト
ノ
サ
マ
･
オ
ダ
イ
カ
ン
･
オ
ダ
イ
ジ
ン
な
と
が
知
ら
れ
る
｡
そ

れ
ら
は
い
う
ま
で
も
な
-
江
戸
期
の
地
域
祉
会
の
な
か
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
へ
ま
ま
こ
れ
ら
の
屋
号

大
山
街
道
に
そ
う
大
久
保
イ
ッ
ケ
に
み
ら
れ
る
屋
号

(中
川
老
喝
･
53
)
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以
外
に
'
も
う
ひ
と

つ
の
屋
号
を
も

っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
0
た
と
え
ば
勝
EE
に
所
在
し
､
国
指
定
重
要
文
化

尉
と
な

っ
て
い
る
関
家
の
場
合
､
オ
ダ
イ
カ
ン
と
オ
モ
テ
と
い
う
二
つ
の
屋
号
を
も

っ
て
い
る
｡
前
者
の
屋
号

は
村
内
以
外
の
人
び
と
や
､
あ
ら
た
ま

っ
た
会
話
な
ど
の
な
か
で
使
わ
れ
､
後
者
は
箱
日
こ
ろ
の
生
活
の
な
か

で
多
々
使
用
さ
れ
て
き
た
｡

教
育
関
係
の
名
称

教
育
に
関
連
し
た
屋
号
は
'
カ
ッ

コ
ウ

･
シ
シ
ョ
ウ
な
と
の
名
前
で
あ
る
｡

商
に
と
も
な
い
発
生
し
た
名
称

商
か
ら
の
屋
号
は
､
数
代
別
の
当
主
が
'
農
業
の
か
た
わ
ら
'
母
屋
の

l
角
を
使

っ
て
お
こ
な

っ
て
き
た
商

や
副
業
に
由
来
す
る
も
の
で
､
そ
の
大
半
は
す
で
に
商
を
廃
し
､
屋
号
の
み
が
現
在
に
残
さ
れ
て
い
る
｡
少
な

か
ら
ず
現
在
に
商
が
続
い
て
い
る
例
は
'
雑
は
や
食
料
品
な
と
を
専
業
的
に
あ

つ
か

っ
て
き
た
家
で
､
屋
号
の

う
え
で
は
､
単
品
の
商
品
を
屋
号
と
し
た
も
の
で
は
な
-
､
総
称
的
に
店
を
し
め
す
屋
号
を
も

っ
て
い
る
｡
ま

た
技
能
職
を
し
め
す
家
々
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は
そ
の
屋
号
を
商
の
内
容
別
に
分
規
し
て
お
こ
う
O

衣
服
関
係

コ
ウ
ヤ

･
コ
ロ
モ
ヤ

･
フ
ル
ギ
ヤ

･
ア
ミ
カ
サ

･
ワ
ラ
ジ
ヤ

･
ケ
タ
ヤ

･
ワ
タ
ヤ

食
事
関
係

コ
メ
ヤ

･
ス
ソ
ヤ
･
ソ
ハ
ヤ
･
ウ
ト
ン
ヤ

･
ソ
ー
メ
/
ヤ

･
ト
ウ
フ
ヤ

･
ク
マ
コ
ヤ

･
コ
ン
ニ
ャ

ク
ヤ

･
サ
カ
ヤ

･
カ
ン
ヤ

･
マ
/
ゾ
ユ
ウ
ヤ

･
ア
メ
ヤ

住
居
関
係

デ
イ
ク

(ダ
イ
ク
)

･
ヤ
ネ
ヤ

･
タ
テ
グ
ヤ

･
サ
ノ
モ
ノ
ヤ

･
キ

ョ
ウ
ジ
ヤ

･
夕
タ
ミ
ヤ

.
カ

サ
ヤ

･
ホ
ウ
キ
ヤ

･
ア
プ
ラ
ヤ

･
ロ
ウ
ソ
ク
ヤ

･
チ
ョ
ウ
テ
ン
ヤ

･
ス
-
ヤ

雑
貨
関
係

マ
カ
ラ
ス
ヤ

･
コ
マ
モ
ノ
ヤ

･
-
セ

‥
丁
-
セ

･
ン
ン
-
セ

･
タ
バ
コ
ヤ

諸
職
関
係

タ
ケ
ヤ

･
カ
コ
ヤ

･
オ
ケ
ヤ

･
カ
ル
ウ
ス
ヤ

･
カ
リ
ヤ

･
ウ
エ
キ
ヤ

･
ク
ル
マ
ヤ

･
ハ
ナ
ヤ

･

コ
ウ
ヤ
ク
ヤ

･
オ
モ
チ
ャ
ヤ

･
コ
オ
リ
パ

･
ナ
ヘ
ヤ

･
ツ
ト
ヤ

吉
田
崖
と
ま
か
ら
す
や

(大
棚

63
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二

家

印

硫
菓

･
果
実
な
と
を
市
場
に
出
荷
し
は
じ
め
る
と
'
市
場
や
出
荷
所
で
の
誤
り
を
来
秋
…に
ふ
せ
-
た
め
に
､

容
器
や
荷
札
な
と
に
自
家
の
家
印
を
記
入
す
る
こ
と
が
は
じ
ま
る
O
そ
れ
は
屋
号
と
は
別
の
も
の
で
､
当
主
の

十
マ

･F:･p(

でIL

姓
や
名
の

二
子
を
<

･｢

･〇

な
と
の
う
ち
に
い
れ
て
作

っ
た
り
､
あ
る
い
は

二
子
そ
の
も
の
を
あ
て
た
も

の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
各
戸
に

よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
家
印
は
､
す
く
に
近
在
の
仲
間
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
る
が
'

家
に
よ
っ
て
は
､
そ
の
家
印
を

一
代
か
き
り
に
す
る
場
合
と
'
代
々
変
更
す
る
こ
と
な
く
使
用
し
て
き
た
例
と

が
知
ら
れ
て
い
る
o

東
方
の
集
荷
所
の
黒
板
に
記
入
さ
れ
た
当
番
蓑
の
家
印
を
み
る
と
'
保

･
秋

･
ね

･
広

･
｢三
･
｢超
･
｢半
･

｢ト
ヨ
･
イ

･
仙

･
徳

･
｢サ
･
<
1
∃
の
十
三
の
家
印
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
は
十
三
軒
で
共
同
集
荷

組
織
を
組
織
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
､
二
軒

1
組
で
､
当
番
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
0

第
六
節

雨
の
ち
晴

田
畑
で
の
収
穫
物
を
生
活
の
経
済
基
盤
と
し
て
き
た
当
地
に
お
い
て
､
そ
の
日
そ
の
日
の
天
候
は
､
そ
の
育

成
に
大
き
な
影
響
を
も

っ
て
い
た
o
た
と
え
は
雨
天
で
の
ト
フ
ッ
タ
の
仕
事
は
晴
天
時
以
上
に
､
肉
体
的
に
も

心
理
的
に
も
大
き
な
疲
労
と
な

っ
た
o
晴
天
が
つ
つ
き
水
不
足
に

な
る
と
､
な
ん
と
か
雨
が
降

っ
て
く
れ
な
い

も
の
か
と
村
人
全
員
で
雨
乞
い
の
行
事
を
と
り
お
こ
な
い
'
天
を
あ
お
い
だ
｡
自
然
を
相
手
に
､
帽
乞
い

･
雨

乞
い
･
霞
祭
り

･
風
祭
り
な
と
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
､
そ
の
日
の
天
候
を
予
想
し
て
き
た
｡
当
地
に
伝
わ
る

観
天
望
気
の
方
法
は
と
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
､
整
理
し
て
お
こ
う
｡

T

晴

の
予
兆

ア
キ
ヤ
マ
ハ
ル
ウ
-

(秋
山
春
海
)
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
｡
こ
れ
は
秋
は
大
山
や
富
士
山
が
は
っ
き
り
と

東
方
の
集
荷
所
に
み
え
る
象
印
(四
ッ
谷
･
八
幡
森
･
46
)Io203050g.07oeJOH

生 久 鉢 ll勝 今 命 媛 ㊨ 皇

(タ20212223ヱタlizLエアか
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見
え
れ
ば
晴
'
逆
に
ど
ん
よ
り
と
し
て
い
る
と
天
気
は
-
ず
れ
る
｡
春
は
海
の
方
向
の
空
が
澄
ん
で
い
れ
ば
晴
へ

逆
の
日
は
雨
が
近
い
ぞ
と
い
う
意
味
を
示
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
.

二

時
乞

い

暗
乞
い
の
代
表
は
テ
ル
テ
ル
ポ
ウ
ズ
で
あ
る
｡
北
山
田
で
は
'
手
足
の
あ
る
人
形
を
作
り
へ
そ
の
胴
に
ひ
も

を
付
け
'
ナ
ン
テ
ン
の
木
の
枝
に
つ
る
し
､
暗
乞
い
を
し
た
｡
池
辺
で
は
'
願
い
が
か
な
い
晴
に
な
る
と
テ
ル

テ
ル
ポ
ウ
ズ
を
川
に
流
し
た
と
い
う
｡
こ
の
川
に
流
す
と
い
う
風
習
は
古
来
か
ら
の
も
の
で
あ
る
｡

三

雨
の
予
兆

7
オ
ダ
イ
シ
n
ウ
が
'
夏
場
'
庭
に
あ
ら
わ
れ
る
と
､
雨
が
近
い
ぞ
と
判
断
し
た
｡

ケ
ヤ
キ
が
水
を
あ
げ
て
い
る
か
ら
雨
が
近
い
ぞ
と
い
っ
て
､
干
し
物
に
注
意
し
た
｡
ケ
ヤ
キ
は
屋
敷
林
と
し

て
植
え
て
き
た
｡
そ
の
ケ
ヤ
キ
の
根
元
が
､
夏
場
'
水
で
真
黒
に
ぬ
れ
て
い
る
状
態
が
観
察
さ
れ
る
日
が
あ
っ

た
｡
そ
の
よ
う
な
日
に
は
雨
が
近
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

月
が
白

っ
ぽ
い
輪
で
つ
つ
ま
れ
る
と
､
ツ
キ
ガ
サ
と
か
､
月
が
オ
オ
ガ
サ
を
か
ぶ
っ
た
な
ど
と
い
い
'
雨
が

近
い
ぞ
と
い
っ
た
｡

朝
焼
け
が
暗
く
な
る
と
､
雨
が
強
-
降
る
と
予
想
し
た
｡
ま
た
夕
焼
け
が
出
て
い
て
も
､
ド
テ
グ
モ
が
出
る

と
翌
日
は
雨
が
降
る
と
判
断
し
た
｡

ク
モ
の
巣
に
､
朝
露
が
な
い
と
､
晴
れ
て
い
て
も
天
気
が
悪
-
な
る
と
判
断
し
た
O

朝
の
雨
は
や
む
こ
と
が
あ
る
が
､
昼
か
ら
の
雨
は
あ
が
ら
な
い
と
さ
れ
た
｡

野
良
で
か
ぶ
る
ス
ケ
ガ
サ
や
チ
ョ
ン
ポ
-
ガ
サ
な
ど
を
､
裏
返
し
に
し
て
置
い
て
お
-
と
'
雨
に
な
る
ぞ
と

い
わ
れ
た
｡
こ
れ
は
､
雨
を
よ
ぷ
器
と
な
り
､
か
ぶ
れ
な
く
な
る
と
い
う
注
意
と
同
時
に
､
乱
雑
に
置
い
た
行

儀
の
悪
さ
を
た
し
な
め
た
こ
と
ば
で
あ
る
｡

ケ
ヤ
キ
(茅
ヶ
崎



ハ
チ
が
木
の
下
の
ほ
う
に
巣
を
作
る
と
､
今
年
は
荒
年
だ
と
い
っ
て
'
二
百
十
日
､
二
百
二
十
日
を
と
-
に

注
意
し
た
｡

四

雨
乞
い

雨
降
り
を
ね
が
う
雨
乞
い
の
行
事
は
､
当
地
で
は

1
様
に
大
山
阿
夫
利
神
社
の
お
水
を
い
た
だ
い
て
お
こ
な

わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡
北
山
Eg
に
は

｢宝

大
山
御
神
酒

天
保
三
王
辰
年

山
田
村
硝
巾
｣
(
1
八
二
11
1)

の
緒
文
を
も
つ
御
神
酒
箱
が
の
こ
さ
れ
て
お
り
､
大
山
参
り
が
嬢
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

大
棚
で
お
こ
な
わ
れ
た
雨
乞
い
を
例
に
み
る
と
､
こ
こ
で
は
大
正
三
年
ご
ろ
に
'
獅
子
頭
を
つ
か
っ
た
雨
乞

い
行
部
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
ム
ラ
の
寄
合
に
よ
っ
て
雨
乞
い
が
決
定
す
る
と
'
雨
降
山
と
し
て
親
し
ま
れ

て
い
る
大
山
阿
夫
利
神
社
に
代
参
を
た
て
る
｡
代
参
の
者
は
'
帰
り
に
は
雨
を
体
に
付
け
て
帰
る
の
だ
と
い
い
､

二
重
滝
で
い
た
だ
い
た
お
水
を
竹
の
問
に
い
れ
､
途
巾
休
む
こ
と
な
く
村
に
む
か
っ
た
O
途
中
で
休
む
と
'
そ

の
休
ん
だ
場
所
に
雨
が
ふ
る
と
い
い
､
け
っ
し
て
休
む
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
.

お
水
の
到
着
を
い
ま
か
い
ま
か
と
待
ち
か
ま
え
て
い
た
男
衆
は
'
お
水
が
つ
く
と
六
尺
柿
の
姿
に
な
り
､
お

水
と
御
子
朗

1
朝
を
か
つ
ぎ
､
村
の
南
方
を
流
れ
る
早
淵
川
の
な
か
に
粥
び
こ
ん
で
い
っ
た
o
そ
こ
に
は
堀
が

築
か
れ
て
お
り
'
そ
の
う
え
に
獅
子
頭
を
す
え
'
代
参
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
霊
水
を
そ
の
頭
に
か
け
な

が
ら
､
サ
ン
ゲ
ー
サ
ン
ゲ
ー
ド
ノ
コ
イ
ン
n
ウ
リ
n
ウ

(憾
悔
憾
悔
六
根
L7=
紳
)
と
唱
え
た
.
さ
ら
に
川
の
水

を
も
獅
子
頭

に
か
け
'
雨

が

1
時
も
早
く
降
る
こ
と
を
願
っ
た
｡

池
辺
で
は
'
ワ
ラ
で
誰
を
編
み
'
お
水
を
か
け
､
オ
オ
カ
ワ

(鶴
見
川
)
へ
流
し
た
と
い
う
｡
山
田
に
は
木

割
の
龍
弧
が
あ
り
､
布
製
の
胴
と
尾
を
つ
け
EL
淵
川
で
雨
乞
い
を
し
た
と
い
う
｡
新
羽
の
出
方
寺
で
は
ワ
ラ
の

小
さ
な
龍
を
桶
に
入
れ
'
雨
乞
い
の
ま
つ
り
ご
と
を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡

雨
乞
い
の
龍

(西
方
寺

･
新
羽

･
52
)
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五

カ

ン
タ
チ

雷
鳴
を
カ
ン
ダ
チ
と
い
い
､
そ
の
雷
鳴
の
獅
き
は
じ
め
た
方
位
に
あ
る
山
の
名
を
冠
し
て
､

ツ
ク
ハ
カ
ン
ダ

チ

(筑
波
山
)

･
ハ
ル
ナ
カ
ン
ダ
チ

(榛
名
山
)

･
チ
チ
ブ
カ
ン
ダ
チ

(三
峰
山
)

･
オ
オ
ヤ
マ
カ
ン
ダ
チ

(大
山
)
と
称
し
て
き
た
o
こ
れ
ら
の
山
に
は
､
人
び
と
が
信
仰
し
て
き
た
神
々
が
鎮
座
し
て
お
り
､
自
然
と

そ
の
名
が
称
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
O

こ
れ
ら
の
う
ち

ハ
ル
ナ
カ
ン
ダ
チ
が
い
ち
ば
ん
恐
い
と
さ
れ
､
ク
モ
タ
チ
が
悪
い
と
'
カ
ン
ダ
チ
ア
メ
に
な

る
ぞ
と
呼
び
あ
い
､
野
良
か
ら
い
そ
き
家
に
帰

っ
た
｡
そ
し
て
ノ
カ
マ

(
ク
サ
カ
-
カ
マ
)
を
柱
に
し
は
り
つ

け
へ
｢落
雷
す
る
の
な
ら
､
こ
の
鎌
に
お
ち
て
く
れ
｣
と
唱
え
た
と
い
う
0

キ
ク
ナ
リ
と
さ
れ
た
三
峰
の
雷
は
'
｢秩
父
の
カ
ラ
ナ
-
｣
だ
と
い
わ
れ
'
芸
は
出
て
も
は
と
ん
と
雨
は
降

ら
な
か

っ
た
O
こ
の
状
況
を
衣
服
に
か
け
て
'
着
物
を

1
着
し
か
持

っ
て
な
い
人
を
さ
し
､
｢あ
の
人
は
キ
ク

ナ
-
の
カ
ミ
ナ
-
た
わ
｣
と
陰
口
を
た
た
い
た
と
い
う
｡

オ
オ
ヤ
マ
の
場
合
は
'
午
前
十
時
す
さ
に
大
山
の
上
に
低
い
雲
が
出
る
と
､
午
後
三
時
す
さ
に
雷
が
な
り
は

じ
め
雨
が
降
り
は
じ
め
た
と
い
う
｡
｢
オ
オ
ヤ
マ
が
出
た
｣
と
い
っ
て
い
そ
書
家
に
帰

っ
た
O

六

霜

･
霜
柱

冬

か
ら
春
に
か
け
て
箱

･
霜
柱

･
氷
柱

･
電
な
と
を
つ
-
り
た
す
冷
え
こ
み
は
'
農
家
に
と

っ
て
は
歓
迎
す

へ
き
も
の
で
は
な
か

っ
た
o
た
だ
当
地
で
は
冬
季
の
副
業
と
し
て
､
天
然
水
を
作

っ
て
お
り
､
そ
の
製
氷
関
係

者
に
と

っ
て
は
､
そ
の
冷
え
こ
み
は
歓
迎
す

へ
き
も
の
で
あ

っ
た
｡

霜
は
シ
ン
ソ
ン
と
し
た
夜
に
下
り
る
と
い
う
O
年
を
こ
す
糞
も
の
の
野
菜
に
稲
が
つ
い
た
後
､
急
激
な
朝
の

光
を
あ
ひ
る
と
ク
チ
ャ
ク
チ
ャ
と
な
り
商
品
の
価
値
を
失
な

っ
た
｡
こ
れ
を
未
然
に
ふ
せ
-
た
め
､
柴
の
付
い

た
ハ
チ
ク
タ
ケ
や
ネ
ソ
ダ
ケ
を
'
サ
ク
に

一
列
に
な
る
よ
う
に
さ
し
､
畑
全
体
を
お
お
っ
た
｡
ま
た
柿
の
ハ
ナ

メ

(新
芽
)
も
同
様
に
箱
を
う
け
た
あ
と
､
光
が
あ
た
る
と
表
黒
と
な
り
全
滅
し
た
.
そ
れ
を
ふ
せ
く
た
め
､

カ
ン
ダ
チ
の
山
々
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霜
の
下
り
そ
う
な
気
配
を
察
す
る
と
'
日
の
出
前
に
ま
え
も

っ
て
畑
に
積
み
あ
げ
準
備
し
て
お
い
た
ワ
ラ

･
ク

ズ

･
モ
-
ガ
ラ
な
ど
に
火
を

つ
け
'
煙
を
あ
た
り

一
面
に
た
だ
よ
わ
せ
'
直
射
光
線
を
ふ
せ
い
だ
｡

霜
柱
は
タ
ソ
ベ
と
弥
さ
れ
て
き
た
｡
農
家
の
庭
先
は
ク
ル
-
ポ
ウ
を
使

っ
て
の
ム
ギ
プ
チ
や
-
干
し
な
ど
を

す
る
た
め
'
つ

ね
に
平
坦
で
あ
る
よ
う
に
管
理
さ
れ
て
き
た
O
そ
の
た
め
冬
季
の
霜
柱
に
よ
っ
て
傷
め
ら
れ
る

の
を
ふ
せ
く
た
め
'
ワ
ラ
や
チ
リ
バ
な
ど
を
敷
き

つ
め
､
そ
の
害
を
ふ
せ
い
だ
｡
春
に
な
る
と
そ
の
敷
き

つ
め

需
除
け
の
竹

(荏
田
渋
沢

･
S
)

た
ワ
ラ
叛
は
ツ
ク
テ

(堆
肥
)
の
材
料
と
な
っ
た
｡

氷
柱
は
ア
メ
ン
ボ
ウ

･
コ
オ
リ
ン
ボ
ウ
と
称
さ
れ
て
い
る
｡
ナ
レ
エ

(北
風
)
の
さ
び
し
い
朝
に
は
'
山
の

湧
水
に
ア
メ
ン
ボ
ウ
が
た
っ
た
｡

七

風

春
､
東
か
ら
さ
わ
や
か
な
風
が
吹
く
｡
こ
の
風
を
コ
チ
カ
ゼ
と
称
し
た
｡
こ
の
風
が

一
日
中
吹
き
､
箸
が
出

る
と
雨
が
降
る
予
兆
と
さ
れ
た
｡

コ
チ
カ
ゼ
の
吹
く
日
は
少
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
.

夏
､
南
か
ら
吹
く
風
を
-
チ
-
と
い
う
｡
こ
の
ミ
ナ
ミ
は
､
二
百
十
日
や
二
百
二
十
日
の
荒
日
に
は
'
巽
に

ま
わ
っ
て
強
く
吹
き
つ
け
て
く
る
｡
台
風
で
あ
る
｡
こ
の
風
か
ら
家
屋
を
ま
も
る
た
め
､
屋
敷
林
と
し
て
シ
ロ

ガ
シ
の
垣
根
や
ケ
ヤ
キ
を
植
え
た
｡

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
'
富
士
山
に
雲
が
か
か
る
と
西
か
ら
二
シ
カ
ゼ
が
吹
き
た
す
｡
秋
の
ニ
ソ
カ
セ
の
場

合
に
は
､
｢
秋
の
ニ
シ
カ
ゼ
'
カ
ゲ
コ
サ
エ
ナ
シ
｣
と
い
っ
て
､
ど
こ
の
家
で
も
気
持
の
よ
い
陽
と
風
が
あ
た
っ

た
と
い
う
｡
ま
た
こ
の
ニ
ン
カ
ゼ
は

｢
ニ
シ
カ
ゼ
と
日
傭
取
り
は
目

一
杯
｣
と
い
わ
れ
'
昼
前
よ
り
夕
刻
ま
で

規
則
的
に
吹
い
た
｡

冬
'
北
か
ら
ナ
ラ
イ

･
ナ
レ
エ
･
ナ
レ
I
な
ど
と
称
さ
れ
た
北
風
が
吹
く
.
冷
た
い
風
で
あ
る
o
そ
の
寒
い

季
節
に
､
と
き
と
し
て
-
ナ
､､､が
吹
き

つ
け
て
く
る
日
が
あ
る
｡
そ
れ
を
ユ
キ
ム
カ
ニ
と
い
い
､
雪
が
ふ
る
予

兆
と
さ
れ
て
い
た
｡



第
二
章

ム
ラ
の
-
ら
し
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第

二
即

ム
ラ
の
し
く
み

一

ム
ラ
と
家

ム
ラ
と
村

1
殻
に
日
本
と
い
う
全
体
社
会
を
考
え
る
と
き
､
都
市
と
村
と
い
う
二
つ
の
部
分
社
会
か
ら
成
り
立
つ
と
さ

れ
て
い
る
｡
な
か
で
も
村
に
は
農
村

･
漁
村

･
山
村
な
ど
の
自
然
環
境
､
歴
史
環
境
等
を
兜
に
し
た
い
く
つ
か

の
村
の
形
煙
が
あ
り
'
こ
の
よ
う
な
村
の
も
つ
民
俗
文
化
を
み
て
い
く
際
､
村

(
ム
ラ
)
と
い
う
言
柴
を
大
き

-
二
つ
の
正
味
に
分
け
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
き
た
｡
そ
れ
は
ム
ラ
と
村
に
分
班
さ
れ
る
o
荊
名
は
=L
E桝
な
ど

生
産
を
主
た
る
目
的
と
し
て
社
会
関
係
を
形
成
し
､
共
通
の
生
活

･
歳
時

･
時
間
感
覚
を
保
朽
す
る
娼
木
胎
位

で
あ
り
､
個
々
の
家
の
生
産
や
生
活
に
必
要
な
諸
条
件
の
維
持

･
運
営
協
議
､
E
Lハ同
労
働

･
共
有
林
野
の
利
用
､

共
同
祈
願
な
ど
生
活
共
同
体
の
維
持
存
続
を
は
か
る
単
位
で
も
あ
る
｡
も
う

1
万
の
村
は
行
政
機
構
の
単
位
と

し
て
の
'
す
な
わ
ち
地
方
自
治
体
と
し
て
の
村
を
さ
す
'
地
図
上
に
区
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
歴
史
的
に
み

れ
ば
'
地
方
自
治
法
の
村
で
あ
り
'
明
治
二
十

1
年

(
l
<
八
八
)
に
制
定
さ
れ
た

｢市
制

･
町
村
制
｣
の
村

で
あ
り
､
さ
ら
に
は
近
世
の
支
配
単
位
の
村
に
む
す
ぴ
つ
く
｡

さ
て
､
横
浜
市
の
北
部
に
所
在
す
る
当
地
は
､
開
発
が
す
す
む
ま
で
は
茅
茸
さ
の
民
家
が
い
た
る
所
で
見
ら

れ
た
純
良
村
法
蕗
で
あ
っ
た
｡
も
ち
ろ
ん
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
が
す
す
む
な
か
で
も
そ
う
い
っ
た
面
彩
は
わ
ず

か
な
が
ら
も
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
.
そ
こ
で
の
ム
ラ
と
村
の
二
面
性
は
'
村
人
の
忠
誠
あ
る
い
は
日
常
鵬
行
を

観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
う
か
が
い
知
れ
る
｡
と
く
に
ム
う
に
関
し
て
は
'
後
述
す
る
大
棚
に
の
こ
る
明
治
十

七
年
の

｢下
請
中
分
割
約
定
暫
｣
の
第
二
姦
第
三
項
と
節
七
条
は
､
ム
ラ
概
念
を
示
唆
す
る
よ
い
帆
と
さ
れ
よ

う
｡
そ
れ
に
よ
る
と
､
近
隣
す
る
他
村

(南
山
田
)
の
二
軒
を
祝
賀
葬
祭
な
ら
び
に
月
非
念
仏
ま
で
日
常
生
活

を
共
に
す
る
講
中
の
講
員
と
し
て
み
と
め
て
い
る
O

兼
諮

(手
前

東
方
八
幡
森
･
後
方

束
方
原

･
46
)
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先
に
も
ふ
れ
た
が
'
明
治
七
年
の

｢大
区
小
区
制
｣
､
明
治
二
十

l
年
の

｢市
制

･
町
村
制
｣
な
ど
の
も
と

で
､
村
の
範
囲
､
組
紙
ま
た
内
部
区
分
に
変
化
が
お
き
た
｡
し
か
し
'
そ
れ
ま
で
人
び
と
が
慣
れ
親
し
ん
で
き

た
区
分
あ
る
い
は
組
総
が
こ
れ
に
よ
り

t
変
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
.
新
た
に
お
こ
な
わ
れ
た
行
政
的
な
区

画

･
組
紙
に
も
そ
れ
以
前
の
ム
ラ
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
仕
組
み
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
り
'
状
況
に
よ
っ
て
元

来
あ
っ
た
組
鞍
が
こ
れ
と
共
存
し
社
会
生
活
の
な
か
で
機
能
し
て
き
た
｡

現
在
の
北
山
田
町

･
南
山
田
町

･
東
山
田
町
を
例
に
と
る
と
'
こ
れ
ら
の
地
区
は
近
世
に
は
山
田
村
と
し
て

ひ
と
つ
の
村
を
形
成
し
て
い
た
｡
そ
れ
が
明
治
七
年
の
大
区
小
区
制
で
第
六
大
区
三
小
区
山
田
村
と
な
り
､
明

治
二
十

一
年
'
勝
田

･
牛
久
保

･
大
棚

･
茅
ヶ
崎
と
合
併
し
て
申
川
村
大
字
山
EEjと
な
っ
た
.
そ
れ
ま
で
の
山

Em
村
は
表
､
譲
'
上
の
三
区
に
分
か
れ
て
い
た
｡
明
治
四
十
四
年
に
そ
れ
ら
は
第

1
区

(山
田
表
)'
第
二
区

(山
田
袈
)
､
第
三
区

(山
田
上
)
と
行
政
的
な
区
分
名
称
に
変
わ
っ
た
｡
さ
ら
に
昭
和
十
四
年
に
横
浜
市
に

編
入
し
て
か
ら
は

l
区
が
南
山
田
町
､
二
区
は
北
山
田
町
､
三
区
が
東
山
E=
町
と
な
り
､
現
在
に
い
た
っ
て
い

る
｡
こ
う
し
て
み
る
と
こ
の
三
町
は
か
つ
て
の
山
田
村
時
代
に
お
け
る
区
分
が

1
つ
の
核
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
｡
ま
た
こ
の
例
と
は
凝
な
り
へ
中
川
町
､
大
棚
町
､
牛
久
保
;11
'
茅
ヶ
崎
Ef
､
勝
EE
町
は
明
治

二
十

l
年
の
市
制

･
町
村
制
に
よ
っ
て
行
政
的
に
誕
生
し
た
中
川
村
を
山
田
と
共
に
構
成
し
た
が
'
そ
の
生
活

･

生
産
上
の
ム
ラ
組
織
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
ず
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
0

ム
ラ
の
領
域

ム
ラ
は
家
を
単
位
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
各
家
毎
に
屋
敷
を
構
え
､
超
世
代
的
に
こ
れ
を
継
承
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
ム
ラ
の
永
続

･
統

l
性
と
い
う
も
の
が
み
い
だ
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
単
に
家
の
張
合
で
は
な
く
､
日

ご
ろ
の
付
き
合
い
'
あ
る
い
は
冠
婚
葬
祭
の
付
き
合
い
'
講
､
血
縁
な
ど
生
活
全
般
に
よ
り
維
持
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
加
え
耕
作
の
た
め
の
田
畑
な
ど
屋
敷
以
外
の
1
定
の
土
地
も
重
要
な
ム
ラ
の
構
成
要
素
で

あ
る
｡
つ
ま
り
ム
ラ
は

一
定
の
家
と

一
定
の
領
域
を
も
つ
社
会
な
の
で
あ
る
｡

当
地
の
集
落
に
み
る
ム
ラ
の
領
域
を
概
観
す
る
と
き
､
ま
ず
中
心
は
ヤ
マ
ノ
ネ
ガ
ラ
に
集
中
す
る
集
落
'

い

l′
大正13卑称炭郡中川村全E3より

i--/1- 山田村の変遷 ｢ ー ＼＼-､
山"JJり外心 (

∴ 三__t ~:

＼ノ昭和59年地形EZlよ
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わ
ゆ
る
居
住
地
で
'
こ
れ
を
中
心
と
し
､
そ
の
外
側
に
谷
戸
を
利
用
し
た
ヤ
ト
ダ
が
位
置
し
､

つ
い
で
水
田
地

と
し
て
の
コ
ウ
チ
ダ
､
畑
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ハ
ラ
'
さ
ら
に
ヤ
マ
と
な
る
｡
ヤ
ト
ダ
は
丘
陵
に
刻
ま
れ
た

ゆ
る
や
か
な
谷
戸
に
あ
る
｡
コ
ウ
チ
タ
は
集
落
よ
り
低
地
で
あ
る
川
沿
い
に
占
め
ら
れ
て
い
る
｡

ハ
ラ
は
集
落

よ
り
高
地
で
あ
る
丘
陵
の
上
の
平
坦
地
で
あ
る
.
そ
の
周
既
に
ヤ
マ
が
位
置
す
る
｡

ム
ラ
境

定
住
地
と
し
て
の
集
落
あ
る
い
は

1
部
耕
作
地
を
含
め
た
生
活
範
囲
を
､
自
分
た
ち
の
世
界
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
が
日
本
の
民
俗
文
化
に
は
み
ら
れ
る
｡
内
と
外
､
自
分
の
ム
ラ
と
他
の
ム
ラ
､
そ
う
い
っ
た
区
分
は
同

時
に
ム
ラ
境
と
い
う
領
域
を
形
成
し
た
｡
村
人
が
と
う
ム
ラ
境
を
認
識
し
て
い
た
か
､
そ
の
こ
と
は
い
く
つ
か

の
民
俗
事
例
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
｡
ム
ラ
境
と
考
え
ら
れ
る
場
所
の
多
く
は
'
橋
'
辻
'
峠
の
よ
う

な
場
所
で
あ

っ
た
り
す
る
｡

①
ム
ラ
境
伝
承

茅
ヶ
崎
の
ム
ラ
境
伝
承
に
､
サ
カ
イ
ダ

(境
田
)
と
い
う
字
名
が
で
て
く
る
｡
そ
の
場
所

は
西
方
の
荏
田
と
の
境
で
あ
る
｡
隣
村
と
の
ム
ラ
境
を
決
め
る
こ
と
に
な
り
､
双
方
の
代
表
者
が
そ
れ
ぞ
れ
ム

ラ
を
同
時
に
出
発
し
､
出
会

っ
た
場
所
を
そ
の
境
と
す
る
話
と
な

っ
た
｡
池
田
家

(屋
号
サ
カ
イ
ダ
)
の
先
祖

に
サ
カ
イ
六
郎
と
い
う
人
物
が
い
た
｡
彼
は
こ
の
代
表
者
に
え
ら
ば
れ
､
当
日
､
牛
に
乗
り
出
発
し
た
｡
そ
れ

に
対
し
て
隣
村
の
者
は
馬
に
乗

っ
て
出
発
し
た
o
双
方
が
出
会

っ
た
場
所
が
い
ま
に
簸
る
サ
カ
イ
タ
の
場
所
で

あ
っ
た
と
い
う
｡
字
名
も
屋
号
も
そ
れ
に
由
来
す
る
こ
と
は
い
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
｡

②
虫
送
り

集
落
な
ら
び
に
耕
作
領
域
と
し
て
の
ム
ラ
を
も

っ
と
も
明
確
に
示
す
も
の
と
し
て
虫
送
り
の
行

事
が
あ
る
｡
こ
れ
は
行
事
の
最
後
に
自
分
の
ム
ラ
か
ら
害
を
お
よ
は
す
虫
な
ど
を
ム
ラ
境
の
外
に
追
い
出
す
と

い
う
呪
術
的
特
色
を
有
し
て
い
る
｡
茅
ヶ
崎
で
は
ム
ラ
の
西
端
に
位
置
す
る
鎮
守
杉
山
神
社
で
お
破
い
を
し
た

あ
と
'
ム
ラ
内
を
通
り
'
東
端
の
大
崎
橋
の
た
も
と
ま
で
行
き
､
虫
を
送

っ
た
｡
大
崎
橋
が
ひ
と
つ
の
ム
ラ
境

で
あ
る
｡
大
棚
の
場
合
は
南
山
田
と
の
境
で
あ
る
現
在
の
港
北
警
察
署
大
棚
派
出
所
の
位
置
が
､
そ
の
虫
捨
て

場
と
な
っ
て
い
た
O
ま
た
牛
久
保
の
請
地
古
梅
の
虫
捨
て
場
は
､
南
山
EB
と
の
境
で
あ
る
､
古
梅
地
蔵
堂
の
界

茅
ヶ
崎
と
荏
田
の
墳

海
抜
五
十
ノ
ー
-
ル
の
尾
根
に
そ
っ
て

境
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
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願
で
あ
っ
た
｡

③
セ
イ
ノ
カ
-

小
正
月
に
お
こ
な
わ
れ
る
セ
イ
ノ
カ
-
の
ま
つ
り
の
場
も
ま
た
村
境
と
し
て
認
識
さ
れ
て

き
た
が
､
当
地
で
は
ム
ラ
よ
り
も
､
む
し
ろ
講
中
の
行
事
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
事
例
が
大
半
で
あ
る
｡

そ
れ
は
ム
ラ
よ
り
も
小
さ
い
生
活
単
位
で
あ
る
訪
中
の
領
域
を
示
す
も
の
で
あ
る
0

④
庚
申
塔
な
ど

庚
申
塔

･
地
神
塔

･
道
祖
神
塔
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
石
造
物
が

ま
つ
ら
れ
て
い
る
所
が
ム
ラ
境
あ
る
い
は
講
中
の
境
と
考
え
ら
れ
る
例
も
み
ら
れ
る
｡

家個
人
の
資
格
で
ム
ラ
の
組
織
､
ム
ラ
の
行
事
'
ム
ラ
の
付
き
合
い
を
お
こ
な
っ
て
き
た
か
と
い
え
ば
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
｡
ム
ラ
の
運
営
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
活
動
や
組
織
は

｢家
｣
を
単
位
と
し
て
存
続
し
て

き
た
｡
そ
れ
は
祖
先
の
功
や
定
住
時
耕
の
遅
速
に
よ
っ
て
な
っ
た
家
柄
が
'
つ
ね
に
表
面
だ
っ
た
動
き
を
示
し
'

そ
の
後
に
個
人
の
動
き
が
従
う
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
｡
こ
の
背
景
に
は
､
か
ぎ
ら
れ
た
土
地
所
有
､
家
の
維

持
､
ム
ラ
の
維
持
が
ム
ラ
を
支
え
る
社
会
的
な
規
範
と
人
び
と
は
考
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
.
そ
の
た
め
と
く

に
本
家
茄
と
さ
れ
る
家
は
'
講
中
な
ら
び
に
ム
ラ
で
強
い
力
を
も

っ
て
い
た
O
分
家
に
あ
た
っ
て
も
土
地
譲
渡

と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
り
､
本
家
の
全
面
的
な
了
解
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
､
そ
れ
は
不
可
能
に
近
い
も
の
で

あ
っ
た
.

く
ら
し
と
階
層

港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
内
の
ム
ラ
社
会
を
階
層
の
視
点
か
ら
み
て
み
る
と
'
本
家
と
分
家

(
シ
ン
ヤ
)
に

分
け
ら
れ
'
ま
た
か
つ
て
は
地
主
と
小
作
の
関
係
が
存
在
し
た
｡
地
主
は
か
な
ら
ず
L
も
土
地
所
有
状
況
に
よ

る
ば
か
り
で
は
な
-
'
古
-
か
ら
こ
の
地
域
で
生
活
を
営
ん
で
き
た
定
住
者
'
本
家
筋
で
あ
る
と
い
え
る
.
吃

か
で
も
､
近
世
に
お
い
て
名
主
を
つ
と
め
た
り
'
総
本
家
筋
で
あ

っ
た
り
す
る
家
は
オ
ダ
イ
ジ
ン
･
オ
ダ
イ
カ

ン
･
オ
モ
テ
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
o
大
き
な
農
家
で
は
､
作
男
や
ヌ
キ
ビ
を
や
と

っ
て
い
た
O
作
男
は

l
年

契
約
の
住
み
こ
み
の
働
き
で
あ
っ
た
O
ヌ
キ
ビ
は
'
年
間
の
仕
事
日
数
を
契
約
し
'
働
き
に
く
る
人
で
'
賃
金

セ
イ
ノ
カ
ミ
(牛
久
保
金
子
人
･
50
)
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は
年
払
い
で
あ
っ
た
｡

二

伝
統
的
な
ム
ラ
組
織

ム
ラ
の
内
部
区
分

ム
ラ
の
生
活
を
概
観
す
る
と
､
そ
こ
に
は
内
部
を
区
分
す
る
い
く
つ
か
の
組
縦
が
あ
り
へ
か
つ
そ
れ
ら
が
木

の
年
輪
の
ご
と
く
重
層
的
に
存
在
し
て
い
る
.J
と
が
わ
か
る
｡
ム
ラ
に
よ
っ
て
は
多
少
は
異
な
る
が
､
最
少
の

組
続
は
組
で
､
そ
の
う
え
に
詫
中
､
さ
ら
に
そ
の
う
え
に
ヤ
ト
'
｢組
｣
'
上

･
下
へ
オ
モ
テ
･
ウ
ラ
な
と
と
い

う
粗
雑
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
以
下
そ
れ
ら
の
整
理
を
試
み
る
が
､
そ
の
な
か
で
も
ム
ラ
の
塩
な
生
清
組
総

と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
き
た
の
は
組
と
訪
中
で
あ
る
｡

粗組
は

｢家
並
｣
原
則
と

｢基
準
｣
戸
数
と
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
近
隣
袋
田
と
い
え
る
0
こ
れ
は
近
世
の
五
人

組
制
度
'
明
治
期
の
伍
長
組
あ
る
い
は
太
平
洋
戦
争
中
の
隣
組
制
度
な
と
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
た
楼
紐
を
も

っ

て
い
る
｡
明
治
三
十
六
年
刊
の

r神
奈
川
県
都
筑
郡
中
川
村
村
是
調
査
智
』
(以
下

F中
川
村
足
し
と
す
る
)

に

｢古
来
組
み
又
は
五
人
組
な
る
も
の
は
部
落
の
団
結
上
緊
要
適
切
の
機
関
に
し
て

1
組
を
五
人
又
は
七
人
位

と
し
其
内

l
人
を
組
み
親
又
は
伍
長
と
称
す
組
み
中
は
親
類
訪
中
よ
り
も

1
層
深
密
の
関
係
を
有
し
百
姓
の
手

伝
ひ
普
請
の
応
援
は
勿
論
貸
借
に
は
証
人
と
な
り
婚
姻
に
は
仲
立
と
な
り
休
み
目
視
ひ
日
に
は
往
来
し
祝
儀
不

祝
儀
に
は
取
遣
り
し
常
に
互
に
戒
め
互
い
に
助
け
て
只
管
其
組
中
の
家
の
安
全
に
連
続
す
る
様
に
注
意
し
た
る

も
の
な
り
尤
も
特
別
に
規
約
も
な
く
組
み
親
と
て
指
図
が
ま
し
き
こ
と
を
な
さ
ず
坐
-
彼
我
的
に
粍
神
的
に
団

結
し
た
る
も
の
と
す
｣
と
あ
り
､
組
の
特
徴
の
お
お
よ
そ
が
う
か
が
え
る
｡

現
在
､
こ
の
組
組
織
は
､
戸
数
の
増
加
に
と
も
な
い
変
改
さ
れ
'
町
内
会
組
縦
の
瓜
小
嘩
位
で
あ
る
班
と
い

う
名
称
に
か
わ
り
'
自
治
組
総
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
た
め
紺
本
来
の
も
っ
て
い
た
機
能
は

か
な
り
後
退
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
関
し
て
は
町
内
会
の
項
で
ふ
れ
た
い
｡

茅
ヶ
崎
に
お
け
る
姐
と
イ
イ
ッ
キ
の
例
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講
中

ム
ラ
内
を
他
区
割
り
し
､
社
会
生
活
を
円
滑
に
維
持
す
る
伝
統
的
な
組
紙
に
試
中
が
あ
る
.
r中
川
付
足
J

は
的
中
に
関
し
て

｢雑
炊
に
次
で
粗
放
と
仝
格
に
互
助
共
援
借
装
分
立
の
機
関
た
る
も
の
な
り
場
合
に
拠
り
て

は
親
頬
よ
り
も
頼
み
と
な
る
こ
と
多
し
親
株
は
必
ず
し
も
近
隣
に
住
居
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
と
雛
謂
中
は
大
抵

近
所
隣
り
な
れ
は
な
り
｣
と
記
し
､
さ
ら
に
戸
数
に
関
し
て

｢
1
講
中
十
二
戸
以
上
三
十
五
戸
以
内
と
し
古
来

よ
り
適
宜
結
合
し
分
合
異
動
は
容
易
に
見
る
こ
と
な
し
｣
と
記
し
､
さ
ら
に

｢講
巾
に
て
す
る
仕
事
は
下
の
如

し
(
吉
凶
用
膳
'
椀
､
盆
の
頓
は
就
中
に
て
偏
へ
あ
り
.
婚
礼
の
披
笛
に
招
か
る

葬
式
に
与
か
る
C)火
事
な

ど
に
は
見
舞
物
を
出
し
小
屋
掛
な
ど
手
伝
ひ

普
請
に
助
力
し

中
に
は
訪
中
の
人
山山
多
-
し
て
祝
儀
不
祝
儀

の
際
飲
食
の
焚
用
徒
ら
に
訟
む
を
恕
ひ
便
宜

1
訪
中
を
二
三
に
分
ち
て
十
戸
又
は
十
五
戸
に
て

1
講
中
と
し
た

る
所
も
あ
り
〇
又
訪
中
の

1
人
婚
礼
を
な
し
重
囲
に
て
披
露
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
あ
れ
は
互
に
金
を
出
し

寄
り
て
酒
の
二
三
升
も
買
ひ
求
め
て
其
家
に
送
り
置
き

l
同
揃
て
祝
ひ
に
行
き
之
れ
を
飲
み
て
披
詔
を
受
け
た

る
も
の
と
す
る
こ
と
あ
り
○
全
く
何
の
約
束
も
規
則
も
な
く
頭
領
も
世
話
役
も
な
く

1
に
徳
故
を
重
じ
精
神
的

の
団
結
を
な
せ
り
○
講
中
よ
り
脱
退
さ
れ
た
る
と
き
は

1
生
の
祉

-
家
の
外
聞
に
関
す
る
も
の
と
し
て
極
め
て

重
大
の
事
に
恩

へ
り
｣
と
､
試
中
の
特
徴
を
あ
げ
て
い
る
｡

こ
れ
を
ふ
ま
え
'
二
～
三
の
ム
ラ
を
例
に
あ
げ
､
講
中
の
ム
ラ
内
で
の
位
置
付
け
､
さ
ら
に
は
そ
の
機
能
な

ど
を
整
理
し
て
お
き
た

い
｡

北
山
田
の
場
合
は
各
ヤ
ト
が
ほ
ほ
講
中
の
単
位
と
な

っ
て
い
る
｡
た
だ
芝
生
の
シ
モ
の

1
郡
は
打
越
講
中
に

ふ
く
ま
れ
'
権
現
堂
は
神
紙
と
稲
荷
谷
の
就
中
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
.
そ
れ
ら
を
図
面
化
す
る
と
下
Eglの
よ
う

に
な
る
｡
こ
れ
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
北
山
田
の
講
中
は
t
か
な
ら
ず
L
も
組
が
校
数
か
た
ま
っ
て
誹
中
を

結
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
｡
ま
た
講
員
数
に
か
な
り
の
差
も
み
と
め
ら
れ
る
｡

大
棚
の
場
合
は
､
か
つ
て
は
現
在
の
中
川
町
を
ふ
く
む
広
範
囲
の
ム
ラ
で
あ
っ
た
が
､
時
代
と
と
も
に
現
在
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の
範
EElと
な
っ
た
O
そ
の
ム
ラ
内
は
上
訴
中
と
下
訪
中
に
分
け
ら
れ
る
｡
明
治
十
七
年
の

｢下
請
申
分
制
約
定

番
｣
(小
林
窟
市
郎
家
所
蔵
)
を
み
る
と
､

下
訪
中
分
割
約
定
智

明
冶
十
七
年

約
定
書

丁
い
く
わ
と
う
<1
ん

き

け
ん

J
せ

抑

講
中
ナ
ル
者

ハ
出
産

ヲ
賀

ソ
葬
礼

二
相
立
会
ヒ
及
ビ

水

火

盗

難

等

ノ

危

険

ヲ

拒

グ

ノ
故

二
人
々
相
約

く
,ウ

む†

あ
いはう
ご

e
えん

いた

シ
組

ヲ
結

ン
デ

相

保

護

ス
ル
所

以

ノ
者

ニ
シ
テ
是
レ
世
上

到

ル
処
皆
同
ジ
キ
ナ
-
而

シ
テ
組
ヲ
結
ブ
ヤ

し
けく
え
ん
てう
さ
いd
▲やく

じ
けうiJ

し
つこう

ぺん

至

リ
テ
差
少

ナ
ル
時

ハ
右
ノ

祝

宴

昂

祭

拒

厄

等
ノ

重

事

ヲ

執

行

ス
ル
ニ
便

ナ
ラ
ズ
至

-
テ
多
分
ナ
ル
時

かJEJ

ハ
却
リ
テ
無
用
ノ
事

二
人
致
ヲ
崇

ム

Jか
し
さん
せ
う

い(

じ
bいほしゥつ
つ
与
か
ハ

し
た
が

･>っは▲し⊥く

我
大
棚
村
下
講
中

二
テ
ハ
往
昔
僅
少
ノ
戸
数
ナ
リ
シ
ト
雑
ド
モ
爾
来
星
移
り

月

易

リ

従

ツ

テ
戸
口
蕃
殖

す
て

た
け人

お
い

か
そ
の
と
上
つ

γ
ノ

ス
ル
ヲ
以
テ
今
ヤ
既

二
多

軒

ノ
訪
中
ヲ
為
ス
二
至
レ
リ
是

二
於

テ
乎

其

無

用

ノ
事

二
入
費
ヲ
減

ゼ
ン
ト
欲

て▲

J
く
二人
j
つ
か
ひじ
上う

け
り-

け
いき
いし⊥う
せ
っけん

･eち

ス
ル
ノ

点
二
就
キ
及
ビ

目
今物

価

非

常

/

下

落
ヲ
以
テ
農
家
経

済

上
節
倹
ノ

道
ヲ
行

ハ
ン
ガ
為
メ

ひ上ヶ
_

と

じ
け<Lりい

q
んく
わ
つ

け
いO･-

今
般
講
中

1同
評

議
ヲ
遂

ゲ
従

来

ノ
紙
中
ヲ
分

割

シ

テ
三
部
ト
ナ
ン
左
ノ
通
り
契

約

ヲ
定
メ
タ
-

第

一
集

じけうりい

qん
くわつ

ひ
が
し
ね

†
､
と

従

来
ノ
下講中
ヲ
分

割
シ

テ

枇
ノ

日
組

東

根

組

矢

谷

組

ノ
三
部
ト
為
ス

第
二条そ
し･■

三
部
戸
数
ノ
組
縦
ヲ
定
ム

ル

コ
ト

左
ノ

如
シ

第

1
項

関
利
吉

ヨ
-

吉

野
伝

書
二
重
ル
六

戸
ヲ
以
テ
鵜
ノ
日
組
ト
ナ
ス

第
二
項

吉
野
久
作
ヨ
-
吉
野
卯
之
助

二
重
ル
七
戸
ヲ
以
テ
東
根
組
ト
ナ
ス

第
三
項

棄
原
初
五
郎
ヨ
-
栗
原
惣
五
郎

二
至
ル
六
戸
ヲ
以
テ
矢
谷
組
ト
ナ
ス

あ
いせ
つきん

お
のすか

むれさ上ち

但

ソ
織
茂
吉
之
助
縦
茂
佐
介
ノ
両
名

ハ
矢
谷
ト
ハ
任
地

相
接
近
ソ

自
ラ
ー
ノ
群
居地
ヲ

と
ほ
し
ゆく
か
モう
き
い

為
ス
ヲ
以
テ
遠

ク

祝

賀

葬

祭

等

二
相
往
来
セ
リ
故

二
手
大
棚
下
請
申
分
割
ス
ト
碓
ド
モ
の

以
前
ノ
如
ク
交
際
致
ス
ナ
リ
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第
三
条

さ上うはつjつ

ぴ
ぐ

hlんぴと

すいゐ
し

.t
う

下
講
中

二
テ

ハ
共
有
物
ノ
膳
椀

等
傭
兵
ア
ル
ヲ
以

テ
何
人
タ
-
ト
モ
葬
式
等

二
会
シ
テ

ハ
随
意

使

用

ス

ル
事
苦
シ
カ
ラ
ズ

第
E
]粂ひ▲

か
く
･bJう

葬式
ノ
時
賓
客
ヲ
饗
ス
ル
ハ
本
膳

1
度
卜
定
ム

第
五
条{.hlほり

か
つ
ぎ

つ
ib

葬
式
ノ
時
穴

堀

肩

輿

ハ

何
ノ
組
合

二
於
テ
モ

次

ノ

組
合
ノ
内
三
人
ヲ
依
頼
ス
ル
事

第
六
条

ゐ
ん
し
'

か
つ
t,
ん
き
ん

葬
式
の
時
組
合
ノ
者
ハ

飲

酒

一

度
卜
定
メ

且

晩

餐

ノ

時
ヲ
以
テ
ス

但
ン
酒
有
ル
･1
無
キ
ト
ハ
其
家
主
ノ
随
意

二
任
ス
ヘ
シ

第
七
条

つqJhl･e

iJゆ
,r･せん

か-か
し
ゆん
じ
T
r.

月
並
念

仏
ハ
従

前

ノ

如
ク
下
訪
中
名
家
順
次
逓
当
ト

ナ
ス

但
シ
鞍
茂
富
之

助

繊
茂

佐
介

ノ
両
名

モ
吉
例
二
任

せ
加
入

ノ
串

でう
け
んか
た
i>け
人
し
け

ゐ
や-

へう

い
つ
と
う

七
つ
ゐ
ん

右
ノ
条

件

堅

ク

遵

守

致

/
決
シ
テ
違

約

致
サ
ゞ
ル
ノ
意
ヲ
表

ス
ル
為
メ

或

ニ

1
統

記

名

捺

印

ス

明
治
十
七
年
三
月
十
五
日

取
結

大
輔
下
す
中
の
港
税
餌

(斡
i(
貞
誠
家
蔵

･
5
)

関
利
吉(滝

三
郎
)

鈴
木
滝
蔵

書
野
栄
次
郎

服
部
仙
蔵

吉
野
林
之
助

吉
野
伝
吉

(屋
号

コ
マ
モ
ノ
ヤ
)

(屋
号

デ
ミ
セ
)

(屋
号

ト
ウ
フ
ヤ
)

(現
存
し
な
い
)

(屋
号

コ
ウ
ヤ
)

(屋
号

イ
ン
キ
ョ
ウ
)

右
鵜
ノ
目
組
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右
東
根
組

吉
野
久
作

吉
野
祝
助

小
林
佐
十
郎

長
福
格

(域)

吉
野

栄次郎

吉
野

吉右衛
門

吉
野
卯
之
助

栗
原
初
五
郎

栗
原
清
吉

栗
原
九
兵
術

栗
原
六
郎
左
衛
門

栗
原
五
郎
左
衛
門

栗
原
惣
五
郎

縦
茂
吉
之
助

繊
茂
佐
之
助

(現
存
し
な
い
)

(現
存
し
な
い
)

(屋
号

ウ
エ
)

(現
存
し
な

い
)

(屋
号

ヒ
カ
ン
)

(屋
号

カ
-
ト
ナ
-
)

(屋
号

オ
オ
シ
モ
)

(屋
号

ニ
イ
ヤ
)

(屋
号

ウ
エ
)

(屋
号

ウ

エ
ム
ラ
)

(屋
号

マ
カ

ラ
ズ

ヤ
'

中
原
街
道
沿
い
に
移
転
)

(栗
原
姓
の
本
家
'
屋
号
な
し
)

(屋
号

ノ
モ
)

(屋
号

オ
モ
テ
､
南
山
田
)

(屋
号

シ
ン
ヤ
､
南
山
田
)

右
矢
谷
組

(屋
号
は
引
用
者
の
註
)

と
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
､
大
棚
の
下
講
中
で
は
相
互
の
経
済
的
節
約
の
た
め
に
誹
中
古
二
二
つ
の
組
に
分
割
し
､

す
こ
し
で
も
出
費
を
少
な
-
す
る
工
夫
が
講
じ
ら
れ
た
｡
と
-
に
出
資
が
か
さ
む
の
は
不
祝
儀
で
あ
っ
た
こ
と

が
各
条
か
ら
読
み
と
れ
る
｡
そ
の
よ
う
な
反
面
､
組
に
な
っ
て
も
旧
来
か
ら
の
講
中
の
機
能
も
維
持
さ
れ
た
｡

そ
れ
は
第
三
条
と
第
七
条
に
示
さ
れ
た
共
有
食
器
の
自
由
な
使
用
と
'
月
並
念
仏
で
あ
る
0
月
並
念
仏
に
は
'

十
三
仏
の
掛
軸
'
大
き
な
数
珠
､
鉦
と
シ
モ
ク
が
必
要
で
あ
り
､
当
然
の
こ
と
く
､
旧
来
か
ら
の
慣
習
が
継
承
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さ
れ
､
月
番
宿
で
そ
の
行
事
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
O

こ
の
三
組
は
そ
の
後
､
戸
数
を
増
す
も
の
の
'
中
組

(十
四
軒
)

･
矢
東

(十
軒
)
の
二
組
に
編
成
し
な
お

さ
れ
た
o
旧
来
か
ら
の
下
訪
中
は
､
現
在
も
念
仏
講
や
セ
イ
ノ
カ
-
の
火
祭
り
な
と
の
際
の
組
織
と
し
て
続
い

て
い
る
｡

｢組
｣

講
中
を
包
含
す
る
村
組
織
の
呼
称
に
､
組
と
は
別
に
も
う
ひ
と
つ

｢組
｣
を

つ
か
う
場
合
が
あ
る
0
こ
れ
は

い
-
つ
か
の
訪
中
を
包
含
し
た
範
囲
で
あ
り
､
か

つ
ヤ
ト
よ
り
は
小
さ
い
範
囲
で
あ
る
0
荏
田
の
柵
木
ヤ
ト
の

場
合
､
谷
戸
は
南
北
に
細
長
-
､
家
々
は
谷
筋
に
沿

っ
て
点
々
と
分
布
し
て
い
る
｡
そ
れ
を
大
き
く
二
つ
に
分

け
'
カ
-
の
組
へ

ソ
モ
の
組
と
よ
ん
で
い
る
｡
こ
の
区
分
が
利
用
さ
れ
る
行
事
や
組
織
は
現
在
な
い
が
､
か
つ

て
は
伍
長
が
カ
､､､
･
ン
モ
に
各

一
人
ず
つ
お
か
れ
て
い
た
｡
隣
組
が
で
き
る
ま
で
は
'
カ
-

･
ン
モ
各
組
に
そ

れ
ぞ
れ
い
-
つ
か
の
講
中
が
あ

っ
た
o

ノ
モ
が
三
講
中
､
カ
-
が
三
訪
中
で
あ

っ
た
｡

/
モ
組
の

l
訪
中
を
の

ぞ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
が
あ

っ
た
｡
名
前
の
な
い
講
中
は
乾
田
が
小
さ
く
､
新
し
く
分
家
し
た
家
が
中
心

で
あ
っ
た
O
ひ
と

つ
の
講
中
の
戸
数
は
八
～
九
軒
が
最
大
で
､
少
な
い
も
の
は
四
軒
で
あ

っ
た
o
こ
れ
ら
訪
中

に
は
､
世
話
人
が
あ
り
､
と
-
に
任
期
も

な
-
､
固
定
的
で
あ

っ
た
｡
こ
の
世
話
人
と
は
別
に
話
中
こ
と
に
ミ

ヤ
セ
ワ
ニ
ン

(宮
世
話
人
)
が
お
り
へ
叙
神
社
の
世
話
に
あ
た

っ
た
｡

渋
沢
ヤ
ト
は
､
尾
根
を
は
さ
ん
で
柚
木
の
東
側
に
位
置
す
る
南
北
に
長
い
谷
戸
で
､
柚
木
同
様
に
荏
田
を
構

成
す
る
集
落
で
あ
る
｡
ヤ
ト
内
は
矢
羽
根
組
､
中
村
組
'
十
二
杜
組
'
向
谷
戸
組
に
四
区
分
さ
れ
て
い
る
が
､

こ
の
う
ち
の
十
二
社
組
と
向
谷
戸
組
は
明
治
末
年
頃
ま
で
は

一
つ
の
組
で
上
組
と
称
さ
れ
て
い
た
と
い
う
｡
し

た
が
っ
て
古
-
は
矢
羽
根
組
'
中
村
組
へ
上
組
の
三
組
で
あ

っ
た
.
こ
の
組
は
訪
中
と
も
い
わ
れ
て
い
る
｡
な

お
地
神
講
に
お
い
て
は
'
渋
沢
は
上
下
に
組
区
分
さ
れ
､
上
は
ほ
ほ
前
述
の
上
組
の
範
囲
に
相
当
し
て
い
る
0

お
そ
ら
-
地
神
講
の
信
仰
か
ら
し
て
古
-
は
上
下
に
二
分
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
十
二
祉
組
に
所

在
す
る
地
神
塔
に
は
上
'
矢
羽
根
の
そ
れ
に
は
下
の
講
中
絶
が
刻
ま
れ
て
い
る
｡

荏
田
渋
沢
谷
戸
に
お
け
る

｢組
｣
概
念
図

(
46
)
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ヤ
ト

ヤ
ト

(室
戸
)
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
｡
丘
陵
に
か
こ
ま
れ
た
ゆ
る
や
か
な
地
理
的
景
観
を
呈
す
る
谷
､
す

な
わ
ち
ヤ
ト
は
､
そ
の
地
区
を
範
囲
と
し
て
の
訪
中
と
同
様
に
あ
る
い
は
そ
れ
を
包
含
す
る
ム
ラ
組
織
を
さ
す

意
味
で
用
い
ら
れ
て
き
た
｡

東
方
は
大
き
く
オ
モ
テ
･
ウ
ラ
と
区
分
さ
れ
て
い
る
｡
ウ
ラ
の
中
村

･
五
反

･
四
家
の
場
合
は
訪
中
=
ヤ
ト

で
あ
る
が
'
講
中
と
い
う
呼
称
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
ず
､
｢
う
ち
の
ヤ
ト
で
は
｣
｢
こ
の
ヤ
ト
で
は
｣
と
い
う
よ

ぅ
に
ヤ
ト
と
い
う
言
柔
が
使
わ
れ
て
き
た
｡
各
ヤ
ト
は
'
中
村
で
は
ヤ
ー
宮
の

オ
-
タ
ケ
を
'
五
反

･
四
家
で

は
稲
荷
を
共
同
で
ま
つ
っ
て
い
る
｡
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
は
稲
荷
講

･
庚
申
試

･
月
並
念
仏

･
地
神
粥

･
氏
神
で
あ

る
天
満
宮
の
掃
除
や
祭
礼
の
当
番
を
お
こ
な
う
単
位
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
オ
オ
ナ
ウ
エ
雑
巾
は
'

原

･
オ
オ
ナ
ウ
エ
･
八
幡
森
の
三
つ
の
ヤ
ト
か
ら
な

っ
て
い
る
.
弼
中
で
は
共
同
で
八
幡
さ
ま
を
ま
つ
っ
て
い

る
が
､
そ
の
は
か
は
葬
式
の
野
辺
送
り
に
あ
つ
ま
る
-
ら
い
で
､
誹
や
氏
神
の
当
番
は
ヤ
ト
が
単
位
と
な

っ
て

い
る
｡
婚
礼
の
と
き
の
ツ
ギ
メ

(花
嫁
の
挨
拶
ま
わ
り
)
の
範
囲
も
ヤ
ト
で
あ
る
O
オ
モ
テ
の
場
合
は
､
ヤ
ト

と
い
っ
た
呼
称
は
用
い
ら
れ
ず
'
オ
モ
テ
あ
る
い
は
オ
モ
テ
ネ
と
い
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
さ
ら
に
カ
-
と
ン
モ

の
二
つ
の
講
中
に
分
か
れ
､
ヤ
ト
宮
に
あ
た
る
愛
宕
さ
ま
を
ま
つ
っ
て
い
る
｡
講
や
氏
神
の
当
番
は
､
オ
モ
テ

全
体
で
あ
た
っ
て
い
る
｡
ま
た
葬
式
の
野
辺
送
り
に
集
ま
る
の
は
オ
モ
テ
全
体
で
あ
る
が
へ
婚
礼
の
ツ
ナ
ギ
の

範
囲
は
講
中
で
あ
る
｡

オ
モ
チ

(義
)
と
ウ
ラ

(某
)

村
内
は
二
な
い
し
三
に
大
き
-
区
分
さ
れ
組
織
さ
れ
て
き
た
｡
そ
れ
ら
の
範
囲
に
付
さ
れ
た
名
称
は
種
々
知

ら
れ
'
東
方
で
は
オ
モ
テ
･
ウ
ラ
'
勝
EEZで
は
コ
ソ
チ

･
ム
コ
ウ
'
大
棚
で
は
カ
-

･
ノ
モ
､
さ
ら
に
山
田
で

は
オ
モ
チ
･
ウ
ラ

･
カ
-
な
ど
で
あ
る
｡
こ
の
組
紙
下
に
何
組
か
の
訪
中
が
位
盟
す
る
.

東方のムラtA成美 (Xは伝承Ij:し)

訪 中 ヤ 卜 組 ヤ ト 宮 ヤ トの稲 荷 諦 氏神の当 番 つ き あ い
葬 儀ノベオクリ 阜穴はり 婚礼ツギメ

ウラ オオナウエ 原 12ll 八 幡(オ ヒマチ) × ○ ○ (⊃ (⊃ ○

オオウナエ オオナウエ(東根 ) 4 ヽ (⊃ ○ ○ (⊃八 幡 森 5 〉( ○ (⊃ (⊃

中 村 中 村 913 ミ タ ケ(オ ヒマチ) ヽ ○ ○ ○ ○ (⊃
10 ○

五 反 五 反 78 ×(オ ヒマチ) ○ (⊃
四 家 四 家 6 X ○ ○ (⊃ ○ (⊃

オモチ 上 (オ モ チ) 32 愛 宕(オ ヒマチ) ○ ○ ○ (⊃ (⊃ (⊃
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三

村
組
織

村
長

･
区
長

こ
の
よ
う
に
ム
ラ
は
､
内
部
を
あ
る
範
囲
に
区
分
し
､
さ
ら
に
そ
の
範
囲
を
小
さ
く
区
分
し
な
か
ら
､
桟
の

つ
な
が
り
を
も
つ
小
単
位
の
組
紋
を
作
り
'
自
治
を
お
こ
な
っ
て
き
た
｡

そ
れ
ら
の
縦
系
列
は
'
村
長
1
区
長
1
部
落
長
1
組
長
と
い
う
役
職
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
｡
こ

れ
ら
の
役
職
に
は
地
主
層
の
者

が
選
ば
れ

て
い
た
｡

都
田
村
東
方
で
は
､
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
は
区
長
を
中
心
と
し
た
自
治
組
縦
が
あ
っ
た
.
区
長
は
､
地
主
屈

の
者
か
ら
選
ば
れ
'
ジ
ョ
ウ
ズ
カ
イ
と
呼
ば
れ
た
雑
用
係
を
お
い
て
手
当
を
出
し
て
い
た
｡
寄
り
合
い
は
､
二

年
に
一
度
の
総
会
を
ひ
ら
い
て
全
員
が
集
ま
る
は
か
は
､
常
会
と
呼
ば
れ
る
役
員
の
寄
り
合
い
で
す
へ
て
が
決

め
ら
れ
た
｡
会
費
も
か
つ
て
は
所
有
耕
地
高
に
よ
り
決
め
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
｡

山
内
村
荏
田
の
柚
木
で
は
'
大
正
年
間
か
ら
谷
戸
の
自
治
組
織
の
長
を
部
落
長
と
も
呼
ん
で
い
た
と
い
う
.

任
期
は
二
年
か
三
年
で
'
各
訪
中
で
協
議
し
て
決
め
た
と
い
う
｡
太
平
洋
城
争
中
の
憐
組
制
度
で
正
式
に
部
落

会
長
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
お
な
じ
く
荏
田
の
渋
沢
に
も
部
落
長
制
度
が
し
か
れ
て
い
た
｡
渋
沢
の
定
例

の
会
合
は
1
1月

1
日
の
ハ
ツ
オ
-
キ
'
四
月
の
電
祭
り
'
七
月

1
日
の
ヒ
ー
ル
ノ
コ
ソ
ノ
バ
ソ
､
二
百
十
日
の

前
日
の
風
ま
つ
り
な
ど
の
E]
に
'
渋
沢
倶
楽
部
で
お
こ
な
わ
れ
た
｡
ま
た
､
分
家
や
他
所
か
ら
の
転
入
者
は
､

こ
れ
ら
の
会
合
の
H
に
酒

一
升
を
持
参
し
､
仲
間
入
り
を
願
い
で
た
｡
臨
時
の
会
合
は
､
部
落
長
が
伍
長

(組

長
)
を
集
め
て
協
議
し
､
必
要
で
あ
れ
ば
各
戸
に
連
絡
し
て
召
集
し
た
｡

町
内
会

当
地
は
'
横
浜
市
へ
の
編
入
に
と
も
な
い
誕
生
し
た
港
北
区
を
構
成
す
る
い
く
つ
か
の
町
と
な
っ
た
｡
旧
来

か
ら
の
ム
ラ
組
紙
は
改
変
さ
れ
'
新
た
な
自
治
組
織
と
し
て
町
内
会
が
発
足
し
た
O

茅
ヶ
崎
町
内
会
は
昭
和
十
E
]年
の
横
浜
市
港
北
区
茅
ヶ
崎
町
の
誕
生
に
と
も
な
い
発
足
し
た
｡
役
員
の
構
成

員
数
は
町
内
会
長
を
頭
に
副
会
長
二
名
､
組
長
十
名
､
監
事
二
名
､
理
事
十
六
名
の
三
十

1
名
で
あ
る

(昭
和

中
川
地
区
連
合
町
内
全
役
ot
金

石
よ
り

吉
田
和
男

小
払
音
冶

(会
計
)

田
丸
政
治

(副
会
長
)

金
子

保

(会
長
)

大
久
保
正
治

(副
会
長
)

(中
日
支
所

･
S;)

安
拝
寅
吉

吉
野
敏
蟻

関
恒
三
錐

今
西
専
作

男
全
百
姓

(敬
称
略
)
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五
十
二
年
現
在
)｡
副
会
長
の
二
名
は
会
長
の
補
佐
役
で
'
そ
れ
ぞ
れ
庶
務
と
会
計
を
あ
ず
か
っ
て
い
る
｡
組

長
は
､
組
の
ま
と
め
役
と
し
て
､
理
事
会
に
出
席
し
､
組
の
人
と
町
会
を
結
ぶ
パ
イ
プ
の
役
割
を
は
た
す
｡
監

事
は
､
役
員
会
の
進
行
を
補
佐
す
る
O
理
事
は
'
茅
ヶ
崎
の
各
種
団
体
の
代
表
者
で
､
役
員
会
に
出
席
し
､
町

内
会
と
団
体
の
あ
い
だ
を
と
り
も
つ
｡
団
体
は
'
消
防
班

･
防
犯
協
会

･
体
育
部

･
老
人
会

･
交
通
部

･
婦
人

会

･
生
産
地

･
青
年
拭
の
八
団
体
で
あ
る
｡
茅
ヶ
崎
全
体
と
し
て
の
集
会
は
､
大
き
く
総
会
と
理
事
会
に
分
か

れ
る
.
総
会
は
'
町
内
会
に
入
会
し
て
い
る
全
世
帯
が
参
加
す
る
も
の
で
､
年

1
回
凹
月
に
開
催
さ
れ
る
定
例

総
会
と
'
状
況
に
よ
り
開
か
れ
る
臨
時
総
会
と
が
あ
る
.
理
事
会
は
町
内
会
の
役
員
が
出
席
し
て
毎
月
開
催
さ

れ
る
巣
会
で
'
正
式
に
は
定
例
役
員
会
と
い
い
'
毎
月
二
十
五
E
]､
町
内
会
の
役
員

(正

･
副
会
長
'
組
長
'

幹
事
'
理
事
)
の
出
席
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
'
港
北
区
連
合
町
内
会
か
ら
の
連
絡
事
項
な
と
が
っ
た
え
ら
れ

る
O
理
事
会
の
結
果
'
住
民
へ
の
通
知
事
項
が
出
る
と
､
組
長
と
理
事
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
を
通
し
て
伝
達

す
る
.
ふ
つ
う
､
会
合
は
町
会
長
の
家
で
お
こ
な
わ
れ
､
冬
は
夜
七
時
'
夏
は
校
八
時
か
ら
十
時
こ
ろ
ま
で
お

こ
な
わ
れ
る
｡

綱
島
と
荏
田
を
結
ぶ
パ
ス
退
路
に
而
し
た
大
棚
は
'
昭
和
四
十
年
ご
ろ
'
戸
数
の
増
加
に
と
も
な
い
'
町
内

会
の
組
鞍
改
革
を
お
こ
な
っ
た
｡
町
内
会
は
'
会
長

一
名

･
副
会
長
二
名

･
監
事
二
名

･
会
引

1
名

･
理
事
十

三
名
の
､
計
十
九
名
の
役
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
運
営
さ
れ
て
い
る
0
こ
れ
ら
役
員
は
､
選
挙
に
よ
っ
て
選
出

さ
れ
る
｡
以
前
は
､
四
十
戸
だ
っ
た
戸
数
も
'
現
在
で
は
四
百
二
戸
を
数
え
る

(昭
和
五
十
四
年
現
在
)｡
そ

の
た
め
町
内
全
休
を
十
三
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
､
さ
ら
に
こ
れ
を
一
卜
八
の
組
に
分
け
'
各
ク
ル
ー
プ
か
ら

一

名
の
理
事
を
遠
出
し
て
い
る
｡
グ
ル
ー
プ
の
名
称
は
'
道
端
'
理
や
の
姓
を
頭
に
つ
け

｢○
△
さ
ん
の
グ
ル
ー

プ
｣
と
い
う
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
0
具
体
的
に
町
内
会
の
行
事
､
癌
動
を
担
当
し
て
い
る

の
は
'
総
務
部

･
体

育
部

･
環
境
事
業
部

･
文
化
部
で
あ
る
｡
総
務
部
は
､
町
内
会
の
総
括
的
事
務
を
担
当
し
､
副
会
長
二
名
が
こ

れ
に
あ
た
っ
て
い
る
｡
体
育
部
は
､
近
在
十

1
か
町
合
同
で
お
こ
な
う
健
民
祭
の
引
両
な
と
を
担
当
し
て
い
る
｡

環
境
や
慧
部
は
､
防
犯
と
上
下
水
道
､
道
路
の
普
請
な
ど
の
問
題
が
咋
し
た
際
､
役
所
と
の
折
衝
を
払
う
｡
文

大
塊
町
総
会

(大
棚
公
民
館

･
63
)
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化
部
は
､
町
内
全
体
の
文
化
活
動
の
中
心
と
な
り
､
た
と
え
は
八
月
に
お
こ
な
う
盆
嗣
り
の
準
揃
な
と
を
担
当

す
る
0
こ
れ
ら
に
か
か
わ
る
連
絡
事
項
は
､
組
単
位
に
お
ろ
さ
れ
､
文
吉
で
回
覧
し
て
い
る
｡
町
内
会
議
は
通

常
月

一
回
､
定
例
総
会
は
春
に

1
回
も
た
れ
て
い
る
0
行
事
や
特
別
な
報
告
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
､
臨
時
に

会
合
が
ひ
ら
か
れ
る
｡

牛
久
保
町
の
小
山
田

･
金
子
入

･
講
地
古
梅
の
三
つ
の
地
区
は
､
以
前
は
ひ
と

つ
の
町
会
を
組
織
し
て
い
た

が
'
三
キ
ロ
に
お
よ
ぶ
長
い
谷
戸
筋
に
点
々
と
集
落
を
構
成
す
る
と
い
う
地
理
的
問
題
の
た
め
へ
谷
戸
筋
を
三

つ
に
区
分
し
'
そ
れ
ぞ
れ
に
町
会
を
組
織
す
る
と
い
う
､
特
異
な
自
治
組
縦
を
形
成
し
た
.
そ
れ
ら
の
名
称
は
､

小
山
田
は
カ
-
チ
ョ
ウ

(上
町
)
'
金
子
人
は
ナ
カ
チ
ョ
ウ

(中
町
)へ
講
地
古
梅
は
ン
モ
チ
ョ
ウ

(下
町
)
で

あ
る
｡
そ
の
活
動
は
､
健
民
祭
の
腰
に
は
三
町
は
牛
久
保

l
町
と
し
て
参
加
す
る
が
､
盆
踊
り
な
と
の
行
事
は

そ
れ
ぞ

れ
で
と
り
お
こ
な
っ
て
い
る
O

消
防
組

･
消
防
団

ム
ラ
を
歩
い
て
い
る
と
'
ム
ラ
域
を
少
な
か
ら
ず
見
渡
せ
る
位
置
に
火
の
見
柚
が
た
て
ら
れ
て
い
る
O
そ
れ

は
電
信
柱
同
様
の
丸
太
の
頂
部
に
半
鐘
を
と
り
つ
け
て
あ
る
も
の
､
あ
る
い
は
新
し
い
鉄
塔
の
柚
な
と
さ
ま
さ

ま
で
あ
る
｡

当
地
で
の
大
き
な
火
災
は
､
文
政
四
年
の
山
田
と
荏
田
の
火
災
'
そ
れ
に
明
治
二
十
七
年
七
月
二
十
三
日
の

山
EE
妙
見
下

(現
在
の
山
田
神
社
の
界
隈
)
の
十
八
軒
の
焼
失
､
同
年
同
月
二
十
六
日
の
荏
田
二
十
二
軒
の
焼

失
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
.
当
時
の
消
火
は
龍
吐
水
で
水
を
か
け
､
溝
口
で
も

っ
て
草
屋
根
を
引

っ
剥
が
し
､
解

体
す
る
こ
と
が
消
火
活
動
で
あ

っ
た
｡
そ
の
た
め
備
品
と
し
て
茂
口
が
準
備
さ
れ
て
い
た
o
ま
た
火
消
し
の
ま

じ
な
い
と
さ
れ
た
女
の
赤
い
腰
巻
を
火
に
む
か
っ
て
打
ち
ふ
る
と
い
う
行
為
も
お
こ
な
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
0

火

事
の
発
生
率
の
高
い
冬
季
に
は
､
火
の
番
と
し
て
l
l～
三
名
が

1
組
と
な
っ
て
ム
ラ
内
を
毎
夜
ま
わ
り
､

火
の
用
心
を
お
こ
な
っ
た
｡

火
の
見
稚

(右

茅
ヶ
崎

･
52

左
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さ
て
当
地
に
お
け
る
消
防
組
織
の
動
向
は
と
う
で
あ
ろ
う
か
｡
明
治
三
十
六
年
刊
の

『中
川
村
是
』
は
､
消

防
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
へ
て
い
る
O

所
謂
消
防
組
合
な
る
も
の
は
な
け
れ
と
も
各
字
に
消
防
器
具
あ
り
村
内
の
住
民
は
皆
消
防
す
る
の
決
心
あ

る
を
以
て
一
朝
寺
の
鐘
非
常
を
報
す
れ
ば
若
い
者
は
先
を
争
ひ
て
駈
け
付
け
消
し
止
む
る
な
り
尤
も
常
設

委
員
の
指
図
を
受
け
て
進
退
す
る
も
の
と
す
器
具
の
管
理
は
宇
内
の
主
な
る
も
の
が
引
き
受
け
て
謂
れ
は

蝋
燭
､
誰
は
提
灯
の
張
り
替
､
誰
は
酒
な
と
夫
々
分
担
し
あ
り
之
れ
に
て
よ
-
整
頓
す
る
を
得
る
な
り
半

鐘
は
な
し
寺
鐘
を
警
鐘
と
な
す

こ
れ
に
よ
る
と
､
明
治
期
に
は
組
織
だ
っ
た
消
防
組
は
結
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
'
共
有
の
消
火
用

具
が
各
宇
内
に
準
備
さ
れ
､
お
寺
の
鐘
の
も
と
で
消
火
活
動
に
む
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
時

期
を
経
過
し
た
の
ち
､
消
防
組
が
結
成
さ
れ
る
0

大
正
六
年
三
月
刊
の

『
な
か
が
は
』
は
､
｢消
防
組
ノ
新
設
｣
を
記
載
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
'
大
正

六
年
三
月
二
十
七
日
付
の
県
令
第
十
七
号
に
し
た
が
い
中
川
村

一
円
を
区
分
し
'
下
表
の
よ
う
に
消
防
組
を
設

置
し
て
い
る
｡

編
成
区
域
名
の
山
田
表
は
現
在
の
南
山
田
､
山
E望
袋
は
同
北
山
EB
'
山
田
上
は
同
東
山
田
､
大
棚
下
は
同
大

棚
､
大
棚
上
は
同
中
川
の
旧
名
称
で
あ
る
｡

こ
の
の
ち
'
消
防
組
は
昭
和
十
四
年
に
警
防
団
と
名
称
を
変
え
'
さ
ら
に
昭
和
二
十
二
年
五
月
に
消
防
団
と

改
称
さ
れ
る
｡
現
在
の
南
山
田
か
ら
茅
ヶ
崎
の
八
町
は
'
港
北
区
消
防
団
第
七
分
団
下
の
第

一
班
か
ら
第
八
班

に
属
し
て
い
る
O

さ
て
大
棚
の
大
正
期
の
消
防
組
は
'
各
戸

l
人
の
十
八
歳
か
ら
四
十
歳
ま
で
の
男
子
に
よ
っ
て
組
殺
さ
れ
て

い
た
｡
小
頭
が
お
か
れ
､
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
｡
消
火
用
具
の
ポ
ン
プ
は
､
手
動
で
'
置
き
場
所
は

一

定
し
な
か
っ
た
が
､
勝
田
橋
付
近
に
よ
-
置
か
れ
て
い
た
O
横
浜
市
へ
の
編
入
後
は
'
市
の
補
助
で
カ
ソ
-
ン

ポ
ン
プ

(動
力
ポ
ン
プ
)
と
な
る
｡
太
平
洋
戦
争
中
は
､
警
防
団
と
名
称
が
変
わ
り
､
泥
棒

･
火
事

･
洪
水
な

瀧
吐
水
(慈
眼
寺
意
･中
川
･
53
)

i

.;

.H

.H

:

i

.i"

...

I.T

=
二

-

消
防
粗
ノ
新
設

(大
正
六
年
)

三
月
二
十
七
日
燥
令
第
十
七
弓

ニ
ヨ
-
中
川
村

一
団
ヲ
以
テ
左
編
制
区

域
ニ
ヨ
-
消
防
組
ヲ
設
鑑
ス
｡

組
頭
小
頭
ノ
氏
名
ハ
其
筋
ノ
任
命
ヲ
待

テ

更

二
公

告

ス
へ
ン



49 苅 1節 ム ラの し くみ

ど
の
と
き
に
出
動
し
た
｡
現
在
は
､
任
期
は
と
く
に
定
め
て
は
い
な
い
が
'
二
年
に

1
回
の
役
員
交
替
の
席
で
､

任
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
思
う
人
は
自
主
的
に
し
り
ぞ
き
'
世
代
の
交
替
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
0

勝
田
で
も
消
防
組
の
組
員
は

二
戸
一
人
制
が
と
ら
れ
て
い
た
｡
戟
後
の
消
防
団
は
､
十
八
歳
以
上
で
家
業
を

継
い
で
い
る
人
が
中
心
と
な
っ
た
が
'
転
入
者
の
増
加
に
と
も
な
い
昭
和
三
十
七
年
こ
ろ
に
一
戸

一
人
制
度
は

-
ず
れ
､
新
し
い
転
入
者
を
も
ふ
く
め
た
組
損
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
O

夜
ま
わ
り

近
在
の
村
々
で
は
'
書
か
ら
正
月
に
か
け
て
'
そ
れ
ぞ
れ
火
の
番
や
警
防
団
を
組
縦
し
て
へ
や
焔
に
あ
た
っ

た
｡
牛
久
保
金
子
人
の
記
録
に
は
堤
燈
や
ラ
ン
プ
に
使
用
し
た
ロ
ウ
ソ
ク
や
石
油
の
虫
が
記
さ
れ
て
い
る
.
大

棚
の
下
で
は
各
戸

一
名
か
ら
な
る
警
防
団
を
組
耕
し
､
二
人
な
い
し
三
人
で
組
を
つ
-
り
'
雨
が
降
ら
な
い
か

ぎ
り
'
金
棒

(錫
杖
)
を
も
っ
て
､
早
番
と
遅
番
に
わ
か
れ
て
､
そ
れ
ぞ
れ
二
回
ず
つ
夜
番
に
ま
わ
っ
た
｡

各
戸
の
ト
ン
ボ
グ
チ
の
と
こ
ろ
で
､
警
防
団
は
必
ず

｢
ご
用
心
な
さ
い
｣
と
声
を
か
け
た
O
こ
れ
に
対
し
家

人
の

｢ご
苦
労
さ
ま
｣
と
い
う
返
答
が
か
え
っ
て
き
た
｡
と
き
に
は
.J
の
返
答
が
か
え
っ
て
-
る
ま
で
'
何
回

も

｢ご
用
心
な
さ
い
｣
を
-
り
か
え
し
た
と
い
ーつ
｡
そ
し
て
そ
の
結
巣
を
'
帳
面
に
記
入
し
た
o
大
正
六
年
の

金
子
人
の
記
録
の
l
郡
を
下
に
示
し
て
お
こ
う
｡

四

年
齢
集
団

子
供
会

子
供
会
は
'
昭
和
三
十
年
代
の
初
頭
､
港
北
区
役
所
や
中
川
地
区
連
合
町
内
会
な
と
の
肝
い
り
で
'
小

･
中

学
校
の
児
童
生
徒
を
対
象
と
し
て
各
地
区
に
結
成
さ
れ
た
｡
そ
の
後
'
苛
少
年
指
導
員

(昭
和
四
十
四
年
発
足
)

ら
の
協
力
に
よ
っ
て
活
性
化
す
る
｡
現
在
は
子
供
の
親
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
'
役
員
は
単
年
任
期
と
な
っ
て
い

る
｡
活
動
内
容
は
総
会
に
は
か
ら
れ
決
定
さ
れ
る
｡
具
体
的
な
活
動
に
は
夏
休
み
中
の
ラ
ジ
オ
体
操
'
水
泳
教

室
'
花
火
大
会
､
旅
行
､
盆
締
り
な
ど
が
あ
る
｡

火
の
香
8
妃
帳
(牛
久
保
金
子
入

L19
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若
衆
組

･
青
年
会

･
青
年
団

ム
ラ
単
位
あ
る
い
は
地
区
単
位
に
青
年
男
子
の
年
齢
集
団
が
組
耕
さ
れ
て
き
た
o
そ
れ
ら
は
若
衆
組
と
い
う

組
絹
で
あ
っ
た
が
'
時
代
と
と
も
に
青
年
会
'
苗
年
間
と
変
わ

っ
た
.

若
衆
組
は
t

f
艇
に
い
う
若
者
姐
の
こ
と
で
'
当
地
で
は
フ
カ
イ
ン
ユ
ウ
あ
る
い
は
ワ
ケ
イ
ソ
ュ
レ
ン
ジ

ュ

な
ど
と
称
さ
れ
て
き
た
｡
明
治
三
十
年
ご
ろ
の
話
と
し
て
'
男
子
は
十
五
歳
に
な
る
と
､
ム
ラ
の
若
衆
組

へ
の

仲
間
入
り
が
許
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
際
に
は
親
が
と
も
な
い
焼
酎

1
升
を
も

っ
て
若
衆
組
に
あ

い
さ
つ
を
し
た
｡
ま
た
こ
の
十
五
歳
は
舌
年
に
な
る
年
齢
と
さ
れ
､

ハ
ツ
ヤ
マ
と
い
っ
て
人
山

へ
登
拝
す
る
借

料
が
あ
っ
た
｡
若
衆
組
は
ム
ラ
の
行
事
の
実
行
主
体
と
な
っ
て
い
た
た
め
'
新
入
り
は
､
ム
ラ
行
中
や
祭
り
な

ど
の
仕
来
り
を
先
群
の
も
と
で
教
わ

っ
た
.
そ
の
な
か
に
は
祭
り
な
ど
で
淡
ず
る
オ
ハ
ヤ
シ
の
料
得
な
と
も
ふ

く
ま
れ
て
い
た
.

-;
年
会
な
ら
び
に
百
年
団
に
関
し
て
は
'
そ
の
発
足
関
係
の
資
料
が
知
ら
れ
て
い
る
0
そ
れ
ら
を
ま
ず
掲
げ

た
の
ち
'
二
～
三
の
ム
ラ
の
事
例
を
記
述
す
る
｡

｡
大
正
二
年
刊

r都
筑
郡
中
川
村
勢
要
覧
｣

明
治
三
十
四
年
勝
田
壮
年
会
創
設
以
来
名
手
青
年
会
悉
ク
成
立
会
/
数
九
会
員
ノ
数
五
百
十
八
基
本
財
産

合
計
金
四
百
七
十
二
円
会
ノ
事
業
ト
シ
テ
行
ヒ
ツ
～
ア
ル
モ
ノ
講
話
講
演
全
盛
本
財
産
ノ
蓄
砧
倶
楽
部
ノ

設
立
道
路
ノ
修
繕
入
営
者
家
族

二
対
ス
ル
労
力
ノ
補
助
入
営
並

二
除
隊
兵
士
ノ
慰
労
会
員
吉
凶
ノ
慶
吊
見

学
旅
行
補
習
学
校
就
学
ノ
勧
誘
等
ヲ
ナ
セ
リ

明
治
g
]十
四
年
各
青
年
会
ヲ
扶

1
ス
ペ
キ
中
川
村
聯
合
青
年
会
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
組
約
シ
総
乱
ヲ
村
良

二
会
長

ニ
ハ
小
学
校
長
副
会
長

ニ
ハ
主
席
訓
導
ヲ
推
ン
評
議
員

ニ
ハ
各
字
･‖
年
会
艮
及
馴
会
長
ヲ
以
テ
之

二
充
テ

娼
般
/
統

1
ヲ
囲
レ
リ

｡
昭
和
四
年
刊

r
郡
田
村
託
し

古
来
各
部
蕗

ニ
ハ
若
衆
組
7
-
'
郷
党
若
人
/
団
結
強
ク
互

二
砕
軌
ン
ツ
～
7
-
シ
カ
明
治
三
十
七
八
年

昭
和
二
十
二
年
ご
ろ
の
大
輔
書
隼
田
の
軌
海
旅
行

(吉
野
喜
代
治
安
東
･
大
桶
)
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戦
役
後
青
年
ノ
指
導
二
其
筋
二
於
テ
着
眼
ン
､
青
年
会
組
冶
ヲ
督
励
セ
ラ
ル
ル
に
至
-
シ
カ
ハ
本
村
二
於

テ
モ
之
力
出
現
ヲ
見
ル
ニ
至
り
大
正
ノ
御
代
二
至
り
内
容
ノ
充
実
成
銑
ノ
見
ル
へ
キ
モ
ノ
ア
リ
､
識
者
ノ

後
援
亦
与
ツ
テ
カ
ア
リ
｡
大
正
七
年
五
月
内
務
文
部
両
省

ハ
訓
令
ヲ
発
シ

｢門
隼
田
ハ
竹
年
修
養
ノ
機
関

タ
リ
｣
云
々
卜
激
励
セ
ラ
レ
､

大
正
八
年
四
月

1
日
第

1
回
総
会
ヲ
挙
ブ
ル
こ
至
り
'

さ
て
勝
田
の
青
年
会
は
'
明
治
三
十
四
年
､
勝
田
壮
年
会
と
し
て
当
地
で
は
い
ち
は
や
-
結
成
さ
れ
活
動
し

て
き
た
｡
男
子
は
十
五
歳
に
な
る
と
召
年
会
に
加
入
す
る
仕
組
に
な
っ
て
い
た
｡
青
年
会
は
太
平
洋
戦
争
中
､

幹
部
を
は
じ
め
全
員
が

1
人
ま
た

1
人
と
兵
隊
に
い
き
組
織
機
能
が
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
o
そ
の
よ
う
な
期
間

の
の
ち
､
終
故
ま
ぎ
わ
に
男
女
か
ら
な
る
iE
年
団
と
い
う
名
称
の
組
続
が
結
成
さ
れ
た
.
沖り
年
団
は
ム
ラ
の
行

事
を
と
り
お
こ
な
い
､
た
と
え
ば
薬
師
様
の
ま
つ
り
を
み
る
と
､
七
月
八
日
前
に
ク
ジ
の
菜
品
を
集
め
た
り
､

薬
師
様
の
飾
り
つ
け
な
ど
の
役
割
を
お
こ
な
っ
た
o

牛
久
保
の
請
地
古
梅
の
男
子
は
､
学
校
を
卒
業
す
る
と
全
員
が
苗
年
会
に
入
会
し
た
o
退
会
は
お
お
よ
そ
結

婚
を
契
機
と
し
て
い
た
が
'
梢
成
員
の
数
の
問
題
で
な
か
な
か
退
会
で
き
な
か
っ
た
o
そ
の
た
め
会
の
内
部
は

二
十
五
歳
ま
で
の
修
茶
会
と
二
十
六
歳
か
ら
三
十
歳
ま
で
の
け
年
会
に
分
か
れ
て
い
た
O

大
棚
で
は
､
昭
和
十
五
年
～
十
六
年
ご
ろ
ま
で
は
､
↓;
年
会
と
称
し
､
会
長

･
副
会
長
を
中
心
に
､
十
五
歳

以
上
四
十
歳
ま
で
の
男
子
で
構
成
さ
れ
て
い
た
｡
そ
の
た
め
親
子
で
参
加
す
る
家
も
あ
っ
た
｡
年
に
二
回
､
三

月

一
日
と
十
月

一
日
に
総
会
を
も
ち
'
会
場
は
会
員
の
家
を
家
並
順
に
ま
わ
る
当
番
宿
制
が
と
ら
れ
て
い
た
｡

回
状
に
よ
っ
て
集
ま
り
'
季
節
の
桝
作
の
こ
と
'
兵
役
の
こ
と
な
ど
を
話
し
合
っ
た
｡
会
に
は
'
修
奄
会
と
い

う
下
部
組
総
が
あ
り
､
会
長

･
副
会
長
を
お
き
'
二
十
五
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の
iK
始
の
男
子
で
構
成
さ
れ
て
い
た
｡

月
に
二
回
～
三
回
､
修
養
会
長
が
回
状
で
､
会
員
を
集
め
へ
虚
栄

･
俳
句

･
修
身
な
と
の
勉
強
を
し
た
.
郡
が

主
催
す
る

運
動
会

･
弁
論
大
会
な
ど
に
参
加
し
た
り
､
座
談
会
を
お
こ
な
う
こ
と
も
あ
っ
た
.
｢波
浮
の
蕗
｣

と
い
う
歌
が
流
行
し
た
と
き
に
は
､
-
ー
ダ
ー
が
歌
を
お
ぼ
え
､
座
談
会
で
唱
歌
指
導
を
し
た

(昭
和
三
年
頃
)｡

青
年
会
の
活
動
は
'
秋
の
運
動
会
を
主
催
L
t
災
害
時
の
救
援
活
動
､
共
有
地
の
管
理
な
と
で
あ
っ
た
｡
戦
時

昭
和
十
年
ご
ろ
の
書
年
合
同
妃
念
写
夫
(総
茂
7
ク
家
意
･
北
山
田
)
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中
に
は
､
人
手
の
足
り
な
い
家
の
野
良
仕
事
な
ど
を
手
伝

っ
た
り
､
戦
後
は
映
画
や
講
演
会
を
開
催
し
た
o
会

で
管
理
し
て
い
た
共
有
地
は
､
現
在
の
公
民
館
付
近
で
､
鋲
守
杉
山
神
社
が
移
転
し
た
跡
地
で
あ
っ
た
｡
大
正

四
年
こ
ろ
に
は
､
こ
の
跡
地
を
養
蚕
の
た
め
の
桑
畑
と
し
て
利
用
し
て
い
た
｡
そ
の
後
'
養
蚕
が
お
こ
な
わ
れ

ち
-
な
る
と
'
竹
林
に
し
筒
を
収
穫
し
た
O
筒
の
質
を
よ
-
す
る
ネ
イ
ケ
な
と
の
手
入
れ
は
､
相
互
の
当
番
制

で
お
こ
な

っ
た
｡
筒
の
収
益
は
大
き
-
'
年
間
二
百
五
十
円
く
ら
い
あ
っ
た
O
そ
の
金
が
千
円
た
ま
っ
た
と
こ

ろ
で
､
倶
楽
部
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
､
八
百
円
の
予
算
で
'
共
有
地
の

l
部
に
倶
楽
部
を
建
て

た

(昭
和
七
年
)｡
太
平
洋
戦
争
中
は
､
青
年
団
と
改
称
さ
れ
､
男
女
の
若
者
で
構
成
さ
れ
た
｡
共
有
地
に
は

サ

ツ
マ
イ
モ
が
植
え
ら
れ
'
収
穫
物
は
下
肥
を
東
京
方
面
に
汲
み
に
行

っ
た
際
に
売

っ
た
｡
統
制
の
き
ひ
し
い

こ
ろ
だ
っ
た
の
で
､
サ
ツ
マ
イ
モ
を

コ
ヤ
シ
ダ
ル
の
な
か
に
入
れ
て
遅
ん
だ
が
'
と
き
と
し
て
若
宮
に
遊
ん
で

い
る
の
を
み
つ
か
り
没
収
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
｡
竜
年
団
は
'
戦
後
の
生
業
の
変
化
に
と
も
な
い
団
員
の
多

-
は
勤
め
人
と
な
り
､
そ
の
運
営
が
困
難
と
な
り
､
昭
和
三
十
年
に
解
散
し
た
｡

東
方
で
は
'
セ
イ
ネ
ン
と
呼
ば
れ
へ
十
五
歳
に
な
る
と
支
部
長
の
勧
誘
に
応
じ
組
織
に
加
入
L
へ
三
十
歳
ま

で
所
属
し
て
い
た
｡
例
祭
の
日
に
は
芝
居
や
映
画
会
を
お
こ
な

っ
て
ハ
ナ

(奉
舶
金
)
を
集
め
た
り
'
盆
踊
り

を
催
し
た
｡
会
の
費
用
は
'
土
地
を
借
り
て
糾
し
'
そ
こ
で
で
き
た
作
物
を
売

っ
て
あ
て
た
o
ま
た
婚
礼
の
と

き
に
は
､
そ
の
家

へ
い
っ
て
縁
側
か
ら
の
ぞ
き
み
る
と
セ
イ
ネ
ン
用
と
し
て
酒
と
煮
し
め
を
出
し
て
く
れ
た
｡

処
女
会

･
女
子
青
年
会

青
年
会

･
青
年
団
に
対
応
す
る
女
子
の
年
齢
集
団
と
し
て
処
女
会

･
女
子
青
年
会
が
あ

っ
た
｡

処
女
会
の
成
立
に
つ
い
て
は
､
『都
田
村
誌
』
中
に
も
み
え
'
大
正
十
年
九
月
に
都
田
村
長
平
賀
T3;i之
､
都

田
小
学
校
長
井
上
幸
八
両
氏
が
発
起
人
と
な
っ
て
'
都
田
村
処
女
会
が
創
立
さ
れ
て
い
る
O
こ
の
処
女
会
は
'

嫁
入
り
前
の
娘
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
｡
そ
の
活
動
内
容
は
鎮
守
の
清
掃
､
遠
足
､
男
子
青
年
団
と

合
同
で
の
運
動
会
の
開
催
へ
｢白
バ
ラ
｣
と
い
う
機
関
誌
の
発
行
な
と
が
あ

っ
た
｡
女
子
青
年
会
が
で
き
た
の

は
昭
和
十
二
､
三
年
こ
ろ
で
あ
っ
た
O
加

入
者
は
十
八
歳
か
ら
二
十
歳
前
後
の
未
婚
の
女
性
で
あ

っ
た
O

昭
和
十
年
ご
ろ
の
星
谷
処
女
会

(中
山
伊
助
家
政

･
池
辺
)
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大
棚
の
処
女
会
は
､
嫁
入
り
前
の
娘
た
ち
の
会
で
､
月
に

1
回
'
雄
会
場
に
娘
ま
り
雑
談
を
し
た
り
'
百
人

1
首
な
ど
に
興
じ
た
｡
笥
ご
飯
を
た
い
て
会
食
し
た
り
､
七
月
の
祇
園
や
虫
送
り
な
と
に
は
､
税
極
的
に
協
力

を
し
た
｡
ま
た
､
郡
の
運
動
会
や
弁
論
大
会
な
ど
に
青
年
会
と
と
も
に
参
加
し
た
｡

勝
田
の
場
合
は
'
尋
常
小
学
校
か
､
尋
常
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
た
後
'
す
く
に
処
女
会
へ
加
入
し
た
｡
だ

い
た
い
十
八
歳
ご
ろ
ま
で
加
入
し
､
そ
の
後
は
女
子
青
年
会
に
加
入
し
た
｡
活
動
と
し
て
は
'
年
間

l
～
二
回

倶
楽
部
に
集
ま
っ
て
､
劇
と
か
裁
縫
の
講
習
な
ど
を
や
っ
た
O
杉
山
神
社
の
掃
除
も
お
こ
な
っ
た
｡

婦
人
会

主
婦
の
組
総
が
結
成
さ
れ
た
の
は
'
比
較
的
新
し
く
､
太
平
洋
戦
争
中
の
国
防
婦
人
会
が
そ
の
先
駆
け
で
あ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡

太
平
洋
戦
争
後
の
昭
和
二
十
三
年
'
都
筑
中
川
思
策
協
同
組
合
が
結
成
さ
れ
､
そ
の
傘
下
に
生
産
部

･
岱
年

部

･
婦
人
部
が
発
足
す
る
O
婦
人
部
は
組
合
員
の
既
婚
の
女
性
で
あ
れ
ば
年
齢
に
関
係
な
-
加
入
で
き
た
｡
当

初
は
慰
安
会
と
し
て
の
色
彩
が
惑
か
っ
た
が
､
活
動
柴
と
し
て
月

l
度
の
割
で
金
光
を
当
番
が
災
金
し
て
い
た
｡

そ
の
う
ち
､
同
世
代
の
悩
み
を
話
し
た
り
､
知
識
を
深
め
合
い
た
い
な
ど
と
､
世
代
間
で
組
縦
内
を
区
分
し
た

い
と
い
う
話
が
出
さ
れ
'
昭
和
三
十
九
年
の
碁
に
'
三
十
五
歳
を
境
と
し
て
若
妻
会
と
婦
人
会
に
内
部
は
二
分

さ
れ
た
O
だ
が
農
家
の
仕
事
の
都
合
上
'
主
婦
と
嫁
が
そ
の
会
合
に
同
時
に
出
席
す
る
こ
と
は
大
き
な
仕
事
の

低
下
と
な
っ
た
｡
若
妻
会
は
自
然
と
活
動
は
小
さ
く
な
り
､
衰
退
し
て
い
っ
た
O
な
お
若
妻
会
の
下
地
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
お
嫁
さ
ん
た
ち
の
全
と
い
う
組
織
が
'
昭
和
三
十
九
年
前
に
勝
田
な
と
で
発
足
し
て
い
た
と

い
う
話
が
技
っ
て
い
る
｡

昭
和
四
十
四
年
三
月
､
都
筑
中
川
農
業
協
同
組
合
は
'
港
北

･
都
田

･
新
田

･
山
内

･
中
里

･
新
治
の
各
単

位
=3
E協
と
合
併
し
､
横
浜
北
;3
英
協
同
組
合
と
な
っ
た
｡
婦
人
部
は
そ
の
ま
ま
北
=L
E協
婦
人
部
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
､
各
ム
ラ
に
そ
の
支
部
が
お
か
れ
､
活
動
は
今
日
に
お
よ
ん
で
い
る
｡

昭
和
十
年
こ
ろ
の
処
女
会
の
淡
<
神
社
兼
柑
事
仕

(飯
島
郁
夫
家
裁

･
折
本
)



苅2帝 ム ラの く ら し SLl

老
人
会

老
人
会
が
各
地
区
に
で
き
た
の
は
､
昭
和
三
十
年
代
の
時
期
で
あ
る
｡
老
人
会
が
で
き
る
以
前
は
､
と
く
に

老
人
の
集
ま
り
と
い
う
も
の
は
な
-
､
気
の
合
う
者
同
志
で
､
綱
島
の
温
泉
へ
行
-
-
ら
い
で
あ
っ
た
｡
老
人

会
は
会
長

･
副
会
長

･
会
計
な
と
の
役
員
が
お
か
れ
､
六
十
歳
以
上
の
入
会
を
希
望
し
た
人
び
と
に
よ
っ
て
組

績
さ
れ
て
い
る
｡
活
動
は
月

一
回
､
倶
楽
部
に
集
ま
っ
て
定
例
会
を
も
ち
t
H
ご
ろ
は
ゲ
I
ト
ポ
ー
ル
を
や
っ

た
り
へ
趣
味
の
教
室
を
閑
い
た
り
し
て
い
る
O
勝
田
で
は
､
男
性
は
竹
ポ
ー
キ
､
女
性
は
雑
巾
を
作
っ
て
､
勝

田
小
学
校
へ
寄
附
し
た
と
い
う
O
茅
ヶ
崎
で
は
'
ン
ヨ
ウ
ゴ
ク
と
い
っ
て
正
月

･
五
月

･
九
月
の
十
二
日
に
正

覚
寺
の
薬
師
様
を
お
ま
い
り
す
る
0
眼
病
に
御
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
八
月
十
七

･
十
八
日
は
観
音
さ

ま
の
ま
つ
り
日
で
､
こ
の
日
に
は
お
経
を
聞
い
た
り
､
念
仏
を
唱
え
た
り
し
て
い
る
O
十

1
月
の
正
覚
寺
の
オ

ト
リ
サ
マ

(大
賢
)
に
は
､
富
-
じ
が
あ
り
老
人
会
の
楽
し
み
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
催
し
の
後
に
は
お

茶
菓
子
と

御
神
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
､
楽
し
い
し
め
く
く
り
と
な
る
｡
ま
た
各
地
区
と
も
定
糊
貯
金
を
し
､
旅
行

な
ど
を
計
画
し
て
い
る
｡

五

共
同
と
共
有

ム
ラ
仕
事

ム
ラ
内
に
は
生
活
道
路
と
し
て
の
田
地
に
通
じ
る
/
-
チ
､
あ
る
い
は
各
水
凹
に
必
要
な
水
を
流
す
用
水
路

が
走
っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
道
路
や
用
水
路
は
そ
こ
に
住
む
人
び
と
に
よ
っ
て
共
同
管
理
が
な
さ
れ
､
道
普
請
､

堀
さ
ら
い
､
土
出
し
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡

茅
ヶ
崎
で
は
共
同
仕
事
と
し
て
道
普
請
､
土
出
し
な
ど
が
あ
っ
た
O
茅
ヶ
崎
は
と
-
に
道
が
悪
か
っ
た
の
で

砂
利
敷
き
'
草
刈
り
な
ど
を
組
単
位
で
お
こ
な
っ
た
｡
組
に
よ
っ
て
は
､
出
ら
れ
な
い
家
は
組
に
対
し
て
一
日

分
の
日
当
を
出
し
た
｡
そ
れ
を
出
不
足
金
と
い
っ
た
｡
勝
田
で
は
'
年
間

一
～
二
回
道
普
請
を
お
こ
な
い
､

一

戸

一
人

(だ
れ
で
も
よ
い
)
が
出
た
o
召
年
団
が
あ
っ
た
と
き
は
'
百
年
EB
も
加
わ
っ
た
o
大
棚
で
は
春
秋
の
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社
日
の
午
前
中
､
家
族
全
員
が
出
て
､
道
路
の
整
備
や
道
路
沿
い
の
草
刈
り
な
ど
の
道
普
請
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡

北
山
田
'
牛
久
保
の
諦
地
古
梅
で
も
こ
の
日
に
道
普
柄
が
お
こ
な
わ
れ
､
午
後
か
ら
地
神
弼
と
な
っ
た
｡
北
山

田
で
は
こ
の
道
普
請
以
外
に
ヤ
マ
ダ
フ
ジ
と
祢
さ
れ
て
い
る
地
元
の
富
士
塚
の
下
草
刈
り
を
現
在
は
七
月
の
第

一
日
曜
日
の
早
朝
に
お
こ
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
隣
組
別
担
当
表
は
図
の
と
お
り
で
あ
る
｡

荏
田
の
渋
沢
の
道
普
請
は
'
部
落
長

(自
治
長
)
が
召
集
し
､
各
戸

一
人
ず
つ
で
て
退
路
を
修
理
し
た
｡
む

か
し
は
春
秋
の
彼
岸
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
最
近
は
日
曜
日
に
す
る
こ
と
が
多
い
｡
出
ら
れ
な
い
家
は
組
長

に
連
絡
し
､
出
不
足
金
を
だ
す
.
以
前
は
十
軒
ぐ
ら
い
ず
つ
順
番
に
お
茶
悉
役
と
t･,6り
'
お
茶
菓
子
を
用
意
し

た
｡
い
ま
は
自
治
会
資
で
牛
乳
な
と
を
買
っ
て
み
ん
な･･6
に
出
し
て
い
る
｡

お
な
じ
く
荏
田
の
柚
木
で
は
､
ヤ
ト
を
南
北
に
走

っ
て
い
る
道
が
舗
装
さ
れ
る
前
の
昭
和
三
十
年
代
ま
で
は

道
普
箔
が
春
秋
の
彼
岸
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡
各
隣
組
の
な
か
を
フ
レ
が
ま
わ
り
､
日
時
が
辿
絡
さ
れ
た
｡

当
日
に
は

l
軒

一
人
'
男
女
か
ま
わ
ず
出
た
｡
万

l
､
都
合
で
た
れ
も
出
ら
れ
な
い
と
き
に
は
'
カ
イ
ア
ゲ

(買
い
上
げ
)
と
い
っ
て
'
日
当
を
出
さ
せ
ら
れ
た
｡
仕
市
の
後
'
そ
の
カ
イ
ア
ゲ
で
お
菜
子
や
酒
を
買
っ
て

飲
食
を
し
た
｡

大
熊
の
道
普
請
は
､
旧
組
単
位
で
お
こ
な
わ
れ
､
と
く
に
仕
事
の
分
担
は
な
か
っ
た
｡
年
に

11-
三
日
お
こ

な
わ
れ
た
O
と
う
し
て
も
出
ら
れ
な
い
家
で
は
酒

1
升
を
も
っ
て
い
っ
た
｡

ま
た
同
様
に
堰
や
用
水
路
の
管
理

･
修
復
も
お
こ
な
わ
れ
た
｡
中
川
の
矢
崎
橋
の
上
流
に
水
神
様
が
ま
つ
ら

れ
､
大
棚
堰
が
築
か
れ
て
い
た
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
述
へ
る
予
定
で
あ
る
が
､
そ
の
管
理
は
'
セ
キ
ガ

カ
-
と
い
っ
て
'
こ
の
堰
を
利
用
す
る
中
川
を
中
心
と
す
る
約
四
十
三
軒
の
良
家
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
.

と
く
に
皆
川
家

(屋
号
セ
ド
)

･
皆
川
家

(屋
号
-
ヤ
ン
タ
)

･
皆
川
家

(屋
号
ン
ン
ヤ
)

･
皆
川
家

(屋
号

オ
モ
テ
)

･
皆
川
家

(屋
号
イ
ン
キ
ョ
)

･
皆
川
家

(屋
号
ニ
イ
ヤ
)

･
渡
辺
家

(屋
号
ニ
シ
)

･
渡
辺
家

(屋
号
テ
ラ
ノ
タ
)
の
八
軒
は
､
堰
の
水
星
を
調
整
す
る
堰
板
を
蕨
め
た
り
外
し
た
り
す
る
ド
ゥ
7
ゲ
の
仕
事

に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
｡
堰
を
築
-
用
材
は
'
慈
眼
寺
の
開
山
様
の
時
代
に
､
寺
の
持
山
の

一
区
画
が
ゆ
ず
ら

山
田
丁
士
の
下
草
刈
り

(北
山
田
･
59
)
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れ
､
そ
こ
か
ら
用
材
を
切
り
だ
し
て
い
た
｡
日
ご
ろ
は
木
々
の
枝
を
は
ら
い
､
粗

菜

と

し
て
売
り
'
堰
の
維
持

費
と
し
て
い
た
｡
堰
が
コ
ン
ク
-
1
ト
に
な
っ
て
か
ら
は
､
こ
の
山
を
売
り
､
関
山
様
を
ま
つ
り
､
妓
金
で
消

防
ポ
ン
プ
を
購
入
し
'
さ
ら
に
道
普
請
用
の
砂
利
を
買
い
整
備
に
あ
て
た
と
さ
れ
て
い
る
o

大
棚
で
は
'
水
位
の
低
い
早
淵
川
に
堰
を
築
き
水
を
-
み
あ
げ
て
い
た
が
､
大
半
は
牛
久
保
と
の
ム
ラ
境
に

な
っ
て
い
る
丘
陵
か
ら
流
れ
る
谷
戸
川
に
堰
を
築
い
て
保
ち
､
そ
の
水
を
用
水
と
し
て
き
た
o
こ
れ
ら
の
堰
の

管
理
は
区
長
が
中
心
と
な
り
'
維
持
食
用
は
各
戸
の
田
の
反
致
に
応
じ
て
徴
収
し
た
｡

1
万
昭
和
三
十
年
ご
ろ

か
ら
は
'
早
淵
川
に
ポ
ン
プ
が
設
芯
さ
れ
'
こ
れ
で
水
を
く
み
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
.
そ
れ
を
糊
に
二
人

1

組
の
水
番
制
を
と
っ
た
.
水
番
は
､
田
植
の
前
や
草
取
り
の
と
き
な
ど
に
ポ
ン
プ
の
ロ
の
ゴ
-
を
と

っ
た
り
'

各
水
田
に
順
番
に
水
を
入
れ
た
り
し
た
o
こ
の
他
に
も
カ
ワ
ガ
リ
と
い
っ
て
､
毎
年
二
百
十
日
に
中
川

･
大
棚

･

勝
田

･
茅
ヶ
崎
で
話
し
合
い
そ
れ
ぞ
れ
の
ム
ラ
か
ら
人
足
を
出
し
て
早
淵
川
沿
い
の
土
手
の
薮
を
刈
り
'
護
岸

補
修
の
た
め
に
土
を
盛

っ
た
｡
こ
れ
ら
の
共
同
仕
事
は
昭
和
三
十
五
～
三
十
六
年
ご
ろ
ま
で
お
こ
な
わ
れ
た
｡

勝
EE
に
は
丸
沢
地

∴
全
戸
池

･
権
田
池
な
ど
の
用
水
池
が
あ

っ
た
｡

こ
れ
ら
の
池
は
､
二
年
に

1
度
の
泥
あ
げ

と
'
八
月
二
十

1
日
に
は
土
手
の
草
刈
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡

柚
木
で
は
セ
キ
ハ
リ

(堀
は
り
)

･
バ
ン
-
ズ

(番
水
)
が
あ

っ
た
o
堰
は
'
柚
木
を
南
北
に
流
れ
る
小
川

に
'
上
流
か
ら
バ
ン
ゼ
キ

･
ミ
ナ
-
ノ
セ
キ

･
コ
ウ
ジ
ン
ゼ
与
が
築
か
れ
て
い
た
｡
こ
の
各
堰
の
関
係
者
は
セ

キ
ハ
リ
と
い
っ
て
､
そ
れ
ぞ
れ
四
月
中
旬
に
モ
ヤ
と
ム
ギ
カ
ラ
を
も
ち
よ
っ
て
､
堰
を
作
り
､
用
水
路
を
掃
除

し
た
り
､
土
手
の
草
を
刈

っ
た
o
こ
れ
に
出
る
労
働
虫
は
､
ヒ
ト
ク
チ

(
1
軒
)
単
位
で
あ
り
､
排
地
面
棚
の

多
少
は
関
係
L
tl･,dか
っ
た
｡
バ
ン
-
ズ
は
'
夏
の
渇
水
期
に
各
堰
ご
と
に
番
を
す
る
も
の
で
､
セ
キ
ガ
カ
リ
の

上
か
ら
下

へ
二
時
間
ヒ
ト
ク
チ
で
順
番
に
水
を
入
れ
る
役
目
で
あ
る
｡
渋
沢
で
は
ホ
-
サ
ラ
イ
と
い
っ
て
'
同

じ
ホ
-

(用
水
路
)
を
利
用
す
る
者
が
集
ま
っ
て
ホ
リ
の
清
掃
を
し
た
｡

共
有
地

ム
ラ
に
は
個
人
が
所
有
す
る
土
地
の
外
に
､
ム
ラ
の
共
有
財
産
で
あ
る
共
有
地
が
あ
っ
た
o
そ
れ
ら
は
各
家

北
山
田
古
土
山
草
刈
取
組
別
担
当
表

昭
和
六
十
年
七
月
七
日
へ
日
)

W…州担
当
面
郡
は
戸
数
又
隣
組
の

状
況
に
よ
り
決
め
ま
し
た
｡

※
七
月
七
日
､
午
前
五
時
作
薮

開
始
､
約

一
時
間
.
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の
燃
料
と
な
る
粗
菜
を
採
取
す
る
山
野
､
用
水
を
確
保
す
る
た
め
の
池
'
野
菜
頬
の
出
荷
所
'
あ
る
い
は
共
同

の
コ
エ
ダ
メ
な
ど
で
あ

っ
た
｡
具
体
的
に
み
て
い
く
と
､
大
棚
の
共
有
地
は
､
現
在
の
公
民
館
の
付
近
で
'
杉

山
神
社
移
転
後
の
跡
地
で
あ
る
O
こ
れ
ら
は
下
大
棚
青
年
会
の
管
理
下
に
お
か
れ
､
大
正
四
年
に
関
空
し
､
桑

他
と
L
t
養
蚕
を
お
こ
な

っ
た
O
そ
の
後
'
竹
林
と
し
て
'
年
間
二
百
五
十
円
の
筒
の
収
入
を
あ
げ
た
.
こ
の

収
入
を
利
用
し
て
倶
楽
部
が
建
て
ら
れ
た
｡
そ
れ
以
前
は
'
竜
福
寺
が
倶
楽
部
の
役
目
を
し
て
い
た
｡
太
平
洋

戦
争
で
食
料
事
情
が
悪
-
な

っ
た
こ
ろ
は
'
サ
ツ
マ
イ
モ
畑
と
し
た
｡
以
後
､
共
有
地
の

1
郡
を
売
却
し
'
そ

の
お
金
を
資
金
と
し
て
現
在
の
公
民
館
が
建
て
ら
れ
た
.

中
川
に
は
前
述
の
セ
キ
ガ
カ
-
に
関
係
し
た
約

一
町
二
反
の
セ
キ
ヤ
マ
と
称
さ
れ
た
山
林
地
が
あ

っ
た
).
こ

れ
は
大
正
初
期
に
中
川
つ
ま
り
当
時
の
ム
ラ
名
称
で
あ
る
大
棚
上
の
共
有
地
と
な

っ
た
.
大
正
十
三
年
の
四
月
､

堰
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
堰
と
な

っ
た
際
に
へ
こ
の
セ
キ
ヤ
マ
を
入
札
に
よ
っ
て
売
却
し
消
防
ポ
ン
プ
な
ど
を

購
入
し
た
｡
茅
ヶ
崎
に
は
共
有
地
が
三
か
所
は
と
あ
っ
た
｡

一
か
所
は
通
称
茅
ヶ
崎
の
池

(ケ
イ
ス
カ
谷
戸
の

池
)
と
呼
ば
れ
る
池
で
あ
っ
た
｡
こ
の
他
の
水
は
貝
塚
谷
戸
の
耕
作
地

一
帯
で
使
用
し
た
｡
二
か
所
目
は
共
同

の
コ
エ
タ
メ
で
､
観
音
さ
ま
の
下

(三
九
三
番
地
付
近
)
と

ハ
ラ

(
二
九
〇
番
地
付
近
)
に
昭
和
E
l十
年
ご
ろ

ま
で
あ
っ
た
｡
三
か
所
目
は
竹
林
な
と
の
山
で
あ
っ
た
が
明
治
中
ご
ろ
に
個
人
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
と
い
う
｡

勝
田
に
は
前
述
の
大
き
な
池
が
三
つ
あ
っ
た
｡

渋
沢
､
柚
木
で
は
個
々
に
は
共
有
地
は
な
-
'
荏
田
全
体
と
し
て
山
林
を
も
っ
て
い
た
o
こ
の
山
林
の
管
理

は
､
叙
神
社
の
宮
世
話
人
が
し
て
い
た
｡
そ
こ
へ
は
だ
れ
で
も
自
由
に
入

っ
て
下
草
や
枯
れ
枝
を
と

っ
て
さ
て

も
か
ま
わ
な
か
っ
た
と
い
う
｡
昭
和
四
十
年
ご
ろ
に
こ
の
共
有
地
は
売
却
さ
れ
､
そ
の
お
金
は
渋
沢

･
柚
木

･

宿

･
小
黒
で
等
分
し
た
｡
大
熊
に
は
'
ド
プ
ネ
と
よ
ば
れ
る
場
所
に
約

1
反
歩
の
共
有
地
が
あ
っ
た
｡
そ
こ
は

水
田
で
晋
年
会
の
下
で
管
理
運
営
さ
れ
､
と
れ
た
米
は
喜
年
会
の
運
営
製
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
O
こ
れ
は
昭
和

二
十
五
年
ま
で
続
い
た
｡

大
功
公
民
ゼ
付
近
の
現
況

(SB)
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連
絡

ム
ラ
の
行
事
あ
る
い
は
事
件
を
相
互
間
に
連
絡
す
る
こ
と
を
フ
レ
と
い
い
､
そ
の
方
法
は
イ
イ
ツ
半
と
い
わ

れ
る
口
伝
え
の
方
法
と
'
回
状

･
回
文
と
い
わ
れ
た
書
き
物
で
も
っ
て
連
絡
を
と
る
方
法
が
あ
っ
た
｡
そ
れ
ら

は
共
に
ム
ラ
内
に
組
紙
さ
れ
て
い
る
連
絡
網
を
使

っ
て
流
さ
れ
た
｡
前
者
の
場
合
は

｢
ど
こ
と
こ
の
家
に
お
嫁

さ
ん
が
き
た
か
ら
内
祝
に
集
ま
っ
て
お
茶
で
も
飲
も
う
｣
と
か
､
｢
ど
こ
ど
こ
の
家
の
人
が
亡
-
な

っ
た
か
ら

急
い
で
集
ま
っ
て
-
れ
｣
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
.
こ
れ
に
対
し
後
者
は
､
上
部
組
織
か
ら
の
通
達
､
ム
ラ
内

で
の
決
定
事
項
'
野
良
仕
事
関
係
な
ど
十
分
に
そ
の
内
容
を
知

っ
て
も
ら
う
場
合
で
あ

っ
た
O
こ
れ
ら
以
外
に

川
の
増
水
や
火
事
な
ど
急
を
用
す
る
と
き
に
は
寺
の
鐘
や
半
鐘
が
打
ち
な
ら
さ
れ
た
｡

勝
田
の
現
在
の
連
絡
方
法
は
､
町
会
の
広
報
部
1
班
長
1
隣
組
長
1
各
戸
と
い
う
よ
う
に
､
回
乾
板
を
ま
わ

し
て
い
る
｡
回
覧
板
が
用
い
ら
れ
る
以
前
は
､
回
状
と
イ
イ
ツ
半
に
よ
っ
て
連
絡
が
な
さ
れ
た
O
狭
間
根
誹
中

で
は
､
地
神
講
の
際
に
イ
イ
ツ
ギ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
講
の
時
間
は
決

っ
て
い
る
た
め
'
｢〇
〇

日
に
集
ま
っ
て
く
だ
さ
い
｣
と
単
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
｡

渋
沢
の
自
治
組
織
の
連
絡
は
､
現
在
､
自
治
会
長
1
組
長

1
各
戸
と
な
る
が
､
太
平
洋
戦
争
前
は
部
落
長
1

伍
長
1
各
戸
で
あ
っ
た
.
組
長

(伍
長
)
か
ら
各
戸

へ
の
連

絡
は
回
覧
板
で
出
さ
れ
る
が
'
以
前
は
口
頭
で
伝

達
す
る
イ
イ
ツ
ギ
が
普
通
で
あ

っ
た
｡
矢
羽
根
組
を
例
に
イ
イ
ツ
羊
の
順
を
図
面
に
す
る
と
へ
下
図
の
よ
う
で

あ
る
｡
こ
の
順
番
は
単
な
る
連
絡
の
順
序
だ
け
で
は
な
-
､
庚
申
講
や
各
種
の
行
事
の
当
番
順
序
で
も
あ
っ
た
O

ま
た
婚
礼
や
葬
式
に
際
し
て
手
伝
い
を
密
に
し
あ
う
リ
ョ
ウ
ド
ナ
リ
が
､
こ
の
イ
イ
ツ
半
を
出
す
家
と
受
け
る

家
で
あ
る
こ
と
が
多
い
.

柚
木
の
場
合
'
伝
達
の
こ
と
を
フ
レ
と
い
う
｡
現
在
は
自
治
会
長
1
組
長
1
班
の
順
に
連
絡
し
'
班
内
を
回

覧
板
で
伝
え
る
｡
そ
れ
に
対
し
'
隣
組
以
前
は
部
落
長

(常
設
委
員
)
1
伍
長
1
世
話
人

(純
中
)
と
伝
適
さ

れ
､
世
話
人
か
ら
イ
イ
ソ
ギ
で
各
戸
に
伝
え
ら
れ
た
.
下
講
中
の
例
で
み
る
と
､
こ
こ
の
世
話
人
は
長
く
大
久

保

1
男
家
が
や
っ
て
い
た
｡
イ
イ
ツ
ギ
は
こ
の
家
か
ら
両
側
に
だ
さ
れ
､
各
戸
に
連
絡
さ
れ
た
｡

矢
羽
根
姐
の
イ
イ
ツギ
の
頼
(荏
田
渋
沢
)
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相
互
扶
助

相
互
扶
助
を
指
し
て
エ
エ
ン
ゴ
ト
･
.丁
マ
カ
ワ
-
な
と
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
0

餅
つ
き
と
か
田
植
と
か
屋
根
替
え
な
と
'
仕
事
が
い
そ
か
し
-

1
人
で
も
多
く
手
を
必
要
と
す
る
際
に
近
所

の
親
し
い
家
や
血
縁
者
に
手
伝
い
を
た
の
ん
だ
り
､
あ
る
い
は
お
互
い
の
家
で
イ
キ
ソ
コ
し
て
手
伝
い
あ
う
こ

と
を
エ
エ
ソ
コ
ト
と
い
う
O
こ
の
場
合
､
お
礼
と
し
て
金
品
の
や
り
と
り
は
お
こ
な
わ

れ
ず
'
食
事
の
も
て
な

し
が

1
般
に
み
ら
れ
る
慣
習
で
あ
る
0
牛
久
保
の
古
梅
の
岩
崎
イ
ソ
ケ
の
屋
根
替
え
の
事
例
を
み
る
と
､
岩
崎

の
各
イ
ソ
ケ
と
近
所
の
各
戸
が
手
伝
い
に
き
て
-
れ
､
そ
の
際
に
は

手
伝
い
の
人
び
と
は
米

･
縄
を
も
持
参
す

る
慣
習
と

な

っ
て
い
た
o

農
休
み

･=<E休
み
は
'
州炭
桝
に
と
も
な
う
特
定
の
行
事
日
'
あ
る
い
は
ム
ラ
単
位
に
出
さ
れ
る
不
特
定
の
休
み
日
で
あ
っ

た
O
前
者
は
モ
ノ
ヒ
と
い
わ
れ
る
ま
つ
り
や
節
供
､
ア
レ
ヒ
と
さ
れ
る

1
日
と
十
五
日
な
と
で
あ
る
.
後
者
は

オ
ノ
メ
-
正
月
に
代
表
さ
れ
る
臨
時
の
休
み
で
､
人
び
と
に
と

っ
て
は
よ
い
骨
休
み
の
日
と
な

っ
た
｡
と
-
に

後
者
の
休
み
日
は
ム
ラ
の
長
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
､
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

勝
田
の
例
で
は
､
日
照
り
が
続
い
た
後
､
よ
う
や
-
雨
が
降
る
と
区
長
が
判
断
し
､
｢昼
か
ら
オ
シ
メ
リ
正

月
で
す
よ
｡
順
に
イ
イ
ッ
キ
を
お
願
い
し
ま
す
｣
と
家
並
順
に
言
い
お
-

っ
た
o
途
中
で
雨
が
あ
が
ろ
う
と
も

野
良
仕
事
に
は
出
な
か
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
日
に
は
､
青
年
た
ち
は
巌
乗
寺
境
内
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
力
石
を

か
つ
く
'
イ
シ
カ
ツ
ギ
な
と
を
し
て
楽
し
ん
だ
｡

他
の
ム
ラ
で
も
同
様
に
､
こ
の
よ
う
な
日
に
は
オ
シ
メ
-
正
月
の
フ
レ
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
O
イ
イ
ッ
キ
に
よ
っ
て
休
み
と
な

っ
た
o
こ
の
オ
シ
メ
-
正
月
は
､
雨
の
降
り
具
合
に
も
よ
る
が
'

1
目
の

場
合
や
二
日
'
三
日
と
休
み
と
な
る
場
合
な
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ

っ
た
｡

屋
根
替
え
の
記
録

(長
沢
肋
夫
家
蔵

牛
久
探
金
子
入
･
49
)
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第
二
節

イ
工
と
親
族

家
と
イ
エ

｢家
｣
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
場
合
'
家
屋
と
い
う
家
族
の
居
住
空
間
と
し
て
の
家
と
'
家
族
が
生
活
を
共

に
し

､

ム
ラ
の
く
ら
し
の
基
礎
単
位
と
し
て
の
家
と
が
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の

｢家
｣
を
区
別
し
て
後
者
を
イ
工

と
表
記
す
る
.
ム
ラ
組
紙
や
純
中
､
地
神
誹

･
念
仏
試
な
ど
は
､
い
う
ま
で
も
な
-
､
こ
の
イ
工
を
叫
位
と
し

て
組
捺
さ
れ
る
.
こ
の
よ
う
な
イ
工
は
家
族
の
共
同
生
活
の
営
み
で
あ
る
と
同
時
に
､
家
族
の
生
死
を
越
え
た

と
こ
ろ
で
､
な
お
か
つ
存
立
す
る
O

こ
れ
は
単
に
'
家
産
の
保
持
と
い
う
目
的
の
み
で
は
な
い
｡
｢自
分
も
死
ね
ば
ホ
ト
ケ
に
な
り
ま
つ
ら
れ
る
｣

と
い
う
よ
う
に
､
イ
工
は
現
実
の
世
界
た
け
で
は
な
く
､
時
間
を
こ
え
た
永
続
性

･
超
世
代
性
と
い
う
忠
誠
の

も
と
に
維
持
さ
れ
て
き
た
｡
家
族
を
即
位
と
し
て
の
子
供
の
誕
生
'
婚
姻
､
死
の
繰
り
返
し
は
'
イ
エ
存
紋
の

基
礎
で
あ
っ
た
｡
そ
の
た
め
イ
工
は
'
直
系
家
族
的
な
志
向
の
も
と
に
長
男
な
ど
が
家
督
を
継
承
し
て
き
た
が
､

や
む
を
え
な
い
場
合
に
は
養
子
縁
組
に
よ
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡

｢代
々
の
イ
エ
｣
と
い
う
イ
工
の
歴
史
は
'
家
風

･
家
柄

･
家
格
な
ど
を
作
り
続
け
､
そ
れ
を
保
守
し
て
き
た

の
で
あ
る
｡

と
は
い
う
も
の
の
､
イ
工
は
新
た
な
イ
工
を

つ
く
り
だ
す
核
と
J
)な

っ
た
｡
次
男
､
三
男
な
ど
の
血
縁
者
を

分
家
に
出
し
た
り
､
あ
る
い
は
柿
で
は
あ
る
が
奉
公
人
を
分
家
と
し
て
出
し
'
新
た
な
イ
工
が
つ
く
ら
れ
た
｡

本
家
と
分
家

本
家
を
指
し
て
ホ
ン
ケ
､
分
家
を
指
し
て
プ
ン
ケ

･
ノ
ン
ヤ

･
二
イ
ヤ

･
ン
ン
タ
ク
な
と
と
い
う
｡
本
家
に

は
総
本
家
と
さ
れ
る
嫡
流
の
家
が
存
在
し
'
そ
の
分
家
に
関
す
る
系
譜
も
伝
承
し
て
い
る
｡

勝
EE
官
ノ
下
付
近

(SZ)
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分
家
の
創
出
は
'
そ
の
多
く
が
本
家
か
ら
の
財
産
分
与
を
原
則
と
し
て
い
る
｡
家
の
敷
地
の

一
部
を
分
割
し

家
を
建
て
分
家
を
出
し
た
り
､
あ
る
い
は
集
落
内
外
に
所
有
す
る
土
地
を
利
用
し
分
家
し
て
い
る
｡
分
家
す
る

の
は
は
と
ん
ど
が
次
男
､
三
男
な
ど
の
血
縁
者
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
の
は
か
に
奉
公
人
な
と
長
年
家
に
奉
公
し

た
者
を
分
家
に
出
す
例
も
あ
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
分
家
を
出
す
た
め
に
は
本
家
の
経
済
的
条
件
が
絶
対
的
な

力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
｡

隠
居
分
家

隠
居
分
家
は
家
督
を
イ
セ
キ

(追
跡
)
に
ゆ
ず

っ
た
老
夫
婦
が
､
年
少
だ
っ
た
り
､
と
-
に
可
変
が
っ
た
次

男
以
下
の
弟
妹
を
建
て
'
近
-
の
土
地
に
家
を
建
て
'
独
自
の
生
活
を
富
み
は
じ
め
る
'
い
わ
ゆ
る
別
居
隠
居

で
､
そ
の
後
は
そ
の
連
れ
て
出
た
子
供
が
そ
の
ま
ま
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
に
由
来
し
て
こ
の
よ
う
な

場
合
は
往
々
に
し
て
イ
ン
キ
rn
･
イ
ン
キ
n
ヤ
と
い
う
屋
号
が
付
け
ら
れ
る
.

絶
家
の
再
興

イ
工
は
後
継
す
る
人
の
問
題
､
不
幸
に
し
て
子
ど
も
が
な
か

っ
た
場
合
'
あ
る
い
は
経
済
的
な
問
題
な
ど
､

そ
の
イ
工
が
当
面
し
た
問
題
に
よ
っ
て
'
最
悪
の
場
合
に
は
絶
家
､

つ
ま
り
ツ
プ
レ
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
｡

も
ち
ろ
ん
そ
の
間
に
は
､
本
家
筋
な
ど
血
縁
者
の
者
は
､
そ
の
方
向
に
傾
か
な
い
よ
う
に
諸
々
の
方
策
を
講
じ

た
｡
そ
れ
は

｢先
祖
を
ま
つ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
う
イ
工
に
対
す
る
継
承
観
念
が
強
-
働
ら
い
て
い

た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
イ
工
を
つ
ぶ
さ
な
い
よ
う
に
エ
ン

(縁
)
の
続
い
て
い
る
者
を
養
子
と
し
て
'

そ
の
家
に
入
れ
'
イ
工
を
継
承
さ
せ
た
｡

だ
が
絶
家
と
な
る
場
合
も
あ

っ
た
｡
そ
の
よ
う
な
際
に
は
､
不
動
産
が
ら
み
の
問
題
も
あ
り
'
分
家
同
様
に

本
家
筋
な
ど
の
次
男

･
三
男
の
夫
婦
が
は
い
り
再
興
に
あ
た
っ
た
｡
だ
が
第
三
者
が
仲
介
者
の
も
と
で
そ
の
家

に
は
い
り
'
家
を
継
ぐ
こ
と
も
あ
っ
た
｡
そ
の
場
合
､
と
き
と
し
て
本
家
筋
に
米
あ
る
い
は
酒
を
お
く
り
盃
を

か
わ
し
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
｡

開
幕
の
本
分
寄
朋
係

(
勝
Eg
)

関
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親
戚

シ
ン
セ
与
と
い
う
場
合
'
そ
の
多
-
は
嫁
の
実
家
'
当
主
の
兄
弟
の
家
'
親
の
家
な
と
日
常
的
に
出
入
り
を

し
て
い
る
範
囲
を
さ
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
.
嫁
の
実
家
の
兄
弟
が
分
家
に
出
た
先
な
ど
は
シ
ン
ル
イ
サ
キ
と

い
う
｡
ま
た
現
在
､

つ
き
あ
い
が
途
絶
え
て
は
い
る
も
の
の
古
-
は
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
い
う
家
な
ど
を
ト

ウ
エ
ン

(遠
縁
)
と
い
う
｡

イ
チ
マ
キ

･
イ
ッ
ケ

･
イ
ッ
ケ
ウ
チ

血
縁
的
な
本
分
家
関
係
の
系
譜
を
も
と
に
し
'
同

一
集
落
内
に
居
を
か
ま
え
る
同
族
集
団
を
イ
チ
マ
キ

･
イ
ソ

ケ

･
イ
ノ
ケ
ウ
チ
と
称
し
て
き
た
o
近
年
に
お
い
て
は
同

1
鎌
落
内
に
分
家
を
山
す
数
が
増
え
て
は
い
る
も
の

の
､
即
新

し
い
分
家
を
イ
チ
マ
ネ
と
意
識
し
な
い
傾
向
が
強
い
o

大
棚
の
栗
原
姓
の
場
合
は
'
本
家
の
栗
原
家
を
中
心
に
'
屋
号

ノ
モ
･
り
エ
ム
ラ
･
ウ
エ
‥
一
イ
ヤ
の
五
軒

を
イ
ノ
ケ
と
い
う
｡
祝
儀
不
祝
儀
の
と
き
は

｢矢
｣
の
栗
原
家
と
し
て
相
互
に
手
伝
う
｡
稲
の
収
機
を
終
え
て

農
閑
期

に
は
い
っ
た
十
二
月
に
は
五
軒
の
間
を
順
に
宿
と
し
て
､

1
年
間
の
相
互
の
労
を
ね
き
ら
う
た
め
に
､

ご
ち
そ
う
を
準
備
し
て
会
食
を
し
あ

っ
た
｡
こ
れ
を
イ
チ
マ
キ
の
日
符
と
い
っ
た
｡
正
月
に
は
'
イ
チ
マ
キ
間

で
日
時
を
決
め
'
順
番
に
オ
セ
チ

(年
始
)
を
し
て
き
た
｡
吉
野
家

(屋
号
オ
モ
テ
)
を
総
本
家
と
す
る
吉
野

の
イ
チ
マ
キ
で
は
'
正
月
二
日
を
オ
セ
チ
の
日
と
L
t
分
家
が
こ
の
日
に
本
家
に
集
ま

っ
た
o

東
方
で
本
家
分
家
関
係
が
明
ら
か
な
も
の
は
､
二
～
三
代
前
の
比
較
的
新
し
い
側
係
た
け
で
､
多
-
は

｢
ど

ち
ら
が
本
家
か
は
わ
か
ら
な
い
が
､

一
つ
か
ら
の
ワ

カ
レ

(分
か
れ
)
ら
し
い
｣
と
い
う
か
た
ち
で
語
ら
れ
て

い
る
｡
こ
れ
ら
の
､
お
な
じ
系
譜
ら
し
い
と
意
識
さ
れ
て
い
る
家
々
を
'
イ
ッ
ケ
と
呼
ん
で
い
る
｡
た
と
え
ば

オ
モ
チ
の
長
谷
川
イ
ツ
ケ
の
場
合
は
､
七
軒
が
イ
ッ
ケ
で
あ
る
O
と
は
い
う
も
の
の
､
こ
の
イ
ッ
ケ
が
生
活
面

で
実
際
に
機
能
し
合
う
こ
と
は
少
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
事
例
が
'
東
方
で
は
い
ち
ば
ん
多
-
み
ら
れ
る
｡
し
か

し
こ
の
部
例
と
は
異
な
る
も
の
も
い
-
つ
か
あ
る
｡
五
反
の
禎
岸
イ
ツ
ケ
は
盆
､
正
月
に
必
ず
と
こ
か
の
家
に

集
ま
っ
て
､
い
っ
ぱ
い
飲
ん
だ
と
い
う
｡
ま
た
井
上
イ
ツ
ケ
は
､
葬
式

･
婚
礼
は
も
ち
ろ
ん
､
産
見
舞
い
･
病
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気
見
舞
い
･
屋
根
替
え
や
普
請
の
手
伝
い
な
ど
'
な
に
か
に
つ
け
て
イ
ッ
ケ
で
寄
り
集
ま
っ
て
お
こ
な
っ
て
き

た
｡
村
田
イ
ッ
ケ
は
四
軒
で
'
井
上
イ
ッ
ケ
と
同
様
に
､
何
部
に
つ
け
て
も
集
ま
り
助
け
あ
い
､
同
時
に
稲
荷

を
共
同
で
ま
つ
っ
て
き
た
｡

渋
沢
で
は
､
太
象
分
家
関
係
で
つ
な
が
っ
て
い
る
家
々
を
イ
ッ
ケ
ウ
チ
と
い
う
｡
こ
れ
に
は
系
譜
関
係
が
は
っ

き
り
し
な
い
家
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
0
む
し
ろ
イ
ッ
ケ
ウ
チ
は
同
姓
の
家
々
と
い
え
る
.
婚
礼
や
葬
儀
の
と
き

に
は
イ
ソ
ケ
ウ
チ
の
家
は
必
ず
ま
ね
か
れ
る
｡
組
が
違

っ
て
い
て
も
ま
ね
か
れ
る
が
t
と
-
に
お
な
じ
組
内
の

イ
ソ
ケ
ウ
チ
は
な
お
親
密
で
あ
る
O
と
は
い
っ
て
･0
㌧
こ
れ
ら
イ
ソ
ケ
ウ
チ
が
婚
礼

･
葬
儀
以
外
に
特
別
な
日

を
も
う
け
て
集
ま
っ
た
り
'
行
事
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
.
ま
た
イ
ソ
ケ
ウ
チ
で
ま
つ
る
神
や
仏
は

も

っ
て
は
い
な
い
｡

ジ
シ
ン
ル
イ

ジ
ノ
ン
ル
イ

(地
親
類
)
は
､
本
分
家
の
鮮
同
様
に
家
と
家
と
の
結
び
付
き
を
し
め
す
言
葉
で
､
と
く
に
直

接
の
本
家
と
分
家
の
関
係
､
あ
る
い
は
土
地
を
分
け
あ

っ
た
兄
弟
な
ど
の
よ
う
に
､
基
本
的
に
は
系
譜
関
係
に

あ
る
と
意
識
さ
れ
て
い
る
二
軒
な
い
し
三
軒
で
結
ば
れ
て
い
る
O
そ
の
意
識
に
は

｢
ジ
シ
ン
ル
イ
は
い
ち
ば
ん

大
切
な
間
柄
の
家
で
､
親
戚
の
関
係
は
代
々
薄
れ
て
い
-
が
'
ジ
シ
ン
ル
イ
の
関
係
は
薄
れ
る
こ
と
は
な
い
｣

｢
い
く
ら
代
か
か
わ
っ
て
も
縁
は
き
れ
な
い
｣
と
か

｢
む
か
し
の
本
分
家
で
､
田
畑
を
分
け
あ
っ
た
関
係
で
あ

る
｣
な
と
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
た
め
ジ
シ
ン
ル
イ
の
関
係
は
'
本
分
家
の
関
係
以
上
に
､
密
な
様
相
を

呈
し

､
オ
オ
ソ
ゴ
ト
と
さ
れ
る
婚
儀

･
葬
儀
な
ど
に
お
い
て
､
ジ
ソ
ン
ル
イ
の
者
が
'
そ
の
中
心
と
な

っ
て
こ

と
を
す
す
め
る
｡
前
者
の
例
を
み
る
と
'
結
納

･
タ
ル
イ
レ
に
傑
し
て
は
ジ
シ
ソ
ル
イ
が
立
会
人
と
な
り
へ
披

蕗
の
席
で
は
両
家
間
の
接
待
役
の
オ
シ
ョ
ウ
パ
ン
を

つ
と
め
る
な
ど
､
重
要
な
役
目
を
負
う
｡
不
幸
の
場
合
に

は
ま
ず
ジ
シ
ン
ル
イ
に
知
ら
せ
､
そ
こ
か
ら
組
に
知
ら
さ
れ
る
o
ジ

ノ
ン
ル
イ
は
施
主
に
か
わ
り
葬
儀

一
切
を

と
り
し
き
る
｡
こ
の
ほ
か
何
事
を
も
'
ま
ず
第

一
番
に
知
ら
せ
､
い
ち
ば
ん
の
協
力
を
あ
お
-
関
係
で
結
ば
れ

て
い
る
0
な
お
ジ
ン
ン
ル
イ
は
イ
チ
マ
与
の
関
係
と
重
榎
す
る
場
合
が
大
半
で
あ
る
｡
た
た
こ
の
関
係
以
外
に

東
方
の
4
･
5
姐
に
み
ら
れ
る
:ン
シ
ン
ル
イ
な
ど
の
関
係
EBIM
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親
方

･
子
方
の
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
生
じ
た
ジ
シ
ン
ル
イ
も
あ
る
｡

さ
て
'
そ
の
事
例
を
勝
田
の
関
家
の
ジ
ン
ン
ル
イ
と
､
東
方
の
オ
オ
ナ
ウ
エ
に
み
る
と
､
勝
田
の
関
家
の
場

合
は
､
本
家
筋
の
ジ
シ
ン
ル
イ
は
直
接
の
分
家
で
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
､
そ
の
分
家
が
複
数
で
あ
れ

ば
､
ジ
シ
ン
ル
イ
も
複
数
と
な
る
｡
分
家
の
場
合
は
逆
に
本
家
を
リ
シ
ン
ル
イ
と
す
る
例
が
大
半
と
な
り
､
こ

の
ほ
か
に
本
家
を
介
さ
ず
分
家
と
分
家
と
で
ジ
シ
ソ
ル
イ
の
関
係
を
有
し
て
い
る
例
も
あ
る
.

東
方
の
ヤ
ト
の

1
つ
で
あ
る
オ
オ
ナ
ウ
工
を
例
に
'
そ
こ
で
の
ジ
ノ
ン
ル
イ
関
係
を
整
理
す
る
と
'
以
下
の

よ
う
で
あ
る
.

(
-
)

本
分
家
関
係
に
あ
る
と
意
識
さ
れ
て
い
る
二
軒
の
間
で
相
互
に
結
ば
れ
て
い
る
も
の
｡
Ⅰ
と
2
､

3
と

4
'
5
と
6
､
7
と
8
'
9
と
10
｡

(2
)

明
確
で

は
な
い
が
系
譜
関
係

にあ
る
と
意
識
さ
れ
て
い
る
二
軒
の
間
で
相
互
に
結
ば
れ
て
い
る
も
の
｡

11
と
12
､
13
と
14
｡

(3
)
分

家
が
本
家

を

た
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
も
の
｡
15
と
16
と
17
の
間
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
'
本
分
家
関

係
に
あ
る
二
軒
の
問
で
結
ば
れ
て
は
い
る
が
､
(-
)
の
よ
う
に
二
軒
の
相
互
的
関
係
が
な
-
'
16
も
ー

も
15
に
ジ
シ
ン
ル
イ
を
た
の
む
か
た
ち
で
'
15
は
別
に
本
家
で
あ
る
18
と
シ
ソ
ン
ル
イ
の
関
係
に
あ
る
も

の
｡

(4
)

ま
っ
た
く
系
譜
関
係
の
な
い
二
軒
の
間
で
結
ば
れ
て
い
る
も
の
.
19
と
20
｡
な
お
19
は
村
内
に
系
譜
関

係
を
も
た
な
い
｡

第
三
節

-
ら
し
と
講
組
織

課
と
は

講
あ
る
い
は
講
中
は
'
地
域
社
会
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
社
会
集
団
で
あ
り
､
地
域
の
社
会
生
活
､
ま
た
信
仰

△ 加藤姓

耳櫓
B ] 相沢姓

△ 清吉姓

△石川姓

[コ 井上姓

,= 三三ヨ
｢= 19.コ

[コ 大河内姓

･= ;.3コ
東方の 4･5姐にみられるジシンルイなどの関係図 (2)

○ 村田姓

?｢= …コ
｢二 .3コ

◎ - 姓

｢二二…コ
｢= ;(蒜コ



65 第 3節 くらしと訴組鞍

生
活
と
深
い
関
わ
り
を
示
し
な
が
ら
､
日
本
の
伝
統
的
な
社
会
に
あ

っ
て
重
要
な
機
能
を
荷
な
っ
て
き
た
o
そ

こ
に
は
多
岐
多
様
な
役
割
が
あ

っ
た
｡

元
来
､
講
と
い
う
言
黛
は
､
中
世
に
お
け
る
寺
院
の
読
会
､
す
な
わ
ち
読
経

･
法
会
の
省
略
形
だ
と
い
わ
れ
､

さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
発
達
し
､
し
だ
い
に
ム
ラ
の
習
俗
の
な
か
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
っ
た
｡

一
つ
は
頼
母
子
講

･

無
尽
講

･
ユ
イ
講
な
と
の
よ
う
に
経
済
的
動
機
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
も
う

一
つ
は
地
神
講

･
念

仏
講

･
大
山
講
な
と
の
よ
う
に
信
仰
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
組
縦
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

信
仰
的
講
は
'
原
始
信
仰
を
母
胎
と
し
て
結
成
さ
れ
た
も
の
'
氏
神

(広
義
)
を
中
心
と
す
る
氏
子
集
団
と

し
て
結
成
さ
れ
た
も
の
､
村
内
に
あ
る
神
仏
を
信
仰
対
象
と
す
る
も
の
､
村
外
に
あ
る
他
郷
の
霊
社
名
利
へ
参

詣
す
る
も
の
な
と
が
あ
り
､
こ
れ
ら
は
村
の
構
成
員
で
あ
れ
ば
必
然
的
に
参
加
が
義
務

つ
け
ら
れ
る
も
の
と
'

自
由
な
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る

(｢信
仰
と
生
活
｣
の
章
参
照
)｡

講
の
種
類
と
そ
の
範
囲

当
地
で
は
数
多
く
の
講
の
名
称
を
採
集
す
る
こ
と
が
で
き
た
o
そ
れ
ら
は
頼
母
子
講

･
無
尽
､試

･
膳
椀
講

･

豚
無
尽

･
牛
馬
日
待

･
地
神
講

･
念
仏
講

･
大
山
講

･
富
士
講

･
三
峰
講

･
御
獄
講

･
榛
名
講

･
御
伊
勢
講

･

稲
荷
講

･
不
動
講

二

l十
三
夜
講

･
太
子
講

･
庚
申
講

･
御
内
仏
報
恩
講
な
と
で
あ
る
O
そ
れ
ら
の
う
ち
､
経

済
的
な
講
は
､
太
平
洋
戦
争
を
境
に
大
半
は
中
断
さ
れ
､
お
こ
な
わ
れ
な
-
な
っ
た
｡
信
仰
的
な
誰
も
､
そ
の

際
に
会
食
す
る
た
め
の
各
戸
持
ち
の
米
が
な
-
な
り
､
中
断
の
方
向
に
む
か
っ
た
も
の
の
､
農
耕
信
仰
に
も

っ

と
も
深
-
関
わ
っ
て
い
た
地
神
講

･
大
山
講

･
稲
荷
講
､
そ
れ
に
葬
儀
と
関
連
を
も
つ
念
仏
講
な
と
は
'
中
断

す
る
こ
と
な
-
今
日
に
お
よ
ん
で
い
る
｡

こ
れ
ら
の
講
組
織
の
大
半
は
'
村
の
範
囲
を
こ
え
る
こ
と
な
-
､
村

･
話
中

･
組
あ
る
い
は
ヤ
ト
を
範
囲
と

し
て
組
絞
さ
れ
て
き
た
o
そ
の
範
閲
を
数
例
あ
げ
て
お
こ
う
0

地
神
講
の
場
合
､
勝
田

･
北
山
田
で
は
地
区
全
体
が

一
つ
と
な

っ
て
い
る
が
､
大
棚
で
は
カ
-
と
ン
モ
の
二

つ
に
分
か
れ
て
い
る
.
茅
ヶ
崎
で
は
各
組
を
範
囲
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
念
仏
講
の
場
合
は
､
大
棚
で

類
母
子
託

(南
山
田
宮
ノ
下
誹
中

･
5
)
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は
カ
-
と
シ
モ
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
が
､
後
に
カ
ミ
は

｢才
勝
土
｣
と

｢杉
の
森
｣
に
分
か
れ
､
三
講
中

と
な
っ
た
.
北
山
EE
で
は
誹
中
を
単
位
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
地
縁
的
な
性
格
か
ら
組
織
が
な
さ
れ
範
囲
が

ム
ラ
組
総
と
か
さ
な
り
あ
う
.
こ
れ
に
対
し
て
'
収
入
で
組
絞
さ
れ
る
太
子
講
は
､
こ
の
村
の
範
囲
を
こ
え
て

組
総
さ
れ
て
い
る
例
と
い
え
る
0
勝
田

･
茅
ヶ
崎

･
大
棚
の
屋
根
屋
の
組
織
が
そ
れ
で
あ
る

(｢
す
ま
い
｣
の

章
参
照
)｡

膳
椀
講

膳
披
講
は

r中
川
村
是
J
に
よ
る
と
､
富
裕
な
家
以
外
の
者
が
､
共
有
の
膳

･
椀

･
S
滑

･
広
蓋
な
ど
の
人

寄
せ
の
際
に
使
用
す
る
諸
道
具
現
を
調
製
修
補
す
る
た
め
に
結
成
し
た
組
紙
と
さ
れ
て
い
る
O
調
査
に
よ
る
と
'

そ
の
食
器
規
の
大
半
は
す
で
に
処
分
さ
れ
た
り
､
各
戸
に
分
配
さ
れ
た
り
し
て
､
そ
の
妓
存
例
は
少
な
い
も
の

の
'
大
半
の
ム
ラ
あ
る
い
は
講
中
単
位
に
'
そ
れ
は
そ
な
わ
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
購
入
に
あ

た
っ
て
の
記
録
も
数
例
で
あ
る
が
残
さ
れ
て
い
る
｡

大
棚
の
カ
､･,
･
ン
モ
で
は
､
膳
椀
を
そ
れ
ぞ
れ
龍
福
寺
と
椅
林
寺
に
あ
ず
け
て
管
現
し
て
も
ら
い
､
必
要
に

応
じ
て
借
り
出
し
て
使
用
し
た
｡
シ
モ
を
例
に
み
る
と
､
詩
用
具
は
､
平
膳

･
オ
オ
ワ
ン
･
コ
ワ
ン
･
オ
ヒ
ラ
･

オ
ツ
ポ

･
サ
ラ
の
膳
椀
と
､
炊
事
用
の
大
正
ペ
ソ
ツ
イ

(移
動
可
能
な
カ
マ
ド
)
､
カ
マ
ド
の
口
径
を
調
盤
す

る

ハ
(鉄
輪
)､
ツ
ル
付
の
オ
オ
ナ
へ
､
両
手
付
の
オ
オ
ナ
ベ
'
タ
マ
ゴ
ヤ
キ
ナ
ペ
､
そ
れ
に
サ
ブ
ト
ン
な
ど

で
あ

っ
た
｡
そ
の
使
用
は
､
講
員
で
あ
れ
ば
自
由
で
あ
っ
た
が
､
使
用
後
に
は
損
料
と
し
て

1
定
の
金
額
を
お

さ
め
､
講
中
と
し
て
積
み
立
て
て
い
た
よ
う
で
あ
る
C
下
記
に
し
め
し
た
大
正
期
の
記
録
に
は
'

1
円

･
五
十

銭
と
い
う
金
額
が
講
員
名
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
.
ま
た
前
に
ふ
れ
た
道
普
箔
の
出
不
足
金
と
推
測
さ
れ
る

金
も
､
こ
の
帳
に
記
録
さ
れ
て
お
り
'
訪
中
の
資
金
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

荏
田
の
渋
沢
に
は
八
軒
講
中
と
よ
ば
れ
る
膳
椀
講
が
あ
っ
た
｡
明
治
二
十
三
年
に
で
き
た
と
い
わ
れ
､
信
州

方
面
か
ら
売
り
に
き
た
膳
二
十
と
椀

(オ
ヤ
ワ
ン
･
シ
ル
ワ
ン
･
オ
ヒ
ラ
･
オ
ツ
ポ

･
ツ
ケ
モ
ノ
)
と
帆
な
ど

が
そ
ろ
え
て
あ
っ
た
｡
し
か
し
昭
和
三
十
五
年
ご
ろ
に
処
分
し
た
と
い
う
D

暮
&
す
鞍

(大
槻
杉
ノ
森
計
中

･
5
)

五

号
や

主

月

号

由

三
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無
尽
と
金
融

無
尽
は

1
種
の
庶
民
金
融
で
何
人
か
で
集
団
を
組
織
L
t

l
定
の
金
額
を
か
け
あ
い
､
く
じ
引
き
あ
る
い
は

順
番
で
ま
と
ま
っ
た
お
金
を
融
通
し
あ
う
IO
の
で
あ
る
o

南
山
田
の
堀
の
内
談
中
で
は
､

1
本
千
円
と
し
､
か
け
た
人
数
が
せ
り
を
し
て
口警
同
額
者
が
お
と
し
た
｡
何

本
も
も

っ
て
い
て
何
度
も
か
け
る
人
も
あ
っ
た
｡

一
年
単
位
で
決
算
し
た
｡
古
く
は
木
片
に
イ
ロ
ハ
を
書
い
た

-
じ
を
使

っ
た
.

1
年
間
ま

っ
た
-
当
た
ら
な
か

っ
た
人
は
年
の
最
後
に
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
.
宮
の
下
訪

中
の
場
合
は
念
仏
講
と
い
っ
し
ょ
に
無
尽
を
お
こ
な

っ
て
い
た
o
そ
の
方
法
は

1
人

l
本
で
定
額
を
か
け
'
く

じ
引
き
を
し
て
当
た
っ
た
も
の
が
全
額
を
も
ら
え
た
o
当
た
っ
た
も
の
は
次
か
ら
-
じ
引
き
に
は
入
れ
ず
'
掛

け
金
の
み
を
お
さ
め
た
｡

大
熊
に
は
シ
ョ
ウ
カ
イ

(常
会
)
と
称
す
る
無
尽
の
組
織
が
あ
っ
た
｡
太
平
洋
戦
争
前
は
十
三
人
で
組
耕
さ

れ
､
毎
月

1
回
昼
か
ら
夕
方
ま
で
､
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
ハ
ナ
ク
リ

･
ホ
ン
ク
ン
と
い
っ
て
無
尽
金
を
積
ん
だ
o

ブ
タ
無
尽

ブ
タ
な
と
の
家
畜
を
購
入
す
る
た
め
に
'
何
人
か
で
掛
け
金
を
積
み
立
て
る
撫
尽
も
あ

っ
た
o
大
棚
で
は
'

三
十
軒
ほ
と
の
家
で
､
大
正
期
か
ら
昭
和
十
二
年
こ
ろ
ま
で
ブ
タ
無
尽
と
称
し
て
､
月

一
回
の
割
り
で
集
ま
り

掛
け
金
を
か
け
た
o
掛
け
金
は

1
円
前
後
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
を
く
じ
引
き
な
と
で
当
て
'
ま
と
ま

っ
た
金
領
を

手
に
入
れ
て
ブ
タ
を
買
う
購
入
資
金
に
あ
て
た
O

地
神
講
と
念
仏
講

地
神
講
と
念
仏
講
は
'
信
仰
的
な
面
だ
け
で
は
な
-
､
ム
ラ
の
社
会
生
清
を
円
滑
に
お
く
る
と
い
う
点
で
も

重
要
な
役
割
を
荷

っ
て
き
た
｡

地
神
講
は
､
春
秋
の
社
員
に
当
番
の
宿
に
集
ま
り
､
地
神
様
の
掛
軸
を
お
か
み
､
飲
食
を
す
る
｡
元
来
'
こ

の
地
に
住
ん
で
い
た
イ
エ
は
は
と
ん
と
が
加
入
し
､
何
年
か
に

1
度
は
宿
を

つ
と
め
て
き
た
.
こ
の
日
は

｢土

を
い
じ
っ
て
は
い
け
な
い
｣
と
い
わ
れ
'
ム
ラ
中
が
休
み
と
な

っ
た
が
'
地
区
に
よ
っ
て
は
こ
の
日
の
午
前
中

無
K
I帳

(南
山
田
魂
之
内
試
中

･
51
)

犬

且

十

九
年

･

耳

旦

曹

昔
か
虹
名
簿■

七
月
十
号

瀕
息
蕗
†
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に
全
戸
が
で
て
道
普
請
を
お
こ
な

っ
た
例
も
伝
わ

っ
て
い
る
｡

念
仏
講
は
､
月
並
念
仏
の
は
か
に
､
葬
式
の
際
の
死
者

へ
の
念
仏
､
法
事

･
年
忌
な
と
の
追
善
供
養
な
ど
に

か
か
わ

っ
た
O
大
棚
の
念
仏
講
で
は
講
員
が
カ
ン
カ
ツ
ギ
役
'
墓
穴
掘
り
役
'
ヒ
キ
ヤ
ク
､

ツ
ソ

ロ
ウ
立
て
､

テ
ン
ガ
イ
作
り
､
六
角
塔
婆
作
り
'
竹
箸
作
り
な
ど
の
役
割
を
順
番
制
で
お
こ
な

っ
て
き
た
O

こ
の
よ
う
に
地
神
講
と
念
仏
講
は
'
道
普
請
の
よ
う
な
ム
ラ
組
的
な
共
同
仕
事
'
葬
送
儀
礼
に
と
も
な
う
相

互
扶
助
な
と
に
よ
り
ム
ラ
組
織
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
O

念
仏
計
の
用
具
と
掛
軸

(大
熊
ソ
モ
許
中
･
57
)

ヰ
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第

二
即

た
ん
ば

1

集
落

の
水
利

早
淵
川
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
の
早
淵
川
は
､
雨
期
に
入
り
大
雨
が
降
る
と
､
と

た
ん
に
氾
濫
L
t
勝
田
橋
界
隈
は
み
る
み
る
う
ち
に
冠
水
し
て
し
ま
っ
た
｡
昭
和
十
三
年
の
台
風
被
害
は
'
近

代
史
に
残
る
大
氾
正
を
記
録
し
､
鶴
見
川
水
系
の
改
修
工
解
の
起
因
と
な

っ
た
.
こ
の
よ
う
な
川
で
は
あ
る
が
､

当
地
の
水
利
に
と
っ
て
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な
川
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

こ
の
早
油
川
に
沿
う
中
川

･
大
棚

･
勝
悶

･
茅
ヶ
崎
な
ど
で
は
'
昭
和
三
十
五
咋
ご
ろ
ま
で
､
応
年
そ
れ
ぞ

れ
の
村
か
ら
人
を
出
し
､
土
手
の
草
を
刈
り
'
土
を
盛
り
､
誠
岸
を
補
強
畷
附
し
て
き
た
O
中
川
の
水
神
さ
ま

は
早
淵
川
沿
い
の

1
角
の
小
量
に
ま
つ
ら
れ
､
三
月
二
十
六
日
に
神
主
を
招
き
､
ま
つ
り
を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
本
流
の
鶴
見
川
を
は
じ
め
各
支
流
に
は
'
綱
島
堰
､
小
机
堰
へ
大
棚
堰
な
ど
を
築
き
'
田
へ
水
を
引
い
て

き
た
が
'
現
在
に
残
る
堰
は
小
机
の
堰
と
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
こ
れ
ら
の
堰
は
､
出
水
の
際
に
は
被
害
を
大

き
-
す
る
要
因
と
も
な

っ
た
と
い
い
'
そ
の
た
め
に
地
区
に
よ
っ
て
は
二
百
十
日
の
風
祭
り
の
日
に
堰
を
解
体

す
る
ア
ゲ
ハ
ラ
イ
の
共
同
仕
事
を
お
こ
な
っ
た
｡
こ
の
ア
ゲ
ハ
ラ
イ
は
'
ウ
ナ
ギ

･
ハ
ヤ

･
ナ
マ
ス
･
フ
ナ
な

と
'
大
畠
の
川
魚
を
漁
る
日
で
も
あ

っ
た
｡

中
川
の
水
利

中
川
は
か

つ
て
は
大
棚
村
の
カ
-
分
で
あ

っ
た
こ
と
は
'
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
O
こ
の
中
川
の
張
落
の

南
端
を
g
]か
ら
東
に
む
か
っ
て
湾
曲
し
な
が
ら
早
淵
川
が
流
れ
､
そ
れ
に
架
か
る
矢
崎
桁
の
す
く
上
流
に
水
神

さ
ま
が
ま
つ
ら
れ
'
そ
の
近
く
に
旧
村
名
を
冠
し
た
大
棚
堀
が
築
か
れ
て
い
た
o
昭
和
四
十
七
年
の
河
川
改
修

に
と
も
な
い
'
こ
の
堰
は
な
く
な
っ
た
が
､
こ
の
堰
が
当
地
の
用
水
堰
と
し
て
果
た
し
た
役
は
大
き
い
.

堰
を
利
用
し
た
戸
数
は
約
四
十
三
戸
と
い
わ
れ
､
そ
の
な
か
に
は
当
地
に
耕
作
地
を
も
っ
て
い
た
茅
ヶ
崎
の

早
n
川

(茅
ヶ
崎
付
近

･
仰
)

川
と
な
っ
た
Jt
<
高
店
番

(昭
和
三
十
三
年
九
月
の
22
号
台
風
)
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三
軒
､
大
棚
の
石
軒
も
ふ
く
ま
れ
､
こ
れ
ら
の
家
々
を
堰
を
介
し
て
の
仲
間
と
い
う
意
味
で
'
セ
キ
カ
カ
リ
と

称
し
あ
っ
て
き
た
O
堰
は
ほ
ほ
百
五
十
メ
ー
ト
ル
ほ
と
の
距
離
を
お
い
て
大
小
二
つ
の
堰
が
築
か
れ
て
い
た
｡

大
き
い
堰
が
こ
こ
で
い
う
大
棚
堰
で
､
俗
に
大
堀
と
称
さ
れ
て
い
た
｡

当
然
な
が
ら
初
期
の
堰
は
､
毎
年
'
土
俵
で
も

っ
て
築
き
あ
け
る
堰
で
あ

っ
た
｡
土
俵
用
の
土
を
専
用
に
と

る
､
約

一
反
二
畝
の
地
所
が
堰
の
近
-
に
あ
っ
た
｡
こ
の
場
所
は
の
ち
に
､
土
俵
の
堰
か
ら
木
の
堰
に
変
わ
っ

た
際
､
若
者
衆
に
よ
っ
て
稲
田
と
し
て
耕
作
さ
れ
'
セ
キ
ノ
タ
ン
ボ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
｡

こ
の
田
か
ら
収
穫
し
た
四
～
五
俵
の
う
ち
､
l
俵
を
会
食
用
と
し
､
そ
の
は
か
を
売

っ
て
諸
缶
用
に
あ
て
た
O

そ
の
後
'
太
平
洋
戦
争
後
の
r=B地
解
放
時
に
こ
の
田
を
処
分
し
､
そ
の
代
金
を
関
係
者
に
平
等
分
配
し
た
と
さ

れ
て
い
る
｡

さ
て
木
製
の
堰
は
大
正
十
二
年
九
月

l
日
の
関
東
大
霞
災
の
際
に
つ
ぶ
れ
､
翌
年
の
四
月
末
に
は
コ
ン
ク
-
I

ト
製
の
堰
に
改
修
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
､
木
製
の
堰
を
築
-
に
あ
た
っ
て
の
由
来
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
土

俵
の
堰
の
時
代
は
､
毎
年
の
よ
う
に
新
し
-
堰
を
築
い
て
き
た
｡
し
か
も
台
風
な
と
の
多
い
年
に
は
'
そ
の
決

壊
は
必
至
で
'
修
復
に
は
多
大
な
労
力
を

つ
い
や
し
て
い
た
.
そ
れ
を
み
て
い
た
慈
眼
寺
の
開
山
さ
ま
は
'
木

の
堰
を
作
る
よ
う
に
と
寺
の
山
林
の

一
部
を
セ
キ
カ
カ
-
に
ゆ
ず
っ
て
-
れ
た
｡
そ
の
山
林
は
皆
川
家

(屋
号

長
兵
衛
ヤ
ト
)
と
酒
川
家

(同
オ
オ
ナ
カ
)
の
背
後
の
約

一
町
二
反
で
､
セ
キ
ヤ
マ
と
祢
さ
れ
､
の
ち
に
は
ム

ラ
の
共
有
地
と
な
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
､
木
製
の
堰
は
築
か
れ
る
は
こ
び
と
な
り
､

つ
い
で
こ
の
帽
を
管
理
当

番
す
る
ト
ウ
ア
ケ
の
係
が
決
め
ら
れ
る
O

ド
ゥ
ア
ケ
は
､
増
水
時
に
堰
の
横
板
に
淑
り
つ
け
て
あ
る
カ
ン
セ
と
い
う
金
具
に
ト
ヒ
ク
チ
を
か
け
て
引
き

あ
げ
､
水
を
放
流
し
､
水
位
を
調
整
す
る
仕
撃
を
さ
し
'
そ
の
報
酬
と
し
て
､
セ
キ
カ
カ
-
全
戸
か
ら
田
の
反

別
に
応
じ
て
計
米
三
俵
が
出
さ
れ
､
そ
の
均
等
分
配
を
受
け
た
.
ま
た
増
水
時
の
水
中
で
の
仕
事
に
あ
た
っ
た

場
合
は
､
危
険
が
と
も
な

っ
た
た
め
､
倍
の
報
酬
と
な

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
仕
事
に
あ
た
っ
た
各
戸
は
'

皆
川
家

(屋
号
セ
ド
)
･
皆
川
家

(同
-
ヤ
ン
タ
)
･
皆
川
家

(同
ノ
ン
ヤ
)
･
皆
川
家

(同
オ
モ
テ
)
･
皆
川
家

水
神
さ
ま
の
祭
礼

(中
川
･
6
)

蛍

.I

.
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(同
イ
ン
キ
ョ
)
･
皆
川
家

(同
ニ
イ
ヤ
)
･
渡
辺
家

(同
ニ
シ
)
･
渡
辺
家

(同
テ
ラ
シ
タ
)
と
さ
れ
て
い
る
｡

セ
キ
ヤ
マ
の
管
理
は
新
山
と
し
て
管
懲
し
､
八
～
十
年
を
周
期
に
伐
採
し
､
出
荷
し
た
.
そ
の
収
入
金
を
堀

の
維
持
費
に
あ
て
る

1
万
､
道
路
普
請
の
砂
利
あ

る
い
は
防
火
用
具
な
ど
の
購
入
数
に
あ
て
て
き
た
｡
こ
の
セ

キ
ヤ
マ
は
へ
後
世
へ
ム
ラ
の
共
有
地
と
な
り
'
青
年
会
の
も
と
で
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
の
後
'
こ
の

セ
キ
ヤ
マ
も
セ
キ
ノ
タ
ン
ポ
同
様
に
不
用
と
な
り
､
太
平
洋
戦
争
後
の
二
～
三
年
の
間
に
入
札
に
か
け
売
却
さ

れ
た
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
金
で
'
開
山
さ
ま
を
ま
つ
り
､
そ
し
て
ム
ラ
の
共
有
と
な
る
消
防
ポ
ン
プ
や
'
道

普
請
用
の
砂
利
な
ど
を
粥
入
し
た
.

昭
和
四
十
七
年
､
河
川
改
修
に
と
も
な
い
'
こ
の
コ
ン
ク
-
ー
ト
製
の
大
堀
は
な
-
な
り
'
そ
れ
に
替
わ
る

も
の
と
し
て
潅
耽
用
の
揚
水
場
が
設
臓
さ
れ
た
｡

勝
田
の
水
利

勝
田
は
､
早
淵
川
の
南
岸
の
谷
戸
筋
に
形
成
さ
れ
た
集
落
で
'
集
落
の
中
央
を

一
本
の
道
が
､
北
か
ら
南
に

登
る
よ
う
に
走

っ
て
い
る
｡
こ
れ
が
中
原
街
道
で
あ
る
｡
そ
の
道
の
峠
は
栄
西
に
連
な
る
尾
根
の

1
角
で
'
そ

の
尾
根
は
こ
の
界
隈
の
分
水
嶺
と
な
っ
て
い
る
｡

谷
戸
頭
近
く
の
EE
の
水
は
､
そ
の
分
水
嶺
か
ら
流
れ
で
る
谷
戸
水
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
た
が
'

早
淵
川
に
近
づ
-
に
つ
れ
､
そ
の
Eg
は
不
足
し
た
O
そ
の
た
め
'
谷
戸
池
'
丸
沢
池
､
権
田
池
と
い
う
三
つ
の

用
水
池
が
設
け
ら
れ
た
｡
水
の
出
口
に
は
､
イ
リ
と
称
さ
れ
た
丸
太
の
芯
を
く
り
ぬ
い
た
管
を
通
し
､
ヌ
マ

(泥
)
を
寄
せ
た
水
門
を
作
っ
た
O
水
路
は
共
同
仕
郡
で
作
り
'
水
路
か
ら
名
田
へ
の
水
引
き
に
は
､
畦
を

掘

り
､
モ
ウ
ソ
ウ
ダ
ケ
の
節
を
ぬ
い
た
タ
ケ
ド
イ
を
配
し
'
そ
の
止
水
栓
に
は
ワ
ラ
東
を
あ
て
て
き
た
｡
水
路
の

水
位
が
低
下
す
る
と
へ
必
要
に
応
じ
て
土
俵
を
い
れ
て
'
小
さ
な
堰
を
築
き
､
水
を
確
保
し
た
.

池
の
水
の
使
用
開
始
日
は
､
組
合

(約
五
十
戸
)
の
役
員
会
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
が
t
だ
い
た
い
苗
代
作

り
の
は
じ
ま
る
四
月
二
十
八
～
二
十
九
日
ご
ろ
で
あ
っ
た
｡
上
の
EElか
ら
順
に
-
ズ
ヒ
キ
バ
ン
を
決
め
､
必
要

虫
の
水
を
引
い
た
｡
そ
の
際

に
は
監
視
人
と
し
て
､
各
組
合
員
が
相
互
に
EE
を
み
ま
わ
っ
た
o
こ
の
体
制
を
と

大
功
せ
為
に
の
こ
る
築
造
把
念
銘
(中
川
･
5
)
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る
以
前
に
お
い
て
は
､
｢
ホ
リ
ノ
コ

(池
)
の
水
を

ハ
テ
ラ
ゲ

ッ
コ
｣
と
い
っ
て
､
夜
中
に
こ
っ
そ
り
と
水
を

引
-
者
も
い
て
､
争
い
が
起
こ
っ
た
と
い
う
｡
池
の
管
理
は
二
年
に

一
度
の
泥
あ
げ
を
お
こ
な
い
'
八
月
二
十

t
日
に
は
､
土
手
の
草
刈
り
を
し
た
｡

こ
の
よ
う
に
用
水
池
を
も
ち
な
が
ら
も
､
年
に
よ
っ
て
は
日
照
が
つ
つ
き
､
水
不
足
を
き
た
す
こ
と
が
あ
っ

た
O
そ
の
と
き
に
は
'
モ
-
ヌ
キ
と
い
っ
て
､
田
の
な
か
や
脇
に
､
弓
形
の
穴
掘
り
用
具
を
使

っ
て
穴
を
掘
り
､

節
を
ぬ
い
た
直
径
二
寸
ほ
と
の
マ
ダ
ケ
を
挿
入
し
､
水
を
得
た
｡
そ
の
深
さ
は
三
間
か
ら
六
間
と
記
憶
さ
れ
て

い
る
o

マ
グ
ケ
の
接
合
に
は
､
カ
ラ
ク
-
と
い
わ
れ
た
接
合
用
具
が
使
わ
れ
た
｡
こ
の
モ
-
ヌ
キ
か
ら
涌
く
水

は
冷
た

-
､
直
接
､
EE
に
は
入
れ
ず
'
田
の
周
囲
の
溝
を
通
し
た
後
で
､
EE
に
引
い
た
.
こ
の
モ
-
ヌ
キ
の
仕

事
は
､
か

つ
て
の
山
田
の
大
島
屋
が
請
負

っ
て
い
た
と
い
う
｡
ま
た
太
平
洋
戦
争
後
は
､
こ
れ
に
か
わ
る
も
の

と
し
て
ポ
ン
プ
か
普
及
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
水
利
事
情
の
な
か
で
､
日
照
が
つ
つ
く
と
､
大
山

へ
雨
乞
い
に
行

き
､
や
っ
と
雨
が
降
る
と

｢お
金
が
降

っ
た
｣
と
い
い
'
オ
ノ
メ
-
正
月
と
い
っ
て
喜
ん
で
休
ん
だ
O

山
田
の
水
利

山
田
は
､
現
在
は
北
山
田
､
南
山
田
'
東
山
田
に
分
か
れ
て
い
る
が
'
か
つ
て
は

一
村
で
あ

っ
た
｡

北
山
田
は
早
淵
川
に
沿
わ
な
い
集
落
で
'
各
谷
戸
か
ら
流
れ
る
小
川
が
田
に
水
を
運
ん
で
い
る
｡
そ
の
谷
戸

に
は
､
神
無
､
稲
荷
谷
､
芝
生
'
十
代
､
権
現
堂
'
二
十
歩
な
と
の
字
名
が
つ
い
て
い
る
0
こ
こ
で
の
水
利
は
'

わ
ず
か
な
地
理
的
環
境
の
差
で
は
あ
る
の
に
､
そ
れ
が
大
き
-
水
源
の
差
と
な
っ
て
い
た
.
神
無
で
は
雨
水
に

た
よ
り
､
稲
荷
谷
で
は
杉
山
か
ら
の
引
水
と
雨
水
に
た
よ
っ
た
｡
芝
生
で
は
谷
戸
の
中
央
を
流
れ
る
小
川
に
堰

を
作
り
､
ホ
リ
ノ
コ
と
い
う
幅
三
尺
ほ
ど
の
水
路
を
設
け
､
そ
こ
か
ら
田
に
水
を
引
い
た
o
十
代
と
権
現
堂
で

は
新
田
山
の
涌
水
を
利
用
す
る
と
い
う
具
合
で
あ

っ
た
O
だ
が
日
曜
が
続
く
と
即
水
問
題
が
も
ち
あ
が
っ
た
こ

と
は
い
ず
こ
も
同
じ
で
あ

っ
た
｡
大
正
八
年
の
日
照
は
'
五
月
か
ら
十
月
ま
で
雨
ら
し
い
雨
は
降
ら
ず
'
田
の

な
か
に
井
戸
を
掘

っ
て
水
を
確
保
し
た
も
の
の
十
分
な
塁
で
は
な
か

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
昭
和
三
十
年

代
に
は
､
市
の
助
成
金
に
よ
り
各
所
で
水
虫
を
調

へ
る
ポ
ー
-
ン
ク
調
査
を
し
た
と
い
う
O

か
つ
て
の
石
橋
の
一部
と
銘
の
拓
本

(昭
和
五
十
年
に
硫
浜
田
立
山
EB
小
学
校
に
て
保
管
)
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芝
生
で
の
堰
作
り
は
､
ホ
-
サ
ラ
イ

(
ホ
-
ガ
カ
-
､
ヂ
ガ
カ
-
)
の
後
で
築
い
た
も
の
で
､
E=
栖
前
の
四

月
末
か
ら
五
月
に
か
け
て
､
小
川
沿
い
に
田
が
有
る
無
し
に
か
か
わ
ら
ず
'
芝
生
訪
中
の
共
同
化
節
と
し
て
お

こ
な
わ
れ
た
｡
当
日
は
､
ま
ず
女
が
土
手
の
卓
を
刈
り
'
そ
の
の
ち
'
男
が
小
川
の
な
か
に
入
り
､
ク
ワ
や
ジ

n

レ
ン
で
も

っ
て
､
土
砂
を
さ
ら
い
水
の
流
れ
を
良
く
し
､
そ
こ
に
土
俵
で
も
っ
て
堰
を
築
い
た
.

南
山
田
で
は
南
堀
池
が
唯

1
の
池
で
あ

っ
た
が
'
大
正
末
期
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
｡
現
在
の
南
山
田
凹
九
九

〇
番
地
付
近
で
あ

っ
た
｡
用
水
池
と
し
て
利
用
し
た
｡
ま
た
早
淵
川
の
堰
か
ら
も
水
を
引
い
た
｡

東
山
田
に
は
三
宝
寺
池
か
ら
の
用
水
路
が
走
り
､
そ
の
水
路
の
十
五
か
所
に
石
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
と
い

う
｡
こ
れ
ら
の
池
や
用
水
路
は
､
大
正
期
に
哩
土
さ
れ
､
現
在
知
る
.J
と
は
で
き
な
い
｡
石
橋
の

1
部
は
械
浜

市
立
山
田
小
学
校
に
保
管
さ
れ
て
い
る
｡

牛
久
保
の
水
利

牛
久
保
は
'
北
山
田
同
様
に
早
淵
川
に
沿
わ
な
い
焦
落
で
､
東
西
に
長
い
谷
戸
筋
に
媒
蒲
を
形
成
し
て
き
た
o

そ
の
た
め
'
牛
久
保
で
は
谷
戸
頭
か
ら
の
滑
水
を
集
め
て
流
れ
る
小
川
に
頼

っ
て
き
た
｡
春
先
に
な
り
'
Ej
の

ク
ロ
を
つ
け
る
時
期
を
迎
え
る
と
'
セ
キ
ハ
リ
仕
事
と
い
っ
て
'
共
同
で
堀
を
使
用
す
る
者
が
集
ま
り
'
土
俵

を
準
備
し
'
小
川
に
堰
を
築
き
'
水
を
溜
め
た
｡

茅
ヶ
崎
の
水
利

茅
ヶ
崎
の
池
と
祢
さ
れ
て
き
た
小
さ
な
用
水
池
が
､
集
落
の
南
方
の
山
中
に
所
在
す
る
｡
そ
こ
は
昭
和
五
十

六
年
の
春
に
開
校
し
た
横
浜
市
立
茅
ヶ
崎
中
学
校
の
西
方
で
あ
る
O
水
門
帖
に
は

｢昭
和
十
年
石
月

草
書
作

物
施
設
耕
地
串
黄
｣
の
緒
を
も
つ
セ
メ
ン
ト
製
プ
レ
ー
ト
が
知
ら
れ
る
｡
こ
の
池
は
谷
戸
頭
か
ら
流
れ
出
る
涌

水
を
逝
き
止
め
て
､
共
有
の
用
水
池
と
し
た
も
の
で
'
必
要
に
応
じ
て
水
を
倣
流
し
た
が
､
日
ご
ろ
は
､
こ
の

水
を
コ
ヤ
ン
オ
ケ
に
く
み
'
ウ
シ
ダ
ル
マ
や
テ
ダ
ル
マ
で
EE
他
に
遊
ん
だ
と
い
う
｡
他
地
区
同
様
に
谷
戸
水
を

有
効
に
利
用
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

太
平
洋
戦
争
中
へ
食
糧
増
産
の
た
め
に
と
ら
れ
た
耕
地
整
理
は
'
ド
プ

ノ
タ
を
乾
田
に
改
良
し
た
も
の
の
､

茅
ケ
f
の
地

(茅
ケ
Sr

･6
)
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昭
和
二
十
三
年
か
ら
二
十
四
年
に
か
け
て
の
日
照
は
水
不
足
を
き
た
し
､
急
き
ょ
水
利
組
合
の
結
成
を
う
な
が

し
た
.
早
淵
川
に
発
動
機
を
す
え
､
水
を
-
み
あ
げ
て
､
急
場
し
の
さ
と
し
た
｡
そ
の
後
は
ポ
ン
プ
場
を
設
け
､

配
水
の
た
め
の
U
手
放
を
掘
り
､
水
利
対
策
を
講
じ
た
O

大
熊
の
水
利

大
熊
で
は
､
春
の
田
の
水
を
確
保
す
る
た
め
に
､
ホ
-
サ
ラ
イ
と
カ
ワ
カ
-
を
お
こ
な

っ
て
き
た
O

ホ
リ
サ
ラ
イ
は
四
月
十
五
日
こ
ろ
､
共
同
で
使

っ
て
い
る
用
水
堀
の
底
を
さ
ら
う
も
の
で
あ
っ
た
O
堀
の
規

模
は
､
幅

一
メ
ー
ト
ル
､
深
さ

l
メ
ー
ト
ル
は
と
の
も
の
で
'
そ
の
仕
事
は
男
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
た
o
ホ
-

サ
ラ
イ
の
日
の
通
知
は
､
イ
イ
ソ
半
で
伝
達
さ
れ
た
o

カ
ワ
カ
-
ほ
､
大
熊
川
の
水
を
田
に
引
い
て
い
る
家
の
名
'

一
人
ず

つ
が
出
て
､
自
分
の
田
に
面
し
て
い
る

土
手
の
草
を
刈
り
､
水
の
流
れ
を
良
-
す
る
た
め
の
共
同
仕
事
で
､
昭
和
五
十
七
年
ま
で
お
こ
な

っ
て
い
た
｡

カ
ワ
カ
-
の
日
は
､
ま
え
も
っ
て
伝
え
ら
れ
､
当
日
は
､
朝
は
や
-
か
ら
仕
事
に
か
か
り
､
十
時
の
オ
チ
ャ
ウ

ケ
を
と
り
､
午
前
中
い
っ
ぱ
い
で
終
わ
る
よ
う
に
段
取
り
さ
れ
て
い
た
〇

二

肥
料

今
日
ま
で
使

っ
て
き
た
肥
料
は
､
ケ
ス

(下
肥
)'
ツ
ク
テ

(堆
肥
)､
土
手
の
名
草
や
EE
の
レ
ン
ケ
ソ
ウ
'

ダ
イ
コ
ト
ウ

(苗
代
大
根
)
な
と
を
中
心
に
､
イ
ワ
ソ
や
大
豆
な
と
の
搾
め
樺
肥
料
'
牛
馬
や
豚
親
な
と
の
糞
､

そ
れ
に
カ
ネ
コ
エ

(金
肥
)
と
称
さ
れ
た
高
価
な
過
憐
敢
石
灰
な
と
の
化
学
肥
料
で
あ
る
O

こ
の
カ
ネ
コ
工
の
な
か
に
は
地
元
の
名
前
を
冠
し
た

｢中
川
水
稲
配
合
肥
料
｣
1
-
3
号
が
あ
る
｡
こ
の
肥

料
は
､
稲
の
倒
伏
を
少
な
く
し
､
収
社
晶
を
多
-
す
る
EI]的
で
､
昭
和
三
十
三
年
に
､
fk協
の
営
股
指
導
員
の

土
屋
幸
之
助
と
普
及
所
の
本
城
庄
五
郎
の
両
氏
に
よ
っ
て
､
土
塊
分
析
の
結
果
を
ふ
ま
え
て
1
号
は
上
田
用
'

2
号
は
中
田
用
､
3
号
は
下
田
用
と
し
て
開
発
さ
れ
､
簡
標
登
緑
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
田
の
み
な
ら
ず

畑
へ
も
ま
か
れ
て
い
る
O

中
川
水
稲
だ
舎
兄
料
の
肥
料
袋

I･:T

tLJt)
V中州,.蛸昌･11号

･..諒 `
Jt伽 よ付 ul;仰 土プ(, i
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主
肥
料
と
な
っ
た
ゲ
ス
に
つ
い
て
は
の
ち
に
述

へ
る
と
し
て
'
こ
れ
ら
の
肥
料
の
使
わ
れ
方
､
作
り
方
を
み

る
と
'
田
へ
の
肥
料
は
'
ゲ
ス
に
セ
セ
ナ
ゲ

(炊
事
後
の
水
)
や
風
呂
の
残
り
水
を
加
え
て
う
す
め
て
使

っ
た
｡

畦
の
百
草
を
多
斑
に
田
の
な
か
に
踏
み
こ
ん
で
い
っ
た
o
そ
れ
は
ツ
ミ
ダ
の
場
合
に
は
特
に
多
く
お
こ
な
わ
れ

た
｡
ま
た
イ
ワ
シ
の
搾
め
樺
を
ジ
ガ
ラ

(
フ
-
ウ
ス
)
で
粉
状
に
つ
き
､

マ
メ
イ
ク
を
削
り
､
ツ
ク
テ
と
共
に

ま
い
て
い
っ
た
｡

ツ
ク
テ
は
'
ク
ズ
カ
キ
で
集
め
た
落
糞
に
､
イ
ナ
ワ
ラ
を
オ
シ
ギ
リ
で
五
セ
ン
チ
ほ
ど
に
切

り
刻
ん
だ
も
の
を
加
え
'
さ
ら
に
牛
馬
豚
鶏
な
ど
の
厩
肥
を
か
け
､
二
～
三
回
は
ど
切
り
混
ぜ
放
置
し
'
自
然

発
酵
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
｡
夏
場
は
半
月
'
寒
い
時
期
は

1
月
半
は
ど

お
く
と
使
え
た
と
い
う
が
'
時
間
が
経

過
す
る
ほ
ど
に
良
い
肥
料
に
な

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡

畑
に
は
､
ネ
-
ゴ

エ
あ
る
い
は
ネ
-
ゴ
イ
と
称
し
た
､
ゲ
ス
に
糠
や
石
灰
を
混
ぜ
て
作

っ
た
肥
料
や
､
ゲ
ス
'

ツ
タ
テ
､
糠
'
過
隣
散
石
灰
な
ど
を
ま
い
て
き
た
｡
だ
が
'
こ
れ
ら
の
使
用
肥
料
に
も
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
､

こ
こ
十
五
年
ほ
と
の
間
に
､
か
つ
て
の
主
肥
料
で
あ
っ
た
ゲ
ス
の
使
用
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
-
な
り
､
カ
ネ

ゴ
エ
の
み
と
な

っ
て
い
る
｡
か

つ
て
の
肥
料
小
屋
と
さ
れ
た
ハ
イ
ヤ

(灰
屋
)
も
､
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
放

置

さ
れ
て
い
る
の
が
現
況
で
あ
る
｡

下

肥

ゲ
ス
つ
ま
り
下
肥
は
農
家
の
重
要
な
肥
料
と
さ
れ
､
昭
和
三
十
年
代
ま
で
､

コ
工
ク
-
'
コ
エ
ト
リ
と
い
っ

て
神
奈
川
､
横
浜
を
は
じ
め
田
園
調
布
'
品
川
､
渋
谷
方
面
ま
で
汲
み
に
い
っ
た
｡
ま
た
船
に
よ
っ
て
鶴
見
川

の
中
流
域
で
あ
る
網
島
の
岸
ま
で
運
ば
れ
て
き
た
ゲ
ス
を
も
買
い
に
行

っ
た
｡

家
に
よ
っ
て
は
多
少
は
異
な
る
も
の
の
､
ゲ
ス
を
汲
ま
せ
て
も
ら
う
家
と
は
代
々
約
束
を
か
わ
し
て
お
り
､

商
家
や
仕
舞
う
た
屋
な
ど
十
軒
ほ
ど
を
も

っ
て
い
た
0

1
週
間
に

1
度
の
割
合
で
汲
み
に
い
っ
た
が
へ
定
期
的

に
行
か
な
い
と
､
他
の
股
家
に
切
り
替
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
大
変
で
あ

っ
た
｡
こ
こ
で
は
二
'
三
の
コ
エ
ク

-
の
事
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
｡

山
田
の
場
合

大
正
十
二
年
ご
ろ
ま
で
'
テ
ビ
キ
ダ
ル
マ
に
コ
ヤ
シ
ダ
ル
四

～
五
本
を
積
み
へ
そ
の
う
え

苅
暮

(皿
田
七
郎
家

･
牢
万
･
46
)
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に
野
菜
を
の
せ
'
道
中
坂
か
ら
丸
子
に
向
い
へ
多
摩
川
を
わ
た
っ
て
渋
谷
に
行
き
'
野
菜
を
売
り
へ
そ
の
帰
路

に
コ
エ
ク
-
を
し
た
｡
こ
の
道
順
は
中
原
街
道
に
沿
う
も
の
で
あ
る
｡
帰
路
の
チ
ビ
キ
グ
ル
マ
の
重
虫
は
､
六

十
～
八
十
買

(
二
百
二
十
五
～
三
百
キ
ロ
)
と
な
っ
て
い
た
｡

柚
木
の
場
合

朝
四
時

ご
ろ
に
起
き
､
食
事
を
す
ま
せ
'
テ
ビ
キ
グ
ル
マ
に
ン
チ
プ
ダ
ル
を
三
～
四
本
積

み
出
か
け
た
｡
軸
木
か
ら
山
越
え
し
て
池
辺
に
出
､
鶴
見
川
を
渡
り
小
机
の
坂
を
登
り
下
り
'
烏
山
'
岸
根
'

六
角
橋
'
二
ッ
谷
を
と
お
り
神
奈
川
の
各
戸
に
入

っ
た
｡
午
前
中
に
四
～
五
軒
を
廻

っ
た
の
ち
'
弁
当
を
会

へ
､

明
る
い
う
ち
に
帰
路
に
つ
い
た
｡
そ
の
際
､
食
料
や
呉
服
頬
を
買
う
場

合
も
あ

っ
た
｡
帰
路
は
池
辺
か
ら
道
順

を
変
え
､
池
辺
1
川
和
1
市
ヶ
尾
1
荏
田
宿
そ
し
て
柚
木
で
あ

っ
た
｡
こ
の
変
更
は
､
き
び
し
い
山
越
え
の
道

を
さ
け
る
こ
と
が
理
由
で
あ
る
が
'
そ
の
変
更
に
お
い
て
も
､
川
和
ま
で
家
族
の
者
を
迎
え
に
こ
さ
せ
､
テ
ビ

キ
グ
ル
マ
の
後
押
し
を
さ
せ
た
と
い
う
｡
シ
チ
プ
ダ
ル

一
本
の
ゲ
ス
代
は
､
大
正
十
年
ご
ろ
で
二
十
五
銭
で
あ

っ

た
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
｡

東
方
の
場
合

野
菜
の
出
荷
と
コ
エ
ク
-
を
兼
ね
る
場
合
も
あ
っ
た
.
テ
ビ
キ
ダ
ル
マ
に
雛
ん
だ
空
の
ク

プ
ダ
ル
の
う
え
に
野
菜
を
の
せ
'
夫
婦
で
出
発
し
た
｡
季
節
に
よ
り
苛
や
粗
染
､
薪
な
と
を
枇
ん
だ
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
.
道
順
は
'
東
方
1
川
向
1
小
机
1
六
角
橋
･-
青
木
橋
1
関
内
1
寿
町
で
あ
っ
た
o
ま
ず
野
菜

を
寿
町
の
市
場
に
出
し
'
勘
定
が
出
る
ま
で
の
間
に
'
寿
町
界
隈
の
家
を
ま
わ
り
'
ゲ
ス
を
汲
み
'
勘
定
を
も

ら
っ
て
帰
路
に
つ
い
た
｡
こ
の
道
順
で
は
小
机
の
坂
が
急
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
､
肥
桶
の
重
宝
に
よ
っ
て
は
家

族
を
迎
え
に
来
さ
せ
後
秤
を
さ
せ
た
と
い
う
｡

折
本
の
場
合

野
菜
を
盛
ん
に
作
り
だ
し
た
の
は
大
正
期
で
あ

っ
た
｡
荷
車
に
コ
ヤ
シ
タ
ル
を
杭
み
'
野

菜
を
積
み
'
午
後
'
東
京
京
橋
に
む
か

っ
た
｡
多
摩
川
の
丸
子
の
渡
場
に
は
立
場
が
あ

っ
た
の
で
'
こ
こ
で
茶

を
も
ら
い
飯
を
食

へ
1
服
し
た
｡
京
橋
の
市
場
の
二
階
に
は
仮
眠
で
き
る
設
鵬
が
あ
っ
た
O
そ
の
部
屋
で

1
泊

し
､
翌
朝
の
市
で
野
菜
を
売
り
､
帰
路
に
コ
エ
ク
-
を
し
た
｡

こ
の
よ
う
に
各
町
場
に
出
か
け
て
､

コ
エ
ク
-
は
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
.
そ
の
コ
エ
ク
-
料
金
は
'
大
正
五

神
奈
川
へ
の
正

(明
治
期
)
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年
こ
ろ
ま
で
は
､
ク
ブ
タ
ル

一
本
に
つ
き
米

一
升
と
さ
れ
､
物
々
交
換
が
主
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
､
そ
の

後
は
御

足

二
十
～
二
十
五
銭
に
な
る
o
ち
ょ
う
と
こ
の
期
に
下
肥
騒
動
が
も
ち
あ
が
る
.
疏
菜
栽
培
が
順
調
に

す
す
み
､
現
金

収
入
の
増
し
た
農
家
で
は
'
ゲ
ス
以
外
の
肥
料
を
買
う
余
裕
が
で
て
き
た
O
そ
れ
は
栽
培
増
産

に
も

つ
な
が
っ
た
O

騒
動
は
､
こ
の
よ
う
な
な
か
で
､
い
ま
ま
で
代
金
を
払

っ
て
取
り
に
い
っ
て
い
た
も
の
を
無
料
に
す
る
よ
う

に
と
い
う
要
求
で
あ
っ
た
｡
開
港
場
と
し
て
の
横
浜
の
町
域
で
は
､
人
糞
を
取
り
に
来
て
も
ら
わ
な
け
れ
は
大

変
な
問
題
と
な
る
.
農
家
で
は

一
時
､
横
浜
に
む
か
わ
ず
､
東
京
方
面
に
む
か
っ
た
o
横
浜
で
は
農
家
の
要
求

を
入
れ
'
さ
ら
に
は
い
ま
ま
で
と
は
逆
に
'
汲
み
取
り
料
を
付
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
｡

な
お
農
家

一
軒
の
年
間
下
肥
必
要
塾
は
'

ロ
ク
プ
ダ
ル
で
最
低
百
本
'
口警
川
二
百
本
と
さ
れ
て
い
た
o

コ
ヤ
シ
ダ
ル
と
運
搬
用
具

下
肥
用
の
容
器
で
あ

っ
た
コ
ヤ
ノ
ダ
ル
は
'
蓋
付
で
､
二
斗
五
升
用
の
ロ
ク
プ
ダ
ル
､
三
斗
前
後
が
入
る
シ

チ
プ
ダ
ル
と

ハ
チ
フ
グ
ル
'
三
斗
五
升
用
の
ク
フ
グ
ル
の
四
種
粗
が
あ
っ
た
O
そ
れ
ら
は
地
元
の
桶
屋
に
よ
っ

て
作
ら
れ
､
桶
屋
は
注
文
の
内
答
と
個
数
に
応
じ
､
注
文
主
の
家
に
出
張
し
て
作
り
あ
げ
て
-
れ
た
o
注
文
主

側
で
は
､
ア
サ
ハ
ン
､
オ
チ
ャ
ウ
ケ
'
オ
ヒ
ル
､
オ
チ
ャ
ウ
ケ
'
ユ
ウ
ハ
ン
と
三
回
の
食
事
と
二
回
の
間
食
料

を
出
し
､
さ
ら
に
フ
ロ
を
使
わ
せ
た
｡

コ
ヤ
ノ
タ
ル

一
本
を
作
る
の
に
'
約

一
日
半
を
要
し
た
｡
料
金
は
米
あ
る
い
は
御
足
で
支
払

っ
た
｡

桶
屋
は
､
ス
ギ
､
ヒ
ノ
キ
'
サ
ワ
ラ
な
ど
を
主
材
料
と
し
､

マ
ダ
ケ
の
タ
カ
で
固
-
締
め
た
容
器
を
作

っ
て

き
た
が
､
そ
の
仕
事
は
勘
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
ス
ギ
､
ヒ
ノ
与
の
材
は
楠
用
に
'
サ
ワ
ラ
材
は
狂
い
が

生
じ
に
-
い
と
い
わ
れ
'
樽
用
に
あ
て
ら
れ
て
き
た
｡

コ
ヤ
ン
タ
ル
の
木
取
り
の
厚
さ
は
'

一
般
に
六
分

(約

1
･
八
セ
ン
チ
)
と
さ
れ
､
ま
ず
丸
太
材
を
ナ
タ
で

タ
テ
に
四
等
分
す
る
o
オ
オ
ワ
リ
と
い
う
｡
そ
こ
に
は
九
十
度
の
角
度
を
も

っ
た
材
が
四
本
で
き
る
0
こ
れ
を

サ
ン
カ
ク
キ
ド
-
と
い
う
0
こ
れ
か
ら
厚
さ
を
た
も

っ
て
､
柑
目
の
板
を
と
る
｡
こ
の
板
に
'
両
柄
の
付
い
た

ハ
イ
ヤ
(小
泉
菊
五
郎
家
･
南
山
田
･
51
)



81 第 l節 た ん は

セ
ン
と
称
さ
れ
る
湾
曲
の
刃
を
も

つ
工
具
を
あ
て
､
曲
面
を

つ
け
'
さ
ら
に
カ
ン
ナ
で
仕
上
げ
を
か
け
る
｡
こ

こ
が
経
験
と
勘
の
世
界
で
あ
る
｡
そ
の
板
を

つ
な
ぎ
あ
わ
せ
､
外
周
を
タ
ガ
で
締
め
あ
げ
る
と
筒
が
で
き
あ
が

り
'
底
板
を
落
し
こ
む
と
コ
ヤ
ン
グ
ル
は
完
成
し
た
｡
蓋
は
落
蓋
と
し
て
仕
上
げ
た
O

タ
ガ
の
材
料
は
､
三
～
E
l年
目
の
マ
グ
ケ
と
し
､
は
ば
八
～
九
寸
の
円
周
の
も
の
を
選
ん
で
冬
場
に
切
り
出

し
た
｡
そ
れ
を
ケ
ズ
リ

ナ
タ
で
四
つ
割
に
し
､
さ
ら
に

一
定

の
幅
に
さ
き
'
肉
を
そ
き
と
っ
て
タ
カ
と
し
た
｡

こ
れ
に
対
し
て
､

コ
ヤ
シ
ダ
ル
の
運
搬
用
臭
に
は
少
な
か
ら
ず
変
化
が
あ

っ
た
｡
主
な
流
れ
を
追
う
と
'
明

治
期
に
お
い
て
は
'
ロ
ク
ブ
タ
ル

一
駄

(二
個
)
を
天
秤
棒
で
前
後
に
担
き
'
横
浜
ま
で
コ
エ
ク
-
に
行

っ
た
｡

力
の
あ
る
人
は
､
二
駄
Tl
工
と
い
っ
て
細
み
の
オ
ケ
を
四
個
担
い
だ
と
も
伝
.与
り
れ
て
い
る
.
ま
た
馬
の
両
脇

に
コ
ヤ
シ
ダ
ル

r
駄

(三
十
六
貫
)
を
振
り
分
け
た
り
､
荷
馬
車
仕
立
で
出
か
け
た
.

大
正
期
に
な
る
と
'
テ
ビ
キ
ダ
ル
マ
が
普
及
を
み
､
ク
ブ
タ
ル
を
三
～
四
本
概
ん
で
引

っ
ぼ

っ
た
｡
こ
の
手

車
は
､
六
角
橋
に
あ
っ
た
重
屋
に
注
文
し
て
作
ら
せ
た
も
の
で
､
そ
の

界
隈
に
は
三
軒
の
球
足
が
戟

っ
て
商
を

し
て
い
た
と
い
う
｡
い
そ
が
せ
る
と
七
日
ほ
ど
で
､

一
台
を
仕
上
げ
て
届
け
て
く
れ
た
｡

昭
和
六
年
ご
ろ
に
は
､
リ
ヤ
カ
ー
と
牛
車
が
中
心
と
な
り
､
牛
車
に
は
ロ
ク
プ
ダ
ル
十
g
]本
を
枇
ん
だ
と
い

う
｡
牛
の
足
が
滑
り
､
下
肥
が
道
に
流
れ
た
と
い
う
i天
え
な
い
苦
労
話
も
残
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
た
め
牛
の
足

の
一袋
を
保
護
す
る
と
と
も
に
､
滑
る
の
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
藁
で
牛
の
ク
ツ
を
編
み
､
は
か
せ
た
｡

昭
和
二
十
年
代
の
後
半
に
な
る
と
'
三
輪
自
動
車
を
使

っ
て
の
多
良
運
送
と
な
り
'
共
同
の
コ
ヤ
シ
ダ
メ
を

設
け
､
下
肥
を
蓄
え
使
う
と
い
う
姿
と
な
る
.
昭
和
五
十
年
代
後
半
で
は
'
下
肥
の
使
用
は
み
ら
れ
ず
､
農
家

で
す
ら
バ
キ

ュ
ー
ム
カ
ー
で
汲
み
取

っ
て
も
ら
い
始
末
し
て
も
ら
っ
て
い
る
｡

三

害
虫

･
病
気

･
駆
除

生
物
界
に
は
'
人
畜
､
作
物
な
ど
に
書
を
あ
た
え
た
り
'
傷
害
を
負
わ
せ
て
生
存
す
る
種
々
の
生
物
が
い
る
｡

そ
れ
ら
は
害
虫
と
称
さ
れ
'
被
害
に
よ
っ
て
生
ず
る
異
状
を
虫
害
と
称
L
t
細
菌
に
お
か
さ
れ
た
も
の
を
病
気

]

(.1,I:
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と
称
し
て
き
た
o

農
作
物
に
お
い
て
も
､
そ
の
害
虫
や
病
気
は
多
く
､
そ
の
駆
除
は
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
O
こ
の
地
域
で
蔦

日
頃
語
ら
れ
て
い
る
害
虫
と
病
気
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
｡

害
虫
は
､
稲
な
と
穀
規
に
つ
く
も
の
は
'
ウ
ン
カ

(浮
塵
子
)､
ス
イ
ム
シ

(二
化
煩
虫
)へ
イ
ナ
ゴ

(蛭
)
'

サ
-
カ
こ
な
と
で
あ
る
｡
野
菜
に
つ
-
も
の
は
､
ヨ
ト
ウ
ム
ソ

(夜
益
虫
)
へ
テ
ン
ト
ウ
ム
ン

(天
道
虫
)､
ア

プ
ラ
ム
シ

(油
虫
)
､
ア
オ
ム
シ

(青
虫
)'
ア
カ
ダ
ニ

(赤
娘
､
ハ
ダ
ニ
の
別
称
)､
ソ
ウ
ム
ン

(象
虫
)
'
カ

ナ
プ
ン
プ
ン

(金
董
)
'
マ
メ
ハ
ン
-
ヨ
ウ

(豆
斑
猫
)
､
り
-
ハ
エ

(瓜
蝿
)
な
と
で
あ
る
O

ヨ
ト
ウ
ム
シ
は
夜
活
動
し
'
野
菜
を
食
害
す
る
｡
ソ
ウ
ム
ソ
は
象
の
よ
う
な
瓜
を
も
つ
'
小
さ
な
思
い
虫
で
､

エ
ン
ド
ウ
マ
メ
'
イ
チ
コ
や
ク
ワ
に
つ
き
花
を
枯
ら
し
て
し
ま
う
害
虫
で
あ
る
が
､
特
に
エ
ン
ト
ウ
マ
メ
に
多

く
つ
い
た
｡
カ
ナ
ブ
ン
プ
ン
や
マ
メ
ハ
ン
-
ヨ
ウ
は
､
マ
メ
に
つ
く
害
虫
で
､
朝
露
の
あ
る
う
ち
に
見
回
り
へ

碧
に
つ
い
て
い
る
虫
を
ホ
ウ
キ
で
た
た
き
落
し
'
水
を
入
れ
た
バ
ケ
ツ
に
入
れ
た
り
､
焼
い
た
り
､
土
に
埋
め

た
り
､
川
に
流
し
た
り
し
た
｡
9
-
ハ
エ
は
ス
イ
カ
や
キ
ュ
ウ
-
に
つ
-
害
虫
で
､
見
つ
け
る
と
7
-
で
払
い

と
っ
た
｡

病
気
は
､
稲
の
イ
モ
チ
ヒ
ョ
ウ

(稲
熱
病
)､
キ
ュ
ウ
-
の
コ
ク
ハ
ン
ヒ
ョ
ウ

(果
班
病
)､
麦
に
つ
く
ノ
ロ

へ
ト
と
い
う
ソ
ロ
ハ
ン
ヒ
ョ
ウ

(白
班
病
)
な
と
が
あ
る
｡

駆
除
の
方
法
は
､
大
正
十
年
こ
ろ
に
殺
虫
剤
の
頬
が
入
っ
て
く
る
が
､
そ
れ
は
ま
だ
普
及
の
前
段
階
で
あ
っ

た
た
め
'
旧
来
か
ら
の
方
法
で
あ
る
石
灰
や
木
灰
を
ま
い
て
害
虫
を
駆
除
す
る
方
法
が
と
ら
れ
た
｡
ス
イ
ム
ン

取
り
な
と
は
人
手
に
頼

っ
て
取
り
払

っ
た
｡
ま
た
夏
に
は
ム
ノ
オ
ク
-
の
行
事
を
お
こ
な
い
､
松
明
の
あ
か
り

に
集
ま
っ
て
き
た
虫
を
焼
き
'
始
末
し
た
｡

四

ト
フ

ッ
タ

｢
田
五
反
'
畑
六
反
､
山
五
反
｣
と
い
う
言
柴
が
あ
る
o
こ
れ
は
こ
の
近
在
の
農
地
改
革
前
に
お
け
る
自
作
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農
家
の
平
均
的
な
所
有
面
前
を
語
る
際
に
使
わ
れ
て
き
た
言
糞
で
あ
る
.
こ
れ
に
対
し
て
小
作
謎
家
の
場
合
は

田
畑
あ
わ
せ
て
七
～
八
反
耕
作
と
い
わ
れ
､
水
稲
は
反
当
り
良
-
と
れ
て
五
俵
で
､
そ
の
反
収
穫
高
の
う
ち
か

ら
半
分
を
小
作
米

と
し
て
提
出
し
た
｡
田

1
町
の
所
有
は
大
百
姓
と
さ
れ
て
い
た
o

当
地
か
ら
南
に
む
か
っ
て
鶴
見
川
を
渡
れ
ば
外
国
航
路
の
船
が
着
く
横
浜
'
北
に
む
か
っ
て
多
摩
川
を
渡
れ

ば
東
京
と
い
う
環
境
は
､
い
や
お
う
な
し
に
換
金
作
物
の
疏
菜
の
栽
培
を
う
な
が
し
た
o
大
正
期
ま
で
は
穀
類

と
蘇
葉
の
収
入
は
ほ
ほ
半
々
で
あ

っ
た
が
､
昭
和
十
年
代
に
は
四
対
六
､
昭
和
二
十
五
年
こ
ろ
に
は
二
対
八
㌧

昭
和
五
十
年
代
に
は

一
対
九
の
比
と
な

っ
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
政
府
の
減
反
政
策
が
あ

っ
た
と
は
い
え
､
水
稲

耕
作
を
主
流
か
ら
は
ず
し
た
農
業
経
営
を
示
し
て
い
る
0

さ
て
､
こ
の
地
域
の
景
観
は
'
鶴
見
川
と
早
淵
川
の
沖
積
地
と
鋸
歯
状
の
谷
戸
を
み
せ
つ
け
る
｡
当
然
な
が

ら
水
稲
耕
作
を
可
能
と
す
る
場
所
は
､
そ
の
沖
校
地
と
谷
戸
地
の
田
で
､
前
者
は
コ
ウ
チ
ダ
と
称
さ
れ
'
後
者

は
ヤ
ト
タ
と
称
さ
れ
た
O

コ
ウ
チ
タ
に
は
字
名
や
村
名
を
冠
L
t
た
と
え
は
山
田
の
場
合
は
ヤ
マ
ダ
コ
ウ
チ
な

と
と
呼
ん
で
き
た
｡
こ
れ
ら
の
田
は
土
壌
の
状
況
で
湿
田
と
乾
田
の
二
種
規
に
分
け
ら
れ
'
と
く
に
湿
田
の
う

ち
深
い
田
は
､
ド
プ

ソ
タ
あ
る
い
は
ト
ブ
タ
'
ズ
フ
タ
､
イ
ケ
ダ
と
称
さ
れ
て
き
た
｡

ド
プ

ッ
タ
は
､
腰
か
ら
胸
ま
で
も
沈
む
田
で
'
そ
の
耕
作
時
に
は
'
ワ
タ
-
ギ
あ
る
い
は
り
タ
シ
ギ
と
称
し

た

l
尺
五
寸
か
ら
二
尺
幅
に
敷
き
こ
ん
だ
木
や
竹
を
踏
ま
え
て
の
耕
作
で
あ

っ
た
｡
山
田
の
殿
谷
に
は
オ
ヨ
シ

ト
プ
､
牛
久
保
の
古
梅
に
は
オ
カ
ン
ト
フ
と
呼
ば
れ
た
ト
フ
ッ
タ
が
あ

っ
た
｡
そ
の
名
称
の
由
来
は
'
オ
ヨ
ソ

と
オ
カ
ン
と
い
う
名
の
女
性
が
田
植
の
時
に
誤
ま
っ
て
足
を
ト
プ

ノ
タ
に
と
ら
れ
'
か
ぶ
っ
て
い
た
ス
ゲ
カ
サ

だ
け
を
残
し
'
体
は
沈
み
込
ん
で
い
っ
た
と
い
う
悲
し
い
話
に
よ
る

も
の
で
あ
る
｡
以
下
各
地
区
の
ト
フ
ノ
タ

の
よ
う
す
を
整
理
し
て
お
こ
う
｡

勝
田

ド
プ

ッ
タ
と
い
っ
て
'
水
は
け
が
悪
-
'
膝
ま
で
も
く
る
田
が
あ

っ
た
｡
昭
和
十
八
年
か
ら
十
九
年
に
か
け

て
､
そ
れ
ら
の
田
の
整
理
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
そ
れ
は
暗
渠
排
水
設
備
の
埋
設
で
あ
る
と
共
に
'
い
ま
ま
で
出

正
文
寺
谷
戸
の
谷
戸
田

(茅
ヶ
崎

･
52
)
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人
の
あ

っ
た
田
を
長
方
形
に
区
画
し
､
し
か
も
通
行
に
便
利
な
よ
う
に
畦
道
を
整
備
し
た
も
の
で
あ

っ
た
O
そ

の
際
'
小
作
農
家
に
対
し
て
は
､
ナ
ワ
ノ
ヒ
と
い
っ
て
測
墨
縄
を

l
定
の
良
さ
よ
り
も
長
く
し
て
計
り
､
少
し

土
地
を
広
-
し
て
分
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡

南
山
田

早
淵
川
の
葦
原
を
借
り
､
田
に
す
る
た
め
に
マ
ク
ワ
で
打
ち
返
し
て
開
墾
し
た
O
そ
こ
は
胸
ま
で
沈
む
深
い

ド
フ
で
､
長
い
棒
を
使

っ
て
体
を
浮
き
あ
か
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
ま
た
ソ
コ
ヌ
ケ
イ
ト
と
い
っ
た

深
い
田
で
は
､
体
が
沈
み
､
自
力
で
は
出
ら
れ
な
-
'
家
族
の
力
で
引
き
出
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
｡

こ
の
よ
う
に
自
由
に
体
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
ず
'
し
か
も
菌
を
も
思
う
よ
う
に
植
え
ら
れ
な
い
ト
フ
ソ
タ

を
借
り
た
の
で
'
小
作
米
は
当
然
な
が
ら
そ
の
分
た
け
少
な
か
っ
た
o
田
に
入
る
際
は
､
ワ
タ
-
半
を
敷
い
た
｡

ワ
タ
リ
羊
の
杓
は
竹
と
丸
木
で
あ

っ
た
が
､
腐
り
に
-
い
竹
を
主
に
使

っ
た
o
苗
を
七
株
植
え
る
の
に
便
利
な

よ
う
に
竹
を

一
ヒ
ロ
に
二
本
ず

つ
わ
た
し
た
り
､
あ
る
い
は
十
文
字
に
組
ん
で
沈
め
､
そ
の
う
え
に
足
を
乗
せ

た
が
､
そ
れ
で
も
腰
ま
で
も
-
っ
た
O
そ
の
た
め
田
植
の
時
に
は
､
ほ
ほ
豊

l
枚
は
と
の
フ
ネ
に
苗
を
税
ん
で

運
び
､
植
え
て
い
っ
た
｡
草
取
り
の
際
は
り
タ
-
ギ
に
た
よ
っ
た
.
稲
刈
り
の
と
き
は
､
稲
の
根
が
張

っ
て
い

る
の
で
多
少
は
楽
で
あ

っ
た
と
い
う
｡
タ
ゲ
タ
の
使
用
も
話
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
仕
事
で
あ
っ
た
た
め
'
田
に
入
る
日
に
は
着
替
を
準
備
し
て
い
っ
た
o
ま
た
ト
プ

ッ

タ
の
場
合
へ
雨
が
降
り
す
さ
る
と
'
苗
が
白
く
な
り
､

つ
い
に
は
腐

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
0
そ
の
よ
う
な
年

に
は
'
近
所
の
あ
ま
り
苗
を
も
ら
い
へ
植
え
直
し
も
し
た
｡

東
山
田

早
淵
川
の
北
岸
か
ら
県
道
上
麻
生
緑
の
間
は
'
ト
プ
ノ
タ
で
､
そ
の
な
か
で
も
特
に
腿
の
つ
け
根
ま
で
沈
む

深
い
田
を
モ
モ
タ
と
よ
ん
だ
｡
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
深
い

田
も
あ
り
､
東
山
EE
二
二
八
番
地
付
近
は
'
胸
ま
で

沈
ん
だ
と
い
う
0
そ
の
た
め
タ
ブ
ネ
や
板
を
使

っ
た
り
､
あ
る
い
は
丸
太
や
竹
を
碁
盤
の
よ
う
に
組
み
へ
こ
れ

を
沈
め
て
'
そ
の
う
え
を
歩
き
な
が
ら
耕
作
に
あ
た

っ
た
O
こ
の
よ
う
な
田
で
あ
っ
た
た
め
､
田
の
脇
に
風
呂

タ
ブ
ネ

(栗
原
約
助
家

･
大
棚

･
5
)

T
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桶
を
運
び
'
風
呂
を
た
て
'
体
を
喫
め
な
が
ら
田
植
を
し
た
と
い
う
話
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
0
収
穫
は
､
反
当

り
三
俵
平
均
で
あ
っ
た
と
い
う
.
こ
れ
に
対
し
'
早
淵
川
南
岸
の
新
吉
田
の
御
霊
側
は
､
比
較
的
浅
-
､
膝
-

ら
い
の
深
さ
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
昭
和
十
四
年
に
暗
渠
排
水
設
備
工
事
を
施
工
し
て
い
る
.

折

本

l
年
中
水
の
引
か
な
い
ド
ブ

ッ
タ
と
鶴
見
川
の
氾
濫
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
地
区
で
あ
る
.
米
の
収
稚
苗
は
反

当
り
四
位
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
､
昭
和
十
七
年
の
耕
地
整
理
に
よ
っ
て
､
旧
来
の

一
･
五
倍
に
近
い
俵
数
を
得
る

よ
う
に
な

っ
た
｡
な
か
に
は
八
俵
の
収
穫
を
記
録
し
た
年
も
あ

っ
た
と
い
う
.

こ
の
暗
渠
排
水
設
備
の
埋
設
は
'
折
本
の
南
に
ひ
ろ
が
る
鶴
見
川
沖
稲
地
の
田
､
凹
卜
町
は
と
を
対
象
に
施

工
さ
れ
た
も
の
で
'
地
表
面
下
約

1
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
窯
境
の
土
管
を
碁
盤
の
Ill)の
よ
う
に
配
ft.JZL
､
こ
の

管
で
採
水
し
､
主
幹
の
土
管
に
水
を
み
ち
ぴ
き
､
鶴
見
川
の
小
支
流
で
あ
る
江
川
へ
排
水
す
る
と
い
う
も
の
で

あ

っ
た
｡
ま
た
主
幹
に
は
大
雨
の
際
や
､
川
か
ら
の
逆
流
を
防
く
た
め
の
調
整
弁
が
取
り
付
け
ら
れ
た
｡

こ
の
改
良
工
事
に
よ
っ
て
'
前
述
し
た
よ
う
に
米
の
収
穫
は
あ
が
り
'
し
か
も
二
毛
作
が
可
能
と
な
り
'
稲

刈
り
の
の
ち
､
糞
物
頬
や
イ
モ
規
の
栽
培
を
は
じ
め
た
｡
だ
が
'
そ
の
後
､
こ
の
他
に
第
三
京
浜
退
路
が
梢
通

し
､
港
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
開
設
さ
れ
た
｡
こ
れ
に
と
も
な
い
､
田
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
自
動
弟
楽
界
な
ど
の

倉
庫
地
と
な
り
､
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
O

ド
プ

ツ
タ
は
ハ
ス
栽
培
に
適
し
て
い
た
O
そ
こ
で
ド
ブ

ソ
タ
の

一
部
を
使

っ
て
ハ
ス
E=
と
し
た
が
､
そ
の
栽

培
は
労
働
力
が
必
要
で
あ

っ
た
た
め
t
と
の
家
で
も
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
｡

ハ
ス
の
栽
培
で
と
-
に

注
意
さ
れ
た
点
は
､
根
が
は
し
る

(伸
び
る
)
の
で
'
隣
接
す
る
稲
田
に
根
が
入
ら
な
い
よ
う
に
'
五
月
の
時

点
で
根
を
ま
わ
し
'
つ
ね
に
田
の
中
央
に
向
け
る
こ
と
で
あ

っ
た
｡
肥
料
は
､
ク
ロ
か
ら
ゲ
ス
や
金
肥
を
ヒ
ン
ヤ

ク
で
ま
き
､
沈
め
た
｡
お
盆
の
こ
ろ
に
花
が
咲
き
実
を
つ
け
'
そ
れ
は
お
盆
の
供
物
と
な
っ
た
｡
実
は
古
巣
市

場

へ
出
荷
し
た
｡
蓮
根
の
掘
り
た
し
は
､
ス
キ

(鋤
)
を
使

っ
て
お
こ
な
い
､
正
月
用
に
掘

っ
た
カ
ン
レ
ン

(寒
の
蓮
根
)
は
'
お
い
し
か
っ
た
の
で
､
良
い
値
で
取
引
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
O

折
本
の
書
台
か
ら
南
方
の
田
を
み
る
(4
)
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ハ
ス
田
は
'
昭
和
四
+
八
年
ご
ろ
ま
で
､
新
吉
田
や
荏
田
の
ヤ
ト
ダ
な
ど
で
も
み
ら
れ
た
が
へ
今
日
で
は
ほ

と
ん
ど
み
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
｡

五

稲
作
り

水
稲
栽
培
に
あ
た
っ
て
は
'
苗
を
植
え
る
タ
ウ
工
と
い
う
方
法
と
､
タ
ネ
を
直
播
す
る
ツ
-
ダ
の
方
法
が
お

こ
な
わ
れ
て
き
た
o
前
者
は
主
に
コ
ウ
チ
タ
と
称
さ
れ
た
平
地
の
田
で
お
こ
な
い
､
後
者
は
ヤ
ト
ダ
の
う
ち
で

も
特
に
ヒ
ヤ
-
ズ

(涌
水
)
を
使
う
ヒ
ヤ
ッ
タ
で
お
こ
な
っ
て
き
た
｡

7
ラ
オ
コ
シ

四
月
上
旬
を
む
か
え
る
と
､
水
稲
用
の
田
の
ジ
ゴ
ン
ラ
工
を
す
る
桝
転
が
始
め
ら
れ
る
O
そ
の
仕
事
は
ア
ラ

オ
コ
ン
あ
る
い
は
タ
ウ
ナ
イ
と
い
わ
れ
､

マ
ン
ノ
ウ
と
い
う
四
本
鍬
で
も
っ
て
､
旧
年
の
稲
株
を
お
こ
し
な
が

ら
､
深
さ
三
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
ま
で
'
田
の
土
を
反
転
す
る
仕
事
で
'
力
の
あ
る
人
は

1
日
に

一
反
を
お
こ
し

た
と
い
う
｡
こ
こ
で
使
う
マ
ン
ノ
ウ
は
'
刃
先
が
し
ゃ
も
じ
状
に
や
や
ふ
く
ら
ん
だ
も
の
を
使

っ
た
｡

牛
馬
に
ス
キ

(翠
)
を

つ
け
て
の
マ
ズ
ナ
ト
リ
を
し
な
が
ら
の
ア
ラ
オ
コ
ソ
は
､
乾
田
の
み
で
あ

っ
た
｡
ド

ブ

ッ
タ
で
は
'
ち
ょ
う
ど
手
の
大
き
さ
ほ
ど
の
'
テ
カ
ギ
と
称
さ
れ
た
五
本
爪
の
長
柄
付
用
具
で
も

っ
て
稲
株

を
お
こ
し
'
崩
し
て
い
っ
た
｡

ク
ロ

こ
こ
で

い
う
ク
ロ
と
は
田
の
畦
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
田
の
境
で
あ
り
'
田
の
水
の
漏
水
を
ふ
せ
-
土
手

で
あ
り
'
さ
ら
に
は
田
の
歩
道
で
も
あ

っ
た
Q
そ
の
た
め
､
そ
れ
ら
の
役
目
に
た
え
る
た
め
､
十
分
に
仕
上
げ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡

作
り
方
に
は
二
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
た
｡

t
つ
は
モ
ト
グ
ロ
と
称
さ
れ
る
旧
年
の
ク
ロ
を
ク
ワ

(風
呂
鍬
)

で
･0
っ
て
完
全
に
萌
し
､
そ
の
土
を
ク
ロ
ネ
カ
シ
と
い
っ
て
､
水
分
を
ふ
く
ま
せ
る
よ
う
に

1
日
放
置
し
た
後

で
､
新
規
に
台
形
状
の
ク
ロ
を
築
く
方
法
で
あ
る
｡
他
の

一
つ
は
､
モ
ト
グ

ロ
の
表
面
に
生
え
た
草
を
ク
サ
カ

ノ
ウ
を
使
っ
て
の
ア
ラ
オ
n
シ
(吉
野
敏
雄
さ
ん
･
大
輔
･
餌
)
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-
ガ
マ
で
も
っ
て
刈
り
取

っ
た
の
ち
､
ク
ワ
で
も

っ
て
へ
表
面
の
土
を
削
り
と
り
､
そ
こ
に
十
分
に
水
分
を
ふ

-
ん
だ
土
を
ク
ロ
ツ
ケ
と
い
っ
て
貼
り
つ
け
て
い
く
方
法
で
あ
る
｡

そ
の
仕
上
げ
は
ク
ワ
で
ク
ロ
の
傾
斜
面
を
強
-
押
圧
し
な
が
ら
形
成
し
て
い
く
が
､
こ
の
ク
ロ
ヌ
-
が
で
き

れ
ば

一
人
前
と
評
価
さ
れ
た
｡
な
か
で
も
段
差
の
あ
る
谷
戸
の
ヒ
ヤ
ソ
タ
で
の
そ
れ
は
む
ず
か
し
く
､
か
な
り

の
技
術
を
要
求
さ
れ
､
百
姓
の
腕
の
み
せ
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
た
が
､

初
体
験
の
こ
ろ
は
､
仕
上
が

っ
た
と
思

い
後
を
振
向
-
と
､
ク
ロ
は
直
線
で
は
な
-
曲
が
っ
た
り
凹
凸
が
あ

っ
た
り
し
て
､
さ
ん
さ
ん
な
笑
い
の
種
に

さ
れ
た
と
い
う
｡

な
お
'
ク
ロ
の
な
か
に
､
麦
藁
を
入
れ
て
よ
り
正
碓
な
E=
境
の
証
と
し
た
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
｡

キ
ッ
コ
シ

ア
ラ
オ
コ
ン
が
終

っ
た
田
で
は
､
キ
ッ
コ
ソ
あ
る
い
は
キ
リ
カ
エ
ン
と
い
っ
て
､
刃
先
の
真
直
な
マ
ン
ノ
ウ

を
も

っ
て
土
塊
を
カ
ン
マ
シ
テ

(砕
い
て
)
い
-
仕
事
が
続
け
ら
れ
る
O
水
が
田
に
入
れ
ら
れ
､
再
度
､

マ
ン

ノ
ウ
で
凹
凸
が
な
お
さ
れ
て
い
く
｡

テ
オ
シ

キ

ッ
コ
ン

に
よ
っ
て
田
が
平
坦
に
な
る
と
へ
ケ
ス
を
カ
ツ
ギ
オ
ケ

(二
斗
五
升
用
)
に
入
れ
て
'
田
に
遊
び
､

コ
工
ヒ
ソ
ヤ
ク
で
も

っ
て
ま
き
､
さ
ら
に
搾
め
樺
､
苗
草
な
と
の
肥
料
を
入
れ
t
は
い
ず
り
な
が
ら
'
そ
れ
ら

の
肥
料
や
稲
株
な
ど
を
土
の
な
か
へ
お
し
込
み
､
平
ら
に
し
て
い
-
o
こ
の
仕
事
を
テ
オ
ソ
あ
る
い
は
テ
ヒ
ロ

と
い
っ
て
き
た
｡
ま
た
牛
馬
に
平
板
を

つ
け
､
平
ら
に
な
ら
す
場
合
も
あ

っ
た
.

こ
の
の
ち
､
さ
ら
に
竹
や
丸
太
を
回
転
さ
せ
た
り
､
エ
プ
-
を
引
き
'
鏡
の
よ
う
に
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
'

田
の
面
を
平
ら
に
仕
上
げ
て
い
っ
た
O

こ
れ
に
よ
っ
て
'
ア
ラ
オ
コ
シ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
田
の
ジ
ゴ
ゾ
ラ
工
は
終
る
こ
と
と
な
る
が
､
そ
の
内
容
は

土
お
こ
し
と
い
う
大
変
な
力
仕
事
で
あ

っ
た
た
め
'
モ
ヨ
リ
'
テ
マ
カ
ワ
リ
､

ユ
イ
と
い
っ
て
､
血
縁

･
地
縁

の
者
が
集
ま
り
へ
各
戸
の
田
を
順
番
に
仕
上
げ
て
い
っ
た
O

ク
ロ
作
り
(寺
家
･
60
)
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タ
ネ
ツ
ケ

五
月
の
節
供
の
前
､
軒
下
な
ど
に
､
袋
に
入
れ
て
ぷ
ら
さ
け
て
お
い
た
タ
ネ
モ
-
を
と
り
だ
し
､
タ
ネ
ツ
ケ

の
準
備
に
と
り
か
か
る
｡
ま
ず
タ
ネ
モ
-
を
モ
チ
と
ウ
ル
チ
､
あ
る
い
は
品
種
単
位
に
お
き
､
塩
水
を
は
っ
た

テ
オ
ケ
や
タ
ラ
イ
な
と
に
'
そ
れ
ぞ
れ
を
入
れ
る
｡
良
い
タ
ネ
は
沈
み
､
患
い
タ
ネ
は
惇
-
｡
こ
の
塩
水
選
に

よ
っ
て
得
た
良
い
タ
ネ
を
ウ
ス
プ
ル
ン
四
倍
液
で
消
毒
し
'
さ
ら
に
水
洗
L
t
カ
マ
ス
な
ど
に
入
れ
て
､
タ
ネ

(洗
い
池
)
や
池
の
な
か
'
あ
る
い
は
小
川
の
流
れ
の
な
か
に

1
週
間
ほ
ど
破
け
た
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
タ
ネ

は

発
芽
を
促
さ
れ
る
O
反
当
り
の
必
要
な
タ
ネ
の
塁
は
'
平
均
三
升
と
さ
れ
て
い
た
0

こ
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
た
タ
ネ
ツ
ケ
は
､
と
き
に
は
共
同
塩
水
選
と
い
っ
て
'
谷
戸
の
小
川
を
使
い
'
組

単
位
と
か
実
行
組
合
と
い
う
単
位
と
か
で
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
も
あ

っ
た
｡

勝
田
を
例
に
み
る
と
､
投
棄
寺
の
下
に
あ

っ
た
共
同
小
屋
を
使

っ
て
お
こ
な
い
､
ま
ず
持
ち
よ
っ
た
タ
ネ
を

品
種
ご
と
に
分
け
る
｡
そ
の
持
ち
よ
る
基
は
'
た
と
え
は
三
升
の
タ
ネ
が
必
要
な
場
合
は
五
升
を
準
備
し
た
と

い
う
｡
そ
れ
は
と
き
と
し
て
'
タ
ネ
不
足
を
相
互
間
で
補
う
意
味
が
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
O
塩
水
選
は
比
重

計
を
使
用
す
る
場
合
と
経
験
で
お
こ
な
う
場
合
が
あ
っ
た
o
経
験
で
お
こ
な
う
場
合
に
は
生
卵
を
入
れ
'
そ
れ

が
浮
-
ぐ
ら
い
の
濃
度
と
し
た
｡

ナ
エ
マ

苗
代
は
田
の

一
角
に
作
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
､
旧
和
三
十
年
ご
ろ
か
ら
､
虫
が
つ
き
に
く
く
､
手
間
も

か
か
ら
ず
､
成
長
が
早
-
し
か
も
堅
-
丈
夫
に
育

つ
と
い
う
利
点
か
ら
､
柵
に
苗
代
を
作
る
ハ
タ
ナ
エ
シ
ロ
が

流
行
り
､
田
か
ら
畑

へ
移
行
し
て
い
っ
た
｡
そ
の
の
ち
'
昭
和
五
十
年
代
に
入
る
と
小
型
の
田
植
機
械
が
普
及

し
､
共
同
で
の
箱
育
苗
が
開
始
さ
れ
は
じ
め
た
｡
昭
和
六
十
年
現
在
､

ハ
タ
ナ
エ
ソ
D
と
箱
育
苗
が
平
行
し
て

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
o

さ
て
､
苗
代
は
ナ
エ
マ
'
ナ
エ
バ
'
ナ
イ
マ
､
オ
ヤ
ダ
な
ど
と
称
さ
れ
､
ク
ネ
ッ
ケ
を
し
て
い
る
間
に
田
の

一
角
に
作
ら
れ
た
｡
そ
の
場
所
は
'
カ
ケ
フ
/
あ
る
い
は
-
ズ
ガ
カ
-
と
い
っ
て
､
苗
代
に
水
を
か
け
た
り
､

壇
水
違

(田
丸
桁
さ
ん
･
池
辺

･
帥
)
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干
し
た
り
す
る
管
理
に
便
利
な
場
所
'
た
と
え
ば
家
の
近
-
の
田
が
選
ば
れ
た
が
'
さ
ら
に
は
ヒ
ヤ
-
ズ
が
流

れ
込
ま
ず
､
日
陰
に
な
ら
な
い
場
所
'
ま
た
ツ

(津
)
が
い
い
'

つ
ま
り
ナ
エ
取
り
と
運
搬
に
便
利
な
場
所
な

ど
の
条
件
を
満
た
す
Eg
で
あ

っ
た
o
そ
の
た
め
は
ほ
毎
年
同
じ
田
を
苗
代
と
し
て
き
た
O

苗
代
の
面
横
は
､
田

1
反
に
つ
き
十
捗
と
計
許
さ
れ
､
そ
こ
に
播
-
タ
ネ
の
虫
は
三
升
平
均
と
さ
れ
て
い
た

が
､
家
に
よ
り
余
分
に
ま
く
場
合
も
あ
っ
た
｡
苗
代
と
す
る
EB
を
ア
ラ
オ
コ
ン
し
､
キ
リ
カ
エ
/
を
し
､
ゲ
ス

な
ど
の
肥
料
を
入
れ
た
の
ち
､
短
冊
状
に
マ
キ
ド
コ
の
床
を
あ
げ
'
サ
ク
を
切

っ
た
｡

マ
キ
ト
コ
の
畝
は
三
尺

か
ら
四
尺
幅
に
､
そ
の
間
に
7
ル
キ
ノ
ロ
と
称
さ
れ
た
歩
き
道
を
八
寸
か
ら

1
尺
玉
寸
幅
で
作

っ
た
｡
出
来
あ

が
る
と
水
を
少
し
畝
が
か
ぶ
る
よ
う
に
張

っ
た
｡

卯
の
目
を
さ
け
､
播
種
の
日
が
決
ま
る
と
､
ま
ず
前
日
に
苗
代
の
水
ぬ
き
を
す
る
.
当
日
の
剛
は
､
苗
代
の

う
え
に
､
ウ
ル
チ
を
ふ
か
し
､
そ
れ
に
い
っ
た
大
豆
を
加
え
て
作

っ
た
ヤ
キ
ゴ
メ
を
半
紙
に
盛

っ
て
供
え
'
田

の
神
を
ま
つ
る
こ
と
か
ら
始
め
'

つ
い
で
､
肩
に
か
け
た
タ
ネ
カ
ゴ
の
な
か
の
タ
ネ
を
手

つ
か
み
L
t
マ
キ
ド

コ
の
う
え
に
播
い
て
い
く
｡
播
き
お
わ
る
と
'
タ
カ
ポ
ウ
キ
や
板
な
ど
で
'
そ
れ
を
土
の
な
か
に
押
し
こ
ん
で

い
き
､
さ
ら
に
そ
の
う
え
に
モ
-
ガ
ラ
を
焼
い
た
灰
な
ど
の
肥
料
を
ふ
り
か
け
お
お
っ
た
o
こ
れ
は
肥
料
と
な

る
と
同
時
に
ス
ズ
メ
除
け
と
も
な
っ
た
O
ス
ズ
メ
対
策
と
し
て
､
網
を
張

っ
た
り
､
カ
ラ
ス
の
死
骸
や
災
い
布
へ

掠
偶
の
毛
な
ど
を
つ
る
し
た
り
､
さ
ら
に
は
案
山
子
を
た
て
た
｡
こ
の

一
連
の
仕
事
が
終
る
と
へ
そ
の
夜
は
タ

ネ
マ
キ
祝
と
い
っ
て
赤
飯
や
お
は
さ
を
準
備
し
て
内
祝
と
し
た
｡
な
お
ヤ
キ
ゴ
メ
は
タ
ネ
播
き
の
後
で
､
豊
作

を
祈
り
'
水
口
に
ま
つ
る
例
も
あ
る
｡

そ
の
後
､
十
五
日
日
ご
ろ
に
新
芽
が
出
て
-
る
｡
そ
の
菌
の
管
理
は
､

一
つ
は
畝
が
倒
れ
な
い
程
度
に
水
を

増
減
す
る
仕
邪
で
､
そ
れ
は
水
が
多
い
と
芽
が
腐

っ
た
か
ら
で
あ
る
O
二
つ
目
は
草
取
り
で
'
出
が
五
～
六
セ

ン
チ
に
育

っ
た
時
点
で
殺
初
の
ヒ
エ
ヌ
キ
を
お
こ
な
い
'
そ
の
の
ち
､
ナ
エ
ト
-
ま
で
の
間
に

一
～
二

回
の
ヒ

エ
ヌ
辛
を
お
こ
な

っ
た
｡

ナ
エ
ト
リ

ハ
タ
ナ
エ
シ
ロ
(田
丸
酒
家
･
池
辺
･
60
)
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今
日
の
太
郎
じ
は
苗
取
り
上
手

元
へ
も
と
へ
と
手
を
か
け
る

こ
れ
は
苗
代
の
笛
を
取
る
際
に
歌

っ
て
き
た
仕
部
唄
の

1
つ
で
あ
る
.
苗
取
り
は
､
ナ
エ
ト
リ
､
ネ
ト
リ
'

ネ
エ
ト
リ
な
と
と
い
わ
れ
'
播
種
後
､
四
十
日
か
ら
四
十
五
日
経
過
し
た
六
月
の
中
旬
の
一
日
が
あ
て
ら
れ
た

が
'
播
種
後
四
十
九
日
目
に
あ
た
る
日
に
は
こ
の
苗
取
り
仕
事
は
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
た
O
苗
は
こ

の
間
に
二
十
セ
ン
チ
は
と
に
成
長
す
る
｡

田
植
の
日
が
決
ま
る
と
､
そ
の
前
日
に
血
縁

･
地
縁
の
女
衆
が
ナ
エ
マ
に
集
ま
り
､
酋
取
り
唄
を
歌
い
な
が

ら
'
両
手
の
小
指
を
苗
の
根
に
か
け
る
よ
う
に
動
か
し
､

一
握
の
苗
束
に
L
t
ワ
ラ
で
縛

っ
て
い
く
｡
そ
の
縛

り
方
は
､
宙
を
投
げ
て
も
ほ
ど
け
な
く
'
ほ
ど
こ
う
と
す
る
と
簡
単
に
ほ
ど
け
る
強
さ
に
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
｡
こ
の
詣
マ
ル
キ
が
終
る
と
'

一
成
ご
と
畦
の
水
で
根
に
つ
い
て
い
る
泥
を
洗
い
お
と
し
た
｡
こ
れ

を
十
分
に
し
て
お
か
な
い
と
'
ダ
ン
ゴ
と
い
っ
て
泥
が
根
の
部
分
で
固
ま
り
､
団
子
状
に
な
り
'
田
植
を
す
る

暗
に
へ
根
が
ほ
-
れ
ず
大
変
で
あ
っ
た
O
.J
の
の
ち
'
翌
日
ま
で
田
の

1
角
に
つ
け
て
お
い
た
｡

田
植
当
日
の
朝
､
ま
ず
こ
の
由
を
ネ
エ
カ
ブ

(苗
稚
)
に
<
れ
て
､
田
植
を
す
る
問
に
遊
び
､
田
の
な
か
に

投
げ
い
れ
る
が
'
そ
の
際
'
や
は
り
経
験
が
も
の
を
い
い
'
適
所
に
苗
は
ば
ら
ま
き
投
げ
ら
れ
る
｡
そ
れ
を

｢
い
い
あ
ん
へ
え
に
ほ
っ
と
い
た
｣
と
い
っ
た
O

ヒ
ヤ
ノ
タ
で
は
､
田
の
水
が
少
し

で
も
畷
ま
っ
た
午
後
か
ら
田
植
を
始
め
た
の
で
'
歯
取
り
は
当
日
の
朝
に

お
こ
な
っ
た
｡

ウ
エ
タ

｢卯
の
日
に
ウ
エ
タ
を
す
る
と
ヒ
ト
ベ
ラ
ソ
が
あ
る
｣
と
か
'
｢
タ
ネ
を
播
い
て
か
ら
四
十
九
日
目
に
ウ
ユ
タ

を
し
て
は
い
け
な
い
｣
と
い
う
風
習
を
守
り
な
が
ら
'
六
月
の
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
､
ウ
エ
タ
つ
ま
り
田

植
を
お
こ
な
っ
て
き
た
o
田
植
の
日
の
決
定
は
'
苗
の
成
長
具
合
や
労
働
力
の
確
保
'
ま
た

1
軒
た
け
早
-
檀

え
る
と
､
そ
の
田
に
ズ
イ
ム
ソ
が
寄

っ
て
来
る
と
い
わ
れ
'
そ
れ
を
防
-
た
め
に
隣
接
す
る
田
の
耕
作
者
な
ど

ナ
エ
ト
リ

(右

金
子
良
作
家

･
茅
ヶ
崎

･
52

左

田
丸
竹
家

･
池
辺

･
印
)
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と
話
し
合
う
な
ど
'
調
整
し
て
決
め
ら
れ
て
き
た
｡

田
植
の
前
夜
に
は
'
女
衆
は
田
植
を
祝
う
赤
飯
を
作
る
た
め
､
純
米
あ
る
い
は
梗
を
洗
い
'
ザ
ル
で
水
切
り

を
L
t
小
豆
を
水
で
ふ
や
か
し
'
セ
イ
ロ
を
オ
オ
ガ
マ
に
か
け
る
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
｡

当
日
の
朝
は
､
家
で
綴
り
､
紺
屋
で
染
め
て
も
ら
い
､
家
で
縫

っ
た
旨
縞
の
仕
事
着
を
着
て
出
に
向

っ
た
｡

ナ
ガ
一･

男
は
コ
ソ
キ
リ
バ
ン
テ
ン
に
モ
モ
ヒ
キ
姿
､
女
は
長

者

に

モ
モ
ヒ
与
を
は
き
､
タ
ス
手
を
か
け
､
腕
に
テ
ン
コ

ウ
を

つ
け
た
姿
で
'
と
も
に
頭
に
は
ス
ゲ
ガ
サ
を
か
ぶ
り
'
背
に
は
ン
ヨ
イ
タ
か
-
ノ
を
背
負

っ
て
い
た
｡

ま
ず
酋
置
き
場
に
む
か
い
､
苗
を
ネ
エ
カ
ゴ
な
ど
に
入
れ
､
家
か
ら
い
ち
ば
ん
遠
い
田
へ
迎
ん
で
い
く
.
つ

ま
り
遠
い
田
か
ら
田
植
は
始
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
谷
戸
の
奥
の
出
入
の
憩
い
田
へ
は
､
テ
ン
ビ
ン
に
ネ
エ
カ

ゴ
を
掛
け
て
運
ん
だ
｡

当
地
で
は
EEl億
は
男
の
仕
事
と
い
わ
れ
'
八
割
が
た
男
が
中
心
と
な

っ
て
お
こ
な
っ
て
い
っ
た
｡
そ
の
た
め

血
縁

･
地
縁
の
者
が
'
モ
ヨ
リ
'
テ
マ
ガ
ワ
リ
､

エ
エ
ソ
ゴ
ト
'
ス
ケ
ン
ト
あ
る
い
は
ユ
イ
と
い
っ
て
､
四
人

か
ら
五
人
と
集
ま
っ
て
協
力
し
合
い
'
そ
れ
ぞ
れ
の
田
を
順
番
に
肘
植
し

て
い
っ
た
｡
他
方
'
ウ
チ
ニ
ン
ズ
と

い
っ
て
家
族
た
け
で
田
植
を
す
ま
す
場
合
も
あ

っ
た
が
､
｢
ウ
ユ
タ
の
時
は
猫
の
手
も
か
り
た
い
｣
と
い
わ
れ

る
は
と
'
人
手
を
必
要
と
し
､
地
主
階
層
な
ど
､
耕
地
を
多
く
も
ち
'
人
手
を
必
要
と
し
た
家
で
は
タ
テ
ヤ
マ

や
ヒ
ヨ
ト
-
を
頼
む
場
合
も
多
々
あ
っ
た
｡
タ
テ
ヤ
マ
と
は
日
頃
､
自
分
の
も
ち
山
に
他
人
を
自
由
に
入
れ
､

枯
木
や
ク
ス
な
ど
を
自
由
に
取
る
こ
と
を
許
可
す
る
反
面
､
そ
の
分
を
労
働
に
よ
っ
て
戻
し
て
も
ら
う
契
約
を

結
ん
で
い
る
関
係
を
指
す
言
葉
で
あ
る
｡
ヒ
ヨ
ト
リ
は
日
雇
の
こ
と
で
'
ヒ
ヨ
ト
-
を
手
配
す
る
親
方
が
い
て
､

労
働
力
を
娘
め
世
話
を
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
.
ま
た
ウ
エ
タ
ソ
と
称
さ
れ
た
福
･r3
'
山
形
'
新
潟
方
面

の
女
性
の
ク
ル
ー
プ
が
こ
の
期
間
に
出
橡
に
入

っ
て
来
て
い
た
o

折
本
で
は
､
昭
和
十
年
ご
ろ
か
ら
三
十
五
年
ご
ろ
ま
で
の
間
'
田
植
の
時
期
に
な
る
と
､
福
島
や
山
形
方
面

か
ら
二
十
歳
前
後
の
娘
さ
ん
た
ち
十
数
名
が
組
を
作

っ
て
や
っ
て
来
た
｡
こ
の
時
期
は
野
菜
栽
培
の
い
そ
が
し

い
時
期
と
重
な
っ
て
い
た
た
め
'
彼
女
た
ち
に
は
三
人

一
組
と
な

っ
て
も
ら
い
'
全
面
的
に
田
植
仕
事
を
し
て

ッ

カ
ク
で
の
ナ
エ
運
び
と
タ
ウ
エ
ナ
ワ
(米
山
文
道
家
･
茅
ヶ
崎
･
5
)
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も
ら
っ
た
｡
宿
は
田
植
を
し
た
家
を
順
に
回

っ
て
い
く
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
O
そ
の
た
め
'
彼
女
た
ち
を
ウ

エ
タ
シ
と
総
称
し
た
が
へ
個
別
に
は
オ
ネ
エ
チ
ャ
ン
と
呼
ん
だ
｡
彼
女
た
ち
が
､
当
地
と
結
ば
れ
た
経
緋
は
､

当
時
保
険
勧
誘
に
来
て
い
た
人
の
紹
介
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
C

EE
権
の
方
法
は
'
最
初
に
田
に
入
り
植
え
る
人
を
セ
ン
パ
カ
と
皮
肉

っ
た
呼
び
方
を
し
た
が
'
た
い
て
い
は

上
手
な
人
が
入
り
'
ク
ロ
に
沿

っ
て
後
退
ま
た
は
前
進
し
な
が
ら
植
え
､
あ
と
の
者
は
､
そ
れ
に
そ
ろ
え
る
よ

う
に
植
え
て
い
っ
た
o
こ
れ
は
鐘
敦
に
よ
る
植
え
方
で
あ
る
.
こ
れ
に
対
し
て
､
ナ
ワ
や
ウ
マ
や
ン
ヤ
ク
ポ
ウ
､

そ
れ
に
コ
ロ
ガ
ン
と
い
う
田
植
定
規
を
使

っ
て
の
方
法
も
お
こ
な
わ
れ
た
｡

ナ
ワ
は
'
ナ
ワ
ン
ッ
パ
-
と
か
ナ
ワ
ビ
キ
と
か
ナ
ワ
シ
ハ
リ
と
い
い
､
五
尺
八
寸
の
棒
二
本
を
準
備
し
'
下

か
ら
二
寸
の
と
こ
ろ
に
シ
ュ
ロ
縄
を
縛
り
へ
EEZの
両
端
で
こ
の
棒
を
引

っ
張

っ
て
ク
ロ
に
立
て
､
引
か
れ
た
緑

に
沿

っ
て
ま
ず
苗
を
植
え
'
植
え
終
る
と
'
こ
の
棒
を
定
規
と
し
て
ク
ロ
の
う
え
に
五
尺
六
寸
の
ハ
カ

(幅
)

を
と
り
'
そ
こ
に
棒
を
移
し
て
立
て
､
縄
の
下
に
苗
を
植
え
る
と
い
う
具
合
に
'
ま
ず

一
人
が
五
尺
六
寸
間
隔

に
植
え
て
い
-
｡
他
の
者
は
そ
の
間
に
入

っ
て
八
寸
間
隔
で
六
株
ず
つ
億
え
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
｡

ウ
マ
は
､
ス
ジ
ヒ
キ
と
か
パ
カ
と
称
さ
れ
る
エ
プ
リ
状
の
用
具
で
あ
る
｡
そ
の
先
端
の
伏
木
に
は
､
八
寸
間

隔
で
t

へ
イ
ガ
ゾ
ラ

(男
結
び
)
と
い
う
縛
り
方
で
縛
ら
れ
た
ナ
ワ
の
癌
が
つ
い
て
い
た
り
､
あ
る
い
は
タ
ケ

ベ
ラ
t:･･6ど
が
固
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
を
持

っ
て
田
の
な
か
を
引
き
'
線
跡
を

つ
け
る
｡
苗
を
植
え
る
人
は
'

こ
の
線
上
に
植
え
れ
ば
よ
い
わ
け
で
､
呼
称
も
そ
こ
か
ら
き
て
い
る
O

l
人
六
株
ず

つ
植
え
て
い
く
｡

な
お
､
現
在
､
田
植
は
旧
来
ど
お
り
手
で
お
こ
な
う
が
'
刈
り
取
り
は
機
械
で
す
る
と
い
う
例
も
み
ら
れ
､

こ
の
場
合
に
は
'
刈
り
取
り
機
械
が
U
タ
ー
ン
す
る
場
所
の
株
幅
を
よ
り
正
確
に
植
え
る
た
め
､
ウ
マ
で
も

っ

て
格
子
状
に
線
が
引
か
れ
'
そ
の
交
点
に
苗
を
植
え
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
｡

シ
ャ
ク
ポ
ウ
は
'
五
尺
五
寸
の
竹
の
樺
の
両
輪
か
ら
五
寸
の
内
側
の
位
置
に
ン
エ
ロ
純
を
太
巻
に
縛
り
付
け

た
用
具
で
'
こ
れ
を
ナ
ワ
ズ
リ
と
い
っ
て
EE
の
な
か
で
引

っ
ぼ
り
'
跡
を
田
に
付
け
て
い
-
.
太
巻
の
間
は
四

尺
五
寸
と
な
り
'
こ
の
間
に
入

っ
て
､
九
寸
間
隔
で
商
を
植
え
た
O
な
お
太
巻
間
を
調
整
し
'
八
寸
間
隔
で
植

ウ
マ
を
使
っ
て
の
ス
ジ
つ
け

(吉
野
泣
夫
さ
ん
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え
る
場
合
も
あ
っ
た
｡

コ
ロ
ガ
ン
は
'
六
角
体
で
格
子
を
も

つ
田
植
定
規
で
､
こ
れ
を
田
の
な
か
で
こ
ろ
が
し
､
そ
の
跡
を
た
よ
り

に
田
植
を
す
る
方
法
で
あ
る
0

こ
の
よ
う
な
色
々
の
方
法
の
も
と
で
田
植
は
お
こ
な
わ
れ
､
九
時
と
三
時
の
オ
チ
ャ
ウ
ケ
に
は
､
ア
ラ
レ
や

焼
い
た
,､､ズ
モ
チ
､
｢
ウ
エ
タ
の
む
す
ぴ
｣
と
い
わ
れ
た
白
米
の
む
す
ぴ
や
赤
飯
の
む
す
ひ
､
ま
た
家
に
よ
っ

て
は
焼
酎
な
と
も
準
備
さ
れ
､
田
植
の
日
の
食
事
は
こ
ち
そ
う
で
満
た
さ
れ
て
い
た
｡

そ
の
食
事
の
前
や
､
朝
の
田
に
入
る
と
き
'
夕
の
田
か
ら
上
が
り
た
い
と
き
な
ど
に
ウ
エ
タ
節
と
称
さ
れ
た

仕
事
唄
が
歌
わ
れ
た
｡

さ
よ
う
の
太
郎
じ
は
ヤ
ー
レ
ー
コ
ラ
ヤ
ー
ノ
ヤ
ー

あ
っ
な
い
こ
の
む
ヤ
ー
レ
ー
コ
ラ
ヤ
ー
ノ
ヤ
ー

米
を
と
ら
ぬ
で
番
を
と
る
ヤ
ー
レ
ー
コ
ラ
ヤ
ー
/
ヤ
ー

さ
よ
う
の
太
郎
じ
は
ヤ
ー
レ
ー
コ
ラ
ヤ
ー
ノ
ヤ
ー

う
す
な
い
こ
の
む
ヤ
ー
レ
ー
コ
ラ
ヤ
ー
ノ
ヤ
ー

藁
を
と
ら
ぬ
で
米
を
と
る
ヤ
ー
レ
ー
コ
ラ
ヤ
ー
ノ
ヤ
ー

田
植
が
終
る
と
､
水
を

1
寸
五
分
は
ど
の
深
さ
に
張
り
始
め
る
が
'
そ
の
間
に
チ
ッ
ポ
ウ
ナ
オ
ン
と
い
っ
て
､

植
え
た
後
の
田
に
入
り
､
苗
が
具
合
よ
く
括

っ
た
か
と
う
か
を
確
め
て
歩
き
､
か
た
む
い
た
も
の
や
'
水
に
浮

き
そ
う
な
も
の
を
見
つ
け
て
は
ま
っ
す
く
に
植
え
直
し
て
い
っ
た
｡
ま
た
残
り
苗
が
あ
れ
ば
､
田
の
脇
に
植
え

る
場
合
も
あ
っ
た
が
､
ク
ロ
に
桁
ん
で
お
き
へ
苗
の
足
り
な
い
人
に
融
適
し
た
｡
そ
の
場
合
'
同
品
種
で
あ
っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

田
植
の

l
日
の
仕
事
量
は
'
乾
田
と
ド
プ

′
夕
で
は
ほ
ほ
倍
の
差
が
あ
り
､
乾
EE
の
場
合
は
'
反
当
り
二

･

五
人
と
さ
れ
､
ド
プ

ノ
タ
は
五
人
と
さ
れ
て
き
た
.

無
事
に
田
植
が
終
る
と
サ
ナ
ブ
リ
で
あ
る
｡
赤
飯
と
こ
馳
走
を
作
り
'
焼
酎
を
準
備
し
､
田
植
に
た
ず
さ
わ
っ

(田
丸
酒
家
･
池
辺
･
伽
)

拙
技
構
え

(吉
野
敏
雄
家

･
大
棚

･
00
)
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て
-
れ
た
人
び
と
を
招
き
お
祝
い
を
し
た
｡

水
の
管
理

田
植
が
終
る
と
苗
と
水
の
具
合
を
注
意
し
た
｡
と
く
に
田
植
後
十
四
日
日
ご
ろ
ま
で
は
水
を
張
り
続
け
'
毎

朝
､
田
を
見
て
回

っ
た
｡
そ
の
後
は
草
取
り
時
や
'
稲
の
花
が
咲
く
こ
ろ
の
ハ
ナ
カ
ケ
水
､
秘
が
学
む
こ
ろ
の

穂
学
水
ま
で
'
水
と
の
か
け
ひ
さ
は
続
い
た
｡

ド
プ

ノ
タ
で
は
'
穂
が
牢
み
始
め
る
と
､
ホ
ッ
キ
リ
と
い
っ
て
'
株
間
の
水
を
手
で
流
し
､
干
し
始
め
に
か

か
っ
た
o

こ
れ
を
し
な
い
と
反
当
り

1
俵
の
差
が

あ

っ
た
と
い
う
｡

田
の
草
取
り
と
追
肥

田
に
は
セ
リ
､
7
カ
デ
'
ン
シ

ツ
ケ
､

ヒ
エ
'
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
な
ど
が
自
生
す
る
｡
そ
れ
ら
は
太
陽
光
線
を

さ
え
き
り
､
稲
の
成
長
に
必
要
な

水
温
の
上
昇
を
断

っ
た
｡
そ
の
た
め
'
そ
れ
ら
の
草
を
'
イ
チ
バ
ン
グ
サ
､

二
バ
ン
グ
サ
､
サ
ン
バ
ン
グ
サ
あ
る
い
は
イ
チ
バ
ン
ゴ
､

ニ
バ
ン
ゴ
､
サ
ン
パ
ン
ゴ
と
い
っ
て
､
時
間
を
お
い

て
取

っ
て
い
っ
た
が
'
そ
の
数
日
前
に
は
テ
ビ
カ
キ
と
い
っ
て
ク
ロ
の
三
方
の
土
を
か
き
､
水
は
け
を
よ
く
し

て
お
い
た
｡
取

っ
た
草
は
肥
料
と
し
て
､
そ
の
場
で
田
の
土
の
な
か
へ
突

っ
込
ん
で
い
っ
た
｡
イ
チ
バ
ン
グ
サ

は
､
出
牌
後
二
十
日
DI)ご
ろ
で
､
ち
ょ
う
ど
七
月
の
鞭
園
の
こ
ろ
に
当
た

っ
た
｡
は
と
ん
と
;}
は
な
く
'
手
で

田
の
水
を
か
き
ま
ぜ
､
ガ
ス
を
ぬ
-
の
が
主
な
目
的
で
あ
っ
た
｡
ま
た
糞
の
色
を
み
て
追
肥
を
し
た
o
そ
の
日

安
は
柴
の
色
が
黄
色
味
を
帯
び
て
い
る
か
ど
う
か
で
､
黄
色
味
を
帯
び
て
い
る
と
､
直
径
約
五
尺
の
ハ
ン
ギ
リ

オ
ケ
の
な
か
に
､
過
燐
酸
石
灰
四
十
キ
t3
'
硫
安
十
キ
ロ
'
炭
酸
カ
リ
ウ
ム
五
キ
ロ

(
1
反
分
)
を
入
れ
､
よ

く
撹
拝
し
､
フ
リ
オ
ケ
に
入
れ
て
田
に
運
び
'
手
で
ま
い
て
い
っ
た
｡
ま
た
戦
後
は
'
こ
の
他
で
開
発
さ
れ
た

｢中
川
水
稲
配
合
｣
1
号

･
2
号

･
3
号
と
い
う
肥
料
を
ま
い
た
｡

ニ
バ
ン
グ
サ
は
七
月
i(
ご
ろ
で
､
こ
の
こ

ろ
に
は
丈
も
か
な
り
伸
び
て
お
り
､
葉
先
で
眼
を
刺
す
こ
と
が
あ
り
'
注
意
し
t･,6が
ら
の
草
取
り
仕
事
で
あ
っ

た
｡
サ
ン
バ
ン
グ
サ
は
八
月
初
旬
か
ら
お
盆
前
ま
で
の
間
に
お
こ
な

っ
た
｡
そ
れ
は
最
後
の
卓
取
り
で
も
あ

っ

た
の
で
､
ア
ナ
ク
サ
ト
リ
と
も
い
っ
た
｡
仏
さ
ま
に
き
れ
い
な
田
を
見
て
も
ら
う
た
め
'
ク
ロ
カ
リ
と
い
っ
て

革
取
o

(吉
野
金
次
郎
家
･
大
棚

･
6
)



95 第 1節 た ん は

畦
の
草
も
刈
り
取

っ
た
｡
こ
の
草
も
肥
料
と
し
て
田
の
中
に
入
れ
た
り
'
あ
る
い
は
ツ
ク
テ
の
材
料
と
し
た
｡

ヒ
エ
ヌ
牛
は
'
田
の
見
回
り
の
際
に
随
時
お
こ
な
っ
た
が
､

ハ
ナ
カ
ケ
の
時
期
に
は
､
EE
の
な
か
に
入
る
の

は
避
け
た
.
そ
れ
は
､
こ
の
時
期
は
受
粉
の
時
期
で
あ
り
､
強
い
風
が
吹
い
た
り
､
人
間
が
な
か
に
入

っ
た
り

す
る
と
､
受
粉
の
率
が
低
下
し
た
か
ら
で
あ
る
｡

ム
シ
オ
ク
リ
と
虫
除
け

ム
シ
オ
ク
-
は
'
土
用
に
入

っ
た
二

～
三
日
後
'
各
ム
ラ
で
ム
ラ
単
位
の
行
事
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
o

鎮
守
の
杉
山
神
社
や
山
田
神
社
な
と
に

集
い
へ
祈
転
を
受
け
た
の
ち
'
ご
幣
を
先
頑
に
､
暁
子
連
が
フ
エ
'
タ

イ
コ
､
カ
ネ
を
吹
き
鳴
ら
し
な
が
ら
そ
れ
に
続
き
'
そ
の
後
に
松
明
を
も

っ
た
人
々
が
､
ヨ
ー
イ
ヨ
ー
イ
の
掛

声
で
調
子
を
と
り
な
が
ら
松
明
を
ふ
り
､
ム
シ
ス
テ
バ
ま
で
田
に
沿

っ
て
進
ん
で
い
っ
た
｡
ム
シ
ス
テ
パ
は
'

勝
田
の
場
合
は
権
田
地
の
脇
で
あ
り
､
茅
ヶ
崎
の
場
合
は
ム
ラ
の
東
の
入
口
に
あ
た
る
人
的
橋
の

1
角
で
あ
っ

た
｡
ま
た
牛
久
保
の
請
地
古
梅
は
古
梅
地
蔵
堂
の
付
近
で
あ

っ
た
｡

虫
除
け
は
'
神
社
で
虫
封
じ
の
祈
稲
を
し
て
も
ら

っ
た
の
ち
､
お
礼
を
受
け
､
そ
れ
を
竹
に
挟
ん
で
EE
に
立

て
た
り
､
あ
る
い
は
七
月
上
旬
に
山
に
自
生
す
る
ノ
ロ
グ
ケ
の
タ
ケ
ノ
コ

(
一
昨
竹
)
を
長
さ
六
尺
に
切
り
､

棒
粉
餅
を
作

っ
て
刺
し
'
田
の
ク
ロ
の
角
に

一
本
ず

つ
立
て
､
虫
封
じ
の
ま
じ
な
い
と
し
て
き
た
｡

こ
の
よ
う
に
ム
ン
オ
ク
-
､
虫
除
け
の
行
事
を
お
こ
な
い
は
し
た
が
'
そ
れ
以
上
に
口
渇
生
活
の
t･,6か
で
'

ズ
イ
ム
シ
取
り
や
､
イ
ネ
チ
ン
ゾ
ウ
取
り
､
イ
ナ
ゴ
取
り
､
ザ
リ
ガ
ニ
取
り
な
と
を
こ
こ
ろ
が
け
た
｡

ズ
イ
ム
シ
は
二
化
嘆
虫
の
こ
と
で
､
こ
れ
が
稲
に
付
く
と
梓
な
ど
は
赤
味
を
帯
び
､

つ
い
に
は
枯
れ
る
｡
そ

の
た
め
'
太
平
洋
戦
争
前
は
､
学
童
を
動
員
L
へ
小
さ
な
棒
を
も

っ
て
糞
を
た
ど
り
な
が
ら
ズ
イ
ム
シ
の
卵
を

見
つ
け
て
取
る
ズ
イ
ム
ソ
取
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
ま
た
市
年
会
が
誘
蛾
灯
な
ど
を
設
F･jL
L
'
ズ
イ
ム
ン
の
成

虫
な
ど
を
集
め
て
捕
殺
し
た
｡
戦
後
は
､
ホ
-
ド
ー
ル
を
散
布
し
た
.
昭
和
三
十
五
咋
ご
ろ
に
は
ヘ
-
コ
ブ
タ
t

を
使

っ
て
の
農
薬
散
布
も
お
こ
な
わ
れ
た
o

イ
ネ
チ
ン
ゾ
ウ
は
亀
虫
の
仲
間
で
､

つ
か
ま
え
て
袋
に
入
れ
て
い
っ
た
｡

ム
シ
オ
ク
リ
(茅
ヶ
崎
･
5
)
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イ
ナ
ゴ
は
副
食
の
佃
煮
に
す
る
た
め
各
戸
で
と

っ
た
｡
農
家
以
外
の
人
も
と
り
に
来
た
o

ザ
リ
ガ
ニ
は
'
戦
後
の
二
十
年
間
'
も
っ
と
も
多
く
繁
殖
し
､
稲
の
根
元
を
切

っ
た
の
で
､
か
な
り
の
被
害

が
出
'
必
死
に
な

っ
て
つ
か
ま
え
た
と
い
う
｡

ま
た
ウ
ン
カ
に
よ
る
被
害
は
'
昭
和
三
十
五

～
三
十
六
年
ご
ろ
ま
で
疑
い
た
｡

力
カ
シ

穂
学
期
を
む
か
え
る
前
に
､
ス
ス
メ
オ
ド
ン
の
準
備
に
と
り
か
か
る
｡
旧
来
か
ら
続
い
て
い
る
の
は
案
山
子

を
立
て
た
り
カ
ラ
ス
の
死
骸
を
つ
っ
た
り
す
る
方
法
で
あ
る
｡
案
山
子
は
麦
藁
を
材
料
と
し
て
人
形
を
作
り
'

そ
れ
に
古
着
や
帽
子
､
､ミ
ノ
な
と
を
付
け
た
り
し
た
｡
ま
た
ヤ
ッ
ト
コ
と
い
っ
て
'
田
の
両
端
に
棒
を
立
て
'

そ
の
間
に
凧
様
の
も
の
を
紐
で
つ
り
､
風
力
で
回
転
さ
せ
､
ス
ズ
メ
オ
ド
ソ
と
し
た
O
最
近
で
は
､

1
つ
日
の

ポ
ー
ル
を
つ
る
し
､
ス
ズ
メ
を
お
と
す
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
｡

な
お
案
山
子
の
頬
は
'
田
で
の
稲
秘
の
乾
燥
が
終
る
ま
で
立
て
ら
れ
'
脱
穀
後
に
カ
カ
シ
ア
ゲ
と
い
っ
て
'

火
が
つ
け
ら
れ
供
養
さ
れ
た
｡

タ
ネ
取
り

稲
刈
り
の
前
に
､
ジ
キ
-
と
い
っ
て
EB
の
な
か
に
入
り
t

l
定
の
丈
に
成
長
し
た
ア
カ
イ
レ

(
ツ
プ
)
の
よ

い
穂
の

一
群
を
見
付
け
る
｡
そ
れ
は
毎
年
､
同
じ
EE
の
同
じ
位
置
で
あ

っ
た
と
い
い
'
土
壌
の
具
合
で
あ

っ
た

ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
.
稲
刈
り
の
臼
に
は
､
そ
れ
ら
を
別
に
刈
り
､
他
の
稲
稔
と
区
別
し
て
乾
燥
さ
せ
た
｡
脱

穀
は
､
タ
ネ
モ
-
だ
と
い
っ
て
も

っ
ば
ら
カ
ナ
ゴ
シ
に
か
け
て
ツ
ブ
を
扱
ぎ
と
り
､
ト
ウ
-
に
入
れ
て
あ
お
り

選
別
し
､
よ
り
よ
い
タ
ネ
を
取

っ
た
o

そ
の
保
管
は
､
麻
袋
や
カ
マ
ス
､
紙
袋
'
桶
'

一
斗
カ
ン
な
ど
に
入
れ
て
､
ネ
ズ
､,､か
ら
の
害
を
防
く
た
め

に
'
も

っ
と
も
安
全
な
蔵
の
な
か
や
軒
下
な
ど
に
つ
り
下
げ
て
保
存
し
た
｡
カ
マ
ス
は
t
l尺
E
l方
の
も
の
で
'

タ
ネ
を
入
れ
て
折
り
た
た
み
'
縄
で
縛

っ
た
が
へ
は
ほ

一
月
半
後
に
､
タ
ワ
ラ
ジ
メ
と
い
っ
て
､
い
ち
ど
縄
を

ほ
ど
き
､
き

つ
-
締
め
直
し
た
O
こ
れ
を
す
る
と
害
虫
が
付
き
に
く
い
と
さ
れ
て
い
た
O

イ
木
の
花

(大
棚
･
6
)

力
カ
シ
(井
上
1夫
家
･
荏
田
渋
沢
･
4
)
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タ
ネ
の
鬼
は
､
反
当
り
､
ア
ツ
テ
の
場
合
は
四
升
'
ウ
ス
デ
の
場
合
は
三
升
と
さ
れ
て
い
た
が
'
家
に
よ
っ

て
は
倍
の
口,q
を
保
存
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
が

一
般
に
お
こ
な
わ
れ
た
タ
ネ
取
り
の
姿
で
あ
る
が
'
二

～
三
年
単
位
で
品
種
を
交
換
し
た
ほ
う
が
収

穫
が
よ
い
と
い
わ
れ
､
血
縁
者
や
地
縁
者
な
と
か
ら
作
柄
の
よ
い

品
種
を
分
け
て
も
ら

っ
た
｡
そ
の
お
礼
は
､

収
穫
後
に
､
そ
の
畠
に
気
特
の
壷
を
加
え
た
り
､
相
場
で
も

っ
て
引
算
し
お
礼
と
し
て
き
た
0

品
種

稲

の
品
種
は
多
種
に
わ
た
っ
て
い
る
0
こ
の
界
隈
で
の
品
種
を
あ
げ
る
と
下
記
の
よ
う
で
あ
る
0
そ
れ
ら
は

十
分
な
収
穫
を
上
げ
る
品
種
と
判
断
さ
れ
る
と
'
血
縁

･
地
縁
省
間
で
'
そ
の
タ
ネ
の
や
り
と
り
が
お
こ
な
わ

れ
た
｡
ま
た
農
業
協
同
組
合
が
結
成
さ
れ
て
か
ら
は
､
新
し
い
よ
い
品
種
が
出
る
と
'
そ
の
も
と
で
宣
伝
す
る

と
同
時
に
指
導
も
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
o

こ
れ
ら
の
う
ち
'
太
平
洋
戦
争
前
の
ウ
ル
チ
を
み
る
と
'
ア
イ
コ
ク
は
他
の
米
よ
り
も
味
の
点
で
は
落
ち
た

が
梓
は
堆
肥
用
に
適
し
て
い
た
O
ク
ラ
タ
テ
は
昭
和
十
二
年
こ
ろ
ま
で
'

ノ
ン
ギ

rn
ク
は
昭
和
十
六
年
こ
ろ
ま

で
作
ら
れ
て
い
た
｡
セ
キ
ト
-
は
味
の
よ
い
米
で
あ

っ
た
｡
ク
ロ
イ
セ
は
ツ
フ
の
つ
き
は
少
な
か
っ
た
が
'
梓

が
長
-
藁
細
工
に
向
い
て
い
た
の
で
'
盛
ん
に
作
ら
れ
た
O
ヤ
シ
マ
セ
ン
ボ
ン
は
味
は
美
味
で
は
な
か
っ
た
が

収
穫
高
が
よ
か

っ
た
と
い
う
｡
こ
の
よ
う
に
各
品
種
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
み
ら
れ
た
｡

稲
刈
り

稲
刈
り
の
時
期
は
､
早
稲
は
十
月
中
旬
､
中
手
は
十
月
下
旬
､
晩
稲
は
十

一
月
上
旬
と
さ
れ
て
い
た
が
､
コ

ウ
チ
ダ
と
ヤ
ト
ダ
と
で
は
､
そ
の
ア
カ
ル
-

(結
実
状
態
)
に
十
日
は
と
の
差
が
あ
っ
た
｡
ま
た
早
稲
は
鎮
守

の
秋
ま
つ
り
に
間
に
合
う
よ
う
に
刈
り
､
初
穂
を
神
棚
に
供
え
た
｡
な
お
実
の
十
分
で
な
い
も
の
を
ヒ
ラ
ソ
ポ

と
い
っ
た
｡

刈
り
手
は
'
田
植
の
と
き
と
異
な
り
､
ウ
チ
ニ
ン
ズ

(家
族
)
で
あ
た
る
場
合
が
多
く
､
ノ
コ
ギ
-
カ
マ

(イ
ネ
カ
-
カ
マ
)､
ク
サ
カ
-
ガ

マ
で
梓
の
下
部
を
刈
り
､
十
二
～
十
三
株
を

一
束
に
ま
と
め
た
｡
こ
れ
を

稲
刈
り

(東
方

･
46
)

ウ
ル
チ

(太
平
洋
城
争
前
)

ア
イ
コ
ク

(
ヮ
セ
)

ク
ラ
タ
チ

(ナ
カ
テ
)

ソ
ノ
ギ
ョ
ク

(ナ
カ
テ
)

セ
キ
-
-

(オ
ク
)

ク
ロ
イ
セ

(オ
ク
)

ヤ
ソ
マ
セ
ン
ポ
/
(オ
ク
)

モ

チ

(太
平
洋
城
争
前
)

ノ
ラ
タ
マ

ス
エ
ヒ
ロ

ア
イ
コ
ク
モ
チ

(太
平
洋
戦
争
後
)

ク
サ
ブ
エ
(
ヮ
セ
)

ニ
ホ
ン
パ
レ

(ナ
カ
テ
)

サ
チ
ワ
タ
-

(ナ
カ
テ
)

ノ
ウ
リ
ン
八
号

ノ
ウ
-
ン
二
十
九
号

ノ
ウ
-
三
二
十
二
号

(太
平
洋
戦
争
後
)

∵

[

ノ
ナ
モ
チ
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イ
ネ
マ
ル
あ
る
い
は
イ
ネ
コ
と
い
っ
た
.
ド
ブ

ッ
タ
で
は
'
タ
フ
ネ
に
刈
り
取

っ
た
稲
を
砥
み
､
田
の
ク
ロ
ま

で
押
し
て
運
ん
だ
｡
稲
穂
の
乾
燥
は
明
治
初
期
こ
ろ
ま
で
は
､
乾
田
で
は
田
に
直
接
ひ
ろ
げ
て
二
～
三
日
干
し
'

そ
れ
を
束
ね
て
カ
ナ
コ
ソ
に
か
け
て
野
扱
ぎ
し
､
そ
の
実
を
庭
の
超
の
上
で
干
す
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い

た
が
､
徐
々
に
サ
ギ
ツ
-
､

ハ
ザ
カ
ケ
へ
と
変

っ
た
｡
サ
ギ
ヅ
-
は
､
田
の
ク
ロ
に
､
二
十
束
単
位
に
十
文
字

状
に
挑
み
重
ね
る
方
法
で
'
上
部
は
乾
き
が
早
い
が
､
下
の
ほ
う
は
遅
か

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

ハ
サ
カ
ケ

は
､
カ
ケ
ボ
ン
と
も

ツ
ル
ン
ポ
シ
と
も
称
さ
れ
､
昭
和
十
年
こ
ろ
か
ら
普
及
し
は
じ
め
､
今
日
に
い
た

っ
て
い

る
0
田
の
な
か
に
木
や
竹
で
三
脚
を
組
み
'
そ
れ
に
横
木
を
わ
た
し
'
稲
束
を
そ
の
う
え
に
振
分
け
に
掛
け
て

干
す
歪

で
､
日
当
り

･
風
当
り
と
IG
に
よ
い
も
の
で
あ

っ
た
が
､
1
つ
だ
け
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
点
が
あ

っ

た
｡
そ
れ
は
早
淵
川
を
は
じ
め
と
す
る
鶴
見
川
水
系
に
飛
来
し
て
く
る
渡
り
鳥
に
た
い
し
て
で
あ

っ
た
.
カ
モ

類
が
首
を
伸
し
て
も
食

へ
ら
れ
な
い
高
さ
に
穂
の
位
置
を
保

つ
こ
と
で
あ

っ
た
｡
ま
た
盗
難
を
防
く
た
め
に
､

術
を
か
け
た
と
も
い
う
.

ト
プ

ソ
タ
で
は
'
稲
を
ぬ
ら
さ
ぬ
よ
う
に
カ
ツ
チ
キ
の
上
に
置
い
て
乾
燥
さ
せ
て
い
っ
た
｡
カ

ソ
チ
キ
は
簡

易
な
台
を
指
す
言
葉
で
'
枝
木
を
何
本
か
な
ら
へ
'
そ
れ
を
竹
で
お
さ
え
な
が
ら
フ
シ
ゾ
ル
で
縛
り
､
筏
状
に

し
た
も
の
や
､
ジ

ソ
カ
ン
メ
カ
ゴ
の
底
を
台
状
に
配
し
て
の
利
用
な
と
が
あ

っ
た
0

サ
ギ
ヅ
-

･
ハ
ザ

カ
ケ
で
の
乾
燥
に
要
す
る
日
数
は
､
ほ
ほ

一
か
月
と
さ
れ
'
手
と
歯
で
乾
燥
の
具
合
を
た

し
か
め
た
の
ち
野
扱
き
と
し
た
｡
ま
た
時
間
の
都
合
で
稲
を
モ
ノ
オ
キ
に
い
っ
た
ん
納
め
､
後
日
の
稲
扱
き
に

そ
な
え
た
O
他
方
､
こ
の
間
､
刈
り
上
げ
の
内
祝
が
も
た
れ
'
赤
飯
や
煮
し
め
'
サ
サ
ゲ
の
オ
カ
ユ
な
と
が
準

ヒ
コ
ハ
エ

備
さ
れ
た
O
田
に
の
こ
る
稲
株
か
ら
は
､
ヒ
ツ
ジ

(孫
生
)
と
称
さ
れ
る
新
し
い
芽
が
生
え
出
る
が
､
そ
れ
は

穂
を
出
す
こ
と
な
-
終

っ
て
し
ま
う
｡

カ
ナ
ゴ
シ

稲
扱
き
は
､
田
や
家
で
お
こ
な
わ
れ
､
そ
れ
に
使
用
し
た
用
具
は
カ
ナ
コ
ン
と
祢
さ
れ
た
千
歯
で
､
カ
ナ
コ

ノ
以
外
に
カ
ナ
ゴ
ケ
､
カ
ナ
コ
キ
､
セ
ン
ボ
ン
ゴ
キ
な
と
と
も
い
わ
れ
て
き
た
O
こ
の
用
具
以
外
で
は
'
カ
コ

ハ
ザ
カ
ケ

(荏
田
渋
沢
･
4
)
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を
伏
せ
､
そ
れ
に
向
か

っ
て
稲
束
を
打
ち
つ
け
､
穂
を
ば
ら
し
落
す
方
法
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
O
な
お
コ
キ

パ
サ
-
な
ど
は
､
今
日
で
は
す
で
に
採
集
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡

カ
ナ
ゴ
シ
に
稲
束
を
掛
け
し
ご
-
こ
と
を
イ
ネ
コ
ナ
シ
と
い
い
､
鉄
製
の
歯
に
ナ
タ
ネ
油
や
ゴ

マ
油
な
ど
の

植
物
油
を
つ
け
､
梓
の
す

へ
り
を
良
-
し
た
が
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

1
日
で
し
ご
け
る
血
は

一
俵
分

(
四

斗
)
と
さ
れ
'
し
か
も
そ
の
塁
を
こ
な
す
と

1
人
前
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
.
し
こ
き
終
る
と
､
そ
れ
ら

を
ト
ウ
シ
や
､ミ
に
か
け
て
ツ
プ

(籾
)
と
ポ
サ
ラ
と

ソ
イ
ナ
に
分
け
た
｡
ま
た
ト
ウ
-
を
使

っ
た
場
合
に
は
､

把
手
を
ま
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
内
部
の
回
転
封
が
ま
わ
り
､
そ
の
風
に
よ
っ
て
籾
萱

二
種
類
に
選
別
し
た
｡

1

つ
は
重
虫
の
重
い
ツ
プ
で
､

1
番
手
前
の
出
口
か
ら
出
､
二
つ
め
の
出
口
か
ら
は
そ
れ
よ
り
や
や
軽
い
ツ
プ
が

出
た
｡
シ
イ
ナ
と
軽
い
ご
み
は
前
面
の
大
き
な
口
か
ら
外
に
は
き
出
さ
れ
た
.

ツ
プ
は
天
気
の
よ
い
日
に
磨
全

体
に
ひ
ろ
げ
た
ワ
ラ
の
う
え
に
敷
い
た
延
の
う
え
で
乾
燥
さ
せ
た
.
延

1
枚
に
平
均
五
～
六
升
の
ツ
プ
を
置
き
'

エ
プ
リ
で
も

っ
て
ひ
ろ
げ
天
日
に
あ
て
た
｡
ポ
サ
ラ
は
､
カ
ナ
ゴ
シ
に
掛
け
た
際
へ
穂

の
部
分
が
切
れ
落
ち
た

も
の
を
さ
し
､
｢
ポ
サ
ラ
は
風
の
あ
る
日
に
タ
テ
ル
｣
と
い
っ
て
､
木
製
の
セ
イ
ソ
チ
や
ク
ル
リ
ボ
ウ
で
た
た

き
ば
ら
し
た
の
ち
､
ト
ウ
ン
に
通
し
て
振
る
い
分
け
､
ツ
プ
と
し
て
乾
燥
さ
せ
た
｡

ソ
イ
ナ
は
十
分
な
実
を
付

け
な
か
っ
た
も
の
を
さ
し
､
家
畜
の
飼
料
な
ど
に
ま
わ
さ
れ
た
｡

ッ
プ
の
乾
燥
に
要
す
る
日
数
は
､
糎
は
ニ
ー
三
日
'
柘
米
は
E
]
～
五
日
と
さ
れ
､
そ
の
∩枇
終
判
断
は
､
男
の

手
の
平
に
ツ
ブ
を
の
せ
､
片
方
の
手
の
平
で

も
っ
て
押
し
っ
ぷ
す

よ
う
に
回
し
て
籾
殻
が
取
れ
る
と
十
分
に
乾

燥
し
た
と
さ
れ
た
｡

さ
て
､
こ
こ
で
こ
の
よ
う
に
稲
の
租
を
し
ご
い
て
き
た
カ
ナ
ゴ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
脱
穀
具
の
移
り
変
り
を

整
理
し
て
お
こ
う
.
カ
ナ
ゴ
シ
は
も

っ
ぱ
ら
昭
和
十
二
～
十
三
年
ご
ろ
ま
で
使
用
さ
れ
､
そ
の
後
は
種
籾
の
籾

を
し
ご
-
際
に
専
用
と
し
て
使
わ
れ
た
す
｡
そ
れ
は
芽

の
部
分
が
､
他
の
用
具
に
か
け
る
よ
り
'
は
る
か
に
欠

損
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

大
正
末
期
か
ら
昭
和
十
七
年
ご
ろ
に
か
け
て
は
'
ア
シ
プ
-
と
弥
さ
れ
た
-
ノ
ル
式
の
足
踏
脱
穀
機
が
普
及
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カ
ナ
ゴ
シ
の
使
用
方
法

(三
村
裕
次
郎
家
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す
る
｡
ま
た
吉
田
式
な
ど
石
油
を
燃
料
と
す
る
発
動
機
の
脱
穀
機
が
み
ら
れ
､
こ
れ
は
昭
和
十
二
年
ご
ろ
か
ら

誹
中
の
共
有
財
産
と
し
て
購
入
し
､
五
～
六
年
間
は
使
用
し
た
と
い
う
.
太
平
洋
械
争
後
は
､
各
戸
で
小
型
モ
ー

タ
ー
の
脱
穀
横
を
購
入
し
使
用
し
は

じ
め
た
｡
現
在
は
､
当
地
農
協
所
有
の
機
器
が
貸
出
さ
れ
て
お
り
'
各
戸

で
有
効
に
利
用
す
る
時
代
と
な
っ
て
い
る
｡

乾
燥
機
に
関
し
て
は
'
太
平
洋
戦
争
後
'
煉
炭
を
燃
料
と
す
る
も
の
が
入
り
､

一
日
五

～
十
俵
が
乾
燥
で
き

た
と
い
う
｡
現
在
は
軽
油
を
燃
料
と
す
る
乾
燥
損
な
と
が
み
か
け
ら
れ
る
｡

カ
ル
ウ
ス

南
山
田
や
牛
久
保
な
ど
に
カ
ル
ウ
ス

(暦
日
)
を
作
る
カ
ル
ウ
ス
屋
が
あ
っ
た
O
そ
の
た
め
か
'
明
治
期
に

お
け
る
普
及
率
は
非
常
に
高
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
稲
干
し
が
終
る
こ
ろ
に
な
る
と
､
母
屋
の
ダ
イ
ド
コ

ロ
や
モ
ノ
オ
キ
な
ど
に
蓮
を
敷
き
､
カ
ル
ウ
ス
を
据
え
､
夜
な

へ
な
ど
'
い
つ
で
も
時
間
が
出
来
た
と
き
に
挽

け
る
よ
う
に
し
て
あ

っ
た
｡
挽
く
際
に
は
､

一
回
五
～
六
升
を
単
位
と
し
て
い
た
｡
そ
れ
は

1
回
目
で
六
～
七

割
の
籾
殻
し
か
と
れ
な
か
っ
た
た
め
で
､
何
回
か
'

同
じ
籾
を
入
れ
て
い
っ
た
.

カ
ル
ウ
ス
は
以
下
の
よ
う
な
方
法
で
作
ら
れ
た
｡
高
さ
約
五
十
セ
ン
チ
'
直
径
約
五
十
セ
ン
チ
の
ヒ
ト
ダ
ル

(四
斗
樽
)
の
胴
部
を
ま
ず
横
に
二
分
切
り
に
す
る
｡
下
半
部
の
内
側
底
の
中
心
点
に
軸
棒

(鉄
棒
の
場
合
も

あ
る
)
を
固
定
し
､

つ
い
で
樽
板
の
切
り
口
の
断
面
に
約
六
セ
ン
チ
の
間
隔
を
も

っ
て
穴
を
穿
ち
､
そ
の
穴
に

幅
約

一
･
五
セ
ン
チ
､
長
さ
約
十
セ
ン
チ
の
割
り
竹
を
打
ち
込
み
'
そ
の
突
出
部
に
､
幅
約
〇

･
二
セ
ン
チ
の

二
ガ
り

竹
の
ヒ
ゴ
を
交
互
に
絡
ま
せ
な
が
ら
編
み
上
げ
る
｡
こ
の
内
刷
に
苦
汁

を
加
え
て
こ
ね
た
赤

土
を
詰
込
み
'
そ

の
表
面
に
長
短
の
樫
の
薄
板

(肉
厚
〇

二
二
セ
ン
チ
)
を
歯
と
な
る
よ
う
に
約
〇

･
七
セ
ン
チ
は
と
の
間
隔
を

も

っ
て
放
射
線
状
に
埋
込
む
｡
他
方

'
上
半
部
は
､
ま
ず
反
転
さ
せ
て
､
下
半

部
同
様
に
､
そ
の
断
面
に
割
り

竹
を
刺
し
込
み
､
ヒ
ゴ
で
編
み
上
げ
る
｡

つ
い
で
中
心
線
上
の
側
の
両
端
に
幅
八
セ
ン
チ
､
高
さ
三
セ
ン
チ
の

長
方
形
の
穴
を
あ
け
る
｡
こ
の
穴
に
密
着
す
る
長
さ
約
七
十
セ
ン
チ
の
横
木
を
挿
入
す
る
.
こ
れ
は
､
上
臼
を

回
転
さ
せ
る
際
に
使
用
す
る
横
木
と
な
る
｡
横
木
の
中
心
点
に
は
下
目
の
鮒
を
受
け
る
穴
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
｡
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つ
い
で
､
こ
の
穴
を
中
心
点
と
し
て
､

1
升

マ
ス
よ
り
や
や
大
き
め
の
立
方
体
の
空
間
を
妓
す
よ
う
に
し
な
が

ら
'
そ
の
周
囲
に
苦
汁
を
含
む
赤
土
を
詰
r<)
む
.
下
目
と
接
す
る
面
に
は
'
下
臼
の
歯
と
逆
方
向
と
な
る
よ
う

に
樫
の
薄
板
を
放
射
線
状
に
埋
め
込
ん
で
い
-
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
作

っ
た
上
下
の
臼
を
組
み
合
わ
せ
て
カ
ル
ウ
ス
は
完
成
す
る
｡
上
目
の
E
]角
な
穴
に
籾
を

入
れ
､
境
木
を
回
転
さ
せ
る
と
'
モ
-
ス
-
と
な
り
'
玄
米
と
籾
殻
に
分
か
れ
る
.J
と
と
な
る
｡
な
お
へ
上
下

臼
の
磨
り
ロ
部
の
外
側
を
竹
で
編
ん
だ
の
は
､
内
側
に
詰
め
た
土
の
剥
離
を
防
く
た
め
と
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､

昭
和
十
四
年
ご
ろ
に
は
､
樫
の
版
の
幽
に
か
わ
り
硬
質
の
ゴ
ム
を
､
土
に
か
わ
り
柔
ら
か
い
ゴ
ム
を
用
い
た
改

良
カ
ル
ウ
ス
が
出
た
｡
こ
れ
は
米
に
儲
か
つ
か
な
い
と
い
う
利
点
が
あ

っ
た
｡

マ
ン
ゴ
ク

モ
-
ス
リ
が
す
む
と
､
な
る
へ
く
早
く
玄
米
を

マ
ン
ゴ
ク
に
か
け
て
ツ
プ
の
大
小
の
選
別
仕
事
を
し
た
｡
そ

の
際
に
コ
ゴ
メ
が
出
た
｡

玄
米
は
四
斗
用
の
俵
に
詰
め
て
き
た
が
､
太
平
洋
戦
争
時
に
は
､
ド
ゥ
コ
と
称
さ
れ
た
ブ
-
キ
製
の
円
筒
の

肝
斑
器
が
普
及
し
'
こ
れ
を
保
管
器
と
し
て
き
た
｡
そ
れ
に
は
三
倭
へ
五
俵
'
十
使
用
の
椛
類
が
あ
っ
た
.
倭

に
か
わ
り
､
ナ
ン
キ
ン
袋
が
普
及
し
た
の
は
昭
和
四
十
年
代
で
あ
る
｡
今
日
で
は
紙
袋
を
用
い
て
い
る
｡

コ
ゴ

メ
は
ク
ズ
マ
イ
､
ワ
ラ
ゴ
メ
'
ク
ダ
ケ
､
ア
オ
ゴ
メ
な
ど
と
も
称
さ
れ
､
主
に
精
米
屋
に
頼
ん
だ
り
'
自
家
の

イ
ソ
ウ
ス
に
か
け
て
椿
粉
と
L
t
ダ
ン
ゴ
の
材
料
と
し
た
O

ジ
ガ
ラ
と
水
草

精
米
に
あ
た
っ
て
は
'
木
臼
や
ソ
ガ
ラ

(
7
-
ウ
ス
)
を
使

っ
て
の
自
家
精
米
と
'
水
車
小
屋
あ
る
い
は
精

米
所

へ
の
依
頼
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
き
た
o

今
日
に
の
こ
る
精
米
用
の
臼
を
､
餅
臼
に
対
比
す
る
と
､
そ
れ
は

一
ま
わ
り
大
き
-
'
口
綾
部
は
内
側
に
湾

曲
L
t
し
か
も
底
部
に
凹
地
を
も
つ
特
徴
を
示
す
.
口
縁
の
湾
曲
は
､
抱
き
お
ろ
し
た
杵
の
い
き
お
い
で
玄
米

が
外
に
飛
出
す
の
を
ふ
せ
ぐ
た
め
の
工
夫
で
あ
り
'
底
部
の
凹
地
は
糠
が
雄
ま
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
｡
杵

マ
ン
ゴ
ク

(角
E3
鉄
五
郎
家
･折
本
･
5
)

ジ
ガ
ラ
の
rf
(｢昭
和
八
年
l月
新
調
｣
と
あ
る
)
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･G
餅
抱
き
用
の
チ
ョ
ロ
ケ
ン

(横
杵
)
に
比
し
て
大
き
-
t
か
つ
重
量
の
あ
る
桟
杵
が
用
い
ら
れ
た
O

シ
カ
ラ
は
､
昭
和
三
十
年
こ
ろ
ま
で
､
庭
の

1
角
や
納
屋
の
内
部
に
石
臼
を
埋
込
ん
で
作
ら
れ
て
い
た
が
､

今
日
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な

い
用
具
の

一
つ
と
な

っ
た
｡

ソ
カ
ラ
で
の
精
米
は
'
単
純
な
仕
事
で
あ
り
､
臼

と
杵
で
の
精
米
よ
り
は
楽
な
仕
事
内
容
で
あ

っ
た
｡
し
か
し

一
日
に

一
俵

(四
｣
)

つ
け
ば

一
人
前
と
い
わ
れ

る
は
と
､
足
腰
の
つ
か
れ
る
仕
事
で
も
あ

っ
た
｡
ま
た
ニ
ソ
/
'
イ
ワ
シ
､
大
豆
な
ど
の
搾
め
樺
を
肥
料
と
し

て
使
う
際
に
も
'
こ
の
ノ
カ
ラ
に
か
け
て
砕
き
'
粉
状
に
し
て
使
用
し
た
｡

こ
の
よ
う
に
臼
に
し
ろ
ン
カ
ラ
に
し
ろ
､
そ
の
使
用
の
際
に
は
'

ハ
ヤ
ゾ
キ
の
粉
と
称
さ
れ
た
砂
状
の
粉
を

加
え
な
が
ら
で
あ

っ
た
o
そ
れ
は
'
玄
米
の
潤
滑
剤
と
な
り
へ
よ
く
擦
れ
､
抱
き
や
す
く
な
っ
た
｡

水
車
小
屋
は
､
荏
田
宿
の
す
こ
し
東
の
方
に
あ
た
る
早
淵
川
の
脇
や
､
池
辺
な
と
に
あ
っ
た
｡
米
､
麦
､
粟

な
と
の
穀
頬
を
精
白
し
､
そ
の
使
用
料
金
は
糠
と
現
金
で
支
払
わ
れ
て
い
た
｡
水
車
屋
は
'
代
金
と
し
て
と

っ

た
糠
を
牛
馬
の
飼
料
と
し
て
販
売
し
て
い
た
o

精
米
所
は
､
勝
田
橋
の
近
-
に
所
在
し
､
農
協
が
そ
の
運
営
に
あ
た

っ
て
い
た
O
ま
た
近
在
で
は
小
机
城
跡

の
残
る
小
机
に
､
四
～
五
軒
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
折
本
で
は
､
大
正
末
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
五
年

は
と
の
問
､
鎮
守
の

淡
島
神
社
の
前
方
に
､
モ
ー
タ
ー
式
の
精
米
機
を
共
同
で
設
備
し
使
用
し
た
｡
そ
の
使
用

料
金
は
､
米
の
場
合
は

一
俵
二
十
銭
'
麦
の
場
合
は

一
俵
五
十
銭
は
と
を
払

っ
た
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
｡
な
お

麦
の
場
合
は
脱
穀
の
あ
と
'
マ
ル
ム
羊
を
ツ
プ
ン
ム
半
に
し
た
o
そ
の
た
め
米
の
費
用
よ
り
高
-
な
っ
た
〇

六

ツ
-
ダ

タ

ネ
を
田
に
直
接
播
く
'
ツ
-
ダ
と
称
さ
れ
た
稲
作
り
が
､
牛
久
保
な
と
の
目
陰
の
痩
せ
た
ヤ
ト
ダ
で
､
昭

和
三
十
年
代
の
こ
-
初
め
ま
で
浅
存
し
て
い
た
0

1
椴
に
は
'
耕
地
整
理
に
と
も
な
い
'
昭
和
十
五
年
こ
ろ
を

境
と
し
て
､
こ
の
ツ
-
ダ
の
方
法
は
お
こ
な
わ
れ
な
-
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡

四
月
の
初
旬
､
山
の
清
水
を
竹
樋
に
通
し
て
EE
に
入
れ
'
水
が
田
全
体
に
行
き
わ
た
る
と
水
口
を
と
じ
'
す

ツ
,,lダ
(森
田
喜
与
良
さ
ん
･
眉
EB
･
4
)

ダ
イ
コ
ド
ゥ
な
ど
の
肥
料
草
を
い
け
こ
む
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-
に
そ
の
水
を
田
か
ら
排
水
す
る
0
こ
れ
に
よ
っ
て
田
に
湿
り
気
が
つ
く
O
こ
の
の
ち
､

コ
ギ
-
マ
ン
ノ
ウ
を

使

っ
て
7
ラ
オ
コ
シ
を
し
､
旧
年
の
古
株
と
土
塊
を
細
か
-
砕
き
､
キ
ッ
コ
シ
を
し
た
の
ち
'
二
～
三
日
放
置

す
る
｡
再
度
キ
ソ
コ
シ
を
し
て
ク
ロ
の
裾
を
整
地
し
､
排
水
溝
を
田
の
周
関
に
作

っ
た
の
ち
､

エ
プ
-

(
ヤ
ソ

バ
)
を
使

っ
て
田
の
表
面
を
平
ら
に
す
る
｡
こ
の
平
ら
に
な
っ
た
面
の
う
え
に
外
側
か
ら
中
央
に
む
か

っ
て
'

肥
料
用
の
青
草
を
敷
き
つ
め
'
終
る
と
順
次
､
土
の
な
か
に
そ
れ
を
テ
オ
シ
し
て
埋
め
こ
ん
で
い
く
｡
こ
の
草

は
ダ
イ
コ
ド
ゥ

(苗
代
大
根
)
と
称
さ
れ
る
草
で
'
か
つ
て
は
肥
料
用
と
し
て
畑
で
栽
培
さ
れ
た
｡
ま
た
ダ
イ

コ
ト
ウ
が
な
い
場
合
は
土
手
の
草
を
入
れ
､
下
肥
や
二
ソ
ン
､
イ
ワ
ン
'
大
豆
な
と
の
搾
め
樺
を
も
入
れ
た
〇

四
月
の
下
旬
へ
田
を

エ
プ
リ
で
平
坦
に
な
ら
し
た
の
ち
'
適
当
な
棒
を
も

っ
て
七
～
八
寸
間
隔
の
筋
を
付
け

る
0
ま
た
EE
植
定
規
の
ウ
マ
を
も

っ
て
筋
を
付
け
る
場
合
も
あ

っ
た
o

l
方
､
ケ
ス
ノ
プ
リ
と
い
っ
て
､
下
肥
､
堆
肥
'
灰
を
ツ
,,,オ
ケ
に
入
れ
'
や
わ
ら
か
い
団
子
状
に
握
れ
る

程
度
に
こ
ね
る
o

こ
の
な
か
に
タ
ネ

(キ
ダ
ネ
)
を
加
え
'
さ
ら
に
よ
く
こ
ね
る
O
タ
ネ
の
塁
は
､
反
当
り
五

升
見
当
と
さ
れ
へ
苗
代
に
播
-
量
よ
り
多
い
o
こ
の
ツ
-
オ
ケ
を
脇
に
か
つ
き
'
田
に
入
り
､
タ
ネ
の
入

っ
た

ケ
ス
ソ
プ
リ
を
団
子
状
に
丸
め
な
が
ら
､
田
に
引
い
た
筋
の
う
え
に
等
間
隔
に
ま
い
て
い
っ
た
｡
ま
た
ツ
-
タ

の
盛
ん
で
あ

っ
た
東
山
田
で
は
､
竹
で
漏
斗
状
の
器
を
編
み
'
そ
れ
に
タ
ネ
を
ま
ぜ
た
ゲ
ス
ッ
プ
-
を
入
れ
'

小
さ
な
口
か
ら
押
し
出
し
な
が
ら
､
筋
の
う
え
に
落
し
て
い
-
方
法
も
と

っ
て
い
た
｡

一
日

一
反
の
播
種
が
で

き
た
ら

一
人
前
と
さ
れ
た
｡

三
～
E
]日
日
に
は
､
根
が
出
は
じ
め
る
｡
そ
れ
を
確
認
し
て
か
ら
水
を
張
り
､
そ
の
の
ち
は
成
長
の
具
合
を

み
な

か
ら
水
の
出
し
入
れ
を
繰
返
す
と
と
も
に
､
ス
ス
メ
か
ら
守
る
た
め
に
案
山
子
を
立
て
た
o
新
芽
は
や
わ

ら
か
く
､
ス
ス
メ
に
よ
く
つ
つ
か
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

除
草
は
'
ツ
-
ダ
の
場
合
は
と
-
に
て
い
ね
い
に
お
こ
な
わ
れ
た
〇
三
十
日
目
こ
ろ
に
ラ
チ
カ
キ
と
い
っ
て
'

草
取
り
と
同
時
に
苗
の
間
引
を
し
'
株
を
ま
と
め
た
｡
二
回
日
は
ナ
カ
ド
-
と
い
い
七
月
中
旬
に
お
こ
な
い
､

さ
ら
に
七
月
下
旬
に
三
回
DIlの
草
取
り
を
し
た
｡

(森
田
t!?与
良
さ
ん
･
番
田
･
46
)

バ
(エ
プ
リ
)
で
転
地
す
る

ッ
､･,オ
ケ
を
EE
に
か
け
､
ひ
と
つ
ま
み
ず
つ
播
く
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九
月
に
な
る
と
ハ
ナ
カ
ケ
が
み
ら
れ
'
穂
学
期
と
な
る
｡
収
穫
期
は
十
月
中
旬
過
ぎ
で
あ
る
が
､

一
様
に
コ

ウ
チ
ダ
よ
り
十
日
前
後
遅
れ
る
の
か
普
通
で
あ
っ
た
.
収
穫
高
は
､
コ
ウ
チ
タ
に
比
へ
労
多
く
し
て
収
穫
少
な

し
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡

七

収
穫
量
と
米
の
検
査

米
の
収
穫
量
は
､
大
正
期
に
お
い
て
は
コ
ウ
チ
ダ
で
反
当
り
E
]
～
五
俵
'
ド
プ
ノ
タ
で
四
俵
あ
れ
ば
上
々
と

さ
れ
て
い
た
が
､
昭
和
十
年
代
の
暗
渠
排
水
設
備
の
完
成
に
と
も

な
っ
て
､

1
気
に
七
俵
平
均
の
収
穫
を
得
る

よ
う
に
な
っ
た
.

米
の
検
査
は
'
四
月
の
俵
の
検
査
か
ら
は
じ
ま
り
､
俵
の
編
み
方
､
寸
法
､
サ
ン
ダ
ワ
ラ
の
付
け
方
'
さ
ら

に
は
重
要
な
'
俵
の
目
方
の
検
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
俵
の
目
方
は

1
貫
目

(約
三

･
七
五
キ
ロ
ク
ラ
ム
)
と

さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
俵
の
検
査
に
合
格
し
な
か
っ
た
俵
に
よ
い
米
を
入
れ
て
も
､
米
の
検
査
に
は
合
格
し
な
か
っ

た
｡検

査
の
方
法
は
､
総
重
E3
は
十
七
日
五
百
匁
と
さ
れ
'
こ
れ
を
通
過
す
る
と
､
検
査
官
が
サ
ソ

(刺
)
を
米

腿
に
差
し
込
ん
で
米
を
取
り
出
し
､
そ
の
で
き
具
合
を
見
て
'
等
級
を
決
め
た
O
ま
た
サ
ン
に
籾
が

1
校
で
も

入
っ
て
い
る
と
'
最
初
か
ら
全
て
作
り
直
さ
せ
た
と
い
う
｡
等
級
は
､

l
～
四
等
級
と
等
外
が
あ
り
'
太
平
洋

戦
争
後
は
'

一
等
の
米
を
出
す
と
､
報
奨
金
が
出
た
と
い
う
｡
こ
の
界
隈

で
は
ま
れ
に
二
等
が
出
た
が
'

一
般

に
は
三
等
級
で
あ
っ
た
｡

合
格
し
､
等
級
が
決
定
す
る
と
､
俵
に
等
級
の
数
字
が
押
捺
さ
れ
た
.
さ
ら
に

1
等
に
は
E
]印
､
二
等
に

は
Ei)印
､
三
等
に
は
あ
印
の
紫
色
の
判
が
抑
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
｡
ま
た
生
産
者
名
と
等
級
を
引
き
入
れ
た

絵
符
が
サ
ン
ダ
ワ
ラ
に
付
け
ら
れ
た
り
へ
等
級
の
数
と
同
数
の
赤
い
細
い
紙
が
付
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
O

二
等
の
米
は
'
昭
和
七
～
八
年
で
石
当
り
七
～
八
円
'
十

一
年
ご
ろ
で
十
四
～
十
五
円
で
あ
っ
た
｡
等
外
の

米
は
自
家
用
と
L
t
等
外

よ
り
下
の
コ
コ
メ
は
粉
に
し
て
障
子
の
材
料
と
し
た
｡
こ
れ
よ
り
悪
い
米
は
二
ワ
ト

l
斗
排
と

1
升
桝
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リ
な
ど
家
畜
の
飼
料
と
し
た
｡
な
お
小
作
米
は
'
反
収
穫
良
の
半
分
と
さ
れ
て
い
た
.

検
査
官
は
､
試
験
に
合
格
し
た
地
元
の
人
び
と
で
'
大
棚
の
吉
野
家

(屋
号

ソ
ン
ヤ
)
や
勝
田
の
鈴
木
家

(同
ゴ
ウ
ザ
エ
モ
ン
)
な
ど
の
先
代
が
'
こ
の
役
目
を
負

っ
て
い
た
｡
当
初
は
野
良
仕
事
の
合
間
に
穀
物
検
査

を
し
て
い
た
が
､
農
林
省
の
金
程
事
務
所
に
務
め
る
よ
う
に
な
り
'
検
査
を
専
門
に
す
る
よ
う
に
な

っ
た
｡

第
二
節

は

た

け

1

ハ
ラ
と
境
木

ハ
ラ

こ
の
地
域
は
､
連
綿
と
続
く
多
摩
丘
陵
の
東
側
終
端
部
に
あ
た
り
､
海
抜
四
十
メ
ー
ト
ル
内
外
の
丘
陵
に
'

谷
戸
が
鋸
歯
状
に
入
り
込
ん
だ
地
形
隻

不
し
て
い
る
O

畑
は
'
か
つ
て
の
水
田
中
心
の
時
代
に
お
い
て
は
ヤ
ト
ダ
と
雑
木
林
の
間
の
斜
面
や
'
丘
陵
上
に
占
め
ら
れ

て
い
た
｡
こ
の
前
者
の
畑
は
'
ネ
パ
タ
ケ
'
ネ
ハ
タ
と
い
い
､
土
の
目
云
Uを
サ
ト
ジ
と
称
し
､
い
ず
こ
も

1
様

に
地
下
水
の
浅
い
場
所
で
､
土
は
粘
土
質
に
近
い
重
い
土
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
対
し
､
後
者
の
畑
は
'

ハ
ラ
ッ

パ
ダ
ケ
と
か
ハ
ラ
と
か
ダ
イ
と
い
い
､
土
の
具
合
を
ハ
ラ
ジ
と
呼
び
'
水
気
は
少
な
-
'
火
山
土
で
軽
い
土
で

あ

っ
た
｡
両
者
に
お
け
る
作
付
の
種
類
は
､
大
差
は
な
い
が
､
イ
モ
頬
は
ハ
ラ
ッ
パ
ダ
ケ
で
作

っ
た
方
が
甘
み

が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
丘
陵
上
の
畑
は
'
雑
木
を
伐
採
L
t
ト
ウ
グ
ワ
を
使

っ
て
根
切
り
し
て
い
く
ア
ラ
ク

(開
墾
)
に
よ
っ

て
得
た
桝
地
で
､

I
～
二
年
間
は
イ
モ
頬
中
心
の
栽
培
地
で
あ
っ
た
｡
こ
の
ア
ラ
ク
に
よ
っ
て
得
た
畑
も
､
時

間
が
た
つ
と
'
表
面

の
土
の
暦
に
は
肥
料
が
入
り
過
ぎ
た
り
'
菌
が
繁
殖
し
過
ぎ
､
作
物
の
で
き
に
よ
い
結
果

を
も
た
ら
さ
な
く
な
る
｡
そ
の
た
め
土
の
地
力
を
回
復
す
る
た
め
に
､
ヒ
キ
オ
コ
シ
ま
た
は
ヒ
キ
ヌ
キ
と
称
す

る
天
地
返
し
を
お
こ
な

っ
た
｡
そ
れ
は
ニ
ホ
ン
グ
ワ
や
エ
ン
ビ
で
も

っ
て
､
筋
状
に
E
]尺
か
ら
六
尺
の
深
さ
の
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満
を
掘
り
へ
上
下
の
土
を
入
れ
替
え
て
い
-
方
法
で
あ

っ
た
o
こ
れ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
､
そ
れ
は
大
変
な

力
仕
事
で
あ
っ
た
た
め
へ
十
年
に

l
度
の
割
で
や
れ
ば
最
高
と
さ
れ
て
は
い
た
が
､
よ
ほ
と
悪
い
状
態
に
お
ち

い
ら
な
い
か
き
り
'
お
こ
な
わ
な
か

っ
た
と
い
う
0
埋
蔵
文
化
財
の
発
振
現
場
で
､
ま
ま
こ
の
ヒ
キ
オ
コ
ン
に

よ
っ
て
生
じ
た
筋
状
の
跡
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
こ
う
｡

こ
の
よ
う
に
畑
は
ア
ラ
ク
に
よ
っ
て
生
じ
､
ヒ
キ
オ
コ
ン
に
よ
っ
て
再
生
さ
れ
る
と
い
う
管
理
の
も
と
で
､

畑
作
物
を
栽
培
し
て
き
た
｡
そ
こ
で
の
作
物
は
'
大
正
十
年
頃
を
境
に
'
そ
れ
以
前
は
麦
や
桑
を
中
心
に
､
茸

や
イ
モ
頬
な
と
の
出
荷
物
に
力
が
入
れ
ら
れ
､
そ
の
他
の
野
菜
は
自
給
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
が
､
以
後
は
桑

畑
が
後
退
し
､
読
菜
中
心
の
畑
へ
移
行
し
て
い
っ
た
｡
そ
れ
は
今
ま
で
以
上
に
､
東
京
､
川
崎
､
横
浜
の
人
口

増
が
み
ら
れ
'
野
菜
の
需
要
益
が
増
加
し
､
供
給
地
と
し
て
の
位
置
を
築
い
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
0

現
在
は
'
わ
ず
か
な
自
給
用
の
水
田
を
鼓
し
､
田
巻
も
疏
菜
や
植
木
の
細
と
し
た
良
業
経
営
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
｡
参
考
と
し
て
儀
浜
北
農
業
協
同
組
合
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
怨
産
物
展
覧
会
等
査
記
録
表
か
ら
'
二

年
分
を
示
し
て
お
こ
う
O
品
目
か
ら
当
地
の
農
産
物
の
移
り
変
わ
り
が
知
ら
れ
よ
う
｡

境
木

境
木
は
山
や
畑
な
と
､
所
有
地
境
の
線
上
に
等
間
隔
に
植
え
ら
れ
た
目
標
の
木
の
こ
と
で
､
ウ
ツ
ギ
や
ニ
ワ

ト
コ
や
ウ
シ
コ
ロ
シ
が
植
え
ら
れ
て
き
た
.
ウ
ツ
半
は

l
名
ウ
ノ
ハ
ナ
と
い
わ
れ
､
初
夏
に
紙
状
の
白
い
花
を

咲
か
せ
る
落
葉
潅
木
で
あ
る
O
ま
た
ウ
ソ
コ
ロ
シ
は
'
四
～
五
月
こ
ろ
に
白
い
花
を
咲
か
せ
る
バ
ラ
科
の
落
柴

小
喬
木
で
'
別
称
ウ
シ
ノ
ハ
ナ
半
と
も
い
わ
れ
'
牛
の
題

木
や
鎌
の

柄
の
材
料
と
も
さ
れ
た
木
で
あ
る
｡

そ
れ
ら
を
植
え
る
際
は
､
隣
接
す
る
土
地
の
所
有
者
と
立
会
人
を
地
境
の
植
栽
予
定
地
に
招
き
､
そ
こ
で
相

互
の
確
認
の
も
と
で
穴
を
掘
り
､
そ
の
底
に
炭
を
入
れ
'
そ
の
う
え
に
苗
を
植
え
て
い
っ
た
｡

こ
う
す
る
と
'
木
が
抜
け
る
な
ど
し
て
も
､
地
下
の
炭
が
境
を
示
し
て
-
れ
､
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
'
よ

け
い
な
厄
介
を
未
然
に
防
げ
た
と
さ
れ
て
い
る
.
こ
の
境
木
の
風
男
は
な
か
な
か
よ
い
も
の
で
'
開
発
地
域
外

の
高
台
の
畑
な
と
に
､
ま
だ
見
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

塊
木
と
セ
メ
ン
ト
の
境
界
杭

(東
方
･
60
)
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上
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第10回 農産物展覧会支所別出品明細表

漂 港北 都田新田 中川 山内 中里 新治 計 漂 港北 都田新田 中川 山内 中里 新治 汁

米 1 1 】 1 4鶏 卵 22 21 10 53

大 麦 ′l､ 喜十 22 21 lO 53

′ヽ 麦 か き 36 5 16 8 2 17 84

大 豆 I 3 2 2 2 10く り

′､ 豆 1 1 2 4 8ゆ ず 1 1 1 3

落 花 生 1 2 I 4み か ん

黒 豆 1 1い ち ぢ く 1 1

こ p ま 甘 夏 i 1

小 計 37 5 17 9 2 18 1 89

小 計 4 2 4 7 8 2 27か ん し よ 7 2 4 4 Lt 5 25

か ん ら ん 110 47 28 3 3 21212ばれいしよ 35 20 40 7 5 12 6 125

結 球 白 菜 13 21 8 2 5 10 59里 い も 24 5 】2 8 3 13 21 86

山 東 白 菜 3 6 3 1 13八 ツ 頭 1 1 5 I 8

*リ797- 24 5 49 I 6 85長 い も 1 1 2

ブロッコリー 3 4 2 1 lO 2 2

ほうれん草 53 97 44 ー9 】3 4 23253

こ ま つ 菓 22 17 31 5 6 8】小 計 69 27 52 21 12 33 34248

レ タ ス 切 花 1 1 2

サ ラ ダ 菜 鉢 物 10 12 13 1 7 43

ね ぎ 7 2 9枝 物 2 2 4

セ ル リ ー 5 5球 根
パ セ リ - 首 物 1 1 2

しゆんぎく 7 10 10 2 29

に り 2 2小 計 ll 13 16 I 8 2 5】

わ け ぎ 6 10 6 1 2 4 14 43

は く ら ん 1 1保 存 食 9 5 9 2 1 9 4 39

た か Tj: 1 1放 物 81 59 32 33 60 58 55378

7 ll ー7 8 8 12 10 73

248208 166 33 24 】2 69760か し 類

だ い こ ん 3 5 1 3 6 ー 7 26 罪

に ん じ ん 6 1 3 3 1 1 2 17 2 1 1 2 1 I 8

こ′ は う 2 2 i 4 9乾物,その他 1 3 4

し ょ う が 】 1

こ か ぶ 1 1 6 9 6 1 24′､ 計 106 86 65 46 71 84 87545

れ ん こ ん 生 しいたけ 3 5 4 2 1 .( 18

た ま ね ぎ 2 1 1 4乾 しいたけ

ほ だ 木 1 1

し め じ

小 計 14 7 13 16 13 3 15 81コンニ ャク

ト フ 卜 1 2 3

キ ウ リ 3 】 4′､ 計 3 6 4 2 1 3 】9

ハヤ 卜ウ リ 1 2 I 4

農 産 物 計 387288297 103 53 83 1281339

破浜北鉄泉協同組合
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昭和55年11月

品 目 内 訳 品 目 出品点数 内 訳
俊等 1等 2等 3等 優等 1等 2等 3等

栄 4 I 1 鶏 卵 53 16 1 4 3 8

大 麦

小 麦 小 計 53 16 1 4 3 8

か き 84 26 i 3 5 17

大 豆 10 3 1 1 1 く り

′ト 豆 8 3 i 2ゆ ず 3

落 花 生 4 1 1み か ん

ビ ー ル 麦 い ち ぢ く 1 1 1

黒 豆 】 甘 夏 1

ご ま

小 計 89 27 1 3 5 18

小 計 27 8 1 3 4か ん し よ 25 4 1 3

か ん らん 212 66 3 7 13 43ばれいしよ 125 37 1 i 10 25

結 球 白 菜 59 18 】 2 3 12塁 い も 86 29 1 1 2 25

山 東 白 菜 13 4 1 3八 ツ 頭 8 2 1 1

かノフラワー 85 26 2 3 5 16長 い も 2 1 1

プロツコリ- 10 3 I 2 2 1 1

ほうれん草 253 75 4 7 15 49

こ ま つ 粟 8ユ 25 1 2 5 17′＼ 計 248 74 2 2 14 56

レ タ ス 切 花 2 1 1

サ ラ ダ 菜 鉢 物 43 14 1 2 3 8

ね ぎ 9 3 1 2枝 物 4 ー 1

セ ル リ ー 5 2 冒球 根

パ セ リ - 苗 物 2 1 1

しゆんぎく 29 10 1 2 3 4

に b 2 小 計 51 17 1 2 4 10

わ け ぎ 調 味 料 43 1】 1 I 3 6

は く ら ん 1 保 存 食 39 9 1 3 5

た か な 1 -lTL 物 378 1】9 3 14 24 78

73 21 1 1 tl 13

小 計 760 232 12 23 47 150か し 瓶

だ い こ ん 26 7 1 2 4 罪

に ん じん 17 6 2 4果 汁 類 8

ご ぼ う 9 3 1 2乾物,その他 L:

し ょ うが 1

こ か ぶ 24 8 1 I 2 4′､ 計 545 ユ60 5 ユ7 36 102

れ ん こ ん 生 しいたけ 18 4 1 1 2

た ま ね ぎ 4 1 1乾 しいたけ

は だ 木 1 1 1

し め じ

小 計 81 25 1 2 7 15コ ンニ ャク

ト マ ト 3 2 2

キ ウ リ 4 1 1′､ 計 19 5 i 1 3

ハ ヤ トウ リ 4 1 1

桟浜北農業協同組合
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第16回 ■産物展覧会支所別明細表
昭和61年11月14日

品 目 支 所 名 汁 品 E] 支 所 名 汁
港北 都田新田 中Jl山内 中里 新治 港北 都田 新田 中日 山内 中里 新治

栄 こ か ぶ 4 6 4 2 16

大 麦 に ん じ ん 3 2 6 tl

小 麦 ご ぼ う 2 I 6 9

大 豆 1 1 1 2 2 7大 根 ll 15 2 3 2 14 47

′､ 豆 1 1 4 1 2 2 llれ ん こ ん

落 花 生 5 5し ょ う が 1 1 ) 3

黒 豆 I 1

うずらいんけん豆 I 1

さ さ げ 1 1 (′ト 計) 19 17 5 10 6 I 28 86

7 3 6 1 5 4 26ト マ ト 3 3

か ん し よ lO I 3 2 10 26キ ュ ウ リ 2 2

ばれい しよ 29 7 33 2 8 88ハヤ トウリ 18 2 4 2 5 4 35

里 い も 30 4 8 4 10 15 71ヘ チ マ 1 ー

八 ツ 頭 4 ] 1 3 9 19 4 4 3 2 5 4 Lll

八ツ頑 (千) 3 1 1 5 柿 47 1 24 3 2 9 1 87

長 い も 1 2 3 乗 2 2

ゆ ず 5 2 1 8

干 し 柿 1 )

76 I Ll2 1 15 37202キ ウ イ 6 10 I I 2Ⅰ

こ ま つ 柔 7 川 16 I 4 ) 9 52い ち ぢ く 7 7

ほうれん草 72 97 26 2 9 5 25236 68 6 35 4 2 )0 1126

しゆんぎ く 5 4 8 】 5 23鉢 物 1 7 2 lO

山 東 菜 1 2 1 4切 花 3 3

結 球 白 菜 4 2 4 18枝 物 1 1

か ん ら ん 日5 4 17 4 I 18198地 娠 物 4 4 I 2 ll

カリフラワー 5 45 3 62苗 物 1 1

ブロッコリー 13 15 4 1 I 1 35球 根

ね ぎ 3 1 2 3 9力ンノンチク 2 2

た ま ね ぎ 1 2 3 (′ト 計) 6 2 ll 6 1 2 28

レ タ ス 鶏 卵 2 20 ZZ 5 4 53

サ ラ ダ 菜 1 1 (小 計) 2 20 22 5 4 53

サニーレタス 生 しいたけ I 1

ワ ケ ギ 乾燥しいたけ

セ ル リ ー ほ だ 木

パ セ リ し め じ

二 7 (小 計) 1 1

バ クチ ヨイ 2 2農 産 物 計 430255245 39 45 5】】46l2tl

クツツアイ 調 味 1 6 8 1 2 1 12 31

チンケツサイ 1 2 1 1 5保 存 食 15 12 16 H 7 15 9 85

功 物 62 35 51 32 67 26 57330

13 13 22 7 5 8 7 75

乾物,その他 4 3 4 001 0 12

(小 計) 95 69101 51 81 51 85 533

加 工 品 計 95 69101 51 81 51 85533

(小 計) 233191119 9 16 10 70648全 き十 525324346 訓)126 1022311744

杭浜北鹿兼協同組合
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昭和61年日月14日

品 E] 出品点数 擬姓点数 内 訳 品 目 出品点数 擬社点数 内 訳
優等 1等 2等 3等 優等 1等 2等 3等

栄 こ か ぶ 16 6 1 1 i 3

大 変 に ん じん ll 3 1 2

小 麦 ご ぼ う 9 3 3

大 豆 7 4 1 1 2大 根 47 l4 1 3 10

小 豆 tl 3 1 2れ ん こ ん

落 花 生 5 2 2 し ょ う が 3 1 1

黒 豆 1

うずらt叫一けん豆 I

さ さ げ I (小 計) 86 27 1 3 4 19

(小 計) 26 9 J 2 6 ト フ ト 3 1 】

か ん し よ 26 8 i 】 1 5キ ュ ウ リ 2 1 1

ばれい しよ 88 26 1 3 5 17ハヤ トウリ 35 9 2 7

里 い も 71 21 1 2 5 13ヘ チ マ 1

八 ツ 頭 9 3 1 2 (小 計) 41 ll 1 2 8

5 ) J 柿 87 23 J 2 4 16

長 い も 3 1 1 棄 2

ゆ ず 8 1 1

干 し 柿 1

(小 計) 202 60 3 6 12 39キ ウ イ 21 12 I ) 3 7

こ ま つ 菓 52 】6 J 2 3 10 い ち ぢ く 7 2 1 】

ほうれん草 236 72 4 7 14 47 (小 計) 126 38 2 4 8 24

しゆんぎく 23 7 1 2 4鉢 物 け 3 3

LLl 中 辛 4 1 1切 花 3 1 i

結 球 白 菜 18 5 1 4枝 物 1 1 1

か ん ら ん 198 59 3 6 12 38地 臓 物 ll 4 1 ー 2

カリフラワー 62 )9 I 2 4 12苗 物 1

ブロッコリー 35 ー0 I 3 6球 版

ね ぎ 9 4 ) I 2カンノンチク 2

た ま ね ぎ 3 I 1 (小 計) 28 9 I 2 6

レ タ ス 鶏 卵 53 15 2 1 2 10

サ ラ ダ 菜 I ー 1 (小 計) 53 15 2 1 2 10

サニーレタス 生 しいたけ I

ワ ケ ギ

セ ル リ ー は だ 木

パ セ リ し め じ

二 フ (小 計) 1

′ヾ クチ ∋イ 2 農 産 物 計 1211

夕ツツアイ 調 味 料 3ユ 36 a 3 7 24

チンゲンサイ 5 1 1 保 存 食 85 26 1 3 5 17

添 物 330 98 5 10 20 63

75

乾物,その他 1/

(小 計) 533 160 8 16 32 104

加 工 品 計 533 160 8 16 32 104

横浜北EZ兼協同組合
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タ
ネ

野
菜
の
タ
ネ
は
へ
近
所
や
親
戚
の
問
で
融
通
し
合

っ
て
き
た
が
年
に
二
回
'
長
野
方
面
か
ら
入

っ
て
き
た
行

商
人
か
ら
買
う
場
合
が
あ

っ
た
O
ジ
ャ
ガ
イ
モ
'
サ
ツ
マ
イ
モ
､
カ
ボ
チ
ャ
頬
の
苗
は
､
東
京
の
新
田
方
面
か

ら
も
売
り
に
き
て
い
た
｡

ま
た
下
肥
買
い
な
ど
の
際
に
､
神
奈
川
や
新
丸
子
の
タ
ネ
屋
で
買

っ
た
｡
出
兼
協
同
組
合
が
で
き
て
か
ら
は

大
半
は
組
合
を
と
お
し
て
買

っ
て
い
る
｡

二

穀
類
と
救
荒
作
物

陸
稲

陸
稲
は
'
オ
カ
ブ
と
祢
さ
れ
'
水
田
の
少
な
い
こ
の
地
域
で
は
､
米
の
丑
を
増
す
意
味
で
､
多
く
栽
培
さ
れ
'

し
か
も
そ
れ
は
主
食
と
さ
れ
て
き
た
O
水
稲
は
主
食
用
よ
り
も
む
し
ろ
売
り
物
と
さ
れ
る
場
合
が
多
か

っ
た
o

陸
稲
の
タ
ネ
モ
-
は
'
水
稲
同
様
に
塩
水
選
に
よ
っ
て
選
別
し
た
の
ち
､
畑
の
畝
に
ヒ
ネ
ッ
テ

(蒔
い
て
)

歩
き
､
そ
の
う
え
に
下
肥
を
か
け
､
土
か
け
を
し
た
｡
そ
の
時
期
は
麦
刈
り
が
終

っ
た
六
月
の
下
旬
ご
ろ
で
あ
っ

た
｡
そ
の
後
の
管
理
は
'
二
回
は
ど
草
取
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
'
七
月
初
旬
の
薪
雨
が
降

っ
た
臼
な
ど
に
､

粉
末
の
ア
ン
モ
ニ
ア
肥
料
を
施
し
た
｡
ア
ン
モ
ニ
ア
は
､
色
を
よ
く
L
t
し
か
も
よ
-
オ
カ
ブ
を
ホ
キ
さ
せ
る

(成
長
さ
せ
る
)
作
用
が
あ

っ
た
が
､
そ
の
墨
が
多
い
と
逆
に
固
く
な
り
す
ぎ
る
と
い
わ
れ
､
過
隣
酸
を
加
え

て
施
し
た
｡

収
穫
は
､
秋
の
彼
岸
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
､
家
に
よ
っ
て
は
十
月
の
秋
ま
つ
り
に
間
に
合
う
よ
う
に
精
白
ま

で
お
こ
な
い
､
こ
の
新
米
で
赤
飯
を
作

っ
た
｡

陸
稲
は
､
そ
の
畑
の
ク
セ
を
取
り
除
い
て
く
れ
る
と
さ
れ
て
き
た
｡
陸
稲
は
､
昭
和
五
十
年
ご
ろ
ま
で
は
栽

培
さ
れ
て
い
た
が
､
今
日
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
-
な

っ
た
作
物
の

一
つ
で
あ
る
｡

麦

オ
カ
ブ

(中
川

･
48
)
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反
当
た
り
大
麦
五

～
六
俵
､
小
麦
四
億
が
平
均
的
な
収
樺
虫
と
さ
れ
'
家
に
よ

っ
て
は
昭
和
十
年
前
ま
で
の

畑
の
八
～
九
割
は
､
麦
畑
で
占
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
｡
麦
価
で
は
大
麦
､
小
麦
､
裸
麦
､
ビ
ー
ル
変
が
作
ら

れ
た
が

､
同
品
種
を
長
期
栽
培
す
る
と
畑
に
ク
セ
が

つ
き
'
し
か
も
減
収
に
な
る
と
い
わ
れ
'
二
～
三
年
ご
と

に
品
種
を
変
え
て
い
っ
た
｡
記
憶
さ
れ
て
い
る
主
な
品
種
は
'
大
麦
は
チ
ク
リ
ン
'
小
麦
は
サ
ン

タ
マ
二
十
九

号
､
オ
チ
ャ
ボ
'
ン
ロ
カ
ワ
､
ノ
ウ
-
ン
'
裸
麦
は
メ
グ

ロ
へ
ビ
ー
ル
麦
は
ゴ
ー
ル
デ
ン
な
と
で
あ

っ
た
｡

麦
作
り
は
'
反
に
対
し
て
平
均
三
升
の
タ
ネ
と
､

ソ
チ
プ
ダ
ル
二
十
～
二
十
三
本
の
肥
料
を
必
要
と
し
た
と

さ
れ
て
い
る
｡

タ
ネ
ま
き
は
'
タ
ネ
オ
ロ
シ
あ
る
い
は
タ
ネ

ッ
-
と
称
さ
れ
'
そ
の
ま
き
万
は
条
価
'
点
肺
と
､
そ
の
両
者

の
利
点
を
と

っ
た
ま
き
方
の
三
種
規
が
知
ら
れ

て
い
る
｡

条
楢
は
'
ジ

ョ
ウ
ハ
マ
キ
と
称
さ
れ
へ
麦
の
根
の
張
り
を
よ
-
す
る
た
め
'
畝
を
作
り
'
そ
こ
に
ゲ
ス
に
過

燐
酸
石
灰
や
ツ
ク
テ
な
と
を
加
え
て
作

っ
た
ネ
リ
ゴ

エ

(
ム
ギ
コ
ヤ
ソ
と
も
い
う
)
を
ま
ん
へ
ん
な
-
施
し
た

の
ち
'
そ
の
上
に
タ
ネ
を

1
様
に
ま
き
､
土
を
か
け
て
い
-
方
法
で
あ
る
｡

点
価
は
'
テ
ン
パ
マ
キ
あ
る
い
は
カ
ブ

マ
キ
と
称
さ
れ
'
ネ
リ
ゴ

工
を

一
握
り
ず

つ
畝
の
上
に
等
間
隔
に
お

き
'
そ
の
上
に
数
粒
の
タ
ネ
を
ま
い
て
い
-
方
法
で
へ
ま
-
際
に
は
､

1
升
ビ
ン
様
の
口
を
も

つ
竹
製
の
容
器

に
タ
ネ
を
入
れ
'
手
で
､
そ
の
口
を
調
整
し
な
が
ら
'
タ
ネ
を
落
し
て
い
っ
た
｡
こ
の
方
法
で
ま
-
と
'
刈
り

取
り
の
際
､
株
単
位
に
刈
る
こ
と
が
で
き
て
楽
と
さ
れ
た
｡

こ
れ
ら
の
ま
き
方
の
利
点
を
と

っ
た
方
法
が
第
三
の
方
法
で
'
ネ
リ
ゴ

エ
を
畝
に
ヒ
シ
ャ
ク
で
勢
い
よ
-
か

け
た
の
ち
'
等
間
隔
に
放
校
の
タ
ネ
を
指
先
で
つ
ま
み
タ
ネ
オ
ロ
シ
し
て
い
-
方
法
で
あ

っ
た
O

さ
て
'
麦
作
り
の
準
備
は
'
十

一
月
九
日
の
亥
の
子
の
ポ
タ
モ
チ
の
日
を
境
と
し
て
開
始
さ
れ
た
｡
サ

ツ
マ

イ
モ
な
ど
の
収
穫
を
終
え
た
畑
に
サ
ク
を
き
り
､
畝
を

つ
く
り
'
点
楢
や
条
楢
な
ど
の
方
法
で
タ
ネ
を
ま

く
｡

十
二
月
の
声
を
聞
く
こ
ろ
に
な
る
と
う
芽
は
二
寸
ほ
ど
に
育

つ
｡
追
肥
の
時
期
で
あ
る
｡
ゲ
ス
'
ク
ズ

ッ
パ
､

ワ
ラ
な
ど
を
混
ぜ
た
ネ
リ
ゴ

工
を
作
り
､

ニ
ナ
イ
オ
ケ
に
入
れ
'
肩
に
掛
け
て
机
に
出
る
o
チ
ョ
ウ
チ
/
グ
ワ

シ
壬
.n
エ
カ
ケ

(斉
藤
久
次
郎
家
･
大
鵬
･
5
)
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あ
る
い
は
チ
ョ
ン
グ
ワ
と
い
っ
た
刃
幅
十
セ
ン
チ
は
ど
の
か
ま
は
こ
型
の
小
鍬
で
'
株
の
脇
に
深
さ
二

～
三
寸

の
穴
を
掘
り
､
そ
こ
に
ネ
リ
ゴ
工
を
手
で
入
れ
､
足
で
土
を
掛
け
て
い
っ
た
｡
こ
の
の
ち
､
ヒ
ナ
タ
サ
ク

と
い
っ

て
'
畝
の
北
側
の
土
を
少
し
高
く
盛
土
し
､
北
風
を
防
く
よ
う
に
し
た
｡
ム
ギ
フ
",は
暇
を
み
て
お
こ
な
い
'

そ
の
際
に
は
麦
の
梓
を
コ
ワ
ク

(撒
く
)
成
長
さ
せ
る
た
め
に
ツ
テ
ィ
レ
を
使

っ
て
ま
ん
へ
ん
な
く
細
か
い
土

を
掛
け
て
い
っ
た
｡

ニ
バ
ン
サ
ク
は

t
月
中
旬
に
'
サ
ン
バ
ン
サ
ク
は
三
月
ご
ろ
で
､
サ
ン
ハ
ン
サ
ク
の
こ
ろ

に
は
'
麦
は
二
尺
ほ
ど
に
成
長
し
て
い
る
｡

刈
り
取
り
は
､
六
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
で
あ
る
が
'
こ
の
時
期
は
､
と
き
と
し
て
大
風
が
吹
-
の
で
'

穂
が
ア
カ
ラ
ム
と
す
ぐ
に
ク
サ
カ
-
ガ
マ
で
刈
り
取

っ
て
い
っ
た
｡
刈
り
終
る
と
小
束
を
大
束
に
L
へ
畑
の
な

か
で
十
日
ほ
ど
カ
ッ
ポ
ソ

(天
日
干
し
)
た
｡
そ
の
の
ち
､
家
に
遊
び
､
庭
で
カ
ナ
ゴ
与
に
か
け
た
り
'
ク
ル

リ
ボ
ウ
で
た
た
き
脱
穀
し
た
｡
ク
ル
-
ポ
ウ
は
ク
ル
イ
ポ
ウ
､
ク
-
ブ
シ
と
も
称
さ
れ
た
用
具
で
､
こ
れ
を
使

っ

て
の
仕
事
を
ポ
ウ
チ
と
い
っ
た
｡
ポ
ウ
チ
は
暑
い
時
期
の
仕
事
と
さ
れ
'
炎
天
下
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
た
｡

そ
の
た
め
ム
ギ
ガ
セ
'
ノ
ゲ
ガ
セ
と
い
っ
て
､
ノ
ゲ
が
汗
の
体
に
付
き
'
か
ゆ
く
な

っ
た
り
､
痛
-
な

っ
た
り

し
た
の
で
'
仕
事
が
終
る
と
す
く
に
湯
に
入
れ
る
よ
う
に
風
呂
が
準
施
さ
れ
て
い
た
O

つ
ぎ
は
穀
粒
を
選
別
す
る
た
め
'
ま
ず
ト
ウ
ン
で
通
し
'
ト
ウ
-
で
あ
お
っ
た
.
こ
れ
に
よ
っ
て
得
た
実
を

再
度
､
天
日
で
干
し
上
げ
俵
に
詰
め
た
が
､
そ
の
干
し
上
が
り
の
判
断
は
､
粒
を
前
歯
で
か
み
､
ゴ
キ
ン
と
い

う
音
が
す
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
き
た
｡
な
お
大
麦
の
場
合
は
'
他
に
比

.(
て
ノ
ゲ
が
長
い
の
で
'
ノ
ゲ
オ
ン
と

い
っ
て
､
晴
天
の
日
に
､
ト
ウ
､ミ
で
あ
お
っ
た
穀
粒
を
よ
-
干
し
上
げ
た
の
ち
'
ヒ
ト
グ
ル
に
入
れ
､
足
で
踏

み
つ
け
て
ノ
ゲ
を
と
り
､
そ
れ
を
フ
ル
イ
に
通
し
た
の
ち
に
俵
に
詰
め
た
｡

大
麦
'
操
麦
は
､
精
白
後
に
エ
マ
ソ
に
し
て
食
べ
た
｡
ま
た
裸
麦
は
味
噌
麹
と
さ
れ
る
似
合
も
多
々
あ
っ
た
｡

小
麦
は
石
臼
に
か
け
て
粉
に
し
た
O
こ
の
仕
事
は
夜
間
や
雨
の
日
の
屋
内
仕
郭
と
さ
れ
'
そ
の
日
に
は
近
在
の

若
い
者
が
手
伝
い
に
集
ま
っ
た
｡
そ
れ
は
こ
の
場
が
男
女
で
か
け
あ
う
臼
挽
唄
の
場
で
あ
り
､
唄
を
通
し
て
の

恋
が
生
れ
る
場
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

ツ
チ
イ
レ
(栗
原
恒
敢
家
･
東
山
田
･
51
)

(

.

.B
ly
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わ
し
と
お
ま
え
と
は
二
枚
の
犀
風

離
れ
ま
い
ず
と
花
が
咲
く

裸
麦
の
梓
は
ツ
ト
買
い
に
売
り
､
小
変
の
梓
は
草
屋
板
葺
き
の
材
と
し
て
売

っ
た
り
､
自
家
の
屋
根
材
の
た

め
に
保
存
し
た
｡

ビ
ー
ル
麦
は
､
ヒ
ー
ル
工
場
と
の
契
約
の
も
と
で
栽
培
さ
れ
'
そ
の
終
り
は
昭
和
十
五

～
十
六
年
ご
ろ
で
あ

っ

た
.
ビ
ー
ル
変
参
考
資
料
と
し
て
以
下
に

｢中
川
村
桝
作
組
合
規
約
｣
を
か
か
げ
る
｡

中
川
村
桝
作
組
合
規
約

第

l
条
本
組
合

ハ
麦
酒
会
社

二
供
給
ス
ヘ
キ

｢
コ
ー
ル
テ
ン
メ
ロ
ン
｣
大
麦
栽
培
者
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
耕

ソ
中

川
村
耕
作
組
合
卜
称
ス

第
二
粂
本
組
合
ノ
E
>妨
所

ハ
中
川
村
;3
会
内

二
選
ク

第
三
条
組
合
員
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
最
寄
世
話
役
ノ
仲
介
ヲ
得
テ
受
持
幹
事
ヲ
経
由
シ
組
合
長

二
届
出

へ

シ
脱
退
者
亦
同

ソ
但
ン
脱
退
者

ハ
脱
退
卜
同
時

二
組
合
ノ
権
利
義
務

ハ
消
滅
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
条
本
組
合

二
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク

組
合
長

一
名

副
組
合
長

一
名

幹
事

一
〇
名

世
話
役

若
干

第
五
条
組
合
長
ハ
組
合
ヲ
代
表
シ
麦
酒
会
社
ト
ノ
栽
培
契
約
及
受
渡
其
他
諸
般
ノ
串
務
ヲ
処
理
ス

副
組
合
長

ハ
組
合
長
ヲ
輔
ケ
又

ハ
代
理
ス

幹
事

ハ
事
務
所

二
会
計
取
扱
事
務
取
扱
ノ
各

1
名
及
村
内
ノ
八
農
区
二
各

1
名
ヲ
置
キ
組
合
長
ノ
命
ヲ

承
テ
其
担
当
事
務
ヲ
掌
ル

世
話
役

ハ
各
=3
区
小
字

二
各

一
名
ヲ
置
き
幹
部
ノ
命
ヲ
承
ケ
組
内
ノ
事
務
ヲ
処
弁
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
六
条
正
副
組
合
長
以
下
各
役
員
ノ
任
期

ハ
三
ヶ
年
ト
ス
但
シ
再
選
ヲ
妨
ケ
ス

第
七
条
正
副
組
合
長

ハ
幹
事
会

二
於
テ
組
合
員
中
ヨ
-
之
ヲ
選
挙
ス

キ
リ
ン
ビ
ー
ル
工
場

(中
区
山
手
･
明
治
中
ご
ろ
)
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幹
事

/
会
計
取
扱

ハ
本
村
収
入
役

二
事
務
取
扱

ハ
本
村
怨
会
主
任

二
組
合
長
之
ヲ
嘱
託

ノ
各
怨
区
ノ
幹

事

ハ
其
世
話
役
会

二
於
テ
組
合
員
中

ヨ
-
選
挙
ス

世
話
役

ハ
各
段
区
組
合
員
之

ヲ
選
挙
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
選
挙

ハ
投
票
又

ハ
協
謙

二
依
り
多
数
ノ
信
望
ア
ル

モ
ノ
ヲ
以
テ
当
選
者
ト
ス

第
八
条
各
役
員

ハ
名
誉
職
ト
ス

但
シ
勤
務

二
必
要
ナ
ル
実
費

ハ
組
合
費

ヨ
リ
支
弁
ス

第
九
条
本
組
合
員

ハ
毎
年
九
月
三
十
日
迄

二
各
自

ノ
作
付
反
別
予
定
収
星
ヲ
届
出

ツ
ル
モ
ノ
ト
ス

世
話
役

ハ
受
持
組
合
員
ノ
届
出
ヲ
徴
ン
幹
事

二
送
付
シ
幹
事

ハ
之

ヲ
淑
継
メ
十
月
五
日
迄

二
組
合
長

二

提
出

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

組
合
員

ニ
シ
テ
種
子
ノ
希
望

ア
ル
ト
キ

ハ
同
時

二
之
ヲ
取
扱

フ
モ
ノ
ト
ス

第
十
灸
組
合
長

ハ
組
合
ノ
作
付
反
別
予
定
収
墓
ヲ
調
査
シ
郎
筑
郡
機
会
及
神
奈
川
I_(;出
会

ノ
協
議
伸
介
ヲ
経

テ
変
酒
会
社
卜
契
約
ノ
任

二
当
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十

1
粂
毎
年
度
麦
酒
会
社
ト
ノ
契
約
要
項

ハ
組
合
長

n
リ
各
幹
事

二
通
シ
幹
郡

ハ
2
1話
役
ヲ
縫
テ
各
組
合

良

二
周
知
遵
守
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
二
条
本
組
合
ノ
経
費

ハ
郡
農
会
補
助
金
及
会
社
交
付

ノ
査
定
費
又

ハ
寄
附
金
組
合
員

ノ
眼
金
等
ヲ
以
テ

支
弁
ス
其
扶
余
ア
ル
ト
キ
ハ
資
金
ヲ
綴
立

ツ
ル
モ
ノ
ト
ス

資
金
ノ
連
用
経
費
ノ
支
出

ハ
幹
事
会
ノ
決
議
二
依
ル

第
十
三
条
本
組
合
員

ハ
毎
年
度
出
荷
俵
数
ノ
上
等

一
俵

二
対
シ
金

銭
並
等

1
俵

二
対

シ
金

銭

ツ
ゝ
娘
出

ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
四
条
本
組
合

ハ
毎
年
九
月
組
合
員
総
会
ヲ
開
キ
其
年
度

ノ
事
業
成
結
及
出
納
決
界

ヲ
報
告

ス
ル
モ
ノ
ト

ス
組
合
ノ
記
録
籍
冊

ハ
編
拐
シ
テ
事
務
所

二
保
存
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

総
会

ニ
ハ
県
;3
全
又

ハ
郡
戯
会
ノ
技
術

員
ヲ
哨
シ
講
話
会

ヲ
催
ス
印
ア
ル
ヘ
ン

ビ
ー
ル
麦

(相
模
原
･
8
)

キ
リ
ン
ビ
ー
ル
を
愛
飲
す
る
京
美
人

(明
治
三
十
<
年
)
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第
十
五
条
本
規
約

ハ
設
立
委
員
ノ
協
議
ヲ
経
テ
之
ヲ
設
定
ス
本
規
約
更
生
ノ
必
要

ア
ル
ト
キ

ハ
幹
部
会
ノ
決

議

ニ
ヨ
リ
之

ヲ
加
除
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

附
則

第
十
六
条
設
立
委
員

ハ
役
員
ノ
成
立
卜
共

二
消
滅
ス

大
正
七
年
十
月
二
日

設
立
委
員

岩
崎
良
追

金
子
定
吉

織
茂
勝
哉

小
泉
角
次
郎

莱
原
七
郎

関

幸
作

長
滞
蕃
代
議

吉
野
包
之
助

皆
川
芋
作

(組
合
加
入
申
込
書

･
栽
培
契
約
申
込
書

様
式
略
)

粟粟
は
ウ
ル
チ
ア
ワ
と
モ
チ
ア
ワ
が
昭
和
二
十
年
代
の
後
半
ご
ろ
ま
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
｡
粟
は
テ
-

(
日
照

り
)
に
強
い
特
質
を
持

っ
て
い
た
た
め
､
家
に
よ

っ
て
は
陸
稲
よ
り
も
好
ん
で
作

っ
た
と
い
う
｡

ウ
ル
チ
ア
ワ
は
､
ア
ワ
メ
シ
と
し
て
米
三
に
対
し
て
七
の
割
合
で
入
れ
て
焚
き
あ
け
た
と
い
う
｡
ま
た
モ
チ

ア
ワ
は
､
ア
ワ
モ
チ
や
ア
ワ
菓
子
に
加
工
し
た
が
'
と
き
に
は
牛
馬
の
飼
料
に
す
る
場
合
も
あ

っ
た
｡

麦
刈
り
の
終

っ
た
畑
で
､
麦
の
株
を
お
こ
し
た
の
ち
'
鍬
で
う
な
い
サ
ク
を
き
る
｡
七
月
初
旬
の
こ
ろ
で
あ

輔
出
用
の
ビ
ー
ル
は

か
つ
て
は
ツ
ト
ッ
コ
で
梱
包
さ
れ
た

(
紙
茂
7
ク
さ
ん
創
作

･
北
山
田

･
SZ
)
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る
｡
他
方
､
灰
屋
か
ら
ツ
ク
テ
'
ゲ
ス
を
と
り
､

ニ
ナ
イ
オ
ケ
の
中
で
よ
く
授
拝
し
､
ネ
-
ゴ

工
を
作
り
､
そ

の
な
か
に
粟
の
タ
ネ
を
加
え
'
さ
ら
に
よ
-
混
ぜ
る
.
こ
の
ニ
ナ
イ
オ
ケ
を
か

つ
ぎ
'
未肘
に
出
て
､
ワ
ン
コ
で

す
く
い
､
畝
に
た
た
き

つ
け
る
よ
う
に
､
等
間
隔
に
ま
き
'
そ
の
う
え
に
足
で
土
を
か
け
て
い
-
｡
こ
の
ま
き

方
を
フ
リ
ツ
ケ
と
い
っ
た
｡

一
か
月
は
ど
た
つ
と
､
丈
は
二
十
セ
ン
チ
ほ
ど
に
成
長
す
る
｡
こ
れ
を
ア
ワ
コ
セ
イ
と
い
っ
て
'
三
寸

マ
ト

カ

(間
隔
)
に
間
引
す
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
は
は
三
分
の

l
の
畠
が
間
引
さ
れ
た
o
そ
の
あ
と
ゲ
ス
や
マ
メ
イ

タ
な
ど
の
肥
料
を
追
肥
と
し
た
.
こ
の
時
期
は
夏
の
盛
り
で
あ
り
､
炎
天
下
で
の
こ
の
仕
事
は
き

つ
い
も
の
で

あ
っ
た
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
.

収
確
は
九
月
末
か
ら
十
月
中
旬
に
か
け
て
で
'
ネ
コ
半
と
い
っ
て
根
ご
と
引
抜
-
方
法
が
と
ら
れ
た
.
こ
の

仕
事
は
'
根
の
張
り
が
強
か
っ
た
た
め
､
男
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
た
｡
そ
れ
ら
を
､
畑
の
な
か
に
ポ
ン
チ
に
し

て
立
て
か
け
天
日
で
乾
燥
さ
せ
た
｡
干
し
終
る
と
､
ア
ワ
ギ
リ
と
い
っ
て
秘
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
り

､
家
の

前
庭
に
広
げ
た
延
の
上
で
二
～
三
日
干
し
上
げ
､
ク
ル
リ
ボ
ウ
で
も

っ
て
打

つ
ア
ワ
プ
チ
を
し
た
o
こ
の
の
ち
'

ト
ウ
シ
で
あ
お
り
'
ト
ウ
-

に
か
け
､
実
と
シ
イ
ナ
に
分
け
た
｡
精
白
は
水
車
や
ジ
ガ
ラ
を
使

っ
て
で
あ

っ
た

か
､
粟
は
精
白
す
る
と
半
分
の
塁
に
な

っ
た
と
い
う
｡

粟
の
収
穫
量
は
反
あ
た
り
E
]～
五
俵
と
さ
れ
て
い
た
が
'
天
候
に
よ
っ
て
は
穂
が
真
黒
に
な
り
実
が
結
ば
ず
'

労
多
く
し
て
収
穫
少
な
し
と
い

う
年
も
あ

っ
た
｡

稗稗

は
'
古
来
よ
り
救
荒
作
物
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
き
た
｡
こ
の
地
域
で
は
'
昭
和
十
年
代
の
前
半
ご
ろ
ま
で

栽
培
し
て
い
た
と
い
わ
れ
'
そ
の
当
時
'
す
で
に
そ
の
大
半
は
牛
馬
な
と
家
畜
の
飼
料
用
と
さ
れ
て
い
た
が
'

と
き
に
ヒ
エ
メ
ン
と
し
て
炊
か
れ
た
と
い
う
｡

夏
至
に
あ
た
る
六
月
二
十
二
日
ご
ろ
に
､
フ
リ
ツ
ケ
､
ス
リ
マ
キ
な
ど
の
方
法
で
タ
ネ
を
ま
い
て
い
っ
た
｡

土
用
の
こ
ろ
に
間
引
を
し
た
の
ち
'
ゲ
ス
を
施
し
サ
ク
を
き

っ
た
｡
こ
う
し
て
お
く
と
周
囲
の
土
が
動
い
て
い

ア
ワ

(桑
原
武
敏
家

･
山
梨
県
上
野
原
町

･
Sg
)
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る
の
で
､
雑
草
は
生
え
な
か

っ
た
｡
刈
り
取
り
は
九
月
二
十
日
こ
ろ
で
､
穂
の
部
分
を
刈
り
取
り
､
庭
で
乾
燥

さ
せ
た
｡
飼
料
用
と
す
る
場
合
は
､
梓
を
引
抜
き
し
た
の
ち
'
ク
サ
キ
-
で
細
か
く
刻
み
餌
と
し
た
｡
根
の
部

分
は
乾
燥
さ
せ
た
の
ち
に
燃
料
と
し
た
｡

ジ
ゾ
ウ
ソ
バ

シ
ソ
ウ
ソ
ハ
は
'
ソ
バ
の
タ
ネ
を
ま
-
時
期
を
表
わ
す
言
糞
で
品
種
で
は
な
い
｡

ノ
ソ
ウ
は
'
現
在
の
横
浜

市
港
北
区
下
田
町
に
所
在
す
る
真
福
寺
の
子
育
地
蔵
を
さ
し
'
こ
の
地
蔵
は
回
り
地
蔵
と
な

っ
て
'
八
月
二
十

八
日
に
当
地
大
棚
の
竜
福
寺
に
回
っ
て
き
た
｡
シ
ソ
ウ
ソ
ハ
は
こ
の
日
に
由
来
し
た
言
葉
で
､
こ
の
日
を
中
心

と
し
て
ソ
バ
の
タ
ネ
を
ま
け
ば
'
ソ
ハ
の
実
り
が
よ
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡

サ
ツ
マ
イ
モ

救
荒
作
物
の
代
表
で
あ
る
サ
ツ
マ
イ
モ
は
､
広
く
栽
培
さ
れ
る
と
同
時
に
､
山
を
畑
に
し
た
際
の
最
初
の
作

物
と
さ
れ
て
き
た
｡

三
月
下
旬
に
ナ
エ
ウ
ラ

(苗
床
)
を
屋
敷
の

l
角
に
作
る
0
ま
ず
柱
と
な
る
角
材
を
四
方
に
立
て
､
竹
を
わ

た
し
て
固
定
L
t
そ
の
周
囲
を
延
な
と
で
囲
む
｡
大
き
さ
は
作
付
面
積
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
が
'

一
般
に
は

縦
五
メ
I
ト
ル
､
桟
二
メ
ー
ト
ル
､
高
さ
七
十
セ
ン
チ
は
と
の
も
の
で
あ
る
O
そ
の
な
か
に
､

ツ
ク
テ
や
下
肥

を
三
分
の
二
の
高
さ
ま
で
入
れ
自
然
発
酵
さ
せ
る
｡
四
月
上
旬
に
フ
ル
イ
に
か
け
た
細
か
い
土
を
､
そ
の
上
に

厚
さ
二
十
セ
ン
チ
ほ
と
入
れ
'
タ
ネ
イ
モ
を
入
れ
る
｡
こ
の
う
え
に
'
ワ
ラ
や
延
へ
あ
る
い
は
ト
タ
ン
な
と
を

か
ぶ
せ
て
寒
さ
や
雨
か
ら
ま
も
る
O
E
]月
の
中
旬
に
は
芽
が
で
る
〇
六
月
に
入
る
と
'
定
植
す
る
畑
の
準
備
に

か
か
り
､
畝
に
下
肥
を
施
し
'
ソ
キ
ワ
ラ
を
敷
-
｡
成
長
し
た
大
き
な

つ
る
か
ら
順
に
'
二
十
五
～
三
十
セ
ン

チ
の
寸
法
に
切
り
'
こ
れ
を
シ
キ
ワ
ラ
の
下
の
土
中
に
､
三
十
～
四
十
セ
ン
チ
の
間
隔
で
植
え
る

｡
こ
の
植
え

方
に
は
､

つ
る
を
水
平
に
植
え
る
フ
ナ
ソ
コ
ウ
エ
と
'
釣
針
の

よ
う
に
埋
め
込
ん
で
い
く
ツ
リ
ハ
リ
ウ
工
の
方

法
が
知
ら
れ
て
い
る
｡

七
月
に
入
る
と
､

つ
る
が
あ
ま
り
伸
び
き
ら
な
い
う
ち
に
イ
モ
ク
ル
-
と
ツ
ル
カ
エ
ソ
を
す
る
O
前
者
は
植

サ
ツ
マ
イ
モ
の
ナ
エ
ウ
ラ
作
り

サ
ツ
マ
イ
モ
の
ナ
エ
ウ
ラ
(勝
田
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え
た
つ
る
と
つ
る
の
間
に
穴
を
あ
け
'
こ
の
穴
に
追
肥
と
し
て
米
糠
な
と
を
入
れ
､
畝
を
整
え
る
仕
事
で
あ
る
｡

後
者
は
､

つ
る
が
伸
び
て
畝
の
外
に
根
付
-
の
を
防
-
た
め
に
､
畝
の
外
剛
に
仲
ひ
た
つ
る
を
引
き
､
畝
の
上

に
ひ
っ
く
り
返
し
な
が
ら
も
と
し
て
い
く
仕
事
で
あ
る
｡
こ
の
ツ
ル
カ
エ
シ
は
十
月
下
旬
こ
ろ
ま
で
に
三
回
は

と
お
こ
な

っ
た
｡

イ
モ
塀
り
の
口取
盛
期
は
初
霜
が
降
り
て
か
ら
と
い
わ
れ
､

マ
ン
ノ
ウ
ク
ワ
や
サ
ン
ボ
ン
ク
ワ
で
掘
り
出
し
､

す
く
に
イ
モ
ア
ナ

(横
穴
)
に
入
れ
て
保
管
し
た
｡
市
場

へ
の
出
荷
は
'
相
場
を
み
な
が
ら
､
三
月
こ
ろ
ま
で

の
間
に
出
し
た
.
現
在
の
生
産
高
は
少
な
-
､
か

つ
て
の
イ
モ
地
は
､
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
畑
と
な
っ
て
い
る
｡

サ
ト
イ
モ

サ
ト
イ
モ
の
タ
ネ
イ
モ
は
､
イ
モ
ア
ナ
に
貯
蔵
し
て
お
い
た
旧
年
中
の
イ
モ
の
な
か
か
ら
'
よ
い
も
の
を
選

び
､
五
月
の
初
旬
､
麦
の
畝
に
'
十
三
サ
ク
､
十
五
サ
ク
と
い
う
植
え
方
で
も

っ
て
植
え
て
い
-
O
こ
れ
は
麦

十
三
株
あ
る
い
は
十
五
株
の
間
に
タ
ネ
イ
モ
十
個
を
等
間
隔
に
植
え
る
方
法
で
あ
る
O
麦
の
収
穫
後
､
サ
ク
キ

-
を
し
て
ゲ
ス
､
糠
'
灰
'
ツ
ク
テ
な
と
を
混
ぜ
て
作

っ
た
ネ
-
ゴ
工
を
施
す
｡
十
月
下
旬
に
収
楼
と
な
る
｡

畑
に
穴
を
掘
り
サ
ト
イ
モ
を
入
れ
保
管
し
た
o

ジ
ャ
ガ
イ
モ

ジ
ャ
カ
イ
モ
は
'
サ
ツ
マ
イ
モ
同
様
に
､
7
ラ
ク

(開
墾
)
し
た
畑
に
最
初
に
作
付
す
る
も
の
の

一
つ
と
さ

れ
て
き
た
.
タ
ネ
イ
モ
は
､

l
個
の
リ
ヤ
カ
イ
モ
を
二
～
三
等
分
し
て
､
切
り
口
に
坑
を
付
け
て
お
い
た
も
の

で
､
三
月
中
旬
に
'
ツ
ク
テ
や
ケ
ス
を
ま
き
､
畝
に
等

間
隔
に
植
え
込
む
｡

発
芽
す
る
前
の
四
月
初
旬
に
メ
ク
ラ
コ
イ
と
い
っ
て
ゲ
ス
を
施
す
｡
芽
が
十
セ
ン
チ
は
と
に
伸
び
る
と
､
勢

い
の
い
い
芽
二
～
三
本
を
残
し
て
､
他
は
メ
カ
キ
と
い
っ
て
芽
を
つ
み
と
る
｡
収
穫
は
六
月
か
ら
七
月
に
か
け

て
で
あ
る
O

イ
モ
掘
り

(東
方

･
4
)

サ
ト
イ
モ
の
イ
モ
ガ
ラ
洗
い
(勝
田
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三

洗
薬
頬

大
正
期
に
お
い
て
栽
培
し
て
い
た
主
な
蘇
葉
の
種
類
を
あ
げ
る
と
'
ナ
ガ
イ
モ
'
ゴ
ボ
ウ
､
ネ
ギ
'
カ
ブ
'

イ
ン
ゲ
ン
､
ダ
イ
コ
ン
､

コ
マ
ツ
ナ
､
サ
ン
ト
ウ
ハ
ク
サ
イ
､

ニ
ン
ジ
ン
､

へ
イ
ズ
リ
キ

ュ
ウ
=
､
ア
カ
ナ
ス

(
ト
マ
ト
)
､
ナ
ス
､
サ
ト
イ
モ
'

ソ
ラ
マ
メ
'

エ
ン
ド
ウ
､
ダ
イ
ズ
､
イ
チ
ゴ
､
ス
イ
カ
'
コ
マ
'
カ
ノ
コ

ユ
リ
と
な
る
O

太
平
洋
戦
争
前
に
お
い
て
は
､
｢傘
を
お
っ
た
て
た
下
で
百
円
と
れ
る
の
は
､
ナ
ガ
イ
モ
と
ゴ
ボ
ウ
だ
け
だ
｣

と
も
い
わ
れ
て
い
た
.

現
在
作
ら
れ
て
い
る
野
菜
は
､

ニ
ラ
､
ダ
イ
コ
ン
､

ハ
ク
サ
イ
､
ゴ

マ
､
コ
マ
ツ
ナ
､
ア
ズ
キ
､
プ
-
ン
ス

メ
ロ
ン
､
カ
ラ
シ
ナ
'
タ
イ
ナ
､
ア
ブ
ラ
ナ
､
タ
カ
ナ
､

ニ
ン
ジ
ン
'
ゴ
マ
､
ト
ウ
モ
ロ
コ
ノ
､
レ
タ
ス
､
カ

-
フ
ラ
ワ
ー
､
ナ
ス
'
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
､
カ
ン
ラ
ン

(キ
ャ
ベ
ツ
)､
ネ
ギ
な
ど
で

あ

る
O

カ
ン
ノ
ン
ダ
イ
コ

カ
ン
ノ
ン
ダ
イ
コ
は
､
ダ
イ
コ
ン
の
タ
ネ
を
ま
-
時
期
を
あ
ら
わ
す
言
糞
で
品
種
で
は
な
い
O
カ
ン
ノ
ン
と

は
茅
ヶ
崎
の
観
音
様
を
さ
し
'
そ
の
祭
日
は
八
月
十
八
日
で
あ
る
｡
こ
の
日
を
中
心
に
ダ
イ
コ
ン
の
タ
ネ
を
ま

-
と
作
が
よ
い
と
さ
れ
'
こ
の
祭
日
を
播
種
の
目
安
と
し
て
き
た
.

大
豆
と
サ
サ
ゲ

大
豆
は
'
EE
の
ク
ロ
に
穴
を
あ
け
､
タ
ネ
と
灰
肥
を
入
れ
て
作

っ
て
い
っ
た
の
で
タ
ノ
ク
ロ
マ
メ
と
も
称
さ

れ
て
き
た
｡
そ
の
世
話
は

｢
マ
メ
は
ま
き

っ
ぱ
な
し
｣
と
い
っ
て
､
手
を
か
け
な
く
て
も
よ
い
と
い
わ
れ
'
肥

料
な
ど
を
多
-
与
え
過
ぎ
る
と
'
カ
ラ
ば
か
り
大
き
-
な
り
実
が
育
た
な
い
と
い
う
0
ま
た
ト
モ
ソ
ダ
チ
と
い
っ

て
豆
頬
を
ま
-
際
は
､
二
校
ず
つ
ま
い
て
い
-
｡

一
粒
だ
け
の
方
が
よ
-
苛

つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
'
二
粒
だ

と
た
が
い
に
競
い
､
よ
い
作
柄
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

家
に
よ
り
自
家
用
の
味
噌

･
醤
油
あ
る
い
は
油
の
材
料
と
す
る
た
め
'
田
以
外
に
畑
で
大
豆
を
栽
培
し
た
｡

五
月
に
麦
の
畝
の
間
を
サ
ク
キ
リ
L
t
そ
こ
に
タ
ネ
を
ま
い
た
が
'
そ
の
タ
ネ
ま
き
は

｢
ダ
イ
ズ
'
ア
ズ
キ
'
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サ
サ
ゲ
は
､
五
月
の
節
供
の
カ
ン
ワ

(餅
)
を
食
べ
食

へ
ま
け
ば
'
と
れ
な
い
こ
と
は
な
い
｣
と
い
っ
て
き
た
｡

収
穫
は
十
月
で
､
株
ご
と
ひ
き
ぬ
き
､
ス
ジ

(秦
)
で
束
ね
'
茎
か
ら
カ
ラ
を
と
る
と
き
に
は
竹
割
の
カ
ラ
ハ

シ
で
こ
い
た
｡
墓
の
上
で
こ
の
カ
ラ
を
干
し

乾
燥
さ
せ
､
ク
ル
リ
ボ
ウ
で
打

っ
て
実
を
は
じ
き
だ
し
､
そ
の
の

ち
'
ト
ウ
ン
と
ト
ウ
-
に
か
け
て
実
と
ご
み
を
選
別
し
た
｡

サ
サ
ゲ
は
'
サ
サ
ギ
と
も
称
さ
れ
'
実
の
み
を
採
取
す
る
た
め
別
称
-
ト
リ
マ
メ
と
も
い
わ
れ
て
き
た
｡
そ

の
タ
ネ
ま
き
は
､
ト
オ
リ
マ
キ
と
い
っ
て
､
サ
ツ
マ
イ
モ
の
畝
の
間
に
ま
き
'
育
成
し
た
O
赤
飯
を
作
る
際
'

小
豆
よ
り
も
こ
の
サ
サ
ゲ
を
入
れ
る
例
が
多
々
み
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
小
豆
に
比

へ
'
割
れ
に
-
-
'
し
か
も
色

が
邸
か
で
あ
る
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
｡

毒巷
の
栽
培
は
､
明
治
三
十
三
年
'
折
本
の
人
が
神
奈
川
子
安
の
親
戚
か
ら
宙
を
も
ら
い
う
け
て
試
し
栽
増
し

た
の
が
成
功
し
'
そ
れ
が
近
在

へ
普
及
し
た
と

F.都
田
村
誌
J
(昭
和
五
年
五
月
刊
)
は
伝
え
て
い
る
が
'
中

川
へ
は
､
時
期
は
明
白
で
は
な
い
が
'
こ
の
年
代
よ
り
少
し
前
に
苗
が
入

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

開
港
後
の
横
浜
で
は
､
明
治
十
年
ご
ろ
か
ら
西
洋
野
菜
の
栽
培
者
が
急
増
し
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
苛
の
作
付

面
軌
は
､
戸
当
り

1
反
と
い
わ
れ
､
し
か
も
村
に
よ
り
酋
組
合
を
結
成
し
､
そ
の
栽
培
に
力
を
入
れ
た
｡
茅
ヶ

崎
萄
組
合
は
明
治
四
十
五
年
四
月
に
､
中
川
西
組
合
は
大
正
三
年
四
月
に
結
成
さ
れ
て
い
る

(U.神
奈
川
鯨
都

筑
郡
中
川
村
勢
概
賢
し
昭
和
十
年
調
).

七
月
初
め
に
収
穫
を
終
え
た
葛
の
旧
株
を
ふ
る
い
へ
そ
れ
を
親
株
と
し
て
土
地
を
変
え
て
植
え
'
新
規
な
ラ

ン
ナ
ー
を
育
成
L
t
そ
れ
を
親
株
と
し
て
春
に
自
家
の
柵
に
植
え
る
｡
こ
の
間
､
肥
料
は
九
月
､
十
月
と
､
寒

の
カ
ン
ゴ

工
を
施
し
､
寒
に
向
か
う
こ
ろ
に
は
保
温
用
の
ワ
ラ
を
敷
き
､
さ
ら
に
黒
ビ
ニ
ー
ル
が
普
及
を
み
た

昭
和
三
十
年
代
に
は
､
こ
れ
で
お
お
い
保
温
し
た
｡
朝
早
く
､
朝
日
の
出
と
同
時
に
茂
摘
み
を
お
こ
な
う
｡
葛

に
は
朝
露
が
付
き
'
甘
い
香
り
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
｡
隔
日
に
収
穫
L
t
す
ば
や
-
箱
に
入
れ
'
出
荷
の
準
備

に
あ
た
っ
た
o
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大
正
期
ま
で
は
､
栽
培
者
仲
間
で
､
テ
ン
ヒ
ン
ポ
ウ
で
'
こ
の
新
鮮
な
巷
を
た
が
い
に
担
ぎ
あ
い
横
浜
の
市

場

へ
向
か

っ
た
｡

1
回
の
出
荷
で
､
高
郷
の
収
入
が
あ
っ
た
と
い
う
｡

自
動
車
が
入
っ
て
か
ら
は
､
組
合
で
媒
荷
所
に
災
め
た
毎
を
神
田
な
ど
の
市
場

へ
出
荷
し
始
め
た
o
そ
れ
は

昭
和
十
年
ご
ろ
で
あ

っ
た
｡
今
日
で
も
萄
栽
培
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡

ト
マ
ト

ト
マ
ト
は
､
7
カ
ナ
ス
と
称
さ
れ
､
こ
の
地
域
で
栽
培
さ
れ
始
め
た
の
は
'
明
治
四
十
年
代
で
'
普
及
し
た

の
は
昭
和
二
十
年
代
と
さ
れ
て
い
る
.
神
奈
川
の
子
安
や
､
磯
子
で
は
外
国
人
か
ら
西
洋
野
菜
の
種
を
も
ら
い

う
け
､
す
で
に
何
種
頬
か
を
栽
培
し
て
い
た
｡
ト
マ
ト
の
種
は
そ
れ
ら
の
先
進
地
の
親
戚
筋
か
ら
入

っ
て
き
た
｡

そ
の
初
期
の
栽
培
に
あ
た
っ
て
は
'

つ
ぎ
の
よ
う
な
逸
話
が
妓
さ
れ
て
い
る
.
興
味
半
分
で
ト
マ
ト
を
作
り

姶
め
た
が
､
で
き
あ
が
っ
た
実
は
臭
く
て
､
だ
れ
も
食

へ
ら
れ
る
代
物
で
は
な
か

っ
た
｡
神
奈
川
の
市
場
に
売

り
に
い
っ
た
が
買
い
手
が
な
か

っ
た
o
や
っ
と
情
報
を
得
て
､
帝
国
ホ
テ
ル
や
ソ
ー
ス
炎
者
'
あ
る
い
は
子
安

の
八
百
屋
へ
と
売
り
に
あ
る
い
た
.
ソ
ー
ス
業
者
と
は
､
そ
の
後
､
生
産
虫
と
値
を
契
約
し
収
引
す
る
よ
う
に

な
っ
た
｡
現
在
の
よ
う
に
ト
マ
ト
栽
培
が
普
及
す
る
ま
で
に
は
､
か
な
り
の
歳
月
が
か
か

っ
た
｡

大
正
期
の
栽
培
方
法
は
､
三
月
初
旬
に
温
床
の
苗
床
を
準
備
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
た
｡
こ
れ
は
長
方
形

の
闘
い
の
な
か
に
ツ
ク
テ
や
ゲ
ス
な
ど
の
肥
料
を
数
層
に
重
ね
､
そ
の
上
に
土
を
踏
み
込
ん
で
作

っ
た
苗
床
で
､

高
さ
は
二
尺
前
後
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
タ
ネ
を
ま
き
'
雨
よ
け
､
霜
よ
け
､
保
温
の
た
め
に
､

エ
ゴ
マ
の
油
を

し
み
込
ま
せ
た
三
尺
×
六
尺
の
油
障
子
を
つ
な
い
で
お
お
っ
た
.
内
部
の
温
度
は

1
定
に
保
た
れ
､
発
芽
を
う

な
が
し
た
｡
五
月
の
節
供
ご
ろ
に
と
り
た
し
へ

1
尺
五
寸
は
ど
の
間
隔
で
定
植
し
た
.

こ
の
定
植
の
時
期
に
は
､
年
に
よ
り
箱
が
降

っ
た
O
そ
の
た
め
'
霜
の
降
り
そ
う
な
気
配
を
感
じ
る
と
'
そ

の
夜
に
古
タ
イ
ヤ
や
籾
殻
を
燃
や
し
､
煙
を
張

っ
て
霜
か
ら
苗
を
ま
も
っ
た
｡
五
月
の
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け

て
追
肥
を
ほ
ど
こ
し
'
収
穫
期
の
七
月
を
む
か
え
た
｡
八
月
の
盆
ご
ろ
ま
で
､
定
期
的
に
収
穫
し
て
い
っ
た
.

昭
和
三
十
年
ご
ろ
に
な
る
と
'
市
場
で
の
ト
マ
ト
の
高
値
を
期
待
す
る
た
め
､

ハ
ウ
ス
ト
マ
-
と
t･8
り
'
収

'

ナ

γ

昭
和
三
十
年
ご
ろ
の

立

毛

品

評
会

(芯
梢
さ
ん
･
南
山
田
)
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極
期
を
五
月
か
ら
六
月
と
早
め
へ
タ
ネ
ま
き
も
前
年
の
十
二
月
中
に
お
こ
な
う
よ
う
に
な

っ
た
o
こ
れ
は
､
露

地
も
の
よ
り
､
色

つ
や
は
い
い
も
の
の
､
味
の
点
で
は
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
お
ち
た
｡

現
在
で
は
､
二
月
こ
ろ
か
ら
電
熱
線
を
使

っ
て
の
箱
育
苗
を
お
こ
な
い
'
菌
を
大
き
-
育
て
､
さ
ら
に
は
脇

か
ら
出
る
余
分
な
サ
ス

(芽
)
は
摘
み
､
l
か
所
で
四
～
五
個
の
結
実
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
0

ま
た
形
の
よ
い
実
を
落
さ
せ
な
い
た
め
'
ト
マ
ト
ト
ン

な
と
を
噴
霧
し
て
い
る
O
収
穫
に
際
し
て
は
'

ハ
ナ
ハ

サ
-
で
ヘ
タ
の
部
分
を
落
さ
な
い
よ
う
に
切
る
｡
こ
れ
は

へ
夕
が
無
-
な
る
と
商
品
価
値
が
下
が

っ
て

し

ま

う

か
ら
で
あ
る
｡

ト
マ
ト
の
病
気
に
は
'
う
と
ん
粉
病
､
ベ
Il
病
､
タ
ン
ソ
病
な
と
が
知
ら
れ
､
薬
と
し
て
は
硫
軟
鋼
を
湯
で

溶
き
､
そ
れ
に
消
石
灰
を
入
れ
'
こ
の
液
を
噴
霧
し
て
い
る
O

ス
イ
カ

ス
イ
カ
の
栽
培
は
'
大
正
期
か
ら
昭
和
三
十
年
こ

ろ
ま
で
出
荷
作
物
の

1
つ
と
し
て
力
が
入
れ
ら
れ
､
多
[謎

に
生
産
さ
れ
た
が
､
現
在
は
こ
く
わ
ず
か
で
､
し
か
も

出
荷
用
で
は
な
-
自
家
用
と
な

っ
て
い
る
O
作
り
方
は
､

か

つ
て
は
直
播
で
連
作
が
き
か
な
か

っ
た
〇

四
月
二
十
日
こ
ろ
に
苗
床
か
畑
に
タ
ネ
を
直
様
し
た
｡
前
者
の
場
合
は
'
稲
株
な
ど
を
ほ
-
し
､
こ
れ
に
搾

め
樺
や
米
糠
を
加
え
て
苗
床
と
し
､
そ
こ
に
タ
ネ
を
ま
い
た
｡
後
者
の
場
合
は
､
畝
間
隔
四
尺
を
と
り
､
高
さ

一
尺
五
寸
の
畝
を
作
り
､
タ
ネ
五
校
は
と
を
等
間
隔
に
ま
き
､
芽
が
出
る
と
'

一
番
よ
-
育

っ
て
い
る
宙

一
本

を
鼓
し
､
他
は
切
り
取

っ
た
｡
そ
し
て
､
こ
の
苗
を
保
温
す
る
よ
う
に
'
二
本
の
竹
を
交
差
さ
せ
て
､
半
円
状

に
さ
し
､
こ
の
う
え
に
新
聞
紙
の
お
お
い
を
か
け
た
｡
ま
た
ム
ギ

ワ
ラ
を
畝
に
沿

っ
て
敷
き

つ
め
て
保
温
を
ほ

か

っ
た
｡

追
肥
は
'
根
の
脇
に
施
す
と
､
根
が
腐
る
と
い
わ
れ
､
少
し
は
な
し
て
か
け
て
い
っ
た
o
花
が
付
-
と
'
筆

を
も

っ
て
花
粉
を
付
け
る
人
工
授
粉
を
し
た
o
収
機
期
は
七
月
rL･旬
か
ら
八
月
に
か
け
て
で
'
こ
の
時
期
に
は

畑
で
の
作
柄
状
況
を
競
う
品
評
会
も
お
こ
な
わ
れ
た
｡

タ
ナ
ゲ

昭
和
三
十
年
こ
ろ
の

立

毛

品

評
会

(唐
戸
さ
ん
･
牛
久
保
小
山
EEl)
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こ
の
よ
う
に
盛
ん
な
時
期
を
経
験
し
た
ス
イ
カ
栽
培
は
､
今
日
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
後
退
し
て
い
る
0
蛇

足
と
な
ろ
う
が
､
今
日
､
当
地
農
協
の
空
地
を
ち
ゃ
っ
か
り
利
用
し
'
他
地
方
産
の
ス
イ
カ
を
車
に
山
積
み
L
t

あ
た
か
も
地
場
産
の
ス
イ
カ
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
商

っ
て
い
る
姿
が
み
ら
れ
る
｡
な
ん
と
も
不
可
思

議
な
な
が
め
で
あ
る
｡

胡
瓜

昭
和
五
年
こ
ろ
に
お
け
る
キ

ュ
ウ
-
栽
培
は
'
露
地
ま
き
栽
培
で
あ

っ
た
｡
タ
ネ
ま
き
の
時
期
は
三
月
末
か

ら
E
]月
初
旬
で
､
結
実
は
六
月
こ
ろ
か
ら
み
ら
れ
'
収
穫
は
八
月
末
ま
で
続
け
ら
れ
た
O
実
の
も
き
と
り
ほ
､

キ

ュ
ウ
-
カ
コ
や
木
箱
を
畑
に
も
ち
こ
み
､

ハ
サ
-
や
桑
取
り
の
ツ
メ
で
も

っ
て
も
き
､
収
穫
し
て
い
っ
た
｡

仕
分
け
は
家
で
お
こ
な
い
､
長
さ
や
太
さ
を
基
準
と
L
t
木
箱
や
石
油
缶
な
と
に
詰
め
た
｡
出
荷
は
'
地
区
で

の
共
同
出
荷
方
法
が
と
ら
れ
､
小
机
の
逆
送
屋
と

l
年
契
約
を
結
び
､
横
浜
中
央
市
場
に
出
荷
し
た
o

昭
和
十
五
年
こ
ろ
に
は
､
地
面
を
は
う
シ
ハ
イ
キ

ュ
ウ
-

(
ヘ
イ
ス
リ
キ

ュ
ウ
-
)
の
栽
培
が
盛
ん
で
あ

っ

た
｡
タ
ネ
は
直
楢
で
､
苗
が
五
～
六
セ
ン
チ
に
成
長
す
る
と
､
麦
藁
を
全
面
に
敷
き
'
そ
の
上
に
茎
を
は
わ
せ

る
よ
う
に
し
た
｡
こ
の
実
は
や

わ
ら
か
-
､

エ
ポ

(果
実
ま
わ
り
の
刺
)
は
白
か

っ
た
｡

現
在
の
キ

ュ
ウ
-
は
､
春
播
と
秋
播
と
が
あ

る

｡
春
楢
は
三
月
初
旬
に
､
育
苗
箱
に
タ
ネ
を
ま
く
｡
そ
の
苗

床
に
は
'
電
熱
線
が
四
本
は
と
配
線
さ
れ
二
十
四
度
は
と
に
温
度
調
節
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
の

暖
房
に
よ
っ
て
'
タ
ネ
は
七
日
か
ら
十
日
で
発
芽
す
る
｡
そ
の
後
､
彼
岸
こ
ろ

(三
月
二
十

一
日
前
後
)
に
､

ク
ロ
カ
ワ
カ
ボ
チ
ャ
に
接
穂
L
t

1
本
ず
つ
E
]寸
鉢
に
移
し
､
ヒ
二
I
ル
ハ
ウ
ス
内
で

1
か
月
は
と
世
話
を
す

る
o
こ
の
接
穂
は
昭
和
E
I十
五
年
こ
ろ
か
ら
普
及
し
た
方
法
で
'
畑
の
地
力
を
お
き
な
う
と
い
う
利
点
が
あ
る
O

結
実
は
早
い
も
の
は
五
月
末
に
み
ら
れ
､
そ
の
後
七
月
中
旬
ま
で
が
収
穫
期
と
な
る
｡

秋
楢
は
､
七
月
初
旬
に
タ
ネ
を
ま
き
'
九
月
中
旬
に
収
穫
期
を
む
か
え
る
｡
出
荷
は
､
業
者
か
ら
買

っ
た
ダ

ン
ボ
ー
ル
柏
に
仕
分
け
､
各
戸
で
横
浜
や
川
崎
の
市
場

へ
出
荷
し
て
い
る
｡

タ
ネ
取
り
は
'
昭
和
十
年
こ
ろ
ま
で
自
家
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡
実
が
十
分
に
黄
色
く
熱
す
る
ま
で
成
ら
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せ
て
お
き
､
タ
ネ
を
取
り
出
す
｡
そ
れ
は
三
～
五
-
リ
の
長
さ
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
を
よ
く
洗
い
'
日
陰
で

一
-
二
日
ほ
ど
干
す
と
で
き
あ
が
り
で
あ

っ
た
｡

キ
ュ
ウ
リ
の
病
気
は
タ
ン
ソ
病
､

つ
る
わ
れ
病
､
'
う
ど
ん
粉
病
､
斑
点
細
菌
病
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ

ら
の
病
気
と
害
虫
を
駆
除
す
る
方
法
は
､
ボ
ル
ド
ー
液
の
撒
布
で
あ

っ
た
｡
撒
布
に
あ
た
っ
て
は
､
大
正
期
に

噴
薪
器
が
登
場
す
る
が
'
そ
れ
ま
で
は
ワ
ラ
を
兼
ね
て
ハ
ケ
を
作
り
､
こ
れ
で
も

っ
て
ボ
ル
ド
ー
液
を
付
け
て

い
っ
た
｡

ア
ブ
ラ
ナ

稲
干
し
の
終

っ
た
田
に
'
ア
ブ
ラ
ナ
の
タ
ネ
を
親
指
と
人
差
指
で
ね
じ
る
よ
う
に
､
浅
く
植
え
て
い
っ
た
｡

三
1
g
]日
で
発
芽
す
る
｡
翌
年
の
五
月
半
ば
に
は
､
ク
サ
カ
リ
ガ
マ
で
刈
り
､
ク
ロ
に
な
ら
べ
て
､
サ
ヤ
が
バ

-

パ
-
に
な
る
ま
で
干
し
上
げ
る
｡
こ
れ
を
手
で
も
み
'
実
を
落
と
し
､
ト
ウ
シ
に
適
し
､
さ
ら
に
ト
ウ
-
に

か
け
て
.コ
-
を
除
去
す
る
｡
こ
の
の
ち
'
こ
の
実
を
延
の
上
に
広
げ
て
'
二
日
は
ど
干
し
､
柏
屋
に
頼
ん
で
し

は
っ
て
も
ら
っ
た
｡
四
斗
の
実
で
二
斗
の
油
が
と
れ
た
と
い
う
｡
カ
ラ

(茎
)
は
燃
や
し
て
Ea
の
肥
料
と
し
た
.

油
屋
は
荏
EB
や
小
机

･
池
辺
な
ど
に
あ

っ
た
.

カ
ラ
シ
ナ

十
月
中
旬
に
キ
ア
タ
マ
グ
ワ

(風
呂
鞭
)
で
土
を
細
か
く
砕
き
な
が
ら
鮒
を
排
し
'
畝
を
付
け
'
水
と
ゲ
ス

を
五
分
五
分
の
割
り
に
混
ぜ
た
ネ
リ
ゴ

工
を
施
し
'
そ
の
後
に
タ
ネ
を
ま
く
｡

約

1
週
間
で
マ
メ
ノ
バ
と
称
さ
れ
る
新
芽
が
出
る
｡
二
月

1
日
の
月
遅
れ
の
正
月
に
は
'
こ
の
カ
ラ
シ
ナ
の

葉
を
雑
煮
に
入
れ
た
｡
四
月
に
は
花
を

つ
け
る
｡
五
月
に
入
る
と
､
勢
い
の
よ
い
株
か
ら
実
取
り
を
お
こ
な
い
､

そ
れ
を
出
荷
し
た
｡

シ
イ
タ
ケ

シ
イ
タ
ケ
栽
培
は
､

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
節
米
が
始
ま
っ
た
昭
和
四
十
年
代
中
ご
ろ
に
'
飢
り
倒
し
た
ク
ヌ
ギ
や

ナ
ラ
の
木
を
使

っ
て
の
栽
培
が
始
め
ら
れ
た
が
､
大
か
か
り
な
作
付
け
ま
で
に
は
至

っ
て
い
な
い
｡

カ
ラ
シ
ナ
マ
ル
キ
(石
原
新
L家
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菌
は
償
協
か
ら
購
入
し
､
そ
の
植
え
付
け
は
春
と
秋
で
､

1
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
切

っ
た
木
に
直
径

1
･
五

～

二
セ
ン
チ
ほ
ど
の
穴
を
十
三
～
十
四
穴
あ
け
'
そ
の
な
か
に
菌
が
植
え
付
け
ら
れ
て
い
る
木
片
を
打
ち
込
む
か

'

菌
を
直
接
穴
に
植
え
付
け
て

オ
ガ
ク
ズ
で
密
封
す
る
と
い
う
､
と
ち
ら
か
の
方
法
が
と
ら
れ
た
｡
直
射
日
光
が

当
た
ら
な
い
'
母
屋
の
裏
手
や
竹
薮
な
ど
の
な
か
に
'
竹
の
支
え
を
作
り
'
こ
れ
に
こ
の
木
を
交
互
に
立
て
か

け
栽
培
し
た
｡

収
機
は
t
的
半
年
で
可
能
と
な
り
､
春
機
え
は
九
月
ご
ろ
に
､
秋
構
え
は
翌
年
の
三
月
ご
ろ
で
あ
る
｡
ゾ

イ

タ
ケ
が
盛
ん
に
付
-
時
期
は
三
年
目
こ
ろ
か
ら
で
'
五
～
六
年
経
過
す
る
と
付
か
な
-
な
る
.
収
穫
量
は
'

そ

の
年
の
お
し
め
り
具
合
と
温
度
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る

｡
ま
た
早
-
芽
が
出
て
も
温
度
が
急
に
下
が
る
と
凍
っ

て
黒
く
し
お
れ
て
し
ま
う
｡
ン
イ
タ
ケ
が
つ
か
な
く
な
っ
た
木
の
中
は
'
ほ
ろ
ほ
ろ
に
な
っ
て
い
る
の
で
'
そ

の
ま
ま
放
置
す
る
か
､
あ
る
い
は
細
か
く
し
て
堆
肥
の

一
部
と
し
た
｡

自
家
用
と
し
て
栽
培
し
て
い
る
場
合
は
､
生
シ
イ
タ
ケ
と
し
て
料
理
す
る
以
外
は
､

一
枚

1
枚
を
針
金
に
通

し
て
軒
下
に
つ
る
し
'
乾
し
シ
イ
タ
ケ
と
し
て
保
存
し
て
い
る
｡

四

綿
と
繭

白巾
綿
は
､
こ
の
地
域
で
は
現
在
ま
っ
た
-
見
る
こ
と
が
で
き
な
-
な

っ
た
栽
培
物
の

一
つ
で
あ
る
｡
開
発
に
伴

う
家
屋
の
解
体
の
際
'
ま
ま
屋
根
裏
や
土
蔵
の
な
か
な
ど
で
､
綿
の
種
子
を
取
る
ツ
タ
ク
-
キ
や
ワ
タ
を
み
つ

け
､
綿
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
｡
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
'
明
治
期
ま
で
と
太
平
洋
戦
争

中
の
物
資
不
足
の
折
の
ニ
ー
三
年
の
聞
､
栽
培
し
た
と
い
う
｡

綿
の
栽
培
期
間
は
'
春

か
ら
秋
で
､
e
]月
の
下
旬
に

l
昼
夜
水
に
浸
し
て
お
い
た
種
を
ま
く
O
E
]～
五
目
後

に
は
発
芽
が
み
ら
れ
'
そ
の
よ
う
す
に
応
じ
て
間
引
を
し
､
そ
の
の
ち
､
7
-
ウ
ス
な
ど
で
粉
に
し

た
千
第
や

マ
メ
イ
タ
な
と
を
ゲ
ス
と
と
も
に
施
す
O
六
月
中
旬
に
は
芽
を
止
め
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て

1
か
月
後
の
七
月
中

遮
光
ト
ン
ネ
ル
に
よ
る
シ
イ
タ
ケ
栽
培

(牛
久
保
金
子
入
･
4
)
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旬
に
は
開
花
し
､
十
月
に
は
白
い
ワ
タ

(綿
花
)
と
な
る
.
モ
メ
ン
ト
リ
と
称
さ
れ
た
二
重
編
み
の
髄
を
背
負

い
畑
に
毎
日
出
か
け
､
ワ
タ
を
手
で
摘
み
取

っ
た
｡

1
定
の
塁
に
な
る
と
､

1
日
天
日
で
乾
燥
さ
せ
､
そ
れ
を

ワ
タ
ク
-
キ
に
か
け
､
ワ
タ
と
実
に
分
け
た
｡

一
畝
栽
培
す
る
と
､
蒲
団

1
組
の
量
が
収
穫
さ
れ
た
と
い
い
'

小
机
の
荊
EB
屋
な
ど
に
頼
ん
で
打

っ
て
も
ら
い
'
郁
団
の
身
と
し
た
り
'
あ
る
い
は
防
寒
宅
の
ハ
ン
テ
ン
･
チ
ャ

ン
コ
な
ど
の
身
と
し
て
使

っ
て
き
た
｡

ま
た
自
家
で
糸
に
紡
き
､
山
か
ら
採
取
し
て
き
た
ク
チ
ナ
ン
の
実
な
ど
で
染
色
し
､
糊
付
し
た
の
ち
横
に
か

け
て
地
雑
と
し
て
織
り
上
げ
'
仕
事
着
に
仕
上
げ
た
o

酋ネ
リ
ヤ
が
糸
を
取
り
､
コ
ウ
ヤ
が
糸
を
染
め
'

ハ
タ
ヤ
が
糸
を
織

っ
て
き
た
｡
オ
コ
サ
マ
の
飼
養
は
､
現
金

収
入
の
道
と
し
て
'
明
治
初
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
｡
当
地
は
械
浜
と
い
う
港
の
後
背
に
位

置
し
た
関
係
上
､
非
鴇
に
糸
相
場
の
動
向
に
は
敏
感
で
､
大
正
三
年
八
月

1
日
の
第

1
次
世
界
大
磯
に
よ
る
絹

糸
の
大
暴
落
は
､
疏
菜
栽
培

へ
の
移
行
契
機
と
な

っ
た
O
な
お
大
正
二
年
四
月
に
結
成
さ
れ
た
尊
重
組
合
は
大

正
十
二
年
に
解
散
す
る

(F神
奈
川
鯨
都
筑
郡
中
川
村
勢
概
覧
｣
昭
和
十
年
調
).

当
地
で
の
オ
コ
サ
マ
の
飼
養
は
'

ハ
ル
ゴ

(春
蚕
)
と
ア
キ
ゴ

(秋
蚕
)
の
年
二
回
で
あ
っ
た
が
､
と
き
に

は
ナ
ッ
プ

(夏
蚕
)
が
そ
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
た
.
ま
た
/
デ
ン
と
い
っ
て
､
桑
の
木
に
直
接
へ
蚕
を
放

っ
て

飼
養
し
､
ヤ
マ
マ
ユ
を
と
る
場
合
も
あ

っ
た
と
い
う
0
こ
れ
ら
の
飼
養
期
間
は
大
変
な
労
働
を
要
し
'
し
か
も

ハ
ル
Tl
の
時
期
は
田
植
と
重
な
り
､
ア
キ
ゴ
は
稲
の
収
機
と
重
な
り
'
並
な
仕
苛
虫
で
は
な
か
っ
た
｡

タ
ネ
ガ
-
は
千
糞
､
長
野
､
埼
玉
な
ど
の
行
商
人
に
よ
っ
て
'
三
月
と
七
月
に
も
ち
こ
ま
れ
た
｡
各
戸
で
は
'

1
枚
な
い
し
二
枚
の
タ
ネ
ガ
-
を
買

っ
た
｡
明
治
三
十
七
年
ご
ろ
で
t

T
枚
二
円
五
十
銭
か
ら
三
円
と
高
額
で

あ
っ
た
が
､
そ
の

1
枚
か
ら
二
十
貫
の
繭
が
と
れ
た
｡
ま
た

一
枚
の
飼
養
に
必
要
な
面
積
は
､
十
塁
間
二
間
と

さ
れ
て
き
た
｡
そ
の
使
用
し
た
部
屋
は

一
般
に
は
母
屋
の
ヒ
ロ
マ
と
ザ
シ
キ
で
あ

っ
た
が
､
階
層
に
よ
っ
て
は

長
屋
門
の
二
階
や
､

1
棟
の
蛮
蚕
小
屋
を
飼
養
の
場
と
し
て
き
た
｡
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タ
ネ
ガ
-
か
ら
の
僻
化
は
､
ほ
ほ

1
週
間
ほ
ど
で
あ
る
が
､
そ
の
間
の
温
度
調
整
は
､
専
門
の
産
菓
技
手
に

指
導
し
て
も
ら
っ
て
き
た
｡
墜
居
設
備
は
'
飼
養
用
と
し
て
ヒ
ロ
マ
や
ザ
シ
キ
に
､
半
畳
ほ
と
の
炭
を
燃
料
と

す
る
イ
ロ
-
が
切
ら
れ
る
と
同
時
に
､
棟
の
上
に
換
気
用
の
箱
棟
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
こ
の
箱
棟
は
屋

根
の
茸
き
替
え
の
際
に
設
備
さ
れ
た
よ
う
で
､
昭
和
四
十
年
代
後
半
ま
で
何
軒
か
に
残

っ
て
い
た
が
'
大
半
は

養
蚕
中
止
後
の
屋
根
の
葺
き
替
え
の
際
に
解
体
さ
れ
､
竹
棟
や
瓦
棟
に
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

筋
化
し
た
貞
黒
い
毛
虫
は
､
ケ
ゴ

(毛
蚕
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
こ
の
ケ
Tl
を

ハ
キ
ク
テ
と
い
っ
て
'
ヤ
マ

ド
リ
の
尾
羽
根
で
作

っ
た
刷
毛
で

､
イ
ビ
ラ
カ
ゴ
あ
る
い
は
エ
ヒ
ラ
と
称
し
た
浅
い
竹
製
の
寵
の
上
に
移
し
､

カ
イ
コ
ダ
ナ
の
上
に
並

へ
た
｡
イ
ビ
ラ
カ
ゴ
の
上
に
は
細
か
-
切

っ
た
桑
の
変
が
敷
か
れ
て
い
た
｡

イ
ビ
ラ
カ
ゴ
は
'
通
年
二
百
枚
ほ
ど
が
必
要
と
さ
れ
､
近
在
の
カ
ゴ
屋
の
適
い
仕
事
と
し
て
編
ま
れ
た
｡
材

料
の
竹
は
真
竹
や
孟
宗
竹
で
､
筒
の
親
竹
の
役
目
を
終
え
た
竹
な
と
が
当
て
ら
れ
て
き
た
o

蚕
の
餌
と
な
る
桑
は
､
桑
畑
に
必
要
な
出
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
が
､
と
き
に
は
不
足
し
へ
近
所
か
ら
買
う
場

合
も
あ

っ
た
と
い
う
｡
そ
の
桑
の
管
理
は
､

マ
ゲ
ド
リ
と
い
っ
て
下
の
方
の
枝
を
曲
げ
て
土
の
な
か
に
入
れ
､

新
し
い
宙
を
作
り
､
成
長
さ
せ
葉
を
摘
ん
で
い
っ
た
｡
こ
の
マ
ゲ
ド
リ
は
､
ほ
ほ
四
～
五
年
の
周
期
で
お
こ
な

い
､
古
木
は
掘
り
返
し
て
薪
に
し
た
｡

柴
摘
み
の
時
刻
は
､
早
朝
と
夕
方
と
さ
れ
､
日
中
の
斐
摘
み
は
さ
け
た
｡
利
手
の
人
差
指
に
ツ
メ
と
い
う
指

輪
状
の
道
具
を
は
め
､
そ
れ
で
も

っ
て

〓
業
〓
架
を
摘
み
､
肩
か
ら
つ
る
し
た
ク
ワ
ッ
,･､
カ
ゴ
に
入
れ
て
い
っ

た
〇

一
杯
に
な
る
と
オ
オ
カ
ゴ
に
移
し
た
｡
ま
た
ハ
ル
ゴ
を
飼
養
し
て
い
る
際
に
は
'
ク
ワ
キ
リ
ガ
マ
で
枝
糞

ご

と
切
り
､
家
に
持
ち
帰
り
'
ク
ワ
コ
キ
に
か
け
て
葉
を
こ
き
取
る
場
合
も
あ
っ
た
｡

壷
に
与
え
る
柔
は
'
し
な
び
た
箕
は
だ
め
だ
と
さ
れ
'
み
ず
み
ず
し
い
桑
を
保

つ
た
め
に
顕
を
か
け
る
場
合

も
あ

っ
た
o
こ
の
葉
を
'
ク
ワ
キ
-
ポ
ウ
チ
ョ
ウ
で
刻
み
与
え
た
｡
ク
ワ
キ
リ
ボ
ウ
チ
n
ウ
は
､
刃
幅
が
あ
り
'

し
か
も
鍛
が
よ
い
た
め
に
､
時
に
は
モ
チ
切
り
や
'
ウ
ド
ン
､
ソ
バ
切
り
用
に
使
用
さ
れ
た
｡
こ
の
桑
摘
み
か

ら
桑
切
り
の
仕
事
は
'
田
畑
の
少
な
い
人
や
近
所
の
年
寄
な
と
の
手
間
賃
仕
事
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
が

ク
ワ
牛
リ
ボ
ウ
チ
n
ウ
と
イ
ビ
ラ
カ
T]
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多
-
'
ま
た
階
層
に
よ
っ
て
は
使
用
人
が
'
こ
れ
ら
の
仕
串
に
当
た
っ
て
い
た
｡

さ
て
ケ
ゴ
は
眠

･
脱
皮

･
食
を
四
回
-
り
か
え
し
､
上
張
と
な
る
0
そ
の

l
-
ン
ま
で
は
'
ク
ワ
キ
リ
ボ
ウ

チ
ョ
ウ
で
桑
の
糞
を
細
か
-
刻
み
､
イ
ビ
ラ
カ
ゴ
の
上
に
ふ
り
か
け
て
食
べ
さ
せ
る
｡
そ
の
イ
ビ
ラ
カ
ゴ
は
へ

ダ
イ
ヤ
と
称
さ
れ
た
竹
製
な
い
し
木
製
の
棚
に
何
段
か
に
し
て
差
し
こ
ん
だ
｡
二
-
ン
､
三
-
ン
し
て
大
き
く

な
る
と
､
オ
ダ
テ
と
い
っ
て
麻
の
糸
で
編
ん
だ
網
に
移
し
へ
葉
も
そ
の
ま
ま
与
え
た
｡
四
ミ
ン
に
な
る
と
ヒ
キ

テ
く
る
と
い
っ
て
､
蚕
の
頭
が
透
き
通
り
､
胴
ま
わ
り
も
大
人
の
小
指
は
ど
の
太
さ
に
な
る
0
こ
の
時
点
で
蚕

を
ワ
ラ
で
作

っ
た
マ
ブ
シ
に
移
す
｡
上
族
の
開
始
で
あ
る
｡
こ
れ
を
オ
コ
サ
マ
が
ヤ
ト
イ
は
じ
め
る
と
表
現
し

た
｡
そ
の
の
ち
､
七
日
目
]ほ
ど
で
繭
と
な
る
｡
こ
の
延

へ
期
間
は
は
ば
三
十
五
日
間
と
さ
れ
､
-
ン
か
ら
-
ン

の
問
は
平
均
七
日
と
計
辞
さ
れ
て
き
た
｡

繭
は
'

マ
ユ

(カ
タ
イ
)
､
タ
マ
マ
ユ
'
ク
ズ
マ

ユ

(ヤ
ワ
ラ
カ
イ
)
の
三
種
頬
に
仕
分
ら
れ
た
が
､

ハ
ル

ゴ
の
方
が
ア

キ

ゴ

に
比
べ
て
良
質
で
あ

っ
た
と
い
う

｡
タ
マ
マ
ユ
は
サ
ナ
ギ
が
二
匹
入

っ
て
い
る
繭
で
あ

り､

ク
ズ
マ
ユ
は
黒

っ
ぽ
-
港
-
内
部
の
サ
ナ
ギ
が
見
え
る
繭
で
'
と
も
に
商
品
外
と
さ
れ
､
iCm綿
に
し
た
り
自
家

で
熱
湯
の
な
か
に
入
れ
て
糸
取
り
L
t
そ
の
糸
を
染
め
て
も
ら
い
､
自
家
で
機
に
か
け
､
晴
着
に
仕
立
上
げ
た
O

ま
た

一
見
し
て
悲
い
繭
は
ブ
タ
の
餌
と
な
っ
た
｡

商
品
と
し
て
の
マ
ユ
は
､
太
尾
橋
の
仲
買
ま
で
テ
グ
ル
マ
で
運
ん
だ
り
'
あ
る
い
は
川
崎
の
糸
商
人
や
八
王

子
の
片
倉
製
糸
な
と
に
売

っ
た
｡
糸
に
加
工
し
て
か
ら
売
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
､
糸
取
り
女
と
し
て
'

府
中
の
製
糸
工
場
な
ど
に
出
稼
ぎ
に
出
た
例
が
知
ら
れ
て
い
る
｡

蚕
を
ま
つ
る
行
邸
は
､
オ
コ
サ
マ
が
ヤ
ト
イ
を
は
じ
め
､
ウ
ツ
半
の
白
い
花
が
咲
-
初
夏
､
蝕
形
の
タ
ン
Tl

を
作
り
'
ウ
ツ
半
の
枝
に
さ
し
､
｢早
く
こ
う
な

っ
て
下
さ
い
｣
と
唱
え
な
が
ら
オ
コ
サ
マ
に
見
せ
て
回
り
､

神
棚
に
ま
つ
っ
た
｡
ま
た

一
月
十
四
日
の
小
正
月
行
事
'
セ
イ
ノ
カ
ミ
の
ま
つ
り
に
､
カ
ン
の
木
の
枝
に
白
い

タ
ン
ゴ
を
刺
し
成
ら
し
て
へ
オ
コ
サ
マ
の
成
長
と
良
い
繭
が
出
来
上
が
る
こ
と
を
祈
願
し
た
｡
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五

実

･
柿

･
葡
萄

･
桃

･
植
木

栗栗
林
は
､
害
虫
や
収
樺
期
に
袈
来
す
る
台
風
か
ら
の
披
害
を
少
し
で
も
防
ぐ
た
め
に
､
北
斜
面
に
作
る
の
が

よ
い
と
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
南
斜
面
を
蘇
葉
畑
と
し
て
い
る
た
め
'
や
む
な
-
'
北
斜
面
の
雑
木
林
を
ア

ラ
ク

(開
墾
)
L
t
栗
林
に
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

栗
の
笛
木
は
'
川
崎
の
有
馬
方
面
か
ら
入
手
し
た
.
歯
木
の
植
栽
間
隔
は
､
約

1
間
半
と
さ
れ
､
実
は
三
年

た
つ
と
付
き
は
じ
め
､
寿
命
は
二
十
年
と
さ
れ
て
い
る
.
栗
林
の
管
理
の

一
つ
で
あ
る
草
刈
り
は
'
六
～
七
月

の
夏
草
､
九
-
十
月
の
秋
草
の
二
回
で
あ
る
｡
秋
草
は
､
収
穫
時
の
さ
ま
た
げ
と
な
る
た
め
､
十
分
に
刈

り
取
っ

た
｡
そ
れ
ら
の
草

は
'
木
と
木
の
間
に
ジ
ョ
レ
ン
で
も
っ
て
1
尺
前
後
の
満
を
掘
り
'
配
合
肥
料
と
い
っ
し
ょ

に
埋
め
込
ん
で
肥
料
と
し
た
｡

秋
の
収
機
期
は
､
ワ
セ
は
九
月
下
旬
の
彼
岸
過
ぎ
か
ら
取
り
は
じ
め
る
が
'
実
は
小
粒
で
あ
る
O
オ
ク
テ
は

オ
サ
ヤ
と
い
う
品
種
で
､
十
月
中
旬
か
ら
収
穫
が
可
能
と
な
り
､
実
は
大
き
-
'

一
軒
で
一
日
お
き
に
三
十
～

五
十
貨
を
収
穫
し
た
｡
業
の
イ
ガ
を
落
と
す
用
具
は
サ
ガ
サ
ン
ボ
ウ
と
称
さ
れ
る
'
長
さ
三
尺
､
直
径

一
寸

は

ど
の
マ
グ
ケ
製
の
棒
で
､
枝
の
三
叉
の
個
所
に
か
け
て
､
枝
を
ゆ
す
っ
て
落
と
し
た
｡
こ
の
収
機
期
に
先
立
つ
､

荒
日
と
さ
れ
る
二
百
十
日
'
二
百
二
十
日
な
ど
の
嵐
で
落
ち
た
イ
カ
は
､
ま
だ
青
-
､
実
も
熟
し
て
い
な
い
｡

ク
リ
パ
サ
-
で
も
っ
て
､
こ
れ
を
ク
-
ヒ
ロ
イ
カ
tn

(
メ
ナ
ゾ
カ
ゴ
)
に
拾
い
集
め
､
ニ
ワ
に
山
な
り
に
稲
み
､

上
か
ら
延
を
か
け
て
'
十
～
十
五
日
ほ
ど
お
く
と
'
実
は
栗
色
に
色
付
い
た
｡

ク
-
ム
キ
は
､
低
い
椅

子
に
腰
を
か
け
'
両
手
に
ク
リ
バ
サ
-
を
持
ち
､
左
手
の
方
で
イ
ガ
を
押
さ
え
､
右

手
で
イ
ガ
の
割
れ
目
を
押
し
割
っ
て
実
を
取
り
出
し
た
り
'
あ
る
い
は
左
足
で
イ
ガ
を
押
さ
え
て
お
き
､
右
手

の
ク
-
バ
サ
-
で
取
り
出
す
方
法
も
あ
っ
た
｡
盛
り
に
は
夜
も
ク
-
ム
与
を
L
t
達
者
な
人
は
'
日
に
十
員
目

(三
十
七

･
五
キ
t)
)
ほ
ど
を
む
い
た
と
い
う
｡
実
は
延
の
上
に
広
げ
､
天
日
で
干
し
仕
上
げ
た
の
ち
'
随
浜
'

川
崎
'
東
京
の
業
者
へ
渡
し
た
｡

栗
林
と
イ
ガ
の
山
(荏
由
柚
木
･
46
)
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イ
ガ
の
故
障
は
'
燃
料
と
し
て
使
う
と
薪
よ
り
も
暖
か
く
効
果
が
あ

っ
た
の
で
､

二
り
で
干
し
､
キ
ビ
ヤ

(薪
小
屋
)
に
積
ん
で
お
い
た
｡
と
き
に
は
欲
し
い
人
に
売
る
場
合
も
あ
っ
た
｡

乗
の
害
虫
は
'
ク
-
タ
マ
パ
チ
､
ク
リ
ミ
ガ
､
コ
オ
モ
-
ガ
､
カ
-
辛
-
ム
シ
な
と
で
､
幹
に
穴
を
あ
け
入

り
込
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
'
か
つ
て
は
ネ
コ
イ
ラ
ズ
を
挿
入
L
t
ネ
パ
ッ
チ

(赤
土
)
で
密
封
し
殺
し
た

と
い
う
｡
昭
和
十
年
ご
ろ
､
ク
リ
タ
マ
パ
テ
が
非
常
な
勢
い
で
発
生
し
､
近
在
の
栗
林
は
枯
れ
､
大
き
な
打
撃

を
受
け
た
｡

柿｢柿
が
あ
る
家
は
ひ
と
財
産
だ
｣
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
､
か
つ
て
の
柿
の
実
売
り
は
大
き
な
現
金
収
入
源
で
あ

っ

た
｡
屋
敷
に
は
何
本
か
の
柿
の
木
が
植
え
ら
れ
'
な
か
に
は
幹
の
大
半
が
朽
ち
果
て
､
樹
皮
の
み
で
実
を
な
ら

し
て
い
る
古
木
も
見
か
け
ら
れ
る
｡
そ
れ
ら
は
甘
柿
の
ゼ
ン
ジ
マ
ル
･
ボ
ン
ガ
キ

(
ワ
セ
)
･
ヘ
イ
マ
ル

(辛

丸
)
や
渋
柿
の
エ
モ
ン
･
ツ
ル
ッ
コ
で
あ
る
｡
ま
た
家
に
よ
り
ニ
ー
三
反
の
柿
鮒
を
も

つ
例
も
知
ら
れ
た
｡
そ

う
い
う
場
合
の
畑
は
､
概
し
て
土
質
が
悪
く
､
他
の
作
物
に
適
し

て
い
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

商
品
と
さ
れ
た
ゼ
ン
ジ
マ
ル

(禅
寺
丸
)
は
'
日
こ
ろ
は
マ
ル
と
か
マ
ル
ガ
キ
と
称
さ
れ
て
き
た
､
直
径
五

セ
ン
チ
前
後
の
円
n丸
の
甘
柿
で
､
当
地
か
ら
西
北
約
八
キ
ロ
に
位
置
す
る
現
在
の
川
崎
市
麻
生
区
王
禅
寺
に
お

い
て
建
保
二
年

(
1
二

1
四
)
に
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡

実
は

一
年
お
き
に
ナ
リ
バ
ン
と
い
っ
て
､
実
を
多
-
付
け
る
年
を
迎
え
る
が
'
そ
の
た
め
の
管
理
と
し
て
ナ

リ
バ
ン
に
当
た
ら
な
い
年
の
二
月
に
'
カ
ギ
と
称
す
る
頭
部
に
鉄
製
の
鈎
を
固
定
し
た
全
長
約
二
間
の
竹
樟

(伎
桁
器
)
で
も

っ
て
'
枝
を

つ
め
た
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
'
木
に
力
を
付
け
る
の
だ
と
い
う
｡
セ
イ
ノ
カ
-
の

火
で
タ
ン
ゴ
を
焼
い
た
三
又
の
木
で
'
柿
の
木
を

｢
セ
ン
ナ
レ
マ
ン
ナ
レ

マ
ン
マ
ン
ナ
レ
｣
と
唱
え
な
が
ら

打

つ
'
小
正
月
行
事
の
成
木
責
め
の
延
長
的
な
内
容
と
も
解
釈
さ
れ
る
｡

実
の
取
り
入
れ
は
'
枝
ご
と
折
り
取
る
の
を
建
前
と
し
て
お
り
､
高
み
の
実
は
'
カ
ギ
を
使

っ
て
枝
ご
と
折

り
取

っ
て
い
る
｡
取
り
終
る
と
枝
の
具
合
を
み
て
､

1
束
十
菜
の
単
位
に
組
み
､
千
生
瓢
箪
の
よ
う
に
､
み
た

枝
折
器
と
マ
ル
ガ
キ
(梓
初
五
郎
家
･
新
羽
･
5
)

首

u
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目
に
も
き
れ
い
な
よ
う
に
束
ね
､
枝
の
部
分
を
薬
で
マ
ル
キ
あ
げ
た
｡

出
荷
は
各
戸
で
お
こ
な
わ
れ
た
が
､
と
く
に
旭
上
本
門
等
の
御
会
式
の
日
に
墳
内
外
で
売

っ
た
｡
ま
た
神
田

や
京
橋
の
市
場
か
ら
仲
買
人
が
買
い
に
来
た
と
い
う
｡
昭
和
四
年
こ
ろ
で

1
束
五
～
十
銭
の
相
場
で
あ

っ
た
と

記
憶
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
米
が
豊
作
で
な
い
年
は
柿
が
た
-
さ
ん
実
る
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
｡

こ
の
ゼ
ン
シ
マ
ル
に
対
し
て
'
昭
和
四
～
五
年
こ
ろ
に
､
ら
ち
が
よ
く
､
し
か
も
ほ
ん
の
り
と
し
た
臼
み
を

も
つ
フ
ユ
カ
キ

(富
有
柿
)
が
普
及
を
み

た
｡
こ
の
柿
は
セ
ン
ノ
マ
ル
に
接
木
し
て
成
ら
せ
た
と
い
わ
れ
'
現

今
の
品
評
会
の
出
品
も
､
こ
の
柿
で
占
め
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
｡

渋
柿
は
-
ズ
ッ
パ
チ
と
称
さ
れ
'
そ
れ
を
食
す
る
に
当
た
っ
て
は
､

つ
る
し
柿
と
樽
柿
に
し
て
き
た
o
樽
柿

に
す
る
際
は
へ
そ
の
渋
を
ぬ
-
た
め
に
柿
の
へ
た
に
焼
酎
を
付
け
､
酒
屋
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
四
斗
樽
に
詰
め
､

密
封
し
て
二
週
間
は
と
ね
か
し
た
｡
よ
い
樽
柿
が
で
き
あ
が
る
と
出
荷
し
た
｡

葡
萄
と
桃

ブ
ド
ウ
は
､
明
治
期
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
大
棚
の
吉
野
家

(屋
号
オ
モ
チ
)
を
例
に
み
る

と
､
そ
の
栽
培
期
間
は
､
太
平
洋
戦
争
中
の

一
時
期
を
の
ぞ
き
'
昭
和
三
十
年
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡
品

種
は
'
山
梨
か
ら
入
手
し
た
テ
ラ
ウ
エ
ア
で
､
商
品
に
す
る
ま
で
七
～
八
年
の
手
間
が
か
か
っ
た
と
い
う
｡
ブ

ド
ウ
脚
は
早
淵
川
の
北
岸
沖
積
地
で
あ
っ
た
｡
肥
料
は
春
に
干
鰯
と

豆
相
を
施
し
､
消
毒
は
へ
-
病
予
防
に
ボ

ル
ド
ー
液
を
撒
布
し
た
｡
六
月
に
摘
果
L
t
三
分
の
二
を
切
り
捨
て
た
｡
実
の
袋
か
け
は
し
な
か

っ
た
と
い
う
｡

収
穫
期
は
八
月
の
盆
か
ら
九
月
に
か
け
て
で
'
川
崎
や
蒲
田
の
市
場
に
出
荷
し
た
｡
こ
の
収
穫
期
は
山
梨
よ
り

も
早
か
っ
た
た
め
'
よ
い
値
が
付
い
た
と
さ
れ
て
い
る
0
収
穫
後
の
管
理
は
枝
切
り
の
み
で
あ
っ
た
｡

モ
モ
は
､
明
治
期
か
ら
昭
和
十
年
代
こ
ろ
に
か
け
栽
培
し
て
い
た
｡
最
盛
期
は
大
正
期
前
半
で
あ

っ
た
｡
な

お
綱
島
で
は
桃
組
合
を
結
成
し
､
鶴
見
川
沿
い
の
桃
畑
で
盛
ん
な
収
積
を
得
て
い
た
｡

花
井
と
植
木

当
地
の
西
南
に
隣
接
す
る
川
和
は
'
川
和
の
菊
作
り

(中
山
家
)
で
名
を
売
り
､
中
秋
に
は
各
地
か
ら
の
見

大
正
末
こ
ろ
の
桃
畑

(池
谷
光
朗
家
蔵

･
綱
tE)
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物
客
を
集
め
た
場
所
で
あ

っ
た
o
当
地
で
も
'
少
な
か
ら
ず
花
i州
栽
培
が
お
こ
な
わ
れ
'
菊
､
桔
梗
､
女
郎
花
､

辛
-
ン
ソ
ウ
､
デ
ー
シ
ー
､
チ
ュ
ー
-
ツ
プ
な
と
を
栽
培
し
て
､
横
浜
や
､
東
京
の
白
金
台
の
花
市
場

へ
出
荷

し
て
き
た
｡
ま
た
ユ
キ
ノ
シ
タ
'
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
､
シ
ャ
ク
ヤ
ク
､
セ
ン
プ
-
､

ハ
ル
リ
ヤ
な
と
の
薬
草
も

栽
培
し
て
き
た
｡
こ
こ
で
菊
の
栽
培
を
例
に
み
る
と
､
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
'
麦
畑
の
畝
に
'
三
寸
は
と
に

茎
を

つ
め
た
根
を
植
え
る
〇
七
月
､
麦
を
刈
り
終

っ
た
あ
と
追
肥
を
す
る
O
ワ
セ
の
品
種
は
､
九
月
に
出
荷
で

き
､
あ
と
は
十
月
以
降
'
生
花
用
と
し
て
市
場
に
出
し
た
o

植
木
は
､
畑
の

一
角
や
､
水
田
に
盛
土
を
も

っ
た
新
規
な
畑
を
植
木
t
<円
と
L
t
松
'
ツ
ケ
'

ト
ウ
ダ
ン
ツ
ツ

I/
､
モ
ソ
コ
ク
'
夕
､,＼

カ
ン
ワ
､

ツ
ハ
キ
'
サ
ザ
ン
カ
な
と
を
盛
に
育
成
し
て
い
る
｡

六

タ
ケ
ノ
コ

･
カ
シ
ワ
の
斐

･
茶

タ

ケ
ノ
コ

｢中
川
の
タ
ケ
ノ
コ
｣

と
し
て
横
浜
'
神
田
の
市
場
で
名
を
な
し
た
当
地
の
筒
は
､
モ
ウ
ソ
ウ
タ
ケ
の
筒
で

あ
る
｡
雑
木
林
の
斜
面
を

開
墾
L
へ
新
規
な
竹
薮
を
作
る
荒
地
栽
培
は
'
十
年
の
世
話
が
必
要
と
さ
れ
'
そ
の

薮
の
な
か
は

｢傘
を
さ
し
て
自
由
に
入
れ
る
｣
と
い
わ
れ
た
｡
そ
れ
は
ネ
イ
ケ
栽
拷

(根
伏
)
と
い
う
親
竹

と

親
竹
の
間
を
十
分
に
と
る
栽
培
方
法
の
も
と
で
管
理
し
て
き
た
｡

こ
の
モ
ウ
ソ
ウ
タ
ケ
の
栽
培
に
当
た
っ
て
は
､
二
つ
の
由
来
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
0

1
つ
は
東
山
田
の
縦
茂

家

(屋
号
カ
ン
ゾ
ウ
ヤ
フ
)
に
伝
わ
る
も
の
で
､
当
家
の
祖
先
に
あ
た
る
元
蔵
が
l幸
水
年
間

(
一
七
〇
四
-

一

七

一
〇
)
に
､
馬
を
引
き
江
戸
の
鍋
島
家
の
下
肥
取
り
に
出
入
し
て
い
た
際
'
同
家
に
栽
増
さ
れ
て

い
た
モ
ウ

ソ
ウ

ダ
ケ
の
種
竹
を
も
ら

っ
て
帰
り
'
屋
敷
地
の
要
山
に
栽
植
し
た
の
が
今
日
の
元
と
さ
れ
､
昭
和
十
年
代
に

は
二
町
に
も
お
よ
ぶ
竹
薮
を
所
有
し
'
筒
の
栽
培
と
出
荷
に
当
た
っ
て
い
た
o
屋
号
も
こ
の
元
蔵
の
名
前
に
由

来
し
て
い
る
｡

も
う

一
つ
は
南
山
田
の
小
泉
家

(屋
号

エ
モ
-
サ
マ
)
に
伝
わ
る
も
の
で
､
当
家
の
祖
先
で
手
習
師
匠
を
し

タ
ケ
ノ
コ
用
具

ヘ
ラ
(カ
ン
ノ
ノ
一ソ
ヤ
ク
/
)
･
ネ
ノ
キ
-
ポ
ウ
チ
Fn
ウ

ツ
キ
ノ
ミ
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て
い
た
衛
守
が
､
伊
勢
参
り
の
折
､
寛
政
十
年

(
一
七
九
八
)
に
大
坂
天
満
の
植
木
職
､
権
蔵
か
ら
種
竹

一
篠

を
金
二
分
に
て
買
い
求
め
て
帰
り
､
栽
培
し
た
の
が
､
そ
の
元
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
O
屋
号
も
前
者
同
様
に

柘
守
の
名
前
に
由
来
し
て
い
る
｡
こ
の
小
泉
家
に
は
文
書
が
の
こ
っ
て
お
り
'
大
福
帳
の
表
紙
に
'
そ
の
由
来

を
伝
え
る
墨
書
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

抑
孟
宗
竹
之
初
者
寛
政
十
午
年
五
月
十
三
日

小
泉
衛
守
大
坂
天
満
植
木
屋
権
威
万
古
種
竹
買
求
植
林
候

右
十
三
日
之
大
吉
H
也

大
福
夢
頁
捌
之
簿
帳

明
治
十
七
年
三
月
吉
甲
申

山
田
村

孟
宗
山

竹
薮
は
苛
を
採
取
す
る
た
め
に
常
に
手
人
を
お
こ
な
っ
て
い
る
薮
を
セ
ワ
ヤ
プ
と
称
し
､
反
対
に
筒
の
季
節

に
な
る
と
苛
は
採
取
す
る
も
の
の
'
日
こ
ろ
は
放
置
し
て
い
る
薮
を
ア
ラ
ヤ
フ
と
い
っ
た
O
現
在
は
ほ
と
ん
と

の
薮
は
後
者
の
ア
ラ
ヤ
フ
と
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
｡

さ
て
､
モ
ウ
ソ
ウ
ダ
ケ
の
栽
培
は
'
明
治
二
十
年
こ
ろ
を
境
と
し
て
新
し
い
方
法
が
採
り
入
れ
ら
れ
た
｡
そ

れ
は
ネ
イ
ケ
あ
る
い
は
ネ
イ
ケ
と
称
さ
れ
た
根
伏
方
法
で
'
東
京
の
目
黒
の
経
験
者
を
や
と
い
修
得
し
た
も
の

で
あ
っ
た
o
こ
れ
に
よ
っ
て
､
旧
来
カ
ラ
ス
と
称
し
た
黒
い
タ
ケ
ノ
コ
の
発
生
を
ふ
せ
く
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
｡ネ

イ
ケ
は
通
常
三
回
お
こ
な
わ
れ
､
イ
チ
ハ
ン
ネ
は
七
月
下
旬
か
ら
八
月
に
､

二
ハ
ン
ネ
は
九
月
に
､
サ

ン

バ
ン
ネ
は
十
月
上
旬
と
さ
れ
て
い
た
が
､
二
回
で
済
ま
す
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
方
法
は
春
に
二
年

目

の
竹
の
根
を
掘
り
起
こ
し
､
五
～
六
寸
の
長
さ
に
切
り
種
竹
と
す
る
o
種
竹
は
オ
ヤ
ネ
と
か

ハ
ハ
ダ
ケ
と
称
さ

れ
て
い
る
｡

l
坪
の
面
積
を
単

位
に
､
そ
の
中
央
に
深
さ
二
尺
は
と
の
穴
を
掘
り
'
種
竹

7
本
を
入
れ
､
落
葉
'

米
糠
へ
魚
粉
'
地
相
な
と
の
肥
料
を
加
え
て
埋
め
込
む
o
種
竹
を
取

っ
た
二
年
目
の
竹
は
､
地
上
か
ら
十
二
節

を
残
し
て
切
り
つ
め
る
O
切

っ
た
上
の
部
分
は
'
タ
ケ
屋
と
呼
ば
れ
た
商
人
に
渡
り
､
羽
田
や
大
森
の
ノ
-
秦

タ
ケ
ノ
コ
の
地
割
れ
と
掘
り
だ
し
(徳
江
義
治
家
･
荏
田
小
黒
･
61
)



137 苅 2節 は た け

姑
の
ノ
リ
シ
ビ
と
し
て
選
ば
れ
た
り
､
竹
細
工
用
と
な
っ
た
.

八
月
ご
ろ
､
種
竹
か
ら
出
た
新
し
い
芽
は
地
表
に
出
て
は
､
ま
た
地
下
に
も
く
る
と
い
う
伸
長
を
繰
り
返
す
｡

そ
の
伸
長
す
る
地
下
茎
の
脇
を
碓
状
に
掘
り
'
凹
凸
が
な
い
よ
う
に
根
を
お
ち
つ
か
せ
て
､
肥
料
を
与
え
て
埋

め
込
む
｡
こ
の
仕
事
を
期
間
を
お
き
'
繰
り
返
し
お
こ
な

っ
た
｡
ネ
イ
ケ
仕
事
は
､

ネ
イ
ケ
ヤ
と
称
さ
れ
た
専

門
の
人
に
依
頼
し
た
O
ネ
イ
ケ
ヤ
は
十
名
ほ
ど
で
組
を
作
り
､
順
次
'
依
頼
の
各
戸
を
ま
わ
っ
て
い
た
が
､
そ

の
仕
事
塁
は
'
他
の
野
良
仕
事
に
比
し
て
､
重
労
働
で
あ

っ
た
た
め
へ
高
額
の
日
当
に
食
事
付
で
あ
っ
た
と
記

憶
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
こ
の
仕
事
に
は
'
竹
を
あ

つ
か
う
の
を
得
意
と
す
る
屋
根
屋
の
経
験
者
も
仲
間
入
り
し

て
い
た
と
い
う
0

ネ
イ
ケ
を
し
た
次
の
年
は
'
わ
ず
か
に
筒
は
頑
を
出
す
桂
皮
で
'
二
年
自
か
ら
は
本
格
的
な
収
機
が
期
待
さ

れ
'
そ
の
根
の
筒
を
生
み
出
す
力
は
'
そ
の
後
六
～
七
年
綻
-
と
さ
れ
て
い
た
｡

収
機
は
､
三
月
の
彼
岸
ご
ろ
か
ら
始
ま
り
､
五

月
の
下
旬
に
か
け
て
で
あ
る
が
､
と
-
に
四
月
未
か
ら
五
月

初
め
が
盛
り
で
あ
っ
た
｡
こ
の
収
穫
期
が
近

つ
く
と
筒
の
出
荷
用
の
竹
髄
を
自
分
で
編
み
上
げ
た
o
太
平
洋
戦

争
前
は
十
貿
日
用
､
戦
後
は
五
貫
目
用
の
も
の
で
あ

っ
た
｡
編
み
目
は
四
ツ
目
の
荒
ら
ll)で
あ

っ
た
た
め
'
器

用
な
人
は

一
日
に
二
十
個
も
編
み
上
げ
た
と
い
う
｡

収
穫
に
当
た
っ
て
は
'
ま
ず
鼓
の
な
か
に
入
り
'
き
れ
い
に
竹
の
落
葉
を
は
い
た
｡
そ
れ
は
筒
の
突
出
に
よ
っ

て
発
生
す
る
地
割
れ
を
見

つ
け
る
た
め
で
あ

っ
た
o
こ
の
状
態
で
掘
ら
れ
た
筒
が

一
番
お
い
し
い
も
の
と
さ
れ

た
｡
そ
の
た
め
､
収
穫
期
に
他
人
が
竹
薮
に
入
る
こ
と
を
非
常
に
い
や
が

っ
た
｡

笥
掘
り
は
､
早
朝
'
夜
明
け
を
待

っ
て
お
こ
な
わ
れ
'
焼
い
た
-
ズ
モ
チ
を
頼
張
り
な
が
ら
'

ヘ
ラ

(カ
ン

ノ
ン
ジ
ヤ
ク
シ
)
で
掘
り
'
ツ
キ
ノ
-
で
根
を
切
り
取
り
出
し
て
い
っ
た
.
盛
り
に
は
､

1
日
お
き
に
五
十
貿

(約
百
九
十
キ
ロ
)
の
収
確
が
あ

っ
た
と
い
う
｡

カ
シ
ワ
の
葉

五
月
五
日
の
端
午
の
節
供
に
は
'
綜
と
と
も
に
､
棒
粉
餅
の
t･,6か
に
胸
を
入
れ
'
半
円
状
に
し
て
カ
シ
ワ
の

掘

りたて
の
タ
ケ
ノ

コ
(繕
江
森
治
さ
ん

･
荏
E
l小
脇

･
61
)
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糞
で
包
ん
だ
柏
餅
を
供
物
と
し
て
き
た
｡
こ
の
柏
餅
を
包
ん
で
い
る
カ
ゾ
ワ
の
葉
は
'
五
月
ご
ろ
に
芽
吹
き
始

め
､
夏
に
餅
を
包
む
に
十
分
な
大
き
さ
と
な
る
.
暇
を
み
て
は
山
に
入
り
､
怨
を
も
ぎ
取

っ
て
帰
り
'
十
枚
を

1
束
と
し
て
湯
に
と
お
し
'
そ
れ
を
カ
ラ
カ
ラ
に
天
日
の
下
で
干
し
上
げ
た
｡

1
定
の
丘
が
た
ま
る
と
､
野
菜

な
ど
を
市
場
に
出
荷
す
る
際
に
も
っ
て
行
き
､
問
屋
に
卸
し
た
O
東
京
方
面
'
た
と
え
ば
京
橋
や
神
田
な
ど
の

市
場
で
は
､
よ
い
値
で
取
り
引
さ
れ
た
｡

茶曲
家
を
訪
れ
る
と
､
カ
ラ
チ
ャ

(空
茶
)
で
す
が
ど
う
ぞ
と
接
待
し
て
-
れ
る
O
こ
の
茶
は
'
]訪
.さ

1
メ
ー

ト
ル
前
後
に
成
長
す
る
ツ
パ
キ
科
の
瑞
緑
池
木
の
茶
の
薬
を
封
じ
た
飲
物
で
あ
る
.
茶
は
屋
敷
地
の
ク
ネ

(坐

垣
)
や
畑
の
境
木
な
ど
の
恰
好
の
植
木
物
と
さ
れ
､
そ
の
新
芽
は
自
家
用
の
茶
と
し
て
製
茶
さ
れ
た
｡

五
月
の
晴
天
の
日
に
'
ナ
マ
ハ

(新
芽
)
を
手
で
摘
み
'
オ
オ
ザ
ル
に
入
れ
て
も
ち
帰
り
へ

こ
り
に
ひ
ろ
げ

た
延
の
上
で
乾
燥
さ
せ
る
｡
翌
日
へ
オ
オ
ガ
マ
に
セ
イ
ロ
を
準
備
し
'
ナ
マ
ハ
を
二
つ
ま
み
ほ
と
の
rL山
を
単
位

に
セ
イ
ロ
に
入
れ
､
箸
で
も

っ
て
か
き
ま
わ
し
な
が
ら
'
箸
に
か
ら
む
ほ
ど
に
悲
し
上
げ
た
o
い
ち
ど
に
多
く

の
ナ
マ
ハ
を
セ
イ
ロ
に
入
れ
る
と
'
光
の
色
が
悪
-
な
る
と
い
う
｡
蒸
し
終

っ
た
集
を
ホ
イ
ロ
の
上
に
移
し
､

rn
リ
な
が
ら
乾
燥
さ
せ
て
い
-
o
ホ
イ
口
上
の
仕
事
は
数
回
繰
り
返
さ
れ
る
｡
そ
の
た
め
年
寄
り
の
根
気
が
必

要
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
そ
の
繰
り
返
し
の
際
､
茶
用
の
目
の
窓
な
竹
製
の
7
ル
イ
が
使
わ
れ
'
茶
の
大
き
さ
が

選
別
さ
れ
て
い
っ
た
｡

ホ
イ
ロ
は
'
平
面
は
ほ
ほ
m止
1
枚
ほ
ど
で
'
高
さ
は
六
十
セ
ン
チ
ほ
ど
を
計
り
､
赤
土
に
よ
っ
て
作
ら
れ
､

内
部
に
は
炭
火
を
置
き
､
そ
の
上
面
に
鉄
網
代
を
置
き
､
さ
ら
に
そ
の
う
え
に
和
紙
の
乾
燥
板
を
遊
-
よ
う
に

な
っ
て
い
た
｡
こ
の
ホ
イ
ロ
は
母
屋
の
ダ
イ
ド
コ
ロ
の

一
角
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
'
日
常
は
蓋
を
L
t

台
が
わ
り
に
使
わ
れ
て
き
た
｡

新
茶
が
で
き
あ
が
る
と
､
近
所
の
家
に
配

っ
て
歩
い
た
｡
新
茶
は

一
年
分
の
塁
が
作
ら
れ
茶
権
に
保
存
さ
れ

た
｡
ナ
マ
ハ
四
貫
か
ら
茶

1
E
lが
で
き
た
と
い
う
O

ク
ネ
と
し
て
牲
え
ら
れ
て
い
る
オ
チ
十
(田
丸
酒
家
･
池
辺
･
朗
)
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第
三
節

霜
枯
三
月

l
月
か
ら
三
月
は
'
こ
の
近
在
の
農
家
で
は
霜
枯
三
月
と
い
い
､
か
つ
て
は
野
良
仕
事
は
あ
ま
り
な
-
'

｢
ク
イ
ツ
ブ
シ
｣
を
す
る
時
期
と
さ
れ
て
は
い
た
が
､
そ
の
間
に
'
米
俵

･
縄

･
草
履

･
草
牲
な
と
を
編
む
ワ

ラ
仕
事
'
炭
焼
､
天
然
水
作
り
'
経
木
か
ら
の
薪
作
り
t
f
=
1
荷
作
り
､
薬
草
の
採
取
､
あ
る
い
は
仲
間
で
組
を

作

っ
て
屋
根
葺
き
仕
事
な
と
､
現
金
を
得
る
仕
事
を
お
こ
な
っ
て
き
た
O

一

ワ
ラ
仕
事

ワ
ラ
仕
事
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
製
品
は
､
米
俵
で
あ
り
蓮

･
縄

･
草
履
の
規
で
あ

っ
た
o
そ
れ
ら
は
自
家
用

品
で
あ
り
､
ま
た
商
品
と
も
な

っ
た
o
大
正
末
期
に
お
い
て
は
､
十
六
燭
光
の
電
燈
の
下
で
夜
の
十
時
'
十

一

時
ま
で
編
み
続
け
た
と
い
う
｡
素
材
と
な
る
ワ
ラ
は
'
稲
刈
り
､
脱
穀
後
の
梓
が
当
て
ら
れ
'
必
要
〔姐
が
モ
ノ

オ
キ
の
二
階
な
と
に
保
管
さ
れ
た
o
そ
れ
ら
の
ワ
ラ
の
な
か
で
も
､
ク
ロ
イ
セ
と
い
う
品
種
の
梓
は
'
全
体
と

し
て
長
-
'
し
か
も
径
が
太
い
た
め
に
､
ワ
ラ
仕
事
に
は
最
適
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
0
現
在
へ
見
る
こ
と

が
で
き
る
機
械
刈
り
の
も
の
は
､
梓
の
丈
が
短
か
い
ム
サ
シ
コ
カ
ネ
や
ツ
キ
ノ
ヒ
カ
-
と
い
う
品
種
で
ワ
ラ
仕

事
用
と
し
て
は
少
々
あ
っ
か
い
つ
ら
い
｡
ア
キ
ニ
シ
幸
と
サ
サ
ニ
シ
キ
は
並
の
丈
で
あ
る
｡

ワ
ラ
仕
事
は
'
ま
ず
ワ
ラ
ウ
チ
仕
事
か
ら
始
ま
る
｡
母
屋
の
ト
ン
ボ
グ
チ
を
入
る
と
'
そ
こ
は
土
間
と
な

っ

て
お
り
､
ダ
イ
ト
コ
ロ
と
称
さ
れ
て
き
た
o
そ
の

一
角
に
ワ
ラ
ウ
チ
イ
シ
と
い
う
直
径
三
十
セ
ン
チ
は
と
の
丸

石
が
す
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
石
の
上
に
梓
を
置
き
カ
シ
材
の
セ
イ
ス
チ

(
サ
イ
ス
チ
)
で
打
ち
な
め
し
､
霧

を
吹
き
か
け
て
や
わ
ら
か
く
す
る
｡
家
に
よ
っ
て
は
､
こ
の
石
に
替
わ
る
も
の
と
し
て
'
ケ
ヤ
キ
の
幹
を
輪
切

り
に
し
た
厚
い
台
や
､
木
臼
や
石
臼
を
逆
に
し
て
へ
そ
の
底
部
を
台
と
し
た
｡
こ
の
ワ
ラ
ウ
チ
仕
事
は
､
ア
サ

ヅ
ク
-
と
い
っ
て
'
そ
の
日
の
予
定
宜
を
朝
食
前
の

l
仕
事
と
し
て
､
れ

つ
の
が
日
常
で
あ

っ
た
o
昭
和
十

年

ワ
ラ
ウ
チ
仕
事

(右

セ
イ
ズ
チ
と
本
臼

左

ワ
ラ
ウ
チ
械
械

高
橋
フ
ジ
さ

ん
･荏
田
南
･
60
)
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ご
ろ
に
ワ
ラ
ウ
チ
機
械
が
登
場
す
る
｡

米
俵
は
'
四
斗
用
の
俵
と
し
て
昭
和
四
十
年
ご
ろ
ま
で
使
わ
れ
て
き
た
が
'
そ
れ
ら
は
四
月
に
実
施
さ
れ
た

定
期
検
査
を
通
過
し
た
も
の
で
あ
っ
た
o
俵
自
体
の
目
方
は

一
貫
目
で
あ
る
と
か
'
編
み
方
の
方
法
と
か
'
サ

ン
ダ
ワ
ラ
の
付
け
方
ま
で
'
米
の
検
査
官
か
ら
指
導
を
受
け
､
タ
ワ
ラ
7
-
ダ
イ
の
前
に
座
り
'
チ
ン
コ
ロ

(
ハ
チ
二
ン
コ
ゾ
ウ
)
を
前
後
に
送
り
な
が
ら
'
編
み
上
げ
て
い
っ
た
0
枚
数
は
､
反
当
り
の
収
穫
畠
で
あ
っ

た
五
～
六
俵
を
目
安
と
し
て
必
要
な
枚
数
を
編
み
上
げ
た
｡

延

は
'
ワ
ラ
仕
事
時
の
敷
物
と
し
て
､
ま
た
米
麦
に
代
表
さ
れ
る
穀
頬
や
､
大
豆
や
小
豆
の
豆
軌
を
､
こ
の

上
に
広
げ
て
天
日
で
乾
燥
さ
せ
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
の
敷
物
で
あ
っ
た
｡
平
均
的
な
出
家
で
は
五
十
～
六
十

枚
'
大
農
家
で
は
百
枚
以
上
の
延
を
箱
臓
し
て
い
た
と
い
い
う
そ
の

l
部
は
'
母
屋
の
ダ
イ
ド
コ
ロ
の
梁
の
下

に
取
り
付
け
た
竹
棒
に
掛
け
て
ぶ
ら
さ
け
､
何
時
で
も
使
え
る
状
態
に
さ
れ
て
い
た
.
毎
年
､
そ
れ
ら
の
欠
損

分
を
ム
シ
ロ
オ
リ
与
を
あ
や
つ
っ
て
編
ん
で
作

っ
た
｡

純
は
'
ワ
ラ
ナ
ワ
､

ソ
rt
ロ
ナ
ワ
､
ア
サ
ナ
ワ
な
ど
が
知
ら
れ
'
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
に
応
じ
'
径
の
太
さ
に

差
を

つ
け
て
右
よ
り
に
な
わ
れ
た
O

ワ
ラ
ナ
ワ
の
太
さ
は
､
細
い
の
は
俵
編
み
に
使
う
か
ら
ろ
紙
で
あ
り
､
中

細
は
延
の
縦
糸
で
あ
り
'
草
屋
根
の
材
で
あ
る
茅
を
締
め
る
も
の
で
あ
っ
た
o
草
屋
根
用
の
純
は
､
と
く
に
カ

ラ
ゲ
ナ
ワ
と
い
わ
れ
て
い
た
｡
長
さ
の
単
位
は
､
二
十
ヒ
ロ

(
ヒ
ロ
は
両
手
を
ひ
ろ
げ
た
長
さ
)
を

1
ポ
と
し
'

二
十
ポ
を

1
タ
パ
と
し
'

1
日
に

1
タ
バ
を
な
う
と

1
人
前
と
さ
れ
て
い
た
｡
ま
た

1
ポ
の
長
さ
は
､
径

1
尺

の
薪
を
約
十

1
束

マ
ル
ク
こ
と
が
で
き
る
長
さ
と
さ
れ
､
大
正
期
に
お
い
て

1
鋲
五
厘
で
取
り
引
き
さ
れ
た
｡

大
正
末
年
に
な
る
と
ナ
ワ
ナ
イ
キ
が
普
及
し
た
｡

ン
エ
ロ
ナ
ワ
は
､
水
に
強
-
'
井
戸
の
汲
桶
に
つ
け
る
長
い
縄
や
肥
桶
の
か
つ
ぎ
縄
と
し
て
､
ま
た
EB
値
縄

な
ど
と
し
て
使
わ
れ
た
C
素
材
の
ソ
エ
ロ
は
'
屋
敷
の
う
ち
で
も
､
よ
く
太
陽
を
あ
ひ
る

l
角
に
植
え
ら
れ
て

い
る
｡
シ
ュ
ロ
の
繊
維
は
短
か
-
､
な
う
の
に
苦
労
し
た
と
い
う
｡

ア
サ
ナ
ワ
は
'
シ
ュ
ロ
の
繊
維
に
比

へ
'
は
る
か
に
長
い
も
の
で
あ

っ
た
の
で
､
な
う
の
は
楽
で
あ

っ
た
と

シ
ュ
ロ
と
シ
ュ
ロ
ナ
ウこ~~--- I ---･kg # B
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い
う
｡
北
関
東
か
ら
の
移
入
品
で
､
鯉
臓
用
の
縄
や
ま

つ
り
の
紐
な
ど
と
し
て
使

っ
て
き
た
o

草
履

･
草
牲

･
牛
の
ク
ツ
な
と
の
ワ
ラ
製
履
物
は
､
下
駄
に
比

へ
消
耗
が
は
げ
し
い
た
め
､
大
益
に
自
家
用

品
と
し
て
'
あ
る
い
は
商
品
と
し
て
編
み
上
げ
ら
れ
た
｡
老
若
男
女
を
問
わ
ず
'
ダ
イ
ド
コ
ロ
に
敷
か
れ
た
延

の
う
え
に
す
え
た
ゾ
ウ
リ
ツ
ク
-
ダ
イ
に
向
か
っ
た
｡
地
名
を
冠
し
た
茅
ヶ
崎
ゾ
ウ
-
や
､
竹
皮
を
使

っ
た
東

山
田
の
タ
ケ
カ
ワ
ゾ
ウ
リ
は
近
郷
近
在
に
名
を
は
せ
て
い
た
｡
五
足
単
位
で
取
引
さ
れ
た
と
い
う
｡
ワ
ラ
ジ
は
､

四
乳
草
杜
で
､

一
般
に
長
距
離
用
と
し
て
は
か
れ
､
肥
料
の
買
い
取
り
や
､
大
山
阿
夫
利
神
社

へ
の
雨
乞
い
な

ど
､
あ
る
い
は
願
掛
け
の
お
礼
と
す
る
た
め
な
ど
に
編
ま
れ
た
｡

牛
の
ク
ツ
は
'
牛
車
で
の
下
肥
汲
み
､
木
材
引
き
な
ど
の
際
'
牛
の
足
を
保
護
す
る
た
め
に
は
か
せ
た
履
物

で
､
と
-
に
冬
季
の
霜
に
よ
っ
て
足
を
す

へ
ら
す
の
を
防
く
た
め
に
､
多
く
使
用
さ
れ
た
O
か
な
ら
ず
予
備
の

ク
ツ
数
足
を
牛
車
に
付
け
て
出
か
け
た
と
い
う
｡

草
履

･
革
桂
の
ほ
か
に
､
ア
ノ
ナ
カ

(足
半
)
が
あ
る
｡
そ
れ
は
普
通
の
ゾ
ウ
リ
の
約
三
分
の
二
弱
の
寸
法

で
あ
る
O

l
名
ソ
ウ
シ
キ
ゾ
ウ
リ
と
も
称
さ
れ
た
｡
畑
仕
節
用
と
し
て
は
か
れ
'
ま
た
葬
儀
の
際
､
家
か
ら
基

地
ま
で
の
間
を
は
き
､
墓
地
に
ぬ
き
捨
て
て
-
る
履
物
で
あ
る
O
な
お
葬
儀
用
の
ア
シ
ナ
カ
は
左
よ
り
で
編
み

上
げ
ら
れ
た
｡

二

キ
ノ

コ
リ
ナ
カ

マ

冬
場
､
サ
キ
ヤ
マ
が
中
心
と
な
っ
て
､
山
の
木
を
切
り
出
す
キ
ノ
コ
リ
ナ
カ
マ
が
組
耕
さ
れ
た
o
こ
の
山
仕

事
は
､
依
頼
仕
事
で
'
発
注
者
は
ベ
エ
ニ
ン
と
称
さ
れ
た

f
山
の
木
を
買
い
､
商
売
を
す
る
人
で
あ

っ
た
｡

山
の
状
況
は
'
広
糞
樹
林
の
ベ
エ
ラ
ヤ
マ
と
､

マ
ツ
ヤ
マ
'
ス
ギ
ヤ
マ
で
あ
っ
た
｡

へ
エ
ラ
ヤ
マ
は
､
ク
ヌ

ギ
へ
ナ
ラ
'
カ
ソ
､
サ
ワ
ラ
な
ど
の
雑
木
の
山
を
さ
す
名
称
で
､
こ
れ
ら
の
木
々
は
主
に
薪
と
ノ
リ
シ
ビ

(
ヒ

ど
)
用
の
対
象
と
さ
れ
た
o

マ
ツ
は
二
十
五
～
三
十
年
目
で
､
ス
ギ
は
五
十
年
目
で
伐
採
の
対
象
と
な
っ
た

が

､

そ
の
間
'
最
初
の
111年
間
は
下
草
刈
り
'
そ

の
後
十
年
間
は
枝
お
ろ
し
な
ど
の
管
理
が
必
姿
で
あ
っ
た
｡
下
草

年
の
ク
ツ
(安
藤
光
三
家
･
牛
久
保
的
地
舌
梅
･
5
)
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刈
り
に
よ
っ
て
得
た
百
草
は
ツ
ク
テ
や
田
に
敷
き
込
む
肥
料
に
ま
わ
さ
れ
た
｡

ベ
エ
二
ン
は
山
に
入
り
､
木
々
の
状
況
を
見
て
回

っ
た
の
ち
'
山
所
有
者
と
値
を
交
渉
し
た
｡
当
然
な
が
ら

古
木
が
多
い
ほ
ど
反
当
り
の
値
は
前
-
な

っ
た
｡
話
が
ま
と
ま
る
と
､
ペ
エ
ニ
ン
は
'
キ

ッ
コ
リ
ナ
カ
マ
に
声

を
か
け
､
焼
酎
と
肴
で
も

っ
て
山
人
の
た
め
の
饗
応
の
場
を
も
う
け
た
｡

キ

ノ
コ
-
ナ
カ
マ
は
'
次
の
日
か
ら
指
定
さ
れ
た
山

へ
､
各
自
も
ち
の
ナ
タ
､

マ
サ
カ
-
'
ノ
コ
ギ
リ
､
ヤ

ス
リ
､

1
尺
ザ
シ
､
二
尺
ザ
ン
､
ナ
ワ
な
ど
を
た
ず
さ
え
て
入
る
O
ま
ず
ノ
コ
ギ
リ
を
い
れ
る
木
の
周
囲
に
あ

る
経
木
の
切
り
倒
し
か
ら
始
め
'
そ
の
の
ち
'
ワ
チ
キ
リ
と
い
っ
て
対
象
木
の
梶
根
の
広
が
っ
て
い
る
部
分
を

タ
テ
切
り
し
な
が
ら
切
り
と
る
｡

つ
き
に
枝
お
ろ
し
に
う
つ
る
0
こ
れ
は
サ
キ
ヤ
マ
の
仕
事
で
､
体
と
木
の
間

に
tj
I
プ
を
ま
わ
し
'

ロ
ー
プ
を
操
り
な
が
ら
登
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
登
り
'
そ
こ
か
ら
順
次
へ
下
に
向
か
っ
て

枝
お
ろ
し
を
し
な
が
ら
お
り
て
-
る
.
こ
の
の
ち
'
木
を
倒
そ
う
と
す
る
側
の
根
本
か
ら
十
五
セ
ン
チ
は
ど
の

叶川
さ
の
と
こ
ろ
に
ノ
コ
ギ
リ
で
切
り
込
み
を
入
れ
'
反
対
側
に
ま
わ
り
切
り
始
め
る
｡
そ
こ
で
は
'
切
り
口
に

ク
サ
ヒ
を
打
ち
入J
み
'
切
り
や
す
-
し
て
い
っ
た
｡
ノ
コ
ギ
-
の
動
き
を
よ
く
す
る
た
め
に
'
灯
油
を
潤
滑
液

と
し
て
使
用
し
た
O

切
り
倒
し
た
の
ち
は
､
近
-
の
辺
ま
で
､
人
力
と
コ
ロ
t･6
と
を
使

っ
て
避
び
出
し
た
｡

nl#
後
の
日
は
'
ヤ
マ
ジ
マ
イ
と
称
さ
れ
'
三
乗
の
薪
を
仕
上
げ
る
と
'
シ
メ
エ
カ
ン
ジ

ョ
ウ
と
い
っ
て
焼
酎

の
御
神
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
､
勘
定
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡

薪
杓
を
中
心
に
伐
採
す
る
ベ
エ
ラ
ヤ
マ
の
場
合
は
､
伐
採
後
八
年
を
過
ぎ
な
い
と
次
の
伐
採
は
だ
め
だ
と
さ

れ
､

1
校
に
十
年
を

1
サ
イ
ク
ル
に
伐
採
し
て
い
た
｡
そ
れ
は
伐
採
の
際
に
'
木
の
根
き
わ
か
ら
切
り
'
次
の

春

に
そ
の
根
ざ
わ
か
ら
出
る
新
し
い
芽
が
幹
と
な
っ
て
成
長
す
る
の
を
待

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
下
卓
刈
り
は
い

う
ま
で
も
な
-
お
こ
な
わ
れ
た
O
山
に
入

っ
て
木
の
根
元
を
み
る
と
'
ベ
エ
ラ
ヤ
マ
の
場
合
は
'
ず
ん
く
り
と

し
た
根
元
が
み
ら
れ
､

一
目
で
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

伐
採
さ
れ
た
材
は
'
薪
用
と
し
て

一
尺
二
寸
の
長
さ
に
切
り
と
と
の
え
､
径

一
尺
の
兼
に
マ
ル
キ
あ
げ
る
｡

雑
木
林

(荏
田
柚
木

･
4
)
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こ
れ
を

｢
尺
の
束
に
マ
ル
ク
｣
と
い
っ
た
｡

1
人

1
日
､
薪
三
十
爽
前
後
を

作る
と

1
人
前
と
さ
れ
て
い
た
.

そ
の
薪

1
束
の
値
は
'
大
正
期
で
二
十
銭
で
あ
っ
た
｡

こ
れ
に
対
し
'
各
戸
で
は
'
｢霜
枯
れ
へ
冬
枯
れ
時
に
取

っ
て
-
る
｣
と
い
っ
て
､

l
年
間
に
他
用
す
る
薪

を
準
備
し
た
｡
山
持
ち
の
者
は
苦
労
は
し
な
い
が
､
山
を
持
た
な
い
者
は
'
セ
プ
と
い
っ
て
､

一
畝
単
位
で
山

持
ち
か
ら
山
の
木
を
買
い
薪
と
し
て
き
た
が
､
そ
の
大
半
は
金
で
は
な
-
男
働
の
提
供
を
前
提
と
し
て
'
木
を

分
け
て
も
ら

っ
た
.
そ
れ
は
タ
テ
ヤ
マ
と
称
さ
れ
､
年
間
の
労
働
目
数
で
契
約
し
､
自
由
に
山
に
入
り
'
粗
菓

や
ク
ズ
の
採
集
を
も
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
o

ノ
リ
ン
ビ
用
の
オ
ロ
シ
ュ
ダ
で
あ
る
粗
菓
は
､
九
尺
か
ら
十
二
尺
ま
で
'
そ
れ
ぞ
れ
の
長
さ
に
そ
ろ
え
て
束

と
し
た
｡
こ
の
オ
ロ
シ
エ
ダ
の
は
か
に
竹
も
ソ
ビ
材
と
し
て
使
わ
れ
､
ま
と
め
て
馬
力
に
桃
み
'
羽
田
や
大
森

の
海
苔
場

へ
運
ん
だ
｡
大
正
期
で

-
束
E
]～
五
銭
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
オ
ロ
ン
エ
ダ
は
､

エ
ン
ド

ウ
マ
メ
な
と
豆
規
の
支
柱
と
し
て
も
使
わ

れ
た
｡

落
糞
は
､
ク
ズ
と
称
さ
れ
'
燃
料
あ
る
い
は
堆
肥
の
材
料
と
し
て
使
わ
れ
､
凪
が
雑
-
吹
い
た
翌
秋
に
は
'

競

っ
て
山
に
入
り
､
ク
マ
デ
で
か
き
集
め
､
オ
オ
カ
ゴ
で
運
ぶ
と
い
う
ク
ズ
カ
キ
姿
が
み
ら
れ
た
.

家
に
運
び
込
ま
れ
た
多
星
の
ク
ズ
は
'
分
散
さ
れ
'

1
郡
は
燃
料
用
と
し
て
キ
ビ
ヤ
に
保
管
さ
れ
'
ま
た

1

部
は
堆
肥
用
と
し
て
ハ
イ
ヤ
に
運
ば
れ
､
ワ
ラ
や
牛
糞
な
ど
に
加
え
ら
れ
て
ツ
ク
テ
の
材
料
と
な
っ
た
｡
五
月

の
下
旬
に
は
､
ク
ズ
は
サ
ツ
マ
イ
モ
の
苗
を
作
る
踏
み
込
み
材
料
と
し
て
､
三
坪
ほ
と
の
ナ
エ
ウ
ラ

(菌
床
)

に
い
れ
ら
れ
'
作
物
を
生
み
だ
す
下
地
と
さ
れ
た
｡

三

炭
当
地
の
西
北
約
十
三
キ
ロ
に
黒
川
と
い
う
土
地
が
あ
る
0
こ
こ
は
黒
川
炭
の
産
地
と
し
て

『風
土
記
稿
｣
に

み
え
､
そ
の
炭
焼
き
技
術
の
高
さ
は
都
筑
郡
内
に
と
ど
ま
ら
ず
多
摩
郡
ま
で
側
こ
え
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い

る
｡
こ
の
黒
川
炭
の
技
術
お
よ
び
生
産
面
は
､
妓
多
の
機
会
に
報
告
さ
れ
て
き
た
o
ま
た
今
日
の
土
地
開
発
に

砺
判
り

(関
恒
三
郎
さ
ん
･
勝
田
･
6
)
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伴
う
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
に
よ
っ
て
､
か

つ
て
の
炭
窯
跡
が
発
見
さ
れ
考
察
が
加
え
ら
れ
て
は
い
る
が
'
当
地

の
そ
れ
は
､
大
規
模
な
生
産
を
う
か
が
わ
せ
る
に
十
分
な
資
料
ま
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
o

専
業
的
に
は
南
山
田
や
大
棚
な
と
で
ス
ミ
ヤ
と
い
う
屋
ロkh
を
も
つ
家
々
で
､
昭
和
二
十
年
代
ま
で
､

1
基
な

い
し
二
基
の
ト
カ
マ
を
使
い
､
そ
の
非
を
お
こ
な
っ
て
い
た
O
明
治
三
十
六
年
刊
の

『中
川
村
是
｣
に
よ
る
と
'

当
地
の
生
産
虫
は
六
'
〇
九
〇
貢
と
記
録
さ
れ
て
い
る
.

1
基
の
年
間
生
産
塁
の
平
均
は
二
百
俵

(
l
俵
四
宜
)

と
さ
れ
て
お
り
､
そ
の
貿

数
を
単
純
計
罪
す
る
と
'
八
基
の
ト
カ
マ
が
あ
れ
は
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
〇

一

軒

1
基
の
ド
カ
マ
所
有
と
な
れ
ば
､
八
軒
､

一
軒
二
基
所
有
と
な
れ
は
四
軒
と
い
う
引
算
と
な
り
､
十
軒
に
満

た
な
い
家
で
焼
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
.
こ
の
当
時
の
中
川
村
の
戸
数
は
､
同
碧
に
は
五
百
軒
と
あ
る
o
ま

た
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
成
果
と
し
て
は
'
茅
ヶ
崎
に
お
い
て
イ
チ
ジ
ク
型
の
カ
マ
二
基
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の

み
で
､
し
か
も
そ
れ
は
近
代
の
築
造
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
O

炭
は
､
薪

･
粗
菓

･
ク
ス
と
い
う
素
材
そ
の
も
の
が
即
燃
料
と
さ
れ
る
も
の
に
比

へ
'
素
材
を

一
度
焼
き
水

分
を
ぬ
く
と
い
う
処
理
が
お
こ
な
わ
れ
た
燃
料
で
あ
る
｡
そ
こ
に
少
な
か
ら
ず
煙
の
出
を
お
さ
え
た
特
質
と
､

手
倍
な
ど
の
用
器
に
入
れ
'
た
や
す
く
住
居
内
な
と
を
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
徴
と
が
そ
な
わ
っ
た
燃
料

で
も
あ
る
｡
自
家
で
の
使
用
は
'
お
も
に
ヒ
ト
ヨ
セ
の
際
の
手
培
用
と
し
て
､
製
茶
時
の
ホ
イ
ロ
の
燃
料
と
し

て
､
ま
た
養
蚕
時
の
暖
房
用
と
し
て
の
イ
ロ
-
に
入
れ
ら
れ
て
き
た
.
日
常
の
炊
事
に
は
薪
や
粗
菜
の
規
が
主

た
る
燃
料
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
か
ら
し
て
'
そ
の
消
費
量
は
か
き
ら
れ
'
生
産
さ
れ
た
大
半
は
出
荷
の
対
象
と
な
っ

て
い
た
｡

こ
こ
で
は
す
で
に
姿
を
消
し
へ
伝
承
さ
れ
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
カ
マ
造
り
と
炭
焼
の
様
子
を
整
理
し
て
お

き
た
い
O
前
述
の

F中
川
村
是
山
中
に
は

｢佐
倉
炭
｣
と
い
う
こ
と
ば
が
記
さ
れ
て
い
る
0
こ
れ
か
ら
し
て
当

地
の
カ
マ
は
佐
倉
窯
の
流
れ
を
く
む
ト
カ
マ
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
古
老
た
ち
の
間
で
現
在
に
伝
わ
る

語
免
も
ド
カ
マ
で
あ
る
o

炭
焼
の
季
節
は
､
｢雑
木
の
糞
が
落
ち
て
か
ら
始
ま
り
'
柿
の
花
が
咲
き
は
じ
め
る
こ
ろ
に
終
る
｣
と
い
う
'
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自
然
の
移
り
変
わ
り
を
追
い
な
が
ら
の
期
間
で
あ

っ
た
O
そ
れ
は
落
斐
樹
で
あ
る
ク
ヌ
ギ
や
コ
ナ
ラ
な
と
を
対

象
木
と
し
て
伐
採
し
た
か
ら
で
あ
り
'
ま
た
柿
の
花
が
咲
き
始
め
る
こ
ろ
は
､
田
仕
事
の
は
じ
ま
る
時
期
を
意

味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡

ト
カ
マ
を
築
-
場
所
は
､
1
様
に
南
面
す
る
緩
斜
面
か
平
地
が
選
ば
れ
'
前
者
の
場
合
に
は
斜
面
を
削
平
し
､

薪
積
み
場
'
炭
枯
み
場
な
ど
必
要
な
面
積
が
確
保
さ
れ
た
o
カ
マ
の
軸
線
は
南
北
に
と
る
の
が

1
般
と
さ
れ
､

入
口
は
南
側
に
も
う
け
ら
れ
た
｡
卜
カ
マ
を
築
く
手
順
は
､
ま
ず
予
定
地
に
奥
行
九
尺
､
左
右
幅
五
尺
を
計
る

イ
チ
ン
ク
の
実
に
類
似
し
た
型
の
平
面
図
を
え
が
き
､
そ
の
内
側
を
は
は

l
尺
ほ
と
掘
り
さ
け
る
｡
そ
の
床
面

を
セ
ン
ホ
ン
ヅ
キ
と
い
っ
て
四
～
五
人
で
テ
キ
ネ
を
も

っ
て
よ
-

つ
き
固
め
る
｡
こ
の
テ
ギ
ネ
は
ド
カ
マ
築
造

の
た
め
に
作
ら
れ
た
桟
杵
で
､

径
約
十
セ
ン
チ
'
長
さ
約
八
十
セ
ン
チ
は
と
に
切

っ
た
ナ
ラ
な
い
し
ク
ヌ
ギ
材

を
打
撃
郎
と
し
､
ス
キ
材
の
柄
を
と
り

つ
け
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
外
周
に
で
き
た
壁
は
ド
カ
マ
の
壁
の
基
礎
壁

と
な
る
0

こ
の
地
固
め
が
終
わ
る
と
､
前
も

っ
て
準
備
し
て
お
い
た
約
百
束
の
薪
を
順
次
た
て
た
状
態
で
二
段
な
い
し

三
段
に
し
て
積
み
､
そ
の
上
に
カ
ケ
マ
キ
と
さ
れ
る
小
枝
を
1i倣
い
掛
け
る
よ
う
に
重
ね
､
頂
部
の
凸
凹
を
修
整

し
'
さ
ら
に
そ
の
上
を

コ
モ
な
い
し
延
で
払
い
亀
甲
型
に
仕
上
げ
る
｡

つ
ま
り
'
こ
れ
が
-
カ
マ
内
部
の
規
模

と
な
る
O
次
に
ネ
ン
ト
つ
き
が
始
ま
る
｡
ヤ
マ
ネ
ン
ド
と
称
さ
れ
た
赤
土
を
ま
ず
壁
部
分
と
な
る
外
周
に
遊
び
'

前
述
の
テ
ギ
ネ
で
も

っ
て
つ
き
固
め
'
徐
徐
に
上
に
上
に
向
か
う
｡
こ
の
仕
撃
を
繰
り
返
し
お
こ
な･6
い
全
体
を

ネ
ン
ト
で
覆
い
包
む
.
天
井
の
厚
さ
は
三
～
四
寸
と
な

っ
て
い
る
0
そ
の
う
え
に
ネ
ン
ド
の
ひ
ひ
割
れ
を
防
-

た
め
に
､
ヤ
マ
ス
ナ
に
水
を
ふ
-
ま
せ
な

が
ら
ま
き
へ
そ
れ
を
よ
-

つ
き
こ
み
､
約

l
寸
五
分
の
厚
さ
を
上
稲

み
す
る
o
こ
れ
に
よ
っ
て
天
井
は
完
成
す
る
O
奥
壁
の
外
側
に
煙
突
を
付
け
る
｡
そ
れ
は
土
管
の
場
合
と
'

ワ

ラ
束
を
ネ
ン
ド
で
包
む
場
合
と
が
あ

っ
た
O
後
者
は
ト
カ
マ
に
火
が
は
い
る
と
､
そ
の
火
で
ワ
ラ
は
燃
え
'
空

洞
の
煙
突
と
な

っ
た
｡
ま
た
入
口
の
前
方
に
径
三
尺
は
と
の
穴
を
掘
り
､
掘
り
出
し
た
土
を
粘
性
に
し
て
も
と

に
戻
し
て
お
く
｡
こ
れ
は
入
口
を
密
封
す
る
際
の
ネ
ン
ト
と
な
る
｡

発
掘
さ
れ
た
ド
ガ
マ
(茅
ヶ
崎
･
57
･
N
T
発
掘
調
益
田
提
供
)
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1
連
の
ド
ガ
マ
築
き
は
'
四

～
五
人
で

1
日
の
仕
事
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
｡
こ
の
の
ち
､
人
口
の
カ
ケ
マ

キ
に
火
が
付
け
ら
れ
る
｡
煙
が

煙
突
以
外
の
個
所
か
ら
出
て
い
な
い
か
ど
う
か
な
ど
ド
カ
マ
の
よ
う
す
を
注
意

深
-
観
察
す
る
o
そ
れ
に
は
二
～
三
時
間
の
時
間
が
必
要
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
郡
な
く
ド
ガ
マ
の
機
能

が
働
き
は
じ
め
る
と
､
煙
は
煙

突
か
ら
勢
い
よ
く
出
は
じ
め
る
｡
こ
れ
を
確
認
す
る
と
へ
入
口
に
空
気
入
れ
の

土
管
を
入
れ
'
そ
の
周
岡
を
ネ
ン
ド
で
も

っ
て
二
重
の
フ
タ
で
お
お

っ
た
｡
三
日
～
四
日
後
に
は
煙
突
か
ら
の

煙
は
黒
灰
色
か
ら
紫
色
の
淡
い
色
に
変
化
す
る
O
こ
の
色
に
な
る
と
入
口
の
空
気

穴
と
煙
突
を
密
封
L
t
火
を

消
す
仕
郡
に
か
か
る
O
は
ほ

1
昼
夜
そ
の
状
態
で
置
い
た
の
ち
入
口
を
あ
け
る
と
熱
風
が
吹
き
出
し
て
く
る
｡

そ
の
際
'
火
が
鞍

っ
て
い
る
と
､
熱
風
と
と
も
に
火
が
吹
き
出
し
､
非
常
に
危
険
な
状
態
と
な
る
0
そ
の
た
め

口
あ
け
は
特
に
注
意
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
｡
ま
た
時
間
が
ゆ
る
す
か
ぎ
り
､
口
あ
け
の
時
間
を
お
く
ら
せ
た
と

も
い
わ
れ
て
い
る
｡
内
部
の
薪
は
炭
化
し
て
は
い
る
も
の
の
'
炭
と
し
て
扱
え
る
も
の
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
｡

ド
ガ
マ
に
は
じ
ゅ
う
ぷ
ん
な
熱
が
通
り
'
ネ
ン
ド
は
闇
-
ひ
き
し
ま
り
､
今
後
の
炭
蚊
に
耐
え
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
｡
内
壁
に
は
積
み
重
ね
た
薪
の
跡
が
､
天
井
に
は
コ
モ
な
ど
の
跡
が
挨
さ
れ
る
o
こ
れ
が
初
回
の
ド
ガ

マ
の
火
焼
き
で
あ
る
｡

炭
の
材
は
ク
ヌ
ギ

･
コ
ナ
ラ

･
ナ
ラ
を
主
に
'
そ
の
ほ
か
カ
ン
･
ケ
ヤ
キ
な
ど
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ら
の
材
は

近
-
の
山
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
が
'
い
う
ま
で
も
な
-
山
は
個
人
所
有
で
あ
り
'
所
有
者
と
の
あ
い
だ
で
買
売

契
約
を
結
び
､
そ
の
材
を
入
手
し
た
｡

一
般
に

1
山
買
い
と
い
っ
て
'

一
山
の
雑
木
を
買
う
例
が
多
か
っ
た
｡

伐
採
は
サ
キ
ヤ
マ
に
依
頼
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
｡
サ
キ
ヤ
マ
は
彼
の
配
下
あ
る
い
は
仲
間
の
キ

ッ
コ
リ
ナ
カ

マ
と
と
も
に
山
に
は
い
っ
た
｡
そ
の
賃
料
は

1
東
い
く
ら
と
い
う
計
算
で
あ

っ
た
と
い
う
｡

1
束
は
長
さ

l
尺

三
寸
に
切

っ
た
材
を
直
径
約

1
尺
に
束
ね
た
星
を
さ
し
た
o
ド
ガ
マ
の
客
員
は
す
で
に
ふ
れ
た
｡
薪
束
八
十
束

と
カ
ケ
マ
キ
二
十
束
が
平
均
的
に
入
れ
ら
れ
た
虫
で
あ
る
.

ク
ヌ
ギ

･
ナ
ラ
の
製
品
は
と
く
に
サ
ク
ラ
ズ
-

(佐
倉
炭
)
と
い
い
､
カ
マ
出
し
の
際
に
は
､

一
本
炭
と
し

て
で
き
上
が
る
よ
う
に
注
意
が
払
わ
れ
た
｡
カ
シ
･
ケ
ヤ
キ
な
ど
に
は
名
称
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

ド
ガ
マ
と
実
測
図

(石
井
功
家

･
緑
区
奈
良
町

･61)

ロト田.
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カ
ケ
マ
キ
と
し
て
薪
の
上
部
に
入
れ
た
粗
菓
の
焼
け
た
も
の
は
ザ
ク

(
ザ
ク
ス
-
)
と
称
さ
れ
'
自
家
の
燃

料
と
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
｡
ま
た
佐
倉
炭
と
称
さ
れ
た
ク
ヌ
ギ
と
雑
木
の
炭
と
さ
れ
た
カ
ソ
を
比
較
す
る
と
'

ク
ヌ
ギ
は
商
品
と
し
て
は
上
で
あ
っ
た
が
､
樹
皮
が
厚
い
た
め
に
火
が
つ
く
と
パ
チ
パ
テ
と
火
が
は
ね
､
い
や

だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
O
ま
た
鍛
冶
屋
か
ら
マ
ッ
ス
-
の
注
文
を
受
け
る
こ
と
も
あ

っ
た
O

さ
て
'
ト
ガ
マ
か
ら
炭
を
出
し
お
わ
る
と
う
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
余
熱
が
残

っ
て
い
る
あ
い
だ
に
､

つ
き
の
炭
焼

の
準
備
が
開
始
さ
れ
る
｡
水
を
ふ
-
ま
せ
た
半
纏
を
頑
か
ら
か
ぶ
っ
た
者
が
カ
マ
の
内
に
入
い
り
'
入
口
か
ら

奥
壁
に
向
か
っ
て
ほ
ほ

一
尺
幅
の
板
を
し
き
､
そ
の
う
え
に
水
を
流
す
｡
外
に
い
る
者
は
'
内
側
の
者
の
合
図

に
し
た
が
い
､
こ
の
板
の
上
を
す
べ
ら
す
よ
う
に
し
て
薪
束
を
入
れ
る
｡
内
側
の
者
は
薪
束
を
う
け
る
と
'
奥

壁
か
ら
順
に
二
段
な
い
し
三
段
に
密
に
積
み
'
さ
ら
に
天
井
と
の
隙
間
に
カ
ケ
マ
キ
を
挿
入
し
な
が
ら
入
口
の

方
に
後
退
し
て
-
る
O
そ
の
間
､
そ
の
者
は
ト
カ
マ
の
余
熱
に
耐
え
る
た
め
に
水
を
の
み
､
ま
た
半
纏
に
水
を

か
け
へ
こ
の
大
変
な
仕
事
を
こ
な
し
て
い
っ
た
O

こ
の
の
ち
'
点
火
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
入
口
の
7
タ
を
し
め
る
左
右
の
角
材
の
杜
の
上
に
は
塩
が
お
か
れ
て

い
る
｡
病
め
を
忘
味
し
て
い
る
｡
点
火
か
ら
密
封
､
火
と
め
ま
で
は
前
述
の
ト
カ
マ
造
り
と
同
様
の
流
れ
で
お

こ
な
わ
れ
る
o

焼
き
あ
が
っ
た
炭
は
'
人
口
部
分
か
ら
順
次
'
カ
キ
ボ
ウ
で
か
き
た
し
へ
小
判
型
の
ザ
ル
に
い
れ
て
炭
置
き

場
に
逆
び
野
槌
み
す
る
｡
時
と
し
て
炭
に
火
が
残

っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
注
意
し
た
｡

一
尺
三
寸
の
原
木
は

1

尺
の
炭
と
し
て
で
き
あ
が
る
o
そ
の
の
ち
'
カ
ヤ
材
で
編
ん
で
作

っ
た
ス
-
ダ
ワ
ラ
に
入
れ
る
｡
こ
の
俵
は

1

尺
と
い
う
炭
の
長
さ
を
単
位
と
し
た
'

一
尺
四
方
の
平
面
を
も

つ
立
方
体
に
編
ま
れ
て
お
り
､
ま
ず
底
の
部
分

に
ク
ソ
シ
rn
ン
材
と
な
る
ツ
タ
や
粗
菜
を
平
ら
に
し
き
'
そ
の
上
に
炭
を
横
並

へ
に
し
な
か
ら
重
ね
t
n鞭
後
に

は
蓋
材
と
し
て
再
度
粗
菓
を
い
れ
Ej
を
し
め
あ
げ
た
.
そ
の

一
俵
の
重
益
は
凹
貨
と
さ
れ
て
い
た
｡

ト
カ
マ
の
管
理
は
'
す
で
に
ふ
れ
た
使
用
期
間
中
は
､
カ
マ
を
冷
や
す
こ
と
な
-
連
続
的
に
使
う
の
が
も
っ

と
も
よ
い
管
理
方
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
｡
使
用
し
な
い
季
節
に
は
､
板
や
ト
タ
ン
な
と
を
屋
根
と
し
て
覆

っ

店
頭
の
ス
ミ
ダ
ワ
ラ
と
レ
ン
タ
ン

(四
宮
米
店
･
西
区
伊
勢
町
･
63
)
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た
り
､
子
供
を
こ
の
近
く
で
遊
ば
せ
な
い
よ
う
に
し
た
り
､
あ
る
い
は
竹
の
根
な
ど
が
の
ひ
て
こ
な
い
よ
う
に

注
意
し
た
｡
上
手
に
管
理
す
れ
ば
四
～
五
年
は
も

つ
と
い
わ
れ
､
破
損
修
理
は
カ
マ
の
機
能
が
極
端
に
失
わ
れ

て
い
な
い
願
り
は
お
こ
な
っ
た
と
い
う
｡

四

鞄
屋

竹
細
工
の
製
品
は
､
権
化
ビ
ニ
ー
ル
樹
脂
を
累
榊
と
す
る
日
常
雑
作
の
大
n出
生
産
に
よ
っ
て
､
そ
の
年
産
正

は
昭
和
三
十
年
代
を
境
と
し
て
急
激
な
後
退
が
み
ら
れ
た
も
の
の
､
今
口
の
レ
ト
ロ
調
の
生
活
環
境
の
な
か
で
､

ふ
た
た
び
竹
の
も

つ
特
徴
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
O

こ
の
近
在
の
髄
屋
は
､
い
う
ま
で
も
な
く
､
;3
家
を
相
手
に
竹
製
品
を
製
作
し
て
き
た
O
そ
れ
ら
の
製
品
は
'

メ
ナ
シ
カ
ゴ
へ
ク
サ
カ
リ
カ
ゴ
'
ク
ズ
カ
キ
カ
ゴ
､

ハ
ス
カ
ゴ
､
ネ
ギ
カ
ゴ
､
ナ
ス
カ
ゴ
'
キ

ュ
ウ
リ
カ
ゴ
､

イ
モ
フ
ル
イ
'
イ
ソ
ト
ザ
ル
'
テ
ン
ビ
ン
ザ
ル
､
タ
ケ
-
'
ク
マ
デ
'
イ
ビ
ラ
カ
ゴ
な
と
生
産
生
類
の
際
に
使

用
す
る
用
具
で
あ
り
'
ま
た
五
月
五
日
の
節
供
に
揚
け
る
カ
ラ
カ
ゴ

(鯉
帳
の
頭
の
飾
り
物
)
な
ど
で
あ

っ
た
.

な
お
穂
屋
は
専
兼
者
で
あ
る
が
､
ム
ラ
内
に
は
手
先
が
器
用
で
､
自
家
の
能
は
自
分
で
す

へ
て
製
作
し
た
と
い

う
人
も
い
る
｡

髄
屋
は
注
文
を
受
け
て
､
家
で
製
作
に
あ
た
る
場
合
と
､
注
文
主
の
家
に
出
か
け
て
作
る
場
合
と
が
あ
っ
た
｡

後
者
の
場
合
は
､
た
い
が
い
は
養
蚕
用
の
イ
ビ
ラ
カ
ゴ
の
製
作
や
そ
の
修
理
な
ど
で
､
注
文
毛
の
所
有
竹
林
か

ら
竹
を
切
り
お
ろ
す
仕
郡
か
ら
は
じ
ま
り
､
何
日
か
の
期
聞
を
要
す
る
仕
郡
で
'
愈
郡
代
で
あ
っ
た
｡

竹
細
工
の
材
料
は
､
モ
ウ
ソ
ウ
ダ
ケ
を
主
に
'

マ
グ
ケ
を
補
助
材
と
し
た
.
そ
の
出
品
は
､
普
通
に
使

っ
た

場
合
､
十
年
以
上
は
保
証
で
き
た
と
い
う
｡
寵
屋
は
､
こ
れ
ら
の
竹
を
近
所
の
農
家
か
ら
入
手
し
た
C
花
屋
が

竹
林
を
所
有
し
て
い
る
例
は
､
非
常
に
ま
れ
と
さ
れ
て
い
る
.

竹
切
り
道
具
は
タ
ケ
ヒ
キ
ノ
コ
で
'
竹
を
切
る
季
節
は
虫
が
つ
き
に
-
い
と
さ
れ
て
い
る
十
月
か
ら

一
月
の

間
で
､
地
表
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
の
位
置
を
切

っ
た
O
そ
の
竹
の
太
さ
は
円
周
三
十
セ
ン
チ
以
上
の
も
の
を
良
と

帯
作
り

(森
谷
五
助
さ
ん
･
鉄

∴
聖
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ザ
ル
作
り

(
石
社
団
太
飾
さ
ん

荏
EE
相
木

･
46
)

自
作
の
テ
ン
ビ
ン
ザ
ル
を
か
つ
ぐ

(菅
野
岩
次
郎
さ
ん

芽
ケ
噂

5
)
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し
た
O
切
り
終
る
と
'
日
陰
に
運
び
置
き
直
射
日
光
は
さ
け
た
o

l
～
二
か
月
の
問
は
'
そ
の
ま
ま
の
竹
を
細

工
し
て
も
楽
に
仕
事
は
で
き
る
が
'
こ
れ
を
す
ぎ
る
と
乾
燥
が
は
や

ま
り
'
竹
の
皮
を
は
-
際
な
ど
は
､
十
分

に
水
に
つ
け
水
気
を
も
た
せ
な
い
と
へ
容
易
に
は
で
き
な
か
っ
た
｡
八
か
月
を
経
過
す
る
と
､
も
は
や
加
工
は

不
可
能
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡

細
工
の
道
具
は
'
タ
ケ
ヒ
キ
ノ
コ
へ
タ
ケ
ヘ
ギ
ナ
タ

(
ヮ
リ
ナ
タ
)､
ケ
ズ
リ
ナ
タ

(
ホ
ウ
チ
ョ
ウ
)､
カ

ン

ナ
､
肉
を
そ
ぐ
ウ
チ
-
カ
キ
､
幅
を
そ
ろ
え
る
ホ
ネ
コ
キ
'
緑
を
折
り
曲
げ
る
竹
割
の
ハ
サ
-
な
ど
で
あ
る
｡

製
作
に
あ
た
っ
て
は
へ
製
品
に
応
じ
た
長
さ
に
竹
を
タ
ケ
ヒ
キ
ノ
コ
で
切
り
､
そ
の
切
り
口
に
タ
ケ
へ
ギ
ナ

タ
を
あ
て
､
二
つ
割
り
し
､
さ
ら
に
そ
れ
を
二
つ
割
り
､

つ
ま
り
四
つ
割
り
と
L
t

つ
つ
い
て
カ
ン
ナ
で
節
を

と
り
'
ウ
チ
-
カ
キ
で
節
の
内
剛
を
そ
ぎ
と
る
｡
こ
の
あ
と
､
良
そ
ぎ
を
L
t

t
定
の
厚
味
に
そ
ぎ
､
さ
ら
に

ホ

ネ

コ

キ
で
幅
を
そ
ろ
え
る
｡
こ
れ
を
も
っ
て
オ
オ
カ
ゴ
な
ど
注
文
の
品
を
編
み
あ
げ
て
い
っ
た
｡

1
人
前
と

さ
れ
る

l
日
の
仕
事
畠
は
ザ
ル
の
類
は
二
個
､
テ
ン
ヒ
ン
ザ
ル
は
二
荷

(四
個
)
な
ど
と
さ
れ
て
い
た
Q

五

ツ
ト
ッ

コ

明
治
二
年
'

イ
ギ
リ
ス
人
の
ど
-
ル
醸
造
技
師

コ
ー
プ
ラ
ン
ド

(
W

C
op
la
n
d
)
に
よ
っ
て
､
現
在
の
中
区

千
代
崎
町

一
丁
目
二
十
五
番
地
付
近
に
'
日
本
最
初
の
ヒ
ー
ル
穣
造
所
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ

る
｡
こ
の
近
在
に
お
い
て
は
'
こ
の
ビ
ー
ル
を
入
れ
る
ビ
ン
､

つ
ま
り
ビ
ー
ル
ビ
ン
の
巡
雌
の
際
､
ビ
ン
が
割

れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
へ
ビ
ン
の
周
鼠
を
つ
つ
む
麦
藁
製
の
ツ
ト
ン
コ
が
編
ま
れ
た
｡
そ
れ
は
-
カ
ン
箱
な
ど

の
箱
の
緑
に
糸
を
た
ら
し
'
そ
こ
に
梓
を
お
き
編
み
あ
げ
た
も
の
で

'
昭
和
初
期
で
五
十
本
二
十
鎧
で
取
り
引

き
さ
れ
た
と
い
い
'
こ
の
ツ
ト
ノ
コ
編
み
は
'
太
平
洋
搬
争
の
直
前
ま
で
続
い
て
い
た
｡

六

天
然
水

霜

柱
は
タ
ン
ペ
と
い
わ
れ
､
タ
ノ

ベ
が
た
つ
頃
に
な
る
と
'
足
袋
や
靴
下
を
は
か
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な

っ

か
つ
て
の
ビ
ー
ル
用
の
ツ
･1
ツ
コ
を
y
む
托
茂
フ
ク
さ
ん
(北
山
EB
･
6
)
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た
｡
こ
の
自
然
気
候
を
利
用
し
て
'
谷
戸
の

1
角
を
整
備
し
'
清
水
を
製
氷
し
､
採
水
し
て
冬
季
の
別
業
と
す

る
家
が
何
軒
か
あ
っ
た
.
そ
れ
は
人
手
を
要
す
る
仕
事
で
あ
っ
た
た
め
､
近
所
の
者
に
と
っ
て
は
恰
好
の
質
稼

ぎ
の
場
と
な
っ
た
｡
製
氷
の
時
代
は
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
で
'
氷
は
､
開
港
で
に
ぎ
わ
う
俵
浜
の
暑

中
の
ご
ち
そ
う
と
な
り
､
ま
た
病
院
で
の
医
療
用
な
ど
と
な
っ
た
｡

そ
の
た
め
衛
生
面
の
点
か
ら
､
製
氷
に
あ
た
っ
て
は
神
奈
川
県
の
許
可
制
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
た
｡
明
治

十

l
年
十

1
月
E
]日
に
'
｢製
氷
取
締
規
則
創
定
ノ
事
｣
が
た
さ
れ
'
翌
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
に
は

｢製

氷
取
締
規
則
改
正
ノ
事
｣
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
氷
の
な
か
に
ワ
ラ
が
入

っ
て
い
て
検
査
に
ひ
っ
か
か
っ
た
と
い

う
へ
検
査
の
厳
し
さ
を
伝
え
る
話
も
挨
さ
れ
て
い
る
｡

氷
室
は
'
地
下
式
で
は
な
く
土
蔵
式
で
､
そ
の
壁
は

一
般
の
土
蔵
よ
り
も
厚
く
造
ら
れ
て
い
た
と
い
う
｡

製
氷
の
準
備
は
稲
の
収
穫
後
に
は
じ
め
ら
れ
た
｡
製
氷
地
は
､
清
水
が
わ
き
'
南
の
風
を
直
接
う
け
な
い
谷

戸
地
が
え
ら
ば
れ
た
.

1
番
氷
は
､
年
に
よ
っ
て
多
少
は
晃
な
る
が
'
十
二
月
に
入
る
と
､
杉
板
を
使

っ
て
四

角
い
囲
い
を
作
り
'
そ
の
内
に
粘
土
を
は
り
､
石
荻
'
砂
利
を
加
え
て
堅
く
平
坦
な
床
を
作
っ
た
｡
面
桃
は
だ

い
た
い
六
十
坪
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
記
憶
さ
れ
､
こ
れ
を
コ
オ
-
パ
と
称
し
た
｡
こ
の
コ
オ
-
パ
に
満
水
を
流
し
､

蒋
-
水
を
張
る
.
こ
れ
が
凍
れ
ば

一
番
氷
と
な
り
製
氷
開
始
と
な
る
｡
こ
の
の
ち
､
こ
の
氷
の
う
え
に
､
水
を

少
畠
ず
つ
入
れ
'
氷
の
厚
さ
を
増
し
な
が
ら
'
口批
後
に
は
厚
さ
を

1
寸
か
ら

一
寸
五
分
に
仕
上
げ
た
O

だ
が
天
候
ま
か
せ
の
製
氷
に
は
幽
艶
か
つ
き
ま
と
っ
た
｡
南
の
風
を
直
接
う
け
な
い
谷
戸
地
で
は
あ
る
が
'

ミ
ナ
-
ヨ
ウ
キ

(熱
風
)
が
吹
く
と
'
い
ま
ま
で
の
苦
労
は

｢水
｣
と
変
わ
っ
た
O
ま
た
凍
結
中
に
､
怒
り
日

に
あ
う
と
､
｢
氷
に
色
が
入
っ
た
｣
と
い
っ
て
新
規
に
や
り
な
お
し
た

｡
そ
れ
は
氷
に
不
透
明
状
の
白
雲
が
入
っ

た
状
態
を
指
す
も
の
で
t
m･11り
日
に
あ
う
と
往
々
に
し
て
こ
の
よ
う
な
氷
が
で
き
た
O

細
事
に
氷
が
で
き
あ
が
る
と
､
採
水
と
な
る
｡
ま
ず
氷
上
に
ハ
ン
ゴ
を
何
本
か
わ
た
し
､
こ
の
う
え
に
乗
り
'

氷
に
定
規
を
あ
て
て
鋭
利
な
金
具
で
線
を
ひ
き
､
つ
い
で
コ
オ
-
辛
-

(
ノ
コ
ギ
-
)
で
そ
の
線
に
し
た
が
い

切

っ
て
い
っ
た
｡
そ
の
寸
法
は

-
尺
四
方
か
ら
二
尺
四
方
と
さ
れ
て
い
た
｡

製
氷
の
妃
等

(細
野
武
雄
家

･
東
方

･
E3
)
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斎
藤
昭
太
郎
家
文
育

明治四
拾年

凍

氷
責

上

帳

第八月吉祥日

明
治
四
十
年
八
月

一
日
午
前

一
時
氷
室
開
キ

氷
菓
合
資
舎
宛

記
賃
金
壱
円
三
十
六
銭
相
渡
ス

馬
力
伝
右
ヱ
門

一
凍
氷
百
七
十
貫
目

右
正
二
講
取
申
候
也

八
月

一
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金
壱
円
肘
六
銭
四
厘

馬
力
勘
七

l
凍
氷
百
七
十
三
五
百
DIZ

右
正
二
受
取
申
候
也

八
月

一
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金
壱
円
四
十
銭
六
厘

馬
力
倉
松

一
凍
氷
百
七
十
五
貰
八
百
日

右
正
二
講
取
申
候
也

八
月

1
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金
壱
円
三
十
八
銭

馬
力
角
田
惣
吉

一
疎
水
百
七
拾
弐
貫
五
百
日

石
正
二
請
取
申
候
也

八
月

1
日

氷
業
合
資
舎

記
賃
金
壱
円
五
十
四
銭
四
厘

馬
力
秀
吉

1
凍
氷
百
九
拾
三
告
日

石
正
二
請
取
申
候
也

八
月

1
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金
壱
円
四
十
九
銭
六
厘

馬
力
芳
蔵

1
凍
氷
百
八
十
七
貰

右
正
二
請
取
申
候
也

八
月
二
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金
壱
円
六
十
七
銭
二
厘

馬
力
倉
松

一
凍
氷
弐
百

〇
九
貰
日

石
正
二
請

取
申
候
也

八
月
二
日

氷
業
合
資
舎

記
賃
金
壱
円
四
十
八
銭
八
厘

馬
力
伝
右
ヱ
門

1
凍
氷
百
八
十
六
貫
目

右
正
二
受
取
申
候
也

八
月
二
日

氷
業
合
資
舎

記
賃
金

一
円
六
十
二
銭
二
厘

馬
力
秀
吉

1
凍
氷
弐
百

〇
弐
貫
八
百
日

石
正
二
請

受
申
候
也

八
月
二
日

氷
業
合
資
舎

記
賃
金

l
円
五
十
二
銭
四
厘

馬
力
勘
七

一
凍
氷
百
九
十
賓
五
百
日

右
正
二
請
淑
申
候
也

八
月
二
日

氷
光
合
資
舎

記
賃
金

1
円
五
十

1
銭
二
厘

馬
力
惣
吉

一
凍
氷
百
八
十
九
貫
目

右
正
二
請
取
申
候
也

〔八
月
〕
二
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金
壱
円
四
十
二
銭
相
渡

ス

馬
力
芳
蔵

一
氷
百
七
十
七
貫
七
百
Hzl
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右
正
二
請
取
申
候
也

八
月
三
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金
壱
円
E
]十
銭
五
厘

馬
力
伝
右
ヱ
門

1
凍
氷
百
七
十
五
貰
五
百
日

右
正
.左
的
取
申
候
也

八
月
三
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金
壱
円
五
十
四
銭
五
厘

馬
力
武
三

一
氷
百
九
十
三
貫
目

右
正
二
請
取
申
候
也

八
月
三
日

氷
業
合
資
舎

記
賃
金

一
円
三
十
五
銭

馬
力
藤
松

1
氷
百
六
十
九
貫
目

右
正
二
請
取
申
候
也

八
月
三
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金

1
円
四
十
E
]銭
六
厘

馬
力
佐
太
郎

1
凍
氷
百
八
十
貰
八
百
日(]

正
二
請
取
申
候
也

八
月
三
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金

一
円
四
十
五
銭
六
厘

馬
力
倉
松

1
凍
氷
百
八
十
弐
出
目

右
正
二
講
取
申
候
也

八
月
四
日

氷
業
合
資
舎

記
賃
金

一
円
十

l
銭
六
厘

馬
力
佐
太
郎

一
凍
氷
百
四
十
五
E=
日

石
正
二
詣
取
申
候
也

八
月
四
日

水
菜
合
資
舎

記
賃
金

1
円
三
十
E
l銭
八
厘

馬
力
惣
吉

L
凍
水
石
六
十
八
E
I五
百
日

石
正
二
請
取
申
候
也

八
月
E
]
日

氷
業
合
資
舎

記
賃
金
壱
円
四
十
E
l銭
四
厘

馬
力
芳
蔵

一
凍
氷
百
八
十
E=
五
百
日

右
正
二
詐
取
申
候
也

八
月
四
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金

一
円
四
十
八
抜
111厘

馬
力
武
三

l
氷
百
八
十
五
賃
四
百
日

右
正
二
受
取
申
候
也

八
月
四
日

氷
光
合
資
舎

記
賃
金
弐
円
〇
〇
四
厘

馬
力
藤
松

1
氷
弐
百
五
十
五
貫
目

右
正
二
受
取
申
候
也

Jヽ
H
L.二

八
月
四
日

水
菜
合

資

金

記
賃
金

1
円
五
十
四
銭

馬
力
伝
右
ヱ
門

1
疎
水
百
九
十
三
質
日

石
正
二
謂
取
申
候
也

八
月
五
日

水
難
合
資
舎

記
賃
金

一
円
五
十
六
銭

馬
力
秀
吉

1
氷
百
九
十
四
貢
六
百
日

石
正
二
受
取
申
候
也

<
月
五
日

水
薬
全
資
金

記
賃
金

1
円
田
十
銭

馬
力
勘
七

l
氷
百
七
十
四
貰
目
八
百
日

石
正
二
読
取
申
候
也
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八
月
五
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金

1
円
四
十
七
銭
二
厘

馬
力
藤
松

一
氷
百
八
十
四
貫
目

右
正
二
話
取
申
候
也

八
月
五
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金

一
円
十
八
銭
四
厘

馬
力
武
威

1
凍
水
石
E
]十
八
耳
目

右
正
二
請
取
申
候
也

〔
-

〕
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金

1
円
弐
十
三
銭
二
厘

馬
力
作
鼓

一
凍
氷
百
五
十
四
貫
目

右
正
二
請
取
申
侯
也

八
月
六
日

氷
業
合
資
舎

記
賃
金

1
円
四
十
銭
八
厘

馬
力
秀
吉

1
凍
氷
百
七
十
六
貫
目

右
正
二
諦
取
申
候
也

八
月
六
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金

1
円
廿
六
銭
四
厘

馬
力
芳
蔵

1
凍
氷
百
五
十
八
貸
日

石
正
二
請
取
申
候
也

八
月
七
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金

一
円
八
銭
四
厘

馬
力
勘
七

1
氷
百
三
十
五
貸
五
百
日
)

右
正
.L詩
取
申
候
也

八
月
七
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金

一
円
〇
七
銭
九
厘

馬
力
作
蔵

1
凍
氷
百
三
十
四
貿
六
百
日

石
正
二
詩
歌
申
候
也

八
月
七
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金
六
十
五
銭
五
厘

馬
力
治
作

1
疎
水
･<
拾
弐
宜
日

石
正
二
受
取
申
候
也

八
月
七
日

水
薬
合
資
舎

記
賃
金

1
円
E
l十
四
銭

馬
力
武
蔵

1
疎
水
百
六
十
九
貫
目

右
正
二
受
取
申
候
也

八
月
<
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金

l
円
十

一
銭
四
厘

馬
力
治
作

1
疎
水
百
出
九
夏
日
]

右
正
二
請
取
申
候
也

〔八
月
〕
八
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金

1
円
出
二
鋲
八
厘

馬
力
勘
七

1
凍
氷
百
六
十
六
H
EZ]

右
正
二
謁
取
申
候
也

八
月
八
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金

一
円
世
五
鋲
六
厘

馬
力
倉
松

1
凍
氷
百
六
十
九
質
五
百
日

石
正
二
請
取
申
候
也

八
月
八
日

氷
業
合
資
舎

記
貸
金

1
円
四
十
五
銭

馬
力
秀
吉

1
凍
氷
百
八
十
二
耳
目

右
正
二
受
取
申
候
也

八
月
九
日

氷
菓
合
資
舎
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記
賃
金

一
円
二
十
鉄

1
厘

馬
力
佐
太
郎

1
氷
百
五
十

1
貫
目

右
正
二
請
取
申
候
也

八
月
九
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金

1
円
三
十
三
銭

馬
力
勘
七

1
凍
氷
百
六
十
七
耳
目

右
正
二
受
取
申
候
也

八
月
九
日

氷
業
合
資
舎

記
賃
金

1
円
jj
八
鋲
<
厘

馬
力
惣
吉

l
凍
氷
百
七
十
三
賞
五
百
日

石
正
.L詐
取
申
候
也

八
月
九
日

氷
炎
合
資
舎

記
賃
金

一
円
〇
八
銭

馬
力
伝
右
ヱ
門

1
凍
氷
百
三
十
E
l貰
五
首
百

石
正
二
請
取
申
候
也

八
月
十
日

氷
菓
合
資
舎

記
賃
金
九
十
七
銭
五
厘

馬
力
倉
松

1
凍
氷
百
弐
十
弐
耳
目

右
正
二
請
取
申
候
也

〔八
〕月
十
日

氷
菓
合
資
舎

之
1二
丁
凍
氷
出
き
り

足
曳
町

氷
菓
合
資
舎
苑

馬
力
台
数

四
十
参
台

絵
貫
目

七
千
三
百
六
十
六
H
五
百
日

此
馬
力
耳
金

金
五
拾
八
円
九
拾
弐
銭
五
厘

内
訳
但
シ

価
上
げ
前

八
月

一
日
β
同
月
四
日
ま
で
分

E
]千
〇
五
十
八
貿
五
百
日

価
上
げ
后

八
月
五
日
β
十
日
ま
で
分

三
千
三
百
〇
八
E
l目
也

吉
田
町
出
荷
分

記
摂
金

1
円
五
十
践

馬
力
倉
松

一
凍
氷
百
八
十
七
貫
五
百
日

石
正
二
請
取
申
候
也

八
月
五
日

書
田
町

記
賃
金

1
円
十

1
銭
六
厘

馬
力
惣
吉

1
氷
百
三
十
九
貫
五
百
日
代
長
吉

右
正
二
箔
取
申
候
也

八
月
五
日

吉
田
町

記
賃
金

一
円
三
十
銭

馬
力
芳
蔵

1
氷
百
六
十
弐
耳
五
百
日

右
正
二
請
取
申
候
也

八
月
六
日

吉
田
町

記
賃
金

t
円
廿

1
銭

馬
力
伝
右
ヱ
門

l
凍
氷
百
五
十
l
貫
目
五
百
日

石
正
二
受
取
申
候
也

〔-

〕

吉
田
町

〔I

二

円
弐
十
五
集
六
厘

馬
力
倉
松

-
疎
水
百
五
十
七
E3
目

右
正
二
受
取
申
候
也
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八
月
六
日

善
田
町

記
賃
金

1
円
弐
十
四
銭

馬
力
藤
松

1
凍
氷
百
五
十
五
貰
EZI]

右
正
二
請
取
申
候
也

八
月
六
日

吉
田
町

記
賃
金

一
円
参
拾
弐
鋲
四
厘

馬
力
伝
右
ヱ
門

一
凍
氷
百
六
十
五
貫
五
百
日

右
正
二
受
取
申
候
也

八
月
七
日

吉
田
町

記
賃
金

一
円
四
十
六
銭
四
厘

馬
力
秀
吉

l
凍
氷
百
八
十
三
貫
目

右
正
二
請
取
申
候
也

八
月
七
日

吉
田
町

記
賃
金

1
円
弐
拾
二
銭
八
厘

馬
力
藤
松

l
凍
氷
百
五
十
三
貰
五
百
日

右
正
二
請
取
申
候
也

八
月
七
日

吉
EE
町

記
賃
金

1
円
三
十
八
銭
八
厘

馬
力
藤
松

1
凍
氷
百
七
十
三
E3
五
百
日

石
正
二
請
取
申
候
也

八
月
八
日

吉
田
町

記
賃
金

一
円
十
八
銭
八
厘

馬
力
作
蔵

一
凍
氷
百
四
十
八
E
I五
百
日

石
正
二
受
取
申
候
也

八
月
八
日

吉
田
町

記
賃
金

一
円
廿
九
銭
支
払

馬
力
佐
太
郎

1
凍
氷
百
六
十

I
fEl目

口
正
二
詣
淑
申
候
也

〔
-

〕

害
田
町

〔
-

〕円
五
十
二
銭
八
厘

馬
力
秀
吉

1
凍
氷
百
九
十
一
貨
員

右
正
二
詣
取
申
候
也

八
月
八
日

吉
田
町

記
賃
金

一
円
廿
八
銭

馬
力
伝
右
ヱ
門

一
凍
氷
百
六
十
三
日

右
正
二
請
取
申
候
也

八
月
八
日

吉
田
町

記
賃
金

1
円
廿
八
践
八
厘

馬
力
倉
松

一
凍
氷
百
六
十

一
貫
目

右
正
二
論
駁
申
候
也

八
月
九
日

吉
EB
町

記
賃
金

一
円
六
十

一
銭
六
厘

馬
力
由
蔵

1
氷
弐
百
〇
二
貫
目

右
正
二
論
駁
申
候
也

八
月
九
日

書
田
町

之
ニ
テ
終
り

〆
馬
力
台
数

拾
六
台

総
貫
目

弐
千
六
百
五
十
弐
E1
日

此
馬
力
賃
金

計
金
弐
拾
壱
円
廿

一
銭
六
厘

都
田
村
大
熊

油
屋
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担
き
手
は
'
l
回
に
氷
を
テ
ン
ビ
ン
の
前
後
に
二
枚
ず
つ
計
四
枚
を
担
ぎ
'
氷
室
ま
で
運
ん
だ
｡
氷
室
に
は
､

下
地
と
し
て
オ
ガ
ク
ズ
が
十
分
に
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
う
え
に
'

一
層
目
の
氷
を
お
き
'
オ
ガ
ク
ズ

で
お
お
う
.
こ
れ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
へ
氷
室
を
氷
で
宿
し
､
そ
の
入
口
は
泥
で
も
っ
て
目
張
り
を
し
た
O
オ

ガ
ク
ズ
は
保
温
材
で
あ
る
｡
『
日
本
智
紀
JI
仁
徳
天
皇
六
十
二
年
の
条
に
は
､
保
温
材
と
し
て
カ
ヤ
'
チ
､
ス

ス
キ
な
と
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

氷
室
開
き
は
､
夏
を
迎
え
て
か
ら
で
あ
る
が
､

1
殻
に
は
氷
室
の
朔
日
､
氷
の
朔
日

(陰
暦
六
月

一
日
)
と

い
っ
て
､
氷
室
を
あ
け
る
日
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
'
当
地
で
は
こ
の
風
習
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
も
の
の
､
前

掲
資
料
の
冒
頭
に
'
｢八
月

一
日
午
前

一
時
氷
室
開
キ
｣
と
記
録
さ
れ
て
お
り
､
な
ん
ら
か
の
ま
つ
り
を
お
こ

な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
出
荷
は
'
朝
日
が
の
は
る
前
に
横
浜
の
氷
舎
に
着
く
よ
う
に
'
牛
車
や
馬
車
に
氷

を
コ
モ
で
包
み
こ
ん
で
積
み
､
運
び
出
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
夏
の
太
陽
を
極
力
さ
け
た
｡

当
地
で
の
製
氷
関
係
の
資
料
は
前
掲
の
通
り
で
あ
る
｡
な
お
横
浜
で
の
氷
の
動
向
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
｡

元
治
元
年

(
1
<
六
四
)
十

1
月
十
日
､
元
町

1
丁
目
の
中
川
宗
兵
衛
は
､
氷
売
り
こ
み
の
願
い
を
出
し
､

氷
室
を
造
る
と
と
も
に
､
天
然
水
を
も
と
め
て
'
甲
州
の
鰍
ケ
沢
を
は
じ
め
富
士
山
の
ふ
も
と
､
さ
ら
に
は
明

治
三
年
に
は
函
館
五
校
廓
ま
で
出
か
け
て
氷
を
入
手
し
た
.

居
留
地
の
肉
屋
経
営
者
バ
ー
ジ
ス
(G

W

B
u
rg
ess
)
は
'
ボ
ス
ト
ン
か
ら
氷
を
輸
入
し
た
｡

明
治
二
年
六
月
'
町
田
房
進
が
馬
車
道
通
り

常
盤
町
五
丁
目
で
､
氷
水
店
を
開
始
す
る
｡

明
治
十
二
年
'
オ
ラ
ン
ダ
人
ス
ト
ル
ン
ブ
リ
ン
ク

(i

S
to
T･n
eb
n
n
h
)
が
山
手
居
留
地
甲
百
八
十
E
]で
､

三
ト
ン
エ
ー
テ
ル
式
製
氷
機
を
そ
な
え
つ
け
'
横
浜
氷
製
造
所

(
Y
o
h
o
h
a
m
a
]ce
W
o
rk
s)
を
経
営
し
始
め

る
｡

七

薬
草

の
採
取

湊
方
薬
の
素
材
と
な
る
植
物
を
採
取
し
た
り
栽
培
し
て
､
問
屋
に
売
り
小
過
稼
ぎ
を
し
た
o
そ
れ
ら
は
キ
キ
ョ

製
氷
拝
可
寺
坂
と
コ
オ
リ
キ
リ
(金
子
孝
雄
蒙
･
茅
ヶ
崎
･
52
)

サ

'･

∴

:

.A:

ゼ
す
L

i

ハ･



苅38- ム ラ の 提 訴 158

ウ
の
梱
､

ノ
ヤ
ク
ヤ
ク
の
根
､
イ
チ
ジ
ク
の
糞
､
ポ
ク
リ
ョ
ウ
'

ユ
キ
ノ
ソ
タ
､

ハ
ル
-
ヤ
な
ど
で
あ

っ
た
｡

キ
キ
ョ
ウ
の
根
は
､
ゴ
ボ
ウ
状
で
太
-
､
こ
れ
を
乾
燥
さ
せ
る
と
桔
梗
根
と
称
さ
れ
'
た
ん
や
咳
を
止
め
る

薬
と
さ
れ
て
き
た
.

シ
ャ
ク
ヤ
ク
の
根
は
､
こ
れ
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
を

巧

非

と

い
い
､
ひ
き

つ
け
や
､
鎮
痛
に
効
能
が
あ
る
と

さ

れ

て
い
る
｡

イ
チ
ジ
ク
の
葉
は
､
糞
の
み
で
な
-
果
実
と
白
い
乳
汁
も
と
も
に
効
能
が
あ
る
｡
柴
と
乾
燥
さ
せ
た
果
実
は

駆
虫
剤
'
緩
下
剤
､
下
痢
止
め
の
効
果
が
知
ら
れ
'
乳
汁
は
痔
の
塗
布
薬
と
し
て
'
ま
た
回
虫
駆
除
の
効
果
を

も
っ
て
い
る
｡

ポ
ク
-
ヨ
ウ
は
､
松
の
根
に
寄
生
す
る
球
状
の
物
体
で
'
淋
疾
に
効
能
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
ポ
ク

リ
ョ
ウ
は
､
伐
採
し
て
七
年
EZ]ほ
と
経
過
し
た
松
や
ク
ヌ
ギ
の
切
株
の
根
に
付
い
て
育
ち
､
そ
の
採
取
は
季
節

に
関
係
な
-
､
ノ
ミ
と
称
さ
れ
た
鉄
の
樺
を
地
中
に
刺
し
'
そ
の
存
否
を
確
認
し
な
が
ら
捗
い
た
が
､
多
分
に

経
験
が
も
の
を
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
大
き
な
も
の
は
E
]～
五
キ
ロ
は
ど
の
重
良
が
あ
っ
た
と
い
う
｡

第
四
節

野
良
用
具

野
良
で
日
頃
使
用
す
る
銭
､
鍬
の
類
は
､
近
在
の
鍛
冶
屋
や
金
物
屋
か
ら
入
手
す
る
よ
り
も
､
新
潟
方
面
の

行
商
人
が
も
た
ら
し
た
も
の
を
使
用
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
｡

彼
ら
は
お
得
意
先
を
も
ち
'
十
二
月
か
ら
翌
年
の
三
月
の
農
閑
期
'
あ
る
い
は
四
月
と
九
月
と
い
う
田
植
前

か
収
機
前
'

つ
ま
り
用
具
を
こ
れ
か
ら
必
要
と
す
る
時
期
を
み
は
か
ら
い
'
金
物
を
郡
ん
だ
テ
ダ
ル
マ
や
リ
ヤ

カ
ー
を
引

っ
ぼ

っ
て
ム
ラ
に
入
り
各
戸
を
ま
わ
っ
た
｡
商
い
が
成
立
し
た
の
ち
の
支
払
い
方
法
は
'
カ
ゾ
ウ
リ

と
ツ
ゴ
シ
と
い
う
二
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
た
O
前
者
は
翌
年
の
行
商
の
時
に
代
金
を
払
う
と
い
う
完
全
な
相
互

信
用
貸
し
売
り
で
あ
り
'
後
者
は
頭
金
と
し
て

1
部
の
代
金
を
払
い
､
残
金
は
次
回
の
行
商
の
と
き
と
い
う
も

ポ
ク
リ
ョ
ウ
さ
が
し
の
ノ
ミ
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の
で
'
そ
れ
は
と
も
に
顧
客
を
は
な
さ
な
い
商
い
方
法
で
も
あ

っ
た
O

こ
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
た
用
具
を
使

っ
た
体
験
者
は
へ
そ
の
切
れ
味
は
､
地
元
製
の
も
の
よ
り
長
じ
て

い
た
と
い
う
が
､

1
万
で
は
､
そ
の
修
理
は
地
元
の
鍛
冶
屋
に
た
よ

っ
て
い
た
〇

一

野
鍛
冶
と
金
物
店

鍛
冶
屋
の
サ
イ
ク
ハ
で
ま
ず
気
付
-
の
は
､
江
連
を
は
り
火
の
神
と
水
の
神
を
ま

つ
っ
た
神
棚
と
'
正
月
二

日
の
仕
事
は
じ
め
の
朝
に
打

っ
た

ヘ
ラ
､
ケ
ン
､
オ
カ
ギ
サ
マ
､
カ
マ
､
ク
ワ
'
ナ
タ
の
雛
形
六
道
具
の
供
物

で
あ
る
｡
そ
こ
に
野
鍛
冶
職
人
の
信
仰
心
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
地
域
に
は
'
茅
ヶ
崎
'
元
石
川
､
市
ヶ
尾
'
川
和
､
佐
江
戸
､
川
向
､
烏
山
'
師
岡
と
'
野
鍛
冶
業
を

営
ん
だ
家
が
知
ら
れ
'
そ
れ
ら
の
サ
イ
ク
バ
か
ら
ヒ
ハ
シ
､
ヤ
マ
グ
ワ
､
ヒ
ラ
ク
ワ
､
チ
ョ
ウ
ナ
グ

ワ
'
タ
ケ

ノ
コ
ヘ
ラ
､

ツ
キ
ノ
､､＼

ナ
カ
イ
モ
ノ
-
'

マ
ン
ノ
オ
､
ナ
タ
'

ソ
ヨ
レ
ン
､

ハ
サ
-
'
キ
バ
サ
-
'
タ
ケ

ワ

-
､
カ
マ
､
ホ
ウ
チ
ョ
ウ
､
オ
シ
キ
-
'
ヤ
ネ

ハ
サ
､､＼'
テ
ク
ル
マ
の
シ
ン
ポ
ウ
'

ハ
ナ
セ
ン
'
-
チ
カ
ネ
な

と
の
野
良
用
具
､
台
所
用
具
'
車
の
部
品
な
ど
が
打
ち
作
ら
れ
た
o
ま
た
茅
ヶ
崎
の
米
山
鍛
冶
は
鉄
砲
鍛
冶
で
､

昭
和
三
十
年
こ
ろ
ま
で
二
速
銃
や
単
発
銃
を
打

っ
た
と
い
う
｡

こ
れ
ら
の
鍛
冶
屋
は
組
合
を
結
成
L
へ
太
子
講
を
雅
ね
た
総
会
を
年

l
回
も

っ
て
い
た
o
そ
の
席
上
で
は
年

度
の
協
定
価
格
な
と
を
打
ち
合
わ
せ
た
｡
終
戦
後
の
ま
も
な
い
こ
ろ
ま
で
は
､
そ
の
代
金
は
米
や
麦
で
立
て
替

え
る
こ
と
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡

鍛
冶
の
道
具
類
は
'
カ
ナ
シ
与
を
中
心
に
､
風
を
送
る
フ
イ
コ
'
燃
料
を
の
せ
る
イ
ロ
-
ハ
タ

(火
床
)
が

設
備
さ
れ
'
そ
の
脇
に
ヒ
カ
キ
と
､
鉄
を
固
定
す
る
マ
ン
-
キ
'
ア
ラ
ウ
チ
用
の
オ
オ
ツ
チ
と
ツ
チ
が
置
か
れ

て
い
る
0
オ
オ
ツ
チ
は
E
]
･
五
キ

ロ
を
計
り
'

ツ
チ
は

l
t
二
､
三
キ

ロ
と
何
種
規
か
が
あ
る
｡
鍛
造
の
際
に

用
い
る
ハ
チ
ノ
ス
'
焼
け
た
鉄
片
を
は
さ
む

ハ
サ
-
'
そ
れ
を
切
る
タ
カ
ネ
'
刃
先
を
と
-
ヤ
ス
-
と
ト
イ
シ

な
と
が
あ
る
o
ト
イ
ソ
は
ア
ラ
ト
へ
チ

ュ
ウ
ト
､
ン
ア
ケ
ド
の
三
種
粗
で
あ
る
｡
ま
た
金
鍬
の
柄
を
挿
入
す
る

野
鍛
冶
根
本
句
松
さ
ん

(元
石
川
･
47
)
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ン
ツ

(穴
)

の
角
度
を
決
め
る
際
に
使
わ
れ
る
､
ほ
ほ
三
角
形
を
口王
し
た
-
ヨ
リ
も
あ
る
｡
金
鍬
の
角
度
は
､

注
文
主

に
よ

っ
て
多
少
は
異
な
る
も
の
の
'

1
鮫
に
は
五
十
～
六
十
度
の
範
囲
と
さ
れ
'
畑
の
サ
ク
を
切
る
際

に
使
う
鍬
は
コ
ゴ
ン
ダ

(角
度
が
小
さ
い
)
ほ
う
が
よ
い
と

さ
れ
へ
逆
に
ウ
ナ
ウ
際
は
､
た
ち
勾
配
､
つ
ま
り

九
十
度
に
近
い
角
度
が
能
率
が
上
が
る
と
さ
れ
て
き
た
o
農
民
の
長
い
体
験
と
鍛
冶
屋
と
の
間
で
生
み
だ
さ
れ

た
角
度
で
あ
る
｡

鋼
材
は
'
カ
タ
イ
テ
ツ

(鍋
)
と
ヤ
ワ
ラ
カ
イ
チ
ッ

(地
金
)
と
祢
さ
れ
'
鋼
材
星
か
ら
人
手
し
た
が
'
製

鍛
冶
道
具

(根
本
範
拙
家

二
九
石
川

･
47
)

品
の
良
し
悪
L
は
'
こ
の
入
手
の
段
階
で
決
定
す
る
と
い
わ
れ
､
体
験
か
ら
く
る
目
と
手
の
感
触
で
､
良
材
を

選
ん
だ
と
い
う
｡
製
品
は
鋼
で
全
体
を
作
る
と
よ
い
も
の
が
で
き
る
が
高
価
に
な
る
た
め
'

1
殻
に
は
刃
先
部

分
の
み
を
鋼
で
仕
上
げ
た
.

燃
料
は
'
旧
来
は
質
の
や
わ
ら
か
い
炭
と
さ
れ
た
マ
ツ
ズ
-
を
使
用
し
た
｡
マ
ツ
ズ
-
は

一
名
鍛
冶
屋
炭
と

も
い
わ
れ
､
近
在
の
ド
ガ
マ
で
焼
か
れ
た
｡
マ
ツ
ズ
-
の
燃
焼
温
度
は
八
百
～
千
度
の
範
囲
と
い
わ
れ
､
そ
れ

以
上
の
高
温
は
鍛
冶
屋
に
は
必
要
な
か
っ
た
o
昭
和
三
十
年
代
か
ら
は
こ
の
鍛
冶
屋
炭
に
か
わ
り
燃
料
は
コ
ー

ク
ス
と
な
っ
て
い
る
｡
コ
ー
ク
ス
は

1
俵
十
貿
雄
位
で
売
ら
れ
て
い
た
と
い
う
｡

金
物
店
は
､
近
在
で
は
小
机
城
下
の
小
机
､
神
奈
川
宿
の
六
角
橋
､
多
摩
川
の
渡
り
ロ
の
溝
口
な
ど
に
あ
っ

た
.
そ
れ
ら
は
､
粗
菓
､
薪
の
出
荷
や
｡
エ
ク
ミ
の
道
中
に
位
置
し
て
お
り
'
必
要
に
応
じ
て
立
ち
寄
り
､
用

勉

具
を
も
と
め
た
.
店
で
は
鎌
な
ど
は
柄
付
で
な
ら
べ
て
い
た
が
'
鍬
や
鋤
な
ど
は
刃
と
柄
を
別
売
り
し
て
い
た
｡

そ
れ
は
使
用
者
が
自
分
の
体
力
に
あ
っ
た
長
さ
に
調
軽
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
｡
ま
た
自
由
に
柄
は
交
換
で
き
る

こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
〇

二

鎌
と
鍬

環
は
大
き
-
三
種
頬
に
分
類
さ
れ
る
O

l
つ
は
キ
ガ
マ
で
､
粗
菓
を
作
る
際
の
枝
お
ろ
し
用
と
し
て
､
あ
る

い
は
草
屋
根
用
の
カ
ヤ
や
シ
ノ
な
ど
を
刈
る
際
に
用
い
た
肉
厚
の
刃
部
を
も
つ
鎌
で
あ
る
｡
刃
部
と
柄
部
の
内

コ ′チ0 10 20cm

W.,:jm～:

節

1
.･

1-2

..日

ト
.i

.

...
_.
]
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角
度
は
'
ほ
ほ
九
十
度
を
計
る
0
そ
れ
は
刃
部
を
叩
き
お
ろ
し
な
が
ら
物
を
切
る
と
い
う
機
能
を
強
め
る
た
め

で
あ
る
｡

L
つ
は
ク
サ
カ
リ
ガ
マ
で
'
米

･
麦
の
穀
頬
を
は
じ
め
'
畦
の
草
刈
り
､
キ
ャ
ベ
ツ
な
と
tWX
物
の
収
穫
の
際

な
ど
と
'
そ
の
使
用
の
範
囲
は
広
い
O
刃
部
は
薄
刃
で
､
柄
部
と
の
す
え
つ
け
内
角
度
は
'

1
二
〇
～

二
二
五

度
の
転
を
も
ち
､
引
き
切
る
機
能
性
を
そ
な
え
て
い
る
｡
こ
の
ク
サ
カ
リ
ガ
マ
の
流
れ
を
く
む
l
つ
に
ノ
コ
ギ

リ
ガ
マ
が
あ
る
｡
刃
は
鋸
歯
状
に
加
工
さ
れ
て
お
り
､
得
物
を
刈
る
の
に
適
し
て
い
る
O
柄
部
の
長
さ
は
ク
サ

カ
マ
カ
ケ
(金
子
孝
雄
家
.
茅
ヶ
崎
.
S3)

カ
リ
ガ
マ
よ
り
､
は
る
か
に
短
か
-
t
L
か
ら
内
角
度
は
'

二
二
百
度
以
上
の
鈍
角
を
呈
し
て
い
る
O
刃
は
鋸

歯
状
で
あ
る
た
め
､
目
立
を
必
要
と
す
る
が
､
日
立
よ
り
も
他
の
鎌
同
様
に
､
ト
イ
ン
を
刃
部
:迎
面
に
あ
て
て

い
る
よ
う
で
'
鋸
歯
状
態
が
後
退
し
て
い
る
場
合
が
多
い
｡

1
つ
は
コ
ガ
マ
で
､
畑
や
庭
の
雑
草
な
ど
を
取
る
と
き
に
使
わ
れ
る
小
さ
な
鎌
で
､
形
態
は
'
キ
ガ
マ
を
全

体
的
に
小
さ
-
し
た
も
の
で
､
柄
も
小
さ
-
作
ら
れ
て
い
る
O
使
用
時
に
は
､
刃
先
を
雑
草
の
根
'
つ
ま
り
土

を
･G
切
る
よ
う
に
'
こ
ま
か
-
打
ち
こ
み
な
が
ら
'
椴
ご
と
社
章
を
取
る
｡

鍬
は
､
ニ
ホ
ン
ダ
ワ
'
サ
ン
ボ
ン
グ
ワ
､
マ
ン
ガ

(
四
本
鍬
)
､
D
ッ
ボ
ン
ダ
ワ
､
ヒ
ラ
グ
ワ
'
ヤ
マ
グ
ワ

な
ど
の
種
類
が
知
ら
れ
て
い
る
O

三

沢
田
栄
畠
具
申
書
挿
入
の
図

沢
田
栄
昌
具
申
告
は
'
八
王
子
市
の
河
野
家
文
台
の

一
つ
で
あ
る
｡
そ
の
史
料
の
内
容
は
､
当
地
の
山
関
村

の
滞
米
の
よ
う
す
を
土
台
と
し
て
記
録
し
た
も
の
で
､
農
家
の
建
物
に
は
じ
ま
り
'
当
時
､
使
用
さ
れ
た
野
良

川
口
'(規
を
描
き
､
し
か
も
そ
れ
ら
の
用
具

1
点

1
点
に
購
入
価
格
や
手
作
り
な
と
を
も
ふ
く
め
た
説
明
を
つ
け

て
い
る
｡
往
時
を
知
る
貴
重
な
史
料
と
し
て
､
こ
こ
に
村
上
直
氏
の

『
八
王
子
千
人
同
心
史
料
-
河
野
家
文
書
｣

か
ら
抜
粋
し
､
さ
ら
に
現
在
の
用
具
規
を
そ
れ
に
対
比
さ
せ
て
お
こ
う
｡
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｢沢
田
栄
昌
具
申
告
し
挿
入
の
図

石
原
勇
案

(北
山
田

5
)

左
よ
り
母
丘

･
ウ
マ
ヤ

･
ハ
イ
ヤ

･
キ
ビ
ヤ

6

㌔

唯

是

ハ
鍬
也
'
尤
女
も
用
ゆ
る
故
､
人
数
琴
人
用
､
代

金
壱
分
弐
朱
､
但

/
女
の
分

ハ
軽
さ
故
､
壱
分
位
こ

て
よ
し

キ
ア
タ
マ

三
日
fE
並
Ef:家

東
山
EE1

5
)

鳥

u

1

1
1

マ
グ
ワ

(原
木
狩
貰

東
山
田

5
)

/打 =̀=== == =======コ

メ タ '骨

此
両
品
は
鉄
熊
手
也
'
早
魅
之
節
田
二
水
な
き
時
､

是

こ
て
稲
の
間
を
か
き
た
て
､
其
跡
を
葦
取
也
'
但

し
人
数
程
入
用
､
代
四
百
文
ツ
,

こ.
:
訂

盛
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是

ハ
稲
か
り
､
麦
か
り
.
草
刈
二
用
ゆ
る

鎌
也
､

是
も
人
数
程
入
用
､
代
弐
盲
五
拾
文
ツ
､

闇

日

日

足
ハ
え
ぶ
り
也
､
鴇
こ
て
首
代

を
か
き
､
或

ハ
万
の
ふ
ぐ
わ
こ

て
し
ろ
を
致
し
､
其
跡
の
不
平

な
る
処
を
是
を
以
直
す
道
具
也
､

皆
木
こ
て
作
る
故
二
､
木
代
斗

こ
て
自
分
作
り
也
'
木
代
弐
盲

文

盈

ハ
軸
也
･
溝
堀
を
さ
ら
ひ
､
或

ハ
大

C
‖
11

-

=

‖
-
ハ

=
せ

榊
髭

の
中
江
砂
大
杯
有
之
節
用
ゆ

∩

.

=
｡｡｡A是

ハ
と
ふ
ぐ
わ
也
､
田
畑
の
堺
杯
よ
り

木
の
根
･
竹
の
根
は
い
り
候
節
､
又
ハ

道
穂
等
之
普
紹
杯
二
人
用
也
､

代
金
弐
栄
位
よ
り

是
ハ
山
な
た
也
､

代
金
弐
朱
卜
弐
首
文

是
ハ
し
ろ
か
き
馬
鍬

也
､
馬
に
ひ
か
せ
て

苗
代
を
す
る
に
用
ゆ

る
也
t

代
金
壱
分
弐
宋

足

ハ
ま
さ
か

り
也
､
木
の

根
杯
打
砕
キ

､
た
き
物
括

候
節
用
ル
也
､
代
金
三
朱

是

ハ
こ
ま
さ
ら
ひ
也
､

や
し
蒋

へ
に
用
ゆ
る
､

代
四
百
文
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是

ハ
し
ろ
拓
也
'

h''
こ
て
苗
代
を
か

く
時
､
右
の
罵
鰍

の
か
ざ

へ
此
縄
を

付
て
引
か
す
る
也

ミ
と
桝
の
使
い
方
例
(右

首
ケ
噂
/
左

中
川
)

赴

ハ
か
な
ご
き
也
､
稲
麦
を
こ
-
也
､

但
し
女
弐
人
な
ら
ハ
二
丁
入
用
､

代
金
三
朱
､
尤
刀
銭
打

ハ
壱
分
会

TE 賓 -_E & _.i
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是

ハ
と
ふ
み
な
り
､
楓
を
ほ
し

あ
げ
か
ら
う
す
に
て
ひ
き
､
是

に
て
あ
お
り
､
米
と
も
､こ
ぬ
か

を
わ
け
る
道
具
也
'

代
金
弐
分
弐
朱

是ハと也へ

是

ハ壱升
桝
也
､
御
走
直
段
金
壱
分
二

二
ツ
半
之
割
に
て
壱
夕
六
匁
ツ
､
也

是
ハ
む
し
ろ
也
､
作
の
大
小

二
よ
り
て
入
用
也
､

大
概
家
毎
に
百
枚
位
ツ
,
入
用
也
､

自
分
こ
て
耗
候
間
'
代
不
入

是

ハ
石
う
す
也
､
米
麦
粟
杯
の
し
い
な

を

挽
､
天
倉
に
用
ゆ
る
具
也
､

代
金
壱
分
弐
朱
位
よ
-

是
ハ
か
ら
う
す
也
､
粗
を
米
に
す
る

道
具
也
､

代
金
弐
朱
卜
弐
古
文

是
ハ
か
ご
と
を
し
也
､
稲
こ
き
麦
打
二
用
ゆ

代
百
五
十
文

是

ハ
み
也
､
是
も
壱
軒
前
年
々
弐
枚
ツ
､
入
用
'

代
百
七
十
二
文
ツ
､

是

ハ
万
石
と
を
し
な
り
､
粗
を
か

ら
う
す
に
て
ひ
き
､
そ
れ
を
と
ふ

み
こ
て
あ
を
り
､
こ
の
と
を

Lに

か
け
て
も
ミ
と
米
と

にわけ又-

だ
け
､
し
い
な

等わける道具也へ

代

金
壱

分弐朱

是

ハ
こ
も
あ
し
也
へ

た
わ
ら
を
あ
-
候
道
具
也
､

自
分
作
故
代
不
入

三

.
是

ハ
か
け
や
也
､
川
土
手
切
候
間
､

杭
判
候
二
用
ゆ
､

自
分
作
-
故
'
木
代
百
五
十
文
程
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代
金
菅
分

悶

㌍

那

鵬
也
､
自
分
作
改
代
不
入
､

鷲

是
ハ
た
ち
う
す
な
り
､
た
ち
か
ら
に
て
-
す
大

な
る
故
､
松
う
す
に
て
も

代
金
弐
分
位

過

是
ハ
き
ね
也
､

代
六
百
文

是

ハ
わ
ら
杯
打
つ
ち
也
､

自
分
作
二
付
､
代
不
入

是
ハ
へ
り
ぎ
也
t
か
ら
-
す

を
ひ
-
道
具
也
'
自
分
作
二

而
､
水
代
二
百
文
程

二

,''''...

LT斤
目

日

日

.
･.
=

･
･:
.:
J
･:
I-.
7

.
;
..I...
.
=
i
.=
.I.
i
,'
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児
ハ
肥
た
ご
也
､
此
楠
二
ツ
に
て
壱
荷
也
､
但
し
江
戸

在
に
て
ハ
此
桶
を
昔
に
か
け
､
ね
り
こ
へ
を
用
る
故
に

紐
ハ
な
わ
也
､
菅
荷
之
代
金
弐
末
位
よ
り
'
尤
小
百
姓

二
両
も
二
荷
ツ
､
入
用
也

坤

･･日

･
･･･
=

･
･=･･･
.I
:
.;

･;

是
ハ
こ
や
し
を
取
扱
ふ
ひ
し
や
く
也
､

是
ハ
こ
や
し
ざ
る
也
'
摘
EE
の
時
用
ゆ
る
､

但
水
気
な
き
こ
や
し
ハ
ミ
な
是
を
用
ゆ
る
､

代
百
六
十
四
文

是
ハ
大
溜
な
り
､
下
肥
を
賢
此
桶
へ
溜
畢

冬

ハ
安
の
か
け
ご
ヘ
ニ
致
し
其
跡
へ
溜
正
､
釆
三

月
の
首
代
の
こ
や
し
写
人
証
也
､

此
代
金
壱
分
壱
朱

尤
近
年
竹
高
直
二
付
壱
分
三
末
位
二
俣
哉

赴
ハ
笹
か
り
か
ご
也
､
春
苗
代
つ
ミ
日
の
こ
へ
革

是
を
背
負
て
か
(刈
)る
也
t

代
二
盲
五
十
文

是
ハ
か
つ
ぎ
か
ご
也

下
肥
の
外
是
こ
て
か
つ
ぐ

尤
ニ
ッ
に
て
電
荷
也

代
五
百
文

是
ハ
-
づ
か
き
か
ご
と
申

是
を
背
負
山
に
入
洛
は
を
か
き
木
小

屋

へ
つ
ミ
込
置
年
中
之
た
き

,
と
り

に
用
ゆ
る
か
ご
也
'

竹
高
直
二
仲
代
菅
甘
弐
首
文
位
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是

ハ
落

葉
を
か
-
熊
手
也

代
八
十
八
文
位

キ
T1
ザ

(
/
n.
イ
タ
の
裁
魂
)

砥
石
で
カ
マ
を
研
ぐ
姿

(荏
m
軸
木

4
)

㈹

附

酬

世

御棚

岬

醐HH11日｢い1叫-り-
～

;_>-.IIll.
/

是

ハ
わ
ら
-
の
也

自
分
作
-
故
代
不
入

是

ハ
背
負
板
と
申
し
て
EB
植
革
と
-
の
節
雨
ふ
り
候

時
用
ゆ
都
而
是

ハ
こ
こ
み
仕
事
に
よ
ろ
し
'
-
の
ハ

こ
こ
み
た
る
時
自
然
と
も
る
も
の
に
候
間
へ
用
之
､

但
し
こ
き
を
ニ
ッ
ll
祈
､
此
の
こ
と
-
紐
を

つ
け
､

或

ハ
薬
に
油
紙
を
付
で
よ
ろ
し
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赴
ハ
が
ん
じ
き
也
､
田
を
か
る
時
､
深
沼
EF
杯
水
多

-
､
又
(股
)
ニ
付
程
は
い
り
候
田
を
か
り
候
時
､
是

を
は
-
也
､

自
分
作
故
代
不
入

I.....I......･..1-.I......I....

Ⅳiiiiiiiiiiiiiimmmm
m

代
二
百
文

代

百
文

是
ハ
さ
ん
ご
と
申
む
し
ろ
を
絶
候
ひ
(接
)

也
'
全
く
ハ
き
し
ご
二
面
も
可
有
力
候
哉

但
竹
こ
て
自
分
作
故
､
代
不
入

是
ハ
俵
を
ゆ
ひ
候
太
と
租
也

蒐
ハ
む
し
ろ
を
織
候
､
は
た
あ
し
な
-

代
金
三
末
位
よ
り

是
ハ
む
し
ろ
を
お
り
候
ひ
(揺
)
な
り
仝
-
ハ
お
き
な
る

哉
､代

三
百
五
十
文

是
ハ
た
わ
ら
む
し
ろ
を
あ

三
を

り候細縄なり

虚
道
具
あ
ら
ま
し
の
分
代
附

〆
金
五
両
弐
分
電
兼
卜

銭
入
刀
九
百
七
拾
弐
文
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E
]

耕
転
機

ト
プ

ッ
タ

(深
田
)
が
点
々
と
存
在
し
た
当
地
で
は
､
訓
転
機
の
使
用
は
乾
田
に
か
き
ら
れ
て
い
た
｡
乾
田

で
は
ス
キ

(翠
)
を
牛
馬
に
ひ
か
せ
て
の
耕
転
で
あ
り
､
牛
馬
を
も
た
な
い
家
に
お
い
て
は
マ
ン
カ
で
の
人
力

糾
転
で
あ
っ
た
o
ト
プ

ノ
タ
で
は
､
五
本
歯
の
カ
ブ
ヌ
キ
を
使
い
t

l
株
ず
つ
古
株
を
お
こ
し
な
が
ら
､
株
を

叩
き
く
ず
し
て
い
っ
た
｡

昭
和
十
年
代
に
入
る
と
､
ト
プ

ッ
タ
を
乾
田
に
か
え
る
暗
1#
排
水
設
備
工
事
が
お
こ

な
わ
れ
'
そ
の
後
は
発
動
機
式
の
耕
転
機
が
普
及
し
'
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
0
そ
の
間
に
は
桝
転
機
を

つ
か
っ

て
の
技
能
大
会
も
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
｡

第
五
節

家
畜

一

ウ

マ
ヤ
と
牛

母
屋
の
ト
ン
ボ
ク
チ
を
入
る
と
'
そ
の
左
右
と
ち
ら
か
に
'
ほ
は

一
間
幅
を
も
つ
ロ
ウ
カ
と
称
さ
れ
る
通
路

が
あ
る
｡

ロ
ウ
カ
の
上
郡
に
は
光
を
と
り
い
れ
る
障
子
戸
が
は
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
奥
に
数
坪
の
ウ
マ
ヤ
と

祢
さ
れ
る
厩
舎
が
位
置
し
た
｡
こ
の
種
の
厩
舎
は
､
昭
和
四
十
七
年
の
調
査
時
点
で
'
す
で
に
解
体
さ
れ
た
り
'

あ
る
い
は
物
置
き
な
と
に
改
修
さ
れ
て
い
る
例
が
大
半
で
あ
っ
た
｡
ま
た
'
こ
れ
ら
と
は
異
な
り
､
ま
れ
に
屋

敷
内
に
単
独
で
建

つ
厩
舎
や
'

ハ
イ
ヤ
と
称
し
た
堆
肥
小
屋
の

l
角
に
厩
舎
を
も

つ
例
も
み
ら
れ
た
｡
そ
れ
ら

の
入
口
に
は
絵
馬
が
か
け
ら
れ
て
い
た
｡
馬
は
朝
鮮
牛
が
普
及
す
る
昭
和
十
年
代
前
ま
で
役
畜
の
主
と
し
て
飼

育
さ
れ
､
氷
の
運
搬
や
コ
エ
ク
-
､
あ
る
い
は
田
で
の
撃
引
き
な
と
に
使
わ
れ
て
い
た
0

年
は
ノ

ッ
コ
と
称
さ
れ
た
和
牛
と
'
皮
膚
が
赤
味
を
お
ぴ
て
る
た
め
'
赤
牛
と
称
さ
れ
た
朝
鮮
牛
で
あ

っ
た
｡

ジ

ソ
コ
は
馬
力
が
あ
る
反
面
へ
気
が
荒
く
'
あ
っ
か
い
つ
ら
か
っ
た
た
め
､
｢
忘
地
が
悪
か

っ
た
｣
と
表
現
さ

れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
赤
牛
は
お
と
な
し
-
楽
で
あ

っ
た
｡

土
地
の
馬
喰
は
'
赤
牛
を
主
に
秋
EB
方
面
か
ら
運
ん
で
き
て
い
た
よ
う
で
'
年
に

l
度
の
割
で
､
各
戸
を
ま

和
牛
と
ハ
ナ
ウ

(中
川
･
昭
和
三
十
五
年
ご
ろ
)
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わ
り
､
牛
を
交
換
し
て
い
っ
た
O
新
し
い
牛
は
､

l
様
に
痩
せ
て
お
り
'
農
家
と
し
て
は
次
回
の
交
換
時
に
十

分
な
差
粗
収
入
を
得
る
た
め
に
､
フ
ス
マ
や
イ
モ
規
の
ツ
フ
餌
を
あ
た
え
な
が
ら
飼
在
に
注
意
す
る
と
同
時
に
'

役
畜
と
し
て
使

っ
た
O
そ
れ
は
ア
ラ
オ
コ
ン
の
際
に
は
幣
を

つ
け
へ
ン
ロ
カ
キ
の
際
に
は
馬
鍬
を

つ
け
て
の
桝

転
で
あ
り
､
牛
車
を

つ
け
て
の
野
菜
出
荷
や
下
肥
汲
み
で
あ

っ
た
o
ま
た
太
平
洋
戦
争
後
の
物
資
不
足
時
に
は
へ

朋
物
資
運
び
に
も
使

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
役
畜
と
し
て
の
牛
は
､
昭
和
四
十
年
代
の
半
ば
こ
ろ
ま
で
み
ら
れ

た
.
他
方
'
乳
牛
や
肉
牛
は
､
現
在
も
頭
数
は
少
な
い
も
の
の
飼
育
さ
れ
て
い
る
〇

二

ブ
タ

ブ
タ
は
'
厩
肥
を

つ
-
る
た
め
､
二

～
三
頑
飼

っ
て
い
た
が
､
太
平
洋
戦
争
中
は
餌
が
な
-
な
り
､
飼
育
は

中
断
し
た
｡
そ
の
後
'
昭
和
三
十
年
代

半
ば
こ
ろ
か
ら
同
三
十
九
年
の
東
京
オ
-
ン
ピ
ソ
ク
の
時
期
に
､
肉
を

目
的
と
し
た
養
豚
業
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
､
そ
の
指
導
に
県
'
市
､
農
協
の
専
門
家
が
あ
た
っ
た
.
ま
た
餌

は
'
オ
リ
ン
ピ

ソ
ク
選
手
の
宿
舎
や
､
帝
国
ホ
テ
ル
な
と
都
内
の
主
な
ホ
テ
ル
に
､
ト
ラ
ノ
ク
や
オ
ー
ト
三
輪

車
で
適
い
'
残
飯
を
集
め
て
ま
わ
り
'
こ
れ
を
あ
て
た
o

ブ
タ
は
八
十
か
ら
百
キ
ロ
に
成
長
す
る
と
､
肉
が
つ
い
た
と
判
断
さ
れ
､
豚
屋
に
わ
た
さ
れ
た
O
現
在
､
こ

の
養
豚
業
は
'
か
つ
て
の
よ
う
に
盛
ん
で
は
な
い
が
､
何
軒
か
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡

三

鶏
母
屋
の
-
ン
ホ
ク
チ
を
入
り
t
L
ば
ら
-
上
を
見
あ
げ
て
い
る
と
煤
で
-
す
ん
だ
暗
闇
に
眼
が
な
れ
､
梁
や

桁
ご
L
に
屋
根
裏
が
よ
-
見
え
だ
す
｡
そ
の
視
線
を
す
こ
し
､
板
壁
の
鴨
居
に
お
ろ
す
と
'
そ
こ
に
筋
交
に
わ

た
し
た
横
板
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
O
そ
れ
は
､
か
つ
て
の
数
羽
の
梨
を
は
な
し
飼
い
に
し
て
い
た
時
代
に
使

っ

ト
ヤ

た
鳥

屋

の
な
こ
り
で
あ
る
0
か
つ
て
土
間
か
ら
鳥
屋
に
向

っ
て
梯
子
が
か
か
り
'
夕
方
に
な
る
と
鶏
は
'
こ
れ

を
登
り
鳥
屋
に
は
い
っ
た
o
ま
た
'
朝
に
は
卵
を
と
り
に
人
が
こ
れ
を
の
は
っ
た
O

エ
サ
キ
リ
(イ
モ
キ
リ
)

ケ
イ
パ
キ
リ
(皆
川
楢
作
家
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こ
の
数
羽
の
親
の
は
な
し
飼
い
か
ら
､
数
百
羽
か
ら

1
万
羽
ち
か
-
の
鶏
を
飼
う
腿
家
が
誕
生
す
る
｡
と
く

に
顕
著
だ
っ
た
の
は
､
昭
和
三
十
咋
ご
ろ
で
､
野
菜
の
生
産
過
剰
に
と
･0
な
う
現
金
収
入
減
を
ふ
せ
く
た
め
の

も
の
で
あ
っ
た
｡
折
本
で
は
三
分
の

1
も
の
家
で
養
鶏
が
開
始
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は

1
時
の
流
れ
に
の
っ
た

事
業
で
あ
っ
た
｡
だ
が
田
j
い
も
お
よ
は
な
か

っ
た
輸
入
卵
に
お
さ
れ
へ
ま
た
ビ
ー
ル
ス
に
よ
る
被
害
問
題
が
生

じ
'
わ
ず
か
十
年
後
に
は
大
半
の
ELBY家
か
ら
鶏
の
姿
は
消
え
て
し
ま
っ
た
.

そ
れ
に
対
し
'
明
治

･
大
正
期
と
盛
観
を
続
け
て
き
た
家
で
は
'
そ
の
時
期
に
は
少
な
か
ら
ず
経
営
難
に
お

ち
い
っ
た
も
の
の
'
今
日
な
お
そ
の
謀
は
続
い
て
い
る
｡
太
平
洋
地
争
前
に
お
い
て
は
､
机
三
百
羽
を
飼

っ
て

お
れ
ば
､
卵
と
肉
と
鶏
糞
で
､
十
分
な
生
清
か
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る
｡

鶏
は
昭
和
三
十
年
代
初
め
ま
で
､

ハ
ラ
カ
イ
と
い
っ
て
､
鶏
舎
の
tl･,6か
で
放
し
飼
い
に
し
て
い
た
｡
そ
の
鶏

舎
は
大
き
さ
に
も
よ
る
が
'
内
部
を
区
切
り
へ
そ
れ
ぞ
れ
に
数
十
羽
ず

つ
を
入
れ
餌
箱
と
産
卵
用
の
箱
が
三
～

五
個
お
か
れ
て
い
た
｡
そ
の
鶏
舎
の
両
側
面
の
下
郡
に
は
小
さ
な
出
入
口
が
も
う
け
ら
れ
､
そ
の
先
に
は
､

鶏

舎
と
は
ぽ
同
面
概
の
金
網
で
か
こ
わ
れ
た
砂
遊
び
場
が
あ
っ
た
｡

こ
の
パ
ラ
ガ
イ
の
の
ち
､
現
在
と
同
じ

1
羽
ご
と
に
区
切
ら
れ
た
パ
タ
リ
と
称
す
る
木
製
の
靴
舎
と
な

っ
た
｡

昭
和
四
十
年
に
は
底
部
が
金
網
製
と
な
り
へ
同
E
]十
二
年
ご
ろ
に
は
す
べ
て
金
網
製
と
な
っ
た
O

ヒ
ナ
は
､
現
在
は
神
奈
川
区
六
角
橋
に
あ
る
六
角
橋
共
同
筋
卵
場
か
ら
数
百
羽
単
位
で
と
り
よ
せ
て
い
る
｡

戦
前
か
ら
専
業
で
養
鶏
を
経
営
し
て
い
た
家
で
は
'
昭
和
三
十
年
代
末
ま
で
､
静
岡
や
愛
知
か
ら
ヒ
ナ
を
と
り

よ
せ
て
い
た
｡
ヒ
ナ
は
'
い
ち
と
に
百
羽
単
位
で
木
箱
に
入
れ
ら
れ
､
列
帝
で
逆
送
さ
れ
て
き
た
o
そ
れ
を
ヒ

ナ
用
の
小
屋
に
入
れ
'
石
油

コ
ン
ロ
や
炭
火
､
あ
る
い
は
電
球
で
暖
め
な
が
ら
帯
成
し
た
o
現
在
は
ヒ
ナ
専
用

の
電
気
暖
房
異
を
使
用
し
て
い
る
｡

餌
は
'
餅
屋
か
ら
買

っ
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
ノ
と
小
麦
に
魚
の
あ
ら
を
加
え
､
オ
オ
ガ
マ
で

一
時
間
ほ
と
水
煮

L
t

そ
れ
に
ヌ
カ
や
フ
ス
マ
'
-
だ
い
た
貝
殻
を
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
魚
の
あ
ら
は
す
-
に
腐
る
た
め
､
毎

日
､

夕
方
に
､
太
平
洋
戦
争
前
は
自
転
並
で
､
城
後
は
ト
ラ
ノ
ク
で
生
麦
や
反
町
の
魚
屋

へ
も
ら
い
に
い
っ
た
｡
お

発
会

(較
茂
保
正
家
･
南
山
田
･
5
)
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礼
は
年
に

1
回
､
ま
と
め
て
お
こ
な
わ
れ
た
｡
現
在
は
､
配
合
飼
料
の
み
を
あ
た
え
'
し
か
も
釧

l
回
の
み
と

い
う
飼
育
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
｡

卵
は
､
各
パ
タ
リ
を
午
前
中
に
ま
わ
り
集
め
ら
れ
る
｡
千
羽
で
､

1
日
に
七
キ
ロ
用
の
他
に
八

～
九
杯
分
と

れ
る
｡
卵
の
値
は
､
今
は

一
キ
ロ
平
均
三
百
五
十
～
三
百
七
十
円
の
相
場
で
あ
る
が
､

一
年
で
い
ち
ば
ん
よ
-

卵
を
産
む
春
先
は
､

一
キ

ロ
二
百
七
十
円
と
値

下
が
り
し
て
し
ま
う

(昭
和
五
十
四
年
現
在
)｡
出
荷
先
は
､

市
場
で
あ
り
'
契
約
を
む
す
ん
で
い
る
小
売
店
で
あ
る
が
'
自
宅
で
の
直
売
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡

鶏
の
害
虫
は
'
ワ
ク
モ

(鶏
韓
)
と
蚊
で
あ
る
｡
前
者
は
体
長
約
〇

･
七
-
-
で
､
昼
聞
は
活
動
せ
ず
､
夜

に
な
る
と
ト
サ
カ
か
ら
血
を
吸
っ
た
｡
こ
の
ワ
ク
モ
に
対
し
て
は
へ

こ
れ
と
い
っ
た
効
果
的
な
対
策
は
な
か
っ

た
｡
蚊
に
対
し
て
は
'
殺
虫
剤
が
普
及
す
る
以
前
は
､
除
虫
菊
を
た
い
て
'
そ
の
煙
を
団
扇
で
鶏
に
か
け
て
や
っ

た
O
昭
和
三
十
年
代
後
半
に
は
､
ビ
ー
ル
ス
が
大
流
行
し
､

1
週
間
に
三
石
～
凹
百
羽
も
死
ん
た
ES
件
が
あ
っ

た
｡
ま
た
昭
和
三
十
年
代
の
前
半
ご
ろ
ま
で
は
､
イ
タ
チ
対
策
の
た
め
に
､

ア
ワ
ビ
な
ど
の
貝
殻
を
束
ね
て
､

鶏
舎
に
つ
る
し
た
｡
貝
の
内
面
の
笥
み
色
の
光
り
が
､
イ
タ
チ
を
解
か
し
退
散
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
｡
イ
タ
チ
は
鶏
の
首
に
か
み
つ
き
血
を
吸
う
悪
い
小
動
物
で
あ
っ
た
o

鶏
糞
は
､
肥
料
と
し
て
､
二
十
日
に
1
度
の
割
で
か
き
集
め
'
天
日
で
乾
燥
さ
せ
出
荷
し
て
い
る
O

鶏
の
供
養
は
南
足
柄
市
の
妥
乗
寺
で
五
月
中
旬
に
神
奈
川
県
養
鶏
連
の
も
と
で
お
こ
な
れ
て
い
る
0
な
お
当

地
で
は
都
筑
中
川
畜
産
会
の
も
と
で
'
昭
和
四
十
年
七
月
に
畜
墓
碑
が
大
棚
町
二
五

l
l

l
に
道
立
さ
れ
､
九

月
に
家
畜
全
体
の
ま
つ
り
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
い
る
｡

凹

ウ
サ
ギ

冬
場
の
早
朝
に
野
兎
を
追
い
､
山
を
か
け
ま
わ
っ
た
体
験
は
､
楽
し
い
想
い
出
話
と
し
て
妓
さ
れ
て
い
る
｡

そ
れ
に
ウ
サ
ギ
の
子
も
商
品
と
な
っ
た
の
で
､
各
戸
で
飼
育
し
た
｡
そ
れ
を
目
指
し
て
自
托
i3
に
11
割
の
ウ
サ

ギ
カ
ゴ
を
つ
け
た
ウ
サ
ギ
屋
が
'
盛
ん
に
買
い
求
め
に
や
っ
て
き
た
｡
太
平
洋
撤
争
後
の
間
も
な
い
こ
ろ
の
話

畜
空
中

(大
槻

･
6
)

道
立
昭
和
四
十
年
七
月
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と
し
て
､
中
川
小
学
校
で
は
飼
育
し
た
ウ
サ
ギ
を
売
り
､
そ
れ
で
ピ
ア
ノ
を
購
入
し
た
と
伝
え
て
い
る
｡

第
六
節

農
耕
労
働
と
農
耕
儀
礼

一

農
耕
労
働

flX桝
の
た
め
の
労
働
力
を
得
る
た
め
に
は
､
血
縁
地
縁
さ
ら
に
は
階
層
間
で
､
諸
々
の
形
態
が
と
ら
れ
て
き

た
｡
当
地
で
聞
か
れ
る
農
耕
労
働
に
か
か
わ
る
語
泰
を
あ
げ
る
と
､
モ
ヨ
リ
'
テ
マ
ガ
ワ
-
､

エ
エ
シ
Tl
ト
'

タ
テ
ヤ
マ
'
サ
ク
オ
ト
コ
､
ジ

ョ
ウ
ビ
ヨ
セ
､
ヌ
キ
ビ
'
ヒ
ヤ
ト
イ
な
ど
で
あ
る
｡

モ
ヨ
-
は
､
ム
ラ
と
し
て
組
と
し
て
､
あ
る
い
は
隣
組
と
し
て
の
共
同
仕
事
､
た
と
え
ば
野
良
道
の
普
請
'

川
疲
い
や
他
意
い
な
ど
へ
参
加
す
る
内
容
の
も
の
で
'
不
参
加
の
場
合
に
は
日
当
､
あ
る
い
は
酒

1
升
t:･･6ど
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡

テ
マ
ガ
ワ
リ
と

エ
エ
ソ
ゴ
ト
は
t
は
ほ
お
な
じ
内
容
の
も
の
で
'
血
縁
地
縁
の
者
が
､
刑
植
仕
事
な
ど
'
仕

事
に
応
じ
､
時
に
応
じ
て
結
集
し
､
特
定
の
個
人

へ
労
働
力
を
提
供
す
る
も
の
で
'
こ
の
労
働
力
を
受
け
た
個

人
は
､
後
日
､
そ
れ
ら
の
各
戸
に
労
働
力
で
お
返
し
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
｡
ま
た
牛
馬
な
と
の
畜
力
を
も

っ

て
手
伝

っ
た
場
合
は
､
イ
チ
二
ン
の
仕
事
が
で
き
る
男
の
二
目
な
い
し
三
日
分
の
仕
事
虫
を
提
供
し
て
-
れ
た

も
の
と
し
て
計
算
さ
れ
た
.

タ
テ
ヤ
マ
と
は
'
山
を
所
有
し
な
い
人
た
ち
が
､
山
持
か
ら
､
山
に
入

っ
て
燃
料
や
肥
料
と
す
る
モ
ヤ

(粗

菓
)
や
ク
ス
を
取

っ
て
よ
い
と
の
許
可
を
得
て
生
じ
る
両
者
の
関
係
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
は
入
山
は
自
由
と

な
る

1
万
で
､
そ
の
代
償
と
し
て
'
シ
タ
ク
サ
ダ
イ
と
い
っ
て
､
E5
億
や
､
桑
の
袋
摘
み
な
ど
の
際
に
触
供
の

労
働
力
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
.
労
働
に
出
る
日
数
は
'
契
約
の
段
階
で
き
め
ら
れ
て
い
た
が
､
旧
来
か

ら
続
く
階
層
関
係
も
か
ら
ん
で
お
り
､
い
ち
が
い
に
国
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
｡
山

持
剛
で
は
そ
の
よ
う
な
日
に
は
食
事
を
準
備
す
る
習
慣
と
な

っ
て
い
た
.

テ
マ
ガ
ワ
リ
(吉
野
敏
蛙
家
と
吉
野
金
次
郎
家
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サ
ク
オ
ト
コ
は
､

一
年
契
約
で
住
み
込
ん
で
働
き
､
給
金
を
得
て
い
た
｡
大
正
期
で

一
年
三
十
六
円
の
給
金

を
も
ら
っ
た
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
｡

シ
ョ
ウ
ヒ
ヨ
セ
と
ヌ
キ
ヒ
は
､
ほ
ほ
同
じ
内
容
の
も
の
で
'
年
に
十
日
と
か
､
二
十
日
と
か
'
三
十
日
と
か

手
伝
う
日
数
を
き
め
､
年
払
い
の
給
金
で
契
約
を
む
す
ん
だ
も
の
で
あ

っ
た
o
大
正
期
で

1
日
の
賃
金
は
二
十

銭
前
後
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡

ヒ
ヤ
ト
イ
は
､
日
当
に
よ
る
契
約
で
あ
る
O
田
植
の
季
節
に
な
る
と
'
ウ
ユ
タ
/
と
い
う
呼
称
で
､

つ
き

つ

き
と
田
植
を
し
て
ま
わ
っ
た
ク
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
｡

二

農
耕
儀
礼

ツ
ツ
ガ
ユ

(ツ
ツ
カ
イ
)

簡
粥
神
事
は
､
そ
の
年
の
農
作
物
の
出
来
不
出
来
を
う
ら
な
う
行
事
で
'
当
地
で
は
大
山
阿
夫
利
神
社
と
'

地
元
の
師
岡
髄
州野
神
社
の
両
社
で
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
神
札
を
さ
ず
か
っ
て
い
る
o

大
山
阿
夫
利
神
社
は
'
雨
乞
い
の
神
さ
ま
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
｡
そ
の
社
で

一
月
七
日
に
'
こ
の
間
粥

神
事
は
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
O
滝
の
水
の
星
で
天
候
を
う
ら
な
い
､
粥
占
に
よ
っ
て
で
た
作
物
の
あ
た
り
数
値

を
神
札
に
し
る
L
へ
オ
ン
シ

(先
導
師
)
を
と
お
し
て
各
地
の
講
員
へ
く
ぼ

っ
た
.
出
家
で
は
､
米
､
麦
'
粟
､

黍
､
豆
な
と
十
八
種
粗
の
農
作
物
の
あ
た
り
数
値
を
'
作
付
け
時
の
参
考
と
し
て
き
た
.

熊
野
神
社
で
は
'

一
月
十
四
日
の
神
事
と
し
て
'
粥
占
ほ
と
り
お
こ
な
わ
れ
､
そ
の
準
備
は
'
す
で
に
旧
年

小
の
ア
シ
刈
り
か
ら
は
じ
ま
る
｡
鶴
見
川
の
水
辺
に
自
生
し
た
ア
シ
の
な
か
か
ら
､
粥
占
二
十
七
本
の
簡
と
な

る
､
節
問
が
長
-
､
し
か
も
直
径
が
同
寸
の
も
の
を
探
し
だ
し
て
刈
る
0
今
日
で
は
こ
の
条
件
を
満
た
す
ア
ン

は
み
ら
れ
ず
､
利
根
川
な
と
に
出
か
け
て
採
取
し
て
い
る
O

神
事
前
日
の
十
三
日
､
宮
司
に
よ
っ
て
簡
作
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
o
朋
料
と
用
具
は
ア
ノ
'
ア
サ
､
小
刀
で

あ
る
｡
ア
サ
は
栃
木
産
の
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
る
｡
ま
ず
茎
に
つ
い
て
い
る
黛
を
と
り
は
ら
い
､
節
間
で
八

ツ
ツ
ガ
ユ

｢い
｣
の
池
の
神
水
を
は
こ
ぶ
神
主

(熊
野
神
社
･
61
)
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寸
の
長
さ
の
筒
が
と
れ
る
か
見
本
を
あ
て
､
可
能
と
判
断
さ
れ
る
と
､
上
下
の
節
を
と
り
､
長
さ
と
径
の
大
き

さ
を
十
分
に
見
定
め
た
う
え
で
､
両
端
の
口
を
斜
に
切

っ
て
仕
上
げ
る
｡
な
お
そ
の
切
り
口
の
向
き
は
､
両
.a

相
反
す
る
向
き
に
切
ら
れ
る
｡
こ
の
切
り
口
が
粥
の
入
る
口
と
t･,6る
｡
同
様
の
筒
が
討
二
十
七
本
作
ら
れ
'
最

後
に
そ
れ
ら
の
筒
の
握
り
と
な
る
筒
が

1
本
作
ら
れ
る
O
こ
れ
も
同
寸
法
で
あ
る
.

筒
が
そ
ろ
う
と
'
二
十
七
本
を
置
き
換
え
し
な
が
ら
バ
ラ
ン
ス
よ
く
並
べ
た
の
ち
､
ア
サ
で
順
次
二
か
所
を

締
め
な
が
ら
旅
の
よ
う
に
編
み
あ
げ
､
最
後
の
一
本
と
握
り
の
筒
の
間
は
Y
字
状
に
ア
サ
で
む
す
ぴ
つ
け
る
｡

こ
れ
で
粥
占
の
筒
は
完
成
し
た
こ
と
に
な
る
.

筒
が
で
き
あ
が
る
と
次
は
､
社
に
伝
わ
る
版
木
が
準
備
さ
れ
'
神
札
刷
り
が
開
始
さ
れ
る
｡
版
木
に
は
､
大

麦
'
小
麦
､
わ
せ
'
中
て
'
お
-
'
ひ
ゑ
､
架
､
大
豆
､
小
豆
'
大
角
豆
'
ぶ
ん
ど
う

(文
豆
)
､
あ
さ
'
な
'

大
根
'
荏
'
ご
ま
､
き
び
'
芋
､
蕎
麦
'
霜
粟

(芥
子
か
)'
夕
顔
､
か
い
こ
､
茶
へ
日
'
雨
'
風
､
世
の
中

の
二
十
七
､

つ
ま
り
筒
二
十
七
本
そ
れ
ぞ
れ
に
相
当
す
る
名
が
彫
ら
れ
て
い
る
｡
作
物
の
み
な
ら
ず
､
天
候
の

ぐ
あ
い
､
世
の
中
の
景
気
動
向
を
も
う
ら
な
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
｡

神
事
は
十
四
日
の
丑
三
つ
の
時
刻

(午
前
二
時
す
ぎ
)
に
は
じ
ま
る
｡
身
を
約
め
た
宮
司
は
､
小
さ
な
器
を

の
せ
た
三
方
を
も
ち
､
社
殿
背
後
の
山
裾
に
穿
た
れ
て
い
る

｢
い
｣
の
池
に
む
か
い
､
そ
の
前
に
お
い
て
拝
伏

ナ一T

を
お
こ
な
う
｡
そ
の
の
ち
､
神
水
を
く
み
'
さ
ら
に
池
の
脇
に
植
わ
っ
て
い
る
神
木
の

櫛

の
糞
'
そ
れ
も
三
ツ

変
の
柴
を
採
取
し
'
社
殿
に
む
か
い
､
神
前
に
そ
れ
ら
を
そ
な
え
て
､
拝
状
を
と
り
お
こ
な
う
O

日
の
出
と
と
も
に
､
氏
子
に
よ
っ
て
四
本
の
忌
竹
が
社
殿
の
西
側
に
遊
び
こ
ま
れ
'
読
切
が
準
陥
さ
れ
る
｡

忌
竹
の
中
央
に
鉄
割
の
五
徳
が
す
え
ら
れ
､
そ
の
う
え
に
大
釜
が
か
け
ら
れ
る
｡
燃
料
は
旧
年
中
の
お
札
や
正

月
の
門
松
な
ど
で
'
す
で
に
場
内
の

1
角
に
も
う
け
ら
れ
た
お
札
納
め
所
に
1
山
に
積
ま
れ
て
い
る
｡

冬
の
朝
日
が
昇
り
は
じ
め
､
よ
う
や
-
明
る
-
な
っ
た
こ
ろ
'
宮
司
に
よ
っ
て
二
十
七
本
の
粥
占
の
筒
が
大

釜
の
な
か
に
敷
か
れ
'
そ
の
う
え
に
郷
の
糞
と
米
が
お
か
れ
､
神
水
が
か
け
ら
れ
る
O
こ
の
の
ち
､
三
斗
の
水

が
大
釜
に
い
れ
ら
れ
'
蓋
が
さ
れ
る
｡
二
十
七
本
の
筒
と
む
す
ば
れ
て
い
る
握
り
の
筒
は
､
釜
の
口
授
外
剛
に

ツ
ツ
ガ
ユ
と
帯

(熊
野
神
社

･
4
)
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か
け
ら
れ
て
い
る
O

火
は
御
神
火
石
で
も

っ
て
つ
け
ら
れ
る
｡
こ
の
発
火
臭
は
先
代
の
宮
司
が
開
発
し
た
も
の
で
あ
る
0
秒
火
は

こ
の
の
ち
､
午
後
三
時
こ
ろ
ま
で
燃
や
し
続
け
た
の
ち
に
火
止
め
さ
れ
る
O
こ
の
こ
ろ
に
は
氏
子
が
境
内
に
あ

っ
ま
っ
て
い
る
0
大
釜
よ
り
'
握
り
の
筒
を
も

っ
て
粥
占
の
筒
を
と
り
た
し
'
社
殿
内
の
机
上
に
運
び
移
さ
れ

る
0
こ
こ
に
お
い
て
'
小
刀
で
も

っ
て
筒
を
順
次
､
縦
に
さ
き
割
り
'
そ
の
つ
と
そ
こ
に
は
い
り
こ
ん
だ
粥
の

分
歪
を
判
断
し
'
三
分
､
五
分
､
七
分
'
八
分
へ
十
分
の
五
種
に
占
別
し
'
大
声
で
告
げ
る
O
そ
れ
は

｢大
麦

八
分
｣
と
い
う
具
合
で
あ
る
O
氏
子
は
す
で
に
二
十
七
種
の
作
物
な
と
の
名
を
刷
り
こ
ん
だ
神
札
を
い
た
だ
い

て
お
り
､
各
作
物
名
の
下
に
､
そ
の
つ
と
五
分
と
か
七
分
と
か
お
告
げ
の
数
を
記
入
し
て
い
-
o
こ
の
あ
と
大

釜
に
妓

っ
て
い
る
粥
を
い
た
だ
き
'
神
事
は
終
了
す
る
O

な
お
､
こ
の
神
事
に
参
列
で
き
な
か
っ
た
氏
子
の
た
め
に
占
別
の
結
果
を
記
し
た
神
札
が
'
後
日
､
各
戸
に

く
は
ら
れ
る
0
各
戸
で
は
'
こ
の
神
札
を
参
考
に
作
物
の
タ
ネ
を
ま
い
た
｡

ア
ワ
ポ
ヒ
エ
ポ

小
正
月
の
行
事
と
し
て
'
ア
ワ
ポ
ヒ
エ
ポ

(粟
穂
稗
穂
)
を
､

ハ
イ
ヤ
の
内
に
土
醒
頑
状
に
つ
く
っ
た
ツ
ク

テ
の
中
央
に
さ
し
'
穀
類
の
豊
作
を
祈

っ
た
O
ア
ワ
ポ
ヒ
エ
ホ
の
ア
ワ
ホ
は
ウ
ツ
ギ
'
ヒ
エ
ポ
は
ニ
ワ
ト
コ
の

幹
を
さ
し
､
そ
れ
ぞ
れ
を
二
十
セ
ン
チ
ほ
と
の
長
さ
に
切
り
､

1
個
ず

つ
竹
を
さ
い
た
先
に
刺
し
な
ら
し
た
も

の
で
､
竹
の
先
は
そ
の
重
さ
で
自
然
に
し
な
り
､
あ
た
か
も
租
が
実

っ
た
か
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
O
ウ
ツ
半
､

ニ
ワ
ト
コ
は
と
も
に
幹
の
中
は
た
や
す
-
髄
を
ぬ
く
こ
と
が
で
き
る
植
物
で
あ
り
'
こ
の
よ
う
な
作
り
物
に
適

し
て
い
た
｡
ま
た
髄
は
ト
ウ
ス
-
と
も
称
さ
れ
､
灯
芯
と
し
て
使
わ
れ
た
｡
な
お
ウ
ツ
半
は
畑
や
山
の
境
界
を

し
め
す
境
木
と
し
て
も
植
え
ら
れ
て
き
た
O

山
の
神

l
月
十
七
日
は
'
山
の
神
さ
ま
を
ま
つ
る
日
と
さ
れ
､
特
に
山
仕
事
は
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
た
.

近
所
同
士
で
､
小
銭
を
出
し
あ
い
'
こ
馳
走
を
つ
-
っ
て
､

1
日
中
遊
ん
だ
.

占
別
の
触
式
と
神
札

(熊
野
神
社

･
4
)
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笠
祭
り

叩B)は
春
の
終
り
か
ら
夏
に
か
け
て
､
雷
雨
に
と
も
な
っ
て
降
り
､
大
き
い
氷
塊
は
期
卯
ほ
と
も
あ
り
､
野
菜

に
大
き
な
害
を
あ
た
え
た
.
こ
の
筏
が
降
ら
な
い
よ
う
に
祈
願
す
る
ま
つ
り
で
､
各
鎮
守
で
お
こ
な
わ
れ
る
｡

笹
の
害
は
､
記
憶
の
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
､
当
地
域
の
開
発
が
開
始
さ
れ
た
こ
ろ
､
農
業
専
用
地
域
を
整
備

す
る
た
め
に
池
辺
の
屋
谷
の
西
北
に
位
置
す
る
富
士
塚
周
辺
の
工
事
を
お
こ
な
っ
た
時
に
'
大
変
な
石
が
降
り
､

異
常
な
陽
気
が
続
い
た
｡
地
元
の
年
寄
り
は
富
士
塚
を
い
じ
く

っ
た
か
ら
だ
と
い
い
だ
し
た
｡
い
そ
ぎ
富
士
を

ま
つ
り
な
お
し
た
と
い
う
｡

タ
ウ
ナ
イ
正
月

タ
ウ
ナ
イ
が
終
る
と
'
フ
レ
が
ま
わ
り
'
タ
ウ
ナ
イ
を
し
た
男
衆
に
午
後
半
日
の
休
み
が
あ
た
え
ら
れ
た
｡

そ
の
日
は
､

1
鮭
に
朝
か
ら
雨
が
降
り
'
屋
外
仕
事
の
で
き
な
い
日
を
.与
り
ぷ
の
か
通
常
で
あ

っ
た
｡

ヤ
キ
ゴ
メ

タ
ネ
モ
-,と
マ
メ

(大
豆
)
を
沙
り
､
ヤ
キ
ゴ
メ
を

つ
く
っ
た
｡
ま
た
田
植
の
ZZtの
晩
飯
は
､
米
の
な
か
に

マ
メ
を
二
つ
割
り
に
し
て
い
れ
た
蒸
飯
を

つ
-
り
､
祝
い
と
し
た
｡

水
口
ま
つ
り

田
植
に
さ
き
だ
ち
､
田
の
水
口
に
サ
カ
キ
を
た
て
'
赤
飯
を
添
え
て
田
の
神
を
ま
つ
っ
た
｡

サ
ナ
プ
リ
と
タ
ウ
エ
正
月

田
植
が
終
る
と
サ
ナ
プ
リ
あ
る
い
は
サ
イ
ナ
プ
リ
と
い
っ
て
'
晩
飯
に
赤
飯
と
麦
こ
が
L
を

つ
く
っ
て
内
祝

い
と
し
た
O
そ
れ
ら
の
品
を
重
箱
に
つ
め
'
皿
櫓
を
手
伝

っ
て
く
れ
た
家
に
と
ど
け
お
礼
と
し
た
｡

ま
た
ム
ラ
と
し
て
は
､
ム
ラ
中
の
田
植
が
あ
ら
か
た
終

っ
た
こ
ろ
に
'
フ
レ
を
出
し
､
半
日
の
タ
ウ
エ
正
月

と
な

っ
た
｡
だ
い
た
い
七
月

l
E
か
ら
四
日
こ
ろ
の
間
で
あ

っ
た
O
若
い
者
は
着
物
を
着
替
え
て
飴
菓
子
屋
な

ど
に
遊
び
に
い
っ
た
｡

お
水
も
ら
い
と
オ
シ
メ
リ
正
月

大
山
の
帯
解
兼
と
*
名
神
杜
の
お
札
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日
昭
…が

っ
つ
く
こ
と
を
､
｢
テ
-
が
っ
つ
く
｣
と
い
い
'
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
ム
ラ
の
面
立
ち
が
寄
り
合

い
､
話
し
合
い
を
も
ち
'
大
山
阿
夫
利
神
社

へ
二
～
三
人
の
代
参
を
送
り
､
雨
乞
い
の
お
水
を
竹
筒
な
と
に
う

け
て
き
た
｡
大
山
か
ら
の
帰
路
､
途
中
で
休
む
と

'
そ
の
休
ん
だ
場
所
に
雨
が
降
る
と
い
っ
て
'
休
む
こ
と
な

く
帰

っ
て
き
た
｡
ム
う
に
着
く
と
'
す
く
さ
ま
鎮
守
に
お
水
を
奉
納
し
た
の
ち
､
ム
ラ
の
た
か
み
の
田
に
お
水

を
ま
き
'
六
根
痛
浄
を
唱
え
雨
乞
い
と
し
た
｡
ま
た
早
淵
川
や
鶴
見
川
の
な
か
に
忌
竹
を
た
て
斎
場
と
し
､
身

を
痛
め
た
7
ン
ド
シ
姿
で
入
り
'
お
水
を
か
け
な
が
ら
六
根
清
浄
を
と
な
え
た
語
ら
の
こ
っ
て
い
る
｡

や
っ
と
雨
が
降
る
と
オ
ン
メ
-
正
月
だ
と
い
っ
て
フ
レ
が
ま
わ
り
､
休
み
と
な

っ
た
o
そ
の
休
み
は
雨
の
降

り
具
合
で
､
一
日
オ
シ
メ
-
正
月
と
か
三
日
オ
ン
メ
リ
正
月
と
か
に
な
っ
た
｡
前
者
は
半
日
の
休
み
を
意
味
し
'

後
者
は
三
日
間
を
そ
れ
ぞ
れ
半
日
休
み
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

虫
送
り

田
畑
の
害
虫
を
た
い
じ
す
る
た
め
'
各
ム
ラ
単
位
で
'
夏
の

一
夜
､
松
明
の
行
列
を
作
り
､
火
に
飛
び
込
ん

で
く
る
虫
を
焼
き
こ
ろ
し
な
が
ら
'

ソ
モ
の
ム
ラ
ヘ
送

っ
た
｡

施
餓
鬼
会

施
餓
鬼
会
の
日
に
大
棚
の
宿
林
寺
で
は
テ
ン
コ
モ
-
の
飯
を
準
備
し
'
そ
の
上
に
五
色

･
七
色
の
紙
を
塔
婆

の
よ
う
に
切
り
､
兜
字
を
告
き
入
れ
た
小
さ
な
旗
を
多
-
作
り
刺
し
た
o
読
経
が
終
る
と
'
子
供
た
ち
は
競

っ

て
こ
の
旗
を
と
り
､
急
い
で
家
の
畑
に
刺
し
て
歩
い
た
O
こ
れ
は
豊
作
を
願
う
も
の
で
'
親
た
ち
は
子
供
た
ち

の
そ
の
行
い
に
､
目
を
ほ
そ
め
'
な
が
め
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

風
ま
つ
り

稲
の
開
花
期
に
あ
た
る
二
百
十
日
'
二
百
二
十
日
頃
は
台
風
襲
来
の
時
期
で
'
農
家
は
厄
日
と
し
て
き
た
.

こ
の
鶴
来
を
さ
け
る
た
め
に
'
九
月

一
日
に
鎮
守
で
風
の
ま
つ
り
を
し
て
き
た
｡
こ
の
九
月

1
日
は
'
は
は
二

百
十
日
に
あ
た
る
日
で
も
あ
る
｡

カ
リ
7
ゲ

馬
か
け

す

っ
か
り
変
わ

っ
た
馬

つな
ぎ
塙

(

苗揺徳
太
郎
さ

ん
案
内

･
荏
田
南

63
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稲
刈
り
が
終
る
と
'
カ
リ
7
ゲ
と
い
っ
て
'
カ

マ

(鎌
)
に
赤
飯
を
添
え
て
神
棚
に
ま
つ
っ
た
｡
ま
た
カ
-

ア
ゲ
ポ
タ
モ
チ
と
い
っ
て
ポ
タ
モ
チ
を
つ
く
り
'

神
棚
に
そ
な
え
る
場
合
も
あ

っ
た
｡

コ
キ
7
ゲ
カ
ユ

カ
ナ
ゴ
キ
を
使

っ
て
の
稲
こ
き
が
終
る
と
'
硬
に
小
豆
を
い
れ
て
､
小
豆
粥
を

つ
く

っ
て
祝
い
と
し
た
｡
ま

た
コ
キ
ア
ゲ
の
ポ
タ
モ
チ
を

つ
く
り
､
カ
ナ
ゴ
キ
に
そ
な
え
て
ま
つ
っ
た
｡

馬
か
け

秋
の
収
穫
が
終
る
と
､
近
在
の
農
家
で
は
農
耕
に
つ
か
っ
た
馬
を
つ
れ
て
観
音
堂

(現
在
の
iCへ福
寺
)
の
室

山
に
あ
る
テ
ン
ポ
ウ
パ
パ
に
あ
つ
ま
り
､

1
日
を
競
馬
に
興
じ
た
.
こ
の
馬
場
は
､
旧
鎌
倉
道
そ
の
も
の
に
設

け
ら
れ
た
も
の
で
'
幅
七
～
八
メ
ー
ト
ル
､
距
離
約
三
百
五
十
メ
I
ト
ル
を
計
り
､

1
回
に
石
頭
ほ
と
の
馬
が

荏
EB
の
方
向
に
む
か
っ
て

走
っ
た
と
い
ーつ
｡
客
は
両
側
の
ド
テ

(荏
旧
三
-
二
八
-
二
三
付
近
)
か
ら
見
物
し

た
｡
こ
の
秋
の
遊
び
は
明
治
三
十
五
年
ご
ろ
が
最
後
で
あ
っ
た
｡

亥
の
子
の
ポ
タ
モ
チ

十

1
月
九
日
は
亥
の
子
の
日
で
あ
る
.
こ
の
日
は
カ
エ
ル
が
稲
の
虫
を
食

っ
て
く
れ
た
の
で
､
カ
エ
ル
に
ポ

タ
モ
チ
を
あ
げ
る
の
だ
と
い
い
､
神
棚
に
ポ
タ
モ
チ
を
そ
な
え
た
｡
ま
た
田
の
耕
転
に
よ
っ
て
カ
エ
ル
を
殺
し

た
の
で
'
そ
の
供
養
と
し
て
ポ
タ
モ
チ
を
供
え
る
の
だ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
O

こ
の
ポ
タ
モ
チ
を
カ
エ
ル
が
ひ
き
､
畑
を
歩
い
て
い
る
と
'
畑
の
大
根
が
ぴ
っ
-
り
し
て
'
首
を
出
し
て
み

る
と
い
う
｡
大
根
の
収
穫
は
'
こ
の
日
過
ぎ
か
ら
は
じ
ま
る
｡
こ
の
話
は
カ
エ
ル
へ
の
供
養
と
'
大
根
の
育
成

を
か
け
た
話
と
な

っ
て
い
る
｡

湯
治

米
の
収
楼
後
､
近
所
の
者
二

～
三
名
で
箱
根
な
ど
に
勘
治
に
で
か
け
た
｡
そ
れ
は
何
年
に

1
回
か
で
'
し
か

も
豊
作
の
年
で
な
け
れ
ば
行
け

な
か
っ
た
｡
洪
治
に
行
く
と
い
う
と
､
う
ら
や
ま
し
が
ら
れ
た
と
い
う
0
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明
治
三
十
六
年
三
月
に
発
行
さ
れ
た

F神
奈
川
県
都
筑
郡
中
川
村
村
是
調
査
怒
J
(以
下

r中
川
村
足
し
と

い
う
)
は
'
当
時
の
生
活
を
こ
と
こ
ま
か
に
放
出
的
に
調
へ
た
興
味
つ
き
な
い
資
料
で
あ
る
.
こ
れ
に
よ
れ
ば
'

お
よ
そ

1
蒙
､
あ
る
い
は

1
人
の
身
に
つ
け
る
も
の
を
ど
の
て
い
ど
所
有
し
て
い
た
の
か
よ
-
わ
か
る
.
時
代

昭
和
初
瀬
の
聖

等

暮

(平
野
空

家
抜

大

Ib

が
時
代
だ
け
に
洋
服
は
五
十
家
に
二
枚
と
い
い
'
外
套
は
五
家
に
一
枚
と
い
う
の
は
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
と
し

とJ･エ
丁
ワセ

て
'
単

'
袷

､
綿
入
､
半
纏
'
股
引
き
'
手
甲

(女
の
も
の
)
､
背
負
ご
ざ
な
ど
は
ご
-
巌
近
ま
で
普
通
に
用

い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
'
い
ま
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
も
少
な
く
な
い
O
そ
し
て
､
こ
の
時
代
で
す

ら
男
の
晴
れ
着
で
あ
る
冬
羽
縦
り
が

1
家
に
四
枚
も
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
､
夏
物
は
五
家
に
二
枚
と
い
う
の
は
'

現
代
で
も
お
な
じ
よ
う
な
状
況
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
う
と
形
は
ど
う
あ
れ
変
わ
ら
な
い
部
分
が
あ
る
と
い
う
の

が
お
も
し
ろ
い
｡
関
連
す
る
事
項
の
槻
外
に

q.中
川
村
是
｣
を
付
し
て
お
く
｡

第

二
即

衣
料
と
機
織
り

1

木
綿

東
方
で
は
木
綿
は
太
平
洋
戦
争
ご
ろ
ま
で
､
細
々
と
な
が
ら
瓜
増
さ
れ
て
い
た
O
四
月
に
鮒
に
種
を
ま
き
'

十
月
に
収
穫

(
1
戸
に
約

l
石
)
し
た
O
実
が
は
ぜ
て
白
く
な
っ
た
ら
'
モ
メ
ン
ト
-
と
い
う
二
重
編
の
セ
オ

イ
カ
ゴ
を
せ
お
っ
て
摘
ん
だ
｡
干
し
た
の
ち
'
ダ
イ
ド
コ
ロ
に
コ
モ
を
し
き
'
ザ
ダ
リ
で
種
を
と
り
た
し
た
｡

柾
を
除
い
た
生
綿
を
小
机
の
布
団
屋
に
朔
ん
で
ワ
タ
に
う
っ
て
も
ら
い
へ
布
団
用
あ
る
い
は
冬
の
防
寒
丁=
で
あ

る
ハ
ン
テ
ン
･
チ
ャ
ン
コ
な
と
に
い
れ
'
保
温
用
に
し
た
｡
荏
田
の
大
久
保
と
い
う
細
尾
で
厚
い
和
田
鰍
や
着

物
用
の
薄
い
ド
テ
ラ
綿
に
う
っ
て
も
ら
っ
た
り
'
綿
の
う
ち
直
し
を
し
て
も
ら
っ
た
｡
荏
田
の
現
金
屋
で
ド
テ

ラ
綿
を
買
う
も
の
も
あ
っ
た
｡
明
治
末
ご
ろ
で
は
'
イ
ト
ク
-
辛
で
糸
を
つ
む
-
家
も
あ
り
､
家
に
よ
っ
て
は

太
平
洋
戦
争
中
に
こ
れ
を
は
じ
め
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
｡
綿
糸
は
､
小
机
の
藤
棚
匡
な
と
で
買

っ
て
紺
屋
で
藍

に
染
め
て
も
ら
い
､

ハ
タ
ア
ン
で
平
織
り
の
盲
縞
に
締
り
あ
げ
､
仕
事
着
を
縫

っ
た
O
こ
の
盛
色
を
強
化
し
'
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色
が
あ
せ
な
い
よ
う
'
自
家
で
モ
チ
ア
ワ
を
た
い
て
､
晒
し
の
袋
で
こ
し
て
つ
-
っ
た
ノ
-
に
つ
け
た
｡

二

絹
蕃
蚕
は
､
昭
和
十
年
ご
ろ
ま
で
お
こ
な
わ
れ
た
｡
渋
沢
は
'
ア
ラ
仕
事
の
場
所
と
い
わ
れ
､
田
畑
の
耕
作
を

主
と
し
て
い
た
｡
お
か
い
こ
さ
ん
の
ム
ラ
と
し
て
知
ら
れ
た
中
里
村
が
山
内
村
に
憐
接
し
て
い
た
た
め
渋
沢
も

EE
畑
の
耕
作
の
間
に
養
蚕
を
と
り
い
れ
た
Q
屑
繭
を
自
家
で
糸
に
紡
き
､

ハ
タ
ア
ン
で
惰
れ
着
用
の
紬
に
絞

っ

た
と
い
う
｡

東
方
に
お
け
る
養
蚕
は
昭
和
二
年
ご
ろ
を
最
後
と
す
る
｡
こ
こ
で
は
'

ハ
ル
ゴ
､
ア
キ
ゴ
と
よ
ば
れ
年
二
回

お
こ
な
っ
て
い
た
｡
タ
ネ
Tl
は
､
中
山
の
業
者
に
発
注
し
て
取
り
寄
せ
た
.
カ
イ
コ
ダ
ナ
は
ザ
シ
キ
あ
る
い
は

屋
根
旗
に
つ
く
ら
れ
'
ザ
ン
キ
に
は
養
蚕
の
温
度
を
た
も

つ
た
め
イ
ロ
リ
が

1
つ
か
二
つ
切
り
こ
ま
れ
て
い
た
｡

桑
を
と
る
に
は
'
テ
ビ
キ
ダ
ル
マ
に
ク
サ
カ
リ
カ
ゴ
三
個
を
縦

一
列
に
の
せ
'
さ
ら
に
ク
ワ
ツ
-
ザ
ル
を
の
せ

て
で
か
け
た
｡
桑
畑
で
は
ク
ワ
ツ
-
ザ
ル
の
紐
を
肩
か
ら
は
す
に
か
け
'
サ
ル
が
ち
ょ
う
ど
肋
の
下
に
く
る
よ

う
に
す
る
｡

ハ
ル
ゴ
と
ア
キ
ゴ
で
は
摘
み
か
た
が
違
う
｡

ハ
ル
ゴ
は
枝
ご
と
切
る
が
'
ア
キ
ゴ
は
ツ
メ

(
ク
ワ

ッ
ミ
と
も
い
う
)
と
い
う
利
手
の
人
差
し
指
に
は
め
た
刃
物
で

一
葉

つ
つ
摘
ん
で
い
っ
た
｡
こ
れ
を
使
わ
ず
に

糞
を
手
で
コ
グ
と
'
来
年
の
桑
の
芽
の
カ
チ

(芽
吹
き
)
が
悪
い
と
い
わ
れ
た
｡
ク
ワ
ツ
-
ザ
ル
が

一
杯
に
な

る
と
ク
サ
カ
リ
カ
ゴ
に
う
つ
す
が
､
内
側
に
は
桑
が
よ
ご
れ
な
い
よ
う
に
コ
モ
が
は
っ
て
あ

っ
た
O
雨
の
日
は

家
に
帰

っ
て
か
ら
ダ
イ
ド
コ
ロ
に
コ
モ
を
ひ
ろ
げ
､

一
糞
づ

つ
な
ら
へ
て
-
ズ
カ
ワ
キ
さ
せ
た
｡
カ
イ
コ
に
は

十
日
目
ま
で
は
ク
ワ
キ
リ
ボ
ウ
チ
ョ
ウ
で
桑
を
細
か
く
切

っ
て
あ
た
え
､
そ
れ
か
ら
ア
ラ
キ
-
に
な
り
､
十
四

日
目
に
は
､
カ
イ
コ
が

1
人
前
に
な
る
と
い
い
､
そ
れ
か
ら
マ
ル
ク
ワ
を
あ
た
え
た
O
繭
は
力
タ
イ
､
ヤ
ワ
ラ

カ
ィ
､
タ
マ
マ
ユ
の
三
種
頬
に
分
け
ら
れ
る
｡
カ
タ
イ
は
上
繭
で
､
繭
に
つ
い
て
い
る
屑
を
と
り
さ
り
出
荷
し

た

｡

ヤ

ワ
ラ
カ
イ
は
屑
繭
､
タ
マ
マ
ユ
は
サ
ナ
ギ
が
二
匹
入

っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
､
屑
繭
専
門
で
買
い
に
く

る
も
の
に
売

っ
た
り
'
軸
糸
に
し
て
も
ら
っ
た
｡
自
家
で
軸
糸
に
す
る
に
は
'
繭
を
ツ
ル
ナ
ベ
に
入
れ
て
強
火

蚕
形
大
神

(吉
野
兵
三
家

･
中
川

･
㍊
)

托

明
治
廿
九
年
九
月
七
日
並
立

埼
玉
鵬
人
間
雅
人
西
村
大
tTi･乗
和
田
盛
貞
杜
々
艮

神
奈
川
政
雄
武
郎
山
之
内
付
荏
E
l杜
臼

仝
印
申
川
村
字
大
棚

斎
藤

桂
鼓

松
挿
徳
次
郎

酒
川
歌
正
郎

仝

定
五
郎

牲

村
是

明
治
十
年
頃
よ
り
は
漸
く
桑
を
格
へ
始
め
二
十
年
頃

よ
蓋

ふ
て
値
へ
付
け
･
桑
の
種
板
は
作
左
術
門

(晩
桑
)

が
九
分

盃
座
は
春
蚕
が
多
く
秋
蚕
之
に
次
ぐ
'
春
毒
は
又
､

苛
'
白
玉
を
王
と
し
白
紙
'
銀
白
'
苫
熟
等
十
敷
種
あ
り
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で
沸
騰
さ
せ
､
沸
騰
す
る
と
弱
火
に
お
と
す
｡
繭
は
や
わ
ら
か
-
な
り
'
糸
口
を
簡
単
に
つ
ま
み
だ
す
こ
と
が

で
き
る
｡
繭
五
～
六
個
を
単
位
に
し
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
糸
口
を
と
り
あ
け
'

一
束
に
し
て
手
の
甲
の
う
え
で
ヨ

リ
を
か
け
な
か

ら
イ
ト
マ
キ
に
巻
き
と
り
､
こ
れ
を

コ
ワ
ク
に
か
け
る
｡

ヤ
マ
マ
ユ
と
い
っ
て
'
山
の
桑
の
木
に
巣
を

つ
-
っ
た
繭
か
ら
糸
を

つ
む
い
だ
｡
こ
れ
は
'

つ
や
が
よ
-
､

丈
夫
で
､
木
綿
と
交
ぜ
て
綴
る
と
ピ
カ
ビ
カ
光

っ
た
｡

三

機
織
り

大
正
の
半
は
こ
ろ
か
ら
昭
和
に
か
け
て
養
蚕
が
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
る
に
つ
れ
て
'
機
織
り
も
す
た
れ
た
が
､

そ
れ
以
前
は
反
物
を
綴

っ
て
い
た
｡
お
お
か
た
は
木
綿
で
あ

っ
た
が
､
繭
を
と

っ
て
い
た
家
で
は
'
出
来
の
悪

い
繭
を
自
家
用
に
し
た
の
で
､
木
綿
と
絹
の
糸
を
ま
ぜ
て
､
よ
そ
ゆ
き
の
着
物
を

つ
-
る
反
物
を
織

っ
た
o
機

織
り
は
､
農
閑
期
の
二
～
三
月
こ
ろ
に
お
こ
な
わ
れ
た
o

l
反
綴
り
あ
け
る
の
に
普
通
四
～
五
日
か
か
っ
た
が
､

達
者
な
人
は
二
日
で

仕
上
げ
た
と
い
う
｡

屑
繭
は
家
族
の
晴
れ
着
用
の
糸
に
あ
て
た
｡
八
月
に
屑
繭
を
煮
て
糸
取
り
を
す
る
｡
部
屋
の
梁
に
糸
を
か
け
､

糸
を

1
反
分
の
長
さ
に
L
t

ハ
タ
ヘ
リ
を
す
る
O
庭
に
ム
シ
ロ
を
敷
き
'
そ
の
上
で
､
糸
を
つ
け
の
櫛
で
と
か

し
な
が
ら
､
機
に
の
せ
る
ハ
タ
ノ
ポ
ウ
に
巻
-
O
そ
の
と
き
､
糸
が
も

つ
れ
な
い
よ
う
に
ひ
と
巻
き
す
る
た
び

に
'
竹
製
の
平
ら
な
ア
テ
ポ
ウ
を
い
れ
て
巻
い
て
い
-
0

一
方
､
糸
が
紺
屋
か
ら
も
と
っ
て
く
る
と
大
き
い
糸
繰
り
車
､
小
さ
い
糸
繰
り
車

(オ
サ
の
メ
ト
数
の
倍
の

糸
巻
き
の
枠
が
い
る
)
の
順
に
糸
巻
き
を
す
る
｡

一
反
分
の
糸
を
座
敷
に
な
ら
へ
て
､
縞
柄
を
き
め
る
｡
た
ら

い
の
な
か
で
､
フ
ノ
-
を
水
で
溶
か
し
て
薄
ノ
-
に
す
る
｡
糸
を
ノ
-
つ
け
し
て
､
木
か
柱
に
か
け
た
梓
に
干

タ
カ
ハタ

す
｡
そ
れ
か
ら
'
糸
を
高
機
に
か
け
て
､
反
物
に
す
る
｡
機
絞
り
に
用
い
ら
れ
た
道
具
は
'
高
槻
で
'
縦
糸
を

ハ
タ
ア
ン
に
張
り
､
と
を
使

っ
て
縦
糸
の
問
を
す

へ
ら
せ
て
横
糸
を
織
り
こ
ん
で
い
っ
た
Q
織

っ
て
い
る
途
中

に
糸
を
と
る
こ
と
を
ハ
タ
を
オ
ロ
ス
と
い
う
0
機
織
り
を
し
な
-
な
っ
て
か
ら
は
､
近
在
の
呉
服
屋
で
春
や
秋

マ
ユ
バ
カ
リ

ホ
稔

(安
藤
千
代
総
菜

･
北
山
田

･
50
)

イ
ト
グ
ル
マ

(安
藤
光
三
家

･
牛
久
保
講
地
古
梅

･
55
)

註

村
是

道
具

蚕
棚
､
蚕
網
､
桑
締
'
重
犯
'
蚕
茄
､
庖
刀
'

姐
板
､
給
桑
台
､
#
l媛
討
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に
反
物
を
購
入
し
た
｡
太
物
の
行
商
人
が
､
農
閑
期
に
や
っ
て
き
た
｡

自
分
の
家
で
絞

っ
た
絹
は
､
地
絹
と
い
い
､
い
と
の
太
さ
が
揃
わ
ず
テ
コ
ポ
コ
が
あ
っ
て
､
そ
こ
が
ま
た
味

村
岡
紺
屋

(小
机

･
SB)

わ
い
が
あ
っ
た
｡
柄
物
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
'
縦
の
縞
模
様
た
け
で
お
し
ゃ
れ
を
楽
し
ん
だ
〇

四

紺
屋

･
染
色

紺
屋
に
も
っ
て
い
く
時
期
は
､
九
月
こ
ろ
が
多
か
っ
た
｡
勝
田
で
は
､
糸
に
し
て
か
ら
'
山
田
と
新
羽
に
あ

っ

た
紺
屋
に
も

っ
て
い
っ
て
染
め
て
も
ら

っ
た
O
ま
た
'
糸
を
染
め
な
い
で
'

1
反
の
ン
ロ
ハ
タ

(無
地
)
に
綴

り
あ
げ
て
か
ら
､
東
方
だ
と
'
小
机
の
村
岡
紺
屋
に
も

っ
て
い
っ
て
柄
付
け
を
し
て
も
ら
っ
て
､
崎
れ
着
の
着

物
を
縫

っ
た
O

紺
屋
へ
も

っ
て
い
-
以
前
に
は
､
ク
ヌ
ギ
な
と
の
樹
皮
を
煮
て
染
め
た
り

(茶
色
)､
ク
チ
ナ
シ
の
実
を
使

っ

て
黄
色
に
染
色
し
た
｡
ま
た
オ
ウ
サ
と
い
う
草
な
と
の
汁
に
糸
を
つ
け
､
そ
の
後
､
地
面
に
五
～
六
日
埋
め
て

色
を

つ
け
た
｡
田
ん
ぼ
に
浮
-
田
渋
を
利
用
し
て
､
染
め
も
し
た
O

お
さ
が
り
の
羽
二
重
や
富
士
絹
な
と
の
貴
重
な
着
物
は
ほ
ど
い
て
無
地
の
黒
や
紺
に
染
め
な
お
し
た
｡

第
二
節

か
ぶ
り
も
の

･
は
き
も
の

一

か
ぶ
り
も

の

か
ぶ
り
も
の
と
し
て
男
女
を
問
わ
ず
用
い
ら
れ
る
の
は
､
手
拭
で
あ
る
o

男
は
手
杭
を
ね
じ
り
､
両
端
を
あ
わ
せ
て
頑
の
脇
で
は
さ
み
こ
む
ネ
ジ
-
ハ
チ
マ
与
を
し
た
｡
女
は
は
と
ん

と

一
日
中
､
手
瑞
で
ア
ネ
サ
ン
カ
ブ
-
を
し
た
o
麦
藁
帽
子
は
､
お
も
に
天
気
の
よ
い
日
に
､
チ
ョ
ン
ポ
-
カ

サ
は
夏
の
uj差
し
を
防
-
た
め
に
か
ぶ
っ
た
O
チ
ョ
ン
ボ
-
カ
サ
の
内
側
頂
部
に
は
'
フ
ト
ン
と
称
さ
れ
る

l

辺
十
五
セ
ン
チ
角
の
綿
入
れ
の
綿
布
が
固
定
さ
れ
て
お
り
､
頭
の
当
た
り
を
よ
-
し
て
あ

る
｡
ま
た
風
通
し
を

ア
ネ
サ
ン
カ
プ
リ
(渡
辺
ア
サ
さ
ん
･
新
吉
田
･
56
)
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よ
く
す
る
た
め
に
す
き
ま
を
あ
け
て
編
ん
で
あ
る
｡
ス
ケ
ガ
サ
は
'
雨
の
日
の
野
良
仕
事
に
か
ぶ
っ
た
｡
こ
れ

ら
の
か
ぶ
り
も
の
は
､
大
棚
の
ま
か
ら
ず
屋
や
行
商
人
か
ら
買

っ
た
｡
雨
の
日
は
'
蓑
を
使
う
こ
と
も
あ
っ
た

が
､
ス
ゲ
ガ
サ
を
か
ぶ
り
'

ソ
ヨ
イ
タ
を
背
負

っ
た
｡

ノ
∋
イ
タ
は
､
ゴ
ザ
に
油
紙
を
張
り
'
首
に
あ
た
る
箇

所
に
紐
を
通
し
､
油
紙
の
側
を
外
に
し
て
背
負
う
も
の
で
あ
る
.
戦
後
に
な
っ
て
'
ゴ
ム
製
の
上
下
の
カ
ッ
パ

が
普
及
し
た
｡

二

は
さ
も

の

家
か
ら
田
畑
ま
で
は
､
裸
足
に
ゾ
ウ
-
'
ア
ン
ナ
カ
を
は
い
て
い
っ
た
.
冬
は
足
袋
を
は
-
こ
と
も
あ
っ
た
.

田
で
は
裸
足
に
な
り
'
柵
で
は
ハ
ダ
ン
タ
ビ
､
ゾ
ウ
リ
を
は
く
人
も
あ
っ
た
が
､
日
頃
は
裸
足
で
仕
事
を
し
た
O

そ
の
た
め
ゾ
ウ
リ
は

l
日
に

1
足
あ
れ
は
十
分
だ
っ
た
｡
大
正
期
か
ら
し
だ
い
に
ジ
カ
タ
ヒ
が
普
及
し
た
｡
山

へ
入
る
と
き
は
'
切
り
株
な
ど
で
け
が
を
し
な
い
よ
う
に
､
ワ
ラ
リ
､
ハ
ダ
ノ
タ
ビ
､
ジ
カ
タ
ビ
を
は
い
た
が
､

足
の
は
こ
び
は
す
り
足
で
進
む
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
た
｡

ワ
ラ
ジ
は
主
に
重
い
荷
を
巡
搬
す
る
と
き
に
は
い
た
｡
下
肥
を
ニ
ネ
あ
る
い
は
シ
ョ
ン
ペ
ン
オ
ケ
と
よ
ば
れ

る
小
型
の
肥
料
桶
に
い
れ
て
テ
ン
ビ
ン
ポ
ウ
で
麦
畑
な
ど
に
運
搬
す
る
と
き
や
､
収
碓
物
の
稲
や
麦
な
ど
を
ン
ヨ

イパシゴ

で運ぶ
と

き
で
あ

っ

たo
ま

た馬車
へ
牛

車
に
コ
ヤ
ン

グ
ル

とよば
れ
る
大
型
の
肥
料
桶
を
積
み
神

奈川など

にコエ
ク

-
に
い

く日に
は

き
､
二
～
三

足
の
予
備
の

ワ
ラ

ジをも
っ
て
で
か
け
た
｡

ゾ
ウ
リ
も
ワ
ラ
ジ
も
自
家
製
品
で
､
稲
扱
き
の
際
に
よ
い
藁
を
と

っ
て
お
い
た
｡
品
柾
と
し
て
は
'
ク
ロ
イ

セ
や
セ
キ
ト
リ
の
藁
が
細
工
物
に
い
ち
ば
ん
よ
い
｡
よ
い
藁
と
は
梓
が
長
く
よ
-
し
な

っ
て
丈
夫
な
も
の
を
い

う
.
し
か
も
二
～
三
年
た
っ
た
藁
が
や
わ
ら
か
く
て
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
.
そ
の
年
の
誰
は
'
藁
打
ち
し
て
も

芯
藁
が
の
こ
り

具
合
が
悪
い
｡
材
料
と
な
る
藁
や
竹
の
皮
は
'
ソ
モ
ヤ
や
キ
ビ
ヤ
の
屋
根
表
に
保
存
し
た
o

さ
て
'
ま
ず
稲
藁
を
根
元
の
方
向
に
む
か
っ
て
手
で
し
ご
き
そ
ろ
え
る
.
次
に
､
イ
シ
ウ
ス
な
と
を
壷
返
し

て
､
そ
の
底
の
上
で
､
利
手
に
セ
イ
ソ
チ

(木
槌
)
を
も
ち
､

1
万
の
手
で
ワ
ラ
兼
を
操
り
回
転
さ
せ
な
が
ら

7
シ
ナ
カ
を
JV
む
古
耗
徳
太
郎
さ
ん
(荏
EB南
･
6
)

ゾ
ウ
リ
を
Jf
む
昔
川
井
作

ソ
ル
⊃
夫
f

(中
州



187 3P,2Fr] かぶりもの .はきもの

打

っ
て
い
く
O
藁
束
は
外
側
が
先
に
打
ち
あ
が
る
の
で
'
菜
束
を

マ
ル
キ
な
お
し

(築
束
の
内
側
を
反
転
し
)

て
打

つ
｡
多
足
に
藁
打
ち
を
す
る
と
き
に
は
､
二
人
で
組
み
､

1
人
は
､
セ
イ
ス
チ
よ
り
大
き
な
カ
ケ
ヤ
を
用

い
､
他
の

1
人
は
葉
菜
を
返
す
役
目
を
す
る
0
打
ち
終
わ

っ
た
英
の

l
部
は
､

ハ
ナ
コ

(緒
)
用
の
築
紐
に
な

る
｡
ム
ソ
ロ
あ
る
い
は
コ
モ
の
上
に
､

ツ
ク
-
ダ
イ
を
す
え

つ
け
'
家
族
の
全
員

で
各

々
の
ソ
ク
-
ダ
イ
に
む

か

っ
た
｡

ツ
ク
-
ダ
イ
に
縦
縄
用
の
コ
ズ
ナ
を
か
け
､

ワ
ラ
を
横
糸
と
し
て
た
が
い
ち
が
い
に
通
し
て
'
指
を

サ

オ

が
わ
り
に
し
て
編
ん
で
い
く
｡

一
足
編
む
の
に
約

一
時
間
か
か
る
｡
達
者
な
人
は
'

一
目
十
五
足
も
編
み

あ
け
た
と
い
う
｡
ゾ
ウ
リ
や
ワ
ラ
ン
は
'
雨
が
降

っ
て
野
良
仕
事
が
で
き
な
い
と
き
や
'
冬
場
な
と
に
編
み
あ

け
､
蓄
え
て
お
い
た
｡

冬
用
の
ゾ
ウ
-
は
足
袋
を
は
-
の
で
大
き
め
に
つ
-

っ
た
O
苑
緒
の
材
料
に
す
る
た
め
'
小
さ
な
端
切
れ
を

と

っ
て
お
い
た
｡

ソ
ウ
-
を
商
品
に
づ
る
時
に
は
編
み
方
は
て
い
ね
い
で

1
日
に
十
足
が
限
度
で
あ

っ
た
と
い

う
｡
六
角
橋
に
あ

っ
た
ゾ
ウ
-
屋
が
'
定
期
的
に
買
い
に
き
た
｡
よ
い
現
金
収
入
と
な

っ
た
o

ソ
ウ
リ
に
は
'

ワ
ラ
ソ
ウ
リ
'
ア
サ
ウ
ラ
ソ
ウ
リ
､
タ
ケ
カ
ワ
ソ
ウ
-
'

シ
ュ
ロ
ソ
ウ
-
､
-
チ
ノ
バ
ソ
ウ

-
な
と
が
あ

っ
た
.
ア
サ
ウ
ラ
ゾ
ウ
-
は
う
{袋
を
麻
で
編
み
表
に
省
の
つ
い
た
も
の
で
あ
る
｡
正
月
に
は
'
竹

の
皮
で
編
ん
だ
タ
ケ
カ
ワ
ゾ
ウ
-
を
､
よ
そ
ゆ
き
用
に
買

っ
て
も
ら

っ
た
｡
-
チ
シ
バ
ソ
ウ
-
は
-
チ
ン
ハ
を

材
料
と
し
た
も
の
で
講
-
て
奇
麗
な
も
の
で
あ
る
｡
ち
ょ
っ
と
し
た
用
足
し
に
は
ソ
ウ
-
を
使

っ
た
が
'
祝
い

の
と
き
な
と
に
は
'
ア
サ
ウ
ラ
ソ
ウ
リ
'
タ
ケ
カ
ワ
ソ
ウ
-
を
は
い
た
｡

ゲ
タ
は
よ
そ
ゆ
き
で
あ

っ
た
O
天
気
の
よ
い
と
き
は
ヒ
ヨ
-
ゲ
タ
､

コ
マ
ゲ
タ
'
雨
の
と
き
は
タ
カ
ゲ
タ
を

は
い
た
o
夕
カ
ケ
タ
に
は
'
歯
が
高
-
て
肉
が
薄
い
イ
チ
ョ
ウ
ハ
､
歯
が
高
-
て
肉
が
厚
い
ホ
オ
ハ
が
あ

っ
た
O

イ
チ
ョ
ウ
パ
は
'
カ
ソ
の
木
の
歯
を
組
ん
だ
ケ
タ
で
､
固
く
丈
夫
だ
が
ヒ
ヒ
が
入
り
や
す
い
｡
ホ
オ

ハ
は
ホ
オ

ノ
キ
の
由
を
組
む
の
で
'
軽
く
ヒ
ヒ
が
入
り
に
く
い
が
､
や
わ
ら
か
い
の
で
歯
は
減
り
や
す
い
o
折
本
の
城
田

家

(屋
号
ケ
タ
ヤ
)
の
先
々
代
は
､
中
川
の
ゲ
タ
屋
に
修
業
に
い
き
､
技
術
を
修
得
し
副
業
と
し
た
o
女
た
ち

が
夜
な
へ
で
ツ
マ
カ
ワ
を
縫

っ
て
い
た
o

ツ
マ
カ
ワ
は
雨
の
日
に
ゲ
タ
の
爪
先
が
濡
れ
る
の
を
ふ
せ
-
も
の
で
､

ツ
ク
リ
ダ
イ
と
ソ
ウ
リ
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厚
手
の
木
綿
を
二
枚
縫
い
合
わ
せ
て
作

っ
て
い
た
｡
木
綿
は
ケ
タ
屋
か
ら
仕
入
れ
､

ツ
マ
カ
ワ
が
あ
る
[以
出
来

あ
が
る
と
背
負

っ
て
ケ
タ
屋

へ
運
ん
だ
o

ツ
マ
カ
ワ
を
縫
う
と
き
'
火
鉢
に
空
缶
を
の
せ
て
'
そ
の
中
に
屑

ロ

ウ
を
溶
か
し
て
糸
を
ひ
た
し
た
｡
こ
れ
は
糸
の
滑
り
を
良
く
し
､
し
か
も
水
巻
は
し
か
せ
る
た
め
で
あ

っ
た
｡

ゴ
ム
の
長
靴
は
昭
和
十
年
こ
ろ
か
ら
は
く
よ
う
に
な

っ
た
｡

足
袋
を
は
-
の
は
主
に
冬
で
'
外
出
時
を
の
ぞ
-
と
は
と
ん
と
は
か
な
か

っ
た
O
足
袋
は
木
綿
と
コ
ー
ル
テ

ン
の
も
の
が
あ
り
､
五
本
指
の
も
の
も
あ

っ
た
o
足
袋
型
を

つ
-

っ
て
自
分
で
縫
う
の
か
普
通
で
､
足
袋
の
縫

い
が
う
ま
い
と
'
よ
い
嫁
さ
ん
と
い
わ
れ
た
｡
こ
は
ぜ
の
な
い
時
代
に
は
､
足
首
を
純
で
む
す
ん
だ
0

第
三
節

仕
事
着

1

男

の
仕
事
着

男
は
上
体
に
木
綿
地
の
カ
ナ
キ
ン
で
作

っ
た
前
あ
き
の
シ
ャ
ツ
を
着
て
'
そ
の
う
え
に
モ
ソ
リ
ソ
デ
の
ハ
ン

テ
ン
を
は
お
り
､
ナ
ル
-
ン
ポ
-
の
三
尺
帯
を
ヒ
サ
オ
-
に
し
て
む
す
ぶ
o
帯
は
軽
く
て
仕
事
が
し
や
す
い
幅

の
狭
い
も
の
を
使

っ
た
｡
下
体
に
は
'

ロ
ク
ノ
ヤ
ク
を
し
め
て
'
盲
縞
の
紺
の
モ
モ
ヒ
キ
を
は
い
た
｡

ソ
ウ
-

や
ヮ
ラ
シ
は
､
藁
は
か
り
だ
と
弱
い
の
で
､
端
切
れ
を
ツ
マ
と
か
カ
カ
ト
に
足
し
た
も
の
で
あ

っ
た
o
EE
で
仕

事
を
す
る
と
き
は
､
は
き
も
の
は
め
い
だ
O
ヒ
ル
に
た
か
ら
れ
る
の
を
防
く
た
め
､
モ
モ
ヒ
キ
の
足
首
の
と
こ

ろ
を
菜
で
し
ぼ

っ
た
｡

冬
は
'
給

の
ム
キ
-
ヤ
ハ
ン
テ
ン
を
着
て
'
刺
し
子
を
し
た
丈
夫
な
紺
の
足
袋
を
は
き
'
ソ
ウ
リ
を
は
い
た
o

ま
た
､
盲
縞
の
筒
袖
の
ゾ
ル
シ
ハ
ン
テ
ン
や
ラ
シ
ャ
の
ナ
カ
ハ
ン
テ
ン
を
着
た
O
シ
ャ
ツ
と

ハ
ン
テ
ン
の
間
に

ハ
ラ
カ
ケ
を
か
け
る
こ
と
も
あ

っ
た
O

ハ
ラ
カ
ケ
は
木
綿
の
盲
縞
で
､
前
側
に
は
左
右
か
ら
手
を
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
ド
ン
プ
-
が

つ
い
て
い
た
｡
こ
こ
に
は
､
小
銭
､
キ
セ
ル
ヘ
キ
サ
-
タ
バ
コ
､

マ
ソ
チ
な
と

が
入
れ
ら
れ
て
い
た
｡
こ
の
ト
ン
プ
リ
を
た
と
え
に
し
て
､
あ
の
人
は
ト
ン
プ
リ
が
深
い
と
か
浅
い
と

か
と
評

シ
ル
シ
パ
ン
テ
ン
(東
方
･
46
)

そ
ろ
い
の
シ
ル
シ
パ
ン
テ
ン
(飯
cB
郁
夫
家
裁

註

村
是

夏
季

男
は
簡
抽

｢半
ジ
バ
ン
｣
の
野
良
着
'
三
尺

帯
､
股
引
'
手
拭
､
笠
'
草
鞍
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し
た
と
い
う
O

二

女
の
仕
事
着

腕

に
は
､
上
腕
部
か
ら
手
首
ま
で
あ
る
テ
ッ
コ
ウ
を
つ
け
た
｡
こ
の
テ
ッ
コ
ウ
の
上
端
部
に
は
､
半
円
状
の

ヒ
モ
が
付
け
ら
れ
て
い
て
､
使
用
の
腰
に
'
右
手
の
場
合
に
は
ヒ
モ
を
左
l眉
に
か
け
､
左
手
な
ら
ば
右
肩
と
い

う
よ
う
に
'
テ
ッ
コ
ウ
が
ず
り
落
ち
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
た
.

コ
ウ
カ
ケ
は
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
普
及

し
た
｡
こ
れ
は
､

手
の
甲
が
黒
-
日
焼
け
す
る
の
を
さ
ら
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
ら
と
い
う
｡

女
の
仕
事
石
を
代
表
す
る
も
の
は
ナ
ガ
ギ

･
コ
ン
マ
キ

･
モ
モ
ヒ
与
で
あ
っ
た
｡
ナ
ガ
半
は
'
ジ
オ
リ

(也

締
り
)
と
称
さ
れ
た
手
絞
り
の
縞
木
綿
を
裁
縫
し
た
着
物
で
あ
る
｡
昭
和
五
～
六
年
に
餅
の
ナ
ガ
キ
が
は
や
り

だ
し
た
｡
帯
は
ヘ
コ
オ
ど
や
ヒ
モ
で
あ
っ
た
が
､
時
に
は
半
幅
の
帯
を
ヤ
の

字
結
び
に
し
め
た
｡
ナ
ガ
ギ
の
柚

が
元
禄
袖
の
場
合
は
タ
ス
キ
を
か
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
柚
が
ポ
ー
ポ
ー
柚
と
い
っ
て
､
タ
ス
与
の
い
ら
な

い
柚
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
か
け
な
か
っ
た
｡
タ
ス
キ
の
色
は
若
い
人
は
ど
派
手
な
赤
や
桃
色
､
隼
雄
の
人
は

苛
や
茶
な
ど
で
あ

っ
た
｡
夏
も
冬
も
ナ
ガ
半
は
宕
た
が
､
夏
は
モ
モ
ヒ
キ
を
は
か
な
か
っ
た
.
冬
に
は
､
ナ
ガ

ギ
の
上
に
丈
の
短
い
ハ
ン
テ
ン
を
着
た
O
太
平
洋
戦
争
中
に
は
物
資
不
足
に
よ
っ
て
ナ
ガ
ギ
の
袖
丈
や
身
丈
が

短
-
な
り
ヒ
ト
工
の
ケ
ツ
ソ
キ
リ
と
よ
ば
れ
る
着
物
を
着
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
ま
た
こ
の
頃
戦
時
中
や

り
モ
ン

ペ
を
は
く
よ
う
に
な

っ
た
｡
畑
へ
行
-
と
き
は
､
木
綿
縞
の
モ
ン
ペ
､
田
で
は
モ
モ
ヒ
キ
を
は
い
た
｡

三

モ
ン
ペ

大
棚
で
は
モ
ン
ベ
は
昭
和
十
年
代
に
普
及
し
は
じ
め
た
｡
学
校
の
先
生
か
ら
国
防
婦
人
会
の
人
が
型
や
縫
い

方
を
教
わ
り
'
そ
れ
を
さ
ら
に
倶
楽
部
や
各
自
の
家
で
教
え
た
｡
ま
た
､
学
校
の
裁
縫
の
時
間
に
'
強
制
的
に

教
え
ら
れ
た
.
モ
ン
ペ
に
つ
い
て
こ
ん
な
話
が
あ
る
.
｢
モ
ン
ペ
ら
し
さ
も
の
を
み
た
口取
初
は
'
山
形
か
ら
来

て
い
た
子
守
奉
公
の
娘
が
は
い
て
い
た
も
の
だ
｡
お
も
し
ろ
い
も
の
だ
と
お
も

っ
て
聞
い
て
み
た
ら
そ
れ
が
モ

仕
事
*

(井
上
サ
ク
さ
ん
･
聡
子
さ
ん
･
荏
皿
秋
沢
･
4
)

後
方
に
叶
れ
暮
姿
の
女
性
の
姿
か
み
ら
れ
る

往

村
長

夏
季

女
は
不
断
著
の
古
物
に
草
履
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冬
t
t
l■
'

(
EE
九
リ
n
さ
ん

牛
久
保
金
子
入

4
)

田-出かける峯スゲガサ･シヨイタ

クワ(石渡トリさん荏田柚木46)

トラクタ1と仕事升(昭和35年頃)

モ
モ
ヒ
手
と
モ
ン
ペ

(金
子
良
作
夫
娼
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ン
ペ
で
あ
っ
た
｣

･
｢福
島
か
ら
き
た
屋
根
屋
が
は
い
て
い
た
｡
男
用
と
女
用
が
あ
り
､
男
用
は
膝
か
ら
下
は

モ
モ
ヒ
キ
と
お
な
じ
よ
う
に
密
着
し
､
女
用
は
全
体
に
ブ
カ
フ
カ
し
て
､
あ
ま
り
か
っ
こ
う
が
よ
-
な
か
っ
た
｣

･

｢福
島
か
ら
田
植
の
手
伝
い
に
来
て
い
た
女
の
人
が
は
い
て
い
た
も
の
を
借
り
て
'
型
紙
を
作
り
何
回
と
な

く

は
き
や
す
い
よ
う
に
改
良
し
た
｣

･
｢信
州
の
温
泉
に
い
っ
た
と
き
に
'
い
っ
ぷ
う
変
わ
っ
た
仕
事
.宅

(
モ
ン

ペ
)
を
着
て
い
る
の
を
み
て
'
土
産
話
に
し
た
｣
｡
こ
れ
か
ら
し
て
袴
の

一
種
で
あ
る
カ
ル
サ
ン
が
モ
ン
ペ
の

モ
デ
ル
と
な

っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
｡

モ
ン
ペ
の
と
き
は
､
上
に
半
シ
ュ
ハ
ン
を
着
た
O
こ
れ
は
､
船
底
型
の
袖
で
タ
ス
辛
が
い
ら
な
い
O
モ
ン
ペ

も
半
ソ

ユ
ハ
ン
も
､
と
も
に
地
綴
り
半
反
で
で
き
た
の
で
､

一
反
で
上
下
が
つ
-
れ
九
o

む
か
し
は
'
田
植
の
日
に
､
地
織
り
の
ナ
カ
ギ
と
タ
ス
辛
､
手
拭
､

コ
ン
マ
キ
を
新
し
く
嫁
に
そ
ろ
え
て
く

れ
た
｡
こ
れ
を
オ
ン
キ
セ
と
い
っ
た
が
､
モ
ン
ペ
が
入

っ
て
き
て
か
ら
は
､
こ
の
風
習
は
徐
々
に
廃
れ
て
い
っ

た
｡

四

職
人

の
仕
事
着

馬
喰
､
木
挽
､
大
工
､
屋
根
屋
'
鍛
冶
屋
な
と
の
職
人
が
村
々
に
い
た
｡
馬
喰
は
'
罵
打
帽
子

･
中
折
帽
子

あ
る
い
は
パ
ナ
マ
帽
を
か
ぶ
っ
た
o
上
体
に
は
肌
右
を

つ
け
着
物
を
着
て
三
尺
等
を
し
め
ハ
ン
テ
ン
を
は
お
っ

た
｡
着
物
は
ジ
ン
ジ
ン
ハ
ノ
ヨ
-
に
し
た
｡
夏
場
に
は
'
単
の
着
物
を
着
た
｡
下
体
は
'
モ
モ
ヒ
与
か
乗
馬
ズ

ボ
ン
を
は
き
､

ハ
ダ
ソ
タ
ヒ
を
は
い
た
｡

木
祝
は
､

ノ
ヤ
ツ
の
う
え
に
ハ
ラ
カ
ケ
を
し
て
'
そ
の
う
え
に
/
ル
ン
バ
ン
テ
ン
を
着
て
､
紺
の
モ
モ
ヒ
辛

を
は
き
､
イ
ン
ゾ
コ

(木
綿
の
厚
い
生
地
を
底
に
し
た
)
の
ハ
タ
ン
ク
ヒ
を
は
い
た
O

大
工
は
､
上
下
は
木
挽
と
お
な
じ
だ
が
'
す

へ
ら
な
い
よ
う
に
ア
サ
ウ
ラ
ソ
ウ
-
を
は
き
､
鉢
巻
き
を
し
て

いた
｡

壮
事
兼

(東
方

･
46
)

ハ
ラ
ガ
ケ
(東
山
田
･
51
)
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第
四
節

普
段
着

一

男

の
普
段
着

野
良
仕
事
が
終
わ

っ
た
あ
と
や
野
良
仕
事
が
な
い
と
き
は
ネ

マ
キ
や
ユ
カ
タ
な
ど
を
着
た
｡
夏
は
耕
は
は
と

ん
と
な
く
木
綿
の
単
､
冬
は
ネ
ル
の
拾
な
と
を
着
て
､
そ
の
う
え
に
綿
入
れ
の
ハ
ン
テ
ン
を
重
ね
た
O
色
柄
は
､

仕
事
着
と
お
な
じ
よ
う
に
紺
や
黒
の
地
織
り
が
多
く
､
夏
は
盲
縞
の
も
の
で
あ

っ
た
｡

下
着
は
､
縞
や
､
天
竺
木
綿
の
シ
ャ
ツ
'
下
体
に
は

ロ
ク
シ
ャ
ク
を
し
て
メ
-
ヤ
ス
か
盲
縞
の
モ
モ
ヒ
与
を

は
い
た
｡
冬
は
､
メ
-
ヤ
ス
の
ソ
ヤ
ツ
を
着
た
｡

ロ
ク
シ
ャ
ク
､
越
中

フ
ン
ド
シ
か
ら
木
綿
の
パ
ン
ツ
に
な

っ

た
の
は
'
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
｡

二

女

の
普
段
着

日
頃
は
仕
事
着
の
こ
さ
れ
い
な
も
の
を
着
た
｡
戦
前
は
ナ
カ
ギ
の
裾
を
お
ろ
し
て
普
段
も
着
て
い
た
O
白
縞
'

紺
'
茶
､
青
屯
と
の
も
の
が
多
か

っ
た
.
戦
中
に
は
'
白
の
木
綿
の
ブ
ラ
ウ
ス
や
ス
ボ
ン
'
綿
や
緋
の
上
着
と

モ
ン
ペ
を
着
た
｡
冬
は
防
寒
と
し
て
､
綿
入
れ
の
ハ
ン
テ
ン
が
男
女
を
と
わ
ず
着
用
さ
れ
た
｡
台
所
で
は
'
ナ

カ
キ
に
半
幅
帯
を
し
め
'
前
掛
と
タ
ス
キ
を
し
た
O
前
掛
の
幅
は
通
常
九
寸
五
分
か
ら
九
寸
七
分
で
あ
る
o
冬

は
着
物
の
う
え
に
ム
キ
ミ
ヤ
ハ
ン
テ
ン
を
着
た
の
で
タ
ス
キ
を
す
る
必
要
は
な
か

っ
た
o
帯
は
娘
や
嫁
は
太
鼓

等
'
中
年
以
上
は
半
幅
帯
を
む
す
ん
だ
｡

下
着
は
シ
ュ
ハ
ン
と
腰
巻
で
､
夏
は
サ
ラ
シ
､
冬
は
ネ
ル
か
'
表
が
ソ
ン
モ
ス
裏
が
木
綿
の
袷
で
あ

っ
た
｡

サ
ラ
ソ
は

一
反
ず

つ
'
ネ
ル
は
必
要
な
長
さ
だ
け
買

っ
て
き
て
､
シ
ュ
ハ
ン
や
腰
巻
を

つ
-

っ
た
｡
大
正
末
か

ら
､
木
綿
の
ス
ロ
ー
ス
が
普
及
し
た
｡
夏
は
浴
衣
を
筒
袖
に
仕
立
て
な
お
し
て
着
'
下
は
サ
ラ
ソ
の
腰
巻
を

つ

け
た
O
生
理
帯
は
サ
ラ
ン
を
E
]
つ
折
り
に
し
て
フ
ン
ト
ソ
の
よ
う
に
紐
を

つ
け
､
フ
ン
ト
シ
の
よ
う
に
つ
け
た
O

普
段
書

(岡
本
ハ
ナ
さ
ん
∧
左
∨
と
唐
戸
ヒ
ロ
さ
ん

牛
久
保
金
子
入
･
49
)

註

村
是

夏
と
秋

地
味
の
単
衣
位
に
三
尺
滞
､
麦
梓
帽
子
､

洋
傘
､
駒
下
駄
'
又
は
麻
壷
'
股
引
､
足
袋
､
手
拭

冬
と
春

綿
入
れ
半
天
又
は
羽
織
､
帯
又
は
三
尺
'
股
引
足

袋
､
襟
巻
'
帽
子
､
手
技
､
下
駄
､
駒
下
駄

春
と
秋

椎
子
､
蒋
半
天
'
羽
織
､
其
他
は
前
に
準
す
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脱
脂
綿
を

l
五
×
五
セ
ン
チ
く
ら
い
の
大
き
さ
に
切

っ
て
あ
て
た
O
応
急
に
は
き
れ
い
に
洗

っ
た
布
を
使
用
し

た
o
L
か
し
夏
に
長
く
座

っ
て
い
る
と
浴
衣
に
に
じ
ん
だ
り
す
る
の
で
生
理
の
と
き
は
外
に
出
な
い
で
家
の
な

か
に
い
る
こ
と
が
多
か

っ
た
o
脱
脂
綿
は
綱
島
の
薬
屋
で
買

っ
た
｡
昭
和
十
年
こ
ろ
に
な

っ
て
'
典
屋
で
ヒ
ク

ト
-
ア
と
い
う
生
理
苗
を
売
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

三

子
供

の
着
物

産
み
月
が
わ
か
る
と
､
妊
婦
は
姑
や
里
の
親
と
相
談
し
赤
子
の
オ
ン
メ
の
準
鵬
な
ど
に
と
り
か
か
る
｡
浴
衣

の
古
い
も
の
を
ほ
と
い
て
オ
シ
メ
と
し
た
o
晒

1
反
分
で
七
枚
取
れ
た
の
で
'
ほ
ほ
盲
浴
衣
石
着
分
が
必
要
で

あ

っ
た
｡
オ
ン
メ
の
使
い
方
は
'
油
紙
を
オ
ソ
メ
と
お
な
じ
大
き
さ
に
切

っ
て
'
オ
ノ
メ
の
外
側
に
つ
け
て
木

綿
の
紐
で
む
す
ん
だ
｡
シ
ュ
ハ
ン
は
晴
で
つ
-
っ
た
｡

赤
子
が
生
ま
れ
る
と
す
く
に
三
升
釜
で
沸
か
し
た
湯
を
木
の
タ
ラ
イ
に
入
れ
､
産
湯
を
使
わ
せ
た
の
ち
'
産

着
を
着
せ
た
.
オ
シ
メ
は
よ
-
洗

っ
て
す
り
切
れ
る
ま
で
使

っ
た
o
よ
-
洗
わ
な
い
と
子
供
の
股
が
た
た
れ
る

か
ら
で
あ
る
｡
初
産
を
嫁
き
先
で
し
た
場
合
は
､
産
後
三
日
か
ら

一
週
間
目
に
､
里
の
親
は
'
出
産
祝
い
に
ヒ

ク
ル
-

(乳
児
の
普
段
着
)
を
も

っ
て
き
た
｡
赤
子
の
着
る
も
の
に
は
'
｢丈
夫
に
育

つ
よ
う
に
｣
と
い
う
の

で
､
成
長
の
早
い
麻
の
葉
の
模
様
が
多
か

っ
た
｡

赤
子
を
背
負
う
と
き
は
､
オ
フ
イ
ヒ
モ
で
負
い
､
そ
の
う
え
に
ネ
ン
ネ
コ
ハ
ン
テ
ン
を
ほ
お
る
｡
こ
れ
は
普

通
の
ハ
ン
テ
ン
を
大
き
く
し
た
も
の
で
あ
る
O
よ
そ
ゆ
き
の
ネ
ン
ネ
コ
ハ
ン
テ
ン
は
'
緒
仙
な
と
で
つ
-
り
､

柚
は
ヒ
ロ
ソ
テ
に
し
て
あ

っ
た
.
ふ
だ
ん
使
う
も
の
は
､
筒
袖
に
し
て
､
木
綿
で
つ
-

っ
た
o
ま
た
的
が
な
い

カ
メ
ノ
コ
ハ
ン
テ
ン
も
あ
る
｡

妊
婦
が
五
か
月
日
の
オ
ヒ
ソ
メ

(オ
ヒ
イ
ワ
イ
)
に
も
ら

っ
た
紅
白
の
サ
ラ
ン
の
う
ち
'
赤
い
ほ
う
は
赤
子

が
よ
く
育

つ
よ
う
に
と
'
赤
子
の
着
物
の
要
地
に
し
た
｡
そ
れ
は

1
つ
身
で
テ
ク
-
テ
ク
-
歩
く
-
ら
い
ま
で

着
せ
'
そ
れ
か
ら
三

つ
身
を
着
せ
た
｡
子
供
の
体
に
よ
っ
て
'
前
が
合
わ
な
-
な
っ
た
ら
四
つ
身
を
着
せ
'

一
つ
身
の
着
物

(麻
の
繋
文
染
)
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十
二

～
十
三
歳
こ
ろ
ま
で
着
せ
た
｡

下

着
は
､
女
の
子
は
腰
巻
の
よ
う
な
も
の
を

つ
け
て
い
た
が
､
男
の
子
は
な
に
も
は
か
せ
な
か

っ
た
｡
女
も

男
も
ジ

ュ
パ
ン
コ
を

つ
け
て
い
た
｡
学
校

へ
い
-
時
分
に
な

っ
て
､
男
の
子
は
冬
に
は
モ
モ
ヒ
与
や
フ
ン
ド
ソ

を

つ
け
は
じ
め
た
O
女
の
子
は
'
赤
い
ヒ
メ
ン
を
縫

っ
て
腰
巻
に
し
た
｡

は
さ
も
の
は
'
夏
は
裸
足
で
冬
に
は
足
袋
を
は
い
た
｡
足
袋
は
'
男
の
子
は
盲
縞
'
女
の
子
は
盲
縞
や
赤
い

布
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
が
大
正
に
な
る
と
'
冬
は
毛
糸
や
木
綿
で
作

っ
た
靴
下
を
は
い
た
｡
ゾ
ウ
-
は
､

ワ
ラ
ゾ

ウ
リ
､
-
チ
シ
バ
ゾ
ウ
リ
､
タ
ケ
カ
ワ
ノ
ウ
リ
を
は
い
た
｡

昭
和
の
初
め
に
は
､
ズ

ソ
ク
グ

ッ
を
は
-
よ
う
に
な

っ
た
｡
学
校
の
上
履
き
は
'

ワ
ラ
ソ
ウ
リ
や
端
切
れ
を

い
れ
て
編
ん
だ
ゾ
ウ
-
で
あ

っ
た
｡
雨
の
と
き
や
茄
の
降
り
た
と
き
は
駒
下
駄
'
雪
の
と
き
は
木
綿
で
作

っ
た

オ
カ
タ
ビ
に
'
ア
ソ
ナ
カ
を
は
い
た
｡

ア
シ
ナ
カ
は
イ

ッ
ツ
ケ
ゾ
ウ
リ
と
も
称
さ
れ
､
普
通
の
ゾ
ウ
リ
よ
り
も

短
か
い
ゾ
ウ
-
で
あ
る
｡
オ
カ
タ
ビ
は
明
治
末
か
ら
大
正
初
め
ま
で
は
､
自
分
の
家
で
縫

っ
た
が
､
以
後
は
'

大
棚
の
ま
か
ら
ず
屋
で
買

っ
た
｡

通
学
者
は
'
木
組
の
カ
ス
リ
や
縞
の
簡
柚
の
着
物
を
宅
せ
'
足
首
ま
で
の
長
さ
に
腰
上
げ
し
て
､

ツ
ケ
ヒ
モ

で
結
び
'
三
尺
帯
を
し
め
さ
せ
た
.
昭
和
十
年
ご
ろ
か
ら
'
洋
服
を
怒
る
よ
う
に
な

っ
た
.

四

防
寒
着

冬
の
寒
い
時
価
は
､
沸
く
ワ
タ
を
入
れ
た
木
綿
の
ハ
ン
テ
ン
を
看
た
｡

ハ
ン
テ
ン
の
種
規
に
は
シ
ル
ソ
バ
ン

テ
ン
'
モ
ジ
リ
ハ
ン
テ
ン
'
ナ
ガ
パ
ン
テ
ン
が
あ
る
｡

ノ
ル
ソ
バ
ン
テ
ン
は
､
屋
号
が
か
か
れ
て
い
て
､
筒
袖

で
あ
る
O
生
地
は
木
綿
の
盲
縞
が
多
い
｡

モ
ジ
-
バ
ン
テ
ン
は
'
太
平
洋
戦
争
中
に
女
が
畑
仕
事
に
着
た

ハ
ン

テ
ン
で
､
筒
柚
で
丈
は
膝
ま
で
あ
る
｡
ナ
ガ
バ
ン
テ
ン
は
男
が
看
る
･0
の
で
､
ラ
ン
十
な
ど
の
生
地
で
つ
く
ら

れ
､

ハ
ン
ギ
レ
あ
る
い
は
ト
ン
バ
と
も
い
っ
た
｡

シ
ル
シ
パ
ン
テ
ン
(輸
茂
フ
ク
家
･
北
山
田
･
SZ)
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第
五
節

晴
れ
着

一

宮
参
り

(
オ
ビ
ア
ケ
)

里
の
親
か
ら
贈
ら
れ
た
ハ
ツ
半
を
赤
子
に
着
せ
て
い
っ
た
｡

ハ
ツ
半
と
は
羽
二
重
の
着
物
と
､
チ
ャ
ン
チ
ャ

ン
コ
'
紋
入
り
で
模
様
の
あ
る
カ
ケ
ギ
モ
ノ

(
ソ
デ
ギ
モ
ノ
)
の
こ
と
を
い
っ
た
｡
赤
子
に
羽
二
重
の
着
物
と

チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
コ
を
着
せ
て
､
キ
ン
チ
ャ
ク
を
つ
け
て
､
嫁
き
先
の
母
親
が
抱
い
て
､
そ
の
う
え
に
カ
ケ
ギ
モ

ノ
を
か
け
た
o
男
児
の
カ
ケ
ギ
モ
ノ
は
'
ノ
シ
メ

(射
斗
員
)
で
'
黒
地
に
五
つ
紋
を
は
と
こ
L
t
裾
模
様
を

も

っ
て
い
る
｡
女
児
の
は
､
紋
付
き
で
､
紫
の
無
地
に
､
裾
模
様
を
も
つ
も
の
が

一
番
と
い
わ
れ
た
が
'
紋
付

き
を
用
意
で
き
な
い
家
で
は
小
紋
を
着
せ
た
｡
小
紋
の
場
合
に
は
地
色
に
決
ま
り
は
な
か

っ
た
｡

二

七
五
三

三
つ
五

つ
七

つ
の
と
き
の
､
と
-
に
七

つ
の
と
き
に
祝
う
場
合
が
大
半
で
あ
っ
た
｡
男
子
は
七
歳
の
と
き
に

筒
袖
の
着
物
へ
魚

子

綴
り
の
羽
織

･
袴
､
そ
れ
に
駒
下
駄
を
は
か
せ
た
｡
着
物
は
'
腰
上
け
し
て
三
尺
帯
で
'

蝶
結
び
に
し
た
｡
女
子
の
場
合
は
､
友
禅
な
と
の
反
物
を
買

っ
て
き
て
'
嫁
に
行

っ
た
と
き
役
立

つ
よ
う
に
'

本
裁
ち
に
し
､
縫
い
こ
ん
で
し
ま
い
､
ナ
カ
ナ
-
に
こ
し
ら
え
た
｡
ひ
と
か
さ
ね

(合
わ
せ
二
枚
)
の
長
ジ

ュ

ハ
ン
の
う
え
に
､
縞
の
糸
織
り
､
黄
八
丈
へ
羽
二
重
､
縮
緬
な
と
の
着
物
を
腰
上
け
し
て
着
た
｡
着
物

の
裏
に

カ
ク
ゾ
を
つ
け
､
純
子
の
半
幅
帯
で
ヤ
の
字
結
び
と
し
た
｡
頭
は
'
元
結
で
髪
を
結
わ
え
た
り
､
オ
カ
ッ
パ
頑

に
L
t
ピ
ン
ク
か
赤
の
リ
ボ
ン
を

つ
け
た
｡
履
物
は
､
脇
が
朱
塗
り
'
松
竹
梅
模
様
で
墨
付
き
の
ポ

ッ
ク
-
杏

は
い
た
｡
胸
元
に
ハ
コ
セ
コ
を
入
れ
て
着
飾

っ
た
｡

唐
戸
大
細
君
の
七
五
三
･
左
は
弟
の
福
相
君
(大
棚
･
6
)
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市
川
和
代
さ
ん
の
叫
兼
姿

(昭
和
四
十
九
年
十
二
月
十
六
日
生

北
山
田
)

三
歳

七
歳
の
七
五
三
の
晴
耕

幼
稚
園

小
学
校

中
学
校
の
入
園

入
学
の
晴
着
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三

嫁
入

り

昭
和
初
期
の
花
嫁
の
着
物
は
､
黒
の
縮
緬
の
ヒ
ッ
カ
エ
ノ
に

紅

絹

の
要
を

つ
け
た
も
の
が
多
か

っ
た
｡
上
層

の
家
で
は
'
千
代
田
文
様
な
ど
の
裾
模
様
の
あ
る
着

物
を
着
た
｡
オ
カ
イ
ド
-
と
よ
ば
れ
る
総
絹
の
打
ち
掛
け

を
羽
拭

っ
た
0
第
は
丸
帯
で
白
の
帯
ど
め
を
し
た
｡
罵
の
む
す
び
方
は
ヤ
の
字
結
び
で
あ

っ
た
o

ツ
ノ
カ
ク
シ
ま
た
は
ワ
タ
ポ
ウ
シ
に
コ
ウ
ガ
イ
を
髪
に
差
し
､

ハ
コ
セ
コ
を
身
に
つ
け
た
.
履
物
は
白
足
袋

で
'
ゾ
ウ
リ
は
紅
白
の
鼻
緒
で
金
色
の
模
様
が

つ
い
て
い
た
｡
雨
の
日
の
場
合
に
は
､
畳
が

つ
い
た
ア
メ
ゲ
タ

を
は
い
た
｡

着
物
は
'
明
治
の
こ
ろ
は
'
嫁
ぐ
前
に
'
女
が
自
分
で
仕
立
て
た
も
の
だ
が
'
大
正
に
な
る
と
呉
服
屋
で
あ

つ
ら
え
る
家
が
多
-
な

っ
た
｡
者
方
は
下
着
二
枚
と

エ
ド
ノ
マ
1
枚
の
三
枚
重
ね
だ

っ
た
O
帯
の
下
に
は
メ
リ

ン
ス
の
腰
帯
を
ま
い
て
脇
で
む
す
ん
で
下
げ
た
.
披
詣
宴
の
と
き
'
花
嫁
は
吸
い
物
の
変
わ
る
た
び
に
オ
イ
ロ

ナ
オ
ン
と
称
し
て
､
ヒ
ノ
カ
エ
ン
'
カ
サ
ネ
ノ
キ
モ
ノ
､

ソ
マ
イ
モ
ノ
と
変
え
て
い
っ
た
.

花
嫁
が
着
た
ヒ
ン
カ

エ
ン
は
'
い
ま
の
花
嫁
衣
装
の
よ
う
に

1
度
き
り
し
か
使
え
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な

く
､
兄
弟
や
親
戚
の
結
婚
式
な
ど
に
着
る
こ
と
が
で
き
た
｡
帯
の
結
び
か
た
は
フ
ク
ラ
ス
ズ
メ
と
い
う
も
の
で
､

派
手
な
色
柄
を
使

っ
た
｡
戟
戚
の
結
婚
式
に
出
る
と
き
な
ど
は
'
地
味
な
宗
を
オ
タ
イ
コ
に
む
す
ん
で
着
た
O

ふ
だ
ん
は
ほ
と
ん
ど
化
粧
は
し
な
か

っ
た
が
､
嫁
入
り
の
と
き
に
は
ネ
リ
オ
ン
ロ
イ
や
貝
殻
の
入
れ
物
に
入

っ

た
紅
を

つ
け
た
｡

,?
ノ
ダ
イ
ヒ
'

花
婿
は
魚
子
の
紋
付
き
の
羽
誠
だ
っ
た
が
､
だ
ん
だ
ん
黒
羽
二
重
に
な

っ
て
き
た
｡
下
は

仙

台

平

の

袴
で
あ

っ

た

｡仲
人
は
､
男
が
紋
付
き
羽
紙

･
袴
'
女
は
ヒ
ソ
カ
エ
シ
を
着
た
｡

出
席
者
は
よ
そ
ゆ
き
の
着
物
の
う
え
に
'
五

つ
紋
の
黒
の
羽
織
を
着
た
｡
女
の
人
の
大
半
は
羽
村
の
下
に
編

物
を
着
て
い
た
O
羽
紙
の
丈
は
'
い
ま
と
ち
が

っ
て
着
物
と
三
十
セ
ン
チ
は
ど
し
か
迎
わ
な
い
長
い
も
の
で
'

柚
も
長
か

っ
た
｡

花
婿
花
嫁
記
念
写
事

(横
島
郁
夫
家
東
･
折
本
･
昭
和
凶
年
ご
ろ
)

註

村
是

冬
期

男
の
羽
織
は
七
々
子
t

l
糞
､
ク
ズ
ソ
､
風

適
の
類
'
衣
類
は
絹
物
の
綿
入
二
枚
へ
｢
シ
ャ
ツ
｣
博
多
帯
'

股
引
､
足
袋
､
駒
下
駄
､
羅
紗
福
子
へ
洋
傘

夏
季

男
は
単
衣
'
飛
自
'
推
子
'
其
他
絹
物
が
多
し
紙
の

紋
付
又
は
透
屋
の
羽
絞
､
絹
兵
児
帯
又
は
博
多
帯
'
場
合
に
依

り
持
､
足
滋
､
駒
下
駄
'
手
拭
'
紙
入
､
洋
傘
､
麦
搾
相
子

註

付
足

着
る
こ
と
を
楽
し
む

手
製
の
半
天
､
前
掛
見
栄
へ

こ
そ
粗
米
な
れ
自
分
梓
へ
の
､
丈
夫
に
し
て
気
持
よ
き
は
又
格

別
な
り
年
:n
か
に
し
て
作
物
よ
く
稔
り
養
蚕
上
出
来
な
れ
ば
盆

に
は
雌
衣
を
i3
ひ
暮
れ
に
は
羽
織
を
求
め
て
糾
著
を
祝
ふ
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四

嫁
入
り
道
具

嫁
入
り
道
具
と
し
て
そ
ろ
え
る
へ
き
物
は
'
箪
笥
､
鏡
台
､
布
団

1
組
､
下
駄
箱
､
張
り
板
な
と
で
あ
っ
た
｡

箪
笥
は
､
昭
和
の
初
め
ご
ろ
ま
で
は
'
二
つ
重
ね
が
普
通
で
あ
っ
た
が
､
そ
れ
以
後
'
三
つ
茄
ね
に
な
っ
た
｡

箪
笥
は
'
桐
箪
笥
で
'
そ
の
な
か
に
着
物
を
い
っ
ぱ
い
詰
め
､
披
露
の
席
で
み
な
さ
ま
に
見
せ
る
も
の
と
さ
れ

て
い
た
｡
い
っ
ぱ
い
に
な
ら
な
い
と
き
に
は
'
綿
入
れ
な
と
の
､
厚
み
の
あ
る
も
の
を
入
れ
て
た
く
さ
ん
入
っ

て
い
る
よ
う
に
み
せ
か
け
た
と
い
う
｡
着
物
は
'
｢
四
十
に
な
る
ま
で
着
ら
れ
る
だ
け
の
右
物
を
も
っ
て
く
る

も
の
だ
｣
と
い
わ
れ
､
か
な
り
の
年
齢
に
な
る
ま
で
看
ら
れ
る
虫
が
準
備
さ
れ
た
.
そ
の
大
半
は
は
平
石
で
し

め
ら
れ
て
い
た
｡
緑

･
赤

･
白

･
黄

･
紫
の
五
色
の
タ
ス
与
が
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
は
魔
よ
け
の
意
味
が
あ
る
と

い
う
｡
ま
た
へ
端
切
れ
を
縫
い
合
わ
せ
て
座
布
団
な
と
を
つ
く
っ
た
の
で
､
端
切
れ
を
も
っ
て
こ
な
い
と
､

｢始
末
が
恋
い
｣
と
い
わ
れ
た
｡
鏡
台
は
､
細
長
い
1
面
鏡
で
､
下
部
に
引
き
出
し
が
つ
い
て
い
た
｡
布
団
は

枕
二
つ
と
共
に
長
持
ち
に
入
れ
た
｡
下
駄
箱
が
嫁
入
り
道
具
に
な
っ
て
い
る
の
は
'
当
時
の
お
祝
い
の
品
と
し

ク
ケ′
イ

ヘラ

て
下
駄
を
も
ら
う
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
ほ
か
に
は
桁

台

､
箆

､
物
差
し

(鯨
尺
)､
裁
ち
板
な
ど

の
裁
縫
道
具
と
衣

桁

､
盟

､
蚊
帳
'
洗
碓
柄
な
ど
で
'
こ
れ
ら
は
弟
長
持
に
入
れ
､
馬
か
牛
に
ひ
か
せ
た
り
､

長
持
に
入
れ
て
担
い
だ
｡

五

年
祝

い

還
暦

(数
え
年
六
十

1
歳
)

･
古
称

(七
十
歳
)

･
菩
寿

(七
十
七
歳
)

･
傘
寿

(八
十
歳
)

･
米
寿

(八

十
八
歳
)

･
卒
寿

(九
十
歳
)

･
白
寿

(九
十
九
歳
)
な
と
の
祝
い
に
は
'
赤
い
見
緒
の
草
履
､
腰
巻
へ
頭
巾
'

赤
い
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
コ
'
半
纏
な
ど
が
階
ら
れ
た
〇

六

正
月
と
祭
り

男

は
､
ネ
ル
の
シ
ャ
ツ
と
モ
モ
ヒ
キ
を
は
き
､
紺
の
縞
木
綿
'
縞
托
仙
､
羽
二
重
､
錦
紗
な
と
の
着
物
を
看

車
長
持

(安
藤
千
代
佼
家

･
北
山
EEE
･
50
)
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る
｡
家
の
な
か
で
は
木
綿

･
カ
ス
の
半
纏
､
外
出
す
る
と
き
に
は
､
絹

･
カ
ス
な
と
の
羽
織
を
は
お
っ
た
O

一

般
に
羽
縦
は
着
物
と
お
な
じ
生
地
に
す
る
が
'
柄
の
違
う
こ
と
は
あ

っ
た
｡
帯
は
女
帯
よ
り
幅
が
狭
-
長
い
角

帯
が
多
か

っ
た
o
徴
兵
検
査
の
と
き
に
t
t･屯
物
'
帯
'
羽
織
､
駒
下
駄
を
買

っ
て
も
ら

っ
た
｡

女
は
､
純
銀
仙
の
着
物
が
多
い
が
へ
木
綿
'
糸
縦
､
羽
二
重
､
カ
ス
'
縮
緬
､
御
召
､
錦
紗
な
と
で
'
縮
緬

が
い
ち
ば
ん
よ
か
っ
た
｡
地
味
な
色
の
縞
模
様
､
ま
た
は
小
柄
の
緒
仙
'
錦
紗
の
ク
モ
ト
ノ
テ
の
着
物
に
'
帯

を
オ
タ
イ
コ
に
む
す
ん
だ
｡
得
に
は
'
博
多
帯
､
昼
夜
帯
､
名
古
屋
帯
､
丸
帯
､
半
幅
等
な
と
が
あ
る
｡
木
綿

･

カ
ス
の
半
纏
や
絹

･
銘
仙

･
糸
純
な
と
の
羽
織
を
は
お
る
｡
履
物
は
'
駒
下
駄
が
多
い
が
､
ア
サ
ウ
ラ
ゾ
ウ
-

の
と
き
も
あ
っ
た
｡
そ
れ
に
､
端
切
れ
で
つ
く

っ
た
手
提
け
袋
や
メ
-
ン
ス
の
風
呂
敷
な
と
を
も
っ
た
｡

祭
り
に
は
､
男
は
'
緒
仙

･
絹
の
着
物
に
三
尺
の
兵
児
帯
を
締
め
'
羽
織
を
は
お

っ
た
o
女
は
'
緒
仙

･
木

綿

･
カ
ス
の
巻
物
に
'
半
幅
帯
を
締
め
へ
木
綿

･
カ
ス
の
半
纏
や
絹

･
カ
ス
･
緒
仙

･
糸
繊
な
と
の
羽
織
を
は

お
っ
た
｡

晴
れ
悲
喜

つ
-
る
機
会
は
､
嫁
入
り
準
備
な
と
を
の
ぞ
い
て
は
'
屑
繭
が
山
た
と
き
な
と
に
作
る
と
い
う
の

が

一
般
的
で
あ

っ
た
｡

七

葬
式

死
に
装
束
は
'
年
を
と

っ
て
-
る
と
'
信
州
の
善
光
寺

へ
行

っ
て
自
分
で
買

っ
て
用
意
し
て
お
-
人
も
い
た

が

'

一
般
に
は
シ
ヒ
ト

(死
者
)
に
い
ち
ば
ん
近
い
も
の
が
､
サ
ラ
シ
を
買
い
求
め
て
､
カ
タ
ヒ
ラ
'
テ
ッ
コ

ウ
'

キ
ャ
ハ
ン
な
と
を
用
意
し
た
｡
死
に
装
束
を
縫
う
と
き
に
は
､
は
さ
み

･
物
差
し
は
使
わ
な
-
'
糸
じ
り

を
結
ば
な
い
で
縫

っ
て
い
っ
た
O
は
さ
み
の
か
わ
り
に
､
尖

っ
た
石
と
か
､
茶
碗
の
破
片
を
使
い
'
物
差
し
の

か
わ
り
に
は
､
お
な
じ
寸
法
と
思
わ
れ
る
回
の
も
の
を
使

っ
た
O
そ
の
た
め
､
ふ
だ
ん
裁
縫
を
す
る
と
き
に
､

物
差
し
を
使
わ
な
い
で
討

っ
た
り
す
る
と
縁
起
が
愁
い
と
さ
れ
た
o
ン
ヒ
ト
に
は
､
背
中
に
南
撫
阿
弥
陀
仏
と

書
い
た
オ
イ
ソ
と
い
う
白
い
サ
ラ
ソ
の
着
物
を
左
前
に
着
せ
た
.
そ
の
た
め
口
絵
の
白
黒
写
真
に
示
し
た
左
前

着
物
と
帯

お
葬
式
の
と
き
の
小目
物
は
尖
で
､
下
の
ジ

ュ
バ
/
を

1
枚
ず
つ
た
が
い
ち
か

い
に
交
差
さ
せ
る
.
お
祝
い
の
と
き
は
白
と
架
の
名
物
を
重
ね
る
際
は
､
二

枚
を
い
っ
し
ょ
に
交
差
さ
せ
る
｡
繋
せ
が
丑
な
る
よ
う
に
と
い
う
恐
味
で
あ

る
O



那4_ATL さ も の 2(刀

の
着
方
は
日
頃
の
生
活
で
は
忌
ま
れ
た
｡
首
に
は
､
六
文
鋲
を
入
れ
た
ズ
ダ
ブ
ク
ロ
を
か
け
､
手
に
竹
の
つ
え

を
も
た
せ
た
｡
足
に
は
足
袋
を
左
右
逆
に
は
か
せ
､
キ
ワ
ラ
で
編
ん
だ
7
シ
ナ
カ
を
は
か
せ
た
｡
胆
に
は
'
サ

ラ
シ
で
キ
ャ
ハ
ン
を
型
ど
っ
た
も
の
を
麻
紐
で
ゆ
わ
え
た
O
サ
ラ
ソ
の
着
物
の
上
に
､
い
ま
ま
で
宕
て
い
た
着

物
を
'
裾
を
頭
の
ほ
う
に
し
て
か
け
る
｡
死
者
が
女
の
と
き
は
'
カ
ケ
ム
ク
と
い
っ
て
'
嫁
入
り
の
時
に
も

っ

て
き
た
紋
付
を
棺
桶
の
う
え
に
か
け
'
野
辺
送
り
の
と
き
に
は
ず
し
た
｡

葬
式
を
出
す
家
の
女
は
､
白
装
束
を
し
て
頭
に
白
い
布
を
三
角
に
と
め
､
野
辺
送
り
を
し
た
.
親
戚
の
人
は

白
い
細
長
い
布
を
耳
に
は
さ
ん
だ
｡
女
の
白
装
束
を
シ
ロ
ム
ク
と
い
い
'
葬
儀
用
に
準
備
す
る
場
合
も
あ
っ
た

が
､
大
半
は
嫁
入
り
の
と
き
に
も
っ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
夏
場
の
ノ
ロ
ム
ク
は
単
で
あ

っ
た
.
こ
の
ノ
ロ

ム
ク
の
数
で
､
葬
儀
の
立
派
さ
の
判
断
に
さ
れ
た
と
い
う
｡

他
の
参
列
者
は
'
嫁
入
り
の
際
に
着
た
と
′
カ
エ
ン
を
名
た
｡
ヒ
7
カ
エ
シ
は
､
椴
様
の
な
い
黒
い
縮
緬
の

着
物
で
あ
る
｡

着
物
の
蕃
か
た
は
祝
い
の
と
き
は
､
幸
せ
が
重
な
る
よ
う
に
と
､
白
と
黒
の
着
物
を
重
ね
て
着
る
と
き
に
'

襟
を
二
枚
い
っ
し
ょ
に
交
差
さ
せ
る
｡
葬
式
の
と
き
に
は
､

1
枚
ず

つ
た
が
い
ち
が
い
に
交
差
さ
せ
る
.
大
正

ご
ろ
は
'
葬
式
に
参
列
す
る
と
き
に
は
､
黒
の
五
つ
紋
の
紋
付
き
を
着
た
.
夏
は
紹
'
冬
物
は
羽
二
重
の
黒
の

紋
付
き
で
あ
っ
た
｡
帯
は
黒
で
オ
タ
イ
コ
に
し
め
た
｡
帯
と
め
'
帯
揚
げ
も
黒
で
あ
る
｡
長
ン
ユ
バ
ン
は
模
様

の
な
い
白
無
地
を
着
た
｡

穴
掘
り
当
番
の
四
人
は
､
ふ
だ
ん
の
野
良
省
の
上
に
ハ
ン
テ
ン
を
は
お
り
茶
の
帯
か
純
で
し
め
た
｡
履
物
は
'

ア
ン
ナ
カ
を
は
い
た
o
こ
の
鼻
緒
は
サ
ラ
シ
で
あ

っ
た
o
右
耳
に
白
の
サ
ラ
シ
の
布
を
は
さ
ん
だ
｡
棺
巻
き
し

た

1
反
の
サ
ラ
ン
を
オ
コ
シ
に
す
る
と
縁
起
が
い
い
と
い
う
の
で
'
穴
擬
人
の
四
人
に

1
反
を
分
け
て
お
礼
の

品
と
し
た
｡

シ
o
ム
ク

(皆
川
弘
道
家
･中
川
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第
六
節

化
粧
と
結
髪

一

化
粧

ふ
だ
ん
女
は
'
野
良
仕
事
以
外
に
は
外

へ
出
る
機
会
が
少
な
か

っ
た
の
で
'
化
粧
を
す
る
の
は
婚
礼
や
里
帰

り
な
ど
の
モ
ノ
ヒ
の
と
き
た
け
で
あ

っ
た
｡
化
粧
品
と
し
て
は
､
水
白
粉
や

ヘ
チ
マ
か
ら
と

っ
た

ヘ
チ
マ
コ
ロ

ン
へ
練
り
白
粉
､
粉
白
粉
､
口
紅
､
ほ
お
紅
な
と
が
あ

っ
た
｡
こ
れ
ら
の
化
粧
品
と

ハ
ケ
な
と
の
小
道
具
は
､

溝
口
の
マ
ル
ヤ
や
大
棚
の
ま
か
ら
ず
屋
で
売

っ
て
い
た
｡
ま
た
口
紅
は
行
商
人
か
ら
買

っ
た
｡
口
紅
は
ハ
マ
ク

リ
な
と
の
貝
殻
や
盃
く
ら
い
の
容
れ
物
に
入
れ
て
も
ら

っ
た
｡

二

結
髪

男
の
子
も
女
の
子
も
オ
ヒ
ア
ケ
の
日
に
髪
を
そ

っ
た
O
そ
の
後
は
､
男
の
子
は

ハ
-
カ
ン
で
坊
主
頭
に
し
た
o

こ
れ
を
カ
ラ
ボ
ウ
ス
と
い
う
0
女
の
子
は
真
ん
中
を
の
こ
し
て
ま
わ
り
そ
そ

っ
た
O
こ
れ
を
オ
カ
ム
ロ
サ
ン
と

か
オ
カ
モ
ト
と
い
っ
た
O

男
は
'
徴
兵
検
査
ま
で
は
､
坊
主
頭
に
し
て
い
る
こ
と
が
多
か

っ
た
o
そ
れ
以
後
は
五
分
刈
り
や
角
刈
り
に

し
､
老
人
に
な
る
と
ま
た
坊
主
頭
に
し
た
O

ハ
-
カ
ン
を
行
商
人
か
ら
買

っ
て
家
で
散
髪
し
た
｡

女
は
十
三
～
十
四
歳
ご
ろ
に
な
る
と
髪
を
伸
ば
し
イ
チ
ョ
ウ
カ
エ
ソ
や
サ
ン
ザ
ラ
に
結

っ
た
｡
そ
の
前
は
オ

カ

ノ
バ
で
あ

った
｡
十
六
～
十
八
歳
の
こ
ろ
は
'
モ
モ
ワ
レ
や
ノ
マ
タ
に
結

っ
た
｡
嫁
入
り
前
の
年
こ
ろ
に
な

る
と

'
よ
そ
ゆ
き
の
と
き

に
は
､
髪
結

へ
い
っ
て
､
モ
モ
ワ
レ
を
結

っ
て
も
ら

っ
た
O

大
正
か
ら
昭
和
十
年
こ
ろ
ま
で
に
流
行

っ
た
髪
型
は
､
髪
に
ノ
ン
を
い
れ
て
ふ
-
ら
ま
せ
上
に
あ
げ
て
ま
と

め
た

ハ
イ
カ
ラ
や

二
ヒ
ヤ
ク
サ
ン
コ
ウ
チ
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
｡

マ
ル
マ
ゲ
は
'
昭
和
の
ニ
ー
三
年
こ
ろ
ま

で
に
は
へ
し
だ
い
に
結
わ
な
-
な

っ
て
し
ま

っ
た
｡
昭
和
の
十
二
～
十
三
年
こ
ろ
に
パ
ー
マ
が

は
や
り
だ
し
'

洗
面
桶

(長
沢
助
大
家

･
牛
久
保
金
子
入

ii-I-f7 ----i :
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髪
を
短
く
す
る
よ
う
に
な

っ
た
o
髪
結
は
綱
島
に

1
軒
あ

っ
た
｡

チ

ガ

ラ

嫁
入
り
後
は
､
イ
チ
ョ
ウ
ガ

エ
シ
を
結
い
'
子
供
の
祝
い
ご
と
が
あ
る
と
き
に
は
マ
ゲ
を
結

っ
て
'
手

絡

や

赤
い
玉
の
告
を
つ
け
た
｡
結
う
と
き
に
は
'
タ
ポ
バ
サ
-
を
使

っ
て
ビ
ン
ツ
ケ
油
や
水
油
を
使
い
'
櫛
で
な
で

つ
け
た
O
オ
ハ
グ
ロ
は
嫁
入
り
後
に
自
分
で
は
ど
こ
し
た
が
'
こ
の
風
習
は
大
正
期
に
な
-
な

っ
た
.

三

入
浴

野
良
仕
郡
か
ら
帰
る
と
か
な
ら
ず
風
呂
に
入

っ
た
｡
ま
た
仕
事
の
途
中
で
雨
に
あ
っ
た
よ
う
な
と
き
に
は
'

家
に
帰

っ
て
風
呂
に
入

っ
た
｡
風
呂
場
は
､
家
の
な
か
の
土
間
に
あ
る
家
も
あ
れ
ば
'
別
棟
に
つ
く
っ
た
家
も

あ
っ
た
｡
風
呂
の
燃
料
は
縁
の
下
に
蓄
え
て
お
い
た
薪
や
粗
菜
で
あ

っ
た
o
風
呂
桶
は
､
五
右
衛
門
風
呂
や
長

州
風
呂
で
ダ
イ
ド
コ
ロ
の
隅
な
と
に
あ

っ
た
｡
水
は
'
水
道
が
は
い
る
ま
で
は
'
井
戸
水
を
テ
オ
ケ
で
避
ん
た
｡

風
呂
の
後
の
湯
は
､

1
時
溜
め
た
り
､
桶
に
取

っ
て
お
い
て
畑
に
ま
い
た
O

髪
は

1
週
間
に

1
度
-
ら
い
の
割
り
で
､
ネ
パ
土
や
洗
い
粉
で
洗

っ
た
O
ネ
パ
土
は
､
近
-
の
山
に
収
り
に

いき
､
よ
-
練

っ
て
団
子
状
に
し
た
o
そ
れ
は
粒
が
細
か
い
土
で
､
使
用
時
に
は
場
で
溶
い
て
使

っ
た
｡
そ
の

た

め

濯

ぎ
を
よ
-
し
な
い
と
土
が
頭
に
の
こ
っ
た
｡
大
正
の
中
ご
ろ
に
は
も
う
使
わ
れ
な
-
な
り
'
洗
い
粉
を

使
う
よ
う
に
な

っ
た
｡
洗
い
粉
は
､
磨
き
砂
の
よ
う
な
白
い
粉
で
小
さ
だ･･t袋
に
二
回
分
か
は
い
っ
て
い
た
｡
湯

で
溶
い
て
練
り
'
手
で
少
し
つ

つ
髪
に
つ
け
た
｡
そ
の
は
か
フ
ノ
リ

(
ビ
ナ
ン
カ
ズ
ラ
)
と
卯
の
白
身
で
髪
を

洗

っ
た
人
も
い
る
.

ゾ
ヤ
ン
プ
I
が
普
及
し
た
の
は
昭
和
三
十
年
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
｡

第
七
節

呉
服
屋
と
裁
縫

一

呉
服
屋

呉
服
屋
は
近
在
で
は
荏
田
の
現
金
屋
､
元
石
川
の
石
田
屋
､
市
ヶ
尾
の
車
屋
､
大
棚
の
ま
か
ら
ず
屋
や
吉
田
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匡
な
ど
で
あ

っ
た
｡
綱
島
な
と
か
ら
行
商
人
も
や
っ
て
き
て
い
た
の
で
'
そ
こ
か
ら
反
物
を
購
入
し
て
い
た
｡

ま
た
随
浜
に
コ
エ
ク
-
に
行

っ
た
帰
り
に
篠
原
の
新
羽
屋
で
'
シ
ル
シ
バ
ン
テ
ン
､

ハ
ダ
リ

ュ
バ
ン
'
モ
モ
ヒ

牛
な
ど
を
E3
う
こ
と
も
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
た
び
た
び
反
物
を
E山
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
'
亡
-
な
っ

た
人
の
形
見
を
譲
り
う
け
て
､
縫
い
な
お
し
て
着
た
｡
六
月
の
田
植
に
は
木
綿
の
反
物

1
反
を
EE
っ
て
も
ら

っ

た
り
､
オ
ン
キ
セ
と
い
っ
て
奉
公
先
の
主
人
か
ら
盆
と
正
月
に
反
物

l
反
を
も
ら
う
こ
と
が
あ
っ
た
｡
戦
中
戦

後
の
物
資
不
足
の
時
期
に
は
､
各
家
庭
の
人
数
に
あ
わ
せ
て
衣
料
切
符
が
支
給
さ
れ
た
O

二

裁
縫

道
具
に
は
､
鼓
槌
指
､
針
､
針
指
し
､
桁

台

､

ハ
サ
-
'
糸
巻
な
ど
が
あ
る
｡
木
綿
針
は
三
の
二
､
三
の
三
㌧

三
の
四
､
三
の
五
が
あ
り
'
前
の
二
つ
は
縫
い
針
'
後
の
二
つ
は
く
け
針
で
あ
る
｡
三
の
三
は
三
の
二
よ
り
も

長
い
.
三
の
四
は
中
く
け
針
､
三
の
五
は
大
く
け
針
で
あ
る
｡
絹
用
の
縫
い
針
は
凹
の
二
､
四
の
三
が
あ
り
'

四
の
三
が
す
こ
し
長
か
っ
た
｡
チ
ュ
ウ
チ
ャ
ボ
は
'
初
心
者
用
の
木
綿
針
で
'
太
く
て
短
い
O
待
ち
針
は
'
戦

争
中
は
く
け
針
の
穴
に
色
の
つ
い
た
糸
を
む
す
ぴ
つ
け
て
代
用
し
た
｡
フ
ト
ン
を
作
る
と
き
は
､
校
只
用
の
と

じ
針
を
用
い
た
｡
針
指
し
は
女
の
髪
を
そ
の
内
に
入
れ
て
い
た
｡
糸
は
､
木
綿
の
赤

･
白

･
端
の
縫
い
糸
と
白

･

黒
の
木
綿
の
し
っ
け
糸
と
'
く
け
糸
が
つ
ね
に
裁
縫
箱
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
｡

裁
縫
は
､
十
歳
ぐ
ら
い
か
ら
は
じ
め
た
の
で
､
こ
の
こ
ろ
か
ら
裁
縫
道
具
を
も

っ
た
｡
逆
針
用
布
畦
か
な
ら

ず
用
意
し
た
｡
長
さ
二
尺
の
サ
ラ
ン
の
布
を
二
折
り
に
し
て
運
針
の
練
習
を
し
た
｡
ゾ
ウ
キ
ソ
ー
シ
ャ
ツ
ー
モ

モ
ヒ
キ
ー
ジ

ュ
バ
ン
1
単
の
ユ
カ
タ
1
給
1
綿
入
れ
と
縫
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
｡
教
室
は
搬
前
は
実
業

補
習
学
校

･
留
年
学
校
で
､
城
後
は
組
合
学
校
で
お
こ
な
わ
れ
た
｡
十
八
歳
に
な
る
ま
で
に
は
'
ひ
と
と
お
り

着
物
を
縫
え
る
よ
う
に
な
っ
た
O
こ
の
学
校
は
昭
和
四
十
年
ご
ろ
ま
で
は
続
い
て
い
た
O
も
物
を
縫
う
の
は
夜

な

へ
で
､
子
供
の
も
の
な
ら
二
晩
も
あ
れ
ば
縫
い
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
｡

着
物
は
大
人
用
の
本
裁
ち
が

1
反
で

l
枚
､
赤
子
か
ら
三
歳
ま
で
は

一
つ
身
と
い
っ
て
三
枚
'
四
歳
の
子
に

身
近
か
な
乾
点
箱
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は
三
つ
身
で
二
枚
'
五

～
十
二
歳
の
凹
つ
身
で
は

1
･
五
枚
と
る
こ
と
が
で
き
た
｡
着
物
は
襟
､
お
-
み
'
み

こ
ろ
'
柚
の
部
分
か
ら

な
っ
て
い
て
､
布
を
断

つ
と
き
は
､
柚
を
四
枚
'
み
ご
ろ
四
枚
､
お
-
み
と
襟
で

1
緒

に

一
枚
､
と
い
う
順
で
あ
る
｡
柚
形
に
は
'
元
禄
､
簡
'
む
き
み
や
へ
ふ
な
そ
こ
な
ど
の
形
が
あ

っ
た
Q

ナ
ガ
ギ
の
縫
い
方
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
｡
‖
鯨
尺
で
石
丈
の
寸
法
を
は
か
る
｡
脚
襟

･
肩
を
二
寸
五
分
で

裁
断
す
る
.
伽
残
り
の
部
分
も
寸
法
に
合
わ
せ
て
裁
断
す
る
｡
州
背
縫
い
を
す
る
｡

愉脇
を
梶
ま
で
縫
う

(柚

を
付
け
る
部

分は
あ
け
て
お
く
).
㈲
お
く
み
幅
を
決
め
'
お

く
みを
縫
い
つ
け
る
｡
仰
楯
を
折

っ
て
-
け
る
0

胤
左
右
の
柚
を
つ
け
る
.
㈱
襟
を

つ
け
､
折

っ
て
く
け
る
｡

三

洗
濯

嫁
入
り
道
具
と
し
て
盟
'
洗
濯
板
'
張
り
板
を
持
参
し
た
o
張
り
板
は
､
長
さ
六
尺
'
幅
二
尺
で
'
サ

ワ
ラ

の
木
で
で
き
て
い
た
｡

横
浜
は
日
本
で
最
初
に
石
鹸
を
製
造
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
堤
磯
右
衛
門
に
よ
っ
て
'
明
治
六
年
に
石
鹸
が

作
ら
れ
た
O
同
年
六
月
三
日
に
は
コ
ソ
キ
ン
グ
商
会
が
設
立
さ
れ
'
明
治
三
十
七
年
三
月
に
は
､
横
浜

マ
ル
エ

ス
石
鹸
製
造
合
資
会
社
が
設
立
さ
れ
た

｡
こ
の
石
鹸
は
顔
や
手
を
洗
う
シ
ャ
ボ
ン
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
も
の

で
あ

っ
た
｡
明
治
の
末
ご
ろ
に
は
'
コ
エ
ク
,I,
の
際
に
買

っ
て
帰

っ
た
り
し
た
｡

ふ
だ
ん
は
､
普
段
着
を
､
灰
の
上
泣
み
を
使

っ
て
自
分
で
洗

っ
た
｡
う
ど
ん
粉
を
練

っ
た
も
の
や
'
ご
飯
を

袋
に
い
れ
て
絞
り
た
し
た
ノ
リ
を
つ
け
た
｡
石
鹸
は
､
い
ま
の
よ
う
な
洗
剤
で
は
な
-
､
固
形
石
鹸
で
あ

っ
た
.

そ
れ
も
'
初
め
は
五
つ
く
ら
い
に
切

っ
て
つ
か

っ
た
棒
石
鹸
か
ら
'
カ
メ
ノ
コ
石
鹸
に
変
わ
っ
た
O
昭
和
十
年

こ
ろ
の
棒
石
鹸
は
'
三
鋲
で
買
え
た
が
の
ち
に
五
銭
に
な
っ
た
｡
捧
石
鹸
は
､
昭
和
三
十
五
年
ご
ろ
ま
で
あ

っ

た
.
汚
れ
の
ひ
と
い
も
の
は
'
固
ま
り
の
ソ
ー
ダ
を
湯
で
溶
か
し
､
そ
の
中
に
す
こ
し
の
間
つ
け
て
お
い
た
.

倣
暗
中
の
石
鹸
の
配
給
が
少
な
く
な

っ
た
こ
ろ
'
麦
の
梓
を
燃
や
し
て
で
き
た
灰
を
場
に
混
ぜ
て
代
用
し
た
｡

大
正
期
に
'
そ
れ
ま
で
つ
る
へ
だ
っ
た
井
戸
に
ガ

ッ
チ
ャ
ン
ポ
ン
プ
が
つ
い
た
｡
川
で
洗
う
場
合
は
冬
に
な

塊
石
点
製
造
所

(明
治
期
)
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る
と
氷
が
張
る
の
で
､
十
時
ご
ろ
境
か
-
な
っ
て
か
ら
は
じ
め
た
｡
巌
初
に
白
い
肌
hi.を
'
崩
後
に
野
良
着
で
､

野
良
着
は
足
で
踏
ん
で
洗
っ
て
流
れ
で
サ
ソ
と
す
す
い
だ
｡

洗
濯
物
は
､
山
か
ら
と
っ
て
き
た
竹
を
竿
と
し
'
家
の
ま
わ
り
の
木
に
わ
た
し
て
､
そ
こ
へ
か
け
た
｡
雨
が

降
る
と
､
竹
竿
ご
と
担
ぎ
こ
ん
で
'
納
屋
や
家
の
土
間
に
つ
り
下
げ
た
針
金
に
つ
る
し
て
干
し
た
｡

着
物
は
汚
れ
た
ら
ほ
ど
い
て
琴

っ
.
フ
ノ
リ
を
お
湯
で
溶
い
て
､
器
に
い
れ
'
洗

っ
た
布
を
浸
し
て
､
張
り

板
に
ピ
ン
と
張
る
｡
フ
J
-
は
'
黄
白
色
で
薬
局
で
買
っ
た
.
フ
ノ
リ
か
な
い
場
合
に
は
'
こ
飯
を
手
拭
に
包

ん
で
水
の
な
か
に
入
れ
て
絞
り
'
出
て
き
た
ノ
リ
を
使
い
､
張
り
板
に
張
っ
た
｡
改
組
の
上
手
下
手
は
､
張
り

板
に
布
を
張
る
と
ピ
ン
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
わ
か
る
と
い
う
O
乾
い
た
ら
縫
い
な
お

し
て
樟
脳
を
入
れ
た

箪
笥
に
納
め
た
｡

四

寝
具

掛
け
布
団
に
は
､
ヨ
ノ

(四
幅
)
の

｢毛
抜
き
合
わ
せ
｣
と
rn
ノ
ハ
ン

(四
幅
半
)
の

｢鏡
仕
立
て
｣
が
あ

る
｡
ふ
だ
ん
使
う
布
団
は
､
蓑
布
と
惑
布
の
大
き
さ
が
お
な
じ
で
'
俵
を
轡

っ
毛
抜
き
合
わ
せ
に
仕
立
て
'
客

用
は
'
基
布
が
表
布
よ
り
も
大
き
く
要
が
蓑
に
棚
縁
の
よ
う
に
で
る
鏡
仕
立
て
に
し
た
O
ま
た
､
柚
の
つ
い
て

い
る
夜
着
も
用
い
た
｡
敷
き
布
団
は
'
-
ノ

(三
幅
)
と
い
っ
て
､

1
反
の
反
物
を
六
等
分
に
し
て
作
る
｡
夏

は

1
枚
'
冬
は
二
枚
重
ね
で
あ
る
｡
布
団
の
手
入
れ
は
､
綿
の
う
ち
な
お
し
と
､
カ
ワ
の
縫
い
な
お
し
で
あ
る
｡

十
年
程
前
ま
で
は
家
で
縫
っ
て
い
た
が
'
そ
の
後
は
､
:L
E協
の
婦
人
部
に
古
紙
六
キ
ロ
を
出
し

一
五
㌧
八
〇
〇

円
を
払
う
と

(昭
和
五
十
四
年
現
在
)
'
三
幅
と
g
l帽
を

1
枚
ず
つ
作
っ
て
く
れ
た
｡
iI
綿
は
､
綱
島
の

ほ
う

の
寝
具
店
に
た
し
て
う
ち
な
お
し
て
も
ら
っ
た
｡
夏
は
蚊
帳
を
つ
っ
た
｡
こ
れ
は
嫁
入
り
道
具
の

t
つ
で
も
あ
っ

た
C
蚊
帳
専
門
の
行
商
人
が
入
っ
て
き
て
い
た
｡

よ
協
斡
旋
の
布
EEl再
生
な
ど
の
チ
ラ
シ
(昭
和
六
上
二年
現
在
)

古い鮮 敏 .I
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第

二
即

食
料
と
食
品

一

飲
料
水

飲
料
水
は
井
戸
水
に
頼

っ
て
い
た
o
井
戸
は
竪
掘
井
戸
と
槙
掘
井
戸
が
あ
る
｡
山
を
背
負

っ
て
い
る
家
の
多

-
は
､
械
掘
井
戸
を
使

っ
て
き
た
o
屋
敷
の
t迫
の
山
の
梶
に
､
直
径
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
穴
を
穿
ち
'
こ
れ
を

奥
に
深
-
あ
け
'
竹
を
通
し
て
水
を
引
-
C
家
に
よ
っ
て
は
'
奥
行
き
五
～
六
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
も
の
も
あ
る
｡

竪
掘
井
戸
は
､
二
～
三
年
に
い
ち
と
夏
場
に
掃
除
を
す
る
｡

つ
る
へ
か
ら

､
大
正
期
に
ポ
ン
プ
と
な
り
､
昭
和

三
十
年
こ
ろ
か
ら

モ
ー
タ
ー
に
変
わ
っ
た
｡
水
道
が
完
備
し
た
の
が
昭
和
四
十
年
ご
ろ
で
あ
る
｡

二

燃
料

｢
砧
枯
三
月
食
い
こ
み
｣
と
い
っ
て
､
仕
事
が
な
く
､
今
ま
で
の
貯
え
を
使
い
'
時
に
よ
り
家
計
が
赤
字
に

な
る
状
況
を
さ
す
言
葉
が
あ
る
が
､
こ
の
期
間
中
に
'
自
分
の
山

へ
入

っ
て
､
雑
木
を
切
り
t

I
年
分
の
薪
を

作

っ
た
O
お
宮

(山
田
神
社
)
の
枯
れ
枝
は
だ
れ
が
拾

っ
て
も
よ
か

っ
た
｡

1
反
い
-
ら
で
､
よ
そ
の
山
の
雑

木
を
切
ら
し
て
も
ら
う
こ
と
も
あ

っ
た
｡
こ
れ
ら
は
､
雨
が
か
か
ら
な
い
キ
ビ
ヤ

(木
小
屋
)
に
積
み
こ
ん
で

お
い
た
｡
山
悶
神
社
の
両
脇
の
山
を
細
か
く
区
画
し
て
共
有
し
､
薪
を
と
り
に
行

っ
た
｡
ク
ズ

ッ
パ
は
自
分
の

山
か
ら
妹
め
た
が
'
山
を
も
た
な
い
者
は
許
可
を
も
ら
っ
て
ヨ
ソ
サ
マ
の
山

へ
入

っ
た
o
冬
の
天
気
の
よ
い
と

き
に
シ
ョ
イ
カ
ゴ
を
背
負

っ
て
､
ク
ズ
カ
キ
に
行

っ
た
｡
ス
ギ

ッ
パ
'

マ
ツ
ノ
ハ
な
ど
の
ク
ズ

ノ
バ
を
ク
マ
デ

で
集
め
た
｡
乾
燥
さ
せ
て
キ
ビ
ヤ
に
し
ま
い
､

1
年
分
の
燃
料
と

し
た
｡

ご
飯
は
'
釜
を
へ
ッ
ツ
イ
に
か
け
て
､
薪
'
ク
ズ
な
ど
で
炊
い
た
｡
昭
和
三
十
三
年
こ
ろ
か
ら
プ
ロ
パ
ン
ガ

ス
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
が
'
そ
れ
以
後
も
家
に
よ
っ
て
は
へ
ッ
ツ
イ
で
炊
い
た
｡
イ
イ

コ
ハ
ン

(白
飯
)
の

と
き
は
古
竹
で
炊
-
こ
と
も
あ
っ
た
O

井
戸

(長
沢
正

1
家

･
中
川

･
5
)

キ
ビ
ヤ
(石
原
窮
家
･
北
山
田
･
50
)
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三

ム
ギ
と

コ
メ

主
食
は
ム
ギ
と
コ
メ
の
カ
テ
メ
シ
で
あ

っ
た
｡
戦
前
は
'
｢変

一
升
に
米
ウ
ワ
ッ
カ
-
｣
｢麦

1
升
に
米
シ
タ

ツ
カ
-
｣
と
い
わ
れ
て
､
米
の
歪
に
わ
ず
か
な
が
ら
の
差
が
あ

っ
た
が
､
そ
の
割
合
は
ほ
ほ
麦
九
に
米

1
の
割

で
あ
っ
た
｡
オ
カ
ポ

(陸
稲
)
の
飯
は
あ
ま
り
う
ま
く
な
か

っ
た
｡
米
と
麦
の
割
合
が
半
々
な
ら
よ
い
ほ
う
で
'

白
い
御
飯
は
節
供
や
盆
な
ど
の
ヒ
ト
ヨ
セ
の
と
き
し
か
炊
-
こ
と
は
な
か

っ
た
｡

精
米
は
､
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で
ジ
ガ
ラ

(踏
み
臼
)
を
使

っ
て
い
た
｡
石
の
臼
に
玄
米
を
い
れ
て
､
足
で

ギ

ソ
コ
ン
パ
ソ
タ
ン
と
杵
暗
み
板
を
踏
ん
で
つ
い
た
｡
臼
の
大
き
さ
は

一
斗
用

･
二
斗
用
と
あ
り
t

t
日
で
四

斗
つ
-
の
が
精

1
杯
で
あ
っ
た
｡
太
平
洋
戦
争
前
は
'
二
～
三
軒
が
共
同
で
精
米
機
を
買
い
精
米
し
て
い
た
が
t

の
ち
に
は
産
業
組
合
の
和
米
所
で
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
｡

精
米
所
は
山
田
神
社
の
近
-
と
､
勝
田
橋
詰
に
も
あ

っ

た
｡
米
は

｢少
し
減

っ
て
も
い
い
か
ら
き
れ
い
に
つ
い
て
く
れ
｣
と
か

｢少
し
鵜
-
て
も
い
い
か
ら
｣
と
い
う

よ
う
な
注
文
を
付
け
た
｡

麦
は
オ
オ
ム
半
と

ハ
ダ
カ
ム
半
で
､
オ
オ
ム
ギ
は
'
皮
が
か
ぶ
っ
て
い
る
の
で
､
こ
れ
を

つ
き
マ
ル
ム
半
と

し
た
｡

ハ
ダ
カ
ム
ギ
は
'
ノ
ゲ
を
と
る
と
､
す
ぐ
き
れ
い
な
実
が
出
て
き
た
｡
麦
は
'
夏
の
う
ち
､
家
の
ソ
ガ

ラ
で
ア
ラ
ゾ
キ
を
二
度
し
た
.

一
俵
か
ら
マ
ル
ム
半
は
三
斗
五
～
六
升
と
れ
た
O
大
正
半
こ
ろ
か
ら
昭
和
初
め

に
か
け
て
'

マ
ル
ム
ギ
を
ツ
ブ
シ
ム
半
に
す
る
よ
う
に
な

っ
た

｡
精
米
所
で
､

一
俵
十
五
～
十
六
時
間
か
け
て

ハ
ク

(
ツ
ブ

ゾ
ム
ギ
)
に
し
た
｡

ム
ギ
と
コ
メ
の
ま
ぜ
た
飯
を
炊
く
に
は
､
前
の
夜
に
エ
マ
シ
と
い
っ
て
'
マ
ル
ム
半
を
い
ち
と
湯
が
き
'
こ

れ
を
米
と
ま
ぜ
て
エ
マ
ン
ザ
ル
の
な
か
で
､
両
手
で
握
る
よ
う
に
し
て
と
ぎ
'
ヌ
メ
リ
を
取
り
の
ぞ
い
て
炊
い

た
｡
水
が
多
い
と
エ
マ
ン
は
グ
ジ
ャ
ダ
ジ
ャ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
､
水
を
少
な
め
に
し
た
｡
ト
ギ
ジ
ル
は
瓶

に
貯
蔵
し
て
お
い
て
'
苛
の
7
ク
ぬ
き
な
ど
に
使

っ
た
｡

麦
飯
の
炊
き
か
た
に
ダ
イ
コ
バ
ク
と
い
う
の
が
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
'
ダ
イ
コ
ン
を
千
切
り
L
t
釜
の
底
に
し

い
て
炊
き
あ
げ
た
も
の
で
､
炊
け
た
ら
混
ぜ
て
'
ゴ

マ
ジ
ル
を
か
け
て
食

へ
る
｡
冬
の
食
べ
物
で
あ
っ
た
｡

へ
ッ
ツ
イ
と
オ
オ
ガ
マ
(大
久
保
昭
哉
家
･中
川

蛙

村
口火

米
麦
を
主
と
し
棄
も
少
し
は
用
ふ
其
割
合
は
米
四
分

変
四
分
棄
1
分
な
る
ペ
し
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飯
は
､
鉄
鍋
を
天
井
か
ら

つ
る
し
た
オ
カ
ケ
サ
マ

(自
在
的
)
に
ひ
っ
か
け
て
炊
い
た
｡
燃
料
は
薪
だ
と
火

力
が
強
す
さ
る
の
で
松
の
ク
ス
ッ
パ
な
と
の
落
ち
糞
を
燃
や
し
て
炊
い
た
｡
鍋
は
徐
々
に
羽
釜
に
変

っ
た
｡
ム

半
の
虫
か
多
い
と
腹
の
も
ち
か
よ
-
な
い
の
で
た
く
さ
ん
食

へ
'
普
通
の
人
で

1
食
三
台
く
ら
い
を
食

へ
た
も

の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

四

野
菜
と
副
食
料

野
菜

自
分
の
畑
で
と
れ
た
野
菜
は
'
い
い
も
の
を
選
ん
で
市
場

へ
も

っ
て
い
き
､
家
で
は
､
そ
の
残
り
を
金

へ
て

い
た
.
と
-
に
野
菜
は
'
副
食
料
の
中
心
で
あ
り
'
煮
物
に
す
る
場
合
が
多
か

っ
た
o
煮
物
は
､
菜
や
ム
ギ
カ

ラ
を
燃
や
し
'

ヘ
ノ
ツ
イ
に
か
け
た
鍋
に
ノ
ヤ
カ
イ
モ
､
サ
ト
イ
モ
､
カ
ボ
チ
ャ
'
ナ
ス
な
と
の
野
菜
を
嘩
品

で
入
れ
醤
油
味
に
仕
上
げ
た
｡

ナ
ス
の
油
焼
き
や
キ

ュ
ウ
-
辛
-
も
作

っ
た
O

二
月
末
か
ら
三
月
ま
で
は
､
新

ソ
ヤ
カ
の
季
節
で
'
す
く
皮
が
む
け
る
の
で
､
醤
油
と
砂
糖
で
煮
た
O
ゆ
で

た
ジ
ャ
カ
イ
モ
に
味
噌
を

つ
け
て
金

へ
る
こ
と
も
あ

っ
た
｡

キ
リ
ボ
ソ
は
､
寒
の
内
に
大
根
を
包
丁
で
千
切
り
し
ム
ノ
ロ
に
干
す
と
､
最
短
で
は
四

～
五
日
で
で
き
た
｡

こ
れ
を
油
揚
げ
や
ジ
ャ
カ
イ
モ
と
い
っ
し
ょ
に
煮
た
｡

筒
は
､
ト
ギ
シ
ル
で
ア
ク
を
ぬ
き
'
ゆ
で
あ
け
冷
め
た
と
こ
ろ
へ
塩
を
ふ
っ
て
味
付
け
を
す
る
0
こ
れ
を
醤

油
味
に
煮
こ
ん
た
り
､
あ
る
い
は
保
存
用
と
し
た
｡

ニ
ン
ジ
ン
､

コ
ポ
ウ
'
カ
ボ
チ
ャ
､
イ
モ
な
と
は
'
精
進
揚
げ
に
し
た
o

サ
ツ
マ
イ
モ
は
､
輪
切
り
に
し
て
大
き
な
鉄
板
で
焼
い
た
O
ト
ウ
モ
ロ
コ
ソ
は
藁
の
火
で
炊
い
た
｡

ニ
ン
ン
ン
を
中
心
と
し
た
ナ
マ
ス
が
作
ら
れ
た
｡

二
ン
ノ
ン
'
ダ
イ
コ
ン
へ
コ
ホ
ウ
､
サ
ト
イ
モ
､

ノ
イ
タ
ケ
な
と
を
細
か
く
切

っ
て
'
菜
種
油
で
い
た
め
て
､

オ
カ
ゲ
サ
マ
(深
川
柄
冶
家
･
茅
ヶ
崎
･
5
)

才
力
ゲ
サ
マ
に
か
か
る
弘

(井
上
l
夫
家
･
荏
田
渋
沢
･
46
)

註

村
是

サ
ノ
マ
イ
モ
､
エ
グ
イ
モ
'
ダ
イ
コ
ン
､
ゴ
ボ
ウ
'

ニ
/
ソ
/
､

一
年
芋
､
ウ
リ
､
ナ
ス
､
キ
ュ
ウ
-
'
ウ
ド
､
カ

ボ
チ
ャ
'
ノ
ヨ
ウ
ガ
'
ユ
-
､
粟
を
挙
げ
て
い
る
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醤
油
味
に
煮
こ
む
O
こ
れ
を
オ
ケ
ン
チ
ン
と
い
っ
て
月
見
や
屋
根
の
葺
き
か
え
'
畑
が
忙
し
い
と
き
に
た
く
さ

ん
作

っ
て
お
い
て
食

へ
た
｡
ま
た
ケ
ン
チ
ン
汁
と
し
て
も
食

べ
た
｡

み
そ
汁
は
､
自
家
製
の
味
噌
を
7
タ
-
バ
チ
で
す

っ
て
'
ミ
ソ
コ
ン
で
こ
し
て
作

っ
た
｡
ダ

ソ
に
は
大
棚
の

正
直
屋
な
ど
で
買

っ
て
き
た
カ
ツ
オ
ブ
シ
や
二
ポ
シ
を
使

っ
た
｡
茅
ヶ
崎
の
悶
中
屋
で
買

っ
た
ワ
カ
メ
や
行
商

人
か
ら
手
に
入
れ
た
貝
の
ム
キ
-
や
豆
腐
､
油
揚
げ
も
入
れ
た
が
､
主
に
は
ナ
ン
バ
で
あ

っ
た
｡
冬
に
は
'
ダ

イ
コ
ン
､
ネ
ギ
､
サ
ト
イ
モ
'
切
り
干
し
大
根
な
ど
'
春
は
ネ
ギ
'
笥
'
夏
は
ナ
ス
'
ジ
ャ
ガ
イ
モ
､
-
ヨ
ウ

ガ
'
秋
は
カ
ボ
チ
ャ
と
い
っ
た
も
の
へ
ほ
か
に
タ
マ
ネ
ギ
へ
レ
ン
ソ
ウ

(
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
)
'

コ
マ
ツ
ナ
を
多

く
使

っ
た
｡
ダ

ソ
は
､
嫁
入
り
な
ど
の
場
合
を
の
ぞ
-
と
､
め

っ
た
に
使
わ
t･,6か

っ
た
と
も
い
う
O

野
草
類

で
は
､
ヨ
メ
ナ
､
タ
ン
ポ
ポ
､
セ
リ
な
ど
は
､
糞
を
ゆ
で
て
あ
く
だ
L
を
し
､
お
ひ
た
し
に
し
た
り
､

て
ん
ぷ
ら
に
し
た
｡
モ
チ
グ
サ

(
ヨ
モ
ギ
)
は
餅
に
入
れ
て
草
餅
と
し
た
｡

ノ
ビ
ロ

(
ノ
ヒ
ル
)
は
､
ヌ
タ
に

し
て
食
べ
た
｡
キ
ャ
ラ
プ
キ
ほ
十
セ
ン
チ
-
ら
い
に
延
び
た
こ
ろ
に
採
り
､
熱
湯
で
ゆ
で
て
あ
-
ぬ
き
L
t
L

は
っ
て
二
セ
ン
チ
ほ
ど
に
切

っ
て
生
渇
油
で
煮
詰
め
て
佃
煮
に
す
る
｡
辛
い
の
が
好
き
な
人
用
に
は
タ
カ
ノ
ツ

メ

(
ト
ウ
ガ
ラ
ン
)
を
入
れ
た
｡
秋
田
フ
キ
や
水

フ
キ
は
水
怨
を
し
た
後
に
カ
メ
や
ビ
ン
に
入
れ
て
貯
蔵
し
て

お
い
た
｡

ワ
ラ
ビ
､
ゼ
ン
マ
イ
'
セ
-
､

ツ
ク
ソ
は
少
し
食
べ
た
程
度
で
'
キ
ノ
コ
は
怖
い
の
で
食

べ
な
か

っ

た
｡
竹
や
ぶ
に
生
え
た
-
ヨ
ウ
カ
は
よ
-
と

っ
た
｡
-
ヨ
ウ
ガ
は
細
か
-
切

っ
て
カ
ツ
オ
ブ

ソ
を
の
せ
､
醤
油

を
か
け
て
食

へ
た
り
'
み
そ
汁
に
も
入
れ
た
｡
自
生
の
ユ
リ
の
球
根
を
掘

っ
て
食

へ
た
｡
桑
の
実
'
ヤ
マ
ブ
ド

ウ
へ
ヤ
マ
イ
チ
ゴ
は
子
供
の
お
や
つ
で
あ

っ
た
｡

オ
ナ
メ

最
も
食
べ
ら
れ
た
オ
ナ
メ
と
ゴ

マ
ジ
ル
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
｡

オ
ナ
メ
ほ
味
噌
を
作
る
と
き
に
い
っ
し
ょ
に
作
る
も
の
で
､
家
に
よ

っ
て
作
り
方
が
ち
が
う
｡
ま
ず
'
大
豆

l
～
三
台
を
ゆ
で
､
麦

(大
麦

･
小
麦

･
裸
麦
)

1
升
で
作

っ
た
麹
と
塩
三
台
を
混
ぜ
て
､
瓶
に
入
れ
'
7
メ

(
大
豆
の
ユ
デ
汁
)
を
加
え
て
や
わ
ら
か
-
緩
め
る
｡
こ
の
と
き
'
干
し
た
ナ
ス
や
小
さ
く
刻
ん
だ
柿
を
入

れ

オ
ケ
ン
テ
ン
(Ej
丸
柄
家
･
池
辺
･
60
)

註

付
足

味
噌
汁
の
外
に
杓
榊
汁
を
作
り
卵
落
し
な
ど
を
梓
へ

る
註

村

是
(オ
ナ
メ
)
小
麦

一
斗
､
塩
三
升
､
大
豆
二
升
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た
り
す
る
0
7
メ
が
な
け
れ
ば
､
湯
冷
ま
し
で
も
よ
い
O
よ
く
か
き
ま
ぜ
る
ほ
ど
､
お
い
し
く
で
き
あ
が
る
｡

二
日
た
て
ば
食

へ
ら
れ
る
｡

別
の
作
り
方
は
'
大
豆
二

～
三
台
を
イ
リ
ガ
ラ
で
い
る
O

ハ
ン
ノ
ブ
シ
と
い
っ
て
､
イ
ン
ウ
ス
に
紙
を
は
さ

ん
で
大
豆
が
粉
に
な
ら
な
い

よ
う
に
挽
く
｡
こ
の
大
豆
を
-

(箕
)
に
入
れ
､
吹
い
て
皮
を
と
る
｡
麦

1
升
を

す
こ
し
水
で
冷
や
か
し
'
大
豆
と
混
ぜ
'
セ
イ
ロ
で
ふ
か
し
､

コ
ウ
ジ
ブ
タ
に
う
つ
す
o
キ
ハ
ナ
が
咲
く
ま
で

お
い
て
､
7
メ
ま
た
は
湯
冷
ま
し
を
加
え
'
や
わ
ら
か
-
し
て
瓶
に
入
れ
'
塩
を
二
台
-
ら
い
加
え
て
､
よ
く

か
き
ま
わ
す
.
ア
ン
タ
カ
時
分
な
ら

(小
春
日
和
)､

1
晩
で
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
O
オ
ナ
メ
は
､
あ
ま

り
古
く
な
る
と
お
い
し
く
な
い
の
で
'
少
な
め
に
作
る
の
が
よ
い
と
さ
れ
て
き
た
o

ゴ
マ
ジ
ル

ゴ
マ
ジ
ル
は
'
ン
ロ
ゴ

マ
を
抄

っ
て
､
ア
タ
リ
パ
チ
で
す
り
､
味
噌
を
加
え
て
よ
-
混
ぜ
た
も
の
で
あ
る
｡

サ
ン
シ
ョ
の
芽
を
い
っ
し
ょ
に
す
り
こ
む
家
も
あ
る
O
食

へ
る
と
き
は
水
で
好
み
の
濃
さ
に
う
す
め
て
ご
飯
の

う
え
に
か
け
る
｡
湯
冷
ま
し
で
薄
め
な
い
と
ま
ず
い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

豆
腐

何

軒
か
の
家
で
豆
腐
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡
大
棚
の
吉
野
家

(屋
号
ト
ウ
フ
ヤ
)
で
は
､
大
正
八
年
か

ら
昭
和
十
六
年
ま
で
､
北
海
道

･
千
妻

･
中
国
産
の
大
豆
を
買
入
れ
'
豆
腐
､
油
揚
げ
'
生
揚
げ
な
ど
を
作

っ

て
い
た
｡
そ
の
商
の
姿
を
記
録
し
て
お
き
た
い
｡

ム
ラ
人
は
､
豆
腐

1
丁
を
買
う
に
あ
た
り
'
大
豆

1
台
と
物
々
交
換
か
､
あ
る
い
は
五
銭
を
払

っ
た
と
い
う
｡

半
丁
は
は
は

一
石
×
九
×
三

･
九
セ
ン
チ
の
立
方
体
と
さ
れ
て
い
る
｡

さ
て
豆
腐
の
作
り
方
は
､
ま
ず
大
豆
を
水
に
つ
け
て
ふ
や
か
す
が
'
そ
の
時
間
は
季
節
に
よ
っ
て
ち
か
い
'

冬
場
は
約
二
十
時
間
､
夏
場
は
八
時
間
と
さ
れ
て
い
た
o
こ
の
大
豆
に
少
出
の
水
を
加
え
な
が
ら
､
イ
ソ
ウ
ス

で
す
こ
し
ず
つ
挽
い
て
い
-
｡
大
豆
四
升
を
挽
く
の
に
約
円
十
分
を
要
し
た
と
い
い
､
挽
き
あ
が
っ
た
も
の
を

ゴ

(豆
汁
)
と
い
っ
た
｡

⊂ コ
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大
釜
に
二
斗
の
水
を
入
れ
沸
騰
さ
せ
､
そ
の
な
か
に
こ
の
コ
を
入
れ
て
煮
こ
む
｡
燃
料
は
火
力
の
強
い
松
薪

を
使

っ
た
o
煮
た

っ
て
'
釜
か
ら
汁
が
こ
ほ
れ
そ
う
に
な
る
と
､
灰
と
食
用
油

(胡
麻
'
大
豆
､
菜
種
)
を
混

合
し
た
も
の
を
'
サ
サ
ラ
に
つ
け
な
が
ら
､
釜
の
な
か
で
か
き
ま
わ
し
､
離
礁
を
お
さ
え
る
0
こ
の
仕
事
を
ア

ワ
ケ
シ
と
い
い
'
二
回
お
こ
な
う
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
コ
は
完
全
に
煮
え
る
｡

つ
き
に
､
こ
の
コ
を
桶
の
な
か
に
入
れ
た
荒
目
の
丈
夫
な
綿
製
の
絞
り
袋
の
な
か

へ
､
柄
杓
で
-
み
い
れ
る
O

入
れ
終
る
と
､
桶
の
う
え
に
丈
夫
な
竹
の
男
の
子
を
敷
き
､
絞
り
袋
を
そ
の
う
え
に
引
き
あ
げ
'
丸
木
で
押
し
､

袋
の
な
か
の
水
分
を
完
全
な
は
と
に
絞
る
O
絞
り
か
す
は
オ
カ
ラ

(
ウ
/
ハ
ナ
)
で
あ
る
O

桶
の
な
か
に
絞
ら
れ
た
も
の
が
豆
乳
で
あ
る
｡
こ
れ
を
長
さ
約

l
尺
五
寸
'
幅
三
寸
の
カ
イ
で
､
円
を
描
-

よ
う
に
か
き
ま
わ
し
'

二
カ
-

l
合
五
勺
は
と
を
静
か
に
入
れ
る
｡
こ
れ
を

コ
ン
カ
ケ
と
い
う
O
さ
ら
に
こ
カ

-
二
台
五
勺
ほ
ど
を
静
か
に
振
り
ま
き
､
カ
イ
で
も

っ
て
円
を
描
-
よ
う
に
静
か
に
か
き
ま
わ
す
と
､
豆
分
と

水
分
が
分
離
を
お
こ
す
｡
そ
の
な
か

へ
亀
の
子
様
の
ザ
ル
を
落
し
こ
み
'
サ
ル
の
目
を
通
し
て
出
る
水
を
で
き

る
か
き
り
柄
杓
で
く
み
た
す
｡
桶
に
の
こ
っ
た
豆
分
は
コ
ク
と
祢
さ
れ
'
こ
れ
を
綿
布
を
敷
き
い
れ
た
底
面
と

側
面
に
水
ぬ
き
の
丸
穴
を
も

つ
木
製
の
型
箱
に
'
柄
杓
で
い
れ
､
綿
布
を
か
ぶ
せ
オ
シ
イ
タ
で
押
し
'
水
分
を

絞
り
だ
す
o
こ
れ
が
固
ま
る
と
豆
腐
と
な
る
0

生
揚
げ
は
､
豆
腐
を
二
セ
ン
チ
は
と
の
厚
さ
に
切
り
､
厚
板
の
う
え
に
敷
い
た
細
い
竹

ス
ダ
レ
の
う
え
に
'

何
校
か
を
並

へ
'
そ
の
上
に
厚
板
と
重
石
を
置
き
水
を
切
り
､
そ
れ
を
揚
げ
鍋
で
揚
げ
る
と
で
き
あ
が
る
.

油
揚
げ
は
'
油
揚
げ
用
の
豆
腐
を

つ
-
り
'
こ
れ
を
う
す
-
切
り
､
生
揚
同
様
に
重
石
で
も

っ
て
水
を
切
る
｡

こ
れ
を
､
ま
ず
温
度
の
低
い
揚
げ
鍋
で
揚
げ
､

つ
き
に
高
温
の
揚
げ
鍋
に
入
れ
て
'
か
ら

っ
と
仕
上
げ
た
｡
こ

の
油
揚
げ
は
'
歳
暮
の
品
と
し
て
'
分
家
か
ら
本
家
へ
と
と
け
る
品
物
の

1
つ
と
さ
れ
て
い
た
｡

魚月
に

一
㌧
二
度
､
子
安
方
面
か
ら
魚
屋
か
自
転
車
で
魚
を
売
り
に
き
た
.
種
煩
は
サ
ハ
､
ン
オ
ン
ヤ
ケ
､
ア

シ
､
イ
ワ
ン
､
佃
煮
'
ア
サ
-
､

ハ
マ
ク
リ
な
と
で
あ

っ
た
｡
寄
る
家
が
決
ま

っ
て
い
た
の
で
､
そ
こ
ま
で
買

註

村
是

(豆
樹
)
平
素
多
-
用
ふ
l
年
消
出
高
の
石
分
の
四

は
平
潟
他
用
す
る
な
ら
ん

註

村
是

平
生
加
減
し
て
用
ひ
さ
る
代
り
に
祭
礼

(凡
三
日
)

止
月

(凡
半
月
)
冠
婚
仕
儀

(数
回
)
に
消
虫
す
る
分
は
移
し

祭
礼
に
は
神
奈
川
よ
り
三
四
十
人
も
魚
屋
入
り
込
む
と
云
ふ
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い
に
行

っ
た
o
ワ
カ
メ
は
'
千
染
方
面
の
女
が
ス
ナ
ワ
カ
メ
を
三

～
四
月
に
か
け
て
行
商
に
や
っ
て
き
た
｡

川
魚

侮
年
へ
荒
れ
R
ニ
別
の
天
気
の
よ
い
日
を
選
ん
で
早
淵
川
の
堰
の
水
を
切

っ
た
.
こ
の
と
き
ア
ゲ
ハ
ラ
イ
あ
る

い
は
カ
イ
ポ
リ
と
い
っ
て
､
大
人
も
子
供
も
こ
の
日
を
楽
し
み
に
し
､
網
で
も
っ
て
パ
シ
ャ
パ
シ
ャ
と
魚
を
と
っ

た
｡
種
籾
は
フ
ナ
､

ハ
ヤ
､
タ
ナ
ゴ
､

コ
イ
､
ナ
マ
ズ
､
ウ
ナ
ギ
な
ど
で
あ
っ
た
｡
と
-
に
'
ウ
ナ
ギ
は
よ
-

と
れ
て
'
｢
オ

サ
工
に
い
く
｣
と
い
っ
て
ウ

ナ

ギ
ガ
ケ
や
釣
り
な
ど
で
と
っ
た
.
ウ
ナ
ギ
の
食
べ
か
た
は
､
切

り
落
と
し
た
頑
は
焼
い
て
砂
糖
と
醤
油
で
煮
こ
み
､
胴
は
背
を
裂
い
て
か
ば
焼
き
に
し
た
o

ド
ジ

ョ
ウ
は
､
E
3
の
水
口
で
つ
か
ま
え
た
｡
ま
た
､
ド
ジ

ョ
ウ
は
攻
に
な
る
と
腹
を
上
に
向
け
て
寝
て
い
る

の
で
'
幻
を

つ
け
て
田
へ
行
き
'
ド
ン
m
ウ
プ
チ
で
刺
し
て
と
っ
た
.
ド
ジ
n
ウ
プ
チ
と
い
う
の
は
､
六
尺
程

度
の
竹
の
棒
の
さ
き
に
ド
ジ

ョ
ウ
プ
チ
ハ
-

(店
で
売

っ
て
い
た
)
を
付
け
た
道
具
で
あ
る
｡
食

へ
方
は
ヤ
ナ

ガ
ワ
で
､
ド
ジ
n
ウ
に
勘
を
か
け
て
洗
い
ヌ
メ
-
を
と
り
､
ま
る
ご
と
ゴ
ボ
ウ
と
裁
て
､
卵
で
と
じ
た
｡

明
治
末
偶
に
食
用
蛙
の
餌
と
し
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
工
ビ
ガ
ーl
を
輸

入
し
'
そ
の
交
換
生
物
と
し
て
日
本
か
ら

カ
マ
キ
リ
が
輸
出
さ
れ
た
｡
蛙
の
蕃
殖
池
か
ら
逃
げ
た
エ
ビ
ガ
二
は
交
尾
期
に
な
る
と
稲
を
切

っ
て
歩
き
は
じ

め
大
き
な
書
を
も
た
ら
し
た
.
そ
の
た
め
EE
を
ウ
ナ
ウ
と
き
に
見
つ
け
る
と
捕
ま
え
た
.
太
平
洋
戦
争
中
に
は
､

と
く
に
よ
く
捕

っ
て
食
べ
た
｡

フ
ラ
イ
に
す
る
こ
と
が
多
く
'

エ
ヒ
と
お
な
じ
味
が
し
て
お
い
し
か

っ
た
｡
し

か
し
'
｢
あ
た
る
と
な
お
る
井
が
な
い
｣
と
い
わ
れ
だ
し
て
か
ら
食

へ
な
-
な
っ
た
｡

ナ
マ
ス
は
ハ
ラ
ワ
タ
を
と
り
'
ゆ
で
て
か
ら
た
れ
を
つ
け
て
会

へ
た
｡

タ
二
ノ
は
春
先
に
田
で
沢
山
採
れ
た
｡
ゆ
で
て
身
を
と
り
た
し
､
そ
れ
を
ア
ク
-
ズ
で
よ
-
洗
い
あ
げ
て
'

ゴ
ボ
ウ
を
い
れ
て
醤
油
で
煮
た
｡
家
に
よ
っ
て
は
､
多
E3
の
タ
ニ
ン
を
釜
で
ゆ
で
あ
げ
'
そ
の
身
を
市
場
に
だ

し
て
い
た
o

ソ
ジ
-
は
用
水
や
川
に
た
く
さ
ん
い
た
｡
現
在
は
'
ま
っ
た
く
と
れ
な
く
な

っ
て
､
買

っ
て
食

へ
て
い
る
｡

カ
タ
ソ
ケ
は
カ
ラ
ス
ガ
イ
の
こ
と
で
'
川
で
と
れ
'
ゆ
で
て
か
ら
'
煮

つ
け
て
食

へ
た
｡

や
っ
と
み
つ
け
た
ド
ジ
ョ
ウ
(寺
家
･
63
)

カ
エ
ル
の
産
卵

(鉄
･
E3
)
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ア
カ
カ
エ
ル
は
た
ま
に
食

へ
る
人
が
い
た
O
皮
を
は
い
で
焼
い
て
'
醤
油
か
味
噌
を

つ
け
て
食
べ
る
と
う
ま

か
っ
た
｡
こ
れ
は
'
熱
冷
ま
し
に
効
く
と
い
わ
れ
て
い
た
｡

烏

･
野
兎

対
は
'
自
分
の
家
で
飼

っ
て
い
た
の
で
卵
は
た
ま
に
年
寄
り
'
病
人
'
客
に
出
し
､
食

へ
る
こ
と
が
あ

っ
た

が
､
商
品
と
な

っ
た
の
で
若
い
も
の
は
自
由
に
食

へ
ら
れ
な
か

っ
た
o
鶏
肉
は
'
卵
を
産
ま
な
-
な

っ
た
場
合

に
そ
れ
を
ツ
プ
し
て
食

へ
た
O
そ
の
役
は
年
寄
り
の
仕
事
だ
っ
た
｡
牛
や
豚
な
と
の
肉
は
､

コ
エ
ク
-
の
と
き

に
買
っ
て
き
た
｡
家
に
よ
っ
て
は
獣
の
肉
を
家
の
内
で
調
理
す
る
こ
と
を
き
ら
っ
た
家
も
あ

っ
た
｡
雪
の
日
に
'

若
い
男
な
と
が
半
分
遊
び
で
ス
ス
メ
を
と
っ
た
｡
雪
の
う
え
を
竹
ぼ
う
き
で
は
ら

っ
て
'
モ
-
を
点
々
と
ま
き
へ

間
に
ト
リ
モ
チ
を

つ
け
た
ヒ
コ
を
立
て
る
｡

エ
サ
を
と
り
に
き
た
ス
ス
メ
が
､
ト
-
モ
チ
に
-
っ
つ
い
て
動
け

な
く
な

っ
た
と
こ
ろ
を
つ
か
ま
え
た
o
ス
ズ
メ
の
ケ
ハ

(羽
)
を
取
り
さ
っ
て
焼
い
て
金

へ
た
o
ま
た
肉
と
層

を
た
た
き
'
団
子
に
し
て
汁
物
に
入
れ
た
｡
ダ
シ
が
よ
く
出
て
お
い
し
か

っ
た
｡

鴨
は
'
鶴
見
川
に
来
る
の
を

つ
か
ま
え
た
｡
川
向
の
東
寄
り
に
鶴
見
川
の

一
支
流
江
川
の
水
を
ひ
い
て
作

っ

た
鴨
の
猟
場
が
あ

っ
た

(昭
和
三
年
か
ら
三
十
五
年
)
が
'
環
境
の
変
化
に
と
も
な

っ
て
な
-
な

っ
た
｡

野
兎
も
た
ま
に
食

へ
た
o
鉄
砲
や

一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
高
さ
で
幅
の
長
い
網
を
張

っ
て
､
ウ
サ
ギ
追
い
を

し
た
o
野
兎
は
'
昭
和
二
十
年
こ
ろ
ま
で
は
､
こ
の
丘
陵
界
隈
に
た
-
さ
ん
い
た
.
こ
の
内
は
､
鶏
と
お
な
じ

よ
う
に
へ
ト
-
コ
ハ
ン
'
ト
-
ソ
バ
の
よ
う
に
調
理
さ
れ
た
O

五

漬
物

梅
干

梅
の
水
気
を
よ
-
き

っ
て
､
梅

l
升
に
対
し
て
塩
三
舎
を
入
れ
る
0
軽
い
重
石
を
し
て
､
十
日
ほ
と
お
-
と

梅
酢
が
出
る
｡
梅
を
赤
く
す
る
た
め
に
シ
ソ
ソ
バ
を
塩
で
よ
-
も
ん
で
加
え
る
0
土
用
に
､
梅
と
ン
ソ
ソ
バ
を

ザ
ル
に
あ
げ
て
干
す
｡
夜
に
は
､
梅
酢
の
な
か
に
入
れ
て
も
と
す
｡
干
し
た
梅
を
も
と
す
と
梅
酢
が
よ
-
し
み

d
E猟
池
跡

(林
の
奥

･
川
向

･
6
)

村是
(梅干)梅一升､塩一升
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こ
ん
で
'
い
っ
そ
う
赤
-
な
る
｡
こ
れ
を
三
日
繰
り
返
す
｡
干
し
あ
が
っ
た
ら
､
カ
メ
に
き

っ
ち
り
詰
め
る
0

梅
を
干
す
場
合
へ
｢三
日
三
晩
の
土
用
干
し
｣
と
い
っ
て
､
夜
､
カ
メ
に
も
と
さ
ず
に
干
す
方
法
も
あ
る
｡
ン

ソ
ッ
パ
を
入
れ
る
ま
え
の
梅
酢
は
'
お
な
か
を
下
し
た
と
き
に
す
こ
し
飲
む
と
効
-
､
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
ま

た
'

ノ
ソ
ノ
バ
を
入
れ
た
あ
と
の
赤
-
な

っ
た
梅
酢
に
､
ン
ヨ
ウ
カ
を
芯
け
'
紅

ソ
ヨ
ウ
カ
を
作

っ
た
o

タ
ク
ア
ン

読
物
を
オ
コ
ウ
コ
と
い
い
'
こ
れ
は
と
-
に
糠
と
塩
で
漬
け
た
も
の
を
さ
す
O
タ
イ
コ
ン
､

ハ
ク
サ
イ
､
カ

ブ
､
コ
マ
ツ
ナ
､
カ
ラ
ン
ナ
'
タ
カ
ナ
な
と
破
け
ら
れ
る
も
の
は
な
ん
で
も
拭
け
た
O
そ
の
な
か
で
も
タ
ク
ア

ン
は
か
な
ら
ず
作

っ
て
き
た
O
ダ
イ
コ
ン
を
洗

っ
て
'
風
通
し
の
よ
い
と
こ
ろ
に
縄
を
は
っ
て
､
そ
れ
に
掛
け

て
五
十
日
-
ら
い
干
す
｡
ま
た
家
に
よ
っ
て
は
十

一
月
の
末
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
､
と
く
に
影
向
寺
の
市
日

(十
二
月
十

一
･
十
二
日
)
の
前
に
と
り
い
れ
し
て
､
ム
ノ
ロ
の
上
で
干
し
た
り
'
皮
を
む
い
て
､
そ
れ
を
二

重
に
な
っ
た
縄
の
間
に
は
さ
ん
で
干
し
た
.
正
月
か
ら
食

へ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
､

l
か
月
前
に
は

漬
け
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
.
柔
は
捨
て
て
四
g
用
の
桶
で
破
け
る
｡
細
け
れ
ば
八
十
本
､
太
い
の
で

六
十
本
-
ら
い
感
け
ら
れ
た
.
糠
と
塩
の
割
合
は
'
｢
糠
七
升
に
塩
三
升
｣
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
は
い
る

が
'
家
に
よ
り

｢糠

1
斗
に
対
し
て
塩
111升
｣
や
'
｢
ダ
イ
コ
ン
E
I十
本
に
対
し
て
､
塩
三
升
｣
と
も
い
わ
れ

て
き
た
｡
ダ
イ
コ
ン
'
糠
､
塩
を
交
互
に
入
れ

て
破
け
る
O
糠
は
多
い
ほ
う
が
お
い
し
く
で
き
る
O
塩
の
員
が

少
な
い
と
､
春
先
に
は
ス
イ
ケ

(酢
味
)
が
で
る
｡
そ
の
た
め
'
全
部
を
お
い
し
く
食

へ
る
た
め
に
は
小
型
の

桶
に
､
塩
の
塁
を
変
え
て
漬
け
る
と
よ
い
と
い
う
人
も
い
る
0
后
物
桶
は
-
ソ
ヘ
ヤ
に
お
く
｡

1
か
月
後
に
は

水
が
あ
が
り
食

へ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
を
ア
サ
ヅ
ケ
と
い
う
0
そ
の
あ
と
を
タ
ク
ア
ン
と
い
う
O
塩
を
効

か
せ
て
重
い
重
石
で
あ
れ
ば
'
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
ま
で
食

へ
る
こ
と
が
で
き
た
｡
フ
ル
ツ
ケ
は
､
時
と
し
て

塩
た
し
を
し
て
､
味
噌
汁
の
具
と
し
た
｡

味
噌
漬
け

十

1
月
上
旬
に
準
備
を
は
じ
め
る
O
材
料
は
キ

ュ
ウ
-
'
タ
イ
コ
ン
､
ナ
ス
､
ゴ
ボ
ウ
な
ど
で
あ
る
O
殻
け

梅
干

(栗
原
桁
助
家
･
大
棚

･
54
)

大
根
ほ
し

(吉
野
敏
雄
家
･
大
棚
･
61
)

註
村是

一樽

(タ
ク
ワ
ン
)
乾
大
根
百
本
､
称
五
升
､
塩
六
升
=
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か
た
は
､
四
斗
桶
を
用
意
し
て
､
そ
の
底
に

一
年
味
噌
あ
る
い
は
二
年
味
噌
を
敷
き
､
塩
破
け
を
し
て
水
気
を

と
っ
た
キ

ュ
ウ
-
'
洗

っ
て
干
し
て
水
気
を
と

っ
た
ダ
イ
コ
ン
､
洗

っ
て
す
こ
し
干
し
た
ナ
ス
や
ゴ
ボ
ウ
を
お

く
｡
こ
の
下
処
理
は
味
噌
を
い
た
め
な
い
よ
う
に
水
分
を
減
ら
す
た
め
で
あ
る
.
こ
の
野
菜
の
上
に
味
噌
の
材

料
で
あ
る
麹
､
大
豆
'
ミ
ソ
7
メ
'
塩
を
よ
く
か
き
混
ぜ
て
加
え
る
.
こ
の
J
i斗
桶
を
ミ
ソ
ベ
ヤ
で

1
年
間
ね

か
す
と
'
桶
の
上
部
に
は

1
年
味
噌
が
で
き
､
野
菜
は
味
噌
后
け
と
な
る
｡

シ
オ
シ

(オ
キ
ヅ
ケ
)

夏
野
菜
の
ナ
ス
､
キ

ュ
ウ
リ
を
材
料
と
し
た
塩
放
け
で
'
手
順
は
ネ
イ
ユ

(煮
え
以
)
を
か
け
､
そ
れ
に
塩

を
ふ
り
か
け
､
も
み
な
が
ら
破
け
こ
む
｡
塩
の
割
合
は
'
泣
け
こ
む
盟
の
四
分
の

1
が
平
均
と
い
う
｡

ハ
ク
サ
イ
漬
け

備
に
四
～
五
株
泣
け
る
｡

1
株
を
四

～
六

つ
に
切

っ
て
洗
い
､
日
な
た
で
干
す
｡
桶
の
な
か
に
､
塩
と
交
互

に
破
け
こ

ん
で
重
石
を
す
る
｡
長
い
間

お
い
し
く
食
べ
る
た
め
に
は
､
水
が
あ
が
っ
た
時
に
放
け
な
お
す
｡
そ

の
と
き
に
は
'
味
を
み
て
､
食
べ
る
時
期
と
最
初
の
塩
の
塁
に
あ
わ
せ
て
広
け
な
お
す
よ
う
に
す
る
｡

そ
の
他

は
か
に
､
二
年
子
ダ
イ
コ
ン
を
輪
切
り
に
し
て
干
し
､
食

へ
る
時
に
は
水
で
も
ど
し
'
ユ
ズ
の
皮
な
ど
を
入

れ
て
作

っ
た
汁
に
つ
け
て
食

へ
る
ハ
リ
ハ
リ
が
あ
る
o
塩
辛
-
破
け
た
砧
物
を
塩
だ
し
し
て
'
酒
粕
に
-
-
ン

を
加
え
て
漬
け
た
奈
良
涜
け
も
作

っ
た
o

保
存
食
料

五
月
に
タ
ケ
ノ
コ
を
掘
り
､
皮
を
む
い
て
ゆ
で
あ
げ
て
､
オ
カ
ラ
に
泊
け
IJ
ん
で
オ
シ
を
す
る
O
こ
う
し
て

お
け
ば
'
い
つ
で
も
新
鮮
な
タ
ケ
ノ
コ
が
食

へ
ら
れ
る
O
ま
た
､
ダ
イ
コ
ン
を
洗

っ
て
'
千
切
り
し
て
ゴ
ザ
の

う
え
に
ひ
ろ
げ
て
日
干
し
す
る
｡
こ
れ
を
キ
リ
ボ
シ
と
い
う
O
早
く
干
さ
な
い
と
､
黒
-
な

っ
て
し
ま
う
の
で

手
早
く
す
る
｡
サ
ト
イ
モ
の
ク
キ
を
干
し
て
イ
モ
ガ
ラ

(ズ
イ
キ
)
を
作

っ
た
｡
こ
れ
は
､
水
で
も
ど
し
て
､

醤
油
と
砂
糖
で
煮
て
､
ノ
リ
マ
キ
の
具
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
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六

味
噌
と
醤
油

味
噌

味
噌
は
､
秋
の
彼
岸
ご
ろ
に
､

コ
ム
ギ

一
斗
五
升

(
ハ
ダ
カ
ム
ギ
の
場
合
も
あ

っ
た
)
を
セ
イ
ロ
で
ふ
か
し

て
､
冷
ま
し
て
､
麹
菌
を
加
え
て
､
十
枚
く
ら
い
の
コ
ウ
リ
ブ
タ
の
な
か
で
ね
か
せ
て
郁
み
重
ね
て
お
-
｡
自

然
に
イ
与
が
あ
が

っ
て
き
て
'
三
～
四
日
す
る
と
白
く
な
る
C
そ
こ
で
､
そ
れ
を
手
で
も
ん
で
置
い
て
お
-
と
'

キ
パ
ナ
が
さ
き
'
麹
が
で
き
あ
が

っ
た
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
に
塩
を
混
ぜ
な
い
と
い
た
む
の
で
塩
<
升
を
入
れ
､

混
ぜ
て
四
斗
桶
の
な
か
に
入
れ
て
お
-
｡
大
豆
を
干
し
て
､
皮
を
と

っ
た
実
を
や
わ
ら
か
-
な
る
ま
で
冷
や
か

し
て
､
大
釜
で
煮
る
｡

ユ
デ
汁
を
-
ソ
7
メ
と
い
い
､
次
に
使
う
と
き
ま
で
と

っ
て
お
-
｡
麹
'
大
豆
､
塩
を

臼
に
入
れ
､
-
ソ
ア
メ
を
加
え
な
が
ら
杵
で
つ
き
'
全
体
に
や
わ
ら
か
-
す
る
｡
ま
た
は
ハ
ン
ギ
リ

(直
径

一
･

五
メ
ー
ト
ル
､
高
さ
五
十
セ
ン
チ
)
と
い
う
桶
の
t･,6か
に
入
れ
て
混
ぜ
る
場
合
も
あ

っ
た
o

つ
き
終
わ
る
と
､

シ
ャ
モ
ジ
で
す
-
い
と
り
な
が
ら
'
味
噌
桶
に
仕
込
み
'
そ
の
上
に
コ
ポ
ウ
の
葉
を
敷
い
て
か
び
な
い
よ
う
に

す
る
o
ミ
ソ
ベ
ヤ
､
ド
マ
な
ど
に
ね
か
し
て
お
-
｡

t
年
味
噌
と
い
っ
て
春
か
ら
食

へ
る
こ
と
が
で
き
た
が
'

三
年
ね
か
し
た
も
の
が

一
番
う
ま
い
と
さ
れ
て
い
る
｡

麦
と
大
豆
の
割
合
は

1
対

1
と
い
う
と
こ
ろ
が
多
い
が
､
小
麦
の
不
足
を
大
麦
で
代
用
し
た
り
'
あ
る
い
は

大
豆
の
良
を
増
や
し
味
噌
の
甘
み
を
強
く
す
る
場
合
も
あ

っ
た
｡
四
斗
桶
に
は
'
平
均
的
に
三
斗
八
升
の
虫
が

入
る
こ
と
に
な
る
が
'
そ
の
虫
は
ほ
ぼ
柿
に
ハ
ッ
テ
し
ま
う
忠

(満
杯
の
血
)
で
あ
っ
た
た
め
へ
少
な
め
に
作

る
の
が
よ
い
と
さ
れ
た
｡
そ
し
て
'
上
下
を
反
転
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
も
い
う
が
､
四
斗
桶
で
は
大
き
す
ぎ
て

-
ソ
カ
キ
で
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
'
と
う
し
て
も
底
の
ほ
う
が
塩
辛
-
な
っ
た
｡
塩
は
カ
マ
ス
買
い
を

し
､
使
い
き
っ
た
ら
カ
マ
ス
を
ひ
ら
き
､
そ
れ
を
味
噌
桶
の
う
え
に
か
ぶ
せ
る
と
味
噌
の
た
め
に
よ
い
と
い
う
0

味
噌
は
昭
和
三
十
五
年
ご
ろ
ま
で
各
戸
で
作
ら
れ
て
い
た
｡

醤
油

醤
油
は
家
に
よ
っ
て
は
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で
､
秋
の
彼
岸
の
こ
ろ
に
作

っ
て
い
た
｡

註

村
是

(味
噌
)

来
上
り
二
十
耳
=

大
豆
及
挫
麦
各

1
斗
五
升
､

樽

塩

一
斗
､
出

註

村
是

(醤
油
)
昔
は
大
抵
手
製
し
た
る
も
の
な
る
が
近
年

は
原
料
の
欠
乏
と
か
手
錠
の
面
倒
と
か
小
変
は
他
に
用
ふ
る
方

便
利
な
り
な
ど
～
て
他
よ
り
買
入
る
ゝ
も
の
多
し

小
麦
及
大

豆
各

1
斗
五
升
､
塩

一
斗
､
搾
り
上
り
三
斗
=

1
本
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小
麦

1
斗
五
升
を
イ
リ
ガ
ラ

(平
釜
)
で
杓

っ
て
､
石
臼
で
半
放
し
に
す
る
.
大
豆
を
煮
て
ザ
ル
に
あ
け
'

水
気
を
切

っ
て
小
麦

･
麹
菌
と
ま
ぜ
る
｡
こ
れ
を
､

コ
ウ
ジ
ブ
タ
に
入
れ
て
､
キ
パ
ナ
が
咲
-
ま
で
ね
か
す
｡

大
き
な
シ
コ
､､､
オ
ケ
に
､
麹
と
塩

一
斗
を
入
れ
､
長
い
棒
の
先
に
ち
い
さ
な
板
を

つ
け
た
カ
キ
マ
ワ
ン
ポ
ウ
で

か
き
ま
ぜ
な
が
ら
へ
7
メ
を
入
れ
て
'
や
わ
ら
か
く
緩
め
る
｡
モ
ロ
-
が
出
来
あ
が
る
｡

一
年
か
ら
三
年
の
あ

い
だ
､
月
に

一
度
の
割
で
よ
く
か
き
ま
わ
し
て
ね
か
せ
た
｡

醤
油
匿
が
､
新
吉
田
'
牛
久
保
の
金
子
人
な
ど
に
あ

っ
た
｡
初
夏
に
な
る
と
､
醤
油
屋
に
ン
ヨ
ウ
ユ
ン
ポ
リ

を
た
の
ん
だ
｡
醤
油
屋
は
､
木
綿
の
袋
と
肉
厚
の
木
の
し
ぼ
り
箱
な
ど
の
道
具
を
持

っ
て
し
は
り
に
き
て
-
れ

た
｡
袋
に
'
で
き
た
モ
ロ
-
を
入
れ
､
箱
に
詰
め
て
､
蓋
を
し
て
へ
押
し
を
し
て
し
は
る
｡
箱
の
底
に
は
小
さ

な
穴
が
あ
い
て
お
り
'
こ
こ
か
ら
し
ほ
れ
た
宙
油
が
出
て
き
た
.
絞

っ
た
汁
を
大
釜
で
穀
た
て
､
樽
に
入
れ
､

-
ソ
ベ
ヤ
に
お
い
た
｡

1
番
醤
油
と
二
番
醤
油
が
あ
っ
た
｡

1
番
醤
油
は
生
昏
油
で
ヒ
ト
ヨ
セ
の
際
の
歯
軸
と

し
て
使

っ
た
｡
二
番
醤
油
は
'

1
度
し
ぼ
っ
た
モ
ロ
-
に
塩
と
水
を
足
し
て
､
再
度
し
は
っ
た
も
の
で
'
色
は

窓
い
が
日
常
は
こ
れ
を
使

っ
た
｡
シ
ポ
-
カ
ス
は
畑
に
撒
い
て
肥
料
に
し
た
り
､
ブ
タ
の
い
る
家
で
は
エ
サ
に

す
こ
し
づ

つ
混
ぜ
て
食
べ
さ
せ
た
｡

新
吉
田
に
'
都
醤
油

(坂
倉
醤
油
屋
)
が
あ

っ
て
t
L
ぼ
っ
て
も
ら

っ
た
が
､
そ
の
う
ち
に
そ
の
店
か
ら

一

斗
樽
で
買
う
よ
う
に
な

っ
た
｡
貧
乏
徳
利
な
ど
に
小
出
し
に
し
て
使

っ
た
｡

七

油
ナ
タ
ネ
'
ゴ
マ
､

エ
ゴ
マ
な
ど
を
四

～
五
軒
で
組
を
つ
く
っ
て
栽
培
し
た
｡
六
人
家
族
で
､

二
戸
当
た
り
年

五
升
あ
れ
ば
足
り
た
｡
油
屡
と
し
て
は

､
荏
田
関
根
の
金
子
家
'
荏
田
宿
の
高
橋
家
､
小
机
の
神
本
家
､
池
辺

の
佐
藤
家
な
ど
が
あ

っ
た
｡
近
年
ま
で
は
神
奈
川
の
岩
井
屋
で
油
し
め
を
し
て
も
ら

っ
て
い
た
.
荏
田
の
油
屋

で
は
'
大
正
十
年
代
ま
で
は
手
動
の
油
し
ほ
り
機
を
使

っ
て
い
た
｡
し
は
る
時
期
に
な
る
と
'
近
在
の
ム
ラ
か

ら
ナ
タ
ネ
を
税
ん
だ
テ
ビ
キ
ダ
ル
マ
が
往
来
し
た
と
い
う
｡
ナ
タ
､ネ
は
こ
の
界
隈
の
田
は
ド
ブ

ッ
タ
だ
っ
た
た

督
油
用
具

カ
タ
ク
チ
･
キ
ル
ク
ヌ
キ
･
四
斗
縛
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め
､
ム
ギ
を
作

っ
て
い
な
い
畑
で
栽
培
し
た
｡
で
き
た
も
の
を
､
虚
に
ひ
ろ
げ
て
干
し
'
吃
い
た
サ
ヤ
を
も
む

と
､
カ
ラ
の
な
か
か
ら
種
が
で
る
｡
そ
れ
を
ト
ウ
シ
で
ト
ウ
し
て
'
ト
ウ
ミ
で
ゴ
-
を
と

っ
て
か
ら
､
油
屋

へ

共
同
で
も

っ
て
い
っ
た
｡
ゴ
マ
は
い
ま
で
も
栽
培
し
て
い
る
が
ヘ
ス
-
ゴ
マ
に
使
う
だ
け
で
あ
る
｡

八

砂
糖

白
砂
船
は
寅
缶
で
め

っ
た
に
買
う
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
日
頃
は
巣
砂
地
を
使

っ
た
｡
テ
ン
コ
は
､
崇
砂
糖
を

精
製
し
た
も
の
で
白
砂
糖
よ
り
は
色
は
す
こ
し
茶

っ
ぼ
く
'
召
さ
は
､
白
砂
糖
だ
と
茶
碗
三
は
い
の
と
こ
ろ
を

二
は
い
で
す
ん
だ
｡
太
平
洋
戦
争
中
に
は
砂
糖
キ
ビ
を
自
家
栽
培
し
て
'
ワ
ラ
プ
チ
キ
カ
イ
で
し
は
っ
て
煮

つ

め
て
黒
砂
糖
を
作
り
あ
げ
た
.
ま
た
砂
糖
の
代
用
品
を
作

っ
た
o
カ
ボ
チ
ャ
を
使

っ
た
甘
味
料
は
チ
リ
メ
ン
カ

ボ
チ
ャ
に
水
を
加
え
て
'
と
ろ
火
で
あ
ん
こ
状
に
な
る
ま
で
煮
こ
み
､
こ
れ
を
ザ
ル
で
こ
し
て
､
作
り
あ
げ
た

粉
状
の
も
の
で
あ
る
｡
多
少
カ
ボ
チ
ャ
の
臭
い
は
す
る
が
､
煮
物
な
ど
を
作
る
と
き
に
使

っ
た
｡

九

酢
こ
れ
は
'
大
棚
の
吉
野
市
作
商
店
や
山
田
の
飯
田
屋
商
店
な
ど
で
買

っ
て
い
た
.
太
平
洋
城
争
後
の
配
給
時

に
'
年
寄
り
が
'
か
つ
て
作

っ
た
カ
キ
ス

(柿
酢
)
を
思
い
出
し
て
作

っ
た
こ
と
が
あ
る
｡
作
り
方
は
'
渋
柿

を
よ
く
洗
い
'
水
気
を
よ
く
切
り
'
へ
た
を
と
り
'
瓶
に
入
れ
て
発
酵
さ
せ
､
サ
ラ
シ
の
袋
で
こ
す
｡
味
は
'

酸
味
と
は
と
よ
い
甘
味
が
あ

っ
た
と
い
う
｡

十

茶
と
酒

茶昭
和
四
十
年
ご
ろ
ま
で
自
家
で
製
茶
を
し
て
い
た
｡
茶
の
木
は
､
ク
ネ
や
､
畑
の
境
に
植
え
て
あ

っ
た
｡
手

入
れ
は
糞
を
摘
ん
だ
あ
と
'
平
ら
に
切
り
そ
ろ
え
た
｡
新
芽
は
､
五
月
に
入
る
と
摘
み
始
め
'
五
月
い
っ
ぱ
い

ゴ
マ
の
乾
燥

手
前
は
田
種
定
規
の
コ
ロ
ガ
シ
(吉
野
清
助
家
･
大
棚
･
5
)

註

村
長

(砂
糖
)
二
一四
十
年
以
前
ま
で
は
天
光
を
今
の
三
盆

比
に
思
ひ
て
容
易
に
用
ひ
ず
用
ふ
る
と
て
も
黒
砂
糖
の
み
な
り

注

村
是

(茶
)
苦
し
は
カ
ン
ス
に
て
和
し
出
し
ザ
ル
を
当
て
ゝ

ヒ
ノ
ヤ
ク
に
て
汲
み
て
飲
み
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茶
つ
み

ナ
マ
ハ
を
セ
イ
EZ
で
i)す

(石
渡
IL･リ
き
ん

祐
m
柚
木

4
)

フ
ル
イ

(茶
専
用
)

ホ
イ
E)
(兼
好
垣
政
蒙

東
山
EE

51
)
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で
終
え
た
｡

1
番
茶
だ
け
で
約
二
三
と
れ
'
そ
の
虫
は
八

～
十
人
家
族
の

1
年
分
で
あ
っ
た
.

摘
ん
だ
糞
は
､
ナ
マ
ハ
と
い
わ
れ
'
外
に
出
し
て
お
-

と
乾
い
て
黄
色
に
変
色
す
る
た
め
､
摘
ん
で
く
る
と

す
-
に
イ
モ
グ
ラ
に
入
れ
た
｡
ナ
マ
ハ
与
力
マ
ド
に
か
け
た
セ
イ
ロ
に

1
つ
か
み
ず
つ
入
れ
て
'
薬
か
ら
湯
気

が
あ
が
る
ま
で
サ
イ
パ
ン
で
よ
く
か
き
ま
わ
す
｡
こ
の
と
き
蒸
し
す
ぎ
る
と
赤
く
な
る
の
で
､
そ
の
前
に
と
り

た
し
て
､
戸
板
や
チ
ガ
ヤ
ム
シ
ロ
の
上
に
広
げ
て
'
手
で
か
き
ま
ぜ
て
冷
ま
す
｡

l
晩
-
ら
い
ね
か
し
て
お
-

よ
う
な
こ
と
も
あ
る
｡
次
に
'
ホ
イ
ロ

(
オ
チ
ャ
ホ
イ
ロ
ま
た
は
ク
ド
)
の
鉄
板
の
う
え
に
何
故
も
の
和
紙
を

重
ね
て
張
り
､
火
を
お
こ
す
｡
燃
料
は
炭
火
で
あ
る
o
十
分
に
熱
が
ま
わ
る
と
､
和
紙
の
う
え
に
葉
を
の
せ
､

手
で
糞
も
み
を
繰
り
返
し
､
糞
が
縮
ん
だ
ら
ゴ
ザ
の
う
え
に
干
す
｡
こ
れ
を
三
回
繰
り
か
え
し
フ
ル
イ
に
か
け

る
と
茶
は
で
き
あ
が
る
｡
製
茶
の
日
に
は
'

1
気
に
総
て
の
ナ
マ
ハ
を
茶
に
仕
上
げ
る
た
め
'
ご
飯
も
交
替
で

す
ま
せ
た
｡
で
き
あ
が
っ
た
も
の
は
'

一
貫
半
は
い
る
茶
壷
か
'

一
斗
椎
に
入
れ
て
保
存
し
た
O
こ
の
仕
事
を

近
所
の
年
寄
り
に
た
の
む
こ
と
も
あ

っ
た
.
手
間
巧
は
､
茶
や
現
金
で
払

っ
た
｡
新
茶
が
で
き
あ
が
っ
た
ら
近

所
に
-
ぼ

っ
た
｡
｢
八
十
八
夜
の
お
茶
を
飲
む
と
七
十
五
日
生
き
の
び
る
｣
と
い
わ
れ
た
｡

酒楕
酒
は
高
価
だ
っ
た
の
で
､
正
月
や
祭
り
以
外
に
は
､
焼
酎
を
飲
ん
だ
｡
酒
を
買
い
に
行
く
と
き
は
､
自
分

の
家
か
ら
ト
ン
ク
-
を
も

っ
て
い
っ
た
｡
ま
た
､
モ
チ
ゴ
メ
を
も

っ
て
い
く
と
'
麹
と
と
り
か
え
て
く
れ
た
｡

自
分
の
家
で
ド
プ
ロ
ク
を
作

っ
た
が
'
臭
い
が
強
か
っ
た
｡

ア
マ
ザ
ケ

麹
屋
か
ら
､

コ
メ
コ
ウ
ジ
を
買

っ
て
き
て
'
硬
を
や
わ
ら
か
-
炊
き
あ
げ
て
'
そ
れ
に
混
ぜ
て
､
冷
め
る
ま

で
よ
く
か
き
ま
わ
し
て
､
瓶
に
入
れ
'
布
団
を
か
ぶ
せ
て
お
く
｡
と
き
と
き
か
き
混
ぜ
な
が
ら
味
を
み
て
七
-

な
っ
た
ら
で
き
あ
が
り
｡
お
湯
を
加
え
て
う
す
め
て
飲
む
｡
麹

一
枚
に
対
し
て
'
梗
三
台
の
割
合
で
作
る
.
栄

の
証
が
多
い
と
､
下
に
オ
ド
ン

(澱
ん
)
で
'
お
い
し
く
な
い
｡

:

;

･T

.
''

:
..

-
a

註

付
足

酒
も
正
月
と
祭
礼
に
多
く
用
ふ

盆
も
之
れ
に
次
ぎ



223 苅1節 企 料 と 良 品

十

一

煙
草
と
菓
子

煙
草

明
治
三
十
七
年
に
､
煙
草
専
売
法
が
公
布
さ
れ
る
ま
で
'
自
家
栽
培
L
t
自
宅
で
柴
を
き
ざ
ん
で
吸

っ
て
い

た
｡
太
平
洋
戦
争
中
'
配
給
制
に
な
る
と
'
こ
れ
だ
け
で
足
り
な
い
人
は
'
山
で
イ
タ
ト
-

(
ス
カ
ン
ポ
)
の

糞
を
と

っ
て
き
て
'
陰
干
し
に
し
て
'
き
ざ
ん
で
吸
う
こ
と
が
あ
っ
た
｡
明
治
三
十
三
年
に
'
未
成
年
者
喫
煙

禁
止
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
は
'

一
家
全
員
が
煙
草
を
吸
う
こ
と
が
よ
-
み
ら
れ
た
｡

菓
子

菓
子
は
'
茅
ヶ
崎
の
田
中
屋
'
大
棚
の
ま
か
ら
ず
屋

･
吉
田
屋
､
山
田
の
飯
田
匿
な
と
で
売

っ
て
い
た
｡

ウ
チ
モ
ノ
と
い
っ
て
'
7
ン
コ
入
り
の
粉
菓
子
は
'
上
等
な
菓
子
だ
っ
た
｡
子
ど
も
の
小
小山
が
十
～
二
十
銭

の
と
き
に
､
五
銭
菓
子
と
い
わ
れ
た
.

ナ
ン
キ
ン
マ
メ
に
は
､
ツ
ジ
ウ
ラ

(
一
種
の
占
い
)
が
入

っ
て
い
て
､
そ
れ
を
楽
し
み
に
し
て
E3
っ
た
.

ム
ギ
ク
ラ

(
ム
ギ
コ
ガ
シ
)
は
'
裸
麦
を
粉
に
し
て
､
砂
糖
を
ま
ぜ
て
や
い
た
典
子
で
あ
る
O

ガ
ン
マ
メ
は
､
ソ
ラ
マ
メ
を
干
し
て
､
塩
を
加
え
な
が
ら
イ
リ
ガ
ラ
で
煎

っ
た
菓
子
で
あ
る
0

正
月
は
､
学
校
の
式
典
に
出
席
し
て
､
亀
の
子
セ
ン
ベ
イ
を
も
ら
っ
て
帰

っ
た
0

柿
は
､
ゼ

ン
ジ

マ
ル
と
フ
ユ
ガ
キ

(甘
柿
)へ

ツ
ル
ノ
コ

(渋
柿
)
が
あ
っ
た
O
ク
-
､
ギ
ン
ナ
ン
'
濠
の

実
な
ど
も
食

へ
た
｡

カ
キ
モ
チ
は
､
ゴ

マ
へ
ダ
イ
ズ
､
ア
オ
ノ
リ
な
ど
を
入
れ
て
作

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

ア
ラ
レ
は
'
米
と
粟
で
つ
く
っ
た
寒
餅
を
'
切

っ
て
干
し
た
も
の
で
あ
る
o
こ
れ
ら
は
､
食

へ
る
と
き
に
油

で
揚
げ
た
り
､
煎

っ
た
り
し
て
へ
醤
油
か
砂
地
を
つ
け
て
食

へ
た
.

砂
糖
や
塩
味
で
煮
た
ダ
ン
プ
を
作

っ
た
り
､
オ
ハ
ギ
'
シ
ル
コ
な
ど
を
作

っ
た
o
ト
ウ
モ
ロ
コ
ノ
､

ハ
ス
ノ

…
､

ヘ
チ
マ
ウ
リ
'

マ
ク
ワ
ウ
-
な
ど
も
よ
く
食
べ
た
.

娃

村
足

巻
煙
草
を
用
ふ
る
も
の
は
余
り
多
か
ら
ず
大
抵
刻
責

を
川
ふ

註

付
足

年
中
子
供
若
者
等
の
刃
ひ
愈
す
る
IEM中
々
移
し
､
夫

れ
に
客
人
川
と
称
し
態
頭
'
萩
中
､
干
菓
子
､
バ
ン
…j(子
'
煎

餅
､
金
米
機
､
氷
砂
糖
等
の
消
光
亦
少
か
ら
ざ
る
な
り
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十
二

ソ
バ

･
ウ
ド
ン

･
モ
チ

ソ
バ

I
日
､

十
五
日
､
正
月
'
盆
な
ど
に
は
仕
事
を
休
む
｡

ソ
バ
は
そ
ん
な
と
き
や
ご
飯
が
少
な
い
と
き
､
客
が

来
た
と
き
な
ど
に
作

っ
た
｡
ソ
バ
は
自
家
で
栽
培
L
t
夏
ソ
バ

･
秋
ソ
バ
と
年
二
回
の
収
穫
が
あ

っ
た
｡

ソ
バ

作
り
は
､
ソ
バ
を
干
し
'
ク
ル
リ
ボ
ウ
で
打

っ
て
実
を
と
り
だ
L
t
イ
シ
ウ
ス
の
芯
に
布
を
巻
き
'
隙
間
を

つ

く
り
､
こ
れ
に
実
を
か
け
て
､
ザ
ラ
ッ
ピ
ク

(荒
び
く
)｡
こ
れ
を
ミ
で
ふ
る
い
､
表
皮
を
取
り
の
そ
-
｡

つ

ぎ
に
イ
シ
ウ
ス
を
平
常
に
な
お
し
､
実
を
か
け
て
ひ
く
と
'
ソ
バ
粉
が
で
き
あ
が
る
｡
で
き
た
ソ
バ
粉
を
さ
ら

に
イ
シ
ウ
ス
に
二
～
三
回
か
け
る
と
よ
い
ソ
バ
粉
が
で
き
た
O
ソ
バ
粉
三
台
に
小
麦
粉

t
升
の
割
で
､
そ
れ
に

ヤ
マ
イ
モ
と
'
少

量
の
水
を
ふ
く
ま
せ
な
が
ら
よ
く
こ
ね
､
ダ
ン
ゴ
に
す
る
｡
こ
れ
を
モ
チ
ム
ノ
ロ

(チ
ガ
ヤ

製
)
の
内
側
に
入
れ
て
､
足
で
よ
く
踏
み
な
が
ら
蒔
く
の
は
し
､
折
り
た
た
ん
で
再
度
ま
た
踏
む
｡
こ
れ
を
ノ

ン
イ
タ

(三
尺
×
三
尺
)
の
上
に
の
せ
､
メ
ン
ポ
ウ
を
使

っ
て
'
よ
く
の
ば
す
｡
の
ば
し
終
わ
る
と
'
ソ
バ
包

丁
で
細
長
く
切
る
｡
調
理
は
､
こ
の
細
長
-
切

っ
た
ソ
バ
を
ツ
リ
ナ
ベ
あ
る
い
は
大
約
で
ゆ
で
て
ソ
バ
7
ゲ
ザ

ル
で
す
く
い
あ
げ
る
｡
ソ
バ
汁
の
た
し
に
は
カ
ツ
オ
プ

ソ
を
使

っ
た
｡
昭
和
二
十
五
-
三
十
年
代
に
か
け
て
､

ソ
パ
ウ
チ
キ

(
ソ
バ
プ
チ
キ
)
が
普
及
し
､
モ
チ
ム
シ
ロ
を
使
う
方
法
は
す
た
れ
て

い
っ
た
o

ウ
ド
ン

ソ
パ
ウ
チ
与
の
な
か
に
､
小
麦
粉
を
水
で
こ
ね
て
入
れ
る
｡
そ
の
際
に
､
小
麦
粉

一
升
に
対
し
て
'
サ

ジ

一

杯
の
割
の
重
曹
を
入
れ
る
と
､
シ
ャ
キ
ン
十
キ
し
た
ウ
ド
ン
と
な

っ
た
｡
三
升
釜
の
湯
が
グ
ラ
グ
ラ
穀
た

っ
た

ら
､
ザ
ル
を
先
に
入
れ
た
後
'
ウ
ド
ン
を
ほ
ぐ
し
な
が
ら
入
れ
､
ゆ
で
あ
が
る
と
そ
の
ザ
ル
を
サ
ッ
と
あ
げ
た
｡

ポ

ッ
チ

(小
さ
な
団
子
)
に
し
て
'
ゆ
で
て
普
通
よ
り
辛
め
の
ツ
ユ
に
つ
け
て
食

へ
る
こ
と
も
あ

っ
た
.

ツ
ユ

は
'

二
ポ
シ
を
煮
て
ダ
シ
を
と
り
'
醤
油
を
加
え
て
'
ネ
ギ
の
薬
味
を
刻
ん
で
入
れ
た
｡
と
-
に
冬
場
は
'

ネ

ギ

･
ア
プ
ラ
ゲ
な
ど
を
入
れ
'
煮
こ
み
に
し
た
｡
な
お
上
客
が
あ
る
場
合
に
は
､

ニ
ワ
ト
リ
や
ス
ズ
メ
の
肉
を

入
れ
て
タ
ン
と
し
た
｡

イ
シ
ウ
ス
と
粉
楠
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小
麦
粉
を
使

っ
て
ポ
ッ
タ
ラ
ヤ
与
を
作

っ
た
｡
粉
を
場
で
と
い
て
､
テ
ン
プ
ラ
の
衣
よ
り
も
す
こ
し
固
め
に

し
て
'
重
曹
を
入
れ
､
イ
リ
ガ
ラ
に
油
を
敷
い
て
焼
き
､
味
噌
で
味
を
つ
け
た
｡
ま
た
､
イ
ヒ
リ
グ
ン
ゴ
と
い
っ

て
､
小
麦
粉
の
ダ
ン
ゴ
に
'
砂
糖

･
醤
油
で
味
を
つ
け
て
食
べ
る
こ
と
も
あ
っ
た
.

ソ
ウ
メ
ン

ソ
ウ
メ
ン
屋
は
新
羽
に
十
二
軒
へ
吉
田
に
十

1
軒
'
高
田
に

l
軒
あ

っ
た
｡
[Ii戸
時
代
に
物
売
り
の
旅
人
が

病
気
に
な
っ
て
い
る
の
を
蓑
吉
田
の
加
藤
と
い
う
名
主
が
助
け
て
､
そ
の
お
礼
に
ソ
ウ
メ
ン
の
作
り
方
を
教
え

て
も
ら
っ
た
｡
そ
れ
が
衰
吉
田
の
ソ
ウ
メ
ン
作
り
の

一
つ
の
由
来
話
と
な

っ
て
い
る
｡
明
治
時
代
の
初
糊
､
加

藤
家
が
､
御
霊
の
宮
田
家
に
婿
に
入
り
､
宮
田
家
で
も
ソ
ウ
メ
ン
作
り
を
始
め
る
よ
う
に
な

っ
た
｡

ソ
ウ
メ
ン
は
十

一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
の
寒
に
作
ら
れ
た
o
近
所
の
人
に
賃
金
を
支
払
い
手
伝

っ
て
も
ら
っ

た
O
朝
111時
ご
ろ
か
ら
起
き
だ
し
て
､
小
麦
粉
を
水
で
執
り
､
塩
か
苦
汁
を
入
れ
な
が
ら
練
り
あ
わ
せ
た
の
ち
､

食
用
植
物
油
を
塗
付
し
て
よ
り
を
か
け
な
が
ら
順
次
引
き
延
ば
し
て
ソ
ウ
メ
ン
と
し
た
｡
乾
燥
は
六
尺
ぐ
ら
い

の
木
の
台
を
使
い
､
小
屋
の
な
か
で
E]陰
干
し
に
し
た
o
東
京

･
横
浜
に
売
り
に
だ
し
た
｡

モ
チ

モ
チ
に
は
､
モ
チ
ゴ
メ
以
外
に
ウ
ル
チ
ゴ
メ
･
ア
ワ
･
オ
カ
ポ

･
キ
ビ
な
ど
を
つ
い
た
モ
チ
が
あ
る
｡

暮
れ
の
二
十
五
日
～
二
十
八
日
の
間
に
､

エ
エ
ノ
ゴ
IL
と
し
て
二
軒
か
ら
三
軒
で
組
を

つ
-
り
お
互
い
,Li
モ

チ
を

つ
い
た
｡
モ
チ

ゴ
メ
を
前
の
晩
に
と
ぎ
'

一
晩
水
に
つ
け
て
お
く
｡
翌
日
オ
オ
ザ
ル
に
あ
け
て
'
水
を
切

る
｡
大
釜
に
場
を
わ
か
し
､
モ
チ
ゴ
メ
を
入
れ
た
セ
イ
ロ
を
の
せ
て
蒸
す
｡
モ
チ
ゴ
メ
が
蒸
し
あ
が
っ
た
ら
臼

に
あ
け
'

コ
メ
ツ
プ
が
な
く
な
る
ま
で
五
～
六
人
で
セ
ン
ボ
ン
ギ
ネ
で
つ
く
｡
そ
の
の
ち
､
普
通
の
杵
で

1
人

が
つ
く
｡
モ
チ
を
か
え
す
人
を
テ
ア
シ
と

い
う
｡
神
さ
ま
に
供
え
る
オ
ソ
ナ
工
や
水
モ
チ
に
す
る
分
は
固
め
に

つ
く
が
'
そ
の
と
き
に
金

へ
る
分
は
､
テ
-
ズ
を
多
く
し
て
よ
く
つ
き
'
や
わ
ら
か
-
す
る
｡

つ
き
た
て
の
モ

チ
は
小
さ
く
ち
ぎ

っ
て
'
キ
ナ
コ
､
ア
ン
コ
'
オ
ロ
ン
な
ど
を
つ
け
て
食
べ
る
O
ア
ン
コ
を

つ
け
て
食

べ
る
の

を
ジ
ザ
イ
モ
チ
あ
る
い
は
ジ
ゼ
モ
チ
と
い
う
.

つ
き
終
わ
る
と
､
ノ
ン
イ
タ
の
上
に
ま
い
て
あ
る
ト
リ
コ
を
ま

ソ
ウ

メ
ン
の

ラ
ベ
ル

(撲
生
田

富
太郎家政

註

付
足

米
と
粟
と
を
主
と
し
黍
も
用
ふ
陸
稲
餅
､
棄
餅
は
大

に
皿
美
す
大
舷

1
月
に
於
て
1
家
に
付
米
五
丁
菜
八
斗
位
を
切

り
餅
'
蛇
餅
'
竪
餅
､
水
餅
等
に
拙
く
正
月
の
外
即
ち
三
月
以

後
に
摘
-
も
の
亦

l
家
に
付
米
五
升
粟
三
升
を
下
ら
ざ
る
ペ
し
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ぶ
し
な
が
ら
ノ
シ
モ
チ
に
す
る
｡

つ
ぎ
に
'
こ
れ
を
ヒ
ロ
マ
や
オ
ク
の
部
屋
に
ま
え
も

っ
て
敷
き
詰
め
て
お
い

た
モ
チ
ム
シ
ロ
の
う
え
に

一
枚
ず

つ
北

へ
､

1
-
二
日
間
､
自
然
乾
燥
さ
せ
'
-
っ
つ
か
な
-
な

っ
た
と
き
に

重
ね
て
保
管
す
る
｡
こ
の
と
き
に
､
ノ
ン
モ
チ

の
1部
を
7
ラ
レ
や
カ
キ
モ
チ
用
に
切

っ
た
｡
カ
キ
モ
チ
用
の

モ
チ
は
､

一
枚
ず
つ
藁
縄
に
か
ら
め
て
､
ダ
イ
ド
コ
ロ
の
天
井
か
ら
ぷ
ら
さ
げ
た
｡
こ
れ
は
､
ダ
イ
ド
コ
ロ
の

カ
マ
ド
か
ら
あ
が
る
勲
に
よ
っ
て
､
適
度
に
乾
燥
し
'
よ
い
カ
キ
モ
チ
を
作
る
方
法
だ
と
い
う
0
7
ラ
レ
や
カ

キ
モ
チ
は
'
五
月
の
タ
ウ
ナ
イ
の
と
き
に
'
腹
に
も

つ
と
い
っ
て
'
イ
リ
ガ
ラ
で
煎

っ
て
､
オ
チ
ャ
ウ
ケ
の
時

間
に
愈

へ
た
｡

カ
ン
モ
チ

大
寒
に
つ
く
モ
チ
は
'
長
も
ち
す
る
の
で
正
月
の
モ
チ
よ
り
た
-
さ
ん
つ
い
た
.
む
こ
う

1
年
間
に
作
る
赤

飯
や
オ
ハ
ギ
用
の
モ
チ
ゴ
メ
を

一
俵
な
ら

1
俵
と
確
保
し
て
お
き
'
売
り
以
外
の
モ
チ
コ
メ
を

つ
い
た
｡
ア
ワ

は
二
俵
は
ど
準
備
し
た
｡
ア
ワ
と
コ
メ
を
い
っ
し
ょ
に
つ
く
こ
と
も
あ

っ
た
｡
ア
ワ
に
も
､
黄
色
と
白
色
の

も

の
が
あ
り
､
黄
色
は
お
い
し
-
な
-
､
白
色
は

｢
ム
コ
ダ
マ
シ
｣
と
い
っ
て
'
外
見
は
コ
メ
と
似
て
い
た
｡

-
ズ
モ
チ
用
の
モ
チ
の
場
合
は
､
テ
-
ズ
を
少
な
め
に
し
て
つ
き
あ
げ
た
の
ち
t
,､､ズ
オ
ケ
や
カ
メ
に
入
れ

て
'
水
を
は
っ
て
'
涼
し
い
と
こ
ろ
に
お
く
｡
水
は
三
～
七
日
間
に

1
度
の
割
り
で
取
り
替
え
る
.
丹
精
し
て

き
れ
い
に
し
て
お
け
ば
い
つ
ま
で
ち
ら

つ
の
で
'
そ
の

家
の
主
婦
の
自
位
で
あ
っ
た
O
夏
を
越
し
て
涼
し
く
な

る
と
モ
チ
の
味
が
も
ど
る
の
で
'
お
い
し
-
tl･,6
る
｡
長
-
も
た
せ
る
た
め
に
､
塩
を
す
こ
し
､
ま
た
は
チ
ャ
ワ

ン
半
分
程
度
の
酒
を
入
れ
た
り
､
ク
ズ
コ

(ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
蔽
粉
)
を
.E州.伽
に
溶
か
し
て
わ
か
し
､
冷
ま
し
た
も

の
を
入
れ
た
り
し
た
｡

ア
ワ
モ
チ
は
'
ア
ワ
を
-
ズ
オ
ケ
に

!
昼
夜

つ
け
て
'
翌
朝
に
ザ
ル
に
あ
げ
て
'
十
分
に
水
き
り
を
す
る
｡

こ
れ
を
四
枚

一
組
の
セ
イ
ロ
に
入
れ
て
蒸
す
｡
セ
イ
ロ
一
枚
に
ア
ワ
を
二
～
二
升
五
合
い
れ
た
｡
下
の
セ
イ
ロ

か
ら
蒸
し
あ
が
る
の
で
､
順
次
キ
ウ
ス
に
入
れ
て
､
セ
ン
ボ
ン
ギ
ネ
を
三

～
四
人
で
も

っ
て
つ
き
､
そ
の
際
に

ノ
リ

･
ゴ
マ
な
ど
の
具
を
入
れ
た
｡

つ
ぎ
に
ツ
キ
テ
が
キ
ネ
を
も
ち
'
テ

ア
ノ
が
ま
と
め
な
が
ら
つ
き
､

つ
き

オ
オ
ザ
ル
の
な
か
の
モ
チ
ゴ
メ
(右
上
)
･
セ
イ
ロ
(右
下
)
･
ウ
ス
と
キ

ネ
(左
上
)
･
ノ
シ
イ
タ
(左
下
)

竃 罰 - ~ -I -L = 岳
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あ
が
っ
た
こ
ろ
あ
い
を
み
て
'
テ
ア
シ
は
ツ
キ
テ
に
ナ
ラ
ン
ヅ
手
に
す
る
よ
う
指
示
を
し
た
.
ヒ
ト
ウ
ス
つ
き

あ
げ
る
の
に
､
百
～
百
十
回
-
ら
い
つ
い
た
｡
ア
ワ
は
澱
粉
が
少
な
い
た
め
に
餅
と
し
て
は
チ
ギ
リ
が
悲
く
て
'

す
ぐ
に
暦
-
な
る

欠
点
が
あ

っ
た
.

オ
カ
ポ
は
昭
和
三
十
五
年
ご
ろ
か
ら
あ
ま
り
作
ら
な
く
な
り
'
現
在
は
わ
ず
か
に
野
菜
の
脇
で
作
る
程
度
で

あ
る
｡
オ
カ
ポ
の
モ
チ
は
､
ア
ワ
モ
チ
の
つ
き
方
と
お
な
じ
で
､

つ
く
際
に
ユ
ズ
の
皮
'
ノ
-
､
ゴ
マ
'
サ
ツ

マ
イ
モ
の
粉
な
ど
を
入
れ
て
モ
チ
に
変
化
を
も
た
せ
た
｡
カ
キ
モ
チ
や
7
ラ
レ
に
し
て
'
田
畑
で
の
オ
チ
ャ
ウ

ケ
と
し
た
｡
オ
カ
ポ
の
味
は
'
ア
ワ
に
比

へ
て
そ
れ
ほ
ど
ま
ず
く
は
な
か
っ
た
｡

そ
の
他
の
モ
チ

三
月
の
節
供
に
は
三
色
の
ヒ
シ
モ
チ
を

つ
い
た
｡
色
は
シ
ョ
ク
ベ
二
や
ヨ
モ
ギ
を
使

っ
た
｡
土
用
の
三
日
目

に

は
'
ド
ヨ
ウ
モ
チ
を
つ
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
0
盆
の
モ
チ
は
ヒ
ト
ウ
ス

(ニ
ー
二
升
五
台
)
で
あ

っ
た
｡
建

前

の

ナ

ゲ
モ
チ
は
､
紅
白
の
モ
チ
と
し
た
｡
紅
は
サ
サ
ゲ
の
ユ
デ
汁
や
､
イ
ロ

コ
で
付
け
､
｢祝
｣
｢寿
｣
な
ど

の
文
字
は
イ
ロ
コ
で
書
い
た
O

十
三

保
存

の
方
法

コ
メ
､
ム
ギ
､
ア
ワ
は
和
白
し
な
い
で
､
俵
に
入
れ
て
歳
に
し
ま
い
こ
ん
だ
｡
自
家
で
消
幾
す
る
コ
メ
と
ム

羊
を
入
れ
る
コ
メ
ピ
ッ
は
､
大
工
に
頼
ん
で
､
い
っ
し
ょ
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
､
中
仕
切
り
を
も

つ
将
を
作

っ

て
も
ら
っ
た
｡

サ
ツ
マ
イ
モ
'
ジ
ャ
カ
イ
モ
な
ど
は
､
家
の
袈
山
の
崖
に
ヨ
コ
ア
ナ

(イ
モ
ア
ナ
)
を
掘

っ
て
そ
こ
へ
入
れ
へ

モ
-
ガ
ラ
を
か
け
て
保
存
し
た
｡

ハ
ク
サ
イ
は
畑
の
L-ハん
中
に
く
っ
つ
け
て
な
ら

へ
て
､
ト
タ
ン
で
屋
根
を
作

っ

て
お
い
た
｡
タ
マ
ネ
ギ
は
十
～
十
五
個
ず
つ
紐
で
結
び
軒
下
に
つ
る
し
た
｡
小
粒
の
ハ
ゼ
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

(徳

の
丈
十
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
)
は
フ
サ
ご
と
さ
げ
て
日
に
干
し
保
存
し
た
O
魚
は
と
く
に
夏
場
の
場
合
は
'
ト
ウ

ノ
あ
る
い
は
ザ
ル
に
入
れ
て
'
井
戸
の
内
に
つ
り
下
げ
る
方
法
を
と
っ
た
.

7
ラ
レ
作
り

(飯
塚

1
夫
家

･
北
山
EE
･
5!
)

■ -

‡撃 iL';_!:

∴†準喜藍 一.二号裏 声 等 恵碁 19J-LJ二 頂
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東
方
を
は
じ
め
各
所
で
大
正
期
ま
で
天
然
水
を
作
り
､
夏
場
に
出
荷
し
て
い
た
が
､
そ
の

1
部
を
ム
ラ
う
ち

商
店

で
も
売

っ
て
い
た
｡
そ
れ
は
食
料
の
保
存
に
使
う
よ
り
'
病
人
用
や
食

べ
物
と
さ
れ
て
い
た
｡

冬
の
寒
い
日
に
'
ク
ズ
ゴ
メ
を
と
い
で
干
し
'
そ
れ
を
凍
ら
せ
て
､
ふ
た
た
び
干
す
と
ポ
ロ
ポ
ロ
に
な
る
の

で
'
そ
れ
を
ヒ
キ
ウ
ス
で
粉
に
し
て
と

っ
て
お
い
た
｡
棒
粉
と
い
う
｡

ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
水
に
長
い
時
間

つ
け
て
お
く
と
､
下
に
ク
ズ

(澱
粉
)
が
沈
む
C
上
澄
み
を
捨
て
'
こ
の
ク

ズ
を
と
り
だ
L
t
き
れ
い
に
ひ
ろ
け
て
乾
か
す
｡
こ
れ
を
ク
ズ
コ
と
い
う
.
本
来
の
ク
ズ
コ
は
ク
ズ

(葛
)
の

椴
を
干
し
､
す
り
潰
し
て
水
に
入
れ
'
下
に
沈
ん
だ
デ
ン
プ
ン
を
と
っ
て
乾
か
し
た
も
の
で
あ
る
｡

十
四

行
商
と
店

茅
ヶ
崎
に
は
､
大
棚
の
正
直
屋
が
魚
を
行
商
に
来
た
O

エ
ビ
ス
講
の
日
に
は
サ
ン
マ
を
'
EE
楠
の
時
期
に
は

切
身
の
魚
な
ど
を
も

っ
て
き
た
｡
東
方
に
は
､
昭
和
十
年
ご
ろ
ま
で
は
､
神
奈
川

(六
角
橋
)
の
魚
屋
が
イ
ワ

シ
､
サ
バ
､
サ
ン
マ
な
ど
を
サ
カ
ナ
オ
ケ
に
入
れ
'
テ
ン
ビ
ン
ポ
ウ
で
担
い
で
､
｢
イ
ワ
ン
コ
-
イ
'
イ
ワ
シ

コ
I
イ
｣
と
売
り
声
を
か
け
な
が
ら
､

1
週
間
に

一
度
の
割
合
で
ま
わ
っ
て
き
た
｡
そ
の
後
､
自
転
車
に
-
ヤ

カ
ー
を
つ
け
て
'
行
商
に
来
た
.
勘
定
は
盆
暮
れ
の
夏
野
菜
や
秋
野
菜
の
売
れ
た
こ
ろ
に
あ
た
る
の
で
ナ
ツ
ヤ

サ
イ
払
い
､
ア
キ
ヤ
サ
イ
払
い
と
い
っ
た
｡
昭
和
十
二
年
ご
ろ
に
川
向
に
魚
屋
が
で
き
､
昭
和
三
十
五
年
ご
ろ

か
ら
軽
四
輪
自
動
車
を
使

っ
て
'
折
本
の
魚
屋
と
と
も
に
行
商
に
ま
わ
っ
て
-
る
よ
う
に
な

っ
た
｡

ま
た
子
安
か
ら
月
に

一
度
の
割
で
魚
を
テ
ン
ビ
ン
ポ
ウ
で
担
い
で
売
り
に
き
た
｡
ワ
カ
メ
､
イ
ワ
シ
'
サ

ン

マ
'
シ
オ
ザ
ケ
､
-
ガ
キ
ニ
シ
ン
な
と
で
あ
っ
た
が
'
そ
れ
ら
を
食

へ
ら
れ
る
の
は
､
正
月
､
節
眺
'
杉
山
神

社
の
祭
り

(十
月
十
五
日
)
な
と
の
モ
ノ
ビ
で
あ
っ
た
｡
ノ
リ
の
産
地
で
あ

っ
た
川
崎
大
師
の
方
面
か
ら
は
年

に
数
え
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
が
'
ノ
-
を
売
り
に
き
た
｡
年
に
何
回
か
鶴
見
か
ら
､
む
き
身
の
ア
サ
リ
や
7
-
の

佃
煮
な
ど
も
売
り
に
き
た
｡

大
棚
に
は
'
ま
か
ら
ず
屋
､
吾
田
屋
､
吉
野
市
作
商
店
が
あ

っ
た
｡
ま
か
ら
ず
屋
に
は
､
呉
服
､
小
間
物
な
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ど
を
は
じ
め
日
用
雑
貨
か
ら
､
味
噌
､
醤
油
な
ど
の
は
か
'
酒
樽
を
土
間
に
お
い
て
､
酒
を
徳
利
に
う
つ
し
て

売

っ
て
い
た
｡
新
吉
田
に
は
､
駄
菓
子
屋
が
あ
り
'
鉄
砲
玉

(飴
)
や
ハ
ノ
カ
飴
'
小
麦
ま
ん
じ
ゅ
う
や
大
福

な
ど
を
売

っ
て
い
た
｡

第
二
節

調
理
と
食
事

一

調
理
炊
事
用
具

主

食
の
飯
は
釜
や
鉄
鍋
を
､
汁
は
鉄
鍋
を
使

っ
て
煮
炊
し
た
｡

へ
ソ
ツ
イ

(カ
マ
ド
)
に
は
､
カ
マ
バ

(

ハ
)

と
い
っ
て
､
小
さ
い
釜
や
鍋
を
使
用
す
る
際
に
'
そ
れ
ら
の
す
わ

り
を
調
軽
す
る
鉄
製
の
輪
が
あ
る
｡
燃

料

は
､

落
葉
や
枯
れ
枝
'
ゴ

マ
ガ
ラ
'
ナ
タ
ネ
ガ
ラ
あ
る
い
は
孟
宗
竹
の
干
し
た
根
な
と
で
あ

っ
た
｡
釜
に
は
'
大
釜
'

五
升
釜
､
三
升
釜
'
二
升
釜
な
と
が
あ
り
へ
飯
を
炊
-
も
の
､
豚
の
餌
を
炊
く
も
の
な
と
の
使
い
分
け
が
あ

っ

た
｡
鍋
は
戦
前
は
'
大
き
い
鉄
鍋
で
エ
マ
ソ
用
で
あ
っ
た
｡
自
在
鈎
に
掛
ら
れ
る
よ
う
に
へ
ツ
ル
が
つ
い
て
い

た
｡
ま
た
ケ
ン
チ
ン
汁
用
の
直
径

1
尺
五
寸
く
ら
い
の
大
鍋
､
み
そ
汁
用
､
野
菜
の
穀
物
用
'
租
の
煮
物
用
､

雑
煮
用
の
鍋
､
7
ラ
レ
用
の
斬
り
鍋
な
ど
が
あ
っ
た
｡
戦
後
に
な

っ
て
ア
ル
-
ナ
ペ
が
で
ま
わ
っ
た
｡
こ
れ
は

古
-
t･,d
る
と
'
底
が
う
す
く
な

っ
て
穴
や
ヒ
ビ
が
で
き
た
の
で
'
鋳
掛
け
屋
に
た
の
ん
で
修
繕
を
し
て
も
ら
っ

た
o
釜
や
鍋
は
､
火
に
か
け
る
底
の
部
分
が
墨
で
ま

っ
黒
に
な
る
｡
と
き
ど
き
悪
く
な

っ
た
包
丁
の
背
で
塁
を

か
き
お
と
す
'
ナ
ベ
ズ
-
カ
キ
を
し
た
o

カ
マ
シ
与
は
､
藁
を
ド
ー
ナ
ツ
状
に
編
み
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
ナ
ペ
ソ
キ
に
は
的
の
す
わ
り
を
良
く

す
る
た
め
に
'
板
の
四
隅
に
小
さ
い
木
片
を
打
ち
つ
け
た
も
の
も
あ
っ
た
｡

冬
は
'
藁
で
編
ん
だ
オ
ハ
チ
イ
レ
の
中
に
､
ご
飯
を
入
れ
た
木
の
お
鉢
を
入
れ
保
温
し
た
.
こ
の
上
に
さ
ら

に
毛
布
を
か
ぶ
せ
て
お
く
と
保
温
効
果
が
あ
り
'
昼
を
食

へ
る
と
き
に
は
ま
だ
温
か
か
っ
た
｡

包
丁
に
は
'
出
刃
包
丁
'
菜
切
り
包
丁
､
ソ
バ
包
丁
'
モ
チ
切
り
包
丁
な
ど
が
あ
っ
た
O

羽
釜
･
カ
マ
パ
･
SE

(吉
野
貞
大
家
･
中
川
･
53
)

註

村
是

鍋
､
釜
'
茶
釜
､
ヤ
カ
ン
､
鉄
ビ
ン
､
カ
ン
ス
'
カ

マ
ド
'
ヒ
チ
リ
ン
'
カ
メ
'
手
桶
､
バ
ケ
ツ
'
徳
利
､
桶
､
ザ

ル
'
マ
ナ
イ
タ
'
ホ
ウ
チ
ョ
ウ
､
ス
リ
バ
チ
､
木
鉢
へ
米
ピ
ソ
'

ヒ
ツ
､
椅
'
フ
ル
イ
､
絹
コ
ソ
を
挙
げ
て
い
る
｡
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ザ
ル
の
頬
に
は
､
オ
オ
ザ
ル
､
コ
メ
ア
ゲ
ザ
ル
､
ソ
バ
ア
ゲ
ザ
ル
､
キ
ン
タ
マ
ザ
ル

(味
噌
用
)
な
ど
が
あ

っ

た
｡

マ
ナ
イ
タ
は
魚
用
の
小
さ
い
の
と
'
野
菜
用
の
大
き
い
の
が
あ

っ
た
｡
ま
た
ヒ
ト
ヨ
セ
の
際
な
ど
の
日
に

使
う
厚
さ

1
寸
の
大
き
な
マ
ナ
イ
タ
を
小
机
の
大
工
に
作

っ
て
も
ら

っ
て
い
る
家
も
あ

っ
た
o
魚
を
焼
-
四
角

い
網
､
ふ
た
つ
き
の
網
､
コ
ソ
キ

(
サ
ツ
マ
イ
モ
の
キ
ン
ト
ン
な
ど
を
作

っ
た
)
'
チ
ッ
ヒ
ン
､
ヤ
カ
ン
'
チ
ャ

ガ

マ
､
イ
リ
ガ
ラ
､
ア
タ
リ

ハ
チ
'

コ
メ
ヒ
キ

(
カ
ル
ウ
ス
)
､
キ
パ
チ
､
ス
リ
コ
半
､
イ
ノ
ウ
ス
'

コ
メ
ピ

ッ
､
瓶
､
オ
タ
マ
､

ソ
ヤ
モ
ジ
'
-
ソ
コ
ン
'
サ
イ
パ
ン
類
'

ソ
バ
を
作
る
と
き
の
メ
ン
ポ

ウ

や

ノ
ン
イ
タ
､

鍋
や
釜
を
洗
う
の
に
使
う
細
純
で
作

っ
た
ワ
ラ
ダ
ワ
ン
が
あ

っ
た
｡

調
理
炊
事
場
は
'
ド
マ
に
な

っ
て
い
て
'
ダ
イ
ド
コ
ロ
と
よ
ぶ
｡
だ
い
た
い
六

～
十
EJd
は
と
あ

っ
た
｡
東
口

の
壁
ぎ
わ
に
ナ
ガ
ン
が
設
置
さ
れ
､
そ
の
脇
に
-
ズ
ガ
メ
が
置
か
れ
て
い
る
｡
そ

こ
よ
り

1
歩
は
な
れ
た
位
置

に
土
製
の
へ
ソ
ツ
イ
が
す
え
ら
れ
､
そ
の
脇
に
地
炉
が
き
ら
れ
て
い
る
｡
地
炉
に
は
ン
エ
ロ
ナ
ワ
が
下
が
り
'

そ
の
先
に
木
の
枝
を
逆
さ
ま
に
し
た
オ
カ
ゲ
サ
マ
が
掛
か
り
､
鉄
瓶
が
掛
か

っ
て
い
た
O
こ
の
オ
カ
ケ
サ
マ
に

小
さ
な
鉄
鍋
を
か
け
て
､
オ
-
オ
ツ
ケ
を
作

っ
た
り
も
し
た
｡

へ
ノ
ツ
イ
は
､
土
1

レ
ン
カ
ー

コ
ン
ク
リ
ー
ト

と
変
わ

っ
て
き
た
.

ヘ
ソ
ツ
イ
の
脇
に
は
'
燃
料
を
入
れ
た
ク
ズ
イ
レ
が
あ
る
｡

燃
料
の
変
茄
'

マ
ツ
/
ハ
な

ど
を
入
れ
て
あ

っ
た
｡
こ

の
そ
ば
に
は
､
カ
マ
ド
の
ケ
ン
ズ
-
を
入
れ
て
お
く
ヒ
ケ
シ
ツ
ポ
と
ヒ
パ
ン
が
あ

っ

た
｡
ち
な
み
に
'
男
の
厄
年
に
は
嫁
の
実
家
か
ら
金
火
箸
が
贈
ら
れ
た
O
火
に
焼
け
て
も
細
-
な
る
だ
け
で
折

れ
な
い
金
火
箸
の
よ
う
に
､
強
く
生
き
て
は
し
い
と
い
う
意
味
を
こ
め
て
､
二
膳
も
ら
い
'

一
膳
は
神
棚
に
供

え
､

一
膳
を
使

っ
た
｡

ヘ
ノ
ツ
イ
の
奥
の
板
壁
に
は
荒
神
様
が
ま

つ
ら
れ
て
い
る
｡

井
戸
は
母
家
の
寅
に
あ
る
｡
竪
掘
井
戸
は
､
ツ
ル
ベ
井
戸
か
ら
車
井
戸
に
な
り
､
さ
ら
に
ポ
ン
プ
に
な

っ
た
｡

井
戸
水
を
桶
に
入
れ
'
ダ
イ
ド
コ
ロ
の
ナ
ガ
ン
の
そ
ば
の
ミ
ズ
ガ
メ
に
運
ぶ
o
こ
の
-
ズ
ガ

メ
の
水
を
ヒ
ン
ヤ

ク
で
く
ん
で
'
ナ
ガ
ン
で
使

っ
た
｡
の
ち
に
は
井
戸
と
ナ
ガ
ン
の
間
に
配
水
管
を
設
備
L
t
ポ
ン
プ
の
力
で
蛇

口
か
ら
水
を
出
す
よ
う
に
な

っ
た
｡

マ
ソ
チ
は
､
明
治
に
な

っ
て
か
ら
普
及
し
'
横
浜
か
ら
来
る
行
商
人
か
ら
買

っ
た
｡
そ
れ
ま
で
は
ツ
ケ
半
を

オ
ハ
チ
と
オ
ハ
テ
ィ
レ
(上

皆
川
他
姓
家
･
中
川
･
53
)

キ
パ
テ
(下

渡
辺
英
吉
家
･
新
吉
田
･
5
)

ミ
ズ
ガ
メ
(̀金
子
幸
作
家
･
茅
ヶ
崎
･
5
)
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使

っ
て
い
た
.
炭
は
屋
号
ス
-
ヤ
か
ら
t

l
俵
か
二
俵
ず

つ
買

っ
た
.
イ
ロ
-
に
は
'

へ
イ
ラ

(粗
染
)
を
-

へ
た
｡

二

食
事

の
回
数
と
呼
称

食
事
は
､

1
日
三
回
'
オ
カ
ソ

テ
で
食

へ
る
o
家
に
よ

っ
て
は
こ
飯
茶
碗
､
漬
物
を
入
れ
る
小
皿
､
お
椀
､

箸
の

一
組
が
入

っ
て
い
る
旧
来
か

ら
の
ハ
コ
ゼ
ン

(三
十

×
三
十

×
十
五
セ
ン
チ
)
を
使

っ
て
い
た
が
'
大
半

の
家
で
は
チ
ャ
ブ
ダ
イ
に
オ
カ
ズ
の
入

っ
た
大
皿
を
お
き
､
各
自
で
小
皿
に
と

っ
て
食

へ
る
よ
う
に
変

っ
た
｡

朝
食
は
ア
サ
ハ
ン
と
い
う
｡
副
食
は
オ
ナ
メ
､
漬
物
な
ど
で
あ
る
O
主
婦
は
､
朝
の
五
時
に
起
き
て
炊
事
に

か
か

っ
た
が
'
夏
な
と
は
E
]時
起
き
で
準
備
に
あ
た

っ
た
o
食
事
の
時
刻
は
六
～
六
時
半
で
あ

っ
た
｡

昼
食
は
オ
ヒ
ル
と
か
ヒ
ル
メ
ソ
と
い
う
｡
ウ
チ
バ
ン

(留
守
番
)
の
姑
か
､

主
婦
が
野
良
か
ら
十

一
時
こ
ろ

に
帰

っ
て
き
て
支
度
を
し
た
o
昼
食
は
仕
事
着
の
ま
ま
食
べ
る
場
合
が
多
く
､
オ
カ

ソ
テ
の
ア
カ
-
ハ
ナ
に
腰

を
か
け
て
食

へ
た
O
昼
食
は
朝
炊
い
た
技
り
の
こ
飯
を
金

へ
た
o
ム
ギ
メ
ソ
は
､
ア
シ
が
早
い
の
で
夏
は
昼
に

食

へ
切

っ
て
し
ま

っ
た
｡
寒
い
時
期
に
は
時
間
が
あ
れ
は
飯
を
ふ
か
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
が
､
た
い
て

い
は
冷
た
い
ま
ま
茶
を
か
け
て
'
オ
ナ
メ
'
蔽
物
や
旬
の
野
菜
の
煮
物
な
と
で
食

へ
た
o
ま
た
､
畑
が
遠
い
と

き
な
と
に
は
､
ノ
ラ
へ
ン
ト
ウ
を
持

っ
て
い
っ
た
o
そ
れ
は
オ
ハ
チ
や
シ
ュ
ウ
ハ
コ
な
と
に
オ
二
ギ
-
や
痕
物

な
と
を
詰
め
合
わ
せ
た
も
の
で
､
ゾ
ヨ
イ
カ
コ
に
'
農
具
と
い
っ
し
ょ
に
入
れ
､
テ
ツ
ヒ
ン
と
い
っ
し
ょ
に
持

っ

て
い
っ
た
｡

夕
食
は
ユ
ウ
メ
シ
と
い
う
｡
夕
食
の
ご
飯
は
食

へ
き
れ
る
だ
け
炊
い
た
｡
冬
と
夏
で
は
'
野
良
仕
事
の
関
係

で
そ
の
食

へ
る
時
刻
に
は
差
が
あ

っ
た
｡

そ
の
間
の
十
時
と
三
時
こ
ろ
に
チ
ョ
イ
ヤ
ス
-
と
い
う
オ
チ
ャ
ウ
ケ

(間
食
)
が
あ
る
｡
オ
カ
モ
チ
に
サ
ツ

マ
イ
モ
を
ふ
か
し
た
り
焼
い
た
り
し
た
も
の
や
､
オ
カ
ポ

(陸
稲
)
の
モ
チ
を
細
か
-
切

っ
て
干
し
た
カ
キ
モ

チ
や
'
カ
ン
モ
チ
を
焼
い
て
醤
油
を

つ
け
た
も
の
を
入
れ
て
田
畑

へ
運
び
､
食

へ
た
｡
手
が
こ
ん
だ
も
の
で
は
､

夏 場 冬 場 夏 場 冬 場

5 00 6 00 6 30 7 00

オチャウケ 9 00 9 30 10 00 10 00

12 00 12 00 12 00 12 00

オチ ャウケ 4 00 3 00 3 00 3 00

註

村
是

(間
食
)
二
､
三
へ
四
､
五
月
に
は
水
餅
'
ノ
イ
ナ

EE
子
､
六
㌧
七
月
ジ
ャ
ガ
イ
モ
､
小
麦
団
子
'
粟
ポ
タ
餅
'
竪

餅
､
八
月
は
エ
ノ
ド
ゥ
､
ソ
ラ
マ
メ
､
ジ
ャ
カ
イ
モ
､
九
月
は

少
し
､
十
月
よ
り
翌
年

一
月
ま
で
甘
藷
､
粟
ポ
タ
餅
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ヤ
キ
モ
チ
や
ポ
ソ
タ
ラ
ヤ
手
､
イ
-
ツ
ケ
ダ
ン
ゴ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
｡

三

食
事
の
場
所

ダ
イ
ド
コ
ロ
の
そ
ば
の
､
オ
カ
ッ
テ
は
板
の
間
で
'
こ
こ
に
ウ
ス
ペ
-
を
敷
い
て
座

っ
た
｡
ア
ガ
-
ハ
ナ
で

食
へ
る
場
合
も
あ
る
｡
昭
和
十
～
十
六
年
ご
ろ
ま
で
は
ハ
コ
ゼ
ン
を
使

っ
て
い
た
｡
食
事
を
す
ま
す
と
食
器
に

お
湯
を
そ
そ
い
で
洗
い
､
そ
の
湯
を
飲
ん
だ
の
ち
に
箱
に
入
れ
た
.
そ
の
後
､
チ
ャ
ブ
ダ
イ
を
使
う
よ
う
に
な
っ

た
.
イ
ロ
リ
パ
タ
で
の
席
順
は
､
ウ
ワ
ザ
に
窮
や
客
が
座
り
､
そ
の
対
面
の
ノ
モ
ザ

(キ
ジ
リ
)
に
ウ
チ
ノ
モ

ノ

(主
婦
)
が
座
り
'
両
側
の
ヨ
コ
ザ
に
は
､
だ
れ
が
座

っ
て
も
よ
か
っ
た
｡

四

食
器

食
器
は
厚
手
の
茶
碗
､
お
椀
､
大
皿
､
小
皿
､
オ
テ
ン
n

(手
塩
皿
)､
ど
ん
ぶ
り
鉢
'
竹
箸

(客
用
は
宕

色
し
た
箸
)
で
あ
っ
た
.
こ
の
う
ち
の
瀬
戸
物
頬
は
､
行
商
人
か
ら
収
入
し
た
｡

嫁
入
り
道
具
と
し
て
持

っ
て
く
る
食
器
は
､

一
人
分
の
ア
シ
ナ
ノ
ゼ
ン

(平
膳
)'
二
人
分
の
食
器
､

一
膳

の
箸
だ
け
で
あ
っ
た
o
こ
の
食
器
は
'
蓋

つ
き
の
飯
茶
碗
'
湯
飲
み
茶
碗
､
塗
り
の
お
椀
で
､
婿
は
嫁
の
持
参

し
た
食
器
を
使
っ
た
｡
箸
は
二
人
分
持
参
す
る
と
'
女
が
男
を
呑
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
｡
そ
れ

で
自
分
の
箸
は
隠
す
よ
う
に
し
て
持

っ
て
き
た
と
い
う
｡

食
器
洗
い
は
'
油
の
つ
い
た
も
の
は
藁
や
木
の
灰
を
使

っ
て
洗
っ
た
が
､
よ
く
汚
れ
が
落
ち
た
o
鉄
瓶
は
､

内
剛
を
タ
ワ
シ
で
洗
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
の
で
'
ユ
コ
ビ

(Ei伽
垢
)
が
つ
い
て
赤

っ
ぽ
く
な
っ

た
O
湯
呑
み
は
茶
渋
が
つ
い
て
赤
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
O
こ
の
茶
渋
が

つ
く
の
を
喜
ぶ
人
も
い
た
｡

五

野
外

の
食
事

田
畑
で
の
昼
弁
当
を
ノ
ラ
ベ
ン
ト
ウ
と
い
っ
た
.
ノ
ラ
ベ
ン
ト
ウ
は
､
オ
ハ
チ
'
ジ

ュ
ウ
パ
コ
'
チ
ャ
ワ
ン
'

オ
チ
ャ
ウ
ケ
(EE丸
酒
家
･
池
辺
･
榊)

オ
チ
ャ
ウ
ケ
と
才
力
モ
チ

(金
子
坪
久
家
･
中
川
･
53
)

註

村
是

(食
器
)
オ
ヒ
ツ
〓

家
三
)
脂

(五
)
椀

(+
)

盆

(二
)
茶
碗

(二
十
)
急
須

(二
)
土
瓶

(二
)
孤

(十
)

屯
箱

(三
)
弁
当
箱

(
1
)

客
人
用

盆

(二
家
三
)
脂

(
1
家
二
)
擁

(五
)
茶
碗

(五
)
急
須

(
1
)
土
瓶

(
1
)

徳
利

(二
)
m

(五
)
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ハ
シ
､
テ
ツ
ビ
ン
で

一
組
に
な

っ
て
い
て
'
稲
刈
り
'
麦
刈
り
､
イ
モ
ホ
-
な
ど
の
忙
し
い
と
き
に
､
テ
ツ
ビ

ン
は

手
に
も
ち
'
は
か
の
も
の
は
ノ
ヨ
イ
カ
ゴ
に
入
れ
て
､
主
婦
が
背
負

っ
て
田
地

へ
選
ん
だ
o
オ
ハ
チ
に
は
､

ア
サ
メ
ソ
に
炊
い
た
飯
を
入
れ
'
ジ

ュ
ウ
バ
コ
に
は
7
ゲ
､
チ
ク
ワ
､
ン
オ
ジ
ャ
ケ
､
イ
モ
ガ
ラ
な
ど
を
入
れ

た
｡
田
植
の
時
に
は
赤
飯
の
オ
ニ
ギ
-
に
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
｡
ま
た
ン
ヨ
イ
カ
ゴ
の
な
か
に
は
'
午
前
午
後

の
オ
チ
ャ
ウ
ケ
用
の
食
物
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
｡

六

晴
れ

の
食
事

ポ

タ
モ
チ

ポ
タ
モ
チ
は
稲

の
コ
キ
ア
ゲ
の
日
や
､
亥
の
子
の
日
に
作
り
'
神
棚
に
供
え
る
｡
｢中
ロ
ポ
タ
モ
チ

明
け

の
ダ
ン
ゴ
｣
と
い
う
Q
彼
岸
の
中
日
に
ポ
タ
モ
チ
を
作
り
'
明
け
に
は
ダ
ン
ゴ
を
作
る
O

1
R
lと
十
五
日
の
野

良
休
み
に
黄
粉
の
ポ
タ
モ
チ
を
作

っ
た
.
イ
ノ
コ
ノ
ポ
タ
モ
チ
は
小
豆
の
ポ
タ
モ
チ
で
あ
る
O

タ
ン
ゴ

タ
ン

ゴ
に
は
､
シ
イ
ナ
ダ

ン
ゴ
､
ク
サ
ノ
ハ
ダ
ン
ゴ

(
ク
サ
タ
ン
ゴ
)
'
モ
ロ
コ
シ
ダ
ン
ゴ
､

コ
ム
ギ
タ
ン

ゴ
'
イ
モ
ダ
ン
Tl
な
ど
が
あ

っ
て
､
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で
の
主
な
聞
食
料
で
あ

っ
た
｡

ソ
イ
ナ
ダ
ン
ゴ
は
'

コ
ゴ
メ
つ
ま
り
実
が
十
分
に
熟
さ
な
か

っ
た
籾
を
あ

つ
め
て
､
精
白
し
､
こ
れ
を
イ
ソ
ウ
ス
で
粉
に
ひ
い
て
'

湯
を
加
え
な
が
ら
こ
ね
､
蒸
し
て
作

っ
た
ダ
ン
ゴ
で
あ
る
0
ク
サ
/
ハ
ダ
ン
.Tl
は
'
春
先
に
芽
生
え
る
ヨ
モ
ギ

を
摘
み
へ
ゆ
で
て

1
晩
水
に
つ
け
て
､
ア
タ
-
パ
チ
で
治
し
て
お
く
｡
次
に
ウ
ル
チ
ゴ
メ
を
イ
ソ
ウ
ス
で
ひ
き
､

キ
ヌ
フ
ル
イ
で
ふ
る
い
､
そ
の
中
に
ヨ
モ
ギ
を
入
れ
ま
る
め
､
蒸
し
て
作

っ
た
タ
ン
ゴ
で
､
砂
地
や
黄
粉
に
ま

ぶ
し
な
が
ら
食
べ
る
｡

一
月
十
四
日
の
セ
イ
ノ
カ
-
に
は
'

マ
ユ
が
よ
く
で
き
る
よ
う
に
と
メ
イ
ダ

マ
ダ
ン
ゴ
を
作
り
家
の
内
に
飾

り

つ
け
る
｡
ま
た
､
セ
イ
ノ
カ
-
の
火
で
､
樫
の
枝
に
刺
し
た
三
個
の
ダ
ン
ゴ
を
焼
い
て
食

へ
た
｡

ノ
ラ
ベ
ン
ト
ウ

(荏
田
渋
沢
･
4
)

珪

村
是

(ポ
タ
モ
チ
)
亥
の
子
ポ
タ
モ
チ
､
コ
キ
ア
ゲ
ポ
タ

モ
チ
'
春
秋
二
軍
の
彼
岸
の
ポ
タ
モ
チ
､
月
見
の
牡
丹
餅
等
は

定
例
と
し
て
肺
へ
其
他
は
女
共
の
思
ひ
付
き
次
第

註

村
是

(ダ
ン
プ
)
米
穀

･
屑
枇
粒
は
勿
論
小
麦
､
キ
ビ
'

ト
ウ
キ
ビ
等
に
て
時
々
ダ
ン
ゴ
を
造
る

四
月
八
日
御
釈
迦
誕

生
､
春
秋
彼
岸
'
盆
へ
月
見
の
宴
等
に
は
必
ず
之
を
製
す
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セ
キ
ハ
ン

赤
飯
は
節
供
や
'
嫁
を
も
ら

っ
た
と
き
'
あ
る
い
は
ト
コ
7
ゲ

(病
気
の
回
復
)
な
と
に
作
り
'
血
縁

･
地

縁
者
に
-
は
っ
た
｡
オ
コ
ワ
と
も
い
う
0
小
豆
よ
り
皮
が
厚
-
大
き
い
サ
サ
ゲ
を
､
小
豆
の
代
り
に
す
る
こ
と

が
多
い
｡
小
豆
は
実
が
割
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
使
う
こ
と
が
少
な
い
｡
前
夜
'
二
～
四
斗
の
餅
米
を
水
に
ひ

た
し
､
さ
ら
に
､
ふ
か
す
前
の
三
時
間
サ
サ
ケ
の
煮
汁
に
ひ
た
し
て
お
き
'
そ
れ
か

ら
セ
イ
ロ
で
ふ
か
し
た
｡

初
午
の
稲
荷
講
の
日
に
は
ツ
ト
ッ
コ
に
赤
飯
を
入
れ
'
油
揚
げ
､
豆
腐
'

こ
ポ
/
を
そ
え
て
お
稲
荷
様
に
供

え
た
.
EE
梅
の
終
わ

っ
た
あ
と
で
は

'

エ
エ
ソ
コ
ト
の
仲
間
で
'
潜
と
赤
飯
､
ジ
ャ
カ
イ
モ
の
煮

つ
け
､

ニ
シ

ン
の
干
物
を
焼
い
て
食

べ
た
｡
オ
ヒ
イ
ワ
イ
に
､
仲
人
､
実
家
の
親
､
ト
-
ア
ケ
ハ
ア
サ
ン
を
招
き
､
赤
飯
と

酒
で
祝

っ
た
o

オ
カ
ユ

オ
カ
ユ
は
病
気
や
産
後
の
食
物
と
さ
れ
､
米
だ
け
で
作
り
へ
塩
味
を

つ
け
て
'
オ
ナ
メ
や
薄
味
で
煮
た
フ
や

イ
モ
カ
ラ
'
梅
干
､
味
噌
追
け
な
と
で
食

へ
た
｡

一
月
七
日
に
は
七
草
粥
､

一
月
十
六
日
の
宿
が
え
り
正
月
に

は
'
小
豆
粥
を
作
り
､
大
神
宮
様
へ
供
え
た
｡
タ
ウ
工
や
稲
刈
り
の
と
き
に
も
'
疲
れ
を
と
る
た
め
の
栄
養
補

給
と
し
て
､
小
豆
粥
を
食

べ
た
O

ス
シ

ス

ノはノ
-
マ
キ
'

コ
モ
ク
'
イ
ナ
リ
な
と
の
総
称
で
あ
る
O
ノ
リ
マ
キ
に
は
､
カ
ン
ビ
ョ
ウ
よ
り
も
イ
モ

ガ
ラ
の
干
し
た
も
の
を
や
わ
ら
か
く
も
と
し
て
､
砂
糖
と
醤
油
で
煮

つ
け
て
使
う
こ
と
が
多
か

っ
た
.

コ
モ
ク

(
チ
ラ
ン
ス
ソ
)
は
こ
ン
ノ
ン
､

コ
ボ
ウ
'
油
揚
げ
な
と
を
煮
て
､
混
ぜ
こ
ん
で
作

っ
た
o
ス
ン
は
､

祝
儀
不

祝
儀
な
と
ヒ
ト
ヨ
セ
の
あ
る
と
き
に
は
､
か
な
ら
ず
出
さ
れ
た
食
物
で
あ
る
o

サ
サ
ゲ
ほ
し
(飯
塚
松
之
肋
家
･
北
山
田
･
50
)
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七

通
過
儀
礼

に
か
か
わ
る
食
事

見
合
い

男
方
は
手
土
産
と
し
て
､
最
中
の
折
り
詰
め
を
持

っ
て
行

っ
た
o
女
方
で
は
､
サ
ク
ラ
湯
､
ノ
-
マ
キ
'
煮

魚
'
ナ
マ
ア
ケ
と
サ
ト
イ
モ
の
煮
し
め
'
精
進
揚
け
な
と
を
こ
馳
走
し
た
｡

タ
ル
イ
レ

双
方
の
話
が
ま
と
ま
る
と
､
婿
方
で
は
三
人
と
か
五
人
と
か
と
い
う
割
れ
な
い
人
数
で
嫁
方

へ
二
升
の
酒
と

ス
ル
メ
を
持

っ
て
行

っ
た
.
嫁
方
で
は
こ
馳
走
を
作
る
0
鯛
､
蒲
鉾
､
羊
か
ん
な
ど
を
折
り
に
詰
め
､
刺
身
､

酢
の
も
の
'
ウ
マ
二

(
サ
ト
イ
モ
'

コ
ン
ニ
ャ
ク
な
と
)
を
出
し
た
O
カ
ツ
オ
ブ
シ
で
た
し
を
と
り
､
ホ
ウ
レ

ン
ソ
ウ
や
ナ
ル

ト
マ
キ
を
入
れ
た
吸
い
物
も
準
備
し
た
｡

婚
礼

赤
飯
'
口
取
り
､
刺
身
､
ヌ
タ
､

ウ
マ
二
㌧
吸
い
物
を
用
意
し
た
｡
口
取
り
は
､
蒲
鉾
､
羊
か
ん
､
キ
ン
ト

ン
'
ク
ワ
イ
､

ハ
ス
､
鯛
を
ン
ヤ
ク

オ
リ
に
詰
め
た
も
の
で
'
各
自
の
臓
に
そ
え
た
o
吸
い
物
は
､
最
初
に
餅

を
入
れ
た
オ
チ
ッ
キ
が
出
さ
れ
､
花
嫁
の
着
物
が
変
わ
る
た
ひ
に
､
鯛
の
吸
い
物
､

ハ
マ
ク
-
の
吸
い
物
､

ハ

ナ
チ
ク
ワ
､
ナ
ル
ト
､

ハ
ン
ペ
ン
の
入

っ
た
吸
い
物
な
と
の
順
に
と
り
か
え
ら
れ
､
そ
の
数
が
多
い
ほ
と
豪

華

と
さ
れ
た
｡
食
事
の
最
後
に
正
式
に
は
こ
飯
と
オ
カ
ス
､
略
式
に
は
ソ
ハ
が
出
さ
れ
た
｡
嫁
と
梢
は
こ
飯
や
ソ

ハ
を
オ
タ
カ
モ
リ
に
し
て
食

へ
た
｡
料
理
は
大
棚
の
正
直
屋

(魚
屋
)､
南
山
田
の
寿
司
屋
､
荏
田
の
ヤ
オ
マ

ン
な
と
の
仕
出
し
屋
に
頼
む
と
'
オ
ワ
ン
か
ら
オ
セ
ン
ま
で
､
全
部
持

っ
て
き
た
｡
た
だ
､
煮
物
だ
け
は
'
家

で
用
意
を
し
た
O
こ
の
祝
儀
の
煮
物
に
は
と
う
い
う
わ
け
か
コ
ン
ニ
ャ
ク
は
入
れ
な
か
っ
た
o
料
理
の
数
は
三

と
か
五
と
い
う
奇
数
に
し
た
｡

ミ
ツ
メ
の
ポ
タ
モ
チ

赤
子
が
生
ま
れ
て
三
日
日
に
ポ
タ
モ
チ
を
作
り
､
祝

っ
た
｡

産
婦
は
三
日
く
ら
い
は
'
塩
気
の
あ
る
も
の
や
消
化
の
悪
い
も
の
な
と
は
食

へ
さ
せ
て
も
ら
え
ず
､
7
を
煮
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た
も
の
や
'
オ
カ
ユ
に
カ
ツ
オ
ブ
シ
を
か
け
て
食

へ
る
-
ら
い
た
っ
た
｡
ま
た
､
乳
が
で
な
い
場
合
､
モ
チ
や

サ
ツ
マ
イ
モ
を
食

へ
る
と
よ
い
､
と
い
わ
れ
た
o
赤
子
に
は
重
湯
を
飲
ま
せ
た
.

オ
ピ
ア
ゲ

オ
ヒ
ア
ケ
の
日
に
は
鎮
守
に
赤
飯
と
お
神
酒
を
供
え
た
｡

葬
式

膳
は
故
人
と
の
別
れ
の
意
味
で

一
人

一
人
に
会
席
膳
が
出
さ
れ
た
｡
こ
飯
､
オ
ツ
ケ

(
シ
ソ
､
-
ツ
ハ
､
サ

ン
シ
ョ
ウ
)､
オ
ツ
ポ

(豆
の
煮

つ
け
)､
オ
ヒ
ラ

(カ
ン
モ
ド
与
､
ナ
ス
､
カ
ボ
チ
ャ
､
サ
ト
イ
モ
'
あ
る
い

は
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
と
黒
こ
ま
の
あ
え
も
の
)､
オ
コ
ウ
コ
な
と
で
'
生
も
の
は
出
さ
な
い
｡

ハ
タ
ラ
キ
の
人
た
ち
用
に
は
､
焼
き
豆
腐
'

コ
ン
ニ
ャ
ク
､
サ
ト
イ
モ
の
煮
た
も
の
な
と
が
大
皿
に
盛
ら
れ

て
準
備
さ
れ
た
｡

マ
ク
ラ
ダ
ン
コ
は
奇
数
個
､
石
臼
で
米
を
ひ
い
て
作
る
o
米
の
口6]は
へ
故
人
が
生
前
に
使

っ
て
い
た
飯
茶
碗

の
ウ
チ
ハ

(
ス
-
辛
-
で
な
-
､
少
な
目
)
に
入
れ
た
員
で
あ
る
｡
ひ
く
と
き
に
は
､
二
人
が
か
り
で
､

l
人

が
臼
を
ひ
き
'
も
う

一
人
が
穴
に
米
を
入
れ
る
0
こ
の
た
め
'
ふ
だ
ん
は
二
人
で
石
臼
を
ひ
く
も
の
で
は
な
か
っ

た
.
ダ
ン
コ
は
'
す
て
て
も
よ
い
鍋
で
ゆ
で
る
o
さ
ら
に
､
ダ
ン
コ
の
ユ
テ
汁
で
､
茶
碗
に
山
盛
り
に
し
た
分

畠
の
米
を
炊
-
.
ダ
ン
ゴ
は
茶
碗
に
'
飯
は
飯
茶
碗
に
入
れ
供
え
た
o
ダ
ン
コ
は
納
棺
の
と
き
に
い
っ
し
ょ
に

入
れ
る
0
飯
は
墓
場
ま
で
持

っ
て
い
っ
て
か
ら
あ
け
'
飯
茶
碗
は
塚
の
う
え
に
お
き
､
水
を
供
え
た
り
す
る
の

に
使
う
0
ダ
ン
ゴ
を
入
れ
た
茶
碗
､
炊
事
に
使

っ
た
鍋
や
箸
は
､
魔
よ
け
に
辻
に
捨
て
た
｡

引
き
物
は
'
葬
式
ま
ん
じ
ゅ
う
で
あ

っ
た
O
家
に
よ
っ
て
は
こ
の
ほ
か
に
'
ウ
チ
モ
ノ
と
い
っ
て
'
長
芋
'

ク
ワ
イ
､
ク
リ
'

ハ
ス
の
糞

(花
)
'

ハ
ス
の
実
､
タ
ケ
ノ
コ
の
形
を
し
た
六
種
類
の
菓
子
を
､
オ
ヒ
ラ
に
入

れ

て
つ

け

た

｡

初
七
日
の
墓
参
り
に
は
'
梗

一
升
四
合
で
餅
を
つ
-
｡
そ
れ
を
E
]十
九
切
れ
に
切
り
､
食

へ
て
か
ら
墓
に
行

く
｡
そ
の
た
め
､
ふ
だ
ん
は

一
升
四
台
の
米
を
炊
い
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
き
た
｡

基
前
の
食
器

(東
gJ]専

･
中
川
･
5
)
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年
祝
い

Il
ノ
コ
モ
チ
を
､
近
所
や
親
戚
に
く
ぼ

っ
た
｡
ト
ノ
コ
モ
チ
は
､
椿
粉
で
作

っ
た
紅
白
の
餅
で
あ
る
.

第
三
節

年
中
行
事
と
食
物

一

正
月

カ
ガ
-
モ
チ
を
､
大
神
宮
様
'
荒
神
様
､
仏
様
'
恵
比
須
様
な
ど
に
お
供
え
し
た
｡
オ
セ
チ
料
理
は
ス
シ
､

オ
二
ン
メ
､
キ
ン
ト
ン
'

ニ
マ
メ
､

ハ
ス
'
キ
ン
ビ
ラ
､
カ
ズ
ノ
コ
､
ウ
マ
二
な
ど
'
ま
た
ア
ジ
の
尾
頭
付
き

や
､
プ
リ
､

マ
グ

ロ
の
切
り
身
を
黙
た
も
の
'
小
豆
と
寒
天
で
作

っ
た
羊
か
ん
な
ど
で
あ

っ
た
｡

ス
シ
は
チ
ラ
シ
に
し
て
､
ア
オ
ノ
-
を
使

っ
た
｡
オ
二
ソ
メ
は
､
サ
ト
イ
モ
と
ゴ
ボ
ウ
で
作

っ
た
｡
キ
ン
ト

ン
は
､
サ
ツ
マ
イ
モ
を
ふ
か
し
た
の
ち
､
二
回
ほ
ど
水
を
捨
て
て
穀
返
し
を
し
､
そ
れ
に
ゆ
で
た
イ
ン
ゲ
ン
の

粉
を
加
え
､

ス
リ
コ
ギ
で
よ
く
す
り
'
砂
糖
と
塩
を
入
れ
て
作
る
O

二
マ
メ
は
､
黒
豆
と
ゴ
ボ
ウ
'

ニ
ン
ジ
ン

を
煮
た
も
の
で
あ
る
｡

ハ
ス
は
'

ハ
ス
の
皮
を
む
き
輪
切
り
し
て
､
酢
､
塩
､
砂
糖
を
入
れ
て
'
白
く
煮
あ
げ

た
｡
キ
ン
ビ
ラ
は
t
T
l
ポ
ウ
を
ゴ

マ
油
で
い
た
め
て
点

つ
け
た
O
ウ
マ
二
は
､
ニ
ン
ジ
ン
'
ゴ
ボ
ウ
､
コ
ン
ニ
ャ

ク
を

コ
ロ
ガ
シ
切
り
に
し
て
､
煮
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
｡
は
か
に
は
'
ダ
テ
マ
キ
'
コ
ン
プ

マ
キ
､
タ
ヅ
ク
リ
､

ニ
ン
ジ
ン
と
ダ
イ
コ
ン
の
酢
の
も
の
な
ど
を
重
箱
に
入
れ
た
O

雑
煮
に
用
い
る
餅
は
角
餅
で
､
ダ
シ
は
カ
ツ
オ
ブ
シ
で
と
る
こ
と
が
多
い
｡
家
に
よ

っ
て
は
､
i
(
晦
の
日
に

鶏
を

つ
ぶ
し
て
ぶ
ら
下
げ
て
お
き
､
そ
の
内
を
ダ
ン
に
使

っ
た
｡
雑
煮
に
は
ン
タ
モ
-
と
ウ
ワ
モ
リ
が
あ
る
｡

ソ
タ
モ
-
は
角
餅
を
サ
ト
イ
モ
'
ダ
イ
コ
ン
'
ネ
ギ
､
コ
マ
ツ
ナ
､
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
､
油
揚
げ
な
ど
の
貝
と
い
っ

し
ょ
に
薄
味
の
醤
油
で
煮
た
も
の
で
あ
る
｡
ウ
ワ
モ
リ
は
ユ
デ
ゾ
ウ
二
と
も
い
わ
れ
'
前
と
お
な
じ
具
を
煮
て

お
い
て
､
ゆ
で
た
角
餅
を
椀
に
入
れ
て
'
そ
の
う
え
に
貝
と
汁
を
か
け
た
も
の
で
あ
る
o
正
月
三
が
日
は
､
ウ

ワ
モ
-
を
食
べ
る
蒙
が
多
い
｡
こ
の
間
の
料
理
は
歳
男
と
さ
れ
る
当
主
が
台
所
に
入
り
調
理
し
､
煮
炊
し
､
準

餅
つ
き

(北
山
田
老
人
会
)
と
雑
兼
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備
し
た
｡
現
在
も
こ
の
風
習
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡

正
月
七
日
へ
七
草
の
日
に
は
'
か
つ
て
は
ナ
ズ
ナ
の
粥
を
食
べ
た
が
'
い
ま
は
雑
穀
を
食

へ
る
0
神
棚
の
前

に
ま
な
板
を
お
い
て
'
｢
ナ
ナ
ク
サ

ナ
ズ
ナ

ト
ウ
ド
ノ
ト
リ
ガ

ワ
タ
ラ
ヌ
ウ
チ
ニ

ス
ト
ト
ン
ト
ン
ヨ
｣

と
唱
え
な
が
ら
'
七
草
を
刻
む
も
の
だ
t
と
数
え
ら
れ
た
｡

正
月
十

一
日
の
蔵
開
き
は
､
オ
ソ
ナ
工
を
お
ろ
す
日
で
'
焼
雑
煮
や
お
汁
粉
を
金

へ
る
｡

正
月
十
五
日
は
小
豆
粥
の
日
で
あ
る
.
小
豆
を
ゆ
で
て
､
餅
と

1
緒
に
塩
味
に
し
て
'
粥
の
中
に
入
れ
て
食

へ
る
｡
大
棚
で
は
こ
れ
を
正
月
十
七
日
の
お
吾
妻
様
の
日
に
作
り
､
食

へ
る
家
も
あ
る
0

正
月
二
十
日
は
ハ
ッ
カ
正
月

(
ソ
マ
イ
正
月
)
と
い
い
､
雑
煮
の
食
へ
じ
ま
い
の
日
に
な
る
.
こ
の
日
は
､

十

一
月
二
十
日
と
と
も
に
､
恵
比
須
講
と
い
い
､
こ
の
夜
に
オ
ソ
バ
と
尾
頭
付
き
を
食

へ
る
｡

二

そ
の
他

の
行
事

二
月
三
日
の
節
分
に
は
'
大
豆
を

1
升
ほ
ど
抄
る
.
そ
の
豆
の
半
分
で
豆
ま
き
を
し
た
o
自
分
の
年
の
数
だ

け
拾
っ
て
食
へ
る
｡
残
り
半
分
の
豆
は
'
そ
の
年
の
最
初
の
雷
鳴
が
あ
っ
た
と
き
に
､
落
雷
し
な
い
よ
う
に
願
っ

て
食

へ
る
｡

三
月
の
雛
節
供
に
は
､

l
日
ご
ろ
に
餅
つ
き
を
し
て
'
菱
餅
を
作
る
｡
そ
れ
は
､
赤

(食
紅
)
'
緑

(
ヨ
モ

辛
)
'
白

(精
米
だ
け

二
枚
)'
黄

(黄
粉
)
の
四
色
五
枚
の
重
ね
で
あ
っ
た
｡
ま
た
赤

･
白

･
緑
の
三
色
三

枚
重
ね
も
あ
る
｡
こ
の
日
は
'
嫁
に
暇
が
与
え
ら
れ
､
菱
餅
､
ハ
マ
グ
-
､
黄
粉
を
持
っ
て
実
家
に
帰
っ
た
｡

ま
た
赤
飯
を
炊
い
て
祝

っ
た
｡

田
植
に
は
､
オ
チ
ャ
ウ
ケ
に
米
だ
け
の
握
り
飯
を
作
り
､
ニ
シ
ン

(身
欠
き
錬
)
'
ジ
ャ
ガ
イ
モ
､
イ
ン
ゲ

ン
な
ど
の
穀
物
を
+T
リ
タ
メ
や
重
箱
に
詰
め
､
オ
カ
モ
チ
に
入
れ
て

田

へ
遊
ん
だ
.
そ
の
た
め
'
田
植
用
と
し

て
ふ
だ
ん
か
ら
米
を
は
ね
て

(と
っ
て
)
お
か
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
ニ
ン
ン
は
'
ス
-
パ
チ
に
灰
を
入
れ
て

ふ
や
か
し
'
7
ク
ヌ
与
を
す
る
と

l
～
二
晩
で
や
わ
ら
か
く
な
っ
た
｡
そ
れ
を
甘
-
煮
た
も
の
は
'
体
が
シ
ケ

書
の
モ
チ
作
り
(井
上
サ
ク
さ
ん
･
荏
田
鼓
沢
･
46
)

+ チ-◆
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ナ
イ

(冷
え
な
い
)
と
い
っ
て
'
田
植
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
｡
ヤ
キ
ゴ
メ
は
､
タ
ネ
ま
き
の
後
で
::出作

を
祈
っ
て
菌
代
田
の
水
口
に
供
え
た
O
家
に
よ
っ
て
は
ヤ
キ
ゴ
メ
で
は
な
く
､
赤
飯
を
家
の
神
棚
に
半
紙
か
ザ

ッ

キ
に
の
せ
て
供
え
た
｡

ウ
エ
タ
イ
ワ
イ
の
と
き
は
､

ニ
ン
ジ
ン
､
ゴ
ボ
ウ
､
7
プ
ラ
ゲ
､
鶏
肉
を
ま
ぜ
た
マ
ゼ
メ
シ
を
用
意
し
た
.

五
月
の
端
午
の
節
供
に
は
､
オ
カ
ソ
ワ
を
作
る
｡
樫
を
洗

っ
て
'
日
陰
で
干
し
て
石
臼
で
ひ
く
｡
そ
の
粉
に

湯
を
加
え
な
が
ら
固
さ
を
み
る
.
そ
れ
を
､
手
で
握

っ
て
片
手
に
入
る
-
ら
い
の
大
き
さ
に
し

て
､
そ
の
中
に

あ
ん
を
入
れ
､
カ
シ
ワ
の
糞
で
つ
つ
み
､
セ
イ
ロ
で
ふ
か
す
O
カ
ノ
ワ
の
菜
は
'
こ
の
こ
ろ
は
ま
だ
小
さ
-
て

包
め
な
い
の
で
'
前
の
年
に
取

っ
て
保
存
し
て
お
い
た
葉
に
場
を
か
け
て
も
ど
し
て
使

っ
た
O

七
月
七
ロ
の
七
夕
節
駅
は
'
ソ
ウ
メ
ン
セ
ノ
ク
と
も
い
わ
れ
'
嫁
が
ソ
ウ
メ
ン
を
持

っ
て
実
家
に
掠

っ
た
｡

七
月
十
凹
日

･
十
五
日
の
砥
園
の
日
に
は
､

赤
飯
､
五
目
飯
'
ウ
ド
ン
を
作

っ
た
〇

七
月
二
十
日
の
土
用
に
は
､
ア
ン
コ
ロ
モ
チ
や
ジ
サ
イ
モ
チ
を
作

っ
た
｡
｢
ド
ヨ
ウ
モ
チ
を
食
べ
な
い
と

ハ

ラ
ワ
タ
が
-
さ
る
｣
と
い
う
言
柴
も
の
こ
っ
て
い
る
.

盆
は
'
八
月
十
三
日
に
'
お
迎
え
の
ダ
ン
.コ
や
ソ
バ
を
作
り
'
キ

ュ
ウ
-
の
馬
を
お
迎
え
の
乗
物
と
し
て
供

え
た
O
卜
五
円
に
は
､
ナ
ス
の
隼
を
作

っ
て
､
そ
の
昔
に
ソ
ウ
メ
ン
と
お
茶
の
お
土
産
を
舷
分
け
に
か
け
て
送

っ

た
｡
家
に
よ
っ
て
は
迎
え
同
様
に
キ

ュ
ウ
リ
の
馬
を
作

っ
て
い
る
｡
お
盆
の
間
は
家
族
は
､
ご
飯
､
丸
餅
､
カ

ボ
チ
ャ
､
コ
プ
､
茶
な
ど
仏
前
に
供
え
た
も
の
と
お
な
じ
物
を
食

へ
た
｡

秋
祭
り
は
'
八
寸
韮
揃
に
亦
餌
や
､
サ
ト
イ
モ
'
ゴ
ボ
ウ
､
生
揚
げ
な
ど
の
乃
し
め
､
水
仙
を
詰
め
て
､
そ

れ
を
も
っ
て
親
戚
の
家
に
招
か
れ
て
い
っ
た
O
荏
田
の
権
現
神
社

(十
二
祉
大
神
)
は
､
鎚
神
社
に
大
正
六
年
､

台
詞
さ
れ
た
た
め
､
現
在
は
祭
り
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
tl･,6
い
が
へ
か
つ
て
は
卜
月
卜
九
口
を
祭
口
と
し
て
い
た
｡

椀
現
神
礼
の
祭
り
は
け
酒
祭
り
と
し
て
よ
-
知
ら
れ
て
い
た
o
こ
の
ロ
に
は
､
円
斗
の
タ
ル
-
コ
ン
が
出
て
､

御
神
酒
が
振
る
ま
わ
れ
た
.

キ
リ
タ
メ
(栗
原
清
助
家
･
大
席
･
5
)
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第

二
即

谷
戸
の
集
落

1

屋
敷

ど
り

明
治
十
年
代
に
作
製
さ
れ
た
地
形
図
か
ら
､
居
住
環
境
を
う
か
が
う
と
､
卑
淵
川
の
南
北
に
走
る
小
さ
な
谷

戸
筋
の
す
こ
し
奥
ま

っ
た
位
置
に
屋
敷
地
が
み
ら
れ
､
集
落
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
そ
の
環
境

は
､
昭
和
四
十
年
代
中
頃
の
港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
事
業
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
へ
は
ほ
旧
来
か
ら
の
環
境
下

に
お
か
れ
'
人
ひ
と
の
生
活
の
場
と
さ
れ
て
き
た
｡

当
地
の
草
屋
根
民
家
の
調
査
に
よ
る
と
､
そ
れ
ら
は
'
は
は
海
抜
二
十
五
メ
ー
ト
ル
前
後
に
屋
敷
地
を
嘩

N'

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
屋
敷
地
は
'
オ
オ
-
チ
に
面
し
た
､
し
か
も
す
こ
し
丘
陵
の
裾
を
駆
け

あ
が

っ
た
と
こ
ろ
を
削
平
L
t
背
後
に
山
や
林
を
背
負
う
よ
う
に
位
置
取
り
さ
れ
て
い
た
り
､
あ
る
い
は
谷
戸

入
口
の
ヤ
マ
ノ
不
カ
ラ
に
占
め
ら
れ
て
い
た
り
す
る
o
母
屋
は
陽
あ
た
り
の
よ
い
実
向
き
に
建
て
ら
れ
て
い
る

例
､
あ
る
い
は
ま
た
ヒ
カ
ケ
の
丘
陵
の
中
腹
を
削
平
L
t
四
方
が
雑
木
や
竹
林
で
お
お
わ
れ
て
い
る
例
'
冬
の

ナ
レ
工
を
ふ
せ
-
た
め
母
屋
の
北
側
に
竹
薮
を
配
し
た
高
台
の
例
な
と
種
々
知
ら
れ
る
｡

屋
敷

谷
戸
筋
の
畦
道
か
ら
EB
こ
し
に
山
の
裾
を
み
る
と
､
大
き
な
ケ
ヤ
キ
が
列
を
な
し
て
植
え
ら
れ
て
い
る
風
見
尻

に
よ
-
で
-
わ
し
た
o
そ
れ
は
'
そ
の

l
角
に
旧
来
か
ら
屋
敷
と
り
を
し
､
居
を
構
え
て
き
た

ソ
ツ
与
の
人
び

と
の
居
宅
を
し
め
す
も
の
で
あ

っ
た
｡
巽
ジ

rn
ウ
ク
チ
と
い
わ
れ
た
､
東
南
に
位
置
す
る
屋
敷
の
人
口
か
ら
訪

問
を
告
げ
な
が
ら
入

っ
て
い
く
と
'
四
壁
に
は
カ

ソ
'
カ
キ
､

ノ
ユ
ロ
な
と
'
日
馬
生
活
で
の
食
物
や
材
料
と

し
て
使
用
す
る
木
々
が
植
え
ら
れ
､
さ
ら
に
マ
ツ
'

ツ
ケ
'
ヒ
イ
ラ
ギ
な

と
の
居
住
環
境
を
な
こ
ま
せ
る
常
緑

樹
が
植
え
こ
ま
れ
て
い
る
｡

建
物
に
目
を
う

つ
す
と
､
草
屋
根
の
寄
棟
造
り
の
母
屋
を
中
心
と
し
て
､
そ
の
両
巽
に
は
付
属
建
物
の
土
蔵
'

雑
木
林
を
背
負
う
宮
台
伊
助
豪

(牛
久
保
金
子
入

46

;ill:I.

垂 √′一---_A _ II---:-:一 一(-lBi 1.,-:I:-表 ≒~

こユ巧う



243 第 1節 Tf戸 の JLi落

モ
ノ
オ
キ
'
ハ
イ
ヤ
'
キ
ビ
ヤ
な
と
が
配
置
さ
れ
､
さ
ら
に
そ
の
間
に
井
戸
､

ノ

タ
へ
ン
ジ
ョ
'
タ
不
と
称
さ

れ
て
き
た
地
､
畜
舎
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
る
.
江
戸
時
代
末
期
の
も
の
と
考

え

ら

れ
る

｢
沢
田
栄
昌
具
申
IT
]｣

に
'
は
ば
今
日
に
退
存
す
る
建
物
と
同
様
の
･G
の
が
描
か
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
当
地
の
;良
家
の
並
木
的
な
構
造

物
で
あ
る
井
戸
'
居
宅
､
木
小
屋
へ
こ
や
し
郡
や
と
､
構
造
物
で
は
な
い
が
ツ
ク
テ
と
考
え
ら
れ
る
堆
肥
で
'

見
る
者
に
と

っ
て
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
｡

屋
敷
林
の
う
ち
旧
来
か
ら
避
け
ら
れ
て
き
た
木
々
は
'
イ
チ
ジ
ク
､
ビ
ワ
､
ザ
ク
ロ
､
ア
オ
イ
､
ツ
パ
キ
'

ヤ
ナ
ギ
､
シ
タ
レ
サ
ク
ラ
'
サ
ル
ス
へ
-
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
に
は
荊
ち
る
と
か
'
色
が
変
わ

る
と
か
､
下
に
む
く
と
か
と
い
う
'
家
の
発
展
に
よ
く
な
い
理
由
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡

マ
マ
ク
ズ
レ

苛
を
採
取
す
る
た
め
に
へ
江
戸
時
代
末
か
ら
孟
宗
竹
の
栽
培
が
盛
ん
と
な
る
｡
そ
れ
ら
は
管
埋
上
､
防
風
林

を
兼
ね
さ
せ
た
た
め
'
屋
敷
地
後
背
の
斜
面
な
ど
で
栽
培
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
竹
林
は
'
場

所
に
よ
っ
て
は
､
豪
雨
の
際
に
発
生
す
る
､

マ
マ
ク
ズ
レ
と
い
う
土
崩
を
お
こ
す
原
因
と
な
っ
た
O
そ
れ
は
'

竹
の
根
は
横
に
は
よ
-
伸
び
る
も
の
の
､
深
さ
は
三
尺
ほ
ど
で
'
韻
色
の
腐
食
上
機
中
で
と
ま
っ
て
い
る
場
合

が
多
い
｡
そ
の
た
め
こ
の
土
層
と
､
そ
の
下
の
赤
上
と
の
間
に
､
77父
雨
に
よ
っ
て
水
が
ま
わ
る
と
､
斜
面
全
体

が
ず
り
落
ち
る
と
い
う
現
象
を
お
こ
し
た
｡
そ
の
た
め
匡
敷
地
後
背
に
竹
を
値
裁
す
る
際
に
は
十
分
な
注
意
が

は
ら
わ
れ
て
き
た
｡

二

母
屋
の
間
取
り
と
名
称

母
屋
は
ジ
n
ウ
ヤ
と
も
称
さ
れ
､
日
常
生
活
を
営
む
場
と
し
て
'
ま
た
訪
ね
て
-
る
人
び
と
を
迎
え
い
れ
接

待
す
る
場
と
し
て
､
さ
ら
に
は
祖
先
の
霊
を
ま
つ
る
場
と
し
て
'
そ
の
空
間
を
仕
S

っ
た
り
､
あ
る
い
は
開
放

し
て
へ
そ
の
目
的
に
応
じ
た
使
用
が
な
さ
れ
て
き
た
｡
そ
の
間
取
り
は
､
広
間
型
か
ら
田
の
字
型
あ
る
い
は
六

間
型

へ
と
変
化
し
､
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
が
､
確
認
さ
れ
る
主
た
る
間
取
り
は
田
の
字
塾
で
あ
る
｡

｢

沢
日
栄
昌
具
申
書
｣
中
の
兵
家

木
小
屋

竹
林
と
ク
ネ

(東方
･63)
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そ
れ
ら
に
は
土
間
が
付
属
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
こ
の
土
間
の
外
側
に
",
ソ
ペ
ヤ

･
ウ
マ
ヤ
を
付

属
さ
せ
る
例
が
何
例
か
妓
存
し
て
い
る
が
､
さ
ら
に
ウ
マ
ヤ
の
前
面
に
ソ
ソ
バ
と
い
う
馬
の
足
を
洗
う
施
設
を

付
属
さ
せ
て
い
る
例
が
あ
る
｡
外
観
上
は
曲
屋
を
紡
沸
さ
せ
る
が
'
そ
れ
は

1
般
に
い
う
角
屋
型
式
に
屈
す
る

も
の
と
さ
れ
よ
う
C
こ
の
型
式
の
南
限
は
江
戸
川
流
域
と
さ
れ
て
い
る
が
'
当
地
の
調
査
に
お
い
て
､
鶴
見
川

の
支
流
で
あ
る
早
淵
川
流
域
に
形
成
さ
れ
て
い
る
茅
ヶ
崎
と
中
川
に
､
そ
れ
ぞ
れ
二
例
存
在
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
｡

さ
て
間
取
り
は
'
土
間
と
居
室
の
位
置
関
係
か
ら
'
ヒ
ダ
リ
ズ
マ
イ
､
-
ギ
ズ
マ
イ
に
二
分
さ
れ
呼
称
さ
れ

て
き
た
.
ヒ
ダ
リ
ズ

マ
イ
と
は
'
母
屋
の
入
口
に
む
か
っ
て
左
側
に
居
室
を
も

つ
聞
取
り
を
さ
し
､
後
者
の
-

ギ
ズ
マ
イ
は
'
そ
の
逆
で
母
屋
の
入
口
に
む
か
っ
て
右
側
に
居
室
を
も
つ
間
取
り
を
さ
す
も
の
で
あ
る
.
そ
の

日
瑞
生
活
に
お
け
る
使
用
で
は
と
-
に
問
題
は
な
い
が
､
冠
婚
時
の
席
次
に
は
､
少
な
か
ら
ず
左
端
か
み
と
め

ら
れ
る

(｢人
の

1
生
｣
の
章
参
照
)｡

各
居
室
の
呼
称
は
'
図
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
以
外
に
､
ダ
イ
ド
コ
ロ
は
ド
マ
と
称
さ
れ
､
ヒ

ロ

マ
は
ザ
ン
与
へ
オ
ク
は
オ
ク
ノ
マ
あ
る
い
は
デ
イ
と
称
さ
れ
て
い
る
｡
オ
カ
ツ
テ
は
カ
ソ
テ
､
カ
ッ
テ
ノ
マ
､

チ
ャ
ノ
マ
と
も
称
さ
れ
､

ヘ
ヤ
は
ネ
ヤ
､
ナ
ン
ド
と
称
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
六
間
型
で
は
､
ナ
カ
ノ

マ
は
ナ
カ

あ
る
い
は
ザ
シ
与
と
称
さ
れ
て
い
る
｡

ト
ン
ボ
グ
チ

母
屋
の
入
口
は
'
ト
ン
ボ
グ
チ
と
称
さ
れ
､
ほ
ほ

1
間
幅
を
も
ち
'
そ
こ
に
は
引
込
式
の

1
聞
な
い
し
半
間

幅
の
オ
オ
ド
が
は
め
ら
れ
て
い
る
｡
日
ご
ろ
は
こ
の
オ
オ
ド
の
使
用
は
な
く
､
引
き
こ
ま
れ
た
ま
ま
で
､
そ
れ

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
､
オ
オ
ド
の
前
面
に
は
め
ら
れ
た
障
子
戸
な
い
し
網
子
障
子
戸
が
､
戸
と
し
て
の
機

能

を
架
た
し
て
い
る
.
そ
の
障
子
戸
の
上
端

1
画
は
障
子
紙
や
硝
子
が
は
ら
れ
て
な
い
場
合
が
あ
る
0
そ
れ
は
益

鳥
と
さ
れ
て
き
た
ツ
バ
メ
の
帰
巣
の
出
入
口
と
し
て
､
気
配
り
し
た
穴
で
あ
る
｡

オ
オ
ド
上
部
の
白
壁
を
は
じ
め
左
右
の
柱
や
は
め
板
な
ど
に
は
､
怨
霊
除
け
､
炎
雛
除
け
の
お
札
や
､
虫
封

ト
ン
ボ
グ
チ
(酒
川
秋
次
郎
蒙
･
中
川
･
5
)
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じ
の
シ
ャ
モ
ジ
な
ど
が
張
ら
れ
て
い
る
｡
節
分
の
日
に
は
'
ヒ
イ
ラ
羊
の
小
枝
に
ゴ
マ
メ
や
イ
ワ
シ
の
頭
を
さ

し
た
鬼
封
じ
が
刺
さ
れ
る
｡
ま
た
正
月
に
は
ジ

ョ
ウ
グ
チ
に
門
松
が
立
て
ら
れ
'
ト
ン
ボ
ク
チ
に
は
注
連
縄
が

か
け
ら
れ
る
｡
小
正
月
の

1
月
十
四
日
の
セ
イ
ノ
カ
-
の
火
で
餅
を
焼
-
際
に
使

っ
た
三
叉
の
カ
ノ
の
枝
も
'

オ
オ
ド
の
前
方
に
､
盗
難
除
け
の
ま
じ
な
い
と
し
て
立
て
ら
れ
た
｡
こ
の
よ
う
に
ト
ン
ボ
ク
チ
は
家
に
入

っ
て

こ
よ
う
と
す
る
悪
霊
を
封
じ
る
場
所
と
さ
れ
て
き
た
｡

オ
オ
ド
の
左
右
の
外
壁
の
は
め
板
に
は
'
日
馬
使
用
す
る
ク
サ
カ
リ
ガ
マ
の
頬
や
'
シ
ュ
ロ
縄
な
ど
が
さ
し

お
か
れ
た
り
'
吊
る
し
お
か
れ
て
い
る
｡

ダ
イ
ド
コ
ロ

ト
ン
ポ
グ
チ
を
く
-
り
入
る
と
､
そ
こ
は
ダ
イ
ド
コ
ロ
と
称
さ
れ
る
土
間
仕
上
げ
の
部
屋
で
あ
る
｡
天
井
は

多
く
の
場
合
は
な
-
､
屋
根
裏
が
親
祭
さ
れ
る
が
'
1
部
の
家
で
は
､
明
治
期
に
は
じ
ま
っ
た
蕃
蚕
の
た
め
に
､

根
太
天
井
を
は
り
､
そ
こ
を
仕
事
場
と
し
た
例
が
知
ら
れ
る
｡

む
き
だ
し
の
太
い
梁
か
ら
縄
が
さ
げ
ら
れ
'
孟
宗
竹
の
竹
樺
が
わ
た
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
穀
類
や
豆
類

の
乾
燥
や
'
土
間
仕
部
の
際
に
敷
-
蓮
や
コ
モ
の
頬
が
か
け
ら
れ
､
そ
の
下
に
は
玄
米
を
い
れ
た
国
益
式
貯
穀

器
が
お
か
れ
､
そ
の
脇
に
は
製
茶
用
の
ホ
イ
ロ
や
'
粉
挽
き
用
の
イ
ン
ウ
ス
か
す
え
ら
れ
て
い
る
｡

か

つ
て
は
へ
こ
の
土
間
は
ナ
タ
ネ
油
な
ど
の
照
明
の
も
と
で
の
夜
な
へ
仕
郭
や
､
ア
サ
/
ク
-
と
い
っ
て
朝

食
前
の
手
仕
事
を
す
る
場
で
あ
っ
た
｡
セ
イ
ヅ
チ
を
使

っ
て
ワ
ラ
ウ
チ
を
し
､

ツ
ク
リ
ダ

イ
(ゾ
ウ
リ
ダ
イ
)

を
す
え
て
の
ゾ
ウ
リ

･
ワ
ラ
ジ
編
み
､
ム
シ
ロ
7
-
ダ
イ
を
使

っ
て
の
造
編
み
'
タ
ワ
ラ
ア
-
キ
を
使

っ
て
の

俵
編
み
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
｡
そ
の
辿
物
と
し
て
土
間
の

1
角
に
す
え
こ
ま
れ
た
ワ
ラ
ウ
チ
用
の
玉
石
が
と
き

と
し
て
見
ら
れ
る
.
そ
れ
ら
の
製
品
は
自
家
用
品
と
し
て
使
用
す
る
と
同
時
に
'
余
分
な
員
は
市
場
な
ど
に
出

荷
し
､
現
金
収
入
を
得
る
商
品
と
し
た
｡
ま
た
新
茶
の
シ
ー
ズ
ン
と
な
る
と
屋
敷
の
ク
ネ
と
し
て
'
あ
る
い
は

畑
な
と
の
境
木
と
し
て
植
え
て
あ
る
茶
か
ら
新
芽
を
摘
み
､
そ
れ
を
も
っ
て
製
茶
用
の
ホ
イ
ロ
の
う
え
で
乾
燥

さ
せ
､
茶
を
作

っ
た
O
米
の
収
穫
後
は
､

コ
tn
メ
を
イ
シ
ウ
ス
に
か
け
て
捲
粉
と
し
た
り
､
小
麦
を
粉
に
ひ
い

虫
封
じ
の
シ
ャ
モ
ジ
(茅
ヶ
崎
･
52
)

ダ
イ
ド
コ
E3
の
屋
根
暮

(飯
塚
1夫
家
･
北
山
田
･
5!)
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た
｡
こ
れ
は
臼
挽
さ
と
い
わ
れ
､
一
様
に
夜
の
仕
事
で
'
し
か
も
力
仕
事
で
あ

っ
た
た
め
､
娘
の
い
る
家
に
は
'

村
内
外
の
若
者
が
あ
つ
ま
り
､
唄
を
歌
い
な
が
ら
臼
を
挽
い
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
日
挽
唄
は
幼
女
間
の
か

け
唄
で
あ
っ
た
が
､
と
き
に
は
村
の
若
者
と
村
外
の
若
者
の
間
で
'
即
興
の
は
げ
し
い
内
容
を
も
っ
た
唄
が
歌

わ
れ
､
最
後
に
は
喧
嘩
ぎ
た
に
ま
で
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
0

ヒ
モ
シ
ド
と
ナ
ガ
シ

ダ
イ
ド
コ
ロ
の
奥
の
部
分
は
'
ヒ
モ
ノ
ド
と
称
さ
れ
'
そ
こ
に
は

一
般
に
地
炉
が
き
ら
れ
'
梁
か
ら
下
げ
ら

れ
た
簡
易
な
自
在
鈎
に
鉄
瓶
が
か
け
ら
れ
､
松
の
根
な
ど
の
燃
料
が
絶
え
る
こ
と
な
く
燃
え
て
い
た
｡
そ
の
脇

に
は
オ
オ
ガ
マ
用
の
カ
マ
ド

1
益
と
'
田
端
の
怒
炊
に
用
い
る
へ
ッ
ツ
イ
数
兆
が
築
か
れ
て
い
た
.
オ
オ
ガ
マ

を
使
う
と
き
は
'
正
月
と
寒
の
餅
を
粘
-
と
き
や
'
醤
油
や
味
噌
を
作
る
と
き
'
さ
ら
に
は
お
産
の
湯
を
わ
か

す
と
き
な
ど
で
あ
っ
た
｡
日
ご
ろ
の
飯
は
､
鉄
鍋
や
三
升

･
五
升
用
の
羽
釜
を
並
の
へ
ノ
ツ
イ
に
か
け
て
炊
い

た
｡
火
は
地
炉
の
火
を
ツ
ケ
ギ
で
と

っ
て
う
つ
し
､
燃
料
は
薪
や
粗
柔
で
あ

っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
ヘ
ソ
ツ
イ
は
､

昭
和
の
初
め
に
お
い
て
､

ハ
ノ
ビ
ー
カ
マ
ド
や
改
良
カ
マ
ド
に
築
き
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
が
､
石
油
､
プ
ロ
パ

ン
ガ
ス
､
電
気
と
い
う
燃
料
の

普
及
に
つ
れ
､
オ
オ
ガ
マ
以
外
は
解
体
さ
れ
た
り
､
使
わ
れ
な
く
な
り
今
日
に

い
た
っ
て
い
る
｡

そ
れ
ら
の
背
後
の
桂
に
は
火
伏
の
荒
神
さ
ま
が
ま
つ
ら
れ
'
注
連
縄
が
か
け
ら
れ
て
い
る
｡
お
札
は
､
荏
田

渋
沢
の
斎
藤
宮
司
か
ら
年
の
幕
に
配
布
さ
れ
た

｢奉
責
領
三
位
荒
神
鎮
誕
｣
や
､
川
崎
麻
生
不
動
尊
の

｢護
摩

供
え
札
｣
な
ど
で
あ
る
｡

板
壁
の
上
部
は
､
明
り
取
り
を
か
ね
た
煙
出
し
用
の
窓
が
細
工
さ
れ
て
い
る
｡
家
に
よ
っ
て
は
､
煙
が
こ
の

空
間
以
外
に
流
れ
る
の
を
ふ
せ
-
た
め
に
'
梁
や
桁
に
薄
板
を
は
り
め
く
ら
し
'
草
屋
根
に
煙
出
し
の
穴
を
あ

け
て
い
る
例
も
知
ら
れ
る
｡

l
方
'
奥
壁
に
は
ナ
ガ
ン
と
-
ズ
カ
メ
が
配
置
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
は
床
を
も

っ
た
も
の
で
は
な
く
'
土

間
の
う
え
に
直
接
す
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
床
を
と
も
な
う
ナ
ガ
ゾ
の
妓
存
例
は
､
確
認
さ
れ
て
い
な
い
｡

ヒ
モ
シ
ド
と
荒
神

(飯
塚
1夫
家
･
北
山
EE
･
5
)
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そ
れ
ら
の
脇
に
は
'
調
理
用
の
マ
ナ
イ
タ
や
菜
切
り
包
丁
､
肉
用
の
出
刃
包
丁
が
お
か
れ
､
括
鉢
や
措
粉
木
が

み
ら
れ
'
煮
炊
用
の
鉄
鍋

･
羽
釜
の
粗
'
ま
た
米
椎
､
味
噌
桶
､
醤
油
樽
な
ど
が
お
か
れ
て
い
る
｡
食
器
類
は

上
下
二
段
か
ら
な
る

一
間
幅
の
軽
理
棚
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
ナ
ガ
ソ
か
ら
の
水
は
セ
セ
ナ
ゲ
と
い
わ

れ
､
肥
料
を
薄
く
す
る
際
の
水
と
し
て
使
わ
れ
た
｡

こ
れ
ら
ヒ
モ
ン
ド
の
カ
マ
ド
規
と
ナ
ガ
ン
は
'
太
平
洋
戦
争
後
､
母
屋
の
北
側
に
も
う
け
た
ゲ
ヤ
や
､
単
独

の
小
屋
に
う
つ
さ
れ
た
例
が
多
-
知
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
燃
料
の
薪
に
よ
る
煙
を
さ
ら

っ
た
こ
と
と
'
養
蚕

な
ど
の
た
め
に
'
ダ
イ
ド
コ
ロ
の
空
間
を
よ
り
広
-
利
用
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
O
ま
た
母
屋
の
外
壁

や
床
下
な
ど
に
整
然
と

つ
ん
だ
燃
料
の
薪
の
益
は
､
そ
の
家
の
豊
か
さ
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
か
､
石
油
や

プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
な
ど
の
普
及
に
よ
り
'
オ
オ
ガ
マ
使
用
の
際
と
か
'
風
呂
の
燃
料
と
い
う
よ
う
に
そ
の
使
用
は

限
ら
れ
て
い
っ
た
｡

井
戸
は
'
ナ
ガ
シ
の
脇
の
セ
ド
グ
チ

(衰
出
入
口
)
を
出
た
と
こ
ろ
や
､
表
の
庭
な
と
に
掘
ら
れ
､
家
に
よ
っ

て
は
二
つ
三
つ
と
所
有
し
て
い
る
｡
ま
た
云
山
の
崖
に
横
穴
を
う
が
ち
､
竹
筒
を
通
し
た
ヨ
コ
イ
ド
を
も
う
け

て
い
る
場
合
も
あ
る
.

正
月
に
は
'
井
戸
に
オ
ソ
ナ
工
を
供
え
井
戸
神
さ
ま
を
ま
つ
り
､
若
水
を
く
み
あ
げ
た
.
夏
場
に
は
井
戸
さ

ら
い
を
し
て
清
水
を
常
に
確
保
す
る
よ
う
に
心
か
け
た
｡
こ
の
井
戸
さ
ら
い
の
日
は
'
暦
を
み
て
よ
い
日
が
え

ら
ば
れ
る
が
'
や
む
な
-
凶
の
日
に
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
'
井
戸
の
前
に
ロ
ウ
ソ
ク
を
立
て
て

と
も
し
'
砂
を
桝
か
茶
碗
に
入
れ
て
供
え
､
火
が
燃
え
尽
-
す
と
､
そ
の
砂
を
ま
き
'
さ
ら
に
塩
を
ま
き
痛
め

て
か
ら
と
り
か
か
っ
た
.
こ
れ
は
井
戸
ば
か
り
で
は
な
く
'
家
作
を
い
じ
る
際
な
ど
に
も
､
こ
の
約
め
を
お
こ

な

っ
た
と
い
う
｡

井
戸
に
市屯
動
式
の
ポ
ン
プ
が
お
か
れ
た
の
は
昭
和
三
十
年
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
｡
水
道
の
配
管
率
は
､
昭
和

四
十
二
年
の
恩
田
配
水
地
の
完
成
に
よ
っ
て
へ
勝
EE
方
面

へ
の
配
管
が
可
能
と
な
り
徐
々
に
増
し
て
い
っ
た
｡

そ
の
後
'
昭
和
五
十
九
年
に
は
牛
久
保
配
水
池
が
完
成
す
る
｡



1776章 す ま い 248

フ
ロ

昭
和
三
十
年
代
の
末
に
'
ご
く

l
部
の
家
で
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
風
呂
が
登
場
す
る
O
そ
れ
ま
で

は
'
農
家
で
は
薪
や
粗
菜
を
燃
料
に
､
非
農
家
で
は
薪
と
石
炭
､
あ
る
い
は
石
油
を
燃
料
と
す
る
風
呂
が
主
流

で
あ

っ
た
｡

風
呂
桶
は
､
五
右
衛
門
風
呂
へ
長
州
風
呂
の
類
で
､
ダ
イ
ド
コ
ロ
の
土
間
や
母
屋
の
ゲ
ヤ
な
と
に
呪
い
も
な

-
､
単
に
す
え
る
の
か

一
般
で
あ
っ
た
が
'
母
屋
内
部
'
特
に
土
間
の
改
良
に
と
も
な
い
'
母
屋
の
外
に

1
棟

の
建
物
を
た
て
､
風
呂
場
と
す
る
よ
う
に
な
る
｡
水
は
井
戸
水
を
汲
み
入
れ
た
の
で
'
水
遊
び
そ
れ
自
体
も
大

変
な
力
仕
事
で
あ
り
､
か

つ
十
分
に
水
を
使
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
多
人
数
が
入
浴
し
た
あ
と
に
は
垢
が

浮
い
て
い
た
が
､
照
明
が
暗
か

っ
た
た
め
に
そ
れ
ほ
ど
は
気
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
話
も
拭

っ
て
い
る
｡

使
用
後
の
親
水
は
､
肥
料
用
の
水
と
し
て
使

っ
て
き
た
.
特
児
な
例
と
し
て
は
､
ゲ
ヤ
に
風
呂
桶
よ
り
も
ひ

と
ま
わ
り
大
き
い
水
盤
を
埋
設
し
て
お
き
､
こ
れ
に
使
用
後
の
湯
水
を
入
れ
て
潤
め
､
い
っ
ぱ
い
に
な
る
と
汲

み
た
し
て
下
肥
に
-
わ
え
て
薄
め
'
田
畑
に
は
ど
こ
し
た
｡
こ
の
湯
水
を
水
班
に
溜
め
肥
料
と
す
る
例
は
､
奥

多
摩
地
方
に
も
残
存
し
､
そ
れ
は
古
い
風
習
と
さ
れ
て
き
た
｡
な
お
日
照
で
水
不
足
の
と
き
は
'
近
所
の
二
～

三
軒
で
ひ
と
つ
の
フ
ロ
を
共
に
使
用
す
る
場
合
も
あ
っ
た
｡

ヒ
ロ
マ

土
間
の
ダ
イ
ド
コ
ロ
か
ら
エ
ン
ダ
イ
に
腰
を
か
け
'
履
物
を
脱
ぎ
そ
ろ
え
て
上
が
る
と
ヒ
ロ
マ
で
あ
る
｡
ヒ

ロ
マ
は
日
常
生
活
に
お
け
る
居
間
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
､
あ
ら
た
ま
っ
た
客
の
応
接
の
間
と
し
て
使
用
さ
れ

る
場
合
が
多
く
'
部
屋
全
体
は
整
理
さ
れ
､
家
□
lEな
ど
が
お
か
れ
て
い
る
例
は
少
な
い
O

天
井
は
ス
ノ
コ
天
井
の
残
存
が
数
例
見
ら
れ
た
が
､
大
半
は
根
太
天
井
と
な

っ
て
い
る
.
そ
れ
は
題
盃
に
と

も
な
う
改
築
で
あ
る
｡
床
は
タ
タ
-
が
し
か
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
こ
こ
三
卜
咋
ほ
ど
の
も
の
で
､
そ
れ
以
前

は
タ
タ
-
は
取
り
は
ず
し
て

一
角
に
つ
み
､
床
板
の
う
え
に
ウ
ス
ペ
-
を
敷
い
て
の
生
活
で
'
侮
日
､
床
版
を

推
布
が
け
し
た
と
い
う
｡
タ
タ
･,,
の
使
用
は
ヒ
ト
rn
セ
と
称
さ
れ
る
冠
婚
葬
祭
な
と
の
際
で
あ

っ
た
O
韮
蚕
に

ヒ
E)
マ
･
ナ
カ
ノ
マ
(石
原
的
繋
･北
山
田
･
5!)

1日 一■ tlltFl.
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使

っ
た
イ
ロ
リ

(
ユ
ロ
リ
)
が
切
ら
れ
て
い
る
｡

ヒ
ロ
マ
と
オ
カ
ツ
テ
の
境
に
は
'
黒
ひ
か
り
す
る
ケ
ヤ
キ
の
大
黒
柱
と
長
者
柱
が
す
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の

両
柱
は
男
女
に
た
と

え
ら
れ
'

一
家
を
さ
さ
え
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
｡
家
に
よ
っ
て
は
大
脳
杵
を
1
本
も
つ

と
い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
.
ま
た
大
黒
柱
の
基
礎
の
周
辺
に
穴
を
撮
り
'

エ
ナ
な
と
後
産
の
も
の
を
ポ
ロ
な

ど
に
つ
つ
み
埋
め
る
風
習
も
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
｡
こ
の
習
い
は
家
に
よ
り
異
な
り
､
-
ル
ヒ
ト
に
う
ら
な

っ

て
も
ら
い
'
乾
の
方
位
に
埋
め
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
｡
ま
た
新
聞
紙
な
ど
そ
ま
つ
な
紙
に
つ
つ
み
捨
て
る
と

夜
泣
き
す
る
と
伝
-与
り
れ
て
い
る
.

1
月
卜
四
日
の
セ
イ
ノ
カ
-
の
日
に
は
'
米
と
繭
の
=:j作
を
願
い
'
カ
シ

の
大
技
に
団
子
あ
る
い
は
餅
と
-
カ
ン
を
刺
し
成
ら
し
て
､
人
誤
柱
に
縛
り
つ
け
飾

っ
た
O

長
者
桂
の
鴨
居
に
は
､
長
さ

1
間
､
幅

1
尺
ほ
ど
の
厚
い
棚
が
取
り
つ
け
ら
れ
t
や
し
ろ
を
備
え
た
神
棚
と

な
っ
て
い
る
｡
そ
こ
に
は

｢天
照
皇
大
神
宮
｣
｢歳
徳
神
大
麻
｣
と
､
各
ム
ラ
の
鎮
守
の
杉
山
神
社
'
餌
神
社
､

山
田
神
社
へ
淡
島
神
社
な
ど
の
お
札
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
｡
こ

れ
ら
の
お
札
は
､
毎
年
碁
に
､
各
鎮
守
の
宮
司

に
よ
っ
て
届
け
ら
れ
る
｡
各
戸
で
は
サ
ク
ガ
-
サ
マ
と
い
っ
て
'
三
舎
か
ら

一
升
の
お
米
を
お
礼
と
し
て
い
た

が
'
昭
和
三
十
六
年
ご
ろ
か
ら
お
札
料
と
し
て
お
金
を
つ
つ
み
､
ま
た
思
し
召
し
と
し
て
お
米
を
さ
し
あ
げ
る

よ
う
に
な
っ
た
.
神
棚
に
は
､
毎
月

1
日
と
十
五
日
の
ア
レ
ビ
に
は
サ
カ
キ
を
取
り
か
え
､
正
月
や
初
午
な
ど

ま
つ
り
の
日
に
は
､
サ
カ
キ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
'
オ
ビ
ス
ズ
に
酒
を
入
れ
､
穀
物
と
と
も
に
お
供
え
し
､
ま

つ
っ
て
き
た
｡
ま
た
EB
櫓
の
日
な
と
に
は
､
豊
作
を
祈
願
し
､
赤
飯
を
供
え
て
き
た
O
家
に
よ
っ
て
は
酒
器
に

オ
ミ
キ
ノ
ク
チ
を
刺
し
供
え
て
い
る
場
合
も
み
か
け
ら
れ
る
｡
オ
ミ
キ
ノ
ク
チ
は
竹
の
細
工
も
の
で
'
古
-
な

る
と
態
の
市
で
入
手
し
､
新
規
に
し
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
な
お
供
え
た
古
い
お
札
は

1
月
十
四
日
の
セ

イ
ノ
カ
-
の
火
で
お
焚
き
あ
げ
を
す
る
が
､
家
に
よ
っ
て
は
そ
の
お
札
を
俵
に
い
れ
'
屋
根
表
に
保
管
す
る
場

合
が
あ
る
｡
家
を
守

っ
て
-
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡

隣
の
部
屋
と
の
境
は
､
上
下
に
薄
板
を
入
れ
'
そ
の
間
に
枠
同
様
の
抜
粋

(
オ
ヒ
)
を
入
れ
た
イ
ク
ド
､
つ

ま
り

1
殻
に
い
う
オ
ビ
ド
や
､
ふ
す
ま
障
子
や
障
子
で
仕
切
ら
れ
､
特
に
ダ
イ
ド
コ
ロ
'
オ
ク
､
オ
カ
ツ
テ
と

神
f

(酒
川
秋
次
雌
家
･
中
川
･
53
)
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の
境
は
オ
ヒ
ド
の
例
が
多
い
o
部
屋
の
広
さ
は
､
お
も
に
八
笠
間
で
あ
る
が
'
階
層
に
よ
っ
て
は
十
二
田且
の
間

も
み
ら
れ
る
｡
縁
側
は
濡
れ
縁
で
あ

っ
た
も
の
を
改
造
し
'
内
縁
側
と
し
て
い
る
例
が
多
い
o

オ
ク

オ

ク
は
､
オ
ク
/
マ
あ
る
い
は
デ
イ
と
も
称
さ
れ
て
き
た
部
屋
で
､
日
当
り
も
よ
く
'
老
夫
婦
の
隠
居
部
屋

と
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
｡
こ
の
部
屋
の
輿
に
あ
た
る
ヘ
ヤ
と
の
境
に
は
'
仏
壇
と
床
の
間
が
も
う
け
ら
れ
'

そ
の
後
郡
は

一
般
に
へ
ヤ
側
に
突
き
だ
し
て
据
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡

仏
壇
の
前
幅
は
は
ば
三
尺
か
六
尺
､
奥
行
は
三
尺
を
計
り
'
そ
の
脇
に
あ
た
る
カ
ノ
テ
側
に
は
押
板
を
泊
存

さ
せ
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
｡
建
築
期
が
明
治
の
も
の
で
も
'
押
板
を
も
ち
､
建
築
技
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
､

あ
る
い
は
信
仰
上
の
観
点
か
ら
伝
わ
り
設
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
｡
床
の
間
は
'
前
幅
は
は
は

六
尺
で
'
奥
行
は

一
尺
玉
寸
な
い
し
三
尺
で
あ
る
｡
家
に
よ
り
書
院
仕
様
に
仕
上
げ
て
い
る
例
も
あ
る
｡

こ
の
オ
ク
は
'
ヒ
ロ
マ
と
と
も
に
ヒ
ト
ヨ
セ
と
い
わ
れ
る
冠
婚
葬
祭
の
際
の
部
屋
と
し
て
'
オ
ヒ
ド
を
は
ず

し
t

l
部
屋
と
し
て
使
用
さ
れ
た
｡
葬
儀
の
例
を
み
る
と
'
僧
侶
は
オ
ク
の
縁
側
か
ら
入
室
し
､
そ
こ
に
安
置

さ
れ
て
い
る
棺
に
む
か
う
｡
訪
中
の
者
は
ヒ
ロ
マ
の
縁
側
か
ら
出
入
し
て
葬
儀
の
準
備
に
た
ず
さ
わ
っ
た
｡
出

棺
は
オ
ク
の
縁
側
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
O
ま
た
念
仏
講

･
稲
荷
講

･
地
神
講
な
と
講
中
の
集
ま
り
に
も
こ
の
部

屋
が
使
わ
れ
て
き
た
｡

オ
ク
と
ヒ
ロ
マ
は
'
養
蚕
を
や
っ
て
い
た
時
期
に
は
､
そ
の
仕
事
場
と
し
て
使
わ
れ
た
O
オ
タ
イ
ソ
ン
と
称

さ
れ
た
地
主
階
層
で
は
､
養
蚕
用
の
建
物
を

一
棟
建
築
し
た
例
も
知
ら
れ
る
が
､
普
通
'
オ
ク
と
ヒ
ロ
マ
に
暖

房
用
の
イ
ロ
-
を
き
り
､
こ
こ
を
荘
重
の
場
と
し
た
｡
イ
ロ
-
に
入
れ
る
燃
料
は
煙
が
少
な
-
､
し
か
IG
l
定

の
温
度
を
保

つ
こ
と
が
で
き
た
炭
が
使
わ
れ
た
o
屑
繭
を
使

っ
て
の
糸
繰
り
や
機
織
り
は
'
ヒ
ロ
マ
や
そ
の
縁

側
で
お
こ
な
っ
て
き
た
｡

ヘ
ヤ

田

の
字
型
の
民
家
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
押
入
を
も
た
な
い
構
造
は
'
ヘ
ヤ
を
納
戸
と
し
て
位
訳J
つ
け
､

オ
ク
の
g<
の
子
天
井

(岡
本
宗

1
蒙

牛
久
保
金
子
入
･
49
)

仏
社

(大
久
保
正
治
家
･
中
川
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寝
具
を
は
じ
め
衣
料
な
ど
を
収
納
す
る
部
屋
と
し
て
き
た
｡
味
の
間
の
背
後
に
あ
た
る
場
所
は
'
床
の
間
の
奥

行
が

一
尺
五
寸
の
場
合
は
､
節
笥
や
長
持
を
置
く
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
空
間
と
な
っ
て
い
た
O

そ
の
た
め
､
こ
の
ヘ
ヤ
は
､
小
さ
な
明
り
収
り
の
窓
は
も

つ
も
の
の
'
光
の
入
り
に
く
い
部
屋
と
し
､
床
も

丑
を
し
く
こ
と
な
く
､
床
板
上
に
ウ
ス
ヘ
リ
を
し
-
の
を
普
通
と
し
た
O
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
ヘ
ヤ
は
当
主

夫
婦
の
寝
室
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
｡
ま
た
､
こ
の
ヘ
ヤ
は
お
産
の
部
屋
と
し
て
使
わ
れ
'
産
み
月
ま
で
野

良
仕
事
を
し
た
の
ち
､
こ
の
部
屋
で
赤
子
を
産
み
へ
産
後
の
1二
週
間
ほ
ど
を
､
こ
の
部
屋
で

l
人
で
す
ご
し
､

井
戸
'
カ
マ
ド
､
神
棚
な
ど
か
ら
避
け
た
生
活
を
お
く
っ
た
｡

オ
カ
ッ
テ

オ
カ
ソ
テ
は
'
調
理
と
食
事
の
場
と
さ
れ
る
以
上
に
､
日
常
の
居
間
と
し
て

一
番
よ
く
使
う
部
屋
で
､
地
線

者
や
血
縁
者
な
ど
肩
の
こ
ら
な
い
親
し
い
訪
問
者
の
接
待
は
こ
の
部
屋
で
お
こ
な
っ
た
｡
床
は
板
の
間
で
'
ウ

ス
ベ
リ
が
し
か
れ
て
い
る
例
が
多
い
｡

ま
た
オ
カ
ノ
テ
の
ア
ガ
リ
ハ
ナ
か
ら
ダ
イ
ド
コ
ロ
伽
の
土
間
に
む
か

っ
て
'
ほ
ほ

1
聞
幅
の
縁
台
が
も
う
け

ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
昼
食
時
に
､
野
良
右
の
ま
ま
腰
を
か
け
'
食
や
を
と
る
IJ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も

の
で
あ
る
｡

イ
ロ
リ
が
部
屋
の
中
央
よ
り
に
切
り
こ
ま
れ
て
い
る
が
'
そ
の
使
用
は
現
在
は
な
く
､
板
で
お
お
う
か
､
あ

る
い
は
ホ
リ
ゴ
タ
ツ
用
に
改
良
し
'
利
用
し
て
い
る
例
が
み
か
け
ら
れ
る
｡
イ
ロ
-
の
庭
の
名
称
は
ウ
ワ
ザ

･

シ
モ
ザ

(キ
ジ
リ
)
･
ヨ
コ
ザ
の
呼
称
が
伝
わ
っ
て
い
る
｡

鴨
居
に
は
エ
ビ
ス
さ
ま
が
ま
つ
ら
れ
､
一
月
二
十
口
と
十

一
月
ニ
ト
ロ
に
虐
比
姐
誹
が
お
こ
な
わ
れ
る

(｢年

中
行
事
｣
の
章
参
照
).

三

付
属
の
建
物

土
蔵
･
モ
ノ
オ
キ

ヘ
ヤ
(俵
塚
l夫
家
･
北
山
EB
･
50
)

● : ~■套 li=
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I I l r敷 ト lLPi

- .
■
l l

･1 .. ㌧'

二
つ
か
ら
オ
カ
ッ

テ

(同
家
)
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農
家
に
お
け
る
収
納
建
物
は
土
蔵
と
モ
ノ
オ
キ
に
代
表
さ
れ
る
0
そ
れ
ら
の
建
物
を
持

つ
か
持
た
な
い
か
は

地
域
社
会
に
お
け
る
家
の
歴
史
的
階
層
差
に
よ
っ
た
O
地
主
低
層
に
お
い
て
は
'
両
建
物
を
持
ち
､
し
か
も
土

蔵
は

一
つ
の
み
な
ら
ず
文
書
蔵
､
穀
物
蔵
と
校
数
の
蔵
を
所
有
し
た
.

モ
ノ
オ
キ
は
､
外
観
は
板
壁
で
造
作
さ
れ
て
お
り
､
単
な
る
収
納
小
屋
に
み
え
る
が
､
蔵
と
し
て
の
機
能
を

も
ち
'

一
般
に
普
及
し
た
建
物
で
､

一
棟
を
二
つ
の
部
屋
に
仕
切
り
'

一
つ
を
シ
タ
モ
ノ
オ
キ
'
他
を
ウ
エ
モ

ノ

オ

キ

と
称
し
て
き
た
｡
前
者
は
土
間
仕
上
げ
で
'
主
に
野
良
用
具
や
ト
ウ
-
な
と
の
調
整
用
異
な
と
を
入
れ

る
部
屋
と
さ
れ
て
き
た
｡
7
-
ウ
ス
な
と
を
そ
の

一
角
に
す
え
る
場
合
も
あ

っ
た
｡
後
者
は
床
を
も
ち
'
防
鼠

対
策
が
ほ
と
こ
さ
れ
､
土
蔵
同
様
に
二
重
扉
の
入
口
を
も
ち
､
米
麦
な
と
を
収
納
す
る
穀
物
蔵
と
し
て
使
用
し

て
き
た
｡

キ
ヒ
セ

キ
ヒ
ヤ
は
､
｢
沢
EE
栄
呂
具
申
書
｣

に
は

｢木
小
屋
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
木
小
屋
は
､
キ
コ
ヤ
と
読
ま
れ

る
が
へ
古
老
の
間
で
は
こ
の
建
物
を
キ

ヒ
ヤ
と
称
し
て
い
る
0
こ
の
小
屋
は
卓
屋
根
で
､
雨
水
を
ふ
せ
く
簡
易

な
板
壁
を
も
ち
､
日
常
に
使
用
す
る
薪
や
モ
ヤ

(粗
菜
)､
ク
ス
な
と
の
燃
料
を
保
管
す
る
建
物
で
､
そ
の
規

模
は
111坪
前
後
で
あ
る
｡
建
物
の
位
置
は
､
母
屋
の

l奴

仇

や

モ
ノ
オ
キ
の
脇
な
と
に
配
さ
れ
て
い
る
が
､
母
屋

の
セ
ト
ク
チ

(雲
出
入
口
)
に
近
い
場
所
に
建
て
ら
れ
て
い
る
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
｡

ウ
マ
ヤ

･
ウ
シ
ゴ
ヤ

昭
和
四
十
七
年
､
荏
田
渋
沢
の
谷
戸
で
､
荷
車
を
ひ
-
役
牛
が
畦
の
草
を
食
ん
で
い
た
｡
オ
キ
の
屋
号
を
も

つ
神
原
家
の
牛
で
あ

っ
た
｡
田
畑
の
耕
転
､
荷
車
の
運
搬
な
と
畜
力
を
使

っ
て
の
仕
事
は
､
昭
和
三
十
年
こ
ろ

を
終
蔦
朋
と
す
る
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
私
た
ち
ほ
､
意
外
な
も
の
を
み
た
と
い
う
気
持
ち
で
あ

っ
た
o

母
屋
の
ト
ン
ボ
グ
チ
を
は
い
る
と
'
ヒ
ロ
マ
の
反
対
側
に

一
間
幅
な
い
し
半
間
幅
の
板
戸
が
取
り
つ
け
ら
れ

て
い
る
｡
こ
の
戸
を
開
-
と
､

ロ
ウ
カ
と
称
さ
れ
る
二
間
前
後
の
通
路
が
あ
り
､
そ
の
奥
が
厩
舎
と
な

っ
て
い

る
｡

ロ
ウ
カ
は
'
旧
来
の
よ
う
す
を
と
と
め
､
側
壁
の
上
部
に
は
明
か
り
と
り
の
障
子
戸
が
は
め
ら
れ
､
床
は

七
地
毛

(大

略
正三
郎
蒙

･
北
山
田

･

5
)

モ
ノ
オ
手
(金
子
幸
作
家
･
茅
ヶ
崎
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味
噌
や
背
油
へ
縫
物
の
樽
や
桶
の
お
き
場
と
な
っ
て
い
る
.
民
会
は
通
常
ウ
マ
ヤ
と
称
さ
れ
前
室
と
後
室
か
ら

な
り
'
前
室
を
馬
小
屋
と
L
t
後
室
を
-
ソ
ペ
ヤ
な
と
に
使
用
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
｡
規
模
は
前
後
室
あ
わ

せ
'
小
は
六
坪
'
大
は
十
六
坪
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
｡
牛
馬
の
飼
育
が
す
た
れ
た
の
ち
は
､
内
部
を

改
造
し
'
仕
郡
場
あ
る
い
は
車
庫
と
し
て
使
用
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
､
i(
半
は
解
体
さ
れ
て
い
る
｡
残
存
す

る
ウ
マ
ヤ
に
は
'
絵
馬
が
か
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
｡
こ
れ
は
今
日
の
乳
牛
の
厩
舎
に
も
み
ら
れ
'
絵
馬

を
厩
舎
に
そ
な
え
る
風
習
が
あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る

(｢信
仰
と
生
活
｣
の
葦
参
照
)0

ま
た
牛
馬
を
蚊
か
ら
守
る
た
め
に
､
モ
チ
グ
サ
ダ
ン
ゴ
に
す
る
ヨ
モ
ギ
を
押目
い
う
ち
に
と

っ
て
き
て
'
シ
ン

ナ
リ
と
な

っ
た
こ
ろ
に
い
ぶ
し
､
蚊
を
退
治
す
る
の
に
使

っ
た
｡
牛
馬
の
死
骸
は
ウ
マ
ス
テ
バ
に
は
う
む
り
'

屋
敷
地
の

一
角
や
辻
に
供
養
の
た
め
に
馬
頭
観
音
を
ま
つ
っ
た
｡

ハ
イ
ヤ

肥
料
は
田
畑
の
作
物
を
栽
培
す
る
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
'
そ
の
保
管
に
は
十
分
な
手
が
く

わ
え
ら
れ
て
き
た
｡

ハ
イ
ヤ
は
､
シ
モ
ヤ
あ
る
い
は

｢
沢
田
栄
昌
具
申
書
｣
に

｢
こ
や
し
部
や
｣
と
み
え
る
よ

う
に
'
肥
料
の
規
を
保
管
す
る
小
屋
で
'
は
は
五
坪
ほ
と
の
規
模
で
'
屋
根
は
等
棟
の
草
尾
根
を

も
ち
'
壁
は

土
壁
で
上
場
部
に
小
さ
な
明
か
り
取
り
の
窓
を
も

っ
て
い
る
｡

小
屋
の
中
央
部
に
は
下
肥
を
溜
め
る
､
直
径

1
間
､
深
さ

l
間
は
ど
の
桶
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
｡
近
年
は
こ

の
桶
に
か
わ
り
､
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
四
角
な
容
器
が
設
備
さ
れ
'
さ
ら
に
ハ
イ
ヤ
に
隣
接
す
る
よ
う
に
ブ
タ

小
屋
を
た
て
'
ブ
タ
の
排
他
物
が
'
そ
の
容
器
に
流
れ
込
む
よ
う
な
仕
組
み
を
と
っ
て
い
る
例
も
知
ら
れ
る
.

桶
の
脇
に
は
'
ク
ズ
と
称
さ
れ
た
落
葉
に
ワ
ラ
ク
ズ
や
灰
な
ど
が
く
わ
え
ら
れ
山
桃
さ
れ
て
い
る
.
こ
れ
に

下
肥
の
頬
を
か
け
'
よ
く
き
り
か
え
し
を
お
こ
な
い
ツ
ク
テ

(堆
肥
)
が
作
ら
れ
る
｡

輿
壁
や
脇
の
壁
に
は
棚
が
つ
く
ら
れ
'

ニ
ネ
と
称
さ
れ
て
き
た
肥
桶
が
整
頓
し
て
お
か
れ
て
い
る
.

こ
の
よ
う
な

ハ
イ
ヤ
は
'
金
肥
が
主
流
と
な
っ
て
か
ら
は
､
そ
の
使
用
方
法
は
か
わ
り
'
家
に
よ
っ
て
は
下

肥
関
係
の
も
の
を
す

へ
て
整
理
し
た
の
ち
､
物
置
や
仕
事
部
屋
と
し
て
使

っ
て
い
る
場
合
も
知
ら
れ
る
｡

ウ
シ
ゴ
ヤ
･
キ
ビ
十
･
仕
事
ペ
ヤ

(石
原
折
LW
･
北
山
田
･
5
)

ウ
シ
ゴ
ヤ
(石
原
pS
菓
･
北
山
田
･
Si)
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タ
ネ

出
家
の
庭
の

1
角
に
は
､

1
坪
前
後
の
洗
い
旭
が
設
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
池
を
タ
ネ
と
い
っ
て
い
る
｡
そ

の
呼
称
は
田
植
前
の
タ
ネ
モ
-
の
水
選
に
'
こ
の
他
を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
､
稲
の
タ
ネ
に
由
来
し
て

い
る
も
の
と
考
.与
り
れ
る
.

タ
ネ
に
入
る
水
は
､
井
戸
水
や
山
の
清
水
を
引
き
溜
め
た
も
の
で
あ
る
｡
深
さ
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
､
二

尺
前
後
で
､
金
魚
な
ど
を
は
な
し
て
い
る
場
合
も
み
ら
れ
る
｡
そ
の
使
用
は
､
稲
の
タ
ネ
モ
-
放
け
'
野
菜
類

の
洗
い
場
と
し
て
'
ま
た
鍬

･
鋤
な
と
般
具
の
洗
い
場
と
さ
れ
て
き
た
｡
今
日
'
大
根
や
カ
ブ
な
ど
を
洗
う
際

に
は
'
電
動
式
の
洗
い
器
が
取
り
つ
け
ら
れ
る
｡

ウ
チ
バ
カ

当
地
の
墓
所
は
､
ウ
チ
バ
カ
と
寺
墓

･
共
同
墓
地
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
､
前
者
の
ウ
チ
バ
カ
は
屋
敷

に
と
も
な
う
も
の
で
､
母
屋
の
後
背
地
の
斜
面
な
と
を
削
平
し
墓
所
と
し
て
い
る
｡
そ
の
屋
敷
と
の
方
位
関
係

は
､
と
く
に
留
意
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
､
母
屋
の
占
地
す
る
地
理
的
環
境
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
へ
全
方
位
に

墓
所
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
0
た
だ
共
通
点
を
あ
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
屋
敷
を
み
お
ろ
す
位
選
と
い

う
こ
と
が
い
え
る
｡

ウ
チ
バ
カ
の
墓
誌
年
号
の
う
ち
古
い
も
の
は
'
寛
永
四
年

(
一
六
二
七
)
や
寛
永
十
四
年

(
一
六
三
七
)
な

ど
'
十
七
世
紀
前
期
の
も
の
で
あ
る
.
埋
葬
方
法
の
土
葬
風
習
は
昭
和
g
]十
二
年
ご
ろ
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
き

た
｡煙

火
｢
い
-
ら
風
が
吹
い
て
も
消
え
ね
え
明
か
り
が
で
き
た
｣
と
喝
し
あ
っ
た
電
燈
が
大
棚
界
隈
に
と
も
っ
た
の

は
'
関
東
大
震
災
後
の
大
正
十
三
年
か
ら
十
五
年
ご
ろ
の
こ
と
で
､
長
い
コ
ー
ド
に
電
球
を
つ
け
､
ダ
イ
ド
コ

ロ
や
ヒ
ロ
マ
な
ど
に
そ
の
つ
ど
移
し
て
使

っ
た
｡
そ
れ
以
前
は
灯
油
や
ロ
ウ
ソ
ク
の
明
か
り
と
ラ
ン
プ
が
部
屋

の
主
た
る
照
明
で
あ
り
､
外
出
時
の
明
か
り
は
ヒ
デ
を
燃
や
し
た
り
､
提
灯
の
明
か
り
で
あ
っ
た
｡
村
内
に
は

タ
ネ
で
の
大
境
洗
い
(井
上
一夫
家
･
荏
田
渋
沢
･
4
)
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ロ
ウ
ソ
ク
ヤ
と
い
う
屋
号
を
も
つ
家
が
知
ら
れ
'
ま
た
他
方
で
は
ナ
タ
ネ
の
油
し
は
り
も
お
こ
な
わ
れ
た
｡
燈

芯
は
ウ
ツ
ギ
の
髄
を
ト
ウ
ス
-
と
い
い
､
こ
れ
を
あ
て
た
り
'
売
ら
れ
て
い
た
イ
グ
サ
の
燈
芯
を
使

っ
て
き
た
｡

明
か
り
の
少
な
か
っ
た
当
時
は
'
ひ
と
つ
の
明
か
り
を
と
り
囲
み
'
女
は
針
は
部
を
'
男
は
ゾ
ウ
リ
編
み
な

ど
に
あ
た
っ
て
き
た
｡
ま
た
稲
の
脱
穀
や
籾
す
り
な
と
､
多
忙
を
き
わ
め
た
収
種
籾
に
は
へ
そ
の
わ
ず
か
な
明

か
り
の
も
と
で
'
夜
の
十
時
十

一
時
ま
で
休
む
こ
と
な
く
仕
事
が
続
け
ら
れ
た
｡
ま
た
雨
降
り
な
と
屋
外
の
仕

事
の
な
い
日
に
は
'
夕
飯
を
食
べ
お
わ
る
と
'
早
々
と
床
に
つ
く
の
も
ひ
と
つ
の
習
い
で
あ

っ
た
O

第
二
節

建
築
儀
礼

一

新
築

の
準
備

家
の
新
築
は

1
生
の
大
仕
事
と
さ
れ
'
そ
の
た
め
の
長
い
長
い
計
両
が
も
た
れ
て
き
た
｡
そ
れ
は
い
ま
も
む

か
し
も
変
ら
な
い
｡
た
だ
種
々
の
外
的
要
因
に
よ
っ
て

1
時
に
多
額
の
金
を
手
に
し
た
場
合
は
別
で
あ
る
｡

新
築
の
計
画
が
煮
詰
ま
っ
て
く
る
と
棟
梁
に
声
を
か
け
相
談
に
の
っ
て
も
ら

っ
た
.
棟
梁
は
平
板
に
苫
い
た

平
面
の
設
別
図
を
も
と
に
相
談
に
応
じ
た
が
､
多
分
に
棟
梁
の
意
見
の
も
と
で
こ
と
が
巡
め
ら
れ
る
こ
と
が
多

か

っ
た
と
い
う
｡

家
を
建
て
る
場
合
､
ま
ず
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
土
地
の
確
保
で
あ
る
｡
犀
敷
内
に
新
し
く
建

て
る
場
合
は
へ
そ
の
匿
敷
地
が
広
-
し
か
も
位
芯
的
条
件
を
み
た
す
な
ら
ば
現
家
屋
以
外
の
場
所
に
建
て
る
こ

と
が
で
き
'
そ
の
間
､
仮
住
い
す
る
こ
と
な
く
旧
来
同
様
の
生
活
を
送
り
な
が
ら
'
そ
の
節
家
屋
の
完
成
を
待

つ
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
家
屋
を
解
体
し
､
そ
の
跡
地
に
建
て
る
場
合
は
'
仮
の
住
い
で
あ
る
オ
カ
-
ヤ
を
建

て
､
そ
こ
で
多
少
の
不
便
は
あ
る
も
の
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
､
特
に
大
き
な
関
越
は
な
か
っ
た
｡

こ
れ
に
対
し
､
新
規
な
土
地
に
家
を
建
て
る
場
合
､
そ
れ
は
多
分
に
分
家
す
る
か
､
隠
居
す
る
場
合
に
発
生

し
た
も
の
で
あ
る
が
'

一
般
の
経
済
力
か
ら
し
て
､
こ
-
近
年
ま
で
は
大
変
で
､
し
か
も
村
内
に
自
分
の
満
足

珊
台

鐘
灯
持

･
提
灯
･
手
括
り
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す
る
土
地
を
得
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か

っ
た
｡
そ
の
よ
う
な
生
活
環
境
の
な
か
で
､
宅
地
に
た
い
し

て

一
様
に
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
､
ま
ず
第

t
に
日
当
り
が
よ
い
こ
と
'
要
に
山
を
背
負

っ
て
い
る
こ
と
､
道

が
通

っ
て
い
る
こ
と
､
水
が
得
や
す
い
こ
と
な
と
で
あ
る
｡
し
か
し
'
立
地
条
件
が
あ
ま
り
に
よ
い
家
は
長

つ

つ
き
せ
ず
､
代
々
つ
つ
い
て
い
る
家
は
少
な
か
ら
ず
不
便
な
場
所
に
多
い
と
､
古
老
は
村
の
生
活
を
ふ
り
か
え

る
も
の
の
'
上
記
の
宅
地
条
件
は
'
谷
戸
と
い
う
当
地
の
地
理
的
環
境
の
な
か
で
は
最
も
の
ぞ
ま
し
い
も
の
と

さ
れ
て
き
た
O

諸
問
題
を
解
決
し
た
の
ち
､
家
は
建
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
'
そ
の
際
､
鬼
門
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か

っ

た
｡
陰
陽
道
で
い
う
鬼
門
と
惑
鬼
門
の
方
位
に
不
浄
の
も
の
を
建
て
た
り
､
入
口
や
窓
を
作
る
こ
と
を
忌
み
､

か
つ
ヒ
イ
ラ
ギ

･
ヤ
ツ
テ
･
ナ
ン
テ
ン
な
と
を
植
栽
し
'
そ
れ
を
さ
け
た
O
こ
れ
を
キ
モ
ン
ガ
エ
ン
と
い
っ
た
o

家
を
建
て
る
季
節
は
､

ソ
モ
カ
レ
と
い
っ
た
十
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
の
股
閑
期
に
集
中
し
た
｡
そ
れ
は

大
工
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
職
人
の
大
半
は
､
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
田
畑
を
所
有
し
耕
作
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
o
小
舞
に
土
を
塗
る
左
官
の
仕
事
だ
け
は
'
寒
い
季
節
に
お
こ
な
う
と
凍

っ
て
し
ま
う
た
め
､
暖
か
-
な

っ

て
か
ら
の
仕
事
と
さ
れ
た
｡

二

材
料

の
調
達

材
料
の
調
達
は
､
棟
梁
か
ら
木
晩
に
通
知
さ
れ
､
木
税
と
の
間
で
相
談
が
も
た
れ
る
o
自
分
の
山
が
あ
る
場

合
は
､
木
挽
に
山
に
入

っ
て
も
ら
い
'
用
材
と
な
る
木
が
あ
る
か
と
う
か
､
月出
的
に
十
分
か
と
う
か
な
と
を
み

て
も
ら
う
｡
建
築
の
主
な
用
材
は
'
柱
材
は
ケ
ヤ
キ
､
床
杓
は
マ
ツ
'
天
井
は
ス
辛
と
さ
れ
て
い
た
｡
そ
の
た

め
､
山
の
木
で
不
足
す
る
場
合
は
､
木
晩
に
た
の
ん
で
必
要
な
月山
の
用
材
を
準
備
し
て
も
ら
っ
た
｡

山
を
も
た
な
い
場
合
は
､
全
面
的
に
木
晩
に
依
頼
し
､

l
山
買
い
と
い
っ
て
､
山
そ
の
も
の
を
買
う
の
で
は

な
く
､
そ
の
山
に
そ
た
っ
て
い
る
木
の
み
を
買
う
方
法
で
も
っ
て
用
材
を
入
手
し
た
｡
ま
た
山
を
持

つ
家
の
仕

事
を
手
伝

っ
た
際
に
は
'
日
賃
は
も
ら
わ
ず
､
木
そ
の
も
の
に
換
算
し
て
も
ら
い
､
将
来
の
た
め
の
下
準
備
を

ー
ン
ビ
･
カ
ワ
ム
キ
･
キ
マ
ワ
シ
･
チ
ョ
ウ
ナ
･
オ
オ
ガ
な
ど
の
仙
･
製
材

道
具

r
ヽ
■

■

-

』

r
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し
て
き
た
｡

木
晩
に
よ
っ
て
伐
採
さ
れ
た
木
々
の
山
だ
L
は
､
イ
ソ
ケ
あ
る
い
は
ジ
ノ
ン
ル
イ
と
い
わ
れ
た
血
縁
や
地
縁

の
人
び
と
の
力
を
得
て
お
こ
な
わ
れ
'
材
を
か
つ
き
､
あ

る
い
は
引
い
て
出
し
､
年
来
や
馬
力
で
も
っ
て
､
製

材
で
き
る
場
所
や
製
材
所
ま
で
選
ん
だ
｡
梓
材
の
ケ
ヤ
キ
な
ど
は
､
屋
敷
林
と
し
て
祖
先
の
手
に
よ
っ
て
植
え

ら
れ
た
も
の
を
使
用
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
｡
そ
の
ケ
ヤ
キ
を
使
う
場
合
は
､
着
工
予
定
六
～
七
年
前
に
伐
採

し
'
放
置
し
､
自
然
に
木
自
体
が
も

つ
歪
を
出
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
の
間
'
雨
が
あ
が
っ

た
あ
と
な
ど
は
､
特
に
ケ
ヤ
キ
の
樹
皮
か
ら
は
独
特
の
匂
が
た
っ
て
い
た
と
い
う
｡

ま
た
､
こ
れ
ら
と
は
異
な
り
､
廃
屋
を
入
手
し
､
そ
れ
を
移
築
再
建
す
る
場
合
も
あ

っ
た
｡

三

地
鉄
祭

敷
地
予
定
地
は
t
F_F'に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
る
｡
当
主
は
K
=を
み
て
､
地
鎮
祭

つ
ま
り
ジ
マ
ツ
-
の
TZrを
き
め
､

鎮
守
の
神
主
を
は
じ
め
血
縁

･
地
縁
の
開
陳
者
と
'
棟
梁
と
市
:の
頑
に
連
絡
す
る
｡
ま
つ
り
の
当
日
は
､
茂
の

頭
が
中
心
と
な

っ
て
'
予
定
地
の
中
央
部
に
盛
上
し
'
そ
の
四
方
に
忌
竹
と
し
て
､
頭
に
築
を
の
こ
し
た
孟
宗

竹
四
本
を
立
て
､
そ
の
間
に
注
連
縄
を
は
り
､
ダ
イ
コ
ン
‥
一
ン
ジ
ン
･
コ
ン
プ
な
ど
野
の
も
の
と
梅
の
も
の

七
品
を
供
え
る
嘉
場
を
も
う
け
る
｡

こ
れ
ら
の
準
備
が
整
う
と
'
神
主
に
よ
っ
て
祝
詞
が
あ
げ
ら
れ
'
講
め
の
旗
式
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
｡
こ

の
の
ち
'

1
同
で
御
神
酒
を
い
た
だ
く
｡
当
主
は
棟
梁
や
指
の
頑
と
､
越
前
な
ど
の
日
程
や
準
脳
す
る
品
物
な

ど
種
々
の
う
ち
あ
わ
せ
を
す
る
｡
お
開
き
に
あ
た
っ
て
は
'
神
主
に
供
え
物
は
も
ち
か
え
っ
て
も
ら
う
｡
そ
れ

に
か
わ
り
盛
土
に
は
玉
串
が
供
.与
り
れ
る
｡

四

-
ズ

モ
-

敷
地
の
凸
凹
は
､
ミ
ズ
モ
リ
で
も

っ
て
確
認
し
調
整
す
る
｡
そ
の
方
法
は
敷
地
予
定
地
の
中
央
部
に
､
底
部

地
♯
集
(都
萩
中
川
島
薮
協
同
組
合
廿
年
研
修
所
兼
組
合
学
校

･
大
棚
･
お
)
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に
穴
を
う
が

っ
た
桶
を
お
-
o
ガ
ラ
ス
筒
を

つ
け
た
コ
ム
ホ
ー
ス
の
末
端
を
そ
の
穴
に
固
定
す
る
｡
桶
に
水
を

入
れ
'
カ
ラ
ス
筒
を
立
て
る
と
'
桶
の
水
の
高
さ
と
､
カ
ラ
ス
筒
の
水
の
l:Z
さ
ほ
お
な
じ
と
な
る
｡
こ
の
水
平

ノギ
nウ

関
係
を
利
用
し
て
'
カ
ラ
ス
筒
を
敷
地
内
の
各
地
点
に
移
し
､
そ
の
高
低
を
討
測
L
t
必
要
に
お
う
じ
た
地

形

を
お
こ
な
う
0
こ
れ
は
F_?職
の
仕
事
で
あ
る
0

茂
の
頑
は
地
形
の
た
め
の
タ
コ
の
準
備
に
と
り
か
か
る
｡
タ
コ
は
桂
予
定
地
な
と
土
台
と
な
る
個
所
を

つ
き

か
た
め
る
用
具
で
'
大

･
中

･
小
が
あ
り
､
そ
の
打
撃
部
は
､
カ
ソ
の
丸
太
の
先
端
を
鉄
輪
で
し
め
て
あ
る
｡

大
ダ
コ
は
､
ヤ
グ
ラ
ダ

コ
と
も
い
わ
れ
へ
三
本
脚
の
ヤ
ク
ラ
を
く
み
､
そ
の
中
央
か
ら
､
三
本
な
い
し
四
本
の

網
で
む
す
ん
だ
タ
コ
を
落
す
仕
組
と
な

っ
て
い
る
O
そ
れ
を
ド
ン
ツ
与
と
い
う
｡
使
う
際
に
は
､
音
頭
と
り
の

?:C2
1
名
と
'

ツ
ナ
コ
と
称
さ
れ
た
綱
引
き
が
七
～
十
名
必
宴
と
さ
れ
た
o

東
山
田
で
､
地
形
に
た
ず
さ
わ

っ
て
い
た
堀

井
コト
さ
ん

(明
治
三
十
五
年
生
)
は
､
ト
ノ
ツ
キ
の
時
に
歌

う
歌
詞
を
次
の
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
｡

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

ド
ッ
コ
イ
コ
ー
ラ

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

な
ん
で
も
や
ら
ね
は

す
ま
ね
え
で

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

ト

ッ
コ
イ

コ
ー
ラ

こ
ら
さ
で
や
る
か
ら

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

う
ま
い
も
ん
な
ん
と
な
-
い

お
こ
わ
に
タ
コ
だ
い

タ
コ
が
た
ち
も
の
だ
い

ハ
ー
コ
-
ヤ

コ
=

ヤ

中
タ
コ
と
小
タ
コ
は
､
ヤ
ク
ラ
は
必
要
と
せ
ず
､
前
者
は
四
名
､
後
者
は
二
名
の
腕

力
で
も
っ
て
､
も
ち

あ

け
落
す
と
い
う
IO
の
で
あ
る
0
こ
れ
ら
の
仕
事
に
た
す
さ
わ

っ
た
人
ひ
と
は
､
茂
'職
以
外
は
'
地
縁
や
血
縁
者

の
ス
ケ
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

地
形
を
お
こ
な

っ
て
も
､
土
が
や
わ
ら
か
く
､
う
ま
く
し
ま

っ
て
く
れ
な
い
場
合
が
あ
る
｡
そ
の
際
に
は
'

夕
タ
キ
と
い
っ
て
石
灰
に
砂
や
貝
塚
で
と
れ
る
貝
殻
を
地
形
地
に
入
れ
て
う

つ
と
う
タ
マ
イ
ン
を
し

っ
か
り
と

す
え
る
石
場
建
の
基
礎
が
で
き
あ
が
る
と
さ
れ
て
い
た
｡
貝
殻
は
畑
の
耕
作
の
際
に
発
見
し
て
い
た
員
､

つ
ま

り
縄
文
時
代
の
貝
塚
の
貝
を
使

っ
た
｡
意
外
な
と
こ
ろ
で
貝
塚
が
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

セ
リ
カ
タ
ヌ
キ

(EE丸
酒
家
･
池
辺
･
6
)

恩 義 工 芸

ド
ン
ツ
キ

(小
泉
弘
生
家
･
粟
山
EE
･
51
)
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土
台
石
は
タ
マ
イ
シ
と
称
さ
れ
'
鶴
見
川
の
支
流
で
あ
る
早
淵
川
あ
る
い
は
江
川
の
川
床
を
捗
い
て
探
し
､

採
集
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

五

建
前

大
工
は
､
地
鎮
祭
の
の
ち
t
R
を
選
び
仕
事
始
の
H
と
す
る
｡
そ
の
日
は
チ
rn
ウ
ナ
ダ
テ
と
称
さ
れ
､
知
事

に
こ
と
が
進
む
よ
う
に
'
丸
太
材
を
角
材
に
挽
き
割
り
し
た
｡
そ
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
建
前
の
目
に
む
か
っ

て
用
材
を
柱
や
梁

･
桁
な
と
に
挽
き
け
ず
り
'
柄
や
柄
穴
を
う
か
っ
て
い
っ
た
.
こ
の
仕
甥
は
大
半
の
場
合
､

辿
築
予
定
地
の
空
地
を
は
耶
域
と
し
て
お
こ
な

っ
た
｡
ま
た
解
体
し
た
旧
家
崖
の

1
部
へ
た
と
え
ば
杜
と
か
梁

と
か
を
､
新
し
い
家
の
部
材
と
し
て
使
用
す
る
た
め
の
加
工
も
お
こ
な
う
｡
そ
れ
に
は
魔
除
け
と
い
う
f:･j味
と
､

家
を

つ
な
ぐ
と
い
う
恵
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
｡

屋
の
骨
組
と
な
る
柱

･
梁

･
桁
な
と
の
材
料
が
で
き
あ
が
る
と
'
カ
ケ
ヤ
で
も
っ
て
材
を
打
ち
組
み
は
じ
め
'

建
前
当
日
に
､
梁
な
い
し
桁
数
本
の
材
を
く
め
は
骨
組
は
完
成
す
る
と
い
う
予
定
で
仕
事
を
進
め
る
Q

当
日
は
､
棟
梁
は
残
し
て
お
い
た
雌
の

1
部
分
の
組
み
合
わ
せ
仕
事
を
終
え
る
と
､
ま
つ
り
の
唯
備
に
と
り

か
か
る
｡
ま
ず
枚
の
う
え
に
､
幣
と
自
作
の
弓
と
矢
を
'
当
家
の
鬼
門
に
あ
た
る
方
位
'

つ
ま
り
瓜
北
に
む
け

て
そ
れ
を
固
定
す
る
｡

つ
い
で
E公線
を
ひ
き
'
扇
子
､
麻
､
昆
布
､
か
文
字
､
鏡
'
そ
れ
に
三
色
な
い
し
五
色

の
布
吊
な
ど
を
飾
り
つ
け
た
四
寸
角
あ
る
い
は
五
寸
角
の
ヘ
イ
グ
シ
を
'
屋
の
中
心
柱
に
固
定
す
る
｡

ヘ
イ
グ

ン
は
普
通

一
本
で
あ
る
が
'
家
の
勢
い
を
し
め
す
た
め
に
二
本
三
本
と
作
る
家
も
知
ら
れ
る
｡

1
万
､
軒
の
周
囲
に
わ
た
し
て
あ
る
ジ
マ
ワ
-
に
平
場
を
作
り
'
野
の
も
の
梅
の
も
の
を
供
え
る
前
場
を
準

備
す
る
｡
そ
の
脇
に
は
ナ
ゲ
モ
チ
用
の
餅
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
ナ
ゲ
モ
チ
の
指
は
各
戸
に
よ
っ
て
多
少
児
な
る
も

の
の
'
五
～
十
俵
の
餅
が
準
備
さ
れ
､
さ
ら
に
棟
崇
や
茂
の
頭
､
さ
ら
に
は
血
縁
筋
な
と
か
ら
四
斗
樽
に
入

っ

た
餅
が
と

ど
け
ら
れ
た
O
そ
れ
ら
の
餅
の
な
か
に
は
'
オ
オ
バ
ン
と
い
っ
て
お
金
を
入
れ
'
魚
と
か
ダ
ル
マ
に

つ
く
っ
た
餅
が
何
個
か
は
い
っ
て
い
た
o

建
前

(G]丸
前
菜
･
池
辺
･
印
)
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棟
梁
を
は
じ
め
'
今
日
ま
で
関
係
し
て
き
た
木
挽
､
茂
､
大
工
'
こ
れ
か
ら
関
係
す
る
屋
根
屋
､
左
官
'
建

具
屋
な
と
が
招
か
れ
､
親
族
と
共
に
屋
根
に
作
ら
れ
た
平
場
に
登
る
｡
そ
の
人
数
は
奇
数
と
さ
れ
た
｡

棟
梁
が
､
こ
の
場
で
は
中
心
と
な
り
､
ン
ホ
ウ
カ
タ
メ
の
祝
詞
を
あ
け
'
四
隅
の
柱
に
む
か

っ
て
御
神
酒
と

米
を
ま
き
'
餅
を
投
げ
る
儀
式
を
お
こ
な
う
｡
こ
の
儀
式
が
お
わ
る
と
'
棟
梁
の
掛
声
に
し
た
が
い
'
全
員
で

餅
を
投
げ
は
じ
め
る
0
近
在
の
人
ひ
と
は
家
の
具
合
を
み
る
と
と
も
に
､
こ
の
餅
を
拾
う
た
め
に
あ

っ
ま
っ
て

い
る
｡

ナ
ケ
モ
チ
は
'
餅
の
よ
う
に
家
に
弾
力
が
つ
く
よ
う
に
､
ま
た
新
築
の
家
を
ね
た
ん
で
家
を
こ
わ
さ
れ
な
い

よ
う
に
と
願
い
'
さ
ら
に
は
今
後
と
も
広
く
緑
が
む
す
ほ
れ
ま
す
よ
う
に
と
願
い
'
オ
オ
ハ
ン
や
'
五
円
の
硬

貨
を
半
紙
に
つ
つ
み
'
オ
ヒ
ネ
-
に
し
て
投
げ
た
o
近
年
で
は
'
-
カ
ン
や
ラ
ー
メ
ン
､
醤
油
の
交
替
券
な
と

も
投
げ
ら
れ
て
い
る
｡
投
げ
て
い
る
途
中
'

一
瞬
中
断
し
'
棟
梁
を
中
心
に
し
て
手
締
め
が
お
こ
な
わ
れ
､
ふ

た
た
び
投
げ
は
じ
め
ら
れ
る
o
こ
の
よ
う
に
多
益
の
品
物
が
投
げ
ら
れ
た
が
､
そ
れ
で
も
､
か
つ
て
は
ね
た
み

な
と
に
よ
り
'
翌
朝
､
庭
な
と
に
墓
石
が
投
げ
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

ナ
ケ
モ
チ
が
お
わ
る
と
'
組
み
お
わ
っ
た
ば
か
り
の
屋
の
内
に
お
い
て
､
酒
宴
が
も
た
れ
る
0
そ
の
際
の
席

次
は
'
こ
の
家
の
建
築
に
い
ち
ば
ん
最
初
に
手
を

つ
け
た
者
か
ら
と
さ
れ
､
た
と
え
は
棟
梁
'
木
枕
､
茂
､
大

工
'
屋
根
崖
と
い
う
よ
う
な
順
で
席
に
つ
い
た
o
酒
宴
の
料
世
は
地
縁
の
女
衆
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
.

棟
梁
は
､
宴
の
準
備
が
と
と
の
う
と
､
宴
席
の
日放
初
の
唄
と
し
て
建
前
祝
唄
を
歌
い
は
じ
め
た
O

す
-
す
れ

す
す
れ

大
黒
柱
や
長
者
柱

え
ん
ま

長
老
の
や
お

つ
り
げ
を

す
-
す
れ

す
-
す
れ

す
す
れ

故
長
沢
倉
之
助
さ
ん

(明
治
三
十
四
年
生
)
に
よ
る
と
､
棟
梁
は
小
皿
に
盛

っ
た
ア
ス
キ
メ
ン
あ
る
い
は
コ

ワ
メ
/
の
粥
を
､
大
黒
柱

･
長
者
柱
を
は
じ
め
と
す
る
各
住
に
ハ
ン
で
食

へ
さ
せ
る
仕
-
さ
を
し
な
か
ら
'
こ

供
え
ら
れ
た
ヘ
イ
グ
シ
な
ど
と
ナ
ゲ
モ
チ
(田
丸
酒
家
･
池
辺
･
帥
)
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の
唄
を
歌
い
､
客

一
同
は
そ
の
あ
と
に
つ
い
て
唱
和
し
た
と
い
う
｡

宴
は
'
ご
飯
や
ソ
バ
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
お
開
き
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
｡
当
主
は
､
ト

ウ

リ
n
ウ
オ
ク
リ
の
準
備
に
か
か
り
､
祝
儀
や
職
人

へ
の
贈
り
物
の
半
線
な
ど
を
そ
ろ
え
､
ヘ
イ
グ

ノ
を
も
っ
て
､

棟
梁
た
ち
を
棟
梁
の
家
ま
で
お
-
り
と
と
け
る
｡
棟
梁
の
家
で
は
'
そ
れ
に
対
し
て
､
当
主
を
は
じ
め
茂
の
頭

な
ど
の

l
行
を
家
の
内
に
招
き
入
れ
'
酒
と
料
理
で
接
待
L
t
お
く
ら
れ
た
半
額
を
配
下
の
職
人

へ
わ
た
し
た
O

こ
の
オ
ク
リ
コ
-
の
風
習
は
'
ご
-

一
部
の
地
主
階
層
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
'
並
の
==伝
家
で
は
経
済

的
に
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
o

棟
梁
の
家
に
選
ば
れ
た
ヘ
イ
ブ
ン
に
つ
い
て
い
る
五
色
の
布
稿
は
綾
起
物
と
さ
れ
､
特
に
妊
婦
の
胞
…Lf
と
し

て
良
い
と
い
わ
れ
､
近
所
の
人
び
と
は
､
そ
れ
を
も
ら
い
に
行

っ
た
と
い
う
｡

六

ヤ
ウ
ツ
リ

家
人
は
屋
根
が
葺
け
た
段
階
で
'
日
を
み
て
､

1
晩
そ
の
新
し
い
家
で
寝
泊
り
す
る
o
こ
れ
を
ヤ
ウ
ツ
リ
と

い
っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
屋
根
が
で
き
た
ら
た
ち
ま
ち
諸
芸
が
入

っ
て
く
る
の
で
'
愁
蒜
を
ふ
せ
く
た
め
に
以
泊

り
す
る
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
O
だ
が
近
年
は
ほ
と
ん
ど
､
こ
の
風
習
は
お
こ
な
わ
れ
ず
､
家
が
完
成
し
､
家

具
な
ど
を
運
び
入
れ
た
時
点
で
､
地
縁

･
血
縁
者
､
職
人
さ
ん
を
招
き
､
ヤ
ウ
ツ
-
を
か
ね
た
祝
い
ご
と
を
お

こ
な

っ
て
い
る
｡

七

井
戸
掘
り

水
は
生
活
し
て
ゆ
く
う
え
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
｡
家
を
新
し
い
⊥
地
に
鮎
て
る
場
合
に
は
井

戸
を
掘
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
地
鎮
祭
の
あ
と
､
神
主
に
た
の
み
'
屋
敷
の
な
か
で
の
井
戸
の
方
位
を

き
め
て
も
ら
う
｡

一
般
に
は
巽

(東
南
)

･
乾

(西
北
)
の
方
位
で
あ
る
｡
そ
れ
に
し
た
が
い
､
井
戸
の
試
し

掘
り
に
と
り
か
か
る
｡
地
層
に
よ
っ
て
は
'

一
回
の
試
掘
で
成
功
す
る
場
合
も
あ
る
が
'
逆
に
水
質
が
悲
か
っ

ナ
ゲ
モ
チ
で
オ
ヒ
ネ
リ
の
五
円
硬
e<
を
拾
っ
た
女
の
子

_
前
祝
い
の
暮
事
t

(金
子
娘
頚
家
･
中
川
･
㍊
)
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た
り
'
水
が
な
か
な
か
出
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
も
あ

っ
た
.
掘
る
深
さ
は
､
九
尺
か
ら
四
十
尺
と
さ
ま
さ
ま

で
あ

っ
た
｡
失
敗
し
た
穴
の
場
合
は
､
井
戸
の
神
様
が
良
が
で
き
る
よ
う
に
と
､
掘

っ
た
深
さ
と
ひ
と
し
い
竹

筒
を
準
備
し
､
そ
れ
を
さ
し
い
れ
て
か
ら
埋
め
た
｡

第
三
節

屋
根
屋

1

草
屋
根
と
糊
料

草

屋
根
の
耐
久
年
数
は
､
太
陽
の
あ
た
る
オ
モ
テ
は
二
十
五
年
か
ら
三
十
年
'
目
陰
と
な
る
ウ
ラ
は
十
五
年

か
ら
二
十
年
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
そ
の
間
'
風
雨
な
と
に
よ
っ
て
屋
根
が
欠
損
し
た
際
に
は
'
サ
ン
カ
ヤ
と
い
っ

て
カ
ヤ
を
入
れ
補
修
し
て
き
た
｡
全
面
的
な
喜
き
替
え
は
'
こ
れ
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
'

1
代
に

l
回
な

い
し
は
二
回
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
.
そ
の
時
期
が
近

つ
く
と
､
貴
さ
材
の
カ
ヤ
頬
と
そ
れ
を
し
は
る
カ
ラ
ケ

ナ
ワ
､
さ
ら
に
は
屋
根
の
眉
組
と
な
っ
て
い
る
竹
の
補
充
'
古
屋
根
の
解
体
か
ら
新
し
い
カ
ヤ
の
喜
き
お
わ
る

ま

で
の
間
の
労
働
力
の
確
保
な
ど
'
種
々
の
下
準
備
が
お
こ
な
わ
れ
た
o

草
屋
根
の
葺
き
材
は
､
カ
ヤ
へ
小
麦
カ
う
､
モ
ヤ
な
と
で
､
カ
ヤ
以
外
は
カ
ヤ
の
不
足
を
お
き
な
う
村
と
さ

れ
て
き
た
｡
カ
ヤ
は
､
共
有
カ
ヤ
場
で
の
管
理
は
な
-
'
す

へ
て
個
人
ら
ち
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
0

1
反
程
度
の
カ
ヤ
場
を
個
人
所
有
し
た
り
､
あ
る
い
は
自
分
の
山
の
カ
ヤ
場
か
ら
カ
ヤ
の
株
を
と

っ
て
き
て
'

専
用
の
カ
ヤ
畑
で
そ
れ
を
栽
培
し
た
O
十
二
月
か
ら

1
月
の
間
に
刃
の
厚
い
与
力
マ
で
刈
り
と
り
'
キ
ヒ
ヤ
､

モ
ノ
オ
キ
'
母
屋
の
屋
根
裏
な
と
に
保
存
し
､
屋
根
葺
き
に
そ
な
え
た
O
カ
ヤ
場
を
も
た
な
い
家
で
は
､
そ
の

カ
ヤ
を
も
と
め
､
二
年
も
三
年
も
前
か
ら
予
約
依
頼
を
し
て
い
た
と
い
う
｡
カ
ヤ
場
を
も

つ
家
で
も
'
葺
き
替

え
の
際
に
､
カ
ヤ
不
足
に
な
る
と
､
近
所
の
カ
ヤ
場
を
も

つ
家
と
の
間
で
カ
ヤ
の
賃
借
を
し
て
'
急
場
を
し
の

い
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
0
家
に
よ
っ
て
は
'
茨
城
方
面

へ
､
葺
き
材
と
も
と
も
職
人
を
依
頼
し
た
例
も
の
こ
っ

て
い
る
｡
ま
た
村
別
に
カ
ヤ
場
を
み
る
と
'
大
棚
に
は
カ
ヤ
場
は
少
な
-
､
勝
田
や
茅
ヶ
崎
な
と
の
カ
ヤ
場
を

革
屋
根
の
解
体

(吉
EB
E
l男
家

･
東
山
田
･
51
)
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持

つ
人
か
ら

一
把
単
位
で
買

っ
た
と
い
う
｡
そ
の
た
め
か
､
当
地
で
は
カ
ヤ
細
尽
と
か
屋
根
如
…尽
と
い
う
言
糞

は
鮒
か
れ
な
か
っ
た
｡
明
治
三
十
六
年
に
出
版
さ
れ
た

P.中
川
村
是
｣
の
な
か
に

｢屋
根
純
｣
が
記
録
さ
れ
て

い
る
が
､
そ
れ
は
'
月
並
念
仏
の
日
に
銭
を
持
寄
り
積
み
立
て
て
､
各
戸
の
屋
根
が
え
の
際
の
資
金
を
作
る

と
こ
ろ
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
み
で
あ
る
｡
こ
れ
は
横
浜
で

l
殻
に
知
ら
れ
る
､
限
ら
れ
た
地
縁
集
団
で
共

有
の
カ
ヤ
場
を
も
ち
'
正
月
に
共
に
カ
ヤ
を
刈
り
'
相
互
に
カ
ヤ
を
撫
尺
､す
る
風
習
と
異
な
っ
て
い
る
｡

カ
ヤ
の
単
位
は
'
イ
ノ
バ
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
､
そ
れ
は
直
径
十
五
セ
ン
チ
の
屈
を

1
把
と
し
た
｡
小
麦

ガ
ラ
は
大
人
の
ひ
と
か
か
え
の
良
を
オ
オ
タ
バ
と
い
っ
た
｡
モ
ヤ
は
笹
竹
の
柴
を
お
と
し
た
も
の
で
あ
る
0

こ
れ
ら
の
葺
き
材
は
､
カ
ヤ
の
場
合
'
屋
根
の
厚
さ
を
二
尺
七
寸
に
仕
上
げ
る
と
き
に

1
坪
二
百
六
十
把
､

三
尺
の
と
き
は
二
百
八
十
把
平
均
の
血
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
.
カ
ヤ
の
な
か
で
も
細
く
て
直
な
も
の
を
コ
ス

ソ
と
い
い
､
い
ち
ば
ん
よ
い
カ
ヤ
と
L
t
そ
れ
は
コ
パ
の
部
分
に
使

っ
て
き
た
｡

カ
ラ
ゲ
ナ
ワ
は
､
普
通
の
ナ
ワ
よ
り
す
こ
し
径
の
細
い
ナ
ワ
で
'
そ
の
単
位
は
､

1
ポ

(
1
巻
)
を
二
十
ヒ

ロ
と
し
た
｡

一
ヒ
ロ
は
六
尺
で
あ
る
｡

一
坪
あ
た
り
約

一
ポ
半
を
必
要
と
し
た
と
い
う
｡

こ

の
カ
ラ
ゲ
ナ
ワ
は
'

一
部
'
ス
ケ
と
し
て
協
力
し
て
く
れ
る
家
々
か
ら
お
く
ら
れ
る
風
習
に
な

っ
て
い
た
｡
な
お
昭
和
三
十
年
代
に

な
る
と
'
ナ
ワ
に
か
わ
り
'
十
八
番
～
二
十
番
線
の
ハ
リ
ガ
ネ
を
使
う
例
も
み
ら
れ
た
｡

二

屋
根
屋

の
道
具

屋
根
葺
き
道
具
は
､
サ
ス
ガ
'

ハ
リ
'

ハ
ゴ
イ
タ
'
ガ
キ
､

ハ
サ
-
､
ト
な
ど
で
あ
る
O

サ
ス
ガ
は
'
縄
を
切

っ
た
り
'
竹
を
切

っ
た
り
､
パ
ン
ネ
イ
と
い
う
屋
根
に
う
つ
竹
製
の
ク
イ
を
作
る
際
に

使
用
す
る
刃
物
で
､
脇
差
な
ど
を
転
用
し
た
も
の
も
あ
る
｡

ハ
-
は
､
垂
木
と
カ
ヤ
を
し
め
結
ぶ
際
に
､
縄
を
適
し
て
刺
し
お
く
る
竹
割
の
用
具
で
､
尖
端
に
は
約
二
本

分
が
通
る
大
き
さ
の
穴
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
｡
全
長
は
六
尺
ほ
ど
を
計
り
､
尖
端
部
分
が
仕
郡
中
に
折
れ
る
と
､

節
単
位
で
切
り
'
新
規
な
尖
拙
部
分
を
作
り
使
用
し
て
い
っ
た
｡
新
し
い
竹
は
'
カ
ヤ
の
と
お
り
が
態
い
と
い

長
瀬
丘
の
い
で
た
ち
(金
子
正
蛙
さ
ん
･
茅
ヶ
崎
･
5
)
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わ
れ
て
い
る
｡
使
い
お
わ
っ
た
ハ
リ
は
､
そ
の
家
で
保
管
し
て
お
く
の
か

l
艇
と
さ
れ
て
い
た
｡
な
お
昭
和
三

十
年
代
に
は
､
こ
の
竹
製
の
ハ
-
に
か
わ
り
､
鉄
製
の
ハ
-
が
登
場
し
た
｡
そ
の
寸
法
は
三
尺
八
勺
は
と
の
も

の
で
あ
る
｡

ハ
ゴ
イ
タ
は
コ
テ
と
も
称
さ
れ
る
用
具
で
､
打
撃
面
に
菱
形
様
の
切
り
こ
み
が
ば
と
こ
さ
れ
て
い
る
｡
ヌ
キ

バ

(軒
端
)
や
棟
の
サ
ン
バ

(両
端
部
)
を
そ
ろ
え
る
際
に
使
用
す
る
｡

カ
キ
は
カ
ン
イ
ン
と
も
カ
ン
キ
ス
と
も
称
さ
れ
､
箱
型
の
角
材
に
良
い
柄
を

つ
け
た
用
具
で
'
ヒ
ラ
や
コ
ヒ

ラ
を
た
た
き
へ
刈
り
口
を
そ
ろ
え
る
も
の
で
あ
る
｡

ハ
サ
-
は
､
オ
オ
バ
と
コ
ハ
の
二
種
規
に
分
か
れ
'
オ
オ
ハ
は
ヒ
ラ
や
コ
ヒ
ラ
を
'

コ
ハ
は
サ
ン
ハ
な
と
を

刈
る
際
に
も
ち
い
る
｡

-
は
､
粗
砥
と
ひ
ら
艦
の
二
種
が
あ
り
､
サ
ス
カ
と

ハ
サ
-
を
研
-
際
に
使
用
す
る
O

こ
れ
ら
の
用
具
の
う
ち
､
金
物
の
オ
オ
ハ
'
コ
バ
'

ハ
-
'
サ
ス
カ
な
と
は
､
師
岡
の
鍛
冶
屋
な
と
に
た
の

み
打
ち
作

っ
て
も
ら
っ
た
O

仕
事
に
出
る
際
に
は
'
モ
モ
ヒ
辛
､

ハ
ラ
カ
ケ
､
テ
ン
コ
ウ
の
上
に
厚
手
の
防
寒
着
を
着
て
'
サ
ス
カ
､
ハ

ゴ
イ
タ
､

コ
ハ
､
オ
オ
バ
へ
卜
を
ま
と
め
て
し
は
り
､

ハ
リ
と
カ
キ
に
そ
れ
を
さ
し
て
肩
に
か
つ
い
で
出
か
け

た
｡
な
お
こ
れ
は
冬
場
の
仕
事
で
あ
り
､
し
か
も
高
み
の
仕
事
で
あ

っ
た
た
め
､
仕
事
中
は
防
寒
着
と
し
て
活

動
し
や
す
い
半
纏
な
と
を
は
お

っ
た
｡

三

屋
根
屋
組
と
太
子
講

屋
根
屋
と
称
さ
れ
た
草
屋
根
葺
き
の
職
人
は
'
地
の
百
姓
で
あ

っ
た
｡
彼
た
ち
は
そ
の
技
能
を
じ
ゅ
う
ぷ
ん

に
発
揮
し
､
農
閑
期
に
お
け
る
現
金
収
入
の
道
を
ひ
ら
い
て
き
た
｡
そ
の
職
種
内
容
は
組
織
だ
っ
て
の
仕
事
で

あ

っ
た
た
め
'
講
が
形
成
さ
れ
た
O
そ
れ
は
テ
イ
ン
コ
ウ

(太
子
講
)
と
称
さ
れ
へ
親
方
を
中
心
に
組
織
さ
れ

て
い
た
o
当
地
の
関
係
者
を

1
覧
表
に
整
理
し
て
お
こ
う
0

皆
川
春
吉
さ
ん

(中
川

小
山
幸
吉
さ
ん

(勝
田
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そ
の
技
術
を
身
に
つ
け
よ
う
と
し
た
若
者
は
'
技
術
修
得
の
た
め
､
中
川
や
山
田
の
親
方
な
と
の
と
こ
ろ
へ
､

暇
を
み
つ
け
て
は
修
策
に
い
っ
た
｡
親
方
に
よ
り
､
そ
の
流
儀
が
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
.
と
く
に

図
に
し
め
し
た
よ
う
に
屋
根
の
勾
配
と
厚
さ
に
差
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
.

a
の
勾
配
は
厚
い
聾
き
方
で
屋
根

の
中
央
に
水
が
た
ま
る
心
配
は
な
-
､
時
間
が
た
つ
に
つ
れ
b
の
勾
配
と
な

っ
た
｡
b
は
も

っ
と
も
普
通
の
矩

勾
配
で
あ
る
O

c
は
社
寺
に
み
ら
れ
'
外
観
は
よ
い
が
､
い
ち
ば
ん
カ
ヤ
が
い
た
む
書
き
方
で
あ

っ
た
｡
見
習

い
期
間
は
五
～
六
年
で
､

一
応
の
仕
事
は
お
は
え
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
間
に
は
'
上
の
人
た
ち
の

雑
用
を
し
､

道
具
の
あ
っ
か
い
方
'
サ
ス
ガ
や
ハ
サ
-
の
研
ぎ
方
な
ど
に
い
そ
し
ん
だ
O

テ
ィ
シ
コ
ウ
は
､
毎
年

1
月
十

1
日

(旧
は
二
月
十

1
日
)
に
､
親
方
の
家
か
､
あ
る
い
は
純
良
の
年
番
宿

で
も
た
れ
､
屋
根
屋
の
節
目
と
な
っ
た
O
宿
の
床
の
間
に
､
聖
徳
太
子
の
掛
軸
を
か
け
､
そ
の
前
に
屋
根
屋
道

具
を
な
ら
へ
､
御
神
酒
を
供
え
る
｡
こ
の
前
で

一
年
の
は
じ
ま
り
と
､
仕
事
の
安
全
を
祈
願
し
た
の
ち
'
当
年

l
年
間
の
手
間
賃
を
は
じ
め
'
カ
ヤ
'
純
､
竹
な
ど
の
相
場
を
き
め
た
｡
ま
た
見
習
い
の
日
当
も
き
め
ら
れ
'

そ
こ
で
は
日
ご
ろ
の
仕
事
内
容
が
さ
び
し
-
審
査
さ
れ
､
個
人
差
が
ほ
し
さ
だ
さ
れ
た
C
そ
の
後
'
会
食
と
な
っ

た
｡
ま
た

1
人
前
に
な

っ
た
際
に
は
､
特
に
そ
の
者
の
家
で
披
詔
を
か
ね
た
テ
イ
ン
コ
ウ
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡

講
に
お
け
る
各
人
も
ち
は
､
か
つ
て
は
各
講
員
は
御
神
酒
銭
を
も
ち
'
宿
が
料
理
を
す

へ
て
も
つ
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
が
t
の
ち
に
は
総
費
用
を
全
員
が
分
担
し
て
も

つ
会
費
制
と
な
っ
た
O
こ
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ

て
き
た
テ
ィ
シ
コ
ウ
は
､
昭
和
四
十
五
年
こ
ろ
を
最
後
に
絶
え
て
し
ま
っ
た

(｢信
仰
と
生
活
｣
の
章
参
照
)｡

四

葦
屋
根

の
葺
き
万

屋
根
尾
の
親
方
は
､
草
屋
根
の
葺
き
替
え
の
話
を
受
け
る
と
､
そ
の
家
の
規
模
､
屋
根
の
型
'
屋
根
全
体
を

葺
き
か
え
る
マ
ル
プ
キ
か
､
そ
れ
と
も
オ
モ
テ
と
か
ウ
ラ
と
か
あ
る
部
分
を
ふ
き
か
え
る
コ
ソ
ク
-
か
ど
う
か

な
ど
を
聞
き
'
そ
れ
に
要
す
る
期
間
や
日
当
な
ど
を
'
依
頼
主
と
の
問
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
話
を
も
っ
た
う
え
'

傘
下
の
仲
間
に
声
を
か
け
'
必
要
な
人
数
を
あ
つ
め
た
｡

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
屋
根
屋
仲
間

大
棚

茅
ヶ
崎

勝
田

北
山
田

中
川

牛
久
保

栗
原
戦
松

吉
野
金
作

金
子
雷
蔵

飯
塚
仁
平

吉
野
竹
次
郎

飯
塚
精

一

山
田
戦
吉

小
山
勝
利

芥
生
疎
石
ヱ
門

松
茂
高
鼓

漆
原
弁
威

漆
原
高
雄

皆
川
卯
之
吉

金
子
電
作

大
久
保
信
市

岡
本
式
松

岩
崎
市
議

吉
野
治
平

吉
野
･TP血

金
子
栄
治
郎

岸
佐

1
郎

金
子
正
雄

金
子
幡

l
郎

小
山
福
祉

小
山
幸
吉

小
･3
5時
次
郎

芥
生
澱
蔽

小
鬼
庄
太
郎

金
子
政
行

横
川
春
吉

深
川
敬
意

(敬
称
略
)
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他
方
'
依
頼
主
側
で
は
､
仮
に
玉
名
の
屋
根
屋
が
入

っ
て
-
る
と
な
る
と
､
屋
根
屋

一
人
に
対
し
て
二
人
の

チ
モ
ト

(ジ
バ
シ
リ
)
を
つ
け
る
と
い
う
計
界
の
も
と
で
'
少
な
く
と
も
十
人
の
ス
ケ
'
つ
ま
り
協
力
を
し
て

-
れ
る
男
衆
を
た
の
み
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
｡

尊
屋
根
の
葺
き
替
え
の
季
節
は
'
天
気
の
安
定
し
た
冬
期
の
農
閑
期
を
利
用
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
｡
暦
を
み

て
葺
き
替
え
の
日
程
が
き
ま
る
と
､
地
縁
や
血
縁
の
家
に
連
絡
を
い
れ
協
力
を
依
頼
す
る
｡
連
絡
を
う
け
た
家

で
は
カ
ラ
ゲ
ナ
ワ
の
オ
オ
タ
バ
や
､
食
事
の
汁
の
異
と
す
る
豆
腐
な
ど
を
も

っ
て
､
ス
ケ
と
し
て
あ
っ
ま
っ
て

-
れ
た
.
食
事
を
作
る
女
た
ち
も
あ
っ
ま
っ
て
く
れ
る
｡
だ
い
た
い
十
～
二
十
名
で
あ
る
.

ま
ず
神
仏
を
選
び
出
し
､

つ
い
で
屋
内
の
家
財
道
具
す
べ
て
を
遊
び

出
し
､
蔵
や
モ
ノ
オ
キ
に
お
さ
め
'
そ

の

一
角
を
何
日
聞
か
の
仮
り
の
住
い
と
す
る
O
家
に
よ
っ
て
は
'
む
き
と
っ
た
屋
根
な
し
の
母
屋
の
床
を
掃
除

し
､
寝
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ

っ
た
O
自
然
に
お
ち
て
-
る
ス
ス
が
､
朝
ま
で
の
間
に
真
黒
い
化
粧
を

し
て
-
れ
た
と
い
う
話
も
の
こ
さ
れ
て
い
る
｡

カ
ヤ
の
と
り
は
ず
し
は
へ
棟
か
ら
始
め
ら
れ
､
だ
ん
だ
ん
と
下
に
む
か
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
が
'
長
い
年
月

の
間
に
カ
ヤ
に
つ
い
た
ス
ス
が
は
た
か
れ
､
家
全
体
を
門
川巣
に
お
お
う
｡
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
人
び
と
も
ま
た
へ

そ
の
粉
を
全
身
に
あ
び
真
黒
に
な
る
0
こ
の
カ
ヤ
の
と
り
は
ず
し
は

1
日
で
お
わ
り
､
屋
根
屋
の
仕
事
が
は
じ

ま
る
が
､
は
が
し
た
カ
ヤ
の
う
ち
で
再
利
用
で
き
る
も
の
は
と

っ
て
お
く
｡

親
方
は
､
田
の
字
型
の
平
均
的
な
杓3
家
の
場
合
､
四
～
五
人
の
仲
間
で
仕
事
に
あ
た

っ
た
｡
仕
事
は
じ
め
の

キ
ヨ
メ
ザ
ケ
の
俵
式
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
､
ま
ず

建
物
の
周
EElに
六
尺
間
隔
で
､
足
場
に
使
う
ア
ソ
ロ
マ

ル
タ
を
立
て
る
た
め
の
穴
を
掘
る
｡
こ
れ
が
お
わ
る
と
､
親
方
は
怪
我
な
く
軸
部
に
仕
節
が
終
了
す
る
こ
と
を

願
い
な
が
ら
御
神
酒
と
壇
を
そ
の
穴
に
ま
い
て
い
っ
た
｡
こ
の
あ
と
関
係
者
全
員
で
キ
ヨ
メ
ザ
ケ
を
す
る
｡

ア
シ
ロ
マ
ル
タ
を
立
て
足
場
が
組
み
お
わ
る
と
'
軒
よ
り
棟
に
む
か
っ
て
組
む
ヤ
ネ
ア
シ
ロ
を
準
備
す
る
｡

ヤ
ネ
ア
シ
ロ
は
､
カ
ヤ
を
葺
い
た
り
'
喜
き
お
わ
っ
た
カ
ヤ
を
刈
り
そ
ろ
え
る
際
な
と
の
足
場
と
な
る
O
こ
れ

ら
の
足
場
用
の
丸
太
は
'
ど
の
家
で
も
二
～
三
本
用
意
し
'
必
要
時
に
は
隣
り
近
所
か
ら
必
要
な
本
数
を
あ
っ

カ
ヤ
マ
ル
キ
(娠
孜
富
雄
家
･
南
山
E]
･
5
)
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め
て
使
用
し
た
O
そ
の
た
め
丸
太
に
は
屋
号
が
告
か
れ
て
お
り
､
貸
し
借
り
し
て
ら
t
n取
後
に
は
所
有
者
の
も

と
に
戻

っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
｡

さ
て
へ
草
屋
板
葺
き
が
開
始
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
新
規
に
屋
根
を
作
る
下
地
作
り
の
段
階
か

ら
の
工
程
を
ふ
-
め
記
述
す
る
｡

川

棟
､
垂
木
と
木
組
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
｡
こ
の
棟
に
並
行
に
な
る
よ
う
に
垂
木
の
う
え
に
真
竹
を
等

間
隔
に
お
き
な
が
ら
固
定
し
て
い
-
O
こ
の
竹
の
こ
と
を
ヤ
ナ
カ
と
い
う
｡

i9

枚
か
ら
垂
直
に
竹
の
垂
木
を
ヤ
ナ
カ
の
う
え
に
わ
た
す
｡
し

っ
か
り
し
た
竹
で
あ
れ
ば

l
尺
お
き
に
'

多
少
軟
弱
な
も
の
は
八
寸
間
隔
と
'
そ
の
間
を

つ
め
て
固
定
し
て
い
-
a

㈲

仏
の
う
え
に
川
同
様
に
､
棟
に
並
行
さ
せ
な
が
ら
竹
を
わ
た
し
固
定
し
て
い
-
｡
こ
れ
を
エ
ツ
-
と
い

い
､
割

り竹
で
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
あ
と
は
草
を
茸
-
仕
事
と
な
る
o

仰

親
方
は
'
軒
先
に
竹
か
杉
の
丸
太
で
も

っ
て
ロ
ノ
バ
を
組
み
へ

つ
い
で
等
棟
の
交
点
で
あ
る
隅
降
棟
の

コ
ハ
の
部
分
か
ら
喜
き
は
じ
め
る
｡

コ
ハ
は
屋
根
の
左
右
の
張
り
の
個
所
で
あ
り
､
外
見
の
点
か
ら
し
て
も
い

ち
ば
ん
む
つ
か
し
い
仕
事
と
さ
れ
'
親
方
が
､
自
分
の
経
験
を
も
と
に
f:tX
-
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
た
o
そ
の
葺

き
お
え
た
カ
ヤ
の
厚
さ
に
し
た
が
い
､
他
の
屋
根
屋
は
､
ロ
ソ
バ
に
カ
ヤ
を
か
ら
け
な
か
ら
､
ヌ
キ
ハ

(軒
端
)

を
葺
い
て
い
っ
た
｡

屋
根
屋

l
人
に
対
し
て
､
二
人
の
テ
モ
ト
が
つ
き
､
カ
ヤ
を
謹
ん
だ
り
､
カ
ヤ
を
し
は
る
カ
ラ
ゲ
ナ
ワ
を
屋

根
裏
か
ら
ハ
-
に
通
す
仕
事
に
あ
た
っ
た
｡

肘

次
に
は
カ
ヤ
を
オ
ン
ギ
-
で
二
尺
五
寸
に
切
り
へ
そ
れ
を
ヒ
ト
カ
ワ
と
い
っ
て

一
段
に
葺
き
'
そ
の
う

え
に
長
い
ま
ま
の
カ
ヤ
を
の
せ
'
ホ
コ
ダ
ケ
で
お
さ
え
､
縄
で
仮
り
じ
め
を
す
る
O
こ
の
仕
事
を
か
さ
ね
て
お

こ
な
い
､

1
定
の
カ
ヤ
の
厚
み
に
な
る
と
､
は
ん
し
め
を
L

l
段
目
を
お
え
た
O
そ
の
の
ち
'
棟
に
む
か

っ
て

同
様
に
葺
き
あ
け
る
わ
け
で
あ
る
が
'

一
様
に
八
～
九
段
で
棟
に
達
す
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
同
時
に
足
場

と
な
る
ヤ
ネ
ア
シ
ロ
を
'
そ
の
つ
と
'
延
長
し
て

い
っ
た
O
葺
き
材
は
'
家
に
よ
り
'
カ
ヤ
の
間
に
小
麦
カ
ラ

ガ
手
で
も
っ
て
カ
ヤ
を
そ
ろ
え
て
い
く

(繊
茂
苗
蛙
家
･
南
山
E]

盟

ホ
.コ
ダ
ケ
で
カ
ヤ
を
お
さ
え
る
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や
モ
ヤ
を
入
れ
た
が
'
と
き
に
は
ザ
ラ
シ
フ
キ
と
い
っ
て
､
古
い
カ
ヤ
と
新
し
い
カ
ヤ
と
を
上
下
交
互
に
葺
く

方
法
も
知
ら
れ
て
い
る
0
地
主
階
層
で
は
'
棟
の
化
粧
葺
さ
と
さ
れ
る
コ
ヌ
与
を
葺
く
場
合
も
あ

っ
た
｡

屋
根
の
勾
配
は
､
軒
先
の
カ
ヤ
が
水
を
き
る
と
よ
い
と
い
わ
れ
､
そ
の
見
極
め
は
箸
が
自
然
に
カ
ヤ
の
上
を

す
へ
る
く
ら
い
と
さ
れ
て
い
た
｡

㈲

仮
り
お
さ
え
の
棟
が
で
き
あ
が
る
と
'

ハ
-
を
使

っ
て
､
屋
根
の
う
え
に
お
膳
を
の
せ
る
台
を
作
り
､

そ
の
う
え
に
米
､

ニ
ン
ジ
ン
､
サ
ツ
マ
イ
モ
'
カ
ブ
な
と
の
野
菜
と
､
な
ま
く
さ
の
ス
ル
メ
と
､
御
神
酒

一
升

を
供
え
た
o
こ
れ
を
オ
サ
ン
コ
と
い
う
0

親
方
の
祝
詞
の
あ
と
'
ツ
ポ
イ
チ
二
ン
と
称
さ
れ
た

1
人
前
に
な

っ
た
弟
子
が
'
御
神
酒
と
米
を
も

っ
て
､

四
方
の
コ
バ

(
ス
ギ
)
に
む
か
っ
て
ま
く
0
こ
れ
は
､
こ
の
家
が
長
も
ち
し
て
く
れ
よ
へ
と
祈
る
ソ
ホ
ウ
ガ
タ

メ
の
儀
式
で
あ
る
｡
こ
の
後
'
祝
い
酒
が
出
さ
れ
､
親
方
は
じ
め
屋
根
屋
に
祝
儀
が
出
さ
れ
た
｡

一
方
､
ス
ケ

の
人
ひ
と
の
手
伝
い
は
､
こ
の
ム
ネ
ア
ケ
を
も

っ
て

1
応
終
了
す
る
｡
そ
の
際
に
は
'
衣
服
を
よ
こ
し
た
か
ら

と
い
っ
て
'
石
け
ん
な
と
が
-
は
ら
れ
､
当
主
の
お
礼
の
こ
と
ば
で
お
ひ
ら
き
と
な
る
｡
な
お
石
け
ん
の
お
礼

は
昭
和
四
十
年
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
ら
れ
､
そ
れ
以
前
は
な
か
っ
た
風
習
で
あ
る
｡

仰

次
の
日
か
ら
三
日
ほ
と
の
日
数
を
か
け
て
､
カ
リ
ツ
ケ
を
お
こ
な
う
｡
仮
り
お
さ
え
し
て
お
い
た
棟
の

仕
事
か
ら
は
じ
め
る
0
棟
は
竹
棟
と
瓦
棟
が
知
ら
れ
'
そ
の
棟
に
養
蚕
の
た
め
の
空
気
調
節
の
箱
棟
を
取
り
つ

け
る
場
合
も
あ

っ
た
o
棟
は
ワ
ラ
と
カ
ヤ
で
も

っ
て
形
を
作
り
､
そ
の
表
と
謡
の
下
端
部
に
ホ
ゴ
タ
ケ
と
称
し

た
径
十
五
セ
ン
チ
ほ
と
の
真
竹

一
本
を
固
定
し
た
の
ち
､
カ
ヤ
の
う
え
に
防
水
用
の
杉
皮
を
か
ぶ
せ
､
さ
ら
に

そ
の
う
え
に
竹
あ
る
い
は
瓦
を
の
せ
､

ソ
エ
ロ
縄
や
銅
線
で
も

っ
て
､
前
後
の
ホ
コ
タ
ケ
に
か
ら
め
な
が

ら
､

株
全
体
を
固
く
し
は
り
あ
け
て
い
っ
た
o

竹
棟
の
竹
は
､
そ
の
ま
ま
あ
る
い
は
二
つ
割
り
に
し
て
､
杉
皮
に
密
着
さ
せ
'
し
か
も
竹
と
竹
の
間
も
密
に

し
て
固
定
し
た
｡
瓦
棟
の
瓦
は
､

l
枚

t
貫
目
の
重
星
を
も
ち
'
ま
ず

l
枚
を
天
に
お
き
'
そ
の
前
後
に
各
二

枚
な
い
し
三
枚
を
か
ま
せ
童
-
と
い
う
､
ヒ
ト
カ
ワ
五
枚
葺
き
'
七
枚
葺
き
の
方
法
で
あ

っ
た
.

ハ
リ
モ
刊
す
(*
茂
宕
堆
蒙
･
南
山
田
･
5
)

t
故
事
で
ハ

リの
穴
に
カ
ラ
ゲ
ナ
ワ
を
と
お
す
(同
家
)
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1
万
､
棟
の
両
端
部
､
サ
ン
バ
と
称
し
た
面
を

ハ
ゴ
イ
タ
で
も

っ
て
打
ち
そ
ろ
え
な
が
ら
､
ハ
サ
-
で
切
り
､

さ
ら
に
こ
の
面
に
ス
ズ
メ
が
巣
を
作
る
の
を
防
-
た
め
に
色
彩
の
強
い
金
物
を
さ
し
こ
ん
だ
り
'
防
火
を
願
い

水
な
ど
の
文
字
を
入
れ
て
仕
上
げ
た
｡

ヌ
キ
パ
の
カ
-
ツ
ケ
は
､
ヌ
キ
バ
は
草
虚
根
の
顔
で
も
あ
り
､
じ
ゆ
う
ぶ
ん
な
注
意
が
は
ら
わ
れ
'
ま
ず
ハ

ゴ
イ
タ
で
も

っ
て
ヌ
キ
バ
全
面
を
す
こ
し
ず
っ
た
た
き
な
が
ら
'
カ
ヤ
の
凸
凹
を
調
整
し
た
の
ち
に
､
小
型
の

ハ
サ
-
で
あ
る
コ
バ
を
使

っ
て
刈
り
仕
上
げ
て
い
っ
た
｡
ヌ
キ
バ
を
十
分
に
刈
る
技
術
を
も

つ
と
､
屋
根
屋
も

一
人
前
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
と
な
る
｡

ヒ
ラ
'
コ
ビ
ラ
の
広
い
面
は
､
上
か
ら
下
に
む
か

っ
て
ガ
キ
を
使
い
な
が
ら
カ
ヤ
を
調
整
し
､
オ
オ
バ
で
も

っ

て
刈

っ
て
い
っ
た
o

ハ
サ
-
は
'
ヒ
ト
ノ
ポ

(
1
坪
)
か
フ
タ
ン
ポ
コ

(二
坪
)
の
面
積
を
刈
る
と
切
れ
な
く

な
り
､
そ
の
つ
ど
刃
を
研
い
で
い
っ
た
｡

㈱

刈
り
お
わ
る
と
､
上
か
ら
順
に
ヤ
ネ
ア
ン
ロ
を
解
体
し
た
の
ち
､
屋
根
屋
は
ハ
-

一
本
を
も

っ
て
'
ヌ

キ
パ
に
沿

っ
て
右
ま
わ
り
に

一
周
す
る
｡
こ
の
際
に
シ
ャ
チ
ホ
コ
を
す
る
人
も
い
た
O
こ
れ
に
よ
っ
て
屋
根
茸

さ
は
終
了
し
'
ア
ノ
ロ
マ
ル
タ
な
ど
の
足
場
の
解
体
が
は
じ
め
ら
れ
る
｡

こ
の
後
､
神
仏
を
は
じ
め
家
具
が
搬
入
さ
れ
'
新
し
い
革
屋
根
の
下
で
の
生
所
が
再
開
さ
れ
る
｡

第
四
節

屋
敷
図

長
い
期
間
､
風
雨
に
耐
え
､
当
地
の
人
々
の
住
い
と
な
っ
て
い
た
家
屋
敷
に
つ
い
て
の
資
料
を
整
理
し
た
｡

そ
の
間
に
は
何
軒
か
の
お
宅
を
訪
ね
'
居
住
環
境
な
ら
び
に
家
屋
敷
の
図
面
を
と
ら
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
｡
今
､

そ
の
大
半
は
解
体
さ
れ
妓

っ
て
い
な
い
｡
以
下
に
記
録
と
し
て
と
ど
め
る
｡

カ
リ
ツ
ケ
と
オ
オ
バ
研
ぎ

(吉
野
治
平
組

･
師
岡

･
昭
和
四
十
三
年
ご
ろ

右
か
ら
吉
野
治
平

･
小
山
打
堆

･
小
山
幸
吉

･
金
子
正
椎
の
み
な
さ
ん
)
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田
丸
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図
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図
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第

〓
即

川
漁

鶴
見
川
の

1
支
流
で
あ
る
早
淵
川
は
､
横
浜
の
西
北
に
位
置
す
る
元
石
川
の
丘
陵
を
源
と
し
､
蛇
行
し
な
が

ら
東
南
方
向
に
流
れ
'
網
島
で
鶴
見
川
に
合
流
す
る
｡
そ
の
流
域
の
は
は
中
央
部
に
あ
た
る
三
分
の

l
が
､
当

港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
と
か
か
わ
り
､
北
岸
に
は
東
山
田

･
南
山
田

･
大
棚

･
中
川
､
南
岸
に
は
新
吉
EE
･

勝
田

･
茅
ヶ
崎

･
荏
田
な
と
の
鵜
落
が
所
在
す
る
.
そ
れ
ら
の
娘
蕗
の
各
谷
戸
筋
か
ら
早
州
川
に
む
か

っ
て
名

も
な
い
谷
戸
川
が
流
れ
こ
ん
で
い
る
.
谷
戸
川
の
源
に
は
､
勝
田
の
丸
沢
池

･
谷
戸
池

･
倫
E3
池
の
三
池
や
'

茅
ヶ
崎
の
池
な
ど
の
用
水
池
が
知
ら
れ
､
権
田
地
か
ら
は
天
然
記
念
物
の
-
ヤ
コ
タ
ナ
ゴ
が
採
取
さ
れ
保
誠
さ

れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
水
ま
わ
り
は
､
田
畑

へ
の
給
水
源
で
あ
る
と
同
時
に
､
多
種
に
わ
た
る
水
棲
動
物
た
ち

の
世
界
で
も
あ

っ
た
｡
人
々
は
長
い
年
月
､
こ
の
豊
か
な
河
川
に
棲
む
魚
や
貝
を
と

っ
て
大
切
な
動
物
性
の
蛋

白
源
と
し
て
き
た
｡
そ
の
漁
の
方
法
は
と
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

早
粥
川
の
水
棲
動
物
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
の
は
'
昭
和
三
十
年
代
の
前
半
で
あ

っ
た
と
い
う
｡
ウ
ナ
ギ

･

ヤ
ツ
メ
ウ
ナ
ギ

･
ド
ジ

ョ
ウ

･
コ
イ

･
フ
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･
ナ
マ
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ギ
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･
ハ
ヤ

･
ス
ナ
モ
グ
-
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カ
マ
ツ
カ
)

･
タ

ナ
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･
エ
ビ

･
ア
メ
リ
カ
ザ
-
ガ
二
･
ソ
-
ズ
ガ
二
･
メ
ダ
カ

･
食
用
ガ
エ
ル
･
タ
ニ
シ
･
カ
タ
ッ
ケ

(カ
ラ

ス
ガ
イ
)

･
ソ
ジ
-

･
イ
モ
リ
な
と
記
憶
さ
れ
て
い
た
大
半
の
生
物
は
今
で
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
る
｡
そ

の
原
因
は
種
々
の
悪
条
件
が
重
な
っ
た
結
果
で
あ
る
が
､
主
な
も
の
は
上
流
域
の
宅
地
開
発
に
と
も
な
う
家
庭

排
水
の
流
入
と
さ
れ
て
い
る
｡

一

葉
捕
り

土
地
に
は
t
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
と
魚
揺
り
の
名
人
が
い
る
｡
ど
の
よ
う
な
魚
が
と
の
よ
う
な
場
所

に
す
み
､
な
に
を
食
べ
て
い
る
か
と
い
う
魚
の
習
性
を
よ
く
知

っ
た
人
で
あ
る
｡
巾
川
の
故
皆
川
三
g
]郎
さ
ん

早
淵
川
と
池

早
淵
m川
は
韓
汀
の
激
し
い
川
で
あ

魚
の
よ
い
す
み
か
で
あ
っ
た
｡

た
.
曲
っ
た
個
所
は
ガ
ン
コ
と
拝
さ
れ
'
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オ
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テ
)
も
そ
の

一
人
で
､
早
淵
川
の
蛇
行
す
る
屈
曲
場
所
の
よ
と
み
を
熟
知
し
､

ウ
ナ
ギ
の
も
-
り
こ
ん
で
い
そ
う
な
穴
を
見

つ
け
て
は
､
手
を

つ
っ
こ
み
､
ウ
ナ
ギ
を

つ
か
ま
え
て
い
た
と
い

う
｡
も

っ
と
も
素
朴
な
漁
の

1
つ
で
あ
っ
た
｡

二

エ
コ
ノ
キ
の
実

魚
の
素
捕
り
方
法
と
と
も
に
'
原
始
漁
法
の
ひ
と

つ
に
麻
酔
漁
法
が
あ
る
o
そ
れ
は
全
国
各
地
に
み
ら
れ
た

漁
法
で
､
タ
テ
の
糞
を
も
ん
で
流
し
た
り
､
サ
ン
シ
ョ
ウ
の
樹
皮
を
た
た
き
'
そ
の
汁
を
流
し
た
り
'
あ
る
い

は
エ
コ
ノ
キ
の
実
を

つ
ぶ
し
灰
を
-
わ
え
な
が
ら
流
し
た
り
'
魚
を
酔
わ
せ
て
捕
る
漁
法
で
あ
る
｡

こ
の
地
域
で
は
ド
ク
ナ
ガ
ン
と
い
わ
れ
､

エ
コ
ノ
キ
の
実
を

つ
ぶ
し
､
谷
戸
川
や
比
較
的
川
幅
の
せ
ま
い
川

に
流
す
方
法
が
と
ら
れ
た
｡

エ
コ
ノ
与
は
､
川
沿
い
や
山
の
つ
け
ね
に
自
生
す
る
雑
木
の
ひ
と

つ
で
､
六
月
中

旬
に
白
い
小
卵
状
球
形
の
実
を
付
け
る
｡
こ
の
実
が
魚
を
淋
酔
さ
せ
る
毒
と
な
る
o
漁
の
時
期
は
'
土
用
の
水

の
少
な
い
こ
ろ
が
い
ち
ば
ん
よ
い
と
さ
れ
､
四
～
五
人
で
組
み
へ
ま
ず
実
を
採
集
L
t
臼
で
つ
ぶ
し
'
灰
を
か

ら
ま
せ
た
の
ち
､
木
綿
袋
や
カ
マ
ス
･
ザ
ル
の
棟
に
入
れ
へ
目
的
地
の
川
に
運
ぶ
｡

漁
の
場
所
に
つ
-
と
､
そ
の
袋
を
水
中
に
つ
け
､
素
足
で
桔
み
続
け
る
と
､
白
い
麻
酔
液
が
流
れ
ひ
ろ
が
っ

て
い
-
｡
三
十
分
か
ら

一
時
間
後
に
､
機
能
を
麻
棟
さ
せ
ら
れ
た
コ
イ

･
フ
ナ
･
ウ
ナ
ギ
な
と
が
浮
か
ひ
あ
が
っ

て
き
た
｡
ま
た
田
に
水
を
送
る
た
め
に
築
い
た
堰
を
二
百
十
日

･
二
百
二
十
日
の
ア
レ
ヒ
を
前
に
し
た
九
月

1

日
に
-
ず
し
､
堰
の
ア
ゲ
ハ
ラ
イ
を
し
､
川
水
の
流
れ
を
自
然
に
も
と
す
処
置
が
と
ら
れ
た
｡
そ
の
ア
ゲ
ハ
ラ

イ
の
前
に
'
こ
の
液
を
流
す
場
合
も
あ

っ
た
と
い
う
.
こ
の
漁
に
よ
っ
て
え
た
魚
は
､

l
日
な
い
し
二
日
'
清

水
に
入
れ
'
毒
を
は
か
せ
て
か
ら
料
Eilし
た
と
い
う
｡

な
お
こ
の
麻
酔
漁
法
は
､
明
治
十
四
年
十
二
月
の
神
奈
川
県
違
警
非
第
二
条
五
に
'
｢読
物
又

ハ
激
烈
ノ
物

品
ヲ
用
ヒ
魚
鳥
ヲ
捕

ヘ
タ
ル
者
｣
と
う
た
わ
れ
､
こ
れ
を
犯
し
た
者
は
､
二
日
以
上
五
日
以
下
の
拘
留
'
ま
た

は
五
十
銭
以
上

l
円
五
十
銭
以
下
の
科
料
に
処
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
｡
今
日
も
禁
止
行
謁
で
あ
る
｡

ち;亡'-

.7TT,軒 三一㌻ 二･I,･
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三

ケ
イ
ド
-

ケ
イ
ド
リ
は
'
掻
掘
の
こ
と
で
ケ
エ
ド
リ
と
も
称
さ
れ
'
日
照
が

つ
つ
き
水
が
少
な
-
な
っ
た
川
や
用
水
池

で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
｡
川
の
場
合
は
､

ハ
ン
ゴ
や
板
'
そ
れ
に
石

こ
石
･
雑
木

･
砂
な
と
を
も

っ
て
川
を
仕

切
り
､
そ
の
脇
に
-
ズ
マ
ワ
ン
を
し
て
､
水
を
か
き
だ
し
魚
を
と
る
方
法
で
あ
る
｡
四
～
五
人
で
お
こ
な
っ
た
｡

用
水
池
で
ケ
イ
ド
-
す
る
場
合
は
､
ム
ラ
の
行
事
と
な
り
､
勝
田
の
池
で
は
魚
を
捕

っ
た
の
ち
､
地
の
補
修
を

も
お
こ
な
っ
た
｡

四

ト
ウ

ド
ゥ
は
､

鶴
見
川

･
椎
子
川

･
待
従
川
水
系
で
呼
称
さ
れ
る
笠
の
名
称
で
あ
る
｡
柏
尾
川

･
大
岡
川
水
系
で

は
モ
ジ
-
と
称
さ
れ
て
き
た
｡
そ
の
形
態
は
'
細
い
割
竹
で
筒
状
あ
る
い
は
底
な
し
の
徳
利
の
形
に
編
み
あ
げ

た
も
の
で
'
そ
れ
を
水
中
に
し
ず
め
る
と
'
魚
た
ち
の
好
む
薄
暗
い
棲
息
環
境
と
な
っ
た
｡
入
口
に
は
漏
斗
状

の
返
し
が
付
け
ら
れ
､
い
ち
ど
入
る
と
容
易
に
で
る
こ
と
が
で
き
な
い
仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
漏
斗
状

の
返
し
を
コ
ノ
タ
と
い
い
､
や
は
り
竹
製
で
あ
る
｡
こ
の
コ
ン
タ
を
入
口
に
固
定
し
た
も
の
と
､
入
口
と
中
央

部
の
二
か
所
に
そ
れ
ぞ
れ
固
定
し
た
も
の
と
が
あ
る
｡
と
-
に
後
者
の
場
合
は
'

ニ
ジ

ュ
ウ
コ
シ
あ
る
い
は
ニ

ソ
ユ
ウ
コ
シ
タ
と
称
し
て
き
た
o

ド
ゥ
の
大
き
さ
は
､
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
t

l
椴
に
は
長
さ
二
尺
前
後
の
も
の
で
あ
っ
た
が
､
鶴
見
川
流
域
の

西
八
朔
で
ウ
ナ
ギ
用
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
は
六
尺
ち
か
い
長
さ
の
も
の
で
あ
っ
た
｡

さ
て
'
そ
れ
ら
の
ド
ゥ
は
'
頭
に
魚
の
名
前
を
冠
し
て
､
ウ
ナ
ギ
ト
ウ
･
ト
ジ
ョ
ウ
ド
ゥ
あ
る
い
は
カ
ニ
ド

ゥ
と
称
さ
れ
'
対
象
と
す
る
魚
に
応
じ
て
そ
れ
そ
れ
の
ド
ゥ
が
使
わ
れ
て
き
た
｡
な
か
で
も
ウ
ナ
ギ
ド
ゥ
は
､

前
述
の
ニ
ジ

ュ
ウ
コ
シ
が
使
わ
れ
る
の
か
ふ
つ
う
で
'
そ
れ
は
軟
眉
か
ら
な
る
ウ
ナ
ギ
の
動
き
か
ら
も
理
解
さ

れ
る
よ
う
に
脱
出
が
容
易
で
な
い
構
造
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
十
月
の
ク
ダ
リ
ウ
ナ
ギ
を
ね
ら

っ
て
捕

っ

た
｡



関節罪

ト
ウ
を
し
ず
め
る
場
合
は
'
ま
ず
集
魚
材
と
な
る
-
-
ス
を
糸
に
と
お
し
た
り
､

コ
ヌ
カ

･
麦
粉
な
と
を
団

子
に
し
た
り
'
あ
る
い
は
タ
二
ン
を
つ
ぶ
し
て
ト
ウ
の
後
部
に
入
れ
た
り
し
た
｡
棲
息
環
境
を
摸
し
た
ト
ウ
に

餌
が
付
け
ば
'
よ
は
と
の
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
'
捕
れ
な
い
こ
と
は
な
い
｡
し
ず
め
る
場
所
は
'
岸
よ
り
そ
う

逮
-
な
い
場
所
で
､
し
ず
め
る
と
'
ト
ウ
が
動
か
な
い
よ
う
に
小
石
な
と
を
か
さ
ね
た
｡
ま
た
ド
ゥ
が
流
さ
れ

る
の
を
防
く
た
め
､
ひ
も
を

つ
け
杭
な
と
に
む
す
ん
だ
｡
み
な

一
様
に
夕
方
に
し
す
め
'
翌
朝
に
あ
け
た
｡
こ

れ
に
対
し
て
､
ド
ジ
ョ
ウ
の
揃
笹
は
お
お
い
に
雨
と
関
係
し
'
雨
が
ふ
り
た
す
と
ド
ソ
ヨ
ウ
は
活
発
な
動
き
を

す
る
の
で
､
田
の
水
口
に
ド
ゥ
を
固
定
す
る
と
､
あ

っ
と
い
う
ま
に
捕
れ
た
と
い
う
0

ま
た
八
月
の
雨
ふ
り
の
H
に
は
ナ
マ
ズ
が
田
に
の
は
っ
て
-
る
こ
と
が
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
ト
シ
rn
ウ
ド
ゥ
の

場
合
よ
り
も
や
や
大
き
め
の
ド
ゥ
を
準
備
し
､
水
口
に
仕
掛
け
て
ナ
マ
ズ
を
捕

っ
た
｡

五

ド
シ
ョ
ウ
プ
チ

陽
気
が
よ
く
な
っ
た
田
植
前
の
四
月
か
ら
五
月
こ
ろ
､
夜
､
田
で
寝
て
い
る
ド
ソ
ヨ
ウ
を
捕
る
ト
シ
ョ
ウ
フ

チ
は
､
老
若
男
女
を
と
わ
ず
み
ん
な
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
｡

ト
ソ
ヨ
ウ
プ
チ
の
用
具
は
､
手
作
り
品
で
､
ま
ず
ネ
ソ
ダ
ケ
を

一
メ
ー
ト
ル
は
と
に
切
り
､
そ
の
先
端
を
二

つ
割
り
し
て
五
寸
ほ
と
裂
き
､
そ
の
間
に
二
寸
五
分
は
と
の
針
を

l
列
に
は
さ
み
､
麻
糸
で
も

っ
て
か
ら
げ
て

国
定
し
た
も
の
で
'
名
称
は
漁
の
名
称
同
様
の
ド
シ
ョ
ウ
プ
チ
で
あ
る
｡
こ
の
用
具
は
､
ブ
リ
キ
製
の
も
の
が

商
品
化
さ
れ
'
荒
物
屋
な
と
で
も
売
ら
れ
て
い
た
と
い
う
｡

こ
の
ト
ソ
ヨ
ウ
プ
チ
は
夜
の
漁
で
あ
る
た
め
､
携
行
用
の
照
明
が
必
要
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
ヒ
プ
リ
と
い
っ

て
'
松
の
根
を
細
-
割
り
乾
燥
さ
せ
た
ヒ
デ
を
針
金
で
つ
-
っ
た
ヒ
オ
キ
の
な
か
で
燃
や
す
､
簡
易
照
明
具
で

あ

っ
た
｡
背
中
に
は
補
充
用
の
ヒ
テ
を
入
れ
た
袋
を
せ
お
っ
た
｡

漁
の
格
好
は
'
利
手
に
ト
シ
ョ
ウ
プ
チ
を
も
ち
'
他
方
の
手
に
照
明
と
オ
ケ
を
も
っ
た
｡
田
の
ク
ロ
を
あ
る

さ
な
が
ら
､
寝
て
い
る
ド
ジ
ョ
ウ
を
見

つ
け
て
は
つ
き
つ
き
と
打

っ
て
い
っ
た
｡
と
き
に
は
二
匹
の
ド
ジ
ョ
ウ
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を
同
時
に
打
っ
た
り
､
ウ
ナ
ギ
や
フ
ナ
を
打
つ
こ
と
も
あ
っ
た
.

一
晩
で
多
い
と
き
に
は
五
百
匁
の
収
牡
が
あ
っ

た
と
い
う
｡
そ
れ
ら
は
二
～
三
日
'
清
水
に
入
れ
'
泥
を
は
か
せ
て
か
ら
柳
川
な
と
の
料
理
と
し
た
O
ま
た
品

が
多
い
場
合
は
青
果
市
場

に
出
荷
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
｡

こ
こ
で
中
川
に
伝
わ
る
ド
ジ
ョ
ウ
プ
チ
と
キ
ッ
ネ
ソ
ピ

(狐
火
)
の
話
を
し
て
お
こ
う
0
キ
ッ
ネ
は
'
昭
和

十
年
代
ま
で
見
か
け
た
と
い
う
｡
前
述
の
故
皆
川
三
四
郎
さ
ん
は
'
こ
の
界
隈
で
は
広
く
漁
を
し
た
人
で
､
ド

ゥ
も
'
網
も
､
自
分
で
作
り
､
セ
ソ
シ
ョ
ウ

(漁
)
を
好
ん
だ
代
表
的
な
人
で
あ
っ
た
｡
あ
る
夜
'
ド
ジ
ョ
ウ

プ
チ
に
出
か
け
た
が
'
な
か
な
か
帰
っ
て
こ
な
い
｡
家
人
は
気
使
い
へ
EE
の
方
を
見
る
と
､
三
四
郎
さ
ん
の
も

つ
ヒ
デ
の
照
明
の
後
方
に
二
つ
三
つ
と
キ
ッ
ネ
ッ
ど
の
火
の
玉
が
見
え
'
ひ
じ
ょ
う
に
不
吉
に
感
じ
た
｡
三
四

郎
さ
ん
の
帰
宅
後
'
家
族
が
そ
の
話
を
す
る
と
'
案
の
定
､
オ
ケ
の
な
か
に
は

1
匹
も
ド
ジ
ョ
ウ
が
い
な
か
っ

た
｡
キ
ッ
ネ
が
ド
ジ
n
ウ
を
食
っ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
っ
た
.
キ
ッ
ネ
ノ
ビ
は
､
よ
く
椛
の
な
い
と
こ
ろ
に

出
た
と
伝
.与
り
れ
て
い
る

(｢
さ
ま
ざ
ま
な
い
い
つ
た
え
｣
の
輩
参
鼎
)｡

六

ウ
ナ
ギ
ガ
ケ

ウ
ナ
ギ
ガ
ケ
は
､
ウ
ナ
ギ
ガ
マ
あ
る
い
は
ウ
ナ
ギ
カ
キ
と
･G
称
さ
れ
'
泥
の
な
か
に
も
く
っ
て
い
る
ウ
ナ
ギ

を
か
き
と
る
用
具
で
､
先
端
は
貨
と
い
う
よ
り
は
､
ワ
ラ
ビ
が
芽
を
出
し
た
と
き
の
よ
う
な
湾
曲
の
形
状
を
し

め
す
'
二
本
の
と
が
っ
た
鈎
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
ウ
ナ
ギ
は
､
そ
れ
自
身
の
大
小
､
あ
る
い
は
ウ
ナ

ギ
ガ
ケ
の
二
本
の
鈎
の
間
隔
に
も
左
右
さ
れ
る
が
､
み
な

1
様
に
内
側
の
鈎
に
頭
部
を
ひ
っ
か
け
ら
れ
'
柄
部

の
方
に
か
ら
ま
る
よ
う
に
引
き
あ
げ
ら
れ
て
く
る
｡
こ
れ
か
ら
し
て
'
こ
の
用
具
は
'
ウ
ナ
ギ
に
協
苦
を
あ
た

え
る
と
と
も
に
'
ウ
ナ
ギ
の
か
ら
み
つ
-
本
能
を
も
利
用
し
た
漁
具
と
い
え
る
｡

こ
の
ウ

ナ

ギ
ガ
ケ
は
､
専
門
家
あ
る
い
は
漁
の
と
て
つ
も
な
く
好
き
な
人
に
よ
っ
て
つ
か
わ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
｡
勝
田
の
小
山
幸
吉
さ
ん

(大
正
五
年
生
)
や
鈴
木
繁
さ
ん

(昭
和
二
年
生
)
な
ど
で
'
鈴
木
さ
ん
使

用
の
ウ
ナ
ギ
ガ
ケ
は
'
師
岡
の
野
鍛
冶
吉
川
重
吉
さ
ん

(明
治
四
十
二
年
生
)
に
依
頼
し
て
う
っ
て
も
ら
っ
た

ウ
ナ
ギ
ガ
ケ
を
持
つ
特
木
flさ
ん
(勝
EEl
･
fa
)
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も
の
で
､
内
鈎
が
外
的
よ
り
や
や
短
か
-
作
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
ウ
ナ
ギ
カ
ケ
を
か
き
あ
げ
る
動
作
と
､
ウ

ナ
ギ
の
後
退
す
る
本
能
に
開
通
し
'
ウ
ナ
ギ
を
確
実
に
か
け
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
｡
早
滑
川
を
の
は
っ
て
-

る
ウ
ナ
ギ
を
ね
ら
っ
た
り
､
ケ
イ
ド
-
の
際
に
使

っ
た
と
い
う
｡

他
方
､
吉
川
野
鍛
冶
は
語
る
｡
年
に
二
～
三
本
､
ウ
ナ
ギ
カ
ケ
を
う

っ
た
｡
近
在
の
太
尾
や
獅
子
ヶ
谷
な
と

の
漁
を
好
む
人
か
ら
た
の
ま
れ
た
O
鋼
材
は

ハ
カ
ネ
の
ム
ク
が
い
ち
ば
ん
よ
か
っ
た
が
､
ハ
カ
ネ
は
高
価
で
あ
っ

た
の
で
鈎
部
の
み
ハ
カ
ネ
を
注
文
す
る
人
も
い
た
o
鈎
の
間
隔
は
ほ
ほ

1
定
し
て
い
た
が
､
湾
曲
す
る
軸
部
は

注
文
主
に
よ
っ
て
差
が
あ
っ
た
.
留
意
し
た
点
は
､
内
的
を
固
定
す
る
方
法
で
､
自
分
と
し
て
は
へ
外
的
の
曲

折
す
る
中
央
部
に
穴
を
あ
け
'
そ
れ
に
内
的
の
基
部
を
挿
入
L
t
う
ち
あ
げ
た
｡
修
理
の
大
半
は
内
的
の
修
理

依
頼
た
っ
た
と
い
う
｡

ウ
ナ
ギ
の
本
能
や
'
ウ
ナ
ギ
カ
ケ
の
機
能
な
と
か
ら
推
測
す
る
と
､
内
約
は
､
ウ
ナ
ギ
カ
ケ
の
生
命
で
あ
っ

た
と
同
時
に
'
注
文
主
は
自
身
の
体
験
の
も
と
で
鍛
冶
屋
に
注
文
し
､
う
ち
作

っ
て
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
O

捕
っ
た
ウ
ナ
ギ
は
､
背
の
側
か
ら
さ
ば
き
自
家
の
食
卓
に
も
の
は
っ
た
が
'
い
っ
た
ん
自
家
の
池
に
放
し
た
｡

そ
し
て
そ
の
塁
が
多
-
な
る
と
､
長
さ
七
十
～
八
十
セ
ン
チ
四
方
､
高
さ
五
十
セ
ン
チ
は
と
の
箱
形
の
生
茸
に

う
つ
L
t
川
の
な
か
に
し
ず
め
た
｡
そ
う
す

る
と
ウ
ナ
ギ
は
痩
せ
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
､
土
用
の
こ
ろ
に
な
る

と
ウ
ナ
ギ
屋
が

l
賃
い
く
ら
と
い
う
具
合
に
買
い
に
来
た
と
い
う
O

七

釣
り

釣
り
用
貝
は
､
竿
と
糸
へ
糸
の
先
の
鈎
と
そ
れ
に
付
け
た
餌
な
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
､
水
中
に
い
る
生
物

を
捕
る
手
の
延
長
用
具
と
さ
れ
て
い
る
｡
と
き
に
は
竿
や
的
な
し
の
場
合
も
み
か
け
ら
れ
る
｡

竿
は

ハ
チ
ク
や
シ
ノ
タ
ケ
な
ど
､
近
く
に
自
生
す
る
竹
が
使
わ
れ
'
糸
は
楓
垂
か
ら
と
っ
た
天
然
の
テ
ク
ス
'

あ
る
い
は
木
綿

･
麻
の
糸
が
使
わ
れ
た
｡

ウ
ナ
ギ
ガ
ケ
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対
象
魚
は
､
す
で
に
ふ
れ
た
魚
の
う
ち
で
も
'

コ
イ

･
フ
ナ

･
ギ
バ
チ

･
ハ
ヤ

･
ナ
マ
ズ

･
ス
ナ
モ
ダ
リ

･

エ
ビ

･
ウ
ナ
ギ
な
と
で
あ
っ
た
が
､
と
き
に
は
モ
ク
タ
ガ
二
も
か
か

っ
た
｡

餌
は
'
コ
イ
は
サ
ツ
マ
イ
モ
や
サ
ナ
ギ
､
フ
ナ
は
-
-
ズ
､
ギ
パ
テ
は
小
さ
な
ド
ジ

n
ウ
や
-
-
ズ
'

ハヤ

は
ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
の
幼
虫
や
ブ
ド
ウ
ム
ン
の
幼
虫
'
ナ
マ
ズ
は
カ
エ
ル
や
蚕
の
サ
ナ
ギ
な
と
で
あ

っ
た
｡

ウ
ナ

ギ
の
場
合
は
ヅ
ヅ
コ
ヅ
-

･
オ
ロ
ヅ
-

･
ナ
ガ
ン
バ
-
な
と
多
種
類
の
釣
り
方
が
あ
り
'
餌
は
ド
パ
-
-
ズ
な

ど
-
ミ
ズ
が
主
で
あ
っ
た
｡

ヅ
ヅ
ゴ
ヅ
-
は
'
絢
な
し
の
ウ
ナ
ギ
釣
り
の
方
法
で
､
雨
水
で
川
が
に
ご
っ
た
梅
雨
の
こ
ろ
の
漁
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
｡
シ
ュ
ロ
の
芯
や
針
金
を
針
と
し
て
麻
糸
な
い
し
木
綿
糸
に
む
す
ぴ
､
-
-
ズ
を
頭
か
ら
尻
に
む
か

っ

て
さ
し
と
お
し
'
百
五
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
-
-
ズ
の
紐
を

つ
-
る
｡
こ
れ
を
8
の
字
に
し
た
り
'
あ
る
い
は
ヅ

ノ
ゴ
ダ
マ
と
い
っ
て
準
は
ど
の
大
き
さ
に
ま
る
め
､
釣
糸
に
つ
け
る
｡
竿
の
長
さ
は
'
と
り
こ
み
の
関
係
上
､

一
ヒ
ロ
は
ど
の
長
さ
で
あ

っ
た
｡
ウ
ナ
ギ
は
こ
の
餌
に
食
ら
い
つ
く
と
､
麻
の
繊
維
に
歯
が
か
ら
ま
り
つ
く
.

そ
の

l
瞬
に
ク
マ
や
ニ
ト
ザ
ル
で
受
け
る
と
い
う
､
と
り
こ
み
方
法
を
お
こ
な
う
漁
法
で
あ
る
O

オ
ロ
ヅ
リ
は
､
口
径
三
セ
ン
チ
は
ど
の
竹
を
と
り
'
三
十
～
四
十
セ
ン
チ
は
ど
の
長
さ
に
切
り
､
そ
の
内
伽

の
節
を
ぬ
き
筒
状
に
す
る
｡
そ
の
な
か
に
'
ム
キ
-
-
ズ
を

つ
け
た
釣
糸
を
さ
し
こ
み
､
ウ
ナ
ギ
の
い
そ
う
な

岸
の
オ
ロ

(穴
)
に
挿
入
し
て
い
く
｡
ム
キ
ミ
ミ
ズ
の
に
お
い
に
刺
激
さ
れ
た
ウ
ナ
ギ
は
'
こ
れ
に
食
い
つ
く
｡

糸
を
徐
々
に
引
く
と
､
ウ
ナ
ギ
は
筒
の
な
か
に
ひ
っ
ぼ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
少
な
か
ら
ず
､
ウ
ナ
ギ
の
自
由

を
筒
の
な
か
で
お
さ
え
､
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
漁
法
で
あ
る
｡

ナ
ガ
ソ
パ
リ
は
'
夕
方
に
仕
掛
け
､
翌
朝
に
あ
げ
る
と
い
う
漁
法
で
､
長
さ
三
十
セ
ン
チ
ほ
と
の
細
竹
の
真

申
に
'

二
十
～
三
十
セ
ン
チ
の
長
さ
の
麻
糸
を
結
び

つ
け
'
そ
の
先
に
ケ
エ
ソ
の
付
い
た
ナ
ガ
シ
バ
リ
を
付
け

た
｡
餌
は
-

-
ズ
や
ド
ジ

n
ウ
と
さ
れ
た
が
､
こ
れ
は
カ
ニ
の
頬
に
食
べ
ら
れ
る
き
ら
い
が
あ

っ
た
た
め
､
人

に
よ
っ
て
は
赤
ヒ
イ
ル

(壁
)
や
青
ヒ
イ
ル
を
餌
と
L
t
こ
れ
を
防
い
だ
と
い
う
.
ヒ
イ
ル
は
カ
ニ
類
に
は
食

へ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
｡
こ
の
仕
掛
け
に
各
自
そ
れ
ぞ
れ
の
自
分
の
印
を
つ
け
､
点
々
と
川
の
な
か
に
し
ず

(皆
川
金
作
家
･
中
川
･
E3
)



め
て
固
定
し
て
い
っ
た
｡
多
い
人
は
五
十
本
ち
か
く
も
し
ず
め
た
と
い
う
｡

こ
の
よ
う
に
は
か
の
魚
に
-
ら

へ
'
ウ
ナ
ギ
に
は
多
種
類
の
釣
り
方
が
知
ら
れ
て
い
る
O
そ
れ
は
古
来
か
ら

い
わ
れ
て
き
た
滋
養
に
富
む
ウ
ナ
ギ
を
求
め
る
た
め
､
ウ
ナ
ギ
の
も

つ
煮
食
性
や
体
質
な
ど
を
研
究
し
た
結
果

で
あ
ろ
う
｡

八

も

り

つ

き

モ
-

は

､

返

し

が
付
い
た
E
]本
な
い
し
五
本
の
刺
し
か
ら
な
る
用
具
で
､
夏
冬

･
昼
夜
を
問
わ
ず
使
わ
れ
た

よ
う
で
あ
る
｡
天
気
の
よ
い
夏
の
夜
､
二
尺
ほ
ど
の
シ
ノ
ダ
ケ
の
先
に
モ
リ
を
固
定
L
へ
勝
田
椛
の
脇
か
ら
早

淵
川
の
流
れ
に
は
い
り
､
ヒ
デ
の
照
明
の
も
と
で
'
淀
み
に
ひ
そ
ん
で
い
る
ウ
ナ
ギ
な
と
を
つ
い
た
｡
水
深
は
へ

い
ま
と
遠
い
腰
の
あ
た
り
ま
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
.
ま
た
冬
場
に
は
川
の
な
か
に
う
ち
こ
ま
れ
て
い
る

ヒ
ガ
ラ

(玩
)
付
近
に
よ
っ
て
い
る
コ
イ
を
ね
ら
っ
た
｡
大
き
な
コ
イ
の
場
合
は
二
本
目
の
モ
-
を
も
使

っ
た

と
い
う
｡

九

網
漁

翻
漁
は
､
中
川
の
故
皆
川
金
作
さ
ん

(三
四
郎
さ
ん
の
イ
セ
キ
)
ら
に
よ
っ
て
マ
チ
ア
-
や
ク
マ
ア
ミ
で
の

漁
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡

マ
チ
7
-
は
､
入
口
は
二
等
辺
三
角
形
を
呈
L
t
そ
の
二
等
辺
の
部
分
に
マ
グ
ケ
を
固
定
し
た
網
で
あ
る
｡

袋
の
部
分
は
長
く
､
後
端
部
は
魚
の
と
り
だ
L
が
で
き
る
よ
う
に
紐
で
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
｡
現
在
知
る
寸

法
は
'
二
等
辺
の

一
辺
は
百
二
十
セ
ン
チ
､
底
辺
は
百
七
十
セ
ン
チ
'
袋
の
長
さ
は
百
七
十
セ
ン
チ
を
計
る
｡

材
は
木
綿
糸
で
'
柿
の
シ
プ
で
染
め
ら
れ
て
い
る
｡

漁
の
方
法
は
'
二
人

一
組
の
場
合
が
多
-
'
川
幅
の
せ
ま
-
な
っ
た
場
所
を
え
ら
ひ
､
網
の
口
を
上
流
に
む

け
て
仕
掛
け
る
が
､
そ
の
際
'
二
等
辺
の
頂
点
か
ら
底
辺
に
む
か

っ
て
マ
グ
ケ
の
杭
を
お
ろ
し
'
安
定
を
よ
-

瀬
を
持
つ
者
川
金
作
さ
ん
(中
川
･
53
し
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す
る
｡

1
人
は
､
こ
の
網
の
マ
グ
ケ
を
に
ぎ
り
､
片
足
を
網
の
下
に
入
れ
る
｡
こ
れ
は
魚
が
は
い
っ
て
き
た
こ

と
を
足
で
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
.
は
か
の

1
人
は
､
上
流
か
ら
マ
グ
ケ
の
先
に
横
木
を
固
定
し
た
ソ
モ
ク
を

も
っ
て
､
川
床
を
つ
つ
き
な
が
ら
魚
を
追
う
0
ウ
ナ
ギ
な
ど
は
､
足
の
う
え
を
す
う

っ
と
通

っ
て
網
に
入
る
の

か
よ
く
わ
か

っ
た
と
い
う
｡

タ
マ
ア
ミ
は
､
柄
付
き
の
網
で
'
口
径
は
七
十
五
セ
ン
チ
､
袋
の
長
さ
九
十
二
セ
ン
チ
を
計
る
円
錐
形
の
網

で
あ
る
｡
仕
掛
け
用
の
網
で
は
な
く
'
す
く
い
と
り
用
の
網
で
'
月
夜
な
ど
の
ウ
ナ
ギ
漁
に
使
う
.
短
か
い
竿

の
先
に
-
-
ズ
を
ヅ
ヅ
ゴ
状
に
し
た
も
の
を
か
ら
め
て
準
備
し
'
そ
れ
を
利
手
に
も
ち
､
他
方
の
手
に
こ
の
網

を
も
ち
川
の
な
か
に
入
る
｡
ウ
ナ
ギ
の
い
そ
う
な
穴
に
'
こ
の
竿
を
さ
し
入
れ
､
ウ
ナ
ギ
を
穴
の
外
に
お
ぴ
き

だ
し
､
す
ば
や
く
へ
こ
の
網
で
す
く
い
と
る
｡
そ
の
た
め
袋
の
長
さ
は
'
ウ
ナ
ギ
が
逃
げ
き
れ
な
い
よ
う
に
'

十
分
な
長
さ
に
作
ら
れ
て
い
た
｡

十

採
取

田
植
前
の
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
､
田
に
発
生
し
た
タ
ニ
シ
を
採
取
し
て
歩
い
た
o
こ
の
タ
ニ
シ
を
市
場

に
出
荷
す
る
こ
と
も
多
々
あ

っ
た
｡
そ
の
際
に
は
､
タ
ニ
シ
を
ゆ
で
あ
げ
'
針
で
身
を
と
り
た
し
へ
小
さ
な
箱

に
き
れ
い
に
詰
め
て
出
荷
し
た
o
家
庭
で
食
べ
る
と
き
は
､
ゴ
ボ
ウ
や
コ
ン
ニ
ャ
ク
を
入
れ
､
味
噌
あ
え
と
し

た
｡

第
二
節

狩
猟

狩
猟
や
漁
の
こ
と
を
セ
ソ

ソ
ヨ
ウ

(殺
生
)
あ
る
い
は
セ
ソ

シ
ョ
と
い
っ
て
き
た
｡
と
-
に
セ
ソ

シ
ョ
ウ
が

好
き
な
人
に
は
'
こ
の
言
葉

を
冠
し
て
呼
称
す
る
場
合
が
あ
っ
た
｡

自
然
の
宝
庫
で
あ
っ
た
昭
和
二
十
年
代
ご
ろ
ま
で
は
､
ウ
サ
ギ

･
タ
ヌ
キ

･
イ
タ
チ

･
キ
ッ
ネ

･
ム
ジ
ナ
な

生
物
を
保
全
す
る
た
め
の
法
律

自
然
環
境
保
全
法

昭
和
E]十
七
年
六
月
二
十
二
日

法
律
八
十
五
号

自
然
公
園
法

昭
和
三
十
二
年
六
月

一
日

法
律

1
百
六
十

二
LTl

抗
献
保
護
及
符
抑
二
関
ス
ル
法
緋

大
正
七
年
四
月
四
日

法
律
三
十
二
号

特
殊
鳥
類
の
譲
渡
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

昭
和
四
十
七
年
六
月

l
日

法
律
E]十
九
号

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
謡
渡
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律

昭
和
六
十
二
年
｣ハ
月
二
日

法
維
五
十
八
号

環
境
庁
設
置
法

昭
和
四
十
六
年
五
月
三
十

一
日

法
律
八
十
八
号

文
化
財
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
五
月
三
十
日

法
律
二
百
十
四
口で



沖符節罪

と
の
小
動
物
と
､
ス
ズ
メ
･
キ
ジ
･
ヤ
マ
バ
ト

･
ホ
オ
ソ
ロ
･
ア
オ
ジ
セ
キ
レ
イ

･
コ
ツ
ュ
ケ
イ

･
ウ
グ
イ
ス
･

ヒ
ワ
･
モ
ズ

･
メ
ソ
ロ
･
ヒ
バ
-

･
カ
モ
な
と
の
罵
類
'
さ
ら
に
は
マ
ム
ン
･
ヤ
マ
カ
ガ
ン
･
ア
オ
ダ
イ
ソ
ヨ

ウ

･
ソ
マ
ヘ
ど
な
と
の
蛇
類
が
季
節
ご
と
に
姿
を
見
せ
た
｡
な
お
カ
モ
は
川
向
に
専
門
の
鴨
猟
池
が
あ

っ
た
〇

一

ウ
サ
ギ

ウ
サ
ギ
の
肉
は
､
冬
場
の
こ
馳
走
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
た
｡
北
風
が
吹
き
､
落
糞
が
野
山
に
つ
も
.TQ
季
節
に
な

る
と
､
セ
ソ
ソ
ヨ
ウ
を
好
む
大
人
た
ち
は
､
三
人
四
人
と
声
を
か
け
あ
い
､
朝
早
-
か
ら
近
在
の
山
に
向
か
い

ウ
サ
ギ
を
追
い
か
け
た
O

ウ
サ
ギ
は
､
経
験
か
ら
し
て
'
ヒ
ナ
タ
ヤ
マ
と
称
さ
れ
る
陽
が
よ
-
あ
た
る
南
面
の
山
裾
に
巣
く
う
て
い
る

と
い
わ
れ
､
そ
の
よ
う
な
地
形
を
み
つ
け
る
と
､
静
か
に
周
囲
の
地
面
を
み
て
ま
わ
り
､
ウ
サ
ギ
の
足
跡
や
糞

は
な
い
か
と
う
か
下
調

へ
を
お
こ
な

っ
た
｡
北
山
田
の
放
縦
茂
市
五
郎
さ
ん

(屋
号
ツ
ト
ヤ
)
は
'
す
は
ら
し

い
眼
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
､
ク
ズ

(落
柴
)
の
う
え
を
ほ
し
っ
た
ウ
サ
ギ
の
足
跡
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
人
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡

ウ
サ
ギ
追
い
の
用
具
は
網
で
あ
る
0
こ
の
網
は
漁
網
屋
か
ら
荒
目

(五
セ
ン
チ
目

～
九
セ
ン
チ
目
)
で
､
高

さ

一
～

一
･
五
メ
ー
ト
ル
は
と
の
も
の
を
買
う
場
合
も
あ

っ
た
か
､
自
家
で
南
京
糸

な
と
を
使

っ
て
編
み
あ
け

る
こ
と
も
あ

っ
た
.
長
さ
に
は
限
度
は
な
い
が
'
網
を
背
負
い
山
野
を
駆
け
ま
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

た
め
､
重
超
的
な
限
界
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
.
ふ
つ
う
､

l
反
四
方
を
か
こ
む
こ
と
が
で
き
る
は
と
の
長
さ

の
網
を

一
回
に
使
用
し
た
と
い
う
0
こ
れ
か
ら
し
て
､
こ
の
猟
は

l
人
で
は
で
き
な
い
猟
で
あ
っ
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
｡

ウ
サ
ギ
が
い
る
と
な
る
と
､
山
の
裾
に
綱
を
張
り
め
く
ら
す
準
備
に
と
り
か
か
る
o
網
の
高
さ
は
､
ウ
サ
ギ

が
と
び
は
ね
る
高
さ
'

つ
ま
り

一
メ
ー
ト
ル
前
後
の
高
さ
に
た
も
た
れ
る
｡
こ
の
仕
掛
け
は
'
ウ
サ
ギ
の
跳
躍

力
を
お
さ
え
こ
み
'
容
易
に
捕
猿
で
き
る
よ
う
に
し
た
猟
法
で
も
あ
る
｡
ウ
サ
ギ
は
周
知
の
と
お
り
前
足
が
短

ウ
サ
ギ
ア
ミ
(小
野
辺
敏
明
家
･
元
石
川
･
60
)

杭
幅
二
十
二
メ
ー
ト
ル

WMさ
1
･
六
メ
ー
ト
ル

細
目

五
セ
ン
チ

綿
糸
製
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か
-
後
足
が
長
い
た
め
､
下
に
む
か
っ
た
場
合
は
'
走
行
お
よ
び
跳
躍
楼
能
が
お
さ
え
ら
れ
る
｡
網
を
張
り
お

え
る
と
､
い
よ
い
よ
追
い
込
み
で
あ
る
｡
木
の
棒
や
鳴
物
を
も

っ
て
網
に
む
か

っ
て
ウ
サ
ギ
を
追

っ
た
.
と
き

に
は
犬
を
し
か
け
る
場
合
も
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
'

一
日
中
､
山
野
を
駆
け
ま
わ
り
'

一
～
二
羽
の
ウ
サ
ギ
を
捕
ま
え
ら
れ
れ
ば
､
上
出
来

と
さ
れ
て
い
た
｡
と
れ
な
い
日
も
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
捕
ま
え
た
ウ
サ
ギ
は
'
そ
の
日
の
う
ち

に
毛
皮
を
は
ぎ
､
内
臓
を
と
り
た
し
､
料
ら
れ
た
｡
肉
は
油
で
い
た
め
て
飯
に
入
れ
た
チ
ラ
シ
料
理
と
し
た
り
'

炊
き
こ
み
ご
飯
､
あ
る
い
は
ゴ
ボ
ウ
を
加
え
た
池
い
た
め
な
ど
に
し
た
｡
骨
は
よ
-
-
た
き
肉
に
加
え
､
肉
団

子
に
し
て
汁
の
具
と
し
た
と
い
う
｡
味
は
よ
く
'
お
い
し
い
肉
で
あ

っ
た
｡

こ
れ
ら
の
料
理
は
'
ウ
サ
ギ
7
-
を
も

つ
家
で
お
こ
な
わ
れ
'
そ
の
内
は
参
加
者
な
ら
び
に
家
族
の
者
に
平

等
に
ふ
る
ま
わ
れ
'
し
か
も
男
た
ち
は
'
そ
の
日
の
猟
の
話
に
花
を
さ
か
せ
な
が
ら
焼
酎
を
ち
び
り
ち
び
り
と

酌
み
か
わ
し
て
い
た
と
い
う
｡
な
お
ウ
サ
ギ
追
い
は
昭
和
三
十
年
代
前
半
ご
ろ
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡
皮

は
商
品
と
し
た
と
い
う
話
も
妓
さ
れ
て
い
る
｡

二

タ
ヌ
キ

タ
ヌ
キ
は
'
開
発
が
す
す
む
今
日
で
も
､
と
き
に
'
夜
間
'
車
道
に
あ
ら
わ
れ
､
交
通
事
故
に
あ
い
'
新
聞

で
報
道
さ
れ
た
り
､
あ
る
い
は
保
護
さ
れ
た
り
し
て
い
る
｡
こ
れ
か
ら
し
て
こ
の
界
隈
の
丘
陵
に
は
か
な
り
の

個
体
数
が
棲
息
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡
勝
田
の
東
北
部
に
位
置
す
る
権
田
地
の
脇
の
柿
の
木
の
下
や
､

東
山
田
の
道
中
坂
な
ど
な
ど
'
夜
こ
と
タ
ヌ
キ
が
あ
ら
わ
れ
へ
家
に
よ
っ
て
は
餌
を
あ
た
え
､
短
夜
の
た
の
し

み
と
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
話
が
多
々
残
さ
れ
て
い
る
.
な
お
タ
ヌ
キ
の
肉
を
食

へ
た
と
い
う
話
は
採
集
さ

れ
て
い
な
い
｡

ウ
サ
ギ
追
い
を
お
え
て
(元
石
川

･26
)

右
よ
り
小
野
辺
与
三
郎

払
田
我
治
小
野辺
英

1

小
野
辺
敏
明
と
愛
犬

ア
ミ
を
持
つ
村
田

1
輔

の
み
t･_
さ
ん



三

イ
タ
チ

イ
タ
チ
の
毛
皮
を
得
る
た
め
に
専
門
の
業
者
が
入

っ
て
い
た
よ
う
で
､
当
地
の
山
田
屋
旅
館
に
の
こ
る
昭
和

<
年
十
二
月
の
宿
帳
に

｢狩
猟
｣
と
そ
の
職
業
名
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
ら
の
非
者
に
イ
タ
チ

1
匹
を

な
に
が
し
か
で
売

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
､
土
地
に
も
イ
タ
チ
猟
を
す
る
人
が
い
た
.

イ
タ
チ
鞘
に
使
用
し
た
用
具
は
､
バ
ッ
テ
ン
と
称
さ
れ
た
ト
ラ
バ
サ
-
様
の
仕
掛
け
用
具
と
､
長
方
箱
形
の

捕
獲
箱
が
あ
っ
た
｡
イ
タ
チ
は
お
な
じ
道
を
二
度
と
通
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
た
め
'
そ
れ
,ilを
仕
掛
け
る

場
所
の
選
択
は
む
ず
か
し
か
っ
た
が
､
彼
ら
が
こ
の
ん
で
餌
と
す
る
､ネ
ズ
-
や
カ
エ
ル
･
小
魚
類
が
棲
息
す
る

環
境
'

つ
ま
り
川
岸
や
溜
弛
近
く
の
薮
を
中
心
に
仕
掛
け
て
い
っ
た
｡
餌
は
前
記
の
小
生
物
や
鶏
の
頭
や
足
な

ど
が
使
わ
れ
た
｡
こ
の
猟
は
あ
-
ま
で
も
イ
タ
チ
の
毛
皮
を
HI)的
と
し
て
い
た
た
め
､
イ
タ
チ
を
傷

つ
け
る
こ

と
な
く
捕
獲
す
る
捕
柾
箱
で
の
猟
が
の
ぞ
ま
し
い
も
の
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
O

さ
て
小
動
物
に
頬
す
る
イ
タ
チ
は
､
意
外
に
も
民
家
の
近
く
に
出
没
L
t
鶏
小
屋
を
憩
い
卵
の
み
な
ら
ず
鶏

を
も
平
気
で
殺
し
生
血
を
す
う
と
い
う
荒
業
を
す
る
た
め
､
小
悪
者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
､
さ
ら
に
は
人
を

た
ぶ
ら
か
す
生
き
物
と
も
さ
れ
て
き
た
｡

イ
タ
チ
が
鶏
舎
を
お
そ
う
の
は
夜
が
も

っ
ぱ
ら
で
あ

っ
た
と
い
い
､
そ
れ
を
防
-
た
め
に
'
イ
タ
チ
が
い
や

が
る
と
さ
れ
た
青
味
を
も
つ
ア
ワ
ビ
な
ど
の
貝
殻
で
も

っ
て
旅
を

つ
-
り
'
小
屋
に
か
け
た
と
い
う
Q
こ
の
旋

状
の
貝
殻
は
'
昭
和
五
十
年
ご
ろ
ま
で
市
域
の
農
家
で
'
ま
ま
見
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
｡

他
方
'
イ
タ
チ
に
あ
う
と
'
す
く
に
マ
-
ヤ

(眉
毛
)
に
唾
を

つ
け
ろ
と
い
わ
れ
て
き
た
｡
そ
れ
は
イ
タ
チ

は
人
間
に
出
合
う
と
､
た
ち
ま
ち
の
あ
い
だ
に
､
人
間
の
マ
-
ヤ
の
毛
の
本
数
を
計
辞
し
､
化
か
し
に
か
か
る

の
で
'
そ
れ
を
防
く
た
め
に
唾
で
眉
毛
を
お
さ
え
計
罪
で
き
な
い
よ
う
に
し
ろ
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
キ
ッ
ネ

と
ち
が
い
'
化
か
さ
れ
た
な
ど
と
い
う
体
験
的
な
伝
承
話
は
攻
さ
れ
て
は
い
な
い
が
､
興
味
あ
る
イ
タ
チ
と
人

間
の
話
で
あ
る
｡
ま
た
イ
タ
チ
は
緊
急
時
に
は
臭
い
お
な
ら
を
し
て
逃
て
い
っ
た
0

＼モ
グ
ーフ
ト
リ

二華
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四

キ

ッ
ネ

キ
ッ
不
は
タ
ヌ
キ
に
-
ら
へ
へ
早
い
時
期
に
こ
の
丘
陵
か
ら
姿
を
消
し
た
よ
う
で
'
キ
ッ
ネ
の
交
通
事
故
な

と
と
い
う
話
題
は
耳
に
し
な
い
｡
キ
ッ
ネ
の
棲
息
を
語
る
､
も

っ
と
も
最
近
の
話
と
し
て
聞
か
さ
れ
る
も
の
は
'

半
世
紀
前
'

つ
ま
り
太
平
洋
戦
争
前
の
話
で
､
家
の
鶏
を
キ
ッ
ネ
に
と
ら
れ
た
と
か
､
山
の
畑
で
仕
事
を
し
て

い
る
と
､
か
な
り
の
近
距
離
ま
で
来
て
と
と
ま
り
､
耳
を
立
て
､
人
の
よ
う
す
号

っ
か
が
う
よ
う
に
し
て
い
た

と
い
う
話
な
と
で
あ
る
｡
キ
ッ
ネ
猟
の
話
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
｡

こ
の
よ
う
な
調
査
デ
ー
タ
が
示
す
よ
う
に
､
キ
ッ
ネ
は
身
近
な
生
き
物
で
は
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
矢
先
の

昭
和
六
十
三
年
の
春
'
当
地
か
ら
西
方
約
八
キ
ロ
に
位
置
す
る
緑
区
寺
家
町
に
お
い
て
キ
ッ
ネ
の
足
跡
か
と
い

ぅ
報
告
そ

っ
け
た
o
寺
家
町
の
緑
地
は

｢子
供
の
国
｣
の
緑
地
と

つ
な
が
り
'
充
分
な
棲
息
環
境
と
な
る
自
然

緑
地
を
保

っ
て
い
る
O
キ
ッ
ネ
が
棲
息
し
て
い
る
こ
と
を
願

っ
て
や
ま
な
い
o
な
お
キ
ッ
ネ
に
と
も
な
う
俗
信

は

｢
さ
ま
ざ
ま
な
い
い
つ
た
え
｣
の
章
を
参
照
願
い
た
い
｡

五

ス
ス
メ

ス
ス
メ
の
な
か
で
も
竹
薮
や
雑
木
林
の
な
か
に
群
れ
て
い
る
の
を
特
に
マ
ス
ス
メ
と
呼
び
'
秋
か
ら
冬
に
か

け
て
捕
ら
え
､
副
食
料
の

l
部
に
あ
て
て
き
た
o
そ
の
捕
獲
方
法
は
'
ザ
ル
を

つ
か
う
簡
単
な
方
法
か
ら
多
人

数
で
ス
ズ
メ
を
追
う
大
が
か
り
な
方
法
ま
で
い
ろ
い
ろ
と
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
O

ザ
ル
頬
を
使
用
す
る
方
法
は
'
庭
先
な
ど
で
お
こ
な
わ
れ
､
三
十
セ
ン
チ
前
後
の
棒
に
十
メ
ー
ト
ル
は
と
の

縄
を
む
す
ぴ
つ
け
､
サ
ル
を
こ
の
棒
で
斜
に
な
る
よ
う
に
仕
掛
け
'
ザ
ル
の
前
面
に
米
粒
を
ま
き
'
自
分
は
縄

の
先
端
を
も
っ
て
建
物
の
陰
に
か
-
れ
る
｡
米
粒
を
食
い
に
舞
い
お
り
て
き
た
ス
ス
メ
が
ザ
ル
の
内
側
に
は
い
っ

た
の
を
み
き
わ
め
る
と
同
時
に
縄
を
ひ
き
､

つ
か
ま
え
る
方
法
で
あ
る
O
人
に
よ
っ
て
は
米
粒
を
酒
に
ひ
た
し

て
お
-
と
､
よ
り
い
っ
そ
う
捕
凌
L
や
す
い
と
も
い
う
0

ス
ス
メ
追
い
の
方
法
は
'
メ
ク
ラ
7
-
と
称
さ
れ
た
霞
綿
を
仕
掛
け
る
方
法
と
'
モ
チ
を
つ
か
う
方
法
が
知

R儲Lも S立lb W冬l~ゝ 0その他
劉 ヒ二ュ-タウンにおける鳥類の出現種 (X)および出現予想種 (Y)

ヒヨ ドリモズ ヒヨドリモス ●●RR

ヒタキ ショウピタキ ●lV
ツタ ミ亜 トラックミ ● Vヽ

アカハ ラ ● W
シロハラ ●W
ツクミ ●W

ウクイス亜 ウグイス ●良

オオヨシヰ リ ●S
セ ツ力 ●S

エナガ エナガ ● R●氏

メジロ メジロ ●冗

ホオジロ ホオシロ ●R

力シラダカ ●W
アオジ ●W

ア トリ カワラヒワ ●R

シメ ● W
･､タオ リドリ スズメ ●良

ムク ドリ ●冗

カラス カケス ● W
オナガ ● R●R

科 名 種 名 X Y 季

サギ ゴイサギ ●氏

コサギ ●氏

ガ ンカモ マガモ ●W
カルガモ ●R

コガモ ●W
ワシタカ トビ ● 氏

サシバ ●S
-ヤプサ ●W
キジ コジユケイ ●良

キジ ●氏

チ ト′リ コチ ドリ ● 良

シギ イソシギ ●R

ハ ト キジバ ト ●氏

ホ トトギス カツコウ ●0
ホ トトギス ● 0

フクロウ アオバズク ●S
∃タカ ヨタカ ●S
ヒバ リ ヒバ リ ●R

ツ/ヾメ ツ/ヾメ ●S
セキレイ キセキレイ ● R

-クセキレイ ●良
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ら
れ
て
い
る
C
そ
れ
ら
は
と
も
に
ス
ズ
メ
が
す
む
竹
薮
の
前
面
の
ひ
ら
け
た
田
や
畑
に
仕
掛
け
ら
れ
た
｡
雪
が

降

っ
た
日
の
早
朝
に
メ
ク
ラ
7
-
を
仕
掛
け
､
突
発
的
に
音
を
た
て
､
網
の
方
向

へ
ス
ズ
メ
を
追
い
や
っ
て
つ

か
ま
え
た
｡
後
者
の
モ
チ
の
場
合
も
早
朝
に
お
こ
な
わ
れ
る
が
､
ま
ず
何
本
も
の
モ
チ
を
ま
き

つ
け
た
紬
木
を

田
や
細
の
近
く
の
木
々
に
仕
掛
け
て
お
く
.
そ
の
木
々
の
位
置
は
'
ス
ズ
メ
の
群
が
追
わ
れ
た
の
ち
に
羽
休
み

す
る
の
に
ち
ょ
う
と
よ
い
距
離
で
あ

っ
た
o
ス
ズ
メ
の
飛
糊
距
離
は
長
-
な
い
の
で
'
そ
の
距
離
は
過
去
の
経

験
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
｡
ま
た
追
い
手
も
そ
の
仕
掛
け
た
場
所
に
ス
ズ
メ
を
羽
休
み
さ
せ
る
よ
う
に
深
追
い
し

な
い
よ
う
に
へ
追
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
｡

い
い
E
に
は
二
十
～
三
十
羽
を
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
'
充
分
な
副
食
料
と
な
っ
た
.
料
班
の
方
法
は
'
火

の
な
か
に
直
接
い
れ

て
羽
毛
を
焼
き
さ
っ
た
の
ち
'
内
臓
物
を
と
り
だ
す
｡
肉
と
冊
を
川
原
石
の
大
き
な
も
の

で
充
分
に
た
た
い
て
練
り
'
肉
団
子
に
作
り
あ
げ
た
.
こ
の
団
子
を
ゴ
ボ
ウ
な
ど
と
と
も
に
他
で
い
た
め
た
り
'

あ
る
い
は
ソ
バ
の
具
な
ど
と
し
て
入
れ
て
き
た
｡
今
日
で
は
こ
の
よ
う
な
捕
唖
や
食
事
は
み
ら
れ
な
-
な

っ
た
〇

六
ウ
グ
イ

ス
と
メ
ジ

ロ

かわ
い
-
'
羽
毛
が
美
し
-
､
し
か
も
耳
に
心
地
の
よ
い
さ
え
ず
り
を
聞
か
せ
る
小
払
を
捕
犯
し
'
身
近
に

飼
う
習
い
は
古
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
｡
今
日
'
当
地
で
知
ら
れ
る
島
頬
は
'
留
t
F
･
夏
ciF
･
冬
鳥
な
ど

を
あ
わ
せ
二
十
二
村
三
十
三
種

(茅
ヶ
崎
)
や
二
十
八
科
六
十
四
種

(寺
家
)
が
確
認
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
確

認
地
点
は
開
発
か
ら
妓
さ
れ
､
ぽ
つ
ん
と
緑
地
と
池
を
も

つ
自
然
環
境
地
区
で
あ

っ
た
｡
か
つ
て
の
自
然
の
な

か
で
は
こ
れ
ら
の
種
板
以
上
の
数
が
棲
息
し
､
そ
の
個
体
数
も
よ
り
多
か

っ
た
こ
と
と
推
洲
さ
れ
る
｡
そ
の
よ

う
な
時
代
に
お
い
て
､
飼
鳥
を
目
的
に
捕
独
し
て
き
た
.

飼
烏
の
筆
頭
は
ウ
グ
イ
ス
で
あ
り
メ
ジ
ロ
･
ホ
オ
ジ
ロ
で
あ

っ
た
｡
箱
桂
が
立
ち
へ
肌
寒
い
春
先
の
雑
木
林

の
な
か
に
ウ
グ
イ
ス
の
幼
鳥
が
飛
び
交
う
｡
こ
れ
を
ね
ら
っ
て
､
媒
島
と
モ
チ
を
巻
い
た
細
木
を
仕
掛
け
て
捕

壊
し
て
い
っ
た
｡
メ
ジ
ロ
の
場
合
は
､
メ
ジ

ロ
は
群
と
な
り
好
物
の
椿
の
花
の
蜜
を
求
め
て
移
動
す
る
O
こ
の

林
の
実
を
つ
っ
つ
く
小
▲

(大
棚
･
6
)
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習
性
を
逆
手
に
と
り
､
椿
の
枝
に
媒
島
と
モ
チ
の
仕
掛
け
を
置
い
て
つ
か
ま
え
た
o
モ
チ
は
各
自
で
自
生
す
る

モ
チ
ノ
キ
の
樹
皮
を
は
ぎ
と
り
､
石
や
樋
な
ど
で
も

っ
て
根
気
よ
-
打
ち
つ
つ
け
て
粘
着
力
を
出
し
た
も
の
で
､

保
管
の
際
に
は
水
の
な
か
に
入
れ
て
お
い
た
.
こ
の
モ
チ
を
細
木
に
巻
き

つ
け
'
仕
掛
け
る
わ
け
で
あ
る
が
'

鳥
が
こ
の
モ
チ
の
付
い
た
細
末
に
と
ま
る
と
'
た
ち
ま
ち
モ
チ
が
足
に
か
ら
む
と
同
時
に
､
島
は
自
分
の
重
み

で
､
-
る
り
と
逆
と
な
り
羽
を
ば
た
つ
か
せ
る
O
そ
の
た
め
島
が
仕
掛
け
に
か
か
る
と
み
る
や
､
す
ば
や
-
出

て
行

っ
て
鳥
を
モ
チ
か
ら
は
ず
さ
な
い
と
､
羽
に
モ
チ
が
か
ら
み
つ
き
'
後
始
末
が
た
い
へ
ん
で
あ

っ
た
｡

モ
チ
で
島
の
羽
根
が
よ
ご
れ
る
の
を
さ
ら

っ
た
人
は
'
オ
ト
ソ
と
い
っ
て
媒
烏
を
入
れ
た
竹
か
こ
の
上
に
､

1
回
り
小
さ
な
竹
か
ご
を
Ei]定
す
る
仕
掛
け
を
用
い
た
｡
こ
の
竹
か
ご
の
上
蓋
の
半
分
は
自
由
に
開
け
る
こ
と

が
で
き
､
そ
の
基
部
に
は
回
転
軸
が
取
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
.
仕
掛
け
る
際
に
は
餌
用
の
ク
モ
を

つ
か
ま
え
､

馬
の
毛
で
結
び
回
転
軸
に
ぷ
ら
さ
げ
る
｡
あ
る
い
は
-
カ
ン
な
ど
を
入
れ
る
｡

つ
ぎ
に
上
菜
と
回
転
軸
の
問
に

さ
さ
え
棒
を
入
れ
る
｡
下
の
媒
烏
に
さ
そ
わ
れ
た
鳥
は
餌
を
見
つ
け
て
回
転
軸
に
と
ま
り
'
餌
を

つ
い
ば
も
う

と
す
る
｡
回
転
軸
は
そ
の
動
き
で
回
り
､
さ
さ
え
棒
は
は
ず
れ
､
烏
は
か
ご
の
島
と
な
る
o

こ
の
よ
う
に
し
て
つ
か
ま
え
た
島
は
､
竹
製
の
烏
か
ご
に
い
れ
､
黄
粉
や
大
根
の
葉
な
と
を
ア
タ
リ
パ
チ

(揺
鉢
)
に
入
れ
て
作

っ
た
す
り
餌
を
あ
た
え
た
｡
そ
し
て
鳥
仲
間
の
あ
い
だ
で
た
が
い
に
自
慢
の
島
を
ら
ち

よ
り
､
さ
え
ず
り
を
競
い
あ

っ
た
O

七

へ

ピ

タ
ウ

ナ

イ
が
始
ま
る
六
月
ご
ろ
は
'
ヘ
ビ
の
姿
を
よ
-
見
か
け
る
季
節
で
も
あ
る
｡

ヘ
ビ
の
種
類
は
マ
ム
ン
･

ヤ
マ
カ
ガ
シ
･
ソ
マ
ヘ
ビ

･
ア
オ
ダ
イ
ソ
ヨ
ウ
な
ど
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
う
ち
特
に
マ
ム
ン

は
毒
蛇
と
し
て
恐
れ
ら
れ
る

1
万
で
'
ヤ
マ
ウ
ナ
ギ
と
も
呼
ば
れ
'
そ
の
肝
や
肉
は
重
宝
な
滋
並
源
と
さ
れ
て

き
た
｡

田
畑
へ
の
道
中
や
耕
作
中
に
'

マ
ム
ソ
を
見

つ
け
る
と
'
シ
ノ
ダ
ケ
の
頬
の
竹
を
手
ご
ろ
な
長
さ

(
二
メ
ー
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ト
ル
前
後
)
に
切
り
､
そ
の
先
端
部
を
二
つ
割
り
に
し
､
そ
の
あ
い
だ
に
小
さ
な
竹
を
槙
に
わ
た
し
た
二
股
の

挟
み
用
具
を
す
ば
や
く
作
り
あ
け
､
も
ち
あ
げ
た
マ
ム
ン
の
鎌
首
を
､
そ
れ
で
も

っ
て
挟
み
'
鎌
な
と
の
刃
物

で
頭
部
を
は
ね
へ
ピ
ク
ビ
ク
と
う
こ
い
て
い
る
肝
を
と
り
た
し
て
飲
み
こ
ん
だ
｡
病
後
の
体
力
回
復
用
と
し
て
､

あ
る
い
は
虚
弱
体
質
者

へ
も
あ
た
え
て
き
た
.
ま
た
マ
ム
ン
の
皮
を
む
き
t
f竹
串
に
さ
し
て
カ
バ
ヤ
キ
と
し
て

食

へ
る
場
合
も
あ

っ
た
｡
は
き
と

っ
た
皮
は
､
焼
酎
に
つ
け
て
お
き
'
打
ち
身
な
と
の
際
に
そ
れ
を
あ
て
る
と

効
果
が
あ

っ
た
と
も
い
う
｡
と
き
に
は
マ
ム
ン
の
焼
酎
漬
け
も
作
ら
れ
た
｡

黄
褐
色
の
斑
文
を
も

つ
ヤ
マ
カ
カ
シ
は
､
マ
ム
ン
の
毒
よ
り
は
弱
い
も
の
の
､
毒
蛇
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
｡

田
の
畦
な
と
で
見

つ
け
る
と
､
長
柄
の
鎌
な
と
で
お
さ
え
退
治
し
て
き
た
｡

ン
マ
ヘ
ヒ
は
へ
肺
炎
を
な
お
す
特
効
薬
と
し
て
知
ら
れ
､
焼
い
て
粉
末
に
し
て
飲
ん
だ
と
い
う
｡
そ
の
た
め

ソ
マ
ヘ
ヒ
を
専
門
に
つ
か
ま
え
る
人
が
い
た
と
い
う
｡

ア
オ
ダ
イ
ン
ヨ
ウ
は
､
ア
オ
ダ
イ
ノ
ヤ
と
も
い
わ
れ
屋
根
盃
に
い
る
の
を
見
付
け
る
と
､
家
の
守
り
神
だ
と

い
っ
て
､
よ
は
と
の
こ
と
が
な
い
か
き
り
手
出
し
は
し
な
か

っ
た
0

7
オ
ダ
イ
ン
rn
ウ
は
､
屋
根
茸
き
用
あ
る

い
は
藁
細
工
用
に
屋
根
裏
に
保
存
し
た
カ
ヤ
や
ワ
ラ
の
あ
い
だ
に
棲
み
､
ネ
ズ
ミ
を
追
い
か
け
た
り
'
と
き
に

は
鶏
卵
を
失
敬
し
て
い
た
｡
夏
場
な
と
に
は
梁
や
桁
か
ら
と
さ

っ
と
居
間
に
お

っ
こ
ち
て
き
て
へ
び

っ
-
り
さ

せ
る
こ
と
も
あ

っ
た
O
脱
皮
の
季
節
に
な
る
と
庭
木
な
と
に
抜
け
が
ら
の
表
皮
が
か
か
り
風
に
吹
か
れ
て
い
る

の
が
見
ら
れ
た
｡
そ
の
表
皮
は
二
メ
I
ト
ル
ち
か
い
も
の
も
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
.

ヤ
マ
カ
ガ
シ
と
子
供
た
ち

(荏
田
柚
木
･
46
)
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第

二
即

荏
田
宿

当
地
に
は
大
山
街
道
と
中
原
街
道
が
は
し
り
'
そ
の
街
道
沿
い
に
は
往
来
す
る
人
び
と
を
む
か
え
る
宿
が
あ
っ

た
O
大
山
街
道
沿
い
の
宿
場
は
'
今
日
の
緑
区
荏
田
町
の
中
心
地
で
あ
る
荏
田
宿
で
あ
っ
た
が
'
残
念
な
こ
と

に
明
治
二
十
七
年
の
大
火
に
よ
っ
て
灰
壇
に
帰
し
て
し
ま
い
'
往
時
の
宿
場
の
口説
観
は
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
O

屋
並
み
の
図
上
復
元
が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
て
い
る
の
で
'
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
荏
田
宿
を
ま
と
め
て
お
こ
う
｡

t

江
戸
よ
り
七
里

｢
お
江
戸
日
本
橋
を
朝
立
ち
で
､
夕
方
た
ど
り
つ
-
の
が
こ
の
荏
田
の
宿
｣
と
い
わ
れ
て
き
た
荏
田
は
､
日

本
橋
か
ら
七
里
の
行
程
を
は
か
り
､
大
山
街
道
沿
い
に
位
置
す
る

1
宿
場
で
あ
る
｡
そ
の
宿
場
と
し
て
の
歴
史

は
江
戸
初
期
と
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
'
当
地
は
鎌
倉
道
の
伝
承
を
も
つ
土
地
で
も
あ
り
､
そ
の
素
地
は
早
-

か
ら
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

こ
の
七
里
と
い
う
里
程
は

｢
風
土
記
稿
』
中
に
み
え
へ
十
分
周
知
さ
れ
て
い
た
距
離
で
あ
る
｡
日
本
橋
を
出

発
し
､
多
摩
川
を
わ
た
り
'
有
馬
に
は
い
り
､
有
馬
か
ら

l
里
の
先
が
当
荏
田
宿
で
あ
っ
た
O
宿
の
入
口
の
脇

に
は
庚
申
塔
が
ま
つ
ら
れ
､
後
述
す
る
小
松
屋
が
所
在
し
､
そ
こ
の
エ
ノ
キ
の
大
樹
が
目
に
つ
い
た
｡
こ
れ
が

荏
田
宿
の
一
里
榎
と
さ
れ
た
エ
ノ
キ
で
あ
っ
た
｡
こ
の
七
里
を
並
の
足
で
旅
す
れ
ば
七
時
間
の
旅
程
と
さ
れ
よ

う
が
'
多
摩
川
の
渡
船
と
､
都
筑
の
岡
の
登
り
下
り
や
小
休
息
な
ど
を
-
わ
え
る
と
'
二
時
間
前
後
の
余
分
な

時
間
を
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

一
万
､
日
の
長
い
季
節
の
旅
で
あ
れ
ば
､
早
立
ち
の
場
合
は
､

一
日
十

一
時
間
前
後
は
道
中
に
つ
い
や
す
こ

荏
田
宿
と
大
山
街
並

(明
治
十
四
年
朝
丘
)

と
が
で
き
'
そ
の
距
離
は
九
里
か
ら
十
里
ほ
ど
と
試
罪
さ
れ
､
荏
田
宿
か
ら
二
里
先
に
あ
る
長
雑
田
の
宿
ま
で

州

距
離
を
延
ば
す
こ
と
が
容
易
と
な
る
｡
ま
た
後
述
す
る
夏
場
の
ア
ユ
カ
ツ
半
は
､
日
本
柄
先
の
市
場
と
の
間
を

S
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日
帰
り
で
こ
な
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
'
当
荏
田
宿
は
'
足
の
弱
い
子
女
連
れ
の
一
行
や
､
日
の
短
か
い
季
節
の
旅
人
が
最

初
に
ワ
ラ
ジ
を
ぬ
い
た
宿
場
と
さ
れ
よ
う
｡
な
お

F済
相
日
記
』
に
み
え
る
渡
辺
華
山
と
弟
子
の
高
木
梧
庵
は
'

天
保
二
年
九
月
二
十
日

(
一
八
三

一
)､
江
戸
を
出
立
し
厚
木
へ
む
か
う
O
出
立
ま
も
な
い
う
ち
に
雨
が
ふ
り

は
じ
め
蓑
笠
を
IG
と
め
､
そ
れ
を
着
て
の
旅
と
な
る
｡
青
山
の
知
人
太
白
堂
の
主
人
長
谷
川
氏
を
た
ず
ね
た
あ

と
､
3
'谷
1
日
]黒
1
用
賀
1
瀬
田
1
二
子
1
溝
口
1
有
馬
を
通
り
'
夜
に
当
荏
田
宿
の
旅
摘
升
屋
に
は
い
る

(
マ
ス
屋
の
マ
ス
は
桝
が
正
字
と
さ
れ
て
い
る
)｡
そ
こ
で
俳
句
を
こ
の
む
亭
主
喜
兵
衛

(名

一
池

･
号
旭
陽
)

な
と
の
酒
と
肴
の
応
接
に
こ
た
え
て
'
数
十
枚
の
書
画
を
描
き
な
が
ら
甑
酌
し
て
い
る
｡
華
山
三
十
九
歳
の
年

で
あ
る
.
こ
の
九
月
二
十
日
を
新
暦
に
お
き
か
え
る
と
十
月
三
十
日
前
後
と
な
り
､
こ
の
出
立
の
日
は
'
初
冬

の
落
日
の
早
い
､
し
か
も
雨
の
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
'
荏
田
宿
は
､
こ
の
よ
う
な
悪
条
件
が
か
さ
な
っ

た
場
合
に
は
壮
健
な
者
に
と
っ
て
も
､
江
戸
か
ら
は
第

l
夜
の
宿
場
と
な
っ
た
〇

二

宿
の
屋
並
み

田
園
の
な
か
に
生
ま
れ
た
荏
田
の
宿
場
は
'
桝
屋

･
い
ず
み
屋

･
藤
屋

･
柏
屋
の
四
旅
髄
､
小
松
屋

･
現
金

屋

･
油
屋

･
餅
屋

･
紺
屋

･
豆
腐
屋

･
問
屋

･
大
工

･
足
袋
屋

･
薬
屋

･
横
丁

･
結
屋

･
穀
屋

･
提
灯
屋

･
鍋

屋

･
鞍
屋
な
と
の
屋
号
で
よ
ば
れ
た
商
店
や
職
人
の
家
と
'
何
軒
か
の
腿
家
に
よ
っ
て
足
並
み
を
つ
-
り
t
E
l

季
折
々
の
に
き
わ
い
を
み
せ
て
い
た
｡
た
が
､
そ
の
宿
場
は
'
明
治
二
十
七
年
の
宿
場
の
ほ
ほ
半
分
を
焼
き
つ

く
し
た
大
火
か
ら
現
在
ま
で
に
い
た
る
八
十
年
の
あ
い
だ
に
､
二
つ
の
波
に
あ
ら
わ
れ
､
大
き
-
様
相
を
か
え

た
o

l
つ
は
近
代
化
に
む
か
う
段
階
で
の
交
通
締

･
交
通
機
関
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
'
徒
歩
に
よ
る
街
道
を

つ
か
っ
て
の
物
資
の
運
搬
や
､
大
山
様
へ
の
登
拝
な
ど
が
極
度
に
少
な
-
な
り
'
経
済
的
に
宿
場
と
し
て
の
運

営
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
っ
た
｡
そ
の
た
め
旧
来
の
地
割
は
の
こ
す
も
の
の
､
大
半
の
商
家
は
仕
舞
う
た
屋
と

な
り
､
兼
業
で
あ
っ
た
農
業
に
う
つ
っ
た
り
､
あ
る
い
は
当
地
か
ら
離
れ
る
現
象
も
お
き
た
｡

ノ
旅
寵
排
塵
(r
汐
相

日
記
j
所
載
)

-

･
･･

･
･

･
･
･･

."

-
∩

口

]
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は
か
の
一
つ
は
'
昭
和
四
十

一
年
四
月

一
日
に
開
通
し
た
東
急
田
園
都
市
線
江
田
駅
に
よ
っ
て
､
荏
田
と
東

京
都
心
と
を

T
時
間
弱
で
結
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
に
と
も
な
い
'
当
地
も
こ
多
分
に
も
れ
ず
､

ド
ー
ナ
ツ
圏
特
有
の
宅
地
化
現
象
が
生
じ
'
家
屋
を
ア
パ
ー
ト
に
改
築
し
た
り
へ
あ
る
い
は
家
屋
解
体
後
の
敷

地
を
駐
車
場
に
す
る
な
と
'
住
宅
地
へ
と
様
変
わ
り
を
し
め
し
た
｡
た
た
宿
場
の
岸
並
み
に
平
行
し
て
南
側
の

畑
の
な
か
に
造
ら
れ
た
新
道
の
左
右
に
'
新
し
い
商
店
街
が
造
ら
れ
､
そ
れ
に
参
画
す
る
旧
宿
場
の
商
店
も
知

ら
れ
る
も
の
の
､
初
夏
の
麦
刈
り
が
お
わ
れ
は
'
店
先
を
麦
干
し
場
と
し
て
き
た
､
か
つ
て
の
田
園
の
な
か
の

宿
場
の
残
像
を
も
と
め
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
O

こ
こ
で
､
先
学
の
資
料
に
今
回
の
調
査
資
料
を
加
え
'
当
宿
場
の
屋
並
み
に
つ
い
て
触
れ
よ
う
O
伝
統
的
な

草
屋
根
の
家
屋
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
宿
場
の
尾
並
み
は
､
火
に
あ
う
と
ひ
と
た
ま
り
も
な
く
焼
き
尺
､さ

れ
て
し
ま
う
0
こ
の
よ
う
な
事
件
が
､
二
度
も
荏
田
村
で
お
き
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
o

l
つ
は
文
政
旧
年

(
1
八
二

1
)
で
あ
り
'

1
つ
は
明
治
二
十
七
年

(
一
八
九
四
)
の
こ
と
で
あ
る
O

前
者
の
火
事
現
場
は
､
史
料
不
足
の
た
め
'
村
内
の
と
こ
で
あ
っ
た
か
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
宿

場
で
あ
っ
た
よ
う
な
伝
承
が
残
さ
れ
て
は
い
る
｡
時
代
的
に
み
る
と

｢
風
土
記
稿
山
中
の

｢都
筑
郡
｣
は
､
文

化
十
三
年

(
一
八

一
六
)
に
成
稿
L
t
十
二
年
後
の
文
政
十

一
年

(
一
八
二
八
)
の
改
正
に
よ
っ
て
完
成
し
て

い
る
｡
こ
の
火
事
は
そ
の
間
の
で
き
こ
と
で
あ
り
'
宿
場
そ
の
も
の
が
火
事
現
場
で
あ
れ
ば
'
な
に
か

三
口触

れ
て
い
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
記
述
さ

れ
て
い
な
い
O

ま
た
火
事
か
ら
ち
ょ
う
ど
十
年
後
に
あ
た
る
天
保
二
年
の
渡
辺
華
山
の

『源
相
日
記
』
に
も
み
ら
れ
な
い
o

(帆
)

彼
は
宿
泊
し
た
升

屋

に
つ
い
て

｢
さ
し
さ
は
奥
の
方
に
ふ
た
間
あ
り
て
'
新
に
も
ふ
け
た
る
家
な
り
｣
と
記
し

て
お
り
'
そ
の
家
作
が
火
事
か
ら
の
復
興
で
あ
れ
は
､
当
旅
髄
主
人
と
の
間
で
か
わ
さ
れ
て
い
る
会
話
内
容
な

と
か
ら
し
て
'
絵
の
世
界
に
い
る
彼
の
す
る
と
い
観
察
力
で
､
そ
れ
を
知
り
､
な
ん
ら
か
の

一
言
が
記
さ
れ
た

の
で

は

な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
'
言
及
さ
れ
て
い
な
い
｡

後
者
は
'
明
治
二
十
七
年
七
月
二
十
六
日
正
午
十
二
時
'
宿
場
内
の

｢床
や
｣
か
ら
の
出
火
と
伝
え
ら
れ
て

金
子
家
(屋
号
セ
キ
ネ
)
に
つ
た
わ
る

江戸時代後期
の荏
田村絵EgL(耶分)
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い
る
｡
当
日
は
出
兵
式
の
日
で
､
し
か
も
日
取
が
続
き
'
そ
の
火
は
南
風
に
乗

っ
て
ま
た
た
-
ま
に
宿
場
の
ほ

ほ
東
側
半
分
を
焼
き
尺
､し
､
さ
ら
に
そ
の
火
は
宿
場
か
ら
真
北
に
約
六
百
メ
ー
ト
ル
も
は
な
れ
た
観
福
寺
ま
で

田
の
上
を
飛
び
､
本
堂
を
回
禄
し
､
隣
接
す
る
数
軒
に
も
被
害
が
お
よ
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
火
事
の
歴
史
を
も
つ
当
宿
場
の
軒
数
は
､
｢風
土
記
稿
』
中
に

｢家
数
百
六
十
二
軒
｡
ソ
ノ
内

往
還
ノ
左
右

へ
｡
軒

ヲ
ツ
ラ
ヌ
ル
モ
ノ
ハ
｡
二
十
四
軒
ナ
リ
｡
｣
と
あ
る
｡
こ
の
軒
数
は
､
さ
き
に
あ
げ
た
文

政
E
]年
の
火
事
を
意
識
し
､
し
か
も
そ
の
現
場
を
宿
場
内
と
仮
定
し
た
場
合
､
火
事
発
生
前
'
そ
れ
と
も
火
事

後
､
い
ず
れ
の
数
字
で
あ
ろ
う
か
.
同
稿
の

｢久
良
岐
郡
｣
に
例
を
み
る
と
'
文
化
七
年
の
成
稿
の
の
ち
､
文

政
十
年
に
再
訂
し
完
成
し
て
い
る
も
の
の
､
そ
の
間
の
文
政
六
年
に
再
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な

再
調
査
が
へ
こ
の
荏
田
村
で
も
実
施
さ
れ
て
お
れ
ば
火
事
後
の
軒
数
と
さ
れ
よ
う
が
へ
推
測
の
域
を
出
な
い
｡

さ
て
こ
こ
に
四
種
類
の
宿
場
の
地
割
図
が
あ
る
｡

Ⅰ
は
､
か

つ
て
の
名
主
金
子
家

(屋
号
セ
キ
ネ
)
に
伝
わ
る
江
戸
時
代
後
期
の
作
と
さ
れ
る
村
絵
図
で
､
宿

場
界
隈
の
軒
数
は
'
真
福
寺
と
釈
迦
堂
の
二
重
字
と
'
二
十
七
軒
の
商
店
や
旅
純
と
な

っ
て
い
る
.

Ej
は
'
吉
村
氏
所
蔵
図
と
さ
れ
る

｢維
新
前
の
荏
田
宿
｣
の
地
割
図
で
'
戸
倉
英
太
郎
氏
の

『都
筑
の
丘
に

拾
ふ
)
(昭
和
三
十
年
刊
)
に
所
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
､
そ
の
軒
数
は
'
百
れ福
寺

･
倉
庫

･
大
橋
番
小
屋
の

三
棟
と
､
二
十
五
軒
の
商
店
や
旅
館
で
あ
る
｡

E
]は
､
川
崎
市
立
高
津
田
]書
館
発
行
の

r高
津
郷
土
史
料
集
』
(昭
和
四
十
六
年
刊
)
に
所
載
さ
れ
て
い
る

｢荏
田
宿
区
割
図
｣
で
あ
る
｡
そ
れ
に
は
二
十
七
軒
の
商
店
や
旅
範
が
軒
を
つ
ら
ね
て
い
る
｡

Ⅳ
は
'
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
作
成
し
た
園
で
'
明
治
三
十
四
年
生
れ
の
餅
屋
の
隠
居
､
高
橋
徳
太
郎
老
の

記
憶
を
中
心
に
し
て
､
彼
の
壮
年
期
､

つ
ま
り
大
正
期
の
宿
場
の
屋
並
み
を
お
こ
し
た
図
で
､
二
十
七
軒
の
家

屋
を
か
ぞ
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
四
枚
の
図
か
ら
す
-
な
か
ら
ず
宿
場
の
動
向
が
推
察
さ
れ
る
｡
そ
れ
を
よ
り
明
白
に
す
る
た
め
､
Ⅰ

の

各
戸
を
基
準
に
通
し
番
号
を

つ
け
'
Ⅲ
か
ら
Ⅳ
へ
同

一
の
番
号
を
順
次

つ
け
､
さ
ら
に
そ
の
番
号
の
つ
か
な
い

大山へ

宿
の
概
念
国

(江
戸
後
期
の
村
絵
図
よ
り
)



節 8丑 宿 場 と rr7 344
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豆 和尾 奈 貢豊 望 餅 星間 ⑩ 油 窒 造崖 産屋 ′ト ⅠⅠ屋
⑩ ⑩ lu◎ ⑧ ⑦ ⑥ ㊨ (参 ①

櫨iI 小 紙浪 江 小銃 江 肪 泉 沢 也割図

a家⑳ 人 旅禿 赦確 豆腐 初甜 餅 泉 寺 八 /ト子 油 石 質 松 m
豊 空 屋 hI 屋 屋 屋 屋 屋 屋 藍 屋
⑩ 地 ⑩ @ @ @ @ ⑤ 住) ③ ② (》

毛票 ⑳ 冨 去 冨 還 冨 冨 ⑳ ⑩ ⑱空 軍学 童 a ⑳ ⑩ ⑱∴ 汀 ∵屋 屋 藍屋 ⑳ 岩 石 ′ト 音 揃 下 良寺 小 寺

旭汰⑯わこ屋酷江,イチ 珊 ⑳ 冨 与 江 胎 泉 沢 地刺

一一星 空 空 き 整 笠 芸問 ゴ ヤ 現 ′ト三 豊 三 豊 笠 図Ⅳ
⑩ 他 ⑳ ⑨ ◎ ⑦ ◎ (9 唾) ③ (参 (ラ

㊥ ⑳ ⑳ ⑳ ⑳ ⑩ ⑱ b ⑳ ⑯
鍋 柏 桂 教 護 構 薬 施 た 排

d 屋 ユ 屋 ぴ 監

司物屋 ⑳ 喜 多 屋 星



345 苅l節 荏 D] 宿

宿内各戸のイッケと本分家など関係表

屋 号 姓 イツケ 本分家 組

1 小松屋 松沢 (宿外の関根) 下宿

2 現金屋 小泉 @ ⑥の分家 下宿

3 椿 (宿外の小黒) 下宿

4 油屋 高橋 ⑦ (むの分家 下宿

5 農家 (ゴヘエ) 徳江 ⑰ ⑫の分家 下宿

6 いずみ星 小泉 ◎ ◎の分家 下宿

7 餅屋 高橋 高橋イツケ 本家 下宿

8 紺屋 ′ト泉 @ ㊥の分家 下宿

9 小泉 小泉イツケ 本家 中宿

10 森屋 徳江 (宿外の赤田) 中宿

ll 大竹屋 (大竹) - - 中宿

12 問屋 小泉 (宿外の小黒) 本家 中宿

13 徳江 (宿外の赤田) 本家 上宿

14 万屋 - - - 上宿

15 大工 服部 - 本家 下宿

16 桝屋 樟江 ⑩ ⑩の分家 下宿

17 たび屋 徳江 徳江イツケ 本家 下宿

18 薬屋 寺島 寺島ィ.yケ 本家 下宿

19 按丁 (キクヤ) 小泉 @ ⑧の分家 下宿

20 措定 寺島 ⑩ ⑱の分家 ノ 下宿

2ユ 裂足 下山 本家 中宿

22 提灯昆 高橋 @ (多の分家 中宿

23 柏屋 青木 (宿外の赤田) 本家 ( 中宿

24 鍋屋 ′ト泉 ㊨ - 中宿

25 くら匿 .箱屋 - .警慧排 - .㊨ - .㊧の分家 上宿

26 徳江 (宿外の赤EEl) 赤田の祷江家(屋号ツケギヤ)の分家 上宿

27 小間物屋 鈴木 (宿外の赤EEl) 本家 上宿

a 床ヤ 柴原 - - 下宿

ら 飽屋 寺島 - ⑳の分家 下宿

C 人力屍 石井 - ⑳の分家 中宿

註 関根･小黒･赤田は渋沢･柚木と共に荏田村内の谷戸の名称である｡



諦 8帝 宿 場 と fFJ 346

家
に
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
を
つ
け
た
｡
こ
れ
に
よ
り
各
戸
の
動
態
が
知
ら
れ
よ
う
が
､
こ
こ
で
は
､
さ
ら
に
宿

場
が
形
成
さ
れ
て
い
く

過
程
を
想
定
す
る
た
め
､
宿
場
を
構
成
し
た
各
戸
の
本
家

･
分
家
関
係
を
表
示
し
た
｡

こ
れ
ら
の
図
表
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
'
大
半
の
家
は
'
宿
場
内
あ
る
い
は
近
-
の
谷
戸
雄
藩
の
ジ
ツ
キ

の
家
か
ら
分
家
し
た
家
で
あ
り
'
ま
た
逆
に
宿
場
外
に
分
家
を
も
つ
家
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
し
か
も
そ

れ
ら
の
家
の
あ
い
だ
に
は
､
イ
ッ
ケ
と
い
わ
れ
る
血
の
こ
い
血
縁
集
団
が
み
ら
れ
る
｡
こ
れ
か
ら
し
て
､
当
宿

場
は
'
外
観
上
は
分
家
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
軒
数
を
ふ
や
し
､
そ
の
相
互
間
の
粋
は
イ
ノ
ケ
と
い
う
非
常
に

強
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
｡

ま
た
宿
内
は
図
に
示
し
た
よ
う
に
､
上
宿

･
中
宿

･
下
宿
に
区
分
さ
れ
て
い
た
｡
そ
の
組
織
内
の
動
向
は
明

確
に
伝
承
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
､
｢荏
EB
村
下
宿
女
講
中
十
二
名
｣
や

｢上
宿
女
訊
中
｣
な
ど
と
あ
る
庚

申
塔
の
緒
､
正
月
十
四
日
の
セ
イ
ト
の
篇
場
が
そ
れ
ぞ
れ
に
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
と
か
ら
し
て
､
当
地
で
い

う
ク
ミ
あ
る
い
は
訪
中
組
織
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

以
下
､
宿
場
を
形
成
し
て
き
た
各
戸
の
由
来
を
整
理
し
て
お
こ
う
｡

①
小
松
屋

(松
沢
家
)

有
馬
か
ら
南
に
向
っ
て
都
筑
の
丘
を
越
え
'
早
淵
川
を
右
手
に
し
な
が
ら
坂
杏

下
る
と
鍛
冶
橋
で
あ
る
.
そ
の
す
-
先
に
エ
ノ
キ
が
見
え
た
｡
そ
れ
は
宿
の
と
っ
つ
き
に
居
宅
を
か
ま
え
る
小

松
屋
の
一
角
に
植
わ
る
大
樹
で
､
有
馬
か
ら
荏
田
問
の
一
里
を
し
め
す

一
里
榎
で
あ
っ
た
｡
小
松
屋
の
商
は
よ

ろ
ず
や
で
'
槙
浜
開
港
後
の
生
糸
輸
出
期
に
は
､
当
地
で
の
繭
の
集
積
業
を
い
と
な
み
､
ま
た
精
米

･
味
噌

･

態
油

･
酒

･
タ
バ
コ
･
呉
服

･
学
用
品

･
;1
H機
具

･
葬
祭
用
具
さ
ら
に
は
奉
納
絵
馬
を
あ
つ
か
っ
て
い
た
と
い

う
｡
明
治
二
十
七
年
の
大
火
に
よ
っ
て
全
焼
し
た
居
宅
は
､
そ
の
後
'
土
蔵
造
り
の
家
屋
と
し
て
建
築
さ
れ
た

が
'
近
年
そ
の
建
物
は
解
体
さ
れ
､
マ
ン
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
｡

②
現
金
屋

(小
泉
蒙
)

明
治
の
大
火
の
際
､
当
家
の
土
蔵
は
焼
跡
に
唯

一
の
こ
っ
た
建
物
で
あ
る
｡
調

査
に
よ
っ
て
'
江
戸
時
代
か
ら
近
代
に
い
た
る
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
O
そ
の
資
料

の
一
つ
に
は
､
明
治
二
十
七
年
十

1
月

1
日
付
の

｢火
之
番
銭
集
金
｣
の
綴
り
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
大
火
後
の

荏
EE
宿
の
現
況
(右
側
は
現
金
足

左
側
は
足
袋
屋

･
6
)
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最
初
の
冬
を
む
か
え
､
火
の
用
心
に
宿
場
中
が
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
｡
現
金
屋
は
明
治
三
十

年
こ
ろ
ま
で
質
屋
業
を
す
る
か
た
わ
ら
農
業
を
お
こ
な

っ
て
き
た
O
そ
の
後
'
古
物
商
を
か
ね
た
衣
頬
を
と
り

あ
つ
か
う
商
と
な
り
､
大
正
五
年
前
後
に
呉
服
と
家
具
を
あ
つ
か
う
商
と
な
り
､
現
今
の
商
の
前
身
の
か
た
ち

が
で
き
あ
が
っ
た
｡
し
か
も
商
店
と
し
て
旧
来
同
様
に
商
い
を
つ
つ
け
る
致
す
-
な
い

一
軒
で
､
新
道
に
新
し

い
店
を
か
ま
え
､
よ
り
い
っ
そ
う
の
発
展
を
し
め
し
て
い
る
｡

③
ヤ
オ
マ
ン

(椿
家
)

当
家
は
Ⅰ
図
中
に
建
物
は
え
が
か
れ
て
い
る
も
の
の
名
称
の
記
入
は
な
い
』

Ⅱ

図
中
に
は
ま

っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
､
Ⅲ
Ⅳ
図
と
伝
承
か
ら
し
て
､
野
菜
や
乾
物
頬
な
と
を
商

っ
た

ヤ

オ
マ
ン
の
屋
号
を
も

つ
椿
家
と
さ
れ
よ
う
｡
当
家
は
正
月
が
近
-
な
る
と
'
こ
の
界
隈
で
唯

一
の
塩
シ
ャ
ケ
を

あ
つ
か
う
店
と
し
て
知
ら
れ
'
店
先
に
は
数
十
本
の
シ
ャ
ケ
が
つ
り
さ
げ
ら
れ
て
い
た
｡
ま
た
冠
婚
葬
祭
時
の

仕
出
し
料
理
も
お
こ
な

っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
｡

④
油
屋

(高
橋
家
)

近
在
の
農
家
が
持
ち
こ
ん
で
く
る
エ
コ
マ
や
ナ
タ
ネ
の
油
し
め
を
業
と
し
て
い
た
O

ま
た
食
用
の
植
物
油
や
'
行
灯

･
灯
龍
の
燃
料
を
売

っ
て
い
た
｡

⑤
ゴ

ヘ
エ

(徳
江
家
)

Ⅰ
図
で
は
農
家
'
Ⅱ
図
で
は
建
物
の
み
､
Ⅲ
図
で
は
寺
子
屋
と
さ
れ
て
い
る
が
'

当
家
は
純
農
家
で
百
姓
以
外
の
職
業
に
た
ず
さ
わ

っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
0
現
在
､
書
店
を
経
鴬
し
て
い
る
o

⑥
い
ず
み
屋

(小
泉
家
)

当
家
は
宿
で
は
屈
指
の
大
地
主
と
し
て
知
ら
れ
'
明
治
初
期

ま
で
旅
龍
屋
で

あ

っ
た
｡
現
在
へ
居
宅
は
小
字
関
根
に
う
つ
り
'
旅
龍
跡
は
マ
ン
ノ
ヨ
ン
と
な

っ
て
い
る
｡

⑦
餅
屋

(高
橋
家
)

明
治
の
こ
-
初
期
ま
で
自
家
栽
培
の
大
豆
や
小
豆
な
と
を

つ
か
い
'
安
倍
川
餅
や

あ
ん
こ
ろ
餅
を
作
り
､
宿
場
を
通
る
人
ひ
と
に
売

っ
て
い
た
o
参
勤
交
代
の
と
あ
る
大
名
の

l
行
が
餅
を
買
い

も
と
め
休
息
し
た
と
い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
｡
餅
屋
を
廃
し
た
の
ち
は
51農
家
と
な
り
､
居
宅
は
宿
場
か
ら
荏

田
南
に
う
つ
り
'
旧
居
宅
地
は
駐
車
場
と
な
っ
て
い
る
｡
な
お
高
橋
姓
は
､
宿
場
内
に
三
軒
知
ら
れ
'
当
家
は

そ
の
総
本
家
に
あ
た
る
家
と
さ
れ
て
い
る
｡

⑧
紺
屋

(小
泉
家
)

明
治
の
大
火
に
よ
っ
て
紺
屋
の
仕
事
用
具
は
焼
き
尽
し
て
し
ま
っ
た
が
'
唯

一
ア

明
治
二
十
七
年
の
大
火
後
､
新
築
な
っ
た
屋
号
モ
チ
ャ
の
母
屋
平
面
図

当
主
¶33:佃
徳
太
郎
さ
ん
の
記
帳
で
は
明
治
二
十
九
年
ご
ろ
に
建
前
を
お
こ
な
っ

た
と
ミ
れ
て
い
る
O
(荏
田
宿

･
4
)

- ⊂D
7ロ .:L.::=PB

l川瞳 ナ) (蒜 )

I ト神棚
コ オクノマ ヒロマ

記 (要草子オプチ) (軍曹吾タ)

▲ トンボグチ間
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イ
ガ
メ
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
か
つ
て
の
屋
敷
地
に
は
､
母
屋
の
両
脇
に
五
坪
は
ど
の
旭
を
も
ち
､
墓
は
広
い
乾

燥
場
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
紺
屋
の
技
術
習
得
は
､
イ
セ
キ

(跡
取
り
)
は
町
田
の
紺
屋
に
丁
稚
と
し
て
住
み
こ

み
修
業
を
し
た
と
い
う
｡
ま
た
宿
の
南
側
を
西
か
ら
東
に
む
か
っ
て
流
れ
る
川
は
､
布
川
と
い
わ
れ
､
そ
の
由

来
は
'
当
家
が
こ
の
川
で
布
を
水
洗
し
て
い
た
か
ら
だ
と
伝
え
て
い
る
｡

⑨
ナ
カ
ジ

ュ
ク

(小
泉
家
)

当
家
は
農
家
で
大
地
主
に
名
を
つ
ら
ね
た
家
で
あ
っ
た
｡
屋
敷
入
口
脇
に

文
久
元
年

(
1
八
六

1
)
の
年
号
を
も
つ
秋
豊
山
の
常
夜
塔
が
建
立
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
再
発
願
主
小
泉
侍

次
郎
は
､
当
家
の
祖
先
に
あ
た
る
方
で
あ
る
｡
ま
た
宿
場
内
に
知
ら
れ
る
小
泉
姓
の
大
半
の
総
本
家
に
あ
た
り
へ

そ
の
間
に
は
深
い
イ
ッ
ケ
関
係
が
今
日
に
も
続
い
て
い
る
｡
な
お
ト
ウ
フ
ヤ
と
い
う
呼
称
を
も
つ
が
､
こ
れ
は

明
治
の
大
火
後
'
小
手
関
根
で
豆
腐
店
を
は
じ
め
た
の
に
由
来
し
て
い
る
｡

⑩
藤
屋

(徳
江
家
)

宿
場
に
あ
っ
た
四
旅
寵
の

一
つ
で
あ
る
Q
家
屋
は
新
し
-
な
り
､
か
つ
て
の
資
料

は

1
つ
も
鼓
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
0

⑪
大
竹
屋

(大
竹
家
)

当
家
は
Ⅰ
図
中
に
記
録
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
t

Ejm図
中
で
は
空
白
と
空
地

と
な
っ
て
い
る
.
明
治
二
十
九
年
生
の
徳
江
源
太
郎
老
の
話
で
は
'
大
き
な
店
で

'
明治
三
十
二
年
ご
ろ
ま
で

菓
子
な
ど
を
商
っ
て
い
た
と
親
か
ら
伝
え
聞
い
た
と
い
う
｡
店
の
位
置
は
現
在
の
国
道
二
四
六
号
線
の
真
申
と

な
る
｡
な
お
大
竹
家
の
存
否
に
関
し
て
は
'
宿
自
治
会
館
前
方
の
墓
地
内
に
､
｢施
主
大
竹
為
五
郎
｣
緒
の
天

保
六
未
年

(
1
八
三
五
)
八
月
十
五
日
の
墓
石
や
'
｢茨
城
鯨
多
賀
郡
平
汚
町

施
主
大
竹
在
代
｣
銘
の
明
治

五
年

･
九
年

･
十

一
年
の
没
年
を
も
つ
三
名
迎
名
の
墓
石
な
ど
が
あ
り
､
当
地
に
居
宅
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち

が
い
な
い
｡

⑫
問
屋

(小
泉
家
)

近
年
ま
で
ジ
ガ
ラ
で
も
っ
て
米
を
精
白
す
る
商
を
し
て
い
た
｡

⑬
農
家

(徳
江
家
)

母
屋
の
前
庭
に
は
霜
柱
か
ら
の
害
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
モ
-
ガ
ラ
や
ワ
ラ
が
敷
き
つ

め
ら
れ
て
い
る
.
か
つ
て
の
と
の
農
家
で
も
見
ら
れ
た
冬
の
風
物
詩
で
あ
っ
た
が
､
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
み
る

こ
と
は
で
き
な
-
な
っ
た
｡
当
家
に
は
蘭
の
歴
史
は
な
-
､
純
農
家
と
し
て
生
計
が
立
て
ら
れ
て
き
た
｡
明
治

大
竹
且
の
暮
地
(荏
田
宿
共
同
基
地
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の
大
火
の
際
に
は
､
蔵
か
ら
味
噌
や
モ
ロ
-
を
と
り
た
し
､
屋
根
や
壁
な
ど
に
ぬ
り
つ
け
､
飛
び
火
を
ふ
せ
い

だ
と
い
う
.
幸
い
な
こ
と
に
類
焼
は
ま
ぬ
が
れ
た
｡
だ
が
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
に
は
被
害
を
受
け
'
母

屋
等
の
改
築
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
な
お
当
家
を
宿
場
の
旧
住
人
は
カ
-
ジ

ュ
ク
と
呼
称
し
て
い
る
も
の
の
'
当

家
側
で
は
､
そ
の
名
称
を
使
う
こ
と
も
な
く
､
旧
来
か
ら
呼
称
や
屋
号
の
頬
は
な
か
っ
た
と
い
う
｡
イ
ソ
ケ
関

係
は
､
宿
場
内
に
は
な
-
'
小
字
赤
田
の
徳
江
家

(屋
号
ム
カ
イ
)
で
あ
る
｡

⑩
万
屋

⑪
の
大
竹
屋
同
様
に
､
宿
場
か
ら
い
な
-
な
っ
た
商
家
で
あ
る
が
へ
い
ず
み
屋
と
双
聖
を
競

っ

た
身
代
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
⑬
の
徳
江
家
に
よ
る
と
､
徳
江
家
母
屋
の
西
南
前
方
に
あ
る
土

蔵
は
､
か
つ
て
の
万
屋
の
一
角
で
あ
っ
た
と
い
う
話
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
徳
江
家
西
側
の
道
は
新
道
で
あ

り
'
万
屋
の
か
つ
て
の
居
宅
は
こ
の
新
道
の
位
置
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
｡

⑬
大
工

(服
郡
家
)

宿
場
の
南
側
の
屋
並
み
の
東
端
に
位
置
す
る
家
で
あ
る
｡
江
戸
末
期
の
棟
梁
服
部

半
次
郎
は
､
力
晶
の
あ
る
棟
梁
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
'
子
供
が
な
-
､
川
崎
か
ら
恭
子
を
む
か
え
た
.
こ

の
子
は
長
じ
て
天
草
教
の
開
祖
と
な
っ
た
服
部
国
光
で
あ
る
.
国
光
は
そ
の
後
､
当
地
か
ら
元
石
川

(現
在

･

美
し
が
丘
)
の
地
に
移
転
す
る
｡
そ
の
た
め
跡
地
は
'
古
老
の
あ
い
だ
で

｢
天
学
教
の
元
屋
敷
｣
と
称
さ
れ
て

き
た
｡
現
在
は
ア
パ
ー
ト
と
な
っ
て
い
る
｡

⑬
桝
屋

(徳
江
家
)

当
家
は
渡
辺
車
山
が
天
保
二
年
に
1
夜
を
す
ご
し
た
旅
瓶
で
､
宿
の
四
旅
龍
の
1

つ
で
あ
る
｡
当
主
の
徳
江
源
太
郎
老
は
戸
籍
の
う
え
で
は
明
治
二
十
九
年
五
月
二
十

1
日
誕
生
と
な
っ
て
い
る

が
'
当
人
の
話
で
は
そ
の
前
年
の
明
治
二
十
八
年
が
生
誕
年
で
あ
る
と
い
う
.
そ
の
年
は
明
治
二
十
七
年
の
宿

の
大
火
の
翌
年
に
あ
た
る
｡
十
五
歳
の
と
き
に
当
地
を
は
な
れ
東
京
の
大
井
に
う
つ
る
｡
そ
の
後
'
大
正
十
五

年
に
大
井
町
五
丁
目
に
､
旧
来
か
ら
の
屋
号
の
桝
に
'
自
分
の
源
を
-
わ
え
た

｢研
源
｣
と
い
う
ウ
ナ
ギ
屋
の

暖
簾
を
か
か
け
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
｡

桝
屋
の
建
物
は
､
明
治
二
十
七
年
の
大
火
に
よ
っ
て
近
隣
同
様
に
類
焼
し
､
し
か
も
源
太
郎
老
た
ち
の
転
出

に
よ
っ
て
､
旧
来
か
ら
の
資
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
､
今
回
'
は
か
ら
ず
ら
通
札

力
.Itジ
ュ
ク
と
呼
称
さ
れ
る
徒
江
支
(荏
EE
宿
･
6
)
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の
存
在
を
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
O
そ
れ
は
安
政
三
年

(
1
八
五
六
)､
紀
州
商
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
､
撃

山
の

r沸
相
日
記
｣
に
登
場
す
る
長
兵
衛

(喜
兵
衛
)
の
名
前
が
塁
暫
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡

伝
承
に
よ
れ
ば
､
こ
の
札
は
モ
ン
サ
ツ
と
称
さ
れ
､
｢紀
州
御
用
｣
の
緒
の
は
い
っ
た
提
幻
と
と
も
に
た
ず

さ
え
､
麻
布
狸
穴
の
御
屋
敷
に
出
入
L
t
日
常
の
御
用
聞
き
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
と
い
う
｡
寸
法
は
'
十

一
･

二
×
八

･
五
×
二

･
八
セ
ン
チ
を
計
る
｡

な
お
源
太
郎
老
な
ど
の
転
出
後
の
跡
地
は
､
当
家
の
西
隣
り
に
位
置
す
る
本
家
が
管
理
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
'

昭
和
六
十
二
年
七
月
ま
で
山
内
郵
便
局
舎
が
所
在
し
た
｡

⑰
た
び
屋

(徳
江
家
)

宿
内
に
は
何
軒
か
の
徳
江
姓
を
名
の
る
家
が
あ
る
｡
そ
れ
ら
の
本
分
家
関
係
は

数
系
譜
に
分
け
わ
れ
る
が
､
そ
の
な
か
で
宿
内
に
分
家
を
出
し
て
い
る
の
は
当
徳
江
家
で
､
⑮
の
桝
屋
と
⑤
の

ゴ
ヘ
工
の
両
家
が
分
家
に
あ
た
り
'
こ
の
三
軒
の
あ
い
だ
に
は
イ
ソ
ケ
と
し
て
の
強
い
粋
が
結
ば
れ
て
い
る
｡

た
び
星
で
は
'
タ
ビ
･
モ
モ
ヒ
キ

･
ハ
ン
テ
ン
･
ハ
ラ
ガ
ケ
な
ど
､
か
つ
て
の
仕
事
着
の
類
を
仕
立
て
販
売

し
て
い
た
が
､
タ
ビ
つ
ま
り
ハ
ダ
ノ
タ
ビ
に
か
わ
っ
て
大
正
期
に
は
い
る
と
.コ
ム
製
の
仕
郡
タ
ビ
が
す
こ
し
ず

つ
普
及
し
は
じ
め
'
旧
来
か
ら
の
ハ
ダ
シ
タ
ビ
に
影
響
が
で
は
じ
め
る
｡
こ
の
期
に
お
い
て
当
家
で
は
転
業
が

お
こ
な
わ
れ
'
石
橋
銀
行

(川
崎
市
中
原
区
)
の
支
店
と
tl･･6り
'
大
正
十
二
年
の
監
災
ま
で
金
融
業
が
お
こ
な

わ
れ
る
｡
こ
の
の
ち
､
昭
和
四
年
に
郵
便
取
扱
所
と
な
り
､
昭
和
九
年
に
三
等
郵
便
局
と
な
り
､
昭
和
二
十
二

年
に
特
定
郵
便
局
と
な
る
｡
局
舎
は
昭
和
六
十
二
年
七
月
ま
で
､
当
家
の
東
側
'
か
つ
て
の
桝
屋
の
跡
地
で
あ

る
荏
田
町
四
二
七
の
二
番
地
で
山
内
郵
便
局
と
し
て
の
業
務
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
'
同
月
よ
り
荏
田
町
四
二

八
の
十
三
番
地
に
新
築
な
っ
た
新
し
い
局
舎
へ
移
転
し
た
｡

⑬
薬
屋

(寺
島
家
)

薬
研
を
あ
や
つ
り
腹
痛

･
頭
痛
そ
れ
に
外
傷
な
ど
'
そ
れ
ぞ
れ
の
病
に
合

っ
た
薬

を
つ
-
り
販
売
し
て
き
た
｡
そ
の
な
か
に
は
代
々
受
け
つ
が
れ
た
秘
薬

｢あ
か
だ
ま
｣
と
い
う
丸
薬
が
あ
っ
た
｡

こ
れ
は
腹
痛
の
特
効
薬
と
し
て
近
郷
近
在
に
知
れ
わ
た
っ
た
薬
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
｡

こ
の
薬
屋
業
は
､
明
治
の
初
期
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
い
'
そ
の
癖
某
の
理
由
と
し
て
､
製
薬
規
制

排
塵
に
残
る
通
札
(大
井
町
･
6
)
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が
き
び
し
-
な
り
'
し
か
も
税
も
高
額
負
担
が
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
ち
な

み
に
､
当
時
の
製
薬
等
の
監
督
体
制
を

F神
奈
川
県
史
料
』
第

一
巻
で
み
る
と
'
明
治
十

一
年
九
月
の
職
制
の

な
か
に
'
衛
生
課
医
務
掛
が
お
か
れ
､
｢売
薬
及
製
薬
営
業
ノ
事
務
ヲ
管
掌
ス
ル
事
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡

な
お
当
地
の
農
家
で
は
､
昭
和
十
年
こ
ろ
ま
で
､
さ
か
ん
に
ユ
キ
ノ
ソ
タ

･
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
ウ
･
ン
ヤ
ク

ヤ
ク

･
セ
ン
プ
-

∴

ル
リ
ヤ
な
と
の
薬
草
を
栽
培
し
て
き
た
｡
そ
れ
ら
は
ハ
ル
-
沖
｡
ン
サ
ン

と
揮
名
さ
れ

二
ンダ
ナ

た
仲
買
人
に
よ
っ
て
､
川
和
の
薬
問
屋
西

店

(中
山
家
)

へ
運
ば
れ
て
い
た
と
い
う
0

⑲
横
丁

(小
泉
家
)

屋
号
は
横
丁
あ
る
い
は
菊
屋
と
も
い
わ
れ
､
か

つ
て
は
ソ
バ

･
安
倍
川
餅

･
一
文

薬
子
な
と
の
食
物
を
あ
つ
か

っ
て
い
た
店
で
､
こ
く
∩収
近
ま
で
屋
号
緒
を
入
れ
た
食
器
が
多
数
の
こ
っ
て
い
た

と
い
う
O
現
在
は
仕
舞
う
た
屋
で
あ
る
｡

⑳
結
屋

(寺
島
家
)

当
家
の
屋
号
は
､
-
図
に
は
結
屋
と
し
る
さ
れ
て
い
る
が
t
Ej
Ⅲ
図
に
は
湯
屋
と

さ
れ
て
い
る
｡
土
地
の
古
老
た
ち
は
､
当
家
の
こ
と
を

ユ
ウ
ヤ
と
い
っ
て
お
り
t
n
m
図
の
報
告
者
は
､
そ
の

言
糞
を
そ
の
ま
ま
漢
字
の
湯
屋
に
お
き
か
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
あ
さ
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
｡
現
在
､
美

容
院
を
営
業
し
て
い
る
O

⑳
穀
屋

(下
山
家
)

当
家
は
穀
類
を
あ
つ
か
う
商
家
で
あ

っ
た
が
'
明
治
期
の
末
に
は
下
駄
な
と
の
履

物
を
も
商

っ
て
い
た
O
居
宅
は
大
正
期
に
小
芋
赤
田
へ
う
つ
り
､
旧
屋
敷
地
に
は
近
年
'
下
山

マ
ン
ソ
ヨ
ン
が

建
て
ら
れ
て
い
る
｡

赤
田
の
下
山
家
の
屋
敷
地
内
に
は
石
塔
が
ま

つ
ら
れ
て
い
る
O
そ
れ
に
関
し
て
つ
き
の
よ
う
な
由
来
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
o
当
家
が
こ
の
赤
田
の
地
に
移
転
し
た
当
時
は
'
家
の
前
方
は
深
い
ド
プ

ツ
タ
で
へ
そ
の
田
に
接

す
る
よ
う
に
小
さ
な
岬
が
あ
り
'
そ
こ
に
は

1
抱
も
あ
る
ツ
ゲ
の
大
樹
が
植
わ
り
､
そ
の
脇
に
二
つ
の
石
塔
と

力
試
し
の
力
石
と
称
さ
れ
た
石
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
〇

一
つ
の
石
塔
は
倶
利
迦
羅
龍
王
で
あ
り
､

l
つ
は
千
手

観
音
で
あ

っ
た
｡

倶
利
迦
羅
龍
王
の
造
立
は
､
深
い
ド
プ

ソ
タ
に
足
を
と
ら
れ
て
沈
み
'
亡
-
な
っ
た
人
を
供
養
す
る
た
め
で

叔
屋
の
屋
敷
神
倶
利
迦
羅
税
王
(赤
田
･
6
)

倶
利
迦
羅
竜
王
の
銘
文

(向
か
っ
て
右
側
面
)

堤
政
十
三
酉
正
月
七
八
日

=

(向
か
っ
て
左
側
面
)

荏
田
村
赤
田
谷

願
主

千
手
観
世
音
菩
薩
の
銘
文

(止
面
)

千
手
観
世
音
菩
薩

(向
っ
て
右
側
面
)

文
久
二
成
年
十
月
日

(向
っ
て
左
帆
面
)

施
主

下
山
て
つ

=

下
山
佐
兵
術

徳
江
市
郎

二
門
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あ
っ
た
と
い
う
｡
ま
た
千
手
観
音
は
､
江
戸
時
代
末
期
の
当
主
で
あ
っ
た
佐
右
循
門
が
村
の
器
出
の
よ
い
柏
屋

の
娘
テ
ツ
を
嫁
と
し
た
が
'
そ
れ
を
嫉
妬
し
た
男
が
蛇
に
姿
を
か
え
'
屋
敷
内
に
出
は
じ
め
た
｡
気
味
惣
-
な
っ

た
当
主
は
､
こ
の
千
手
観
音
を
造
立
し
て
ま
つ
っ
た
と
い
う
｡

こ
の
両
石
塔
に
は
'
前
頁
に
示
し
た
よ
う
に
年
号
な
ら
び
に
願
主
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
｡
後
者
の
千
手

観
音
塔
に
は

｢下
山
て
つ
｣
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
お
り
､
伝
承
と
は
す
こ
し
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
'
い
か

が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
O

⑳
提
灯
屋

(高
橋
家
)

往
還
に
面
し
て
間
口
六
問
､
奥
行
円
尺
の
土
間
が
あ
り
､
幅
二
尺
の
板
の
間
の

ア
ガ
リ
ハ
ナ
が
あ
り
'
そ
の
輿
に
提
灯
の
サ
イ
ク
パ
と
呼
ん
で
い
た
六
･=.q
ほ
と
の
板
の
間
が
あ
っ
た
.
か
す
か

に
記
憶
さ
れ
て
い
る
提
灯
屋
の
間
取
り
の

1
部
で
あ
る
.
当
家
で
は
提
灯
作
り
の
か
た
わ
ら
､
駄
典
子

･
氷
水

を
あ
っ
か
い
､
ま
た
柏
屋

･
桝
屋
な
ど
の
旅
龍
が
業
を
硬
し
て
か
ら
は
､
行
商
人
を
む
か
え
る
旅
髄
と
も
な
っ

た
｡
先
々
代
の
米
蔵
は
大
正
十
年
ご
ろ
に
ト
ラ
ン
ク
を
つ
か
っ
て
の
逆
送
炎
を
開
始
し
､
さ
ら
に
太
平
洋
淑
争

後
に
は
自
家
の
庭
に
映
画
の
ス
ク
リ
ー
ン
を
特
設
L
t
月
二
回
は
ど
の
割
り
で
映
画
や
芝
居
､
珊
談
な
ど
を
興

行
し
た
D
そ
れ
は
昭
和
ニ
ト
三
年
ご
ろ
ま
で
続
け
ら
れ
た
と
い
う
｡
現
在
の
居
毛
は
T
L=
川
側
に
構
え
ら
れ
て

い
る
｡

⑳

柏

屋

(青
木
家
)

柏
屋
は
旅
龍
の

l
つ
で
あ
る
｡
Ej
図
に
は
桐
屋
と
書
か
れ
て
い
る
が
､
こ
の
よ
う

な
名
称
は
な
-
'
あ
き
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
｡

当
家
は
明
治
二
十
七
年
の
大
火
の
頬
境
か
ら
ま
ぬ
が
れ
た
た
め
'
そ
の
後
も
雷
光
は
腿
業
の
か
た
わ
ら
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
へ
盛
期
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
｡
そ
の
草
屋
根
の
二
階
家
の
縫
物
は
'
大

正
の
始
め
ご
ろ
ま
で
妓
存
し
､
付
属
の
土
蔵
は
今
日
に
残

っ
て
い
る
｡
母
屋
の
平
面
図
を
記
憶
を
た
よ
り
に
記

述
す
る
と
'
往
還
に
面
し
て
格
子
戸
が
は
め
ら
れ
､

一
歩
入
る
と
そ
こ
は
土
間
で
､
土
間
は
左
右
と
中
央
に
の

ぴ
'
中
央
の
土
間
は
ま
っ
す
ぐ
に
奥
へ
通
り
ぬ
け
て
い
た
｡
客
筋
に
よ
っ
て
は
､
鴨
純
を
そ
の
ま
ま
こ
の
中
央

の
土
間
ま
で
か
つ
ぎ
い
れ
た
.
部
屋
は
､
右
剛
の
と
っ
つ
き
は
八
宜
は
ど
の
丁
場
で
'
そ
の
脳
に
は
二
階
へ
あ

大
山
と
暮
士
の
｢ま
ね
き
書
板
｣
(拍
蛙
･
荏
田
宿
･
EB
)
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が
る
引
き
出
し
階
段
が
つ
い
て
い
た
｡
丁
場
の
奥
に
は
八
笠
間
が
続
い
て
い
た
｡
中
央
の
土
間
を
は
さ
む
よ
う

に
左
側
に
は
八
畳
の
間
が
二
部
屋
と
ら
れ
､
左
手
奥
に
台
所
が
位
置
し
て
い
た
｡
中
央
の
土
間
に
面
し
た
部
屋

の
前
に
は
緑
が
付
き
､
宿
泊
客
は
そ
こ
で
旅
装
を
と
い
た
o
書
院
進
の
離
れ
屋
も
あ
っ
た
O
真
庭
は
土
蔵

･
物

置

･
池

･
竹
薮
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
0
ま
た
l出
庭
の
南
端
に
は
布
川
が
西
か
ら
東
に
む
か
っ
て

流
れ
て
い
た
o
こ
の
川
の
流
れ
は
今
日
も
お
な
じ
で
あ
る
.

′

さ
て
今
回
'
は
か
ら
ず
も
迫
存
す
る
土
蔵
の
二
階
か
ら
､
大
山
な
ら
び
に
富
士
信
仰
の
訪
中
の
人

ひ
と
に
よ
っ

て
あ

つ
ら
え
ら
れ
､
当
家
に
宿
泊
す
る
っ
と
'
当
家
主
人
の
手
に
よ
っ
て
'
人
口
の
壁
な
と
に
掲
げ
ら
れ
た
訪

中
の

｢
ま
ね
き
看
板
｣
が
多
屋
に
発
見
さ
れ
た
.
そ
れ
ら
を
分
類
し
整
理
す
る
と
下
表
の
よ
う
に
な
る
o
そ
れ

ら
は
江
戸
の
訪
中
に
よ
る
も
の
で
､
そ
の
製
作
年
月
日
か
ら
し
て
'
夏
山
の
際
に
作
ら
れ
た
こ
と
､
そ
れ
に
加

え
'
そ
の
ま
つ
り
に
む
か
う
に
あ
た
り
'
こ
の
大
山
街
道
を
通
り
'
当
旅
髄
に
宿
泊
し
た
こ
と
な
ど
を
伝
え
て

い
る
｡
年
号
は
､
大
山
関
係
で
は
文
化
三
年

(
一
八
〇
六
)
､
富
士
関
係
で
は
享
和
元
年

(
一
八
〇

一
)
の
も

の
が
初
期
の
も
の
で
'
新
し
い
も
の
は
文
久
二
年

(
一
八
六
二
)
の
大
山
関
係
の
も
の
で
あ
る
0

⑳
鍋
屋

(小
泉
家
)

当
家
は
鍋

･
釜
な
ど
を
修
理
す
る
鋳
掛
屋
で
あ

っ
た
｡
旧
屋
敷
地
は
石
油
給
油
所

と
な
り
'
現
居
宅
は
そ
の
南
側
に
所
在
す
る
｡

⑳
く
ら
屋

(?
)

当
家
は
牛
馬
の
鞍
を
作

っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
は
い
る
が
'
当
主
の
姓
名
は
伝
承

さ
れ
て
い
な
い
｡
く
ら
屋
の
代
の
後
､
別
人
が
は
い
り
木
箱
な
と
を
作
る
業
を
は
じ
め
､
そ
れ
よ
り
ハ
コ
ヤ
と
､

こ
の
家
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
る
0
そ
の
人
の
名
は
Ⅲ
図
に
吉
五
郎
と
記
録
さ
れ
て
い
る
｡
⑳
の
寺
島
家
の
分
家
で

あ
る
｡

⑳
駄
菓
子
屋

(徳
江
家
)

当
家
の
呼
称
は
多
種
で
あ
る
｡
そ
れ
は
商
品
の
内
容
'
あ
る
い
は
当
主
の
名

前
な
と
､
そ
の
時
々
で
､
そ
れ
ら
を
呼
称
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
O
-
図
で
は
駄
菓
子
屋
'
Ej
図
で
は
ソ
バ
わ

乙
や
'
Ⅲ
図
で
は
わ
ん
こ
星
'
Ⅳ
図
で
は
わ
こ
屋
で
あ
る
｡
TJ
の
う
ち
Ⅲ
図
の

｢
わ
ん
こ
屋
｣
と
い
う
呼
称

は
､
古

老
の
あ
い
だ
で
は
聞
か

れな
-
､
｢
わ
こ

屋
｣
が
碓
か
な
呼
称
の
よ
う
で
あ
る
｡

大
山
と
富
士
の

｢ま
ね
き
看
板
｣
L
覧
表

(銘
は
l
部
省
略
)

大
山
関
係

大
山
御
神
酒

大
山
御
神
酒

大
山
御
神
酒

大
山
蹄
神
酒
誹

市
谷
田
町

文
化
三
年
七
月

市
谷
田
町
宝
T
nI]
文
化
四
年
六
月

市
谷
田
町
四
丁
目

文
化
四
年
七
月

牛
込
御
細
工
町

文
化
十
二
年
七
月

御
神
酒

江
戸
四
ノ
谷
上
四
町
若
者
雑
中

文
化
十
四
年
七
月

大
山
徽
神
酒

大
山
緒
論
中

大
I;
狐
神
酒

大
山
御
神
酒

大
山

麹
外
三

大
山

や
組

麹
町
免
訴
中

文
政
元
年
七
月

江
酌
試
中

文
政
二
年
七
月

渋
谷
宮
益
町

文
政
二
年
七
月

麹
町
拾
芸
T
tE]拾
武
丁
目

若
者
中

拾
参
丁
目
E
lツ
谷
粒
笥
町

蒲
中

文
政
七
年
六
月

文
政
七
年
六
月

上
町
組
平
河
組

文
政
十
年
七
月

大
山
徴
神
酒

成
子
町

文
政
十
年
七
月

大
山
迎
摩
訴

中
野
大
下

弘
化
三
年
七
月

大
山

ふ
組

弘
化
四
年
七
月

永
代

小
松
川
誹
中

嘉
永
元
年
七
月

大
山

て
組

安
政
六
年
六
月

大
山

こ
組

上
溝
小

文
久
二
年
七
月

大
山

麹
町
左
官
調
中

(年
号
ナ
ノ
)

大
山

麹
町
木
挽
小

(符
号
ナ
/
)

大
山
御
神
酒
講
1-｡

麹
町
上
町
同
隼
町

(年
号
ナ
ノ
)

大
山
御
中-1
酒

四
ノ
家
町
上
誰
中

(年
号
ナ
ノ
)

牛
込
縁
日
講
小

(年
号
ナ
ノ
)

大
山
御
神
酒

渋
谷
収
尾
町

(年
号
ナ
ノ
)

大
山
御
神
酒
講

戸
越

(年
□巧
ナ
/
)

大
山
御
神
酒
講
申

武
州
豊
嶋
郡
上
板
ば
し

(年
号
ナ
シ
)

市
谷

御
神
酒

市
谷
本
村
町

(年
号
ナ
ノ
)

麹
上

御
神
酒
訪
中

(年
号
ナ
ノ
)

く
組

(年
号
ナ
ン
)

市
谷

左
内
坂
町

弘
化
三
年
六
月
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⑳
小
間
物
屋

(鈴
木
家
)

当
家
は
Ⅲ
図
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
'
旧
来
か
ら
宿
の
西
端
に
所
在
す
る

家
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
｡
か

つ
て
の
当
家
の
老
母
は
､
宿
内
外
の
娘
た
ち
を
あ
つ
め
針
仕
事
を
教
え

て
い
た
と
い
う
｡
現
在
は
自
転
車
店
で
あ
る
｡

以
上
､
Ⅰ
図
に
記
録
さ
れ
て
い
る
家
々
を
略
述
し
て
き
た
が
､
当
然
な
が
ら
時
代
と
と
も
に
そ
れ
ら
の
家
々

の
軌
跡
が
み
ら
れ
た
o
ま
た
そ
れ
ら
の
家
以
外
に
新
し
い
家
も
誕
生
し
た
｡
そ
れ
ら
の
家
に
ア
ル
フ
ァ
へ
ノ
ト

を

つ
け
る
と
､

a
･
b

･
C
･
d
と
い
う
四
軒
の
家
が
知
ら
れ
る
｡

a
は
､
E=
と
Ej
に
記

録
さ
れ
､
そ
の
職
種
は
床
屋
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
江
戸
時
代
末
周
な
い
し
明
治
の
こ
-

初
期
に
開
店
し
た
店
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
床
屋
か
ら
出
た
火
が
明
治
二
十
七
年
の
大
火
の
元
で
､
そ
の
火
は

い
ず
み
屋
へ
飛
火
し
､
さ
ら
に
餅
屋

へ
移
り
他
を
規
焼
し
て
い
っ
た
｡
当
地
に
伝
わ
る
鎮
火
の
ま
じ
な
い
と
さ

れ
た
女
の
赤
い
腰
巻
を
う
ち
ふ
る
効
果
も
な
-
'
宿
の
半
分
が
灰
と
な

っ
た
｡
そ
れ
ら
の
家
々
を
番
号
で
し
め

す
と
､
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑮
⑩
⑰
⑬
⑬
⑳
の
十
四
軒
で
あ
る
o

b
は
､

a
の
跡
地
に
入

っ
た
家
で
'
⑳
の
寺
民
家
の
分
家
に
あ
た
り
､
竹
細
工
を
兼
と
し
て
い
た
た
め
カ
コ

ヤ
と
称
さ
れ
た
｡

C
は
､
人
力
屋
で
あ

っ
た
｡

d
ほ
'
床
屋
で
ト
コ
イ
チ
と
呼
称
さ
れ
'
現
在
は
二
代
目
に
あ
た
る
｡

な
お
-
図
中
に
､
真
福
寺
と
釈
迦
堂
が
描
か
れ
て
い
る
｡
現
在
の
真
福
寺
は
､
宿
の
東
剛
入
口
か
ら
東
南
約

百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
に
あ
る
堂
字
を
指
す
名
称
で
あ
る
が
､
か
つ
て
の
真
福
寺
は
､
こ
の
図
の
示
す
位
置
に

あ
り
､
明
治
三
十
七
年
こ
ろ
ま
で
当
時
の
小
学
校
と
し
て
使
用
さ
れ
'
そ
の
後
も
村
人
の
集
会
所
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
た
が
､
堂
芋
が
傷
み
だ
し
た
o
そ
の
た
め
へ
本
尊
を
現
在
の
真
相
寺
で
あ
る
観
音
堂
に
う
つ
し
､
観

音
堂
を
改
め
て
真
福
寺
と
称
す
る
よ
う
に
な

っ
た
o
真
福
寺
の
本
来
の
堂
字
は
解
体
さ
れ
､
そ
の
跡
地
に
は
自

治
会
館
が
建
設
さ
れ
た
｡
釈
迦
堂
も
解
体
さ
れ
て
い
る
o

富
士
関
係

励
⑳
㊤
元

同
行

孝
和
元
年
六
月

宙
同
行

北
口

代
田
駒
場
渋
谷
他

(年
号
ナ
ノ
)

山
真
同
行

江
戸
淋
布

(年
号
ナ
/
)

富
士
山
用
達

根
本
表
口
執
事

(年
号
ナ
ン
)

㊤
同
行

武
茄
世
EE
ケ
谷
領

(年
号
ナ
ノ
)

i;
止
既
訳
中

麻
布
肪
尾
先
達
合
田
小
兵
循

(年
号
ナ
ノ
)

①
同
行

武
蔵
国
東
葛
飾
iL?中

(年
号
ナ
ノ
)

㊥
高
田

同
行

(年
号
ナ
ノ
)

⑳
牛
込

十
七
夜

善
右
循
門
同
行

(年
男
ナ
ノ
)

㊤
赤
坂

伊
藤
菊
行

同
行

(年
号
ナ
ノ
)

江
戸

<
吉

岡
行

柏
屋
描
左
衛
門

(年
号
ナ
シ
)
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三

石
塔
と
大
山
灯
龍

宿
場
の
江
戸
方
面
か
ら
の
出
入
口
に
あ
た
る
早
淵
川
の
脇
に
は
小
堂
が
あ
り
､
荏
田
村
下
宿
女
硝
中
十
二
人

に
よ
っ
て
寛
政
五
年
突
丑
正
月
吉
日
に
道
立
さ
れ
た
庚
申
塔
と
'
小
さ
な
地
蔵
が
ま
つ
ら
れ
､
願
掛
け
の
お
礼

の
品
で
あ
る
ワ
ラ
ジ
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
｡
ワ
ラ
ジ
は
旅
や
遠
-
に
い
る
者
の
安
否
な
ど
の
願
掛
け
の
お
礼
と

さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
｡

こ
の
出
入
口
に
も
う

一
つ
､
東
南
の
方
か
ら
入
っ
て
く
る
道
が
あ
っ
た
｡

そ

れ
は
荏
田

を

構
成
す
る
渋
沢
や

柚
木
の
集
落
を
経
由
し
て
来
る
道
で
､
そ
の
案
内
と
し
て
'
渋
沢
の
谷
戸
入
口
で
あ
る
早
淵
川
の
三
叉
路
の

一

角
に
道
標
が
建
立
さ
れ
て
い
る
0
こ
の
道
標
の
特
色
は
'
当
地
域
内
の
地
名
を
多
く
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

近
在
で
知
ら
れ
る
道
標
の
大
半
は
､
大
山

･
登
戸
'
あ
る
い
は
江
戸

･
川
崎
と
'
著
名
な
地
名
を
も
っ
て
い
る

の
に
対
し
､
こ
れ
は
荏
田
宿

･
茅
ヶ
崎

･
渋
沢
な
ど
身
近
か
な
地
名
喜
多
-
刻
み
こ
ん
で
い
る
点
で
あ
る
.
脂

苫
田
宿
文
伽
入
口
の
桶

主
の
鮫
島
家
は
今
日
も
A
'沢
に
居
宅
を
か
ま
え
て
い
る
｡

角
柱
塔

寸
法
二
十
二
･
五
×
八
十
二

･
五
×
十
五
セ
ン
チ

(正
面
)

坂
へ
の
ざ
れ
パ
ゆ
の
き

座
像

左
り
志
ぶ
さ
は
加
な
川

(向
か
っ
て
右
側
面
)

ち
好
さ
き

南

川
さ
起

(向
か
っ
て
左
側
面
)

え
だ
じ
く

レし

く
わ
ん
お
ん

(盃
面
)

大
だ
な

文
政
九
成
年
四
月
吉
日

乗

江
戸

施
主

鮫
島
老
左
二
門

(柚
木
)

(渋
沢

･
神
奈
川
)

(茅
ヶ
崎
)

(川
崎
)

(荏
田
宿
)

(観
音
堂
=
現
在
の
兵
福
寺
)

(大
棚
)

(江
戸
)

屋
並
み
に
入
り
'
北
側
の
九
軒
目
に
あ

た
る
小
泉
家

(屋
号
ナ
カ
ジ

Tl
ク
)
の
入
口
脇
に
は
'
文
久
元
辛
酉

年
八
月
吉
日
の
年
号
を
も
つ
'
二
メ
ー
ト
ル
を
こ
す
秋
蕃
山
常
夜
塔
が
あ
る
｡
こ
の
塔
の
緒
は
数
種
頬
の
報
告
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｢五 葉 秋 F

屋
号
中
宿
に
た
つ
秋
葉
山
の
常
夜
塔

(荏
田
宿

･
6
)
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雷
に
報
告
さ
れ
て
は
い
る
が
､
誤
り
が
多
い
O
拓
本
を
添
え
て
緒
を
記
し
て
お
こ
う
｡
ま
た
宿
内
の
人
ひ
と
の

下
に
は
判
明
し
て
い
る
屋
号
な
い
し
呼
称
を
付
し
て
お
く
｡

宿
の
西
側
出
入
口
は
三
叉
路
で
､
高
札
場
で
あ
り
､
そ
の
1
角
に
は
道
標
を
か
ね
た
馬
頭
観
世
音
塔
が
ま
つ

ら
れ
て
い
た
｡
こ
の
塔
は
文
化
十
二
亥
年
仲
秋
の
年
号
を
も
ち
'
右
側
面
に

｢
ふ
ち
う

登
戸
遺
｣
､
左
側
面

に

｢大
山
道
｣
の
道
標
銘
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
し
た
が
い
右
手
に
向
か
う
と
､
す
く
に
二
又
と
な

り
'
ま
っ
す
-
に
進
む
と
隣
村
の
石
川
村
に
入
り
､
そ
の
先
は
登
戸

･
府
中
へ
の
遺
と
な
る
｡
ま
た
そ
の
二
又

を
左
に
と
る
と
荏
田
村
の
小
字
で
あ
る
赤
田
へ
の
道
と
な
っ
た
O
他
方
'
三
叉
路
を
左
手
に
と
る
と
'
小
字
小

黒
の
集
落
を
通
り
'
隣
村
の
市
ヶ
尾
､

つ
き
の
宿
の
長
津
田
､
そ
し
て
大
山
へ
向
か
う
道
と
な
っ
た
｡
現
在
こ

の
石
塔
は
観
福
寺
の
境
内
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
左
手
に
と
っ
た
小
黒
谷
戸
の
集
落
に
は
､
地
神
訪
中
に
よ
っ
て
造
立
な
っ
た
地
神
塔
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た

(旧
番
地
荏
田
町
二
三
五
七
)｡
そ
れ
は
前
述
の
馬
頭
観
世
音
塔
同
様
に
道
標
緒
を
も
つ
も
の
で
､
塔
身
の
左
側
面
に

｢左
り

大
山
道
｣
(文
久
三
亥
年
二
月
土
口
日
)
の
緒
を
も
ち
､
大
山
へ
の
道
を
案
内
し
て
い
た
｡
現
在
､
こ
の

石
塔
は
'
東
急
田
園
都
市
線
江
田
駅
の
西
方
に
位
置
す
る
大
入
公
園
の
l
角
に
う
つ
さ
れ
'
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
地
神
塔
の
場
所
に
､
大
山
の
夏
山
と
い
わ
れ
た
七
月
二
十
五
日
か
ら
向
こ
う

1
か
月
間
'
大
山
灯
髄
が

立
て
ら
れ
た
｡
小
黒
谷
戸
の
上

･
中

･
下
の
三
訪
中
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
も
の
で
､
灯
価
の
寸
法

は
高
さ
は
ほ
ほ
六
尺
と
さ
れ
'
杉
材
の
角
柱
の
う
え
に
合
掌
屋
根
を
も
つ
E
]角
な
灯
甑
を
の
せ
､
和
紙
の
火
袋

の
'
正
面
に
は

｢大
山
阿
夫
利
神
社
｣
へ
両
脇
左
右
に
は

｢大
天
狗
｣
｢小
天
狗
｣
と
墨
書
し
た
も
の
で
あ
っ
た
.

毎
夜
の
当
番
は
､
地
神
講
の
宿
同
様
に
順
番
に
あ
た
り
､
油
皿
に
ナ
タ
ネ
の
油
を
そ
そ
き
'
灯
芯
を
ひ
た
し
て

と
も
し
､
大
山
登
拝
の
人
ひ
と
の
明
か
り
と
し
た
o

l
回
の
油
量
で
五
-
六
時
間
は
燃
え
た
と
い
う
｡

一
か
月

の
行
事
が
お
わ
る
と
へ
講
中
の
し
か
る
へ
き
家
で
灯
寵
を
保
管
し
た
｡

上
訪
中
の
十
二
軒
で
は
､
桃
山
家

(屋

号
ム
コ
ウ
ヤ
マ
)
が
､
そ
の
役
を
負
っ
て
い
た
o
こ
の
よ
う
な
献
灯
の
習
慣
は
､
昭
和
五
年
ご
ろ
を
最
後
と
L
t

復
活
す
る
こ
と
な
く
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
｡

｢左
リ

大
山
遁
｣
の
銘
を
も
つ
小
黒
谷
戸
の
地
神
等

(大
入
公
園

･6
)
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四

､
ア
ユ
カ

ツ
ギ

初
鰹
の
あ
と
へ
江
戸
の
人
び
と
の
食
指
を
う
ご
か
し
た
の
は
ア
ユ
で
あ
る
｡
多
摩
川
を
は
じ
め
相
模
川
な
ど

関
東
の
河
川
か
ら
水
揚
げ
さ
れ
た
ア
ユ
は
､
鰹
同
様
に
新
鮮
な
う
ち
に
江
戸
日
本
橋
の
市
場

へ
巡
ば
れ
た
｡

大
正
期
ご
ろ
ま
で
'
相
模
川
の
各
地
で
と
れ
た
ア
ユ
は
､
大
山
街
道
を
ア
ユ
カ
ツ
ギ
に
よ
っ
て
北
上
し
市
場

へ
運
ば
れ
た
O
そ
の
道
中
に
位
置
す
る
荏
田
宿
は
､
相
模
の
厚
J
方
面
か

ら
五
里
'
当
宿
か
ら
日
本
橋
ま
で
七

里
と
い
う
里
程
関
係
か
ら
､
ア
ユ
の
引
継
場
と
な

っ
て
い
た
｡

出
発
地
は
厚
木
の
中
依
知
界
隈
で
'
川
か
ら
あ
げ
ら
れ
た
ア
ユ
は
'
夕
方
に
し
か
る
へ
き
世
話
役
の
家
に
あ

つ
め
ら
れ
､
舟
形
の
ア
ユ
カ
ゴ
に
持
参
者
の
名
前
と
尾
数
を
書
い
た
ツ
ケ
ギ
と
と
も
に

一
列
に
並

へ
て
つ
め
ら

れ
ろ
.
ア
ユ
カ
ゴ
は
小
さ
い
ア
ユ
な
ら
二
十
尾
へ
大
き
な
も
の
な
ら
十
二
尾
は
い
る
大
き
さ
で
あ

っ
た
｡
こ
れ

を

1
カ
ゴ
二
十
本
ダ
テ
と
か

1
カ
ゴ
十
二
本
ダ
テ
と
称
し
た
｡
こ
の
カ
ゴ
十
枚
を
単
位
に
純
で
し
は
り
'
そ
の

束
を
さ
ら
に
三
乗
ま
と
め
て
､
し

っ
か
り
と
箱
形
に
し
ぼ
り
あ
げ
､
こ
れ
を
テ
ン
ビ
ン
の
前
後
に
つ
る
し
た
｡

ア
ユ
カ
ツ
ギ
は
カ
ル
コ
と
も
い
わ
れ
'
地
域
全
体
か
ら
認
め
ら
れ
た
人
で
へ
そ
の
賃
金
な
ど
は
'
水
神
講
の

席
で
決
め
る
慣
例
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
当
荏
田
宿
で
知
ら
れ
て
い
る
人
は
座
間
の
人
で
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
｡
ア
ユ
カ
ツ
ギ
は
､
翌
朝
八
時
の
市
場
の
せ
り
に
間
に
合
う
よ
う
に
出
発
し
た
｡
里
程
を
単
純
計
罪

す
る
と
十
二
里
で
あ
り
､
並
の
足
で
は
十
二
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
O
衣
服
は
'
印
半
纏
に
純
の
三
尺
等

を
し
め
'
半
モ
モ
ヒ
キ
に
ワ
ラ
ジ
ば
き
の
姿
で
あ

っ
た
｡
道
中
は

｢
エ
ッ
サ

ホ
イ
ホ
イ
｣
と
掛
け
声
を
か
け

な
が
ら
走
り
､
途
中
の
鶴
間
で

一
休
み
を
L
t
荏
EE
の
引
継
場
が
近
く
な
る
と
'
合
い
図
に

唄
を
う
た
っ
た
り
'

｢
7
イ
ヤ
ー

ア
イ
ヤ
I
｣
(鮎
屋
)
と
掛
け
声
を
か
け
､
足
の
運
び
を
い
っ
そ
う
速
め
た
と
い
う
O
荏
田
の

引
継
場
は
小
黒
谷
戸
の
徳
江
家

(屋
号
オ
キ
)
で
あ
っ
た
｡

相
模
川
か
ら
荏
田
ま
で
ア
ユ
を
か
つ
い
で
き
た
ア
ユ
カ
ツ
ギ
は
､
こ
こ
で
荏
田
の
若
衆
と
交
替
す
る
｡
時
刻

は
早
朝
で
あ
る
｡
荏
田
で
ア
ユ
カ
ツ
ギ
を
し
た
人
は
､
明
治
期
で
は
宿
の
餅
屋
の
友
次
郎
さ
ん

(高
橋
家

･
屋

号
モ
チ
ヤ
)へ
明
治
末
か
ら
大
正
期
で
は
小
黒
谷
戸
の
川
端
の
金
ち
ゃ
ん

(井
上
家

･
屋
号
カ
ワ
パ
タ
)
や
向

相
撲
川

(厚
木

･
!3
)
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山
の
啓
ち
ゃ
ん

(横
山
家

･
屋
号
ム
コ
ウ
ヤ
マ
)
な
と
で
あ
っ
た
｡
ま
た
村
人
は
､
こ
の
ア
ユ
カ
ツ
ギ
の
声
を

聞
き
､
｢
ア
イ
ヤ
が
通
る
か
ら
じ
き
に
夜
が
あ
け
る
｣
と
初
夏
の
朝
の
時
計
が
わ
り
に
し
た
と
い
う
｡
か
つ
て

の
農
村
の
朝
は
早
か
っ
た
｡
下
肥
汲
み
の
出
発
も
､
朝
の
三
時
へ
E
l時
で
あ
っ
た
o

引
継
者
は
､
途
中
交
替
す
る
こ
と
な
-
有
馬

･
馬
絹
と
都
筑
の
丘
陵
を
通
り
､
ネ
モ
ジ
-
坂
を
-
た
り
､
溝

口
か
ら
二
子
に
は
い
り
多
摩
川
を
渡
船
し
､
用
賀
の
高
年
屋
で
l
休
み
し
､
ワ
ラ
ジ
を
し
は
り
な
お
し
た
〇
三

軒
茶
屋
か
ら
淡
谷
に
出
て
青
山
通
り
に
は
い
る
と
､
江
戸
に
入
る
の
で
手
桟
で
汗
を
し
は
り
身
な
り
を
な
お
し

た
｡
日
本
橋
の
河
岸
ま
で
運
ば
れ
た
相
模
の
ア
ユ
は
､
高
級
料
理
屋
へ
卸
さ
れ
珍
重
さ
れ
た
と
い
う
｡

第
二
節

旅
館
と
行
商
人

一

山
田
屋
旅
飽

中
原
街
道
沿
い
で
は
さ
し
た
る
宿
場
は
､
当
地
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
の
､
山
田
に
山
田
屋
旅
館
と
い

う
宿
が
あ
っ
た
｡
当
館
は
男
全
家

(屋
号
ン
ン
タ
ク
)
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
き
た
も
の
で
'
そ
の
創
案
は
大

正
中
期
と
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
､
こ
の
界
隈
唯

1
の
宿
で
あ
っ
た
た
め
､
広
い
範
囲
に
知
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
｡
と
く
に
客
層
は
行
商
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
た
め
か
､
当
館
に

の
こ
る

｢宿
泊
人
名
簿
｣
(以
下
'
宿
帳
と
い
う
)
は
､
か
つ
て
の
行
商
人
の
動
向
を
語
る
に
十
分
な
内
容
を

も
っ
て
お
り
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
触
れ
る
前
に
当
山
田
屋
旅
館
の
概
要
を
述

へ
て
お
き
た
い
o

山
田
屋
旅
館
の
所
在
地
は
､
横
浜
市
港
北
区
東
山
田
町
八
三
二
番
地
で
､
横
浜
市
に
編
入
す
る
昭
和
十
四
年

以
前
は
都
筑
郡
中
川
村
山
EB
で
あ
っ
た
｡
道
を
は
さ
ん
だ
北
側
の
傾
斜
面
上
に
は
不
動
堂
が
建

っ
て
お
り
へ
当

館
を
め
ざ
す
旅
人
に
は
､
大
き
な
目
標
と
な
っ
て
い
た
｡

旅
館
と
し
て
の
営
業
は
､
現
当
主
男
全
正
二
氏

(大
正
二
年
生
)
の
父
親
喜

一
氏
の
代
で
'
大
正
十
年
こ
ろ

と
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
以
前
に
お
い
て
'
現
在
で
い
う
民
宿
の
よ
う
な
業
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
現
在

山
田
屋
旅
館
の
位
荘
園

(東
山
田
)
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当
家
に
の
こ
る
宿
帳
は
､
大
正
十
五
年
の
も
の
と
､
昭
和
八
年
の
二
冊
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
建
物
の
規
模
は
二

階
屋
で
､

一
階
は
家
人
の
居
住
空
間
と
台
所

･
浴
室

･
便
所
で
､
二
階
を
客
室
と
し
て
き
た
｡
そ
の
二
階
は
､

盛
期
に
お
い
て
は
二
十
人
は
ゆ
う
に
宿
泊
可
能
で
､
十
二
塁
間

t
部
屋

･
･<
;.:d
聞
四
部
屡

二
11E山
間

1
部
屋
で

構
成
さ
れ
て
い
た
が
'
昭
和
二
十
年
代
に
八
m山
間
三
部
屋
が
解
体
さ
れ
た
｡

客
層
は
'
そ
の
大
半
は
行
商
人
で
あ
っ
た
た
め
'
職
業
柄
､
商
売
を
お
LJ
た
夕
方
に
突
然
に
投
宿
す
る
場
合

が
多
か
っ
た
｡
そ
の
な
か
で
静
岡
の
蚊
帳
商
だ
け
は
宿
泊
日
を
モ
約
し
て
き
た
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
｡
行
商
人

以
外
の
客
は
'
渡
世
人
や
俳
優
'
と
き
に
は
ト
ル
コ
や
中
国
な
ど
の
外
国
か
ら
の
お
客
も
あ
っ
た
｡

宿
泊
料
金
は
帰
り
払
い

(後
払
い
)
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
O
客
の
大
半
は
助
な
じ
み
の
た
め
､
宿
賃
の

ふ
み
た
お
し
の
心
配
は
な
か
っ
た
が
､
か
り
に
料
金
が
払
え
な
い
人
が
投
宿
者
の
な
か
に
で
た
場
合
は
､
な
る

た
け
早
-
出
立
し
て
も
ら
う
こ
と
を
信
条
と
し
て
き
た
と
い
う
｡
行
商
人
の
な
か
に
も
､
と
き
と
し
て
宿
賃
に

困
り
､
商
の
品
物
を
代
金
と
し
て
お
い
て
い
く
場
合
も
あ
っ
た
と
い
う
0
宿
泊
料
金
は
'
大
正
か
ら
昭
和
十
年

ご
ろ
に
か
け
て
は

1
泊
三
食
付
で
七
十
銭
か
ら
二
円
で
あ
っ
た
｡
宿
伽
で
は
団
休
で
な
い
か
き
り
､
日
頃
の
客

数
か
ら

一
日
の
だ
い
た
い
の
泊
り
客
数
を
計
辞
し
'
夕
食
と
風
呂
の
準
節
を
し
て
い
た
O
食
邪
の
副
食
物
は
'

お
も
に
当
館
の
東
側
数
軒
隣
り
で
食
料
品
な
ど
を
商
っ
て
い
た
カ
ゴ
ヤ

(現
在

｢飯
田
屋
｣
)
か
ら
購
入
し
て

い
た
が
､
季
節
に
よ
っ
て
は
当
館
の
畑
で
栽
培
し
た
野
菜
頬
や
'
行
商
人
が
も
た
ら
し
た
魚
規
'
ま
た
当
館
の

副
業
で
あ
っ
た
豆
腐
つ
-
り
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
豆
腐
頬
が
調
理
さ
れ
て
出
さ
れ
た
｡

1
泊
三
食
付
と
さ
れ
て

い
た
う
ち
の
1
食
で
あ
る
昼
食
は
､
7
ル
-
の
弁
当
箱
を
使

っ
て
弁
当
が
準
備
さ
れ
た
｡

ま
た
こ
れ
ら
の
食
事
に
対
し
て
'
行
商
人
に
よ
っ
て
は
'
米
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
団
子
を
持
参
し
､
素
泊
り

と
し
て
宿
に
入
る
人
も
い
た
｡
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
団
子
の
場
合
は
､
部
屋
の
手
悟
り
の
火
で
焼
き
､
茶
を
す
す

り
な
が
ら
の
食
事
で
あ
っ
た
と
い
う
0
そ
し
て
そ
れ
ら
の
食
料
を
食
べ
尽
し
た
の
ち
､
宿
の
食
事
を
轍
ん
で
い

た
と
さ
れ
て
い
る
｡

風
呂
は
､
二
つ
の
掘
風
呂
が
お
か
れ
て
い
た
O
草
津
方
面
か
ら
来
る
客
が
と
き
と
し
て
湯
の
花
を
み
や
げ
と

山
田
丘
旅
立
の
現
況

(東
山
Ea

･6)
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し
て
持
っ
て
き
て
く
れ
た
り
､
直
接
そ
れ
を
取
り
寄
せ
た
り
し
て
'
湯
に
入
れ
た
｡
こ
の
よ
う
な
目
に
は
宿
泊

客
以
外
に
'
近
隣
の
人
び
と
に
も
声
を
か
け
'
と
も
に
場
に
入

っ
た
と
い
う
｡
粒
巻
は
宿
で
準
備
し
て
い
た
.

寒
い
季
節
に
は
コ
タ
ツ
ヤ
グ
ラ
が
部
屋
に
お
か
れ
た
｡

起
床
時
刻
は
各
人
ま
ち
ま
ち
で
へ
た
の
ま
れ
な
い
か
き
り
'
宿
側
か
ら
お
こ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
早
起
き

の
客
の
一
人
は
'
イ
タ
チ
を
つ
か
ま
え
る
た
め
に
､
前
日
農
を
仕
掛
け
た
毛
皮
取
り
の
人
で
､
昭
和
八
年
の
宿

帳
に
そ
の
名
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

旅
館
経
営
は
､
横
浜
市
に
編
入
す
る
以
前
は
'
都
筑
郡
役
所
が
所
在
し
た
川
和
の
都
田
答
案
署
の
管
轄
下
に

お
か
れ
て
い
た
o
旅
館
で
は
客
が
あ
る
と
'
宿
帳
に
名
前

･
住
所

･
畷
業

･
年
齢
な
と
を
記
帳
さ
せ
へ
そ
れ
を

旅
館
側
は
別
の
宿
帳
に
整
理
し
な
お
し
た
｡
つ
ま
り
二
m
の
宿
帳
が
作
ら
れ
た
.
そ
し
て
投
宿
省
が
あ
る
都
度
､

そ
の
宿
帳
を
も
っ
て
中
川
駐
在
所
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
.
そ
れ
は
人
の
動
向
を
把
握
す
る
た
め

で
あ
っ
た
O
新
客
の
場
合
に
は
'
す
く
に
報
告
に
出
向
い
た
が
へ
顔
な
じ
み
の
客
の
宿
泊
が
つ
つ
く
場
合
な
ど

は
'
数
日
単
位
に
報
告
に
い
っ
た
と
い
う
｡
大
正
十
五
年
の
宿
帳
の
欄
外
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
､
そ
れ
を
う
か

が
え
る

｢臨
検
｣
と
い
う
文
字
と
'
井
上

･
菊
地
と
い
う
担
当
官
の
認
印
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

ま
た
昭
和
八
年
の
宿
帳
に
は

｢都
田
答
案
署
管
内

都
筑
三
業
組
合
宿
屋
部
｣
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
､
業
界
の
組
織
が
結
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
そ
の
世
話
役
は
川
和
の
川
和
棺
の
主
人
が
あ
た
っ

て
い
た
｡
そ
こ
か
ら
各
館
へ
通
知
や
指
図
が
出
さ
れ
て
い
た
が
'
加
入
は
任
意
で
は
あ
っ
た
も
の
の
､
太
平
洋

戦
争
中
の
物
資
統
制
の
際
に
は
十
分
な
品
物
が
人
ら
な
-
な
り
､
品
物
を
ま
わ
し
て
も
ら
う
目
的
で
こ
の
組
縦

に
加
入
し
た
旅
館
も
あ
っ
た
｡
な
お
当
館
が
親
し
-
し
て
い
た
同
業
者
は
､
当
館
の
東
方
に
位
置
し
た
高
田
の

藤
田
屋
､
西
南
方
に
所
在
し
た
川
和
の
川
和
館
で
'
前
者
と
の
距
離
は
直
線
距
離
で
二
キ
ロ
へ
後
者
は
同
距
離

で
八
キ
ロ
を
計
る
｡
し
か
も
行
商
人
は
､
こ
れ
ら
の
旅
館
を
拠
点
と
し
て
順
番
に
泊
ま
り
な
が
ら
商
を
し
て
い
っ

た
と
い
う
.
戦
後
は
､
旅
館
の
ラ
ン
ク
付
が
お
こ
な
わ
れ
'
そ
の
作
業
の
な
か
で
､
当
組
縦
は
'
熱
海
な
ど
の

旅
館
と
同
格
の
A
級
に
属
し
た
O
こ
れ
は
ま
っ
た
-
の
計
算
遠
い
で
あ
り
'
宿
泊
者
数
に
比
し
て
税
金
が
高
額

昭
和
十
年
こ
ろ
の
山
田
居
旅
戊
間
取
り
図

0 2閃
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と
な
り
'
経
iDtL不
能
に
お
ち
い
り
'
つ
い
に
は
廃
業
に
追
い
こ
ま
れ
る
旅
館
が
で
は
じ
め
る
こ
と
と
な
っ
た
o

そ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
当
館
も
'
昭
和
二
十
四
年
こ
ろ
に
廃
館
し
､
下
宿
屋
へ
と
様
子
を
か
え
た
｡
こ
れ

以
来
､
行
商
人
た
ち
は
宿
を
失
な
い
'
街
道
筋
の
民
家
に
特
に
願
い
宿
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
ま
た
土
地
の

娘
を
嫁
に
と
り
､
定
住
L
t
当
地
で
代
理
販
売
店
を
開
始
す
る
例
も
み
ら
れ
た
し
た
｡

二

大
正
十
五
年
の
宿
帳

こ
の
よ
う
に
旅
館
業
を
お
こ
な
っ
て
き
た
山
田
屋
旅
館
に
は
､
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
二
冊
の
宿
帳
が
の
こ

さ
れ
て
い
る
0
こ
こ
で
は
大
正
十
五
年
の
宿
帳
を
と
り
あ
け
､
そ
の
記
城
内
答
か
ら
く
み
と
れ
る
行
商
人
の
動

向
を
整
理
し
'
さ
ら
に
は
行
商
人
と
地
元
の
人
び
と
の
か
か
わ
り
を
求
め
て
み
た
い
｡

大
正
十
五
年
の
宿
帳
の
表
紙
に
は
'
｢大
正
拾
五
年

宿
泊
人
名
蒋

神
奈
川
煤
都
筑
郡
中
川
村
山
田

営

業
人

男
全
喜

1
｣
と
あ
り
､
内
表
紙
に
は
､
｢此
帳
簿
附
込
期
間

自
大
正
拾
五
年

l
月
廿
七
日

至
大
正

拾
六
年

1
月
廿
六
日

紙
数
壷
百
枚

男
全
書

1

都
田
警
察
署
匝

｣
と
あ
る
0

こ
の
表
題
か
ら
し
て
'
こ
の
宿
帳
に
は
､
大
正
十
五
年
の
正
月
か
ら
昭
和
二
年
の
正
月
ま
で
の
一
年
間
の
記

録
が
'
か
つ
て
は
順
次
綴
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
今
日
知
る
と
こ
ろ
で
は
'
じ
つ
に
残
念
な
こ
と

に
､
綴
り
の
乱
れ
や
落
丁
な
と
の
問
題
が
存
在
す
る
｡
ま
ず
そ
れ
ら
を
あ
げ
る
と
'
こ
の
帳
の
一
頁
目
は
､
四

月
十
九
日
か
ら
は
じ
ま
り
'
本
来
t

l
頁
目
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
正
十
五
年

一
月
二
十
七
日
の
記
録
は
､

じ
っ
に
最
後
か
ら
二
枚
目
の
位
置
に
あ
る
O
あ
さ
ら
か
に
､
あ
る
時
点
で
'
こ
の
宿
帳
は
ば
ら
さ
れ
､
綴
り
な

お
さ
れ
る
際
に
'
こ
の
よ
う
な
不
手
際
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
.
ま
た
積
り
の
途
中
に
お
い
て
年
不
詳

の
六
月
と
七
月
の
も
の
が
混
入
し
､
逆
に
大
正
十
五
年
の
二
月
の
上
旬
と
中
旬
､
三
月
の
す
へ
て
､
四
月
の
上

旬
と
中
旬
､

つ
ま
り
約
七
十
日
分
の
記
録
が
欠
落
し
て
い
る
0
こ
の
よ
う
な
欠
点
を
も
つ
資
料
で
は
あ
る
が
'

当
地
に
の
こ
る
唯

1
の
も
の
で
あ
り
､
貴
重
で
あ
る
.
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
､
こ
の
資
料

か
ら
行
商
人
の
動
向
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
｡

宿
帳
に
み
ら
れ
る
宿
泊
人
の
主
な
居
住
地
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大
正
拾

五
年

宿
泊
人
名
簿

神
奈

川
県
都
筑
郡

中
川
村

山
田

宮
米
人

男

全
喜

1

宿
帳
鼓
抵

(ER全
正
二
家
･
東
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田
･
51
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用
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凋

ぶ

て
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此
帳

清
附
入)
欄
間

自
大
正
拾

五
年

一
月
廿
七
日

至
大
正
拾

六年
1
月
廿

六
日

紙
数
望

百

枚

男

全
書

1

都
田
警
察
署

囚凶

｢
守
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叔
政
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一-
瀬
七
P

二

王
･;
;L.i
.I.i
章

i･]
･:=.''
:.I:nit

;

廊

:

,
Zよ

等

.
:i



365 第2節 旅 館 と行商 人

矧

日

鞘

細

目

鴨

行

先

猷

籍

又

新

店

住

所

職

業

年

齢

氏

名

三頁
(男全正
二
家
･
東
山
田
･
51
)

十
九
日

二
十
日

帰
宅

明
穂
村

午
後
五
時

午
前
十
時

一

十
九
日

二
十
日

〝

同

午
後
五
時

午
前
十
時

二
十

一
日

二
十
二
日

帰
宅

北
佐
久
郡
北
大
井
村
四
谷

午
後
五
時

午
前
七
時

二
十

一
日

二
十
二
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
十
時

二
十
二
日

二
十
三
日

〃

同

午
後
五
時

午
前
十
時

太
物
商

三
四

小
林
金
重

二
八

同

袋
吉

太
物
商

三
六

小
林
直
垂

三
八

飯
野
浜
平

･=
B

二
〇

諸
山
義
徳

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

糸
ヤ

右
同
人

二
十
二
日

二
十
三
日

帰
宅

碑
谷

一
三
二
〇

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
三
日

二
十
四
日

近
在

北
千
住
町

午
後
七
時

午
前
十
時

鍋
ヤ

二

六

日
戸
民
三

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

斗
:
;
十

｣

･
･ト

ノ

…

l∵
-
.
.

.
I(
.
I

･

･

∴

…

-
∵

-

雄

･叫

･?
r

･蜂
-
.〟
一

]

‥
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二
十
五
日

二
十
六
日

近
在

明
穂
村

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
六
日

二
十
七
日

川
崎

〃

午
後
三
時

午
前
八
時

二
十
六
日

二
十
七
日

帰
宅

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
九
時

太
物
商

六 八 四

歪 間 諜
正 袋 金
三 吉 gi-

こ
の
ペ
ー
ジ
以
降
の
図
表
は
､
行
商
人
な
ど
の
投
宿

月
ZZ]を
缶
理
L
J
図
表
化
し
た
も
の
で
あ
る
｡

〃

右

三
人

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

二
十
七
日
崖

⑤

二
十
八
日

二
十
九
日

近
在

南
太
(田
)
町

午
後
二
時

午
前
八
時

二
十
八
日

二
十
九
日

〃

北
千
住
町

午
後
六
時

午
前
十
時

二
十
九
日

三
十
日

近
在

〃

午
後
二
時

午
前
十
時

三

十日

一
日

近
在

〃

午

後五
時

午
前
八
時

三
十
日

一
日

〃

材
木
座

午
後
五
時

午
前
八
時

竹

工

二
八

保
坂
定
吉

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

〃

右
同
人

〝

〃

右
同
人

ワ
カ

メ

二

六

高
橋
徳
蔵

ヤ
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三
十
日

一
日

近
在

明
種
村

午
後
五
時

午
前
八
時

五
月
二
日

三
日

静
岡
鯨
磐
田
郡
二
俣
町
西

1
〇
二
五

活
動
ヤ

午
後
四
時

滞
在

八 三 六 四 Eg

孟 同 諜
正 直 金
三 重 重

大
岩
作
次
郎

大
岩

ハ
ル

外
二
人

二
日

二
盲

近
在

市
外
池
袋
三
五
九

午
後
五
時

午
前
八
時

四
日

五
日

二
俣
町

午
後
六
時

午
前
滞
在

四
日

五
日

近
在

明
穂
村

午
後
六
時

午
前
八
時

蚊
張
ヤ

五
〇

秋
山
仁
作

活
動
ヤ

三
三

大
岩
作
次
郎

三
八

外
三
人

太
物
商

六 四 四

盃 同 尖
正 直 金
三 rfE 重

四
日

五
日

在

二
俣
町

午
後
五
時

蒜

五
日

六
日

近
在

〃

午
後
二
時

午
前
十
時

六
日

七
日

〝

午
後
五
時

午
前
八
時

活
動
ヤ

三
二

大
岩
作
次
郎

外
三
人

〃

右
四
人

〃

右
同
人
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七
日

八
日

帰
宅

静
岡
県
二
俣
町

午
後
二
時

午
前
十
前

活
動
ヤ

三
二

大
岩
作
次
郎

外
三
人

八
日

九
日

近
在

大
阪
市
住
吉
通
り
北
田
辺
町

一
七
五

社
員

三

一

長
町
義
次

午
後
六
時

午

前
八
時

日
本
電
力
魯
杜

九
日

十
日

近
在

明
穂
村

午
後
六
時

午
前
九
時

十
日

十

一
日

帰
宅

鎌
倉
材
木
座

午
後
五
時

午

前

八
時

十
日

十

一

日

近
在

大
阪
市
北
田
辺
町

一
七

〇

午
後
三
時

午
前

八
時

十
日

十

一
日

近
在

府
中
町

日
本
電
力
社
員

午
後
三
時

午
前
八
時

十

1
日

-
②

十
二
日

十
三
日

〝

明
穂
村

午
後
五
時

午
前

八時

太
物
商

三
四

小
林
金
重

三
六

斎
藤
正
三

ワ
カ

メ

六
〇

高
橋
太
吉

ヤ社
員

三

一

長
町
義
次

社
員

三
二

多
田
左

一

太
物
商

三

二

小
林
金
歪

二

六

小
林
袋
吉

十
三日

十
四

日

川
崎

〃

午後五
時

午
前

八
時

〃

右
同
人
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十
三
日

十
四
日

近
在

川
崎
市
宮
前
町

一
八

午
後
六
時
午
前七
時

十三
日

十

四

日

近
在

府
下
南
品
川
町
権
現
堂

二
二
三

午後九
時

午
前

八
時

十
四
日

十

五
日

〃

北
田
辺
町

一
七
五

午
後
六
時

午

前
十
時

十
七

日

十
八
日

近
在

富
山
市
柳
町

午
後
六

時
午
前
十
時

染
ヤ

〃

宗

一

吉
村
電

二
二

藤
枝
随
太
郎

気
工
場

社
員

三

一

長
町
義
次

lt
t..)

薬
ヤ

五

〇

高

橋

甚

四

郎

十
八
日

十九
日

近在
府
下
南
多
摩
郡
町
田
町
十
三

午
後
五
時

午前八
時

十
八
日

十

九
日

〟

富
山
市
柳
町

午
後
五
時

午
前
八
時

農
具
商

二
五

志
村
宗
正

ltL
<.,
I

薬
ヤ

五

〇
高

橋

甚

E
l郎

十
八
日

十
九
日

近
在

奈
良
蘇
高
市
郡
船
倉
村
字
市
ヶ
尾

薬
ヤ

二
四

竜
田
政
太
郎

午
後
三
時

午
前
八
時

1
三
〇

十
八
日

十

九日

近
在

同
高
市
郡
船
倉
村
松
山

一
九
〇

午
後
三
時

午

前
八時

1
九

同

幸
次
郎

共
ヤ

三
五

西
井
甚
歳

三

I

"

栄
次
郎
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十
九
日

二
十
日

〃

午
後
五
時

午
前
八
時

〃

右
四
人

十
九
日

二
十
日

近
在

品
川
青
物
横
町

武
蔵
屋
内

午
後
六
時

午
前
七
時

二
十
日

二
1
日

帰
宅

蒲
田
町
北
蒲
田

1
四
二

午
後
六
時

午
前
八
時

二
十
日

二
十

一
日

石
川

富
山
市
柳
町

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
E

二
十

一
日

近
在

大
坂
市
北
田
辺
町

一
七
五

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
日

二
十

1
日

近
在

明
穂
村

午
後
五
時

午
前
八
時

行
商

十
七

村
上
今
市

十
六

酒
本
甚
作

仁
寿

五

〇

宮
川
甚
太
郎

生
命
祉

薬
ヤ

五
〇

高
柳
甚
四
郎

社
員

三
二

長
町
我
次

太
物
商

三
八

飯
野
浜
平

二
十
二
日

二
十
111日

近
在

禰
田
町
北
蒲
田

一
四
二

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
二
日
二
十
三
日

帰
宅

浅
草
区
光
目
町

一
ノ
二

午
後
五
時
午
前
七
時

仁寿
五
〇

宮
川
甚
太
郎

生命
ポ
ン
プ

三
八

中
野
知
E
]郎

ヤ

三
八

石
川
米
吉
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二
十
六
日

二
十
七
日

近
在

浅
草
区
光
目
町

一
ノ
二

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
六
日

二
十
七
日

帰
宅

府
下
平
塚
町
小
山

一
〇
五

午
後
五
時

午
前
九
時

二
十
七
日

二
十
八
日

近
在

北
田
辺
町

一
七
五

午
後
五
時

午
前
八
時

〝

三
八

石
川
米
吉

鋸
ヤ

四
1
L

矢
ケ
崎
宗
吉

社
員

三
二

長
町
義
次

二
十
八
日

⑤

二
十
八
日

二
十
九
日

帰
宅

府
下
大
井
町
権
現
台
三
七
二
E
]

午
後
五
時

午

前
八
時

二
十
<
日

二
十
九
日

帰
宅

南
品
川
権
現
台

1
三
三

午
後
六
時

午
前
九
時

三
十

1
日

1
日

近
在

大
井
町

午
後
五
時

午
前
八
時

六
月

一
日

二
日

帰
宅

同

午
後
五
時

午
前
八
時

1
日

二
日

近
在

楠
樹
郡
鶴
見
町
市
場
四
十
二

午
後
四
時

午
前
八
時

蚊
帳
商

五

〇

深
滞
伊
三
郎

吉
村

二
二

藤
枝
随
太
郎

電
球

蚊
帳
商

五
〇

探
揮
伊
三
郎

〝

〃

右
同
人

洋
傘
商

五

〇

岸

朽
吉
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三
日

四
日

近
在

富
山
市
小
泉
町
四
三
七

午
後
五
時

午
前
八
時

三
日

四
日

近
在

東
京
神
田
区
姐
塚
町

午
後
五
時

午
前
八
時

三
日

四
日

府
中

北
田
辺
町

l
七
五

午
後
二
時

午
前
六
時

四
E

五
日

近
在

小
泉
町

午
後
六
時

午
後
八
時

六
日

七
日

近
在

浅
草
区
光
目
町

午
後
五
時

午
前
七
時

薬
ヤ

二
七

茂
住
正
春

菓
子
形

三
〇

渡
辺
松
太
郎

商社
員

三
二

長
町
義
次

薬
ヤ

二
七

茂
住
正
春

ポ

ン
プ

三
八

石
川
米
吉

ヤ

七
日

八
日

近
在

北
田
辺
町

午
後
五
時

午
前
八
時

七
日

八
日

近
在

鶴
間
村

午
後
六
時

午
前
九
時

九
日

十
日

川
和

君
津
郡
馬
来
田
村
直
里

午
後
五
時

午
前
八
時

社
員

三
二

長
町
義
次

鋳
掛
商

六

一

関
口
昔
吉

武
年
輩

二
≡
1
佐
藤
元
太
郎

蘭
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九
日

十
日

帰
宅

鶴
見
町
豊
岡
七
弐
九

午
後
三
時

午
前
八
時

十
日

十

一
日

近
在

北
田
辺
町

午
後
五
時

午
前
四
時

＼

社
員

二
五

川
中
大
吉

三
二

山
本
達
夫

社
員

三
二

長
町
残
次

十

一
日

十
二
日

近
在

神
奈
川
町
青
木
九
八
二

午
後
五
時

午
前
八
時

十

一
日

十
二

日

二
子

北
田
辺
町

午
後
五
時

午
前

八
時

十

一
日

十
二

日

近
在

光
目
町

一
ノ
一

午
後
六
時

午
前

八
時

十

二
日

十

三
日

近
在

神
奈
川
町
苗
木
九
八
二

午
後
五
時
午

前
八
時

十

二
日
-

⑤

十
四
日

十
五
H

近
在

北
田
辺
町

午
後
五
時

午
前
八
時

社
員

二
〇

福
田

茂

社
員

三
二

長
町
義
次

ポ

ン
プ

三
八

中
野
知
四
郎

ヤ

三
八

石
川
米
吉

社
員

二
〇

福
田

茂

社
員

三
二
長
町
義
次

十
四
日

十
五
日

近
在

神
奈
川
町
苗
木
九
八
二

午
後
五
時

午
前
八
時

社
員

二
〇

福
田

茂
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十五
日

十
六
日

近
在

北
千
住
町

午
後五
時

午
前
八
時

十六
日

十
七
日

近
在

北
田
辺
町

午後五
時

午
前
八
時

十
六
日

十
七
日

〝

神
奈
川
町
青
木
九
八
二
番

午
後
五
時

午
前
八
時

十

七日

十
八
日

〃

午

後五
時

午
前
八
時

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

社
員

三
二

長
町
義
次

外

一
人

〃

二
〇

福
田

茂

〃

右
同
人

十
八
日

十
九
日

近
在

百
木
町

午
後
二
時

午
前
八
時

十
九
日

二
十
日

近
在

〃

午
後
二
時

午
前
八
時

十
九
日

二
十
日

二
子

富
山
市
稲
荷
町

一
ノ
八
五

午
後
六
時

午
前
八
時

二
十

l
日

二
十
二
日

近
在

平
塚
町
中
山

一
〇
五

午
後
六
時

午
前
八
時

社
員

二
〇

福
田

茂

〃

〃

右
同
人

薬
ヤ

E
]三

乗

甚

一
郎

鋸
ヤ

四
二

矢
ケ
崎
嘉
吉
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二
十
三
日

二
十
四
日

近
在

青
木
町

午
後
五
時

午
前
八
時

社
員

二
〇

福
田

茂

二
十
四
日

二
十
五
日

近
在

〃

午
後
五
時

午
前
八
時

＼

二
十
五
日

二
十
六
日

〃

青
木
町

午
後
六
時

午
前
八
時

二
十
六
日

二
十
七
日

帰
宅

保
土
ケ
(谷
)町
下
岩
間

午
後
五
時

午
前
八
時

同

元
町

二
十
六
日

二
十
七
日

近
在

青
木
町

午
後
二
時

午
前
十
時

二
十
六
日

二
十
七
日

近
在

高
市
郡
白
檀
村
南
妙
法
寺

午
後
二
時

午
前
八
時

二
十
六
D]
⑤

〃

右
人

〃

右
同
人

炭
商

五
五

田
沢
友
吉

七

一

五
十
嵐
金
太
郎

社
員

二
〇

福
田

茂

薬
ヤ

二
〇

坂
本
由
太
郎

二
十
七
日

二
十
八
日

近
在

高
市
郡
南
妙
法
寺

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
七
日

二
十
八
日

近
在

富
山
市
柳
町

午
後
二
時

午
前
八
時

薬
業

四
八

川
西
栄
太
郎

二
〇

坂
本
由
太
郎

薬
ヤ

五
十

高
柳
甚
四
郎
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二
十
七
日

二
十
八
日

同

青
木
町

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
八
日

二
十
九
日

近
在

青
木
町

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
八
日

二
十
九
E]

"

南
妙
法
寺

午
後
五
時

午
前
八
時

社
員

二
〇

福
田

茂

〃

右
同
人

薬
ヤ

四
八

川
西
柴
太
郎

二
〇

坂
本
由
太
郎

二
十
九
日

三
十
日

〃

〃

午
後
五
時

午
前
八
時

七
月

1
日

二
日

帰
宅

践
章
区
光
tR
]町

午
後
五
時

午
前
八
時

一
日

二
日

近
在

青
木
町

午
後
五
時

午
前
八
時

二
日

三
日

〃

午
後
五
時

午
後
八
時

三
日

四
日

近
在

南
妙
法
寺

午
後
五
時

午
後
八
時

〃

〃

右
両
人

ポ

ン
プ

三
八

中
野
知
四
郎

ヤ

三
八

石
川
米
吉

社
員

二
〇

福
田

茂

〟

同

右
同
人

薬
ヤ

四
〇

川
西
栄
太
郎

二
〇

坂
本
由
太
郎



377 苅 2節 旅 鮒 と行細 入

三
日

四
日

帰
宅

滞
EB
町

午
後
六
時

午
前
八
時

三
日

四
日

近在沖H
木
町

午
後
二
時

午
前
十
時

＼

E
]
日

五
日

近
在

〝

午
後
五
時

午
前
八
時

四
日

五
日

"

繭
妙
法
寺

午
後

五
時

午
前
八
時

船
倉

五
日

六
日

小
杉

〃

午
後
五
時

午
前
八
時

社
員

五
〇

宮
川
甚
四
郎

社
員

二
〇

楠
田

茂

〃

右
同
人

薬
ヤ

四
八

川
西
栄
太
郎

二
〇

坂
本
由
太
郎

〃

〃

右
同
人

六
日

七
日

近
在

珊
田
町

午
後
五
時

午
前
八
時

六
日

七
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
八
時

七
日

八
日

〃

午
後
五
時

午
前
八
時

社
員

五
〇

宮
川
甚
四
郎

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

〃

右
同
人
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七
日

八
日

近
在

青
木
町

午
後
六
時

午
前
八
時

七
日

八
日

近
在

府
下
尾
久
町
下
屋
久

一
〇
九
九

午
後
六
時

午
前
八
時

社
且

二
〇

福
田

茂

薬
ヤ

四
三

松
井
留
吉

八
日

九
日

近
在

青
木
町

午
後
五
時

午
前
八
時

八
日

九
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
十
時

八
日

九
日

〝

在
ケ
塚

1
五
六

午
後
五
時

午
前
十
時

明
穂
村
E
I四
九

八
日
臨
検

⑤

九
日

十

日

近
在

市
場
四
二

午
後
三
時

午
前
八
時

九
日

十
日

〝

富
山
市
古
蝦
冶
町

午
後
三
時

午
前
八
時

社
員

二
〇

福
田

茂

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

太
物
商

三
五

小
林
直
垂

三
九

村
松
忠
勝

洋
傘
ヤ

五
〇

岸

橘
吉

薬
ヤ

四
八

安
井
忠
平

九
日

十
日

近
在

北
千
住
町

午
後
七
時

午
前
九
時

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎
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十
日

十

一
日

帰
宅

南
太(

田
)

一
〇

午
後
八
時

午
前
六
時

五
八

十

百

十

l
日

近
在

盲

鍛

冶

町

午

後

六
時

午
前
七
時

＼

十

一
日

十
二
日

〝

午
後
五
時

午
前
八
時

十
二
日

十
二
日

近
在

〃

午
後
五
時

午

前
八
時

竹
工

二 三 四
四 八 九

保 山 白
坂 崎 井
ヒ ツ 留

サ ル 吉

薬
ヤ

四
八

安
升
忠
平

〃

右

同

人

〃

右

同

人

十
二
日

十
三
日

近
在

古

暇

冶

町

午
後
五
時

午
前
八
時

十

三日

十
四
日

近
在

古

蝦

冶

町

午

後五
時

午
前八
時

十
四
日

十
五
日

〝

午
後
四
時

午
前

八
時

十
五
日

十
六
日

近
在

古

蝦

冶

町

午
後
六
時

午
前
八
時

菜
ヤ

四
八

安
井
忠
平

三
〇

山
崎

孝

同

同

右

両

人

〃

〃

右

両

人

薬
ヤ

四
八

安
井
忠
平

三
〇

山
崎

孝
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十
六
日

十
七
日

近
在

午
後
六
時

午
前
八
時

〃

右
両
人

十
七
日

十
八
日

近
在

古
暇
冶
町

午
後
三
時

午
前
七
時

十九
日

二
十
日

〃

〃

午
後五
時

午
前
八
時

十
九
日

二
十
日

近
在

北
千
住
町

午
後
六
時

午
前
八
時

二
十
日

二
十

1
日

近在古
鍛
冶
町

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
日

二
十

一
日

"

北
千
住
町

午
後
七
時

午
前
八
時

薬
ヤ

四

八安
井
忠
平

三

〇
外
一
人

薬
ヤ

四
八

安
井
忠
平

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

薬
ヤ

四
八

安井忠平

三
〇

外
一人

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

二
十

1
6

二
十
二
日

近在
古
蝦
冶
町

午
後
六
時

午
前
八
時

二
十
五
日

二
十
六
日

近
在

平
塚
町
小
山

一
五
〇

午
後
六
時

午
前
八
時

薬
ヤ

四
八

安
井
忠
平

鋸
ヤ

四
二

矢
ケ
崎
嘉
吉
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二
十
五
日

二
十
六
日

〝

下
尾
久
町

一
〇
九

一

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
七
日

二
十
八
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
十
時＼

二
十
八
日

二
十
九

日

〃

午
後
五
時

午
前
十
時

菜
ヤ

四
三

松
井
留
吉

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

〃

〃

右
同
人

二
十
九
百

三

十
日

近
在

横
浜
市
南
太
田
町

午
後
六
時

午

前
八
時

二
十
九
品

検

⑤

三

十日

三
十

1
日

小
杉

奈
良
蘇
吉
野
郡
天
川
村

午

後五
時

午
前
七
時

大
字
洞
川
四
八
八
ノ
三

八
月
二
日

三
日

近
在

市
場
四
二

午
後
五
時

午
前
七
時

三
日

四
日

帰
宅

〝

午
後
六
時

午
前
七
時

七
日

八
日

近
在

府
下
尾
久
町

一
二
九
九

午
後
五
時

午
前
八
時

竹

工

E
]九

白
井
留
吉

三
八

山
崎

ツ
ル

薬
ヤ

二
二

阪
口
実

一

洋
傘
ヤ

五
〇

岸

清
吉

〃

右
同
人

薬
ヤ

四
三

松
井
留
吉

外

一
人
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七
日

八
日

近
在

横
浜
市
蒔
田
町
五
三

一

午
後
六
時

午
前
八
時

金
魚
ヤ

三
七

伊
藤
FR
松

九
日

十
日

滞
在

東
京
市
芝
区
南
佐
久
間
町
二
ノ

一
四

俳
優

四
五

井
上

一
郎

午
後
八
時

午
前

十
日

十
1日

〃

午
後
二
時

午前

十
日

十

一
日

近
在

南
葛
城
郡
梅
原
式
三
五

午
後
三
時

午
前
八
時

十
日

十
一日

近
在

北
千
住
町

午
後
七
時

午
前八
時

-

臨
検

②

〃

右
同
人

薬
ヤ

三
〇

池
田
甚
蔵

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

十

一
日

十二
日

〝

〝

午
後
五
時

午
前
八
時

十

一
日

十
二
日

近
在

楢
原
二
三
五

午
後
六
時

午
前
八
時

十

一
日

十
二
日

滞
在

芝
区
南
佐
久
間
町

一
/
二
四

午
後
五
時

午
前
八
時

〃

右
同
人

英
ヤ

三
〇

池
田
甚
蔵

俳
優

四
五

井
上

一
郎
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十
二
日

十
三

日

〝

同

午
後
五
時

午
前

八
時

二
十
日

二
十

1
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
八
時

同

〃

同
人

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

二
十
日

二
十

1
日

近
在

尾
久
町
下
尾
久

1
〇
九

l

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
二
日

二
十
三
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
三
日

二
十
四
日

近
在

"

午
後
六
時

午
前
十
時

二
十
三
日

二
十
四
日

近
在

中
原
町
小
杉
三
〇
二
福
寿
笠

午
後
六
時

午
前
八
時

二
十
三
日

二
十
四
日

午
後
七
時

午
後
八
時

平
塚
町
中
山

一
五
〇

業
ヤ

四
三

松
井
留
吉

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

糸
ヤ

六
〇

右
同
人

時
計
店

三
五

青
木
米
次
郎

鋸
ヤ

四
二

矢
ケ
崎
嘉
吉

二
十
三
日

⑤

二
十
四
日

二
十
五
日

午
後
五
時

午
前
八
時

近
在

北
千
住
町

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎
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二
十
五
E
]

二
十
六
日

近
在

〝

午
後
五
時

午
前
八
時

三

十日
三
十

一
日

近在
神
奈
川
苗
木
町
苗
木
館

午

後五時
午
前
八
時

三
十
日

午
後
五
時

九
月

一
日

二
日

帰
宅

三
浦
郡
長
井
町
千
四
十
六

午
後
六
時

午
前
八
時

〃

右
同
人

安
来
節

二
九

関
沢
雅
吉

二
七

村岡
五
月

外
十
人

教員
三
〇

原
田
秀
吉

二
日

三
日

帰
宅

南
太
田
町

午
後
六
時

午
前
八
時

二
日

三
日

近
在

都
筑
郡
田
奈
村
恩
田

午
後
六
時

午
前
八
時

二
日

三
日

近
在

三
浦
郡
長
井
町
千

〇
四
六

午
後
八
時

午
前
九
時

二
日

三
日

近
在

西
葛
城
郡
明
野
村
豊
田

午
後
六
時

午
前
七
時

〇 六 四

仝 貰
缶 栄 ヒ
吉 害 す

鋳
掛
商

六
〇

関
水
音
吉

教
員
三

一

原
田
秀
吉

薬
ヤ

十
六

木
村
増
吉
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二
日

三
日

〝

神
奈
川
召
木
瀧
下
町
三
五
三
八

午
後
五
時

午
前
八
時

軍
人
ヤ

セ

ロ
ヤ

二

一

永
山
利
秋

三
日

四
日

近
在

尾
久
町

午
後
七
時

午
前

八
時

三
日
､

四
日

帰
宅

鶴
見
町
矢
向

午
後
六
時

午
前
八
時

七
日

八
日

近
在

京
都
市
九
条
中
館
町
九

午
後
五
時

午
前
八
時

七
日

八
日

近
在

大
井
町
権
現
台
三
七
二
四

午
後
五
時

午
前
九
時

八
日

九
日

帰
宅

京
都
市
九
条
中
絶
町

午
後
六
時

午
前
七
時

薬
ヤ

四
五

松
井
留
吉

バ
リ
カ

五
九

小
泉
菊
次
郎

ン
ヤ

染
物
商

二
五

中野
九

一

二
五

土
居

誌

蚊
張
店

五
〇

深
沢
伊
三
郎

染
物
商

二
五

中
野
九

一

二
五

土
居

吉

九
日

十
日

近
在

矢
向

午
後
五
時

午
前
八
時

九
日

十
日

〃

九
条
中
鱈
町

午
後
五
時

午
前
九
時

ハ
リ
カ

五
九

小
泉
菊
次
郎

ン
ヤ

染
物

二
五

中
野
九

一

二
五

土
居

吉
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十
日

十一日
近
在

中
原
町
小
杉
六
三
二

午
後
六
時

午前八時

古

臨
検

ス⑤

十

1
日

十
二

EI]
近
在

大
井
町
権
現
台

午
後
六
時

午
前
八
時

十
一日

十
二
日

近
在

高
座
郡
座
間
村

午後五
時

午
前
八
時

青
木
米
次
郎

五

同

玄
三

三

〃

麟

蚊
張
ヤ

五
〇

深
樺
伊
三
郎

等
ヤ

四
八

石
井
仙
太
郎

十

l
日

十
二
日

〃

大
井
町
滝
王
台
E
]四
二

一

午
後
五
時

午
前
八
時

十
二
日

十
三

日

近
在

矢
向

午
後
五
時

午
前

八
時

十
六
日

十
七
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
十
時

十
七
日

十
八
日

〝

同

午
後
五
時

午
前
十
時

十
七
日

滞
在

者
山
原
宿
二
二
四

午
後
五
時

蚊
張
商

四
三

小
川
在
代
造

ハ
リ
カ

五
九

小
泉
菊
次
郎

ン
ヤ

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

糸
ヤ

〃

右
同
人

興
行
人

二
七

高
橋
栄
治
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十
八
日

精
在

午
後
五
時

十
八
日

滞
在

午
後
五
時

東
大
久
保
四
三
二

府
下
原
宿
二
二
四

(野
か
)

十
九
日

二
十
日

近
在

山
梨
蘇
西
<
代
郡

富

里

村

E
]八

/&
後
五
時

午
前
八
時

十
九
日

二
十
日

近
在

奈
良
鯨
南
葛
城
郡
大
正
村

午
後
六
時

午
前
八
時

十
九
日

二
十
日

近
在

北
千
住
町

午
後
六
時

午
前
十
時

俳
優

二三
班
赫
健
三

〃

二
五

高
橋
糸
子

外
十
人

筋
商

二
八

佐
野
本
二

二
七

遠
藤
逸
作

薬
ヤ

二
1

山
本
信
繁

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

二
十
日

二
十

1
日

近
在

大
正
村

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
日

二
十

一
日

〃

大
井
町

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十

一
日

二
十
二
日

近
在

北
千
住
町

午
後
七
時

午
前
八
時

薬
ヤ

二
〇

山
本
信
繁

蚊
張
ヤ

深
滞
伊
三
郎

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎
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二
十

一
日

二
十
二
日

近
在

南
太
田
町
千
五
百

日
九

午
後
六
時

午
前
七
時

二
十
二
日

二
十
三
日

〃

午
後
六
時

午
前
六
時

竹
ヤ

ノ＼二 二二
〇 八 六

Ej 同 語
口 芳 ツ
ロ 造 ル

右
同
人

(逮
)

二
十
二
日

二
十
三
日

近
在

北
多
摩
郡
千

年

村

祖
師
ケ
谷

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
二
日

二
十
三
日

〝

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
十
時

二
十
四
日

二
十
五
日

〝

〝

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
六
日

二
十
七
日

帰
宅

大
森
不
入
斗

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
六
日

二
十
七
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
八
時

竹

工

六
四

横
山
庄
五
郎

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

〃

右
同
人

放
物
商

二
五

池
田
政
三

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

二
十
六
日

二
十
七
日

滞
在

神
奈
川
脊
木
瀧
下
町
三
二
三
八

午
後
五
時

午
前
八
時

メ
-
ヤ

二

一

永
山
利
秋

ス
ヤ
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二
十
七
日

二
十
八
日

〝

午
後
五
時

午
前
十
時

二
十
七
Dj

二
十
八
日

〝

午
後
五
時

午
前
八
時

北
千
住
町

二

十七
日

二
十
八
日

近
在

神
奈
川
二
ッ
谷
八
八
八

年後六
時

午
前
八
時

二十七日
検
閲
ス
⑤

二
十
八
日

二
十
九

日

〝

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
十
時

〃

右
同
人

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

陶
器

三
〇

前
田
留
吉

糸
ヤ

六

〇

大
谷
勝
次
郎

二
十
八
日

二
十
九
日

近
在

尾
久
町

一
〇
九
九

午
後
五
時

午
前
七
時

二
十
八
日

二
十
九
日

近
在

神
奈
川
二
ッ
谷
八
八
八

午
後
五
時

午
前
十
時

二
十
八
日

二
十
九
日

近
在

神
奈
川
苗
木
瀧
下
町
三
二
三
八

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
九
日

三
十
日

近
在

南
太
田
町
二
二
五
九

午
後
六
時

午
前
八
時

薬
ヤ

四
三

松
井
留
吉

陶
器
商

三
〇

前
田
留
吉

メ
-
ン

二

一

永
山
利
秋

ス
ヤ

竹
工

三
六

西
村
芳
造

三
八

同

ツ
ル
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同

三
十
日

帰
宅

平
塚
町
小
山

一
五
九

午
後
六
時

午
前
八
時

鋸
ヤ

四
二

矢
ケ
崎
嘉
害

三
十
日

一
日

近
在

南
太
田
町

午
後
六

時

午
前
八
時

十
月
三
日

四
日

近
在

清
国
上
海
大
東
門

1
七

午
後
五
時

午
前
八
時

三
日

四
日

帰
宅

神
奈
川
県
愛
甲
郡
厚
木
町
恩
田

午
後
五
時

午
前

八
時

四
日

五
日

近
在

西
八
代
郡
宮
野
村
E
I八

午
後

五
時

午
前
八
時

四
日

五
日

近
在

北
千
住
町

午
後
七
時

午
前
十
時

(西
村
か
)

竹
ヤ

三
八

中

村

ツ

ル

三
六

同

芳
造

雑
貨
商

二
三

彰
俊
興

二
三

呉
進
明

大
夫

五
〇

竹
本

一
二
三

筋
商

二
八

佐
藤
本
二

二
七

遠
藤
逸
作

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

五
日

六
日

近
在

北
千
住
町

午
後
七
時

午
前
八
時

五
日

六
日

近
在

西
八
代
郡
富
野
村
四
八

午
後
五
時

午
前
七
時

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

鯨
商

二
八

佐
藤
本
二

二
七

遠
藤
逸
作



六
日

七
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
八
時

七
日

八
日

〃

午
後
六
時

午
前
十
時

七
日

八
日

近
在

八
王
子
市
本
町
三
六

午
後
五
時

午

前

八
時

糸
ヤ

六

〇

大
谷
勝
次
郎

糸
ヤ

六
〇

右
同
人

バ
リ
カ

三
〇

古
見

啓

ン
ヤ
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八
Dj

九
日

近
在

大
崎
町
上
大
崎
四
三
六

午
後
五
時

午
前
十
時

八
日

九
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
十
時

九
日

十
日

近
在

同

午
後
五
時

午
前
八
時

(鼓
)

九
日

十
日

近
在

北
多
摩
郡
千

年

村

祖
師
ケ
谷

午
後
五
時

午
前
九
時

↑
-

検

⑤

十

1
H

十
二
日

帰
宅

神
奈
川
苗
木
町
瀧
木
三
二
三
八

午
後
五
時

午
前

八時

器
具
繭

三
〇

鈴
木
春
吉

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

糸
ヤ

六
〇
右
同
人

竹
工

六
五

焼
山
庄
五
郎

メ
リ
ン

二
五

永

山

利

秋

ス
ヤ
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十二日
十
三

Dj

近
在

上
海
大
乗
門
十
七
番
地

午後五時
午
前

八
時

十三日
十

四
日
帰
宅

同

午後五時
午

前
六
時

十三
日

十
E

]日

近
在

横
浜
市
南
太
田
町
二
二
五
九

午後五
時

午
前
八
時

十
四
日

十
五
日

近
在

〝

午
後
五
時

午
前
八
時

十五
日

十
六
日

近
在

〃

午後五
時

午
前
八
時

姓
貨
商

二
三

彰
俊
興

二
一

徐
手
樽

1
七

院
岩
進

〃

右

右
同
人

竹
工

三
六

西村芳
造

三
八

同
ツ

ル

〃

右
両
人

〃

〃

右
両
人

十五日

十
六

日

近
在

北
千
住
町

午後五
時

午
前
八
時

十
七
日

十八
日

〟

太
田
町

午
後
五
時

午前
九
時

十
九
日

二
十
日

近
在

〃

午
後
五
時

午
前
七
日

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

竹
工

三
六

西村

芳造

三
八

同

ツル

〃

右
同
人
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十
九
日

二
十
日

近
在

北
千
住
町

午
後
六
時

午
前
十
時

二
十
百

二
十

1
日

近
在

横
浜
市
山
吹
町

1
I
百
三
番
地

午
後
五
時

午
前
八
時

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

魚
商

三
五

大
雄
金
茄

二
十
日

二
十

一
日

帰
宅

西
八
代
郡
明
穂
村

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
日

二
十

1
日

近
在

南
太
田
町

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
日

二
十

一
日

近
在

神
奈
川
二
ッ
谷
八
八

午
後
五
時

午
前
七
時

二
十

一
E

二
十
二
日

〃

午
後
八
時

午
前
十
時

二
十
三
日

二
十
g
]臼

近
在

南
太
田
町

午
後
六
時

午
前
八
時

太
物
商

三
二

小
林
金
垂

竹
工

三
六

西村ツ
ル

三
八

同
芳
造

陶
器
商

三

六

前
EB
留
吉

外

一
人

〃

右
同
人

竹
工

三
六

西村
ツル

三
八

同
芳造

<
註

･
連
続
し
な
い
>
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七
日

八
日

近
在

明
穂
村

午
後
五
時

午
前
八
時

八
日

九
日

近
在

浅
草
区
光
目
町

一
ノ
二

午
後
六
時

午
前
八
時

八
日

九
日

"

市
外
大
井
町
龍
玉
子
四
五
五

一

午
後
六
時

午
前
七
時

八
日
臨
検

⑤

八
日

九
日

〝

明
穂
村

午
後
五
時

午
前
十
時

九
日

十
日

近
在

同

午
後
五
時

午
前
八
時

太
物
商

三
二

小
林
金
重

ポ

ン
プ

三
八

石
川
米
吉

商

三
八

中
野
知
四
郎

毛
布
商

四
四

赤
池
宗

一

太
物
商

三

六

斉
藤
正
三

〃

〃

右
同
人

九
日

十
日

近
在

浅
草
区
光
目
町

l
ノ
二

午
後
五
時

午
前
八
時

十
日

十

一
日

〝

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
八
時

十
一日

十
二
日

近
在

同

午
後五
時

午
前

八
時

ポ

ン
プ

三
八

石
川
米
吉

ヤ

三
八

中
野
知
四
郎

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

糸
ヤ

〃

右
同
人
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十

一
日

十
二

日

近
在

神
奈
川
桐
畑

午
後
五
時

午
前

八
時

十

1
日

十
二
日

"

南
葛
城
郡
大
正
村

午
後
五
時

午前十
時

社
員

三
二

永
井

知

二
九

橋
本
猿
広

薬
ヤ

二
l

山
本
信
繁

<
註

･
連
続
し
な
い
>

一
日

二
日

近在南
太
田
町

午
後
六
時

午
前
六
時

三
日

四
日

近
在

北
佐
久
郡
北
大
井
町

午
後

一
時

午
前

八
時

三
日

四
日

〝

北
佐
久
郡
協
和
村

午
後
十
時

午
前
十
時

四
日

五
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
八
時

五
日

六
日

〃

午
後
六
時

午
前
十
時

竹
工

二
六

保
坂
定
吉

二
E
l

同

ヒ
サ

周
旋
業

四
六

小
林
竹
松

E
:
/q
三

砥
石
丈
作

Mji

三
三

森

亀
太
郎

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

〃

右
同
人
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五
日

六

日

近
在

南
太
田
町

午
後
三
時

午
前

八
時

六
日

七
日

近
在

鋳
倉
材
木
座

午
後
六
時

午
前
八
時

六
日

七
日

〝

北
千
住
町

午
後
六
時

午
前
七
時

七
日

八
日

近
在

材
木
座

午
後
五
時

午
前
八
時

七
日

八
日

〝

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
十
時

竹

工

二
六

保
坂
定
吉

ワ
カ
メ

六
〇

高
橋
太
吉

ヤ糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

ワ
カ

メ

六
〇

高
橋
太
吉

ヤ糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

∧
註

･
連
続
し
な
い
>

十二
日

十

三

日

近
在

屋
久
町

二
二
一
二

午後五
時

午
前

八
時

十
三
日

十

四
日

〝

小
杉

午
後
六
時

午

前
八
時

黒
焼
商

五
五

米
沢
免
作

時
計
ヤ

三
五

曽
木
米
次
郎
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十
三
日

十四
日

近
在

府
下
原
町
田

l
二
三
五

午
後
五
時

午
前八
時

十
四

日

十
五

日

〃

午
後
六

時
午
前

八
時

二
十
三
日

二
十
四
日

近
在

奈
良
鯨
北
葛
城
郡
新
庄
町

午
後
五
時

午
前
八
時

空
樽
商

三
〇

飯
嶋
源
次

〃

右
同
人

薬
ヤ

二
三

西
川
彦
次
郎

二
十
三
日

二
十
E
]日

川
崎

富
山
市
新
番
地
六

午
後
五
時

午
前
七
時

二
十
四
日

二
十
五
日

近
在

府
下
平
塚
町
小
山

午
後
三
時

午
前
八
時

二
十
五
日

二
十
六
日

帰
宅

午
後
五
時

午
前
八
時

七
月

一
日

二
日

近
在

尾
久
町

午
後
五
時

午
前
八
時

二
日

三
日

近
在

富
山
市
柳
町

午
後
五
時

午
前
八
時

俳
侶
師

七
二

古
木
秋
月

鋸
ヤ

四
三

矢
ケ
崎
嘉
吉

〃

四
三

右
同
人

黒
焼
商

五
五

米
沢
免
作

薬
ヤ

五
〇

高
柳
甚
四
郎
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三
日

牛
後
五
時

午
前
八
時

近
在

富
山
市
千
石
町
三
八

薬
ヤ

五

〇安
井
忠
平

二
目

三
日

近
在

明
穂
村

午
後
六
時

午
前
十
時

三
日

四
日

近
在

〃

午
後
五
時

午
前
八
時

三
日

四
日

近
在

千
石
町
三
八

午
後
六
時

午
前
八
時

四
日

五
日

〃

午
後
六
時

午
前
七
時

袋 直 金
(i,Tl~･巾

〃

右
同
人

薬
ヤ

五
〇

安
井
思
平

〃

右
同
人

四
日

五
日

近
在

富
山
市
柳
町

午
後
六
時

午
前
八
時

五
日

六
日

近
在

千
石
町
三
八

午
後
五
時

午
前
八
時

六
日

七
日

〝

〝

午
後
五
時

午
前
八
時

英
ヤ

五
〇

高
柳
甚
四
郎

薬
ヤ

五

〇
安
井
忠
平

三

〇
山
崎

孝

薬
ヤ

〟

右
両
人
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七
日

八
日

〃

午
後
五
時

午
前
八
時

八
日

九
日

〝

千
石
町
三
八

午
後
五
時

午
前
八
時

薬
ヤ

〃

右
両
人

英
ヤ

五

〇
安
井
忠
平

三

〇
山
崎

孝

九
日

十
日

〃

午
後
五
時

午
前
八
時

九
日

十
日

近
在

尾
久
町

午
後
五
時

午
前
八
時

九
日

十
日

滞
在

都
田
村
川
和

午
後
六
時

午
前
七
時

十
日

十

一日

近
在

千
石
町
三
八

午
後
六
時

午
前

八

時

十
日

十

l
EI]

近
在

尾
久
町

午
後
五
時

午
前
八
時

〃

〃

右
両
人

黒
炊
商

五
五

米
沢
適
作

教
員

二
五

消
水
性

l

薬
ヤ

五

〇

安
井
忠
平

三

二

山
崎

孝

薬
ヤ

五
五

米
沢
逸
作

十
二
日

十

三日

近
在

南
葛
飾
郡
五
十
川
三
九
三

午
後
五
時

午

前八
時

詐
ヤ

五

七
松
原
常
吉



qJ8茸 宿 場 と IFI LIOO

十
二
日

十三
日

近
在

千
石
町
三
八

午
後
五時
午前八
時

十
三日

十

四

日

〝

午
後五
時

午
前

八
時

十
三日

十

四

日

近
在

神
田
区
鍛
冶
町
三
黒
や

午
後五
時

午
前

八
時

十
七
日

十
八
日

近
在

明
橡
村

牛
後
五
時

午
前
八
時

薬
ヤ

五
〇

安
井
忠
平

五
〇

安
井
忠
平

三
二

山
崎

孝

胎
写
商

三
七
久
田
仙
太
郎

太
物
簡

三
五

斉
藤
正
三

三
五

小
林
直
証

十
八
日

十
九
日

近
在

同

午
後
五
時

午
前
八
時

十
九
日

二
十
日

〃

同

午後
五
時

午
前
八
時

二
十
日

二
十

一
日

〃

西
八
代
郡
市
川
大
関
町
二
二
九

午
後
六
時

午
前
八
時

二
十

一
日

二
十
二
日

近
在

八
王
子
市
横
山
町
三
八

午
後
五
時

午
前
八
時

太
物
商

三
五

小
林
金
頚

八二五五

同同最
豊袋金直
吉吉垂垂

紙
商

E
l五

一
之
瀬
省
三

乾
物
蘭

三
五

長
谷
川
大
次
郎



ノ
/

二
十

一
日

二
十
二
日

近
在

神
奈
川
青
木
壷
下
町
三
五
五
八

午
後
六
時

午
前
八
時

軍
人
ヤ

二
五

石
原
辰
次
郎

L
〓
i
')

二
十
三
日

二
十
四
日

近在
富

山

市

上

新

川
郡
東
岩
船

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
三
日

二
十
四
日

近
在

須
賀
町

近
満
堂

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
三
日

二
十
四
日

帰
宅

神
祭
川
背
木
蓋
下
三
五
五
八

午
後
五
時

午
前
十
時

㊨
二
十
四
日

二
十
五
日

滞
在

=]且多
摩
郡
淀
橋
町
相
木
四
六

午
後
二
時

午
前
八
時

二
十
五
日

二
十
六
日

〝

同

午
後
四
時

午
前
八
時

薬
ヤ

二
〇

種

健
二

筆
墨
商

二
三

池
田
英
明

軍
人
ヤ

二

六
石
原
辰
次
郎

外

一
人

呉
服
商

′′ 三 三 四
八 三 二

右 立 深 河
三 川 野 辺
人 平 最 遠

二 一 歳

401 第 2節 旅 Qr-1と行 商 人

<
註

･
連
続
し
な
い
>

十
五

日

十
六

日

〃

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前

八
時
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十
五
日
十

六

日

近
在

材
木
座

午
後
五時
午
前

八
時

十五日
十

六

日

近
在

長
野
願
北
佐
久
郡
北
大
井
村
柏
木

午後六
時
午
前

八
時

十
五
u]

十
六
日

近
在

北
佐
久
耶
岸
野
村
四
四
七

午
後
五
時

午
前
八
時

十
五
日

十

六

日

帰
宅

長
野
鯨
小
形
郡
政
野
村
板
谷

午
後
九
時

午
前

八
時

ワ
カ

メ

二
六

前
橋
徳
蔵

ヤ

一

六

諸
山
金
吾
次
弟

諸
山

勇

周
旋
人

三
〇

軸
か
三
平

同

五
三

上
田
男
也

十
八
日

十
九
日

近
在

明
穂
村

午
後
五
時

午
前
十
時

十
八
日

十

九
日

〃

同

午
披
五
時

午

前
十

時

十
八
日

十
九
日

近
在

府
下
碑
文
谷
村
砕
谷

二
二
二

〇

午
後
四
時

午
前
八
時

十
九
日

二
十
日

帰
宅

同

午
後
五
時

午
前
八
時

太
物
商

三
二

小
林
金
蛮

二
八

同

袋
吉

同

三
六

小
林
直
垂

三
八

飯
野
浜
平

金
物
商

二六
日
戸
民
三

〃

右
同
人
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十
九
日

二
十
日

近
在

北
千
住
町

午
後
六
時

午
前
八
時

糸
ヤ

六

〇

大
谷
勝
次
郎

<
註

･
連
続
し
な
い
>

十
二
日

十
三
日

近
在

北
佐
久
郡
北
大
井
村

午
後
五
時

午
前
十
時

十
二
日

十
三
日

〃

明
粗
相

午
後
五
時

午
前
八
時

十
二
日

十
三
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
八
時

十
二
日

十
三

日

近
在

材
木
座

午
後
五
時

午
前

八
時

十
二
日
十
三
日

帰
宅

平
塚
町
小
山

l
〇
五

午
後
五時
午
前
八
時

周
旋
業

凹
六

小
林
竹
松

朋
三

砥
石
丈
助

太
物
商

三
四

小
林

金
頚

三
六

斉
藤

正
三

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

ワ
カ
メ

二
八
高
橋
徳
蔵

ヤ鋸
ヤ

四
四

矢
ケ
崎
完
吉

十
三
日

十

四

日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前

八
時

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎
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十三
日

十

四日

〝

明
穂
村

午後五
時

午

前
八時

十
三日

十

El日

〝

北
佐
久
郡
北
大
井
村

午
後五
時

午

前
十
時

十
三
日

十
四

日

近
在

材
木
座

午
後
五
時

午
前

十
時

十
四
日

十
五
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
十
時

太
物
商

三
四

小
林
金
重

三
六

斉
藤
正
三

周
旋
業

四
六

小
林
竹
松

四
三

砥
石
丈
助

ワ

カ

メ

二
八

高
橋
徳
蔵

ヤ糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

∧
註

･
連
続
し
な
い
>

六
日

七
日

〝

山
吹
町

一
ノ
七

午
後
五
時

午
前
七
時

七
日

八
日

近
在

〝

午
後
五
時

午

前

八
時

七
日

八
日

帰
宅

市
外
大
井
町
六
百
四
十
二

午
後
七
時

午
前
八
時

魚
商

三
七

加
藤
留
吉

〃

右
同
人

電
気
商

二
六

鈴
木
五
郎
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七
日

八
日

帰
宅

山
内
村
荏
田

午
後
七
時

午
前
八
時

九
日

十
日

近
在

明
穂
村

午
後
五
時

午
前
八
時

器
機
商

三
五

佐

藤

熊

吉

外

一
人

太
物
商

小
林
金
重

岡

袋
吉

九
日

十
日

近
在

明
穂
村

午
後
五
時

午
前
八
時

九
日

十
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
十
時

十
日

十

一
日

近
在

〃

午
後
五
時

午
前
八
時

十
日

十

一
日

〝

西
八
代
郡
明
穂
村

午
後
五
時

午
前
八
時

十

lDj

十
二

日

近
在

北
千
住
町

午

後
五
時

午
前

八
時

太
物
商

三
五

小
林
直
重

三
六

斉
藤
正
三

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

〝

〃

右
同
人

太
物
商

六 六 五

同 尖
袋 金 直
.I;tJltl-Ll

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

十

l
Dj

十
二

日

近
在

府
下
EI]黒
町

l
二
二
六

午
後
五
時

午
前

八
時

毛
布
商

三
石

古
川
太
郎

二
三

土
屋
幸
蔵
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十
二
日

十
三

H
近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前

十時

十三
日

十

四

日
近
在

座
間
村

午
後
五
時

午前八
時

十三日
十

四日

近
在

南
品
川
権
現
堂

一
三
三

午後六
時
午

前十時

十
四日

十

五
日
近
在

府
下
目
黒
町

一
一

六

三

午後六
時
午

前
十
時

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

筆
ヤ

五
〇

石
井
仙
太
郎

吉
村

二
三

藤
枝
随
太
郎

電
気

毛
布
簡

三
五

酒
井
卯
松

三
八

石
原
福

一
郎

十
六
日

十
七

日

近
在

富
山
市
柳
町

午
後
五
時

午
前

八
時

十
七
日

十

八
日

二
子

午
後
五
時

午

前
八
時

十

七
日

十

八日
近
在

南
品
川
権
現
堂

午

後
四
時

午

前八時

十
七
日

十
八
日

帰
宅

下
尾
久
町

一
〇
九
九

午
後
六
時

午
前
七
時

業
ヤ

五

〇

高
柳
甚
四
郎

〃

右
同
人

電
気
商

二
二

藤
枝
随
太
郎

薬
ヤ

四
三

松
井
留
吉
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十
八
日

十
九
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
八
時

糸
ヤ

六

〇

大
谷
勝
次
郎

二
十
二
日

二
十
三
日

近
在

中
巨
摩
郡
西
野
村
二
八
六
四

年
後
方
時

午
前
八
時

二
十
三
日

二
十
四
日

近
在

東
京
麹
町
区
有
楽
町
三
ノ
1

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
七
日

二
十
八
日

近
在

南
妙
法
寺
舟
倉

牛
後
五
帖

午
前
七
時

二
十
八
日

二
十
九
日

〃

午
後
五
時

午
前
七
時

二
十
八
日

二
十
九
日

二
千

･):3山
市
柳
町

午
後
五
時

午
前
七
時

外
套
商

三
五

鶴
m
文
三

鋳
掛
職

二
二

岡
崎
正
市

薬
ヤ

二 二 四
〇〇 八

川
西
栄
太
郎

坂
本
由
太
郎

小
幡

登

右
同
人

薬
ヤ

五
〇

高
柳
甚
四
郎

二
十
九
円

三
卜
日

近
在

巾
外
池
袋
町
1
二

六
番
地

牛
後
五
時

午
前
八
時

三
十

日

三
十

一
日

〃

〃

午
後
五
時
午
前
八
時

鯨
商

二〇

望
月
制
作

二
g]
赤
池

寿

〃

〃

右
同
人
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三
十

日
三
十

一
日

近
在

船
倉

午
後

六
時
午
前
八
時

三
十
日

三
十

一
日

〃

富
山
市
柳
町

午

後
五
時

午
前
八
時

三
十

一
日

一
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
十
時

薬
ヤ

四
八

川
西
栄
太
郎

二
二

坂
本
由
太
郎

小
幡

登

薬
ヤ

五

〇

高
柳
甚
凹
郎

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

昭
和
二
年

一
月

一
日

二
日

近
在

〃

午
後
五
時

午
前
八
時

一
日

二
日

原
町

府
下
大
島
町
五

〇
二
八

午
後
五
時

午
前
八
時

田

二
日

三
日

近
在

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
八
時

三
日

凶

日

〟

午
後
五
時

午
前

八
時

三
日

四
日

川
崎

明
穂
村

午
後
五
時

午
前
八
時

〃

右
同
人

土
木
謂

三
〇

川
本
H

l

負
繭

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

〃

右
同
人

太

物

蘭

三
石

小
林
金
頚

二
五

同

袋
吉

三
六

小
林
直
読
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四
日

五
日

近
在

藤
井

午
後
五
時

午
前
八
時

E
]
日

五
日

近
在

地
袋
町
二
二
六
番
地

午
後
五
時

午
前
九
時

五
日

六
日

近
在

午
後
五
時

午
前
八
時

五
日

六
日

近
在

尾
久
町

1
〇
九
九

午
後
五
時

午
前
八
時

六
日

七
日

〝

池
袋
町

午
後
六
時

午
前
八
時

薬
ヤ

二
〇

坂
本
由
太
郎

一七

小
幡

登

締
商

三
1

望
月
利
作

二
五

赤
池

寿

〃

右
同
人

其
ヤ

四
五

松
井
留
吉

簡
ヤ

三
一

望
月
制
作

二
五

赤
池

寿

六
日

七
日

近
在

藤
井

午
後
五
時

午
前
八
時

七
日

八
日

近
在

〝

午
後
五
時

午
前
八
時

七
日

八
日

近
在

池
袋
町

午
後
五
時

午
前
八
時

薬
ヤ

二
〇

坂
本
由
太
郎

一七

小
幡

登

〟

〃

右
両
人

筋
商

二

1

望
月
利
作

二
五

赤
池

寿
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十
日

十

一
日

近
在

明
穂
村

午
後
五
時

午
前

八
時

十
日

十

一
日

近
在

府
下
吾
嬬
町
請
地
四
五
八

午
後
六
時

午
前
八
時

太
物
商

三
五

小
林
直
重

萄
宜
ヤ

凹
三

黒
川
友
松

十

一
日

十

二
日

近
在

明
穂
村

午
後
五
時

午
前

八
時

十

四日

十
五
日

近
在

地
袋
町
二
二
六
番
地

午

後六
時

午
前
八
時

十
五
日

十
六
日

〝

大
井
町
権
現
堂

午
後
六
時

午
前
十
時

十
七
H

十
八
日

近
在

富
山
市
千
石
町
三
八

午
後
五
時

午
前
八
時

十
八
日

十

九
日

〝

午
後
五
時

午

前
八
時

太
物
商

三
五

小
林
直
垂

飾
商

三
二

望
月
利
作

二
六

赤
池

寿

電
気
商

二
二

藤
枝
随
太
郎

薬

ヤ

凹

九

安
井
忠
平

四
九

安
井
忠
平

∧
註

･
無
記
入
用
紙
二
頁
あ
り
>
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十
八
日

十九
日

近
在

北
佐
久
郡
小
諸
町
九
三
八

午
後
五
時

午
前八
時

十

九
日

二
十
日

近
在

北
千
住
町

午

後五
時

午
前
十
時

十九
日

二
十
日

〃

浦
和
町

午
後五
時

午
前
十
時

二

十
日

二
十

一
日

〃

午

後
五
時

午
前
十
時

二
十
日

二
十

1
日

近
在

北
千
住
叫

乍
後
三
時

午
前
十
時

周
旋
業

四
〇
小
平
笥
志
郎

三

〇
馴
合
三
平

糸
ヤ

六
〇

人
芥
臓
次
郎

農
兵
商

三
六

鈴
木
寿
吉

二
八

･日
木

お

1
八

汁H
木

寿

糸
ヤ

六
〇

人
右
脇
次
郎

二
十

一
日

二
十
二
日

近
在

北
千
住
町

午
後
六
時

午
前
八
時

二
十

1
日

二
十
二
日

小
杉

一‥川
座
郡
座
間
村

午
後
二
時

午
前
八
時

二
十

1
日

二
十
二
日

近
在

山
梨
鯨
中
巨
摩
郡
豊
村
九
四
七

午
後
五
時

午
前
八
時

〝

〃

右
同
人

苛
ヤ

四

八
石
井
仙
太
郎

金
物
商

四
三

名
取
熊
生

三
九

鶴
田
市
太
郎
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二
十
二
日

二
十
三
日

近
在

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
二
日

二
十
三
日

〃

北
千
住
町

午
後
五
時

午
前
八
時

〃

右
同
人

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

二
十
二
日

二
十
三
日

近
在

山
梨
保
中
巨
摩
郡
在
ケ
塚
村

l
八
二

太
物
商

三
六

斉
藤
正
三

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
三
日

二
十
四
日

〝

午
後
三
時

午
前
八
時

二
十
三
日

二
十
四
日

〃

浦
和
町

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
四
日

⑤

二
十
四
日

二
十
五
日

近
在

在
ケ
塚
村

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十

四
日

二
十
五
日

〝

北
千
住
町

午

後

五
時

午
前
十
時

〃

〃

右
同
人

怨
具
商

二
八

鈴
木

寿

太
物
商

三

六

斉
藤
正
三

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

二
十
五
日

二
十
六
日

近
在

北
千
住
町

午
後
六
時

午
前
八
時

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎
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二
十
五
日

二
十
六
日

近
在

高
座
郡
平
塚
町
仲
通

午
後
五
時

午
前
八
時

四
ノ
千
三
百
五
十
八

二
十
八
日

二
十
九
日

近
在

横
須
賀
市
公
郷
町
二
三
九

1

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
八
日

二
十
九
日

帰
宅

僻
谷
千
九
百
五
十
弐

午
後
六
時

午
前
八
時

二
十
八
日

二
十
九
日

近
在

在
ケ
塚
村

午
後
三
時

午
前
八
時

蚊
張
商

四

〇

丹
羽
善
助

海
産
商

五

〇
中
込
長
十
郎

凹

○
近
藤
佐
太
郎

責
薬
商

五
凹

安
藤

達

太
物
商

二
五

村
松
由
太
郎

三
六

井
藤
正
三

<
証

･
迎
銑
し
な
い
>

二
十

一
日

二
十
二
日

〃

午
後
六
時

午
前
八
時

㊨
二
十
二
日

二
十
三
日

〝

午
後
六
時

午
前
七
時

二
十
四
日

二
十
五
日

嬬
宅

小
山
町

午
後
六
時

午
前
八
時

〃

右
両
人

〝

〃

iS
両
人

鋸
ヤ

四
二

矢
ケ
崎
謡
占
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ニ
ト
五
日

二
十
六
H

近
在

横
浜
市
尾
上
町

1
ノ
十

l

午
後
五
時

午
前
八
時

新
井
商
店

二
十
五
日

1十
六
日

近
在

尾
久
町

1
〇
九
九

午
後
五
時

午
前
八
時

二
十
五
日

二
十
しハ
R

i;J
在

根
岸
町
三

〇
六
l

午
後
五
時

午
前
八
時

HH
合
商

三

八
安
斉
時
次
郎

四

七
佐
相
宗
太
郎

F
li
焼
摘

凹
二

松
井
留
吉

百
A
日
商

四
八

LP
川

升次

凹
石

加
川

福松

□
□

□
□

□□

∧
証

･
迎
統
し
な
い
.
上
記
六
組
の
記
録
は
は
さ
み
こ
ま
れ
て
い
る
｡
四
親
分
を
欠
損
す
る
O
>

十
五
年

近
在

長
野
南
佐
久
郡
大
升
村
三
治
七

:=ji

一
月

二
十
七
日

二
十
八
□

午
後
三
時

午
前
十
時

二
十
七
日

二
十
八
日

近
在

午
故
三
時

午
前
十
時

ニ

ト
七
日

二
十
八
日

〝

午
後
三
時

午
前
十
時

二
十
七
口

1
1-
八
日

近
在

在
ケ
塚

午
後
五
時

午
前
八
時

二
七

小
林
幸
十

二
〇

品
桶
良
作

三

〇

朝
倉
ll:午

四

五

小
林
竹
松

四
二
l

砥
石
文
治

四
七

山
的
束
次
郎

毛
布
踊

凹

1

範
旧
文
政
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二
十
吉

検
閲

ス
⑤

二
十
七
日

二
十
八
日

午
後
五
時

午
前
八
時

蛇
久
保

鞄
簡

lll五

石
黒
北
吉

二
十
八
日

二
十
九
日

近
在

南
佐
久
郡

午
後
三
時

午
前
八
時

二
十
八
日

二
十
九
日

近
在

城
郷
村
六
角
橋
七
五

午
後
五
時

午
前
八
時

十
l
八
日

二
十
九
日

近
在

須
賀
町

近
満
堂

午
後
五
時

午
前
八
時

抱
商

三 二 四 四
五 七 三 五

小 小 破 小
野 林 石 林
文 章 文 1/]
冶 十 治 松

箪
ヤ

二
二

池
Fj
美
明

二
十
八
日

二
十
九
日

〝

静
岡
鴨
磐
肘
郡
二
俣
町
西
id
二
五

活
動

三
三

大
岩
作
次
郎

午
後
八
時

午
前
八
時

二
十
九
日

午
前
八
時

三
七

同

は
る

弁
士

l九
石
川
臨
太
郎

二
十
八
日

二
十
九
日

〃

明

租

村

年
後
六
時

午
前
九
時

二
九
日

三
十
日

近
在

明
穂
村

午
後
六
時

午
前
十
時

太
物
商

三
二

小林金
重

二
八

同
袋

吉

三
六

同直
亜

太
物
商

三
二

小林金
亜

二
八

同

袋
吉

三
六

同

直
垂
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二
十
九
日

三
十

日

近
在

在
ケ
塚
村

午
後
五
時

午
前

九
時

二
十
九
日

三
十
日

近
在

山
梨
鯨
東
山
梨
郡
松
里
村
三
五
<

午
後
六
時

午
前
八
時

二
十
九
日

三

十日
近
在

北
千
住
町
三
丁
目
六
十

一

午
後
八
時

午

前十時

大
谷
長
吉
方

〇 五 六

斉
穣
正
三

村
松
由
太
郎

小
林
豊

一

研
職

四
五

小
倉
忠
治

糸
ヤ

六
〇

大
谷
勝
次
郎

三
十
日

三
十

一
日

近
在

大
井
村

午
後

t
時

午
前
八
時

長
野
鯨
北
佐
久
郡
協
和
村
三
四
九

1

三

十
日
三
十

1
日

〝

北
千
住
町

午

後
六
時
午
前
八
時

三
十
日

三
十

l
日

近
在

芝
区
三
Eg
松
坂
町
五
十

l

午

後
五
時

午
前
八
時

三
十

1
日

一
日

近
在

南
太
田
町

牛
後
五
時

午
前
八
時

四
月

1
日

二
日

帰
宅

麻
布
新
崩
町
六

午
後
六
時

午
前
八
時

周
旋
人

小
林
竹
松

二
六

奥
山
万
戚

石
八

･局
桁
て
つ

糸
ヤ

六

〇

大
谷
勝
次
郎

外
套
商

四
五

藤
巻
留
吉

竹
工

二
六

保
坂
定
吉

二
四

同

ヒ
サ

外
二
人

外
套
繭

二
八

古
屋
耗

1
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三

宿
帳

に
み
え
る
行
商
人

こ
の
宿
帳
に
登
場
す
る
宿
泊
人
を
､
宿
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
職
種
に
し
た
が
い
､
分
叛
す
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
る
｡

衣
服

糸
ヤ
･
太
物
商

･
染
ヤ

(染
物
商
)

･
メ
リ
ン
ス
ヤ

(
メ
-
ヤ
ス
商
)

･
呉
服
商

･
外
蟹
商

･
抱

商

･
洋
傘
商

･
パ
-
カ
ン
ヤ

九
種

食
事

魚
商

･
ワ
カ
メ
ヤ
･
海
産
物

･
乾
物
商

･
読
物
商

･
菓
子
形
商

･
空
相
商

･
陶
器
簡

･
鍋
ヤ
･
金

物
商

･
鋳
掛
商

･
雑
貨
蘭

･
奄
且
ヤ
･
セ
ロ
ヤ

(
セ
イ
ロ
ヤ
･
軍
人
ヤ
)

十
四
柾

住
居

ポ
ン
プ
ヤ

(ポ
ン
プ
:価
)

･
蚊
張
ヤ

(蚊
張
商
)

･
毛
布
商

･
紙
商

･
稚
気
胸

五
和

生
業

竹
工

･
炭
商

･
;L
X具
簡

･
器
機
商

(器
具
商
)

･
締
商

･
鋸
ヤ
･
研
職

･
百
合
桐

八
戚

芸
能

弁
士

(活
動
ヤ
)

･
俳
優

(興
行
人
)

･
安
来
節

･
大
夫

･
俳

旧
師

五
種

民

俗

知

識

薬
ヤ

(薬
商
)

･
黒
焼
商

･
筆
墨
商

(筆
ヤ
)

･
万
年
筆
商

･
時
計
商

(時
計
店
)

･
胎
写
簡

･

金
魚
ヤ

七
種

そ
の
他

教
員

･
社
員

･
仁
寿
生
命

･
旗

･
土
木
請
負
兼

･
周
旋
人

(周
旋
光
)

∴
E
袖

･
不
詳

八
郁

こ
れ
ら
の
各
峨
種
を
単
位
に
L
t
各
行
商
人
が
投
宿
し
た
月
日
を
整
理
し
､
図
表
化
す
る
と
､
宿
帳
の
下
に

示
し
た
図
の
よ
う
に
な
り
'
行
商
人
の
季
節
的
な
動
き
が
知
ら
れ
る
｡
こ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
､
何
種
頬
か
の

商
の
様
子
を
と
ら
え
て
み
る
｡
な
お
こ
の
図
の
作
製
に
あ
た
っ
て
は
､
前
述
し
た
と
お
り
宿
帳
に
あ
る
職
種
名

称
に
し
た
が
っ
た
た
め
'
個
人
に
よ
っ
て
は
二
つ
の
職
種
に
名
を
連
ね
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
へ
と
ち
ら
か

一

方
に
'
あ
え
て
優
先
さ
せ
る
と
い
う
閑
雅
は
避
け
た
の
で
'
お
ふ
-
み
願
い
た
い
｡

糸
ヤ

当
地
の
養
蚕
は
､
明
治
初
期
に
は
じ
ま
り
大
正
末
年
か
ら
昭
和
二
～
三
年
ご
ろ
を
そ
の
終
駕
期
と
し
､
そ

の

間
の
養
蚕
は
ハ
ル
Tl
･
7
キ
ゴ
を
お
こ
な
い
'
出
荷
に
あ
た
っ
て
は
生
糸
で
は
な
-
'
繭
そ
の
も
の
を
出
荷

し

て
い
た
｡
こ
の
宿
帳
に
唯

1
登
場
す
る
糸
ヤ
の
大
谷
勝
次
郎
は
山
梨
の
人
で
､
北
千
住
町
三
-
六
十

1
の
大
谷
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長
吉
方
に
寄
宿
し
な
が
ら
当
地
に
は
い
り
､
当
館
に
宿
を
と
り
､
近
在
の
=出
家
が
座
し
た
曲
を
州H
い
つ
け
る
商

人
で
あ
っ
た
｡
彼
の
お
と
ず
れ
た
年
代
は
､
そ
の
終
R
?期
に
あ
た
る
も
の
の
'
宿
泊
口
数
を
月
単
位
に
み
る
と
､

1
様
に
七
日
間
前
後
で
t
L
か
ら
上
族
期
以
外
の
月
に
も
お
よ
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
､
彼
は

一
般
に
い
う
'
屈
曲
に
属
す
る
繭
を
小
量
単
位
に
買
い
つ
け
る
商
人
で
あ
っ
た
た
め
､

1
年
中
へ
繭
を
求
め
て

歩
く
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
と
さ
れ
'
大
き
な
風
呂
敷
を
も

っ
て
宿
を
出
る
と
'
夕
方
に
は
そ
れ
に
繭
を
包
み
､

背
負

っ
て
帰

っ
て
-
る
と
い
う
姿
で
あ

っ
た
｡
そ
の
繭
は
､
玄
関
の
土
間
を

つ
か
っ
て
整
即
さ
れ
､
あ
る

一
定

の
虫
に
達
す
る
と
梱
包
さ
れ
､
当
館
の
近
く
に
あ

っ
た
荷
役
の
副
柴
を
し
て
い
る
出
家
に
焔
み
､
横
浜
線
の

小
机
駅
へ
選
ば
せ
て
い
た
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
.

太
物
商

普
段
眉

･
仕
郡
着
の
素
材
と
な
る
締
結
物
を
中
心
に
商

っ
た
太
物
商
人
は
'
山
梨
の
人
び
と
で
､
同
族
あ
る

い
は
他
縁
者
ニ
ー
三
人
で
組
を
作
り
､
紙
物
を
入
れ
た
行
李
を
背
負
い
な
が
ら
の
i;
商
で
あ
っ
た
｡
商
品
が
売

れ
､
品
数
が
少

な
く
な
る
と
､
仲
間
の

一
人
が
必
要
塾
の
品
を
と
り
に
帰

っ
て
い
た
と
い
う
｡
ま
た
彼
ら
は
=L
Z

閑
期
に
お
と
ず
れ
て
お
り
'
山
梨
で
は
そ
れ
な
り
の
野
良
仕
事
を
お
こ
な
い
'
自
分
た
ち
の
出
閑
期
に
､
こ
の

太
物
の
行
商
を
お
こ
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

昭
和
十
年
代
で
､
綿
績
物
は
反
七
～
八
円
'
絹
織
物
は
反
三
十
～
五
十
円
､
緒
仙
は
反
二
十
円
は
と
で
商
わ

れ
て
い
た
｡

外
套
商
と
洋
傘
南

外
杢
商
は
'
二
重
B
]L
や
筒
袖
の
刺
riな

ど
を
商

っ
て
い
た
.
洋
傘
商
は
煽
幅
傘
の
販
売
と
修
鎚
で
あ
っ
た
o

こ
れ
ら
は
と
も
に
､
冬
季

･
雨
季
と
い
う
季
節
に
応
じ
た
商
で
'
嗣
占
は
正
月
に
､
後
者
は
六

･
七

･
八
月
に

お
と
ず
れ
て
い
る
｡

バ
リ
カ
ン
ヤ

バ
リ
カ
ン
ヤ
は
､
バ
リ
カ
ン
を
各
農
家
に
商

っ
て
歩
き
'
と
き
に
は
修
即
し
て
い
っ
た
o
出
家
で
は
と
こ
の
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家
も

1
様
に
バ
リ
カ
ン
t
台
を
常
備
し
､
庭
先
な
ど
で
散
髪
し
て
い
た
｡

海
産
物
商
と
金
物
商

海
産
物
短
を
商

っ
た
行
商
人
は
､
魚
商

･
ワ
カ
メ
ヤ

･
海
産
物

･
乾
物
商
な
ど
に
分
け
て
記
入
さ
れ
て
い
る
.

そ
れ
ら
の
商
人
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
､
保
存
の
き
く
商
品
､
た
と
え
ば
'
塩
鮭

･
ワ
カ
メ

･
7
ラ
メ
･

コ
ン
プ
な
ど
を
商

っ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
こ
れ
に
た
い
し
て
'
近
海
物
を
売
り
さ
ば
く
商
人
は
､
日
帰
り
の
商

で
､
神
奈
川
子
安
の
魚
屋
な
ど
が
入

っ
て
い
た
o

iLq
物
商
､
菓
子
の
形
を
商
う
商
人
が
宿
泊
し
､
さ
ら
に
は
食
関
係
の
雑
器
や
'
そ
れ
を
修
理
す
る
商
人
へ
空

樽
商

･
陶
器
商

･
鍋
ヤ

･
金
物
商

･
鋳
掛
商

･
椎
貨
商

･
笹
宜
ヤ
な
と
が
宿
泊
し
た
.

こ
れ
ら
の
う
ち
の
二
'
三
の
内
容
を
み
る
と
､
鍋
ヤ
･U
金
物
商
は
同

一
で
､
台
所
の
柳
淵
規
を
あ
つ
か
っ
て

い
た
｡
商
品
に
重
虫
が
あ
る
た
め
､
先
に
列
車
で
横
浜
線
の
小
机
駅
に
遊
ん
で
お
き
へ
そ
こ
か
ら
荷
範
で
旅
館

に
遊
び
'
行
商
に
出
て
い
っ
て
い
た
が
'
金
物
商
人
の
な
か
に
は
'
予
約
注
文
の
も
と
で
前
払
代
金
を
と
り
､

そ
の
ま
ま
変
を
く
ら
ま
し
た
人
が
出
､
そ
の
後
始
末
が
大
変
だ
っ
た
と
い
う
話
も
姓
さ
れ
て
い
る
｡

雑
貨
商
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
人
は
'
中
国
上
海
か
ら
来
た
人
び
と
で
'
三
枝
な
と
の
陶
器
の
お
も
ち
ゃ

や
'
床
の
間
な
ど
へ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
飾
り
物
を
､
商
品
と
し
て
あ
つ
か
っ
て
い
た
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
｡
当

地
に
流
行
し
て
い
た
副
業
の
ひ
と
つ
に
､
ビ
ー
ル
瓶
の
割
れ
を
防
く
た
め
に
瓶
に
か
ぶ
せ
る
ツ
ト
を
編
む
仕
事

が
あ

っ
た
.
萄
宜
ヤ
は
こ
の
ツ
ト
関
係
の
商
人
と
考
.与
り
れ
る
｡

ポ
ン
プ
ヤ

ポ
ン
プ
ヤ
は
'
井
戸
掘
り
職
人
を
さ
し
'
南
山
田
の
大
島
屋
が
そ
の
糞
の
斡
旋
を
し
て
い
た
O
は
印
の
内
容

は
､
お
も
に
水
不
足
と
な
る
谷
戸
田
に
水
を
流
す
モ
-
ヌ
キ
を
掘
る
も
の
で
あ
っ
た
o
TLLl
形
の
ホ
ー
ク
と
称
さ

れ
た
穴
掘
り
用
具
を
も

っ
て
穴
を
掘
り
､
節
を
ぬ
い
た
直
径
六
セ
ン
チ
ほ
ど
の
l;ハ竹
を
挿
入
L
へ
水
を
吹
き
出

さ
せ
た
.
穴
の
深
さ
は
'
浅
い
と
こ
ろ
で
三
間
'
深
い
所
で
六
榊
は
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
0

蚊
張
ヤ
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蚊
張
ヤ
あ
る
い
は
蚊
張
商
は
､
蚊
張
の
販
売
と
同
時
に
色
あ
せ
た
古
い
蚊
張
を
染
め
直
す
と
い
う
仕
事
を
し

て
い
た
｡
秋
山
仁
作
さ
ん
と
､
こ
の
宿
帳
に
は
登
場
し
て
い
な
い
が
静
岡
の
村
松
さ
ん
は
'
太
平
洋
戦
争
後
の

間
も
な
い
こ
ろ
ま
で
'
当
地
に
入

っ
て
お
り
､
そ
の
お
り
に
は
土
間
に
多
道
の
染
め
直
し
用
の
蚊
張
が
秩
ま
れ

て
い
た
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
｡
染
め
直
し
の
代
金
は
戦
前
で
五
円
､
戦
後
は
三
十
円
は
と
で
あ

っ
た
｡

毛
布
商

毛
布
商
は
十
二
月
に
集
中
し
て
い
る
が
'
全
員

一
泊
の
み
で
､
特
定
の
商
人
が
通
っ
て
い
た
か
と
う
か
は
､

こ
の
資
料
か
ら
は
く
み
と
れ
な
い
｡

電
気
商

電
気
商
は
､
電
気
工
事
屋
と
考
え
ら
れ
る
｡
日
本
電
気
会
社
社
員
も
五

二
ハ
月
に
十

一
日
も
宿
泊
し
て
い
る
0

大
正
十
二
年
に
電
気
を
通
す
へ
く
電
柱
を
立
て
た
も
の
の
､
九
月

1
日
の
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
中
断
し
た
.

し
か
も
そ
の
電
柱
は
へ
そ
の
界
隈
の
崩
壊
し
た
民
家
を
お
こ
す
た
め
の
材
料
に
転
用
さ
れ
た
と
い
う
｡
当
館
に

お
い
て
も
へ
表
の
建
物
を
お
こ
す
の
に
電
柱
を
用
い
た
と
い
う
0
そ
の
後
'
こ
の
宿
帳
が
記
さ
れ
た
大
正
十
五

年
ま
で
の
あ
い
だ
に
'
電
気
は
農
家
の
新
し
い
明
り
と
し
て
普
及
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡

な
お
当
館
の
西
方
に
妙
見
社
の
森
が
あ

っ
た

(現
在
の
山
田
神
社
)O
そ
の
脇
に
関
東
配
電
の
散
宿
所
が
あ

り
'
そ
こ
で
中
川
八
か
村
の
電
気
の
管
理
を
お
こ
な

っ
て
い
た
O
球
が
切
れ
る
と
､
そ
れ
を
も

っ
て
い
-
と
伽
州

料
で
交
換
し
て
-
れ
た
｡
た
た
し
球
が
わ
れ
て
い
る
場
合
は
だ
め
で
あ
っ
た
o
球
は
八
と
十
六
燭
光
の
二
種
類

が
あ
っ
た
o
ま
た
当
初
の
中嶋
気
使
用
に
は
'
午
後
六
時
か
ら
翌
朝
の
七
時
ま
で
と
い
う
時
間
制
限
が
あ
っ
た
o

朝
食
時
に
電
気
の
消
え
る
時
刻
が
せ
ま
る
と
'
｢
は
や
く
め
L
を
食
わ
な
い
と
'
暗
く
な
る
そ
｡
｣
と
親
に
い
わ

れ
た
と
い
う
｡
夕
方
六
時
の
点
灯
は
'
野
良
仕
事
の
終
了
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
0

竹
工

江

戸
時
代
末
か
ら
苛
の
栽
培
が
盛
ん
と
な
る
｡
そ
の
孟
宗
竹
は
真
竹
と
と
も
に
竹
細
工
の
材
料
へ
あ
る
い
は

ノ
-
ノ
ヒ
材
な
と
と
し
て
使
用
さ
れ
た
o
そ
の
た
め
､
竹
林
所
有
者
は
'
親
竹
を
数
年
単
位
で
伐
採
し
'
そ
れ



421 苅 2節 旅 館 と行 Iti]人

ら
に
ま
わ
し
て
い
た
.
宿
帳
に
み
え
る
竹
工
は
'
こ
の
伐
採
の
仕
事
を
請
負

っ
た
人
ひ
と
で
あ
ろ
う
0
親
子

･

夫
婦
と
い
う

一
家
族
で
仕
事
に
あ
た

っ
て
い
た
こ
と
'
仕
事
の
盛
期
は
九

･
十
月
で
あ
っ
た
こ
と
な
と
が
知
ら

れ
る
｡
な
お
筒
の
親
竹
を
作
る
ネ
イ
ケ
も
こ
の
季
節
で
あ
る
.
関
係
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
o

炭
商

炭

闇
は
､
保
土
ヶ
谷
宿
の
商
人
で
あ
る
0
当
地
の
炭
の
生
産
は
､
｢
ム
ラ
の
経
済
｣

の
章
で
ふ
れ
た
と
お
り

で
あ
る
｡
茅
ヶ
崎
で
二
基
の
近
代
使
用
の
ト
カ
マ
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
が
'
ほ
か
で
は

確
認
さ
れ
て
い
な
い
｡

こ
の
商
人
た
ち
は
六
月
に
宿
泊
し
て
お
り
､
そ
れ
か
ら
推
測
す
る
と
'
炭
の
材
と
な
る
原
木
の
買
い
つ
け
の
相

談
に
き
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
当
地
に
は

一
山
売
り
､
あ
る
い
は

一
山
買
い
と
い
っ
て
'

一
山
に
育

っ

て
い
る
す

へ
て
の
木
を
対
象
に
商
う
方
法
が
あ

っ
た
｡

農
具
高

段
県
南

･
器
機
商

･
器
具
商
は
農
具
を
商
う
と
い
う
点
で

l
致
し
て
い
る
｡
こ
の
大
正
期
末
は
､
足
踏
脱
穀

機
が
普
及
を
み
た
時
期
に
あ
た
り
'
お
そ
ら
-
こ
れ
ら
の
商
人
は
'
そ
れ
を
中
心
に
各
種
の
腿
具
を
商
っ
て
い

た
人
び
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡

節
商

師
商
は
､

フ
ル
イ
を
も

っ
と
も
よ
-
使
用
す
る
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
収
稚
時
期
に
､
テ
ク
ル
マ
に
似
た
車

に
フ
ル
イ
や
-
な
ど
を
多
口出
に
槌
み
'
各
戸
を
ま
わ
り
､
新
規
な
品
を
売

っ
た
り
､
あ
る
い
は
古
い
傷
ん
だ
用

具
を
カ
ス
ラ
や
サ
ク
ラ
の
樹
皮
な
と
の
紐
で
も

っ
て
修
理
を
し
な
が
ら
商
売
を
し
て
い
っ
た
｡
袋
豪
側
で
は
'

年
に
か
な
ら
ず

一
度
は
師
ヤ
が
お
と
ず
れ
て
く
れ
た
と
い
う
｡

鋸
ヤ

鋸
ヤ
ほ
ほ
ほ

l
か
月
に

1
度
の
割
で
宿
泊
し
て
い
る
O
こ
れ
か
ら
し
て
'
こ
の
鋸
ヤ
は
､

1
定
の
間
隔
を
お

い
て
校
数
の
定
宿
に
と
ま
り
な
が
ら
'
近
在
の
農
家
を
た
ず
ね
､
DIl立
あ
る
い
は
鋸
そ
の
も
の
を
商

っ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
o
燃
料
の
薪
を

1
年
間
分
備
え
る
の
か
農
家
で
は
普
通
と
さ
れ
て
い
た
o
そ
の
た
め
に
も
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鋸
は
農
家
に
は
欠
-
こ
と
が
で
き
な
い
用
具
の

l
つ
で
あ
っ
た
｡

研
職

研
職
は
刃
物
研
さ
で
､
こ
の
宿
帳
上
で
は
正
月
の

1
泊
の
み
の
記
録
と
な
っ
て
い
る
｡
家
庭
用
の
秋

･
包

丁

の
規
を
研
い
で
あ
る
い
た
と
さ
れ
て
い
る
O
な
お
当
地
に
は
屋
根
屋
組
が
あ
っ
た
が
'
そ
こ
で
つ
か
わ
れ
た
鉄

は
､
彼
ら
自
身
で
研
い
で
い
た
｡

百
合
商

山
百
合
は
､
欧
米
諸
国
人
の
最
も
好
む
花
百
合
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
日
本
の
特
産
品
で
あ
っ
て
'
世
界
じ
ゅ

う
､
は
か
に
産
地
は
な
い
.
が
へ
栽
培
の
方
法
を
誤
ま
る
と
､
絶
滅
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
｡
よ
っ
て
､
予
は

去
る
四
月
､
日
本
の
農
商
務
大
臣
に

l
苔
を
呈
し
て
へ
山
百
合
栽
培
に
つ
い
て
の
卑
見
を
披
超
し
て
お
い
た
｡

こ
れ
は
横
浜
の
種
苗
貿
易
商
L
･
ポ
ー
マ
I
商
会
の
支
配
人
､
ア
ル
フ
レ
ソ
ト
･
ウ
ン
カ
ー
(A
lf
red
U
ng
er)

の
講
演
の
1
部
で
あ
る

(｢
日
本
園
芸

会
雑
誌
｣
第
百
十

1
号

明
治
三
十
四
年
).
こ
の

よ
う
に
百
合
の
球
根

は
海
外
で
好
評
を
う
け
､
鹿
ノ
子
百
合

･
天
蓋
百
台
の
球
根
に
-
わ
え
'
鉄
砲
百
合
の
球
根
も
輸
出
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
｡

宿
帳
に
み
え
る
百
合
商
は
､
こ
の
輸
出
用
の
百
合
根
の
商
談
に
お
と
ず
れ
た
商
人
で
'
し
か
も
彼
ら
が
属
す

る
新
井
商
店
は
'
横
浜
で
も
有
数
の
輸
出
入
業
者
で
あ
る
O
大
正
四
年
五
月
発
行
の
横
浜
商
工
協
会

『横
浜
商

工
案
内
』
に
よ
る
と
'
新
井
商
店
の
百
合
根
営
業
税

(変
梓
真
田
乗
)
は
､
二
百
三
十
円
八
十
七
銭
と
記
さ
れ
'

そ
の
金
額
は
高
額
部
類
に
属
し
て
い
る
｡
他
方
､
根
岸
町
の
百
合
商
は
､
同
資
料
中
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い

が
､
横
浜
市
域
に
は
百
合
に
よ
っ
て
財
を
な
し
た
話
が
多
々
語
ら
れ
て
い
る
｡

弁
士
と
活
動
ヤ

村
人
の
娯
楽
の
ひ
と
つ
に
映
画
や
芝
居
の
興
業
が
あ
っ
た
｡
宿
帳
に
あ
る
活
動
ヤ
･
弁
士
は
､
撫
声
映
画
で

あ
ろ
う
｡
五
月
に
は
連
続
六
日
間
の
興
実
が
う
た
れ
た
よ
う
で
あ
る
.
と
の
よ
う
な
映
画
で
あ
っ
た
ろ
う
か
'
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村
人
は
田
植
前
の
l
夜
を
､
ス
ク
リ
ー
ン
に
う
つ
し
だ
さ
れ
る
映
像
を
追
い
'
弁
士
の
声
に
満
悦
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
.
静
岡
の
磐
田
の
人
に
よ
っ
て
興
業
さ
れ
た
｡

芝
居
は
､
当
館
溢
手
に
'
当
館
所
有
の
芝
居
小
屋
が
あ
り
､
そ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
た
｡
そ
れ
は
彼
ら
の
宿
泊

帳
に

｢描
在
｣
と
記
入
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
判
断
さ
れ
る
O
攻
京
か
ら
の

1
座
で
あ
っ
た
.

八
月
三
十
日
の
夜
'
安
来
節
の

l
行
十
二
名
が
宿
泊
し
て
い
る
.
彼
ら
の
居
住
所
は
､
｢神
奈
川
苗
木
町

青
木
館
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
現
在
こ
の
苗
木
館
は
存
在
し
な
い
が
､
お
そ
ら
-
こ
の

t
行
は
苗
木
館
の
世
話
で
'

こ
の
近
在

を
ま
わ
り
な
が
ら
興
行
を
う
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
ほ
か
に
､
大
夫
と
俳
講
師
が
'

そ
れ
ぞ
れ

一
泊
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
｡

薬
ヤ

薬
ヤ
は
'
大
き
く
富
山

･
奈
良

･
東
京
と
そ
の
出
所
地
が
わ
か
れ
､
さ
ら
に
披
ら
の
宿
泊
月
と
'
そ
の
日
数

か
ら
'
か
な
り
の
個
人
差
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
.

1
泊
あ
る
い
は
二
泊
と
い
う
人
と
'
延
二
十
四
日
な
ど

十
数
日
以
上
の
宿
泊
を
し
て
い
る
人
と
に
わ
か
れ
る
O
そ
れ
は
各
人
の
も
つ
顧
客
の
数
に
左
右
さ
れ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
と
同
時
に
'

1
-
二
泊
の
人
は
'
こ
の
宿
を
目
的
地
へ
む
か
う
通
過
宿
と
し
て
利
用
し
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
.
彼
ら

は
1

様
に
､
某
を
入
れ
た
柳
行
李
を
背
負
い
､
各
戸
を
訪
問
し
､
使
用
し
た
薬
の
虫

を
計
算
し
て
宿
許
し
'
残

っ
た
効
能
期
限
の
す
ぎ
た
古
い
英
を
回
収
L
t
新
し
い
薬
と
交
換
し
た
｡
そ
の
際
に

は
､
子
供
た
ち
へ
の
み
や
げ
と
し
て
紙
ふ
う
せ
ん
や
コ
ム
ふ
う
せ
ん
な
ど
を
お
い
て
い
っ
た
｡

ま
た
黒
焼
商
も
薬
ヤ
の

1
種
で
､
イ
モ
リ
を
焼
い
た
も
の
や
､
子
供
の
相
に
効
能
が
あ
る
と
さ
れ
た
孫
太
郎

虫
な
ど
を
商

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
当
館
に
残
る
も
う
ひ
と
つ
の
昭
和
八
年
の
宿
帳
に
は

｢孫
太
郎
ヤ
｣

(七
月
八
日
付
)
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
｡

筆
ヤ

筆
記
具
で
あ
る
筆
ヤ
は
､
肇

･
塁

･
現
を
持
っ
て
ま
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
'
紙
の
蛾
は
持
っ
て
い

た
か
ど
う
か
は
明
白
で
は
な
い
｡
紙
は
紙
商
人
の
宿
泊
が
知
ら
れ
て
お
り
'
そ
れ
ぞ
れ
で
商
い
を
し
て
い
た
よ
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う
で
あ
る
.
万
年
筆
は
イ
ン
ク
の
出
の
よ
ろ
し
-
な
い
代
物
で
あ
っ
た
ら
し
-
､
使
用
中
に
イ
ン
ク
が
ポ
タ
-

ポ
タ
リ
と
垂
れ
た
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
｡

時
計
屋

時
計
店
あ
る
い
は
時
計
商
と
し
て
'
時
計
を
商
っ
た
商
人
が
三
人
記
搬
さ
れ
て
い
る
｡
時
計
商
と
当
館
の
あ

い
だ
で
お
こ
っ
た
逸
話
が
妓
さ
れ
て
い
る
C
そ
れ
は
玄
関
に
掛
け
て
あ
っ
た
大
き
な
柱
時
計
が
す
こ
し
調
子
が

悪
-
な
っ
て
い
た
｡
そ
こ
で
宿
を
と
っ
た
時
計
商
に
み
て
も
ら
っ
た
ら
､
完
全
に
針
が
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

金
魚
ヤ

観
放
免
の
ひ
と
つ
で
あ
る
金
魚
は
'
夏
場
の
風
物
詩
で
も
あ
っ
た
｡
金
魚
ヤ
は
'
八
月
の
1
日
を
､
金
魚
を

入
れ
た
桶
を
天
秤
棒
で
か
つ
ぎ
'
こ
の
近
在
を
ま
わ
っ
た
の
ち
に
投
宿
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
金
魚
鉢

一
個
石
卜

銭
､
金
魚

一
匹

一
～
二
銭
と
記
憶
さ
れ
､
子
供
心
に
､
き
ら
び
や
か
な
金
魚
鉢
が
欲
し
-
て
た
ま
ら
な
か
っ
た

と
､
そ
の
当
時
を

ふ
り
か
え
り
､
当
主
の
男
全
正
二
さ
ん
は
語
っ
て
く
れ
た
｡

第
三
節

川
和
の
市
と
影
向
寺
の
市

市
は
､
川
和
の
市
､
世
田
谷
の
ポ
ロ
市
､
影
向
寺
の
市
'
下
麻
生
不
動
尊
の
ダ
ル
マ
市
な
と
が
あ
げ
ら
れ
､

そ
れ
ら
の
市
に
出
か
け
て
野
良
用
具
や
日
用
雑
貨
､
そ
れ
に
正
月
を
飾
る
品
物
な
と
を
手
に
し
て
帰
っ
て
き
た
.

物
品
の
入
手
に
あ
た
っ
て
は
､
と
き
と
し
て
米
や
麦
な
ど
で
の
物
物
交
換
も
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
O
県
内
の

市
に
関
し
て
は
'
古
-
は
中
山
毎
吉
氏
に
よ
っ
て

｢神
奈
川
鯨
に
於
け
る
in
市
場
の
研
究
｣
(昭
和
十

1
年

r史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報
告
杏
｣
第
四
餌

神
奈
川
鯨
)
と
し
て
､
史
料
面
か
ら
の
軽
Eitが
試
み
ら
れ

て
い
る
｡
こ
こ
で
は
当
地
に
比
較
的
近
い
川
和
の
市
と
影
向
寺
の
市
を
伝
承
面
か
ら
と
り
あ
げ
る
｡
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一

川
和
の
市

宿
で
ひ
ら
か
れ
た
市
は
､
土
地
で
は

｢
川
和
の
市
｣
と
称
さ
れ
'
近
郷
近
在
の
怨
家
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で

親
し
ま
れ
て
き
た
市
で
あ
っ
た
｡
F
風
土
記
稿
｣
は
､
こ
の
市
を
'

都
筑
郡
川
和
村

(小
名
の
灸
)

宿

村
ノ
中
央
O
八
王
子
道
ノ
往
還
ヲ
云
.
昔
ハ
毎
月
六
次
ノ
市
ヲ
タ
テ
ノ
ガ
O
今
ハ
年
々
三
月
朔
日
｡
五

トー;.

月

l
日
｡
七
月
十
日
｡
十
二
月
二
十
R
O
二
十

一
日
二
｡
市
タ
テ
リ
｡
コ
ノ
所
今
ハ

拙

二

家
数
十
二
三

軒
ナ
ラ
ベ
リ
｡

と
記
し
て
い
る
｡
こ
の
節
の
構
成
は
､
例

に
示
し
た
よ
う
に
カ
-
･
シ
モ
に
わ
か
れ
､
そ
の
災
拓
の
中
心
線
上

を
旧
来
の
幅
員
を
も
つ
八
王
子
過
が
南

北
に
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
｡
民
家
は
そ
の
qlJ右
に
､
広
い
前
庭
を
と
っ
て

建
ち
並
ん
で
い
る
｡
こ
の
前
庭
と
道
と
の
境
に
は
'
現
在
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
ク
ネ

(垣
根
)
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
の
､
そ
れ
ら
は
ご
く
近
年
に
築
造
あ
る
い
は
植
栽
さ
れ
た

も
の
で
､
昭
和
三
十
年
代
ま
で
は
､
こ
の

種
の
塀
は
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
O
そ
れ
は
こ
の
各
戸
の
前
庭
が
年
に
何
回
か
開
か
れ
る
市
の

｢iE
の
場
｣
と

な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡

尖
蕗
を
ひ
と
ま
わ
り
す
る
と
､
中
火
部
に
は
'
銑
tT
で
あ
る
天
王
神
社

(例
祭
八
月

1
口
)
が
銑
座
し
､
そ

の
境
内
に
は
二
十
三
夜
塔

(明
桁
叩‥十

一
年
道
立
)
と
'
｢天
王
様
の
石
｣
(緒

･
年
号
な
し
)
と
称
さ
れ
る
二

十
四
貫
の
楕
円
形
の
力
石
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
O
ま
た
カ
-
の
入
口
脇
に
は
道
祖
神
塔

(安
政
三
年
造
立

･

1
八
五
六
)
と
'
庚
申
塔

(年
号
な
し
)
が
ま
つ
ら
れ
'
ソ
そ
の
人
口
脇
に
は
双
体
立
像
の
道
祖
神
塔

(寛
政

卜
二
年
遇
立

二

八
〇
〇
)
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
.
こ
れ
ら
の
追
出
神
塔
の
避
止
年
代
に
は
ほ
ほ
五
十
作
の
開

き
が
あ
る
も
の
の
､

カ
-
･
/
モ
の
丙
出
入
口
に
道
立
さ
れ
ま
つ
ら
れ
て
い
る
.J
と
は
､
f
!満
山
を
悲
謡
か
ら

守
る
と
と
も
に
､
八
王
子
道
を
往
来
し
た
近
郷
近
在
の
人
び
と
､
あ
る
い
は
年
に
何
回
か
お
と
ず
れ
た
市
商
人

の
出
入
を
守
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
O

さ
て
市
神
に
関
す
る
話
は
､
現
在
も
は
や
採
集
で
き
な
い
｡
古
老
は
市
神
は
な
か
っ
た
と
い
い
'
さ
ら
に
天

宿
の
現
況

(川
和

,
5
)
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王
神
社
と
市
と
の
あ
い
だ
に
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
と
い
う
｡
市
神
は
各
地
に
種
々
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
､

そ
の
市
神
の
神
体
は
も
と
も
と
'
お
そ
ら
く
は
無
記
名
の
自
然
石
か
御
柱
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

｢天
王
様
の
石
｣
と
称
さ
れ
る
か
ら
に
は
､
こ
の
力
石
に
神
の
宿
り
を
み
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
､
こ
の

石
に
市
神
が
宿
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
'
現
今
で
は
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

市
立
ち
の
日
に
は
､
さ
き
の
記
録
か
ら
六
斎
市
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
'
さ
ら
に
は

F風
土
記
稿
｣
が
編

纂
さ
れ
た
文
政
十

一
年

(
一
八
二
八
)
の
時
期
に
は
､
す
で
に
そ
れ
は
す
た
れ
'
年
五
度
の
市
日
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
こ
の
年
五
度
の
市
日
は
段
家
の
生
産
層
あ
る
い
は
年
中
行
事
と
深
-
関
連
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
｡
年
五
度
の
市
日
は
'
や
が
て
年

一
回
'
新
暦
の
十
二
月
二
十
五
日
に
'
歳
の
市
と
し
て
ひ
ら
か
れ

る
よ
う
に
な
る
｡
そ
の
時
期
は
明
白
で
は
な
い
｡
故
城
所
文
治
郎
老

(明
治
十
九
年
生
)
の
記
憶
に
は
､
す
で

に
年

1
回
の
市
立
ち
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
市
立
ち
は
､
昭
和
四
十
二
年
ま
で
み
ら
れ
た
も
の
の
'
昭

和
三
十
年
代
か
ら
徐
々
に
衰
退
に
む
か
い
､
か
つ
て
百
店
を
こ
し
た
市
商
人
の
出
入
は
､
投
後
の
昭
和
e
]十
二

年
に
は
､
わ
ず
か
に
二
～
三
店
と
い
う
､
市
の
姿
を
た
も
つ
に
は
'
あ
ま
り
に
も
さ
び
し
い
様
相
に
な
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
｡

明
治
末
期
ご
ろ
か
ら
昭
和
十
年
ご
ろ
ま
で
の
市
立
ち
の
1
日
を
の
ぞ
き
見
て
お
き
た
い
｡
こ
の
市
に
行
か
な

け
れ
ば
'
正
月
の
準
備
が
で
き
な
い
と
ま
で
い
い
'
歳
暮
の
品
や
正
月
の
品
な
ど
を
手
に
い
れ
る
た
め
､
二
か

月
も
前
か
ら
'
必
要
な
金
を
た
く
わ
え
て
準
備
に
あ
た
っ
た
と
い
う
｡
市
商
人
た
ち
も
､
こ
の
市
で
商
い
を
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
'
正
月
を
無
事
に
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
､
き
そ
っ
て
テ
ダ
ル
マ
･
馬
車
な
ど
に
荷

を
秩
み
'
こ
の
宿
と
い
う
小
集
落
に
集
結
し
た
｡
し
か
し
当
日
に
雨
が
ふ
る
と
､
商
人
な
か
せ
の
雨
と
い
い
､

市
日
は
翌
日
に
日
延
.(
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
.
市
の
開
催
時
刻
は
､
午
前
十
時
ご
ろ
か
ら
真
夜
中
に
い

た
っ
た
と
い
う
｡

他
方
､
宿
の
各
戸
で
は
'
市
日
の
前
日
'
二
十
E
]日
に
､
｢佐
江
戸
の
オ
マ
ン
ジ

ュ
ウ
屋
が
く
る
｣
｢
元
石
川

の
鍛
冶
屋
が
-
る
｣
｢神
奈
川
の
呉
服
屋
が
-
る
｣
｢子
安
の
魚
屋
が
-
る
｣
な
ど
と
言
い
合
い
､
な
じ
み
の
市

宿
の
鞍
念
図

･
印
は
主
に
市
に
関
係
し
た
家
を
示
す
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商
人
を
む
か
え
る
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
｡
店
を
は
る
場
所
は
'
前
述
し
た
ク
ネ
の
な
い
母
屋
前
面
の
庭
や
､

母
屋
で
あ
っ
た
｡
庭
は
ク
ル
イ
ポ
ウ
を

つ
か
っ
て
の
ム
ギ
プ
チ
の
た
め
に
t
Ejご
ろ
か
ら
整
地
さ
れ
'
と
く
に

市
日
の
冬
場
に
は
庭
を
タ
ン
ペ

(相
性
)
の
害
か
ら
ふ
せ
-
た
め
に
'
ワ
ラ
を
小
さ
-
S

っ
た
チ
リ
バ
を
ま
い

て
い
た
｡
こ
の
チ
リ
パ
の
う

え
に
延

を

し

き
､
竹
と
コ
モ
で
か
こ
ん
だ
苗
店
を
組
ん
で
作

っ
た
.
母
屋
は
呉
服

･
頬
を
あ

つ
か
う
商
人
に
提
供
す
る
た
め
整
理
整
頓
し
た
.

市
商
人
は

一
様
に
二
十
五
日
の
早
朝
に
'
宿
に
入
る
の
が
習
わ
し
と
な
っ
て
い
た
が
'
な
か
に
は
古
-
か
ら

の
関
係
で
'
二
十
四
日
に
入
り
､
店
を
は
る
家
に
世
話
に
な
り
な
が
ら
'
商
品
を
と
と
の
え
､
そ
の
夜
は
'
そ

の
家
に
投
宿
さ
せ
て
も
ら
う
商
人
も
い
た
と
い
う
｡
城
所
姓
の
総
本
家
と
さ
れ
る
屋
号
オ
モ
テ
で
は
､
そ
の
よ

う
な
商
人
の
た
め
に
､
蒲
団
を
四
十
組
も
準
荊
し
て
い
た
と
伝
え
て
い
る
｡
宿
の
人
び
と
は
､
こ
の
よ
う
に
し

て
市
商
人
を
む
か
え
い
れ
た
｡
こ
れ
ら
の
市
商
人
が
各
戸
に
は
ら
っ
た
借
地
料
は
'
借
用
す
る
チ
-
バ
の
上
に

し
か
れ
た
蓬

一
枚
の
単
位
で
計
算
さ
れ
'
た
と
え
ば
大
正
十
年
ご
ろ
で
'

一
枚
三
十
銭
で
あ

っ
た
と
い
う
｡
ま

た
各
戸
で
は
､
商
人
に
対
し
て
昼
食
用
の
オ
二
ギ
リ
や
カ
ラ
チ
ャ
を
準
備
し
て
接
待
に
あ
た
っ
た
｡
そ
の
市
商

人
と
各
戸
の
関
係
は
表
に
整
理
し
た
の
で
参
照
ね
が
い
た
い
｡

こ
れ
ら
の
市
商
人
の
う
ち

1
-
二
を
例
に
み
る
と
､
蛙
を
あ
つ
か
う
店
は
'
本
家
や
仲
人
な
と
に
'
歳
壬
用

と
し
て
新
巻
鮭
を
お
-
る
客
で

に
き
わ
っ
た
｡
活
動
写
真
の
小
屋
が
か
か

っ
た
の
は
､
明
治
四
十
四
年
ご
ろ
と

い
わ
れ
'
入
場
料
は
子
ど
も
は
四
銭
で
あ

っ
た
と
記
憶
さ
れ
て
い
る
O
上
映
さ
れ
た
題
名
は
過
去
の
も
の
と
な

っ

て
い
る
が
､
た
い
へ
ん
な
好
評
と
な
り
､
地
域
民
の
要
望
で
市
日
翌
日
の
二
十
六
日
に
再
上
映
を
興
業
壬
に
と

り
つ
け
た
と
語
ら
れ
て
い
る
｡

市
の
開
催
時
刻
は
す
で
に
触
れ
た
｡
昼
間
は
近
郷
近
在
の
老
人
や
子
ど
も
た
ち
で
に
ぎ
わ
い
､
夕
刻
に
な
る

と
､

ロ
ウ
ソ
ク
や
ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
の
召
白
い
燈
の
も
と
で
､
い
や
が
う
え
に
も
に
き
わ
い
は
増
し
'
そ
の
人

出

の
よ
う
す
は
'
｢
ス
リ
が
で
る
ほ
ど
人
が
で
た
｣
と
い
う

一
語
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
に
ぎ
わ

い
の
な
か
で
'
宿
の
人
び
と
は
防
火
の
当
番
に
あ
た
っ
た
O
午
後
十
時
に
な
る
と
へ
年
番
の
二
人
が
､
防
犯
と

各
戸
と
市
商
人
の
関
係
衆

各
戸
と
関
係
し
た
市
商
人

時
期
は
J<
正

恥
は
右
図
血

に同
1

托1 姓 屋 号 市 商 人

34 清 吉較 島 力 ジ ヤイ 卜 ヤ 正月の供物昆

56 鮫 島 (元)マガリヤ
前 田 イ シ ャ げた屋雑貨屋7 鴨 志田

89 中 山城 所 ト オ フ ヤイ ン キ ヨ雑貨屋からくり小屋
10 城 所 コ ウ ヤ 芝居′ト屋 .からくり′ト屋 .活動写i3_小尾.評i背機屋
H 城 所 見世物小屋

12 城 所 ワ 夕 ヤカ タ ヤ/ ト ヤ2223 岡 野描 宮
2 4 中 山 ナ カ ヤ 蛙屋
2 6 城 所 サ カ ナ ヤ
2 7 氏 次 ナ ペ ヤ

29城 所 * e j-

30 志 村 ユ ダ I(Q29オモテの延長の場として各種の商人が入る.まん ､- ~
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防
火
の
た
め
に
カ
ナ
ホ
ウ
を

つ
い
て
巡
回
し
た
.
宿
の
オ
モ
ダ
チ
は
と
く
に
気
を

つ
か
い
'
ま
え
も
っ
て
川
和

の
各
消
防
組
に
声
を
か
け
'
協
力
体
制
を
し
き
'
火
の
用
心
に
あ
た
っ
た
o
翌
rE
の
宿
は
平
素
の
静
か
な
r=B
村

の
朝
を
む
か
え
た
｡

二
､
影
向
寺

の
市

段
目
K
･
金
物

･
植
木

･
ダ
ル
マ
･
玩
貝

･
菓
子
な
と
を
商
う
諮
店
が
境
内
を
は
じ
め
道
路
や
近
隣
の
畑
の
な

か
ま
で
､
と
こ
ろ
せ
ま
L
と
店
を
出
し
た
o
こ
れ
は
東
山
E=
の
道
中
坂
を
起
点
に
中
原
街
道
を
ほ
ほ
三
キ
ロ
は

と
北
に
む
か
い
､
街
道
よ
り
西
に
は
い
っ
た
影
向
寺
境
内
で
お
こ
な
わ
れ
る
歳
の
市
で
あ
る
｡

薬
師
如
来
を
ま
つ
る
本
寺
は
'
川
崎
市
高
津
区
野
川
に
所
在
す
る
古
い
歴
史
を

つ
た
え
る
寺
と
し
て
広
-
知

ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
境
内
に
お
い
て
由
来
は
明
白
で
は
な
い
が
､
十
二
月
十

l
R

･
十
l
白

の
両
日
に
市
が
た
っ

た
.
今
日
'
こ
の
印
日
は
､
昭
和
五
十
四
年
を
境
に
､
十

1
月
三

･
四
日
の
薬
師
如
来
の
縁
日

(
マ
チ
)
に
同

時
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
の
､
旧
来
同
校
に
､
こ
の
地
域
の
人
ひ
と
に
と

っ
て
は
欠
-
こ
と
の
で
き

な
い
冬
の
レ
ク
-
エ
ー
ン
ヨ
ン
の
場
で
あ
る
0

か
つ
て
の
市
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
､
高
津
の
関
係
者

1
名
､
横
浜
の
関
係
者

l
名
'
植
木
関
係
省
と
し
て

の
宮
前
農
協
の
関
係
者

l
名
､
埼
玉
の
安
行
の
関
係
者

1
名
､
大
師
の
関
係
者

l
名
､
計
五
名
の
立
ち
合
い
の

も
と
で
､
地
割
り
の
相
談
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
悦
例
と
し
て
本
堂
に
む
か
っ
て
参
道
の
右
側
の
堂
に
近
い
方
に

東
京
､
そ
の
向
い
合
せ
に
横
浜
､
そ
れ
ら
の
手
前
に
地
元
､
本
堂
の
左
側
に
植
木
と
い
う
､
大
き
っ
ぱ
な
地
割

が
あ
り
､
こ
れ
に
そ
う
よ
う
に
各
商
人
は
戸
板
を
つ
か

っ
て
店
を
単
純
し
た
と
い
う
0
戸
板
は
市
用
と
し
て
何

校
か
準
備
さ
れ
て
い
た
が
へ
不
足
し
た
場
合
に
は
近
-
の
農
家
か
ら
借
用
し
た
と
い
う
0
埼
玉
の
安
行
か
ら
の

人
び
と
は
植
木
商
で
､
こ
の
市
が
お
わ
る
と
十
二
月
十
五

･
十
六
日
開
催
の
世
田
谷
の
ポ
ロ
市

へ
む
か

っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
｡

い
っ
ぽ
う
'
近
郷
近
在
の
農
家
で
は
､
こ
の
十
二
月
十

一
･
十
二
日
の
市
立
ち
の
日
を
'
今
年
の
野
良
じ
ま

影
向
寺
境
内

(野
川
･
62
)
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い
の
EIJ安
日
と
し
て
い
た
｡
赤
飯
や
こ
馳
走
を
つ
く
り
､
祝
う
家
も
多
々
あ
っ
た
と
い
う
0
当
地
域
の
人
び
と

も
薬
師
さ
ま
参
り
を
か
ね
'
こ
の
市
に
出
む
き
､
出
具
や
正
月
の
品
や
植
木
を
求
め
て
帰
っ
て
き
た
｡

ダ
ル
マ
市
で
有
名
な
不
動
書

(下
麻
生

･
6
)

世田

谷のポロ市(左昭和三十年)
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第

二
即

出

産

妊
娠
祈
願

昭
和
十
年
こ
ろ
ま
で
は
'

一
年
に

一
回
ム
ラ
を
訪
れ
る
下
田
の
ま
わ
り
地
蔵

(子
育
地
蔵
)
に
妊
娠
祈
願
を

し
た
｡
こ
の
地
蔵
は
'
お
厨
子
に
納
め
ら
れ
'
次
か
ら
次
と
ム
ラ
人
に
背
負
わ
れ
て
､
鈴
を
な
ら
し
'
念
仏
を

唱
え
な
が
ら
ム
ラ
か
ら
ム
ラ
へ
と
回
し
て
い
っ
た
O
地
蔵
は
下
EB
の
真
掃
寺
の
地
蔵
で
､
荏
田
か
ら
盆
後
の
八

月
二
十
日
こ
ろ
に
､
中
川
の
慈
眼
苛
に
到
着
し
た
o
女
の
人
は
オ
コ
ワ
を
慈
眼
寺
に
供
え
､
そ
こ
に

l
晩
泊
ま

っ

て
､
よ
い
子
が
宿
り
ま
す
よ
う
に
と
祈
願
し
た
o
子
の
亡
-
な

っ
た
と
き
や
､
体
の
弱

っ
た
と
き
に
も
祈
願
に

い
っ
た
o
お
礼
と
し
て
は
マ
エ
ダ
レ
や
ス
キ
ン
を
作

っ
て
地
蔵
さ
ま
に
供
え
た
0

道
中
坂
下
の
子
育
て
地
蔵
に
子
が
で
き
る
よ
う
に
と
､
団
子
を
持

っ
て
参
り
､
祈
願
を
し
た
O
願
い
が
か
な

う
と
ア
ブ
サ
ン
と
い
う
よ
だ
れ
か
け
を
地
蔵
さ
ま
に
掛
け
た
o
ま
た
折
本
の
淡
島
神
社
に
は
'
多
-
の
女
が
参

拝
し
'
妊
娠
な
ら
び
に
女
と
し
て
の
種
々
の
願
い
こ
と
を
お
願
い
し
た
｡

祈
願
で
は
な
い
が
､
子
が
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
'
モ
ラ
イ
ソ
コ
の
tr6ね
を
す
る
と
'
子
が
生
ま
れ
る
と

い
い
､
そ
の
生
れ
た
子
を
ヤ
キ
モ
チ
ッ
コ
と
い
っ
た
O

妊
娠
と
妊
婦
の
よ
び
名

月
の
物
が
無
-
な
り
ツ
ワ
リ
を
感
じ
た
ら
姑
に
話
し
､
産
婆
に
み
て
も
ら
っ
た
｡
産
婆
で
こ
と
た
り
る
の
で

医
者
に
は
み
て
も
ら
わ
な
か

っ
た
｡

ツ
ワ
リ
の
は
か
､
妊
娠
三
か
月
こ
ろ
に
な
る
と
､
突
然
に
食
物
の
好
み
が

変
わ
り
､
梅
干
し
な
ど
の
す

っ
ぱ
い
物
を
多
く
食

へ
る
よ
う
に
な

っ
て
-
る
の
で
妊
娠
を
知

っ
た
O
妊
娠
を
自

覚
し
て
も
'
は
ず
か
し
い
か
ら
と
い
っ
て
オ
ヒ
シ
メ
の
前
ま
で
は
誰
に
も
告
げ
ず
に
か
-
し
て
い
た
人
も
い
た
｡

ま
た
'
そ
れ
と
な
く
姑
さ
ん
か
聞
い
て
く
れ
る
の
で

｢
な
ん
か
月
､
月
の
物
を
み
な
い
｣
と
答
え
た
と
い
う
｡

妊
婦
は
-
オ
モ
･
-
モ
チ
サ
ン
･
ハ
ラ
-
と
呼
び
'

ハ
ラ
-
ソ
ト
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
｡

淡

島
神
社

(折
本

･
58
)



安
産
祈
願

流
産
の
例
は
少
な
-
､
野
良
仕
郡
も
忙
し
-
､
安
産
祈
願
を
す
る
人
は
少
な
か
っ
た
が
'
折
本
の
淡
島
神
社

を
は
じ
め
と
す
る
村
々
の
鎮
守
や
､
高
田
の
興
禅
寺
'
あ
る
い
は
日
本
橋
の
水
天
宮
や
川
崎
大
師
な
ど
に
参
り
､

安
産
の
お
守
り
を
い
た
だ
き
身
に
付
け
た
人
も
い
た
｡
た
と
え
ば
興
禅
寺
の
住
轍
は
説
教
を
し
､
三
帰
の
お
守

り
を
-
れ
た
｡
妊
婦
は
こ
れ
を
腹
帯
の
中
に
入
れ
て
か
な
ら
ず
身
に
付
け
た
O
ま
た
こ
の
寺
に
は
月
の
も
の
が

重
い
娘
も
参
拝
し
た
｡
出
産
後
の
お
礼
参
り
は
'
ウ
プ
ア
ゲ
の
日
に
赤
飯
を
供
え
て
お
礼
と
し
た
｡

出
産
中
の
安
産
祈
願
と
し
て
は
'
ン
オ
ガ
マ
サ
マ
の
掛
軸
を
か
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
O
掛
軸
の
前
に
壇
と
水

と
ロ
ウ
ソ
ク
を
あ
げ
､

E3
ウ
ソ
ク
が
と
も
っ
て
い
る
う
ち
は
､
丑
く
て
も
撫
叫
に
赤
子
を
産
む
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
た
｡

オ
ビ
シ
メ

犬
は
子
を
た
-
さ
ん
産
み
'
自
分
で
始
末
が
で
き
る
は
ど
産
が
軽
い
と
い
う
の
で
'
妊
娠
玉
か
月
日
の
伐
の

日
に
オ
ビ
シ
メ

(
ユ
ワ
タ
イ
ワ
イ

･
オ
ビ
イ
ワ
イ

･
オ
ビ
ジ
メ
と
も
い
う
)
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
里
の
親

･
仲

人

･
産
婆
､
あ
る
い
は
本

･
分
家
の
女
衆
を
ま
ね
い
て
､
赤
飯

･
煮
し
め
を
食

へ
て
祝

っ
た
｡

里
の
親
か
ら
は
､

一
反
の
咽
の
上
に
赤
い
布

一
反
を
重
ね
､
さ
ら
に
シ
ラ
ガ

(麻
)
を
お
き
､
｢寿
｣
や

｢
お
祝
い
｣
と
書
い
た
半
紙
で
-
る
み
､
水
引
が
か
け
ら
れ
た
も
の
の
脇
に
鰹
節
の
ナ
マ
ク
サ
二
本
が
添
え
ら

れ
て
贈
ら
れ
て
き
た
｡
新
し
く
は
サ
ン
ン
キ

(赤

･
黄

･
白
の
三
色
の
布
三
反
)､
ま
た
は
ゴ
シ
キ

(赤

･
黄

･

白

･
百

･
紫
の
布
五
反
)
が
贈
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
.
妊
婦
は
産
婆
に
'
喝
を
半
反
に
切
り
､
さ
ら
に
二
つ
折

り
に
し
た
ユ
ワ
タ
オ
ビ
を
腹
に
し
め
て
も
ら
う
｡
産
が
軽
い
と
い
う
犬
に
あ
や
か
り
'
帯
に

｢成
｣
と
い
う
字

を
智
い
た
り
､
帯
の
あ
い
だ
に
御
守
り
を
入
れ
た
り
し
て
腹
に
し
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
o
ま
た
､
こ
の
帯
の
か

わ
り
に
'
夫
の
シ
タ
オ
ビ
を
ま
-
と
､
産
が
軽
-
な
る
と
も
い
わ
れ
た
｡
赤
の
布
は
赤
子
が
よ
-
育

つ
よ
う
に

と
赤
子
の
着
物
の
裏
地
に
L
t
あ
ま
っ
た
布
で
'
赤
子
に
必
要
な
産
着
を
つ
く
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
オ
ピ
ソ
メ

の
行
事
は
初
産
の
み
で
､
二
番
目
の
子
か
ら
は
'
あ
ら
た
ま
っ
て
の
祝
い
は
な
か
っ
た
｡

豪
族

(鈴
J<
崇
家

･
勝
田
)

昭
和
五
年
十
月
十
九
日
撮
影

鈴
木
善
右
ヱ
門

六
土

ハ
歳

サ
グ

六
十
歳

平
治

二
十
八
歳

伸

二
十
八
歳

ナ
ヲ

十
八
歳

繁

E
]歳

拝
男

1
歳
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産
婆

嫁
は
里
で
出
産
す
る
場
合
に
は
､
オ
ビ
ン
メ
を
し
て
も
ら
っ
た
産
婆
と
は
ち
が
う
人
を
械
む
こ
と
も
あ

っ
た
.

産
婆
は
出
産
に
際
し
て
は
と
ん
な
時
刻
に
で
も
す
ぐ
に
来
て
く
れ
た
｡
産
後
は
'
-
ツ
メ
と
オ
ヒ
チ
ャ
に
赤
子

を
お
湯
に
入
れ
て
も
ら
い
'
オ
ヒ
チ
ャ
ま
で
来
て
も
ら
う
Q
そ
の
後
は
カ
ン
ノ
ム
ソ
が
お
き
た
と
き
な
と
に
み

て
も
ら
う
が
､
医
者
に
診
察
し
て
も
ら
う
場
合
が
多
か

っ
た
と
い
う
｡

近
所
の
器
用
な
人
や
'
ト
リ
ア
ゲ
の
上
手
な
人
で
､
ト
リ
7
ゲ
を
商
売
に
し
て
い
な
い
人
を
ト
リ
7
ゲ
バ
ア

サ
ン
と
呼
ん
だ
｡
こ
の
あ
た
り
で
は
､
ほ
と
ん
ど
の
人
が
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
に
た
の
み
自
宅
の
ヘ
ヤ
で
山
盛

し
た
O
病
院
で
の
出
産
が

L
殻
化
し
は
じ
め
た
の
は
､
昭
和
三
卜
年
代
に
は
い
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
｡

妊
婦
の
生
活

妊
婦
に
よ
っ
て
は
胎
児
が
お
腹
の
方
に
せ
り
あ
が
る
人
と
'
ン
タ
ッ
パ
ラ
-
と
い
っ
て
下
方
に
さ
が
る
人
が

い
た
｡

ソ
タ
ソ
パ
ラ
-
の
場
合
､
人
に
よ
っ
て
は
階
段
の
上
り
下
り
が
で
き
な
-
な
る
は
と
さ
か
っ
て
し
ま
う

と
い
う
｡

妊
娠
は
'
油
も
の

･
辛
い
も
の

･
肉

･
柿

･
ナ
ス
な
ど
は
食
べ
な
い
よ
う
に
し
た
｡
柿
は
休
が
冷
え
る
か
ら
､

ナ
ス
は
子
が
出
て
く
る
産
道
が
広
-
な
る
と
か
'
秋
ナ
ス
は
種
が
な
い
の
で
流
産
の
恐
れ
が
あ
る
な
ど
と
い
っ

た
｡
ケ
ッ
ン

(便
秘
)
は
胎
児
に
轡
-
と
い
わ
れ
､
気
を

つ
け
た
｡
風
呂
に
入
る
際
も
胎
児
が
い
い
気
持
で
伸

び
伸
び
し
て
大
き
く
な
る
か
ら
腹
帯
を
し
て
入

っ
た
と
い
う
｡
ま
た
鮎
る
と
き
も
足
を
伸
ば
し
て
在
る
と
'
胎

児
が
大
き
く
な

っ
て
し
ま
い
難
産
す
る
と
い
う
｡

妊
婦
は
過
激
な
仕
事
を
避
け
､
皮
を
こ
さ
な
い
よ
う
に
家
の
仕
平
を
続
け
た
が
､

1
万
で
は
山
蕗
の
ま
ぎ
わ

ま
で
田
畑
で
仕
事
を
し
て
い
た
と
い
う
話
も
多
く
聞
か
れ
る
｡
｢
こ
ご
み
仕
事
は
よ
-
や
れ
｣
と
い
わ
れ
'
か

が
み
仕
事
は
よ
く
や
っ
た
｡
ま
た
ツ
ワ
-
が
つ
ら
い
か
ら
と
い
い
'
家
で
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
る
と
'
胎
児
が
育

ち
す
ぎ
て
出
産
が
畢
く
な
る
と
さ
れ
て
い
た
｡
流
産
を
ふ
せ
く
た
め
に
'
妊
婦
は

重
い
物
を
も

つ
こ
と
や
､
高

み
に
手
を
の
ば
す
こ
と
は
避
け
た
o
見
料
の
帰
り
に
は
土
産
を
も
ら
っ
て
-
る
な
と
い
わ
れ
た
が
､
こ
れ
は
病

昭
和
二
十
九
年
六
月
Z
日
開
設
の
診
療
所
の
プ
レ
ー
ト

(無
医
村
状
態
解
消
の
中
英
に
よ
る
･
大
胡
)



荘也節節

気
を
持

っ
て
こ
な
い
た
め
で
あ
る
｡
そ
し
て
ま
た
風
邪
や
冷
え
に
特
に
注
意
し
､
黄
を
や
た
ら
に
飲
ま
な
い
よ

う
に
し
た
｡

八
か
月
に
な
る
と
､
必
要
な
物
を
用
患
し
は
じ
め
た
o
産
毛
は
嫁
の
里
が
贈

っ
て
く
れ
る
の
で
'
家
で
は
浴

衣
や
布
団
皮
の
ア
カ
-

(古
着
)
で
'
オ
シ
メ
を
百
枚
ほ
と
作

っ
た
｡
現
在
は
'
晒
で
オ
ソ
メ
を
作
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
｡

妊
婦
に
つ
い
て
の
俗
信

-
モ
チ
し
て
い
る
あ
い
だ
は
'
そ
の
夫
も
共
に
死
者
に
触
れ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
へ
た
と
え
は
親
が
亡
-

な
っ
て
も
､
そ
の
場
港
に
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
｡
厳
格
な
家
で
は
､
死
体
の
お
い
て
あ
る
部
屋
に
妊
婦
が
入
る

こ
と
も
禁
じ
'
葬
式
さ
え
見
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
た
0
人
手
が
な
く
､
妊
婦
が
死
体
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
に
は
､
帯
の
下
に
鏡
を
い
れ
て
魔
除
け
と
し
た
｡
長
男
の
嫁
が
妊
娠
し
て
い
る
場
合
に
は
弟
が
野
辺

送
り
を
代
行
し
た
｡
土
葬
時
代
に
は
'
妊
娠
の
い
る
家
が
穴
掘
り
当
番
に
あ
た
る
と
'
次
の
家
に
ま
わ
す
こ
と

に
な

っ
て
い
た
｡
妊
婦
と
そ
の
夫
が
場
社
や
穴
振
り
に
た
す
さ
わ
る
と
､
赤
子
に
黒
い
症
が
で
き
る
と
か
､
尻

の
穴
が
な
い
子
が
生
ま
れ
る
'
あ
る
い
は
死
ん
だ
人
の
霊
が
の
り
う
つ
っ
て
丈
夫
な
子
に
育
た
な
い
と
い
う
｡

経
の
あ
る
子
が
生
ま
れ
た
場
合
に
は
､
墓
の
土
を
そ
の
症
に
塗
れ
は
と
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
｡
ま
た
火
事
を
み

て
自
分
の
身
体
に
触
れ
る
と
'
生
ま
れ
た
赤
子
の
お
な
し
と
こ
ろ
に
赤
い
症
が
で
き
る
と
い
う
O
火
事
に
あ

っ

た
と
き
に
は
尻
を

つ
ね
る
と
､
肪
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
た
｡
し
か
し
'
黒
症

･
赤
症
と
も
お
尻
に
で
き

る
の
は
か
ま
わ
な
い
と
い
う
0

妊
婦
が
茶
色
と
白
い
鼠
に
迫
遇
す
る
と
'
胎
児
に
悪
い
影
響
を
与
え
る
と
い
わ
れ
て
い
た
｡
ま
た
初
め
て
み

こ
も

っ
た
時
は
､
ホ
ウ
キ
を
ま
た
い
で
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
た
｡
逆
に
便
所
を
ま
め
に
き
れ
い
に
す
る
と
良

い
子
が
生
ま
れ
る
と
い
っ
た
｡

ひ
と

つ
屋
根
の
下
で
､
同
月
内
に
出
産
が
重
な
る
と

｢勝
ち
負
け
が
あ
る
｣
と
い
わ
れ
､
そ
の
よ
う
な
場
合

は
､
姉
妹
で
相
談
し
t

l
方
は
嫁
き
先
で
出
産
を
し
た
o
こ
の
勝
ち
負
け
は
犬
や
猫
と
も
重
な

っ
て
は
い
け
な

ウ
ブ
ギ
(横
川
弘
迫
家
･小
川
･
5
)



誠生の人普苅

い
と
い
わ
れ
た
O
ま
た

1
つ
の
家
で

1
年
に
二
回
以
上
の
出
産
が
あ
る
と
い
け
な
い
と
い
っ
た
｡
さ
ら
に
は
最

初
の
子
が
生
ま
れ
る
時
'
男
親
が
帆
に
い
た
ら
'
次
の
子
の
出
産
の
時
も
'
男
親
が
帆
に
い
な
け
れ
ば
生
ま
れ

な
い
と
い
っ
た
｡

性
別
判
断

か
つ
て
は

一
般
に
'
妊
婦
の
顔

つ
き
が
き

つ
-
な
り
､
お
腹
が
前
に
チ
ョ
ン
ガ
ソ

テ
ク
ル

(と
が

っ
て
く
る
)

と
男
子
'
や
さ
し
い
顔

つ
き
に
な
り
'
お
腹
が
横
に
広
が
っ
て
く
る

(丸
く
な
る
)

と
女
子
で
あ
る
と
い
わ
れ

た
｡
ま
た
'
お
な
か
の
右
で
動
く
と
男
の
子
､
左
で
動
く
と
女
の
子
と
も
い
わ
れ
た
.

長
子
は
イ
セ
キ

(跡
継
ぎ
)
と
し
て
男
子
が
の
ぞ
ま
れ
た
｡
二
番
目
以
降
で
も
､
:L
X家
で
は
人
手
が
ほ
し
い

た
め
､
男
子
が
の
ぞ
ま
れ
た
.

出
産
の
場
所

初
産
は
実
家
で
お
こ
な
い
'
出
産
は
ヘ
ヤ

(納
戸
'
カ
ク
レ
パ
ノ
rn
ノ
ヘ
ヤ
な
と
と
も
い
う
)
で
お
こ
な
っ

た
.
男
子
の
出
産
か
も
し
れ
な
い
場
合
に
は
め
で
た
い
と
い
う
こ
と
で
オ
ク
で
お
こ
な
う
場
合
も
あ
っ
た
｡

ト
リ
ア
ゲ

(出
産
)

｢
ホ
ウ
キ
の
神
様
が
来
な
い
と
お
産
が
で
き
な
い
｣
と
い
わ
れ
て
い
た
｡
前
述
し
た
よ
う
に
妊
婦
は
決
し
て

ホ
ウ
キ
を
ま
た
い
で
は
い
け
な
か
っ
た
o

生
れ
る
二
～
三
里
別
に
は
､
胎
児
が
さ
が
っ
て
-
る
の
で
生
ま
れ
そ
う
な
気
配
を
感
じ
る
0
夫
は
予
定
日
近

-
に
な
る
と
'
家
の
近
-
で
仕
事
を
L
t
す
ぐ
に
産
婆
を
呼
び
に
い
け
る
よ
う
に
待
機
し
て
い
た
｡
陣
痛
を
イ

辛
-
と
い
い
､
こ
れ
が
き
た
ら
産
婆
に
連
絡
し
た
｡
そ
し
て
産
婆
に
連
絡
が
と
れ
る
と
'
す
く
に
産
勘
の
準
備

に
と
り
か
か

っ
た
｡
産
婆
や
産
湯
が
ま
に
あ
わ
ず
に
出
産
し
た
際
に
は
'
赤
子
を
ポ
ロ

(布
)
に
く
る
み
､
母

瀬
に
オ
ン
ツ
ケ

(だ
か
せ
)
た
と
い
う
｡

ト
リ
7
ゲ
は
ト
リ
7
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
お
こ
な
っ
た
が
､
夫
が
と
り
あ
げ
る
こ
と
も
あ

っ
た
｡
昭
和
二
十
年
代

ま
で
は
ほ
と
ん
ど
が
座
産
で
あ
っ
た
O
登
を
あ
げ
'
コ
モ
や
ム
ソ
D
の
上
に
ポ
ロ
を
し
き
､
布
団
を
丸
め
､
そ

●タイゾノなどの祝いをおこなっ1=｡
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れ
に
よ
り
か
か

っ
た
り
､
箪
笥
や
踏
み
台
に
つ
か
ま
り
'
ト
-
ア
ゲ
ハ
ア
サ
ン
に
後
ろ
か
ら
抱
え
て
も
ら
い
､

お
腹
を
も
む
よ
う
に
し
て
中
座
で
出
産
し
た
O
ま
た
'
両
膝
を

つ
き
､
両
手
で
踏
み
台
や
米
び
つ
､
あ
る
い
は

み
か
ん
箱
に
手
を

つ
い
て
出
産
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
｡
明
治
生
ま
れ
の
人
は
'
付
き
添
い
撫
L
で
産
む
こ
と
も

あ
り
'
そ
の
場
合
'

へ
そ
の
緒
な
と
の
始
末
も
全
部

一
人
で
す
ま
し
た
と
い
う
｡
大
正
期
ご
ろ
は
､

ヘ
ヤ
に
半

畳
-
ら
い
の
コ
シ
プ
ト
ン
を
敷
き
､
ア
プ
ラ
ノ
カ
ミ
と
洗

っ
て
消
毒
し
た
ポ
ロ
を
重
ね
､
さ
ら
に
､
捨
て
て
も

か
ま
わ
な
い
ポ
ロ
を
重
ね
て
そ
の
上
で
出
産
し

た
o
膝
を
立
て
て
仰
向
け
で
出
産
す
る
例
も
あ
る
が
､
こ
た
つ

や
-
ら
を
抱
え
た
り
､
堕
笥
の
金
具
に
結
び

つ
け
た
紐
に
つ
か
ま

っ
た
座
産
で
あ
っ
た
O
大
正
の
後
半
に
な
る

と
'

ヘ
ヤ
に
布
を
し
き
､
き
れ
い
に
洗

っ
た
オ
ン
ポ
ロ
を
重
ね
て
そ
の
上
に
膝
を
立
て
仰
向
け
で
出
産
す
る
よ

う
に
な
る
｡
な
お
夫
は
､
妻
の
出
産
に
際
し
て
'
庭
で
臼
を
上
げ
た
り
下
げ
た
り
し
て
い
た
と
い
う
｡

明
治
の
人
は
二
十

一
束
の
藁

(
一
束
の
直
径
十
～
十
五
セ
ン
チ
)
を
背
も
た
れ
に
L
t
産
後
は
そ
の
藁
束
を

一
日

一
束
ず
つ
取
り
､
束
が
撫
く
な
る
と
起
き
あ

が
る
日
と
し
て
き
た
と
い
う
｡

妊
婦
は
出
産
時
に
､
血
が
落
ち
着
-
よ
う
に
と
髪
を
ン
ラ
ガ

(麻
紐
)
で
結

っ
た
o
出
産
に
使

っ
た
オ
ン
ポ

ロ
は
'
母
屋
表
側
の
め
た
た
な
い
と
こ
ろ
に
埋
め
た
O

ネ
ム
リ
ゴ
シ
と
カ
ラ
ッ
コ

陣
痛
が
き
て
産
ま
れ
そ
う
に
な

っ
て
､
力
ん
で
い
る
う
ち
に
ス
ー
ソ
と
眠
く
な
り
､
な
か
な
か
赤
子
が
産
ま

れ
て
こ
な
い
こ
と
を
ネ
ム
リ
ゴ
ン
と
い
う
｡
何
回
も
こ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
産
ま
れ
て
き
た
子
の
頭
が
長
く

な
っ
て
し
ま
う
が
､
撫
ぜ
て
い
る
と
ふ
つ
う
の
形
に
な
お
る
と
い
う
｡
カ
ラ
ソ
コ
と
は
赤
子
と

一
緒
に
出
る
へ

き
ハ
ッ
ス
イ

(羊
水
)
が
先
に
出
て
し
ま
う
こ
と
で
'
こ
の
場
合
は
難
産
に
な
る
と
い
う
｡

ハ
ツ

サ
ン

(初
産
)

初
産
の
場
合
は
予
定
日
の
五
日
ほ
ど
前
に
里
に
帰
る
.
｢
l
生
の
ユ
ウ
サ
ン

(遊
山
)
｣
と
い
っ
て
､
お
産
の

前
後
約

一
か
月
近
-
も
里
に
帰

っ
て
い
ら
れ
る
の
は
結
婚
後
こ
の
時
た
け
で
あ
る
｡
産
婆
は
新
た
に
里
近
-
の

人
に
頼
む
場
合
と
､
嫁
き
先
で
オ
ヒ
ン
メ
を
頼
ん
だ
人
に
来
て
も
ら
う
場
合
と
が
あ
る
｡
初
産
は
女
児
だ
と
楽
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だ
が
､
男
児
だ
と
赤
子
の
肩
が
は
っ
て
い
て
大
変
だ
と
い
っ
た
o
初
産
は

l
昼
夜
か
か
り
､
気
が
遠
-
な

っ
て

｢障
子
の
桟
が
見
え
な
く
な
ら
な
い
と
産
ま
れ
な
い
｣
と
い
わ
れ
る
は
と
大
変
で
あ

っ
た
.
正
博
出
産
で
も

｢棺
桶
片
足
｣
と
い
っ
て
女
に
と

っ
て
は
つ
ら
-
き
び
し
い
も
の
で
あ

っ
た
｡
妊
婦
は
二
十

一
日
の
肥
立
ち
が

終
る
と
嫁
き
先

に
帰

っ
た
｡

へ
そ
の
緒
と
エ
ナ

へ
そ
の
緒
は
､
根
元
を
麻
ひ
も
で
結
び
､

一
寸
弱
残
し
て
タ
チ
モ
ノ
ハ
サ
-
や
ハ
ナ
ハ
サ
-
で
き

っ
た
｡
晒

を

l
寸
幅
に
切

っ
て
赤
子
の
腰
に
ま
わ
し
､

へ
そ
の
緒
の
う
え
で
端
を
重
ね
て
お
さ
え
る
｡
そ
し
て
オ
シ
メ
を

あ
て
る
｡
付
い
て
い
る
へ
そ
の
緒
は
風
呂
に
入
れ
て
い
る
う
ち
に
黒
く
な
っ
て
三
日
く
ら
い
で
と
れ
る
｡

と
れ
た
へ
そ
の
緒
は
桜
紙
や
脱
脂
綿
に
つ
つ
み
'
小
箱
に
入
れ
名
前
を
書
い
て
お
-
｡
女
児
の
場
合
､

ヘ
ソ

ノ
オ
は
嫁
入
り
の
際
に
も
た
せ
て
や
っ
た
｡
ま
た
病
気
の
と
き
に
自
分
の
ヘ
ソ
ノ
オ
を
煎
じ
て
飲
む
と
よ
い
と

い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
｡

エ
ナ
は
'
イ
ナ

･
ノ
チ
サ
ン
･
ノ
チ
ノ
モ
ノ
と
も
い
う
O
お
産
が
軽
い
と
エ
ナ
も
す
く
に
出
る
｡

エ
ナ
が
な

か
な
か
出
な
い
と
き
は
産
婆
に
腹
を
お
し
て
も
ら
い
'
そ
れ
で
も
出
な
い
場
合
は
熱
い
タ
オ
ル
で
腹
を
暖
め
て

か
ら
お
す
と
出
る
｡
そ
し
て
お
産
が
す
む
と
'
こ
ん
と
は
水
で
ぬ
ら
し
た
タ
オ
ル
を
あ
て
子
宮
を
縮
め
る
｡

エ

ナ
が
残

っ
て
い
た
り
す
る
と
､
｢
フ
ル
チ
か
わ
さ
を
し
て
｣
頭
痛
や
め
ま
い
が
す
る
チ
ア
ウ
メ

(血
の
道
の
病

気
)
に
な
る
と
い
う
.

エ
ナ
は
暦
を
み
て
'
あ
る
い
は
方
位
を
み
て
荒
神
様
の
い
な
い
方
や
'
人
の
晒
ま
な
い

縁
の
下
や
木
の
根
元
な
と
の
日
陰
に
穴
を
は
っ
て
埋
め
た
｡
逆
に
家
に
よ
っ
て
は
'
人
の
よ
-
踏
む
と
こ
ろ
が

よ
い
と
い
っ
て
'
ト
ン
ボ
グ
チ
の
す
く
内
側
に
埋
め
る
場
合
も
あ
っ
た
｡
ま
た
男
子
は
大
黒
柱
の
脇
に
埋
め
る

場
合
も
あ

っ
た
O

エ
ナ
を
埋
め
る
役
員
は
夫
で
､
男
の
子
は
筆
と
扇
子
､
あ
る
い
は
筆
と
墨
'
女
の
子
は
針
と

扇
子
か
針
と
糸
を

一
緒
に
埋
め
た
｡
実
家
で
出
産
し
た
場
合
は
嫁
き
先
に
エ
ナ
を
も
ち
帰

っ
て
埋
め
た
｡

異
常
児

｢八
か
月
児
の
子
は
投
げ
て
も
育

つ
｣
と
い
い
､
多
少
の
早
産
で
も
元
気
に
育

つ
も
の
で
あ
る
｡
未
熟
児
は

子
育
地
蔵

(折
本

･
58
)



闘疏節7-_

身
体
に
場
夕
/
ポ
を

つ
け
て
寝
か
せ
て
お
い
た
｡

小
さ
い
子
は
と
き
ち
ん
と
し
て
お
か
な
い
と

｢後
に
夕
タ
ル
｣
と
い
っ
て
､
死
産
や
ほ
ん
の
小
さ
い
う
ち
に

死
ん
で
し
ま

っ
た
子
で
も
'
産
婦
の
親
元
と
隣
近
所
を
よ
ひ
'
規
模
は
小
さ
-
と
も
き
ち
ん
と
弔
い
を
お
こ
な

う
も
の
と
さ
れ
た
｡
最
近
で
は
水
子
地
蔵
に
は
う
む

っ
て
い
る
O
産
後
'
産
婦
と
赤
子
が
二
人
と
も
死
ん
だ
場

合
に
は
､
二
度
あ
る
こ
と
は
三
度
あ
る
と
い
け
な
い
と
い
っ
て
､
張
人
形
を

1
つ
作
り
､
埋
葬
し
､
三

つ
の
ツ

カ
と
し
た
｡

男
親
が
四
十

l
歳
で
う
ま
れ
た
子
を

ソ
シ
ュ
ウ
ニ
ノ
フ
タ
ソ
コ

(
四
十
二
の
二
つ
児
)
と
い
い
､
母
親
四
十

八
歳
の
子
は
ヨ
ン
シ
ュ
ウ
ハ
ソ
サ
イ
ノ
ハ
ジ
カ
キ

ノ
コ
と
い
わ
れ
､
厄
落
し
の
た
め
に
仮
に
辻
に
捨
て
た
｡
そ

れ
は
-
ツ
メ
か
ら
オ
ヒ
チ
ャ
の
あ
い
だ
に
お
こ
な
わ
れ
'
あ
ら
か
じ
め
シ
シ
ソ
ル
イ
の
お
ば
あ
さ
ん
に
何
日
の

い
つ
こ
ろ
､
と
こ
の
辻
に
捨
て
る
か
ら
拾

っ
て
-
だ
さ
い
と
柵
ん
で
お
き
'
子
を

コ
-
ト
-
カ
ゴ
に
入
れ
て
捨

て
､
拾

っ
て
も
ら

っ
た
｡
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
両
者
の
あ
い
だ
に
は
親
子
関
係
が
結
ば
れ
る
｡

産
湯
と
産
着

赤
子
が
産
ま
れ
る
と
'
す
-
に
ト
-
ア
ケ
バ
7
サ
ン
が
､
部
屋
に
油
紙
を
し
い
て
産
湯
を

つ
か
わ
せ
た
o
産

湯
を

つ
か
わ
す
タ
ラ
イ
は
'
嫁
入
り
の
と
き
に
も

っ
て
き
た
も
の
で
､
こ
の
と
き
に
初
め
て
使

っ
た
o
産
湯
の

し
ま

つ
は
オ
テ
ン
ト
ウ
サ
マ
に
当
て
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
'
人
の
踏
ま
な
い
と
こ
ろ
や
人
目
に
つ
か
な
い

日
陰
に
流
し
た
｡
産
着
は
母
親
の
ジ
ュ
ハ
ン
で
作

っ
た
｡
ま
た
麻
の
よ
う
に
す
く
す
-
育

つ
よ
う
に
と
い
う
意

味
で
､
麻
の
葉
の
模
様
の
つ
い
た
ヒ
ト
ツ
-
の
オ
ク
ル
-

(綿
入
れ
)
を
準
備
し
た
｡
こ
の
オ
ク
ル
-
の
背
ぬ

い
の
と
こ
ろ
に

｢
背
守
り
｣
と
い
っ
て
､
赤
や
白
の
糸
で
花
模
様
な
と
の
印
を

つ
け
た
｡

赤
子
の
呼
名
と
名
づ
け

赤
子
は
ア
カ

･
ア
カ
ン
ボ
ウ

･
ア
カ
チ
ャ
ン
な
と
と
呼
ぶ
o
男
児
を
ヤ
ロ
ソ
コ
､
女
児
を
ア
マ
ノ
コ
と
分
け

て
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
｡

ふ
つ
う
'
名
は
オ
ヒ
チ
ャ
ま
で
に
決
め
る
｡
先
祖
の
名
か
ら
字
を
も
ら

っ
た
り
､
易
の
心
得
の
あ
る
人
に
付

大
樹
君
の
産
湯
と
麻
の
薫
文
様
の
オ
ク
ル
ミ

(唐
戸
信
和
さ
ん
の
長
男
･
大
棚
･
5
)



1
･

めJ苅

け
て
も
ら
っ
た
り
､
近
所
の
物
知
り
の
お
じ
い
さ
ん
に
付
け
て
も
ら
っ
た
り
し
た
o
半
紙
に
名
を
如
臼き
､
大
神

宮

(神
棚
)
に
供
え
た
｡
子
が
多
す
さ
る
と
'
そ
れ
以
上
子
が
で
き
な
い
よ
う
に
と
'
ス
エ
と
か
ト
メ
と
い
う

名
を
付
け
た
｡
ま
た
へ
女
の
子
が
続
い
た
と
き
､
男
の
名
を
付
け
る
と
､
次
に
は
男
の
子
が
生
ま
れ
る
と
言
い
､

男
の
子
が
続
い
た
ら
女
の
名
を
付
け
る
と
､
次
に
女
の
子
が
生
ま
れ
る
と
い
っ
た
o

カ
ニ
ハ
バ

赤
子
が
生
ま
れ
て
初
め
て
す
る
黒
い
便
を
カ
ニ
バ
ハ

(カ
ナ
バ
ハ
)
と
い
う
｡
こ
れ
は
赤
子
が
お
腹
に
い
た

と
き
に
排
他
さ
れ
ず
に
妓

っ
て
い
た
も
の
と
云
わ
れ
て
い
る
0
カ
ニ
ハ
ハ
は
'
人
が
死
ぬ
直
前
に
も
そ
れ
に
規

し
た
便
が
出
る
と
い
わ
れ
'
こ
れ
が
出
た
ら
も
う
助
か
ら
な
い
と
い
う
｡

授
乳

初
産
の
と
き
は
'
乳
は
出
に
-
-
､
出
て
も
最
初
の
乳
は
ア
ラ
チ
チ
と
い
い
'
こ
な
れ
が
悲
い
と
か
､
汚
れ

て
い
る
と
い
う
｡
そ
こ
で
'
初
め
て
の
授
乳
は
近
所
の
健
康
t:-･6人
の
乳
を
も
ら
っ
た
｡
こ
れ
を
チ
チ
ヅ
ケ
と
い
っ

た
｡
-
ツ
メ
-
ら
い
ま
で
､
あ
る
い
は
乳
が
出
る
ま
で
は
､

マ
ク
-
と
い
っ
て
黒
砂
糖
を
湯
で
溶
い
た
こ
く
商

い
砂
糖
水
を
カ
ー
セ
の
タ
ン
ポ
に
し
み
こ
ま
せ
て
飲
ま
せ
た
｡

初
産
の
人
は
乳
首
が
小
さ
-
ひ
っ
つ
い
て
い
る
の
で
'
-
ツ
メ
ま
で
は
寝
て
い
る
あ
い
だ
に
乳
を
も
ん
だ
り
､

乳
首
を
ひ
っ
ぼ

っ
て
乳
の
出
が
よ
い
よ
う
に
し
た
｡
た
い
か
い
は
､
乳
が
張

っ
て
い
る
の
で
､
近
所
の
大
き
い

赤
子
に
す

っ
て
も
ら
う
と
乳
の
出
が
よ
-
な
る
し
､
赤
子
が
す
い
つ
き
や
す
く
な
る
O

少
月也
の
砂
糖
を
入
れ
た
葛
湯
を
飲
み
､
-
ツ
メ
の
ポ
タ
モ
チ
や
-
ツ
メ
の
赤
飯
を
食

へ
る
と
､
よ
-
乳
が
出

る
よ
う
に
な
る
と
い
う
｡
ま
た
モ
チ
ソ
ケ
の
あ
る
も
の
と
か
､
鯉
こ
-
な
と
を
飲
む
と
乳
が
出
る
と
も
い
わ
れ

て
い
た
O
と
う
し
て
も
乳
の
出
な
い
人

は
'
お
な
じ
時
期
に
出
産
し
た
人
か
ら
昼
間
た
け
モ
ラ
イ
チ
チ
を
す
る
｡

人
助
け
で
す
る
の
で
あ
る
か
ら
､
お
礼
の
や
り
と
り
は
は
と
ん
と
撫
い
が
､
モ
ラ
イ
チ
チ
し
た
子
の
婚
儀
の
席

に
は
招
か
れ
た
｡
ま
た
夜
は
米
の
粉
を
よ
く
煮
て
こ
し
た
ス
-
二
や
'
葛
湯
を
飲
ま
せ
た
り
'

エ
マ
ン
を
炊
い

た
際
に
出
る
オ
ネ
ハ
を
乳
の
代
わ
り
に
飲
ま
せ
た
o
こ
れ
は
麦
湯
で
あ
り
'
丈
夫
な
子
を
作
り
'
肺
病
の
予
防

授
乳
中
の
大
樹
君

(大
棚

･
ER
)



顔節罪

に
な

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
逆
に
乳
の
出
過
ぎ
の
人
は
宕
物
に
し
み
こ
む
ほ
ど
で
'
自
分
で
し
は
っ
て
捨
て

た
｡
乳
は
米
の
と
ぎ
汁
と
同
じ
で
､
や
た
ら
な
場
所

へ
捨
て
て
は
な
ら
ず
､
南
天
の
木
の
下
な
ら
よ
い
と
さ
れ

た
が
､
流
し
で
洗
い
流
し
て
し
ま
う
人
も
､
ま
ま
い
た
と
い
う
0
な
お
乳
が
壁
に
か
か
る
と
､
乳
が
上

っ
て
し

ま
う
と
い
っ
た
｡

肥
立
ち

産
婦
の
体
が
お
産
で
汚
れ
て
い
る
こ
と
を
'
チ
ポ
ク
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
｡
ま
た
如
理
を
す
る
と
'
血

が
お
こ
る
と
か
､
チ
ア
ン
マ
イ
に
な
る
と
か
い
い
､
頑
痛
や
目
が
悪
く
な

っ
た
り
す
る
と
い
う
｡
明
治
生
れ
の

人
の
産
後
は
二
十

一
束
の
藁
を
背
に
し
て
休
み
､

1
日
に

一
束
ず
つ
と
り
､

マ
ク
ラ
ナ
オ
ン
と
い
っ
て
二
十

一

日
目
に
よ
う
や
く
水
平
に
投
ら
れ
た
と
い
う
.
ま
た
二
十

1
日
目
に
き
て
内
臓
が
元
に
も
ど
る
と
い
わ
れ
'
二

十
二
日
目
に
腰
湯
に
つ
か

っ
て
肥
立

っ
た
と
い
う
｡
時
代
が
新
し
-
な

っ
て
も
最
初
の
二
週
間
は
ヘ
ヤ
で
静
か

に
体
を
休
め
'
三
週
間
も
寝
た
き
り
の
生
活
で
あ

っ
た
｡
と
-
に
初
産
で
は
肥
立
ち
が
憩
い
と
-
せ
に
な
る
と

い
わ
れ
､
大
事
を
と
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
｡

荒
神
は
競
れ
を
き
ら
う
と
い
い
､
肥
立
ち
が
す
む
ま
で
は
台
所
に
立

つ
も
の
で
は
な
い
､
井
戸
に
触
れ
る
も

の
で
は
な
い
と
い
い
'
さ
び
し
い
家
で
は
､
産
婦
の
日
常
生
活

へ
の
役
帰
に
あ
た
っ
て
､
か
ま
ど
や
井
戸
に
清

め
の
塩
花
を
あ
げ
て
積
れ
を
は
ら
う
と
い
う
｡
ま
た
産
後

l
か
月
は
神
棚
に
手
を
つ
け
て
は
な
ら
ず
'
七
十
五

日
は
神
に
対
し
て
産
婦
は
不
浄
と
い
わ
れ
､
宮
参
り
は
で
き
な
い
｡
七
十
五
日
を
す
ぎ
た
ら
産
婦
は

一
人
で
宮

参
り
を
し
た
｡

産

婦
の
食
事

肥
立

つ
ま
で
の
ニ
ー
三
週
間
は
か
た
い
物
を
食
べ
る
と
政
が
む
く
む
と
い
わ
れ
､
ド
ロ
ド
ロ
の
お
粥
に
'
消

化
が
よ
く
塩
辛
く
な

い
フ
や
カ
ン
ビ
ョ
ウ
の
煮
付
け
と
オ
カ
カ
な
と
を
お
も
に
愈

へ
た
o
産
後
七
十
五
日
間
は

油
と
塩
気
の
物
は
食

へ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
た
｡
正
月
に
あ
た
る
場
合
は

一
人
だ
け
油
揚
げ
ぬ
き
の
雑
煮
を

食

へ
た
例
も
知
ら
れ
て
い
る
｡
天
ぷ
ら
は
血
が
オ
コ
ッ
テ
し
ま
う

(血
の
道
の
病
に
な
る
)
の
で
食
べ
て
は
い

カ
ケ
ギ
モ
ノ
(抜
放
フ
ク
家
･
北
山
EB
･
6
)
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け
な
い
と
さ
れ
た
｡

ミ
ツ
メ

誕
生
三
日
目
に
産
婆
を
呼
び
､
赤
子
に
湯
を

つ
か
わ
せ
て
も
ら
い
､
シ
ソ
ン
ル
イ
を
は
じ
め
､
近
所
と
仲
人

に
､
赤
飯

･
ポ
タ
モ
チ

･
肺

･
砂
糖
に
ス
ル
メ
や
鰹
節
を
添
え
て
-
は
る
｡
こ
の
-
ツ
メ
の
品
物
を
と
と
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
正
式
に
子
の
誕
生
が
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
O
ポ
タ
モ
チ
の
数
は
割
切
れ
る
数
は
よ
-
な

い
と
い
わ
れ
､
か
な
ら
ず
奇
数
個
を
重
箱
に
つ
め
た
｡
麻
は
束
に
し
て
シ
ラ
カ

(白
良
賀

･
吉
良
賃

･
白
髪
)

と
書
い
た
半
紙
に
く
る
み
水
引
を
か
け
た
o
イ
セ
キ
の
場
合
は
嫁
き
先
と
里
の
両
方
で
,,,
ツ
メ
を
す
る
O

-
ツ
メ
の
お
返
し
は
､
重
箱
に
､
梅
干
し
の
よ
う
に
シ
ワ
ク
チ
ャ
に
な
る
ま
で
長
生
き
す
る
よ
う
に
と
梅
を

半
紙
に
-
る
ん
で
入
れ
た
り
､

マ
メ
で
長
生
き
す
る
よ
う
に
と
豆
を
包
ん
だ
り
し
た
｡
重
箱
も
､
お
め
で
た
い

こ
と
が
た
び
た
び
有
る
よ
う
に
と
洗
わ
ず
に
返
す
も
の
と
い
わ
れ
た
｡
ち
な
み
に
病
気
の
床
上
げ
な
ど
で
は
､

度
重
な
ら
な
い
よ
う
に
と
か
な
ら
ず
洗

っ
て
返
す
IO
の
と
い
う
O

オ
ヒ
チ
ャ

誕
生
七
日
目
を
オ
ヒ
チ
ャ
､
ま
た
は
ヒ
ト
シ
チ
ャ
と
い
う
｡
ン
ン
ン
ル
イ
を
ま
ね
い
て
祝
う
.
産
婆
に
赤
子

を
お
湯
に
つ
か
わ
せ
て
も
ら
い
､
赤
飯
を
神
棚
に
供
え
る
0
ま
た
赤
飯
を
屯
箱
に
つ
め
て
ナ
マ
ク
サ

(鰹
節
な

ど
)
を

つ
け
て
近
所
に
く
は

っ
た
0

才
ビ
ア
ケ

オ
ヒ
7
ゲ
は
誕
生
後
､
男
児
は
三
T

l
日
日
'
女
児
は
三
十
三
日
目
に
鉄
守

へ
包
参
り
す
る
こ
と
を
い
う
｡

そ
の
男
女
の
日
数
の
組
A
n
わ
せ
は
'
三
十
と
三
十

l
'
三
卜

l
と
三
十
二
㌧
三
十
二
と
三
十
三
と
い
う
例
も
伝

え
ら
れ
て
い
る
.
男
児
が
早
い
の
は
､
男
が
え
ら
い
か
ら
た
と
か
､
女
の
ほ
う
が
罪
が
重
い

(深
い
)
か
ら
だ

と
も
い
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
日
よ
り
も
早
-
､
子
供
を
屋
外
に
連
れ
た
す
と
､
｢
キ
ッ
ネ
に
ば
か
さ
れ
る
｣
な

と
と
い
わ
れ
て
き
た
｡

こ
の
目
'
火
事
の
と
き
に
つ
か
ん
で
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
'
ボ
ン
ノ
ク
ホ
の
部
分
を
の
こ
し
て

山
EZZ地
子
チ
ャ
ン
の
お
宮
参
り
(牛
久
保
小
山
田
)



汁山柿I:a

ウ
プ
ゲ
ソ
-
を
す
る
｡
嫁
の
実
家
が
叩
備
し
た
カ
ケ
ギ
モ
ノ

(
ハ
ツ
ギ

･
ソ
デ
ギ
モ
ノ
)
を
か
け
'
キ
ン
チ
ャ

ク
を
添
え
て
宮
参
り
に
出
か
け
る
0
カ
ケ
ギ
モ
ノ
は
､
男
児
は
尉
7T
目
､
女
児
は
模
様
も
の
で
あ
っ
た
.

｢宮
参
り
に
親
が
参
る
も
の
で
は
な
い
｣
と
い
っ
て
産
姑
は
い
か
ず
'
男
も
野
良
仕
茄
が
い
そ
が
し
い
の
で
'

姑
や
里
の
母
親
な
ど
女
だ
け
で
t:A.J参
り
を
し
た
｡
ま
た
お
参
り
に
い
く
人
数
は
奇
数
と
さ
れ
た
.
鎮
守
に
は
赤

飯
を
供
え
､
社
殿
を
三
回
左
に
ま
わ
り
､
そ
の
つ
ど
拝
ん
だ
｡
な
お
女
児
の
場
合
は
宮
参
り
の
前
後
に
'
屋
敷

の

1
杓
に
桐
を
植
え
た
｡
桐
は
成
長
が
早
く
そ
の
子
が
嫁
に
い
-
こ
ろ
に
は
粒
笥
な
と
を
つ
-
る
用
材
と
す
る

こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
日
の
夕
方
は
マ
ゴ
ダ
与
と
い
っ
て
赤
飯
で
お
祝
い
を
し
た
｡
こ
の
マ
ゴ
ダ
キ
は
'
初
孫
の
披
苗
の
こ
と

で
'
仲
人
､
嫁
の
両
親
'
叔
父
叔
母
､
ジ

ノ
ン
ル
イ
を
呼
び
､
子
に
と
っ
て
山
の
濃
い
順
に
だ
か
せ
る
｡
こ
の

祝
い
は
生
ま
れ
て
か
ら
は
は
半
年
以
内
に
お
こ
な
う
の
が
怯
習
と
さ
れ
て
い
た
が
'
マ
ゴ
ダ
キ
の
た
め
だ
け
に

遠
路
来
て
も
ら
う
の
は
大
変
な
の
で
'
宮
参
り
や
机
正
月
な
ど
の
祝
い
の
口
に
あ
わ
せ
る
例
が
多
い
｡

ク
イ
ゾ
メ

誕
生
の
百
日
日
ま
た
は
百
十
日
ED]
に
小
さ
な
茶
碗

･
椀

･
箸
を
買
い
そ
ろ
え
､
赤
飯
と
尾
頭
付
き
で
お
祝
い

を
す
る
0
赤
飯
は
二
～
三
粒
を
Ej
に
入
れ
て
食
べ
る
i;K似
を
さ
せ
る
O
家
内
で
簡
恥
に
こ
の
祝
い
を
す
ま
せ
る

場
合
も
あ

っ
た
が
､

一般
に
は
嫁
の
親
と
隣
近
所
の
人
た
ち
を
招
き
祝

っ
た
｡

赤
子
の
食
事

三
か
月
か
ら
は
､
オ
モ
ユ
を
食

へ
さ
せ
る
｡
六
か
月
か
七
か
月
頃
に
入

っ
た
ら
'
卵
や
滑
油
を
加
え
た
オ
ジ

ヤ
､
野
菜
を
細
か
く
し
た
も
の
な
と
を
食

へ
さ
せ
､
し
だ
い
に
こ
飯

へ
と
変
え
て
い
く
｡
十
か
月
に
な
る
と
､

ご
飯
や
炊
き
こ
み
ご
飯
を
与
え
る
.
そ
の
他
､

ハ
ン
ペ
ン
･
豆
脚

･
卵
と
じ

･
長
物
な
と
を
食
べ
さ
せ
る
｡
セ

ン
ペ
イ
な
ど
も
母
親
が
か
ん
だ
も
の
を
食

へ
さ
せ
て
や
る
｡

初
正
月

第

1
子
の
初
正
月
に
は
'
嫁
の
実
家
や
仲
人
か
ら
､
長
男
で
あ
れ
ば
ユ
-
ハ
マ
'
長
女
で
あ
れ
ば
ハ
ゴ
イ
タ

北
村
崇
の
把
拝

(北
村
正
晴
家
･
茅
ヶ
崎
･
5
)

.'',
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が
贈
ら
れ
る
｡
そ
れ
ら
は
オ
セ
チ
の
席
の
上
座
に
飾
ら
れ
る
｡
こ
の
時
だ
け
は
お
返
し
を
し
な
く
と
も
か
ま
わ

な
か
っ
た
｡
雑
煮
を
金

へ
る
か
食

へ
な
い
か
と
い
っ
て
､
小
さ
い
餅
を
赤
子
に

一
口
食

へ
さ
せ
た
り
､
食

へ
さ

せ
る
ま
ね
を
し
た
｡
こ
れ
は
神
様
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
サ
タ

(沙
汰
)
す
る
た
め
と
い
う
｡

初
節
供

第

1
子
の
場
合
､
そ
れ
ぞ
れ
の
節
供
に
初
節
供
と
称
し
て
'
嫁
の
実
家
や
仲
人
か
ら
の
階
り
物
が
あ
る
〇

三
月
三
日
の
女
児
の
節
供
に
は
雛
人
形
が
贈
ら
れ
る
.
里
の
親
は
内
裏
雛
､
仲
人
は
ほ
か
の
人
形
と
か
'
あ

ら
か
じ
め
決
め
て
贈
り
物
が
重
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
｡
お
返
し
は
赤

･
白

･
緑
の
三
色
の
菱
餅
を
重
ね
て
ナ

マ
ク
サ
を

つ
け
た
が
'
里
の
親
に
は
五
枚
と
か
仲
人
や
親
戚
に
は
三
枚
と
か
､
贈
答
に
差
が
あ

っ
た
o

男
児
の
節
供
に
は
'
雛
節
供
と
同
様
に
嫁
の
実
家
で
は
嫉
き
先
の
意
向
を
き
き
､
内
臓
か
外
税
に
家
紋
を

つ

け
て
贈

っ
て
-
れ
る
O
近
年
で
は
コ
イ
ノ
ポ
リ
が
贈
ら
れ
る
O
仲
人
や
親
戚
か
ら
は
武
者
人
形
な
と
が
贈
ら
れ

る
｡
お
返
し
に
は
オ
カ
シ
ワ
を
三
十
五

･
三
十

一
･
二
十
七

･
二
十
五
あ
る
い
は
十
九
個
と
か
の
奇
数
を
重
箱

に
つ
め
､
こ
れ
に
二
枚
の
カ
サ
コ
か
鰹
節
な
ど
の
ナ
マ
ク
サ
を

つ
け
た
り
､
赤
飯
を
そ
え
た
｡

な
お
次
男
次
女
を
祝
う
例
は
ま
れ
で
あ
る
が
､
ひ
と
飾
り
で
も
し
な
い
と
'
そ
の
子
は
丈
夫
に
育
た
な
い
と

い
わ
れ
､
わ
ず
か
ば
か
り
の
祝
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
｡

初
誕
生

赤
子
は

一
年
三
か
月
日
-
ら
い
で
歩
け
る
よ
う
に
な

っ
た
が
､
誕
生
月
前
に
歩
-
よ
う
に
な
る
と
へ
初
誕
生

の
祝
い
日
に
'
子
に

l
升
の
純
米
を
背
負
わ
せ
た
｡
こ
れ
を
イ
ソ
ン
rn
ウ
モ
チ
と
か
タ
ン
ソ
ヨ
ウ
モ
チ
と
い
っ

た
｡
そ
れ
を
背
負

っ
た
子
が
座

っ
て
し
ま
う
と
､
ブ

ノ
チ
ャ
-
モ

チ
と
い
っ
た
｡
な
お
誕
生
日
前
の
十
か
月
日

に
赤
子
に
由
が
は
え
る
と

｢
ト
ウ
ハ
に
な
る
｣
と
い
っ

て
い
や
か
ら
れ
た
｡

子
守

赤
子
は
首
が
す
わ
る
ま
で
百
日
は
寝
か
せ
て
お
い
た
O
そ
の
後
は
オ
ブ
ヒ
モ
で
お
ぶ
っ
て
野
良
仕
事
を
し
た
｡

ま
た
ヨ

コ
タ
カ
コ

(野
菜
寵
)
と
い
う
長
四
角
の
深
い
龍
の
中
に
蓮
や
南
京
袋
な
と
を
敷
き
'
そ
の
上
に
子
を

端
午
の
節
供

(小
山
義
l家
･
新
羽
･
6
)



鍾節r･-

寝
か
せ
て
､
畦
に
置
き
'
仕
事
を
し
た
｡
家
で
は
､
モ
ノ
コ
7
-
を
軒
下
に
つ
る
し
て
ユ
リ
カ
tn
に
し
た
.
た

い
が
い
は
嫁
が
く
る
と
'
姑
は
野
良
仕
部
を
あ
ま
り
し
な
-
な
り
､
子
守
を
し
た
り
食
中
の
仕
度
を
し
な
が
ら

留
守
番
を
し
た
｡
子
守
の
唄
は
'
適
当
に
自
分
で
ア
レ
ン
ジ
し

｢
ネ
ン
ネ
ン
ヨ
ー

イ
イ
コ
ダ
rn
I

寝
な
い

と
犬
が
で
る
舵
州が
で
る
｣
な
ど
と
よ
く
歌

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
オ
モ
チ
ャ
は
ツ
ト
ン
コ
に
石
を
入
れ
た
ガ
ラ

ガ
ラ
な
ど
が
あ

っ
た
｡

七
五
三

か
つ
て
は
総
領
の
み
､
七
歳
の
と
き
に
祝
う
の
が

1
般
的
で
あ

っ
た
｡
瓜
近
で
は
男
児
五
歳
､
女
児
三

･
七

歳
の
時
に
祝

っ
て
い
る
｡
十

一
月
十
五
日
か
十
二
月
十
五
日
に
鎮
守
に
お
参
り
L
t
赤
飯
や
紅
白
の
マ
ル
モ
チ

を
嫁
の
里
や
近
所
､
あ
る
い
は
ジ
ン
ン
ル
イ
な
と
に
く
は

っ
た
｡
簡
単
に
す
ま
せ
る
場
合
で
も
､
嫁
の
里
に
だ

け
は
お
祝
い
を
と
と
け
た
｡
七
歳
の
祝
い
に
は
､
大
人
と
同
じ
裁
ち
か
た
を
し
た
本
裁
ち
の
晴
着
を
着
せ
た
｡

フ
ン
ド
シ
祝
い
と
ユ
モ
ジ
祝
い

男
の
子
は
十
五
歳
に
な
る
と
､

1
人
前
と
い
い
､
米
俵

1
俵
は
担
げ
る
よ
う
に
な
り
'
父
親
が
フ
ン
ド
シ
を

新
調
し
て
-
れ
た
｡
女
の
子
は
初
潮
を
み
る
と
､
腰
巻
を
し
た
が
､
金
持
ち
の
子
は
小
学
校
四
年
ご
ろ
か
ら
腰

巻
を
し
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
｡
女
の
子
は
刃
物
や
砥
石
を
ま
た
ぐ
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
'
砥
石
を
ま
た

-
と
砥
石
が
割
れ
て
し
ま
う
と
い
う
｡
ま
た
月
経
の
際
は
､
お
宮

へ
行

っ
て
は
い
け
な
い
､

へ
ン
ツ
イ
の
前
に

立

っ
て
は
い
け
な
い
､
神
仏
の
お
供
え
を
い
じ
-

っ
て
は
い
け
な
い
､
井
戸

へ
行

っ
て
は
い
け
な
い
'
職
人
の

働
い
て
い
る
側
で
う
ろ
う
ろ
し
て
は
い
け
な
い
な
と
'
い
さ
め
ら
れ
て
い
た
O

ハ
ツ
ヤ
マ

フ
ン
ド
シ
祝
い
を
お
え
た
男
子
は
､
成
人

へ
の
通
過
儀
礼
と
し
て
大
山

へ
ハ
ツ
ヤ
マ
と
い
っ
て
登
拝
し
た
.

こ
れ

は
大
山
代
参
の
際
に
､
潮
が
流
ん
で
連
れ
て
い
っ
て
も
ら

っ
た
り
'
あ
る
い
は
十
五
歳
に
な
る
列
子
を
集

め
て
巡
れ
て
い
っ
た
o

ハ
ツ
ヤ
マ
の
必
婁
経
班
は
親
が
も
ち
､
長
男
と
か
次
男
と
か
の
区
別
は
な
く
､
刀
子
が

十
五
歳
に
な
れ
ば
か
な
ら
ず

ハ
ツ
ヤ
マ
を
さ
せ
た
と
い
う
｡

ハ
ツ
ヤ
マ
が
す
む
と

一
人
前
と
み
な
さ
れ
､
大
人

赤
子
の
星
生

(石
原
新
1
家
･
北
山
田
･
5i)
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の
仲
間
入
り
が
認
め
ら
れ
百
年
規
に
は
い
る
こ
と
と
な

っ
た
｡

明
治
期
に
は

｢
ハ
ツ
ヤ
マ
は
､
歩
い
て
い
か
な
-
ち
ゃ
な
ん
ね
え
｣
と
い
わ
れ
'
夜
が
明
け
る
前
の
三
時
ご

ろ
に
起
き
て
ケ
ッ
キ
リ
パ
ン
テ
ン
を
名
て
､
竹
製
茄
和
S
iの
弁
当
を
背
払
い
'
荏
.田
村
を
南
rL
す
る
大
山
街
道

を
歩
い
て
い
っ
た
.
大
正
収
に
は
い
る
と
､
横
浜
駅
ま
で
妙
き
､
平
塚
ま
で
汽
再

に煎
っ
て
'
そ
こ
か
ら
大
山

ま
で
歩
い
た
O
服
装
は
新
調
の
丸
首

シ
ャ
ツ
に
白
い
モ
モ
ヒ
与
を
は
き
､
そ
の
う
え
に
新
調
の
浴
衣
を
T,?
て
裾

を
は
し
ょ
り
､
腰
に
鈴
を

つ
け
て
草
牡
を
は
い
た
｡
頭
に
ス
ケ
ガ
サ
を
か
ぶ
り
､
背
に
は
キ
ゴ
ザ
を
ま
い
た
も

の
を
背
負

い
､
手
に
は
コ
ン
ゴ
ウ
ヅ
工
を
待

っ
た
と
い
う
｡
昭
和
に
は
い
る
と
､
新
調
し
た
フ
ン
ド
ン
に
ス
テ

テ
コ
'
半
袖
の
う
え
に
浴
衣
を
苗
て
梶
を
は
し
ょ
り
､
腰
に
ウ
チ
ワ
を
さ
し
て
卓
牡
を
は
い
た
｡
行
程
は
厚
木

ま
で
電
市
で
行
き
､
そ
こ
か
ら
T
キ
ロ
ほ
と
少
い
た
と
い
う
｡

厄
年
と
年
祝
い

男
の
厄
年
は
二
十
五
歳
と
四
十
二
歳
へ
女
の
厄
年
は
十
九
歳
と
三
十
三
歳
で
あ
り
'
鎖
守
や
川
崎
大
師
に
厄

払
い
に
行

っ
た
.
厄
に
は
前
厄

･
木
厄

･
後
厄
が
あ
り
'
三
年
間
は
厄
か
つ
づ
く
こ
と
に
な
る
｡
十
が
厄
落
し

に
な
る
と
い
い
､
女
が
厄
年
に
無
心
仙
椎
し
た
と
き
は
ヤ
ク
ノ
ガ
レ
を
し
た
と
か
､
厄
が
訳
さ
れ
た
と
い
っ
て
'

よ
い
も
の
と
さ
れ
た
｡
三
十
三
歳
に
妊
娠
し
た
と
き
は
里
の
雑
か
ら
ヤ
ク
ヨ
ケ
オ
ビ
を
も
ら
っ
た
｡

ま
た
三
十
三
歳
に
男
の
子
を
出
産
す
る
と
'
こ
れ
か
ら
先
は
列
の
子
は
生
ま
れ
な
い
と
も
い
.つ
｡

=i
の
厄
印
の
と
き
は
､
厄
よ
け
と
し
て
嫁
の
盟
の
親
か
ら
亦
い
フ
ン
ド
ン
と
企
火
第
二
膳
が
脚
ら
れ
た
.

I

朕
は
神
棚
に
供
え
､
他
は
使

っ
た
｡
女
の
厄
年
に
は
､
親
元
か
ら
オ
コ
/
と
火
箸
が
肥
ら
れ
た
｡
特
に
三
十
三

歳
の
時
に
は
鹿
子
の
古
物
か
鞍
が
贈

ら
れ
､
そ
れ
を

1
年
間
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
厄
よ
け
と
し
た
と
い
う
｡

｢祝
い
ご
と
を
す
る
と
早
死
に
す
る
｣
と
い
い
､
家
で
は
咋
祝
い
は
し
な
い
が
､
下
と
も
た
ち
や
親
戚
､
近

所
の
人
た
ち
が
お
祝
い
を
や
っ
て
-
れ
る
｡
還
暦
は
'
ホ
ン
ケ
ガ
エ
リ
と
い
い
､
自
分
の
子
､
特
に
長
女
に
赤

い
も
の
を
肥

っ
て
も
ら
い
'
こ
れ
を
身
に
付
け
る
と
､
長
生
き
で
き
る
と
い
わ
れ
た
｡
男
の
場
合
'
七
十
七
歳

の
･3:寿
に
は
､
細
-
長
-
生
き
る
よ
う
に
金
火
箸
を
附

っ
た
り
､
八
十
八
歳
の
米
海
に
は
赤
い
ズ
キ
ン
や
チ
千

'
'

,..
.II.'jAj



榔節節

ン
チ
ャ
ン
コ
が
肥
ら
れ
る
｡
女
の
場
合
は
､
喜
寿

･
米
寿

･
白
寿

(九
十
九
歳
)
の
祝
い
に
は
､
赤
い
腰
巻
や

ハ
チ
マ
辛
が
贈
ら
れ
た
o
昭
和
E
l+
年
代
に
は
い
っ
て
､
長
寿
の
祝
い
と
し
て
紫
の
布
団
を
肥
る
こ
と
が
流
行

っ

た
.
こ
の
い
わ
れ
は
辛

亥

の
畔
に
紫
の
和
田
を
肥
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
と
い
う
が
定
か
で
は
な
い
｡
近
所
に

は
捲
粉
で
作
っ
た
紅
白
の
ト
ノ
コ
モ
チ
を
贈
っ
た
.

第
二
節

婚

姻

配
偶
者
の
条
件

か
つ
て
未
婚
の
男
女
が
い
っ
し
ょ
に
遊
ぶ
の
は
'
モ
ノ
ビ
と
い
わ
れ
る
正
月
や
節
供
な
ど
で
'
新
た
に
知
り

合
う
の
は
祭
礼
や
近
所
の
婚
礼
な
と
を
見
に
行

っ
た
と
き
く
ら
い
で
あ
っ
た
｡
配
偶
者
の
条
件
と
し
て
は
'
女

は
素
直
で
働
き
者
が
好
ま
れ
､
特
に
桁
衣
な
ら

1
日
に
1
枚
仕
上
げ
ら
れ
る
裁
縫
技
能
を
も
っ
て
い
る
人
を
良

し
と
し
た
｡
男
だ
と
雌
糠
で
性
格
の
よ
い
人
が
好
ま
れ
た
が
､
お
は
っ
ち
ゃ
ん
育
ち
の
人
や
短
気
の
人
は
嫌
わ

れ
た
｡
そ
し
て

｢
ト
ン
ト
ン
の
と
こ
ろ
か
ら
も
ら
え
｣
と
い
い
'
フ
タ
ン
ピ
ン

(防
府
ち
か
い
)
は
よ
く
な
い

と
さ
れ
た
が
へ
｢嫁
は
流
し
の
下
か
ら
も
ら
え
｣
と
も
い
い
'
嫁
は
家

柄
が
よ
い
と
気
非
ね
し
て
し
ま
う
し
､

家
の
仕
や
が
で
き
ぬ
も
の
だ
と
い
わ
れ
た
.

女
は
数
え
の
二
十
歳
前
後
､
男
は
二
十
五
歳
前
後
が
適
齢
期
と
さ
れ
て
い
た
｡

男
は
三
十
歳
に
な
る
と
遅
い

方
で
､
女
は
二
十
五
歳
に
な
っ
て
も
'

な
お
も
ら
い
手
が
な
い
と
オ
ン
バ
と
い
わ

れ
た
o
遊
子
を
取
る
娘
は
､

搾
油
よ
り
早
-
t
T
l十
歳
前
に
結
婚
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
女
の
二
十
二
歳
と
二
卜
四
歳
は

｢死
に
に
く
い
｣

と
い
わ
れ
､
男
の
二
十
八
歳
は
咋
回
り
が
愁
い
と
い
わ
れ
て
避
け
ら
れ
､
ま
た
厄
年
も
避
け
ら
れ
た
｡
巳

･
寅

･

中
に
生
ま
れ
た
三
人
が
そ
ろ
う
と
'
性
格
が
合
わ
な
い
と
い
わ
れ
た
｡
丙
午
に
生
れ
た
女
は
'
財
産
や
人
な
ど

つ
ノ
エサル

を
食
う
と
さ
れ
'
庚

申

の

女
は
火
難
の
帖
が
あ
る
と
い
っ
て
好
ま
れ
な
か
っ
た
｡
相
手
と
の
年
廻
り
は
'
｢
ア

イ
ド
ン

(お
な
じ
咋
)
'
ヨ
メ

(三
つ
ち
か
い
)､
ト
ウ
メ

(九

つ
ち
が
い
)
は
不
縁
の
元
｣
で
よ
く
な
い
と
い

荒
城
の
月

(屋
谷
処
女
金
持
指
は
El念

･
唱
和
六
年
四

月
二
十
九
日
･
中
山
伊
肋
家
裁

･
池
辺
)
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わ
れ
た
o
女
の

1
つ
年
上
は

｢
カ
ネ
､
タ
イ
コ
で
探
せ
｣
'
あ
る
い
は

｢金
の
ワ
ラ
ジ
を
は
い
て
で
も
探
せ
｣

と
い
わ
れ
､
鉦
や
太
鼓
を
た
た
く
よ
う
に

1
生
懸
命
探
し
て
い
っ
し
ょ
に
な
る
も
の
だ
と
い
う
｡
ま
た
'
い
と

こ
同
志
の
結
婚
は

｢
ス
ル
メ
の
味
が
す
る
｣
と
か

｢噛
め
ば
噛
む
ほ
ど
昧
が
で
る
｣
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
で
あ

る
と
さ
れ
て
き
た
｡

見
合
い

昭
和
の
初
め
ご
ろ
ま
で
は
､
親
や
親
戚
が
話
を
も

っ
て
き
て
本
人
の
意
志
と
は
関
わ
り
な
-
劫
同
志
で
決
め

る
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
｡

つ
ま
り
許
を
も
ち
こ
ま
れ
た
だ
け
で

｢
お
前
の
相
手
は
こ
の
人
だ
か
ら
｣
と
TP
出
を

見
せ
ら
れ
た
だ
け
と
か
､
ヨ
メ
イ
-
の
当
日
ま
で
顔
を
合
わ
せ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
.

昭
和
二
十
年
代
に
は
い
る
と
'
い
わ
ゆ
る
見
合
い
形
式
が

一
般
的
と
な
り
､
本
人
の
古
志
が
考
慮
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
｡
し
か
し
こ
の
場
合
に
も
ナ
イ
ギ
与
と
い
っ
て
､
親
戚
や
仲
人
に
な
る
人
に
頼
ん
で
相
手
の
家
の

近
所
に
い
っ
て
も
ら
い
､
い
ろ
い
ろ
と
､
聞
き
.入)
み
が
お
こ
な
わ
れ
､
家
光

･
家
族
な
ど
の
充
分
な

下
調
べ
が

す
ん
で
お
り
､
見
合
い
の
時
点
で
､
す
で
に
内
諾
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
こ
の
両
者
間
を
と
り
も

っ

て
く
れ
た
人
を

ハ
シ
ワ
タ
ン
と
い
い
'
そ
の
人
が
そ
の
ま
ま
仲
人
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡
見
合
い
は
仲
人
の

家
で
両
家
の
両
親
と
と
も
に
お
こ
な
わ
れ
､

つ
ぎ
の
日
に
は
退
部
を
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
｡
見
合
い
の
席

で
出
さ
れ
る
お
茶
は
､
相
手
が
気
に
入
ら
な
い
と
き
は
飲
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
｡

適
婚
糊
は
旧
都
筑
郡
内
あ
る
い
は
隣
接
す
る
橘
樹
郡
の
村
々
の
範
囲
で
あ
る
が
､
近
隣
の
村
か
ら
嫁
取
り
､

婿
取
り
し
て
い
る
場
合
が
大
半
で
あ
る
｡

恋
愛

恋
愛
の
こ
と
を
ク
ツ
ツ
キ

･
ク
ノ
ソ
キ
ア
イ

･
ナ
レ
ア
イ

･
デ
キ
ア
イ

･
イ
イ
ナ
カ

･
",
チ
ハ
ダ
に
な
っ
た

な
ど
と
い
い
､
｢
あ
す
こ
の
家
は
ク
ノ
ツ
キ
ュ
ー
だ
｣
な
と
と
も
い
わ
れ
､
あ
ま
り
よ
い
こ
と
と
は
思
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
.
好
き
な
人
が
で
き
た
と
い
う
と

｢惚
れ
て
き
ゃ
が
っ
た
｣
と
い
っ
て
た
い
そ
う
し
か
ら
れ
た
｡

家
柄
の
格
差
に
よ
り
両
親
の
反
対
に
あ

っ
て
'
駆
け
落
ち
や
心
中
を
す
る
者
も
あ
っ
た
と
い
う
｡
恋
愛
結
婚
の

結
納
品

(平
野
亜

1
夏

･
大
熊

･
57
)
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場
合
の
仲
人
は
､
結
婚
の
決
定
の
の
ち
に
立
て
る
こ
と
か
ら
'
タ
ノ
-

(タ
ノ
マ
レ
)
仲
人
と
い
っ
た
｡

仲
人

親
は
嫁
取
り
婿
取
り
の
話
が
ま
と
ま
る
と
'
｢仲
人
を
立
て
る
｣
相
談
を
は
じ
め
る
O
仲
人
は
､
下
駄
が
す

り
へ
る
く
ら
い
に
両
家
の
間
を
行

っ
た
り
来
た
り
す
る
も
の
で
'

ハ
ラ
キ
-
と
か
ゴ
ゾ
ン
と
い
い
､
役
得
で
は

で
き
な
い
は
と
大
変
で
'
出
費
も
か
さ
ん
だ
｡
ま
た
話
上
手
な
人
が
仲
人
に
な
る
場
合
が
多
か

っ
た
の
で
､
口

の
う
ま
い
人
を
ナ
コ
ウ
ド
グ
チ
な
ど
と
い
う
｡

仲
人
は

一
組
あ
る
い
は
二
組
立
て
る
｡
二
組
の
場
合
は
嫁
方

･
婿
方
に
そ
れ
ぞ
れ

一
組
立
て
る
が
､
離
婚
の

話
が
も
ち
あ
が
っ
た
場
合
'
双
方
の
説
得
や
始
末
に
便
利
で
あ
っ
た
.
仲
人
は
咋
齢
に
関
係
な
-
男
仲
人
を
ナ

コ
ウ
ド
ジ
イ
サ
ン
､
女
仲
人
を
ナ
コ
ウ
ド
バ
ア
サ
ン
と
呼
ぶ
｡
仲
人
を
す
る
の
は
､
親
戚
の
人
で
あ
っ
た
り
'

近
所
の
人
で
あ
っ
た
り
､
行
商
を
し
て
い
て
初
が
広
く
世
話
好
き
の
人
で
あ

っ
た
り
し
た
o
仲
人
尾
と
し
て
と

-
に
両
売
に
し
て
い
る
人
を
ケ
イ
ワ
ン
と
い
い
､
こ
の
人
は
女
中
の
奉
公
先
な
と
の
=l月
詣
も
し
た
｡
ま
た
家
々

に
帖
報
を
流
す
こ
と
を
ク
テ
ィ
レ
と
い
い
'
こ
の
ク
チ
イ
レ
で
縁
談
が
成
立
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
.

仲
人
と
新
夫
婦
と
の
間
は
親
子
の
槻
係
に
な
る
と
い
い
､
仲
人
は
オ
ピ
ソ
メ
な
と
の
育
児
儀
礼
の
お
祝
い
を

し
た
O
夫
垢
は
仲
人
に
対
し
て

｢仲
人
三
年
｣
と
か

｢仲
人
七
年
｣
と
か
い
い
､
ヨ
メ
ド
-
か
ら
三
年
間
あ
る

い
は
七
年
間
は
､
仲
人
礼
と
し
て
付
け
届
け
を
し
た
O
ま
た
仲
人
の
新
盆
ま
で
は
行
か
な
-
て
は
い
け
な
い
と

も
い
わ
れ
て
き
た
｡
付
け
届
け
は
､
-
ツ
メ
の
日
に
は
赤
飯
に
ナ
マ
グ
サ
を
付
け
て
届
け
､
三
月
三
日
の
節
供

に
は
菱
餅
三
枚
'
蛤

･
ス
ル
メ
･
白
酒
を
届
け
た
｡
こ
の
と
き
女
児
が
生
ま
れ
て
い
る
と
､
お
雛
さ
ま
の
お
返

し
の
分
と
合
わ
せ
て
二
組
も
っ
て
い
っ
た
.
婿
を
も
ら
っ
た
と
き
は
'
初
め
て
の
五
月
節
供
に
柏
餅

･
赤
飯

･

カ
サ
ゴ
を
も
っ
て
い
っ
た
.

ヨ
メ
ド
リ
の
時
期

ヨ
メ
ド
リ
に
も

っ
と
･0
こ
の
ま
し
い
時
期
は
､
;L
X閑
糊
の

1
月
か
ら
111月
ま
で
で
'
史
の
あ
い
だ
は
料
即
が

偏
り
や
す
い
と
い
い
､
春
と
秋
は
野
良
は
弔
が
い
そ
が
し
く
､
な
か
で
も
LF3月
か
ら
は
紺
の
仕
が
が
い
そ
か
し

イ
ウ
イ
グ
ル

(角
持
)
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｢梢
の
rL
も
も
ら
う
な
｣
と
い
わ
れ
て
き
た
｡
こ
の
ほ
か
三
月
と
九
月
の
彼
岸
日
は
'
な
る
へ
-
避
け
た
と

い
う
家
も
あ
る
｡

ア
シ
イ
レ

ア
ソ
イ
レ
と
は
'
婚
礼
前
に
､
タ
ル
イ
レ
か
ら
婚
姻
ま
で
の
期
間
が
長
い
と
'
｢良
い
と
ノ
ル

(撫
効
)
に

な
る
｣
な
ど
と
い
い
､
嫁
と
な
る
人
が
婿
方
に
い
っ
て
生
活
を
と
も
に
す
る
こ
と
を
い
う
｡
女
は
そ
の
間
に
働

き
ぶ
り
を
相
手
の
両
親
に
み
て
も
ら
う
0
そ
の
期
間
は
長
い
人
で

l
～
二
か
月
､
短
い
人
で
二
-
三
日
で
あ
っ

た
.
そ
の
間
に
親
に
気
に
い
っ
て
も
ら
え
ず
破
談
に
な
る
こ
と
も
ま

ま
あ
っ
た
｡
ま
た
厄
年
な

と
で
ど
う
し
て

も
ホ
ン
シ
ュ
ウ
ギ
が
で
き
な
い
と
き
に
仮
の
ヨ
メ
ド
リ
を
す
る
こ
と
や
'
太
平
洋
轍
争
暗
に
や
む
を
え
ず
､
ヨ

メ
ド
-
の
前
に
仮
祝
言
を
す
る
こ
と
も
ア
シ
イ
レ
と
い
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
場
合
は
仲
人
の
つ
き
そ
い
で
､
三
三

九
度
を
す
る
く
ら
い
の
簡
単
な
式
を
あ
け
'
嫁
は
そ
の
後
十
E
l間
は
嫁
ぎ
先
に
い
て
'
正
式
の
披
露
を
す
る
ま

で
は
親
元
に
い
た
｡

タ
ル
イ
レ
と
結
納

仲
人
は
話
が
ま
と
ま
る
と
､
暦
を
み
て
､
タ
ル
イ
レ
の
E
を
決
め
る
｡
当
日
､
仲
人
は
本
家

･
柄
の
父
親

･

姉
の
案
内
役
と
な
り
､
イ
ワ
イ
ダ
ル

(角
樽
)
あ
る
い
は
タ
ル
ダ
イ

(支
度
金
)
に
昆
布
な
と
を
付
け
た
五
あ

る
い
は
七
色
の
品
を
も

っ
て
嫁
の
家
を
訪
れ
る
Q
こ
れ
に
よ
っ
て
正
式
に
婚
約
が
と
と
の
っ
た
こ
と
と
な
り
､

ヨ
メ
ド
リ
の
日
取
な
ど
が
決
め
ら
れ
る
o

結
納
は
式
の
数
日
前
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
'
適
瑞
､
ヨ
メ
ド
リ
の
当
日
'
嫁
の
家
で
お
こ
な
わ

れ
る
.
桁

･
仲
人

･
姉
の
父
親

･
胎
の
兄
弟
と
ジ
ソ
ン
ル
イ
が
奇
数
の
人
数
を
組
ん
で
嫁
の
家
に
向
か
う
O
嫁

の
家
で
は
､
嫁

･
仲
人

･
嫁
の
両
親

･
嫁
の
兄
弟
と
ジ

ノ
ン
ル
イ
が
迎
え
る
｡
婿
方
か
ら
の
オ
ヒ
ダ
イ
と
､
嫁

方
か
ら
の
ハ
カ
マ
ダ
イ
が
取
り
交
わ
さ
れ
る
｡
オ
ビ
ダ
イ
に
は
縁
起
も
の
の
ス
ル
メ
･
白
髪

(麻
)

･
ア
ワ
ビ

な
ど
が
付
け
ら
れ
て
い
る
.
結
納
が
す
む
と
'
婿
は
嫁
方
の
ジ
ン
ン
ル
イ
の
案
内
で
'
嫁
方
の
近
所
を
ま
わ
り
'

半
紙
二
帖
を
挨
拶
の
品
と
す
る
O
午
後
は
嫁
の
家
で
嫁
方
親
族
や
知
り
合
い
を
ま
じ
え
て
披
講
の
宴
を
お
こ
な

日
韓
(加
藤
剛
家
･折
本
･
細
)

●一束.希代
一
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憲

空

有

責

4

･･f箔

土

暮

夏
せ

か
藤
貰

帝

■
援

=

ダ

._J
l
●



.1UT
舶孤節

う
｡
こ
の
嫁
方
で
の
披
露
宴
は
ク
レ
ヒ
ロ
メ
と
か
タ
チ
フ
ル
マ
イ
と
か
い
わ
れ
る
O
仲
人
を

一
組
し
か
立
て
な

い
場
合
は
仲
人
は
嫁
方
に
留
ま
る
｡
そ
の
後
､
桁
方
は
家
に
戻
り
､
花
嫁
の
L;
列
を
迎
え
る
準
節
に
か
か
る
o

現
在
は
タ
ル
イ
レ
ユ
イ
ノ
ウ
と
い
っ
て
､
相
方
は
命
数
の
人
数
を
組
み
'
目
録
と
結
納
余
を
嫁
の
家
に
も

っ
て

い
く
略
式
と
な

っ
た
｡

嫁
入
り
行
列

夕
方
に
な
る
と
'
花
嫁
方
で
は
行
列
を

つ
-
り
胎
の
家
に
向
か
う
0
花
嫁
は
家
を
出
る
際
､
卸
先
祖
を
ま
つ

る
仏
壇
に
ま
い
り
'
い
と
ま
乞
い
を
す
る
0
そ
の
後
､

ハ
タ
ラ
キ

(手
伝
い
の
近
所
の
人
)
の
女
衆
に
挨
拶
を

す
る
O
家
紋
入
り
の
弓
張
提
灯
を
先
頭
に
ナ
コ
ウ
ト
ハ
ア
サ
ン
が
蛤
の
手
を
ひ
き
'
花
嫁
の
父
親

･
仲
人

･
ン

ノ
ン
ル
イ
'
そ
れ
に
血
の
淡
い
親
戚
が
な
ら
ん
で
婿
方
に
向
か
う
｡
人
数
は
か
な
ら
ず
奇
数
で
あ
る
が
､
花
嫁

の
母
親
は
同
行
し
な
い
O
嫁
入
り
道
具
は
オ
ト
モ
が
牛
車
や
馬
車
に
つ
ん
で
運
ん
だ
｡
オ
ト
モ
は
'
普
通
､
嫁

の
末
弟
が
な
る
が
､
い
な
い
場
合
は
近
所
の
人
に
潤
ん
だ
O
適
婚
閥
は
郡
内
が
大
半
で
あ
り
､
婿
の
家
は
あ
ま

り
遠
-
な
く
'
花
嫁
は
花
嫁
衣
装
に
m且
表
の
駒
下
駄
を
は
い
た
｡
婚
礼
は

1
-
三
月
の
場
合
が
多
か

っ
た
の
で
､

雪
の
日
に
は
銀
杏
歯
下
駄

(ふ
つ
う
よ
り
二
～
三
寸
高
い
LL
駄
)
を
は
き
､
仲
人
に
傘
を
さ
し
て
も
ら
い
､
苗

物
を
端
折

っ
て
い
っ
た
｡
花
嫁
は
上
を
む
い

て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
､
天
候
に
か
か
わ
ら
ず
傘
を
さ
し
て
も

ら

っ
た
｡
婿
の
家
に
ム
ラ
境
を
越
え
て
い
く
場
合
は
'
ム
ラ
境
に
御
神
酒
を
お
供
え
し
た
｡
行
列
が
栢
方
の
ム

ラ
に
入

っ
て
い
く
と
､
婿
方
の
ム
ラ
の
若
衆
が
'
水
に
瑞
ら
し
た
縄
を
道
に
張
る
な
と
し
て
､
い
た
ず
ら
を
し

た
こ
と
も
あ

っ
た
｡

嫁
迎
え

梢
方
で
は
ン
ヨ
ウ
ク
チ
の
前
で
､
ア
イ
サ
カ
ゾ
キ
の
オ
チ
ョ
ウ
･
メ
チ
rn
ウ
役
を

つ
と
め
る
男
の
子
と
女
の

子
が
'
紋
入
り
の
弓
張
提
灯
を
も
っ
て

l
行
を
出
迎
え
る
｡
嫁
の

1
1;
が
ノ
rn
ウ
ク
チ
を
適

っ
た
の
ち
､
オ
チ
ョ

ウ
･
メ
チ
ョ
ウ
は
提
灯
を
こ
す
り
あ
っ
た
り
､
取
り
替
え
た
り
す
る
｡
こ
れ
は

｢
こ
の
嫁
は
こ
の
家
の
人
に
な

っ

た
の
だ
か
ら
シ
メ
ル
｣
と
い
う
志
味
で
あ
る
｡
こ
れ
と
同
じ
志
_妹
で
オ
チ
ョ
ウ

･
メ
チ
ョ
ウ
が
立

っ
て
い
る
場

花
嫁
の
ミ
チ
キ
リ

...

.,L
I.～チグ

1--ウヨジ

C) ち

二三
ヨウ

二三三二プチ
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所
を
交
代
す
る
場
合
も
あ
る
.
こ
れ
を
-
チ
キ
-
と
い
う
｡
こ
の
役
目
を
マ
チ
リ

ョ
ロ
ウ
ヤ
ク
の
中
年
の
婦
人

一人
で
お
こ
な
う
場
合
も
あ
る
.
ま
た
直
径
三
寸
の
二
本
の
器
束
を
も
や
し
て
地
面
に
お
き
'
｢棟
の
な
か
に

三
咋
｣
と
い
っ
て
､
花
嫁
は
こ
の
上
を
ま
た
く
と
い
う
脱
出
:も
あ

っ
た
｡

花
嫁
は
姉
方
の
ナ
コ
ウ
ド
パ
ア
サ
ン
に
手
を
ひ
か
れ
､
女
は
ト
ン
ボ
グ
チ
か
ら
入
る
も
の
で
は
な
い
､
ト

ン

ボ
グ
チ
か
ら
入
る
と
カ
カ
ア
天
下
に
な
る
と
い
っ
て
'
セ
ド
グ
チ

(勝
手
口
)
か
ら
入
り
'
カ
ノ
テ
に
あ
が

り
'

そ
の
ま
ま
ヘ
ヤ
に
入
っ
て
抜
錨
宜
ま
で
朗
を
み
せ
な
か
っ
た
｡
な
お
婿
入
り
の
以
<
=
ほ
花
折
は
ト
ン
ボ
グ
チ
か

ら
入
り
､
サ
ン
与
に
あ
が
る
｡

花
嫁
道
具

道
具
送
り
は
仲
人
と
リ
シ
ン
ル
イ
の
あ
い
だ
で
と
り
き
め
､
近
所
の
人
に
手
伝

っ
て
も
ら
う
Q
嫁
入
り
の
何

日
か
前
の
暦
の
よ
い
ロ
に
､
車
長
持

･
年
中

･
馬
力

･
-
ヤ
カ
-
な
ど
で
迎
ぶ
｡
ま
た
嫁
入
り
行
列
と
い
っ
し
ょ

に
運
ぶ
場
合
も
あ
る
0
道
具
は
ト
ン
ボ
グ
チ
か
ら
入
れ
る
が
､
婿
入
り
の
場
合
は
ザ
ソ
与
か
ら
あ
げ
る
｡
家
に

運
び
込
む
と
き
は
'
た
と
え
箪
笥
の
な
か
が
空
で
も
､
｢重
た
い
/

重
た
い
/
｣
と
声
を
出
す
o
道
具
は
オ

ク
に
並
べ
て
み
ん
な
に
披
[･ie
す
る
｡
嫁
入
り
道
U
(は
階
層
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
､
粒
笥

･
長
持

･
た
ら

い

･
洗
濯
板

･
鏡
台

･
下
駄
箱

･
布
団

∴
打
李

･
鉄
箱
な
と
が

一
般
的
な
品
で
あ

っ
た
O
ま
た
柄
入
り
の
場
合

は
箪
笥

･
長
持

･
自
転
車

･
本
箱

･
机
な
ど
で
あ

っ
た
.
箪
笥
の
な
か
に
入
れ
た
石
物
は
花
嫁
が
自
分
で
縫

っ

た
も
の
で
あ

っ
た
o
n舶
近
の
花
嫁
道
E]Kは
電
化
製
品
な
と
が
中
心
と
な
り
ト
ラ
ソ
ク
で
遊
ん
で
い
る
｡

オ
サ
カ
ズ
キ

三
三
九
度
の
こ
と
を
オ
サ
カ
ズ
与
と
い
い
'
祝
言
の
前
に
ヘ
ヤ
で
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
｡
人
に
見
ら
れ
る
と

｢夫
婦
別
れ
す
る
｣
と
い
わ
れ
､

ヘ
ヤ
の
入
口
は
閉
め
ら
れ
た
｡
部
屋
の
中
央
に
は
'
南
天
の
叫災
の
上
に
粥
の

ハ
ラ
ア
ワ
セ

(
ニ
ラ
メ
ダ
イ
と
も
い
う
)
を
の
せ
た
三
方
が
逝
か
れ
て
い
た
｡
上
座
に
は
花
柵
花
嫁
が
す
わ
り
､

向
い
合
わ
せ
に
両
方
の
仲
人
が
す
わ
る
｡
仲
人
立
ち
合
い
の
も
と
で
'
オ
チ
ョ
ウ

･
メ
チ
ョ
ウ
に
よ
っ
て
花
婿

花
嫁
の
ア
イ
サ
カ
ス
キ
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
｡
オ
チ
ョ
ウ

･
メ
チ
ョ
ウ
の
男
の
子
と
女
の
子
は
'
ど
ち
ら
か

鋲
箱
(横
川
弘
泊
家
･小
川
･
㍊
)



紺姫h:節

1
万
は
親
戚
の
子
が
よ
い
と
い
い
､
年
少
で
あ
る
ほ
と
よ
い
と
い
う
.
ひ
き

つ
つ
き
花
婿
の
両
親
と
花
嫁
の
間

で
オ
ヤ
コ
ノ
サ
カ
ス
キ
が
交
わ
さ
れ
る
｡
次
い
で
祖
父
母
や
兄
弟
を

ヘ
ヤ
に
招
き
い
れ
て
紹
介
を
し
な
が
ら
チ

カ
ツ
キ
ノ
サ
カ
ス
キ
が
交
わ
さ
れ
る
｡

披
露
宴

オ
サ
カ
ス
キ
が
お
わ
る
と
い
よ
い
よ
披
箱
の
某
で
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
が
偶
に
つ
く
と
､
オ
シ
ョ
ウ
ハ
ン
ヤ
ク

が

｢
オ
ラ
ク
サ
に
し
て
下
さ
い
｣
と
い
い
､
祝
1-11E
が
始
ま
る
o
祝
言
は
オ
ク
と
サ
ン
キ
を
朋
放
し
て
'
見
物
に

き
た
人
に
も
見
え
る
よ
う
に
､
障
子

･
板
戸
な
と
す

へ
て
を
明
け
は
な
し
て
お
こ
な

っ
た
o
障
子
な
と
を
閉
め

て
お
く
と
'
指
で
穴
を
あ
け
ら
れ
た
｡
祝
言
の
日
に
は
近
所
は
も
ち
ろ
ん
近
在
の
村
々
か
ら
も
若
い
人
た
ち
が

き
て
さ
わ
く
の
で
酒
や
KIrし
め
を
準
鵬
し
て
ふ
る
ま

っ
た
｡
こ
れ
を
お
こ
た
る
と

｢
通
夜
を
し
て
い
る
の
か
｣

な
と
と
悪
口
を
い
わ
れ
た
り
'
と
く
に
Dj
こ
ろ
か
ら
反
感
を
か

っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
､
韮
石
や
コ
ヤ
シ

ダ
ル
が
庭
に
投
げ
こ
ま
れ
た
と
い
う
話
も
伝
わ

っ
て
い
る
｡

宴
席
で
は
花
嫁
が
着
替
え
る
た
び
に
お
吸
物
が
か
わ

っ
た
｡
ま
ず
オ
チ
ッ
キ

(
オ

ン
ツ
キ
)
餅
の
は
い
っ
た

お
吸
物
が
で
る
｡

つ
き
に
鯛
の
お
吸
物
'
蛤
の
お
吸
物
､

ハ
ナ
チ
ク
ワ

(
ナ
ル
ト
)
や
ハ
ン
ペ
ン
の
お
吸
物
が

順
に
出
さ
れ
る
0
お
吸
物
の
順
と
あ
い
ま

っ
て
､
花
嫁
の
衣
装
も
黒
地
に
江
戸
棲
模
様
の
着
物
､
黒

l
色
の
ヒ
ソ

カ
エ
ソ
と
い
う
着
物
､
留
柚
の
順
に
と
り
か
え
た
｡
こ
れ
を
お
色
直
し
と
い
い
'
家
の
格
や
財
産
に
よ

っ
て
異

な

っ
た
｡

オ

ン
rn

ウ
ハ
ン
ヤ
ク
は
ジ
ン
ン
ル
イ
の
夫
婦
が
お
こ
な
い
､
サ
ン
キ
の
下
座
に
い
て
皇
帝
を
と
り
し
き
り
'

お
吸
物
の
か
わ
る
の
を
知
ら
せ
る
な
と
'
進
行
係
を

つ
と
め
た
｡
オ
ン
ヨ
ウ
ハ
ン
の
妻
は
オ
カ

ノ
テ
仕
事
を
と

り
し
き

っ
た
｡
宴
は
夕
方
か
ら
は
じ
ま
り
､
楢
が
ま
わ
り
は
じ
め
る
と
'
得
意
の
甚
句
が
出
さ
れ
る
｡
中
仙
を

箸
で
打
ち
な
が
ら
調
子
を
と
り
､
次
の
よ
う
に
唄
わ
れ
た
o

む
す
め
十
七
八

わ
た
し
は
の
船
よ

は
や
く
お
の
り
よ

で
て
し
ま
う

三
三
九
度
の
オ
サ
カ
ズ
キ

(
ヘ
ヤ
)



1の人1=･
f･3

長
い
祝
言
は
ど
よ
い
と
考
え
ら
れ
､
翌
朝
ま
で
就
く
場
合
も
あ

っ
た
D
nル
後
に
花
嫁
が
桜
33
を

1
同
に
出
し

た
O
お
開
き
と
な
っ
た
後
も
'
オ
ン
ザ
ソ
キ

(
ツ
ギ
メ
)
と
ア
ト
サ
ノ
キ

(
-
ツ
メ
)
が
あ
る
O
オ
ン
ザ
シ
キ

は
二
日
目
で
､
血
の
濃
い
親
戚
あ
る
い
は
友
人
や
青
年
団
仲
間
を
招
い
て
披
講
L
t
ア
ト
サ
ン
キ
は
l
TR
目
で
､

オ
チ
ャ
プ
ル
マ
イ
の
宴
と
も
い
い
､
オ
カ

ノ
テ
を
手
伝

っ
て
く
れ
た
訪
中
の
女
衆
を
招
い
て
､
花
嫁
の
顔
見
せ

を
し
た
O
こ
の
時
に
は
'
嫁
入
り
道
ロ
バな
ど
の
話
も
で
た
｡
こ
の
よ
う
に
11百

聞
に
わ
た

っ
て
祝
言
が
お
こ
な

わ
れ
た
が
､
二
日
目
の
午
前
中
に
オ
ン
ザ
シ
辛
､
午
後
に
ア
ト
ザ
ノ
キ
を
す
る
場
合
や
'
あ
る
い
は
ア
ト
ザ
ソ

キ
は
組
に
酒
代
を
お
く
り
､
組
長
の
家
で
お
こ
な
う
こ
と
も
あ
っ
た
｡

宴
の
座
順

披
蕗
公
の
座
棚
は
､
床
の
間
を
背
に
'
あ
る
い
は
ド
マ
か
ら
み
て
オ
ク
の
奥
に
､
<
･側
に
花
蛸
､
茄
に
花
嫁

が
す
わ
り
､
ザ
シ
キ
の
下
座
に
は
オ
ン
ヨ
ウ
パ
ン
が
坐
る
の
は
共
通
で
あ
る
が
'
仲
人
は
じ
め
関
係
者
の
座
の

位
置
は
バ
リ
ュ
ー
ン
ヲ
ン
が
あ
る
.

1
'
二
の
バ
タ
ー
ン
を
紹
介
し
て
お
く
｡
な
お
蛭
に
つ
く
人
数
は
巾
数
と

さ
れ
て
き
た
｡

1
つ
は
､
も

っ
と
も
多
い
例
で
､
男
性
と
女
件
が
分
か
れ
て
座
に
つ
-
場
合
で
､
花
嫁
の
隣
に
'
ナ
コ
ウ
ド

パ
ア
サ
ン
･
嫁
の
伯
母

･
婿
の
姉
妹

･
婿
の
伯
母

･
柄
方
の
ノ
ン
ノ
ル
イ
の
女
性
た
ち
と
順
に
女
性
ば
か
り
が

す
わ
り
､
花
婿
の
な
ら
び
に
は
､
ナ
コ
ウ
ド
ジ
イ
サ
ン
･
嫁
の
兄
弟

･
蛸
の

伯
父

･
粥
の
本
家

･
婿
の
兄
弟

･

柄
方
の
ジ
ン
ン
ル
イ
の
男
性
の
順
に
男
性
ば
か
り
が
な
ら
ぶ
O
さ
ら
に
座
敷
の
下
座
の
嫁
側
に
は
オ
シ
ョ
ウ
パ

ン
の
女
性
'
婿
側
に
は
オ
シ
ョ
ウ
バ
ン
の
靭
性
が
す
わ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
も
う

1
つ
は
花
嫁
方
と
花
桁

方
に
分
か
れ
て
座
に
つ
く
も
の
で
､
花
嫁
の
隣
に
は
ナ
コ
ウ
ド
パ
7
サ
ン
･
嫁
の
兄
邦
姉
妹

･
噛
方
の
ジ
ン
ン

ル
イ
の
男
性
と
女
性
の
順
に
す
わ
る
｡
花
婿
の
隣
に
は
､
ナ
コ
ウ
ド
ジ
イ
サ
ン
･
柄
方
の
兄
苅
姉
妹

･
刑
方
の

ジ
シ
ン
ル
イ
の
男
性
と
女
性
の
順
に
な
ら
ん
で
す
わ
る
雌
順
で
あ
る
｡

遊
行
役
で
あ
る
オ
シ
ョ
ウ
パ
ン
ヤ
ク
は
本
家
あ
る
い
は
分
家
筋
に
あ
た
る
も

っ
と
も
側
係
の
洗
い
ジ

ノ
ン
ル

イ
の
当
主
夫
婦
か
つ
と
め
る
｡
な
お
花
婿
と
花
頓
の
両
粗
は
座
に
つ
か
な
い
例
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
O

虫

王
事
の
座
格
の

一
例

･＼十

1" 丁 記 トコ

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇竺

･ 責 芸 宴 等 蔓 葦 誌 聖者

∴ . ◆イ∵〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
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姻婚節節

ト
コ
イ
レ

花
嫁
道
具
と
し
て
も

っ
て
き
た
布
団
を
仲
人
が
ヘ
ヤ
に
し
き
､
枕
元
で
い
ろ
い
ろ
花
婿
花
嫁
に
い
い
き
か
せ

る
｡
仲
人
は
､
二
人
が
床
に
は
い
っ
た
の
を
み
と
ど
け
､
明
か
り
を
消
し
て
ヘ
ヤ
を
で
て
安
の
舵
に
戻
り
'
席

に
つ
い
て
い
る
み
ん
な
に

｢
つ
つ
が
な
-
床
入
れ
さ
せ
ま
し
た
｣
と
告
げ
る
｡

花
嫁
の
挨
拶
回
り

･
ナ
ビ
ロ
メ

花
嫁
の
挨
拶
回
り
は
'
カ
オ
-
セ

･
ツ
ギ
メ

(
ツ
ギ
メ
イ
)

‥
,､
ツ
メ
ノ
オ
セ
キ
ハ
ン
と
呼
ば
れ
る
｡

一
般

に
は
-
ツ
メ

(三
日
目
)
に
挨
拶
回
り
は
お
こ
な
わ
れ
'
花
嫁
は
婿
方
の
ジ
ン
ン
ル
イ
の
女
の
人
に
案
内
さ
れ

て
訪
中
を
中
心
に
近
所
や
親
戚
に
挨
拶
回
り
を
し
た
｡
遠
い
親
戚
に
行
く
と
き
は
､
花
嫁
は
婚
礼
と
お
な
じ
着

物
を
着
､
欽
箱
に
着
替
え
の
ヒ
ソ
カ
エ
シ
や
み
や
け
の
ご
馳
走
な
ど
を
入
れ
､
オ
ト
モ
に
持
た
せ
て
出
か
け
た
｡

こ
の
日
に
仲
人
に
ナ
コ
ウ
ド
-
ヨ
ウ
を
い
れ
る
｡
ま
た
花
嫁
の
実
家
と
緒
方
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
に
作

っ
た
ポ
タ

モ
チ
を
､
峠
で
交
換
す
る
慣
習
が
あ

っ
た
｡

ム
ラ
に
よ
っ
て
は
､
祝
言
の
翌
日
の
ツ
ギ
メ
に
'
花
嫁
と
花
婿
の
母
親
が
､
婿
方
の
親
戚
や
紙
中
を
ま
わ
り
'

さ
ら
に
也
那
寺
や
鎮
守
に
お
参
り
し
た
.
三
日
員
の
ミ
ツ
メ
に
は
'
嫁
の
実
家
や
婿
方
の
親
戚
､
仲
人
に
赤
飯

に
ナ
マ
グ
サ

(
ス
ル
メ
か
鰹
節
)
を
付
け
て
配

っ
た
｡

婿
人
の
場
合
も
三
日
日
に
､
花
婿
は
ジ

ノ
ン
ル
イ
の
男
の
人
の
案
内
の
も
と
で
ム
ラ
中
を
ま
わ
っ
た
｡
こ
の

と
き
半
紙

一
帖

(二
十
枚
)
を
三
つ
に
た
た
ん
だ
り
､
あ
る
い
は
二
帖

(四
十
枚
)
を
抱
き
合
わ
せ
に
折
り
､

そ
の
う
え
に
名
を
響
い
て
'
結
び
切
り
の
水
引
を
二
本
か
け
た
も
の
と
'
ポ
タ
モ
チ

･
御
神
酒
な
と
を
く
ぼ

っ
た
｡

結
婚
後
'
十
日
以
内
に
訪
中
の
人
た
ち
に
声
を
か
け
て
､
お
宮
当
番
の
家

(宿
)
で
嫁
の
ナ
ビ
ロ
メ
を
お
こ

な
う
.
こ
の
時
､
嫁
は
行
か
な
い
が
'
本
家
が
で
て
嫁
の
名
前
を
披
箱
す
る
｡
お
酒
と
煮
し
め
を
用
意
す
る
｡

婿
入
り
の
場
合
は
､
婿
は
こ
の
席
に
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
O

里
帰
り

は
じ
め
て
の
嫁
の
里
帰
り
は
ア
タ
マ
ア
ラ
イ
と
か
'
シ

ン
キ
ャ
ク
サ
ト
ガ
エ
-
と
い
い
'
婚
礼
の
-
ツ
メ
や

山
EE
家
の
鼓
す
事

(牛
久
保
小
山
田
･
30
)
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一
週
間
後
の
日
を
み
て
お
こ
な
う
｡
姑
と
ナ
コ
ウ
ド
バ
ア
サ
ン
が
い
っ
し
ょ
に
赤
飯

･
ク
チ
ト
リ

･
ナ
マ
グ
サ

･

履
物

･
菓
子
折
な
ど
を
手
み
や
げ
に
も
っ
て
嫁
の
里
へ
い
っ
た
｡
嫁
は
婚
礼
の
衣
装
に
島
田
舘
姿
で
あ
る
｡
こ

の
と
き
姑
は
は
じ
め
て
里
親
に
会
う
こ
と
か
ら
､
こ
れ
を
シ
ュ
ウ
ト
イ
レ
と
も
い
う
.
姑
た
ち
は
そ
の
日
の
う

ち
に
帰
る
O
嫁
の
里
帰
り
は
長
く
泊
る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
､

1
晩
か
二
晩
泊
り
で
あ

っ
た
.
帰
り
に
は

里
の
母
親
が
返
礼
と
し
て
折
詰
や
菓
子
な
ど
を
も
っ
て
送
り
届
け
る
が
'
｢里
駿
七
日
｣
と
い
っ
て
'
里
で
は

の
ん
び
り
と
し
た
食
生
活
が
で
き
た
と
い
う
｡
こ
の
の
ち
里
帰
り
す
る
の
は
'
正
月

･
節
供

･
彼
岸

･
ム
ギ
メ

イ
サ
ン

(麦
刈
り
前
)

･
七
夕

･
盆

･
祭
礼

･
稲
刈
り
の
あ
と

･
歳
幕
の
と
き
な
ど
で
'
そ
の
つ
ビ
オ
セ
チ
料

理
や
'
三
色
の
菱
餅
な
ど
の
祝
い
物
の
品
を
持
参
し
た
｡
し
か
し
な
が
ら
子
供
の
育
児
と
仕
事
に
お
わ
れ
里
帰

り
の
回
数
は
徐
々
に
減

っ
て
い
く
｡

嫁
い
び
り
と
主
婦
権

嫁
は
家
の
者
が
全
員
寝
る
ま
で
起
き
て
い
て
'
最
後
に
戸
締
ま
り
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
｡
だ
か
ら

意
地
の
悪
い
姑
は
い
つ
ま
で
も
起
き
て
い
て
嫁
を
寝
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
O
嫁
は
起
き
て
い
て
何
も
し
な
い

わ
け
に
も
い
か
ず
'
お
そ
く
ま
で
針
仕
琴
を
し
て
い
た
と
い
う
｡
姑
が
な
に
か
の
用
で
家
を
空
け
る
時
に
､
嫁

が
米
機
を
動
か
し
た
か
と
う
か
わ
か
る
よ
う
に
､
米
の
表
面
に
大
き
-
文
字
の
跡
を
つ
け
て
出
か
け
た
と
い
う

よ
う
な
話
も
妓
さ
れ
て
い
る
.
｢嫁
泣
き
十
年
｣
な
ど
と
い
い
'
台
所
の
椀
利
は
多
く
は
姑
に
あ
っ
て
'
な
か

な
か
嫁
が
に
ぎ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡

離
婚
と
未
亡
人

離
婚
し
た
者
を
オ
ン
ダ
サ
レ
モ
ノ
と
か
デ
モ
ド
-
と
か
い
い
､
世
間
体
が
悪
か
っ
た
｡
か
つ
て
は
嫁
ぎ
先
で

つ
ら
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
仲
人
が
い
い
き
か
せ
た
り
'
が
ま
ん
す
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
'
デ
モ
ド
-
は
少
な
か

っ

た
.
未
亡
人
の
こ
と
を
71
ケ
サ
ン
と
い
っ
た
｡
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
が
轍
争
未
亡
人
で
'
た
い
て
い
の
人
は
再
婚

し
な
か
っ
た
｡

栗
原
正
一さ
ん
の
結
婚
t己
念
写
暮

(大
棚
)
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第
三
節

葬

送

死
の
予
兆
と
直
前

寺
の
境
内
の
木
な
ど
に
烏
が
と
ま

っ
て
'
苦
し
そ
う
に
鳴
く
よ
う
な
場
合
'
｢烏
鳴
き
が
悪
い
｣
と
い
っ
て

な
に
か
悪
い
こ
と
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
っ
た
｡
こ
れ
は
死
者
の
出
る
家
の
者
に
は
聞
こ
え
な
い
と
い
う
.

流
れ
星
が
飛
ぶ
と
人
が
死
ぬ
'
犬
が
遠
吠
え
す
る
と
死
人
が
出
る
な
ど
と
も
い
う
｡
親
戚
で
人
が
亡
-
な
る
前

兆
と
し
て
は
､
家
の
周
り
に
烏
が
き
て
鳴
く
と
い
い
､
ま
た
人
が
お
と
ず
れ
た
み
た
い
な
笥
'
あ
る
い
は
何
か

が
ド
ー
ン
と
ぶ
つ
か
っ
た
よ
う
な
音
が
し
て
戸
を
開
け
て
み
て
も
誰
も
い
な
か

っ
た
と
か
'
夕
立
ち
が
あ

っ
た

り
す
る
と
'
屋
内
の
乾
い
て
い
た
は
ず
の
雑
巾
が
濡
れ
て
い
た
り
､
床
が
泥
で
汚
れ
て
い
た
り
'
布
団
が
揺
れ

て
い
た
り
す
る
と
い
う
｡
ま
た
家
の
外
に
人
が
立

っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
ら
'
次
の
日
､
叔
父
が
亡
-
な

っ

た
｡
叔
母
の
家
の
縁
の
下
か
ら
こ
う
こ
う
と
し
た
J明
か
り
が
見
え
た
｡
道
端
で
'
火
の
玉
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
拡
が
る

か
と
見
る
と
ふ
と
消
え
て
し
ま
っ
た
｡
方
～
六
軒
先
の
お
じ
い
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
O

寺
で
は
'
人
が
亡
-
な
る
荊
口
に
誰
か
が
石
段
を
の
は
っ
て
-
る
よ
う
な
足
苗
が
し
た
と
い
う
｡
ま
た
墓
地

に
蛇
穴
の
よ
う
な
穴
が
あ
く
と
､
そ
の
家
に
不
幸
が
あ
る
な
ど
と
い
う
｡
こ
れ
ら
は
人
が
亡
-
な
る
前
に
は
､

そ
の
魂
が
身
体
か
ら
ぬ
け
で
て
嫉
き
ま
わ
る
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
梅
干
し
や
味
噌
が
悪
く
な

っ

て
い
る
と
不
幸
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
｡

女
の
人
が

tE
月
に
死
ぬ
と
､
｢女
が
サ
キ
ガ
ケ
に
死
ん
だ
か
ら
今
年
は
死
人
が
多
い
｣
と
い
う
O

死
ぬ
直
前
に
は
ウ
ワ
ゴ
ー
み
た
い
に
変

っ
た
こ
と
を
い
う
の
だ
と
い
う
｡
た
と
え
ば
布
施
な
花
が
た
-
さ
ん

咲
い
た
と
こ
ろ
だ
ね
え
と
か
､
り
っ
ぱ
な
ム
カ
エ
プ
ネ
が
来
た
と
か
､
わ
り
あ
い
は
っ
き
り
し
た
口
調
で
い
う

と
い
う
｡
ま
た
赤
ん
坊
が
生
ま
れ
た
と
き
に
た
す
カ
ニ
パ
パ
み
た
い
な
排
継
物
が
'
亡
-
な
る
二
～
三
R
こ
別
に

出
て
'
こ
れ
が
出
る
と
も
う
終
わ
り
だ
な
な
ど
と
い
う
｡
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死
の
直
後
と
マ
ク
ラ
タ
ン
ゴ

死
者
は
す
ぐ
に
キ
タ
マ
ク
ラ
と
い
っ
て
頭
を
北
向
き
に
し
て
寝
か
せ
る
O
死
水
を
と
ら
せ
る
と
か
へ
末
期
の

水
と
い
っ
て
晒
や
脱
脂
綿
な
ど
を
水
に
ひ
た
L
t
唇
に
あ
て
て
湿
ら
せ
て
や
る
O
瓜
や
耳
に
脱
脂
綿
を

つ
め
､

頭
に
白
い
布
を
か
ぶ
せ
'
着
物
を
左
前
に
着
せ
る
｡
ま
た
生
前
身
に
付
け
て
い
た
着
物
を
上
下
逆
さ
に
し
て
身

体
に
か
け
て
お
く
こ
と
も
あ
っ
た
｡
猫
は
魔
物
で
死
体
を
ま
た
ぐ
と
い
け
な
い
と
い
い
へ
そ
の
た
め
刃
物
を
布

団
の
下
に
い
れ
る
｡
ジ
シ
ン
ル
イ
以
外
の
死
体
に
ふ
れ
て
い
な
い
者
が
､
大
神
宮

･
荒
神

･
恵
比
須
大
黒
な
ど

の
神
棚
を
閉
め
て
半
紙
を
張
る
｡

枕
元
に
は
棒
粉
で
作

っ
た
マ
ク
ラ
ダ
ン
プ
と
､
テ
ン
コ
盛
り
の
ご
飯
を
供
え
る
｡
こ
の
ご
飯
を
マ
ク
ラ
メ
ン

と
か
マ
ク
ラ
ゴ

ハ
ン
と
い
う
｡

マ
ク
ラ
タ
ン
Tl
や
マ
ク
ラ
メ
シ
は
､
手
伝
い
の
イ
チ
マ
キ
の
女
衆
が
家
の
外
で

ナ
ペ
を
使

っ
て
作
る
｡
家
の
中
の
カ
マ
ド
は
使
わ
t･,d
い
｡

マ
ク
ラ
ダ
ン
ゴ
は
マ
タ
ラ
エ
ノ
ダ
ン
T1
と
も
い
い
､

タ
ン
Tl
を
盛
り
つ
け
る
茶
碗
に

1
杯
分
だ
け
､
ウ
チ
バ
に
な
る
よ
う
に
棒
粉
を
い
れ
る
0
こ
の
出
で
ダ
ン
ゴ
を

作
る
0
タ
ン
ゴ
の
数
は
七
個
や
十
三
個
な
ど
の
奇
数
で
あ
る
.

マ
ク
ラ
メ
シ
は
と
が
な
い
玄
米
を
茶
碗
に
す
り

き
り

1
杯
入
れ
へ
ダ
ン
ゴ
を
作

っ
た
際
の
妓
り
湯
を
使
い
､
炊
き
あ
げ
る
｡
ち
ょ
う
と
茶
碗
に
こ
ん
も
り
と
山

盛
り
に
な
る
量
で
あ
る
O

マ
ク
ラ
メ
シ
の
上
に
は
シ
カ
バ
ナ
を

1
本
か
四
本
立
て
る
｡

シ
カ
ハ
ナ
は
二
十
セ
ン

チ
は
と
の
細
い
竹
の
棒
に
､
切
り
込
み
を
入
れ
た
細
長
い
紙
を
巻
き

つ
け
た
も
の
で
あ
る
｡
ダ
ン
ゴ
と
マ
ク
ラ

メ
ソ
は
､
後
述
す
る
野
辺
送
り
の
際
'
膳
に
の
せ
て
持

っ
て
い
き
､
穴
の
な
か
に
棺
と
い
っ
し
ょ
に
埋
め
た
｡

茶
碗
は
塚
の
前
に
お
い
た
り
､
あ
る
い
は
膳
や
箸
と
同
様
に
辻
に
捨
て
る
場
合
も
あ

っ
た
O
シ
カ
ハ
ナ
は
塚
の

頂
部
に
刺
し
た
｡

ヒ
キ
ャ
ク

人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
､
親
戚
な
ど
に
沙
汰
す
る
人
を
ヒ
キ
ャ
ク
と
い
い
､
知
ら
せ
る
こ
と
を
ヒ
キ
ャ
ク
を

出
す
と
い
う
｡
こ
の
役
は
ジ
ン
ン
ル
イ
の
者
の
役
目
で
あ
っ
た
｡
そ
の
た
め
ジ
ン
ン
ル
イ
は
嫁
取
り
婿
取
り
の

際
に
は
へ
か
な
ら
ず
先
方
に
出
か
け
'
家
の
所
在
地
を
知

っ
て
お
く
へ
き
だ
と
さ
れ
て
き
た
O
ヒ
キ
ャ
ク
は
ま

マ
ク
ラ
メ
シ
三
種

右

テ
/
コ
モ
リ
に
ハ

/
を
四
本
た
て
る

中

竹
筒
に
ワ
ラ
を
入

れ
'

/
カ
バ
ナ
を
四
本
た
て
る

曲

G
◆

-

%
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ず
増
那
寺
に
連
絡
し
､
試
中
や
近
い
イ
ソ
ケ
や
遠
い
親
戚
な
ど
に
出
か
け
た
｡
ヒ
キ
ャ
ク
は
必
ず
二
人

一
組
で
､

夜
間
は
避
け
'
昼
間
に
出
す
の
か
ふ
つ
う
と
さ
れ
た
｡
沙
汰
を
う
け
る
家
で
は
'
二
人
組
が
-
る
と
､
誰
か
が

亡
-
な
っ
た
ん
だ
な
と
推
測
し
た
｡
ま
た
日
ご
ろ
み
か
け
な
い
二
人
組
が
村
を
亦
い
て
い
る
と
'
ヒ
キ
ャ
ク
と

み
ら
れ
た
と
い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
O
ヒ
キ
ャ
ク
に
は
相
当
の
接
待
を
す
る
の
が
習
わ
し
と
い
い
､
お
酒
を

出
し
て
ご
馳
走
す
る
｡
遠
い
と
こ
ろ
だ
と
ご
飯
を
炊
い
て
食
事
を
さ
せ
て
か
ら
帰
す
も
の
で
あ

っ
た
｡

湯
潅

勘
椎
を
前
に
し
て
､

1
生
の
分
か
れ
と
い
う
忠
味
で
死
者
の
兄
弟
や
子
供
な
ど
の
近
親
者
が
'
酒

1
升
を
豆

腐
を
食

へ
な
が
ら
飲
む
O
こ
の
酒
を
キ
ヨ
メ
ザ
ケ
と
い
っ
た
.
湯
池
を
お
こ
な
う
部
屋
は
オ
ク
で
､
塁
を
あ
げ

ム
ソ
ロ
を
し
-
｡

つ
か
う
湯
は
サ
カ
サ
､J,ズ
と
い
い
'
水
に
湯
李
<
れ
た
ぬ
る
ま
湯
で
あ
る
｡
血
の
濃
い
者
が

六
尺
フ
ン
ド
ン
姿
に
な
り
､
死
者
を
タ
ラ
イ
に
入
れ
た
り
'
あ
る
い
は
タ
ラ
イ
を
伏
せ
た
上
に
す
わ
ら
せ
､

一

尺
の
晴
を
サ
カ
サ
-
ズ
で
濡
ら
し
'
足
元
か
ら
頑
に
む
か

っ
て

r
人

1
人
が
す
こ
し
ず

つ
ふ
い
て
い
く
｡
こ
の

と
き
'
念
仏
講
中
の
人
や
親
戚
の
女
衆
が
念
仏
を
唱
え
て
-
れ
る
｡
｡湯
潅
が
お
わ
る
と
'
手
に
塩
を
つ
け
て
清

め
る
｡
使
用
し
た
サ
カ
サ
-
ズ
は
家
の
西
側
や
北
側
､
あ
る
い
は
縁
の
下
な
ど
の
日
陰
に
捨
て
る
｡

一
尺
の
晒

は
湯
と
い
っ
し
ょ
に
捨
て
た
り
､
か
た
く
し
は
っ
て
棺
箱
の
下
の
方
に
入
れ
た
り
す
る
O

納
棺

死
者
に
は
サ
ラ
ン
で
作

っ
た
キ
ョ
ウ
カ
タ
ピ
ラ
を
左
前
に
着
せ
､
手
甲

･
脚
秤

･
足
袋

･
ア
ン
ナ
カ
を

つ
け
へ

死
に
装
束
に
す
る
O
こ
れ
は
新
し
い
サ
ラ
シ
を

l
反
な
ら

1
反
残
さ
ず
使
い
へ
死
者
の
子
と
も
や
イ
ツ
ケ
の
女

衆
が
大
勢
で
作
る
｡
そ
の
と
き
の
人
数
は
多
け
れ
ば
多
い
ほ
と
よ
い
と
い
う
｡
装
束
は
､
す

へ
て
麻
糸
で
ぬ
い
､

糸
は
玉
を
作
ら
ず
結
び
目
も
作
ら
な
い
o
ま
た
布
や
糸
は
鉄
を

つ
か
わ
ず
､
茶
碗
の
カ
ケ
ラ
や
手
で
ひ
き
さ
い

て
切
る
｡
死
者
の
首
に
は
'
麻
で
で
き
た
ズ
ダ
ブ
ク
ロ
を
掛
け
へ
な
か
に
六
文
鋲
を
入
れ
る
.
こ
の
六
文
は
､

死
者
の
魂
が
三
途
の
川
を
渡
る
と
き
の
舟
賃
で
あ
る
と
さ
れ
'
現
在
で
も
紙
に
六
文
銭
の
絵
が
爪
Uか
れ
て
あ
る

テ
ガ
タ
を
入
れ
る
｡
ア
ン
ナ
カ
は
普
通
の
ゾ
ウ
-
の
前
半
分
の
み
の
ゾ
ウ
リ
で
あ
る
｡
か

つ
て
は
講
中
の
人
が
'

葬
■

(井
上

正
彦
家

荏
EE
淡
沢
･
4
)
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n

っ
て
た･･5
い
生
の
重
で
編
み
あ
げ
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
棺
の
脇
に
は
､
納
柏
の
た
め
に
梅
の
木
の
杖
や
死
者
が

生
前
愛
用
し
て
い
た
も
の
が
集
め
ら
れ
る
｡

納
棺
は
通
按
の
日
の
夕
方
ま
で
に
'
親
戚
が
全
員
そ
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
お
こ
な
う
｡
死
者
に
こ
-
近
い
者
が

お
こ
な
う
が
へ
家
に
よ

っ
て
は
死
者
と
い
っ
し
ょ
に
住
ん
で
い
た
家
族
は
納
棺
せ
ず
'
こ
く
親
し
い
親
戚
の
人

に
や
っ
て
も
ら
う
と
い
う
例
も
あ
る
O
帽
は
昭
和
十
五
年
こ
ろ
ま
で
は
竹
の
タ
カ
を
ま
い
た

ハ
ヤ
オ
ケ
と
い
う

丸
い
ザ
カ
ン
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
以
降
は
長
方
体
の
ネ
カ
ン
が
普
及
し
た
o

l
時
期
､
四
角
い
ザ
カ
ン
が
で
た
こ

と
も
あ

っ
た
O
ザ
カ
ン
で
は
男
は
あ
-
ら
を
か
か
せ
､
女
は
正
座
さ
せ
'
手
は
合
掌
さ
せ
る
か
'
腕
を
組
ま
せ

た
｡
柏
の
材
料
は
マ
ツ
や
モ
-
で
あ

っ
た
｡

柁
箱
の
蓋
は
､
石
で
釘
を
う
ち
'
カ
ン
マ
キ
と
い
っ
て
棺
を

1
反
の
僻
で
ま
-
｡
ま
た
カ
ケ
ム
ク
と
い
っ
て

死
者
が
生
前
着
用
し
て
い
た
着
物
を
上
下
逆
さ
に
棺
箱
に
か
け
る
D
通
夜
の
た
め
に
オ
ク
の
部
屋
に
祭
壇
が
準

備
さ
れ
る
｡

通
夜

通
夜
は
オ
ト
ム
ラ
イ
の
前
の
晩
に
お
こ
な
わ
れ
､

ヨ
ト
ギ
と
も
呼
ば
れ
る
o
ジ

ソ
ン
ル
イ

･
就
中

･
血
の
磯

い
親
戚
が
あ

つ
ま
り
'
僧
侶
に
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
｡
通
枝
は
ザ
ノ
与
と
オ
ク
で
お
こ
な
わ
れ
､
こ
の
夜
は
他

を
飲
み
か
わ
し
な
が
ら
故
人
を
し
の
ぶ
o
祭
地
の
後
方
に
は
十
三
仏
の
掛
軸
が
掛
け
ら
れ
､
帽
の
前
に
は
'
生

花

･
お
あ
か
り

(燈
明
)

･
マ
ク
ラ
タ
ン
コ
や
マ
ク
ラ
メ
ン
な
と
が
供
え
ら
れ
る
.
家
の
者
は

1
晩
中
'
線
番

と

ロ
ー
ソ
ク
の
火
を
た
や
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
｡

オ
ト
ム
ラ
イ
の
準
備

葬
式
の
い
ろ
い
ろ
な
準
鵬
は
'
す

へ
て
誠
中
の
人
た
ち
が
し
て
く
れ
る
0
家
の
者
や
死
者
の
兄
弟
た
ち
は
手

を
出
さ
ず
'

ノ
ノ
ン
ル
イ
が
オ
ト
ム
ラ
イ
か
終
る
ま
で
指
揮
を
と
る
｡
訪
中
の
人
た
ち
は
'
朝
早
-
か
ら
-
ム

ラ
イ
の
あ
る
家
に
集
ま
る
の
で
'
朝
食
は
そ
の
家
で
準
備
し
た
も
の
を
い
た
だ
い
た
｡
最
近
で
は
講
中
の
申
し

合
わ
せ
に
よ
っ
て
､
朝
食
は
各
人
の
家
で
す
ま
せ
て
く
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
例
が
多
い
｡

準
備
さ
れ
る
葬
儀
用
具

ツ
ソ
ロ
ウ

日

日附

則
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訪
中
の
男
衆
は
､
諸
式
と
い
っ
て
､
棺
箱

･
ア
シ
ナ
カ

･
シ
カ
パ
ナ

･
天
蓋

･
ロ
ク
ド
ゥ
の
ツ
ジ
ロ
ウ

･
ハ

タ

(E
l～
六
本
)

･
浬
磐
門

･
竹
の
箸
な
ど
を
作
り
'
女
の
人
は
勝
手
仕
事
を
す
る
｡
昭
和
の
初
め
頃
ま
で
は

ト
ム
ラ

イ
に
使
う
米

1
俵
を
摘
み
臼
で
精
米
し
た
と
い
う
｡

峨
前
に
は
段
組
み
の
条
規
な
ど
は
な
く
'
チ
ャ
プ
台
や
リ
ン
ゴ
箱
に
白
い
布
を
か
け
て
祭
也
を
作

っ
た
o
n収

初
に
葬
儀
屋
が
当
地
に
入

っ
た
の
は
大
正
年
間
と
い
わ
れ
､
こ
の
と
き
は
か
な
り
の
評
判
に
な
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
｡
無
地
が

1
般
的
に
な
っ
た
の
は
'
=3
協
が
昭
和
三
十
四
年
三
月
国
民
雌
雄
保
険
組
合
の
給
付
群
集

と
し
て
'
葬
具
祭
壇

1
式
を
購
入
し
'
そ
れ
ら
の
貸
し
出
し
を
は
じ
め
て
か
ら
で
あ
る
｡

ア
ナ
ホ
リ

穴
掘
り
も
講
中
の
な
か
で
の
相
互
扶
助
で
お
こ
な
わ
れ
た
.
穴
掘
り
を
お
こ
な
う
人
を
セ
ソ
カ
タ
あ
る
い
は

六
番
と
い
い
､
四
人

1
組
で
講
中
の
男
衆
が
回
り
順
で
お
こ
な

っ
た
O
各
講
中
に
は
穴
掘
り
帳

(穴
番
帳
)
が

あ

っ
て
､
そ
の
順
番
で
'
こ
の
役
目
を

つ
と
め
た
.

し
か
し
､
妊
婦
の
い
る
家
の
者
は
､
順
番
に
あ
た
っ
て
も
除
か
れ
､
次
に
葬
式
が
出
た
と
き
に
'
優
先
的
に

穴
番
を
つ
と
め
た
｡
セ
ン
カ
タ
の
四
人
は
､
野
辺
送
り
の
と
き
の
､
レ
ン
ダ
イ
の
担
ぎ
手
で
も
あ
る
｡
セ
ン
カ

タ
は
'
葬
式
当
日
の
午
前
中
に
リ
シ
ン
ル
イ
の
指
示
の
も
と
に
墓
穴
を
掘
る
が
'
そ
の
前
に
煮
し
め
を
食

へ
酒

を
飲
ん
で
､
紺
の
半
纏
に
茶
色
の
帯
か
鈍
を
締
め
'
7
シ
ナ
カ
を
は
い
て
ハ
カ
ソ
rn
に
向

っ
た
O

ハ
カ
シ
ョ
は
､

寺
墓

･
ウ
チ
パ
カ

･
共
同
墓
に
わ
か
れ
る
.
と
も
に
そ
の
聖
域
は
先
祖
代
々
の
石
塔
で
か
こ
ま
れ
て
い
る
｡
墓

穴
は
､
以
前
掘

っ
た
所
は
な
る
へ
-
避
け
る
が
､

ハ
カ
ン
rn
は
広
げ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は

死
者
が
多
く
出
る
か
ら
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
ネ
カ
ン
の
場
合
は
北
枕
と
tl･,d
る
よ
う
に
南
北
に
深
さ
五
～
六

尺
に
掘
る
O
ま
ま
先
祖
の
お
骨
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
｡
そ
の
と
き
に
は
'
穴
を
掘
り
あ
げ
て
か
ら
､

底
を

掘
り
こ
ん
で
､
そ
こ
に
ま
と
め
て
お
骨
を
埋
め
た
り
､
ま
わ
り
の
石
塔
の

一
つ
に
'
ま
と
め
て
お
き
､
お
棺
を

埋
め
る
際
に
そ
の
上
に
の
せ
て
'
い
っ
し
ょ
に
埋
葬
し
た
り
し
た
｡

墓
穴
の
掘
り
道
具
は
シ
ャ
ク
ン
や
サ
サ
ラ
で
あ
る
｡
シ
ャ
ク
シ
は
笥
掘
り
の
用
具
で
､
二
本
を
同
時
に
使
い
､

穴
9ZZリ
帳

(南
山
EET

5
)
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土
を
挟
み
出
し
な
が
ら
穴
を
頼

っ
て
い
-
｡
終
わ
る
と
水
で
洗
い
塩
で
清
め
る
.
サ
サ
ラ
は
､
孟
宗
竹
の
端
の

ほ
う
の
節
を
-
り
ぬ
き
､
先
端
か
ら
何
本
も
､
縦
に
途
中
ま
で
切
り
こ
み
を
入
れ
て
作
る
o
こ
れ
は
'
シ
ャ
ク

シ
の
使
い
に
-
い
と
こ
ろ
で
使
用
す
る
｡
先
端
を
土
に
突
刺
し
'
土
を
先
の
割
れ
た
と
こ
ろ
に
挟
み
こ
ん

で
掘

り
す
す
ん
で
い
く
｡
セ
シ
カ
タ
は
､
韮
穴
を
掘
り
お
え
る
と
塩
で
手
を
洗
い
清
め
'
そ
の
後
､
豆
腐
を
た
べ
な

が
ら
清
め
の
酒
を
の
む
｡
セ
シ
カ
タ
に
は

｢骨
お
り
｣
と
し
て
､
金

一
封
が
で
る
場
合
も
あ
っ
た
｡

位
牌

白
木

の
位
牌
を
二
つ
用
意
し
､
オ
ト
ム
ラ
イ
の
日
に
僧
侶
に
鎚
で
戒
名
を
い
れ
て
も
ら
う
0

1
つ
は
ノ
イ
ハ

イ
と
い
っ
て
野
辺
送
り
の
と
き
に
墓
地

へ
も
っ
て
い
き
､
朽
ち
る
ま
で
置
い
て
お
-
.
も
う

1
つ
は
仏
機
の
前

に
お
く
.
家
に
よ
っ
て
は
何
校
か
の
紙
に
戒
名
を
書
い
て
も
ら
い
､

1
枚
は
ハ
メ

(台
)
に
張
り
仏
壇
の
前
に

お
く
｡
の
こ
り
は
嫁
い
だ
娘
な
と
外
に
出
て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
オ
ユ
ズ
リ
と
い
っ
し
ょ
に
く
ぼ
る
が
'
嫁
入

り
前
の
娘
に
は
あ
げ
な
い
と
い
う
0
イ
ン
ポ
ト
ケ

(墓
石
)
を
作
る
と
き
'
塗
り
の
位
牌
を
作
り
､
仏
壇
の
白

木
の
位
牌
と
入
れ
か
え
る
｡

オ
ト
ム
ラ
イ

葬
式
の
こ
と
を
オ
ト
ム
ラ
イ
と
い
う
O
オ
ト
ム
ラ
イ
は
友
引
は
避
け
ら
れ
､
ま
た
正
月
三
が
日
も
避
け
ら
れ

る
｡
寅
の
日
は
'
虎
は

一
日
千
里
を
行

っ
て
千
里
を
帰

っ
て
来
る
と
い
う
故
事
に
由
来
し
､
死
者
が
戻

っ
て
こ

な
い
よ
う
に
僧
侶
に
ヨ
ケ

(宿
め
)
を
し
て
も
ら
っ
て
か
ら
お
こ
な
う
｡
盆
の
間
は
オ
ト
ム
ラ
イ
は
お
こ
な
わ

な
い
｡
仏
様
が
家
に
帰

っ
て
い
る
期
間
に
葬
式
を
出
す
と
､
新
仏
は
先
祖
に
硯
を
た
た
か
れ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
｡
太
平
洋
戟
争
前
に
は
血
縁
の
辿
い
者
は
白
い
喪
服
で
'
ほ
か
の
人
は
恐
い
喪
服
か
地
味
な
色
の
服
装
で
あ
っ

た
O
香
典
の
領
は
､
講
中
の
間
で
は
あ
ら
か
じ
め
相
談
し
て
き
め
る
｡
香
典
は
焼
香
の
前
に
お
-
や
み
を
い
い

な
が
ら
ジ
シ
ン
ル
イ
に
わ
た
す
.
ヒ
キ
モ
ノ
は
物
品
で
す
る
が
､
セ
ソ
カ
タ
に
は
二
人
分
の
ヒ
キ
モ
ノ
を
出
す

と
い
う
｡
太
平
洋
戦
争
中
は
､
物
が
な
か

っ
た
の
で
戦
時
国
院
で
代
用
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
0

出
棺
を
前
に
し
て
､
近
親
者
だ
け
で
デ
タ
テ
あ
る
い
は
ホ
ン
ゼ
ン
と
い
う
食
酢
を
と
る
O
チ
タ
テ
の
牌
に
は
､

ノ
イ
ハ
イ
と
食
器
(発
音
寺
･
中
川
･
53
)
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誠
中
の
会
席
膳
を
使

っ
た
o
食
事
の
内
容
は
'
こ
飯

･
オ
ケ
ン
チ
ン
･
ガ
ン
モ
ト
キ

･
オ

ノ
ン
コ
な
と
で
あ
る
｡

箸
は
純
中
の
人
た
ち
が
用
意
し
た
竹
の
箸
を
使
い
'
こ
の
箸
は
オ
ト
ム
ラ
イ
の
お
わ

っ
た
の
ち
辻
に
捨
て
ら
れ

る
0
オ
ト
ム
ラ
イ
に
は
日
常
使

っ
て
い
る
へ
ソ
ツ
イ
は
使
用
せ
ず
､
屋
外
に
応
急
の
カ
マ
ト
を
作

っ
た
.
灰
は

オ
ト
ム
ラ
イ
の
後
'
サ
ン
タ
ワ
ラ
に
と
り
､
辻
に
捨
て
た
｡
使
用
し
た
鍋
な
と
は
､
僧
侶
に
iLE
め
て
も
ら

っ
た

後
に
使

っ
た
り
'
あ
る
い
は
そ
の
ま
ま
辻
に
捨
て
た
｡

出
棺
と
送
り
火

出
棺
の
直
前
､
死
者
と
の
最
後
の
別
れ
を
お
こ
な
い
'
花
を
添
え
て
か
ら
棺
箱
の
蓋
を
し
め
る
｡
蓋
は
い
ち

ば
ん
[淑
初
に
施
主
が
石
で
釘
を
う
ち
､
兄
弟
や
子
と
も
た
ち
が
順
に
釘
を
う
ち

つ
け
て
い
く
.
使

っ
た
石
は
墓

穴
に
棺
と
い
っ
し
ょ
に
埋
め
る
｡

僧
侶
が
経
巻
と
な
え
､
講
中
の
人
々
が
う

つ
チ
ャ
ー
ン
･
チ
ャ
ー
ン
と
い
う
テ
ノ
カ
ネ

(念
仏
の
鉦
)
を
合

図
に
出
棺
す
る
O
オ
ク
に
安
置
さ
れ
て
い
る
棺
を
ア
ノ
ナ
カ
を
は
い
た
近
親
者
が
'
縁
側
か
ら
外
に
出
し
て
レ

ン
ダ
イ
の
と
こ
ろ
ま
で
遊
ぶ
o
相
は
二
重
に
し
た
純
で
､

レ
ン
ダ
イ
に
し
は
り

つ
け
る
o
そ
の
純
は
講
中
の
人

に
よ

っ
て
ヒ
ダ
-
ナ
工
に
編
ま
れ
た
も
の
で
､
約
十
一二
ヒ
ロ
の
長
さ
で
あ

っ
た
｡

棺
の
上
に
は
死
者
の
着
物
を
上
下
逆
さ
ま
に
し
て
掛
け
る
か
､
あ
る
い
は
天
蓋
を
掛
け
た
｡
天
蓋
は
､
竹
を

眉
組
み
に
し
て
'
そ
れ
に
和
紙
を
張
り

つ
け
て
作

っ
た
傘
の
よ
う
な
も
の
で
､
棺
と
い
っ
し
ょ
に
埋
め
た
｡

レ

ン
タ
イ
の
取
手
の
四
隅
に
は
､
半
紙
が
巻
き

つ
け
て
あ
る
｡

医
に
は
二
本
の
製
の
タ
イ
マ
ツ
が
立
て
ら
れ
る
｡
そ
の
間
は
ほ
ほ

l
間
で
､
出
棺
が
は
じ
ま
る
と
火
が
と
も

さ
れ
る
O
こ
れ
は
オ
ク
-
ヒ
と
よ
は
れ
､
セ
ン
カ
タ
に
か

っ
が
れ
た
レ
ン
ダ
イ
は
こ
の
間
を
通
る
｡
オ
ク
-
ヒ

の
外
に
は
細
-
削

っ
た
竹
を
し
な
ら
せ
て
､
7
-
チ
状
に
な
る
よ
う
に
両
側
で
人
が
さ
さ
え
た
浬
韓
門
が
作
ら

れ
て
お
り
､

l
行
は
こ
れ
を
-
-
り
ぬ
け
る
｡
こ
の
門
は
【取
後
に
は
墓
所
に
も

っ
て
い
っ
て
立
て
る
｡

野
辺
の
送
り
と
埋
葬

野
辺
送
り
を
す
る
の
は
､
家
族
と
シ
ソ
ン
ル
イ
へ
そ
し
て
血
の
濃
い
親
戚
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
で
､
耳

出
棺

(井
上
正
彦
家
･
荏
田
渋
沢
･
4
)
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に
晴
の

一
片
を
は
さ
ん
で
'
基
地
ま
で
行
列
を
な
し
て
い
く
｡
こ
の
曙
は
棺
と
い
っ
し
ょ
に
墓
穴
に
埋
め
る
｡

野
辺
送
り
に
は
'
子
ど
も
が
先
に
死
ん
だ
似
合
に
は
'
親
は
こ
れ
に
加
わ
ら
ず
'
ま
た
安
の
場
合
も
夫
は
野
辺

送
り
に
は
参
加
し
な
い
｡
親
族
以
外
の
者
は
'
カ
ド
オ
ク
リ
と
い
い
､
破
初
の
辻
ま
で
し
か
送
ら
な
い
｡
野
辺

送
り
の
行
列
の
順
は
'
鉦
-
ツ
ジ
ロ
ウ
1
柁
1
僧
侶
1
位
牌
1
膳
飯
と
か
'
あ
る
い
は
ツ
ソ
ロ
ウ
ー
ノ
ポ
リ
1

埋
葬
門
1
鉦
1
僧
侶
1
写
真
1
位
牌
1
膳
飯
1
棺
と

い
う
よ
う
に
､
家
に
よ
っ
て
違

っ
て
い
た
｡
鉦
は
講
中
の

年
寄
り
､
位
牌
は
施
主
'

マ
ク
ラ
メ
シ
と
マ
ク
ラ
ダ
ン
Tl
と
水
を
の
せ
た
膳
は
そ
の
安
が
も
っ
た
O
膳
を
も

つ

も
の
は
晒
で
頭
を
つ
つ
み
'
白
い
潜
物
を
石
て
白
い
符
を
し
め
た
｡

ツ
ジ
ロ
ウ
は
三
～
四
尺
の
竹
の
棒
に
大
根

や
薩
摩
芋
の
輪
切
り
を
さ
し
て
台
と
し
､
そ
の
う
え
に
コ
ウ
ガ
ン
ジ

(仰
願
寄
贈
燭

)
を
さ
し
た
も
の
で
､
野

辺
送
り
の
途
中
辻
々
に
さ
し
て
い
く
｡
行
列
の
最
後
尾
に
ツ
ジ
ロ
ウ
を
抜
く
役
目
の
人
が
い
て
､
抜
き
集
め
た

も
の
を
最
後
の
辻
に
ま
と
め
て
さ
す
｡
こ
れ
は
､
人
が
死
ぬ
と
六
道
の
辻
を
渡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
と
い
い
､

ま
た
仏
が
家
に
帰

っ
て
く
る
際
の
目
印
に
な
る
か
ら
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
｡

ツ
ソ
ロ
ウ
は
六
本
と
い
う
こ
と

か
ら
日
頃
の
生
活
の
な
か
で
は
偶
数
は
い
け
な
い
と
い
う
｡
葬
式
の
帰
り
に
ツ
ソ

ロ
ウ
を
も
ち
か
え
る
と
長
生

き
を
す
る
と
も
い
う
｡
ノ
ポ
-
は
ン
ホ
ン
パ
タ
と
も
い
い
､
半
紙
四
枚
を
縦
に
つ
な
い
で
笥
竹
に
付
け
た
も
の

で
､
四
本
持

っ
て
い
く
O

寺
墓
の
場
合
に
は
'
本
堂
に
あ
が
り
､
僧
侶
に
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
｡
ウ
チ
ハ
カ
の
場
合
は
'
僧
侶
を
家

′ナ
+
/トウ
バ

に
呼
ん
で
お
こ
な
う
.
そ
の
後
へ
僧
侶
は

七

本

塔

婆

を
哲
い
て
く
れ
る
｡
こ
れ
は
七
本
の
塔
婆
に
初
七
日
や
四

十
九
日
の
日
ど
り
を
記
し
た
も
の
で
､
基
の
塚
に
立
て
る
｡

土
葬
で
は
'
棺
を
う
め
る
こ
と
を
イ
ケ
ル
と
い
う
｡
棺
に
ま
い
た
晒
を
と
り
'
純
を
棺
に
し
ぼ
り
つ
け
'
純

の

1
万
を
講
中
の
人
が
も

っ
て
'
墓
穴
に
お
ろ
す
｡
職
は
E
]
つ
に
さ
き
､
四
人
の
セ
ン
カ
タ
が
t

l
度
洗

っ
て

か
ら
フ
ン
ド
ン
と
し
て
使
用
し
た
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
る
｡
棺
は
'
退
体
の
頑
が
北
に
な
る
よ
う
に
す

る
｡
埋
め
お
わ
る
と
､
土
盛
り
さ
れ
､
そ
れ
を
ツ
カ
と
呼
ぶ
｡
ツ
カ
の
上
に
は
'
古
い
石
塔
を
い
-
つ
か
お
い

た
｡
こ
れ
は
､
ヤ
マ
イ
ヌ
な
ど
が
基
を
掘
り
か
え
し
て
週
休
を
食
べ
る
の
を
防
く
た
め
と
さ
れ
た
｡
正
面
に
は
'

野
辺
の
送
り

(昭
和
十
八
年
ご

ろ
)



逮作節詩心

桟
向
き
に
し
た
石
塔
を
二
つ
平
行
に
し
て
お
-
｡
そ
の
上
に
､
花
や
線
香
な
ど
を
供
え
る
O
ま
た
起
築
門
を
'

ツ
カ
の
う
え
に
ア
ー
チ
状
に
し
て
立
て
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡

埋
葬
が
お
わ
る
と
､
は
い
て
き
た
ア
ン
ナ
カ
を
韮
所
に
捨
て
'
別
に
も
っ
て
き
た
草
履
に
は
き
か
え
る
｡
こ

の
す
て
ら
れ
た
ゾ
ウ
リ
を
ひ
ろ
い
､
野
良
什
事
や
山
仕
事
の
際
に
は
い
て
い
く
と
マ
ム
シ
に
噛
ま
れ
な
い
と
い

わ
れ
て
き
た
｡

墓
所
か
ら
家
に
帰
る
場
合
は
'
来
た
と
き
に
通

っ
た
道
と
は
別
の
遇
を
通
る
も
の
と
い
い
､
近
道
か
､
ま

わ

り
道
を
し
て
帰
る
.
家
に
は
軒
下
に
臼
の
ロ
を
北
に
し
て
ね
か
せ
'
そ
の
上
に
塩
と
水
と
手
ぬ
-
い
を
用

忠

し

て
あ
る
｡
野
辺
送
り
か
ら
帰
っ
た
者
は
､
こ
れ
で
身
体
を
約
め
て
家
に
入

っ
た
｡
そ
の
後
､
親
戚

･
純
中
の
人
々

に
料
理
が
だ
さ
れ
る
.
こ
れ
を

ハ
チ
ハ
ラ
イ
と
い
う
.
セ
ン
カ
タ
の
四
人
は
上
座
に
座
る
O
出
後
に
念
仏
講
中

の
人
々
が
念
仏
を
あ
げ
て
く
れ
る
｡
こ
の
念
仏
は
､
死
者
が
仏
の
仲
間
入
り
を
す
る
と
い
う
意
味
で
､
イ
リ
ネ

ン
プ
ツ
と
い
う
.
ナ
ム
7
-
ダ
ブ
ツ
を
繰
り
返
し
､
ま
た
十
三
仏
の
名
を
十
三
回
繰
り
返
す
o

tl･,dお
火
葬
が

1
般
的
に
な
っ
た
の
は
'
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
計
画
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
凹
十
咋
代
以
降
の
こ

と
で
あ
る
.
現
在
で
も
土
葬
は
荊
可
に
は
な
る
が
､
港
北

ニ
Tl
I
タ
ウ
ン
の
宅
地
造
成
が
現
在
の
=i･t地
に
も
お

よ
ぶ
の
で
'
み
ん
な
で
申
し
あ
わ
せ
て
火
葬
と
し
て
い
る
｡

オ
ト
ム
ラ
イ
後
の
俗
信

オ
ト
ム
ラ
イ
の
の
ち
'
二

～
三
日
た
っ
た
ら
'
近
く
の
辻
に
生
前
死
者
が
使
用
し
て
い
た
お
膳
に
茶
碗
と
デ

タ
テ
に
使

っ
た
竹
の
箸
を
の

せ
て
お
-
0

初
七
日
ま
で
に
寅
の
日
が
あ
る
と
き
は
､
寺
か
ら
札
を
も
ら
っ
て
き
て
､
家
の
柱
に
は
っ
て
お
く
｡
こ
れ
は

前
述
の
虎
は
千
里
を
行

っ
て
千
里
を
帰

っ
て
来
る
に
由
来
L
t
こ
れ
に
な
ら
っ
て
死
者
が
帰

っ
て
く
る
と
い
け

な
い
か
ら
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡

キ
タ
ポ
ソ
と
い
い
'
亡
-
な

っ
た
人
の
着
物
を
家
の
北
側
に
北
向
き
に
か
け
て
ヒ
ダ
リ
ヒ
ン
ヤ
ク

(
ソ
ト
ビ

ン
ヤ
ク
)
で
水
を
か
け
る
｡
の
と
が
吃
か
な
い
よ
う
に
､
死
者
が
禁
に
あ
の
世
へ
旅
が
で
き
る
よ
う
に
と

1
日

セ
シ
カ
タ
に
よ
る
棺
う
め
(昭
和
十
八
年
ご
ろ
)

ツ
カ
(昭
和
十
八
年
ご
ろ
)
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に
何
度
も
水
を
か
け
る
｡
家
に
よ
っ
て
は
初
七
日
ま
で
､
あ
る
い
は
三
十
五
日
､
あ
る
い
は
凹
十

九
日
ま
で
続

け
ら
れ
る
｡

死
者
の
魂
は
､
四
十
九
日
ま
で
は
家
か
ら
は
な
れ
な
い
と
か
'
家
を
守

っ
て
い
る
と
い
い
､
そ
の
家
の
屋
根

か
ら
は
な
れ
な
い
と
い
う
｡
ま
た
四
十
九
日
ま
で
は
､
仏
壇
に
は

一
本
の
線
香
し
か
立
て
ず
､
そ
れ
が
す
ぎ
る

と
二
本
な
り
三
本
な
り
を
立
て
る
と
い
う
.
四
十
九
日
が
す
き
な
い
と
先
祖
の
仲
間
に
入
れ
な
い
と
い
っ
て
'

新
し
い
仏
の
白
木
の
位
牌
は
仏
壇
の
前
に
お
き
'
四
十
九
日
が
す
ぎ
る
と
あ
ら
た
め
て
仏
壇
の
な
か
に
お
さ
め

る
と
い
う
｡
な
お
墓
は
た
ん
に
迎
骸
を
お
さ
め
る
だ
け
で
'
杷
那
寺
の
本
群
こ
そ
が
死
者
の
魂
を
守
っ
て
-
れ

る
も
の
だ
と
い
う
家
も
あ
る
｡

初
七
日

初
七
日
に
は
両
隣
り
や
ジ
ノ
ン
ル
イ
､
親
戚
を
朝
食
に
招
き
､
僧
侶
に
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
｡
雑
巾
の
人
た

ち
に
頼
ん
で
十
三
仏
の
掛
軸
を
掛
け
ナ
ノ
カ
ネ
ン
ブ
ツ
を
あ
げ
て
も
ら
い
､
益
参
り
を
す
る
0
m
か
れ
た
人
た

ち
は
心
づ
け
を
も
っ
て
-
る
｡
墓
参
り
が
す
む
と
'
イ
チ
マ
キ
の
女
衆
が

1
升
g
]合
の
精
米

で
つ-
っ
た
四
十

九
個
の
餅
を
塩
を
少
し
っ
け
な
が
ら
食
へ
る
｡
そ
の
た
め

t
升
四
台
の
品
は
ト
ム
ラ
イ
の
際
の
も
の
と
さ
れ
､

日
常
生
活
の
上
で
は
忌
ま
れ
た
数
で
あ
る
｡
こ
の
日
の
お
返
し
の
ヒ
キ
モ
ノ
は
マ
ン
ジ

ュ
ウ
で
あ
っ
た
｡
現
在

は
衣
料
品
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
品
が
ヒ
キ
モ
ノ
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
る
｡

な
お
初
七
日
に

一
同
が
あ
ら
た
め
て
集
ま
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
な
の
で
'
ト
ム
ラ
イ
の
日
'
埋
葬
の
後
に
い

ち
ど
山
門
ま
で
も
ど
っ
て
､
山
門
を

1
妙
ふ
み
だ
し
て
か
ら
墓
に
ひ
き
か
え
し
て
盛
参
り
を
L
t
こ
れ
を
初
七

日
の
墓
参
り
と
し
､
本
来
の
初
七
日
の
ま
つ
り
を
略
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
-
な
っ
た
o

ア
タ
リ
ビ
と
年
忌

初
七
日

･
フ
タ
七
日
･
･,､七
日
･
ヨ
七
日
･
イ
ツ
七
日

(三
十
五
口
)

･
ム
七
日

･
凹
十
九
日
'
百
か
日
を

ア
タ
リ
ビ
と
い
い
､
初
七
日
に
は
親
戚
を
招
き
墓
参
り
を
す
る
.
こ
の
あ
と
は
三
十
五
日
と
E
I+
九
日
に
親
戚

を
招
-
が
､
た
い
て
い
は
四
十
九
日
だ
け
で
'
は
か
の
日
は
家
族
だ
け
で
ti･.参
り
を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡
E
]十

北
村
家
の
記
軽

(北
村
正
晴
家

･
茅
ヶ
崎

･
52
)
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九
日
に
は
'
通
夜

･
ト
ム
ラ
イ

･
初
七
日
同
様
に
念
仏
を
し
て
も
ら
う
｡
ま
た
'
オ
ユ
ズ
-
と
い
い
'
親
子

･

兄
弟

･
血
の
濃
い
親
戚
な
と
が
死
者
の
生
前
愛
用
し
て
い
た
品
物
を
形
見
分
け
す
る
｡
と
り
わ
け
形
見
分
け
に

な
る
も
の
か
な
い
場
合
は
新
し
い
反
物
な
と
を
用
意
し
た
｡

年
忌
は
イ

/
ス
イ
キ

(
一
周
忌
)
以
後
､
三

･
七

･
十
三
回
忌
を
お
こ
な
い
､
三
十
三
年
目
で
個
人
的
な
法

要
を
お
え
る
｡
三
十
三
年
経

つ
と
仏
は
先
祖
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
｡

ヒ
ガ
カ
リ

死
者
が
で
る
と
親
戚
の
家
で
も

一
年
間
は
ハ
デ
な
こ
と
は
し
な
い
と
い
い
､
正
月
の
年
始
ま
わ
り
や
オ
セ
チ

は
遠
慮
し
､
と
う
し
て
も
結
婚
式
な
と
が
あ

っ
た
り
す
る
と
､
前
も

っ
て
神
社
で
お
破
い
を
し
て
も
ら
う
と
い

う
｡
と
く
に
火
を
忌
み
､
近
所
の
家
で
は
ト
ム
ラ
イ
が
で
る
と
火
を
使
う
こ
と
を
き
ら
い
､
炊
事
を
お
こ
な
わ

な
か

っ
た
o
そ
こ
で
死
者
が
で
た
家
で
は
蓋

つ
き
の
オ
ヒ
ツ
に
､
別
火
で
炊
い
た
こ
飯
を
い
れ
て
近
所
に
配

っ

て
歩
い

た
と

い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
O
ま
た
ト
ム
ラ
イ
へ
の
参
列
は
､
神
さ
ま
に
も

っ
た
い
な
い
と
い
い
､

家
に
は
い
る
と
き
は
塩
で
清
め
､
そ
の
後
七
日
間
は
神
さ
ま
に
手
を
あ
わ
せ
な
い
と
い
う
O

異
常
死
と
生
れ
変
わ
り

一
軒
で

一
年
に
二
回
葬
式
が
あ
っ
た
場
合
､
人
形
を

一
つ
柏
に
い
れ
て
人
形
の
分
の
塚
も
築
い
た
｡
ま
た
セ

イ
ヅ
チ

(
ワ
ラ
打
ち
樋
)
を
墓
穴
に
最
後
に
埋
め
る
例
も
あ
る
O
こ
れ
ら
は
共
に
三
人
目
の
死
者
が
で
ぬ
よ
う

に
､
三
人
目
の
身
代
わ
り
と
い
う
｡

学
校

へ
行
く
ま
で
の
子
の
場
合
に
は
通
夜
な
ど
行
な
わ
ず
'
近
所
の
親
戚
に
頼
ん
で
ト
ム
ラ
イ
を
し
て
も
ら

う
｡
半
講
中
で
や
る
な
ど
と
も
い
う
｡
埋
葬
も
ツ
カ
を
作
ら
ず
､
初
め
か
ら
平
ら
に
す
る
o
死
ん
だ
子
に
対
し

て
母
親
は
'
百
か
日
以
内
に
'
ヒ
ャ
ク
シ
ソ
ウ
マ
イ
リ
を
お
こ
な
っ
た
｡
戒
名
札
を
百
枚
僧
侶
に
碧
い
て
も
ら

い
'
各
地
の
地
蔵
百
体
に

l
枚
ず

つ
張

っ
て
い
-
O
黒
の
メ
ク
ラ
ノ
マ
の
着
物
を
着
て
巡
拝
し
て
い
っ
た
o

妊
婦
や
出
産
の
際
に
母
子
と
も
に
亡
-
な
っ
た
と
き
は
､
フ
タ
七
日
の
あ
い
だ
'
母
親
が
着
て
い
た
名
物
を

竹
に
と
お
し
た
り
､
竹
龍
に
入
れ
て
近
-
の
辻
か
橋
の
近
-
に
お
-
｡
そ
の
前
に
は
オ
ケ
と
ヒ
シ
ャ
ク
と
線
香

年
忌
の
念
仏

(渡
辺
正
三
家
･
新
吉
田
二
g
)
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を
お
き
'
通
行
人
に
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
水
を
か
け
て
も
ら
う
と
い
う
｡

自
殺
者

･
身
元
不
明
者

･
伝
染
病
で
亡
-
な
っ
た
人
は
､
土
葬
が

一
般
的
で
あ

っ
た
こ
ろ
で
も
火
葬
に
し
た
｡

こ
れ
ら
の
死
者
の
世
話
は
最
等
の
縄
中
が
お
こ
な

っ
た
｡

女
の
サ
キ
ガ
ケ

(
ク
チ
7
ケ
)
と
い
っ
て
､
正
月
中
に
女
性
が
亡
く
な
る
と
そ
の
年
は
オ
ト
ム
ラ
イ
が
多
い

と
い
う
｡
ま
た
薯
や
正
月
三
が
日
に
人
が
亡
く
な
る
と
オ
ト
ム
ラ
イ
は
三
が
日
が
す
ぎ
て
か
ら
お
こ
な
う
が
､

正
月
に
P
.
す
葬
式
は

｢
カ
ン
ネ
ン
プ
ツ
は
火
に
崇
る
｣
と
い
い
､
鉦
は
使
わ
な
い
.
ま
た
神
さ
ま
に
も
っ
た
い

な
い
と
い
い
､
正
月
の
行
鞘
は
し
な
い
で
､
す
く
な
く
と
も
餅
は
食
べ
て
も
神
棚
に
は
オ
ソ
ナ
工
は
供
え
な
い
.

盆
に
葬
式
を
出
す
と
き
は
､
相
和
の
上
に
､
描
鉢
や
鍋
を
か
ぶ
せ
て
3
=
目
指
す
る
｡
こ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
､

朝
を
た
た
か
れ
る
の
を
防
く
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
｡

死
者
の
手
に
本
人
の
俗
名
を
雷
い
て
お
-
と
､
ど
こ
か
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
わ
れ
た
｡
必
ず
し
も
人
で
は

な
-
動
物
の
場
合
も
あ
る
｡
悪
い
こ
と
を
す
る
と
'
死
後
動
物
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
い
､
蛇
を
殺
す
と
蛇
に

生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
｡
良
い
こ
と
を
す
る
と
良
い
人
に
生
ま
れ
変
わ
り
'
ま
た
七
回
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
｡

第
四
節

墓

制

墓
地

苑
地
は
寺
宝

･
ウ
チ
バ
カ

･
比
ハ同
弘
の
三
桁
輔
で
あ
る
｡

墓
地
は
広
く
て
は
い
け
な
い
と
も
､
広
く
つ
-
る
も
の
で
は
な
い
と
も
い
い
､
TIT
の
墓
地
に
お
い
て
も
明
確

な
隣
り
と
の
境
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
イ
ン
ポ
ト
ケ
が
い
く
ら
増
え
て
も
墓
地

は
広
け
な
い
も
の
と
い
う
｡

し
か
し
な
が
ら
古
い
家
は
と
墓
域
は
広
い
と
も
い
い
､
分
家
'
他
所
か
ら
の
入
居
者
は
新
規
に
寺
よ
り
区
画
さ

れ
た
基
地
を
買
う
と
い
う
｡

ウ
チ
パ
カ

(抜
茂
力
雌
家

･
北
山
田
･
5
)
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古
書
不
で
は
7
-
ハ
カ
と
い
っ
て
､
分
家
し
た
家
は
単
独
の
墓
所
を

つ
-
ら
ず
'
死
者
が
で
る
と
､
本
家
の
墓

所
の

l
角
に
埋
葬
す
る
例
が
知
ら
れ
て
い
る
O

墓
参
り
は
盆

･
彼
岸

･
正
月
な
と
に
お
こ
な
わ
れ
､
新
し
い
仏
の
場
合
は
'

1
年
間
は
毎
月
の
命
日
に
は
墓

掃
除
に
い
く
O
巻
は
家
の
大
掃
除
が
す
ん
で
か
ら
行
き
､
正
月
に
は
寺
年
始
の
際
に
お
参
り
す
る
0

ホ
リ
ッ
ケ
エ
シ

前
に
掘

っ
た
墓
穴
は
お
は
え
て
い
る
の
で
'
同
じ
場
所
に
な
ら
な
い
よ
う
に
前
は
右
に
寄
せ
た
か
ら
こ
ん
と

は
左
に
寄
せ
て
と
い
う
ふ
う
に
掘
る
.
し
か
し
墓
域
は
限
ら
れ
て
い
る
た
め
､
か
な
ら
ず
以
前
の
韮
穴
と
重
な

っ

て
ホ
-
ノ
ケ
エ
ス
こ
と
に
な
る
｡
と
き
に
は
半
分
ほ
と
も
以
前
の
穴
と
重
な
る
場
合
が
あ

っ
た
O

ホ
-
ノ
ケ
エ
ソ
し
て
出
て
き
た
眉
は
掘
り
た
さ
ず
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
り
､
い
ち
と
穴
か
ら
た
し
て
新

し
い
仏
と

い
っ
し
･i6
に
埋
葬
し
た
り
し
た
｡
こ
先
祖
さ
ま
の
お
眉
が
､
た
ま
た
ま
､
ま
た
髪
の
毛
の
つ
い
た
ま

ま
の
状
態
の
頭
蓋
眉
で
あ

っ
た
り
す
る
と
'
若
い
者
が
ふ
さ
け
て
､
木
の
枝
に
ひ
っ
か
け
た
り
し
て
い
た
こ
と

も
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡

ツ
カ

土
葬
で
は
､
棺
を
う
め
た
と
こ
ろ
に
土
を
盛

っ
た
o
こ
の
土
盛
り
を
ツ
カ
と
い
う
｡

ツ
カ
を
盛
る
と
そ
の
上

に
古
い
イ
シ
ポ
ト
ケ
数
基
を
お
-
｡
こ
れ
は
ヤ
マ
イ
ヌ
が
ツ
カ
を
掘

っ
て
死
体
を
-
い
荒
ら
す
の
を
防
-
た
め

と
い
う
.
ま
た
ツ
カ
に
は
野
辺
送
り
の
際
の
ツ
ソ
ロ
ウ

･
ノ
ポ
-

･
湿
架
門
を
刺
す
O

ツ
カ
の
前
に
ア
テ
と
い

う
台
を
お
き
'
墓
参
り
の
と
き
は
こ
の
ア
テ
に
線
香
や
供
物
を
お
き
､
お
参
り
す
る
O
ま
た
こ
の
ツ
カ
は
当
然

な
が
ら
踏
ん
で
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
き
た
.

ツ
カ
ナ
ラ
シ

ツ
カ
ナ
ラ
ソ
は
ハ
カ
ナ
ラ
ノ
と
も
い
い
､
百
か
日
の
日
に
ツ
カ
を
平
ら
に
な
ら
す
｡
家
に
よ

っ
て
は
盆

･
彼

岸

･
ホ
ト
ケ
サ
マ
の
日

(命
日
)
な
と
に
な
ら
す
こ
と
も
あ
る
｡
こ
の
と
き
'

ツ
カ
の
上
に
お
い
て
あ

っ
た
古

い
イ
ソ
ホ
ト
ケ
を
元
の
位
置
に
も
と
す
｡

ツ
カ
に
さ
し
て
あ

っ
た
ツ
ソ
ロ
ウ
な
と
は
寺
の
風
呂
焚
き
に
つ
か

っ

共
同
基
地

(牛
久
保
金
子
入

･
4
)
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た
り
､
墓
所
の
隅
の
ほ
う
に
捨
て
た
り
し
た
.

ッ
カ
ナ
ラ
ン
が
す
む
と
､
お
参
り
は
先
祖
代
々
の
イ
ン
ポ
ト
ケ
に
す
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
し
て
ツ
カ
で
あ

っ

た
と
こ
ろ
は
必
然
的
に
拒
み
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
､
べ
つ
に
か
ま
わ
な
い
と
い
う
0

塔
婆
と
イ
シ
ポ
ト
ケ

塔
婆
を
立
て
る
の
は
葬
式

･
E
]十
九
日

･
百
か
日

･
一
周
忌
で
､
そ
れ
以
降
は
年
忌
転
に
三
十
三
回
忌
ま
で

立
て
る
.
こ
の
ほ
か
彼
岸

･
盆
な
と
に
も
立
て
る
｡
三
十
三
回
忌
に
は
特
別
な
塔
婆
は
立
て
な
い
｡
自
分
の
家

の
塔
婆
の
は
か
に
､
撫
緑
様
の
た
め
に
塔
婆
を
立
て
る
と
い
う
家
も
あ
る
O
塔
婆
は
朽
ち
る
と
ひ
と
つ
に
ま
と

め
､
墓
地
の
近
-
に
捨
て
た
り
､
そ
の
場
で
も
や
し
た
｡

イ
シ
ポ
ト
ケ
は
七
回
忌
に
立

つ
の
は
早
い
ほ
う
で
､
十
三
回
忌
'
三
十
三
回
忌
な
と
に
立
て
る
こ
と
が
多
い
｡

ま
た
立
て
る
の
は
ホ
ト
ケ
サ
マ
の
命
日
や
彼
岸
に
す
る
も
の
と
い
う
｡
墓
地
は
先
祖
代
々
の
イ
ン
ポ
ト
ケ
を
中

心
に
古
い
順
に
な
ら
ん
で
い
る
の
で
'
そ
の
順
に
あ
わ
せ
て
立
て
る
｡
夫
婦
の
う
ち
夫
が
亡
く
な
り
イ
ン
ポ
ト

ケ
を
立
て
る
場
合
'
イ
ン
ポ
ト
ケ
止
痛
の
半
分
に
そ
の
戒
名
を
JF
き
､
も
う
半
分
は
空
け
て
お
-
.
ま
だ
存
命

の
夫
人
の
名
を
入
れ
て
お
く
場
合
に
は
'
朱
を
い
れ
る
｡
夫
人
が
亡
く
な
っ
て
､
朱
を
娘
-
す
る
の
は
､
家
に

よ
っ
て
も
こ
と
な
り
'
三
回
忌

･
七
回
忌
と
い
う
ぐ
あ
い
で
あ
る
｡

ウ
チ
パ
カ
に
関
す
る
文
書
資
料

こ
こ
に
中
川
の
老
馬
講
中
の
大
久
保
家

(屋
号

ハ
ン
パ
)
所
蔵
の
)<
久
保
イ
ソ
ケ
の
墓
に
関
す
る
文

滋
を
記

し
て
お
こ
う
｡
な
お
文
Ht
U中
の
村
名
は
大
棚
村
と
な
っ
て
い
る
｡
大
棚
村
は
､
後

世
へ
大
棚
町
と
中
川

町
に
二

分
さ
れ
､
当
老
馬
講
中
は
中
川
町
に
屈
す
る
こ
と
と
な
る
｡

取
極
申

一
礼
之
事

l

従
前
銘
々
墓
所
持
有
之
候
処
此
度
谷
内

l
同
相
談

納
得
之
上
壱

場
所
江
坂
極
字
瀧

之
上
二
而
新
左
祐
門

持
山
三

畝

歩
之
内
壱
畝
亦
程
墓

所
二
相
定
メ
石
山
地

代
金
井
外
と

し
て
金
壱
両
惣

1
同
よ
り
差
出
し
新
左

衛
門
江
倍

二
受
取
申
処
実
正
也

シ
テ
ホ
ン
ト
ウ
パ
(長
泉
寺
･
北
山
EB
･
50
)
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然
ル
上
者
石
山
御
年
貢
其
外
等
者
右
金
子
之
内
利
金
ヲ
以
同
人
方
二
而
相
勤
メ
可
申
候
且
向
後
墓
所

之
義

二
代
取
締
之
も
の
l
切
撫
御
座
候
依
之
連
印
之

1
札
致
置
候
処
如
件

嘉
永
五
千
年
三
月

大
棚
村

老
馬
谷

斯
左
衛
門

要

蔵

勘

太

郎

善

蔵

重

次

郎

幸

次

郎

佐

七

郎

こ
の
資
料
は
､
嘉
永
五
年

(
t
八
五
二
)､
ウ
チ
ハ
カ
を
共
同
墓
に
し
た
際
の
取
り
決
め
で
あ
る
o
こ
れ
ら

の
人
々
は
全
て
大
久
保
姓
で
､
現
在
で
も
こ
の
谷
戸
に
居
宅
を
構
え
て
い
る

(昭
和
五
十
二
年
現
在
)｡

大
久
保
イ
ッ
ケ
の
芸
所

(%
川
老
馬

･
E3)
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第

〓
即

村

の

神

一

祭
り
と
信
仰

各
地
区
に
は
､
ム
ラ
全
体
で
祭
柁
す
る
神
社
が
あ
り
､
オ
-
ヤ
サ
マ

(お
宮
さ
ま
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
0

1

地
区
で

一
社
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
､
こ
れ
は
明
治
末
期

の
神
社
合
肥
に
よ
る
も
の
で
あ
り
'
以

前
は
数
社
ま

つ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
多
か

っ
た
｡
ま
た
山
田
神
社
､
大
棚

･
中
川
の
杉
山
神
社
は
数
地
区
の
共

同
で
ま
つ
っ
て
い
る
0
こ
れ
は
へ
合
肥
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
､
も
と
は

一
村
で
あ

っ
た
こ
と
に
起
因

す
る
｡
お
宮
さ
ま
の
例
祭
は
九
月
下
旬
か
ら
十
月
中
旬
に
か
け
て
集
中
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
が
'
神
社
間
で
祭

日
が
重
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
に
他
地
区
の
人
も
た
が
い
に
さ
そ
い
あ

っ
て
神
楽
や
芝
居
見
物
を

し
た
の
で
あ
る
o
祭
礼
の
当
日
に
は
､
地
区
の
人
ひ
と
は
朝
早
-
お
き
て
赤
飯
を
炊
き
､
地
区
外
の
親
戚

へ
-

は

っ
て
歩
い
た
り
'
家
に
呼
ん
で
と
も
に
祝

っ
た
｡

叙
神
社

(荏
田
)

r(
サ

ノ
オ

ノ

E1
ト

オ
オ
ク
二
n
/
ノ

rl
ト

柚
木
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
祭
神
は

須

佐

之

男

命

と

大

国

主

之

命

と

い
う
｡
現
在
で
は
鈍
神
社
と
い
う
杜
号

に
つ
い
て
の
伝
承
は
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
『新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
(以
下

r
風
土
記
稿
』
と
略
す
)
に

は

｢杜
僻
ア
-
o
奇
怪
ノ
説
ナ
レ
ト
0

ソ
ハ
ラ
ク
コ
～
二
ノ
ス
.
｣
と
し
て
つ
き
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
｡

昔
陸
奥
国
ヨ
リ
炭

ヲ
簡

フ
モ
ノ
｡
鎌
倉

へ
往
来

ソ
テ
｡
鍛
冶
ノ
モ
ト
へ
カ
ノ
炭
ヲ
責
ル
コ
ト
｡
年
久
ン
ケ
レ

バ
o
鍛
冶
モ
カ
ノ
商
人
が
来

ル
コ
ト
｡
年

ヲ
ヘ
テ
オ
コ
タ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
謝

シ
テ
｡
己
力
作
リ
タ
ル
刀

1
ロ

ヲ
階

レ
-
O
商
人

ヨ
ロ
コ
ヒ
テ
o

コ
レ
ヲ
班

へ
国

へ
カ

へ
ラ
ン
ト

ソ
テ
o
此
所

ヲ
ス
ギ
o
泉
谷

ノ
ホ
ト
-

二

-
1
マ
-
テ
｡
路

ノ
ツ
カ
レ
ヲ
｡

/
ハ
ノ
ヤ
ス
メ
ン
ト
イ
コ
ヒ
ソ
二
〇
喉
ノ
カ
レ
ク
-
シ
カ

ハ
｡

7
-
7
7

泉

ヲ
掬

ン
テ
呑
ケ
ル
二
O
酒

二
酔
ヒ
ソ
カ

コ
ト
ク
0
覚

へ
ズ
倒

レ
臥

ン
タ
-
シ
ヲ
｡
側
ナ
ル
松

ノ
木

ノ
上

ヨ

-
O
大
蛇
ネ
ラ
ヒ
ヨ
-
テ
呑

ン
ト
ス
.
時

二
携

ヘ
タ
ル
刀
0
日
ラ
抜
出

テ
｡
蛇

ヲ
斬
殺

ソ
ケ
ル
ニ
ソ
0
カ
ノ

銑
守
と
大
栗
日

(61
)

石 江 口 ケ 久 山 山 山川 EEl和 声 辺 向 方 本 熊 羽 田 EEl崎 川 棚 保 田 田 田 EEl 区

> ＼＼＼＼/

煎 鈎 八 杉 桜 稲 天 淡 杉 杉 杉 若 杉 天 杉 杉 神 杉 山 神

神 神 語 法諸 芸 満 宗 法 認 諾 語 法:満 認 諾 認 諾 諾 社

社 社 社 社 社 社 宮 杜 杜 杜 杜 杜 杜 菖 社 社 杜 祉 杜 名

例月 月 月 月 日 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

祭

以
下
こ
の
茸
で
対
象
と
す
る
地
域
は
か
つ
て
の
都
筑
郡
内
の

四
か
村

(中
川
･
新
EE
･
都
田
･
山
内
)
と
す
る
.

尚
､
昭
和
四
十
年
代
以
降
土
地
区
画
整
理
事
集
に
伴
い
'
新

し
い
町
が
い
く
つ
か
誕
生
し
て
い
る
が
'
か
つ
て
の
生
活
E
T位

を
環
視
L
T
杭
浜
市
合
併
時

(昭
和
十
四
年
)
の
旧
町
名
の
も

と
に
図
表
化
し
て
い
る
O
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モ
ノ
危
キ
命
ヲ
タ
ス
カ
-
ン
ト
ナ
ン
.

ヨ
-
テ
鋭
ヲ
肥
-
テ
｡
祝
明
神
卜
戟
ス
ト
云
々
O

現
在
'

一
尺
ば
か
り
の
刀
が
渋
沢
ヤ
ト
に
居
住
す
る
神
職
嘉
藤
家
に
保
管
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
神
社
に
は
'
荏
Eg
の
ヤ
ト
-
ヤ
を
大
正
三
年
二
月
二
十
四
円
に
合
配
し
た
｡
合
肥
さ
れ
た
の
は
､
渋
沢

ヤ
ト
の
十
二
社
依
現
､
柚
木
ヤ
ト
の
熊
野
社
､
小
黒
ヤ
ト
の
神
明
祉

･
八
幡
社
､
宿
の
赤
城
社
で
あ
る
｡

祭
日
は
十
月
七
日
で
'
近
年
で
は
十
月
十
日
の
体
育
の
EI]
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
『風
土
記
稿
』
で
は
､

九
月
二
十
七
日
と
あ
り
'
｢橘
樹
郡
平
村
ノ
神
職
｡
来
リ
テ
祭
事
ヲ
行
フ
ヲ
定
式
ト
ス
｡
｣
と
記
叔
さ
れ
て
い
る
｡

現
在
は
斎
藤
氏
が
祈
硝
す
る
.
斎
藤
氏
は
緑
区
や
港
北
区
な
ど
の
二
十

二
杜
を
う
け
も

つ
神
主
で
あ
る
｡
祭
り

に
は
四
つ
の
ヤ
ト
の
氏
子
か
ら
年
番
の
帳
番
と
祭
り
番
が
で
る
｡
帳
を
毎
年
立
て
'
御
神
酒
を
飲
み
か
わ
す
｡

芝
居
や
神
楽
は
､
そ
の
年
に
よ
っ
て
や
っ
た
り
や
ら
な
か
っ
た
り
す
る
｡
芝
居
は
厚
木
あ
た
り
か
ら
呼
ん
だ
｡

神
楽
は
斎
藤
神
主
に
よ
っ
て
奉
じ
ら
れ
る
｡
神
楽
は
神
社
の
神
楽
殿
で
お
こ
な
わ
れ
る
が
､
合
肥
前
は
マ
ツ
リ

番
が
丸
太
を
も
ち
よ
り
舞
台
を
組
ん
だ
の
で
た
い
へ
ん
だ
っ
た
と
い
う
｡

山
田
神
社

(山
EE
)

山
田
神
社
は
南
山
田
町
に
所
在
す
る
.
そ
こ
は
妙
見
社
が
あ

っ
た
と
こ
ろ
で
へ
明
治
四
十
三
年
に
､
こ
の
妙

見
社
に
北
山
田
の
神
明
杜
､
東
山
田
の
諏
訪
社
'
そ
の
は
か
十
三
の
社
が
合
肥
さ
れ
て
山
EB
神
社
と
な

っ
た
｡

オ
kJLJルノ
′ムナ
ノ
･nト
'),
･ナ
カ'
′
･hト

カ
ム
⊥
rtビ
ノ
カ
,

お
も
な
祭
神
は
､
大

日

軍

法

尊

､
武

御

名

方

命

'
神
生
産
霊
神
､
応
神
天
皇

､

日
本
武
尊
な
と
で
あ
る
｡

神
社
境
内
に
は
'
大
き
な
鐘
が
あ
る
｡
戦
中
に
は
苔
鐘
と
し
て
使
用
さ
れ
'
現
在
で
は
大
晦
日
に
お
参
り
す

る
人
が
つ
い
て
い
る
O
ま
た
以
前
は
社
前
に

一
対
の
石
の
仁
王
像
が
あ
り
'
七
五
三
の
宮
参
り
な
ど
の
際
'
子

ど
も
が
強
く
丈
夫
に
育

つ
よ
う
に
と
頑
や
手
足
を
な
で
て
は
幼
児
の
身
体
を
さ
す
る
人
も
み
ら
れ
た
と
い
う
｡

現
在
こ
の
仁
王
像
は
北
山
田
の
長
泉
寺
の
境
内
に
移
さ
れ
て
い
る
｡

妙
見
社
は
'
カ
メ
の
信
仰
が
強
く
あ
り
'
村
人
は
け
っ
し
て
カ
メ
を
い
じ
め
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
｡

こ
れ
は
妙
見
さ
ま
の
ご
神
体
が
カ
メ
の
甲
ら
に
乗

っ
て
き
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
0
台
和
し
て
山
田
神
社

と
な
っ
て
か
ら
も
こ
う
し
た
信
仰
は
続
き
､
神
社
の
本
殿
の
奥
に
は
､
カ
メ
の
図
柄
を
も
つ
絵
馬
が
多
数
奉
納

効
神
社
秋
ま
つ
り

(荏
田

･
6
)
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さ
れ
て
い
る
0
絵
馬
は
'
近
在
た
け
で
は
な
-
'
か
な
り
遠
-
か
ら
の
奉
納
も
あ
り
､
そ
の
信
仰
圏
の
広
さ
が

知
ら
れ
る
｡
絵
馬
に
つ
い
て
は
あ
と
で
と
り
あ
け
る
こ
と
に
す
る
｡
絵
馬
で
は
な
く
生
き
た
カ
メ
を
社
殿
や
神

旭
に
奉
納
す
る
人
も
い
た
O
ン
モ
の
病
や
目
の
病
に
よ
-
効
-
と
い
う
｡

社
殿
の
後
方
に
は
神
池
が
あ
る
｡
こ
れ
は
合
肥
さ
れ
た
諏
訪
杜
の
神
蛇
を
ま
つ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
o

∧
氏
子
組
織
∨

神
社
の
世
話
人
の
任
期
は

1
年
で
､
氏
子
の
な
か
か
ら
北

･
東

･
南
山
田
の
三
地
区
で
そ
れ

ぞ
れ
五
名
ず

つ
'
計
十
五
名
を
選
び
､
そ
の
う
ち
か
ら
氏
子
総
代
を

1
地
区

l
名
の
計
三
名
､
会
計
と
連
絡
の

役
員
を

1
地
区
に
つ
き

l
人
ず
つ
遠
出
す
る
O
氏
子
総
代
は
旧
家
の
世
鶴
が
多
か
っ
た
が
､
現
在
は
町
会
の
話

し
あ
い
で
決
め
て
い
る
O
祭
礼
行
事
の
逆
葛
は
'
三
地
区
が

l
年
交
替
で
お
こ
な
っ
て
い
る
｡

∧
祭
礼
∨

山
田
神
社
の
祭
り
は
､

一
月

1
日
の
元
旦
祭
､
二
月
十
七
日
の
祈
年
祭
'
十
月
三
日
の
大
祭
'
十

二
月
二
十
二
日
の
星
祭
り

(冬
至
祭
)
な
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
o

大
祭
は
､
九
月
二
十
九
日
か
ら
暇
を
立
て
た
り
へ
神
楽
殿
の
掃
俊
な
ど
を
し
準
備
を
は
じ
め
た
｡
神
主
は
元

石
川
の
服
部
さ
ん
で
あ
る
｡
祭
り
に
は
神
楽
か
芝
居
が
奉
じ
ら
れ
た
｡
毎
年
お
こ
な

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
-
､

当
番
地
区
の
世
話
人
が
そ
の
年
の
天
候
を
み
て
き
め
た
｡
神
楽
は
荏
田
の
斎
藤
神
主
や
日
吉
の
人
に
た
の
ん
で

演
じ
て
も
ら
っ
た
o
芝
居
は
厚
木
の
市
川
柿
之
助

1
座
を
た
の
ん
だ
り
､
川
崎
の
野
川
の
箱
丸
と
い
う
人
を
通

し
て
東
京
方
面
の

1
座
を
呼
ん
だ
.
近
年
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
｡
祭
礼
党
に
は
ハ
ナ
と
呼
ば
れ
る
奉
納
金

を
集
め
て
あ
て
た
O

星
祭
り
は
神
主
の
'
祝
詞
で
は
じ
ま
る
｡
氏
子
の
家
に
は
事
前
に
神
社
か
ら
星
祭
り
の

一
覧
表
が
ま
わ
っ
て

-
る
O
そ
れ
を
み
て
'
星
回
り
の
よ
い
人
は
'
お
炎
銭
を
お
さ
め
て
お
札
を
う
け
る
が
､
星
回
り
の
悪
い
人
は
､

祭
礼
の
日
に
祈
略
し
て
も
ら
っ
て
'
名
前
の
書
か
れ
た
お
札
を
い
た
だ
く
0
星
回
り
の
善
し
悪
し
は
次
の
よ
う

に
表
示
さ
れ
る
｡
①
印
は
ハ
ン
ク
ロ
と
い
い
害
､
○
印
は
ノ
ロ
と
い
い
良
す
き
て
凶
'
①
印
は
ナ
カ
ク
ロ
と
い

い
吉
､
●
印
は
マ

ソ
ク
ロ
と
い
い
凶
で
あ
る
｡

山
田
神
社
の
絵
馬

山
田
神
社

(南
山
田

･51)
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山田神社 事柄絵馬分類表

タ イ プ 托 あ り 紹 な し 合 計

1 亀 (含特別) 422 857 1279

2 27 117 l44

3 提灯2.女 1 I4 62 76

4 35 36 71

5 13 44 57

6 提灯2.男1 18 34 52

7 拝殿 .提灯 1.女 l 23 23 46

8 ll 31 42

9 8 31 39

lO めめ (むかい目) 5 9 14

ll 提灯 】.男 1 7 3 lO

12 5 2 7

13 6 0 6

14 文字 5 0 5

15 提灯 1.女 1 4 0 4

小
絵
馬
の
棚
と
t
の
絵
馬

(山
田
神
社
･
61)
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タ イ プ 紺 あ り 紹 な し 合 計

17 渇 3 0 3

18 1 1 2

19 2 0 2

20 にわとり I 1 2

21 2 0 2

22 I 0 1

23 ) 0 1

24 I 0 )

25 0 I 1
26 1 0 1
27 提灯 1.女児 1.女 l 0 1 I
28 1 0 1

29 三与良 0 1 1

30 I 0 1

31 川 3 13

圃 圃

古
津
の
絵
馬

(山
田
神
社

6
)
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山田神社の絵馬奉納者の分布表ならびに分布図

校 数 枚 数

53 8

川 崎 市 41 3

36 2

横浜(行線区 23 1

19 東京都内 14

13 そ の 他 2

山
田
神
社
絵
馬
奉
納
者
の
主
た
る
所
在
地
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山
田
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
絵
馬
は
'
昭
和
六
十

1
年
の
調
査
で
は

1
八
八
八
枚
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
｡

絵
馬
は
神
社
の
前
で
提
灯
屋
を
い
と
な
ん
で
い
た
人
が
､
自
分
で
つ
く
り
'
太
平
洋
搬
争
闘
ま
で
お
ま
い
り
に

来
る
人
々
に
十
銭
-
ら
い
で
売
っ
て
い
た
と
い
う
｡
そ
れ
ゆ
え
､
絵
柄
の
お
な
じ
絵
馬
が
多
く
み
ら
れ
る
｡
そ

れ
を
タ
イ
プ
別
に
数
の
多
い
順
に
な
ら
へ
集
計
し
た
の
が
前
掲
の
表
で
あ
る
｡
屯
の
絵
が
え
が
か
れ
た
絵
馬
が

も
っ
と
も
多
-
七
割
近
-
を
占
め
て
い
る
｡

つ
い
で
多
い
の
は
､
拝
殿
の
な
か
に
提
灯
ひ
と
つ
'
女
が

l
人
と

松
が
え
が
か
れ
て
い
る
絵
馬
で
あ
る
が
､
約
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
｡
ま
た
､
ひ
と
つ
し
か
見
ら
れ
な
い

も
の
な
ど
も
あ
り
､
杜
前
で
E3
う
の
で
は
な
-
持
参
し
て
､
奉
納
し
た
人
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
O

住
所
が
明
記
さ
れ
て
い
る
絵
馬
か
ら
山
田
神
社
の
信
仰
圏
を
み
て
い
く
と
'
北
は
粟
京
都
=:池島
区
西
巣
鴨
'

南
は
横
浜
市
保
土
ヶ
谷
区
へ
東
は
東
京
都
中
央
区
銀
座
'
西
は
川
崎
市
多
摩
区
黒
川
に
お
よ
ん
で
い
る
｡
と
く

に
､
山
田
神
社

の
近

在

か
ら
川
崎
i
E'世
Eg谷区
に
か
け
て
の
地
域
か
ら
多
く
の
奉
納
が
あ
る
｡
山
田
神
社
の

氏
子
圏
で
あ
る
山
田
内
か
ら
奉
納
し
た
絵
馬
は
二
十
二
枚
あ
り
'
居
住
地
の
碓
認
さ
れ
た
絵
馬
の
う
ち
の
約

1

割
を
占
め
る
｡
た
だ
､
氏
子
の
場
合
は
居
住
地
を
記
さ
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
0

現
在
浅
さ
れ
て
い
る
絵
馬
が
さ
か
ん
に
奉
納
さ
れ
た
時
期
は
'
記
赦
さ
れ
た
居
住
地
名
か
ら
み
る
と
､
大
正

期
か
ら
太
平
洋
戦
争
前
に
か
け
て
の
間
と
察
せ
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
山
田
神
社
の
信
仰
が
拡
大
さ
れ
た
の
は
'

妙
見
と
そ
の
使
い
と
し
て
の
カ
メ
の
信
仰
が
基
底
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
こ
利
益
が
宣
伝
さ

れ
た
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
が
'
そ
れ
が
と
の
よ
う
に
し
て
広
が
っ
て
い
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
O

杉
山
神
社

(茅
ヶ
崎
)

-
ヤ
ト

(宮
谷
戸
)
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
杉
山
神
社
は
'
オ
-
ヤ
サ
マ
と
呼
ば
れ
'
な

に
か
願
い
ご
と
が
あ
る
と
お
百
度
を
ふ
ん
た
り
し
た
｡
社
殿
に
は
天
文
三
年

(
l
五
三
四
)
と
寛
文
十

1
年

(
二
ハ
七

一
)
の
検
札
が
残

っ
て
い
る
｡
最
近
で
は
昭
和
三
十
二
年
ご
ろ
に
改
築
し
た
｡
｢
風
土
記
稿
｣
で
は

延
書
式
内
社
と
推
定
し
て
い
る
O
ま
た
､
杜
の
神
主
と
し
て
北
村
玄
苦
と
い
う
も
の
が
い
た
が
､
そ
の
子
孫
は

百
姓
と
な
り
､
鍵
取
と
し
て
社
の
鍵
を
あ
ず
か
っ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
.
例
祭
に
は
楠
樹
郡
平
村
の
禰
宜

茅
ヶ
崎
の
掠
山
神
杜

(斎
藤

1
僻
家
裁

･
太
平
洋
戦
争
前
)
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が
来
て
い
た
こ
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
現
在
の
神
主
は
'
荏
田
の
嘉
藤
さ
ん
で
あ
り
'
タ
ユ
ウ
モ
ト
と
呼
ば

れ
て
い
る
｡

御
神
体
は
不
動
明
王
俊
懸
仏
を
It･
ヒ
付
鋲
留
し
た
洲
浜
松
藤
双
雀
鏡
で
あ
る
｡
鎌
愈
時
代
の
作
品
で
あ
る
｡
ま

た

｢奉
納
請
願
成
就

願
主
北
村
玄
番
内

文
化
三
丙
寅
九
月
｣
の
銘
を
も

つ
鰐
口
が
あ
る
0

杉
山
神
社
に
は
､
明
治
四
十
三
年
に
地
区
内
の
神
明
社
､
天
王
杜
'
稲
荷
社
が
合
肥
さ
れ
た
｡

<
氏
子
組
綴
>

現
在
は
'
五
～
六
人
で
総
代
会
を
組
織
し
て
い
る
｡

<
祭
礼
>

神
社
の
行
革
は
次

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

茅
ケ
V
の
鞍
山
神
社
と
勧
神
体

(52
)

元
日

二

月
十
七
日

七
月
二
十
二
日
ご
ろ

九
月

一
日

九
月
十

一
日

十
月
十
三
日

十
月
十
七
日

十

一
月
二
十
三
日

元
旦
祭

祈
年
祭

虫
送
り

二
百
十
日
の
祈
舶

二
百
二
十
日
の
祈
願

大
祭

神
嘗
祭

新
嘗
祭

大
祭
に
は
､
神
前
に
は
御
神
酒
を
あ
け
､
神
主
に
祈
穏
し
て
も
ら
う
O
の
ち
に
そ
れ
を
下
げ
て
飲
む
O
サ

カ

ナ
は
各
自
も
ち
よ
っ
た
.
豊
作
の
年
に
は
芝
居
や
神
楽
を
奉
納
し
た
O
神
楽
は
'
神
主
の
斎
赫
氏
が
タ
ユ
ウ

モ

ト
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
神
楽
の
世
話
を
し
て
い
た
｡

神
嘗
祭
と
新
嘗
祭
に
は
､
神
前
に
オ
サ
ン
ゴ
ウ

(栄
)
と
御
神
酒
を
あ
げ
た
｡
そ
の
他
の
神
事
や
大
山
講

･

御
放
講
の
代
参
報
告
な
と
に
も
オ
-
キ
と
称
し
て
酒
を
あ
げ
'
お
き
が
り
を
み
ん
な
で
飲
ん
だ
｡
神
事
に
集
ま

る
氏
子
は
､
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
は
十
鋲
の
御
神
酒
銭
と
､
家
で
つ
く
っ
た
サ
カ
ナ
を
も
ち
よ
っ
た
と
い
う
｡

オ
･･,キ
の
と
き
に
お
こ
な

っ
て
い
た
連
絡
事
項
も
'
現
在
で
は
す
へ
て
組
単
位
の
常
会
で
す
ま
せ
て
い
る
｡
大
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祭
の
オ
-
辛
で
も
､
料
理
の
も
ち
よ
り
な
と
せ
ず
'
お
金
を
払
う
た
け
に
な

っ
て
い
る
｡

杉
山
神
社

(大
棚

･
中
川
)

こ
の
杉
山
神
社
は
'
近
世
に
お
い
て
は
大
棚
村
の
鎮
守
と
し
て
ま
つ
ら
れ
て
い
た
o
大
棚
村
は
'
明
治
二
十

二
年
の
町
村
制
の
施
行
と
と
も
に
､
五
か
村
を
合
併
し
た
中
川
村
に
包
含
さ
れ
た
｡
明
治
四
十
四
年
に
は
町
村

制
の
改
正
が
お
こ
な
わ
れ
､
大
棚
は
第
六
区
大
棚
下
､
第
七
区
大
棚
上
と
な
る
O
昭
和
十
四
年
に
横
浜
市
に
編

入
し
､
大
棚
下
は
大
棚
町
'
大
棚
上
は
中
川
町
と
な

っ
た
｡

つ
ま
り
大
棚
と
中
川
は
､
と
も
に
旧
大
棚
村
で
あ
っ

た
｡杉

山
神
社
は
､
も
と
大
棚
の
字
杉
の
森
に
あ
り
'
明
治
十
三
年
に
郷
杜
に
列
格
さ
れ
た
｡
明
治
四
十
五
年
に

中
川
の

一
〇
八
三
番
地
に
移
し
た
｡
そ
の
前
年
の
､
明
治
四
十
四
年
九
月
に
は
'
芋
中
耕
地
に
あ

っ
た
吾
妻
神

社
､
字
大

塚
の
神
明
社
'
字
中
村
の
八
幡
社
が
合
肥
さ
れ
た
o

∧
氏
子
組
織
>

神
社
に
は
宮
世
話
人
が
い
る
O
中
川
五
人
'
大
棚
四
人
で
'
世
態
的
に
っ
と
め
る
家
が
決
ま

っ

て
い
た
O
祭
礼
に
は
年
番
が
い
て
､
準
備
な
と
を
お
こ
な
う
O
以
前
は
'
暇
当
番
と
い
っ
て
中
川
へ
大
棚
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
二
十
名
ず
つ
が
出
た
｡

神
主
は
'
中
川
の
楢
川
勝
長
氏
で
あ

っ
た
が
､
亡
-
な
っ
て
か
ら
'
佳
ロ
の
茄
藤
氏
が
担
当
し
て
い
る
｡

∧
祭
礼
>

杉
山
神
社
の
祭
り
は
､
現
在
で
は
､
正
月
の
元
旦
祭
と
秋
の
大
祭
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
O
以
前

は
､
二
月
と
八
月
の
十
七
日
の
吾
妻
祭
り
､
十

一
月
二
十
三
日
に
は
新
嘗
祭
も
お
こ
な
わ
れ
た
o

元
旦
祭
は
､
元
日
の
午
前
十
時
よ
り
'
神
社
で
神
主
が
法
条
を
あ
け
'
氏
子
小
で
御
神
酒
を
飲
ん
で
昼
こ
ろ

解
散
す
る
O
大
正
時
代
に
は
多
数
の
オ
ス
ワ
-
を
奉
納
し
た
O

大
祭
は
十
月
十
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
〇
九
月
末
こ
ろ
に
宮
世
話
人
が
あ

っ
ま
っ
て
行
事
の
進
行
を
相
談
し
'

十
月
十
三
日
に
は
臓
当
番
が
暇
を
立
て
た
｡
大
祭
は
､
前
日
の
ヨ
,,,
ヤ

(宵
宮
)
と
翌
日
の
ハ
チ
ハ
ラ
イ
と
三

日
に
わ
た
っ
て
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
｡
当
日
は
､
祭
典
の
の
ち
に
ナ
ケ
モ
チ
､
神
楽
な
と
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡

杉
山
神
社
は
郷
社
で
あ

っ
た
の
で
'
大
祭
に
は
､
県
知
事
の
代
理
と
し
て
郡
長
が
､
供
進
使
と
な
っ
て
お
と

大棚
･中

川
の
杉
山
神
社

(54
)
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ず
れ
た
｡
羽
終

･
袴
姿
の
郡
長
は
'
喜
世
話
人
の
家
か
ら
､
白
装
束
を

つ
け
た
詔
払
い
の
先
導
者
の
う
し
ろ
に

つ
き
へ
行
列
を
つ
-
っ
て
神
社
に
む
か
っ
た
｡
郡
長
の
あ
と
に
は
'
白
装
東
の
年
番
二
人
が
幣
科
料
の
入

っ
た

オ
カ
ラ
ヒ
ツ
を
担
い
で
つ
つ
い
た
.
神
主

･
村
長

･
宮
世
話
人
は

〓
汀
を
む
か
え
た
.

そ
の
こ
ろ
は
'
金
棒

･
拍
子
木

･
花
髄

･
神
輿

･
山
車
の
行
列
が
'
ム
ラ
の
な
か
を
ね
り
あ
る
い
た
.
先
頭

役
の
金
棒

･
拍
子
木
は
そ
れ
ぞ
れ
女
方

･
男
方
の
姿
を
し
た
女
の
人
が
二
人

l
組
と
な

っ
て
つ
と
め
た
｡
花
寵

の

一
対
は
男
が
か
つ
い
だ
｡
山
車
は
三
段
式
で
'
ま
わ
り
に
は
花
飾
り
が
付
け
ら
れ
'
頂
き
に
は
神
武
天
皇
の

人
形
が
と
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
｡
こ
う
し
た
行
列
は
'
昭
和
十
年
ご
ろ
ま
で
続
け
ら
れ
た
が
､
山
車
は
引
き
手

が
い
な
-
な
り
'
神
輿
を
か
つ
-
の
み
に
な
っ
た
｡

現
在
の
神
輿
は
'
昭
和
二
十
七
年
こ
ろ
に
作
ら
れ
た
も
の
で
､
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で
か

つ
い
だ
が
､
か

つ

ぎ
手
が
い
な
-
な
り
中
断
し
た
｡
そ
れ
が
昭
和
五
十
三
年
に
､
二
十
二
年
ぶ
り
に
復
宿
し
､
消
防
団
と
子
供
会

が
中
心
と
な
っ
て
か
つ
い
た
｡
こ
の
年
は
'
中
川
か
ら
神
輿
が
出
さ
れ
'
大
棚
は
オ
ハ
ヤ
シ
を
お
こ
な
っ
た
｡

大
正
か
ら
昭
和
初
期
ご
ろ
ま
で
'
==jl作
の
年
に
は
杉
山
神
社
に
鞘
台
を
つ
く
っ
て
'
相
撲
や
芝
居
､
万
歳
'

神
楽
の
い
ず
れ
か
を
お
こ
な

っ
た
O
相
模
は
'
氏
子
や
近
在
の
人
々
が
お
こ
な
い
'
芝
居
は
hLZ[i･木
の

1
座
に
依

頼
し
た
｡
神
楽
は
､
酒
川
神
主
が
舞

っ
た
O
神
楽
は
現
在
で
は
三
月
二
十
六
日
の
八
幡
モー
の
祭
り
に
､
斎
藤
神

主
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡

お
堀
子
は
､
大
棚

･
中
川
の
お
磯
子
連
中
に
よ
っ
て
､
十
四
日
の
ヨ
ミ
ヤ
の
太
鼓
打
ち
か
ら
始
め
ら
れ
る
｡

翌
日
の
十
六
日
は
ハ
チ
ハ
ラ
イ
で
あ
る
.
午
前
中
､
屋
台

･
臓

･
山
車
な
ど
を
氏
子
総
出
で
か
た
づ
け
'
提

出
の
精
算
は
､
宮
世
話
人
が
神
社
で
お
こ
な
っ
た
｡
午
後
は

｢
ハ
チ
ハ
レ

ハ
チ
ハ
レ

ハ
チ
ハ
レ
ヤ
ル
ペ
シ
｣

と

い
っ
て
酒
を
く
み
か
わ
し
た
O

杉
山
神
社
に
合
記
さ
れ
た
八
幡
社
､
吾
妻
神
社
の
祭
礼
は
､

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
｡

八
幡
社
は
､
い
ま
の
中
川
町
内
会
館
の
位
置
に
あ
っ
た
.
合
記
後
､
社
は
な
く
な

っ
た
が
'
こ
の
祭
礼
を
し

な
い
と
ム
ラ
が
荒
れ
て
し
ま
う
と
い
わ
れ
'
現
在
も
三
月
二
十
六
日
に
中
川
町
内
会
館
を
祭
場
と
し
て
お
こ
な

八
結
社
の
祭
礼

(中
川

･
帥
)
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わ
れ
て
い
る
0
祭
り
の
前
に
､
年
番
が
氏
子
か
ら
米
ま
た
は
金
銭
を
あ
つ
め
､
二
十
五
日
に
餅
を

つ
き
､
準
備

を
す
る
o
当
日
は
､
斎
藤
神
主
に
よ
る
神
楽
や
ナ
ケ
モ
チ
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
な
お
､
こ
の
祭
り
が
終
る
と
引

き
続
き
中
川
町
内
会
の
総
会
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡

吾
妻
神
社
の
祭
礼
は
､
二
月
十
七
日
と
八
月
十
七
日
で
あ

っ
た
｡
吾
妻
神
社
は
､
オ
ア
ズ
マ
サ
マ
と
呼
ば
れ
'

女
の
神

･
安
産
の
神
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
祭
り
に
は
近
郷
近
在
か
ら
参
拝
者
が
あ
っ
た
と
い
う
｡
合
肥
後
の
祭

礼
は
､
神
主
と
宮
世
話
人
が
杉
山
神
社
に
あ
が
っ
て
'
神
主
が
祝
詞
を
あ
げ
た
O
こ
の
日
'
そ
の
年
に
嫁
に
行

っ

た
人

･
来
た
人
は
'
唱
名
を
着
て
姑
と
共
に
参
梓
L
t
安
産
を
祈
願
し
た
O
大
正
期
は
た
い
へ
ん
盛
ん
な
祭
り

で
'
お
磯
子
､
神
楽
'
ナ
ケ
モ
チ
な
と
が
お
こ
な
わ
れ
'
境
内
に
は
露
店
が
出
た
と
い
う
｡

杉
山
神
社

(勝
田
)

杉
山
神
社
は
､
勝
EB
の
西
側
の
高
台
に
鎮
座
し
て
い
る
0
明
治
四

十
三
年
八
月
に
山
王
さ
ま

(
日
枝
神

社
)

ヤマトタ
ケ
ルノ
コト

オオナ
ムナ
ノ
､r]ト
オ寸
,LIル
ノ
ノ
､コL

と
伊
勢
神
宮
を
合
肥
し
､
大
正
十
五
年
に
村
社
と
な

っ
た
o
祭
神
は

'
日
本
武
尊
で
､
大
己
翁
等
'
大
日

琴
等

を
配
把
す
る
0
社
殿
は
大
正
の
大
震
災
の
と
き
も

つ
ぶ
れ
ず
に
の
こ
っ
た
が
､
昭
和
十
二
年
こ
ろ
に
建
て

なお

L
t
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
O
境
内
に
は
神
楽
殿
が
あ
り
'
以
前
は
萱
葺
き
で
あ

っ
た
か
､
昭

和
三
十
五
年
に

現
在
の
舞
台
を
作

っ
た
｡
本
殿
に
は
'
小
さ
な
オ
カ
ラ
ヒ
ツ

(唐
棺
)
の
な
か
に
は
い
っ
た
三
つ
の
カ
ネ

(明

治
四
十
三
年
の
緒
あ
り
)
と
､
そ
の
奥
に
御
神
体
の
不
動
尊
立
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
｡

∧
氏
子
組
織
>

杉
山
神
社
の
氏
子
数
は
､
昭
和
五
十
五
年
現
在
で
七
十
三
戸
で
あ
る
｡
戦
前
の
勝
田
は
五
十

五
戸
ほ
と
の
ム
ラ
で
あ
っ
た
が
'
分
家
が
増
え
､
氏
子
が
増
加
し
た
と
い
う
｡
近
年
で
は
'
他
所
か
ら
の
移
転

者
で
氏
子
に
な
り
た
い
と
い
う
人
も
い
る
が
､
氏
子
側
で
は
原
則
と
し
て
み
と
め
て
い
な
い
｡
そ
れ
は
､
神
社

の
地
権
の
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
O
た
た
し
､
例
外
と
し
て
氏
子
分
の
椀
ひ
と
そ
ろ
え
や
､
拝
殿
に
し
く
豊

な
と
､
神
社
に
関
す
る
あ
る

1
定
鞭
の
物
品
を
奉
納
し
た
人
は
氏
子
に
な
る
こ
と
を
み
と
め
た
と
い
う
｡

氏
子
の
な
か
か
ら
六
名
の
氏
子
総
代
が
選
ば
れ
､
そ
の
任
期
は
三
年
で
あ
る
0
再
任
さ
れ
る
場
合
が
多
く
､

は
と
ん
と
か
わ
る
こ
と
は
な
い
｡
氏
子
総
代
六
名
の
内
訳
は
､
筆
頭
が

一
名
､
副
筆
頭
が

一
名
'
会
計
が

一
名
'
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顧
問
が
三
名
で
あ
り
､
神
社
関
係
の
問
題
が
生
じ
た
と
き
な
と
は
､
筆
頭
の
家
に
あ
つ
ま
り
会
議
を
す
る
｡
氏

子
総
代
は
宮
総
代
と
も
い
わ
れ
る
O

そ
し
て
､
神
社
に
は
年
番
の
宮
番
が
四
名
い
る
O
勝
田
は
四
つ
の
話
中
に
わ
か
れ
て
お
り
､
各
講
中
か
ら

一

名
の
宮
番
が
で
る
o
iDQ番
は
各
就
中
で
家
順
に
出
し
て
い
る
｡
十
月
十
七
日
の

｢
お
宮
そ
う
じ
｣
の
と
き
に
交

鞍
田
杉
山
神
社
の
豊

月

(6
)

代
す
る
が
､
仕
事
は
秋
の
祭
り
の
と
き
だ
け
で
あ
る
｡

ま
た
元
旦
祭
の
と
き
に
は
'
勝
田
の
十
二
の
組
か
ら
二
組
ず
つ
当
番
と
な
っ
て
準
備
を
す
る
｡

神
主
は
荏
田
の
斎
藤
氏
で
あ
る
｡

∧
祭
礼
>

杉
山
神
社
の
祭
礼
は
'
現
在
､
年
に
二
回
お
こ
な
わ
れ
る
O
元
旦
祭
と
秋
の
大
祭
で
あ
る
0

大
祭
は
､
毎
年
十
月
十
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
十
七
日
の

｢
お
宮
そ
う
じ
｣
は
総
出
で
お
こ
な
う
0
と
く

に
余
興
が
お
こ
な
わ
れ
る
年
は
十
六
日
に
お
こ
な
う
0
大
祭
の
前
夜
は
､
ヨ
-
ヤ
と
い
い
'
お
宮
に
お
雌
子
連

中
が
あ
つ
ま
り
､
朝
方
ま
で
太
鼓
な
と
を
た
た
-
o
大
祭
当
日
は
'
宮
番
が
午
前
九
時
半
に
筆
姐
の
家

へ
行
く
O

筆
頭
の
家
に
は
'
祭
典
に
必
要
な
豊
や
椀
な
と
が
保
管
さ
れ
て
い
る
の
で
'
そ
れ
ら
を
宮
番
が
お
宮
に
避
び
準

備
を
し
た
｡
以
前
は
宮
番
が
筆
頭
の
家

へ
朝
早
-
行

っ
て
'
餅
を

つ
い
た
｡
餅

つ
き
は
昭
和
五
十
年
を
境
に
と

り
や
め
た
｡

神
供
は
総
代
と
宮
番
が
用
志

す
る

｡
コ
カ
プ

･
ダ
イ
コ
ン
･
コ
ポ
ウ
･
ニ
ン
ジ
ン
･
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ

･
サ
ト

イ
モ

･
-
ン
ゴ
な
と
で
ヒ
ヤ
ク

,,,
(
百
味
)
と
い
っ
た
o
ヒ
ャ
ク
-
の
ほ
か
に
'
餅
と
御
神
酒
を
供
え
る
が
､

現
在
で
は
餅
の
か
わ
り
に
白
米

一
升
を
供
え
て
い
る
｡
オ
サ
ン
コ
ウ
と
い
っ
て
む
か
し
か
ら
白
米

一
升
三
台
を

三
方
の
う
え
に
の
せ
て
神
前
に
供
え
る
0
そ
の
ほ
か
海
の
幸

(
ス
ル
メ
･
コ
/
フ
な
と
)
も
供
え
る
｡

戦
前
に
は
'
オ
ネ
-
と
い
っ
て
筆
頭
の
家
か
ら
お
宮

へ
行
列
が
出
た
｡
オ
ネ
-
の
行
列
は
､
先
頭
が
筆
頭
で
'

つ
つ
い
て
神
主
､
オ
カ
ラ
ヒ
ツ
､
宮
総
代
､
宮
番
の
順
で
あ
っ
た
｡
オ
カ
ラ
ヒ
ツ
と
は
'
長
さ

一
メ
ー
ト
ル
､

幅
五
十
セ
/
チ
'
高
さ
五
十
セ
/
チ
-
ら
い
の
椎
で
､
宮
番
四
名
の
う
ち
二
名
が
神
主
と
お
な
じ
衣
装
を
右
て
､

遵
ぶ
役
と
な
る
｡
筆
頭
は
羽
織

･
袴
姿
で
あ

っ
た
O
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現
在
の
お
宮
で
の
祭
典
は
､
午
前
十

一
時
に
は
じ
め
る
｡
か
つ
て
は
午
後

一
時
に
は
じ
め
て
い
た
が
'
午
後

は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
へ
お
客
が
-
る
の
で
午
前
に
う
つ
し
た
と
い
う
｡
祭
肋
は
'
神
前
に
神
主

･
菖
総
代
が
す
わ

り
､
拝
殿
に
宮
番
や
氏
子
が
す
わ
る
0
祭
典
の
の
ち
'
供
え
て
あ
っ
た
御
神
酒
を
宮
番
が
氏
子
に
つ
い
で
ま
わ

る
｡午

後
は
'
お
唯
子
連
中
が
オ
ハ
ヤ
シ
を
日
が
暮
れ
る
ま
で
お
こ
な
う
0
年
に
よ
っ
て
は
余
興
が
お
こ
な
わ
れ

る
｡
五
年
に

一
度
-
ら
い
の
割
で
お
こ
な
っ
て
い
た
｡
余
興
を
す
る
か
と
う
か
は
'
総
代
だ
け
で
は
決
め
ら
れ

ず
､
氏
子
全
体
で
あ
っ
ま
っ
た
会
合
で
決
め
た
O
決
定
す
る
と
百
人
-
ら
い
す
わ
れ
る
桟
敷
を
神
楽
殿
の
前
方

に
作

っ
た
｡
余
興
に
は
'
神
楽
や
芝
居
を
し
た
.
戦
後
は
素
人
演
芸
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
o
神
楽
は
荏
田
の

讃
藤
神
主
に
た
の
み
'
芝
居
は
野
川
の
常
丸
に
依
頼
し
た
.
余
興
は
'
夕
方
の
四
時
こ
ろ
か
ら
夜
の
十
時
こ
ろ

ま
で
お
こ
な
っ
て
い
た
o

余
興
が
あ
っ
た
と
き
は
'
翌
日

(二
十
日
)
に
ハ
チ
ハ
ラ
イ
を
す
る
｡
こ
の
と
き
に
桟
敷
が
と
り
は
ず
さ
れ

た
｡
午
後
か
ら
ハ
チ
ハ
ラ
イ
の
オ
-
キ
を
お
こ
な
い
､
そ
の
と
き
に
祭
り
の
ハ
ナ

(奉
納
金
)
か
ら
必
要
経
費

を
さ
し
ひ
い
た
金
相
を
会
計
が
報
告
し
た
｡

神
明
神
社

(牛
久
保
)

神
明
神
社
は
'
現
在
､
牛
久
保
全
体
の
鎮
守
と
し
て
ま

つ
ら
れ
て
い
る
が
'
F
風
土
記
稿
｣
の
牛
久
保
村
の

項
に
は
'
｢神
明
宮
｣
の
は
か
に

｢
八
稲
荷
杜
｣
｢山
王
社
｣

な
と
九
社
が
記
載
さ
れ
て
い
る
O
祭
日
は
八
稲
荷

社
が

｢年
々
十
月
九
日
｣
と
あ
り
､
山
王
杜
以
下
の
九
社
は
､
｢年
々
九
月
二
十
七
日
｣
に

｢
一
年
二
l
社
ゾ

ツ
次
第
二
祭
レ
リ
｣
と
記

さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
八
稲
荷
祉
の
み
毎
年
例
祭
が
お
こ
な
わ
れ
､
そ
れ
以
外
の

社
桐
は
'
九
年
に

l
回
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
0

明
治
三
十
年
に
無
格
社
八
柱
神
社
を
合
肥
し
た
O
大
正
十
年
発
行
の

F都
筑
郡
神
社
写
真
帳
』
に

は

｢村
社

オオ
ヒル
ノ
ムナ
ノ
､コpL
イサ
ナ
ギ
ノ
,コト

イザ
ナ
,ノ
,コト

天
昭
苗
王
大
神
｣
と
記
さ
れ
て
お
り
､
祭
神
は
､
大

日

署

員

命

'
伊

弊

譜

等

'
伊

弊

冊

等

と
あ
る
｡

∧
氏
子
組
織
∨

牛
久
保
は
､
小
山
田
､
金
子
入
､
詣
地
古
梅
の
三
つ
の
ヤ
ト
に
分
か
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ぞ
れ

神
明
神
社
(牛
久
探
訪
稚
苗
梅
･
49
)
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の
ヤ
ト
に

一
名
ず
つ
宮
世
話
人
が
お
り
'
全
体
で
三
名
で
あ
る
｡
任
期
は
不
定
で
､
長
期
間
に
わ
た
っ
て
こ
の

役
に
つ
く
場
合
も
あ
っ
た
｡

宮
世
話
人
の
下
に
宮
番
が
お
か
れ
て
お
り
､
年
番
制
で
､
各
ヤ
ト
か
ら
二
名
ず
つ
出
て
'
全
体
で
六
名
で
あ

る
｡
富
番
は
､
金
子
人
で
は
'
上

･
下
､
二
つ
の
講
中
か
ら

一
名
ず
つ
出
し
､
諦
地
古
梅
で
は
､
氏
子
の
家
を

二
軒
ず
つ
順
番
に
ま
わ
し
て
い
る
｡
宮
番
の
任
期
は
､

l
月
十
五
日
か
ら
翌
年
の
l
月
十
五
D]ま
で
で
あ
る
.

1
月
十
五
日
に
は
､
旧
宮
番
と
新
宮
番
'
さ
ら
に
宮
世
話
人
の
計
十
五
名
が
神
社
に
あ
つ
ま
り
'
｢引
き
渡
し
｣

を
す
る
｡

な
お
神
主
は
､
荏
田
の
斎
藤
さ
ん
で
あ
る
.

<
祭
礼
>

神
明
神
社
の
祭
り
に
は
､
元
旦
祭
と
秋
の
大
祭
が
あ
る
｡
元
旦
祭
は
､
新
年
を
祝
う
も
の
で
､
大

晦
日
か
ら
宮
番
が
お
宮
に
こ
も
り
､
ム
ラ
の
人
が
初
詣
に
来
る
の
を
む
か
え
る
｡
元
旦
の
朝
に
は
'
神
主
に
祝

詞
を
あ
げ
て
も
ら
う
｡

秋
の
大
祭
は
十
月
十
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
以
前
は
十
月
十
七
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
､
昭
和
五

～
六
年
ご

ろ
に
十

一
日
に
変
更
さ
れ
た
｡
さ
ら
に
近
年
に
な
り
十
月
十
日
の
体
育
の
日
に
し
た
と
い
う
｡
大
祭

は
､
前
日

の
rn
-
ヤ
'
翌
日
の
ハ
チ
ハ
ラ
イ
の
三
日
か
ら
な
っ
て
い
る
｡

大
祭
前
日
に
は
､
宮
番
に
よ
っ
て
神
社
の
掃
除
が
お
こ
な
わ
れ
'
祭
り
の
準
備
が
な
さ
れ
る
｡
ヨ
-
ヤ
ほ
お

畷
子
連
中
に
よ
っ
て
夜
の
十
二
時
こ
ろ
ま
で
オ
ハ
ヤ
シ
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
宮
番
は
'
夜
中
を
す
さ
る
と
家
に

帰
っ
た
が
'
お
唯
子
連
中
は
'

1
晩
中
神
杜
に
こ
も
り
'
夜
明
け
に
オ
ハ
ヤ
シ
を
奉
じ
て
か
ら
家
に
帰
っ
た
｡

お
唯
子
連
中
は
､
戦
後
に
な
っ
て
し
だ
い
に
後
継
者
が
減
り
､
絶
え
丁ナ
し
ま
っ
た
｡

大
祭
の
当
日
は
､
宮
世
話
人
と
宮
番
が
神
供
を
用
意
す
る
｡
神
供
は

'
ヒ
ャ
ク
-

(育
昧
)
と
い
っ
た
.
オ

サ
ン
ゴ
ウ

(米

一
升
三
台
)
'
餅
､
御
神
酒
､
果
物
'
野
菜

(
カ
ブ

‥
l
ン
ジ
ン
･
ゴ
ボ
ウ
･
サ
ツ
マ
イ
モ
な

ど
)
と
'
臭
い
も
の

(魚

･
ス
ル
メ
･
コ
ン
プ
な
ど
)
を
供
え
る
｡
宮
番
は
'
神
社
に
注
連
縄
を
は
り
'

ハ
ナ
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(奉
納
金
)
の
受
付
を
お
こ
な
う
｡

祭
典
は
､
拝
殿
で
お
こ
な
わ
れ
'
そ
の
座
順
は
'
上
座
か
ら
神
主
､
宮
世
話
人
'
町
会
長
､
宮
番
の
順
で
あ

ホ
ウチ
ノ

る
0
神
主
の
祝
詞
の
あ
と
'
お
硬
い
を
し
て
'
宮
世
話
人
､
町
会
長
､
青
年
会
長
が
玉
串
を
奉

袋

す
る
｡
そ
の

後
､
神
前
に
あ
が
っ
て
い
た
御
神
酒
が
､
宮
番
の
酌
で
ふ
る
ま
わ
れ
る
｡

作
物
の
豊
作
の
年
に
は
余
興
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
ir.T
年
会
の
主
催
で
､
芝
居
'
神
楽
､
相
撲
な
と
を
お
こ
な
っ

た
O
芝
居
は
'
野
川
の
常
丸
を
通
し
て
'
厚
木
の
1
座
に
や
っ
て
も
ら
い
'
神
楽
は
'
神
主
の
斎
藤
氏
に
依
頼

し
た
o
相
撲
は
'
ヒ
ラ
を
は
り
た
し
て
募
集
し
､
な
か
に
は
飛
入
り
で
出
場
す
る
も
の
も
あ
っ
た
o

祭
り
の
翌
日
は
ハ
チ
ハ
ラ
イ
と
い
い
､
祭
り
の
い
っ
さ
い
の
資
用
を
計
算
し
､

1
軒
あ
た
り
の
経
改

(平
均

割
り
)
を
出
し
て
､
宮
番
が
自
分
の
ヤ
ト
を
ま
わ
っ
て
集
金
し
た
｡

杉
山
神
社

･
若
雷
神
社

(新
吉
田
)

吉
田
村
の
郷
土
史
家
､
東
州
藤
沢
三
郎
に
よ
る

F吉
EB
沿
革
史
』
の

｢吉
田
各
神
社
沿
革
並
合
併
之
や
｣
の

項
に
は
'
つ
き
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

吉
田
に
は
i4
-
か
ら
各
部
落
に
神
社
が
あ
っ
て
そ
の
数
は
'
各
個
人
で
肥
る
も
の
を
僚
く
と
'
十
九
杜
あ
っ

た
O
明
治
維
新
以
前
に
お
い
て
ほ
､
祭
礼
も
各
社
の
氏
子
が
'
め
い
め
い
に
執
行
し
て
釆
た
が
､
極
め
て

簡
単
な
も
の
で
､
大
方
は
杜
前
に
岩
を
敷
い
て
､
禰
宜
が
神
楽
を
行
う
に
す
き
t･･6か
っ
た
｡
時
に
は
'
二

十
五
座
の
興
行
も
あ
っ
た
か
､
よ
は
と
の
豊
作
の
年
で
な
け
れ
ば
行
わ
な
か
っ
た
｡

吉
田
村
中
に
お
い
て
､
夏
よ
り
秋
に
か
け
て
､
祭
礼
は
た
-
さ
ん
執
行
し
た
も
の
で
あ
る
O
毎
年
定
例
の

祭
典
の
無
い
の
は
､
貝
塚
と
宮
の
下
た
け
で
､
宮
の
下
は
､
毎
年
鎮
守
の
祭
典
を
そ
の
土
地
で
行
う
｡
し

か
し
'
そ
れ
は
も
と
も
と
宮
の
下
持
ち
の
宮
の
祭
礼
と
し
て
で
は
な
い
｡
そ
の
ほ
か
は
'
皆
､
谷
限
り
持

ち
の
宮
の
祭
礼
で
あ
っ
た
も
の
だ
O
ま
た
､
そ
の
こ
ろ
は
､
祭
礼
も
容
易
で
あ
る
｡
秋
に
な
り
､
自
分
で

濁
り
酒
を
造
り
'
早
稲
の
餅
米
で
も
取
入
れ
､
里
芋
で
鰯
の
少
し
も
買
え
ば
､
そ
れ
で
結
構
祭
り
は
､
内

の
賄
い
は
で
き
る
｡

新
吉
田
の
杉
山
神
社
(請
藤
1麿
家
蔵
･太
平
洋
戦
争
前
)
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禰
宜
神
主
は
'
橘
樹
郡
平
村
に
い
て
､
神
主
で
禰
宜
を
舞
う
か
ら
､
こ
の
辺
で
も
そ
れ
を
依
勅
し
て
､
神

楽
料
は
金
弐
朱
差
出
せ
ば
そ
れ
で
よ
い
｡
ま
.J
と
に
軽
便
に
神
楽
も
で
き
た
も
の
だ
o
そ
の
こ
ろ
は
､
あ

る
上
地
に
神
楽
が
あ
れ
ば
､
そ
の
土
地
以
外
の
親
戚
は
昏
招
い
た
も
の
で
あ
る
｡
咋
が
た
つ
に
つ
れ
､
様

子
も

t
変
す
る
も
の
で
'
今
で
は
村
ど
う
L
で
神
楽
に
招
待
さ
れ
る
な
と
は
珍
し
い
事
に
な
っ
て
き
た
｡

さ
て
､
明
治
六
年
'
神
奈
川
県
庁
に
お
い
て
､
村
社
の
制
を
定
め
ら
れ
た
る
に
よ
り
､
稲
坂
杉
山
神
社
は

郷
杜
､
若
雷
神
社
は
村
社
と
な
り
､
そ
れ
以
外
は
撫
格
杜
と
な
っ
た
｡
な
ら
び
に
､
各
氏
子
は
､
村
社
の

氏
子
と
な
り
'
祭
典
も
合
議
の
上
'
各
谷
祭
り
を
廃
し
'
村
郷
社
に
お
い
て
A
n祭
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

は
'
明
治
五
'
六
年
以
降
で
あ
る
｡
こ
の
こ
ろ
よ
り
t
m
合
に
お
い
て
､
芝
居
の
興
行
が
所
々
に
流
行
し

は
じ
め
て
､
以
前
と
は
違

っ
て
祭
礼
の

一
変
革
で
あ
る

｡た
だ
し
'
御
宝

･
北
川
だ
け
は
従
来
通
り
､
独

立
の
状
他
心で
あ
っ
た
が
'
こ
れ
も
椀
五
郎
の
宮

･
八
坂
の
二
日
の
祭
礼
も
､
合
例
に
よ
り
行
わ
れ
な
く
な
っ

た
｡
(以
F
略

･
読
み
や
す
く
す
る
た
め
現
代
文
に
改
め
た

)

蘇
末
か
ら
明
治
末
に
い
た
る
神
社
信
仰
の
あ
り
よ
う
が
よ
く
わ
か
る
.
杉
山
神
社
は
'
明
治
凹
十

1
時
に
､

御
霊
ヤ
ト
の
御
霊
社

(権
五
郎
の
宮

･
五
桂
太
神
)
と
北
川
ヤ
ト
の
八
坂
神
社
､
中
E
q
ヤ
ト
の
天
満
宮
が
合
杷

さ
れ
た

(『吉
田
沿
革
史
』
で
は
､
｢五
柱
大
神

･
八
坂
神
社

此
三
社
御
合
殿
ト
ス
｣
と
な
っ
て
い
る
)｡
若

雷
神
社
は
､
雷
電
社
と
称
し
て
い
た
が
､
明
治
五
年
に
若
冨
神
社
と
改
称
し
た
.
さ
ら
に
､
明
治
四
十

1
年
､

御
霊
'
北
川
'
中
里
以
外
の
各
ヤ
ト
で
ま
つ
ら
れ
て
い
た
神
明
杜
､
稲
荷
杜
な
と
十
四
社
が
合
肥
さ
れ
た
｡

杉
山
神
社
の
祭
礼
は
､
元
旦
祭
と
秋
の
大
祭
が
あ
る
｡
元
旦
祭
は
'
元
日
lの
朝
､
十
時
よ
り
神
主
が
来
て
祝

詞
を
あ
げ
る
｡
山
本
神
主
は
'
高
田
の
天
満
宮
か
ら
来
る
｡
元
旦
祭
で
は
､
神
社
の
お
札
が
-
ぼ
ら
れ
る
の
で
'

氏
子
は
み
な
'
こ
れ
を
う
け
'
神
棚
に
一
年
間
ま
つ
る
｡

秋
の
大
祭
は
､
十
月
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
杉
山
神
社
の
氏
子
で
あ
る
御
霊
､
北
川
'
稲
坂
'
中
型
の
四

ヤ
ト
が
年
番
で
､
祭
り
の
準
備
や
余
興
の
世
話
役
を
担
当
し
た
｡
祭
典
は
､
午
前
十
時
よ
り
'
神
主
に
よ
っ
て

執
行
さ
れ
る
｡
戦
前
は
､
そ
の
後
に
余
興
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
余
興
は
芝
居
か
神
楽
で
あ
っ
た
が
'
ど
ち
ら
に
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す
る
か
は
年
番
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
｡
芝
居
は
厚
木
の
市
川
柿
之
助

一
座
を
た
の
み
､
神
楽
師
は
日
吉
の
方
の

人
で
あ
っ
た
O
芝
居
よ
り
神
楽
の
方
が
安
か
っ
た
.
余
興
に
か
か
る
費
用
は
'
家
に
相
応
し
て
割
当
て
ら
れ
た

奉
納
金
か
ら
出
し
た
O
境
内
に
は
'
奉
納
金
鎖
と
奉
納
者
の
名
前
を
空
い
た
坂
巻
か
か
け
た
｡
こ
の
こ
と
を

｢
ハ
ナ
を
か
け
る
｣
と
い
う
｡

余
興
は
､
毎
年
か
な
ら
ず
お
こ
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
不
作
で
あ
っ
た
り
､
オ
モ
ダ
チ
と
呼
ば

れ
る
ム
ラ
の
代
表
者
が
亡
く
な
っ
た
り
､
ま
た
伝
染
病
が
は
や
っ
た
り
し
た
年
は
中
止
と
な
っ
た
｡

祭
り
の
日
に
は
'
各
家
で
赤
飯
を
た
き
'
親
戚
を
招
い
た
O
現
在
の
祭
り
は
､
祭
典
の
の
ち
'
お
暁
子
が
夕

方
ま
で
お
こ
L=･6わ
れ
る
｡

拒
山
神
杜

(大
熊
)

十
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ

､
コ
ト

イ
ザ
ナ

ノ

n
ト

/
モ
の
字
宮
原
に
鎮
座
し
て
い
る
o
祭
神
は

日

本

武

尊

で

'

伊

仙
升
冊

命

ほ

か
四
神
を
配
把
す
る
｡
明
治
E
I十

-
IJ
･･

二
年
に
､
ヤ
ト
に
ま
つ
ら
れ
て
い
た
熊
野
神
社
ほ
か
面

足

神
社

(第
六
天
様
)
､
歳
神
社
な
と
が
合
肥
さ
れ
た
o

こ
の
う
ち
､
熊
野
神
社
は
､
現
在
で
は
､
ヤ
ト
に
あ
る
長
福
寺
の
境
内
に
肥
ら
れ
て
お
り
､
他
家
の
人
が
正

月
と
盆
に
供
え
も
の
を
し
て
い
る
｡
熊
野
神
社
は
､
『風
土
記
稿
』
で
は

｢境
内
御
朱
印
地
ノ
内
｣
と
さ
れ
､

さ
ら
に
承
平
年
中
に
平
将
門
宿
願
に
よ
る
と
縁
起
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
昆
福
寺
が
別
当
と
さ
れ

へ
末
社
と

し
て
毘
沙
門
堂
､
稲
荷
杜
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡

杉
山
袖
=社
は
､
大
正
十
年
に
本
殿
を
改
築
し
た
｡
境
内
に
は
戟
暗
中
ま
で
神
楽
殿
が
あ
っ
た
.
杉
山
神
社
は
'

氏
子
か
ら
は
オ
-
ヤ
サ
マ
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
境
内
社
と
し
て
は
'
稲
荷
社
と
八
坂
神
社
が
合
殿
で
肥
ら
れ
て

い
る
｡
以
前
は
神
明
杜
も
肥
ら
れ
て
い
た
が
合
把
さ
れ
た
｡

∧
氏
子
組
綴
∨

現
在
で
は
奉
賛
会
会
長
が
氏
子
の
代
表
者
と
な
っ
て
い
る
か
へ
奉
賛
会
が
で
き
る
前
は

｢氏

子
総
代
｣
と
い
っ
て
い
た
.
奉
賛
会
は
､
昭
和
四
十
五
年
頃
に
､
神
社
の
祭
り
を
継
続
さ
せ
て
ゆ
-
た
め
に
つ

く
ら
れ
た
役
員
会
で
あ
る
.
各
組
か
ら

1
名
ず
つ
役
員
を
選
出
L
t
会
長

･
副
会
長
各

l
名
､
会
計
二
名
､
監

事
二
名
で
構
成
さ
れ
て
い
る
.
任
期
は
と
-
に
な
い
O

大
熊
の
杉
山
神
社
の
正
月

(6
)
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る
.
氏

子
は
､
町
会
資
を
お
さ
め
れ
ば
な
れ
る
の
で
､
当
番
に
は
転
居
し
て
き
た
新
し
い
家
も
ふ
く
ま
れ
る
｡

<
祭
礼
>

戦
前
ま
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
祭
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡

一
月

一
日

歳
旦
祭

二
月
十

1
日

祈
年
祭

九
月
二
十
九
日

大祭

十

一
月
二
十
三
日

新
嘗
祭

祈
年
祭
と
新
嘗
祭
は
'
戦
後
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
｡
現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
は
'
歳
旦
祭
､
大
祭
で
､

祭
礼
で
は
な
い
が
'
年
々
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
行
叫
に
大
晦
口
か
ら
新
年
に
か
け
て
の
初
詣
が
あ
る
｡

初
詣
は
､
奉
賛
会
が
で
き
て
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
｡
十
二
月
二
十
七
日
に
ji:社
の
掃
除
を
す
る
｡
新
当
番
の

組
の
人
が
､
神
社

の
境
内
､
お
よ
び
拝
殿
､
本
殿
を
掃
除
し
て
'
境
内
の
飾
り
付
け
を
す
る
0
前
当
番
組
の
人

た
ち
は
境
内
の
外
ま
わ
り
を
掃
除
し
'
外
の
飾
り
付
け
を
す
る
O
大
晦
日
は
奉
鐙
会
の
役
員
と
当
番
組
の
人
が

境
内
に
テ
ン
ト
を
は
り
､
初
詣
の
準
備
を
す
る
｡
午
後
･L
l
時
ご
ろ
よ
り
､
氏
子
が
あ
っ
ま
っ
て
き
て
､
甘
酒

が
ふ
る
ま
わ
れ
る
｡
午
前
三
時
ご
ろ
に
は
解
散
と
な
る
｡
元
旦
は
'
午
後
よ
り
歳
旦
祭
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
氏

子
が
神
社
に
あ
つ
ま
り
､
神
主
が
祝
詞
を
あ
げ
る
｡

氏
子
中
か
ら

｢
お
宮
さ
ま
の
お
祭
り
｣
と
呼
ば
れ
る
杉
山
神
社
の
大
祭
は
､
九
月
二
十
九
日
で
あ
る
｡
事
前

に
回
覧
板
に
よ
っ
て
フ
レ
が
ま
わ
さ
れ
'
九
月
二
十
七
日
に
神
社
の
掃
除
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
当
番
組
の
人
は

境
内
の
掃
除
を
お
こ
な
い
'
他
の
人
は
境
内
の
外
を
掃
除
す
る
｡
九
月
二
十
八
日
は
'
当
番
組
の
人
'
お
よ
び

神
主
は
､
小
机
の
住
吉
神
社
の
土
岐
さ
ん
で
あ
る
｡
神
主
に
は
神
社
の
大
祭
は
い
う
ま
で
も
な
く
'
日
頃
は

屋
敷
の
稲
荷
の
移
動
'
家
の
増
改
築
な
と
に
お
願
い
し
､
お
破
い
を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
｡

神
社
に
は
年
番
制
の
当
番
が
い
る
O
ヤ
ト
誹
中

(
1
-
三
組
)
と
シ
モ
訪
中

(四
～
六
紬
)
の
交
楢
で
'
各

組
ご
と
に
お
こ
な
う
.
つ
ま
り
､

1
組

(
ヤ
ト
)1
四
組

(
ソ
モ
)1
二
組

(
ヤ
ト
)1
五
組

(
ノ
モ
)1
三
組

(
ヤ
ト
)
1
六
組

(
シ
モ

)

の

順

に
担
当
す
る
｡
十
二
月
二
十
七
日
の

｢宮
掃
除
｣
か
ら

1
年
間
の
任
期
で
あ

熊
野
神
社

(長
福
寺
境
内

･
大
鵬

･
5
)
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ム
ラ
の
有
志
が
あ

つ
ま
り
職
を
立
て
る
0
ま
た
､
地
区
の
お
磯
子
連
中
が
オ
ハ
ヤ
ソ
を
す
る
0
夜
は
ヨ
ミ
ヤ
と

い
い
'
当
番
組
の
人
が
神
社
の
拝
殿
に
こ
も
る
｡
蒲
団
や
毛
布
を
も

っ
て
き
て
い
る
の
で
'
十
二
時
を
す
さ
る

と
そ
こ
で
寝
て
し
ま
っ
た
｡
む
か
し
は
花
札
な
と
を
し
て
朝
ま
で
起
き
て
い
た
｡
当
番
組
の
家
の
な
か
で
'
新

し
-
転
居
し
て
き
た
人
は
､
ヨ
-
ヤ
に
あ
ま
り
来
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
'
近
年
で
は
､
老
人
に
か
き
り
よ
-

来
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
こ
れ
は
'
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
を
通
じ
て
親
交
が
ふ
か
ま
っ
て
き
た
か
ら
だ
と
い
う
O

大
祭
当
日
は
､
午
後
二
時
こ
ろ
か
ら
祭
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
拝
殿
に
は
'
町
内
会
長
､
奉
賛
会
の
役
員
､

当
番
組
の
人
が
あ
つ
ま
る
O
二
十
分
-
ら
い
神
主
が
祝
詞
を
あ
け
'
拝
殿
に
あ
っ
ま

っ
た
人
ひ
と
に
玉
串
が
-

は
ら
れ
､
そ
れ
ぞ
れ
奉
納
す
る
｡
神
供
は
御
神
酒

･
赤
飯

･
野
菜

･
煮
し
め
な
と
当
番
組
の
人
が
用
意
し
て
供

え
る
0
そ
の
後
､
御
神
鳩
を
下
け
て
､
神
主
を
ま
じ
え
'
拝
殿
で
飲
食
す
る
｡
当
番
以
外
の
氏
子
も
'
祭
礼
が

は
じ
ま
る
こ
ろ
に
な
る
と
っ
さ

つ
き
に
神
社
に
や
っ
て
-
る
O

不
幸
が
あ
っ
た
家
は
来
な
い
｡
た
だ
し
'
町
内
会
長
や
奉
賛
会
役
員
の
家
が
服
喪
中
の
場
合
は
､
祭
礼
の
前

に
神
主
に
お
疎
い
を
し
て
も
ら
っ
て
か
ら
参
加
す
る
.
ま
た
'
そ
の
ほ
か
の
服
喪
中
の
人
で
も
､
近
年
で
は
､

お
使
い
を
し
て
か
ら
お
ま
い
り
す
る
人
や

｢鳥
居
を
-
-
ら
な
け
れ
は
よ
い
｣
と
い
っ
て
神
社
に
来
る
人
も
い

る
と
い
う
｡

当
R
は
神
社
前
に
-
セ

(屋
台
)
が
出
る
｡
戦
前
ま
で
は

｢相
模
役
者
｣
を
呼
ん
で
芝
居
を
し
て
も
ら
っ
た

り
､
神
楽
を
奉
納
し
た
り
し
た
｡
祭
り
は
､
夕
方
の
七
時
こ
ろ
に
お
わ
り
'
解
散
す
る
｡
翌
日
は
'
当
番
紺
の

人
た
ち
が
､
暇
や
お
飾
り
な
と
を
か
た
つ
け
る
O
そ
の
後
'
酒
を

一
杯
や
っ
て
'
大
祭
は
す

へ
て
終
了
す
る
｡

淡
島
神
社

(折
本
)

T(
ク
十
ヒ
コ
ナ
ノ

.rl
p･L-

ノ
ノ
デ
ウ
E1
ウ
T1
ウ

淡
島
神
社
は
､
折
本
の
ム
ラ
の
鎮
守
と
し
て
､
字
西
原
に
鎮
座
す
る
｡
祭
神
は

､

少

彦

名

命

･
神

功

皇

后

で

'

大

日

嬰

員

命
･
素

養

唱

尊

を
配
紀
す
る
｡
明
治
四
十
二
年
に
'
新
宮
台
に
ま
つ
ら
れ
て
い
た
新
tDD社
'
ヒ
カ
ワ

ク
-
の
稲
荷
社
の
近
く
に
あ

っ
た
大
神
宮

(お
伊
勢
様
)､
淡
島
神
社
の
近
-
に
あ

っ
た
天
王
杜
が
合
肥
さ
れ

た
o
新
宮
杜
の
合
肥
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
る
O

淡
島
神
社
の
正
月

(折
本

･
6
)
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新
井
久
利
さ
ん

(屋
号
ン
ン
ダ
ウ
ダ
イ
)
の
父
作
治
さ
ん
が
､
勝
田
か
大
棚
の
秋
祭
り
へ
遊
び
に
行
き
､
お

そ
く
な
っ
て
夜
の
十
二
時
ご
ろ
に
家
の
近
く
ま
で
帰
っ
て
き
た
と
き
､
新
宮
社
の
あ
た
り
か
ら
'
告
白
い
す
る

ど
い
光
が
発
せ
ら
れ
た
｡
そ
の
光
は
淡
島
神
社
の
方
へ
飛
ん
で
ゆ
き
､
神
社
の
大
き
な
松
の
木
に
ぶ
つ
か
っ
て

方
々
に
ち
ら
ぼ
っ
た
｡
こ
の
不
思
議
な
こ
と
を
ム
ラ
の
人
に
話
し
た
と
こ
ろ
'
今
ま
で
幾
度
と
な
く
山
て
い
た

舎
監
の
要
が
も
り
あ
が
り
'
政
府
の
方
針
と
も
か
さ
な
っ
て
､
A
E+記
す
る
こ
と
に
な
っ
た
C'

境
内
に
は
'
稲
荷
'
第
六
天
が
ま
つ
ら
れ
､
｢針
之
碑
｣､
サ

ソ

イ
ン

(力
石
)､
花
火
の
大
筒
な
ど
が
あ
る
｡

稲
荷
杜
は
'
お
宮
の
な
か
に
石
両
が
三
つ
あ
り
､
そ
の
う
ち
の

1
.¥
に
は

｢稲
荷
宮

安
政
ヒ
申
咋
二
月

菖

所
惣
氏
子
中
｣
と
刻
ま
れ
て
い
る
｡
｢針
之
碑
｣
は
､
範
に

｢昭
和
十
二
年
二
月
八
R
は
立

都
築
郡
聯
合

女

子
青
年
合
｣
と
あ
る
O
碑
の
穴
に
'
古
-
な
っ
た
り
､
折
れ
た
針
を
入
れ
て
針
供
益
を
し
た
o
サ
ン
イ
シ
は
'

大
正
四
～
五

年
こ
ろ
ま
で
､
祭
り
の
と
き
な
と
に
､
若
い
者
同
上
で
力
競
べ
を
し
た
と
き
に
使

っ
た
と
い
う
｡

拝
殿
に

は
､
｢南
唯
足
知
｣
と
書
か
れ
た
絵
馬
と
､
i:=
さ

1
メ
ー
ト
ル
'
幅

1
･
五
メ
ー
ト
ル
は
ど
の
大
蛇
が

え
が
か
れ
た
大
絵
馬
が
あ
っ
た
が
､
本
殿
の
建
て
か
え
の
際
に
お
焚
き
上
げ
さ
れ
た
｡

社
殿
は
､
の
ち
に
述

へ
る
縁
起
に
あ
る
よ
う
に
寛
保
の
年
に
建
て
ら
れ
た
社
で
あ
っ
た
が
'
道
路
拡
張
工
事

に
と
も
な
い
昭
和
五
十

1
年
に
新
し
く
建
て
か
え
ら
れ
た
｡

神
社
の
由
来
に
つ
い
て
は
､
｢淡
島
神
社
答
縁
起
｣
が
鈴
木
家

(屋
号
オ
オ
ガ
サ
)
で
所
蔵
さ
れ
て
お
り
､

ま
た
境
内
に
は

｢武
蔵
州
折
本
邑
淡
島
神
南
之
碑
｣
が
建
て
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
す
で
に
昭
和
四
年
発
行

の

q.都
田
村
誌
Jl
に
記
戯
さ
れ
て
い
る
｡
｢略
縁
起
｣
は
'
最
後
に

｢㌍
保
三
年
発
亥
九
月

芸
格
相
模
守
英

至
誠
｣
(
1
七
四
三
)
と
あ
る
｡
そ
の
内
容
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
.

天
和
貞
要
の
頃
'
折
本
村
に
重
郎
左
衛
門
と
い
う
者
が
お
り
､
あ
る
と
き
､
淡
島
の
山
中
に
薪
を
取
り
に

行

っ
た
.
す
る
と
'

1
人
の
翁
に
出
会
い
､
か
ね
て
か
ら
の
腰
の
病
の
こ
と
を
話
す
と
'
翁
は
､
淡
島
明

神
に
祈
願
す
れ
ば
必
ず
直
る
と
い
っ
て
消
え
て
し
ま
っ
た
｡
そ
こ
で
､
淡
島
明
神
に
祈
願
す
る
と
た
ち
ま

ち
全
快
し
た
o
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
'
病
気
回
復
に
霊
験
あ
ら
た
か
な
る
明
神
と
し
て
祈
願
に
訪
れ
る

淡
_
神
社

(折
本

･
論
)
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人
が
多
い
o
去
年
寛
保
二
年
に
社
を
新
築
し
よ
う
と
領
主
に
申
し
出
た
と
こ
ろ
､
領
主
は
悦
ん
で
数
百
妙

の
地
を
寄
進
さ
れ
た
｡
こ
の
こ
と
を
普
く
人
に
知
ら
し
め
､
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
こ
れ
を
古
き
､

つ
い

に
は
石
碑
を
立
て
た
｡

｢略
縁
起
｣
に
は
'
そ
の
ほ
か
祭
神
や
神
木
の
こ
と
な
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
｢略
綬
起
｣
に
記
さ
れ
て
い

る

｢石
碑
｣
と
い
う
の
か
､
お
そ
ら
く
､
境
内
に
あ
る

｢淡
島
両
之
碑
｣
だ
と
思
わ
れ
る
O
碑
に
は
､
冒
頭
に

｢今
歳
寛
保
壬
戊
夏
折
本
藤
英
至
以
世
為
長
於
邑
而
冶
其
邑
事
乃
輿
邑
民
謀
欲
新
其
淡
島
神
社
者
両
芋
｣
と
あ

り

､

村
を
治
め
て
い
た
英
至
が
淡
島

社
の新
築
を

は
か

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
'
領
主
松
下
状
綱
が
喜
ん

で

'
土

r(ク
ナJ)コナ
ノ
､コト
ノノダ
ウ
T1ウTlウ

地
を
寄
進
し
た
こ
と
な
と

｢略
縁
起
｣
と
同
様
で
あ
る
｡
碑
に
は
､
そ
の
ほ
か
に
祭
神
の

少

彦

名

命

､神

功

皇

后

の
こ
と
な
と
も
記
さ
れ
て
お
り
'
要
に
は

｢踊
鮒

馴
駅

立
石
｣
と
あ
る
｡

淡
島
神
社
は
､
女
性
の
神
様
と
い
わ
れ
､
ま
た
'
縁
結
び
､
魔
除
け
'
交
通
安
全
の
大
神
と
い
う
O
ン
モ
の

病
に
も
こ
利
益
が
あ
る
と
い
う
｡
参
拝
者
は
､
古
く
か
ら
近
在
の
み
な
ら
ず
江
戸
の
方
か
ら
も
お
と
ず
れ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
O
r
江
戸
名
所
図
会
』
に
は

｢相
模
街
道
大
熊
村
よ
り
左
へ
十
三
四
町
人
て
折
本
村
に
あ
り

神
主
雲
路
氏
奉
肥
す
､
祭
礼

ハ
二
月
三
日
縁
日
ハ
毎
月
三
日
十
三
日
に
し
て
祭
神

ハ
少
彦
名
命
及
び
神
功
皇
后

二
座
な
り
勧
請
の
初
ハ
詳
な
ら
す
と
云
｣
と
あ
り
'
同
図
会
が
板
行
さ
れ
た

l
八
三
〇
年
代
に
は
す
で
に
広
く
信

仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
0
そ
れ
は
境
内
の
石
段
の
脇
に
立
つ

｢縦
本
淡
i･LL?大
明
神

寛
延
二
巳
己
正
月

大
吉
日

離
主
武
江

別
納
讃

鮒
術

中
｣
(
一
七
四
九
)
と
刻
ま
れ
た
石
の
奉
納
碑
か
ら
し
て
'
す
で
に
熱

心
な
奉
賛
者
が
江
戸
に
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
と
共
に
､
淡
島
信
仰
圏
の
広
さ
を
語
っ
て
い
る
｡
伝
承
に
よ
る

と
品
川
の
遊
里
に
も
信
者
が
お
り
､
遊
女
の
参
詣
も
あ
っ
た
と
い
う
｡
と
く
に
大
祭
の
日
に
は
参
詣
者
が
多
く
'

明
治
後
期
の
話
で
は
､
小
机
の
方
か
ら
川
向
橋
を
渡
っ
て
淡
島
神
社
に
い
た
る
オ
オ
ナ

(小
道
)
に
は
､
人
が

蟻
の
行
列
の
よ
う
に
切
れ
る
こ
と
な
-
続
い
た
と
い
う
0
神
社
の
ま
わ
り
を
は
じ
め
'
新
羽
の
あ
た
り
ま
で
道

に
沿
っ
て
ず
っ
と
露
店
が
な
ら
ん
だ
と
い
う
｡

子
と
も
が
は
し
い
人
な
と
は
'
大
祭
以
外
で
も
､
縁
日
で
あ
る
毎
月
三
日
に
お
参
り
し
て
願
を
か
け
た
O
願

r江
戸
名
所
EEL会
Jl
中
の
淡
島
神
社
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い
ご
と
が
か
な
う
と
'
杜
前
の
鈴
の
下
に
紅
白
の
布
を
奉
納
す
る
O

<
氏
子
組
総
>

氏
子
に
は
現
在
は
新
し
く
転
入
し
て
き
た
人
も
､
自
由
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
組
織
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
.
役
員
は
､
宮
世
話
人
と
呼
ば
れ
､
五
つ
の
ク
-
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
名
ず
つ
退
出

さ
れ
計
十
名
で
構
成
さ
れ
て
い
る
.
菖
世
話
人
の
選
出
は
､
ク
ミ
ご
と
に
稲
荷
純
の
と
き
な
ど
に
話
し
合
わ
れ

る
｡
こ
の
十
名
の
な
か
か
ら
オ
ヤ
カ
タ
と
呼
ば
れ
る
総
代

一
名
'
副
総
代
二
名
'
会
計

一
名
が
決
め
ら
れ
る
｡

任
期
は
町
会
役
員
の
任
期
が
二
年
な
の
で
同
様
に
し
て
い
る
｡

神
主
は
折
本
に
は
お
ら
ず
､
鶴
見
区
生
麦
の
杉
山
神
社
の
照
本
さ
ん
が
祭
り
の
と
き
に
来
る
｡
祭
り
の
当
番

は
'
ク
-
の
年
番
で
､
ヒ
カ
ワ
グ
-
1
イ
チ
グ
-
1
ヤ
ト
ダ
ミ
ー
ハ
ラ
グ
ミ
ー
カ
-
グ
-
の
順
で
あ
る
｡

<
祭
礼
>

神
社
の
祭
り
は
､
元
日
の
元
旦
祭
､
三
月
三
日
の
大
祭
と
針
供
並
が
あ
り
'
侮
月

1
日
､
三
日
､

十
五
日
が
縁
日
で
あ
る
｡
と
-
に
'
三
日
の
縁
日
に
は
参
詣
者
が
多
か
っ
た
Q
針
供
養
は
'
本
来
二
月
八
日
で

あ
っ
た
が
､
ほ
ほ

一
か
月
後
に
大
祭
を
ひ
か
え
､
経
済
的
な
面
か
ら
､
三
月
三
日
の
大
祭
に
い
っ
し
ょ
に
神
事

を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
た
｡

神
社
の
大
祭
は
､
合
肥
す
る
前
ま
で
は
'
淡
島
神
社
は
三
月
三
日
､
新
宮
社
は
十
月
g
j
当
日
に
お
こ
な
っ
て
い

た
.
合
記
後
し
ば
ら
く
は
､
そ
の
ま
ま
三
月
三
日
を
淡
島
神
社
の
大
祭
と
し
て
い
た
.
終
城
後
は
､
折
本
も
や

は
り
食
料
難
で
あ
り
'
神
社
の
祭
り
も
さ
び
し
-
な
っ
た
の
で
､
常
会
で
'
春
よ
り
秋
の
祭
り
の
方
が
収
穫
後

で
に
ぎ
や
か
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
､
新
宮
社
の
祭
日
で
あ
っ
た
十
月
四
日
に
変
更
し
た
｡
そ
れ
が
し
ば

ら
く
続
い
た
の
ち
'
昭
和
五
十
六
年
か
ら
ふ
た
た
び
三
月
三
日
に
も
ど
し
た
｡

年
毎
の
祭
り
の
相
談
は
､
町
の
常
会
で
お
こ
な
わ
れ
る
｡
大
祭
は
､
三
月

1
日
に
氏
子
が
み
な
山
て
神
社
の

清
掃
を
し
､
二
日
に
当
番
の
組
の
人
た
ち
で
臓
を
立
て
る
｡
臓
は
､
幅

1
メ
ー
ト
ル
､
高
さ
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
大
き
さ
で
'
神
社
の
石
段
の
両
側
に
立
て
る
｡

当
日
は
'
か
つ
て
は
花
火
を
九
時
､
十
二
時
､
十
五
時
'
十
七
時
に
あ
げ
た
｡
あ
わ
せ
て
E
]十
発
あ
げ
た
｡

花
火
は
む
か
し
か
ら
あ
げ
て
い
た
と
い
い
'
神
社
の
拝
殿
の
脇
に
は
高
さ
約
三
メ
ー
ト
ル
は
と
で
､
ひ
と
か
か

事
納
さ
れ
た
紅
白
の
布

(淡
島
神
社

･
折
本

･
腿
)

花
火
の
筒

(淡
島
神
社

･
折
本

･
6
)
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え
-
ら
い
あ
る
花
火
の
筒
が
二
本
あ
る
O
明
治
の
中
こ
ろ
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
｡
打
ち
あ
け

場
は
､
淡
島
杜
か
ら
川
向
ま
で
つ
つ
-
オ
オ
ナ
の

｢馬
入
れ
｣
と
い
わ
れ
る
三
坪
く
ら
い
の
場
所
と
､
神
社
近

く
の
セ
イ
ノ
カ
-
の
斎
場
の
二
か
所
で
'
そ
こ
で
は

一
発
あ
け
る
こ
と
に
'
桶
屋
が
'
筒
に
ま
く
タ
カ
を
用
意

し
､
ゆ
る
ん
だ
り
'
こ
わ
れ
た
り
し
た
タ
カ
を
な
お
し
た
と
い
う
｡

祭
礼
は
午
前
十
時
か
ら
は
じ
ま
る
o
拝
殿
に
は
､
い
ち
ば
ん
前
に
神
主
が
東
を
向
い
て
す
わ
り
､

つ
つ
い
て

総
代
､
宮
世
話
人
､
町
会
役
員
の
順
に
す
わ
る
｡
祭
礼
の
次
第
は
､
ま
ず
'
神
主
が
太
鼓
を
た
た
き
'
｢
こ
れ

よ
り
0
0
年
度
､
大
祭
を
お
こ
な
い
ま
す
｣
と
い
う
言
糞
よ
り
は
じ
め
ら
れ
る
.
神
主
は
神
殿
に
む
か
い
､

｢大

破
の
祝
詞
｣
を
と
な
え
る
｡
幣
束
を
左
右
左
に
ふ
り
､
神
に
む
か
っ
て
身
体
を
清
め
る
｡

つ
つ
い
て
氏
子

に
む
か

っ
て
幣
束

を
ふ
り
､
氏
子
を
積
め
る
｡
ま
た
神
殿
に
む
き
な
お
り
へ
祝
詞
を
と
な
え
る
O
そ
の
の
ち
､

氏
子
は
玉
串
を
奉
貧
し
､
二
礼
二
拍
手

一
礼
す
る
｡
以
前
は
総
代
か
ら
順
に
お
こ
な

っ
て
い
た
が
'
現
在
は
町

会
役
口貝
か
ら
お
こ
な
っ
て
い
る
0
全
員
が
お
わ
る
と
､
神
殿
に
む
か
っ
て

l
同
で
礼
を
L
t
神
主
の

｢
つ
つ
が

皮
-
お
わ
り
ま
し
た
｣
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
神
事
は
終
了
す
る
｡

つ
つ
い
て
'
針
供
養
の
神
事
を
お
こ
な
う
た
め
､
婦
人
会
の
人
び
と
が
拝
殿
に
あ
が
り
'
神
棚
に
豆
腐
三
丁

と
御
神
酒
を
供
え
る
O
神
主
か
､
大
飯
の
祝
詞
'
針
供
養
の
祝
詞
を
あ
け
､
氏
子
が
玉
串
を
奉
負
す
る
O
そ
の

と
き
'
玉
串
と
い
っ
し
ょ
に
､
各
自
､
家
か
ら
も

っ
て
き
た
針
を
豆
腐
に
さ
す
O

つ
き
に
慰
霊
祭
を
お
こ
な
う
O
大
祭
の
神
事
と
同
様
に
'
お
敵
い
'
玉
串
春
男
､
二
礼
二
拍
手

一
礼
す
る
が
､

拍
手
は
慰
霊
の
と
き
に
か
き

っ
て
は
昔
を
た
て
な
い
よ
う
に
手
を
う
ち
あ
わ
せ
る
0

神
事
は
正
午
こ
ろ
に
お
わ
り
､
隣
接
す
る
公
民
館
に
う
つ
っ
て
ナ
オ
ラ
イ
が
お
こ
な
わ
れ
る
o
そ
の
と
き
の

金

へ
も
の
は
'
か
つ
て
は
各
氏
子
は
芋
'
ゴ
ボ
ウ
な
と
の
煮
物
や
赤
飯
な
ど
を
も
ち
よ
っ
た
が
､
[枇
近
で
は
ス

ン
な
と
を
と

っ
て
い
る
｡

∧
芸
能
∨

戦
前
は
田
舎
芝
居
が
上
演
さ
れ
た
｡
田
冠
州寺
の
住
職
が
市
坪
団
を
指
導
し
て

｢白
虎
隊
｣
な
と
を

や
っ
て
人
び
と
に
見
せ
た
｡
神
楽
は
特
別
な
こ
と
が
あ
る
年
に
か
き

っ
て
お
こ
な

っ
て
い
た
o
最
近
で
は
あ
ま

針
之
碑

(淡
島
神
社

･
折
本

･
63
)

天
満
宮
の
秋
祭
り
(東
方
･
4
)
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り
や
ら
な
か
っ
た
が
'
昭
和
五
十
六
年
は
'
祭
日
を
も
と
に
も
ど
し
た
の
で
'
記
念
に
神
楽
を
お
こ
な
っ
た
｡

そ
の
と
き
は
'
神
代
里
神
楽
の
佐
相
社
中

(
日
吉
)
に
た
の
ん
だ
｡
笛
'
大
太
鼓
な
と
十
人
編
成
で
あ
っ
た
.

神
楽
殿
が
な
い
の
で
､
公
民
館
に
如
台
を
は
り
た
し
て
作
っ
た
｡
折
本
に
は

｢喋
子
方
｣
も
あ
る
｡
奴
前
に
は
'

神
輿
･G
出
た
が
､
水
害
の
と
き
に
流
さ
れ
て
し
ま
い
､
そ
れ
以
降
は
お
こ
な
わ
也
-
な
っ
た
と
い
う
O
な
お
ご

-
最
近
､
神
輿
は
復
活
し
た
O

天
満
宮

(東
方
)

『
風
土
記
稿
J
に
は
天
神
社
と
記
載
さ
れ
て
い
る
.
明
治
時
代
に
天
満
宮
と
改
称
さ
れ
'
八
幡
祉

･
神
明
祉

･

愛
宕
杜
が
合
記
さ
れ
た
.
い
ず
れ
も
ヤ
Il
ま
た
は
講
中
で
ま
つ
ら
れ
て
い
た
ヤ
ト
-
ヤ
で
あ
っ
た
｡

天
満
宮
の
管
理
は
宮
総
代
が
あ
た
る
0
神
主
は
､
荏
田
の
斎
藤
さ
ん
が
祭
り
の
と
き
に
来
る
O
無
口
は
九
月

二
十
五
日
で
あ
る
O
昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
は
'
各
戸
か
ら
十
～
十
五
銭
を
あ
つ
め
た
O
昭
和
四
十
六
年
ご
ろ
に

は
､
正
月

･
九
月
に
各
戸
か
ら
五
百
三
十
円
を
御
神
酒
技
と

し
て
あ
つ
め
､
他
の
月
は
十
円
ず
つ
あ
つ
め
た
｡

祭
り
に
は
'
氏
子
総
代

･
町
会
役
員
が
暇
を
立
て
た
り
'
幕
を
は
っ
た
り
し
て
準
備
し
た
o
神
楽
も
お
こ
な
っ

て
い
た
｡
大
正
十
年
ご
ろ
に
は
斎
藤
神
主
に
神
楽
を
た
の
ん
で
や
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
〇

二

神
社

の
信
仰
圏

一
地
区
に
数
社
ま
つ
ら
れ
て
い
た
こ
ろ
は
'
そ
の
氏
子
圏
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
こ
で
､

『
神
社
調
書
｣
(方
藤

1
磨
家
文
53
)
の
氏
子
数
を
手
掛
か
り
に
し
て
調
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡
こ
の

U.秤

社
調
fU
L
は
明
治
二
十
六
年
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
､
当
時
の
神
主
茄
勝
家
が
か
か
わ
る
神
社
を
中
心
に
記
録

さ
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
当
地
の
す
へ
て
の
神
社
の
調
か
が
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
'
網
椛
的

に
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
そ
の
範
囲
で
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
O

U.神
社
調
書
』
か
ら
､
鎮
座
地

･
社
名

･
社
格

･
氏
子
数
を
と
り
あ
げ
表
に
し
た
.
ま
ず
､
こ
の
な
か
で
荏

田
を
み
る
と
'
叙
神
社
は

｢村
杜
｣
で
'
氏
子
数
百
八
十
戸
を
有
す
る
こ
と
か
ら
､
荏
田
の
鎮
守
で
あ
っ
た
こ

天
満
宮
(東
方
･
斎
藤
1麿
家
裁
･
太
平
津
城
争
前
)
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と
が
わ
か
る
｡
ま
た
､
小
黒
の
神
明
社
も
氏
子
数
百
八
十
戸
で
軸
路
社
な
が
ら
荏
田
全
体
で
ま
つ
ら
れ
て
い
た
｡

そ
の
ほ
か
の
神
社
'
す
な
わ
ち
十
二
社
大
神

･
赤
城
神
社

･
熊
野
神
社

･
八
幡
神
社
は
氏
子
数
も
少
な
く
､
荏

EB
の
な
か
の
小
地
域

(
ヤ
ト
)
で
ま
つ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
新
羽
､
東
方
も
同
様
で
､
｢村
社
｣
に
列
格

さ
れ
た
地
区
全
体
で
ま
つ
る
神
社
と
､
氏
子
数
が
そ
れ
よ
り
少
な
い
小
地
域
で
ま
つ
る
神
社
が
あ
っ
た
O

こ
れ
に
対
し
､
大
棚
'
勝
田
'
大
熊
で
は
地
区
内
に
あ
る
数
社
の
氏
子
数
が
す

へ
て
お
な
じ
で
'
地
区
全
体

が
氏
子
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
た
と
え
ば
､
大
棚
で
は
杉
ノ
森
に
あ

っ
た
杉
山
神
社
が
村
の
鎮
守
で
､

そ
れ
以
外
の
吾
妻
神
社

･
神
明
社

･
八
幡
社
も
大
棚
全
体
が
氏
子
と
な
っ
て
ま
つ
っ
て
い
た
o

歴
史
的
に
は
､
小
地
区
で
ま
つ
ら
れ
て
い
た
網
が
信
仰
圏
を
拡
大
し
､
村
全
体
で
ま
つ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
場
合
や
'
逆
に
信
仰
が
う
す
れ
て
き
て
'
形
式
的
に
村
全
体
が
氏
子
に
な

っ
て
い
た
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
0

ま
た
'
村
で
協
議
し
て
御
利
益
の
あ
る
神
社
を
勧
請
し
た
場
合
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
O

明
治
二
十
六
年
に
お
い
て
は
､
鎮
守
の
氏
子
よ
り
氏
子
数
の
少
な
い
小
地
域
の
神
社
が
多
-
の
こ
っ
て
い
た
｡

こ
れ
ら
は
､
ヤ
ト
あ
る
い
は
講
中
で
ま
つ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
､
多
く
は
､
祭
日
を
も
う
け
て
神
事
を
と
り
お

こ
な
っ
て
い
た
.
し
か
し
､
こ
れ
ら
の
多
-
は
へ
明
治
末
期
に
な
る
と

｢郷
社
｣
や

｢村
封
｣
と
さ
れ
た
神
社

に
合
肥
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

三

ヤ
ト
-
ヤ
と
ク
-
の
神

各
地
区
は
'
い
-
つ
か
の
'
ヤ
ト
と
か
訪
中
､
ク
-
と
よ
ば
れ
る
小
集
団
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
こ

う
し
た
小
集
団
は
'
地
神
講
､
念
仏
講
な
と
の
講
を
お
こ
な
う
単
位
と
な
っ
て
い
る
は
か
､
地
区
の
祭
り
の
当

番
の
単
位
と
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
｡
そ
し
て
'
そ
こ
で
は
地
区
の
お
宮
さ
ま
を
ま

つ
る
以
外
に
'
ヤ
ト
へ

訪
中
､
ク
-
の
み
の
桐
を
ま
つ
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
o
荏
EE
と
折
本
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
0

荏
EB
は
､
江
戸
時
代
で
は
荏
田
村
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
､
内
部
に
五
つ
の
集
落

(小
黒

･
赤
田

･
宿

･

柚
木

･
渋
沢
)
が
あ
り
'
そ
れ
ぞ
れ
が
､
い
わ
ゆ
る
ム
ラ
と
し
て
の
機
能
を
は
た
し
て
き
た
｡
こ
の
集
落
を
ヤ

r神社訳書｣(斎藤一麿家文審)による神社の氏子数

地 区 社 名 社 格 氏子数

山 田 北 神 明 杜 村 社 180

勝 田 宮 下丸 沢出 口 彬 山神 社日枝 神 社神 明 杜 村 祉 414141

牛久保 (M30) 言古 地 村 杜 67

大 棚 P/ノ森 杉 山神 社 郷 社 79

中桝地 79

大 塚 神 明 社 79

中 村 八 幡 社 79

茅ヶ崎 横 田 杉 山神 社 村 社 73

蘇 八 坂 神 社 73

薙 神 明 祉 73

高 田 赤 沼 天 満 宮山 神 杜-t神 吐 村 杜 11765

Lii士下中 居 浅 間 ‡神 明 大 神 ー520
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ト

(谷
戸
)
と
い
い
'
ま
た
プ
ラ
ク

(部
落
)
と
も
い
う
.
さ
ら
に
､
ヤ
ト
は
い
く
つ
か
の

｢組
｣
に
よ
っ
て

構

成
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の

｢組
｣
の
下
に
何
組
か
の
講
中
が
組
織
さ
れ
'
そ
れ
は
'
講
や
行
事
の
単
位
と
し
て
､

ま
た
葬
式
の
と
き
の
組
と
も
な
っ
て
い
る
｡

在
日
全
体
で
は
'
叙
神
社
を
ま
つ
る
が
､
各
ヤ
ト
で
は
同
時
に
ヤ
ト
の
両
を
ま
つ
っ
て
き
た
｡
こ
れ
を
ヤ
ト

-
ヤ

(谷
戸
宮
)
と
呼
ん
で
き
た
｡
小
黒
は
八
幡
神
社
'
赤
田
は
赤
城
神
社
､
柚
木
は
熊
野
神
社
､
渋
沢
は
十

二
社
大
神
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
ヤ
ト
-
ヤ
は
､
大
正
三
年
に
鈎
神
社
に
合
肥
さ
れ
た
が
'
そ
の
信
仰
は
現
在

で
J
)若
干
残
っ
て
い
る
｡
渋
沢
の
ヤ
ト
-
ヤ
の
旧
地
に
は
､
い
ま
は
な
に
も
な
い
が
'
ク
ラ
ブ
に
十
二
社
大
神

を
ま
つ
り
､
十
月
九
日

(r風
土
記
桁
EI
で
は
十
月
十
八
日
)
に
は
ヤ
ト
の
氏
子
が
あ
つ
ま
り
'
･Xf
頗
神
主
が

祝
詞
を
あ
げ
る
｡

柚
木
の
ヤ
ト
-
ヤ
は
'
熊
野
神
社
で
､
祭
日
は
十
月
十
九
日

(r
風
土
記
稿
｣
で
は
十

一
月
十
五
日
)
で
あ
っ

た
が
'
合
記
後
は
'
そ
の
宮
に
稲
荷
を
ま
つ
っ
た
O
と
こ
ろ
が
'
タ
ク
リ
が
あ
っ
た
の
で
'
ふ
た
た
び
熊
野
を

ま
つ
っ
た
と
い
う
｡
い
ま
で
も
そ
の
日
に
は
御
神
酒
を
あ
げ
'
四
年
ご
と
に
渋
沢
の
詩
体
神
主
を
呼
ん
で
祭
り

を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡

合
肥
以
前
の
ヤ
ト
-
ヤ
の
祭
り
は
盛
大
に
お
こ
な
わ
れ
た
｡
前
夜
は
ヨ
-
ヤ
と
呼
ば
れ
'
jE
酒
が
ふ
る
ま
わ

れ
た
｡
渋
沢
で
は
'
氏
子
か
ら
米
を
あ
つ
め
て
､
年
番
の
fT
年
た
ち
が
甘
酒
を
造

っ
た
0
月
酒
祭
り
と
も
い
わ

れ
た
｡
神
禁
や
噂
子
も
お
こ
な
わ
れ
た
｡
ヤ
ト
-
ヤ
に
は
'
祭
日
以
外
に
も
毎
月

l
日
と
十
五
日
､
オ
ビ
ア
ゲ

の
と
き
や
'
か

つ
て
は
出
征
の
時
な
と
に
も
お
参
り
し
た
｡
な
お
ヤ
ト
内
の

｢
組
｣
に
は
､
｢組
｣
だ
け
で
ま

つ
る
両
は
な
か
っ
た
が
'
地
神
塔
な
と
を
組
立
し
た
歴
史
を
も
っ
て
い
る
｡

折
本
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
o
折
本
は
'
江
戸
時
代
で
は
荏
田
と
お
な
じ
く
折
木
村
と
し
て
存
在
し
て

い
た
｡
折
本
に
は
荏
田
の
場
合
の
ヤ
ト
と
呼
ば
れ
る
集
落
は
な
く
､
ム
ラ

(折
本
)
は
'
五
つ
の
ク
-

(
ヤ
ト
･

カ
-
･
イ
チ
･
ハ
ラ
･
ヒ
カ
ワ
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
ク
-
は
訪
中
と
も
い
わ
れ
'
内
部
は
さ

ら
に
二
組
に
分
か
れ
て
い
て
'
折
本
全
体
は
十
組
に
分
け
ら
れ
て
い
る
｡
ム
ラ
の
鎮
守
と
し
て
は
'
淡
島
神
社

吉 m 杉 山 杉 山 神 社 細 祉 504
宮 原 若 'S'神 社 村 社 130
｣ヒ 川 八 坂 神 社 30
宮 原 神 明 社 12
御 '歪 五 位 太 神 30

新 羽 久保谷 杉 山 神 社 村 祉 174
大 竹 荒 神 社 16

南 89
tfl 窪 53
北/S 杉 山 神 社 64

大 熊 村 社 37
大 谷 37
富 原 面 足 神 社 37
神 町 歳 神 社 37

折 本 新宮台 新 宮 神 社 村 祉 60

東 方 Lr) トー 天 満 宮 村 社 86
五 反 稲 荷 杜 12
八幡森 八 幡 神 社 30
中 村 御 放 神 社 日
去 収 愛 宕 神 社 17



誘101IL 信 仰 と 生 活 500

と
､
淡
島
神
社
に
合
杷
さ
れ
た
新
宮
社
が
ま

つ
ら

れ
て
い
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
前
記
の
五

つ
の
ク
-
で
は
､
ク

-
の
詞
と
し
て
稲
荷
社
を
ま
つ
っ
て
き
た
｡
｢
ク
-

の
オ
イ
ナ
-
サ
マ
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡

い
つ
こ
ろ
ま
つ
ら
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
､
ヤ
ト
ク
-
の
稲
荷

社
に
は
つ
き
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
る
O

ヤ
ト
ク
-
の
稲
荷
社
は
､
現
在
絶
え
て
い
る
加
藤
家

(屋
号
カ
サ
ヤ
)
の
先
祖
が
'
伏
見
の
正

一
位
稲
荷
を
う

け
て
き
て
､
加
藤
家
の
屋
敷
内
に
ま
つ
っ
た
｡
そ
の
後
'
ヤ
ト
ク
-
で
は
ク
-
で
ま
つ
る
稲
荷
が
な
か

っ
た
の

で
'
こ
の
稲
荷
を

｢加
藤
万
歳
稲
荷
｣
と
呼
び
､
ク
,,,
の
両
と
し
た
と
い
う
0
現
在
で
は
､
両
の
前
に
島
居
が

あ
り

｢昭
和
三
十
七
年
六
月
吉
日

山
本
信
孝
建
之
｣
と
記
さ
れ
て
あ
る
｡

カ
-
ク
-
の
稲
荷
杜
も

｢伏
見
の
稲
荷
さ
ま
｣
だ
と
い
い
､
昭
和
五
十
八
年
に
は
'
京
都
の
伏
見
稲
荷
大
社

に
'
ク
-
の
人
が
集
団
で
お
ま
い
り
に
行

っ
た
と
い
う
｡
両
の
前
の
石
段
の
下
に
は

｢表
組
氏
子
□

大
正
十

五
年
八
月
｣
と
記
さ
れ
て
あ
る
0
ま
た
､
石
の
狐
俊
二
体
の
台
石
に
は
'
｢昭
和
九
年
二
月
初
午

願
主

飯

島
行
恵

同
千
世
子
｣
と
あ
る
｡

イ
チ
ク
-
の
稲
荷
社

も
伏
見
稲
荷
の
御
符
を
ま
つ
っ
て
い
て
､
石
の
鳥
居
に
は

｢伏
見
稲
荷
大
社
祈
鵡
符

奉
納
主

加
藤
剛

昭
和
四
十
年
二
月
初
午
｣
と
記
さ
れ
て
あ
る
｡
両
の
な
か
に
は
お
札
の
は
か
に
ヘ
イ
ソ
ク

が
あ
り
'
こ
れ
は
加
藤
家

(屋
号
カ
ワ
ネ
)
が
､
清
め
ら
れ
た
半
紙
を
切

っ
て
作
り
毎
年
と
り
か
え
て
い
る
｡

ハ
ラ
ク
､,､
の
稲
荷
社
は
'
昭
和
五
十
三
年
に
建
て
か
え
た
が
､
そ
の
際
に
伏
見
稲
荷
大
社
よ
り
､
お
札
を
と

り
よ
せ
た
.
そ
の
と
き
は
､
お
札
だ
け
を
郵
送
し
て
も
ら
い
､
あ
ら
た
め
て
昭
和
五
十
九
年
二
月
に
ク
-
内
の

十

1
人
で
伏
見
に
参
拝
し
た
と
い
う
0
両
の
脇
に
あ
る
石
碑
に
は
､
｢大
正
十
三
年
二
月
吉
日

稲
荷
社
建
設

氏
子
中
｣
と
あ
り
'
罵
居
に
は

｢敷
地
五
坪
キ
フ

内
藤
吉
右
衛
門
｣
と
あ
る
o

ヒ
カ
ワ
ク
-
で
も
ク
-
の
稲
荷
を
ま
つ
っ
て
い
る
が
､
ク
-
で
ま
つ
る
神
と
し
て
は
'
そ
の
ほ
か
に
氷
川
杜

が
あ
る
0
氷
川
社
は
'
角
田
家

(屋
号
オ
オ
ヒ
カ
ワ
)
の
屋
敷
内
'
母
屋
の
裏
手
に
ま

つ
ら
れ
て
い
る
O
ヒ
カ

ワ
サ
マ
と
か
ヒ
ノ
,～
ヤ
サ
マ
と
呼
ば
れ
て
い
る
O
火
の
神
さ
ま
だ
と
も
い
わ
れ
る
｡
氷
川
杜
の
祭
把
集
既
は
､

現
在
は
二
十
三
戸
は
と
で
あ
る
0
そ
の
な
か
に
は
新
し
い
分
家
も
含
ま
れ
て
い
る
｡
ク
-
外
で
は
カ
-
ク
-
の

川 向 水 神 社 村 社 65

中 谷 杉 山神 社 村 杜 192

佐江戸 杉 山 神 社 村 社 86

荏 田 宮 前 鞠 神 社 村 祉 180
十二社大神 33

赤 田柚ノ木 赤 城 神 社熊 野 神 社 6039

小 娘 神 明 杜八 幡 神 社 18041

石川 (M27) 日 向 黙 神 社 村 社 262

吉 村 八 幡 宮` ､神 土 224
舟 蔭 御 放 手平 川 神 社 55
丹 蔭 御 獄 神 社 17
牛 込 神 明 宮 28
中 村 伊 勢 社 88

保 野 十 柱 明 神 46

(括弧に記 した以外 はすべて明治26年)
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角
田
家

(屋
号
7
ワ
ン
マ
)
が

一
軒
だ
け
は
い
っ
て
い
る
が
､
同
家
は
カ
-
ク
-
と
ヒ
カ
ワ
ク
-
の
ち
ょ
う
と

境
で
あ
る
た
め
'
稲
荷
講
も
ヒ
カ
ワ
ク
ミ
に
は
い
っ
て
い
る
｡
氷
川
社
の
祭
り
は
'
四
月
七
日
に
お
こ
な
わ
れ

る
｡
宿
は
む
か
し
か
ら
オ
オ
ヒ
カ
ワ
に
き
ま
っ
て
い
る
が
､
料
理
を
作

っ
た
り
'
会
計
を
す
る
年
番
が
二
名
い

る
｡
氷
川
社
に
は
'
野
菜
､
御
神
酒
な
と
を
供
え
､
宿
で
は
昼
と
晩
の
飯
を
食

へ
る
｡
た
だ
し
､
昭
和
五
十
八

年
よ
り
､
昼
飯
の
み
に
し
た
o
神
主
は
呼
は
な
い
｡

こ
の
氷
川
社
は
'
オ
オ
ヒ
カ
ワ
の
先
祖
が
ま
つ
っ
た
も
の
ら
し
い
'
と
い
わ
れ
て
い
る
0
両
に
お
さ
め
て
あ

る
木
の
札
に
は
､
｢奉
造
営
正
遷
宮
氷
川
神
社

祭
神
速
須
之
男
命

稲
田
姫
命

大
己
畠
命
｣
と
あ
り
､
盃

に
は

｢祭
主
元
国
幣
中
社
寒
川
神
社
主
典

服
部
致

1

祭
主

角
EE
倉
之
垂

棟
梁

山
本
茂
四
郎

明
治

三
十
三
年
E
I月
五
日

富
社

ハ
家
ノ
鎮
守
ト
ン
テ
先
祖
ノ
鎮
祭
ス
ル
庭

ニ
シ
テ
世
々
日
之

ヲ
奉
蔚
ス

当
倉
之

重
代
二
至
り
本
殿
改
築
ス
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
0
こ
の
経
文
か
ら
す
る
と
､
こ
の
社
は
角
田
家
の
屋
敷
神
か
ら
'

信
仰
圏
を
ひ
ろ
け
ク
,,,
で
ま
つ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

第
二
節

寺
と
堂

一

寺
院

宗

派

港

北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
は
'
寺
院
が
多
い
｡
と
の
地
区
で
も
最
低

一
か
寺
は
あ
り
､
多
い
と
こ
ろ
で
は
七

か
寺
も
あ
る
｡
宗
派
は
浄
土
宗
が
も

っ
と
も
多
く
､
約
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
｡
港
北
区
全
体
を
み
て

み
る
と
曹
洞
宗
､
天
台
宗
が
多
-
､
緑
区
全
体
で
は
高
野
山
真
言
宗
'
肺
凹洞
宗
が
多
-
な

っ
て
い
る
.
と
も
に

曹
洞
宗
が
多
い
が
'

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
に
か
き
っ
て
み
る
と
そ
れ
は
と
多
い
と
は
い
え
な
い
o

新
吉
田
､
東
方
､
池
辺

で
は
'
浄
土
宗
の
寺
が
地
区
内
に
二
か
寺
あ
る
｡
｢
風
土
記
稿
｣
に
よ
る
と
､
荏
田

の
心
行
寺
と
南
山
田
の
大
善
等
が
江
戸
芝
増
上
寺
の
末
､
大
棚
の
宿
林
寺
が
荏
原
郡
奥
津
新
田
村

(現

･
東
京

氷
川
神
社
の
祭
典
帳

(折
本

･
5
)



邦10草 信 qlJと 生 活 502

都
世
EEZ谷
区
)
浄
貞
寺
の
末
と
な
っ
て
い
る
｡
高
田
の
長
円
寺
'
新
吉
田
の
浄
泉
寺

･
浄
流
寺
､
新
羽
の
専
念

寺
､
東
方
の
龍
雲
等

･
源
東
院
､
池
辺
の
浄
念
等

二
示
忠
寺

･
念
仏
寺
､
川
和
の
天
宗
寺
は
'
橘
樹
耶
小
机
村

(現

･
港
北
区
)
泉
谷
寺
の
末
寺
と
な
っ
て
い
る
｡
泉
谷
寺
は
京
都
知
恩
院
の
末
寺
で
'
旧
都
筑
郡
内
に
は
十

二
か
寺
の
末
寺
が
あ
っ
た
o
な
お
'
東
山
田
に
は
江
戸
下
谷
幡
随
院
末
の
三
宝
寺
と
い
う
浄
土
宗
寺
院
が
あ
っ

た
が
廃
寺
と
な
っ
て
い
る
｡

お
な
じ
浄
土
系
の
浄
土
真
宗
寺
院
も
当
地
域
で
は
多
く
分
布
す
る
｡
港
北
区

･
緑
区
全
体
で
は
そ
れ
ほ
ど
多

く
な
い
の
で
'
特
徴
的
で
あ
る
｡
門
.(宗
も
､
京
都
西
本
願
寺
を
本
山
と
す
る
本
願
寺
派
が
多
-
､
京
都
東
本
噺

寺
を
本
山
と
す
る
大
谷
派
は
'
折
本
の
真
照
寺
だ
け
で
あ
る
.
浄
土
真
宗
寺
院
の
な
か
に
は
改
宗
し
た
と
さ
れ

る
寺
が
い
く
つ
か
あ
る
｡
折
本
の
真
照
寺
は

F風
土
記
稿
)
に

｢富
寺
モ
ト
ハ
首
l(ltl皇
ホ
ナ
-
シ
ガ
｡
イ
ツ
ノ
頃

力
改
宗
セ
リ
ト
云
o
｣
と
あ
り
'
新
羽
の
善
教
寺
も

｢当
寺
古
へ
ハ
池
適
村
ノ
内
｡
星
谷
卜
云
所
ニ
ア
リ
/
ヲ
｡

苫
村

二
移
セ
ル
ヨ
シ
｡
其
年
代
ヲ
侍
へ
ズ
.
其
頃

ハ
天
台
宗

ニ
テ
C
(中
略
)
腔
長
十
七
年
改
宗
ン
テ
｡
浄
上

∩
.(Il不
西
本
願
寺
派

ニ
ナ
レ
-
O
｣
と
あ
り
､
い
ず
れ
も
改
宗
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
.
ま
た
'
茅
ヶ
崎
の
寿

福
寺
も
真
言
宗
か
ら
改
宗
し
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
浄
土
真
宗
は
旧
仏
教
の
iE.(昔
日
･
天
台
宗
寺
院

の
改
宗
に
よ
っ
て
､
そ
の
教
練
を
の
は
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
.

告
l(吉
宗
は
､
真
言
宗
:3日.丘山
派
と
高
野
山
真
言
宗
が
多
い
o
真
言
宗
豊
山
派
は
､
荏
田
に
三
か
寺
'
元
石
川

･

中
川

･
大
棚

･
北
山
田

･
茅
ヶ
崎
に
そ
れ
ぞ
れ

l
か
寺
ず
つ
あ
る
｡

l
方
､
高
野
山
真
言
宗
は
'
池
辺
に
三
か

寺
､
佐
江
戸
に
二
か
寺
､
新
吉
E]
･
新
羽
に
そ
れ
ぞ
れ

1
か
寺
あ
る
｡
門
l(11tl呈
不
出
山
派
は
､
当
地
域
北
部
に
､

高
野
山
真
言
宗
は
南
部
に
分
布
す
る
0
円
m
j]呈
謁
見山
派
寺
院
は
み
な
'
都
筑
郡
王
禅
寺
村

(現

･
川
崎
市
麻
生

区
)
王
禅
寺
の
末
寺
で
'
新
義
円
等
呈
不
と
し
て
い
た
.
王
禅
寺
は
京
醍
醐
三
宝
院
の
末
寺
で
あ
り
､
都
筑
郡
内

に
二
十
三
の
末
寺
が
あ
っ
た
O
高
野
山
真
言
宗
寺
院
は
み
な
､
橘
樹
郡
島
山
村

(現

･
港
北
区
鳥
山
町
)
三
会

寺
の
末
寺
で
'
古
義
重
言
宗
と
し
て
い
た
O
三
会
寺
は
紀
伊
国
高
野
山
法
性
院
の
末
寺
で
あ
り
､
都
筑
郡
内
の

二
十
か
寺
の
本
寺
で
あ
っ
た
｡

A 早立 紘 日逮 伝宿慕 罪慕 節a ,171慕 日 巾★ 天 高野山 員宗本 真慕 浄 慕汁 撃莱 正宗 円党寺派 大令派 i=17】く 管山派 逮宗 潤慕 ム慕 i=L富7】< 願守派 空竺山派 土宗 派
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そ
の
は
か
の
真
言
宗
寺
院
と
し
て
は
'
新
羽
の
蓮
華
寺
が
新
義
古
M
I1口宗
へ
お
な
じ
-
新
羽
の
西
方
寺
が
神
変

真
言
宗
で
あ
る
｡
蓮
華
寺
は
'
岡
上
村

(現

･
川
崎
市
麻
生
区
)
の
東
光
院
の
末
寺
で
あ
っ
た
o
西
方
寺
は
､

補
陀
洛
山
安
餐
院
と
号
L
t
も
と
は
鎌
凸
の
佐
々
目
谷
に
あ
っ
た
が
t
の
ち
に
移
転
し
て
鎌
か
極
楽
寺
四
十
<

院
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
｡
さ
ら
に
､
南
北
朝
時
代
に
現
在
の
新
羽
の
地
に
移
転
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡

r
風
土
記
稿
J
で
は

｢古
義
iC芸
呈
不
o
橘
樹
郡
島
山
村
三
舎
寺
末
｡｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
昭
和
二
十
二
年
独

立
し
'
神
変
日
登
皇
ホ
と
な
っ
た
｡

天
台
宗
は
､
港
北
区
内
に
十
か
寺
あ
る
が
'
緑
区
内
に
は
ひ
と
つ
も
な
い
｡
旧
都
筑
郡
内
で
は
新
田
地
区
に

多
か
っ
た
｡
当
地
域
で
は
､
東
山
田
の
観
音
寺
､
茅
ヶ
崎
の
正
党
寺
､
高
田
の
興
㍗-i
苛
と
鵬
谷
等
､
新
吉
E
の

正
栢
寺
の
五
か
寺
で
あ
る
｡
観
音
寺
は
､
多
摩
郡

(現

･
東
京
都
調
布
市
)
深
大
寺
の
末
苛
で
'
そ
の
ほ
か
の

寺
院
は
､
橘
樹
郡
駒
林
村

(現

･
港
北
区
日
吉
)
金
蔵
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
｡
金
蔵
寺
は
江
戸
仰早
水
寺
の
末
寺

で
あ
っ
た
｡

曹
洞
宗
は
､
港
北
区
内
で
は
も
っ
と
も
多
く
'
緑
区
で
も
高
野
山
市
等
呈
不
に
つ
い
で
多
い
o
旧
都
筑
郡
内
に

つ
い
て
み
て
み
る
と
､
田
奈
地
区
に
多
-
､
新
田

･
中
川
地
区
に
は
皆
他
州で
あ
る
｡
山
内
地
区
の
荏
旧
の
法
通

年
､
都
田
地
区
の
大
熊
の
長
福
寺
､
池
辺
の
以
津
院
､
川
向
の
長
昌
院
の
四
か
寺
で
あ
る
0
枚
追
考
は
橘
樹
耶

下
作
延

(現

･
川
崎
市
高
津
区
)
円
福
寺
の
末
寺
で
､
そ
の
円
福
寺
は
'
｢相
模
園
高
座
郡
遠
藤
村
巧
泉
寺
ノ

末
｣
(F.風
土
記
稿
J])
で
あ
っ
た
O
長
福
寺
は
橘
樹
郡
下
末
吉
村

(現

･
鶴
見
区
)
宝
泉
寺
の
末
寺
で
､
さ
ら

に
宝

泉

寺
は
多
摩
郡
抑H
梅
村

(現

･
東
京
都
苗
梅
市
)
海
神
等
の
末
寺
で
あ
っ
た
｡
以
津
院

･
長
昌
院
の
二
か

寺
は
､
橘
樹
郡
小
机
村
雲
松
院
の
末
寺
で
あ
っ
た
｡
雲
松
院
は
､
遠
江
国
榛
原
郡
芯
尾

(現

･
相
同
cJ;)
の
石

望
院
の
末
寺
で
あ
り
､
都
筑
郡
内
に
は
七
か
寺
の
末
寺
が
あ
っ
た
｡

日
蓮
宗
寺
院
は
､
当
地
域
に
二
か
寺
あ
る
｡
新
吉
田
の
常
西
1(寺
と
川
和
の
妙
趣
寺
で
'
常
真
寺
は
荏
原
郡
池

上

(現

･
東
京
都
大
田
区
)
本
門
寺
の
末
寺
で
あ
り
､
妙
蓮
寺
は
甲
斐
BB]
(現

･
山
梨
県
)
身
延
山
久
遠
寺
の

末
寺
で
あ
っ
た
｡
妙
蓮
寺
境
内
の
つ
つ
き
に
は
､
七
面
社
が
あ
っ
て
､
村
内
日
蓮
宗
門
の
鎮
守
と
し
て
い
た
｡

地

ケ 久 山 山 山 区

寺
醍
名

宗派l

寺 寺 寺 寺
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臨
済
宗
は
'
川
和
の
瑞
雲
寺
た
け
で
､
円
覚
寺
派
に
属
し
､
鎌
倉
円
覚
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
o

以
上
の
他
に
廃
寺
と
な
っ
た
寺
院
も
い
-
つ
か
あ
る
｡
無
量
等

(荏
田
､
新
義
真
言
宗
､
王
禅
寺
末
)､
三

宝
寺

(東
山
田
､
浄
土
宗
'
江
戸
下
谷
幡
随
院
末
)
'
清
光
寺

(勝
田
､
浄
土
真
宗
'
最
乗
寺
末
)､
善
立
寺

(高
田
'
天
台
宗
､
金
蔵
院
末
)､
観
音
寺

(高
田
､
宗
派
不
明
)､
勝
福
寺

(折
本
､
浄
土
真
宗
大
谷
派
､
貞

照
寺
末
)､
徳
入
寺

(折
本
､
浄
土
真
宗
大
谷
派
'
真
照
寺
末
)'
東
明
寺

(川
和
､
新
義
塁
吉
宗
'
王
禅
寺
末
)
'

東
照
寺

(川
和
､
臨
済
宗
､
瑞
雲
寺
末
)
な
と
で
あ
る
.
ま
た
'
修
験
で
は
'
本
山
派
修
験

･
万
蔵
院
が
石
川

に
'
当
山
派
修
験

･
滝
本
院
が
高
田
に
あ
っ
た
O

檀
家
組
織

寺
院
の
役
員
に
は
檀
家
総
代
と
等
世
話
人
が
い
る
O
総
代
の
下
に
世
話
人
を
お
く
寺
が
多
い
が
､
総
代
か
世

話
人
の
み
の
寺
も
あ
る
0
そ
れ
ぞ
れ
住
職
の
下
で
寺
院
運
営
の
任
に
あ
た
る
｡
他
家
は
､
寺
に
よ
っ
て
そ
の
数

が
異
な
る
が
､
寺
の
あ
る
地
区
を
中
心
に
し
て
､
他
地
区
に
お
よ
ん
で
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
O

東
山
田
の
観
音
寺

(天
台
宗
)
の
檀
家
数
は
'
約
六
十
戸
で
あ
る
が
､
こ
れ
を
四
つ
の
ク
ル
ー
プ
に
分
け
て
､

そ
れ
ぞ
れ
世
話
人
を
も
う
け
て
い
る
｡
二
､
111年
交
替
で
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
O

南
山
田
の
大
善
寺

(浄
土
宗
)
の
檀
家
総
代
は
､
北

･
東

･
南
の
山
Ej
か
ら

1
名
ず
つ
計
三
名
を
選
出
す
る
0

山
EB
神
社
の
氏
子
総
代
を
兼
ね
る
場
合
が
多
い
o
世
話
人
は
十
四
名
で
あ
る
O

茅
ヶ
崎
の
寿
福
寺

(浄
土
真
宗
)
の
門
徒

(真
宗
で
は
他
宗
の
檀
家
に
相
当
す
る
名
辞
と
し
て
門
徒
を
用
い

て
い
る
)
は
'
十
五
戸
は
と
で
'
世
話
人
は
四
名
い
て
､
そ
の
う
ち

一
名
を
責
任
役
員
と
よ
ん
で
い
る
｡

勝
田
の
旧
家
五
十
四
戸
は
す
へ
て
の
家
が
､
勝
EE
の
最
乗
寺

(浄
土
百
二
示
)
と
牛
久
保
の
長
徳
等

(浄
土
真

慕
)
の
門
徒
に
な
っ
て
い
る
O
最
乗
寺
の
門
徒
は
五
十

l
戸
で
あ
り
､
長
徳
寺
は
三
戸
で
あ
る
0
品
乗
等
の
笥

世
話
人
は
十
四
名
で
､
世
襲
さ
れ
て
い
る
0
こ
の
世
話
人
の
な
か
に
本
総
代

1
名

･
総
代
二
名

･
会
計
が
い
る
｡

本
総
代
と
総
代
の
三
名
は
京
都
の
西
本
願
寺
に
説
教
を
う
け
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
｡
世
話
人
の

会
合
は
寺
で
お
こ
な
わ
れ
る
｡

池 川 煎 折 大 新 新二ヒ

辺 向 方 本 ∫蕪 羽 EB

寺 寺 寺 院 院 院 等 寺 等 寺 寺 寺 寺 等 寺 寺 専 守 寺 寺

宗 山 山 山 宗 宗 宗 fi_ 宗 良 三き ):当 主き 宗 山 宗 宗 宗 山 宗ぞir亡 羊i-3q- 災 貝 芙 案 裏 芸 芸 誓 塁
不 ,7' ,7; 谷 観 取 宗 宗
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新
羽
の
善
教
寺

(浄
土
真
宗
)
に
は
世
話
人
総
代

1
名
と
､
門
徒
の
い
る
地
区
こ
と
に
世
話
人
が
数
名
お
か

れ
て
い
る
｡
新
羽

･
大
熊

･
池
辺
に
そ
れ
ぞ
れ
三
名
ず
つ
､
川
向
に
二
名
'
東
方
に

一
名
い
る
O
総
代
は
新
羽

の
世
話
人
が
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
る
O
世
話
人
は
'
寺
の
本
堂
や
山
門
等
の
修
復
の
相
談
'
永
代
経
､
報
恩

講
な
と
の
事
務
や
会
計
を
お
こ
な
う
｡

大
熊
の
長
福
寺

(曹
洞
宗
)
に
は
臆
家
総
代

1
名
と
世
話
人
十
名
が
い
る
｡
総
代
は
､
相
談
の
上
達
出
さ
れ
'

住
暇
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
.
櫨
家
は
､
大
熊
の
ヤ
ト
試
中
が
中
心
で
あ
る
の
で
'
世
話
人
は
'
ヤ
ト
の
各
組

こ
と
に
相
談
し
て
決
め
､
や
は
り
住
職
よ
り
任
命
さ
れ
る
｡
総
代

･
世
話
人
は
､
寺
に
関
す
る
普
請
の
相
談
や
､

寺
行
事
の
手
伝
い
を
す
る
｡

折
本
の
真
昭
…寺

(浄
土
市
H
l不
)
の
門
徒
は
三
百
五
十
戸
ほ
と
あ
り
､
そ
の
う
ち
折
本
の
門
徒
は
九
十
七
戸
で

あ
る
0
現
在
､
寺
世
話
人
は
'
折
本
に
六
名
と
､
そ
の
他
､
東
方

･
池
辺

･
川
向

･
中
川

･
有
馬
な
と
の
地
区

に
各

l
名
ず
つ
い
て
､
寺
の
事
業
の
相
談
を
は
じ
め
､
行
事
な
と
の
世
話
に
あ
た
っ
て
い
る
O
ほ
ほ
世
態
的
に

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
O
ま
た
､
真
照
寺
に
は
女
人
講
'
同
朋
会
の
組
織
も
あ
る
O
女
人
講
は
門
徒
の
女

性
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
､
現
在
で
は
講
と
し
て
の
活
動
は
な
く
な
り
､
報
殴
講
の
手
伝
い
な
と
を
お
こ
な
っ

て
い
る
O
構
成
員
も
現
在
で
は
折
本
の
人
に
か
き
ら
れ
､
女
人
講
の
世
話
人
と
し
て
は
各
ク
-
よ
り

l
名
か
二

名
ず
つ
出
て
､
全
部
で
九
名
い
る
o
同
朋
会
は
'
浄
土
真
宗
大
谷
派
で
昭
和
三
十
七
年
よ
り
推
進
さ
れ
た

｢同

朋
会
連
動
｣
に
賛
同
し
､
昭
和
四
十
五
年
こ
ろ
よ
り
は
じ
め
た
O
毎
月
第
三
木
曜
日
の
夜
に
'
寺
に
あ
つ
ま
り
､

住
職
が
法
話
を
す
る
O
現
在
'
会
員
は
約
三
十
五
名
で
'
年
寄
り
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
｡

以
上
､
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
て
み
た
｡
寺
に
よ
り
そ
の
組
織
も
異
な
っ
て
-
る
｡
寺
の
役
員
は
'
以
前
は

世
襲
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
近
年
で
は
､
任
期
制
に
し
て
い
る
寺
も
あ
る
が
､
そ

れ
で
も
何
期
に
も
わ
た
っ
て
担
当
し
て
い
る
人
が
多
い
｡
な
お
砥
家
数
は
調
査
時
の
戸
数
で
あ
る
o

つ
き
に
､
檀
家
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
0
分
家
は
､
本
家
と
お
な
じ
寺
で
あ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
o
イ
ソ

ケ
と
か
イ
チ
マ
与
と
呼
ば
れ
る
同
族
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
｡

石 工工

徳 党 西 玉 満 法 心 f王 統 広 妙 瑞 天 法 東 如 以 浄 宗入 永 勝 泉 願 遺 行 福 福 福 建 蛋 宗 囚 漸 fETL: 雑 念 忠

寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 院 寺 寺

単浄 浄 宍 三三 曽 浄 -f3- fi- f1- 日 臨 浄 日 高 高 皆 浄 浄立 土 土 言 言 洞 土 言 言 言 迅 済 土 迎 野 野 洞 土 土
真 言3 宗 宗 宗宗 宗 宗 宗 宗 宗 宗 正 山 山 宗 宗 宗

霊 宝 suJD 慧 諾 諾 諾 ,PE 宗 望 望

願 G.巨 派 派 派 派 派 寺 ,l; 不

寺 寺 派
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さ
き
に
も
触
れ
た
大
能
苗

長
福
寺
の
場
合
'
櫨
家
は
斎
藤
姓
が
多
く
'
そ
の
斎
藤
家
は
大
熊
の
ヤ
ト
講
中
に

分
布
す
る
0
ま
た
､
ヤ
ト
試
中
は
ほ
と
ん
ど
が
斎
藤
姓
で
あ
る
の
で
'
長
福
寺
は
､
ヤ
ト
の
檀
那
寺
的
な
性
格

を
も
っ
て
い
る
0
荏
田
の
心
行
寺

(浄
土
宗
)
は
､
渋
沢
ヤ
ト
に
あ
り
､
檀
家
は
井
上
姓
が
多
い
o
渋
沢
の
カ

-
､

つ
ま
り
､
向
谷
戸
組
と
十
二
杜
絶
は
t
は
と
ん
と
が
井
上
姓
で
あ
る
の
で
､
心
行
寺
は
カ
-
の
抱
那
寺
的

性
格
を
も
っ
て
い
る
O
ま
た
､
お
な
じ
渋
沢
ヤ
ト
に
あ
る
法
道
寺

(曹
洞
宗
)
の
檀
家
は
､
内
野

･
佐
藤

･
松

沢
姓
が
中
心
で
'
こ
の
姓
の
家
々
は
矢
羽
根
組

･
中
村
組
'
つ
ま
り
ソ
モ
に
あ
る
の
で
､
法
道
寺
は
ソ
モ
の
檀

那
寺
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
O
た
だ
し
､
渋
沢
で
も
他
地
区
の
寺
の
檀
家
も
何
戸
か
み
ら
れ
､
心
行
寺

･
法
道

寺
で
も
他
地
区
に
分
家
し
た
数
戸
が
低
家
と
な
っ
て
い
る
｡

東
方
の
龍
雲
寺

(浄
土
宗
)
の
杷
家
は
､
東
方
に
二
十
五
戸
､
地
区
外
に
十
五
戸
は
と
あ
る
O
東
方
で
は
笠

田
･
加
藤

･
村
田
姓
が
多
い
.
お
な
じ
-
東
方
の
源
東
院

(浄
土
宗
)
の
他
家
数
は
'
戟
前
は
lll十
戸
は
と
で
､

そ
の
な
か
に
は
折
本
の
七
～
八
戸
､
山
田
の
五
～
六
戸
が
ふ
-
ま
れ
て
い
た
O

こ
の
よ
う
に
､
寺
院
は
'
地
縁
的
な
他
家
と
の
結
び
つ
き
を
基
盤
と
し
て
'
他
地
区
の
分
家
や
信
者
な
ど
'

血
縁
や
信
仰
的
な
つ
な
が
り
を
加
味
し
た
宗
教
的
施
設
と
し
て
存
在
し
て
い
る
｡

寺
行
事

寺
院
の
行
事
は
'
宗
派
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
｡
宗
派
こ
と
に

一
か
寺
ず
つ
と
り
あ
げ
て
行
事

を
列
記
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

大
善
寺

(浄
土
宗
)

年
始

正
月

浬
築
会

二
月
十
五
日

ギ
Fn
キ

御
忌

二
月
二
十
五
日

彼
岸
会

三
月

九
月

降
誕
会

四
月
八
日

大
草
寺

(南
山
田
･
50
)
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施
餓
鬼
会

八
月
九
日

盆

八
月
十
三
日
-
十
五
日

十
夜
法
要

十
月
十
日

真
贋
寺

(浄
土
百
H
l不
大
谷
派
)

年
始

正
月

彼
岸
会

三
月

九
月

永
代
経

四
月
三
日

盆

八
月
十
三
日
～
十
五
日

報
恩
講

十

一
月
三
日

沓
教
寺

(浄
土
円
H
l不
本
願
寺
派
)

暮
照
寺
(折
本
･
ER)

修
正
会

彼
岸
会

永
代
経

新
盆
供
養

盆報
恩
講

除
夜
会

長
福
寺

(曹
洞
宗
)

年
始

浬
集
会

彼
岸
会

降
誕
会

元
日

三
月

九
月

四
月
十
四
日

八
月
七
日

八
月
十
三
日
～
十
五
日

十
二
月
八
日

十
二
月
三
十

一
日

元

日
二

月
十
五
日

三
月

九
月

四
月
八
日
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大
施
餓
鬼
会

七
月
二
十
八
日

盆

八
月
十
三
日
～
十
五
日
]

成
道
会

十
二
月
八
日

慈
眼
寺

(真
言
宗
豊
山
派
)

年
始

正
月

彼
岸
会

三
月

九
月

施
餓
鬼
会

八
月
六
日

盆

八
月
十
111日

～
十
五
日

観
音
寺

(天
台
宗
)

年
始
(新
年
会
)

正
月
七
日

彼
岸

三
月

九
月

施
餓
鬼
会

八
月
十

一日

盆

.

八
月
十
三
日
～
十
五
日

宗
派
独
自
の
行
事
と
し
て
は
'
浄
土

宗
の
御
忌

･
十
夜
法
要
､
浄
土
真
宗
の
永
代
経

･
報
恩
講
な
と
が
あ
る
｡

な
お
'
真
宗
で
は
産
婆
会

･
施
餓
鬼
会
な
と
の
行
事
は
お
こ
な

っ
て
い
な
い
o
た
だ
し
'
施
餓
鬼
会
は
新
盆
供

養

･
盆
供
荘
な
と
と
称
し
て
同
様
の
行
事
を
お
こ
な
っ
て
い
る
寺
も
あ
る
o

つ
き
に
主
な
行
事
を
と
り
あ
け
内
容
に
触
れ
た
い
｡

∧
年
始
>

正
月
元
日
に
檀
那
寺
に
年
始
に
行
-
｡
宗
派
に
か
か
わ
ら
ず
'
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
神
社
の
元

旦
祭
が
お
わ
っ
て
か
ら
'
年
賀
を
も

っ
て
い
-
o
年
賀
は
､
か

つ
て
は
米
や
麦

･
餅
な
と
で
あ

っ
た
が
､
現
在

で
は
お
金
と
な

っ
て
い
る
｡
大
棚
で
は
､
米
は
白
い
布
を
め
い
あ
わ
せ
て
作

っ
た
サ
ン
シ
ヨ
ウ
プ
ク
ロ
と
称
す

る
袋
に
入
れ
て
も

っ
て
い
っ
た
と
い
う
O
寺
で
は
年
始
に
来
た
垣
家
を
も
て
な
す
.
住
職
は
檀
家
の
年
始
に
ま

わ
る
が
､
檀
家
仇
で
は
そ
の
日
の
早
朝
に
正
月
の
外
飾
り
を
は
ず
し
て
住
職
を
む
か
え
る
O
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東
山
田
の
観
音
寺
は
､
元
日
で
は
な
く
､
七
草
の
日
に
寺
で
年
始
が
お
こ
な
わ
れ
た
O
現
在
は
正
月
の
都
合

の
よ
い
日
に
お
こ
な
わ
れ
'
寺
で
は
ご
ち
そ
う
を
作
っ
て
も
て
な
す
O
南
山
田
の
大
昔
寺
で
は
'
元
日
に
檀
家

は
寺
に
年
始
に
行
き
､
松
の
内
の
四
～
五
日
こ
ろ
に
寺
は
檀
家
へ
年
始
に
ま
わ
る
｡
新
吉
田
の
正
福
寺
で
は
'

他
家
は
三
が
日
中
に
寺
に
年
始
に
行

く
｡
以
前
は
米
を

一
～
二
升
は
と
も
っ
て
い
っ
た
が
'
現
在
で
は
お
金
か

そ
れ
に
代
わ
る
品
物
を
も
っ
て
い
-
｡
寺
で
は
､
酒

･
煮

物
･
ご
飯
を
た
し
て
も
て
な
す
｡
寺
は
'
正
月
四
～

六
日
に
年
始
の
お
礼
に
と
'
｢元
三
大
師
｣
と
智
い
た
お
札
と
暦
を
も

っ
て
怒
家
を
ま
わ
る
｡
こ
の
こ
と

を

｢寺
か
ら
年
始
に
く
る
｣
と
い
う
｡
こ
の
お
札
は
､

1
年
間
仏
増
に
は
り
'
暮
れ
の
ス
ス
ハ
ラ
イ
の
と
き
に
と

る
o
東
方
の
源
東
院
は
'
元
日
で
'
寺
で
は
酒

･
煮
し
め

･
キ
/
ビ
ラ
･
煮
豆
な
ど
を
用
意
し
て
接
待
し
､
玄

関
で
帰
る
人
に
も
冷
酒
で
も
て
な
す
.
中
川
の
慈
眼
寺
で
は
'
他
家
が
寺
に
年
賀
を
も
っ
て
い
き
'
住
職
は
拙

家
ま
わ
り
を
す
る
｡
大
鵬
州の
長
福
寺
で
は
､
元
日
に
寺
の
年
始
と
し
て
十
年
ほ
ど
前
か
ら
兜
詞
交
換
会
を
ひ
ら

い
て
い
る
｡
な
お
年
始
に
寺
に
行
っ
た
と
き
に
は
､
墓
参
り
を
す
る
人
が
多
い
｡

+
二
ナ

<
浬
架
会
>

釈
尊
入
滅
の
忌

日

と
さ
れ
る
二
月
十
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
､
す
ぐ
れ
た
教
え
を
残
さ
れ
た
こ
と

に
対
す
る
報
恩
の
意
を
さ
さ
げ
る
法
会
で
あ
る
O

∧
御
忌
>

浄
土
宗
の
寺
院
に
お
い
て
､
開
祖
法
然
の
忌
日
で
あ
る
二
月
二
十
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
法
会
で

あ
る
.
東
方
の
源
東
院
で
は
前
日
の
二
十
四
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
.
法
然
上
人
の
木
像
を
本
堂
に
か
ざ
り
､
こ

の
木
像
を
中
心
に
し
て
他
家
の
人
た
ち
が
あ
っ
ま
っ
て
念
仏
を
と
な
え
る
｡
そ
の
後
'
お
説
教
を
聞
く
｡
説
教

は
六
字
の
名
号

(南
如
州阿
蒲
陀
仏
)
の
解
釈
な
ど
が
多
い
｡

∧
彼
岸
会
>

三
月
と
九
月
の
彼
岸
に
各
宗
派
で
お
こ
な
わ
れ
る
｡
寺
で
は
法
要
を
い
と
な
み
､
桓
家
は
墓
参

り
に
お
と
ず
れ
る
｡
中
川
の
慈
眼
寺
の
他
家
は
､
む
か
し
は
彼
岸
中
に
寺
に
ポ
タ
モ
チ
と
米
二
升
を
と
ど
け
た
O

い
ま
は
お
金
で
あ
る
D
新
吉
田
で
は
､
彼
岸
前
に
墓
掃
除
を
L
t
彼
岸
に
墓
参
り
を
す
る
｡
墓
に
は
花

･
線
香

･

果
物
な
ど
を
供
え
､
寺
に
は
ポ
タ
モ
チ
や
タ
ン
ゴ
を
と
ど
け
る
｡

∧
永
代
経
>

浄
土
真
宗
寺
院
に
お
い
て
'
忌
日
ご
と
に
永
代
に
わ
た
っ
て
読
経
す
る
行
事
で
あ
る
｡
折
本
の

正
文
寺
の
年
始
(茅
ヶ
崎
･
昭
和
六
十
四
年
一月
二
日
)
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真
照
寺
で
は
四
月
三
日
､
新
羽
の
普
教
寺
で
は
四
月
十
四
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
菖
数
寄
で
は
昼
ご
ろ
に
門
徒

が
寺
に
あ
つ
ま
り
､
住
職
が
お
経
を
と
な
え
る
.
門
徒
の
あ
い
だ
で
は
'
永
代
経
は
先
祖
の
仇
感
の
た
め
に
お

こ
な
う
と
意
識
さ
れ
て
い
る
O
勝
田
の
n放
棄
苛
で
は
む
か
し
は
g
l月
L
日
で
あ
っ
た
が
､
い
ま
は
四
月
十
二
H
]

寸
卜
十

に
お
こ
な
わ
れ
る
O
門
徒
が
寺
に
あ
つ
ま
り
御

歳

を
い
た
だ
く
｡
御
嘉
と
は
寺
で
食
へ
る
精
進
料
理
の
こ
と
や
'

そ
れ
を
い
た
だ
く
こ
と
を
い
う
｡
永
代
経
は
門
徒
の
家
々
の
法
要
で
あ
る
と
い
い
､
ま
た
'
勝
EB
で
は
､
最
乗

寺
の
門
徒
の
う
ち
敷
戸
が
､
毎
月
決
ま
っ
た
日
に
命
E
]と
い
っ
て
旺
職
に
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
っ
て
い
る
｡

<
降
誕
会

(お
釈
迦
さ
ま
)
>

｢池
仏
会
｣
｢釈
苛
誕
生
会
｣
と
も
い
い
､
四
月
八
R
に
釈
印
の
誕
生
を
祝
う

行
事
で
あ
る
｡

1
穀
に
は

｢
お
釈
迦
さ
ま
｣
と
か

｢花
祭
り
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
苛
で
は
住
職
が
お
経
を
あ

げ
'
甘
茶
を
ふ
る
ま
う
｡
抱
家
は
､
椿
の
菜
や
花
で
飾
ら
れ
た
花
御
重
に
ま
つ
ら
れ
た
お
釈
迦
さ
ま

(誕
生
仏
)

に
甘
茶
を
か
け
る
｡
そ
の
甘
茶
を
目
に
付
け
る
と
日
が
よ
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

<
施
餓
鬼
会
>

飢
餓
に
苦
し
ん
で
い
る
亡
者

(餓
鬼
)
に
飲
食
を
ほ
ど
こ
す
法
会
で
あ
り
､
浄
土
印
書
小
を
の

ぞ
く
各
宗
派
で
盆
の
前
後
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡

北
山
田
の
長
泉
寺
で
は
八
月
七
日
に
お
こ
な
わ
れ
'
旧
家
は
施
餓
鬼
料
を
も
っ
て
寺
に
行
く
0
寺
で
卒
塔
婆

を
作

っ
て
も
ら
い
､
墓
に
立
て
る
｡
新
盆
の
蒙
で
は
数
十
本
作
っ
て
も
ら
う
｡
太
平
洋
戦
争
前
は
､
ホ
ト
ケ
が

男
の
場
合
は
三
角
､
女
の
と
き
は
四
角
に
作
っ
た
晴
の
袋
に
米
を
二
升
入
れ
て
'
麻
の
紺
で
む
す
ん
で
寺

へ
も

っ

て
い
っ
た
｡
新
吉
EElの
正
福
寺
で
は
､
八
月
十
E
]日
で
､
挺
家
は
午
後
二
時
ご
ろ
に
寺
に
あ
つ
ま
り
､
御
方
を

い
た
だ
く
｡
大
熊
の
長
持
寺
で
は
以
前
は
八
月
に
お
こ
な
っ
て
い
た
が
'
い
ま
は
七
月
二
十
八
口
に
お
こ
な
っ

て
い
る
｡
同
宗
派
の
寺
か
ら
も
僧
侶
が
来
て
法
要
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
新
盆
の
家
は
必
ず
行
き
'
読
経
し
て
も

ら
う
｡
東
方
の
源
東
院
の
施
餓
鬼
は
以
前
は
八
月
十
六
日
で
あ
っ
た
が
'
太
平
洋
戟
争
後
に
な
っ
て
八
月
十
七

日
に
な
っ
た
｡
こ
の
日
に
は
近
在
の
同
宗

(浄
土
宗
)
の
寺
の
僧
侶
が
手
伝
い
に
来
る
｡
日
を
か
え
た
の
は
'

そ
れ
ら
の
寺
で
八
月
十
六
日
に
お
こ
な
う
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
｡
東
山
田
の
観
音
寺
で
は
八
月
十

一
日
､
中
川
の
慈
眼
寺
で
は
八
月
六
日
､
南
山
田
の
大
書
寺
で
は
八
月
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡

花
祭
り

(兵
福
寺

･
荏

El･6)
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東
方
の
龍
雲
寺
で
は
､
八
月
九
日
に
水
施
餓
鬼
を
お
こ
な
い
､
八
月
十
日
に
施
餓
鬼
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
水

施
餓
鬼
は
､
水
死
者
の
霊
を
な
く
さ
め
る
も
の
で
'
池
辺
と
の
ム
ラ
境
に
あ
る
東
方
池
で
お
こ
な
わ
れ
た
｡
む

か
し
は
池
の
な
か
ほ
ど
に
小
島
が
あ
り
､
そ
こ
に
弁
天
さ
ま

･
龍
神
さ
ま
が
ま
つ
ら
れ
て
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
水

施
餓
鬼
を
し
た
と
い
う
｡
そ
の
た
め
か
､
龍
雲
寺
の
他
家
か
ら
は
不
思
議
と
水
死
者
は
で
な
か
っ
た
と
い
う
｡

な
お
､
浄
土
真
宗
で
は
教
義
上
､
施
餓
鬼
会
は
お
こ
な
わ
な
い
｡
た
だ
し
'
中
川
の
東
善
寺

(浄
土
首
lH
赤
本

頗
寺
派
)
で
は
'
八
月
八
日
に
寺
に
門
徒
を
あ
つ
め
て
盆
供
養
を
お
こ
な
っ
て
お
り
､
新
羽
の
善
教
寺

(浄
土

真
宗
本
願
寺
派
)
で
は
八
月
七
日
に
新
盆
供
養
を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
勝
EE
の
滋
乗
等

(浄
土
市
芸
耶
本
願

ウ
ウ
一小
/
エ

寺
派
)
で
は
'
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
八
月
十
g
]日
に

孟
蘭盆

会

法
要
を
お
こ
な
っ
て
い
た
o
門
徒
が
寺
に
あ
っ

ま

っ

て

'
卸
嘉
を
い
た
だ
き
'
住
職
は
お
経
を
あ
げ
た
｡
門
徒
の
人
た
ち
は
米
を
五
台
か
ら

一
升
は
ど
も
っ
て

き
た
｡
こ
の
よ
う
に
､
施
餓
鬼
の
名
称
こ
そ
も
ち
い
な
い
が
､
同
様
の
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
｡

<
盆
の
棚
経
>

お
盆
の
八
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
の
あ
い
だ
に
'
お
寺
さ
ん
は
他
家
の
家
々
を
お
と
ず
れ
て
､

盆
棚
の
所
で
お
経
を
あ
げ
る
｡

∧
十
夜
法
要
>

浄
土
宗
の
寺
院
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡

一
般
に
は

｢
お
十
夜
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
本
来

は
､
天
台
宗
の
京
都
宝
如
堂

(真
正
極
楽
寺
)
に
お
い
て
修
せ
ら
れ
て
い
た
が
'
室
町
時
代
に
朴
土
宗
の
鎌
倉

光
明
寺
の
観
誉
祐
崇
に
よ
っ
て
光
明
寺
に
う
つ
し
た
こ
と
か
ら
浄
土
宗
寺
院
で
広
く
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
o
十
日
十
夜
に
わ
た
る
念
仏
会
で
あ
る
が
､
こ
の
地
域
で
は

1
夜
だ
け
で
あ
る
0

イ
ノゼ
イ土.ノプ
ツ

南
山
田
の
大
書
寺
で
は
'
十
月
十
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
寺
で
は
引

声

念

仏

を
と
な
え
る
｡
拙
家
は
秋
の
実

り
を
さ
さ
げ
て
家
の
先
祖
を
ま
つ
る
｡
東
方
の
源
来
院
で
は
十

1
月
二
卜
五
日
'
お
な
じ
く
災
方
の
権
笠
寺
で

は
十
二
月

1
日
が
お
十
枚
で
'
そ
れ
ぞ
れ
双
盤
念
仏
を
お
こ
な
っ
て
い
た
｡
源
束
院
で
は
近
在
の
同
宗
の
僧
侶

が
五
～
六
人
頼
ま
れ
て
き
た
.
双
盤
念
仏
で
使
用
す
る
鉦
は
'
源
東
院
と
龍
笠
寺
で
そ
れ
ぞ
れ
二
張
り
ず
つ
あ
っ

た
｡

お
十
夜
に
は
双
方
で
話
し
あ
っ
て
使
っ
た
｡
ほ
か
に
太
鼓
も
使
用
し
た
｡
双
盤
念
仏
を
お
こ
な
う
こ
と
を

｢
双
盤
を
は
る
｣
と
い
っ
た
.
戦
中
に
鈍
を
供
出
し
た
り
へ
中
心
と
な
る
老
人
が
亡
-
な
り
お
こ
な
わ
れ
な
-

盆
JF
(長
沢
企
之
助
家

･
中
川

･
60
)
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な
っ
た
｡
荏
EE
の
真
福
寺
で
は
現
在
も
双
盤
講
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡

<
報
恩
講
>

浄
土
円
Xtl不
の
寺
院
に
お
い
て
'
開
祖
親
漕
聖
人
の
忌
日
に
報
恩
謝
徳
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る

法
会
で
あ
る
O
親
や
は
弘
長
二
年

(
1
二
六
二
)
十

1
月
二
十
八
日
に
入
寂
し
た
の
で
､
ii]く
か
ら
十

1
月
二

十

一
日
よ
り
二
十
八
日
ま
で
'
七
昼
夜
に
わ
た
っ
て
お
っ
と
め
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
現
在
'
本
山
の
西
本
願
寺

で
は
'
太
陽
暦
に
換
算
し
て
l
月
九
日
よ
り
十
六
日
'
東
本
願
寺
で
は
十

l
月

l
日
か
ら
八
日
に
わ
た
っ
て
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
｡

凸
(宗
の
地
域
寺
院
で
は
も
っ
と
も
正
賓
な
行
甲
と
さ
れ
て
い
る
｡
中
川
の
戚
凄
寺
で
は
十

1
月
の
都
合
の
い

い
日
に
'
門
徒
が
寺
に
あ
つ
ま
り
御
所
を
い
た
だ
-
.
御
方
は
チ
ラ
ン
･
煮
し
め
な
と
で
､
門
徒
が
三
名
ず
つ

当
番
で
寺
に
手
伝
い
に
行
っ
て
用
意
す
る
｡
寺
に
は
米

l
升
を
も
っ
て
い
っ
た
O
い
ま
は
米
の
か
わ
り
に
お
金

を
も
っ
て
い
-
人
が
多
い
｡
苛
で
は
住
職
の
お
経

･
説
教
を
き
き
､
卒
塔
婆
を
墓
に
立
て
る
o
勝
E
3
の
【取
乗
寺

で
は
'
十

l
月
二
十
七
日
'
二
十
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
O
二
十
七
日
は
御
内
仏
と
い
い
'
通
校
法
要
を
お
こ

な
う
夜
を
タ
イ
ヤ

(逮
夜
)
と
呼
ん
で
い
る
｡
搬
前
は
門
徒
の
人
た
ち
が
野
菜
を
寺
に
と
と
け
'
パ
隼
田
が
小

豆
粥
を
作
っ
て
出
し
た
｡
二
十
八
日
は
オ
ア
サ
ジ
と
い
っ
て
'
朝
の
六
時
.こ
ろ
に
焚
錨
を
な
ら
し
て
門
徒
の
人

た
ち
に
お
経
が
は
じ
ま
る
の
を
知
ら
せ
た
｡
午
後
は
住
職
が
お
経
を
あ
げ
た
｡

新
羽
の
善
教
寺
で
は
､
十
二
月
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
門
徒
の
あ
い
だ
で
は
､
朔
日
を
く
り
あ
げ
て
お
こ

な
う
の
で
オ
ン
キ
7
ゲ

(御
引
上
)
･
オ
ト
リ
コ
ソ

(御
取
越
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
昼
こ
ろ
寺
に
門
徒
が
あ

つ
ま
り
､
昼
飯
を
食

へ
'
住
職
が
お
経
を
と
な
え
る
.
寺
に
は
顎
銭
を
も
っ
て
い
く
.

折
本
の
真
照
寺
で
は
十

1
月
三
日
で
､
門
徒
は
や
は
り
オ
ン
キ
ア
ゲ
あ
る
い
は
オ
ト
-
コ
ソ
と
い
っ
て
い
る
｡

当
日
は
午
前
十
時
ご
ろ
よ
り
寺
に
門
徒
は
あ
つ
ま
り
､
御
意
を
い
た
だ
く
O
食
事
は
女
人
誠
の
人
た
ち
が
用
意

す
る
0
昼
す
ぎ
か
ら
は
オ
ツ
ト
メ
を
は
じ
め
る
｡
正
信
念
仏
偏

を
と
な
え
'
住
職
が
報
恩
講
の
い
わ
れ
に
つ
い

て
説
明
す
る
｡
午
後
二
時
ご
ろ
か
ら
は
'
東
京
か
ら
呼
ん
だ
真
宗
の
布
教
師
が
法
話
を
お
こ
な
い
'
三
時
ご
ろ

に
は
解
散
す
る
｡

t
乗
等
の
報
恩
計

(勝
田

･
5
)

i
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<
成
退
会
>

釈
尊
が
菩
提
樹
の
下
で
悟
り
を
ひ
ら
い
た
日

(十
二
月
八
日
)
を
記
念
し
て
お
こ
な
う
法
会
で

あ
る
.
大
熊
の
長
福
寺
で
十
二
月
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
.

円
応
寺
の
火
渡
り

(新
吉
EE
)

円
応
寺
は
新
吉
田
の
中
里
に
あ
る
高
野
山
真
言
宗
の
寺
で
､
毎
咋
十
月
ト
ロ
に
は

｢火
渡
り
｣
が
お
こ
な
わ

'
イ
ト
ウ
7]
マ

れ
る
｡
火
渡
り
と
は
､
修
験
道
に
お
い
て
修
さ
れ
る

｢柴
燈

故

障

｣

の
こ
と
で
'
屋
外
に
迩
摩
也
を
作

っ
て
火

を
か
け
'
さ
ま
ざ
ま
な
俵
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
柴
燈
護
摩
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
修
験
者

(山
伏
)

や
信
者
が
素
足
で
火
の
う
え
を
歩
く
こ
と
か
ら
火
渡
り
と
呼
ば
れ
る
｡

修
験
道
と
は
古
来
の
山
岳
信
仰
を
基
盤
に
､
仏
教

(常
数
)
･
道
教

･
陰
陽
道

･
神
迫
な
と
の
諸
宗
教
が
融

合
し
て
形
成
さ
れ
た
宗
教
で
あ
る
｡
修
験
迫
の
修
行
者
が
'
修
験
者
で
あ
り
､
山
伏
と
も
呼
ば
れ
る
｡
修
験
者

に
と
っ
て
山
岳
は
信
仰
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
修
行
の
場
で
も
あ
っ
た
｡
山
界
に
お
い
て
山
霊
と
ま
じ
わ
り
､

呪
力
を
身
に
付
け
'
そ
れ
に
よ
っ
て
呪
術
宗
教
的
な
活
動
に
従
事
し
て
い
た
｡
修
験
道
の
組
縦
と
し
て
は
'
天

台
系
の
本
山
派
と
泣
言
系
の
当
山
派
が
主
た
る
も
の
で
あ
り
'
前
者
は
三
井
寺
末
の
幣
紙
院
を
総
本
山
と
L
t

後
者
は
離
醐
寺
三
宝
院
を
総
本
山
と
し
て
そ
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
0
円
応
寺
に
お
け
る

修
験
道
は
､
市
Klll]口系
の

当
山
派
修
験
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
､
修
額
迫
は
､
明
治
元
締
に
廃
止
さ
れ
'
修
験
者
は
､
天
台

･
t;(EL]1日南
京
や
神
職
へ
の
所
属
を
余

儀
な
-
さ
れ
た
｡
ま
た
'
還
俗
し
た
者
も
多
か
っ
た
o
L
か
し
､
太
平
洋
戦
争
後
に
な
っ
て
､
田
l(吉
宗
醍
醐
派

や
本
山
修
験
宗
な
ど
多
数
の
修
験
教
_』
が
独
立
し
'
現
在
で
は
､
そ
れ
ぞ
れ
さ
か
ん
に
活
動
を
続
け
て
い
る
｡

さ
て
､
こ
の
火
渡
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
円
応
寺
は
､
海
照
山
と
号
L
t
近
世
に
お
い
て
は
古
義
貞
吉
宗
に
屈

し
て
い
た
O
そ
の
当
時
､
修
験
道
と
の
か
か
わ
り
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
｡
現
在
'

円
応
ifT
に
は
他
家
と
信
徒
が
い
る
O
も
と
も
と
は
拙
家
だ
け
で
あ
っ
た
が
､
近
年
で
は
信
徒
の
人
が
し
だ
い
に

ふ
え
て
き
た
と
い
う
｡
住
職
は
福
島
善
応
さ
ん
で
､
居
宅
は
東
京
で
､
毎
月
十
日
に
寺
で
他
家
･
信
徒
と
ご
祈

甑
を
す
る
o

円
応
等
の
火
凍
り

(新
吉
田
･
62
)
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円
応
寺
で
火
渡
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
'
比
較
的
新
し
-
､
昭
和
四
十
二
年
か
ら
で
あ
る
.

火
渡
り
を
実
行
す
る
の
は
､
東
京
都
千
代
田
区
九
段
の
不
動
院
を
中
心
と
す
る

｢普
門
会
｣
で
あ
る
O
不
動
院

は
､
円
応
専
任
職
福
島
善
応
さ
ん
の
兄
の
福
島
善
哉
さ
ん
の
寺
で
あ
り
'
真
言
宗
醍
醐
派

(総
本
山
三
宝
院
)

に
屈
し
て
い
る
｡
不
動
院
で
も
五
月
に
火
渡
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
､
こ
の
方
は
'
昭
和
二
十
六
年
よ
り
は

じ
め
ら
れ
て
い
る
｡

円
応
寺
の
火
渡
り
は
'
寺
の
境
内
で
､
午
後

1
時
よ
り
お
こ
な
わ
れ
る
｡
参
道
に
は

｢柴
槽
護
摩
火
渡
修
行

普
門
会
｣
と
空
か
れ
た
故
が
ず
っ
と
立
て
ら
れ
'
寺
の
前
に
は

｢柴
燈
護
摩
火
遁
修
行

関
東
修
験
三
宝
宗
務

所
｣
あ
る
い
は

｢当
山
派
修
車
道

火
渡
修
行
｣
と
い
う
旗
が
立
て
ら
れ
る
｡
境
内
に
は
兜
天
が
四
隅
に
立
て

ら
れ
注
連
縄
が
は
ら
れ
る
｡
そ
の
な
か
に
草
木
が
,･3g
ま
れ
る
｡

当
日
は
'
円
応
寺
に
二
十
数
名
の
山
伏
が
あ
っ
ま
っ
て
-
る
｡
い
ず
れ
も
普
門
会
で
修
行
し
て
い
る
行
者
で
､

東
京
の
人
が
多
い
.
こ
う
し
た
山
伏
は
､
寺
を
も
っ
て
い
る
人
も
い
る
が
､
在
家
の
人
が
半
数
以
上
で
あ
る
｡

た
と
え
ば
'
寺
の
檀
家
や
信
徒
の
な
か
で
修
験
道
に
関
心
が
あ
り
､
熱
心
な
人
が
山
伏
に
な
る
た
め
に
修
行
を

つ
ん
で
ゆ
-
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
い
｡
修
行
に
も
段
階
が
あ
っ
て
'
般
後
に
自
分
で
護
摩
を
焚
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
や
り
ぬ
く
人
も
い
れ
ば
､
途
中
で
や
め
て
し
ま
う
人
も
い
る
と
い
う
｡
修
験
道
の
修
行

で
も
っ
と
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
は
､
大
峰
山

(奈
良
県
)
の
入
峰
修
行
で
あ
り
､
毎
年
お
こ
な
っ
て
い
る

と
い
う
C
大
峰
山
は
'
山
伏
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
法
界

(世
界

･
宇
宙
)
と
し
て
､
山
全
体
を
星
茶
羅

(芋
苗

の
本
質
)
と
し
て
い
る
｡
だ
か
ら
､
里
で
火
渡
り
修
行
を
お
こ
な
う
場
合
で
も
､
大
峰
山
の
山
中
で
あ
る
と
の

観
想
の
う
ち
に
決
行
す
る
と
い
う
｡

火
渡
り
は
､
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
､
柴
燈
護
摩
の
1
部
で
あ
る

(当
山
派
で
は
柴
燈
'
本
山
派
で
は

シ々
'tL一7
′r･イ

採
燈
の
字
を
あ
て
て
い
る
)｡
あ
る
い
は
'
火

生

1
1
1味

と
も
い
わ
れ
る
が
､
厳
密
な
怒
味
で
は
山
伏
の
修
す
る

も
の
の
み
に
か
ぎ
ら
れ
る
｡
紫
煙
護
摩
は
'
形
式
と
し
て
は
円
応
寺
が
京
郁
醍
醐
寺
三
宝
院
よ
り
導
師
を
ま
ね

い
て
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡

円
応
寺
の
火
渡
り

(新
吉
田

･6
)
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山
伏
の
装
束
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
｡
ス
ズ
カ
ケ

(篠
懸

･
鈴
掛
)
と
呼
ば
れ
る
法
衣
を
着
て
'
そ
の
う

え
に
ユ
イ
ゲ
ザ

(結
袈
裟
)
と
い
う
帯
状
の
袈
裟
を
か
け
る
｡
相
に
は
ト
キ
ン

(兜
巾

･
]S
梯
)
と
呼
ば
れ
る

黒
い
円
形
物
を
付
け
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
教
義
的
意
味
と
実
用
的
な
側
面
を
兼
ね
そ
な
え
て
い
る
｡
そ
の
は
か
に
'

ソ
ヤ
ク
ジ
n
ウ

(錫
杖
)
と
い
う
杖
や
ホ
ラ

(法
螺
)
な
ど
は
入
峰
に
欠
か
せ
な
い
山
伏
の
呪
具
で
あ
る
O

寺
の
境
内
で
は
､
点
火
の
前
に
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
ま
ず
､
山
伏
が
入
場
し
'
山
伏
問
答

が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
法
螺
が
ふ
き
な
ら
さ
れ
た
の
ち
､
斧
先
達
に
よ
っ
て
斧
が
振
り
お
ろ
さ
れ
る
｡

ケイ+
rnク

こ
れ
を

｢斧
作
法
｣
と
い
い
'
｢打
ち
ふ
る
う
斧
は
煩
悩
の

荊

糠

を

は
ら
い
､
菩
提
の
道
を
ひ
ら
-
'
煩
悩
即

菩
提

｣
と
と
な
え
ら
れ
る
｡

ハ
r･
rl-

さ
ら
に
'
山
伏
が
か
わ

っ
て
'
弓
が
わ
た
さ
れ
､
硫
ま
れ
た
草
木
に
む
か
っ
て
矢
が
射
ら
れ
る
0
｢破
魔
弓

ト
nヅ
ノ

の
作
法
｣
と
い
い
'
魔
を
弓
で
射

っ
て
払
い
去
る
俵
礼
で
あ
る
O

つ
ぎ
に
'
｢床
堅

の
偵
｣
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡

床
聖
と
は
本
来
は

｢峰
中
の
初
宿
の
夜
に
新
客
に
自
身
即
仏
の
理
を
悟
ら
す
作
法
｣
(『修
験
道
辞
典
』
)
で
あ

ら
.
｢
悲
硯
及
錘
打
､
沓
悉
当
能
忍
へ
我
今
成
仏
身
､
端
坐
思
実
相
｣
と
い
う
床
聖
文

を

先
達
よ
り
さ
ず
か
り
､

信
徒
の
三
毒
を
た
つ
｡

つ
づ
い
て

｢願
文
の
俵
｣
が
お
こ
な
わ
れ
､
い
よ
い
よ

｢点
火
｣
と
な
る
｡
点
火
前
の

こ
れ
ら
の
作
法

(儀
礼
)
は
約
三
十
分
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
要
約
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
お

り
､
破
魔
弓
の
作
法
な
ど
も
本
来
な
ら
ば
兜
天
の
立
て
ら
れ
た
g
]隅
に
お
い
て
お
こ
な
う
と
い
う
｡
儀
礼
を
本

来
通
り
に
す
べ
て
お
こ
な
っ
て
い
-
と
'
点
火
ま
で
に
二
時
間
-
ら
い
か
か
っ
て
し
ま
う
の
で
要
約
し
､
そ
の

か
わ
り
'
数
多
-
の
作
法
を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡

般
若
心
経
が
と
な
え
ら
れ
る
う
ち
に
､
点
火
が
お
こ
な
わ
れ
'
つ
ま
れ
た
草
木
は

一
気
に
燃
え
あ
が
る
｡
火

が
お
さ
ま
っ
て
く
る
と
'
護
摩
木
を
火
の
な
か
に
い
れ
'
火
渡
り
の
準
備
が
と
と
の
え
ら
れ
る
.

1
万
､
境
内

I.,
I
.

で
は
EiS
加

持

先
達
に
よ
っ
て

｢湯
加
持
作
法
｣
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
以
加
持
と
は
'
鍋
で
洲
脱
さ
せ
た
韻
を
'

手
に
も
っ
た
笹
で
身
体
に
か
ぶ
る
儀
礼
で
､
こ
れ
に
よ
っ
て
心
身
を
清
浄
化
さ
せ
る
｡
周
囲
で
は
山
伏
ら
に
よ
っ

て
t
iEK言

｢
オ
ン
バ
ロ
グ
ヤ
ソ
ワ
カ
｣
が
と
な
え
ら
れ
'
そ
れ
は
最
後
ま
で
続
け
ら
れ
る
｡

円
応
等
の
火
凍
り

(新
吉
田
･
62
)
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そ
し
て
､
い
よ
い
よ
山
伏
に
よ
る
火
渡
り

(火
生
三
昧
)
が
は
じ
ま
る
｡
刀
を
も

っ
た
山
伏
が
､
火
渡
り
を

お
こ
な
い
'
寺
の
前
に
立

て
て
あ

っ
た
究
天
11
を
切
り
お
と
す

(魔
竹
の
伐
切
)o
そ
し
て
'
小
さ
な
先
天
竹

が
た
-
さ
ん
杭
ま
れ
た
先
天
興
が
へ
四
名
の
山
伏
に
よ
っ
て
か
つ
が
れ
､
火
の
う
え
を
渡
り
'
続
い
て
､
護
摩

札
を
持

っ
た
山
伏
が
火
渡
り
を
お
こ
な
う
O
山
伏
に
よ
る
火
渡
り
が
お
わ
る
と
'

つ
き
に
'
偲
家
や
信
徒
の
火

渡
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
み
ん
な
'
靴
を
ぬ
い
で
素
足
に
な
り
'
順
に
火
渡
り
を
す
る
O
わ
た
り
終
る
と
赤
い

小
さ
な
お
守
り
を
う
け
る
｡
ま
た
究
天
輿
の
光
夫
竹
は

｢衆
生
論
陣
の
断
切
｣
を
意
味
し
､
低
家

･
信
徒
は
'

魔
除
け
'
あ
る
い
は
不
都
合
除
け
に
な
る
と
し
て
､
先
を
あ
ら
そ
っ
て
い
た
た
-

約

一
時
間
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
の
火
渡
り
は
､
参
詣
者
が
ひ
と
と
お
り
渡
り
お
え
る
と
終
了
す
る
｡

火
渡
り
は
'
火
の
霊
力
に
よ
っ
て
身
体
を
筈
す
る
も
の
を
追
い
は
ら
う
と
い
う
信
仰
で
あ
り
'
富
力
と
は
貝
体

的
に
は
火
か
ら
生
じ
る
煙
と
軌
､気
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
元
来
へ
火
が
も
の
を
焼
却
し
､
原
形
を
破
壊
し
去
る
こ

と
か
ら
､
砕
化
の
機
能
を
み
い
だ
し
た
こ
と
に
よ
る
0

1
万
㌧
柴
燈
護
摩
は
'
呪
力
を
身
に
つ
け
た
山
伏
が
そ

れ
に
よ
っ
て
火
を
統
御
す
る
儀
礼
で
あ
り
､
も

っ
と
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
0
護
摩
が

l
人
で
焚
け
る
よ
う
に

な
れ
ば
山
伏
と
し
て

1
人
前
だ
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
も
そ
こ
に
あ
る
｡
ま
た
'
柴
煩
雑
産
に
は
火
の
信
仰
だ
け

で
な
-
'
水
の
作
法
も
ふ
-
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
点
火
時
に
お
こ
な
わ
れ
る

｢朋
伽

作
法
｣
の
闘
伽
は
水
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
｡

本
来

は
山
伏
の
入
峰
修
行
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
柴
燈
設
厚
が
､
里
の
笥
院
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

一
般
民
衆
と
修
験
道
と
の
接
点
を
み
い
た
す
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
､
修
験
道
の
芋
苗
観
に
も
と

つ
-
柴
燈

誠
摩

･
火
生
三
味
が
､

1
般
民
衆
に
と

っ
て
は
厄
除
け
の
火
渡
り
と
し
て
受
容
さ
れ
､
地
域
社
会
に
定
石
し
っ

つ
あ
る
の
で
あ
る
｡

二

重

地

域

社

会
に
お
け
る
信
仰
施
設
と
し
て
､
神
社
や
寺
院
と
同
様
に
､
仏
像
を
ま
つ
っ
た
堂
が
あ
げ
ら
れ
る
｡

円
応
寺
の
火
渡
り

(新
吉
田
･
62
)

∵｢

｣
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堂
は
寺
院
に
よ
っ
て
維
持
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
､
地
区
や
地
区
内
の
特
定
の
集
団
に
よ
り
管
理
さ

れ
て
い
る
堂
も
あ
る
｡
お
も
な
堂
と
し
て
は
'
観
音
堂

･
地
点
堂

･
薬
師
堂

･
不
動
重
な
と
が
あ
げ
ら
れ
る
｡

こ
う
し
た
堂
の
呼
び
方
と
し
て
は
､
カ
ン
ノ
ン
サ
マ
･
ヤ
ク
ソ
サ
マ
と
い
う
よ
う
に
サ
マ
を
つ
け
て
呼
ば
れ
た

り
､
特
別
の
由
来
が
あ
る
似
合
に
は

｢鎌
Ea
堂
｣
｢御
霊
堂
｣
t･,dど
と
呼
ば
れ
る
掌
も
あ
る
0
ま
た
東
方
で
は

｢
寮

｣

と
も
よ
ば
れ
て
い
る
｡
堂
の
信
仰
は
､
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
が
､
観
音
堂
の
場
合
に
は

｢小
机
領

三
十
三
か
所
子
年
の
観
音
霊
場
｣､
薬
師
堂
は

｢都
筑

･
橘
樹
十
二
薬
師
｣
'
地
蔵
堂
は

｢小
机
領
二
十
E
]か
所

酉
年
の
地
蔵
霊
場
｣
に
は
い
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
'
卜
二
年
に

一
度
'
御
開
帳
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡

r
風
上
記
稿
｣
に
お
け
る
生
を
難
埋
す
る
と
次
頁
の
表
の
よ
う
に
な
る
｡
寺
院
の
境
内
に
あ
り
､
そ
の
管
理

下
に
あ
る
堂
や
､
境
内
の
外
で
あ
っ
て
も
寺
院
持
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
.
生
の
郁
秋
と
し
て
は
､
観
音

堂
が
も

っ
と
も
多
く
'
つ
い
で
地
蔵
堂
､
薬
師
堂
'
阿
弥
陀
堂
が
多
い
.
観
音

･
地
蔵

･
薬
師
の
巡
礼
霊
場
は
､

こ
う
し
た
墓
を
連
結
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

観
音
堂

<
茅
ヶ
崎
の
観
音
堂

>
現
在
､
観
音
堂
は
井
ケ
崎
城
跡
の
西
北
に
隣
接
す
る
位
iritに
ま
つ
ら
れ
て
い
る
が
t

r風
土
記
稿
J
に
よ

れ
ば
'
も
と
は
ム
ラ
の
中
央
部
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
.
Fjj
党
T7
の
虎
雨
の
地
と

伝
承
さ
れ
て
い
る
O
縁
起
に
よ
れ
は
､
治
安
二
年

(
f
〇
二
二
)
に
天
災
で
堂
は
烏
角
に
帰
し
た
が
'
本
尊
は

災
異
を
ま
ぬ
が
れ
へ
領
主
多
田
山
城
守
行
綿
が
そ
れ
を
守
護
仏
と
し
て
､
笠
を
建
て
た
と
い
う
0
そ
し
て
､

｢此
後
ソ
バ
ソ
バ
霊
験
ア
リ
ト
イ
エ
-
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡

毎
年
八
月
十
八
日
は
'
｢他
市
様
の
命
日
｣
と
い
い
'
年
寄
り
が
堂
に
あ
っ
ま
っ
て
念
仏
を
お
こ
な
っ
た
｡

ま
た
､
十
七
日
の
晩
に
は
素
人
相
撲
な
と
を
し
て
に
ぎ
や
か
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
別
在
で
は
'
十
七

･
卜
八
E

に
観
音
堂
の
境
内
で
盆
踊
り
を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡
観
音
堂
は
､
こ
の
命
日
以
外
に
も
集
会
場
と
し
て
よ
-
使

用
さ
れ
た
と
い
う
｡

茅
ヶ
崎
の
板

書堂(5)
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茅 大 牛 勝 山
ケ 棚 久 田 m

r新編武義風土l己犠Jにおける堂と案

rEjl
田
村 崎 村 保 村 村

村 村

地 十 薬 不 tE典 薬 地 酒 地 阿 薬 観 根 太 十
蔵 王 師 動 昔 師 師 威 光 蔵 弥 師 昔 音 子 王
室 堂 堂 笠 堂 堂 堂 堂 寺 掌 陀 重 宝 堂 重 宝

堂

東 大 新 土
方 熊 羽 田
村 村 村 村

牧 阿 阿 故 地 見 破 薬 現 地 地 弥 枝 弥 番 地 大
昔 弥 弥 音 意 沙 昔 師 昔 厳 戒 陀 昔 陀 神 威 子
宝 陀 陀 重 宝 門 重 宝 堂 笠 掌 堂 堂 重 宝 掌 尊

堂 重 宝

山
E
;

新
曲
･E
等
岩
不
長
泉
専
横
内

山
四

秒
土
宗
大
善
寺
境
内

山
田

浄
土
宗
大
老
寺
境
内

正
観
音

傍
二
十
二
神
ヲ
置
ク

山
田

長
束
寺
ノ
抱
地
ナ
リ

鎌
田
掌
卜
云

浄
土
円
芸
不

薬
師
堂
ト
モ
呼
プ

大
棚

新
盤
･Ei
言
宗
慈
眼
寺
持

茅
ヶ
崎

天
台
宗
正
覚
寺
境
内

茅
ヶ
崎

浄
土
門
芸
不
寿
福
寺
持

正
観
音

コ
ノ
地

ハ
百
姓
弥
右
衛
門
ガ
抱
ノ
地
ナ
リ

T川
田

天
台
宗
塩
谷
寺
境
内

高
田

天
台
宗
興
禅
寺
境
内

高
田

天
台
宗
興
禅
寺
境
内

文
化
十

一
年
十

一
月

本
尊
共
二

焼
失

ソ
テ
ィ
マ
ダ
再
鎚
セ
ズ

吉
田

天
台
宗
正
村
寺
境
内

三
十
年
前

二
焼
失
シ
テ
両
班
セ
ズ

吉
田

浄
土
宗
押
流
寺
境
内

吉
田

日
蓮
宗
常
田
八寺
境
内

吉
田

浄
土
宗
浄
流
寺
持

三
尊
ノ
弥
陀

吉
EB

天
台
宗
正
福
寺
持

聖
観
音

吉
田

浄
土
宗
浄
泉
寺
持

吉
田

浄
土
宗
浄
流
寺
持

吉
田

浄
土
宗
浄
流
寺
持

新
羽

古
先
日
(吉
宗
西
方
寺
境
内

十

一
面
椴
音

新
羽

新
我
琴
吉
宗
雄
花
寺
境
内

新
羽

浄
土
宗
専
念
寺
場
内

正
観
音

熊
野
社
境
内

石
ノ
六
地
蔵
ヲ
霞

東
方

浄
土
宗
龍
雲
寺
境
内

観
音

東
方

浄
土
宗
龍
雲
寺
持

原
ノ
掌
卜
呼
プ

東
方

浄
土
宗
源
等
院
持

荏
田

浄
土
宗
E
i
(心
か
)
行
寺
持

観
音

石 荏 川 佐
川 田 和 江
村 村 村 戸

村

tR釈 不 薬 太 地 放 散 地 紋 扱 釈 地 地 観 文 教 窮 地 薬 大 地 太 十 tu十
音 迦 動 師 子 鹿 音 昔 音 昔 音 迦 最 蔵 書 殊 成 師 E]成 子 王 者 王
墓 堂 貴 重 掌 堂 堂 堂 堂 宝 重 宝 空 重 重 宝 重 宝 重 宝 堂 堂 重 畳

先
方

浄
土
宗
祇
芸
等
持

川
向

哲
洞
宗
長
呂
院
境
内

聖
観
音

杉
山
社
杜
地
ノ
内

池
辺

曹
洞
宗
以
砕
院
境
内

池
辺

浄
土
宗
宗
忠
寺
門
前

ニ
ア
リ

池
辺

古
壷
宍
吉
宗
福
群
院
境
内

池
辺

古
蓑
虫
吉
宗
長
王
寺
境
内

浄
念
寺
卜
号
ス

池
辺

古
轟
責
言
宗
は
衆
院
持

原
ノ
堂
卜
呼
プ

弥
陀
ヲ
安
ス

小
机

浄
土
宗
泉
谷
寺
持

念
仏
寺
卜
号
ス

本
符
地
蔵

佐
江
戸

古
哉
知.X
l言
宗
東
漸
等
境
内

川
和

浄
土
宗
天
宗
寺
境
内

観
音

川
和

臨
済
宗
瑞
雲
寺
持

荏
田

新
義
持
芸
皇
不
観
福
寺
境
内

荏
田

新
義
t=Kl吉
宗
tq(福
寺
境
内

荏
田

新
鼓
円
空
皇
不
無
E3
寺
境
内

今

ハ
堂
ノ
ミ
迫
レ
リ

荏
田

曹
洞
宗
法
道
等
境
内

観
音

荏
田

浄
土
宗
心
行
寺
境
内

観
音

千
手
放
音

韮
験
イ
ト
ア
ラ
タ
ナ
-
ト
テ
近
郷
ノ
モ
ノ
参
詣
ス

ト
リ
ワ
キ
毎
月
十
七
日
ニ
ハ
群
塊
セ
-

石
川

新
義
円
空
一三
不
満
願
寺
境
内

石
川

新
義
真
言
宗
満
願
寺
境
内

石
川

浄
土
真
宗
西
勝
寺
境
内

石
川

本
山
派
修
験
万
歳
院
持

荏
田

浄
土
宗
心
行
寺
持

石
川

新
盤
門
等
呈
不
満
願
寺
持

荏
EE

浄
土
宗
心
行
寺
持

観
音

陳
願
堂
ト
イ
フ

6

3

8

6

4

4

2

2

･･1

1

11

1

重

宝

掌

空

重

陀

堂

豊

里

堂

董

笠

堂

門

音

義

師

弥

子

王

動

迦

百

錬

神

沙

校

地

薬

阿

太

十

不

釈

大

文

番

毘
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観
音
堂
は
寿
福
寺
の
管
理
下
に
あ
る
.
｢小
机
領
三
十
三
ヶ
所
子
年
の
観
音
霊
場
｣
の
十
九
番
札
所
で
あ
り
'

子
年
に
は
御
開
帳
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡

<
新
吉
田
の
御
霊
堂
>

新
吉
田
の

御

霊
にあ
る
御
霊
笠
は
'
む
か
し
は
観
音
堂
と
呼
ば
れ
､
現
在
よ
り
も
盲

メ
ー
ト
ル
は
ど
西
よ
り
の
丘
の
う
え
に
あ
っ
た
｡
伝
承
に
よ
る
と
､
御
霊
の
宮
田
家

(屋
号
ニ
イ
ヤ
)
の
先
祖

が
'
さ
ら
に
そ
の
先
祖
で
あ
る
鎌
倉
耗
五
郎
景
政
の
霊
を
御
霊
大
権
現
と
し
て
ま
つ
り
､
ま
た
'
景
政
の
守
本

尊
で
あ
る
観
音
菩
薩
を
安
置
し
て
'
観
音
堂
を
建
立
し
た
と
い
う
｡
御
霊
大
権
現
は
明
治
期
に
杉
山
神
社
に
合

肥
さ
れ
て
い
る
が
'
観
音
堂
は
'
御
霊
堂
と
し
て
の
こ
り
､
エ
ン
マ
サ
マ
･
ン
rn
ク
ズ
カ
ノ
バ
7
サ
ン

(脱
衣

塗
)
も
ま
つ
ら
れ
て
い
る
.
現
在
'
正
福
寺
で
管
理
さ
れ
て
い
る
｡

な
お
､
鎌
倉
権
五
郎
菜
政
は
平
安
後
期
の
'
平
良
正
の
流
れ
を
く
む
武
将
で
'
後
三
年
の
役
に
出
陣
し
､
片

目
を
射
ら
れ
た
と
い
う
.
景
政
の
霊
を
ま
つ
っ
た
と
さ
れ
る
御
霊
社
は
'
錬
倉
の
御
霊
神
社
を
は
じ
め
全
国
各

地
に
分
布
す
る
0

<
折
本
の
観
音
堂
>

観
音
様
と
呼
ば
れ
て
お
り
､
折
本
の
イ
チ
グ
-
と
ヤ
ト
グ
-
の
境
の
丘
の
う
え
に
あ
る
｡

蓮
華
を
も
っ
た
観
音
菩
薩
の
石
像
が
安
濫
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
周
閲
に
は
'
ド
マ
ン
ジ
ュ
ウ
が
､
十
数
個
つ
-

ら
れ
て
い
る
｡
ド
マ
ン
ジ
TL
ウ
は
､
直
径
五
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
も
の
で
'
土
を
膝
く
ら
い
の
甘叫
さ
に
も
り
あ

げ
て
い
る
｡
こ
の
ド
マ
ン
ジ

ュ
ウ
は
'
｢
サ
ム
ラ
イ
の
塚
｣
だ
と
い
い
､
落
武
者
を
は
う
む
っ
た
も
の
だ
と
い

う
｡
堂
に
の
は
る
参
道
の
途
中
に
も
お
な
じ
よ
う
な
小
さ
な
塚
が
あ
り
､
こ
れ
は
堂
に
た
と
り
つ
く
前
に
倒
れ

て
死
ん
だ
落
武
者
を
ほ
う
む
っ
た
も
の
と
い
ーつ
｡

観
音
さ
ま
の
祭
日
は
'
毎
月
十
日
だ
と
い
う
が
､
あ
っ
ま
っ
て
祭
り
を
す
る
こ
と
は
な
い
O
八
月

1
日
に
は

イ
チ
グ
-
の
人
た
ち
が
で
て
'
観
音
さ
ま
の
掃
除
を
す
る
｡
ま
た
､
堂
付
近
の
イ
チ
グ
-
･
ヤ
ト
グ
-
の
家
が

毎
日
掃
除
を
し
て
い
る
｡
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
は
､
正
月
に
な
る
と
'
若
い
娘
が
晴
れ
着
を
き
て
観
音
さ
ま
に

お
ま
い
り
す
る
姿
が
み
ら
れ
た
と
い
う
｡

地
蔵
堂

エ
ン
マ
サ
マ

シ
∋
ウ
ズ
カ
ノ
バ
7
サ
ン
(御
荘
堂
･
新
吉
Em
･
56
)

扱
者
菩
荘
(椴
音
量
･
折
本
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∧
古
梅
の
地
蔵
堂
>

地
蔵
は
二
体
あ
っ
て
､

l
体
は
関
東
大
震
災
で
堂
が
倒
壊
し
た
と
き
に
出
て
き
た
石
の

地
蔵
で
あ
る
o
も
う

一
休
は
木
の
地
蔵
で
､
頑
と
胴
が
別
々
に
川
か
ら
流
れ
て
き
た
の
を
見
つ
け
､
く
っ
つ
け

て
ま
つ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
伝
承
を
も
ち
'
さ
ら
に
石
の
地
蔵
に
は
'
つ
き
の
よ
う
な
伝
承
も
あ
る
｡
む
か

し
､
長
沢
家

(屋
号
ナ
ヘ
ヤ
)
の
先
祖
に
新
左
衛
門
と
い
う
人
が
い
て
'
夢
に
地
蔵
が
あ
ら
わ
れ
'
石
川
の
満

願
寺

(現

･
緑
区
あ
ざ
み
野
)
の
古
井
戸
の
な
か
に
埋
も
れ
て
苦
し
ん
で
い
る
と
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
｡
そ
こ

で
､
満
願
寺
に
い
っ
て
実
際
に
た
し
か
め
て
み
る
と
､
な
る
は
と
井
戸
の
底
か
ら
石
の
地
蔵
が
姿
を
あ
ら
わ
し

た
｡
そ
れ
を
ま
つ
っ
た
の
か
地
蔵
堂
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
0

こ
の
地
蔵
堂
は
､
篤
志
家
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
が
'
昭
和
五
十
二
年
に
世
話
人
会
が
結
成
さ
れ
た
O

世
話
人
は
六
名
で
､
任
期
は
三
年
と
な
っ
て
い
る
.
世
話
人
は
､
お
堂
の
修
理
'
卸
開
帳
の
準
備
'
堂
利
用
の

管
理
な
と
に
あ
た
っ
て
い
る
｡
日
常
の
管
理
は
堂
番
が
お
こ
な
う
｡
堂
番
は
'
現
在
三
名
お
り
､
家
順
で
､
請

地
組

･
安
藤
組

こ
石
崎
組
か
ら

一
名
ず
つ
出
る
こ
と
を
原
則
と
し
､
お
十
夜
の
後
に
交
替
す
る
｡

地
蔵
堂
で
は
､
念
仏
講

･
花
祭
り

･
お
十
夜
な
と
の
行
事
や
､
請
地
古
梅
の
町
会
の
集
ま
り
も
こ
こ
で
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
O
念
仏
講
は
､
二
月
十
六
日
の
寒
念
仏
'
春
秋
の
彼
岸
､
八
月
十
六
日
の
盆
の
念
仏
と
､
年
に

四
回
お
こ
な
わ
れ
る
｡
花
祭
り
は
'
｢
お
釈
迦
さ
ま
｣
と
も
い
い
､
桶
に
入
れ
た
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
仏
を
堂

内
に
か
さ
る
｡
甘
茶
は
堂
番
が
作
り
､
お
ま
い
り
に
き

た
人
は
ヒ
ノ
ヤ
ク
で
誕
生
仏
に
か
け
て
ゆ
く
｡
お
十
夜

は
､
十

1
月
二
十
三
日
に
お
こ
な
う
O
議
員
が
野
菜
を
地
蔵
様
に
供
え
'
南
山
田
の
大
書
寺
の
住
職
に
お
経
を

あ
げ
て
も
ら
う
｡
む
か
し
は
､
お
経
の
の
ち
に
､
若
い
衆
が
､
伊
勢
音
頭

･
カ
ッ
ポ
レ
･
新
川
節
を
歌

っ
た
り

踊
っ
た
り
し
た
O

こ
の
地
蔵
堂
は
､
｢小
机
領
二
十
E
Iか
所
酉
年
の
地
蔵
霊
場
｣
の
二
十
四
番
札
所
に
な
っ
て
い
て
､
｢打
ち
止

め
の
地
蔵
｣
と
も
い
う
O
酉
年
の
御
開
帳
に
は
'
お
ま
い
り
に
き
た
人
に
世
話
人
が
お
茶
を
出
し
へ
お
布
施
を

出
す
人
に
は

朱
印
帳
に
朱
印
を
押
し
て
い
る
｡

∧
東
山
田
の
鎌
田
堂
>

鎌
田
堂
は
東
山
田
の
道
中
坂
沿
い
の
山
裾
に
あ
る
o
r風
土
記
稿
』
に
は

｢地
蔵
堂

地
蔵
と

地蔵堂
(牛久保謂地古梅
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年
貢
地

-
畝
捗

村
ノ
東
O
中
原
新
道

ニ
ア
リ
.

コ
レ
ヲ
土
人
鎌
田
堂
卜
云
｡
二
間
二
三
間
ナ
リ
｡
盲

ハ
コ

ノ
董

二
印
子
ノ
観
音
ヲ
置
シ
ガ
.
賊
ノ
為

二
奪
レ
テ
O
後

二
石
ノ
地
蔵
ヲ
再
建
セ
-
o
長
泉
寺
ノ
抱
地
ナ
-
o

此
過
ヲ
土
人
呼
テ
城
山
｡
或

ハ
鎌
田
屋
敷
ナ
ト
云
.
｣
と
あ
る
｡
伝
承
に
よ
れ
ば
､
む
か
L
t
鑓
田
兵
衛
正
桁

と
い
う
武
士
が
い
て
'
没
後
､
村
人
が
そ
の
徳
を
し
た
っ
て
堂
を
建
立
L
t
霊
を
と
む
ら

っ
た
と
い
う
｡

こ
の
地
蔵
堂
は
'
現
在
は
鎌
田
堂
と
称
さ
れ
'
観
覇
苛
の
管
理
と
な

っ
て
い
て
'
釜
の
な
か
に
は
二
体
の
石

の
地
蔵
が
安
置
さ
れ
て
い
る
.
霊
験
あ
ら
た
か
な
地
蔵
さ
ま
だ
と
い
い
､
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
､
自
分
の

悪
い
と
こ
ろ
を
さ
す

っ
て
か
ら
､
そ
の
地
蔵
の
同
じ
個
所
を
さ
す
る
と
な
お
る
と
い
う
醐
掛
け
が
お
IJ
t･,6わ
れ

て
い
た
｡
｢小
机
領
二
十
四
か
所
酉
年
の
地
蔵
霊
場
｣
の
二
十

1
番
札
所
と
な
っ
て
い
る
.

∧
大
熊
の
地
蔵
堂
>

現
在
'
地
蔵
堂
は
､
杉
山
神
社
の
東
の
方
の
辻
に
あ
る
｡
塁
の
な
か
に
は
六
地
蔵
と
､

は
か
に
四
体
の
地
蔵
が
安
置
さ
れ
て
あ
る
｡
六
地
蔵
は
､
六
体
の
石
の
地
蔵
像
で
､
な
か
に
は

｢月
並

百
万

遍
｣
と
刻
ま
れ
た
も
の
や
'
｢明
和
三
丙
成
天

七
月
吉
日
｣
の
緒
が
あ
る
も
の
が
あ
る
｡
は
か
の
四
体
の
地

蔵
の
な
か
に
は

｢寒
念
仏
供
蕃
｣
｢享
保
十
四
年
｣
と
緒
が
あ

る
も
の
も
あ
る
｡
地
裁
蛍
は
'
昭
和
五
十
七
年

に
位
置
を
若
干
移
動
さ
せ
､
豊
を
新
築
し
た
｡
そ
の
際
に
記
念
碑
を
立
て
た
が
､
そ
れ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
｡

記

念

畔

大

熊
町
民
の
信
仰
を
集
め
て
い
73
当
大
熊
地
蔵
尊
は
'
石
仏
給
体
か
ら
な
り
､
そ
れ
ぞ
れ
に
天
和
､
享
保
､

明
和
等
の
年
号
が
刻
ま
れ
て
お
り
'
建
立
年
号
不
明
の
も
の
も
あ
る
.
明
治
四
十
二
年
に
数
ヶ
所
に
あ
っ
た

地
蔵
尊
を
集
め
て
新
築
の
御
堂
に
安
置
し
､
垣
年
九
月

l
日
を
縁
日
と
し
て
き
た
o
安
産

･
子
育
て
･
イ
ポ

取
り
地
蔵
と
し
て
霊
験
あ
ら
た
か
で
あ
る
｡
昭
和
三
十
六
年
よ
り
八
月
二
十
四
日
を
縁
日
と
定
め
､
そ
の
日

は
町
内
の
当
番
の
人
々
に
よ
っ
て
湯
茶
の
接
待
が
あ
り
'
参
詣
の
人
々
に
は
御
札
と
御
供
物
が
配
布
さ
れ
'

町
内
の
人
々
を
は
じ
め
他
所
か
ら
の
参
詣
の
人
々
も
多
い
｡

今
般
､
信
者
､
中
山
孝
治
氏
は
'
当
地
蔵
尊
が
退
路
の
中
心
に
存
L
へ
紋
日
の
と
き
の
交
通
部
故
な
ど
を
韮

鎌
田
堂

(東
山
朗

･
E3
)
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慮
さ
れ
'
中
山
氏
所
有
の
当
地
三
十
八
平
方
米
を
地
蔵
尊
に
寄
付
せ
ら
れ
た
o
そ
の
善
行
に
報
い
る
へ
く
､

地
蔵
尊
訪
中
は
地
蔵
尊
の
移
動
､
堂
芋
の
新
築
を
計
画
し
､
町
内
の
人
々
に
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
へ
三
百
E
l

十
九
名
の
人
々
よ
り
浄
財
が
寄
せ
ら
れ
'
そ
れ
を
も
っ
て
昭
和
五
十
七
年

(
1
九
八
二
年
)
七
月
'
地
蔵
尊

の
移
動
及
び
堂
芋
の
新
築
が
完
成
し
た
｡

こ
の
事
を
永
-
記
念
す
る
た
め
'
こ
の
碑
を
建
立
す
る
も
の
で
あ
る
o

昭
和
五
十
七
年
八
月
二
十
四
日

大
熊
地
蔵
尊
講
中

(句
読
点
は
引
用
者
)

地
蔵
堂
の
行
事
で
あ
る
地
蔵
講
は
'
記
念
碑
に
も
あ
る
よ
う
に
八
月
二
十
四
日
に
お
こ
な
わ
れ
る

(第
三
節

講
の
項
参
照
)o

薬
師
堂

∧
勝
田
の
薬
師
堂
>

む
か
し
は
薬
師
堂
が
あ
っ
た
｡
伝
承
に
よ
る
と
'
薬
師
堂
は
現
在
の
平
野
家

(屋
号
ハ

ン
ヘ
イ
)
の
裏
山
の
ふ
も
と
に
あ
っ
た
か
､
あ
る
と
き
'
台
風
の
た
め
に
山
が
-
ず
れ
て
堂
が
う
ま
っ
て
し
ま
っ

た
O
本
尊

の
薬
師
さ
ま
だ
け
が
傍
ら
に
投
げ
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
れ
を
村
人
が
み
つ
け
､
最
乗
寺
に
お
さ

め
よ
う
と
た
き
か
か
え
て
行
-
途
中
､
清
光
寺
の
下
ま
で
き
た
時
に
､
急
に
重
-
な
っ
て
逆
へ
な
く
な
っ
た
o

村
人
は
'
薬
師
さ
ま
が
こ
こ
に
お
さ
ま
り
た
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
､
消
光
寺
に
お
さ
め
た
と
い
う
0
清
光
寺
は
､

最
乗
寺
の
末
寺
で
t
r風
土
記
稿
｣
に
は

｢薬
師
堂
ト
モ
呼
プ
｡
此
堂
元
村
ノ
東
ノ
方

こ
ア
-
ソ
ヲ
｡
イ
ツ
ノ

頃

ニ
カ
コ
～
ニ
移
セ
リ
｡
本
尊
薬
師
ヲ
安
置
ス
.
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
0
清
光
寺
は
関
東
大
震
災
で
つ
ぶ
れ
て

廃
寺
と
な
り
'
そ
の
跡
地
に
ク
ラ
フ
が
建
設
さ
れ
､

本
等
の
薬
師
は
そ
こ
に
お
さ
め
ら
れ
た
｡

こ
の
薬
師
さ
ま
は
目
の
病
に
御
利
益
が
あ
る
と
い
う
O
七
月
八
日
が
縁
日
で
'
最
乗
寺
の
住
職
が
お
経
を
あ

げ
た
o
以
前
は
青
年
団
が
中
心
に
な
っ
て
ク
ソ
を
し
た
0
線
目
の
前
に
青
年
団
が
ク
シ
の
景
品

(
タ
ワ
ノ
･
石

け
ん
な
ど
)
を
あ
つ
め
て
歩
き
､
そ
の
後
'
薬
師
さ
ま
の
飾
り
付
け
を
し
た
｡
勝
田
の
人
た
け
で
な
く
'
近
在

地
蔵
堂

(大
熊

･
5
)
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か
ら
も
多
-
の
参
詣
者
が
あ
っ
た
｡
参
詣
者
は
ク
ジ
の
景
品
を
も
ら
っ
た
｡
ク
ジ
は
'
昭
和
四
十
年
ご
ろ
ま
で

お
こ
な
っ
て
い
た
.
縁
日
は
今
日
も
続
け
ら
れ
'
婦
人
部
が
主
催
し
て
い
る
｡
縁
日
に
は
､
ク
ラ
ブ
の
両
脇
に

臓
が
立
て
ら
れ
'
薬
師
さ
ま
に
は
百
味

(野
菜
)
を
供
え
る
o

こ
の
薬
師
さ
ま
は

｢都
筑

･
橘
樹
十
二
薬
師
｣
の
四
番
札
所
に
な
っ
て
い
て
､
寅
年
に
は
御
開
帳
が
お
こ
な

わ
れ
る
0
御
開
帳
の
準
備
は
､
以
前
は
清
光
寺
が
お
こ
な
っ
て
い
た
が
'
廃
寺
と
な
っ
て
か
ら
は
青
年
田
'
さ

ら
に
は
昭
和
三
十
年
ご
ろ
か
ら
は
婦
人
部
の
人
た
ち
が
お
こ
な
っ
て
い
る
｡

<
新
羽

･
迎
撃
寺
の
薬
師
堂
>

迎
撃
寺
の
境
内
に
薬
師
堂
が
あ
る
.
こ
の
薬
師
堂
は
､
む
か
し
､
大
場
に
あ
っ

た
と
い
い
'
現
在
の
地
へ
ひ
き
う
つ
し
て
き
た
と
い
う
｡
そ
れ
ゆ
え
に
'
大
能
"と
新
羽
の
境
に

｢引
地
｣
と
い

う
地
名
が
の
こ
っ
て
お
り
､
そ
の
近
-
の
坂
は

｢引
地
坂
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
O
臼
の
病
に
御
利
益
が
あ
る
と

し
て
'
近
在
か
ら
の
参
詣
者
が
多
く
へ
病
気
が
な
お
る
と
絵
馬
を
奉
納
す
る
｡
縁
日
は
毎
年
七
月
八
日
で
､
夕

方
､
薬
師
さ
ま
に
お
ま
い
り
す
る
｡
か
つ
て
は
参
道
に
夜
店
が
立
ち
な
ら
ぴ
'
に
ぎ
や
か
で
あ
っ
た
と
い
う
｡

･J
の
巡
師
さ
ま
は

｢都
筑

･
旅
樹
十
二
薬
師
｣
の

1
番
札
所
で
､
寅
年
に
は
御
開
帳
が
お
こ
な
わ
れ
る
.

<
中
川

･
慈
眼
寺
の
薬
師
堂
>

慈
眼
寺
の
近
-
の
吉
野
家

(屋
号
ヒ
ガ
シ
)
の
敷
地
内
に
薬
師
堂
跡
が
あ
る
｡

r風
土
記
稿
J
に
は
慈
眼
寺
の
開
山
浄
梅
が
'
元
亀
元
年

(
1
五
七

1
)
に
建
立
し
た
と
あ
る
｡
堂
は
昭
和
十

年
ご
ろ
に
い
た
み
が
ひ
ど
く
な
り
t
や
む
を
え
ず
本
尊
の
薬
師
さ
ま
を
慈
眼
寺
に
う
つ
し
た
と
い
う
｡
｢都
筑

･

橘
樹
十
二
薬
師
｣
の
九
番
札
所
で
､
寅
年
に
は
慈
眼
寺
に
て
御
開
帳
が
お
こ
な
わ
れ
る
0

不
動
堂

<
荏
田

･
柚
木
の
不
動
葺
>

柚
木
谷
戸
の
室
戸
輿
の
西
側
の
1
角
に
二
十
～
三
十
人
ほ
と
坐
れ
る
お
堂
が
あ

り
不
動
尊
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
｡
こ
の
不
動
尊
は
､
fz
木
家

(屋
号
カ
-
ノ
ナ
カ
)
の
先
祖
が
延
戸
に
薪
を
売

り
に
い
っ
た
が
､
売

っ
た
相
手
が
つ
ぶ
れ
て
し
ま
い
､
お
金
の
か
わ
り
に
不
動
尊
を
も
ら
っ
て
き
て
､
そ
れ
を

ま
つ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
｡
不
動
堂
の
特
別
の
祭
り
は
な
い
が
'
七
月
十
五
日
と
九
月

一
日
の
風
祭
り
の
と
き

に
､
谷
戸
の
人
が
あ
つ
ま
り
拍
子
木
を
た
た
き
な
が
ら
祝
詞
を
あ
げ
る
O
ま
た
大
山
純

･
榛
名
誹
の
人
び
と
が
､

蘇
ら

し
く
ま

つ
り
な
お
さ

れた書
木
家
の
不
動
堂
(

荏
田

･
郎
)
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五
月
五
日
こ
ろ
御
神
酒
を
あ
げ
た
｡
以
前
は
'
不
動
堂
で
雨
乞
い
も
お
こ
な
わ
れ
た
o
現
在
は
'
ニ

ュ
ー
タ
ウ

ン
建
設
計
画
に
よ
り
'
こ
の
不
動
尊
は
青
木
家
の
屋
敷
の
一
角
に
ま
つ
り
な
お
さ
れ
て
い
る
｡

∧
中
川
の
不
動
堂
>

老
馬
講
中
の
オ
タ
キ
サ
マ

(滝
)
の
と
こ
ろ
に
石
の
不
動
苛

(明
和
五
年
)
が
ま
つ
ら

れ
て
い
て
'
そ
の
近
-
に
不
動
堂
が
あ
る
｡
堂
に
は
木
彫
の
不
動
尊
が
安
置
さ
れ
て
い
る
｡
堂
は
明
治
の
中
こ

ろ
'
大
久
保
家

(屋
号
ム
カ
イ
)
が
建
て
た
も
の
で
あ
る
｡
木
彫
の
不
動
尊
は
'
江
戸
時
代
末
､
越
後
高
田
の

人
が
大
棚
村
に
や
っ
て
き
て
大
久
保
家
の
養
子
と
な
り
､
も
っ
て
き
た
不
動
尊
を
寺
に
あ
ず
け
た
｡
そ
の
後
'

そ
の
不
動
尊
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
の
で
､
ふ
た
た
ひ
越
後
か
ら
も
っ
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
O

現
在
､
不
動
堂
で
は
､
梅
月
二
十
八
日
に
念
仏
講
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
0
ま
た
'
オ
タ
キ
サ
マ
は
､
つ
ね

に
水
が
枯
れ
な
い
と
い
い
'
日
照
り
の
と
き
は
そ
こ
で
雨
乞
い
を
す
る
0

∧
南
山
田
の
不
動
堂
>

堂
は
不
動
谷
戸
に
あ
っ
て
'
本
尊
の
不
動
尊
は
斎
藤
家

(屋
号
ト
ナ
リ
)
の
先
祖
が

川
崎
の
小
田
中
の
寺
か
ら
も
と
め
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
オ
フ
ト
ウ
サ
マ
と
呼
ば
れ
'
｢
お
不
動
様
の

お
か
け
で
病
気
に
な
る
こ
と
は
な
い
｣
と
い
わ
れ
る
は
と
厚
く
信
仰
さ
れ
て
き
た
｡
祭
り
は
'
三
月
二
十
八
日
､

四
月
二
十
八
日
､
十

l
月
二
十
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
徳
生
不
動
谷
戸
講
中
は
､
徳
生
谷
戸
と
不
動
谷
戸
に

分
か
れ
て
お
り
､
そ
れ
ぞ
れ
に
当
番
が
い
て
順
に
ま
わ
る
｡
は
か
に
牛
久
保
と
東
山
田
に
世
話
人
が
い
る
｡
祭

り
の
二
､
三
R
こ
剛
に
'
徳
生

･
不
動
谷
戸
の
当
番
は
講
中
を
ま
わ
り
'
精
米
を

l
升
ず
つ
あ
つ
め
る
O
牛
久
保

な
と
の
信
者
か
ら
は
お
金
を
あ
つ
め
る
0
祭
り
の
前
日
に
は
不
動
谷
戸
の
当
番
が
餅
を
つ
き
､
徳
生
谷
戸
の
当

番
が
そ
れ
を
手
伝
う
0
む
か
し
は
､
当
番
の
家
は
赤
飯
や
煮
し
め
な
と
の
食
物
を
準
備
し
た
｡

三
月
二
十
八
日
の
祭
り
は
､
不
動
さ
ま
に
御
神
酒
と
オ
ス
ワ
-

(重
餅
)
を
供
え
'
ナ
ゲ
モ
チ
を
お
こ
な
う
｡

ナ
ケ
モ
チ
は
当
番
か
ら
二
人
ず
つ
で
て
四
人
で
餅
を
投
げ
る
｡
そ
の
の
ち
'
大
善
苛
の
住
職
に
お
経
を
あ
げ
て

も
ら
う
｡
十

一
月
二
十
八
日
に
は
､
不
動
さ
ま
に
御
神
酒
を
あ
け
､
大
書
寺
の
住
職
に
フ
セ
半
の
お
札
を
作
っ

て
も
ら
う
0
大
善
寺
が
関
与
し
て
い
る
の
は
､
む
か
L
t
不
動
尊
を
あ
ず
け
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
｡

祭
り
の
と
き
は
､
ほ
か
の
訪
中
か
ら
ハ
ナ

(奉
納
金
)
が
か
か
る
こ
と
が
あ
っ
た
o

滝
不
動
書

(中
川
老
馬

･5
)



525 邦 2節 々 と 退̀

<
東
山
田
の
不
動
堂
>

一
一
五
六
番
地
に
あ
る
不
動
堂
は
'
む
か
し
は
城
山
の
南
の
角
､
現
在
よ
り
も
十
五

メ
ー
ト
ル
は
ど
高
い
と
こ
ろ
に
建

っ
て
い
た
が
､
崖
崩
れ
に
よ
っ
て
転
落
倒
壊
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
.
堂

内
の
不
動
尊
の
由
来
は
､
ほ
と
ん
ど
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
が
'
八
王
子
の
方
か
ら
担
い
で
も

っ
て
き
た
と
も
い

わ
れ
る
.
堂
の
検
札
に
は

｢奉
上
棟
鎮
守
堂
壱
宇

文
久
四
甲
子
年
三
月
大
書
日

新
規
社
殿
｣
(
1
<
六
四
)

と
記
さ
れ
て
あ
る
｡
ま
た
､
鰐
口
と
焼
番
台
に
は
文
久
三
年
の
緒
が
あ
る
｡
堂
内
に
は
､
高
さ
四

十

五
セ
ン
チ

は
ど
の
宝
珠
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
宝
珠
は
'
堂
の
屋
根
に
つ
い
て
い
た
も
の
で
'
昭
和
二
十
三
､
四

年
ご
ろ
屋
根
を
ト
タ
ン
ぷ
さ
に
す
る
と
き
に
お
ろ
し
て
堂
内
に
お
き
め
た
と
い
う
｡
銘
は

｢天
保
二
幸
卯
年
六

月

志
村
又
右

ヱ
門
尉
源
貞
春

･
武
別
蟻
川

金
工

加
藤
勘
兵
ヱ
尉
藤
原
色
数
｣
と
あ
る
｡

三

巡
り
の
信
仰

観
音
巡
礼
と
し
て
は
西
国

･
坂
東

･
秩
父
巡
礼
が
有
名
で
あ
り
'
そ
の
歴
史
も
古
く
､
西
533巡
礼
は
平
安
時

代
､
坂
東
は
鎌
倉
時
代
前
期
､
秩
父
も
室
町
時
代
に
は
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
西
国

･
坂
東
の
札
所
は
そ

れ
ぞ
れ
三
十
三
か
所
で
'
秩
父
は
三
十
四
か
所
の
札
所
が
あ
り
､
江
戸
時
代
に
な
る
と
､
こ
れ
ら
の
札
所
を
あ

わ
せ
て
百
観
音
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
.

当
地
で
も
こ
う
し
た
百
観
音
巡
礼
が
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
'
茅
ヶ
崎
の
岸
家

(屋
号
ダ
イ
ノ
ア
プ
ラ
ヤ
)

の
屋
敷
内
に
あ
る
観
音
像
に
は

｢奉
供
養

西
国

坂
東

秩
父

請
願
成
就

寛
保
二
王
成
天

九
月
四
日

茅
ヶ
崎
村

輿
兵
術
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
.
ま
た

､
大熊
の
森
田
家

(追
号

ハ
ラ
)
で
も
同
様
の
観
音
像
が
ま

つ
ら
れ
て
お
り
､
そ
の
伝
承
も
聞
-
こ
と
が
で
き
る

(第
四
節

屋
敷
神
の
項
参
照
)｡
南
山
凹
の
大
善
苛
門

前
に
は
､
｢奉
納

西
国

四
囲

秩
父

坂
東

巡
槻
供
養
塔
｣
(寛
政
十
二
年
)
と
記
さ
れ
た
供
養
塔
が
あ

り
'
百
観
音
と
あ
わ
せ
て
四
国
遍
路
も
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
O

さ
て
､
江
戸
時
代
以
降
'
こ
う
し
た
観
音
巡
礼
が
盛
ん
に
な

っ
て
ゆ
-
と
､
各
地
で
こ
れ
ら
の
-
二
チ
ュ
ア

不
動
堂

(桶
山
皿

･
5
)

版
の
巡
礼
が
作
ら
れ
て
く
る
｡
ま
た
江
戸
時
代
に
は
'
観
音
巡
礼
だ
け
で
は
な
く
'
そ
れ
に
供
し
て
地
蔵
巡
礼

･

L
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阿
弥
陀
巡
礼

･
薬
師
巡
礼
な
と
も
成
立
し
て
く
る
｡
こ
の
よ
う
な
巡
礼
信
仰
の
流
れ
の
な
か
で
'
地
方
霊
場
と

し
て
成
立
し
た
の
が

｢小
机
領
1二
十
三
か
所
子
年
の
観
音
霊
場
｣
や

｢小
机
餓
二
卜
四
か
所
四
坪
の
地
故
謡
場
｣

｢武
相
二
十
五
薬
師
｣
｢武
南
十
二
典
師
｣
｢都
筑

･
橘
樹
十
二
薬
師
｣
な
ど
で
あ
る
O
さ
ら
に
､
比
較
的
近
年

に
な
っ
て
開
創
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は

｢横
浜
七
福
神
｣
｢武
相
不
動
尊
二
十
八
札
所
｣
な
と
が
あ
る
O

ま
た
､
富
士
信
仰
が
盛
ん
に
な
っ
て
-
る
と
､
近
郷
の

七
つ
の
富
士
塚
を
拝
ん
で
ま
わ
る

｢七
富
士
参
り
｣

が
富
士
講
の
人
々
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(第
三
節

講
の
項
参
照
)o

こ
れ
ら
は
'
人
が
順
に
霊
域
の
本
鞄
や
塚
を
拝
ん
で
め
ぐ
る
信
仰
で
あ
る
が
へ
逆
に
苛
の
本
邸
が

1
定
の
地

域
を
ま
わ
る
巡
行
仏
の
信
仰
も
あ
っ
た
｡
｢下
田
の
ま
わ
り
地
蔵
｣
と
い
い
､
港
北
区
下
肘
町
の
iE【福
寺
の
地

蔵
尊
が
巡
行
し
た
｡

小
机
領
三
十
三
か
所
子
年
の
観
音
霊
場

1
艇
に
は

｢子
年
の
観
音
｣
と
い
わ
れ
て
お
り
､
十
二
年
ご
と
の
子
の
年
に
御
開
帳
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
御

開
帳
は
､
春
の
四
月
に

1
か
月
間
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
｡
各
芸
域
で
は
そ
の
期
間
は
'
本
鞘
の
手
か
ら

エ
ソ
ノ
ツ
ナ

(緑
の
綱
)
と
呼
ば
れ
る
五
色
の
布
が
ひ
か
れ
'
こ
れ
に
触
る
と
よ
い
こ
と
が
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
｡

小

机

領
三
十
三
か
所
子
年
の
観
音
霊
場
が
い
つ
ご
ろ
成
立
し
た
か
は
､
F.風
土
記
稿
し
の
本
郷
村

(現

･
緑

区
乗
本
郷
町
)
の
法
昌
寺
の
条
に
よ
る
と
'
｢住
僧
朝
庵
ノ
ト
キ
｡
小
机
札
所
ヲ
サ
グ
メ
シ
ニ
O
コ
ノ
観
苫
ヲ

以
テ
第
三
十
三
番
ト
セ
ン
ト
ナ
-
o
｣
と
あ
る
｡
ま
た
､
法
昌
寺
境
内
に
あ
る
宝
暦
七
年

(
I
七
五
ヒ
)
旭
丘

の

｢
第
三
十
三
番
表
｣
の
石
碑
に
よ
れ
ば
法
昌
等
の
住
僧
宗
逆
が
､
龍
野
愛
勝
の
願
意
を
う
け
い
れ
､
僧
朝
俺

と
泉
谷
専
任
職
転
苦
の
助
力
を
え
て
'
享
保
年
中
に
近
郷
の
観
音
霊
場
を
え
ら
び
､
宝
暦
六
年
に
開
帳
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
七
番
本
覚
寺
と
八
番
宗
興
寺
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ
享
保
九
年

(
l
七
二
四
)
の

札
所
標
石
が
あ
り
､

1
二
番
札
所
の
歓
成
院
人
口
に
は
､
享
保
十

1
年

(
1
七
二
六
)
の
年
号
の
あ
る

｢小
机

Lニ
拾
三
虞
十
二
番
目
｣
と
彫
ら
れ
た
標
柱
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
､
享
保
年
中
に
は
少
な
く

｢第
三
十
三
番
嘉
｣
の
石
碑
(法
呂
寺
地
内
･
東
本
舞
･
E3
)
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と
も
こ
の
観
音
霊
場
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
｡

札
所
は
現
在
の
行
政
区
分
か
ら
そ
の
分
布
を
み
る
と
'
緑
区
が
も
っ
と
も
多
-
'
十
二
か
苛
あ
り
'

つ
い
で

港
北
区
の
八
か
寺
と
な
る
｡
そ
の
ほ
か
､
神
奈
川
区
に
五
か
寺
､
保
土
ヶ
谷
区
に
四
か
7]7
'
他
見
区
に
二
か
寺

と
､
東
京
都
町
田
市
小
川

･
川
崎
市
麻
生
区
王
禅
寺
に

1
か
寺
ず
つ
あ
る
｡
港
北
区

･
緑
区
の
う
ち
当
地
域
に

関
係
す
る
霊
場
は
八
か
寺
で
あ
る
O
第

二
二
番
新
吉
田
町
円
応
寺
､

一
四
番
新
吉
EEZ町
正
栢
苛
､

T
五
番
新
羽

町
西
方
寺
､

〓
ハ
番
新
羽
町
専
念
寺
､

一
七
番
東
方
町
龍
雲
寺
'

一
八
番
池
辺
町
観
音
苛
､

一
九
番
茅
ヶ
崎
町

寿
福
寺

(茅
ヶ
崎
観
音
堂
)､
二
〇
番
荏
田
町
貞
福
寺
が
そ
う
で
あ
る
｡

戦
前
は
､
御
開
帳
に
な
る
と
'

三
十
三
か
所
を
二
泊
三
日
を
か
け
て
歩
い
て
め
-
っ
た
が
'
近
作
で
は
パ
ス

に
よ
る
巡
拝
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
o
札
所
の
寺
や
堂
で
は
､
御
開
帳
に
な
る
と
｡S
茶
の
接
待
や
､
飾
り
付
け

な
ど
を
し
て
に
ぎ
や
か
で
あ
っ
た
｡

各
札
所
の
本
尊
と
御
詠
歌
は
つ
き
の
と
お
り
で
あ
る
｡

小
机
領
三
十
三
か
所
子
年
の
観
音
霊
場

小
机
領
三
十
三
か
所
子
年
の
観
音
宜
場

1
番

泉
谷
等

ふ
だ
ら
く
や

二
番

三
会
寺

む
か
し
た
の

三
番

最
勝
寺

あ
ま
く
だ
る

四
番

尊
称
寺

な
は
す
げ
た

五
番

正
敏
等

め
ぐ
り
き
て

浄
土
宗

里
観
2
1音

港
北
区
小
机
町

ひ
ゃ
く
は
ち
こ
う
の

つ
み
と
が
を

い
づ
み
が
た
に
で

あ
ら
ひ
さ
よ
め
て

高
野
山
真
言
宗

十

1
面
観
世
音

港
北
区
民
-;
町

は
な
と
り
や
ま
の

-
わ
ん
ぜ
お
ん

い
ま
も
(り
)
し
ょ
う
は

た
え
ず
あ
り
け
り

高
野
山
田
芸
呈
叩

聖
観
世
音

神
奈
川
区
菅
Ej
町

ち
か
ひ
を
さ
け
ば

く
ま
の
ど
う

い
と
も
す
ぐ
れ
し

み
の
り
な
り
け
り

秒
土
宗

如
芯
輪
観
j:3
音

神
奈
川
区
菅
田
町

寺
は
ま
つ
か
ぜ

こ
け
ふ
り
て

に
は
の
-
さ
き
も

の
り
に
い
ろ
ま
す

曹
洞
宗

聖
観
世
音

保
土
ヶ
谷
区
乗
川
島
町

こ
こ
の
は
う
み
を

正
観
寺

う
ち
お
く
ふ
だ
も

の
ち
の
よ
の
た
め
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六
番

随
流
院

か
わ
し
ま
へ

七番

本
覚
寺

は
ん
が
く
の

八
番

宗
興
寺

も
と
よ
り
も

九
番

慶
避
寺

た
だ
た
の
め

10
番

東
福
寺

た
ら
ち
ね
の

一
一
番

松
蔭
寺

む
か
し
よ
り

一
二
番

歓
成
院

ふ
と
を
に
て

一
三
番

円
応
寺

ね
が

ひ
よ
し

一
四
番

正
福
寺

も
の
の
ふ
の

一
五
番

西
方
寺

ふ
だ
ら
く
に

一
六
番

専
念
寺

た
づ
ね
く
る

曹
洞
宗

聖
観
世
音

保
土
ヶ
谷
区
川
島
町

わ
た
す
大

ひ
の

の
り
の
ふ
ね

か
の
ず
い
り
ゅ
う
の

き
し
の
て
ら
ま
で

曹
洞
宗

聖
観
世
音

神
奈
川
区
高
島
台

よ
よ
の
と
も
し
ぴ

か
き
た
て
て

ふ
な
じ
も
あ
り
(か
)
き

そ
で
の
う
ら
か
な

曹
洞
宗

聖
観
世
音

神
奈
川
区
幸
ヶ
谷

ち
か
い
あ
を
さ
と

き
く
か
ら
に

ふ
だ
を
う

つ
み
の

た
の
も
し
き
か
な

浄
土
宗

聖
観
世
音

(も
と
浦
島
寺
)

神
奈
川
区
神
奈
川
本
町

ね
が
ひ
も
つ
い
に

か
な
が
わ
の

う
ら
し
ま
か
け
て

ふ
か
さ
め
-
み
を

妥
吉
宗
智
山
派

如
意
輪
観
世
音

鶴
見
区
鶴
見

ね
が
い
も
み
つ
る

こ
い
け
ざ
ん

だ
い
ひ
の
ち
か
ひ

た
の
も
し
き
か
な

臨
済
宗
建
長
寺
派

十

1
面
観
世
音

(
も
と
慈
眼
堂
)

鶴
見
区
東
寺
尾

た
て
お
-
寺
は

老
眼
重

な
も
よ
し
た
か
の

あ
と
そ
ひ
さ

し
き

高
野
山
雲
吉
宗

十

一
面
観
世
音

港
北
区
太
尾
町

つ
よ
き
だ
い
じ
の

み
ょ
う
ち
り
き

い
か
な
る
を
も
き

つ
み
ち
す
-
わ
ん

高
野
山
真
言
宗

千
手
観
世
音

港
北
区
新
吉
田
町

た
も
と
も
の
り
の

す
み
ぞ
め
の

み
に
は
大
ひ
の

か
げ
や
う

つ
ら

ん

天
台
宗

十

1
面
観
世
音

港
北
区
新
吉
田
町

ね
が
ひ
も
み
つ
る

御
り
ょ
う
ど
う

あ
た
も
し
り
そ
-

ち
か
ひ
な
る
ら
ん

神
変
真
言
宗

十

1
面
観
世
音

港
北
区
新
羽
町

ま
た
ご
く
ら
く
の

さ
い
は
う
じ

み
だ
か
ん
の
ん
の

ち
ょ
う
と
な
り
け
り

浄
土
宗

聖
観
世
音

港
北
区
新
羽
町

て
ら
は
南
の

せ
ん
ね
ん
じ

大
じ
大
ひ
の

ち
か
ひ
し
る
へ
に

小
机
三
十
三
か
所
札
所
疎
石
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一
七
番

龍
雲
寺

や
ま
あ
ひ
や

一八番
観
音
寺

あ
り
が
た
や

一
九
番

寿
福
寺

む
か
し
よ
り

二
〇
番

兵
福
寺

え
だ
の
は
ら

二

一
番

薬
王
寺

あ
り
が
た
や

二
二
番

王
禅
寺

ほ
し
や
ど
る

二
三
番

徳
思
寺

わ
し
の
や
ま

二
四
番

福
寿
院

こ
こ
に
き
て

二
五
番

世
等
院

は
っ
さ
く
や

二
六
番

観
誰
寺

ふ
だ
ら
く
や

二
七
番

長
原
寺

く
わ
ん
の
ん
の

浄
土
宗

聖
観
世
音

線
区
東
方
町

松
に
音
か
る

り
う
う
ん
じ

お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ぬ

み
の
り
な
り
け
り

高
野
山
真
言
宗

聖
観
世
音

緑
区
池
辺
町

南
に
む
か
ふ

か
ん
の
ん
じ

な
は
も
く
ど
く
は

ふ
か
き
い
け
の
へ

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

聖
観
世
音

港
北
区
茅
ヶ
崎
町

た
へ
ぬ
大
ひ
の

み
の
り
に
て

け
ふ
ち
が
さ
き
の

の
さ
ば
か
そ
ふ
る

真
言
宗
豊
山
派

千
手
観
世
音

線
区
荏
田
町

ね
か
れ
し
く
さ
も

も
え
い
で
ん

せ
ん
じ
ゅ
の
ち
か
ひ

い
ま
に
た
え
ね
ば

真
言
宗
豊
山
派

聖
観
世
音

緑
区
大
場
町

い
の
ろ
し
る
し
の

つ
も
り
き
て

は
と
け
の
ゑ
ん
に

お
は
ば
な
る
ら
ん

真
言
宗
豊
山
派

聖
観
世
音

川
崎
市
麻
生
区
王
禅
寺

て
ら
は
し
ん
に
ょ
の

く
も
り
な
く

ふ
だ
ら
く
や
ま
の

じ
ょ
う
と
な
る
ら
ん

高
野
山
真
言
宗

聖
観
世
音

(も
と
万
年
等
)

緑
区
恩
田
町

た
へ
ぬ
み
の
り
は

ま
ん
ね
ん
じ

は
と
け
の
ご
お
ん

た
の
も
し
き
か
な

高
野
山
真
言
宗

十

一
面
観
世
音

東
京
都
町
田
市

つ
-
し
野

せ
み
の
小
川
は

あ
ら
ね
ど
も

た
へ
ぬ
な
か
れ
の

み
の
り
な
り
け
り

真
言
宗
豊
山
派

聖
観
世
青

緑
区
北
八
朔
町

も
な
か
の
月
に

あ
ら
ね
ど
も

大
ひ
の
ひ
か
り

あ
き
ら
け
き
ゃ
ま

高
野
山
真
言
宗

聖
観
世
音

緑
区
小
山
町

一
七
番

税
辛
寺

み
の
り
の
そ
ら
も

く
も
り
な
く

ふ
じ
を
な
が
む
る

高
野
山
iCt言
宗

十

1
面
観
世
音

旭
区
上
川
井
町

ち
か
ひ
も
ふ
か
き

川
井
に
て

か
け
ひ
の
お
と
･0

小
山
で
ら
に
て

た
へ
ぬ
み
た
ら
し
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二
八
番

三
価

寺

み
ほ
と
け
の

二
九
番

慈
眼
寺

ま
よ
ひ
し
も

三
〇
番

長
泉
寺

め
く
り
き
て

三

一
番

宝
塔
院

み
ね
た
か
き

三
二
番

東
観
寺

に
し
み
な
み

三
三
番

法
呂
寺

は
ん
こ
う
へ

浄
土
宗

聖
観
世
音

旭
区
本
村
町

都
筑

橘
樹十
二

薬師
L
等
蓮
華
寺

二
番
神
醸
堂

(6
)

み
の
り
を
と
く
や

高
野
山
真
言
宗

み
山
お
ろ
し
に

高
野
山
真
言
宗

こ
こ
こ
そ
よ
も
の

高
野
山
真
言
宗

な
は
さ
る
山
の

高
野
山
真
言
宗

つ
る
が
み
ね

ひ
と
こ
え
と
て
も

よ
も
に
あ
ま
ね
し

十

一
面
観
世
音

緑
区
寺
山
町

ゆ
め
さ
め
て

し
ん
に
ょ
の
月
の

じ
げ
ん
す
る
か
な

聖
観
世
音

緑
区
中
山
町

中
山
や

大
ひ
の
月
の

か
け
も
さ
や
け
き

聖
観
世
青

緑
区
白
山
町

観
世
音

て
ら
す
ち
か
ひ
は

の
り
の
つ
き
か
け

聖
観
世
音

緑
区
乗
本
郷
町

め
く
り
き
た
り
て

と
を
か
ん
じ

あ
ま
ね
き
か
と
の

し
な
ほ
か
は
ら
じ

曹
洞
宗

十

l
面
観
世
音

緑
区
東
本
郷
町

め
く
り
て
き
た
る

お
い
ず
る
を

ぬ
き
て
お
さ
む
る

の
り
の
み
て
ら
に

寅
年
薬
師
霊
場

地
域
こ
と
に
薬
師
如
来
を
ま
つ
る
寺
院

･
堂
が
い
-
つ
か
の
ク
ル
ー
プ
と
な
っ
て
'
寅
年
に
御
開
帳
を
お
こ

な
う
'
い
わ
ゆ
る

｢寅
年
薬
師
｣
の
巡
礼
信
仰
が
神
奈
川
県
各
地
に
み
ら
れ
る
｡
寅
年
に
御
開
帳
を
お
こ
な
う

の
は
京
都
の
広
隆
寺
が
薬
師
如
来
像
を
安
置
し
た
の
が
'
長
和
三
年

(
一
〇

一
四
)
寅
年
寅
の
日
だ
っ
た
た
め

と
い
わ
れ
る
｡
当
地
域
で
は
､
こ
う
し
た

｢寅
年
薬
師
｣
の
霊
場
と
し

て
ほ

｢武
相
二
十
五
薬
師
｣
｢武
南
十

二
薬
師
｣
｢都
筑

･
橘
樹
十
二
薬
師
｣
の
三
つ
の
ク
ル
ー
プ
が
み
ら
れ
る
0

十
二
薬
師
と
い
う
よ
う
に
十
二
か
所
に
札
所
を
置
-
場
合
が
多
い
の
は
､
薬
師
如
来
が
､
ま
だ
菩
薩
と
し
て

ケ
ノ′
ク

修
行
中
の
と
き
十
二
の
大
願
を
た
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
や
､
薬
師
如
来
を
守
池
す
る
著
屈
と
し
て
の
十
二
神

将
の
数
に
ち
な
ん
だ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡

薬
師
如
来
は
､
病
気
平
癒
の
仏
と
し
て
古
-
か
ら
信
仰
さ
れ
て
お
り
'
と
く
に
'
薬
師
堂
の
項
に
記
し
た
よ
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千
ヨ
ウ

ノ

う
に
眼
病
に
こ
利
益
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
o
こ
れ
は
薬
師
如
来
の

脇

侍

を

日
光

･
月
光
菩
薩
と
す
る
こ

都
筑
格
納
十
二
薬
師

三
番
正
福
寺

四
番
勝
EE
N
(師
堂

(61
)

と
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
｡

∧
武
相
二
十
五
薬
師
∨

緑
区
か
ら
東
京
都
町
田
市
に
か
け
て
分
布
す
る
薬
師
霊
場
で
あ
る
｡
当
地
域
で
は
､

佐
江
戸
の
東
漸
寺
､

川
和
の
薬
師
堂
'
お
な
じ
く
川
和
の
瑞
雲
寺
が
は
い
っ
て
い
る
｡
御
開
帳
は
'
寅
年
の
四

月
十
日
か
ら
五
月
十
日
の
一
か
月
間
で
あ
る
｡

一
番

旧
城
寺

二
番

弘
聖
寺

111W

S
#
#

四
番

青
砥
薬
師
堂

五
番

大
蔵
寺

六
番

宝
塔
院

七
番

林
光
寺

八
番

東
漸
寺

九
番

川
和
薬
師
堂

十
番

瑞
雲
寺

一
一
番

宗
泉
寺

一
二
番

軸
光
寺

一
三
番

両
福
寺

高
野
山
真
言
宗

曹
洞
宗

高
野
山
真
言
宗

曹
洞
宗

高
野
山
真
言
宗

高
野
山
真
言
宗

高
野
山
真
言
宗

臨
済
宗
円
覚
寺
派

仙
臼洞
宗

恥
じ洞
宗

高

野
山
真
言
宗

一
四
番

福
昌
寺

曹
洞
宗

一
五
番

薬
師
堂

(徳
恩
寺

･
高
野
山
真
言
宗
)

一
六
番

東
光
寺

曹
洞
宗

l
七
番

安
全
寺

曹
洞
宗

緑
区
三
保
町

緑
区
台
村
町

緑
区
小
山
町

緑
区
青
砥
町

緑
区
中
山
町

緑
区
白
山
町

緑
区
鴨
居
町

緑
区
佐
江
戸
町

緑
区
川
和
耶

緑
区
川
和
即

緑

区
北

八

朔

町

緑
区
市
ヶ
尾
町

緑
区
田
奈
町

緑
区
恩
田
町

緑
区
E
,j田
町

町
田
市
小
野
路
町

町
田
市
大
蔵
町
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一
八
番

薬
師
堂

一
九
番

祥
雲
寺

曹
洞
宗

二
〇
番

儒
楽
寺

曹
洞
宗

二
l番

観
音
寺

高
野
山
真
言
宗

二
二
番

福
寿
院

高
野
山
真
言
宗

二
三
番

福
呆
寺

高
野
山
共
言
宗

二
四
番

川
井
な
か
や

薬
師
堂

二
五
番

宝
侍
寺

恐
洞

宗

町
田
市
野
津
田
町

町
田
市
高
ヶ
坂

町
田
市
町
谷

大
和
市
下
鶴
間

町
田
市

つ
く
し
野

緑
区
長
津
田
町

旭
区
上
川
井
町

緑
区
十
日
市
場
町

∧
武
南
十
二
薬
師
>

港
北
区
岸
根
町
の
加持
雲
寺
を

l
番
と
し
て
は
じ
ま
り
'
神
奈
川
区
台
町
の
三
宝
苛
を

l

二
番
打
ち
と
め
と
し
て
い
る
｡
血崇
云
寺
所
蔵
の
文
書
に
よ
れ
ば
､
安
永
八
年

(
l
七
七
九
)
山員
笠
寺
九
世
泰
山

和
尚
の
と
き
'
札
所
と
な
っ
た
各
寺
院
の
住
職
が
発
起
し
て
､
三
年
後
の
天
明
二
年

(
1
七
八
二
)
に
は
じ
め

都
筑
摘
樹
十
二
薬
師

て
御
開
帳
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
O
札
所
の
宗
派
は
真
言
宗
七
か
寺
'
恐
洞
宗
四
か
寺
'
浄
土
宗

l
か
苛
と

な

っ
て
い
る
｡
当
地
域
で
は
池
辺
の
長
王
寺
'
川
向
の
艮
日
日院
が
は
い
っ
て
い
る
｡

御
開
帳
は
'
や
は
り
寅
年
の
四
月
で
'
現
在
で
は

｢武
南
十
二
薬
師
霊
場
会
｣
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
｡

一
番

貴
等
寺

二
番

東
泉
等

三
番

東
光
寺

四
番

福
生
寺

五
番

長
王
寺

六
番

長
呂
院

七
番

金
剛
寺

八
番

長
福
寺

曹
洞
宗

高
野
山
真
言
宗

曹
洞
宗

高
野
山
真
言
宗

高
野
山
真
言
宗

曹
洞
宗

曹
洞
宗

真
言
宗
大
覚
寺
派

港
北
区
岸
根
町

神
奈
川
区
羽
沢
町

保
土
ヶ
谷
区
上
星
川
町

保
土
ヶ
谷
区
上
菅
田
町

緑
区
池
辺
町

緑
区
川
向
町

港
北
区
小
机
町

港
北
区
篠
原
町

ヂ■
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九
番

薬
王
寺

1
0
番

能
満
寺

一
一番
東
光
寺

二

1番

三
宝
寺

高
野
山
円
空
]T呈
不

高
野
山
失
言
宗

真
言
宗
智
山
派

浄
土
宗

神
奈
川
区
七
島
町

神
奈
川
区
東
神
奈
川

神
奈
川
区
東
神
奈
川

神
奈
川
区
台
町

林
筑
楕
桝
十
二
薬
師

六
書
大
祐
寺

(6
)

<
都
筑

･
橘
樹
十
二
薬
師
>

港
北
区
を
中
心
に
分
布
す
る
寅
年
の
十
二
薬
師
で
'
二
か
寺
を
除
い
て
す
へ
て

当
地
域
に
属
す
る
0
ま
さ
に
こ
の
地
域
の
薬
師
霊
場
と
い
え
る
O

l
艇
に
は

｢
ま
わ
り
薬
師
｣
と
か

｢十
二
薬

師
｣
と
い
わ
れ
る
が
､
都
筑
郡
と
橘
樹
郡
の
両
郡
に
か
け
て
所
在
す
る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
名
称
が
あ
る
｡

十
二
薬
師
の
寺
宝
の
宗
派
は
真
言
宗
五
か
寺
､
天
台
宗
二
か
寺
､
浄
土
宗
二
か
寺
'
凹
洞
宗
二
か
寺
'
浄
土

77
芸
耶
1
か
寺
と
な
っ
て
お
り
'
各
宗
派
が
混
在
し
て
い
る
｡
御
開
帳
は
'
昭
和
六
卜

1
年
は
四
月

1
日
か
ら
四

月
二
十
日
ま
で
の
二
十
日
間
で
あ
っ
た
が
､
以
前
は
四
月
十
日
か
ら
三
十
日
の
と
き
も
あ
っ
た
o

昭
和
六
十

1
年
の
寅
年
の
御
開
帳
で
は
､
申
前
に
十
二
薬
師
の
各
寺
の
記
任
省
が
束
ー
iiT
に
あ
っ
ま
っ
て
と

り
き
め
を
お
こ
な
っ
た
｡
そ
の
結
果
､
つ
ぎ
の
こ
と
が
決
ま
っ
た
｡

一

こ
の
薬
師
講
を

｢都
筑

･
格
樹
十
二
薬
師
｣
と
す
る
こ
と
｡

二

各
寺
で

｢都
筑

･
植
樹
十
二
薬
師
｣
と
赤
地
に
白
-
染
め
ぬ
い
た
旗
を
立
て
る
こ
と

(総
計
で
百
本
へ

東
照
寺
は
二
十
本
)｡

三

参
拝
の
し
お
り
を
つ
く
る
こ
と

(
こ
れ
は
東
照
寺
で
編
集
し
印
刷
し
て
各
寺
に
配
布
)o

E
]

各
寺
で
出
来
れ
ば
会
員
を
つ
の
り
バ
ス
で
巡
拝
す
る
.

五

菜
印
の
用
意
を
し
て
お
く

(
ス
タ
ン
プ
可
)｡
納
経
料
二
百
円
｡

(｢東
照
寺
だ
よ
り
｣
第
十
二
号

六
十

1
年
四
月
六
日
)

勝
田
の
薬
師
さ
ま
の
御
開
帳
で
は
､
薬
師
如
来
陳
が
お
さ
め
て
あ
る
ク
ラ
ブ
の
前
に
'
杓
塔
婆

(五
～
六
寸

角
､
高
さ

1
-
二
間
)
を
立
て
､
薬
師
如
来
像
の
手
と
エ
ン
ノ
ツ
ナ

(練
の
綱
)
で
む
す
ば
れ
る
.

エ
ン
ノ
ツ

ナ
は
､
五
色

の
布
を
よ
っ
た
も
の
で
'
御
開
帳
が
お
わ
る
と
信
者

が
三
尺
-
ら
い
ず
つ
い
た
だ
き
'
手
ぬ
-
い
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や
稲
梓
な
ど
に
す
る
｡
角
塔
婆
は
巌
乗
寺
の
住
職
に
書
い
て
も
ら
い
､
信
者
が
立
て
る
.
御
開
帳
の
間
は
､
婦

人
部
の
役
員
が
交
替
で
留
守
番
を
し
､
お
開
帳
参
り
に
来
た
人
に
お
茶
の
接
待
を
し
た
り
'
朱
印
を
押
し
た
り

す
る
C
か
つ
て
は
判
を
押
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
､
判
が
欲
し
い
と
い
う
人
が
い
た
の
で
作

っ
た
と
い
う
｡
昭

和
六
十

一
年
の
御
開
帳
で
は
'
と
り
き
め
に
よ
っ
て
'
ど
の
札
所
に
お
い
て
も
集
印
の
用
意
が
さ
れ
た
｡

中
川
の
慈
眼
寺
英
師
重
の
御
開
帳
で
も
'
薬
師
如
来
像
か
ら
､
前
に
立
て
た
角
塔
婆
に
エ
ン
ノ
ツ
ナ
を
わ
た

す
｡

エ
ン
ノ
ツ
ナ
は
奉
納
さ
れ
た
紅
白
の
晒
で
作
る
｡
そ
し
て
'
御
開
帳
が
お
わ
る
と
､
御
利
益
が
あ
る
と
い
っ

て

'
奉
納
金
を
お
さ
め
て
､

エ
ン
ノ
ツ
ナ
に
し
た
晴
を
先
を
き
そ
っ
て
も
と
め
､
子
供
の
稲
梓
や
妊
婦
の
安
産

の
た
め
の
腹
巻
き
に
し
た
｡
御
開
帳
の
期
間
は
､
人
び
と
は
安
産
'
疫
病
除
け
､
交
通
安
全
な
と
の
祈
願
を
す

る
O
ま
た
､
御
開
帳
の
中
日
に
は
中
回
向
と
呼
ば
れ
る
茶
話
会
を
お
こ
t･,6う
｡

地
域
の
人
び
と
の
十
二
薬
師
の
お
ま
い
り
は
､
何
人
か
気
の
合

っ
た
者
ど
う
L
で
､
居
任
地
の
近
い
と
こ
ろ

か
ら
順
に
渉
い
て
め
ぐ
っ
た
.
番
の
順
に
め
ぐ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か

っ
た
と
い
う
O
勝
田
で
は
昭
和
四
十
九

年
の
御
開
帳
の
と
き
は
､
老
人
ク
ラ
ブ
で
ま
と
ま
っ
て
め
ぐ
っ
た
｡

都
筑
捷
舶
十
二
薬
師

七
等
正
王
寺

(6
)

一
番

蓮
華
寺

二
番

神
障
堂

三
番

正
福
寺

四
番

勝
田
薬
師
堂

五
番

竜
福
寺

六
番

共
福
寺

七
番

正
貨
寺

八
番

自
性
院

九
番

慈
眼
寺

一
〇
番

大
書
寺

新
義
真
言
宗

天
台
宗

真
言
宗
豊
山
派

共
言
宗
豊
山
派

天
台
宗

炎
言
宗
豊
山
派

古
K1111呈
不
豊
山
派

浄
土
宗

港
北
区
新
羽
町

港
北
区
新
吉
田
町

港
北
区
新
吉
田
町

港
北
区
勝
田
町

港
北
区
大
棚
町

緑
区
荏
田
町

港
北
区
茅
ヶ
崎
町

港
北
区
茅
ヶ
崎
町

港
北
区
中
川
町

港
北
区
南
山
田
町

(浄
流
寺

･
浄
土
宗
)

(旧
稲
光
寺

･
浄
土
真
宗
)
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一
一
番

東
照
寺

曹
洞
宗

1
二
番

大
乗
寺

皆
洞
宗

港
北
区
綱
島
西

港
北
区
大
曽
根
町

帝
京
塙
樹
十
二
兼
師

八
番
自
性
院

九
番
慈
眼
寺

(
6
)

小
机
領

二
十
四
か
所
酉
年
の
地
蔵
霊
場

緑
区
'
港
北
区
'
川
崎
市
に
か
け
て
分
布
す
る
地
蔵
霊
場
で
あ
る
P
ニ
ト
四
の
地
蔵
尊
が
む
す
ば
れ
て
お
り
'

当
地
域
で
は
荏
田
の
観
福
寺
を
は
じ
め
十
三
か
寺
が
は
い
っ
て
い
る
｡
御
開
帳
は
'
酉
年
の
四
月

1
日
か
ら
五

月
十
日
ご
ろ
で
'
お
開
帳
参
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
O

牛
久
保
の
古
梅
地
蔵
堂
の
御
開
帳
で
は
'
堂
の
前
に
角
塔
婆
が
立
て
ら
れ
､
地
蔵
噂
か
ら
ひ
か
れ
た
)
エ
ン
ノ

ッ
ナ
が
む
す
ば
れ
る
｡

エ
ン
ノ
ツ
ナ
は
女
の
人
が
奉
納
し
た
反
物
で
作
る
.
角
塔
婆
は
､
七
寸
杓
で
店
さ
は
二

間
弱
の
も
の
で
'
文
字
は
南
山
EB
の
大
老
寺
の
住
職
に
書
い
て
も
ら
う
｡
立
て
る
と
き
は
､
堂
の
世
話
人
の
立

ち
会
い
の
も
と
で
登
竜
が
立
て
る
｡
ま
た
'
む
か
し
は
'
御
開
帳
の
と
き
に
は
地
蔵
の
暇
を
､
す
く
近
く
の
小

川
に
架
か
る
積
の
た
も
と
に
立
て
た
と
い
う
0
お
ま
い
り
に
き
た
人
び
と
に
は
'
世
話
人
が
お
茶
を
出
し
'
お

布
施
を
出
し
て
く
れ
る
人
に
は
朱
印
帳
に
朱
印
を
押
し
て
い
る
｡
こ
の
古
梅
地
蔵
堂
は
第
二
四
番
札
所
で
'
打

ち
ど
め
の
地
蔵
と
も
い
う
｡

お
開
帳
参
り
は
'
お
も
に
､
気
の
合
う
お
年
寄
り
た
ち
が
五
､
六
人
で
'
居
住
地
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
め
ぐ

る
｡
む
か
し
は
'
歩
い
て
め
く
っ
た
が
､
近
年
で
は
パ
ス
や
車
で
め
ぐ
っ
て
い
る
0

l
番

観
福
寺

真
言
宗
豊
山
派

延
命
地
蔵

緑
区
荏
田
町

二
番

市
ヶ
尾
地
蔵
堂

延
命
地
蔵

緑
区
市
ヶ
尾
町

三
番

瑞
雲
寺

臨
析
宗
門
光
寺
派

延
命
地
裁

緑
区
川
和
町

四
番

浄
念
寺

浄
土
宗

子
育
地
威

緑
区
池
辺
那

五
番

地
蔵
里

(表
東

･
十
王
堂
)

延
命
地
蔵

緑
区
東
方
町

六
番

北
新
羽
地
蔵
堂

延
命
他
意

港
北
区
新
羽
町

七
番

神
隠
地
蔵
堂

延
命
地
蔵

港
北
区
新
吉
田
町
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八
番

浄
流
寺

九
番

榎
堂

一
〇
番

興
禅
笥

一一番
真
福
寺

一
二
番

保
福
寺

t
三
番

大
柴
寺

一
四
番

能
満
寺

l
五
番

蓮
花
寺

一
六
番

西
成
等

一
七
番

影
向
笥

一
八
番

笹
野
原
地
蔵
堂

一
九
番

東
泉
寺

二
〇
番

土
橋
地
蔵
堂

二
一番

鎌
田
堂

二
二
番

観
音
寺

二
三
番

柄
林
寺

二
四
番

古
栴
地
蔵
堂

浄
土
宗

天
台
宗

曹
洞
宗

曹
洞
宗

虫
吉
宗
智

山派

天
台
宗

真
言
宗
智
山
派

天
台
宗

天
台
宗

曹
洞
宗

延 延 延 延 延 子 子 延 延 延 延 延 子 子 延 延 延
命 命 命 命 命 育 育 命 命 命 命 命 育 育 命 命 命
地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 地 延 延 他 地 地
蔵 蔵 蔵 商 議 厳 戒 蔵 蔵 歳 蔵 蔵 命 命 蔵 厳 戒

地 地
蔵 蔵

番
外

久
末
義
民
地
蔵
尊

横
浜
七
福
神

港
北
区
新
吉
田
町

港
北
区
新
吉
田
町

港
北
区
高
田
町

港
北
区
下
田
町

港
北
区
日
吉

川
崎
巾
中
原
区
木
月

川
崎
市
高
津
区
千
年

川
崎
市
高
津
区
久
末

川
崎
市
宮
前
区
野
川

川
崎
市
宮
前
区
野
川

川
崎
市
高
津
区
末
長

川
崎
市
宮
前
区
平

川
崎
市
宮
前
区
土
橋

港
北
区
東
山
田
町

港
北
区
東
山
田
町

港
北
区
大
棚
町

港
北
区
牛
久
保
叫

川
崎
市
高
津
区
久
末

都
筑
捷
a
i十
二
薬
師

一
〇
番
大
手
等

一
一
等
兼
用
等

(6
)

七
福
神
は
､
福
の
神
と
し
て
イ
ン
ド

･
中
図

･
日
木
の
三
国
の
神
を
'
｢七
｣
と
い
う
聖
数
に
あ
わ
せ
て
ま

と
め
て
崇
拝
す
る
も
の
で
､
江
戸
時
代
'
文
化

･
文
政
期
以
降
江
戸
や
大
坂
な
ど
の
大
都
市
に
お
い
て
盛
ん
に

な

っ
て
い
っ
た
O
そ
の
由
来
は
t
LL
王
経
の

｢
七
難
即
威
七
福
即
生
｣
に
あ
や
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
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横
浜
七
福
神
は
､
昭
和
三
十
九
年
に
関
創
さ
れ
た
｡
従
来

｢港
北
七
福
神
｣'
あ
る
い
は

｢横
浜
港
北
七
福

神
｣
と
称
し
て
い
た
が
'
東
京
の
港
区
七
福
神
と
区
別
す
る
た
め
に
こ
の
名
称
に
変
更
し
た
O
七
福
神
め
ぐ
り

は
毎
年
正
月
七
日
間
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
各
寺
や
東
京
急
行
電
鉄
で
七
福
神
め
ぐ
り
の
バ
ス
を
出
す
こ
と
も
あ

る
｡
な
お
横
浜
に
は

｢横
浜
磯
子
七
福
神
｣
が
あ
り
､
大
正
七
咋
ご
ろ
に
は
じ
ま

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
.

恵
比
須

西
方
寺

神
変
真
言
宗

大
黒
天

正
貨
院

曹
洞
宗

弁
財
天

菊
名
弁
財
天
祉

毘
沙
門
天

連
勝
寺

浄
土
宗

布
袋
野

乗
照
寺

皆
洞
宗

福
禄
寿

興
禅
寺

天
台
宗

寿
老
人

金
蔵
寺

天
台
宗

港
北
区
新
羽
町

港
北
区
大
豆
戸
町

港
北
区
菊
名

港
北
区
菊
名

港
北
区
綱
島
西

港
北
区
高
田
町

港
北
区
日
吉
本
町

都
筑
塙
樹
十
二
薬
師

一
二
番
大
乗
寺

(6
)

武
相
不
動
尊
二
十
八
札
所

横
浜
市

･
川
崎
市

･
東
京
都
に
ま
た
が
っ
て
不
動
尊
を
安
置
す
る
二
十
八
か
寺
が
む
す
ば
れ
て
い
る
｡
当
地

域
で
は
高
田
の
興
禅
寺

(天
台
宗
)'
新
羽
の
西
方
寺

(神
変
iC.(]]11呈
ホ
)'
池
辺
の
観
音
寺

(高
野
山
東
言
宗
)

が
は
い
っ
て
い
る
｡
御
開
帳
は
､
地
蔵
霊
域
と
お
な
じ
く
酉
年
で
､
第
二
回
目
の
昭
和
五
十
六
年
は
'
五
月

一

日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
で
あ

っ
た
C
当
地
域
の
巡
礼
霊
場
と
し
て
は
も

っ
と
も
成
立
か
新
し
い
｡

下
巴
の
ま
わ
り
地
蔵

小
机
餓
二
十
四
か
所
酉
年
の
地
蔵
第

二

番
札
所
に
も
な
っ
て
い
る
港
北
区
下
田
町
の
円
1(福
寺
の
地
蔵
尊
二

体
が
'
武
州
か
ら
相
州
に
か
け
て
広
い
地
域
を
巡
行
し
た
｡
下
肥
は
旧
橘
樹
郡
駒
ケ
橋
村
と
い
い
'
真
福
寺
は

曹
洞
宗
で
多
摩
郡
和
泉
村

(現
東
京
都
狛
江
市
和
泉
)
に
あ
る
泉
鞄
寺
の
末
寺
で
あ

っ
た
O
泉
能
寺
の
地
蔵
J
)

お
な
じ
よ
う
に
巡
行
し
た
｡

共
福
寺
の
巡
行
仏
は

｢下
田
の
地
蔵
様
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
o
ま
た
t
it(福
寺
の
あ
る
的
ケ
橋
村
は
稲
毛
領
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に
属
し
て
い
た
こ
と
か
ら
'
藤
沢
市
や
町
田
市
'
愛
甲
郡
愛
川
町
な
と
で
は

｢
イ
ナ
半
の
地
蔵
｣
と
呼
ば
れ
て

い
た
｡

い

つの
こ
ろ
か
ら
仏
の
巡
行
が
は
じ
ま
っ
た
か
は
､
た
し
か
で
は
な
い
が
､
東
福
寺
に
子
安

(育
)
延
命
地

蔵
が
ま

つ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
五
世
義
全
和
尚
の
時
代

(宝
暦
七
年
～
安
永
六
年
)
以
降
と
さ
れ
る
｡
『風

土
記
稿
』
に
は

｢子
安
延
命
地
蔵
ヲ
安
ス
｡
座
像

こ
シ
テ
長
六
寸
O
作
知

ラ
ス
.
惣
体
塁
塗
ニ
シ
テ
玉
眼
ノ
像
.

コ
ノ
像

ハ
相
州

一
ノ
沢
弾
誓
上
人
ノ
守
仏
二
シ
テ
霊
倭
ナ
-
o
久
ン
ク
愛

二
安
置
セ
ン
カ
.
寛
延
三
年
ノ
頃
ヨ

-
遠
近
ノ
人
大
二
崇
信
シ
テ
屡
霊
験
ノ
聞
エ
ア
-
ケ
レ
ハ
o
農
民
等
子
孫
ノ
繁
栄
ヲ
祈
ラ
ン
カ
タ
メ
1
夜
ヅ
ゝ

宿
シ
テ
祈
念
ソ
ケ
リ
｡
コ
ノ
コ
ト
遠
近
二
キ
コ
へ
テ
｡
近
キ
頃
ハ
四
月
ヨ
-
七
月

マ
デ
ノ
間
ハ
江
戸
ノ
中
及
ヒ

近
郷
ヲ
廻
り
｡
各

1
枚
ヅ
ゝ
ヲ
宿
ン
テ
後

ハ
寺

ニ
カ
エ
-
本
堂
二
安
ス
｡
故
二
俗
ニ
1
夜
地
蔵
卜
呼
-
o
｣
と

あ
っ
て
'
当
時
の
信
仰
の
あ
り
よ
う
が
う
か
が
い
知
れ
る
｡

ま
た
'
田
K福
寺
に
は
縁
起
が
残
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ
に
よ
る
と
'
や
は
り
弾
哲
上
人
の
守
仏
だ
っ
た
も
の
で
､

そ
れ
を
弾
哲
か
ら
ゆ
ず
り
う
け
た
相
川
大
住
郡
栗
原

(現
伊
勢
原
市
栗
原
)
の
保
国
寺
の
孝
戒
和
尚
か
ら
､
義

全
和
尚
が

｢附
嘱
｣
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
弾
誓
上
人
は
､
天
文
二
十

一
年

(
一
五
五
二
)
に
尾
張
で
生
ま

れ
た
と
さ
れ
'
佐
渡
か
ら
信
濃
'
甲
斐
､
武
蔵
を
遊
行
し
て
相
模
に
入
り
念
仏
を
ひ
ろ
め
て
い
っ
た
木
喰
遊
行

僧
で
'
神
奈
川
県
で
は
箱
根
塔
之
沢
の
阿
弥
陀
苛
'
伊
勢
原
市

一
の
沢
の
浄
発
願
寺
を
開
山
し
た
こ
と
で
知
ら

れ
る
｡

巡
行
の
方
法
は
'
各
地
区
に
世
話
人
､
あ
る
い
は
当
番
が
い
て
､
そ
の
人
ら
が
前
の
地
区
よ
り
､
お
厨
子
に

入

っ
た
地
蔵
尊
を
う
け
つ
き
､
地
区
で
ま
つ
っ
た
の
ち
'
次
の
地
区
へ
と
お
-
っ
て
い
っ
た
O
こ
の
よ
う
に
し

て
次
つ
き
と
ま
わ
っ
て
い
っ
た
が
､
月
の
二
十
四
日
は
地
蔵
尊
の
縁
日
な
の
で
､
前
日
の
二
十
三
日
に
は
､
そ

の
日
に
あ
た
っ
た
地
区
は
臼
1(福
寺
ま
で
地
蔵
尊
を
お
く
り
と
と
け
た
｡
そ
し
て
､
寺
で
縁
日
を
す
ま
せ
る
と
へ

ま
た
次
の
地
区
の
人
が
む
か
え
に
き
て
､
翌
月
の
二
十
三
日
ま
で
の
巡
行
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
O
縁
日
の

な
か
で
も
'
七
月
と
十
二
月
の
二
十
三

･
二
十
四
日
は
大
き
な
折
り
目
と
さ
れ
て
い
て
､
地
元
下
田

l
帯
の
巡

下
田
の
地
蔵
様

(n
i福
寺
･
下
田
･
63
)
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行
が
お
こ
な
わ
れ
､
境
内
に
は
露
店
や
屋
台
店
が
出
て
に
ぎ
わ
っ
た
｡
鍬
や
鋤
な
と
の
野
良
用
具
を
あ
つ
か
う

店
も
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
春
か
ら
七
月
ま
で
を

｢春
の
巡
行
｣､
七
月
以
降
十
二
月
ま
で
を

｢秋
の

巡
行
｣
と
呼
ん
で
い
た
｡

さ
て
､
こ
の

｢下
田
の
地
蔵
｣
の
巡
行
先
を
知
る
資
料
と
し
て
､
当
寺
に
大
正
十
五
年
の

｢世
話
人
名
簿
｣

が
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
'
巡
行
先
は
'
東
京
で
は
現
在
の
大
EE
･
品
川

･
世
田
谷
区
と
町
田
市

･
八
王
子
市

な
と
の
1
部
､
神
奈
川
は
川
崎

･
横
浜

･
大
和

･
座
間

･
海
老
名

･
厚
木

･
相
模
原

･
茅
ヶ
崎

･
鎌
倉
の
各
市

と
綾
瀬
町
'
津
久
井
郡
な
ど
に
お
よ
び
'
大
山
街
道
に
沿
っ
た
と
こ
ろ
に
多
い
｡

当
地
域
で
は
'
｢世
話
人
名
簿
｣
に
つ
ぎ
の
各
地
区
と
そ
の
世
話
人
が
記
さ
れ
て
い
る
.

山
田

原
木
仁
三
郎

･
渡
辺
花
太
郎

･
栗
原
忠
蕨

牛
久
保

宮
台
留
五
郎

下
大
棚

栗
原
仲
裁

上
大
棚

長
沢
又
右
ヱ
門

茅
ヶ
崎

田
中
竹
蔵

勝
田

関
八
郎
右
ヱ
門

大
熊

斎
藤
市
蔵

川
向

志
田
平
次
郎

吉
田

宮
田
仲
裁

･
渡
辺
寓
吉

新
羽

区
長
中
村
重
吉

･
中
丸
庄
三
郎

･
佐
藤
梅
吉

･
中
山
藤
三
郎

･
酒
川
六
蔵

以
上
で
あ
る
が
､
池
辺
で
も
年
に

一
回
は
ま
わ
っ
て
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
'
他
地
区
で
も
年
に
よ
っ
て
は
'

お
願
い
を
し
て
地
蔵
さ
ま
を
ま
わ
し
て
も
ら
う
場
合
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
0

大
熊
で
は
､
茅
ヶ
崎
か
ら
ま
わ
っ
て
き
た
と
い
う
｡
当
番
が
あ
っ
て
､
ヤ
ト
調
中
と
ン
モ
跳
中
の
交
替
制
で
'

下
田
の
地
叢
様
の
各
地
世
帯
人
名
簿

(真
福
等

-

l

,

t

i
.
I

.ド

r- '【 ー｢- ~■~■J

犬
上
丁子
ー

ホ
一誌
大

患
い孝

漣
⊥
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訪
中
の
な
か
で
も
組
ご
と
に
担
当
し
た
o
地
蔵
さ
ま
は
､
当
番
の
組
で
ユ
イ
ソ
ギ
の
順
に
宿
と
な
っ
て
お
泊
め

し
た
｡
そ
の
宿
に
誰
中
の
人
が
あ
っ
ま
っ
て
'
他
威
さ
ま
を
ま
つ
り
'
会
食
を
し
た
O
地
戚
さ
ま
は
､
高
さ
五

十
セ
ン
チ
-
ら
い
の
厨
子
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
.
翌
日
､
当
番
の
講
中
の
人
が
あ

つ
ま
り
､
地
蔵
さ
ま
を
か

つ
い
で
川
向
に
お
-
り
こ
ん
だ
｡
川
向
に
宕
-
と
も
て
な
し
を
う
け
た
.
大
熊
で
は
'
昭
和
初
期
ご
ろ
中
止
さ

れ
､
地
区
内
の
地
蔵
さ
ま
を
中
心
に
お
ま
つ
り
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
0

大
棚
で
は
'
竜
福
寺
の
世
話
人
が
中
心
に
な
り
'
地
蔵
さ
ま
を
う
け
た
｡
地
威
は
竜
棉
苛
に
安
:越
さ
れ
､
年

寄
り
､
子
ど
も
を
は
じ
め
地
区
の
人
が
あ

つ
ま
り
'
念
仏
や
御
詠
歌
を
と
な
え
た
り
､
お
雌
子
を
し
た
O
こ
の

と
き
に
あ
が
っ
た
准
銭
な
ど
は
'
お
礼
と
し
て
円
ハ福
寺
に
お
さ
め
た
と
い
ーつ
O
大
熊
も
大
棚
も
地
蔵
さ
ま
が
ま

わ
っ
て
く
る
の
は
､
九
月
ご
ろ
た
っ
た
と
い
う
｡
東
方
で
も
､
ま
わ
っ
て
き
て
､
宿
に
安
置
L
t
線
香
や
お
水

を
供
え
た
り
､
厨
子
の
引
出
し
に
準
銭
を
あ
げ
た
り
し
て
お
が
ん
だ
｡
地
蔵
さ
ま
は
新
羽
か
ら
東
方
'
そ
し
て

池
辺
へ
行
-
こ
と
も
あ
る
が
､
東
方
の
オ
モ
テ
か
ら
川
向
に
ま
わ
す
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
い
'
ま
わ
す
順
番
は

若
干
の
変
更
が
あ

っ
た
ら
し
い
.

下
田
の
地
蔵
は
､
と
-
に
'
子
授
け

･
子
育
て
に
ご
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
'
厨
子
の
な
か
に
奉
納
さ
れ
て
あ

る
色
の
つ
い
た
旗
を
借
り
て
安
産
や
子
と
も
の
健
康
を
祈
願
し
た
｡
地
蔵
尊
の
巡
行
は
､
昭
和
の
初
期
ご
ろ
ま

で
は
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
､
そ
の
後
し
だ
い
に
中
止
す
る
と
こ
ろ
が
ふ
え
､
太
平
洋
戦
争
中
に
は
ほ

と
ん
ど
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
o
峨
後
､

1
部
の
地
区
で
復
活
さ
れ
た
が
'
そ
れ
も
ま
た
中
止
さ
れ
'
現
在

で
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
｡

地
区
内
を
ま
わ
る
地
蔵
尊

下
EE
の
地
蔵
が
広
域
を
巡
行
し
て
い
た
の
に
対
し
､

1
地
区
の
み
を
ま
わ
る
地
蔵
が
あ
る
0
川
向
で
は
､
五

十
セ
ン
チ
-
ら
い
の
木
像
の
地
蔵
を
､
上

･
中

･
下
の
そ
れ
ぞ
れ
の
組
ご
と
に
順
番
に
ま
わ
し
て
い
る
｡
ま
た

池
辺
の
敷
板
で
も
､
観
音
寺
の
住
職
が
中
心
に
な
り
'
世
話
人
と
し
て
上
下
の
薮
根
か
ら
二
名
ず
つ
を
決
め
て

地
蔵
を
ま
わ
し
て
い
る
｡
子
育
て
に
こ
利
益
が
あ
り
､
厨
子
の
引
出
し
の
な
か
に
は
子
と
も
の
名
前
を
暫
い
て
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奉
納
さ
れ
た
径

L
寸
ぐ
ら
い
の
石
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
D
あ
っ
ま
っ
た
賓
銭
は
'

1
年
に
1
度
､
適
当
な
時

期
に
地
区
の
子
ど
も
た
ち
を
あ
つ
め
て
会
を
も
ち
､
そ
の
際
の
菓
子
代
と
し
て
い
る
｡

お
な
じ
池
辺
の
滝
ケ
谷
や
八
所
谷
戸
で
も
'
同
様
の
ま
わ
り
地
蔵
が
あ
る
｡
滝
ケ
谷
は
延
命
地
蔵
と
い
い
､

ヤ
ト
二
十
三
､
四
軒
の
あ
い
だ
を
'

1
軒
に
十
日
ず
つ
滞
在
し
て
ま
わ
る
も
の
で
'
月
の
三

･
十
三

･
二
十
三

E]
に
次
の
家
に
お
く
る
と
い
う
｡
八
所
谷
戸
の
場
合
は
､
子
育
地
蔵
で
､
ま
わ
っ
て
く
る
と
線
番

･
ご
飯
を
侮

日
供
え
'
や
は
り
十
日
ず
つ
家
に
ま
つ
っ
た
後
に
次
の
家
に
お
-
る
｡

新
羽
の
三
谷
戸
と
呼
称
さ
れ
る
久
保
ノ
谷
戸

(十
七
戸
)､
中
井
椴

(十
二
戸
)､
向
谷

(十
二
戸
)
の
問
を
'

口
絵
に
紹
介
し
た
ま
わ
り
地
蔵
が
ま
わ
っ
て
い
る
｡

第

三

節

講

当
地
域
内
で
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
調
が
結
成
さ
れ
'
試
行
額
が
い
と
な
ま
れ
て
い
る
｡
純
に
は
如
州尺
､講
の
よ
う

な
経
済
的
な
講
も
あ
る
が
'
そ
の
多
く
は
信
仰
的
な
講
で
あ
る
0
こ
の
信
仰
的
な
講
は
､
信
仰
対
象

(杜
両
あ

る
い
は
掛
軸
な
ど
)
が
地
域
社
会
内
に
存
在
す
る
村
内
講
と
､
地
域
社
会
外
の
有
名
社
寺
を
信
仰
す
る
参
拝
講

と
に
分
け
ら
れ
る
｡
さ
ら
に
参
拝
講
に
は
'
講
の
代
表
者
が
参
拝
す
る
代
参
講
と
､
識
見
が
全
員
で
参
拝
を
お

こ
な
う
総
参
講
が
あ
る
｡

村
内
桃
と
し
て
は
'
地
神
講
'
稲
荷
誠
'
念
仏
講
な
ど
が
広
-
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
､
地
区
に
よ
っ
て
は
庚

申
講

･
太
子
講

･
地
蔵
講

･
お
題
目
論

･
不
動
講

･
お
目
待
な
と
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
o

参
拝
講
と
し
て
は
'
大
山
講

･
御
放
講

･
1二
峰
講

･
榛
名
的

･
富
士
講

･
伊
勢
講

･
成
EB
講

･
百
味
誠

･
木

曽
御
獄
輔弼
な
ど
が
あ
り
､
代
参
と
総
参
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
大
山
講

･
御
旗
講

･
三
峰
誹

･
榛
名
誠

二
品
士
誹

･

木
曽
御
舟
講
は
山
岳
信
仰
に
も
と
つ
-
講
で
あ
る
O
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1

村
内
講

地
神
講

地
神
講
は
当
地
域
内
の
ほ
ほ
全
地
区
で
春
と
秋
の
社
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
｡

地
神
さ
ま
は

｢
百
姓
の
押
さ
ま
｣
｢作
神
さ
ま
｣
｢土
地
の
神
さ
ま
｣
と
い
わ
れ
て
お
り
'
社
日
の
地
神
講
の

日
に
は
'
｢地
の
こ
と
を
し
な
い
｣
｢土
を
い
じ
っ

て
は
な
ら
な
い
｣
あ

る
い
は

｢鍬
を
も

っ
て
は
い
け
な
い
｣

な
ど
と
い
っ
て
野
良
仕
竹
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
.
な
ぜ
か
と
い
う
と
､
杜
日
に
は
地
神
さ
ま
が
地
か
ら
出
て
こ

ら
れ
る
の
で
､
土
を
い
じ
っ
て
鍬
な
ど
を
入
れ
る
と
地
神
さ
ま
の
首
を
切

っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
｡
以
前
は
'
こ
う
し
た
伝
承
も
厳
格
に
ま
も
ら
れ
て
い
て
'
折
本
の
百
合
栽
培
を
し
て
い
た
良

家
で
は
､
昭
和
十
年
ご
ろ
に
市
場
か
ら
百
合
を
出
荷
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
請
が
あ

っ
た
の
を
､
地
神
講
の
日

だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
と
わ
っ
た
と
い
う
O
し
か
し
､
近
年
で
は
'
地
神
講
の
宿
に
ゆ
-
合
間
に
畑
へ
出
る
人
や
'

午
前
十
時
前
に
鍬
を
入
れ
な
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
人
や
､
ま
た
ム
ラ
共
同
で
午
前
中
の
道
普
請
を
お
こ
な

っ
て

い
る
地
区
も
あ
り
'
し
た
い
に
-
ず
れ
つ
つ
あ
る
様
相
が
う
か
が
わ
れ
る
｡

地
神
講
に
加
入
し
て
い
る
家
は
'
ジ
ツ
キ
の
旧
家
で
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
､
虫
近
で
は
そ
う
し

た
家
で
も
農
業
を
や
め
た
と
い
う
理
由
で
ぬ
け
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡
組

(講
中
)
で
ひ
と
つ
の
講
と
し
て
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
ば
あ
い
が
多
-
'
大
棚
で
は
'
カ
-
講
中
と
ノ
モ
訪
中
に
わ
か
れ
て
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
､

ま
た
大
熊
で
も
ヤ
ト
講
中

･
ソ
モ
珊
中
の
別
々
に
宿
に
あ

っ
ま
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
o
L
か
L
t
訪
中
の

戸
数
が
多
い
場
合
に
は
分
割
さ
れ
て
粥
を
組
絞
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
.
た
と
え
ば
'
折
本
は
'
カ
-
グ
-

･

ヒ
カ
ワ
グ
-

･
ハ
ラ
グ
-

･
イ
チ
グ
-

･
ヤ
ト
グ
-
の
五

つ
の
講
中
が
あ
る
｡
前
三
組
で
は
そ
れ
ぞ
れ
で
地
神

講
を
つ
く

っ
て
い
る
が
'
イ
チ
ク
-

･
ヤ
ト
グ
ミ
で
は
'
さ
ら
に
組
内
を
二
つ
に
分
け
講
を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡

つ
ま
り
折
本
の
地
神
講
は
七
講
中
で
あ
る
｡

講
の
宿
は
'
講
員
の
家
を
回
り
番
に
お
こ
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
.
大
熊
の
ン
モ
誠
中
で

は
､
宿
を
ユ
イ
ツ
ギ
の
順
に
ま
わ
す
o
祉
目
の
前
に
､
当
番
の
家
の
人
が
前
回
の
当
番
の
家

へ
､
誠
用
具
や
迎

地
神
t
E

大
怖
れ
ノ
目
許
中
(
6
)

茅
ヶ
崎
中
村
謙
中
(
52
)
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■節節

名
帳
な
ど
を
う
け
と
り
に
行
-
｡
当
番
の
人
は
､
事
前
に
各
家
か
ら
米
五
合
を
集
め
て
ま
わ
る
｡
当
日
は
'
講

に
は
い
っ
て
い
る
家
か
ら

一
人
出
席
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
だ
い
た
い
､
そ
の
家
の
主
人
が
参
加
す
る
こ

と
に
な
る
｡
御
神
酒
銭
と
し
て
百
円

(昭
和
五
十
七
年
)
を
も
っ
て
宿
に
行
っ
た
｡
宿
で
は
ア
ズ
キ
メ
ン
や
酒

を
用
意
す
る
｡

宿
で
は
'
地
神
訴
の
オ
ヒ
n
ウ
ゴ

(掛
軸
)
が
か
け
ら
れ
､
そ
の
前
に
机
を
お
き
､
米

･
野
菜

･
御
神
酒
な

ど
が
供
え
ら
れ
る
｡
掛
軸
は

｢社
日
地
神
尊
｣
(中
川
の
中
村
講
中
)､
｢堅
牢
地
神
｣
(茅
ヶ
崎
の
八
組
講
中
)

な
と
と
省
か
れ
た
も
の
､
神
像
を

1
体
え
が
い
た
も
の

(中
川
の
山
崎
誰
中
､
大
棚
の
カ
-
講
中
)
な
ど
が
あ

る
.
な
お
大
熊
の
ヤ
ト
講
中
の
掛
軸
に
は
二
十
八
体
の
神
像
が
え
が
か
れ
て
い
る
｡

宿
で
は
昼
と
夕
食
を
食
べ
る
場
合
が
多
い
.
宿
の
食
事
は
､
時
代
や
粥
中
に
よ
っ
て
異
な
る
.
大
棚
の
カ
ミ

詳
中
で
は
､
昼
に
赤
飯

･
さ
し
み

･
す
し

･
煮
物

･
天
ぷ
ら

･
ケ
ン
チ
ン
が
出
さ
れ
'
夕
食
に
は
ゴ
モ
ク
メ
ソ
･

ウ
ド
ン
･
ソ
バ
な
ど
が
よ
-
出
さ
れ
た
と
い
う
O
折
本
の
ヤ
ト
グ
-
の
一
つ
で
は
､
昼
に
天
ぷ
ら

･
穀
物

･
ケ

ン
チ
ン
'
夜
は
昭
和
五
十

一
年
ご
ろ
を
境
に
し
て
ス
キ
ヤ
キ
か
ら
､
チ
ラ
シ
ズ
シ
に
か
わ
っ
た
O
大
熊
で
は
'

む
か
し
は
ア
ワ
モ
チ
を
つ
い
て
食

へ
た
と
い
う
O
そ
れ
に
つ
い
て
､
地
神
さ
ま
は
粗
食
を
好
む
神
様
だ
と
い
い
､

ア
ワ
の
餅
を
好
ん
だ
と
い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
｡
ま
た
東
山
田
で
も
ジ
ザ
イ
モ
チ
を
つ
き
'
ア
ズ
キ
の
ア
ン

を
つ
け
て
食
べ
た
と
い
う
｡

社
員
は
野
良
仕
事
は
で
き
な
い
の
で
､
宿
で
昼
か
ら
夜
お
そ
く
ま
で
'
飲
食
し
た
り
､
世
間
話
な
ど
を
し
て

一
日
を
す
ご
し
た
｡
近
年
で
は
､
昼
を
宿
で
企
へ
た
の
ち
､
い
っ
た
ん
家
に
も
ど
り
､
夕
食
に
あ
ら
た
め
て
宿

に
行
-
と
い
う
と
こ
ろ
や
'
夕
食
の
み
の
講
に
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
｡
ま
た
'
日
ど
り
も
'
勤
め
人
が
多
く
な
っ

て
き
た
訪
中
で
は
祉
日
に
近
い
日
曜
日
に
お
こ
な
う
と
こ
ろ
も
あ
る
.

地
神
講
中
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
地
神
塔
が
多
-
み
う
け
ら
れ
る
が
'
地
神
講
の
際
に
お
ま
い
り
に
い
-
と

か
'
供
物
を
あ
げ
る
と
い
っ
た
他
行
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
地
神
講
は
､
土
地
の
神
で
あ
る
地
神
を
ま
つ
り
､
仕
事
を
や
す
ん
で
宿
で
つ
つ
し
ん
で
い
る
と

右

中
川

･
吉
野
貞
雄
家
払

･
5

左

北
山
Ef)
･
安
藤
為
次
家
前

･
帥
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同
時
に
飲
会
し
て
､
春
は
作
物
の
豊
作
を
い
の
り
へ
秋
は
収
穫
を
感
謝
し
た
O

稲
荷
講

ヒ
ノ
エ
ウ
マ

稲
荷
講
は
二
月
の
初
午
に
各
地
区
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
初
午
の
日
が

丙

午

に

あ
た
る
と
き
は
二
の
午
に

お
こ
な
う
.
ま
た
節
分
前
に
あ
た
る
と
き
は
節
分
後
の
午
の
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
稲
荷
講
は
､
講
中
を
基
盤

と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
'
本
家
分
家
や
ノ
ノ
ン
ル
イ
で
お
こ
な
う
場
合
や
､
稲
荷
杜
を

崇
敬
す
る
近
隣
の
数
軒
で
お
こ
な
わ
れ
る
例
も
あ
る
o

中
川
で
は
'
昭
和
十
五
年
こ
ろ
ま
で
'
初
午
の
前
日
に
ヨ
-
ヤ
を
お
こ
な

っ
て
い
た
o
子
と
も
た
ち
が
稲
荷

社
に
あ

つ
ま
り
'
太
鼓
を
た
た
い
た
り
'
ご
ち
そ
う
を
食

へ
な
が
ら
夜
中
ま
で
た
の
し
ん
で
い
た
｡
こ
の
よ
う

な
子
と
も
が
中
心
と
な
っ
て
お
こ
な
う
稲
荷
講
の
ヨ
ミ
ヤ
も
か
つ
て
は
多
く
あ

っ
た
よ
う
で
'
子
と
も
た
ち
の

た
の
し
み
の
ひ
と

つ
で
あ

っ
た
｡

稲
荷
講
の
信
仰
対
象
と
な
る
の
は
､
い
う
ま
で
も
な
-
稲
荷
社
で
あ
る
O
折
本
で
は
各
ク
-
こ
と
に
稲
荷
社

を
ま
つ
っ
て
お
り
､
初
午
に
は
そ
の
稲
荷
に
供
物
を
供
え
､
お
ま
い
り
し
て
か
ら
年
番
の
宿

へ
あ

っ
ま
っ
て
稲

荷
講
を
お
こ
な

っ
て
き
た
｡
た
だ
し
信
仰
対
象
と
な
る
稲
荷
杜
が
な
い
稲
荷
講
も
あ
る
O
大
熊
で
は
稲
荷
講
で

ま
つ
る
稲
荷
社
は
な
-
､
講
の
当
日
に
宿
に
か
け
ら
れ
る
オ
ヒ
ョ
ウ
コ
の
み
が
信
仰
の
対
象
と
な
る
｡

著
名
な
稲
荷
社
に
関
係
を
も

つ
稲
荷
誠
も
あ
る
o
新
吉
田
の
北
川
谷
戸
で
は
､
明
治
三
十
二
年
以
後
､
御
霊

谷
戸
か
ら
分
か
れ
て
十
七
名
で
稲
荷
講
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な

っ
た
O
講
員
は
'
十
七
名
と
決
め
て
秦
野
の
白

樫
稲
荷
社
に
と
と
け
て
あ
る
の
で
人
数
は
ふ
や
せ
な
い
と
い
う
｡
こ
の
稲
荷
講
も
ヤ
ト
の
う
ち
に
信
仰
対
象
と

す
る
稲
荷
祉
は
な
-
'
御
神
体
は
白
笹
稲
荷
で
い
た
だ
い
て
き
た
オ
ヒ
ョ
ウ
コ
で
あ
る
0
こ
の
よ
う
に
､
こ
の

稲
荷
講
は
白
笹
稲
荷
試
と
い
う

へ
さ
も
の
で
あ
る
が
､
初
午
に
白
笹
稲
荷
に
参
詣
す
る
こ
と
は
な
い
｡

北
川
谷
戸
の
稲
荷
講
は
次
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
当
番
の
人
が
'
事
前
に

一
軒
に
つ
き
'
米
三
台
を
あ

つ
め
て
ま
わ
り
､
当
日
は
そ
の
米
を
炊
-
O
宿
で
は
､
オ
ヒ
ョ
ウ
コ
を
掛
け
'
そ
の
前
に
御
神
酒

･
こ
飯

･
煮

物
を
供
え
､
お
燈
明
を
と
も
す
｡
講
は
昼
こ
ろ
よ
り
は
じ
め
ら
れ
､
名
家
の
だ
れ
か

l
人
が
参
加
し
､
全
員
で

栗
原
昌
治
安
稲
荷

(南
山
田
･
5
)
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下
純
中
十
五
軒
稲
荷

(中
川
)

長
沢
企
之
助
家

(中
川
)

皆
川
金
作
家

(中
川
)
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オ
ヒ
ョ
ウ
コ
を
お
が
む
｡
そ
の
後
'
オ
ヒ
ョ
ウ
コ
の
前
に
供
え
た
も
の
を
さ
け
て
､
飲
食
を
し
な
が
ら
世
間
話

を
し
て
夕
方
の
四
時
こ
ろ
に
解
散
す
る
｡
そ
の
際
に
次
回
の
年
番
に
オ
ヒ
ョ
ウ
ゴ
と
講
の
帳
簿
が
ひ
き
わ
た
さ

れ
る
O
オ
ヒ
ョ
ウ
コ
と
帳
簿
は
そ
の
年
番
の
家
で

1
年
間
保
管
す
る
が
､
も
し
そ
の
家
に
不
幸
が
あ
っ
た
と
き

は
'
次
の
当
番
に
か
わ
る
.
当
番
で
な
く
て
も
不
幸
が
あ
っ
て
喪
に
服
し
て
い
る
場
合
は
､
講
の
参
加
を
遠
慮

す
る
.
講
に
か
か

っ
た
費
用
は
'
当
番
の
宿
で
た
て
か
え
て
お
き
､
の
ち
に
計
算
し
て
各
戸
の
負
担
金
を
あ
つ

め
る
.
講
の
費
用
は
､
買

っ
た
品
物
の
代
金
と
エ
ン
ソ
と
よ
は
れ
る
席
料
で
あ
る
｡
席
料
は

1
軒
に
つ
き
三
百

五
十
円

(昭
和
五
十
七
年
現
在
)
で
あ
る
o

以
上
が
北
川
谷
戸
の
場
合
で
あ
る
が
'
他
地
区
の
場
合
も
だ
い
た
い
同
様
で
あ
る
｡
た
だ
､
講
の
前
に
米
を

あ

つ
め
'
当
日
に
御
神
酒
代
と
し
て
い
-
ら
か
の
お
金
を
宿
に
お
さ
め
る
以
外
は
､
宿
の
負
担
と
な
る
講
も
あ

る
｡折

本
の
稲
荷
講
で
は
､
ク
-
内
の
相
談
や
役
員
の
選
出
も
お
こ
な
わ
れ
る
O
稲
荷
講
は
ク
-
内
の
決
め
こ
と

の
機
会
で
も
あ

っ
た
｡

大
熊
の
ソ
モ
誰
中
の
稲
荷
講
は
､
昼
こ
ろ
か
ら
当
番
と
な
る
宿
で
は
じ
め
ら
れ
る
が
､
ま
ず
､
昼
か
ら
夕
方

ま
で
婦
人
た
ち
が
あ

っ
ま
っ
て
飲
食
し
た
り
世
間
話
を
し
て
す
こ
し
､
夜
に
な
る
と
男
た
ち
が
あ

っ
ま
っ
て
き

て
婦
人
ら
と
交
替
す
る
｡

つ
ま
り
'
昼
間
は
女
た
ち
の
講
で
､
夜
は
男
た
ち
の
稲
荷
誰
で
あ
る
｡

大
熊
に
は
近
隣
の
六
軒
で
ま
つ
っ
て
い
る
稲
荷
杜
も
あ
る
o
こ
れ
を

｢六
軒
組
の
稲
荷
さ
ま
｣
と
呼
ん
で
い

る
0
講
中
の
稲
荷
講
が
初
午
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
､
こ
の
稲
荷
社
の
講
は
二
の
午
に
お
こ
な
う
｡
こ
の
稲
荷

杜
は
､
中
山
家

(屋
号
ウ
エ
ノ
ヤ
シ
キ
)
の
土
地
に
あ
り
'
近
-
の
中
山
姓
二
軒
へ
小
出
姓

一
軒
､
角
田
姓
二

軒
と
で
ま
つ
っ
て
い
る
｡
六
軒
の
な
か
で
屋
敷
に
稲
荷
を
ま
つ
っ
て
い
る
の
は
同
家
だ
け
で
'
稲
荷
講
は
昭
和

五
十
年
こ
ろ
ま
で
は
同
家
を
宿
と
決
め
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
o
現
在
は
年
番
宿
と
な
っ
て
い
る
｡

東
方
の
長
谷
川
イ
ッ
ケ
で
は
､
本
家
の
敷
地
内
に
稲
荷
社
が
ま
つ
ら
れ
て
お
り
､
初
午
に
イ
ッ
ケ
の
十
五
軒

で
参
拝
し
､
稲
荷
講
を
ひ
ら
く
0
こ
の
日
に
は
'
か
つ
て
は
荏
EE
の
斎
藤
神
主
を
招
き
湯
立
を
し
た
と
い
わ
れ

大
熊
の
六
軒
組
稲
荷
詐

(5
)

I
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て
い
る
｡
同
族
神
的
な
稲
荷
社
を
ま
つ
る
稲
荷
講
で
あ
る
｡

大
棚
の
稲
荷
社
の
祭
り
は
'
初
午
の
稲
荷
講
と
三
月
十
五
日
の
例
祭
で
あ
る
｡
稲
荷
講
は
､
講
員
の
家
を
宿

に
順
番
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
､
公
民
館
の
脇
に
稲
荷
社
を
ま
つ
っ
て
か
ら
は
､
公
民
館
を
宿
と
す
る
よ
う
に
な

り
'
さ
ら
に
､
近
年
で
は
州
は.川
稲
荷
や
笠
間
稲
荷
な
ど
に
旅
行
を
か
ね
た
稲
荷
話
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

中
川
の
大
久
保
家

(屋
号
サ
カ
)
で
は
､
屋
敷
神
と
し
て
稲
荷
刊
を
ま
つ
っ
て
い
る
.
こ
の
稲
荷
を
分
家
二

軒
と
'

一
方
の
分
家
の
ジ
ン
ン
ル
イ

一
軒
の
計
E
I軒
で
ま
つ
っ
て
い
る
.
初
午
の
当
日
に
は
､
稲
荷
社
の
前
に

大
久
保
家
は

｢奉
納
正

1
位
稲
荷
大
明
神
｣
と
背
い
た
赤
い
布
の
ハ
タ
を
二
本
立
て
'
他
の
三
軒
は
白
い
紙
の

ハ
タ
を

一
本
ず
つ
立
て
る
｡
同
家
が
毎
年
､
宿
で
あ
り
'
三
軒
が
野
菜
の
煮
物
な
ど
を
も
ち
よ
っ
て
､
飲
食
や

世
間
話
を
す
る
｡
さ
き
の
大
熊
の

｢六
軒
組
の
稲
荷
さ
ま
｣
と
同
様
に
､
あ
つ
ま
る
三
軒
は
屋
敷
に
稲
荷
を
ま

つ
っ
て
い
な
い
｡
芽
ケ
崎
な
ど
に
も
こ
う
し
た
例
は
あ
る
｡

稲
荷
講
は
現
在
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
は
い
る
が
､
子
ど
も
が
中
心
に
お
こ
な
う
行
串
は
お
こ
な
わ
れ
な
く
な

り
､
flJB業
を
や
め
た
家
は
講
か
ら
ぬ
け
た
り
'
講
自
体
を
中
止
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
.
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で

も
､
初
午
に
は
家
ご
と
に
屋
敷
の
稲
荷
を
ま
つ
り
､
ア
ズ
キ
メ
ソ
を
た
い
て
供
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
.
稲
荷

は
作
神
と
い
わ
れ
る
｡
初
午
の
稲
荷
講
は
'
初
春
に
さ
き
だ
っ
て
作
物
の
豊
作
を
い
の
る
行
事
と
さ
れ
て
き
た
.

念
仏
謙

念
仏
講
は
ほ
と
ん
ど
の
地
区
で
お
こ
な
わ
れ
て
は
い
る
が
､
浄
土
真
宗
の
門
徒
が
は
と
ん
と
で
あ
る
勝
田
な

ど
で
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
｡

念
仏
講
に
は
'
月
並
念
仏

･
彼
岸
念
仏

･
葬
式
念
仏

･
年
忌
の
念
仏

･
百
万
遍
念
仏
な
と
が
あ
る
｡

月
並
念
仏
は
､
毎
月
､
日
を
決
め
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
､
多
く
の
地
区
で
は
お
も
に
組

(粥
中
､
ヤ
ト
)

を
単
位
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
O
月
の
十
二
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
折
本
､
十
四
日
は
大
棚

･
大

熊

･
牛
久
保
の
諦
地
古
梅
'
十
五
日
は
北
山
EB
･
東
山
田
､
十
七
日
は
牛
久
保
の
金
子
入
､
二
十

1
日
は
南
山

田
の
宮
の
下
'
二
十
三
rE
は
南
山
田
の
南
堀
､
二
十
八
日
は
中
川
と
'
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
､
ま
た
､
毎
月

つ
ご

大
輔
の
稲
荷
訪
中

(大
棚
公
民
館

･
S
)

I
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う
の
よ
い
日
に
お
こ
な
う
と
こ
ろ
も
あ
る
o
念
仏
は
､
だ
い
た
い
三
十
分
か
ら
四
十
分
く
ら
い
お
こ
な
わ
れ
る
｡

数
珠
は
時
計
回
り
の
逆
と
な
る
方
向
へ
ま
わ
し
､
ま
わ
す
回
数
が
決
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
O
オ
ヒ
n
ウ
ゴ

に
は

｢南
無
阿
弥
陀
仏
｣
や

｢十
三
仏
｣
と
雷
か
れ
た
も
の
が
あ
る
O
牛
久
保
の
金
子
人
で
は
､

l
月
の
月
並

念
仏
は
カ
ン
ネ
ン
プ
ツ
と

い
っ
て
､
よ
く
な
い
伝
承
が
あ
る
の
で
お
こ
な
わ
な
い
と
い
う
O

大
熊
の
シ
モ
訪
中
で
は
､
毎
月
十
E
]日
に
家
屋
配
置
順
に
宿
を
ま
わ
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
o
各
家
は
夕
食

を
す
ま
し
て
か
ら
宿
に
あ
つ
ま
り
'
夜
の
八
時
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
ら
れ
'
十
時
こ
ろ
に
解
散
す
る
｡
僧
侶
な
と

の
宗
教
者
は
関
与
し
な
い
o
宿
で
は
､
仏
壇
の
反
対
側
の
壁
に

｢南
無
阿
弥
陀
仏
｣
と
書
か
れ
た
オ
ヒ
ョ
ウ
ゴ

を
掛
け
て
'
そ
の
前
に
台
を
お
き
'
花

･
線
香

･
燈
明
を
か
さ
り
'
英
子
な
と
を
供
え
る
｡
講
に
は
女
性

･
老

人
が
多
-
参
加
す
る
が
､
か
な
ら
ず
L
も
女
性
や
老
人
だ
け
と
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
'
そ
れ
ぞ
れ
の

家
か
ら
だ
れ
か

一
人
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
講
員
が
そ
ろ
う
と
念
仏
が
は
じ
め
ら
れ
る
｡
大
数
珠
を

ま
わ
し
な
が
ら
へ
念
仏
を
と
な
え
る
O
音
頭
取
り
と
呼
ば
れ
る
人
が
中
央
に
す
わ
り
､
ン
モ
ク

(撞
木
)
で
鉦

を
た
た
-
.
数
珠
は
'
直
径
三
セ
ン
チ
-
ら
い
の
玉
が
三
百
六
十
五
個
と
'
太
陽
を
し
め
す
大
き
な
玉
へ
そ
れ

よ
り
す
こ
し
小
さ
い
月
を
し
め
す
玉
と
で
で
き
て
い
る
｡
太
陽
を
し
め
す
玉
に
は
房
が
付
い
て
い
て
'
こ
れ
が

自
分
の
と
こ
ろ
に
ま
わ
っ
て
-
る
と
お
し
い
た
だ
い
て
頑
を
さ
け
る
.
念
仏
は
､
｢
ナ
ー
ム
7
-
-
ダ
ー
ブ
｣

と
調
子
を
つ
け
て
と
な
え
'
繰
り
返
す
o
む
か
し
は
宿
の
家
が
､
赤
飯
､
煮
し
め
､
揚
げ
物
'

酒
な
と
を
出
し

た
が
､
現
在
で
は
菓
子
と
コ
ウ
コ
ウ

(た
-
わ
ん
)､
茶
-
ら
い
で
あ
る
｡
念
仏
講
は
'
ホ
ト
ケ
さ
ま
､
先
祖

さ
ま
の
供
養
の
た
め
に
お
こ
な
う
の
だ
と
い
う
O

折
本
で
は
､
浄
土
宗
の
穏
家
の
み
で
念
仏
講
を
お
こ
な
っ
て
い
る
.
識
見
は
'
以
前
は
十
軒
で
あ
っ
た
が
､

第
三
京
浜
道
路
が
で
き
て
'
家
を
移
動
し
た
り
'
転
居
し
た
り
し
て
四
軒
の
家
が
ぬ
け
て
し
ま
い
'
現
在
で
は

六
軒
で
お
こ
な

っ
て
い
る

(昭
和
五
十
八
年
)｡
こ
の
月
並
念
仏
は
､
毎
月
十
二
日
に
お
こ
な
っ
て
い
た
が
'

十
年
ほ
と
前
よ
り
偶
数
月
に
の
み
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
o
宿
は
回
り
番
と
し
'
年
後
二
時
こ
ろ
か
ら
五
時

こ
ろ
ま
で
お
こ
な
う
｡
｢浄
土
宗
の
お
っ
と
め
｣
と
い
う
経
本
が
あ
り
､
以
前
は
全
部
と
な
え
て
い
た
と
い
う

念
仏
託

(牛
久
保
金
子
入
観
音
堂

･
4
)



r]ウ
･･rn
ウ
ヘ
ノ
リ

r
n
ウ

f
ノ
一
り

が
､
現
在
で
は
は
じ
め

の
部

分
しか
と
な
え

な

い
O
念
仏
は
'
は
じ
め
に
｢
光

明

遍

照

十

方

世

界

念仏

′
ソユウ

t
ツ
′r1
7
ノヤ

衆
生

摂
取
不
捨
｣
と
と
な

え､続
い
て
大

数
珠

を
ま
わ
し
な
が
ら

｢
ナ
ー
ム
7
-
ダ
ブ

ソ
｣
と
繰
り

返して

ガ
ノ
ニ
ソ
タ
ド
タ

ヒ
Tnウト
ウ
セイ
ノサ
イ

ド
ウ
ハツ
ず
′
イ

と
な
え
る
｡
音

頭

取
り

1
人

が鉦
を
た
た
く
0
そ
し
て
最
後
に

｢願
以

此
功徳

平

等

施

一

切

同

発

菩

提

シ
/

kウ

ン'ウγ/ウクn
タ

心

往

生

安
楽
国

十
念
｣
と

と
な
え

て
お
わ
る
.
宿
で
は
掛
軸
を
掛
け
る
が
､
そ
れ
に
は
'
｢火
防
延
命

造
酒
地
蔵
菩
薩

東
都

小
石
川
大
塚

海
中
出
現
戊
首
相
犀
作

普
門
山
大
慈
寺
｣
と
巾
uか
れ
て
い
る
｡
鉦

に
は

｢文
化
七
年
午

三
月
吉
日

折
本
講
中

粉
川
市
正
作
｣
(
一
八

一
〇
)
と
銘
が
は
い
っ
て
い
る
｡
念
仏

講
の
参
加
者
は
'
や
は
り
､
お
ば
あ
さ
ん
が
主
に
な
っ
て
い
る
が

､

と
き

に
よ
り
嫁
さ
ん
や
当
主
が
で
て
-
る
｡

各
家
か
ら
は
十
円
を
あ

つ
め
る
｡

彼
岸
念
仏
は
'
春
と
秋
の
彼
岸
に
あ
っ
ま
っ
て
念
仏
を
と
な
え
る
も
の
で
'
中
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
は

中
日
念
仏
と
も
い
う
0
東
山
EB
で
は
中
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
O
南
山
田
で
は
彼
岸
の
二
十

一
日
に
お
こ
な
わ
れ
'

北
山
田
で
は
'
春
の
彼
岸
の
入
り
､
秋
の
彼
岸
の
明
け
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
大
棚
で
は
彼
岸
の
念
仏
を
オ
タ
イ

ヤ
ネ
ン
プ
ツ
と
い
う
0
茅
ヶ
崎
の
彼
岸
念
仏
は
'
彼
岸
の
な
か
で
宿
の
つ
ご
う
の
よ
い
H
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡

宿
は
春
と
秋
､
別
の
家
が
う
け
も
ち
､
組
の
鉦
と
数
珠
を
あ
ず
か
る
｡
夕
食
後
に
お
こ
な
う
の
で
'
宿
で
は
お

茶
の
み
が
出
さ
れ
る
｡
芽
ケ
崎
の
七
組
で
は
'
月
並
念
仏
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
､
三
月
と
九
月
の
彼
岸
に

あ
た
る
月
は
'
月
並
念
仏
を
彼
岸
念
仏
と
し
､
こ
の
雨
月
に
は
念
仏
を
二
度
お
こ
な
う
こ
と
は
な
い
｡

葬
式
念
仏
は
､
葬
式
後
に
お
こ
な
わ
れ
る
念
仏
で
､
茅
ヶ
崎
で
は
イ
リ
ネ
ン
プ
ツ
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
死
者

が
仏
の
仲
間
に
入
る
と
い
う
意
味
で
イ
-
と
い
う
の
だ
そ
う
で
あ
る
｡
葬
式
が
す
ん
で
参
列
者
が
帰

っ
た
の
ち
､

組
の
念
仏
講
に
参
加
し
て
い
る
人
が
あ
つ
ま
り
念
仏
を
と
な
え
て
く
れ
る
｡
死
者
の
成
仏
を
願

っ
て
お
こ
な
わ

れ
る
｡

年
忌
の
念
仏
は
'
各
家
で
法
事
が
あ
っ
た
と
き
に
､
随
時
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
茅
ヶ
崎
で
は
t
E
l

十
九
日
､
百
か
日
､

1
周
忌
､
三
回
忌
な
ど
の
法
事
に
お
こ
な
う
｡
念
仏
を
し
て
も
ら
う
家
で
は
'
ご
飯
な
ど

の
接
待
を
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
.
念
仏
は
'
百
万
遍

(南
無
阿
弥
陀
仏
を
百
回
)
と
､
十
三
仏
の
名
を

念
仏
の
用
<
と
掛
抽
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十
三
回
繰
り
返
す
｡
そ
れ
は
､
｢両
軸

不
動

･
釈
迦

･
文
殊

･
普
賢

･
地
蔵

･
弥
勘

･
薬
師

･
観
音

･
勢
至

･

あし
ゆく

阿
弥
陀

･
阿

閤

･
大
日

･
虚
空
蔵
｣
で
､
鉦
を
た
た
き
な
が
ら
音
頭
取
り
に
つ
い
て
と
な
え
る
0
道
具
は
､
十

三
仏
の
オ
ヒ
ョ
ウ
コ
と
鉦
を
使
い
'

数
珠
は
使
用
し
な
い
｡

百
万
遍
と
は
､
と
な
え
る
念
仏
の
名
称
で
あ
る
が
､
大
熊
で
は
行
事
の
名
称
と
な

っ
て
い
る
o
大
熊
の
ヤ
ト

講
中

･
ノ
モ
講
中
で
は
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
五
月

一
日
に
'
講
中
内
の
各
家
を
戸
別
に
念
仏
を
と
な
え
て
歩
い

て
ま
わ
っ
た
O
ま
わ
る
家
の
順
番
は
決
ま
っ
て
い
て
'
最
後
の
家
で
は
'
あ
っ
ま

っ
て
き
た
子
と
も
に
菓
子
を

あ
た
え
た
り
､
大
人
は
家
に
あ
が
っ
て
お
茶
な
と
を
飲
ん
だ
｡
ヤ
ト
で
は
戦
後
は
中
止
さ
れ
'

ソ
モ
で
は
､
宿

を
決
き
め
て
あ
つ
ま
り
念
仏
を
と
な
え
る
の
み
で
あ
る
｡
月
並
念
仏
の
と
き
の
鉦
を
た
た
-
が
'
大
数
珠
は
ま

わ
さ
な
い
｡
昼
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
'
念
仏
が
お
わ
る
と
菓
子
を
子
と
も
に
や
っ
た
り
､
茶
を
飲
ん
だ
り
し
て
午

後
四
時
か
五
時
こ
ろ
に
解
散
す
る
o

ン

ノ

ヒ

十

新
羽
の
中
之
久
保
で
も
五
月

一
日
に
百
万
遍
が
お
こ
な
わ
れ
た
O
注

連

引

百

万
遍
と
い
い
'
男
衆
は
､
わ
ら

で
大
き
な
へ
ヒ
を
三
体
作

っ
て
谷
戸
の
三
方
の
境
ま
で
運
び
､
ヒ
イ
ラ
半
の
木
に
か
ら
ま
せ
'
御
神
酒
を
そ
そ

-
｡

一
方
､
女
衆
は
大
数
珠
を
ま
わ
し
て
念
仏
を
あ
け
る
｡
こ
の
行
事
は
'
悪
い
病
気
が
谷
戸
内
に
入

っ
て
く

る
こ
と
を
防
-
た
め
に
お
こ
な
う
と
い
い
t

へ
ヒ
を
つ
-
る
の
は
､
境
で
ヘ
ビ
が
疫
病
を
食
い
尽
す
た
め
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
三
体
作
る
の
は
'
中
之
久
保
に
通
ず
る
道
が
南

･
北

･
西
の
三
筋
で
あ
っ
た
た
め
で

あ
る
O
こ
の
悪
疫
退
散
の
百
万
遍
行
事
は
昭
和
十
五
､
六
年
こ
ろ
か
ら
お
こ
な
わ
れ
な
く
な

っ
た
が
'
昭
和
五

十
四
年
五
月

l
日
に
'
新
羽
小
学
校
の
新
設
を
記
念
し
て
復
活
さ
れ
た
o

茅
ヶ
崎
で
は
､
二
月
二
十
三
日
と
十

1
月
二
十
三
日
の
年
二
回
､
大
師
念
仏
を
お
こ
な
う
0
大
師
誠
と
も
い

う
｡
戦
後
に
な

っ
て
や
め
た
家
が
多
-
､
現
在
で
は

一
～
三
組
の
十
二
～
三
軒
の
み
で
お
こ
な

っ
て
い
る

(昭

和
五
十
二
年
)
O
宿
を

l
回
ず
つ
順
番
に
つ
と
め
､
オ

ヒ
ョ
ウ
コ
を
か

け
て
お
こ
な
う
.
夕
食
時
に
あ

つ
ま
り
'

供
え
物
を
し
て
か
ら
念
仏
を
お
こ
な
う
0
念
仏
は

｢
ナ
ム
ダ
イ
シ
ヘ
ン
ジ

ョ
ウ
コ
ン
ゴ
ウ
｣
と
十
五
回
ず
つ
､

二
回
繰
り
返
し
て
か
ら
'
南
無
阿
弥
陀
仏
に
節
を

つ
け
た
ロ
ク
シ
ヅ
メ
の
念
仏
を
'
鉦
を
た
た
き
な
が
ら
音
頭

注
連
引
百
万
_
の
ヘ
ビ

(新
羽
中
之
久
保
･
伽
)
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を
と
っ
て
と
な
え
る
｡
宿
で
は
､
小
豆
粥
､
ケ
ン
チ
ン
汁
､
煮
し
め
な
と
を
作
っ
て
食
邸
の
準
備
を
す
る
｡
以

前
は
'
お
椀
に

l
杯
の
米
と
お
椀
の
ふ
た
ぐ
ら
い
の
小
皿

一
杯
の
小
豆
を
各
自
も
ち
よ
っ
た
が
､
現
在
は
宿
持

ち
で
作
っ
て
い
る
｡

ま
た
茅
ヶ
崎
で
は
'
月
並
念
仏
の
と
き
に
'
念
仏
が
お
わ
っ
た
あ
と
御
詠
歌

･
和
讃
を
唱
合
し
て
い
た
と
い

ラ
.
御
詠
歌
や
和
讃
は
､
弘
法
大
師
の
生
い
立
ち
な
と
を
文
章
に
し
て
節
を
つ
け
た
も
の
で
､
リ
ン
と
呼
ぶ
輪

を
ふ
り
な
が
ら
お
こ
な
っ
た
｡
こ
れ
が
評
判
と
な
っ
て
'
茅
ヶ
崎
近
辺
の
祭
り
､
地
蔵
や
観
音
さ
ま
の
御
開
帳

の
と
き
に
頼
ま
れ
て
出
か
け
て
い
っ
た
と
い
う
｡
太
平
洋
戦
争
の
こ
ろ
ま
で
続
い
て
い
た
が
､
習
う
人
が
な
-

な
っ
て
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
o

以
上
の
よ
う
に
念
仏
は
'
毎
月
､
彼
岸
､
葬
式
'
法
事
な
ど
に
､
先
祖
の
供
養
や
死
者
の
成
仏
を
願
っ
て
お

こ
な
わ
れ
て
き
た
o
現
在
で
は
中
止
し
て
し
ま
っ
た
地
区
も
あ
る
が
､
お
も
に
老
人
が
中
心
と
な
っ
て
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
た
め
か
､
存
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
o

お
題
目
講

日
蓮
宗
の
他
家
が
各
地
区
ご
と
に
あ
っ
ま
っ
て
お
題
目
誹
を
つ
く
っ
て
い
た
｡
こ
の
講
に
入
っ
て
い
る
家
は

念
仏
講
に
は
入
ら
な
か
っ
た
｡
毎
月
決
ま
っ
た
日
に
夕
食
を
す
ま
し
て
か
ら
回
り
番
の
宿
に
あ
つ
ま
り
､
う
ち

わ
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら
お
題
目
を
と
な
え
る
｡

新
吉
田
の
常
真
等
の
お
会
式
に
は
川
和
か
ら
も
題
目
講
が
万
燈
を
か
つ
い
で
き
た
と
い
い
､
寺
の
お
会
式
を

通
じ
て
他
地
区
の
題
目
講
と
の
あ
い
だ
に
交
流
が
あ
っ
た
.

庚
申
講

各
地
区
に
は
､
舌
面
金
剛
の
像
や

｢庚
申
塔
｣
と
刻
ま
れ
た
庚
申
供
養
塔
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
｡

こ
れ
ら
は
庚
申
信
仰
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
石
碑
で
あ
り
'
そ
れ
だ
け
広
く
庚
申
講
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
｡
現
在
で
は
､
庚
申
講
を
お
こ
な
っ
て
い
る
地
区
は
た
い
へ
ん
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
｡

念
仏
兼
の
妃
録

(大
棚
上
籾
/
E

･
5
)
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庚
申
誹
と
は
､
十
手
+
二
支
の

庚

申

に

あ
た
る
日
に
'
信
者
が
あ
っ
ま
っ
て
お
こ
な
う
許
で
あ
る
｡
道
教
の

三

戸

の
説
か
ら
お
こ
っ
た
信
仰
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
人
の
体
内
に
は
'
大
害
を
な
す
と
い
う
三
F
の
虫
が
ひ
そ
ん
で

い
て
'
庚
申
の
夜
に
ね
む
る
と
体
内
か
ら
ぬ
け
だ
し
て
､
天
帝
に
'
そ
の
人
の
日
ご
ろ
の
罪
過
を
つ
げ
に
ゆ
-

と
い
う
説
が
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
'
庚
申
の
晩
に
は
ね
む
ら
ず
に
お
き
て
い
て
身
を
つ
つ
し
む
の
だ
と
い
わ
れ
て

い
る
｡
庚
申
は
'
仏
教
で
は
舌
面
金
剛
'
神
道
で
は
猿
田
彦
命
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
O

茅
ヶ
崎
で
は
､

1
･
二
組
中
心
の
七
軒
に
よ
る
下
茅
ヶ
崎
調
中
と
､
三
組
中
心
の
ヒ
ガ
ン
マ
エ
庚
申
訪
中
が

あ
る
｡
前
者
は
'
庚
申
の
日
に
か
か
わ
り
な
く
'

1
か
月
お
き
の
奇
数
月
の
当
番
の
宿
の
都
合
の
よ
い
日
に
お

こ
な
っ
て
い
る
が
'

一
月
は
カ
ン
サ
ル
と
い
っ
て
避
け
'
二
月
に
ま
わ
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
｡
現
在
は
男
女

か
ま
わ
ず
参
加
す
る
O
宿
で
は
オ
ヒ
ョ
ウ
ゴ
を
か
け
､
膳
を
お
い
て
供
え
物
を
す
る
｡
食
餌
は
宿
も
ち
で
用
意

さ
れ
る
o
本
来
は
夜
明
か
し
を
す
る
の
だ
が
､
い
ま
は
夜
の
十

1
時
ご
ろ
ま
で
で
解
散
す
る
O
夜
明
か
し
を
し

た
理
由
は
､
庚
申
の
と
き
に
で
き
た
子
は
石
川
五
衛
門
の
よ
う
な
大
泥
棒

に
な
る
と
い
わ
れ
る
た
め
で
あ
っ
て
'

こ
の
日
子
供
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
に
夜
の
あ
い
だ
男
だ
け
が
あ
っ
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
0
ヒ
ガ
シ
マ
エ
庚
申
訪

中
で
は
､
二
月
と
十

1
月
の
年
二
回
､
ま
わ
り
も
ち
の
宿
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
8

中
川
で
も
､
庚
申
の
日
に
子
供
を
つ
-
る
と
泥
棒
が
で
き
る
と
い
わ
れ
､
そ
の
日
に
は
､
男
は
家
に
帰
ら
ず

l
晩
中
飲
み
あ
か
し
た
と
い
う
｡
講
は
現
在
は
お
こ
tl･,6わ
れ
て
い
な
い
が
､
庚
申
塔
が
二
基
あ
り
､
そ
の
う
ち

1
基
は
松
本
家

(屋
号
シ
モ
ハ
ラ
)
で
ま
つ
っ
て
い
る
｡
庚
申
の
Dj
と
毎
月

1
日
･
十
五
日
に
御
神
酒
と
水
を

と
り
か
え
'
と
く
に
庚
申
の
日
に
は
､
猿
田
彦
大
明
神
の
堤
燈
を
か
け
て
ま
つ
る
｡
こ
の
庚
申
塔
は
非
常
に
た

た
る
神
さ
ま
で
､
ま
わ
り
に
咲
い
て
い
る
花
を
ひ
と
つ
取
っ
て
も
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
｡

荏
田
の
渋
沢
で
は
､
年
に
四
民
､
庚
申
の
晩
に
回
り
番
の
宿
で
お
こ
な
う
｡
宿
で
は
掛
軸
を
か
け
る
が
'
そ

れ
に
は
､
｢庚
申
待

猿
田
彦
大
神

道
祖
神
｣
の
文
字
と
､
高
い
鼻
を
も
つ
神
像

(天
狗
か
)
が
え
が
か
れ

て
い
る
o
訴

(日
待
)
に
は
男
女
か
ま
わ
ず
参
加
す
る
｡

大
熊
で
は
'
昭
和
初
期
ま
で
お
こ
な
っ
て
い
た
｡
庚
申
得
と
も
い
っ
た
｡
庚
申
の
日
に
'
男
ば
か
り
が
宿
に

庚
申
ホ
と
よ
申
書
の
お
♯
(下
茅
ヶ
崎
詐
中
･
00
)



庚
申
塔

(茅
ヶ
崎
)
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あ
つ
ま
り
､
飲
食
し
て
夜
中
の
十
二
時
こ
ろ
解
散
し
た
｡
宿
は
回
り
番
で
'
宿
で
は
神
棚
の
下
に
三
猿
の
オ
ヒ
ョ

ウ
コ
を
掛
け
た
と
い
う
｡

新
吉
田
の
御
霊
谷
戸
と
北
川
谷
戸
で
は
､
年
の
書
の
庚
申
の
日
に
お
こ
な
っ
て
い
た
｡
戦
後
に
な
っ
て
か
ら

は
講
を
た
て
る
こ
と
は
な
-
な
っ
た
｡
講
を
た
て
て
い
た
こ
ろ
は
'
昼
ご
ろ
宿
に
あ
っ
ま
っ
て
酒
を
飲
み
博
禁

を
お
こ
な
っ
た
｡
博
変
は
､
サ
イ
コ
ロ
を
二
つ
使
い
丁
半
の
日
に
よ
り
勝
負
を
決
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

が
､
賭
け
る
報
は
あ
ま
り
多
-
皮
-
'
賭
け
よ
り
も
遊
び
を
目
的
と
し
て
い
た
o
庚
申
坂
の
地
下
道
付
近
に
あ

る
庚
申
塔
に
刻
ま
れ
た
同
行
者

(信
者
)
は
十
五
人
と
な
っ
て
い
る
｡
現
在
で
は
､
六
十
年
に

一
度
の
庚
申
の

年
に
祭
り
を
お
こ
な
っ
て
い
る
｡
祭
り
で
は
御
神
楽
を
お
こ
な
い
､
最
後
に
山
の
神
が
出
て
き
て
オ
ダ
ン
ゴ
を

な
げ
る
｡
そ
の
オ
ダ
ン
ゴ
を
食
べ
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

東
山
EB
で
も
庚
申
得
と
い
っ
て
､
庚
申
の
日
に
は
､
ま
わ
り
も
ち
の
宿
で

一
晩
中
夜
明
か
し
を
し
た
O
こ
こ

で
も
中
の
日
に
で
き
た
子
は
'
ま
と
も
な
人
に
な
ら
ず
､
盗
人
に
な
る
と
い
う
｡
昭
和
二
十
年
こ
ろ
ま
で
､
こ

の
行
事
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
O

以
上
の
よ
う
に
庚
申
講
は
'
男
性
が
中
心
の
講
で
あ
り
'
夜
明
か
し
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
場

合
が
多
か
っ
た
｡

太
子
講

草
葺
き
の
屋
根
の
家
が
多
か
っ
た
こ
ろ
は
､
屋
根
屋
を
副
業
と
す
る
仲
間
同
志
が
あ
つ
ま
り
太
子
講
を
お
こ

な
っ
て
い
た
｡
太
子
講
は
､
親
方
の
兄
弟
弟
子
､
弟
子
､
そ
の
ま
た
弟
子
と
い
う
よ
う
に
､
お
な
じ
親
方
の
弟

子
と
う
L
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
o

大
棚
の
故
吉
野
治
平
さ
ん

(明
治
三
十
三
年
生
)
を
親
方
と
す
る
仲
間
は
､
大
棚

･
茅
ヶ
崎

･
勝
田
に
居
住

し
て
い
た
｡
こ
の
訪
中
で
は
､
講
は
大
正
期
に
は
'
年
に

l
回
､
二
月
十

l
日
に
お
こ
な
っ
て
い
た
が
'
大
正

十
四
年
こ
ろ
か
ら
は
､
仕
事
が
減

っ
て
会
う
機
会
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
､
二
月
十

一
日
と
秋
の
彼
岸
の
中
日

に
講
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
｡
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
は
二
月
十

1
日
が

l
月
十

l
EI]
に
変
更
さ
れ
た
｡

よ
中
書

(新
吉
田
･
5
)

太

子暮
左
下
は
大
山
の
&
*
讃
井

(北
山
EE
公
民
稚
･
S!)
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屋
根
屋
連
名
帳
が
あ
っ
て
'
宿
は
そ
こ
に
普
か
れ
て
い
る
名
前
順
に
ま
わ
っ
た
｡
連
名
帳
に
は
'
先
鞭
か
ら

順
に
名
前
が
書
か
れ
､
太
子
講
の
際
の
費
用
な
ど
も
記
録
さ
れ
た
｡

宿
で
は
床
の
問
に
テ
ィ
シ
サ
マ
の
掛
軸
を
ま
つ
り
､
そ
の
前
に
屋
根
屋
の
道
具
を
す
へ
て
な
ら
べ
､
さ
ら

に

煮
し
め

･
揚
げ
物

･
酢
だ
こ
･
ソ
ハ
･
酒
な
ど
を
供
え
'

1
年
の
は
じ
め
に
､
仕
事
の
安
全
を
祈
願
し
た
｡

講

は
午
後

一
時
ご
ろ
か
ら
は
じ
め
ら
れ
､
食
事
を
し
な
か
ら
､
そ
の
年
の
一
人
前
の
屋
根
屋
の
日
当
や
見
習
い
の

日
当
'
茅

･
縦

･
竹
の
相
場
な
と
を
決
め
た
｡
屋
板
葺
き
の
技
術
な
と
の
話
も
し
た
O
五
～
六
年
の
見
習
い
を

し
て
一
応
の
仕
事
が
お
は
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
た
｡
見
習
い
の
期
間
は
､
上
の
人
た
ち
の
世
話
や
雑
用
に

い
そ
が
し
-
'
ま
た
仕
即
の
面
で
は
さ
び
し
く
指
導
さ
れ
た
｡

l
人
前
に
な
る
と
､
太
子
講
の
席
で
披
露
を
お
こ
な
う
｡

一
人
前
と
な
っ
た
人
が
全
党
用
を
も
ち
､
ふ
だ
ん

の
太
子
講
の
料
理
に
､
料
理
屋
に
た
の
ん
だ
ク
チ
ト
-
杏
-
わ
え
た
.
ふ
だ
ん
の
太
子
講
の
致
用
は
､
以
前
は

徹
神
酒
銭
だ
け
は
各
自
が
も
ち
､
食
事
代
な
ど
は
当
番
宿
の
負
担
と
し
て
い
た
が
t
の
ち
に
は
会
費
を
出
す
よ

う
に
な
っ
た
｡
屋
板
葺
き
の
と
き
､
職
人
の
数
を
必
要
と
す
る
場
合
は
'
太
子
講
の
仲
間
か
ら
つ
の
っ
た
O
人

数
は
'
屋
根
の
規
模
と
依
頼
主
の
日
数
か
ら
わ
り
た
し
た
｡
こ
の
太
子
調
は
昭
和
四
十
五
年
ご
ろ
ま
で
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
と
い
う

(｢
す
ま
い
｣
の
蕃
参
照
)0

新
吉
田
で
は
'
ム
ラ
内
の
屋
根
鼠

･
大
工

･
左
官

･
土
方

･
器
職
な
ど
の
職
人
が
あ
っ
ま
っ
て
太
子
純
を
お

こ
な
っ
て
い
た
O
講
で
は
'
聖
徳
太
子
を
ま
つ
り
､
賃
金
の
と
り
き
め
な
と
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
｡
ま
た
地

域
の
野
鍛
冶
が
集
ま
り
太
子
講
を
-
ん
で
い
た
｡

こ
の
よ
う
に
'
太
子
講
に
は
屋
根
屋
や
鍛
冶
屋
の
よ
う
に
t

L
つ
の
職
種
仲
間
が
集
い
'
講
を
結
成
し
て
い

る
も
の
と
'
各
種
の
故
人
に
よ
っ
て
組
耕
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
が
､
い
ず
れ
に
し
て
も
吸
入
が
聖
徳
太
子
を

ま
つ
る
た
め
に
組
紙
し
た
講
で
あ
っ
た
｡

地
蔵
講

大
熊
と
折
本
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
大
熊
で
は
八
月
二
十
四
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
信
仰
対
象
は
シ

地
暮
す

(折
本
の
早
苗
地
意

･
EB
)
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モ
試
中
に
あ
る
地
蔵
堂
で
､
ヤ
ー
誹
中
と
ン
モ
訪
中
合
同
で
お
こ
な
っ
て
き
た
o

l
時
期
､
九
月

1
日
に
お
こ

な
っ
て
い
た
が
'
二
百
十
日
の
ア
レ
ヒ
に
あ
た
る
の
で
､
昭
和
三
十
六
年
よ
り
元
の
八
月
二
十
四
日
に
戻
し
た
｡

当
日
は
宿
の
家
で
タ
ン
ゴ
を
作
り
'
長
福
寺
の
住
職
が
地
蔵
堂
へ
来
て
お
経
を
と
な
え
る
.
ま
た
'
あ
っ
ま
っ

た
人
た
ち
は
念
仏
を
と
な
え
る
.
宿
は
ヤ
ト
と
ソ
モ
と
で
毎
年
交
替
で
お
こ
な
う
｡
当
日
は
住
職
が
お
札
を
-

ぼ
る
.
こ
の
地
蔵
講
は
'
昭
和
初
期
ま
で
は

｢下
田
の
地
蔵
さ
ま
｣
の
講
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
､
そ

の
後
は
村
の
地
蔵
堂
を
信
仰
の
対
象
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
0

折
本
の
地
蔵
講
は
'
毎
年
九
月
二
十
四
日
に
公
民
館
で
お
こ
な
わ
れ
る
｡
折
本
の
カ
-
グ
-
に
あ
る
子
育
地

蔵
を
供
養
す
る
た
め
に
は
じ
め
ら
れ
た
｡
こ
の
地
蔵
に
は
祭
日
も
な
-
､
た
ま
に
お
ま
い
り
す
る
人
が
い
る
程

度
で
あ
っ
た
｡
昭
和
の
初
期
へ
村
道
を
ひ
ろ
げ
る
た
め
に
'
四
回
は
ど
地
蔵
を
移
動
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と

な
り
､
講
を
組
耕
し
て
供
養
す
る
こ
と
に
な
っ
た
C
そ
れ
と
同
時
に
､
ハ
ラ
グ
-
に
あ
る
早
苗
地
蔵
の
供
養
も

お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

当
日
は
'
地
蔵
堂
に
､
堤
燈
を
さ
け
､
昼
ご
ろ
に
あ
っ
ま
っ
て
､
地
蔵
の
前
で
宙
l(g
E寺
の
住
職
に
お
経
を
あ

げ
て
も
ら
う
｡
そ
の
の
ち
､
公
民
館
に
う
つ
り
､
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
ス
ン
や
果
物
な
と
を
食
べ
る
｡
現
在
の

試
員
は
二
十
四
軒
で
あ
る
｡

不
動
講

荏
田
の
披
沢
の
矢
羽
根
組
十

1
軒
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
.
矢
羽
根
の
丘
の
斜
面
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
矢
崎

不
動
を
ま
つ
る
講
で
､
不
動
堂
に
組
の
各
戸

一
人
ず
つ
あ
つ
ま
り
､
御
神
酒
を
あ
げ
'
要
言
を
と
な
え
る
｡
以

前
は
両
月
二
十
八
日
に
あ
っ
ま
っ
て
お
こ
な
っ
て
い
た
が
､
近
年
は
正
月

･
五
月

･
九
月
の
三
回
だ
け
お
こ
な

う
よ
う
に
な
っ
た
｡

不
動
誰
は
､
当
番
を
決
め
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
当
番
は

1
年
交
替
で
家
順
に
担
当
す
る
｡
正
月
二
十
八

日
は
'
と
く
に
そ
の
当
番
の
家
に
あ
つ
ま
り
'
飲
食
す
る
｡
組
の
新
年
会
も
瀬
ね
て
い
る
｡
ま
た
､
こ
の
不
動

講
の
日
に
は
温
泉
な
ど
へ
行
く
旅
行
の
桁
立
金
を
あ
つ
め
て
い
る
｡
な
お
矢
崎
不
動
は
酉
年
の
人
の
守
り
本
尊

地
毛
廿
の
把
鼓

(折
本

･
馳
)
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と
い
わ
れ
て
い
る
｡

お
日
待

(若
衆
日
待

･
牛
馬
日
待
)

お
目
得
と
は
､
夜
に
宿
に
あ

っ
ま
っ
て
'
夜
明
し
を
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
近
年
で
は
昼
に
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
場
合
も
あ

っ
て
さ
ま
さ
ま
で
あ
る
0

折
本
で
は
､
年
二
回
､
春
と
秋
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
0
日
は
特
に
決
ま

っ
て
お
ら
ず
､
郡
合
の
よ
い
日
に

お
こ
な
わ
れ
る
場
合
が
多
か

っ
た
o

ハ
ラ
ク
,,,
で
は
､
昭
和
五
十
年
こ
ろ
ま
で
は
三
月
十
四
日
の
晩
か
ら
十
五

日
の
朝
に
か
け
て
お
こ
な

っ
て
い
た
｡
イ
チ
ク
-
で
は
'
昭
和
四
十
五
年
こ
ろ
ま
で
で
あ

っ
た
｡
各
ク
-
こ
と

に
､
若
い
男
の
人

(所
帯
を
も
た
な
い
男
性
)
が
､
夕
飯
か
ら
宿
に
あ
っ
ま

っ
て
日
の
出
を
ま
っ
た
O
こ
れ
を

ワ
カ
イ
シ
ヒ
マ
チ
と
い
っ
た
｡
雑
談
な
と
を
し
な
か
ら
夜
通
し
起
き
て
い
て
､
夜
明
け
を
ま
ち
､
日
の
出
を
お

が
ん
だ
の
ち
解
散
し
た
｡
お
目
得
は
オ
テ
ン
ト
ウ
サ
マ

(太
陽
)
の
祭
り
だ
と
い
う
｡
最
近
で
は
し
だ
い
に
お

こ
な
わ
れ
な
J＼
な
り
､
か
わ
っ
て
伊
豆
な
と
に

1
泊
旅
行
に
行
く
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
｡

荏
田
の
渋
沢
で
は
'
｢留
年
の
お
目
待
｣
と
い
わ
れ
､
若
衆
が
法
道
苛
の
ワ
カ
イ
ン
サ
ン
キ

(若
衆
座
敷
)

に
あ
っ
ま

っ
て
お
こ
な

っ
た
｡
法
道
寺
の
な
か
の

一
部
屋
が
若
衆
専
用
に
な

っ
て
い
た
｡
お
こ
な
わ
れ
た
月
日

は
現
在
で
は
不
明
だ
が
､
お
目
待
に
は
尚
り
酒
を
造

っ
た
と
い
う
｡
十
五
歳
に
な

っ
た
若
衆
の
新
規
加
入
者
は
､

こ
の
日
符
の
と
き
に
仲
間
入
り
を
し
た
｡

大
熊
で
は
､
ン
モ
･
ヤ
ト
の
講
中
こ
と
に
'
農
閑
期
の
春
と
秋
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
o
宿
を
順
に
ま
わ
し
､

各
戸
か
ら
米
五
台
を
あ

つ
め
た
.
宿
で
は
朝
か
ら
夕
方
ま
で
飲
食
し
た
り
へ
世
間
話
な
と
を
し
て
す
こ
し
た
と

い
う
0
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡

こ
れ
と
は
別
に
'
年
目
符
と
鳥
目
待
が
あ
っ
た
｡
月
に

l
度
､
丑
の
日
と
午
の
日
に
'
宿
あ
る
い
は
集
会
所

に
あ

っ
ま
っ
て
飲
食
す
る
講
で
'
講
目
前
に
当
番
宿
の
者
が
誠
日
を
各
純
良
宅

へ
フ
レ
て
ま
わ
っ
た
｡
牛
日
符

は
昭
和
十
六
～
七
年
こ
ろ
ま
で
茅
ヶ
崎
の
牛
方

(此炭
家
で
牛
を
飼

っ
て
い
る
人
)
が
中
心
と
な

っ
て
お
こ
な
っ

て
い
た
O

失
格
不
i
iす

(荏
EE
故
沢
･
46
)

L
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属
目
待
は
､
昭
和
十
五
～
六
年
ご

ろ
ま
で
､
茅
ヶ
崎
や
大
棚
な
ど
の
馬
を
飼

っ
て
い
る
家
約
三
十
軒
ほ
ど
で

講
を
組
縦
し
て
い
た
o
こ
れ
は
中
川

連
合
観
音
講

(馬
頭
観
音
講
)
と
い
わ
れ
､
カ
-
オ
カ
の
観
音
を
ま
つ
る

講
で
あ
る
｡
そ
れ
は
現
在
の
埼
玉
県
東
松
山
市
上
岡
に
あ
る
妙
安
寺
の
馬
頭
観
音
さ
ま
を
さ
す
｡
誹
員
は
村
単

位
の
年
番
制
の
も
と
で
代
参
者
と
な
り
'
二
人

t
組
で
1
泊
二
目
の
予
定
で
参
詣
し
た
.
代
参
者
は
お
札

･
絵

馬

･
笹
竹
を
講
員
数
だ
け
も
と
め
た
が
'
そ
の
際
t
と
-
に
絵
馬
に
関
し
て
は
､
あ
の
家
の
馬
は
黒
毛
だ
か
ら

巣
馬
の
絵
馬
を
と
い
う
よ
う
に
､
気
を
つ
か
っ
て
'
各
紙
員
用
の
絵
馬
を
買
い
も
と
め
た
｡
こ
れ
ら
の
も
の
は

次
回
の
講
の
日
に
わ
た
さ
れ
た
｡
ま
た
訪
日
に
は
御
神
酒

･
オ
セ
キ
ハ
ン
･
煮
魚

･
煮
し
め
な
ど
の
料
理
が
出

さ
れ
､
最
後
に
は
オ
セ
キ
ハ
ノ
の
お
に
ぎ
り
が

l
個
'
各
講
員
に
肥
ら
れ
た
｡
こ
れ
は
馬
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
､

家
に
帰
っ
て
か
ら
､
馬
に
食
べ
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

(｢
年
中
行
事
｣
の
章
参
照
)O

折
本
で
も
属
目
符
を
お
こ
な
っ
て
い
た
｡
折
本
で
馬
を
飼
っ
て
い
る
家
の
人
が
､
都
合
の
よ
い
E
に
あ
っ
ま
っ

て
飲
み
食
い
し
た
O
ず
っ
と
以
前
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が

1
時
中
断
し
､
太
平
洋
戦
争
後
に
再
開
さ
れ
た

が
､
何
年
か
の
ち
に
中
止
さ
れ
た
と
い
う
｡
馬
に
け
が
な
と
の
な
い
よ
う
に
と
お
こ
な
っ
て
い
た
｡

荏
田
の
渋
沢
で
は
山

日

得

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
o
炭
焼
き
や
薪
割
り
な
ど
山
仕
軒
を
す
る
人
が
､
三
月
と

九
月
に
お
こ
な
っ
た
｡
宿
は
当
番
制
で
順
に
ま
わ
し
た
｡
神
主
に
お
札
を
作
っ
て
も
ら
う
が
､
宿
に
は
特
別
に

大
札
が
き
た
と
い
う
O
山
の
神
に
供
え
物
を
供
え
､

一
同
で
会
食
を
し
た
｡

お
目
符
と
は
､
本
来
､
折
本
の
場
合
の
よ
う
に
'
夜
通
し
お
き
て
い
て
太
陽
を
お
が
む
と
い
う
太
陽
信
仰
か

ら
発
し
た
も
の
ら
し
い
が
､
牛

･
馬
自
得
､
山
日
侍
と
い
う
よ
う
に
､
し
だ
い
に
講
と
お
な
じ
意
味
で
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
｡
な
お
日
符
で
は
な
-
月
待
の
信
仰
と
し
て
は
'
荏
田
の
渋
沢
で
'
二
十
三

夜
講
が
十
二
月
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
O

二

参
拝
講

大
山
弘

揺
(

(岸
昭
司
蒙
･
茅
ヶ
崎

･
52
)
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大
山
講
と
は
梱
州
大
山
の
阿
夫
利
神
社
を
信
仰
す
る
講
で
あ
る
.
大
山
に
は
大
山
寺
と
い
う
真
言
宗
の
寺
院

が
あ
り
'
神
仏
混
交
の
山
で
あ
る
O
講
組
織
は
阿
夫
利
神
社
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
い
る
が
､
大
山
信
仰
と
い

う
山
岳
信
仰
を
基
盤
に
形
成
さ
れ
た
粥
で
あ
る
｡

当
地
域
の
参
拝
講
と
し
て
は
､
も
っ
と
も
普
及
し
て
お
り
､
現
在
で
も
続
け
ら
れ
て
い
る
地
区
は
多
い
｡
講

は
､
牛
久
保

･
大
棚

･
茅
ヶ
崎
と
い
う
よ
う
に
地
区
ご
と
に
ひ
と
つ
の
講
と
し
て
組
縦
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多

く
､
毎
年
'
何
人
か
の
講
の
代
表
者
が
参
拝
す
る
代
参
講
の
か
た
ち
と
､
数
年
に

1
回
の
総
参
講
の
か
た
ち
を

と
っ
て
い
る
｡
各
地
区
の
講
に
つ
い
て
述
へ
て
ゆ
く
｡

茅
ヶ
崎
で
は
'
大
山
は
､
武
州
御
舟
山
と
同
様
に
農
業
の
神
､
作
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
お
り
､
八
十
軒
は

ど
の
農
家
は
'
ほ
と
ん
ど
加
入
し
て
い
る
0
町
内
の
八
つ
の
組
が
'

一
組
と
二
組
､
三
組
と
E
l組
と
い
う
よ
う

に
､
二
組
ず
つ
組
ん
で
代
参
を
う
け
も
ち
､

l
年
お
き
に
大
山
講
か
御
放
講
の
代
参
が
ま
わ
っ
て
-
る
こ
と
に

な
る
｡

つ
ま
り
､
大
山
講
と
御
舟
誰
が
セ
ノ
ト
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
大
山
講
の
代
参
は
'
当

っ
た
組
の

内
の
都
合
の
よ
い
家
が
そ
の
役
目
を
負
う
が
､
た
い
て
い
は
組
の
半
数
ぐ
ら
い
へ
十
人
は
と
で
出
か
け
る
と
い

う
｡
現
在
で
は
､
費
用
は
個
人
負
担
で
あ
る
｡
世
話
人
は
'
各
組
長
が
あ
た
り
､
誹
の
迎
絶
や
代
参
の
庶
務
な

ど
を
お
こ
な
う
O
以
前
は
組
長
で
は
な
-
､
特
別
の
世
話
人
が
い
て
､
ま
わ
っ
て
き
た
大
山
の
オ
ン

(御
師
)

の
宿
や
ム
ラ
内
の
案
内
な
ど
を
世
話
し
て
い
た
｡

大
棚
で
は
､
現
在
'
約
五
十
軒
は
と
が
講
に
入
っ
て
い
る
｡
講
元
は
､
吉
野
家

(屋
号
カ
ト
)
で
'
父
親
の

代
か
ら
ひ
き
つ
い
で
い
る
｡
講
元
の
も
と
に
は
'
七
人
の
世
話
人
が
い
る
｡
代
参
は
､
現
在
で
は
年
番
制
で
あ

る
が
へ
以
前
は
ク
ジ
引
き
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
｡
ク
ジ
引
き
時
代
の
昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
ま
で
は
､
代
参
は

二
人
で
あ
っ
た
が
､
以
後
六
人
と
な
っ
た
.
昭
和
四
+
六
年
か
ら
二
年
間
ほ
ど
は
十
二
人
の
代
参
を
お
-
っ
た

と
い
う
｡

牛
久
保
で
は
､
古
梅
の
岩
崎
家

(屋
号
ノ
ン
ヤ
)
が
講
元
で
'
代
々
つ
と
め
て
い
る
｡
世
話
人
は
､
牛
久
保

の
上

(小
山
田
)
･
中

(金
子
入
)
･
下

(講
地
古
梅
)
に
二
人
ず
つ
お
り
'
フ
レ
役
や
粥
元
の
手
助
け
を
す
る
｡

大
山
廿
の
妃
舟
と
捷
灯
(吉
野
城
一家
･
大
槻
･
朗
)
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代
参
は
'
か
つ
て
は
'
上

･
中

･
下
か
ら
二
人
ず

つ
'
計
六
人
を
ク
シ
引
き
で
選
ん
だ
o
ク
ジ
で
選
ば
れ
て
代

参
に
行

っ
た
者
は
'
次
の
年
の
ク
シ
か
ら
は
ず
さ
れ
'
し
だ
い
に
ク
ソ
を
引
-
者
は
減
る
｡
全
員
が
代
参
を
お

こ
な
う
と
'
ふ
た
た
び
全
員
が
参
加
し
て
ク
ン
を
引
-
こ
と
に
な
る
｡
ク
ン
引
き
は
'
虫
送
り
の
日
に
お
宮
で

お
こ
な

っ
た
.
昭
和
四
十
年
こ
ろ
か
ら
は
､
ク
ツ
引
き
を
や
め
て
家
順
に
代
参
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
､
さ
ら

に
昭
和
五
十
二
年
に
､
上

･
中

･
下
が
交
替
し
て
､
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
ま

っ
て
代
参
す
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
つ
ま

り
､
去
年
が
上
な
ら
へ
今
年
は
中
､
来
年
は
下
と
い
う
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡

荏
田
の
柚
木
で
は
ヘ
ム
ラ
の
は
ほ
三
分
の
二
に
あ
た
る
五
十
軒
は
と
で
講
を
組
織
L
t
十
名
の
代
参
を
春
の

ク
リ
で
決
め
､
送
り
だ
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
へ
大
山
講
は
試
元
を
中
心
と
し
て
､
そ
の
も
と
に
世
話
人
､
さ
ら
に

1
般
講
員
と
い
っ
た
か
た

ち
で
組
織
さ
れ
て
い
る
O
代
参
者
は
､
以
前
は
二
～
三
名
-
ら
い
が
多
か

っ
た
が
､
し
だ
い
に
多
-
の
人
が
ま

と
ま

っ
て
い
-
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
れ
に
と
も
な

っ
て
'
選
出
方
法
も
ク
ン
引
き
か
ら
年
番
制

へ
と
移
行
し
て

き
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
0

大
山

へ
の
代
参
は
'
夏
の
八
月
初
旬
こ
ろ
に
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
が
多
い
が
､
春
の
四
､
五
月
に
い
く
場
合

も
あ
る
｡
茅
ヶ
崎
で
は
､
八
月

一
日
か
ら
七
日
の
あ
い
だ
､
牛
久
保
で
は
七
月
下
旬
､
大
棚
で
は
七
月
末
か
ら

八
月
五
､
六
日
ま
で
の
あ
い
だ
に
行
-
と
い
い
､
宿
と
の
都
合
で
決
め
ら
れ
る
｡
大
山
ま
で
は
､
む
か
し
は
徒

歩
で
い
っ
た
o
牛
久
保
で
は
'
荏
田
か
ら
大
山
街
道
を
通
り
'
市
ヶ
尾
'
厚
木
を
経
て
い
っ
た
o
十
里
-
ら
い

あ
っ
た
と
い
う
｡
夜
中
に
で
て
'
朝
方
に
大
山
の
御
師
の
家
に
つ
い
た
｡
山
田
で
も
､
片
道
十
里
と
い
わ
れ
､

夜
の
十
二
時
こ
ろ
出
発
し
'
朝
の
十
時
こ
ろ
に
つ
い
た
と
い
う
O
足
は
マ
メ
だ
ら
け
に
な

っ
た
｡
雨
が
降
る
か

も
し
れ
な
い
の
で
'
ケ
ゴ
ザ
や
シ
ョ
イ
タ
を
準
備
し
て
､
晴
れ
て
い
る
と
き
は
ま
る
め
て
背
中
に
な
な
め
に
背

負

っ
て
行

っ
た
O

鉄
道
が
開
通
す
る
と
､
し
だ
い
に
汽
車
を
利
用
す
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
大
棚

･
山
田
な
と
で
は
､
横
浜
ま
で

歩
き
､
汽
車
に
乗

っ
て
平
塚
に
出
る
｡
そ
こ
か
ら
は
'
歩
-
か
､
馬
車
で
の
は
っ
て
い
っ
た
｡
茅
ヶ
崎
で
は
'

御
神
酒
計

(杉
山
神
社

･
茅
ヶ
崎

･
5
)

大
正
十
五
年
十
月
十
三
日
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昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
は
､
中
山
ま
で
歩
き
､
横
浜
線
で
原
町
田
に
行
き
､
小
田
急
電
鉄
で
伊
勢
原
へ
出
て
､
大

山
に
向
か
っ
た
と
い
う
｡
ま
た
自
転
車
で
の
参
拝
も
お
こ
な
わ
れ
た
｡
さ
ら
に
近
年
で
は
､
車
で
い
く
こ
と
が

多
-
､
茅
ヶ
崎
で
は
､
昼
す
ぎ
に
出
か
け
て
午
後
三
時
ご
ろ
に
は
大
山
に
名
-
と
い
う
｡

大
山
に
は
'
御
師
と
呼
ば
れ
る
先
導
師
の
家
が
あ
り
､
宿
坊
と
し
て
代
参
者
を
泊
め
て
い
る
.
そ
れ
ぞ
れ
の

講
は
､
む
か
し
か
ら
決
ま
っ
た
御
師
が
い
る
の
で
そ
の
坊
に
泊
ま
る
｡
大
山
に
朝
方
到
着
し
た
時
代
は
'
宿
坊

で
朝
食
を
と
っ
て
か
ら
山
に
の
は
っ
た
｡
現
代
で
は
､

つ
い
た
当
日
登
山
す
る
場
合
と
翌
日
に
の
は
る
場
合
と

が
あ
る
.
茅
ヶ
崎
で
は
'
宿
坊
で
1
服
し
'
午
後
E
]時
ご
ろ
涼
し
く
な
っ
て
か
ら
の
は
る
.
ケ
ー
ブ
ル
で
､
阿

夫
利
神
社
下
社
ま
で
行
き
'
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

一
時
間
ぐ
ら
い
歩
い
て
頂
上
の
阿
夫
利
神
社
本
社
に
参
拝
す
る
｡

の
は
る
と
き
は
､
宿
坊
で
ギ
ョ
イ

(行
衣
)
を
任
し
て
く
れ
る
｡
行
衣
と
は
､
麻
の
白
生
地
の
臓
あ
た
り
ま
で

あ
る
暫
物
で
､
御
師
の
印
が
衿
に
付
い
て
い
る
.
足
は
､
岩
で
す
べ
ら
な
い
よ
う
に
ワ
ラ
ゾ
ウ
-
を
は
-
.
登

拝
し
た
そ
の
日
は
宿
坊
に
泊
ま
り
'
つ
ぎ
の
朝
､
宿
坊
で
御
師
に
祝
詞
を
あ
げ
て
も
ら
っ
て
純
口
数
の
お
札
を

い
た
だ
き
､
大
山
を
た
つ
｡

大
棚
で
は
､
到
着
し
た
翌
日
に
登
山
す
る
｡
阿
夫
利
神
社
に
参
拝
し
､
講
[以
数
の
お
札
を
い
た
だ
き
､
ま
た
､

も
っ
て
い
っ
た
瓢
嘩
型
の
オ
-
キ
ス
ズ
に
お
神
酒
を
い
た
だ
い
て
-
る
0

大
山
参
り
が
す
む
と
'
｢片
参
り
は
い
け
な
い
｣
と
い
っ
て
､
江
ノ
島
の
弁
天
さ
ま
や
南
足
柄
の
道
了
尊

(大
雄
山
最
乗
寺
)
に
ま
わ
っ
て
参
詣
し
て
-
る
｡

代
参
か
ら
帰
る
と
'
む
か
し
は
ム
ラ
の
人
た
ち
が
む
か
え
に
出
て
き
て
い
た
｡
そ
の
の
ち
､
講
元
は
ゲ
サ
ン

オ
-
キ

(下
山
御
神
酒
)
の
フ
レ
を
出
す
｡
大
棚
で
は
､
も
ど
っ
て
き
た
次
の
日
に
集
会
所
に
あ
つ
ま
り
､
お

札
を
く
ぼ
っ
た
｡
ま
た
'
こ
の
と
き
､
代
参
者
は
'
大
山
の
お
札
'
御
神
酒
の
ほ
か
に
酒

1
升
と
煮
し
め
の
重

箱
を
も
っ
て
き
て
'
酒

1
升
に
大
山
の
御
神
酒
を
ま
ぜ
て
､
誰
員
全
員
に
ふ
る
ま
う
O
そ
し
て
､
代
参
の
班
用

の
粥
員
分
担
班
を
椅
許
し
､

つ
ぎ
の
代
参
者
を
決
め
た
｡
牛
久
保
で
は
'
代
参
が
帰
っ
て
き
て
後
の
､
八
月
七

日
ご
ろ
に
神
明
神
社
に
訴
員
は
あ
つ
ま
り
'
太
鼓
を
た
た
き
､
祝
詞
を
あ
げ
､
｢
サ
ン
ゲ

サ
ン
ゲ

ロ
ッ
コ

大
山
計
の
オ
ミ
キ
ス
ズ
(吉
野
誠
一家
･
大
輔
･
朗
)
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ン
シ
ョ
ウ
ジ
ヲ
ウ
｣
と
と
な
え
る
｡
そ
の
後
､
い
た
だ
い
て
き
た
御
神
酒
二
台
が
全
員
に
ふ
る
ま
わ
れ
る
｡

年
末
に
は
､
御
師
が
椴
徒
回
り
に
や
っ
て
-
る
｡
御
師
は
講
元
'
も
し
-
は
世
話
人
の
家
に
泊
ま
る
｡
講
元

オ
シ
佐
暮
工
作
載
会

(大
山

.
防
)
と
r
牡
■
名
暮

(中
川

･
S!)

か
世
話
人
の
案
内
で
講
員
の
各
戸
を
ま
わ
り
､
お
札
を
く
ぼ
っ
た
｡
諸
員
は
お
初
穂
と
し
て
米
を
さ
し
あ
げ
た
｡

米
は
講
元
の
家
な
ど
で
金
に
か
え
て
御
師
は
次
の
地
区
に
ま
わ
っ
て
い
っ
た
｡
戦
後
に
な
る
と
､
金
を
直
接
わ

た
す
よ
う
に
な
っ
た
｡

当
地
域
に
檀
那
場

(担
当
す
る
地
域
)
を
も
っ
て
い
た
の
は
'
佐
藤
重
作
さ
ん
と
い
う
御
師
で
あ
っ
た
O
宿

坊
は
大
山
山
腰
に
あ
り
'
現
在
で
は

｢佐
藤
重
作
教
会
｣
と
い
う
大
山
阿
夫
利
神
社
本
庁
の
教
会
で
あ
る
O
ま

た
､
そ
の
旅
館
名
は

｢千
代
見
荘
｣
と
い
う
｡
講
で
は
数
年
に

1
度
､
総
参
粥
を
お
こ
な
い
､
太
太
神
楽
を
奉

納
し
､
そ
の
記
念
の
額
を
宿
坊
に
掛
け
て
も
ら
っ
て
い
る
｡

勝
田
町
大
山
講

1
等
大
御
神
楽
奏
上

昭
和
四
十
二
年
八
月
四
日
奏
上

牛
久
保
町
金
子
人
親
和
会

特
等
大
御
神
楽
奏
上

昭
和
四
十
六
年
五
月
二
日

勝
田
大
山
講

特
等
大
御
神
楽
奏
上

昭
和
五
十
年
四
月
十
五
日

南
山
田
大
山
講

特
等
大
御
神
楽
奏
上

昭
和
五
十

一
年
七
月
三
十

一
日

中
川
町
大
山
講

特
等
大
御
神
糞
奏
上

昭
和
五
十
六
年
八
月

l
日

な
ど
が
あ
り
'
講
元
､
世
話
人
､
講
員
名
と
'
御
燈
明
料
､
記
念
品
料
'
顎
保
存
料
が
記
さ
れ
て
い
る
O

な
お
'
明
治
初
年
に
記
録
さ
れ
た
と
さ
れ
る

r
開
導
記
J]
(F相
模
大
山
街
道
』
大
山
阿
夫
利
神
社
'
昭
和
六

十
二
年
)
の

｢神
奈
川
県
武
蔵
国
都
築
郡
｣
に
お
け
る
当
地
域
の
村
を
み
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

先
導
師

和
田
米
治
郎

荏
田
村

十
三
戸

大
棚
村

二
十
九
戸

石
川
村
保
木
谷
戸

先
導
師

五
十
戸

沼
野

一
路
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先
導
師

永
野
真
守

川
向
村

三
十
三
戸

北
新
羽
村

四
十
六
戸

東
方
村

七
十
戸

先
導
師

加
藤
磐
門

佐
江
戸
村
①

二
十
八
戸

川
和
村
②

五
戸

①
明
治
三
十
九
年

一
月
猪

股

守
衛
に
譲
ル

②
明
治
四
十
三
年
六
月
猪
股
守
衛
に
譲
ル

先
導
師

猪
股
守
衛

佐
江
戸
村
①

七
十
戸

池
辺
村

百
七
十
戸

川
和
村
②

九
戸

川
向
村

二
戸

①
三
十
九
年

1
月
加
藤

磐

門

ヨ
リ
二
十
八
戸
譲
受
ク

②
明
治
四
十
三
年
六
月
加
藤
磐
門
ヨ
-
受
ク

先
導
師

反
田
仙
太
郎

十
八
年
九
月
三
橋
要
也

へ
古
人

三
十
九
年
十

1
月
八
日
取
消

牛
久
保
村

大
棚
村

勝
田
村

四
十
八
戸

荏
田
村

三
十
七
戸

書
EE
の
陀
念
の
如

(佐
醸
缶
作
教
会

･
大
山

･
砧
)
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先
導
師

今
坂
銀
治
郎

折
本
村

三
十
七
戸

大
熊
村

三
十
三
戸

新
羽
村

三
戸

南
山
EE
の
妃
念
の
頼

(佐
藤
諏
作
教
会
･
大
山
･
6
)

先
導

師

浜
田
真
左
衡

三
十
八
年
十
月
二
十

一
日
村
井
真
名
水

へ
譲
与
ス

石
川
村

百
五
十
六
戸

荏
田
村

七
十
八
戸

先
導
師

和
田
隆
太
郎

芽
ケ
崎
村

川
和
村

山
田
村

川
向
村

折
本
村

雨
新
羽
村

吉
田
村

佐
江
戸
村

先
導
師

七
十
八
戸

先
導
師

百
六
十
五
戸

先
導
師

三
戸

二
戸

先
導

師

九
十
六
戸

七
十
戸

先
導
師

十
七
戸

高
尾
幸
弓

佐
藤
津
多
恵

原
田
平
陸

和
田
周
治
郎

村
山
千
秋
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折
本
村

川
向
村

北
新
羽
村

先
導
師

九
戸

三
十
三
戸

四
十
｣△
戸

佐
藤
八
百
会

東
方
村

七
十
戸

先
導
師

倭
田
村

五
十
戸

長
野
穂
波

二
十
五
年
九
月
二
十
四
日
村
井
出
名
水
へ
譲
与

先
導
師

中
山
政
雄

川
向
村

十
三
戸

先
導

師

佐
藤
蔦
雄

折
本
村

五
十

二
戸

な
お

｢神
奈
川
県
武
蔵
国
柄
樹
郎
｣
の
項
に
､

先
導
師

内
海
爪力
rul

表
吉
田
村

二
戸

先
導
師

和
田
隆
太
郎

石
川
村

二
十
九
戸

と

あ
る
｡

大
山

は

､
雨
降
り
山
と
い
う
よ
う
に
雨
降
り
の
神
で
､
阜
魅
が
錠
-
と
大
山
講
の
代
参
と
は
へ
つ
に
代
参
を

た
て
て

｢大
山
の
水
｣
を
も
ら
い
に
い
っ
た
｡
こ
の
代
参
は
､
大
棚
の
場
合
'
総
会
で
相
談
し
て
､
期
日
'
人

数
を
き
め
る
｡
ふ
つ
う
は
'
次
年
度
の
代
参
に
あ
た
っ
て
い
る
人
た
ち
が
ひ
き
う
け
た
｡
南
山
田
で
は
､
二
～

三
人
の
代
表
が
選
ば
れ
て
出
か
け
た
O
大
山
の
水
は
'
持
参
し
た
瓢
箪
型
の
オ
ミ
キ
ス
ズ

(大
棚
)
や
白
い
ト

ノ
中
川
の
妃
念
の
額

(佐
藤
並
作
教
会

･
大
山

･
朗
)
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ク
-

(北
山
田
)
､
神
社
側
で
用
意
し
た
竹
の
簡

(南
山
田

･
大
棚
)
な
と
に
い
た
だ
き
'
決
ま

っ
た
宿
坊
で

一
泊

し
て
帰
る
｡
そ
の
帰
路
は
'
よ
り
道
を
け
っ
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
｡
途
中
で
よ
り
道

を
し
た
り
'
大
山
の
水
を
地
面
に
お
く
と
'
そ
こ
に
雨
が
降

っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
O

い
た
だ
い
て
き
た
大
山
の
水
は
､
大
棚
で
は
､
タ
ラ
イ
に
入
れ
'
そ
の
ま
わ
り
に
'
手
に
杉
の
枝
を
も

っ
た

人
び
と
が
あ

つ
ま
る
O
ま
ず
､
先
導
者
が
､
｢
サ
ン
ケ

サ
ン
ケ

オ
オ
ヤ
マ
ダ
イ
-
ヨ
ウ
ジ
ン

ダ
イ
コ
ン

ケ
ン
｣
と
と
な
え
は
じ
め
､
ほ
か
の
人
た
ち
も
そ
れ
に
唱
和
す
る
o
そ
し
て
､
｢
サ
ン
ケ

サ
ン
ケ
｣
と
と
な

え
る
と
き
､
人
び
と
は
手
に
も

っ
て
い
る
杉
の
枝
を
タ
ラ
イ
の
水
に
ひ
た
し
な
か
ら
､
三
回
タ
ラ
イ
の
周
囲
を

ま
わ
る
0
最
後
は
カ
ン
ワ
デ
を
う
ち
､
タ
ラ
イ
に
む
か

っ
て
頑
を
さ
け
､
雨
乞
い
の
神
事
は
終
了
し
た
｡
1=･6お

前
述
し
た
よ
う
に
､
大
棚
で
は
獅
子
頭
を
早
淵
川
に
入
れ
､
雨
乞
い
行
事
を
と
り
お
こ
な
う
こ
と
も
あ

っ
た
o

東
山
田
で
は
'
大
山
の
水
を
山
田
神
社
に
あ
げ
て
か
ら
､
社
殿
の
ま
わ
り
を
三
回
左
ま
わ
り
に
ま
わ
る
｡
そ

れ
か
ら
'
早
淵
川
に
い
っ
て
水

コ
リ
を
す
る
｡
川
で
は
'
世
話
人
が
ト
ウ
ハ
の
よ
う
な
も
の
を
立
て
'
｢
オ
オ

ヤ
マ
セ
キ
ソ
ン
グ
イ
コ
ン
ケ
ン

サ
ン
ケ

サ
ン
ケ

ロ
ン
コ
ン
ン
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
｣
と
と
な
え
な
が
ら
そ
れ
に

水
を
か
け
'
ま
わ
り
の
人
が
ハ
ヤ
シ
を

つ
け
た
｡
神
社
に
あ
げ
た
残
り
の
大
山
の
水
を
川
に
流
し
た
｡
こ
れ
で

も
雨
が
降
ら
な
い
と
き
は
'
御
獄
山
'
さ
ら
に
は
榛
名
山
に
代
参
を
お
-
っ
た

(｢不
動
堂
｣
の
項
'
｢港
北

ニ

ュ
ー
タ
ウ
ン
の
ム
ラ
｣
･
｢民
俗
芸
能
｣
の
章
参
照
)0

こ
の
よ
う
に
､
大
山
は
､
作
神

･
農
炎
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
､
雨
乞
い
の
と
き
に
も
重
要
な
信
仰
対
象
と

な
っ
て
い
た
o
さ
ら
に
､
大
山
は
'

ハ
ツ
ヤ
マ
と
い
っ
て
十
五
歳
に
な

っ
た
男
子
の
成
人
儀
礼
と
し
て
の
登
拝

も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡

御
赦
講

御

舟

講
は
'
東
京
都
督
梅
市
に
あ
る
武
州
御
舟
山
を
信
仰
す
る
講
で
あ
る
.
御
舟
山
は
､
大
山
と
同
様
に
作

神
と
し
て
'
さ
ら
に
ま
た
盗
難
除
け
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
て
い
る
｡
講
は
各
地
区
こ
と
に
組
耕
さ
れ
'
講
元
を

中
心
と
し
て
､
数
人
の
世
話
人
が
お
か
れ
て
い
る
.
武
蔵
御
獄
神
社
に
議
員
を
お
-
る
代
参
講
で
あ
る
0

大
山
の
水
を
い
た
だ
く
二
王
杜
と
二
重
兎

(大
山
･
63
)
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大
棚
で
は
､
昭
和
三
十
年
代
以
降
は
代
参
は
送
っ
て
は
い
な
い
が
､
講
の
粗
描
は
現
在
も
続
い
て
い
る
O
講

元
は
吉
野
家

(屋
号
オ
モ
テ
)
か
つ
と
め
､
そ
の
し
た
に
数
人
の
世
話
人
が
お
か
れ
て
い
る
｡
勝
田
で
は
'
昭

和
十
八
年
こ
ろ
ま
で
毎
年

一
回
代
参
に
行
っ
て
い
た
｡
講
元
は
関
家

(屋
号
ヤ
ト
)
と
関
家

(屋
号
オ
オ
ヤ
ト
)

が
代
々
つ
と
め
て
い
た
O
ク
ジ
引
き
で
代
参
を
選
出
し
､
春
に
で
か
け
た
｡
折
本
で
も
戦
前
ま
で
続
い
て
い
て
'

加
藤
家

(屋
号
-
セ
)
が
誠
元
で
あ
っ
た
｡
大
地
州で
は
昭
和
十
年
ご
ろ
ま
で
続
い
て
い
た
O

こ
の
よ
う
に
､
講
を
中
止
し
た
地
区
が
多
い
が
､
中
川

･
茅
ヶ
崎
で
は
､
昭
和
五
十
三
年
現
在
で
も
綻
け
ら

れ
て
い
る
｡

中
川
で
は
'
金
子
家

(屋
号
シ
ョ
ウ
デ
イ
ク
)
が
講
元
で
あ
る
0
代
参
に
は
毎
年
行
く
わ
け
で
は
な
く
'
二

十
年
に
1
度
と
い
う
｡
昭
和
二
十
六
年
こ
ろ
と
'
最
近
で
は
昭
和
五
十
二
年
九
月
に
行
っ
た
o

茅
ヶ
崎
の
代
参
は
'
毎
年
､
春

(五
月
ご
ろ
)
か
秋

(九
月
こ
ろ
)
の
ど
ち
ら
か
､
削
合
の
よ
い
は
う
に
行

-
｡
以
前
は
や屯
車
と
バ
ス
を
使

っ
て
行
っ
て
い
た
が
､
現
在
で
は
車
で
､
朝
八
時
ご
ろ
に
家
を
出
て
､
昼
す
ぎ

の
三
時
こ
ろ
に
到
着
す
る
｡
御
師
の
家

(宿
坊
)
が
御
獄
神
社
の
前
に
あ
る
の
で
､
ま
ず
そ
こ
へ
行
き
へ
そ
の

日
は
そ
こ
に
泊
ま
る
｡

つ
ぎ
の
朝
､
御
師
の
家
の
神
前
で
､
御
師
が
祝
詞
を
あ
げ
､
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら
代

参
者
の
名
前
を

1
人
ず
つ
呼
ぶ
｡
そ
の
の
ち
'
講
昌
分
の
お
札
を
い
た
だ
き
､
神
社
に
お
ま
い
り
し
て
帰
る
｡

補
っ
て
か
ら
は
､
杉
山
神
社

へ
御
神
酒
を
あ
げ
る
｡
太
平
洋
城
争
前
は
'
代
参
か
ら
帰
る
と
､
ち
ょ
う
ど
五
月

の
節
供
前
あ
た
り
だ
っ
た
の
で
､
節
供
の
日
に
お
宮

(杉
山
神
社
)
で
御
神
酒
を
飲
む
と
き
に
い
っ
し
ょ
に
報

告
し
た
｡
現
在
で
は
'
お
札
は
組
長
を
と
お
し
て
､
常
会

(毎
月
､
組
で
決
め
た
日
に
ひ
ら
-
越
路
会
)
で
く

ぼ
ら
れ
'
そ
の
代
金
を
精
算
す
る
O
茅
ヶ
崎
の
御
師
は
西
須
崎
さ
ん
で
あ
る
｡

御
師
は
､
年
の
暮
あ
る
い
は
春
に
地
区
に
ま
わ
っ
て
き
た
O
茅
ヶ
崎
で
は
'
秋
の
収
穫
後
に
来
て
､
お
札
を

も
っ
て
各
戸
を
ま
わ
り
､
く
ぼ
っ
て
渉
い
た
｡
御
師
に
は
､
以
前
は
､
米
を
さ
し
あ
げ
て
い
た
が
､
昭
和
に
な
っ

て
か
ら
は
お
金
に
な
っ
た
O
御
師
は
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
ま
わ
っ
て
き
た
｡
大
棚

･
中
川
に
は
､
年
の
書
に
ま

わ
っ
て
き
た

(昭
和
五
十
四
年
現
在
)O
訴
元
に
宿
を
と
り
､
訴
元
と
世
話
人
の
案
内
で
試
中
の
各
戸
を
ま
わ

御
淑
謙
代
参
の
記
積

(茅
ヶ
崎

･
5
)
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り
､
お
札
を
-
ぼ

っ
て
歩
く
｡
お
札
の
礼
は
､
講
元
を
通
じ
､
御
師
に
わ
た
さ
れ
る
｡
大
熊

･
折
本
で
は
､
太

平
洋
戦
争
前
ま
で
春
に
ま
わ
っ
て
き
た
O
折
本
で
は
'
訪
元
の
案
内
で
各
戸
を
ま
わ
っ
た
の
ち
､

つ
き
に
ま
わ

る
新
羽
の
講
元
の
家
ま
で
お
く
っ
た
と
い
う
0

御
舟
山
の
お
札
に
は
､
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
'
も

っ
と
も
信
仰
さ
れ
て
い
る
の
は
オ
イ
ヌ
さ
ま

(山
犬
)
の
お

姿
の
は
い
っ
た

｢武
蔵
園

御
恐
山

大
口
真
神
｣
と
書
か
れ
た
お
札
で
あ
る
O
御
獄
神
社
の
お
使
い
は
'
古

-
か
ら
山
犬
と
伝
え
ら
れ
'
火
難

･
盗
難
防
除
に
霊
威
を
も

つ
と
さ
れ
､
家
や
蔵
の
入
口
に
は
ら
れ
た
り
'
神

棚
に
ま

つ
ら
れ
て
い
る
O
新
吉
田
で
は
､
御
放
論
を

｢
オ
イ
ヌ
コ
ウ
｣
と
い
っ
た
｡
中
川
で
は
､
こ
の
お
札
を

｢
オ
イ
ヌ
サ
マ
の
お
札
｣
と
い
い
､
年
の
碁
に
御
師
が
ま
わ
っ
て
き
た
際
に
は
､
講
に
は
い
っ
て
い
な
い
家
も

き
そ
っ
て
こ
の
お
札
を
い
た
だ
い
た
｡
大
棚
で
は
､
盗
難
に
あ
っ
た
と
き
に
は
､
通
常
の
代
参
と
は
へ
つ
に
卸

舟
山
に
登
拝
し
た
.
新
羽
で
は
'
こ
の
山
犬
の
お
札
を
畑
の
な
か
に
立
て
､
以
前
は
害
獣
除
け
と
し
て
'
さ
ら

に
現
在
で
は
作
物
の
無
事
成
育
の
た
め
の
お
守
り
札
と
し
て
い
る
｡
サ
ソ
キ
に

｢札
神
さ
ま
｣
と
呼
ば
れ
る
板

が
か
け
て
あ
る
家
が
あ
り
へ
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
お
札
と
共
に
'
御
持
山
の
お
札
も
は
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
'

東
山
田
で
は
'
屋
敷
神
と
し
て
御
獄
を
ま
つ
っ
て
い
る
家
が
あ
る
o
柴
原
家

(屋
号
-
セ
)
の
屋
敷
神
は

｢大

神
｣
と
呼
ば
れ
'
屋
敷
の
北
西
に
位
置
し
､
盗
難
除
け
と
し
て
ま

つ
っ
て
お
り
'
両
の
な
か
に
は
御
獄
山
の
お

札
が

ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
中
川
で
は
'
誠
元
の
金
子
家

(屋
弓
ン
rn
ウ
テ
イ
ク
)
の
盃
に
御
指
の
両
が
あ
る
｡

講
で
ま
つ
っ
て
い
る
が
'
金
子
家
が
管
理
に
あ
た
っ
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
御
舟
山
の
山
犬
は
､
悠
さ
も
の
お
と
し
に
も
霊
威
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
て
､
キ
ッ
ネ
に
懸
か
れ
た

と
い
う
と
御
舟
山
に
登
拝
し
た
〇

三
峰
講

三
峰
講
は
'
埼
玉
県
秩
父
郡
大
滝
村
の
三
峰
山
を
信
仰
す
る
講
で
あ
る
〇
三
峰
と
い
う
名
称
は
'
雲
取
山

･

白
岩
山

･
妙
法
ケ
岳
の
三
つ
の
峰
を
称
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
.
三
峰
山
は
'
江
戸
時
代
で
は
三
峰
山
観

音
院
と
い
う
天
台
系
修
験
の
管
掌
す
る
山
で
あ

っ
た
が
'
明
治
に
な
っ
て
三
峰
神
社
が
中
心
と
な

っ
た
O
三
峰

軸
率
の
お
札

(新
羽
･
盟
)

三
畔
の
お
札

(吉
EEl安
久
家
･
東
山
田
･
51
)
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山
も
武
州
御
獄
山
と
同
様
に
山
犬
が
お
使
い
と
さ
れ
'
こ
の
山
犬
の
霊
威
に
よ
っ
て
精
や
鹿
な
ど
に
よ
る
作
物

の
省
を
ふ
せ
-
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
｡
さ
ら
に
山
犬
は
､
法
難
仇
除
､
火
難
防
除
'
悲
さ

も
の
防
除
な
ど
に
霊
威
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
Q
た
だ
し
､
当
地
で
は
'
慾
き
も
の
の
場
合
は
御
出
山
の
方
が

信
仰
さ
れ
て
い
た
｡

三
峰
誹
は
､
荏
田

･
大
棚
な
ど
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
.
稚
EB
で
は
､
三
峰
山
は
火
伏
せ
の
神
と
い
わ
れ
'

以
前
は

｢
五
十
人
講
｣
で
あ
っ
た
が
､
現
在
は

｢
八
十
人
講
｣
で
､
梅
坪
八
人
ず
つ
代
参
し
､
卜
年
で
ひ
と
め

く
り
す
る
｡
代
参
は
春
の
四
月
ご
ろ
で
あ
る
｡

大
棚
の
三
峰
講
は
'
吉
野
家

(屋
号
オ
モ
テ
)
が
講
元
で
､
包
年
五
月
五
日
前
後
に
五

～
六
人
が
三
峰
山
に

代
参
す
る
O
代
参
は
､
ク
ジ
で
決
め
た
時
代
も
あ
っ
た
が
､
そ
の
後
は
講
員
を
い
-
つ
か

の
紺
に
わ
け
､
順
番

で
そ
の
紺
こ
と
に
行
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
.
三
峰
山
で
は
､
神
目
の
宿
坊
に

1
泊
し
､
三
峰
の
お
札
と
御
神

酒
を
い
た
だ
い
て
-
る
｡
代
参
が
帰
っ
て
く
る
と
､
集
会
所
で

｢下
山
御
神
酒
｣
と
い
っ
て
'
あ
っ
ま
っ
た
講

巳
に
お
札
と
御
神
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
､
次
回
の
代
参
者
が
決
め
ら
れ
る
｡
三
峰
山
に
は
御
帥
は
い
な
い
の
で
大

山
の
よ
う
な
御
師
は
ま
わ
っ
て
-
る
こ
と
は
な
い
｡
三
峰
山
は
､
盗
難
防
除
'
火
難
防
除
､
出
糞
の
神
で
あ
る

と
い
わ
れ
､
三
峰
の
お
札
は
'
土
轍
'
モ
ノ
オ
キ
の
戸
口
な
と
に
は
ら
れ
る
.
昭
和
五
十
咋
代
末
に
こ
の
講
は

解
散
し
た
｡

榛
名
講

榛
名
粥
は
群
馬
県
の
榛
名
山
を
信
仰
す
る
講
で
あ
る
0
榛
名
山
は
､
か
つ
て
は
i;7芸
口系
修
験
､
天
台
宗
寺
院

の
支
配
下
に
あ
り
'
榛
名
寺

･
榛
名
山
寺

･
巌
殿
寺
と
称
さ
れ
､
神
社
と
し
て
は
満
行
1.DD
と
い
わ
れ
た
｡
現
在
､

榛
名
神
社
は
係
名
山
の
西
南
方
の
谷
の
奥
に
鎮
座
し
て
い
る
｡

榛
名
粥
は
､
荏
田

･
東
山
EE
･
大
棚
な
ど
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
荏
田
で
は
､
春
の
二
月
ご
ろ
ク
ジ
を
ひ

い
て
代
参
者
を
き
め
､
四
月
ご
ろ
代
参
す
る
｡
｢
四
十
人
講
｣
で
五
人
ず
つ
代
参
す
る
｡
た
い
て
い
は
伊
香
保

に
1
泊
す
る
｡
榛
名
神
社
か
ら

甚

除

け
'
嵐
除
け
の
お
札
を
い
た
だ
い
て
く
る
｡
五
月
の
節
供
に
姓
会
所
へ
誠

榛
名
神
社
と
降
雨
龍

(糾
)
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員
が
あ
つ
ま
り
'
御
神
酒
を
あ
け
､
い
た
だ
い
て
き
た
お
札
を
-
は
る
O

東
山
田
で
は
､
｢榛
名
山
は
大
山
様
よ
り
雨
乞
い
に
よ
い
｣
と
い
わ
れ
て
い
た
が
､
戦
後
は
行
か
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
｡
五
月
に
代
参
し
､
お
札
を
い
た
だ
い
て
き
て
'
｢
塩
の
神
｣
の
た
め
に
'
詣
代
に
'
榛
名
さ
ま

の
札
を
竹
に
は
さ
ん
で
､
さ
し
て
ま
つ
っ
た
o
災
い
を
避
け
て
-
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
｡

大
棚
で
は
､
富
の
降
り
そ
う
な
気
候
の
年
は
'
旧
暦
の
五
月
節
供
か
ら
中
旬
ま
で
の
時
期
に
榛
名
神
社
へ
代

参
を
お
-
っ
た
o
そ
の
決
定
は
正
月
の
集
会
で
あ
る
初
宮
か
'
三
峰
講
の

｢下
山
御
神
酒
｣
の
際
で
あ
っ
た
｡

平
均
す
る
と
五
～
十
年
に
一
度
の
割
合
で
代
参
を
お
-
っ
て
い
る
｡
代
参
は
､

一
泊
二
目
の
日
程
で
､
数
人
で

い
っ
た
｡
代
参
者
は
'

一
人

l
斗
分
-
ら
い
の
餅
を
ナ
ゲ
モ
チ
と
し
て
持
参
し
た
o
大
き
さ
は

l
個
が
四
セ
ン

チ
四
方
く
ら
い
で
あ
っ
た
O
榛
名
神
社
に
つ
く
と
'
代
参
は
ま
ず
､
太
太
神
楽
を
奉
納
し
'
そ
の
の
ち
､
宿
坊

の
玄
関
の
と
こ
ろ
で
'
も
っ
て
き
た
ナ
ケ
モ
チ
を
ま
い
た
｡
近
-
の
子
供
た
ち
が
あ
っ
ま
っ
て
'
き
そ
っ
て
餅

を
ひ
ろ
い
あ
っ
た
と
い
う
0
近
年
の
代
参
は
昭
和
五
十
年
こ
ろ
で
あ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
､
榛
名
山
は
'
琶
除
け
､
嵐
除
け
'
雨
乞
い
な
ど
農
業
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
｡

富
士
講
と
富
士
塚

富
士
講
と
は
､
い
う
ま
で
も
な
-
富
士
山
を
信
仰
す
る
講
で
あ
る
｡
富
士
信
仰
が
､
当
地
域
に
お
い
て
､
か

っ
て
は
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
各
地
区
に
築
か
れ
て
い
る
富
士
塚
を
み
れ
ば
あ
さ
ら
か
な
こ
と
で
あ

る
O
富
士
講
が
､
他
の
山
岳
信
仰
の
講
と
若
干
異
な
る
の
は
'
信
仰
す
る
有
志
の
み
が
あ
っ
ま
っ
て
組
織
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
｡

南
武
蔵

(都
筑

･
橘
樹

･
久
良
岐
の
三
郡
)
の
富
士
講
集
団
は
'
五
つ
の
ク
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
と
さ
れ

て
い
る
｡
そ
の
う
ち
､
当
地
域
に
関
す
る
ク
ル
ー
プ
は
､
第

一
は
､
横
浜
市
西
区
浅
間
町
の
鎮
守
浅
間
神
社
を

七
富
士
参
り
の
中
心
と
す
る
富
士
諸
集
団
と
し
て
川
向
の
富
士
講
0
第
二
は
'
横
浜
市
鶴
見
区
江
ヶ
崎
の
先
達

鴨
志
田
輿
右
衛
門
を
指
導
者
と
し
た
講
と
し
て
､
新
羽

二
長
田

･
東
方
な
と
の
富
士
講
o
そ
し
て
'
｢山
真
講
｣

と
称
す
る
富
士
講
の
ひ
と
つ
と
し
て
北
山
田
の
講
な
ど
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(大

鴫正三
郎
家

(今

西与一
家

･

･北山
田

･
50
)

南
山田
･
51
)
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荏
EE3
で
か
つ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
誠
は
､
第
三
の
グ
ル
ー
プ
に
は
い
る
も
の
で
'
｢山
真
講
｣
の
布
教
に

よ
る
講
で
あ
っ
た
｡
富
士
塚
は
現
在
の
荏
田
第
三
公
園
の
南
方
約
二
十
メ
ー
ト
ル
は
と
の
場
所
に
あ
っ
た
が
'

開
発
に
と
も
な
い
'
発
掘
調
査
後
､
削
平
さ
れ
'
近
-
に
造
成
さ
れ
た
同
公
園
内
の

1
角
に
'
そ
れ
に
か
わ
る

も
の
と
し
て
小
さ
な
富
士
塚
が
再
築
造
さ
れ
た
｡
か
つ
て
の
富
士
塚
か
ら
は
'
よ
く
富
士
山
が
見
え
た
.

か
つ
て
は
､
毎
夏
､
こ
の
富
士
塚
に
講
員
は
ロ
ッ
コ
ン
ン
ヨ
ウ
ジ
ョ
ウ
と
t
と
な
え
な
が
ら
登
り
､
富
士
の

拝
み
を
し
た
｡
先
達
は
柚
木
に

)
人
と
'
渋
沢
に
1
人
い
た
｡
大
正
末
に
講
員
は
七
十
人
余
り
い
た
と
い
う
O

毎
月
金
を
挑
み
立
て
'
二
'
三
年
た
つ
と
富
士
山
に
登
山
し
た
｡
富
士
登
山
の
崩
後
は
昭
和
九
年
だ
と
記
憶
さ

れ
て
い
る
｡
講
は
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
て
い
た
が
'
昭
和
二
十
年
こ
ろ
に
な
く
な
っ
た
と
い
う
｡
富
士
登
山
は

夏
に
お
こ
な
わ
れ
た
｡
死
出
の
装
束
を
つ
け
る
と
い
わ
れ
､
菅
笠
､
著
ゴ
ザ
､
行
衣
､
頭
陀
攻
な
ど
を
身
に
ま

と
い
'
鈴
を
肩
に
掛
け
て
で
か
け
た
.

凍
方
の
富
士
講
は
､
｢本

1
元
請
｣
と
い
っ
た
.
天
満
宮
の
境
内
に
は

｢参
明
孫
関
山
｣
と
刻
ま
れ
た
{砧
士

講
の
碑
が
あ
り
､
先
達

∴
打
者

･
世
話
人
の
氏
名
が
は
い
っ
て
い
る
0
明
治
二
十
三
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
｡
か
つ
て
は
､
六
月

1
日
を
富
士
の
山
開
き
と
い
っ
て
'
池
辺
や
新
羽
な
ど
近
在
の
T:い山士
塚
や
浅
間
神
社

を
参
拝
し
て
歩
い
た
｡
こ
れ
を

｢七
富
士
参
り
｣
と
い
っ
た
｡
鶴
見
の
江
ヶ
崎
に
え
ら
い
先
達
が
い
て
､
七
富

士
参
り
に
東
方
へ
も
来
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡

IJ
の
先
達
は
鴨
志
EB
輿
石
衡
門
と
い
い
'
富
士
講
信
徒
か
ら

は

｢江
ヶ
崎
さ
ま
｣
と
崇
敬
さ
れ
た
｡
大
正
八
年
の
報
恩
碑
に
よ
る
と
江
ヶ
崎
さ
ま
は
'
天
保
十
二
年
に
生
ま

れ
､
慶
応
二
年
'
信
徒
を
結
壊
し
て

｢本

1
粥
｣
を
結
成
し
た
｡
明
治
十
七
年
教
導
職
試
補

(扶
桑
教
)
と
な

り
'
累
進
し
て
権
大
数
正
と
な
っ
た
｡
明
治
四
十
二
年
十
月
'
六
十
九
歳
で
没
し
た
｡
本
業
は
農
業
で
あ
り
'

車
炎
の
宗
教
者
で
は
な
か
っ
た
が
､
さ
ま
ざ
ま
な
超
人
的
な
呪
術
を
感
得
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
｡

新
吉
田
で
は
､
江
ヶ
崎
さ
ま
の
本

一
講
の
信
徒
も
い
た
ら
し
い
が
'
講
の
消
滅
が
早
か
っ
た
ら
し
く
､
伝
承

は
な
い
｡
た
だ
'
丘
の
う
え
に
(:3士
塚
が
あ
り
へ
頂
上
に

｢富
士
浅
間
神
社
､
文
政
四
巳
年
十
二
月
吉
日
'
大

正
十
年
五
月
再
建
造
'
森
光
三
建
立
｣
(
l
八
二

l
)
と
刻
ま
れ
た
石
塔
が
あ
る
｡
ま
た
'
こ
の
富
士
塚
は
'

暮
士
群
の
辞
(天
満
喜
･
東
方
･
腿
)



?.10戟 信 仰 と 生 広 57LI



潤節t･i

r風
土
記
稿
｣
に

｢富
士
塚

村
ノ
西
ニ
ア
リ
｡
高
五
六
間
パ
カ
リ
｡
丘
岡
ノ
上
二
7
-
0
除
地
凹
畝
二
十
九

捗
ノ
慮
ナ
リ
｡
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
.

北
山
田
に
は
'
荏
田
と
お
な
じ

｢山
･;
ハ誠
｣
が
あ
っ
た
｡
山
門
(講
は
緑
区
上
谷
本
､
大
域
'
川
崎
の
早
野
な

ど
に
も
講
集
団
が
あ
っ
た
｡
北
山
田
に
所
在
す
る
富
士
塚
は

｢
ヤ
マ
グ
フ
ジ
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
丘
陵
の
頂

上
部
に
土
を
も
っ
て
富
士
塚
に
築
い
た
も
の
で
あ
る
｡
r
風
土
記
稿
｣
に
は
､
｢太
子
堂
山

北
ノ
方
ニ
7
-
｡

此
山
二
富
士
塚
ト
テ
O
高
サ
十
丈
パ
カ
-
ア
リ
0
又
半
腹
二
至
リ
テ
0
太
子
堂
ヲ
建
ツ
O
古
間
二
二
間
｡
南
二

向

へ
リ
.
太
子

ハ
木
ノ
立
像
0
品

1
尺
パ
カ
-
｡
村
内
長
泉
寺
ノ
持
｡
｣
と
あ
り
､
江
戸
時
代
の
文
政
糊
に
は

す
で
に
築
か
れ
て
い
た
｡
お
釜
の
中
火
に
は
山
i;ハの
緒
を
も
つ
石
塔
が
耶
か
れ
て
い
る
O
残
念
な
IJ
と
に
年
号

は
刻
ま
れ
て
い
な
い

(六
二
三
京
と

｢
ム
ラ
の
-
ら
し
｣
の
寮
参
照
)｡

富
士
塚
は
'
南
山
EE
､
茅
ヶ
崎
､
川
和
､
池
辺
に
も
あ
る
｡
南
山
田
で
は
'
個
人
の
畑
の
な
か
に
あ
っ
て
､

や
は
り
富
士
山
を
摸
し
た
塚
で
､
石
塔
が
立

っ
て
い
た
｡
か
つ
て
は
､
南
堀
訪
中
の
人
ひ
と
が
､
毎
年
七
月

l

日
に
注
連
縄
を
は
っ
て
御
神
酒
を
あ
げ
た
.
正
月
に
も
江
連
机
を
は
っ
て
お
供
え
を
し
､
節
分
に
は
､
そ
の
前

で
豆
を
ま
い
た
｡
い
つ
ご
ろ
の
築
造
か
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
｡

茅
ヶ
崎
の
富
士
塚
は
､
地
区
の
南
g
]'
丘
の
上
に
あ
り
､
フ
ジ
と
呼
ば
れ
て
い
た
｡
昭
和
二
･L
二
年
頓
ま
で

は
､
方
々
の
富
士
講
の
人
が
七
富
士
参
り
に
き
て
い
た
｡
六
月

1
日
に
富
士
の
山
開
き
に
あ
わ
せ
て
五
十
人
-

ら
い
が
杖
を
も
ち
､
白
装
束
で
お
ま
い
り
に
き
た
｡
塚
は
'
自
性
院
も
ち
な
の
で
'
そ
の
世
話
人
が
､
お
ま
い

り
の
人
が
来
る
前
に
草
刈
り
を
し
た
O
お
ま
い
り
に
き
た
人
に
は
お
茶
を
出
し
た
.
こ
の
･JM上
塚
に
は

｢
富
士

は
間
大
神
｣
と
刻
ま
れ
た
石
碑
が
立

っ
て
い
た
｡
｢明
治
卜
八
酉
年
ヒ
月
吉
n
｣
と
QEE
が
あ
り
'
ム∩
石
に
は

｢本

1
講
杜
｣
と
講
員
八
人
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
｡
茅
ヶ
崎
に
も
､
東
方
､

新吉
問
と
同
系
統
の
､
江
ヶ
崎

さ
ま
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
本

l
講
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
現
在
､
こ
の
富
士
塚
は
な
-
な
り
､
石
塔
は

自
性
院
の
境
内
に
移
し
'
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡

川
和
に
は
東
の
方
の
丘
膝
上
に
富
士
塚
が
所
在
し
た
が
'
ニ
TL
I
タ
ウ
ン
建
設
の
た
め
､
発
掘
調
査
後
に
削
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平
さ
れ
'
そ
の
頂
上
に
あ
っ
た

｢夜
間
大
神
｣
の
碑
は
八
幡
神
社
の
境
内
に
う
つ
さ
れ
た
O
明
治
二
十
四
年
四

月
十
五
H
建
立
の
も
の
で
､
二
十
名
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
後
'
こ
の
塚
跡
か
ら
南
東
約
二
百
メ
I
ト

ル
に
川
和
富
士
公
園
が
造
ら
れ
､
そ
の
中
央
に
富
士
塚
が
再
築
造
さ
れ
た
O
こ
の
川
和
の
富
士
塚
の
場
合
は
'

築
造
に
ま
つ
わ
る
記
録
が
妓
さ
れ
て
い
る
0
全
文
を

｢資
料
｣
の
章
に
掲
げ
た
の
で
参
照
願
い
た
い
o

こ
の
よ
う
に
'
富
士
信
仰
は
'
富
士
山
と
い
う
大
き
な
信
仰
対
象
が
あ
り
な
が
ら
も
へ
富
士
塚
を
築
き
'
各

ム
ラ
に
信
仰
対
象
を
設
置
し
て
い
た
｡
ま
た
'
各
地
区
の
富
士
塚
へ
あ
る
い
は
浅
間
神
社
を
セ
ノ
ト
化
し
た
'

七
富
士
参
り
と
い
う
信
仰
形
憶
jを
も
成
立
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
｡

な
お
､
富
士
講
は
'
富
士
塚
や
浅
間
神
社
の
な
い
ム
ラ
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡
折
本
に
は
､
富
士
塚
も

浅
間
神
社
も
な
い
が
'
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
富
士
講
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
O
｢浅
間
講
｣
と
い
っ
た
｡
講
元

は
､
角
田
家

(屋
号
オ
オ
ヒ
カ
ワ
)
で
あ
っ
た
｡
信
者
が
あ
つ
ま
り
'
金
を
校
み
立
て
て
､
富
士
参
り
に
行
っ

た
｡
六
角
ま
た
は
八
角
の
金
剛
杖
を
つ
い
て
､
夏
に
出
か
け
た
｡
｢富
士
の
御
師
｣
が
ま
わ
っ
て
き
た
と
い
う
｡

伊
勢
講

伊
勢
講
と
は
'
三
重
県
伊
勢
市
の
伊
勢
神
宮
に
参
拝
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
講
で
あ
る
｡
大
正
期
か
ら
昭

和
初
年
に
か
け
て
盛
ん
で
あ
っ
た
｡
現
在
は
老
人
会
な
と
の
旅
行
先
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
｡

荏
田
で
は
､
披
沢
'
柚
木
､
宿
の
講
員
四
十
人
く
ら
い
で
昭
和
の
は
じ
め
こ
ろ
に
行
っ
た
と
い
う
｡
そ
の
後

も
続
け
て
い
た
が
､
昭
和
二
十
E
]年
に
中
止
と
な
っ
た
o
大
棚
で
は
戦
前
ま
で
あ
っ
た
｡
農
家
の
ほ
と
ん
ど
が

入

っ
て
い
て
､
農
閑
期
に
代
参
で
参
詣
し
て
い
た
｡
東
山
田
で
は
､
大
正
五
～
六
年
の
参
拝
記
念
の
掛
軸
が
あ

る
の
で
そ
の
こ
ろ
行

っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
｡
南
山
田
で
は
'
｢太
太
講
｣

と
い
っ
て
い
た
｡
新
吉
田
で
は
'

月
々
に
定
額
の
金
を
た
め
て
'
二
～
三
年
-
ら
い
す
る
と
伊
勢
参
り
に
出
か
け
た
｡
大
熊
で
は
､
昭
和
三
十
年

こ
ろ
ま
で
お
こ
な
っ
て
い
た
｡
金

を
積
み
立
て
て
'
三
年
に

l
回
く
ら
い
の
割
で
伊
勢
参
り
に
行

っ
た
｡
講
員

の
は
と
ん
と
が
参
加
し
､

一
週
間
-
ら
い
か
け
て
行

っ
て
き
た
｡

折
本
で
は
､
昭
和
十
年
こ
ろ
ま
で
お
こ
な
っ
て
い
た
｡
希
望
者
が
二
十

～
三
十
人
-
ら
い
あ
っ
ま
っ
て
講
を

伊
i
FC計
の
記
録

(北
村
正
昭
家

･
茅
ヶ
崎

･
5
)

t

L
q

解

度

々

]岬
嘗

鷹

省議

･t･
i
′
･
J～･･

.小
鰭
.I;
Tt･p,〟

派
銅
管
席

佑r

緒

耶老

若
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像

含
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立
て
'
伝
月
金
を
枝
み
立
て
て
､
七
十
円
-
ら
い
た
ま
る
と
伊
勢
参
り
に
出
か
け
た
｡
粥
員
の
ほ
ほ
全
員
で
行

っ

た
｡
故
城
田
譲
介
さ
ん

(明
治
二
十
八
年
生
)
は
'
昭
和
四
年
二
月
に
講
の
仲
間
と
伊
勢
参
り
に
行

っ
た
o
遊

覧
券
を
買
っ
て
'
伊
勢
神
宮
の
は
か
そ
の
周
辺
の
名
所
を
ま
わ
っ
て
き
た
O
そ
の
行
程
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
.

ま
ず
'
第

一
日
日
は
､
折
本
か
ら
バ
ス
で
横
浜
に
出
て
'
そ
こ
か
ら
汽
車
に
乗

っ
て
静
岡
で
お
り
'
久
能
山
に

行
-
｡
ま
た
'
静
岡
に
戻
り
､
汽
車
で
名
古
屋
に
出
る
｡
こ
の
日
は
こ
こ
で
泊
ま
る
｡
第
二
日
目
は
'
朝
､
名

古
屋
城
を
見
学
し
た
｡
名
古
屋
か
ら
汽
束
に
乗

っ
て
二
見
ケ
浦
に
向
か
っ
た
O
そ
れ
か
ら
'
二
見
ケ
浦
の
神
社

に
参
拝
し
､
伊
勢
路
を
適
っ
て
伊
勢
の
宿
に
到
着
し
た
0
第
三
日
目
は
､
伊
勢
神
宮
に
参
拝
し
た
の
ち
'
大
阪

に
出
た
.
そ
し
て
､
第
四
日
目
に
京
都
に
行
き
､
京
都
の
名
所
め
ぐ
り
を
し
た
｡
第
五
日
目
は
'
京
都
か
ら
汽

車
に
乗

っ
て
横
浜
に
帰
っ
て
き
た
O

茅
ヶ
崎
で
は
､
希
望
者
が
あ
っ
ま
っ
て
講
を
立
て
､
伊
勢
参
り
に
行

っ
た
｡
三
十

～
四
十
歳
の
人
を
中
心
に

二
十
名
ほ
ど
が
あ
つ
ま
り
'
十
年
く
ら
い
の
間
隔
で
で
か
け
た
｡
代
参
で
は
な
か
っ
た
｡
大
正
の
こ
ろ
が
盛
ん

で
あ
り
'
最
近
で
は
昭
和
六
十
三
年
に
行
っ
た
o
講
が
立

つ
と
'
講
元
を
き
め
て
世
話
人
を
四
～
五
人

つ
く
り
'

試
金
と
し
て
参
拝
の
焚
用
を
毎
月
私
み
立
て
た
｡
誹
に
つ
い
て
の
相
談
に
は
'
｢
お
し
め
り
正
月
｣
や

｢
タ
ウ

エ
正
月
｣
と
呼
ば
れ
る
雨
降
り
の
目
や
田
植
後
の
休
日
を
つ
か
っ
た
｡
伊
勢
参
り
に
行
く
時
期
は
､
二
月
か
三

月
の
農
閑
期
で
あ
っ
た
｡
太
平
洋
軟
争
前
は
､
出
発
の
と
き
に
小
机
の
駅
ま
で
お
く
り
に
行

っ
た
O
そ
の
こ
ろ

は
'
伊
勢
に
つ
-
ま
で
､
沼
津

･
静
岡

･
名
古
屋
な
と
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
泊
っ
て
い
っ
た
｡
往
復
十
日
間
く
ら
い

か
か
っ
た
｡
昭
和
十
五
年
に
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
で
'
若
い
人
た
ち
が
二
百
五
十
人
は
と
ま
と
ま
っ
て
行

っ

た
時
に
は
'
網
島
か
ら
横
浜
へ
出
て
'
東
海
道
線
で
ま
っ
す
ぐ
伊
勢
ま
で
行
っ
た
と
い
う
｡

伊
勢
参
り
か
ら
帰
る
と
､
伊
勢
参
拝
に
い
っ
た
人
の
名
前
を
彫
っ
た
記
念
の
額
を
杉
山
神
社
に
奉
納
し
た
り
､

｢伊
勢
芝
居
｣
を
主
催
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡
伊
勢
芝
居
は
､
講
元
の
家
の
庭
に
丸
太
で
舛
台
を
作
り
､
夕
方

か
ら
夜
中
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
o
苗
天
商
も
出
て
に
ぎ
や
か
で
あ
っ
た
｡
他
地
区
の
人
び
と
も
あ
っ
ま
っ

て
き
た
｡
庭
が
せ
ま
い
場
合
は
お
宮
を
か
り
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡
芝
居
は

｢相
模
役
者
｣
を
呼
ん
で
や
っ
て
も

伊
勢
神
宮
参
拝
記
念
の
頼

(中
川

き､i
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ら
っ
た
O
厚
木
の
市
川
柿
之
助

(先
代
)
な
と
が
来
た
と
い
う
｡
勝
田
や
大
棚
な
と
で
も
伊
勢
芝
居
を
お
こ
な

う
場
合
が
あ

っ
て
'
そ
の
と
き
は
見
に
い
っ
た
｡
芝
居
の
あ
と
に
は
､
｢茅
ヶ
崎
伊
勢
講
太
々
神
楽
｣
と
染
め

た
手
拭
い
を
作
り
へ

ハ
ナ
代
を
お
さ
め
て
-
れ
た
人

へ
お
返
し
と
し
た
｡
茅
ヶ
崎
の
伊
勢
芝
居
は
'
大
正
T

一

年
に
金
子
平
造
さ
ん
が
試
元
の
と
き
に
お
こ
な

っ
た
の
が
滋
後
で
､
そ
れ
以
後
は
お
こ
な

っ
て
い
な
い
｡

伊
勢
講
は
'
大
山
講
や
御
獄
講
の
よ
う
に
継
続
し
て
代
参
を
お
く
る
と
い
う
か
た
ち
で
は
な
く
'
参
拝
を
日
]

的
と
し
て
講
を
結
成
し
､
目
的
が
達
成
す
る
と

T
応
は
講
活
動
は
消
滅
す
る
O
そ
し
て
､
ま
た
何
年
か
す
る
と

希
望
者
が
あ

っ
ま
っ
て
論
を
結
成
L
t
参
拝
の
た
め
の
金
を
郁
み
立
て
る
O
い
わ
ば
'
断
続
的
に
お
こ
な
っ
て

き
た
講
で
あ

っ
た
｡

成
田
講

成
田
講
と
は
､
千
葉
県
成
田
市
の
成
田
山
新
勝
寺
を
信
仰
す
る
講
で
あ
る
｡
東
山
田
を
中
心
に
昭
和
初
期
に

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
o
大
山
講
な
と
と
は
ち
が

っ
て
､
希
望
者
だ
け
で
調
を
組
綴
し
て
い
た
o
講
に
は
東
山
田

の
人
だ
け
で
は
な
-
'
近
在
の
人
も
加
入
し
て
い
て
'
三
十
人
は
と
い
た
o
決
ま

っ
た
期
間
へ
金
を
穏
み
立
て
'

試
員
の
は
は
全
員
で
成
田
山
に
い
っ
た
o
そ
れ
は
三
年
こ
と
の
111月
で
あ
っ
た
｡
服
装
は
ソ
ウ
リ
か
ケ
タ
は
き

で
'
み
ん
な
中
折
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
た
｡
な
か
に
は
脚
秤
に
ワ
ラ
ソ
は
き
と
い
う
人
も
い
た
｡
朝
早
く
出

発
し
て
､
溝
口
ま
で
約
二
里
を
妙
い
て
､
叩地
車
'
汽
車
に
乗

っ
て
行
き
へ

一
泊
し
て
帰

っ
て
き
た
｡

こ
の
成
田
講
も
､
講
の
世
話
人
を
ひ
き
う
け
る
人
が
い
な
-
な
り
'
な
-
な
っ
て
し
ま

っ
た
｡
現
在
で
は
､

個
人
で
初
詣
に
行
く
人
が
あ
る
.

百
味
講

(川
崎
大
師
講
)

百

味

読
と
は
川
崎
大
師

(金
剛
山
平
間
寺
)
を
信
仰
す
る
講
で
あ
る
0
川
崎
大
師
は
厄
除
け
の
寺
と
し
て
著

名
で
あ
る
｡
新
羽

･
大
熊

･
折
本

･
東
方

･
新
吉
田
で
合
同
し
て

一
つ
の
講
を
組
織
し
て
い
る
｡
希
望
者
の
み

が
入

っ
て
い
て
､
年
に

一
回
､
全
員
で
川
崎
大
師
に
参
詣
す
る
｡

講
名
の

｢百
味
｣
と
は
､
お
経
の
な
か
に
仏
さ
ま
に
百
味
の
美
味

･
珍
味
を
供
え
る
こ
と
か
出
て
お
り
'
そ
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こ
か
ら
と
っ
た
と
い
う
｡
百
味
講
は
昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
で
き
た
と
い
い
'
大
熊
の
故
平
野
市
太
郎
さ
ん
が
講

元
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
.
現
在
の
講
元
は
新
羽
に
お
り
､
各
地
区
に
は
そ
れ
ぞ
れ
世
話
人
が
い
る
.

毎
年
三
月
二
十
三
日
に
川
崎
大
師
に
行
-
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
大
熊
で
は
'
三
月
十
四
日
の
月
過
念
仏
の

と
き
に
世
話
人
に
よ
っ
て
シ
モ
粥
中
に
伝
適
さ
れ
る
.
ヤ
ト
粥
巾
に
は
'
副
世
話
人
が
伝
え
る
｡
当
日
は
､
午

前
九
時
ご
ろ
'
各
地
区
ご
と
に
パ
ス
で
出
発
し
､
川
崎
大
師
で
合
流
す
る
｡
午
後

一
時
こ
ろ
か
ら
お
経
が
と
な

え
ら
れ
'
凶
時
ご
ろ
に
パ
ス
に
乗

っ
て
帰
る
｡

木

曽
御

寂
講

～
ll
-I

木
曽
の
御

故

山

は
'
山
鉦
周
辺
に
生
活
し
て
い
た
道
者
と
呼
ば
れ
る
垂
潔
嘉
を
お
こ
な
っ
た
宗
教
者
に
の
み

そ
の
登
拝
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
た
が
､
天
明
五
年

(
1
七
八
五
)
に
尾
張
の
発
明
行
者
に
よ
り
黒
沢
か
ら
の
登
山

口
が
'
寛
政
四
年

(
l
上
九
二
)
に
は
武
蔵
の
普
寛
行
者
に
よ
り
王
滝
か
ら
の
登
山
口
が
民
衆
に
ひ
ら
か
れ
､

軽
潔
斎
で
登
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
山
と
な
っ
た
｡
そ
の
後
､
各
地
で
御
旗
講
が
結
成
さ
れ
御
獄
信
仰
が
ひ
ろ

ま
っ
て
い
っ
た
.

佐
江
戸
に
は
､
杉
山
神
社
境
内
に

｢御
獄
三
柱
大
神
｣

と
刻
ま
れ
た
碑
が
あ
る
0
明
治
九
年
に
建
立
さ
れ
た

も
の
で
､
杉
原
苦
闘
に
よ
っ
て
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

台
石
に
は
､
先
達
二
名
'
行
者
八
名
､
講
元
二
名
､

世
話
人
二
名
な
ど
が
記
さ
れ
て
あ
る
0
碑
に
よ
れ
ば
､
明
治
初
年
､
佐
江
戸
で
は
､
頻
繁
に
火
災
が
お
こ
り
､

ま
た
疫
病
が
鑓
延
し
た
.
そ
こ
で
'
村
人
が
話
し
あ
い
'
木
曽
御
故
山
に
登
拝
し
た
と
こ
ろ
'
村
が
平
穏
に
な
っ

御
船
の
ヰ

(共
に
佐
江
戸

･
田
)

た
と
い
う
｡
な
お
御
怨
三
柱
大
神
の
三
柱
と
は

を
い
う
0

ま
た
佐
江
戸
の
金
子
家

(屋
号
サ
カ
ウ
エ
)
の
山出
山
に
も
､
｢御
怨
三
枝
大
神
｣
と
刻
ま
れ
た
石
碑
が
あ
る
.

こ
の
御
放
社
に
は
近
在
か
ら
も
信
者
が
あ
つ
ま
り
､
江
戸
末
期
こ
ろ
は
'
上
麻
生
疎
に
つ
つ
-
参
道
が
あ
っ
た
｡

大
正
初
期
ま
で
東
京
虎
ノ
門
よ
り
宗
教
者
が
三
人
来
て
'
お
燈
明
へ
御
神
酒
を
お
け
､
祈
稿
が
お
こ
な
わ
れ
た

と
い
う
｡
ま
た
'
講
の
人
は
､
毎
月
九
日
に
順
番
の
宿
に
あ
つ
ま
り
､
お
焚
き
上
げ
を
し
て
村
内
の
平
穏
と
家
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内
安
全
を
い
の
っ
た
と
い
う
O

善
光
寺
講

佐
江
戸
に
は
､
大
正
十
四
年
九
月
に
講
で
信
州
の
善
光
寺
に
お
参
り
し
た
と
き
の
笥
表
が
残
さ
れ
て
い
る
｡

そ
の
と
き
の
講
長
は
牧
野
垂
作
さ
ん
で
､
講
員
は
三
十
七
名
で
あ
っ
た
O
善
光
寺
別
当
大
軌
進
の
前
で
'
み
な

揃
い
の
浴
衣
を
着
て
目
印
に
手
ぬ
く
い
を
つ
け
て
い
る
｡
茅
ヶ
崎
の
北
村
家
に
は
､
ふ
み
さ
ん
が
大
正
七
年
の

善
光
寺
講
に
参
加
し
た
際
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
｡

第
四
節

家
を
め
ぐ
る
神
仏

一

屋
敷
神

屋
敷
神
祭
紀
と
祭
神

屋
敷
神
と
は
､
宅
地
内
の

一
角
や
こ
れ
に
接
続
し
た

一
小
区
画
､
さ
ら
に
は
屋
敷
か
ら
や
や
離
れ
た
所
有
地

の
山
林

･
田
畑
な
ど
に
ま
つ
ら
れ
る
神
の
総
称
で
あ
る
｡
当
地
で
は
こ
う
し
た
神
を
屋
敷
神
と
呼
ぶ
こ
と
は
な

-
､
多
-
は
祭
神
名
を
も
っ

て

｢
オ
イ
ナ
リ
サ
マ
｣
'
あ
る
い
は

｢
ペ
ン
テ
ン
サ
マ
｣
と
い
う
よ
う
に
呼
ん
で

い
る
｡
以
下
屋
敷
神
の
現
況
を
み
て
み
よ
う
｡

<
稲
荷
>

祭
神
と
し
て
は
稲
荷
が
圧
倒
的
に
多
く
'
祭
神
数
の
七
割
以
上
を
占
め
て
い
る
O
つ
き
に
多
い
の

か
弁
天
､
さ
ら
に
金
毘
羅
で
あ
る
が
'
わ
ず
か
三
～
四
%
に
す
ぎ
な
い
｡
稲
荷
以
外
の
屋
敷
神
を
ま
つ
っ
て
い

る
家
で
も
同
時
に
稲
荷
を
も
ま
つ
っ
て
い
る
場
合

が
多
く
､
屋
敷
神
祭
紀
戸
数
に
占
め
る
稲
荷
の
祭
肥
率
は
八

十
二
%
に
な
る
｡
大
熊
で
は
､
屋
敷
神
を
ま
つ
っ
て
い
る
家
の
全
戸
で
稲
荷
は
ま
つ
ら
れ
て
お
り
t
は
か
の
地

区
で
も
稲
荷
以
外
の
神
の
み
を
ま
つ
る
家
は
ご
-
わ
ず
か
で
あ
る
｡
た
だ
､
牛
久
保
の
諦
地
古
杓
や
茅
ヶ
崎
で

は
稲
荷
祭
把
率
は
低
い
.

牛
久
保
の
請
地
舌
梅
で
は
､
稲
荷
は
三
戸
で
ま
つ
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
以
外
で
は
､
弁
天

･
金
毘
羅

･
地

書
光
寺
tB
の
把
持
(北
村
正
tE
家
･
茅
ヶ
崎
･
52
し
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蔵

二
二
峰

･
神
明

･
天
照
皇
大
神
宮

･
ダ
イ
ン
ン
サ
マ
･
コ
セ
ン
ゾ
サ
マ
な
と
さ
ま
ざ
ま
な
神
仏
が
ま
つ
ら
れ

て
い
る
｡
茅
ヶ
崎
で
は
'
屋
敷
神
を
ま
つ
る
家
二
十

一
戸
の
う
ち
稲
荷
を
ま
つ
る
家
は
十

一
戸
で
五
十
二
%
で

あ
る
｡
は
か
に
は
､
不
動

･
観
音

･
馬
頭
観
音
･
第
六
天

･
水
神

･
石
清
水
大
明
神

･
痕
癒
神

･
オ
シ
ャ
モ
ソ

サ
マ
な
と
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡

稲
荷
は
作
神
と
い
い
'
同
時
に
家

･
屋
敷
の
守
り
神
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
と
の
よ
う
な
家
に
ま
つ
ら
れ
て

い
る
か
と
い
う
と
'
地
区
内
で
古
-
か
ら
の
家
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
家
の
場
合
が
多
い
O
た
た
し
､
本

･
分
家

を
基
準
に
み
て
も
'
本
家
に
な
-
'
分
家
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
み
ら
れ
､
坪
に
古
い
家
に
ま
つ
ら
れ
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
過
去
の
あ
る
時
代
に
な
ん
ら
か
の
事
情
か
ら
ま
つ
ら
れ
た
も
の
を
引
き
継
い
で

ま
つ
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
0
ま
た
'
太
平
洋
戦
争
中
か
ら
戟
後
､
さ
ら
に
近
年
で
も
ミ
ル
ヒ
ト
'

あ
る
い
は
オ
ガ
-
ヤ
サ
ン
と
呼
ば
れ
る
民
間
宗
教
者
に
示
唆
を
う
け
､
ま
つ
り
は
じ
め
た
家
も
み
ら
れ
る
｡
古

く
か
ら
ま
つ
ら
れ
て
い
る
稲
荷
は
'
そ
の
由
来
な
と
､
な
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
く
､
た
た
む
か

し
か
ら
作
神
'
家
の
神
と
し
て
ま
つ
っ
て
い
る
と
い
う
｡
石
両
の
場
A
n
に
は
年
号
が
刻
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
あ

り
､
そ
れ
に
よ
っ
て
道
立
､
あ
る
い
は
再
建
時
期
が
わ
か
る
｡

大
熊
の
例
を
み
て
み
る
O
斎
藤
家

(屋
号
シ
タ
セ
)
の
稲
荷
は
木
の
宮
の
中
に
石
両
が
あ
り
'
そ
れ
に
は
'

｢稲
荷
大
明
神
｣
｢嘉
永
三
庚
年
二
月
再
建
｣
｢斎
藤
平
吉
｣
と
刻
ま
れ
て
い
る
0

斎
藤
家

(屋
号

ノ
ン
ヤ
)
の
稲
荷
の
な
か
に
は
石
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
て
'
そ
れ
に
は

｢文
政
五
壬
午
二
月

朔
日

奉
□
稲
荷
大
明
神

再
建
立

斎
藤
玄
番
｣
(
l
八
二
二
)
と
あ
る
｡
ま
た
､
同
家
に
は
､
｢正

l
位
稲

荷
大

明
神
神
桃
｣
と
書
か
れ
た
長
さ
二
十
五
セ
ン
チ
-
ら
い
の
箱
に
は
い
っ
た
長
方
体
の
こ
神
体
と
､
そ
の

｢目
録
｣
が
所
蔵

さ
れ
て
い
る
｡
｢日
録
｣
の
最
後
に

｢文
政
六
年
末
正
月

公
文
所
⑳
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
.

斎
藤
家

(屋
号
サ
カ
ウ
エ
)
で
は
､
稲

荷
を
屋
敷
の
北
東
に
ま
つ
っ
て
い
る
｡
石
の
台
石
の
う
え
に
木
の
宮

を
建
て
､
そ
の
な
か
に
石
両
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
石
両
に
は
､
｢寛
政
十

一
年
二
月
吉
日
｣
(
1
七
九
九
)
と

刻
ま
れ
て
い
る
｡

右

稲
荷
講
の
記
録

(大
熊

･
盟
)

左

二
の
午

(森
田
州
止家

･
入
場

･
馳

)
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平
野
家

(屋
号
ウ
エ
ウ
エ
)
の
稲
荷
も
'
お
な
じ
よ
う
に
木
の
宮
の
な
か
に
石
両
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
が
､

そ
れ
に
は
'
正
面
に

｢
正

1
位
稲
荷
大
明
神
｣
'
む
か
っ
て
左
側
面
に

｢寛
永
十
酉
年
二
月
初
午
建
之

太
良

右
工
門
｣
(
〓
ハ
三
三
)'
右
側
面
に

｢文
政
八
酉
年
二
月
吉
日

階
位
｣
と
刻
ま
れ
て
い
る
O
こ
の
緒
が
意
味

す
る
の
は
'
寛
永
期
に
ま
つ
ら
れ
､
約
二
百
年
後
の
文
政
期
に
'
ど
こ
か
ら
か
は
不
明
だ
が
階
位
を
え
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
O

折
本
で
は
'
山
本
家

(屋
号
ト
ナ
リ
)
の
古
い
稲
荷
の
石
両
に

｢寛
政
九
巳
二
月
吉
日
｣
と
あ
り
､
角
田
家

(屋
号
モ
ト
イ
ン
キ
ョ
)
の
稲
荷
の
石
河
に
は
正
面
に

｢稲
荷
大
明
神
｣
､
む
か
っ
て
右
側
面
に

｢嘉
永
四
亥

年
二
月
初
午
｣
(
一
八
五

一
)'
左
側
面
に

｢角
田
元
五
郎
｣
と
刻
ま
れ
て
い
る
｡

そ
の
は
か
､
明
治
の
年
号
の
は
い
っ
た
稲
荷
の
石
司
が
'
大
熊
に
1
両
へ
折
本
に
二
両
､
大
正
の
年
号
が
折

本
に
1
両
､
昭
和
の
年
号
が
大
熊
に
1
両
へ
折
本
に
1
両
あ
る
｡

こ
れ
ら
は
'
石
両
で
ま
つ
ら
れ
た
稲
荷
両
の
ご
く

l
部
に
す
ぎ
な
い
が
'
寛
政
期
か
ら
市
末
に
か
け
て
建
立

さ
れ
た
石
詞
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
o

屋
敷
神
と
し
て
の
稲
荷
は
'

〓
戸
の
単
独
で
ま
つ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
､
祭
日
の
初
午

に
は
'
近
隣
や
分
家
が
ア
ズ
キ
メ
ソ
な
ど
の
供
え
物
を
供
え
に
来
る
こ
と
が
多
い
｡
前
に
あ
げ
た
稲
荷
の

｢目

録
｣
を
有
す
る
大
熊
の
斎
藤
家

(屋
号
ン
ン
ヤ
)
の
稲
荷
は
'
昭
和
初
期
ご
ろ
ま
で
は
隣
の
分
家
二
軒
と
近
-

の
中
山
家
が
初
午
に
供
え
物
を
も
っ
て
お
参
り
に
き
て
い
た
｡
た
だ
し
へ
そ
の
お
参
り
に
き
た
人
と
飲
食
な
ど

は
し
な
か
っ
た
と
い
う
｡
講
中
の
稲
荷
講
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
お
な
じ
く
大
熊
の
斎
藤
家

(屋
号
ア
プ
ラ

ヤ
)
の
稲
荷
に
は
､
稲
荷
を
ま
つ
っ
て
い
な
い
分
家

(
二
戸
)
が
､
正
月
前
に
か
き
り
つ
け
を
し
た
り
､
初
午

に
は
供
え
物
を
も
っ
て
お
参
り
に
き
た
｡
折
本
の
角
田
家

(屋
号
モ
ト
イ
ン
キ
ョ
)
の
稲
荷
も
分
家
を
ふ
く
む

近
隣
の
敷
戸
が
'
初
午
に
供
え
物
を
あ
げ
に
く
る
と
い
う
｡
つ
ま
り
'
屋
敷
神
と
し
て
の
稲
荷
を
ま
つ
っ
て
い

な
い
家
が
'
本
家
や
近
隣
の
家
の
稲
荷
に
お
参
り
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
｡

ま
た
､
あ
る
家
の
稲
荷
を
数
戸
で
祭
杷
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
.
東
方
の
長
谷
川
イ
ッ
ケ
十
五
戸
で
は
'
本

右

京
藤
光
明
家
の
稲
荷

(大
場

･
5
)

左

中
山
義
雄
家
の
稲
荷

(大
鵬

･
5
)
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家
の
屋
敷
地
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
稲
荷
を
共
同
で
ま
つ
っ
て
い
る
｡
中
川
で
も
本
家
の
屋
敷
に
ま
つ
る
稲
荷
を

分
家
と
分
家
の
ジ
シ
ン
ル
イ
と
で
ま
つ
る
例
が
み
ら
れ
る
｡
東
山
田
の
酒
井
家

(屋
号
ナ
カ
ウ
エ
)
で
ま
つ
っ

て
い
た
稲
荷
は
'
い
つ
の
こ
ろ
か
､
講
中
の
人
が
あ
っ
ま
っ
て
祭
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
o
以
前
は
稲
荷

の

前
で
祭
り
を
し
て
い
た
が
'
現
在
は
同
家
の
庭
で
お
こ
な
っ
て
い
る
｡

大
熊
に
は
､
｢稲
荷
講
｣
の
項
で
ふ
れ
た
近
隣
の
六
戸
で
ま
つ
る
稲
荷
社
が
あ
る
｡

折
本
に
は

｢七
軒
組
の
稲
荷
｣
が
あ
る
｡
こ
れ
は
飯
島
家

(屋
号
カ
サ
)
の
稲
荷
で
'
同
家
に
は
ほ
か
に
弁

天

･
金
毘
羅
を
も
ま
つ
っ
て
い
る
｡
こ
の
稲
荷
は
､
大
正
期
に
は

｢四
軒

稲

荷

｣

と
い
わ
れ
て
い
た
が
'
そ
の

後
'
戸
数
が
増
え
､
七
軒
と
な
っ
た
｡
近
隣
の
二
戸

(角
田
姓
)
'
飯
桔
家
の
分
家
と
そ
の
分
家
､
他
の
二
戸

で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
家
は
､
近
年
に
tl･,d
つ
て
稲
荷
を
屋
敷
神
と
し
て
ま
つ
り
は
じ
め
た

二
戸
を
の
ぞ
-
と
へ
す

へ
て
屋
敷
に
稲
荷
を
ま
つ
っ
て
い
な
い
｡
昭
和
五
十
九
年
に
ふ
だ
ん
の
日
に
仕
郡
が
休
め
な
い
と
い
う
gi]由
で

二
戸
が
ぬ
け
へ
現
在
で
は
六
戸
で
ま
つ
っ
て
い
る
｡
祭
り
は
初
午
に
お
こ
な
っ
て
い
た
が
､
昭
和
五
卜
八
年
よ

り
初
午
の
前
日
に
お
こ
な
う
こ
と
に
し
た
｡
宿
は
回
り
番
で
あ
る
｡

大
熊

･
折
本
で
は
'
二
戸
で
ま
つ
る
稲
荷
が
み
ら
れ
る
｡
大
熊
の
場
合
は
森
EB
家

(屋
号
サ
カ
ヤ
)
と
中
山

家

(屋
号
サ
カ
ヤ
シ
キ
)
と
が
共
同
で
ま
つ
っ
て
い
る
｡
こ
の
稲
荷
は
､
も
と
も
と
森
田
家
で
ま
つ
っ
て
い
た
｡

大
正
十
二
年
に
中
山
家
は
､
稲
荷
社
の
そ
ば
に
分
家
し
た
｡
太
平
洋
戦
争
後
に
な
っ
て
､
森
田
家
は
稲
荷
の
ま

つ
っ
て
あ
る
土
地
を
中
山
家
に
売

っ
た
が
､
神
さ
ま
は
あ
ま
り
動
か
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
､
共

同
し
て
ま
つ
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
｡
折
本
で
は
､
鈴
木
家

(屋
号
ハ
ラ
)
と
鈴
木
家

(屋
号
-
キ
サ
ン
ト
コ
)

と
で
ま
つ
っ
て
い
る
｡
両
家
は
本
分
家
関
係
に
あ
る
｡
稲
荷
は
本
家
で
あ
る
ハ
ラ
の
屋
敷
内
に
あ
り
､
す
く
と

な
り
に
分
家
し
た
リ
キ
サ
ン
ト
コ
も
い
っ
し
ょ
に
ま
つ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
｡
こ
の
稲
荷
は
､
昭
和
の
は

じ
め
ご
ろ
ク
-
の
稲
荷
に
合
把
し
た
が
､
リ
キ
サ
ン
ト
コ
の
亡
-
な
っ
た
お
じ
い
さ
ん
が
､
ま
た
分
け
て
ま
つ

り
な
お
し
た
｡
民
間
宗
教
者
に
､
｢
お
稲
荷
さ
ま
が
居
候
で
苦
し
が
っ
て
い
て
よ
-
な
い
｣
と
い
わ
れ
た
た
め

で
あ
る
と
い
う
｡

右

掛
軸

(大
場
シ
モ
fS
巾

･
57
)

中

イ
ナ
リ
オ
ミ
キ

(先
人
茂
吉
繋

･
折
本
･
詔
)

左

室
戸
租
の
記
持
(折
ie
･
詔
)

_

rF
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こ
の
よ
う
に
多
数
ま
つ
ら
れ
て
い
る
稲
荷
が
､
ど
こ
か
ら
勧
請
し
た
か
と
い
っ
た
点
に
関
し
て
は
､
伝
え
ら

れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
｡
た
だ
し
'
明
治
以
降
に
ま
つ
ら
れ
た
稲
荷
に
関
し
て
は
'
伏
見
稲
荷

･
豊
川
稲
荷
へ

あ
る
い
は
秦
野
の
白
笹
稲
荷
な
と
を
ま
つ
る
と
い
わ
れ
る
家
が
多
い
｡

<
M型
何
以
外
の
祭
神
>

t軸
何
以
外
の
屋
敷
神
の
祭
神
と
し
て
は
､
弁
天

･
金
毘
羅
が
多
-
､
つ
づ
い
て
地
蔵

･

不
動

･
観
音

･
馬
頭
観
音
が
多
い
｡
そ
の
ほ
か
へ
第
六
天

･
子
の
神

･
水
神
や
'
講
と
も
関
連
す
る
富
士
浅
間

･

大
神

(武
州
御
旗
)
･
三
峰
な
と
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
の
神
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
O
な
か
に
は
'
オ
ン
十
モ
ジ
サ

マ
や
ダ
イ
ジ
ン
サ
マ
の
よ
う
に
正
体
の
は
っ
き
り
し
な
い
神
も
あ
る
｡

屋
敷
神
の
稲
荷
に
そ
の
由
来
伝
承
を
も
つ
も
の
が
少
な
い
の
に
た
い
し
て
'
稲
荷
以
外
の
場
合
は
比
較
的
集

配
契
横
に
つ
い
て
の
伝
承
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
｡
大
熊
の
平
野
家

(屋
号
ウ
ノ
ニ
ソ
)
で
ま
つ
る
弁
天

は
'
昭
和
十
五
年
ご
ろ
に
ま
つ
っ
た
と
い
う
が
､

ヘ
ビ
を
ま
つ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
｡
平
野
家
の
何
代
か
前
の

人
は
､
喉
が
悪
く
､
口
頭
癌
で
亡
く
な
っ
た
が
､
子
ど
も
も
ま
た
喉
が
悪
か
っ
た
｡
そ
こ
で
'
あ
る

｢坊
さ
ん
｣

(寺
を
も
つ
わ
け
で
は
な
く
､
祈
稲
な
ど
を
し
て
歩
い
て
い
た
)
に
み
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
､
ヘ
ビ
を
殺
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
た
｡
な
る
ほ
と
､
そ
の
お
じ
い
さ
ん
は
､
山
の
木
を
切
っ
て
い
る
と
き
に
マ
ム
シ
ら

し
い
ヘ
ビ
の
ノ
ド
プ
工
を
き
っ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
そ
の

｢坊
さ
ん
｣
に
い
わ
れ
た
よ
う
に

ヘ
ビ
を
弁
天
さ
ま
と
し
て
お
ま
つ
り
し
た
｡
そ
の
の
ち
は
子
ど
も
の
喉
も
よ
-
な
っ
た
と
い
う
｡

折
本
の
飯
島
家

(屋
号
カ
サ
)
の
弁
天
も
'
ヘ
ビ
を
ま
つ
っ
た
も
の
と
い
う
｡
飯
島
家
の
二
代
前
の
人

(柿

蔵
'
大
正
二
年
没
)
は
､
大
成
教
白
石
教
会
に
屈
す
行
者
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
家
に
よ
-
な
い
こ
と
が
お
こ
る

の
で
白
石
山
に
行
き
､
開
祖
の
人
に
み
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
､
先
祖
さ
ま
が
ソ
ロ
ヘ
ビ
に
な
っ
て
家
の
ま
わ
り

を
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
た
｡
帰

っ
て
見
る
と
'
な
る
ほ
ど
大
黒
柱
の
し
た
に
ヘ
ビ
の
ぬ
け
が
ら

が
あ
り
'
そ
れ
を
変
に
い
れ
て
弁
天
さ
ま
と
し
て
ま
つ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
飯
島
家
で
は
金
毘
羅
も
ま
つ
っ

て
い
る
が
'
こ
れ
も
そ
の
行
者
が
'
若
い
こ
ろ
に
讃
岐
の
金
毘
羅
さ
ま
に
行
っ
た
と
き
に
オ
ス
ガ
タ
を
も
っ
て

き
て
ま
つ
っ
た
と
伝
え
る
｡

弁
天

(吉
野
光
男
家
･
中
川
･
5
)
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先
祖
に
行
者
が
い
て
'
そ
の
人
が
ま

つ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
屋
敷
神
は
は
か
に
も
あ
る
o
大
熊
の
斎
勝
家

(屋
号
シ
ン
ヤ
)
の
先
祖
に
は
玄
蕃
と
い
う
行
者
だ
っ
た
人
が
い
る
と
い
う
｡
さ
き
に
も
ふ
れ
た
稲
荷
を
ま
つ
っ

た
の
も
こ
の
行
者
と
い
い
､
ま
た
'
ほ
か
に
同
家
で
ま
つ
ら
れ
て
い
る
金
毘
羅

･
不
動
も
ま
つ
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
｡
金
毘
羅
は
屋
敷
の
裏
山
を
三
十
メ
ー
ト
ル
は
ど
の
は
っ
た
北
東
の
方
に
石
両
で
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡

現
在
の
両
は
昭
和
三
十
六
年
に
作
り
か
え
た
も
の
だ
が
､
屋
根
石
と
台
石
は
以
前
の
も
の
で
あ
る
｡
石
両
に
は

正
面
に

｢馬
頭
山
金
毘
羅
宮
｣､
む
か
っ
て
右
側
面
に

｢安
政
二
年
十
月
十
日

嘉
藤
玄
番
建
之
｣
(
一
八
五
五
)

と
刻
ま
れ
て
い
る
｡
不
動
は
'
屋
敷
か
ら
や
や
は
な
れ
た
東
の
方
の
所
有
地
の
林
の
な
か
に
あ
る
｡
石
塔
が
立

っ

て
い
て
､
そ
れ
に
は
正
面
に
不
動
の
像
が
彫
ら
れ
て
い
て
'
そ
の
下
に

｢奉
納

天
下
泰
平

天
変
妙
鵬
日
本

回
謝
供
社
格

日
月
清
明
｣
と
あ
る
｡
左
側
面
に
は
'
｢経
E
]

願
以
此
功
徳

普
及
於

一
切

我
等
輿
衆
生

皆
共
成
俳
道
｣
と
あ
り
'
右
側
面
に
は

｢武
州
都
築
郡
大
熊
村

蒜
永
元
戊
申
年
十

1
月
吉
日

醐
主
節
藤
玄

蕃
是
山

行
年
六
十

1

同
妻

千
代
女
貞
容
｣
(
1
八
四
八
)
と
記
さ
れ
て
い
る
.

お
な
じ
-
大
熊
の
斎
藤
家

(屋
号
サ
カ
ン
タ
)
で
ま
つ
る
オ
ア
ズ
マ
サ
マ
も
先
祖
に

｢行
｣
を
し
て
い
た
人

が
い
て
､
そ
の
人
が
ま
つ
っ
た
と
い
う
｡
石
詞
に
は

｢明
治
廿
四
年
八
月
定
｣
と
刻
ま
れ
て
い
る
｡

大
熊
の
森
EE
家

(屋
号
ハ
ラ
)
で
ま
つ
る
観
音
さ
ま
は
､
現
当
主
の
四
代
前
の
人
が
ま
つ
っ
た
と
伝
え
ら
れ

る
｡
当
時
'
大
熊
で
は
坂
東
三
十
三
札
所
巡
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
'
観
音
め
-
り
で
は
死
亡
者

･
事
故

者
が
続
い
た
｡
森
田
家
が
講
元
で
信
者
を
あ
つ
め
て
行
っ
た
と
き
は
､
事
故
者
も
伝
-
皆
無
事
で
帰
っ
て
こ
ら

れ
た
C
そ
こ
で
森
田
家
の
先
祖
は
､
観
音
さ
ま
を
ま
つ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
｡
観
音
の
石
像
に
は

｢西
国

秩

父

坂
東

奉
納
百
番
巡
穫
供
養
塔

寛
政
九
丁
巳
年
十
月
八
日

願
主
大
熊
村
□
□
口
｣
と
刻
ま
れ
て
い
る
｡

八
月
二
十
四
日
の
地
蔵
講
の
と
き
に
も
長
持
寺
の
坊
さ
ん
に
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
と
い
う
｡

茅
ヶ
崎
の
岸
家

(屋
号
ダ
イ
ノ
ア
プ
ラ
ヤ
)
で
ま
つ
る
観
音
さ
ま
も
､
同
家
の
先
祖
が
西
国
､
坂
凍
'
秩
父

の
観
音
巡
礼
を
お
こ
な
っ
た
折
に
建
立
し
た
と
い
わ
れ
る
｡
観
音
像
に
は
'
｢車
供
墳

西
園

坂
東

秩
父

請
願
成
就

寛
保
二
王
成
天

九
月
四
日

茅
ヶ
崎
村

輿
兵
衛
｣
(
1
七
E
]二
)
と
あ
る
0

屋
敷
神
の
位
■
回

(大
代

･
5
)

斉 藤 豊 書家 . T7

品 品 こ圭
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茅
ヶ
崎
の
岸
家

(屋
号
オ
キ
ノ
ヤ
ト
)
で
肥
る
馬
頭
観
音
は
､
む
か
し
､
火
災
で
馬
が
焼
け
死
ん
だ
の
で
'

そ
の
供
養
の
た
め
に
ま
つ
っ
た
と
い
う
Q
中
川
の
長
沢
家

(屋
号
ニ
イ
ヤ
)
の
馬
頭
観
音
も
や
は
り
死
ん
だ
馬

の
供
養
の
た
め
に
ま
つ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
｡
ま
た
'
折
本
の
角
EB
家

(屋
号
ア
ワ
シ
マ
)
の
馬
頭
観
音
は
､

昭
和
十
九
年
に
､
オ
ガ
ム
ヒ
ト
と
呼
ば
れ
る
民
間
宗
教
者
の
示
唆
に
よ
っ
て
ま
つ
っ
た
と
い
う
｡
バ
ト
ウ
サ
マ

と
よ
ば
れ
て
い
る
｡

茅
ヶ
崎
の
岸
家

(屋
号
二
ソ
)
で
は
､
癌
癒
神
を
ま
つ
っ
て
い
る
が
'
ご
利
益
は
'
天
然
痘
に
な
っ
て
も
ジ
ャ

ン
カ

(あ
ば
た
)
に
な
ら
な
い
と
い
う
｡
以
前
は

一
里
も
二
里
も
遠
-
か
ら
お
参
り
に
く
る
人
が
い
た
と
い
う
｡

茅
ヶ
崎
の
池
田
家

(屋
号
サ
カ
イ
ダ
)
で
ま
つ
る
オ
シ
ャ
モ
ジ
サ
マ
は
､

ハ
ヤ
リ
カ
ゼ
の
と
き
に
ま
い
る
と

咳
が
止
ま
る
と
い
う
｡
な
お
る
と
シ
ャ
モ
ジ
を
奉
納
す
る
習
い
で
あ
る
｡
以
前
は
'
茅
ヶ
崎
の
み
な
ら
ず
荏
田
'

牛
久
保
な
ど
か
ら
も
お
参
り
に
き
て
い
た
と
い
う
｡

勝
田
の
関
家

(屋
号
ナ
カ
ノ
ハ
ザ
マ
)
で
は
､
サ
ン
ギ
∋
ウ
ホ
ウ
シ
を
庭
に
ま
つ
っ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
､

サ
ン
ギ
m
ウ
ホ
ウ
ノ
と
い
う
僧
が
旅
の
途
中
に
立
ち
寄
ら
れ
た
の
を
記
念
し
て
ま
つ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
｡

屋
敷
神
に
家
の
先
祖
を
ま
つ
る
例
も
み
ら
れ
る
｡
東
方
の
井
上
家
で
は
ミ
タ
マ
サ
マ
と
呼
ば
れ
る
両
を
ま
つ
っ

て
い
る
が
､
こ
れ
は
'
同
家
か
ら
出
た
女
性
が
不
遇
で
死
ん
だ
の
で
'
そ
の
霊
を
i･t
-
さ
め
る
た
め
に
ま
つ
っ

た
と
伝
え
る
｡
勝
田
の
関
家

(屋
号
オ
ダ
イ
カ
ン
)
で
も
屋
敷
の
裏
の
山
に
-
タ
マ
サ
マ
を
ま
つ
っ
て
い
る
｡

ミ
タ
マ
サ
マ
は
､
相
続
す
べ
き
人
で
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
人
を
ま
つ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
｡
牛
久
保
の
安
藤

家

(屋
号
ウ
ケ
ジ
)
で
は
､
ゴ
セ
ン
ゾ
サ
マ
と
呼
ば
れ
る
詞
を
ま
つ
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
大
熊
の
中
山
家

(屋

号
ゲ
タ
ヤ
)
で
は

｢
明
神
さ
ま
｣
を
ま
つ
っ
て
い
る
｡
明
神
さ
ま
は
､
昭
和
四
十
九
年
に
家
を
若
干
移
動
す
る

前
ま
で
は
'
家
の
両
前
に
ま
つ
っ
て
い
た
｡
現
在
は
'
屋
内
の
神
棚
の
右
隣
に
ま
つ
っ
て
あ
る
｡
ご
神
体
は
戒

名
の
書
か
れ
た
札
が
二
枚
あ
る
｡
明
神
さ
ま
は
､
現
当
主
の
二
代
前
の
人
が
'
生
前
に

｢
お
れ
が
死
ん
だ
ら
神

と
し
て
ま
つ
っ
て
く
れ
｣
と
い
っ
て
い
た
の
で
､
そ
の
人
を
ま
つ
っ
た
｡
お
そ
ら
く
明
治
時
代
の
こ
と
で
あ
ろ

う
と
い
う
｡

馬
汀
救
世
音

(長
沢
企
之
助
菜

･
中
川

･
㍊
)
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こ
の
よ
う
に
'
ま
つ
ら
れ
る
先
祖
と
は
'
代
々
の
先
祖
で
は
な
-
､
あ
る
特
定
の
先
祖
に
か
き
ら
れ
て
い
る
O

窯
場
と
頑
の
形
態

屋
敷
神
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
場
所
は
､
家
に
よ
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
'
平
坦
な
地
域
で
は
屋
敷
内
の

一
隅
､

ヤ
ト
と
呼
ば
れ
る
山
よ
り
の
地
域
で
は
裏
山
の
山
す
そ
に
ま
つ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
家
の
要

に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
-
'
方
位
と
し
て
は
北
西
'
北
東
､
北
の
方
に
あ
た
る
｡
家
の
前
の
南
方
に
ま

つ
ら
れ
て

い
る
場
合
も
あ
る
が
'
家
の
裏
に
ま

つ
ら
れ
て
い
た
の
を
移
動
し
た
と
い
う
家
も
あ
る
｡

屋
敷
か
ら
や
や
離
れ
た
所
有
地
に
ま
つ
っ
て
い
る
家
も
み
ら
れ
る
｡
大
熊
の
森
田
家

(屋
号
オ
オ
二
ソ
)
の

稲
荷
と
金
毘
羅
の
両
両
は
､
家
に
憐
接
し
た
畑
の
隅
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
折
本
の
山
本
蒙

(屋
号
ト
ナ
リ
)

の
稲
荷
は
'
屋
敷
か
ら
や
や
離
れ
た
持
山
に
ま

つ
っ
て
あ

っ
た
｡
そ
の
こ
ろ
は
付
近
の
人
が
お
参
り
に
き
て
い

て
､
そ
の
場
所
は
イ
ナ
-
ヤ
マ
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
O
三
代
前
の
人
の
と
き
､
屋
敷
内
の
東
隅
に
移
動
し
､

さ
ら
に
昭
和
四
十
九
年
に
家
の
前
の
南
に
移
動
し
た
｡
両
の
向
き
は
､
北
向
き
で
あ
る
｡
神
主
に

｢家
を
見
守

っ

て
-
れ
る
の
で
そ
の
ほ
う
が
い
い
｣
と
い
わ
れ
た
の
で
そ
の
よ
う
に
し
た
と
い
う
｡
桐
の
向
き
は
､

一
般
に
は

南
向
き
が
多
-
､
家
の
裏
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
'
後
方
か
ら
家

･
屋
敷
を
ま
も

っ
て
-
れ
て
い
る
と
い

う
か
た
ち
に
な
る
｡

東
方
の
村
田
家

(屋
号
-
ヤ
ノ
マ
エ
)
の
稲
荷
は
､
家
か
ら
離
れ
た
北
側
の
田
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

の
で
､
家
の
近
く
に
移
動
し
た
と
こ
ろ
'
悪
い
こ
と
が
続
い
た
｡
そ
こ
で
､
-
ル
ヒ
ト
に
み
て
も
ら
っ
た
ら
､

稲
荷
様
が
元
の
と
こ
ろ
に
か
え
り
た
い
と
告
げ
ら
れ
'
ふ
た
た
び
元
の
場
所

へ
う
つ
し
た
と
い
う
｡
折
本
の
角

田
家

(屋
号
カ
サ
ヤ
)
の
稲
荷
は
'
あ
る
民
間
宗
教
者
の
示
唆
に
よ
っ
て
昭
和
四
十
七
年
に
ま
つ
ら
れ
た
が
'

家
の
二
階
の
へ
ラ
ン
グ
に
ま

つ
ら
れ
て
い
る
｡

稲
荷
は
鬼
門
除
け
と
し
て
鬼
門
に
ま
つ
る
と
い
う
家
や
'
大
熊
で
は
､
敷
居
よ
り
高
い
と
こ
ろ
に
ま
つ
る
も

の
だ
と
い
い
'
台
石
を
積
ん
だ
上
に
ま
つ
っ
て
い
る
家
も
あ
る
0

両
は
'
木
の
小
雨
で
､
稲
荷
の
場
合
に
は
屋
根
を
朱
に
ぬ
り
､
前
に
は
朱
の
鳥
居
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と

オ
シ
ャ
モ
ジ
サ
マ
(池
田
次
郎
吉
家
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が
多
い
｡
木
の
宮
の
な
か
に
､
年
号
や
祭
主
な
ど
が
刻
ま
れ
た
石
両
が
お
さ
め
て
あ
る
場
合
も
多
く
み
ら
れ
る
｡

も
と
は
石
嗣
の
み
が
そ
の
ま
ま
地
に
立
て
ら
れ
て
い
た
ら
し
-
'
く
ず
れ
か
か
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
O
木
の

宮
の
な
か
に
五
輪
塔
の

一
部
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡

ご
神
体
と
し
て
は
､
石
両
や
五
輪
塔
の
は
か
に
'
｢稲
荷
大
明
神
神
璽
｣
と
書
か
れ
た
紙
の
お
札
や
木
の
札
､

鏡
'
幣
束
'
木
の
樺
な
ど
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
詞
の
付
近
に
木
が
あ
っ
て
､
ご
神
木
と
さ
れ
て
い
る
場
合
も

あ
る
｡

祭
日
と
神
供

屋
敷
神
と
し
て
の
稲
荷
の
祭
り
は
'
二
月
の
初
午
の
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
初
午
の
日
が
丙
午
に
あ
た
る
と

き
は
二
の
午
に
お
こ
な
う
場
合
も
あ
る
｡
新
暦
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
､
旧
暦
で
お
こ
な
う
家
も
ご
-
わ
ず

か
な
が
ら
み
ら
れ
る
｡
ま
た
､
何
軒
か
で
共
同
で
ま
つ
る
稲
荷
の
場
合
は
､
地
区
の
稲
荷
講
と
日
が
重
な
ら
な

い
よ
う
に
し
て
い
る
｡

初
午
の
日
に
は
'
稲
荷
の
弼
の
前
に
､
赤
の
地
に
自
-

｢正

1
位
稲
荷
大
明
神
｣
と
臼
か
れ
た
ハ
タ
を
二
本

立
て
る
｡
両
に
は
ア
ズ
キ
メ
ソ

(
ア
ズ
キ
ゴ
ハ
ン
･
ア
カ
ノ
メ
シ
･
ア
カ
ノ
マ
ン
マ
と
も
い
う
)
･
油
揚
げ

･

尾
頭
付
き

･
御
神
酒
な
ど
が
供
え
ら
れ
る
O
ア
ズ
キ
メ
ノ
は
､
ツ
ト
ッ
コ
と
呼
ば
れ
る
薬
の
器
に
入
れ
て
供
え

る
｡
ツ
ト
ノ
コ
は
'
ワ
ラ
ゾ
ト
と
も
い
い
､
5.iを
た
ば
ね
て
半
分
に
お
り
､
端
を
む
す
ん
で
器
の
よ
う
に
し
た

も

の
で
あ
る
0
た
だ
し
､
近
年
で
は
､
ツ
ト
ノ
コ
を
作
ら
ず
､
皿
な
ど
に
入
れ
て
供
え
る
家
も
多
く
t･t
つ
て
き

て
い
る
｡
家
で
は
'
ア
ズ
キ
メ
ソ
や
煮
し
め
な
ど
を
つ
-
り
'
家
族
で
食
へ
る
｡

こ
の
日
に
神
主
や
他
の
宗
教
者
を
呼
ぶ
家
も
あ
る
｡
中
川
の
大
久
保
家

(屋
号
ダ
イ
ザ
カ
)

･
皆
川
家

(
チ
n

ウ
ベ
エ
ヤ
ト
)
で
は
､
荏
田
の
斎
藤
神
主
に
来
て
も
ら
っ
て
稲
荷
に
祝
詞
を
あ
げ
て
も
ら
う
と
い
い
､
茅
ヶ
崎

の
松
本
家

(屋
号
ウ
エ
)
で
は
､
昭
和
四
十
七
年
頃
ま
で
は
'
神
主
で
は
な
い
民
間
宗
教
者
に
た
の
ん
で
お
が

ん
で
も
ら
っ
た
と
い
う
｡
折
本
の
角
田
家

(屋
号
カ
サ
ヤ
)
で
は
'
稲
荷
を
ま
つ
っ
た
昭
和
四
十
七
年
よ
り
し

ば
ら
-
は
'
｢大
和
田
霊
神
さ
ん
｣
と
い
う
民
間
宗
教
者
に
来
て
も
ら
っ
た
が
'
現
在
で
は
淡
島
神
社
の
宮
司

神
供

(森
田
豊
家

･
大
熊

･
弘
)
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に
な
っ
て
い
る
照
本
神
主
に
来
て
も
ら
っ
て
稲
荷
を
お
が
ん
で
も
ら
う
と
い
う
｡
多
く
の
場
合
は
､
宗
教
者
を

呼
ば
ず
家
の
人
が
供
え
物
を
あ
げ
て
､
お
が
む
く
ら
い
で
あ
る
｡
神
主
を
呼
ぶ
の
は
詞
の
移
動
や
建
て
か
え
の

と
き
ぐ
ら
い
だ
と
い
う
｡
初
午
に
供
え
物
を
す
る
の
は
､
家
の
主
人
で
あ
る
場
合
が
多
い
が
t
か
な
ら
ず
L
も

決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
-
'
主
婦
や
嫁
が
す
る
場
合
も
あ
る
｡
供
え
物
は
朝
方
に
屋
敷
の
稲
荷
に
供
え
る
｡

午
後
は
講
中
の
稲
荷
講
に
い
く
｡

と
-
に
稲
荷
を
信
仰
す
る
家
で
は
'
毎
年
､
で
き
れ
ば
初
午
に
京
都
の
伏
見
稲
荷
大
社
に
行
く
と
い
う
家
や
'

毎
年
へ
秦
野
の
白
笹
稲
荷
神
社
に
い
っ
て
お
札
を
う
け
て
く
る
家
も
あ
る
｡
茅
ヶ
崎
で
は
'
初
午
に
古
い
お
札

や
ダ
ル
マ
を
焼
-
家
も
み
ら
れ
る
｡
ま
た
新
し
い
両
を
作

っ
た
際
に
は
'
古
い
両
を

1
月
十
四
日
の
セ
イ
ノ
カ

-
の
火
で
焼
く
こ
と
も
あ
る
｡

稲
荷
は
'
初
午
の
は
か
に
､
他
の
屋
内
神
と
同
様
に
正
月
に
も
ま
つ
ら
れ
る
.
正
月
前
に
江
連
純
を
は
り
'

松
飾
り
を
し
て
､
榊
を
奉
じ
'
正
月
元
日
に
は
､
オ
ス
ワ
リ
と
呼
ば
れ
る
重
ね
餅
や
御
神
酒
を
供
え
る
O

ま
た
毎
月
の
一
日
と
十
五
日
に
お
茶
や
お
水
を
供
え
る
家
も
多
く
､
て
い
ね
い
な
家
で
は

1
日
'
十
五
日
に

燈
明
を
あ
げ
､
榊
を
奉
じ
て
､
洗
米
､
御
神
酒
な
ど
を
供
え
て
い
る
｡
村
の
お
宮
さ
ま
の
祭
り
や
節
供
な
ど
に

も
'
そ
の
と
き
に
作
っ
た
ご
ち
そ
う
を
供
え
る
｡
子
と
も
の
オ
ビ
ア
ゲ
や
七
五
三
の
祝
い
の
と
き
も
稲
荷
に
お

ま
い
り
す
る
｡

稲
荷
以
外
の
屋
敷
神
の
場
合
は
､
と
-
に
決
ま
っ
た
祭
日
は
な
-
'
多
-
は
､
正
月
に
注
連
飾
り
や
松
飾
り

を
し
て
､
元
日
に
オ
ス
ワ
-
や
御
神
酒
を
供
え
る
く
ら
い
で
､
て
い
ね
い
な
家
で
は
'
や
は
り
､
毎
月
の
一
日
'

十
五
日
や
節
供
に
供
え
物
を
す
る
｡
ま
た
稲
荷
も
ま
つ
っ
て
い
る
家
で
は
'
初
午
に
稲
荷
に
供
え
物
を
す
る
と

き
に
'
そ
の
は
か
の
屋
敷
神
に
も
供
え
る
場
合
が
多
い
｡

正
月
以
外
の
日
に
､
ま
つ
ら
れ
る
屋
敷
神
も
あ
る
.
東
方
の
長
谷
川
家

(屋
号
ヤ
マ
)
の
金
毘
羅
は
十
月
十

日
に
赤
飯
'
菓
子
'
果
物
を
供
え
､
毎
月
の
十
日
に
は
燈
明
を
あ
げ
る
と
い
う
｡
大
熊
の
森
田
家

(屋
号
ハ
ラ
)

の
観
音
は
､
八
月
二
十
四
日
の
地
蔵
講
の
日
に
'
コ
プ
､
野
菜
､
魚
な
ど
の
山
海
の
珍
味
を
供
え
る
｡

自
軍
稲
荷

(秦
野

･
朗
)
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大熊 にお ける屋 敷神 祭 ie-Ji表 (昭 和57年 現 在 )

氏 名 祭神 持味 祭El 所 在 P)さ EtlaH¶ iil等の年号 伯 考

I i5Ai析司 応府 お札 D]午 由一一所 和 木 不明

2 恭dl光明 稲荷 お札 切午 北西 柄 木 U)l治のぷEろ

3 稲荷 石 tIJ午 北-｣ヒ媒 梓j 木 J紬 らゝ

4 市雌平吉 稲荷 石ial 初午 北米 弼西 木 (_T-から

5 石曲.C判 fih'苛 Nl V]午 北 rh プE)ツタ I:正時代

6 JTlJItl̂ ES 稲荷 水札 初午 北斗王 巾 木 潜から 昭和30年Eろ洞を0,勤

7点拝忠,a Lii荷 級 D]午 北西-柄由 栄 木 hlから

第六天 石R 正月 北西 巾 tlL 包永6年

弁天 正月 JILll

8 点il独二 仁一 ∫; 初午 北西 ーh ★ 文政5fF--fliLt 科の移動あり

金蛇JK 石■弓 正月 北東 柄 1+tL 'RBE2年

十●ヽ 石伺 正月 菜 相 石

9 稲荷 お札 帥午 北謀T 巾十
オアズ-7サ.7 石向 正月 北57ミ 柄 fitL

ー0 i5成一}= 応f'=i お札 初午 而栄一北西 柄 A Lfから

ll ei雌久次郎 后Gi i;ia V)午 北丙-｣ヒ架 ～ 木 貰政11年-

12 rtllJl確- ri荷 Jk札 抗午 北丙 柄 末 汗から

13 r11Lh一一適 稲荷 お札 y)午 dj由 班 ,f: ー川Iの初め

I一一 LS雌にALD 馬偏 HI 折Lr- 丙一一Fh-貞 柄 プt)7タ TFから

15 孜EEl_a 稲荷 おA 初午 北西-.Flijt～ 木 I1.から 明畠14年(取の台L;)

捌芹 Lr任 8J】24El 巾 此 木 'E政9年-

16 FWu'j お+L DJ午 他での杓 + 未 -Iyから

】7 い山松広 hWu'j お札 初午 北西 F軒並 木 町川)

18 応1'n7 お札 yJ牛 北西 所 十

19 lrllLl捕久 稲荷 Jt_栄 Ji I_

21) (Gj荷) (初Lr-) (JJJl)

trlNlー (境1,の.お札) 日 日とlSE)) (Ffi)

21 Lt)LLJA諏 稲荷 人札 扮IF 柄gE 此 ★ 汁から

22 稲T等 I,一1√伺 二の午 斤i西 Fh ノ仁 JfLVl

fii荷 Il-～ D]IF 北西 凍 riL 明I告23年 句を2皮移動

トト 統 初午 Lli A 木

23 GnJa-ilL' iT]午 lIIA 木 汁から

24 平一トr(- ffi荷 /LJ ln/F lliFL + 木 文≠地坪隅比

25 IILIJ-プ5 (応rj)

26 lt)Lll久姓 稲荷 おAぶ一一 V7年 北東-北西 小 tfから

27 小出正iiL'. 品府 お月. D)午 北西-.けl 什i ノト tfから

28 小出スガ 応府 お札 切LF lL巾 Ffr ★ L下から

2g alll政y} 応荷 i;Ll ULF rfi由-.此由一-.柄由 や 7't)ブタ 昭的2年

金蛇蛙 E1月 fiL 繭西-.北P1-rfi西 * 1iL 安政5咋

30 WiFulj FTB) U]午 北gT けi 木 n1.から

弁天 ,+Ll y7′｢ 北束 柄★ 町川l15年Cろ

Lr所在｣は母鼠を小心にしての方位を.】くす.-印は遷宮を,ltT.)
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祭
柁
率
の
地
区
的
差
異

屋
敷
神
は
t
と
の
家
で
も
か
な
ら
ず
ま
つ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
調
査
地
区
全
体
で
､
そ
の
割
合
を

み
て
み
る
と
'
ム
ラ
を
構
成
す
る
家
の
約
二
十
六
%
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
屋
敷
神
は
､
比
較
的
近
年
に
分
家

し
た
家
や
他
所
か
ら
移
転
し
て
き
た
家
で
は
ほ
と
ん
と
ま
つ
ら
れ
て
い
な
い
o
調
査
対
象
と
し
た
家
は
伝
統
的

な
ム
ラ
つ
き
あ
い
を
し
て
き
た
家
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
を
､
地
区
別
に
整
理
し
示
す
と
'
｢屋
敷
神
祭
肥
戸
数
と

祭
妃
率
｣
と
な
る
｡
こ
の
表
中
の
旧
家
戸
数
と
は
'
前
述
の
伝
統
的
な
ム
ラ
つ
き
あ
い
を
し
て
き
た
家
を
さ
し
'

屋
敷
神
祭
把
戸
数
は
､
屋
敷
神
を
ま
つ
る
家
で
あ
る
｡
祭
神
数
は
､
両
の
数
で
な
-
､

一
軒
で
二
神
以
上
ま
つ

ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
て
､
祭
神
数
が
祭
杷
戸
数
を
う
わ
ま
わ
っ
て
い
る
O
祭
把
率
は
'
旧
家
戸
数
の
内
に

占
め
る
屋
敷
神
祭
把
戸
数
の
割
合
で
あ
る
O

こ
の
こ
と
を
わ
か
り
や
す
-
す
る
た
め
に
ク
ラ
フ
に
し
た
も
の
が
次
頁
の
図
で
あ
る
｡
と
-
に
屋
敷
神
を
ま

つ
っ
て
い
る
割
合
が
高
い
地
区
は
､
大
熊
と
牛
久
保
の
請
地
古
梅
で
､
逆
に
低
い
の
か
大
棚

･
勝
田

･
折
本
で

あ
る
｡

大
熊
は
､
伝
統
的
な
ム
ラ
つ
き
あ
い
を
し
て
い
る
家
は
五
十
戸
は
と
あ
り
'
そ
の
う
ち
屋
敷
神
を
ま
つ
る
家

は
三
十

l
戸
あ
っ
て
'
祭
杷
率
は
六
十
二
%
で
あ
る
｡
訪
中
こ
と
に
み
る
と
ヘ
ヤ
ト
講
中
が
約
六
十
四
%

(二

十
二
戸
中
十
四
戸
)
'
シ
モ
講
中
が
約
六
十

l
%

(二
十
八
戸
中
十
七
戸
)
で
あ
る
｡
ま
た
へ
大
熊
は
屋
敷
神

を
ま
つ
っ
て
い
る
家
の
全
戸
で
稲
荷
を
ま
つ
っ
て
お
り
､
稲
荷
祭
把
率
は
百
%
と
な
っ
て
い
る
｡
た
だ
'
屋
敷

神
の
祭
紀
率
と
'
稲
荷
祭
杷
率
の
あ
い
だ
に
は
相
関
関
係
は
み
ら
れ
な
い
O
諮
地
古
梅
は
､
屋
敷
神
を
ま
つ
る

率
は
高
い
が
'
逆
に
稲
荷
を
ま
つ
る
家
は
､
十

二
戸
の
う
ち
三
戸

(二
十
七
%
)
に
す
き
な
い
｡
稲
荷
を
ま
つ

る
割
合
の
低
い
茅
ヶ
崎
で
は
､
屋
敷
神
を
ま
つ
る
率
は
平
均
値
と
お
な
じ
二
十
六
%
で
あ
る
O

そ
れ
で
は
へ
な
ぜ
屋
敷
神
を
ま
つ
る
割
合
が
高
い
地
区
と
低
い
地
区
が
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
屋
敷
神
祭

紀
率
の
低
い
勝
田
や
折
本
は
'
浄
土
真
宗
の
門
徒
の
多
い
地
区
な
の
で
'
｢門
徒
も
の
知
ら
ず
｣
的
な
信
条
か

ら
ま
つ
る
こ
と
を
ひ
か
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
o
反
対
に
ま
つ
る
割
合
の
高
い
大
熊
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
る

屋敷横 面巳戸数と祭斥巳率

地 区 旧家戸数 祭神数

南山田町 56 18 20 32% 15 83%

北山田町 75 23 26 31% 19 83%

東山田町 74 17 17 23% 15 88%

勝田町 55 10 12 18% 8 80%

大棚町 45 7 8 16% 6 86%

中川町 67 17 21 25% ー6 94%

茅ヶ崎町 82 21 21 26% ll 52%

大熊町 50 31 42 62% 31 100%

折本町 93 17 20 18% 15 88%

東方町 124 25 25 20% 22 88%

24 ll ll 46% 3 27%

745 197 223 26% 161 82%
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と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
た
｡

大
熊
で
は
､
昭
和
十
年
ご
ろ
か
ら
戦
後
に
か
け
て
稲
荷
信
仰
が
は
や
っ
た
と
い
う
.
.現
在
の
横
浜
市
南
区
三

春
台
に
稲
荷
を
信
仰
す
る
オ
ガ
ミ
ヤ
サ
ン
が
い
て
､
当
時
'
大
熊
の
人
の
多
く
が
行

っ
て
い
た
と
い
う
｡
病
気

が
な
お
る
と
か
'
出
征
者
が
無
事
に
も
ど

っ
て
く
る
と
オ
ガ
-
ヤ
サ
ン
に
い
わ
れ
､
稲
荷
を
ま
つ
っ
た
家
が
多

い
｡
稲
荷
を
ま
つ
る
に
は
､
伏
見
や
豊
川
の
稲
荷
さ
ま
へ
い
っ
て
､
お
札
や
鎧
に
-
ク
マ

(御
霊
)
を
入
れ
て

く
れ
は
よ
い
と
い
わ
れ
'
と
う
し
て
も
行
け
な
い
人
に
は
､
そ
の
オ
ガ
-
ヤ
サ
ン
が
代
わ
り
に
い
っ
て
､
ミ
タ

マ
を
受
け
て
き
て
-
れ
た
と
い
う
｡

そ
の
ほ
か
に
は
'
大
熊
で
大
正
期
に
ま
つ
ら
れ
た
例
と
し
て
､
分
家
す
る
と
き
に
､
本
家
の
人
が
豊
川
稲
荷

に
行

っ
て
勧
請
し
て
き
た
と
い
う
斎
藤
家

(屋
号
ン
ン
ヤ
シ
キ
)
や
'
明
治
期
に
ま
つ
ら
れ
た
例
と
し
て
､
行

者
を
し
て
い
た
先
祖
が
ま
つ
っ
た
と
い
う
例
な
と
が
あ
る
｡
大
熊
で
は
､
先
祖
が

｢行
者
｣
を
し
て
い
た
と
伝

え
る
家
が
多
く
､
少
な
く
と
も
三
軒
は
そ
う
い
っ
た
伝
承
が
あ
る
｡
中
山
家

(屋
号
ウ
エ
ノ
ヤ
シ
キ
)
の
場
合

は
故
市
太
郎
さ
ん
の
祖
父
武
七
が
行
者
で
､
ニ
ッ
バ
ラ
サ
ン
で

｢行
｣
を
し
た
と
い
う
｡
<
稲
荷
以
外
の
祭
神
>

の
項
で
も
ふ
れ
た
斎
藤
家

(屋
号
シ
ン
ヤ
)
の
先
祖
で
､
行
者
で
あ

っ
た
玄
苦
は
'
稲
荷
の
目
録
や
右
前
の
年

号
か
ら
幕
末
ご
ろ
の
人
と
思
わ
れ
る
が
'
諸
国
回
行
を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
讃
勝
家

(屋
号
サ
カ
ン
タ
)

の
オ
ア
ズ

マ
サ
マ
も
同
様
に

｢行
｣
を
し
て
い
た
先
祖
が
ま
つ
っ
た
と
い
わ
れ
る
｡
こ
う
し
た
行
者
は
近
隣
の

家
の
屋
敷
神
に
関
与
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
O

以
上
の
こ
と
か
ら
､
大
熊
に
屋
敷
神
が
多
い
の
は
､
昭
和
初
期
か
ら
太
平
洋
戦
争
後
に
か
け
て
､
お
も
に
民

間
宗
教
者
の
関
与
に
よ
っ
て
ま
つ
ら
れ
た
稲
荷
が
多
い
こ
と
や
､
地
区
内
に

｢行
者
｣
と
呼
ば
れ
る
宗
教
者
が

輩
出
し
た
と
い
う
よ
う
な
宗
教
的
な
地
域
性
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

二

屋
内

の
神
仏

屋
敷
神
の
ほ
か
に
'
各
家
々
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
神
仏
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
屋
内
の
神
棚
に
は

｢大
神
宮
さ
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ま
｣

や
鎮
守
の
神
さ
ま
､
か
ま
と
に
は

｢荒
神
さ
ま
｣'
オ
カ
ン

テ
と
か
ナ
カ
ノ
マ
と
呼
ば
れ
る
部
屋
に

｢恵

比
須

･
大
黒
さ
ま
｣､
屋
外
の
井
戸
に
は

｢井
戸
神
さ
ま
｣
な
と
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡

大
神
宮

(神
棚
)

神
棚
は
､
ザ
ソ
与
と
呼
ば
れ
る
部
屋
の
鴨
居
に
取
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡
家
が
二
階
建
て
の
場
合
は
､
う
え

を
歩
い
た
り
し
な
い
場
所
に
お
-
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡
神
棚
に
は
､
大
神
宮
さ
ま
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
大

神
宮
さ
ま
と
は
'
天
照
皇
大
神
宮
の
こ
と
で
あ
り
'
伊
勢
神
宮

(内
宮
)
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る

神
で
あ
る
｡
神

棚
に
は

｢天
照
皇
大
神
宮
｣
と
苫
か
れ
た
お
札
が
中
心
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
O
そ
れ
ゆ
え
'
神
棚
の
こ
と
を

ダ
イ
シ
ン
ダ
ウ
サ
マ
と
も
呼
ん
で
い
る
｡

神
棚
に
は
う
そ
の
ほ
か
に

｢杉
山
神
社
神
璽
｣

な
と
と
書
か
れ
た
お
宮
さ
ま
の
お
札
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
0

参
拝
講
で
う
け
る
大
山
阿
夫
利
神
社
や
武
蔵
御
獄

神
社
な
と
の
お
札
も
神
棚
の
脇
に
お
か
れ
て
い
る
場
合
が
多

い
o
こ
神
体
と
し
て
鏡
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
家
も
あ
る
｡
神
前
に
は
オ
",キ
ノ
ク
チ
や
榊
が
奉
じ
ら
れ
て
お

り
､
榊
は
毎
月

1
日
'
十
五
日
に
と
り
か
え
､
そ
の
と
き
に
お
水
や
御
神
酒
を
供
え
る
家
も
あ
る
0

神
棚
に
は
'
正
月
前
に
注
連
飾
り
を
し
て
､
お
札
を
と
り
か
え
､
元
日
に
オ
ス
ワ
-

(供
え
餅
)
や
御
神
酒

な
と
を
供
え
る
O
お
札
は
､
神
主
よ
り
宮
世
話
人
に
ま
と
め
て
わ
た
さ
れ
､
大
晦
日
ま
で
に
は
各
戸
に
配
布
さ

れ
る
｡

荒
神

ダ
イ
ト

コ
ロ
の
へ
ッ
ツ
イ

(か
ま
と
)
の
奥
の
壁
に
小
さ
な
棚
を
作

っ
て
ま
つ
っ
て
い
る
｡
棚
の
う
え
に
は

小
さ
な
お
宮
が
あ
り
､
そ
の
な
か
に
お
札
や
幣
束
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
｡
コ
ー
ノ
ン
サ
マ
､
あ
る
い
は
オ
コ
-

ジ
ン
サ
マ
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡

大
熊
で
は
､
赤
と
白
の
幣
束
と

｢領
三
柱
荒
神
守
護
神
璽
｣
と
書
か
れ
た
お
札
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
て
'
こ

れ
ら
は
暮
れ
に
杉
山
神
社
の
土
岐
神
主

(本
務
は
小
机
町
の
住
吉
神
社
)
が
も
っ
て
き
て
-
れ
る
｡
お
宮
の
う

え
に
は
､
ダ
イ
ゴ
シ
メ
と
呼
ば
れ
る
太
い
注
連
縄
が
あ
る
家
も
あ
り
'
こ
れ
は
'
自
家
で
作
っ
た
り
'
親
戚
の

大
神
tDt[
(石
原
勇
家
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人
に
作
っ
て
も
ら
う
と
い
う
｡

南
山
田
で
は
､
コ
-
ジ
ン
サ
マ
は

｢
三
本
荒
神
｣
と
い
い
､
幣
束
を
三
本
あ
げ
る
｡
､以
前
は

｢
三
本
荒
神
｣

を
山
田
神
社
で
-
ぼ

っ
て
い
た
が
､
い
ま
は
長
泉
寺
か
ら
う
け
て
い
る
O
新
吉
田
で
は
'
｢
三
宝
荒
神
｣
と
響

か
れ
た
荒
神
さ
ま
の
お
札
を
'
ム
ラ
の
正
福
寺
か
ら
正
月
前
に
う
け
る
｡

折
本
で
は
､
小
さ
な
お
宮
の
な
か
に
オ
ス
ガ
タ
と
呼
ば
れ
る
木
の
俊
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
｡
｢品
川
の
荒

神
さ
ま
｣
(東
京
都
品
川
区
の
海
雲
寺
)
に
､
三
月
と
十

一
月
の
二
十
七
日
･
二
十
八
日
に
お
ま
い
り
に
い
-
0

年
に
二
回
お
ま
い
り
す
る
家
も
あ
る
が
､
秋
に

一
回
行
-
家
が
多
い
｡
お
ま
い
り
す
る
と
き
は
､
荒
神
さ
ま
の

オ
ス
ガ
タ
や
お
宮
を
も
っ
て
い
っ
て
､
寺
で
火
で
あ
ぶ
る
と
い
う
｡
こ
の
祭
日
に
は
､
家
で
も
荒
神
さ
ま
に
茶

碗
に
入
れ
た
水
を
供
え
る
｡

荒
神
さ
ま
は
､
か
ま
ど
の
神
と
い
い
'
ま
た
火
の
神
さ
ま
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
折
本
以
外
の
地
区
で
は
'
と

く
に
祭
日
は
な
い
が
､
正
月
前
に
注
連
縄
を
と
り
か
え
'
正
月
に
小
さ
な
オ
ス
ワ
リ
を
供
え
る
O

l
日
へ
十
五

日
に
'
榊
を
奉
じ
た
り
､
水
か
御
神
酒
を
供
え
る
家
も
あ
る
｡
近
年
で
は
'
家
を
新
築
し
､
か
ま
ど
の
な
い
家

も
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
が
'
台
所
に
は
荒
神
さ
ま
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
O

恵
比
須

･
大
黒

オ
カ
ッ
テ
と
呼
ば
れ
る
部
屋
の

一
隅
に
恵
比
須
さ
ま
と
大
黒
さ
ま
が

1
組
と
し
て
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
エ

ビ

ス
ダ
イ
コ
ク
サ
マ
と
か
'
代
表
し
て
オ
エ
ペ
ツ
サ
マ
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
家
に
よ
っ
て
は
､
ヒ
ロ
マ
､
ナ
カ

ノ

マ
と
呼
ば
れ
る
部
屋
に
ま
つ
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
o
す
こ
し
高
い
と
こ
ろ
に
棚
を
も
う
け
､
小
さ
な
お
宮

の

な
か
に
木
の
恵
比
須
さ
ま
と
大
黒
さ
ま
の
像
が

一
対
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
｡
大
熊
で
は
'
左
側
の
ひ
さ
し
が
す

こ
し
低
-
な

っ
て
い
る
お
宮
を
ま
つ
っ
て
い
る
家
が
あ
る
｡
そ
の
し
た
に
大
黒
さ
ま
が
お
か
れ
て
い
て
､
｢下

屋
｣
に
は
い
っ
て
い
る
と
い
う
｡
そ
れ
は
恵
比
須
さ
ま
と
大
黒
さ
ま
で
は
､
恵
比
須
さ
ま
の
方
が
え
ら
い
か
ら

だ
と
い
う
｡
特
異
な
例
で
あ
る
｡

荒
神

(菅
田
安
久
家

東
山
fE1
5
)

荒
神
(斉
藤
久
次
郎
家

大
熊
･
57
)
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恵
比
鎖
さ
ま
の
ま
つ
り
は
､
十

l
月
と

1
月
の
二
十
日
に
各
家
で
恵
比
須
講
が
お
こ
な
わ
れ
る
O
近
年
で
は
'

十

一
月
の
み
お
こ
な
う
家
も
あ
る
｡
恵
比
須
講
に
は
､
お
宮
を
棚
か
ら
お
ろ
し
'
床
の
間
な
と
に
う
つ
し
て
､

恵
比
須
さ
ま
と
大
黒
さ
ま
の
小
さ
な
木
像
を
出
し
へ
そ
の
前
に
､
燈
明
を
立
て
て
尾
頭
付
き
と
り
ト
ン
か
ソ
ハ

を
供
え
る
｡
十

1
月
の
と
き
に
は
､
二
股
大
根
を
供
え
る
家
も
あ
る
｡
東
方
で
は
'
十

1
月
の
恵
比
須
講
は
'

新
米
の
収
機
後
な
の
で
'
新
米
を
入
れ
た
新
し
い
俵
二
俵
を
な
ら
へ
て
､
そ
の
う
え
に
恵
比
須
さ
ま
を
ま
つ
っ

て
祝
う
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'

一
月
の
と
き
に
は
桝
の
な
か
に
お
金
を
す
こ
し
入
れ
て
供
え
'
十

l
月
の
と
き
に
は
恵
比
須
さ
ま
が
稼
い
で
き
て
-
れ
た
と
い
っ
て
大
金
を
入
れ
て
供
え
た
O
主
人
､
あ
る
い
は

子
と
も
の
財
布
を
供
え
る
家
も
あ
る
O
南
山
田
で
は
､
恵
比
須
さ
ま
に
あ
げ
た
供
え
物
は

｢若
い
者
が
た
へ
る

と
婚
期
が
お
-
れ
る
｣
と
い
っ
て
年
寄
り
が
食

へ
た
と
い
う
｡

大
黒
さ
ま
の
祭
り
は
と
-
に
な
く
､

エ
ヒ
ス
コ
ウ
の
と
き
に
い
っ
し
ょ
に
ま
つ
る
O
た
た
折
本
で
は
'
十

l

月
九
日
に
大
黒
さ
ま
を
ま
つ
る
家
が
あ
り
'
ポ
タ
モ
チ
を
供
え
る
｡
こ
の
日
は
'
ふ
つ
う
イ
ノ
コ
と
呼
ば
れ
て

お
り
､
稲
や
畑
作
物
の
収
稚
祭
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
｡
大
黒
さ
ま
も
そ
の
よ
う
な
稲
作

･
畑
作
の
信
仰
対

象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
恵
比
須

･
大
黒
さ
ま
は
'
作
神
と
し
て
､
さ
ら
に
､
お
金
を
供
え
た
り
す
る
よ
う
に
福
神
と

し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ホ
ト
ケ
サ
マ

.

.

.

∵

∵

な
と
が
お
か
れ
て
い
る
｡
掛
軸
や
小
さ
な
燈
髄
が
つ
る
さ
れ
て
い
る
家
も
あ
る
o
ホ
ト
ケ
サ
マ
と
は
先
祖
さ
ま

の
こ
と
だ
と
い
う
｡
そ
れ
ゆ
え
に
寝
る
と
き
に
は
足
を
む
け
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

ホ
ト
ケ
サ
マ
は
､
盆
や
彼
岸
､
命
日
な
と
に
供
養
さ
れ
る
O
そ
の
ほ
か
'
毎
朝
､
ご
飯
や
お
水
を
供
え
た
り
､

夜
に
は
燈
明
を
あ
げ
る
家
も
多
い
｡
ま
た
､

つ
ね
に
花
を
生
け
る
家
も
あ
る
｡

恵
比
須
と
大
黒
(宮
台
被
次
家
･
牛
久
保
金
子
入
･
4
)
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井
戸
神

そ
の
他

屋
内
で
は
な
い
が
､
屋
敷
内
の
井
戸
に
も
神
が
ま
つ
ら
れ
る
.
イ
ド
ノ
カ
-
サ
マ
'
~
イ
ド
ガ
-
サ
マ
'
-
ズ

カ
-
サ
マ
'
ス
イ
ジ
ン
サ
マ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
呼
ば
れ
て
い
る
.
特
別
の
祭
場
は
な
い
o
正
月
に
は
ワ
カ
ザ
-

を
し
て
オ
ス
ワ
リ
が
供
え
ら
れ
る
｡

新
吉
田
で
は
､
正
月
前
に
カ
マ
ジ
メ
と
称
し
て
'
シ
メ
や
お
札
が
正
福
寺
よ
り
配
布
さ
れ
る
が
'
そ
の
う
ち

の

｢蘇
民
将
来
｣
の
二
枚
の
お
札
は
､
表
玄
関
と
要
の
勝
手
口
に
は
ら
れ
る
｡
魔
除
け
の
た
め
だ
と
い
う
｡
ま

た
t

へ
つ
に
党
字

が
書
か
れ
た
戸
守
り
の
お
札
も
あ

っ
て
､
こ
れ
は
戸
袋
に
は
る
と
い
う
｡
ま
た
大
熊
で
は
ト

ン
コ
ン
サ
マ
を
神
棚
の
脇
に
ま
つ
っ
て
い
る
家
が
あ
る
Q
御
神
体
は
大
山
阿
天
利
神
社
の
お
守
札
で
､
正
月
に

お
ま
つ
り
す
る
と
い
う
｡

三

お
札

お
宮
や
試
な
ど
で
各
社
寺
か
ら
う
け
た
お
札
は
､

1
年
の
間
神
棚
な
ど
に
ま
つ
っ
て
お
き
､
正
月
十
四
日
の

セ
イ
/
カ
-
で
焼
か
れ
る
｡
池
辺
で
も
そ
う
で
あ
る
が
､
田
丸
家

(屋
号
益
谷
の
オ
オ
シ
モ
)
の
先
々
代
の
故

田
丸
文
左
衛
門
さ
ん

(明
治
十
二
年
生
)
は
､
お
札
は
焼
か
ず
に
､
ま
と
め
て
俵
に
い
れ
て
屋
根
宝
に
つ
る
し
'

家
の
守
り
と
し
て
い
た
｡
EE
丸
家
で
は
､
昭
和
六
十
年
に
母
屋
を
解
体
し
た
が
'
そ
の
際
､
俵
に
お
さ
め
ら
れ

た
数
多
-
の
お
札
が
､
屋
根
裏
よ
り
み
つ
か
っ
た
｡
こ
れ
ら
は
､
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
各
地
の
社
寺
か
ら

う
け
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
は
'
田
丸
家
の
社
寺
信
仰
の
か
つ
て
の
あ
り
よ
う
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
斑
語
な
資
料
で

あ
る
の
で
､
そ
れ
ら
の
整
理
を
お
こ
な
っ
た
｡
な
お
北
山
田
の
安
藤
家

(屋
号
オ
モ
テ
)
の
旧
家
屋
の
尾
根
袋

に
も
､
こ
の
規
の
俵
が
つ
る
さ
れ
て
い
た
と
い
う
｡

さ
て
お
札
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
俵
は
二
つ
あ
り
､
こ
れ
を
か
り
に
A
､
B
と
表
記
す
る
o

A
の
伯
は
､
さ

ら
に
五

つ
に
わ
け
て
新
棚
紙
に
包
ま
れ
て
あ

っ
た
｡
そ
の
う
ち
の
ひ
と

つ
は
､
お
札
で
は
な
-
掛
軸
な
ど
で
あ

母
屋
解
体
中
に
発
見
さ
れ
た
お
札
の
入
っ
た
俵

(E
l九
･=
家
･池
辺
･
8
)
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田丸斉家背斜 EEl丸文左術門 (明治12年生)時代のお礼

俵別枚数‡土寺 A- 1 A-2 A-3 A-4 ち 汁

5 7 19 4 28 63

8 4 5 0 26 43

武蔵御な神社 3 2 LI 0 19 28

成田山新勝寺 ′ 3 1 2 0 22 28

大神宮 1 6 2 0 17 26

形/山神社 2 2 3 0 9 16

3 2 5 0 5 15

2 0 0 0 ll 13

出雲大社 2 I 3 0 1 7

0 0 2 0 5 7

三住荒神社 0 0 0 0 7 7

善光寺 0 0 0 0 2 2

榛名神社 0 0 0 0 2 2

春 日大社 1 0 0 0 1 2

本派本願寺 1 0 0 0 0 】

0 I 0 0 0 1

0 0 0 0 1 1
三山神杜 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1

'鶴岡八幡宮 0 0 0 0 i 1
0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 1 I

不明 0 0 4 0 9 13
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る
の
で
､
そ
れ
以
外
の
包
み
を
A
I
①

～
④
と
す
る
｡
A
-
①
に
は
､
白
笹
稲
荷
神
社
か
ら
の
封
書
が
五
通
あ

り
､
消
印
は
昭
和
七
年
九
月
十
日
付
か
ら
昭
和
十
三
年
九
月
二
十
三
日
付
に
お
よ
ん
で
い
る
.
宛
先
は

｢都
筑

郡
部
田
村
池
辺
｣
あ
る
い
は

｢都
筑
郡
川
和
町
池
辺
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
.
A
I
②

は'
昭
和
十
年

1
月
の
新

聞
紙
に
包
ま
れ
､
な
か
に
昭
和
八
年
九
月
二
十
三
日
の
消
印
あ
る
白
笹
稲
荷
神
社
の
案
内
状
が
入
っ
て
い
た
｡

A
-
③
は
､
昭
和
十
六
年
七
月
八
日
付
の
読
円
新
聞
に
包
ま
れ
て
い
た
.
A
I
④
は
'
昭
和
八
年
八
月
二
十
二

日
の
新
聞
紙
に
包
ま
れ
､
そ
の
な
か
に
は
大
正
十
五
年
の
白
笹
稲
荷
神
社
の
案
内
状
や
昭
和
三
年

一
月

一
日
発

行
の
雑
誌
な
ど
が
ふ
-
ま
れ
て
い
た
｡
B
の
俵
は
､
昭
和
五
年
の
新
聞
が
は
い
っ
て
い
る
が
､
昭
和
十
五
年
の

消
印
の
封
加
臼､
あ
る
い
は
お
札
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
0
そ
の
は
か
に
B
の
俵
の
な
か
に
は
､
大
正
十
五
年
の
白

笹
稲
荷
神
社
の
案
内
状
な
ど
も
あ
り
'
住
所
も

｢都
筑
郡
部
田
村
池
辺
｣
と
記
さ
れ
た
も
の
も
あ
れ
ば
､
｢港

北
区
池
辺
町
｣
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
俵
に
は
お
札
を
年
代
ご
と
に
整
理
し
て
お
さ
め
た
も
の
で
は
也
-
､
あ
る

1
時
期
に
'
保

管
さ
れ
て
い
た
お
札
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
た
だ
､
A
の
俵
よ
り
B
の
ほ
う
が
新
し

い
お
札
が
多
い
よ
う
で
あ
る
｡

二
つ
の
俵
の
な
か
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
二
百
八
十
四
枚
の
お
札
の
な
か
で
も
っ
と
も
多
い
の
は
'
白
笹
稲

荷
神
社
の
お
札
で
､
六
十
三
枚
あ
り
､
全
体
の
約
二
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
｡
文
左
循
門
は
､
生
前
'
白

笹
稲
荷
の
と
り
ま
と
め
役
を
し
て
い
た
と
い
う
｡
白
笹
稲
荷
は
､
秦
野
市
に
あ
り
'
神
奈
川
県
を
中
心
に
広
-

信
仰
を
あ
つ
め
て
い
る
稲
荷
神
社
で
あ
る
｡
池
辺
に
講
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
､
文
左
衛
門

が
ま
と
め
て
白
笹
稲
荷
か
ら
お
札
を
う
け
､
地
区
の
人
に
配
布
し
て
い
た
と
い
う
｡
俵
の
な
か
に
は
､
お
札
の

は
か
に
自
笹
稲
荷
か
ら
の
案
内
状
や

｢依
嘱
脊
｣
(大
正
十
五
年
)
な
ど
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
｡

大
山
阿
夫
利
神
社
'
武
蔵
御
放
神
社
の
お
札
は
､
そ
れ
ぞ
れ
大
山
講
､
御
な
講
に
よ
っ
て
う
け
た
も
の
で
あ

る
.
ム
ラ
に
世
話
人
が
い
て
'
そ
の
人
を
中
心
に
鎌
が
運
営
さ
れ
て
い
た
｡

成
田
山
新
勝
寺
の
お
札
も
多
い
が
'
講
に
よ
る
も
の
か
､
個
人
的
な
信
仰
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
わ
か
ら
な

俵
に
納
め
ら
れ
て
い
た
白
笹
稲
荷
神
社
の
bt料

肇

∵

了

､
.

F

t
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新
欝

込
芸

ノ雪
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付
木
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ハ
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新
村
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申
込
群
俄
,
-
A
;輔
弼
仕

度
講
和
何
卒
和
磁
力
下
す
ゾ
豊

科
巾
<)
ノ
方
々
チ
始
ノ
新
穀
.
刀

〟
(
塀
ク
抑
何
州
成
-

鑓非本
年
ハ
多
人
救
ノ
叫
込
仙
革

-
位
相
特

朗
ノ
iS
慨
は
チ
牒
リ
推
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･ij恢
右
ハ
葬
祭
ノ
上

中
師
可
中
上
ノ
曲
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価
ナ

ガ
ヲ
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小
向
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小
上
坂

取
外
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い｡大
神
宮
､
杉
山
神
社
の
お
札
は
､
毎
年
鋲
守
か
ら
各
家
へ
配
布
さ
れ
る
も
の
で
､
神
棚
に
一
年
間
ま
つ
ら
れ

る
.
大
神
宮
の
お
札
は
､
｢天
照
皇
大
神
宮
｣
と
書
か
れ
た
も
の
や
､
｢天
照
皇
大
神
tDn大
々
御
神
楽
大
麻
｣
と

書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
｡

富
士
の
お
札
は
'
｢富
士
浅
間
大
神

神
璽
｣
と
書
か
れ
､
な
か
に

｢奉
謹
講

木
花
佐
久
夜
姫
命

豊受

姫
命

拷
幡
千
々
姫
命
｣
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡
ま
た
'
｢富
士
山
火
盗
除
御
守
｣
と
あ
る
お

守
も

あ
る
｡
山
梨
県
富
士
吉
田
市
の
富
士
浅
間
神
社
よ
り
う
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

林
光
寺
は
､
緑
区
鴨
居
町
に
あ
る
真
言
宗
の
寺
で
､
本
尊
と
し
て
不
動
明
王
を
ま
つ
り
､
開
山
は
宝
徳
元
年

義
塵
法
印
と
い
わ
れ
る
o

平
間
苛
は
､
金
剛
山
平
間
寺
で
､
川
崎
大
師
の
こ
と
で
あ
る
｡

三
柱
荒
神
の
お
札
は

｢
三
柱
荒
神
杜
守
故
神
璽
｣
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
､
そ
こ
か
ら
う
け
た
お
札
と
思
わ

れ
る
O
ま
た
､
｢
三
柱
大
神
鎮
火
祭
御
神
符
｣
と
書
か
れ
た
お
札
も
五
枚
あ
っ
て
､
火
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

善
光
寺
の
お
札
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ

｢奉
修
大
社
念
経
曾

家
内
安
全

息
災
延
命

信
州
善
光
寺
宿
院
白
蓮

坊
｣､
｢璽
牌
安
置
之
詔
状

信
州
善
光
寺
白
蓮
坊

田
丸
文
左
衛
門
殿

昭
和
十
五
年
三
月
十
七
日

南
撫
阿

弥
陀
仏
｣
と
書
か
れ
て
い
る
OL
J
i!

昭
和
三
年

l
月

l
日
､
善
光
寺
白
票

発
行
の

｢永
生
筆

洗
｣
も
あ

り
'
少
な
-
と
も
昭
和
の
は
じ
め
こ
ろ
よ
り
善
光
寺
の
宿
坊
白
蓮
坊
と
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
｡

善
光
寺
は
､
天
台
宗
の
大
勧
進
と
浄
土
宗
の
大
本
願
が
あ
り
､
そ
の
し
た
に

｢
三
寺
中
｣
と
い
っ
て
衆
徒
'
中

衆
､
妻
戸
の
三
派
に
分
か
れ
て
い
る
院
坊
が
あ
る
o
衆
徒
は
天
台
宗
で
大
軌
進
に
属
し
'

妻
戸
は
も
と
も
と
時

宗
で
あ
っ
た
が
､
の
ち
に
天
台
宗
に
改
宗
L
t
大
勧
進
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
中
衆
は
浄
土
宗
で
大
本
願

に
屈
す
る
院
坊
で
あ
る
｡
白
蓮
坊
は
'
こ
の
う
ち
の
中
米
に
属
す
る
院
坊
で
'
善
光
寺
大
本
願
の
正
面
に
あ
る
｡

榛
名
神
社
は
群
馬
県
の
榛
名
山
､
春
日
大
社
は
奈
良
市
に
所
在
す
る
｡
本
派
本
願
寺
は
'
浄
土
首
芸
不
本
願
寺

同

園
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派
の
大
本
山
､
西
本
願
寺
の
こ
と
で
'
京
都
市
堀
川
適
に
所
在
す
る
｡
日
光
二
荒
山
神
社
､
日
光
東
冊
宮
は
'

栃
木
県
日
光
市
に
あ
る
｡
三
山
神
社
は
､
｢
三
山
神
社
御
守
｣
と
あ
る
御
守
で
'
山
形
県
の
出
羽
三
山
神
社
か

ら
う
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

高
野
山
無
品
光
院
は
､
和
歌
山
県
伊
那
郡
高
野
山
に
あ
り
､
壷
坂
山
南
法
華
寺
は
､
西
国
三
十
三
か
所
観
音

霊
場
の
第
六
番
札
所
で
､
奈
良
県
高
市
郡
高
取
町
に
あ
る
｡

松
蔭
寺
は
'
横
浜
市
鶴
見
区
寺
尾
に
あ
る
寺
で
､
お
守
に
は
'
｢厄
除
関
越

十

一
面
観
音
御
守

(キ
リ
ー

ク
)

参
拝
記
念

仙
観
山
松
蔭
等
｣
と
あ
る
｡
小
机
領
三
十
三
か
所
子
年
の
観
音
霊
域
十

1
番
所
で
あ
る
｡

穴

守
神
社
は
'
束
京
都
大
別
区
羽
田
に
あ
り
'
｢穴
守
稲
荷
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
0
穴
守
の
語
呂
か
ら
婦
人

病
の
治
癒
に
効
験
の
あ
る
神
社
と
し
て
花
柳
界
の
信
仰
を
あ
っ
め
た
と
い
わ
れ
､
明
治
以
降
､
流
行
神
的
に
信

仰
圏
を
拡
大
し
た
.
田
丸
家
に
保
hEZさ
れ
て
あ
っ
た
の
は

｢穴
守
神
社
特
種
御
守

穴
守
稲
荷
大
神

(兜
字
)｣

と
あ
る
お
守
で
あ
る
O

鶴
岡
八
幡
宮
は
､
鎌
倉
市
に
あ
る
有
名
な
大
社
で
あ
り
､
資
料
は
'
鉄
の
お
守
刀
で
あ
る
0
㍍
挫
山
は
'
川

崎
巾
に
あ
り
'
古
津
不
動
と
呼
ば
れ
て
い
る
O
義
民
地
蔵
と
は
､
川
崎
巾
苗
挫
区
久
末
に
あ
っ
て
､
元
禄
六
年

に
'
領
主
の
苛
酷
な
年
貢
増
徴
に
艦
抗
し
て
犠
牲
に
な
っ
た
村
人
を
ま
つ
っ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
酉

歳
地
蔵
霊
場
の
番
外
で
あ
る
O
お
札
に
は

｢奉
開
扉
義
民
地
蔵
尊
供
養
牧

久
末
LI=ー
｣
と
あ
る
｡

そ
の
ほ
か
に
､
｢
二
見
興
玉
神
□
□

猿
田
彦
大
神
ロ
ロ

芋
迦
魂
神
□
□
｣
と
曽
か
れ
た
お
札
が
あ
る
が
､

と
こ
か
ら
う
け
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
o
ま
た
､
文
字
が
判
読
で
き
な
い
も
の

も
十
三
片
あ
る
o

こ
う
し
て
お
札
軌
を
検
討
し
て
み
て
､
や
は
り
注
目
さ
れ
る
の
は
当
初
述
べ
た
よ
う
に
自
性
稲
荷
の
お
札
や
'

そ
れ
に
関
す
る
案
内
状
'
｢半尺
品
｣､
封
=
=な
ど
が
多
い
こ
と
で
あ
る
｡
お
そ
ら
く
柑
丸
文
左
御
門
さ
ん
が
白
笹

稲
荷
を
厚
く
信
仰
し
て
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
O

お
札
各
托
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第
五
節

路
傍
の
神
仏

地
域
社
会
に
は
神
社
や
寺
堂
の
よ
う
に
'
あ
る
て
い
と
の
規
模
の
建
造
物
を
も
つ
信
仰
施
設
の
ほ
か
に
'
小

さ
な
石
仏
や
小
雨
も
数
多
-
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
主
な
も
の
と
し
て
は
'
単
立
地
蔵
像
や
六
地
蔵
像

･
庚
申
塔

･

馬
頭
観
世
音

･
地
神
塔

･
道
祖
神
が
比
較
的
多
-
み
ら
れ
'
そ
の
は
か
､
観
世
音
像

･
富
士
信
仰
碑

二
二
山
供

養
塔

･
巡
礼
供
養
塔

･
回
国
供
養
塔

･
二
十
三
夜
塔

･
徳
本
名
号
碑
な
と
も
み
ら
れ
る
O
こ
れ
ら
の
石
仏

･
石

神
は
ム
ラ
境
や
三
叉
の
辻
､
あ
る
い
は
社
寺

･
堂
の
境
内
な
と
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
例
が
大
半
で
あ
る
｡
た
だ

社
寺

･
堂
に
あ
る
も
の
は
､
よ
そ
か
ら
移
し
た
も
の
も
多
い
｡

そ
の
多
-
は
､
信
仰
的
な
講
集
団
に
よ
っ
て
道
立
さ
れ
た
も
の
が
多
い
が
､
な
か
に
は
個
人
に
よ
っ
て
ま
つ

ら
れ
た
の
ち
､
祭
主
が
不
明
確
に
な
っ
た
場
合
も
あ
る
｡

一

地
蔵

こ
こ
で
と
り
あ
け
る

｢地
蔵
｣
と
は
､
石
像
の
種
類
か
ら
分
頬
し
た
も
の
で
､
地
域
社
会
に
お
い
て

｢
お
地

蔵
さ
ん
｣
と
か

｢地
蔵
さ
ま
｣
と
よ
ほ
れ
て
い
る
石
仏
を
さ
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
へ
後
に
と
り
あ
げ
る
庚

申
塔
や
馬
頭
観
世
音
'
地
神
塔
'
道
祖
神
と
は
分
頬
の
基
準
が
異
な
っ
て
い
る
o
と
い
う
の
は
､
そ
の
造
立
目

的
が
庚
申
塔
は
庚
申
供
撃

鹿

肝
聖

昆

死
馬
供
養
と
い
う
よ
う
に
あ
る
程
空

っ
に
絞

っ
て
み
る
こ
と
が
で

き
る
が
'
地
蔵
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ

っ
て
､
念
仏
供
養
の
地
蔵
や
庚
申
供
巷
の
地
蔵
な
と
も
多
-
み
ら
れ
る
｡
そ

の
場
合
'
庚
申
供
養
の
地
蔵
は
道
立
目
的
か
ら
分
枝
す
れ
ば

｢庚
申
塔
｣
と
な
り
'
念
仏
供
養
の
地
蔵
は

｢念

仏
供
養
塔
｣
と
な
る
の
で
あ
る
｡

念
仏
供
養
と
し
て
造
立
し
た
地
蔵
も
多
い
｡
地
蔵
像
の
脇
に

｢奉
造
立
念
仏
供
養

為
二
世
安
楽
也
｣

(

節

羽
地
蔵
堂

･
宝
永
四
年
'
台
石
に
享
保
八
年
)
と
か

｢奉
納
念
仏
供
養

請
願
成
就
皆
D
満
足
所
｣
(茅
ヶ

崎

正
光
寺
境
内
の
石
塔

(茅
ヶ
崎

･
5
)
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自
性
院

･
正
徳
元
年
)
と
緒
が
あ
り
､
念
仏
の
目
的
も
二
世
安
楽
や
話
願
成
就
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
大

能
､の
地
蔵
堂
に
は

｢月
並

百
万
遍
｣
(明
和
三
年
)
と
き
ざ
ま
れ
た
舟
型
の
六
地
蔵
が
あ
り
､
台
石
に

｢寒

念
仏
供
超
｣
(享
保
十
四
年
)
と
あ
る
丸
彫
像
も
み
ら
れ
る
Q
寒
念
仏
供
超
と
し
て
の
地
蔵
は
､
大
棚

･
池
辺

に
も
あ
り
､
茅
ヶ
崎
正
覚
寺
に
は

｢寒
念
仏
眺
遵
｣
(宝
暦
三
年
)
と
き
ざ
ま
れ
た
地
蔵
が
あ
る
｡
念
仏
供
卓

と
明
記
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
､
施
主
が
念
仏
誹
中
と
な
っ
て
い
る
他
意
も
あ
る
の
で
､
念
仏
供
養
地
蔵
は

地
蔵
石
仏
全
体
の
な
か
で
か
な
り
の
数
を
し
め
て
い
る
｡
二
世
安
楽
と
か
請
願
成
就
と
い
う
よ
う
に
一
部
に
は

そ
の
念
仏
の
供
准
目
的
が
明
記
さ
れ
て
は
い
る
が
､
多
-
は
し
る
さ
れ
て
は
い
な
い
｡
し
か
し
'
念
仏
誠
自
体

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
､
そ
れ
は
先
祖
供
茸
や
亡
者
供
養
を
目
的
と
し
て
い
て
､
同
時
に
現
世
に
生
き
る
講
中

臣
災
の
た
め
や
'
未
来
に
生
き
る
二
世
の
安
楽
を
い
の
っ
て
の
造
立
で
あ
る
と
推
測
で
き
よ
う
C

あ
き
ら
か
に
庚
申
供
養
と
し
て
道
立
さ
れ
た
地
蔵
と
し
て
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
も
の
は
延
宝
二
年

(
1
六

七
四
)
の
舟
型
桝
で
､
新
羽
の
光
明
寺
と
池
辺
の
以
排
院
に
あ
る
｡
い
ず
れ
も
碑
面
に

｢班
中
秋
遜
｣
の
純
が

み
ら
れ
､
さ
ら
に
池
辺
の
舟
型
碑
台
石
に
は
三
猿
が
浮
彫
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
は
か
に
も

｢庚
申
供
益
｣
の
緒

が
あ
る
地
蔵
は
十
数
基
み
ら
れ
る
.
台
石
な
ど
に
三
猿
が
浮
彫
さ
れ
た
地
蔵
も
い
-
つ
か
み
ら
れ
､
三
猿
は
庚

申
塔
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
た
め
､
そ
れ
ら
も
庚
申
例
益
の
地
蔵
と
考
え
て
ま
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
O
庚

申
供
養
地
蔵
碑
は
延
宝
期
か
ら
享
保
初
期
に
か
け
て
の
時
期
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
｡

亡
者
供
養
と
し
て
は
と
く
に
地
蔵
に

｢
三
界
万
霊
｣
と
し
る
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
北
山
田
や
南
山
田

･
大

棚

･
高
EE
･
佐
江
戸
な
と
に
み
ら
れ
る
｡
北
山
田
の
地

蔵
三
界
万
富
供
養
塔
は
'
正
面
に

｢
三
富
万
界

･
弘
化

四
東
六
月
廿
二
日

智
教
童
女

･
弘
化
四
未
七
月
朔
日

看
迎
童
女
｣､
剛
面
に

｢文
久
二
突
成
年
九
月
日
･

安
藤
平
右
衛
門
子
｣
と
あ
り
､
供
養
者
の
幼
女
姉
妹
の
死
後
十
五
年
目
に
､
供
養
の
た
め
造
立
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
｡
ま
た
'
三
界
万
富
と
は
な
い
が
'
茅
ヶ
崎
の
正
貨
寺
門
内
に
あ
る
地
蔵
舟
塾
碑
に
は
'
｢為

恵
光

童
子

･
誠
止
童
子

･
定
観
童
女

･
妙
音
童
女

菩
提
也
｣
(嘉
永
二
年
)
と
あ
り
､
や
は
り
幼
-
し
て
亡
-

な
っ

た
子
ど
も
の
供
養
の
た
め
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
0

地
蔵
(台
石
に
三
浪
を
も
つ
･
以
砕
院
･
池
辺
･
(a)
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造
立
DIl的
か
ら
み
た
そ
の
ほ
か
の
地
蔵
は
'
子
育
地
蔵
や
､
回
国
供
養
塔
を
か
ね
た
地
蔵
尊

(新
吉
田

･
享

保
二
年
)'
西
国

･
四
国

･
坂
東

･
秩
父
の
巡
礼
供
糞
塔

(南
山
田

･
嘉
永
六
年
)
な
と
が
あ
る
｡
北
山
田
の

富
士
塚
内
に
あ
る
地
蔵
は
､
童
子
を
左
肩
に
抱
き
､
錫
杖
に
も
す
か
ら
せ
た
､
浮
彫
の
子
百
地
蔵
で
あ
る

(文

化
十
年
)｡
池
辺
に
あ
る
地
蔵
舟
型
碑
は

｢固
阿
定
往
信
士
位

施
主
庄
右
ヱ
門
｣
(慶
応
四
年
)
と
し
る
さ
れ

て
い
る
が
'
病
気
厄
除
の
た
め
に
立
て
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
0
そ
の
は
か
'
近
年
で
は
各
寺
院
な
と
で

水
子
供
養
の
た
め
の
水
子
地
蔵
が
さ
か
ん
に
道
立
さ
れ
て
い
る
｡

形
態
か
ら
み
る
と
'
丹
型
に
浮
彫
さ
れ
た
立
像
や
丸
彫
の
立
像
が
多
い
｡
中
川
に
は

｢南
無
地
蔵
菩
薩
｣

(大
正
八
年
)､
池
辺
に
は

｢南
無
地
蔵
大
菩
薩
｣
(寛
政
二
年
)
と
し
る
さ
れ
た
文
字
塔
が
み
ら
れ
る
o
舟
型

碑
か
丸
彫
の
地
蔵
が
六
つ
な
ら
ん
で
立
て
ら
れ
て
い
る
六
地
蔵
も
'
正
徳
三
年

(
t
七

一
三
)
の
北
山
田
を
初

見
と
し
て
'
近
年
で
も
造
立
さ
れ
て
い
る
｡
六
地
蔵
は
'
地
獄

･
餓
鬼

･
畜
生

･
修
羅

･
人
間

･
天
上
の
六
道

の
う
ち
t
と
の
世
界
に
い
て
も
救
い
の
手
を
さ
し
の
へ
る
六
道
救
済
の
た
め
に
､
そ
れ
ぞ
れ
六
体
の
地
蔵
が
道

立
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

つ
き
に
地
蔵
石
仏
の
信
仰
と
伝
承
に
つ
い
て
し
る
し
て
お
こ
う
｡

茅
ケ
個
鶏

､
｢
セ
キ
モ
ト
の
地
蔵
｣
と
よ
ば
れ
る
丸
彫
の
地
蔵
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
享
保
八
年
の
年
号

が
あ
り

｢奉
造
立
地
蔵
菩
薩
｣
と
あ
る
o
セ
キ
モ
ト
の
地
蔵
は
､
金
子
家

(屋
号
夕
タ
-
ヤ
)
が
世
話
を
し
て

お
り
､

l
月
二
十
日
の
新
年
会
の
と
き
に
'
地
蔵
様
の
お
寒
銭
に
お
金
を
足
し
て
紅
白
の
干
菓
子
を
買

っ
て
地

蔵
様
に
そ
な
え
'
そ
の
お
下
が
り
と
し
て
近
-
の
組
の
人
な
と
､
三
十
軒
は
と
へ
-
ぼ
る
｡
子
育
地
蔵
だ
と
い

う
｡
ま
た
､
茅
ヶ
崎
で
は
'
幼
-
し
て
死
ん
だ
子
と
も
の
供
養
に
､
｢百
地
蔵
参
り
｣
と
い
っ
て
､
小
さ
な
紙

の
お
札
を
百
枚
も
っ
て
百
体
の
地
蔵
さ
ま
に
一
体
ず
つ
お
札
を
は
っ
て
歩
-
こ
と
が
あ
っ
た
｡

折
本
の
堂
ケ
坂
に
は

｢早
苗
地
蔵
｣
と
よ
ほ
れ
る
地
蔵
が
覆
屋
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
地
蔵
尊
は
舟
型
碑
と

丸
彫
像
の
二
体
で
､
後
者
に
は

｢天
和
二
｣
の
年
号
が
き
ざ
ま
れ
て
い
る
O
早
苗
地
蔵
に
は
つ
き
の
よ
う
な
伝

承
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
O
む
か
し
､
折
本
は
と
き
と
き
早
ほ
っ
に
み
ま
わ
れ
た
o
そ
の
と
き
､
仮
住
ま
い
し
て

セ
キ
モ
ト
の
地
蔵
(茅
ヶ
崎
･
52
)

註

以
下
の
石
造
物
の
1
覧
表
お
よ
び
グ
ラ
フ
は
､
編
纂
委
員
会

の
調
査
に
よ
り
確
認
し
た
も
の
を
も
と
に
､
既
発
表
資
料
を
l

部
加
え
て
作
成
し
た
｡

な
お
'
土
地
区
画
整
理
事
業
な
と
に
と
も
な
い
､
地
区
を
越

え
て
移
動
し
た
り
､
ま
た
現
在
で
は
確
認
で
き
な
い
も
の
も
あ

る
が
､
1
覧
表
中
で
は
か
つ
て
の
所
在
地
で
し
め
し
て
い
る
.
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地産-JE表

地蔵舟型碑 (二世安楽)

地蔵舟型碑

地蔵舟型僻 (念仏試)

地蔵舟型碑 (御念仏之同行)

地蔵何型碑 (念仏誠衆)

他意舟塾砕 (庚申供凍)

他意舟型碑 (庚申供亜)

他意何型坪 (追)

他意丸彫立像 (猿)

地歳舟型畔

地成丹型碑 (待庚申)

地蔵舟蔓せ畔 (描)

地戚舟塾畔 (講中書以)

地蔵舟型砕 く三界万韮)

地誌舟型碑 (念仏供養)

他意舟型碑 (念仏供養)

地裁舟型坤 (念仏供喪)

地蔵舟塾碑 (追)

地蔵何型碑 (念仏矧 司同行)

地線料型碑 (庚申供養)

地蔽何型砕 く庚申供養)

地蔵舟塾砕 く庚申供養 二世安永)

他意丸彫立像

他鼓舟型畔 (庚申供隼)

地鼓丹型畔 (庚申供水)

地蔵舟型砕 (猿)

地蔵村型碑 (念仏供社 二世安楽)

地裁村塾碑 (庚申供饗)

地成何型碑 (念仏供恭)

他意舟塾砕 (念仏誠 二世安楽)

地蔵舟型砕 (念仏同行)

地議何型碑 (庚申待供養 二世安楽)

他意舟型砕

他意舟塑碑 (念仏講中 二世安楽)

地蔵丸彫立像 (六十六部之供養)

地蔵丸彫立像 (念仏)

地蔵丸彫立像 (念仏供饗 二世安楽)

地蔵丸彫立像

地蔵舟型碑 (念仏供養)
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地蔵何型碑 (庚申講供養)

地裁丸彫立像 (庚申供蛋)

他意舟型碑 (庚申講同行)

地鼓丸彫立像 (二世安禁)

地蔵丸彫立像 (六地蔵)

地鼓何型砕 (大乗妙典六拾六部日本回国)

地蔵丸彫立像 (庚申供養講中息災)

他意丸彫立任

地議九月…立像

他意舟型碑 (顔中供養)

他鼓丸彫座像 (寒念仏供養)

地蔵丸彫立役(大東妙典六十六部回国供益)

地誠丸彫立像

地蔵付型碑

地蔵丸彫立像 (供甚六拾六部)

地政舟型碑 (供養大E]本回国)

地議丸彫立像 (大乗妙典六十六部)

地蔵丸彫座像 (寒念仏供琴)

地枝丸彫立像 (庚申供養)

地蔵何型碑 (供養寒念仏)

地蔵丸彫立像

地蔵丸彫立像 (寒念仏供荘)

他意丸彫立像

他意丸彫立像

地蔵舟型畔

地抜丸彫立像 (六地蔵)

地裁丸彫立像 (信濃善光寺四十八度参詣)

地蔵丸彫立像 (供奄念仏訪中)

｢南無地蔵大菩薩｣

地産舟型碑 (寒念仏供雀)

地頭丸彫立像

他意丸彫立像

地裁丸l彰立像

地裁丸彫立像

他意舟型碑 (子育)

他意浮彫立像 (光明f:L言百万所願)

地蔵丸彫立像 (寒念仏供茸)

地裁丸彫立像 (六地蔵 台石のみ兵長存)

他意丹型碑 (女中念仏誠中 谷中二世安楽)

他意浮彫立像 (三界万盃)
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地蔵舟型坤 (六地蔵 月並百万過)

地蔵舟型坤

地蔵舟型砕 (六他意)

地政丸尾‡立像 (六地蔵)

地蔵丸彫立像 (念仏講中 女中)

地蔵丸彫立像 (念仏訪中 観音訪中)

他意舟塾碑 (六他意)

地蔵丸彫立像

地蔵舟型碑

他意舟型砕 く庚申供獲)

他意丸彫座像 (大東抄典六十六部供養)

地蔵舟型碑

地蔵舟型碑 (六地蔵)

地蔵丸彫立像

地蔵舟型枠

地蔵浮彫立像 (念仏弘中)

地蔵丸彫立像 (三界万韮)

地威浮彫立像

地蔵舟塑砕

地蔵丸彫立像 (念仏吉祥中)

地議浮彫立像 (子育)

地蔵舟型砕 (子育)

地威丹型畔

地威何型畔

地鼓舟塑碑 (六地蔵)

地蔵舟塑碑

地蔵何型碑

地蔵丸彫座像

地裁丸彫座像

地裁丸彫座像

地蔵浮彫立像 (大乗妙典供茸)

地蔵丸彫座像 (三界万孟夏)

地蔵丸彫立像

地故

地巌丸彫立像 (六地蔵)

地産舟型砕 く六地蔵)

地蔵浮彫立像

｢南無地蔵菩薩｣

地蔵自然石板碑型

地蔵浮彫立像
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い
た
旅
の
坊
さ
ん
と
そ
の
娘
が
'
早
ば
つ
に
悩
む
人
ひ
と
の
生
活
を
み
か
ね
て
'
山
を
切
り
-
ず
し
て
､
東
谷

戸
を
流
れ
る
川
水
を
引
用
し
よ
う
と
掘
割
工
事
を
開
始
し
た
｡
と
こ
ろ
が
､
そ
れ
が
完
成
し
な
い
う
ち
に
､
山

那
-
ず
れ
て
旅
の
坊
さ
ん
と
そ
の
娘
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
｡
そ
の
の
ち
'
村
の
全
員
が
で
て
作
業
を
お
こ
な
っ

た
結
実
､
掘
割
は
完
成
し
'
水
を
通
す
こ
と
が
で
き
た
o
そ
の
旅
僧
と
そ
の
娘
､
さ
ら
に
'
途
中
で
死
ん
だ
村

人
の
た
め
に
地
蔵
さ
ま
を
ま
つ
り
'
毎
年
田
植
が
終
わ
る
と
早
苗
を
そ
な
え
て
供
養
L
t
秋
の
豊
作
を
願
っ
た
｡

よ
っ
て
早
苗
地
蔵
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
｡

折
本
で
は
､
早
苗
地
蔵
の
ほ
か
に
'
カ
-
ク
-
に
も
地
蔵
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
以
前
は
祭
日
も
な
か
っ
た

が
､
昭
和
初
期
､
村
道
を
広
げ
る
た
め
に
'
四
回
は
と
地
蔵
を
移
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
'
毎
年
九
月

二
十
g
]日
に
地
蔵
講
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
｡
こ
れ
と
同
時
に
､
早
苗
地
蔵
の
供
養
も
お
こ
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
o
当
日
は
'
地
蔵
尊
の
両
に
堤
燈
を
下
げ
､
昼
ご
ろ
に
真
照
寺
の
住
職
に
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
0

そ
の
の
ち
､
公
民
館
に
う
つ
り
'
お
茶

･
寿
司

･
果
物
な
と
で
会
食
す
る
O
現
在
､
講
は
二
十
四
軒
で
組
織
さ

れ
て
い
る
o

こ
う
し
た
地
蔵
尊
の
石
仏
は
い
つ
こ
ろ
造
立
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
､
こ
の
地
域
で
確
認
で
き
た
な
か
で
'
も
っ

と
も
古
い
地
蔵
は
高
田
の
興
禅
寺
に
あ
る
舟
型
の
立
像
で
'
｢千
時
寛
文
九
己
年
｣
(
一
六
六
九
)
の
年
号
が
は

い
っ
て
い
る
o
道
立
年
代
の
傾
向
は
､
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
前
半
に
最
盛
期
を
む
か
え
'
十
九
世
紀

に
な
る
と
そ
の
道
立
数
は
激
減
す
る
｡
そ
の
こ
ろ
に
な
る
と
地
域
社
会
に
お
け
る
造
碑
の
関
心
は
地
蔵
よ
り
も

庚
申
塔
や
他
の
石
塔
に
う
つ
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(表
参
照
)0

二

庚
申
塔

庚
申
講
の
講
中
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
造
立
場
所
は
'
ム
ラ
の
境
や
辻
な
と
が
主
で
あ
る
が
'

明
治
以
後
整
理
が
な
さ
れ
た
と
み
ら
れ
､
現
在
で
は
､
寺
院
の
境
内
や
墓
地
な
と
に
移
動
さ
れ
て
い
る
場
合
も

多
い
｡

地
叢
庚
申
塔

(新
吉
EB
稲
坂

･
6
)
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初
期
の
形
態
と
し
て
は
地
蔵
立
像
に

｢庚
申
供
慈
｣
と
き
ざ
ま
れ
て
い
た
り
､
下
に
三
姑
像
が
浮
彫
さ
れ
て

い
る
も
の
が
多
い
o
こ
う
し
た
地
蔵
庚
申
塔
は
延
宝
二
年

(
l
六
七
E
])
の
緒
が
あ
る
新
羽

･
新
吉
田
･
池
辺

の
三
基
が
も
っ
と
も
古
く
､
以
後
享
保
初
年
に
か
け
て
の
約
五
十
年
間
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
.

E)ツビ
シ
qtウ′
イ
n
ノT]り

延
宝
E
]年

(
〓
ハ
七
六
)
に
は
六

腎

背

面

金

剛

立
像
の
庚
申
塔
が
茅
ヶ
崎
に
道
立
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
地
域

で
は
も
っ
と
も
古
い
舌
面
金
剛
俊
を
も
つ
庚
申
塔
で
､
下
部
に
目
耳
口
を
押
さ
え
た
三
猿
が
浮
彫
さ
れ
た
舟
型

碑
で
あ
る
.
背
面
金
剛
像
を
重
曹
と
し
た
庚
申
塔
は
も
っ
と
も
多
-
､
当
地
域
の
庚
申
塔
の
な
か
で
約
七
割
を

し
め
て
い
る
.
も
っ
と
も

1
般
的
な
背
面
金
剛
像
顔
中
塔
の
形
態
と
し
て
は
､
邪
鬼
の
上
に
立
っ
た
六
皆
背
面

金
剛
立
像
の
浮
彫
を
中
心
に
､
上
部
に
日
月
､
両
脇
に
二
羽
の
鶏
と
下
部
に
三
猿
が
浮
彫
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
｡
こ
れ
ら
の
う
ち
､
邪
鬼
や
日
月
､
鶏
が
な
い
庚
申
塔
も
み
ら
れ
る
｡

そ
の
ほ
か
文
字
の
み
が
き
ざ
ま
れ
た
文
字
塔
や
閤
魔
像
の
庚
申
塔
も
あ
る
｡
文
字
塔
は
元
禄
糊
か
ら
で
て
く

る
が
､
文
政

･
天
保
期
に
七
基
集
中
し
て
み
ら
れ
る
O
文
字
塔
で
は

｢庚
申
塔
｣
と
さ
さ
ま
れ
た
も
の
が
も
っ

と
も
多
い
｡
東
山
EE
に
あ
る
安
永
六
年

(
一
七
七
七
)
の
庚
申
塔
と
折
本
に
あ
る
安
永
七
年
の
庚
申
塔
に
は
'

｢
庚
申
供
亜
｣
と
き
ざ
ま
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
諸
方
の
源
東
院
に
は
享
保
三
年

(
1
七

1
八
)
の

｢庚
申
｣
と

き
ざ
ま
れ
た
庚
申
塔
が
あ
り
'
ま
た
､
牛
久
保
金
子
人
の
天
保
七
年

二

八
三
六
)
の
も
の
も
お
な
じ
く

｢庚

申
｣
と
あ
る
｡
中
川
に
は

｢庚
申
塔
｣
と
記
さ
れ
た
文
字
塔
が
み
ら
れ
る
が
､
松
本
家

(屋
号
ソ
モ
ハ
ラ
)
所

有
の
も
の
で
､
毎
月

l
日
･
十
五
日
に

は
御
神
酒
と
お
水
を
と
り
か
え
て
い
る
｡
ま
た
､
庚
申
の
日
に
は
'
猿

田
彦
大
明
神
の
捉
燈
を
か
け
て
お
ま
つ
り
し
て
い
る
0
仏
像
で
は
な
-

｢州日
面
金
剛
｣
(文
政
七
年
)
と
き
ざ

ま
れ
た
角
柱
文
字
碑
が
東
山
田
に
み
ら
れ
る
.
そ
の
は
か
'
｢奉
供
養
庚
申
｣
(高
EB
･
元
禄
十
五
年
)､
｢庚
申

供
養
塔
｣
(高
田

･
宝
暦
二
年

元
石
川

･
天
保
十
四
年
)'
｢舌
面
金
剛
｣
(東
山
田
･
文
政
七
年
)
な
ど
が
あ

る
｡閣

魔
像
丸
彫
の
庚
申
塔
は
新
吉
田
倉
部
に
あ
っ
た
O
像
の
背
面
に

｢奉
納
灰
申
供
益
塔

元
禄
十
丁
巳
年
十

月
廿
四
日

同
行
八
人

お
ち
よ

百
松

六
之
丞
｣
(
1
六
九
七
)
と
あ
る
｡
現
在
こ
の
間
魔
像
は
県
立
博

庚
申
塔

(新
吉
Ea
稲
較

･
朗
)
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庚申塔一覧表

地蔵何型碑 (庚申供養 猿)

地蔵舟型碑 (庚申供亜同行 猿)

地蔵舟型碑 (猿)

地蔵舟型碑 (旗)

召面金剛立像

背面金剛立像

地蔵舟型碑 (待庚申 猿)

地蔵舟型碑 (追)

満面金剛立像

地蔵舟型碑 (猿)

召面金剛立像

地蔵何型碑 (庚申供養)

地蔵舟型碑 (顔中供養)

地蔵舟型碑 (庚申供益 猿)

召面金剛立像

地蔵舟型碑 (庚申供水 猿)

=B面金剛立像

地蔵舟型碑 (庚申供輩 独)

地蔵何型碑 (追)

古画金剛立像

キ●;面金剛立像

地威何型碑 (庚申供養)

羊JTEl金剛立像

闇魔丸彫座像 (庚申供亜)

苗面金剛立像

J73-面金剛立像

｢奉供荘庚申｣

地蔵舟型碑 (庚申待供葵 猿)

詰面金剛立像

iI7-面金剛立像

‡;面金剛立像

TB面金剛立像

百面金剛立像

:gJ面金剛立像

:1L;面金剛立像

地蔵何型碑 (庚申誠供養)

JtS面金剛立像
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地蔵丸彫立像 (庚申供委)

地蔵舟型碑 (庚申弼同行)

背面金村り立像

他意丸彫立像 (庚申供沓)

胃面金剛立像

｢庚申｣

地蔵舟型碑 (庚申供薬 猿)

-TF]r'面金剛立像

:F_7両金剛立像

召面金剛立像

背面金剛立像

舌面金剛立像

｢南無阿弥陀仏 南無庚申荒神｣

苫面金剛立像

=F7面金剛立像

百面金FgJ立像

地蔵丸彫立像 (庚申供貴)

苗面金鼎立偉 く六十六郎)

百両金Fgl立像

背面金剛立像

召面金剛立像

百面金剛立像

背面金剛立像

舌面金剛立像

苛面金印立像

背面金剛立像

fj1両金剛立像

背面金印立像

背面金鼎立扱

背面金Fgl立像

背面金剛立像背面金剛立像

召面金剛立像

百両金剛立像

音面金剛立像

舌面金剛立像

17_Jl面金剛立像

背面金剛立像

百両金剛立像
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物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
.

庚
申
講
は
男
の
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
､
庚
申
塔
に
し
る
さ
れ
て
い
る
人
名
も
男
性
が
ほ
と
ん

と
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
荏
田
に
は
女
の
講
中
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
庚
申
塔
が
三
基
み
ら
れ
る
｡

一
つ
は
小
黒

谷
戸
に
あ
る
安
永
五
年

(
l
七
七
六
)
の
苗
面
金
剛
像
を
主
等
と
し
た
庚
申
塔
で
､
｢荏
田
村
小
黒
谷
戸
女
中

講
中
十
二
人
｣
と
し
る
さ
れ
て
あ
る
｡

一
つ
は
真
福
寺
に
あ
る
文
政
十

一
年

(
一
八
二
八
)
の

｢庚
申
塔
｣
と

き
ざ
ま
れ
た
文
字
塔
で
､
台
石
に

｢上
宿
女
講
中
｣
と
あ
る
｡
も
う

一
つ
は
下
宿
に
あ
る
寛
政
五
年

(
l
七
九

三
)
の

｢荏
田
村
下
宿
女
講
中
十
二
人
｣
と
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
さ
き
の
閣
魔
像
の
庚
申
塔
に
も

｢
お

ち
よ
｣
と
女
名
が
は
い
っ
て
い
る
｡

話
中
で
造
立
さ
れ
た
庚
申
塔
は
t
と
-
に
祭
把
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
な
い
が
､
正
月
に
は
庚
申
塔
に
付
近

の
人
が
供
え
物
を
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡

庚
申
塔
全
体
の
道
立
年
代
を
み
る
と
､
も
っ
と
も
古
い
と
お
も
わ
れ
る
の
は
延
宝
二
年

(
一
六
七
四
)
の
地

蔵
庚
申
塔
で
'
晋
面
金
剛
像
で
は
さ
き
に
も
ふ
れ
た
延
宝
四
年
の
も
の
で
あ
る
0
明
治
期
に
な
っ
て
も
数
は
少

な
い
が
造
立
は
つ
つ
い
て
い
る
｡
年
代
別
に
ク
ラ
フ
化
す
る
と
図
の
よ
う
に
な
る
｡

一
七
〇

一
年
か
ら

一
七
二

六
年
の
間
に
道
立
さ
れ
た
も
の
が
二
十
四
基
あ
っ
て
も
っ
と
も
多
-
な
っ
て
お
り
'
そ
の

こ
ろ
が
庚
申
信
仰
も

さ
か
ん
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
｡
な
お
庚
申
年
に
造
立
さ
れ
た
庚
申
塔
は
'
佐
江
戸
の
延
宝
八
年

(
一
六
八

〇
)
'
新
羽

･
川
向

･
大
熊
の
元
文
五
年

(
一
七
四
〇
)､
茅
ヶ
崎

･
元
石
川
の
寛
政
十
二
年

(
一
八
〇
〇
)'

茅
ヶ
崎
の
万
治
元
年

(
一
八
六
〇
)
と
計
七
基
み
ら
れ
る
が
t
と
-
に
集
中
し
て
道
立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
〇

三

馬
頭
観
世
音

伝
承
と
し
て
は
死
ん
だ
飼
馬
の
供
養
の
た
め
に
ま
つ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
き
か
れ
る
｡
ま
つ
ら
れ
て
い
る
場

所
は
'
屋
敷
続
き
の
路
傍
が
多
-
'
屋
敷
神
と
し
て
屋
敷
内
や
屋
敷
続
き
の
畑
な
ど
に
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と

｢上
宿
女
計
中
｣
の
銘
を
も
つ
庚
申
塔
(宍
福
寺
･荏
田

･6
)
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も
あ
る
｡
石
碑
に
は
施
主
と
し
て
個
人
名
が

1
名
し
る
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
､
誠
中
で
は
な
く

個
人
で
造
立
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
だ
が
､
少
な
い
な
が
ら
､
il･,6か
に
は

｢願
主
新
羽
村
久

保
谷

村
内
安
全
｣
(新
羽

･
宝
暦
五
年
)
と
記
さ
れ
て
い
た
り
'
｢
願
主
宮
田
幸
次
郎

世
話
人
馬
持
中

並

惣谷
中
｣
(新
吉
田

･
嘉
永
元
年
)
と
あ
る
馬
頭
観
世
音
も
あ
り
､
ヤ
ト
や
馬
持
申
な
ど
で
道
立
す
る
場
合
も

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

石
塔
の
形
態
と
し
て
は
'
馬
頭
観
世
音
像
を
浮
彫
に
し
た
も
の
と
'
文
字
の
み
の
文
字
塔
に
分
け
ら
れ
る
が
'

数
と
し
て
は
文
字
塔
が
圧
倒
的
に
多
い
｡
仏
像
塔
は
造
立
期
の
初
期
に
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
｡
文
字
塔
は
'

｢馬
頭
観
世
音
｣
と
し
る
さ
れ
た
も
の
が
多
く
､
そ
の
ほ
か
で
は

｢馬
頭
観
世
音
菩
薩
｣
｢馬
頭
尊
｣
が
み
ら

れ
る
｡

中
川
の
明
治
六
年
の
年
号
の
入
っ
た
馬
頭
観
世
音
は
'
道
標
を
か
ね
て
お
り
'
西
は

｢
原
三
七

荏
田
宿
道
｣

で
､
東
は

｢
か
な
川
道
｣
と
し
ろ
さ
れ
て
い
る
｡
勝
田
の
朗
家

(屋
号
キ
ン
ゴ
エ
モ
ン
)
の
鮒
内
に
あ
る
馬
頭

世
観
音
は
'
｢
明
治
三
十
八
年
役
愛
馬
被
徴
而
従
軍
舞
死
於
国
事
依
為
供
養
建
之

大
正
元
年
九
月
｣
と
あ
り
'

勝
EB
四

名
'
茅
ヶ
崎
九
名
の
氏
名
が
記
さ
れ

て
い
る
0
日
鑑

戦争
に
従
軍
し
た
愛
馬
の
供
雀
に
道
立

し
た
と
い

う
○そ

の
は
か
､
ム
ラ
の
ウ
マ
ス
テ
バ
と
さ
れ
て
き
た
場
所
へ
た
と
え
ば
中
川
小
学
校
の
北
側
に
あ
っ
た
宗
玄
塚

な
ど
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
も
の
や
､
戦
後
､
オ
ガ
ム
ヒ
ト
の
示
唆
を
受
け
て
屋
敷
神
と
し
て
ま
つ
り
は
じ
め
た

家
も
あ
る
｡

こ
う
し
た
馬
頭
観
世
音
の
道
立
年
代
を
整
理
す
る
と
､
表
の
よ
う
に
な
る
.
こ
の
地
域
で
も
っ
と
も
古
い
と

(崖
か
)

患
わ
れ
る
の
は
'
茅
ヶ
崎
の

｢

ロ

享

五
戊
辰
｣
と
あ
る
馬
頭
観
世
音
像
で
､
碑
に
は

｢奉
造
立
馬
頭
観
世
音
書

店
｣
と
し
る
さ
れ
て
い
る
.
｢享
｣
の
上
の
文

字
が
欠
損
し
て
い
る
が
'
延
享
五
年

二

七
円
八
)
に
相
当
す

る
と
み
ら
れ
る
.
地
蔵
や
庚
申
塔
に
く
ら
へ
て
古
い
も
の
は
少
な
く
､
ふ
え
は
じ
め
る
の
は
文
化

･
文
政
期
以

降
で
あ
る

(図
参
照
)0

馬可七
世
音

(
北
山
田
･
油
)
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馬頭現世音一覧表
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四

地
神
塔

ワ
ナ

ノ
エ

春
分

･
秋
分
に
も
っ
と
も
近
い
前
後
の

戊

の

日
を
社
白
と
い
い
'
こ
の
日
に
地
神
講
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
｡
地
神
様
は
､
農
家
の
神

･
百
姓
の
神

･
作
神

･
土
地
の
神
な
ど
と
い
わ
れ
'
社
日
に
は
土
を
う
こ
か
し
て

は
な
ら
な
い
'
ク
ワ
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
当
番
の
家
を
宿
と
し
て
講
中
の
者

が
あ
つ
ま
り
'
地
神
講
を
お
こ
な
二
つ
｡
こ
の
地
神
講
の
訪
中
に
よ
っ
て
道
立
さ
れ
た
の
が
地
神
塔
で
あ
る
｡

地
神
塔
は
､
辻
な
ど
の
路
傍
に
立
て
ら
れ
て
い
る
｡
ほ
と
ん
ど
が
文
字
塔
で
あ
り
､
｢地
神
塔
｣
｢堅
牢
地
神
｣

｢地
神
｣
｢地
神
尊
｣
な
ど
と
き
ざ
ま
れ
て
い
る
｡
大
熊
に
は
正
面
に

｢五
穀
神
｣
(文
政
七
年
)
と
き
ざ
ま
れ

た
地
神
塔
が
あ
る
｡
ま
た
､
中
川
の

｢地
神
塔
｣
(明
治
十
五
年
)
や
佐
江
戸
の

｢堅
牢
地
神
塔
｣
(文
政
四
年
)

な
ど
に
ほ

｢天
下
泰
平

五
穀
成
就
｣
と
し
る
さ
れ
て
お
り
､
豊
作
の
祈
願
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
｡
茅
ヶ
崎
に
は
､
文
字
塔
で
は
な
く
'
堅
牢
地
神
像
の
浮
彫
さ
れ
た
地
神
塔
が
あ
る
｡
そ
れ
に
は

｢文
化
十

三
子
八
月
吉
日
｣
｢下
茅
ヶ
崎
村
訪
中
｣
と
銘
が
あ
る
｡
荏
田
に
は
大
山
道
標
を
か
ね
た
地
神
塔
が
あ
る
｡
正

面
に

｢地
神
塔
｣へ
側
面
に

｢左
り
大
山
道
｣
と
し
る
さ
れ
'
文
久
三
年
の
年
号
が
は
い
っ
て
い
る
O
東
山
田

に
あ
る
地
神
塔
に
は

｢紀
元
二
千
五
百
g
]十
e]年

明
治
十

一
年
三
月

山
田
村
上
組
信
徒
中
｣
と
き
ざ
ま
れ

て
い
る
｡
そ
の
は
か
､
地
神
塔
に
は
世
話
人
や
講
員
の
名
が
き
ざ
ま
れ
て
い
る
も
の
な
と
も
あ
る
｡
川
向
の

｢堅
牢
地
神
塔
｣
(文
政
四
年
)
や
川
和
の

｢地
神
塔
｣
(嘉
永
二
年
)
に
は
'
年
号
銘
に

｢社
日
｣
の
文
字
が

み
え
､
地
神
講
と

社

日
と
の
か
か
わ
り
が
し
め
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
'
現
在
で
は
､
継
続
さ
れ
て
い
る
地
神

誠
と
の
関
係
は
う
す
れ
､
講
の
当
日
に
供
え
物
を
し
た
り
す
る
.J
と
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

地
神
塔
は
地
蔵

･
庚
申
塔

･
馬
頭
観
音
に
-
ら
ペ
て
古
い
も
の
は
少
な
い
.
こ
の
地
域
に
み
ら
れ
る
地
神
塔

の
道
立
傾
向
を
み
る
と
文
化

･
文
政
期
ご
ろ
か
ら
造
立
さ
れ
は
じ
め
､

1
時
糊
消
極
的
に
な
る
が
へ
鞘
末

･
明

治
に
な
っ
て
か
ら
'
ま
た
さ
か
ん
に
道
立
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
.
な
お
初
糊
の
地
神
塔
は
'
｢堅
牢

地
神
塔
｣
と
し
る
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
｡

地
神
塔
(牛
久
保
小
山
田
･
49
)
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五

道
祖
神

ト
ウ
ソ
ン
ン
･
セ
イ
ノ
カ
,､,
･
サ
イ
ノ
カ
-
と
よ
ば
れ
'
辻
や
村
境
の
路
傍
に
立
て
ら
れ
て
い
る
.
種
頬
と

し
て
は
文
字
の
み
が
さ
さ
ま
れ
た
文
字
塔
と
､
道
祖
神
像
が
浮
彫
さ
れ
た
石
塔
が
み
ら
れ
る
が
'
文
字
塔
が
多

い
｡
文
字
塔
で
は

｢道
祖
神
｣
と
き
ざ
ま
れ
た
も
の
が
多
く
､
な
か
に
は

｢道
六
神
｣
(新
羽

･
元
治
元
年
)

と
き
ざ
ま
れ
た
も
の
や

｢猿
田
彦
道
祖
神
｣
(荏
田

･
享
保
三
年
)
と
き
ざ
ま
れ
た
石
塔
も
み
ら
れ
る
｡
道
祖

神
像
で
は
双
体
と
単
体
の
も
の
が
み
ら
れ
る
0
双
体
道
祖
神
は
高
田
､
大
熊
､
池
辺
､
佐
江
戸
､
川
和
に
あ
り
へ

単
体
道
祖
神
は
大
熊
の
地
蔵
堂
の
脇
に
あ
る
｡
こ
の
大
熊
の
単
体
道
祖
神
像
の
両
脇
に
は

｢道
陸
神

大
熊
村

中
｣
と
き
さ
ま
れ
て
い
る
｡

道
立
年
代
は
享
保
か
ら
昭
和
に
お
よ
ん
で
い
る
が
古
い
も
の
は
少
な
い
｡
た
だ
し
､
セ
イ
ノ
カ
､,､
の
石
と
い

い
､
丸
石
を
ま
つ
っ
て
い
た
り
'
五
輪
塔
の
風

･
空
輸
や
宝
複
印
塔
の
相
輪
な
と
を
セ
イ
ノ
カ
-
の
石
と
か
セ

イ
ト
の
御
神
体
と
い
っ
て
信
仰
の
対
象
に
し
て
い
る
｡

正
月
十
四
日
に
は
'
セ
イ
ノ
カ
-
'
あ
る
い
は
近
年
で
は
ド
ン
ド
ヤ
キ
と
い
い
､
こ
の
道
祖
神
の
前
で
､
ス

ス
ハ
キ
で
使
用
し
た
竹
や
'
古
い
お
札
'
正
月
の
オ
カ
サ
リ
を
山
に
つ
み
､
そ
の
中
央
に
セ
イ
ノ
カ
-
の
石
を

ま
つ
り
､
火
を

つ
け
る
｡
セ
イ
ノ
カ
-
の
石
は
､
ふ
つ
う
'
道
祖
神
の
と
こ
ろ
に
お
か
れ
て
あ
る
が
､
個
人
の

屋
敷
内
に
ま
つ
っ
て
あ
る
場
合
も
あ
り
､
そ
の
場
合
は
当
日
斎
場
に
は
こ
ぶ
｡
中
川
で
は
'
セ
イ
ノ
カ
-
の
石

を
二
つ
か
三
つ
重
ね
て
入
れ
た
が
'
こ
の
石
を
他
人
に
見

つ
か
ら
な
い
よ
う
に
持
ち
帰
り
､
家
に
埋
め
る
と
財

産
が
で
き
る
と
い
わ
れ
た
た
め
か
'
い
つ
の
ま
に
か
上
下
の
講
中
と
も
な
-
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
｡

そ
の
火
が
下
火
に
な
る
と
'
赤

･
青

･
白
な
と
の
色
の
つ
い
た
三
個
の
ダ
ン
コ
を
カ
シ
･
ナ
ラ

･
ク
ヌ
ギ

(家
に
よ
っ
て
異
な
る
)
な
と
の
三
叉
の
木
に
さ
し
て
焼
-
O
近
年
で
は
餅
を
さ
し
て
焼
く
家
が
多
く
な

っ
て

い
る
｡
そ
れ
を
食

へ
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
か
'
毒
虫
に
さ
さ
れ
な
い
と
か
と
い
う
｡
こ
の
ダ
ン
コ
を
さ
し

た
木
は
家
に
持
ち
帰
っ
て
カ
キ

･
ナ
シ
･
ウ
メ
な
と
の
ナ
-
モ
ノ
の
木
'
な
か
で
も
カ
キ
の
木
を

｢
カ
キ
ナ
レ

カ
キ
ナ
レ

ナ
ラ
ヌ
ト
フ
ッ
タ
ギ
ル
ソ
｣
な
と
と
い
っ
て
う
つ
｡
こ
う
す
る
と
実
が
よ
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い

道
祖
神
塔

右

中
川

(
53
)

左

牛
久
採
金
子
入

(49
)
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る
｡
そ
の
あ
と
は
'
縁
の
下
に
入
れ
て
魔
よ
け
に
し
て
､
つ
き
の
年
の
セ
イ
ノ
カ
-
で
焼
-
｡
ま
た
'
そ
の
木

を
ト
ン
ボ
グ
チ
に
立
て
て
お
く
と
盗
難
よ
け
に
な
る
と
も
い
う
｡
ス
ス
ハ
手
の
竹
も
'
柴
の
部
分
を
炊
き
､
そ

れ
を
も
ち
か
え
り
､
ソ
ヨ
ウ
グ
チ
に
立
て
る
と
､
木
と
同
様
に
益
難
よ
け
に
な
る
と
い
う
｡
ま
た
､
子
ど
も
た

ち
は
背
き
初
め
を
も
っ
て
ゆ
き
'
セ
イ
ノ
カ
-
の
火
に
-
へ
'
そ
れ
が
高
く
上
が
れ
ば
字
が
上
手
に
な
る
と
い

わ
れ
て
い
る
.

道
祖
神
は
'
こ
う
し
た
正
月
の
セ
イ
ノ
カ
-
行
節
の
信
仰
対
象
に
な
っ
て
お
り
､
ま
た
､
セ
イ
ノ
カ
-
･
サ

イ
ノ
カ
-
と
い
う
名
称
は
'
｢
富
の
神
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'
村
境
に
お
い
て
､
他
村
か
ら
の
悪
神
を
ふ
さ

く
と
い
う
意
味
で
ま
つ
ら
れ
た
神
と
考
え
ら
れ
る
〇

六

そ
の
他
の
石
造
物

地

域
社
会
に
は
､
以
上
と
り
あ
げ
た
外
に
･G
さ
ま
ざ
ま
な
石
造
物
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
O
た
と
え
ば
､
北
山

田
の
山
田
富
士
に
は
､
つ
ぎ
の
よ
う
な
石
造
物
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
富
士
信
仰
塔

･
富
士
信
仰
碑

･
創
立
六

十
周
年
記
念
碑

(A:::士
岩
淵目星
A
H
･
昭
和
三
十
六
年
)

･
三
嶋
大
明
神
砕

･
伊
豆
大
株
現
碑

･
箱
根
大
権
現
砕

･

鹿
鴫
大
明
神
碑

･
白
山
大
権
現
碑

･
役
行
者
信
仰
碑

･
H
本
武
等
信
仰
碑

･
薬
師
如
来
塔

(文
化
九
年
)

･
子

帯
地
意

(文
化
十
年
)

･
地
蔵
座
像

･
隆
念
法
師
塔

(文
化
元
年
)

･
題
目
碑

･
即
位
記
念
碑

(昭
和
三
年
)～

そ
の
ほ
か
何
基
か
の
像
形
不
明
の
石
塔
頬
で
あ
る
.
山
岳
信
仰
を
中
心
と
し
て
じ
っ
に
さ
ま
ざ
ま
な
神
仏
が
ま

つ
ら
れ
て
お
り
､
聖
域
と
し
て
の
富
士
塚
の
信
仰
が
感
じ
ら
れ
る
｡

富
士
塚
に
は
富
士
信
仰
碑
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
｡
川
和
の
富
士
信
仰
碑
に
は

｢鑓
問
大
神
｣

｢
明
治
廿
四
年
四
月
十
五
日
建
之
｣
｢
川
和
中
｣
と
あ
り
､
二
十
名
の
世
話
人
が
し
る
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
碑

は
も
と
志
士
塚
頂
上
に
あ
っ
た
｡
茅
ヶ
崎
の
詔
士
塚
の
信
仰
碑
に
は

｢
富
士
夜
間
大
神
｣
｢明
治
十
八
酉
年
七

月
吉
日
｣
｢茅
ヶ
崎
村
｣
｢本

1
講
社
｣
と
あ
り
'
世
話
人
と
講
員
の
名
が
し
る
さ
れ
て
い
る
｡
現
在
'
自
性
院

の
境
内
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
南
山
田
の
富
士
塚
に
あ
る
石
碑
に
は
'
南
堀
訪
中
の
人
び
と
が
七
月

一
日
に
注

道
祖
神
塔

右

大
場

(
57
)

左

勝
E
3
(
5
)
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山
田
書
士
に
み
ら
れ
も
石
塔
頬

(北
山
EB

5
)
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連
縄
を
は
っ
て
御
神
酒
を
あ
げ
た
｡
ま
た
､
正
月
に
も
注
連
縄
を
は
っ
て
お
供
え
を
L
へ
節
分
に
は
そ
の
前
で

豆
を
ま
い
た
と
い
う
｡

山
岳
信
仰
に
か
か
わ
る
石
碑
と
し
て
は
､
佐
江
戸
の
木
曽
御
舟
信
仰
碑

(｢参
拝
試
｣
の
項
参
照
)
や
勝
田

の

｢奉
信
敬
御
獄
山
神
社
｣
と
し
る
さ
れ
た
石
碑
が
あ
る
｡
茅
ヶ
崎
や
川
和
に
は
出
羽
三
山
と
巡
礼
供
養
塔
を

か
ね
た
石
塔
が
あ
る
｡
茅
ヶ
崎
の
石
塔
に
は
正
面
に

文
政
七
甲
申
年

月

山

秩
父

奉
納

湯
殿
山
岳

西
国

供

養
塔

羽
黒
山

坂
東

四
月
吉
日

と
あ
り
､
左
側
面
に
は

｢茅
ヶ
崎
村

願
主

深
川
五
郎
左
ヱ
門
｣
と
し
る
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
南
山
田
に

は
､
出
羽
三
山
'
西
国

･
四
国

･
秩
父
･
坂
東
巡
礼
'
百
万
遍
の
三
種
を
か
ね
た
供
養
塔

(寛
政
十
二
年
)
が

あ
る
｡
新
羽

(専
念
寺
)
に
は
巡
礼
供
養
塔
と
山
岳
名
か
し
る
さ
れ
た
名
号
碑

(安
永
四
年
)
が
あ
る
｡
塔
の

正
面
に
､

茅
ケ
待
暮
士
の
辞

(5
･
現
在
自
性
院
境
内
)

池
辺
暮
士
の
+

(51
)

坂
東

南
無
阿
弥
陀
仏

奉
納

西
国

秩
父

と
あ
り
､
側
面
に
は

｢大
峯
山

金
剛
山

愛
宕
山

高

野
山

富
士
山

大
山

三
峯
山

秋
柔
山

米
山
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(乳
)

毅
殿
山

羽
黒
山

月
山

大
沼
山

葵

故

山

榛
名
山

妙
義
山

鹿
龍
山
｣
と
し
る
さ
れ
て
い
る
.

巡
礼
供
養
塔
は
北
山
田

･
東
山
田
･
新
羽

･
新
吉
田

･
大
熊
な
ど
に
も
あ
る
｡
た
だ
し
碑
面
に
は
､
｢西
国

･

坂
東

･
秩
父
｣
の
三
種
が
し
る
さ
れ
た
も
の
と
､
そ
れ
に
加
え
て

｢
四
国
｣
が
は
い
っ
て
い
る
碑
と
が
み
ら
れ

る
｡
た
と
え
ば
､
北
山
田
の
巡
礼
供
養
塔
に
は

｢奉
納

西
国

秩
父

坂
東

百
番
供
養
塔
｣
｢文
化
八
草

未
年
二
月
吉
日
｣
｢施
主

疫
迎
六
右
衛
門
｣
と
し
る
さ
れ
て
お
り
'
四
国
は
は

い
っ
て
い
な
い
が
､
さ
き
の

南
山
田
の
三
山

･
巡
礼

･
百
万
遍
供
養
塔

(寛
政
十
二
年
)
や
'
新
羽
の
文
化
七
年
の
供
養
塔
に
は
､
西
国

･

坂
東

･
秩
父
に
-
わ
え
て

｢
四
国
｣
の
文
字
も
き
ざ
ま
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
'
こ
れ
ら
は
山
岳
登
拝

や
札
所
巡
礼
を
は
た
し
た
記
念
に
造
立
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
'
道
立
湖
は
十
八
世
紀
半
ば
ご
ろ
か
ら
十
九
世

紀
半
ば
ご
ろ
に
か
け
て
で
あ
る
｡

｢大
乗
妙
典
｣
と
し
る
さ
れ
た
回
国
供
養
塔
が
､
北
山
田
･
南
山
田

･
大
熊

･
新
吉
EEl
･
新
羽

･
東
方

･
川

和

･
川
向

･
池
辺
な
と
各
所
に
あ
る
｡
南
山
田
の
石
塔
は
'
正
面
に
､

天
下
相
順

奉
納
大
乗
妙
典
六
十
六
部
日
本
廻
国
供
養

日
月
満
明

と
あ
り
､
両
側
面
に

｢維
時
文
化
十
突
酉
年
六
月
廿
五
日
建
之
｣
｢武
州
都
築
郡
山
田
村

行
者

安
苦
楽
也
｣

と
し
る
さ
れ
て
い
る
0
大
熊
の
･0
の
は

｢奉
納
大
乗
妙
兆
日
本
回
国
伏
在
塔
｣
(嘉
永
元
年
)
と
あ
り
'
新
羽

の
回
国
供
養
塔

(明
治
二
十
年
)
も
'
大
熊
の
も
の
と
お
な
じ
く

｢六
十
六
郎
｣
の
文
字
は
な
い
｡
新
吉
田
の

石
塔
は
丸
彫
地
蔵
像
の
台
石
に

｢奉
納
大
乗
妙
典
六
十
六
部

天
下
泰
平

国
土
安
穏
｣､
側
面
に

｢三
罪
万

霊
｣
と
享
保
十
二
年
の
年
号
が
は
い
っ
て
い
る
｡
こ
の
種
の
供
東
塔
の
文
字
は
'
｢大
乗
妙
典
｣
｢六
十
六
郎
｣

｢
日
本
回
国
｣
の
組
み
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
仮
に
大
乗
妙
典
を

｢大
｣'
六
十
六
部
を

｢六
｣､

回
国
供
暮
塔
(川
向
揺
払
･川
向
･
6
)

回
田
供
暮
ヰ
(瑞
署
寺
･
川
和
･
飴
)
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日
本
回
国
を

｢
日
｣
と
し
て
､
そ
の
組
み
あ
わ
せ
か
ら
各
地
区
の
供
養
塔
を
分
頬
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
｡

【大
+
六
十
日
〕
I

南
山
田
･
川
向

･
東
方

(東
方
で
は
六
十
六
部
で
は
な
く

｢六
郎
｣
と
あ
る
)

〔大
十
六
〕

-

北
山
田
･
川
和

･
池
辺

(二
基
)

〔大
+
日
〕

-

大
熊

･
新
羽

〔大
〕

-

川
和

･
新
吉
田

〔六
十
日
〕

-

新
吉
田

〔六
〕

-

池
辺
･
荏
田

〔日
〕

1

新
羽

百
万
遍
供
養
塔
も
南
山
田

･
新
吉
田
･
東
方

･
池
辺

･
元
石
川
に
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
O
百
万
遍
念
仏
供
養

の
た
め
に
造
立
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
'
施
主
も

｢念
仏
講
中
｣
と
し
る
さ
れ
て
い
る
も
の
が
数
基
あ
る
｡

南
山
田
の
大
書
寺

(浄
土
宗
)
と
新
羽
の
専
念
寺

(浄
土
宗
)
に
は
徳
本
名
号
碑
が
あ
る
｡
い
ず
れ
も
角
柱

碑
で
､
正
面
に

｢南
撫
阿
弥
陀
仏

徳
本

(花
押
)｣
と
あ
り
'
南
山
田
の
碑
の
側
面
に
は

｢妙
迦
祉
幼
誉
称

阿
徳
本
大
徳
位

文
化
元
寅
天
十
月
五
日
｣､
台
石
の
後
背
面
に
は

｢文
化
十
五
寅
年
三
月
｣
と
き
ざ
ま
れ
て

い
る
O
新
羽
の
名
号
碑
の
側
面
に
は

｢専
念
寺
州
八
世
台
誉
代
｣
｢文
政
六
葉
菜
十
二
月
吉
祥
日
｣
と
あ
り
'

台
石
に
は

｢念
仏
講
｣
の
文
字
と
諸
員
八
名
の
名
が
し
る
さ
れ
て

い
る
C

｢光
明
真
言
｣
と
し
る
さ
れ
た
石
塔
も
い
く
つ
か
あ
る
O
荏
田
や
元
石
川
に
数
基
'
北
山
田
に
一
基
あ
る
｡

と
く
に
元
石
川
の
l
基
は

｢木
食

観
正
｣
の
銘
が
あ
る
｡
正
面
に

｢光
明
･m
言
供
東
塔
｣
と
あ
り
'
上
部
に
は

死
手
､
下
部
に

｢木
食
観
正
｣
と
し
る
さ
れ
'
台
石
側
面
に
は

｢武
茄
都
築
郡

石
川
邑
保
木
谷

発
願
主

関
戸
藤
右
ヱ
門

世
話
人
満
議
院

同
谷
役
人
中

保
木
谷
中

荏
子
田
谷
十
九
人

世
話
人
兵
右
ヱ
門

下

谷
世
話
人
全
暁

中
村
谷
牛
込
谷
廿
六
人

井
荏
田
村
伊
三
良

平
川
谷
十
二
人
世
話
人
源
左
ヱ
門

川
和
村

太
良
右
ヱ
門

市
ヶ
尾
村
源
蔵

麻
布
狸
穴
邦
兵
衛
｣
と
し
る
さ
れ
て
い
る
O
ま
た
､
台
石
正
面
に

｢講
申
し'

衷
面
に
は

｢時
示
文
政
九
丙
成
歳
稲
月
吉
日

ロ
ロ
村

石
エ

ロ
□
五
良
｣
と
あ
る
｡

回
国
供
t
塔
(川
和
中
村
･
関
)
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二
十
三
夜
塔
も
十
数
基
み
ら
れ
る
｡
南
山
田
の
二
十
三
夜
塔
は
仏
像
座
像
が
浮
彫
さ
れ
て
お
り
､
そ
の
か
た

わ
ら
に

｢廿
三
夜
｣
と
し
る
さ
れ
'
右
側
面
に
は

｢天
保
二
卯
十

一
月
日
｣
と
あ
る
.
東
山
田
の
二
十
三
夜
塔

(文
化
三
年
)
は
観
音
座
像
が
浮
彫
さ
れ
て
お
り
'
川
和
の
1
基
は
道
標
を
か
ね
て
い
る
O
そ
の
ほ
か
'
新
羽

･

元
石
川

･
東
方
に
も
二
十
三
夜
塔
が
あ
る
が
､
と
-
に
川
和
に
は
六
基
が
集
中
し
て
み
ら
れ
る
o
L
か
し
､
こ

れ
ら
の
各
地
区
に
お
い
て
'
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
二
十
三
夜
講
な
ど
の
月
待
信
仰
に
つ
い
て
は
き
-
こ
と
は
で

き
な
い
｡
た
だ
､
荏
田
の
&
'沢
ヤ
ト
で
は
､
二
十
三
校
講
が
十
二
月
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
｡

ま
た
茅
ヶ
崎
に
は
二
十
六
夜
塔
が
あ
る
｡
上
郡
が
欠
け
て
う
し
な
わ
れ
て
い
る
が
､
正
面
に

｢
二
卜
六
夜
堵
｣

と
あ
り
'
右
側
面
に

｢安
政
五
午
年
七
月
吉
日
｣､
左
側
面
に

｢茅
ケ
寄
付
誠
中
｣
と
し
る
さ
れ
た
文
字
塔
で

あ
る
｡

茅
ヶ
崎
の
自
性
院
境
内
に
は
日
待
供
養
塔
が
あ
る
｡
如
意
鴇
観
音
半
蜘
思
惟
像
が
浮
彫
さ
れ
た
丹
型
碑
で
あ

り
'
砕
面
に

｢奉
道
立
御
日
待
供
養

同
行
二
世
安
楽
請
願
成
就

如
意
備
足
所
敬
白

点
字
元
年
甲
子
十
二

月
吉
日
｣､
下
部
の
連
座
の
蓮
井
に
は

｢飯
塚
伊
左
ヱ

飯
塚
太
兵
衛

吉
川
九
兵
術

吉
川
八
兵
衛
｣
の
四

人
の
施
主
名
が
き
ざ
ま
れ
て
い
る
｡

中
川
の
老
眼
寺
義
山
に
は
痕
癒
神
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
｡
双
体
の
如
来
座
像
が
浮
彫
さ
れ
て
い
て
､
｢大
願

成
桝

痘
癒
神

如
意
吉
祥
仮
｣
｢寛
政
七
乙
卯
年
四
月
吉
日
｣
｢願
主
敬
白
｣
と
あ
る
｡
茅
ヶ
崎
に
は

｢玄
書

の
塔
｣
と
よ
ば
れ
る
石
膏
が
あ
り
､
正
面
に
先
手
が
し
る
さ
れ

､
側
面
に

｢寛
政
十
年
正
月
吉
日
｣
｢茅
ヶ
崎

(玄
蓄
)

村
北
村
□

□
｣

と
あ
る
｡
北
村
氏
は
古
-
は
茅
ヶ
崎
の
杉
山
神
社
の
神
主
を
し
て
い
た
｡

中
川
の
杉
山
神
社
の
脇
参
道
を
の
は
り
つ
め
た
と
こ
ろ
に
第
六
天
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
｡
石
碑
に
は

｢第
六

天
｣
と
き
ざ
ま
れ
て
い
る
｡
第
六
天
は
､
ひ
じ
ょ
う
に
た
た
り
や
す
い
神
さ
ま
だ
と
い
い
､
明
治
時
代
は
山
の

な
か
に
ぽ
つ
り
と
あ
っ
て
､
た
れ
も
近
よ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
｡
ま
た
､
第
六
天
の
近
-
に
は
胴
回
り
五
メ
I

ト
ル
ほ
ど
の
大
き
な
松
の
木
が
あ
っ
た
が
'
石
両
の
近
く
で
は
木
は
､
ま
っ
す
ぐ
に
そ
た
た
な
い
と
い
い
､
あ

ち
こ
ち
に
枝
が
で
て
い
た
と
い
う
｡
第
六
天
は
ハ
ラ
ダ
チ
ノ
ポ
イ
神
さ
ま
･
ヤ
カ
マ
ン
イ
神
さ
ま
だ
と
い
い
'

二
十
一二夜
塔
(東
山
凹
･
5
)

(十
六
凍
)*
(茅
ヶ
崎
t1
士

･
5

･
現
在
自
性
院
境
内
)
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以
前
は
子
供
も
近
よ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
｡
あ
そ
ん
で
い
て
璽

ハ
天
の
詞
を
け
と
ば
し
て
し
ま
い
､
翌
日
お
き

垂
蒜

(中
川
下
沈
中
稲
荷
司
の
内
JE
･
幻
)

ら
れ
な
-
な
っ
た
と
か
､
第
六
天
の
そ
ば
の
木
の
枝
を
お
っ
た
ら
､
腕
が
ま
が
ら
な
-
な
っ
た
な
と
､
さ
ま
ざ

ま
な
霊
威
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
｡

第
六
天
は
､
大
熊
に
も
あ
っ
た
O
現
在
の
大
熊
ス
ポ
ー
ツ
会
館
手
前
付
近
の
竹
薮
の
な
か
に
二
間
四
方
く
ら

い
の

｢堂
｣
が
た
っ
て
い
た
と
い
う
｡
明
治
の
末
に
杉
山
神
社
に
合
杷
さ
れ
た
｡
ま
た
'
第
六
天
は
'
新
吉
田

に
御
子
ケ
舟
で
ま
つ
っ
て
い
た
石
両
が
あ
る
は
か
'
個
人
で
屋
敷
神
と
し
て
ま
つ
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
O

以
上
の
よ
う
に
､
地
域
社
会
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
神
仏
が
ま
つ
ら
れ
て
お
り
､
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
､
そ
れ
ぞ

れ
の
信
仰
か
ら
ま
つ
ら
れ
'
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
o

十
六
天

(杉
山
神
社

･
大
棚
中
川
･
E3)



第
十

一
章

年
中
行
事
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か
つ
て
の
農
村
と
い
え
ば
'
稲
作

･
畑
作
を
中
心
と
し
た
生
産
活
動
の
場
で
あ

っ
た
.
農
繁
期
に
は
'
東
の

空
が
白
み
初
め
る
や
起
き
て
ア
サ
ヅ
ク
-

(朝
仕
事
)
を
お
こ
な
い
'
日
没
後
も
手
も
と
が
見
え
な
-
な
る
ま

で
田
畑
に
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
と
で
あ

っ
た
o
冬
の
あ
い
だ
は
農
閑
期
と
は
い
え
'
野
良
仕
事
の
あ
い
ま
に
堆

肥
や
燃
料
と
な
る
落
ち
葉
や
薪
を
集
め
る
冬
な
ら
ば
の
仕
事
が
あ
り
､
暇
が
あ
る
わ
け
で
は
な
か

っ
た
O

こ
う
い
う
毎
年
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
野
良
仕
事
は
'
体
力
の
消
耗
の
は
げ
し
い
単
調
に
な
り
が
ち
な
生
活
で

あ

っ
た
O
年
中
行
事
は
'
こ
の
繰
り
返
さ
れ
る
生
産
生
活
の
中
で
生
ま
れ
習
慣
化
し
た
伝
承
行
事
で
あ
り
､
農

耕
儀
礼
と
し
て
神
ま
つ
り
の

一
端
を
し
め
す
｡
そ
の
日
は
'
休
養
の
日
で
あ
り
憩
と
レ
ク
-
エ
ー
ン
ヨ
ン
の
場

で
も
あ

っ
た
｡
そ
し
て
身
体
と
精
神
に
活
力
を
あ
た
え
再
生
さ
せ
て
-
れ
る
日
で
も
あ

っ
た
｡

七
ノ
ク

さ
て
そ
の
年
中
行
事
で
あ
る
が
へ

一
年
を
適
し
て
の
節

供

と
か
祭
り
な
と
は
､
モ
ノ
ヒ
と
呼
ば
れ
'
ま
た
毎

月

一
日
と
十
五
日
は
ア
レ
ヒ
と
い
っ
て
荒
れ
る
日
で
あ
る
と
い
い
､
こ
れ
ら
は
村
休
み
の
日

(場
所
に
よ
っ
て
へ

あ
る
い
は
時
代
に
よ
っ
て
全
日
と
か
半
日
と
か
決
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
)
に
な

っ
て
い
た
o

l
年
を
通
じ

て
決
ま

っ
た
休
み
の
ほ
か
'
臨
時
の
休
み
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
｡
そ
し
て
こ
の
村
休
み
に
'
集
会

･
ヒ

マ
チ
な
と
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
た
と
え
は
月
並
念
仏
と
い
う
念
仏
講
は
毎
月
十
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の

が
古
い
か
た
ち
で
あ

っ
た
｡

第

一
節

暦
の
変
化
と
行
事
日
の
移
動

年
中
行
事
は
か

つ
て
は
旧
暦
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
､
現
在
は
太
陽
暦
の
採
用
に
よ
っ
て
､
年
中
行
事
全

体
と
し
て
は
新
暦
で
進
行
す
る
｡
し
か
し
な
が
ら
す

へ
て
の
行
事
が
新
暦
に
移
行
し
た
わ
け
で
は
な
く
､
新
暦

に
移
し
が
た
か

っ
た
も
の
も
あ
り
､
月
遅
れ
と
い
う
折
衷
案
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
0

た
と
え
は
'
現
在
の
盆
行
事
は
新
暦
の
八
月
十
三
円
]か
ら
十
五
日
ま
で
で
あ
る
0
こ
れ
は
旧
暦
の
七
月
盆
を

そ
の
ま
ま
新
暦
に
う
つ
す
と
､
約
四
十
日
ほ
と
遅
-
な
る
ば
か
り
で
な
く
'
そ
の
年
と
し
に
よ
っ
て
日
に
ち
が

年
中
行
事

L
東
夷
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異
な
り
'
そ
の
日
を
知
る
た
め
に
い
ち
い
ち
暦
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
る
｡
そ
こ
で
旧
暦
の
七
月
の
盆
と

も
そ
れ
ほ
ど
日
時
が
か
け
は
な
れ
な
い
'
新
暦
七
月
盆
の
ち
ょ
う
ど

一
月
遅
れ
に
な
る
新
暦
の
八
月
に
お
こ
な

お
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

ま
た
正
月
の
行
事
日
は
次
の
よ
う
で
あ
る
｡
か
つ
て
は
も
ち
ろ
ん
旧
暦
で
お
こ
な
っ
て
い
た
が
､
新
暦
に
移

行
後
は
､
ひ
と
月
お
-
れ
で
､
新
暦
の
二
月

1
u]
に
お
こ
な
っ
て
き
た
o
と
い
う
の
は
寒
い
と
い
っ
て
も
新
暦

一
月
は
晴
れ
の
日
が
続
き
野
良
仕
事
や
山
仕
事
を
す
る
に
は
ち
ょ
う
と
よ
-
'
新
暦
二
月
は
仕
事
が
ひ
と
段
落

し
て
､
お
ま
け
に
雪
な
ど
が
降
っ
た
り
す
る
の
で
家
に
い
る
こ
と
が
多
-
､
正
月
を
迎
か
え
る
に
は
た
い
へ
ん

都
合
が
よ
か
っ
た
o
昭
和
十
五
年
す
さ
か
ら
大
政
罪
賛
会
の
影
響
の
も
と
で
､
し
だ
い
に
二
月
か
ら

1
月
に
移

行
は
し
は
じ
め
た
が
'
し
ば
ら
く
は
二
月
と

1
月
に
正
月
を
お
こ
な
う
形
態
が
続
い
た
｡
こ
の
と
き
二
月
を

｢
田
舎
の
正
月
｣

1
月
を

｢
町
の
正
月
｣
と
呼
ん
だ
o
昭
和
三
十
年
代
の
後
半
を
境
に
二
月
に
正
月
を
お
こ
な

う
こ
と
は
な
く
な

り
､

1
月
の
み
を
正
月
と
し
て
お
こ
な
う
こ
と
と
な
っ
た
0

第
二
節

正
月
の
行
事

歳
の
市

正
月
を
迎
え
る
準
備
の
た
め
､
歳
神
に
供
え
る
昆
布
な
ど
の
よ
う
に
､
近
く
で
は
手
に
は
い
ら
な
い
も
の
､

あ
る
い
は
=農
具
や
生
活
必
需
品
な
ど
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
な
ど
を
'
歳
の
市
で
買
い
求
め
る
｡
歳
の
市
と
し
て

は
､
川
和
の
市
や
影
向
寺
の
市
'
遠
-
は
世
田
谷
の
ポ
ロ
市
が
あ
っ
た
｡
戟
前
'
川
和
の
市
は
二
十
五
日
の
市

で
あ
っ
た
｡
川
和
の
宿
の
カ
イ
ト

(街
道
)
の
両
脇
に
四
十
～
五
十
軒
の
店
が
出
て
注
連
縄

･
オ
-
キ
ノ
ク
チ

や
羽
子
板
'
古
着
､
鍬

･
鈍
な
ど
の
農
具
'
酒

･
鰻
頑
な
と

の
食
物
な
ど
が
売
ら
れ
て
い
た
と
い
う
｡
ポ
ロ
市

に
は
最
近
で
も
出
か
け
る
人
が
あ
る
｡

ス
ス
ハ
キ
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巷
の
大
掃
除
は
､
餅

つ
き
の
前
､
だ
い
た
い
十
二
月
九
日

～
十
五
日
の
あ
い
だ
に
お
こ
な
う
O

山
か
ら
ン
ノ
ダ
ケ
を
二
本
あ
る
い
は
三
本
取

っ
て
き
て
､

束
ね
て
縛
り
､
そ
れ
で
天
井
を
払
う
｡
こ
の
竹
は

九
尺
-
ら
い
あ
る
の
で
女
子
供
で
は
到
底
ふ
り
ま
わ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
.
日
頃
は
動
か
さ
な
い
よ
う
な

家
財
道
具
を
外
に
出
し
た
り
'
障
子
を
張
り
替
え
た
り
す
る
の
で
'

一
日
で
は
終
ら
な
か

っ
た
｡
ま
た
正
月
を

む
か
え
る
た
め
に
'
ウ
ス
へ
-
を
は
が
し
て
､
部
屋
の

一
隅
に
積
み
重
ね
て
お
い
た
笠
を
敷
き
込
ん
だ
も
の
で

あ

っ
た
｡
天
井
を
払

っ
た
竹
は
'
年
が
明
け
た
十
四
日
の
セ
イ
ノ
カ
-
の
と
き
に
も
や
す
｡

お
札
く
ぼ
り
と
門
松

･
お
か
ざ
リ

氏
神
さ
ま
か
ら
春
に
各
種
の
お
札
が
と
と
け
ら
れ
'
ス
ス
ハ
キ
の
お
わ
っ
た
大
神
宮

･
荒
神

･
恵
比
須
な
と

の
ま

つ
り
場
や
､
キ
ヒ
ヤ

･
ン
モ
ヤ
な
と
に
あ
げ
る
｡
御
獄
や
大
山
な
と
か
ら
IO
お
札
が
配
ら
れ
る
｡
ま
た

｢年
を
越
す
に
は
カ
マ
リ
メ
を
も
ら
わ
な
-
て
は
い
け
な
い
｣
と
い
わ
れ
､
僧
侶
が
､
札
を
も

っ
て
-
る
と
こ

ろ
も
あ
る
｡
｢蘇
民
将
来
｣
の
お
札
は
蓑
と
表
の
出
入
口
に
は
る
o

門
松
は
､
山
か
ら
七
～
八
年
た
っ
た
屋
根
に
と
ど
-
-
ら
い
の
竹
二
本
を
取

っ
て
き
て
､
そ
れ
ぞ
れ
に
五

つ

枝
の
松
と
梅
を
縛
り
､
餅
つ
き
を
す
る
前
に
'
筒
口
の
両
側
に
立
て
た
｡
門
松
用
の
松
を
山
の
松
畑
で
栽
培
し
'

著
に
な
る
と
東
京
方
面
に
出
荷
す
る
家
も
あ

っ
た
｡

大
神
宮

･
床
の
間

･
恵
比
須

･
荒
神

･
井
戸
な
と
に
､
新
し
い
ワ
ラ
で
作

っ
た
ソ
メ
カ
サ
-
や
ワ
カ
サ
-
杏

か
さ
り
､
そ
し
て
松

･
竹

･
梅
を
小
さ
-
花
の
よ
う
に
束
ね
て
か
ざ
る
｡
そ
し
て
前
述
の
札
を
お
さ
め
る
O
シ

メ
カ
サ
-
は
大
神
宮
た
け
と
い
う
家
も
あ
る
O
屋
敷
の
角
々
に
も
ワ
カ
サ
-
を
か
さ
る
と
い
う
家
も
あ
る
O

｢七
日
の
風
に
ふ
か
せ
て

(あ
て
て
)
は
い
け
な
い
｣
と
い
わ
れ
､
こ
の
か
さ
り
物
を
下
け
る
の
は

一
月
六
日

の
晩
で
あ
る
O
そ
れ
ら
は
古
い
お
札
と
共
に

1
月
十
四

日
の
セ
イ
ノ
カ
,,,
で
も
や
す
o
ま
た
古
い
札
頬
を
屋
根

壷
の
柱
に
束
ね
て
縛
り
つ
け
て
お
-
家
も
あ
る
｡

お
か
さ
り
は
､
二
十
九
Dj
･
三
十

1
日
に
か
さ
る
の
を
ク
ン
チ
カ
サ
-

･
イ
チ
ヤ
カ
サ
-
と
い
っ
て
忌
む
O

イ
チ
ヤ
カ
サ
-
を
忌
む
こ
と
か
ら
'
ま
に
あ
わ
な
い
時
に
は
年
が
明
け
た
元
旦
に
か
ざ
る
例
も
あ
る
｡

ミ
ソ
カ
ッ
パ
ラ
イ
･
サ
ン
ボ
ウ
コ
ウ
ジ
ン
な
ど

を
準
備
す
る
神
主
京
葉
豪

(荏
田
浜
沢
･
62
)
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餅
つ
き

十
二
月
二
十
五
日
こ
ろ
に
つ
く
｡
太
平
洋
戦
争
前
は

一
軒
の
家
で
三

～
五
億
も
つ
い
た
の
で
'
ユ
イ
ッ
キ
と

い

っ
て
近
所
の
四
～
五
軒
が
あ

つ
ま
り
､
助
け
あ

っ
た
｡
前
の
日
の
夕

方
か
ら
餅
を

つ
-
家
に
泊
り
こ
み
'
午

前

一
時
こ
ろ
に
起

き
て
､
そ
の
家
の
嫁
が
釜
を
焚
き

つ
け
､
手
伝
い
に
来
た
人
た
ち
に
ご
飯
を
食

へ
さ
せ
て
三

時
こ
ろ
か
ら
つ
き
は
じ
め
た
｡
餅

つ
き
の
家
順
は
へ
つ
に
決
ま

っ
て
お
ら
ず
へ
そ
れ
ぞ
れ
の
都
合
で
そ
の
年
の

順
番
を
決
め
た
.
ま
た
十

1
月
の
終
り
か
ら
十
二
月
に
か
け
セ
ソ
ツ
キ
と
い
っ
て
精
米
を
精
米
す
る
た
め
の
米

つ
き
が
あ
っ
た
｡

稀
米

･
梗

･
陸
稲
の
精
米

･
粟
の
餅
を
つ
い
た
｡
精
米
の
餅
が
い
ち
ば
ん
多
-
､
粟
の
餅
は

1
億
-
ら
い
で
､

陸
稲
の
餅
は
ア
ラ
レ
に
し
た
｡
ま
た
シ
サ
イ
モ
チ
と
い
っ
て
伯
を
入
れ
た
餅
を
作
る
家
も
知
ら
れ
て
い
る
｡

一

日
に
二
人
か
三
人
で

｢
ホ
ラ
キ
タ

ヨ
ノ
シ
ョ
イ

ホ
ラ
キ
ク

ヨ
ッ
シ
ョ
イ
｣
｢
ヨ
ッ
ン
ヨ
イ

コ
ラ
サ
イ
｣

と
か
け
声
を
か
け
な
が
ら
つ
く
カ
ケ
ヅ
キ
で
あ

っ
た
o
セ
イ
ロ
釜
に
の
せ

l
白
二
～
三
升
の
精
米
を
入
れ
､
イ

キ
が
あ
が
っ
た
ら
臼
に
移
し
て
つ
き
は
じ
め
る
｡
最
初
は
三
人
が
メ
ツ
フ
シ
の
た

め
に
セ
ン
ボ
ン
ギ
不
と
い
う

小
さ
な
杵
で
つ
ぶ
し
､
仕
上
げ
は
大
き
な
桟
杵
で
つ
い
た
｡
近
所
の
あ
ち
こ
ち
を
手
伝

っ
て
ま
わ
る
の
で
､

一

週
間
-
ら
い
は
餅
ば
か
り
つ
い
て
い
た
｡

ま
ず
最
初
の
ヒ
ト
ウ
ス
は
､
神
さ
ま
用
の
オ
ソ
ナ
工
と
し
て

1
番
上
手
な
人
が
ま
る
め
て
作
る
O
こ
れ
は
元

旦
の
朝
､
神
棚

･
仏
壇
な
ど
に
供
え
る
｡
ダ
イ
コ
ン
や
ナ
カ
イ
モ
の
お
ろ
し
を
付
け
て
食

べ
る
カ
ラ
-
モ
チ
や

柏
餅
を
あ
つ
ら
え
､
そ
の
場
で
食

へ
た
り
'
親
戚
や
近
所
に
く
は
っ
た
り
も
し
た
｡
正
月
中
に
食

へ
き
れ
な
か

っ

た
餅
や
カ
ン
モ
チ
は
水
ガ
メ
に
い
れ
水
を
は
っ
て
お
く
0
こ
れ
を
-
ス
モ
チ
と
い
う
｡
冬
の
あ
い
だ
は

l
週
間

こ
と
'
暑
い
と
き
は
二
日
に

一
度
は
水
を
と
り
か
え
る
o
ま
め
に
水
を
と
り
か
え
て
や
る
と
､
土
用
を
越
え
て

も
食

へ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
｡
水
を
と
り
か
え
る
の
を
お
こ
た
る
と
､
夏
場
だ
と
ポ
ウ
プ
ラ
が
わ
い
て
し

ま
う
｡
ま
た
海
苔
や
胡
麻
な
と
を
入
れ
た
ア
ラ
レ
･
ア
ゲ
モ
チ

･
カ
キ
モ
チ
も
作

っ
た
｡
こ
れ
ら
の
餅
は
春
夏

の
野
良
仕
事
の
オ
チ
ャ
ウ
ケ
と
し
て
食

へ
た
｡

Jf
米
を
ふ
か
す

(吉
野
兵
三
家

･
中
川
･
5
)
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十
九

･
二
十
九
日
な
ど
九
の
付
く
目
に
つ
く
餅
は
ク
ン
チ
モ
チ
と
い
い
､
三
十

一
日
に
つ
-
の
を
イ
チ
ヤ
モ

チ
と
い
っ
て
餅
を
つ
く
の
を
き
ら
い
､
卯
の
日
も
ウ
レ
イ
の
日
と
い
っ
て
つ
か
な
か
っ
た
O

年
越
し
蕎
麦

大
晦
日
に
は
ど
の
家
で
も
夕
飯
に
-
ソ
カ
ソ
バ

(
ト
シ
コ
シ
ソ
バ
)
を
作
り
'
神
棚
に
供
え
た
後
に
1
同
で

食
べ
る
｡
蕎
麦
と
い
っ
て
も
小
麦
粉
が
大
EE3に
入
っ
た
ウ
ド
ン
の
頬
で
あ
る
｡
｢借
金
ナ
ソ
｣
と
か

｢借
金
が

ナ
ス
に
打･,6
る
｣
と
い
い
､
こ
の
蕎
麦
は
茄
子
の
殻

(ま
た
は
菊
の
枯
れ
枝
や
大
豆
の
殻
)
を
燃
や
す
オ
ン
ベ
の

火
で
ゆ
で
る
と
'
そ
の
年
の
借
金
が
す
へ
て
な
-
な
る
と
い
う
｡
ま
た
､
茄
子
は
よ
い
こ
と
を
ナ
ス
'
菊
は
よ

い
こ
と
を
キ
ク
､
豆
は
マ
メ
に
働
-
と
い
う
恵
味
が
あ
る
の
だ
と
い
う
｡

大
晦
日
の
す
ご
し
か
た

大
晦
日
の
す
ご
し
か
た
は
'
テ
レ
ヒ
が
普
及
す
る
以
前
は
大
き
く
二
つ
の
姿
が
あ
っ
た
O
早
-
在
る
と
い
う

家
と
'
｢大
晦
日
の
日
は
早
-
寝
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
'
早
-
寝
る
と
顔
に
シ
ワ
が
よ
る

(歳
を
と
る
)｡
｣
と
い
っ

て
､
十
二
時
ご
ろ
ま
で
起
き
て
い
る
家
と
が
あ
っ
た
.
今
は
ど
の
家
で
も
テ
レ
ビ
を
見
る
の
で
､
投
る
の
は
夜

も
更
け
て
で
あ
る
こ
と
が
多
い
｡

お
そ
-
ま
で
起
き
て
い
る
家
は
､
夕
飯
後
'
酒
を
飲
み
な
が
ら
話
を
し
た
り
'
除
夜
の
鈍
を
聞
い
て
､
福
茶

を
飲
む
な
ど
し
て
過
ご
し
た
｡
除
夜
の
鐘
は
山
田
神
社
や
長
泉
寺
な
ど
で
つ
か
れ
て
い
る
0
ま
た
正
月
三
が
日

の
雄
表
は
カ
ッ
パ
シ
と
い
っ
て
カ
ツ

(あ
る
い
は
ヌ
ル
デ
)
の
木
の
箸
を
使

っ
て
食
へ
る
の
で
､
こ
の
箸
を
大

晦
日
の
夜
に
作
っ
た
｡
こ
の
箸
は
ま
ん
な
か
を
太
-
､
両
端
を
細
-
し
た
も
の
で
'
家
族
の
分
は
も
ち
ろ
ん
'

客
用
も
作
っ
た
｡

東
方
で
は
子
供
た
ち
が
夜
に
な
る
と
､
二
～
三
人
で
組
を
作
り
､
次
の
敵
い
の
唱
え
言
を
唱
え
な
が
ら
各
戸

を
ま
わ
り
､
菓
子
や
金
銭
を
も
ら
っ
て
歩
い
た
｡

あ
ら

め
で
た
い
や

め
で
た
い
や

今
晩

今
宵
の

お
年
越
し

山
田
神
社
の
除
夜
の
生

(南
山
田
･
6
)

パ
山

｢
.
｣

引
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何

つ
く
し
に
て

敵
い
ま
し
ょ

(
ラ
)

松

つ
-
L
に
て

硬
い
ま
し
ょ

(
う
)

一
に

と
う
し
ょ
う
の

庭
の
松

二
に

に
っ
こ
り

け
さ
の
松

三
に

盃

戴
い
て

四

つ

世
の
中

よ
い
よ
い
よ
い

五

つ

い
つ
も
の

通
り

六
つ

無
病

息
災
に

七

つ

何
事

な
い
よ
う
に

八
つ

屋
敷
を

平
げ
て

九

つ

穀
蔵

お
っ
た
て
て

十
で

と
う
と
う

納
ま

っ
た

こ
ん
な
よ
い
こ
と

め

っ
た
に
な
い

ミ
ソ
カ
ッ
パ
ラ
イ

大
晦
日
の
晩
お
そ
-
､
家
長
は

｢
ミ
ソ
カ

ッ
パ
ラ
イ
｣
(晦
日
敵
い
)
と
い
い
な
が
ら
､
小
さ
な
-
ソ
カ

ッ

パ
ラ
イ
の
幣
束
で
家
族
の
頭
の
う
え
を
疎
い
､
さ
ら
に
家
の
な
か
を
ま
わ
り
悪
霊
扱
い
を
お
こ
な
う
｡
そ
の
後

こ
の
幣
束
を
畑
に
刺
せ
ば
豊
作
に
な
る
と
か
'

ソ
ヨ
ウ
ク
チ
の
脇
に
刺
し
て
お
け
ば
魔
除
け
に
な
る
と
い
わ
れ

て
き
た
｡

若
水
汲
み

若
水
汲
み
は
正
月
の
朝
､

1
番
最
初
に
お
こ
な
わ
れ
る
井
戸
水
汲
み
の
所
作
こ
と
で
あ
る
0
か

つ
て
は
家
長

が
歳
男
と
な

っ
て
水
を
汲
み
へ
大
神
tDD
に
供
え
､
さ
ら
に
そ
の
水
で
雑
煮
を
作

っ
た
り
'
お
茶
用
の
湯
と
し
た
O

だ
が
最
近
で
は
姑
で
も
嫁
で
も
朝
早
-
起
き
た
女
が
､
最
初
に
井
戸
か
ら
水
を
汲
む
と
い
う
例
も
み
う
け
ら
れ

三
ソ
カ
ッ
パ
ラ
イ
(茅
ヶ
崎
･
53
)

正
月
の
神
棚

(吉
野
敏
碓
家
･
大
棚
･
6
)
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る
｡雑

煮
と
正
月
料
理

｢正
月
三
日
の
歳
男
｣
と
い
っ
て
'
正
月
三
が
日
の
食
事
の
炊
事

･
調
理

･
盛
り
付
け
は
歳
男
が
お
こ
な

っ

た
O
そ
れ
ら
の
下
準
備
に
は
女
が
た
ず
さ
わ
っ
た
｡
い
ま
も
こ
の
習
慣
を
守

っ
て
い
る
家
も
あ
る
.

正
月
に
食

へ
る
雑
煮
は
ウ
ワ
モ
-
あ
る
い
は
ユ
テ
ソ
ウ
ニ
と
い
わ
れ
､
湯
が
煮
立

っ
た
な
か
に
､
食

へ
る
数

の
餅
を
入
れ
て
ゆ
で
る
｡
別
の
鍋
に
､
サ
ト
イ
モ
･
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
な
と
の
は
い
っ
た
宙
油
味
の
つ
ゆ
を
作
る
｡

お
椀
に
ゆ
で
た
餅
を
入
れ
､

つ
ゆ
を
か
け
て
作
り
あ
け
る
｡

雑
煮
は
､
ま
ず
大
神
宮
と
仏
機
に
供
え
ま
つ
っ
た
後
､
オ
ト
ソ
を
飲
み
'
雑
煮
と
オ
セ
チ
料
理
を
家
族
い
っ

し
ょ
に
金

へ
る
.
元
旦
の
朝
に
金

へ
る
雑
煮
は
'
野
菜
か
ら
食

へ
る
と
魔
除
け
に
な
る
と
い
う
O
雑
煮
は
三
が

日
続
け
て
食

へ
る
も
の
と
い
う
｡

元
旦
祭
と
寺
へ
の
年
始

元
旦
に
は
か
な
ら
ず
ム
ラ
の
氏
神
に
お
ま
い
り
す
る
｡
元
旦
祭
は
十
二
月
の
う
ち
に
カ
イ
ソ
ヨ
ウ

(回
覧
)

で
通
知
さ
れ
る
｡
各
戸
の
当
主
は
､
雑
煮
を
食
べ
て
か
ら
神
村
に
む
か
う
O
午
前
十
時
こ
ろ
神
主
が
法
楽
を
あ

げ
､
新
年
の
無
事
を
祈
願
す
る
0
大
正
期
に
は
オ
ス
ワ
リ
を
奉
納
し
､
御
神
酒
を
あ
げ
て
か
ら
昼
近
-
に
解
散

し
た
｡
オ
ス
ワ
-
は
神
主
さ
ん
が
持

っ
て
帰
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

元
旦
祭
が
お
わ
る
と
午
後
か
ら
拙
那
寺

へ
年
始
に
行
-
｡
そ
の
と
き
に
は
年
賀
を
持

っ
て
い
っ
た
o
か

つ
て

は
米

･
麦

･
餅
な
と
で
あ
っ
た
が
､
現
在
は
金
銭
に
な

っ
て
い
る
｡
米
は
白
い
布
を
合
わ
せ
て
作

っ
た
サ
ン
/
ヨ

ウ
プ
ク
ロ

(三
升
袋
)
と
称
す
る
袋
に
入
れ
て
持

っ
て
い
っ
た
｡

ま
た
太

平
洋
戦
争
前
ま
で
は
元
日
lに
は
学
校
で
式
が
あ
り
､
子
供
た
ち
は
男
の
子
は
縞
の
地
織
り
'
女
の
子

は
赤
い
袴
を
は
い
て
出
席
し
た
｡
帰
り
に
亀
の
子
煎
餅
二
枚
を
も
ら
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
O

三
が
日
の
す
ご
し
か
た

元
旦
の
朝
は

｢正
月
は
じ
め
か
ら
朝
位
は
し
て
は
い
け
な
い
｣
と
い
い
'
朝
早
-
起
き
て
四
方
拝
を
す
る
｡

初
荷

(太
平
洋
戦
争
前
)
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神
棚
に
む
か
っ
て

｢今
年
も
無
難
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
｣
と
い
っ
て
拝
す
る
｡
ま
た
ア
サ
ユ
カ
タ

(朝
湯
)
と

い
っ
て
歳
男
は
若
水
で
風
呂
を
わ
か
し
て
は
い
る
｡
こ
れ
は
休
を
清
め
る
も
の
だ
と
い
っ
た
｡

オ
ス
ワ
-
が
供
え
ら
れ
て
い
る
大
神
宮

･
荒
神

･
仏
壇

･
恵
比
須

･
大
黒

･
床
の
間
な
ど
に
'
御
神
酒

(仏

壇
に
は
お
茶
を
)
と
雑
煮
を
三
が
日
の
あ
い
だ
供
え
る
｡
御
神
酒
は
毎
日
と
り
か
え
ら
れ
る
O
こ
の
オ
ス
ワ
リ

を
供
え
た
り
､
御
神
酒
と
雑
煮
を
供
え
る
こ
と
も
歳
男
が
お
こ
な
う
｡
ふ
だ
ん
で
も
神
さ
ま
の
こ
と
は
男
が
や

る
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

寺
の
概
家
ま
わ
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
0
そ
の
前
に
'
各
戸
で
は
門
松
な
と
を
と
り
は
ら
う
.

自
分
の
子
に
は
'
か
つ
て
は
お
年
玉
を
あ
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
地
縁

･
血
縁
の
子
と
も
が
来
た
り
す
る

と
お
金
を
小
さ
い
袋
に
い
れ
て
あ
げ
た
｡

仕
事
は
じ
め

正
月
二
日
を
仕
事
は
じ
め
と
い
っ
た
が
'
特
別
な
行
事
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
｡
た
い
て
い
の
家
で
は
ハ
ッ
カ

正
月
ま
で
は
仕
事
量
は
少
な
か
っ
た
｡
こ
の
二
日
か
ら
七
日
ま
で
は
午
前
中
た
け
仕
事
を
し
､
八
日
か
ら
は

1

日
仕
事
と
な
っ
た
.
仕
事
の
内
容
は
､
家
に
よ
っ
て
異
な
る
が
麦
ふ
み
､
モ
ヤ
カ
リ
な
ど
で
あ
っ
た
｡
し
か
し

早
-
か
ら
仕
事
を
は
じ
め
る
人
で
も
､
十

1
日
･
十
g
]～
十
六
日
二

一十
日
な
ど
は
正
月
の
ア
タ
-
ビ
と
い
っ

て
仕
事
は
休
む
も
の
と
さ
れ
て
い
た
｡
ま
た
子
ど
も
は

こ
の
日
に
書
き
初
め
を
し
た
O

初
荷

初
荷
は
二
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
が
'
こ
の
支
度
は
薯
の
二
十
日
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
｡
初
荷
に
は
野
菜

で
何
種
規
か
の
縁
起
物
を
作

っ
た
o

白
菜
の
梅
鉢

･
･白
菜
で
梅
の
花
ひ
ら
を
作
る
｡

一
個
の
白
菜
を
中
心
に
し
て
'
五
個
の
白
菜
で
花
び
ら
の

よ
う
に
そ
れ
を
か
こ
む
｡
白
菜
は
赤
い
柄
の
紐
で
頑
丈
に
ゆ
わ
え
ら
れ
る
｡

葱
の
大
束

･
泥
を
よ
-
洗
い
お
と
し
た
葱
を
た
-
さ
ん
束
ね
て
作
る
｡

宝
舟

･
長
さ
五
尺
は
と
の
木
の
舟
を
大
工
に
葡
ん
だ
り
'
あ
る
い
は
自
分
で
作
り
､
酒
と
八
頭

･

オ
セ
チ
の
席
順

一
例
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妓茂7ク弁のオセチ

(北山田 ･64 正月3日)
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し
い
た
け

･
大
根

･
人
参
な
と
の
野
菜
を
舟
に
飾
り
つ
け
る
｡
宝
舟
作
り
に
は
初
荷
の
な

か
で
は
最
も
気
を
つ
か
っ
た
o

こ
れ
ら
は
野
菜
を
俊
つ
け
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
作
っ
た
.
ま
た
寒
い
と
き
は
野
菜
が
凍
ら
な
い
よ
う
に
毛

布
な
ど
で
く
る
ん
だ
り
し
た
と
い
う
｡
な
お
現
在
'
横
浜
北
殿
協
の
秋
の

｢広
協
ま
つ
り
｣
に
は
宝
舟
が
作
ら

れ
て
い
る
｡

オ
セ
チ
と
年
始
ま
わ
り

血
緑

･
地
縁
の
親
し
い
間
で
お
こ
な
わ
れ
る
正
月
の
祝
い
で
あ
る
O
正
月
の
都
合
の
よ
い
日
を
そ
れ
ぞ
れ
の

蒙
で
決
め
て
お
い
て
､
午
後
か
ら
､
本
家

･
分
家

･
娘
の
嫁
き
先

･
嫁
の
里
'
あ
る
い
は
近
所
が

一
同
に
あ
つ

ま
り
､
オ
セ
チ
と
い
っ
て
年
始
の
挨
拶
を
し
､
御
馳
走
を
食
べ
､
酒
を
飲
ん
だ
｡
味
の
間
に
は
ユ
-
ハ
マ
･
ハ

ゴ

イ

タ

が
飾
ら
れ
る
O
料
理
は

1
鮫
に
は
正
月
三
が
口
の
オ
セ
チ
料
理
と
同
じ
で
､
き
ん
ぴ
ら

･
き
ん
と
ん

･

伊
達
巻

･
よ
う
か
ん
･
か
ま
は
こ
な
ど
を
重
箱
に
入
れ
'
そ
の
は
か
寿
司
や
自
分
の
家
で
と
れ
た
人
参

･
午
華

･

里
芋
な
ど
の
煮
物
を
準
備
し
た
｡
最
後
に
は
通
り
が
よ
い
と
い
っ
て
蕎
麦
が
出
さ
れ
た
｡
年
始
ま
わ
り
は
ハ
ッ

カ
正
月
ま
で
の
あ
い
だ
に
手
拭

･
菓
子
折

･
半
紙

･
砂
恥
な
ど
を
も
っ
て
す
ま
せ
た
｡
枝
の
流
れ
の
家

(退
校
)

に
は
日
頃
は
行
き
来
は
な
い
が
'
年
始
に
い
た
だ
い
た
も
の
が
あ
れ
ば
お
返
し
に
行
っ
た
｡

ア
ク
マ
ッ
パ
ラ
イ

悪
蛋
敵
い
の
古
味
で
お
こ
な
う
獅
子
符
で
､
現
在
も
七
草
前
後
ま
で
の
あ
い
だ
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
こ

の

〓
打
は
獅
子
役

一
人
で
､
お
喋
子
方
の
太
鼓
二
人

･
鉦

1
人

･
笛

一
人
､
そ
れ
に
交
代
の
人
'
世
話
役
な
ど

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
'
こ
の
辺
り
の
村
々
は
と
こ
も
'
こ
の
連
中
を
組
績
し
て
い
る

(｢民
俗
芸
能
｣

の
章
参
照
)0

辿
中
は

一
軒

一
軒
を
ま
わ
り
'
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
あ
が
り
こ
み
､
オ
ク
の
ほ
う
か
ら
ザ
ン
車
へ
､
そ
し
て
外

へ
と
悪
霊
を
破
う
｡
か
つ
て
は
あ
が
り
こ
ん
だ
家
で
酒
や
料
理
の
も
て
な
し
を
う
け
た
の
で
'
ア
ク
マ
ッ
バ
ラ

イ
は

一
日
で
終
ら
ず
､
二
～
三
日
も
か
か
っ
て
い
た
｡
し
か
し
'
酒
の
代
わ
り
に
祝
儀
を
も
ら
う
よ
う
に
な

っ

ア
ク
マ
ッ
パ
ラ
イ

(中
川

･
帥
)
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た
の
で
､

一
日
で
終
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

七
草

六
日
は

｢六
日
年
越
し
｣
と
い
っ
て
器
麦
を
食

へ
る
｡
七
日
の
朝
､
餅
を
入
れ
た
醤
油
味
の
お
粥
に
､
七
草

あ
る
い
は
ナ
ッ
パ

(多
く
は
小
松
菜
)
な
と
を
入
れ
て
七
草
粥
を
作
っ
た
｡
こ
の
粥
を
食

へ
る
と
'
風
邪
や
流

行
病
や
'
悪
い
病
気
に
か
か
ら
な
い
と
か
､
マ
ム
シ
に
か
ま
れ
な
い
と
か
い
っ
て
き
た
｡
年
が
明
け
て
か
ら
七

日
ま
で
は

｢
お
正
月
に
な
っ
て
オ
ジ
ヤ
は
つ
-
る
も
の
で
は
な
い
｣
と
い
い
､
七
草
の
日
に
初
め
て
こ
の
粥
を

食

へ
た
O
七
草
を
刻
む
と
き
'
ま
な
い
た
を
包
丁
で
た
た
き
な
が
ら

｢
ナ
ナ
ク
サ

ナ
ズ
ナ

ト
ウ
ド
ノ
ト
リ

ガ

ワ
タ
ラ
ヌ
ウ
チ
ニ

ス
ト
ト
ン
ト
ン
｣
と
三
回
唱
え
た
｡
昭
和
四
十
年
こ
ろ
ま
で
は
は
と
ん
と
の
家
で
作
っ

て

い
た
が
､
現
在
は
こ
の
粥
を
作
る
家
は

少
な
-
､
た
い
て
い
の
家
で
は
ニ
ゾ
ウ
ニ
を
食
べ
る
O
仏
也
に
は
味

を
つ
け
る
前
の
オ
カ
ユ

(雑
煮
)
を
供
え
た
｡

ま
た
こ
の
日
に
は
､
朝
の
四
～
五
時
に
起
き
て
モ
ッ

コ
を
作
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

ナ
イ
ゾ
メ
と
蔵
開
き

十

一
日
は
ナ
イ
ゾ
メ
の
目
で
あ
っ
た
o
か
つ
て
は

｢十

l
日
に
な
る
ま
で
英
を
打
つ
も
の
で
は
な
い
｣
と
い
っ

て
'
十

一
日
の
朝
は
日
の
出
前
に
起
き
'
藁
で
縄
を
な
っ
て
開
炉
惑

･
地
炉
用
の
オ
カ
ギ
サ
マ

(自
在
的
)
を

つ
-
り
､
旧
年
中
の
と
交
換
し
た
｡
ま
た
縄
を
イ
チ
ポ

(二
十
等
)
な
っ
て
大
神
宮
さ
ま
へ
供
え
た
と
い
う
｡

蔵
開
き
も
十

一
日
の
朝
の
行
事
で
'
六
日
の
夕
方

(昭
和
の
初
め
こ
ろ
ま
で
は
三
日
の
夕
方
)
に
さ
け
て
お

い
た
オ
ス
ワ
-
を
割
り
､
お
汁
粉
を
作

っ
て
､
ま
ず
大
神
宮

･
味
の
間

･
仏
壇

･
荒
神

･
オ
イ
ベ
ツ
サ
マ
･
井

戸
神

･
蔵
の
神

･
稲
荷
な
と
へ
供
え
て
か
ら
金

へ
る
.
オ
ス
ワ
リ
は
包
丁
は
使
わ
ず
に
､
金
槌
な
と
で
割
る
も

の
だ
と
い
い
､
｢か
な
ら
ず
ひ
と
か
け
ら
は
食
へ
る
も
の
だ
｣
と
い
わ
れ
て
い
る
o
そ
の
後
､
年
が
明
け
て
初

め
て
土
蔵

･
物
置
の
扉
を
開
け
て

｢今
年
も
蔵
に
た
く
さ
ん
お
さ
め
ら
れ
ま
す
よ
う
に
｣
と
願
を
か
け
た
.
ま

た
臼
に
米
を
入
れ
'
杵
で
臼
の
端
を
女
が
唱
え
言
を
と
な
え
な
が
ら
た
た
き
'
餅
を
つ
-
真
似
を
し
た
家
も
あ

る
O
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メ
イ
ダ
マ
と
ア
ワ
ポ
ヒ
エ
ポ

十
四
日
の
行
事
｡
朝
､
赤

･
白

･
緑
の
色
を
付
け
た
団
子
を
作
り
'
カ
シ
の
大
き
な
枝
に
刺
し
成
ら
し
'
大

黒
柱
や
石
臼
に
縛

っ
て
か
ざ
る
.
こ
れ
を
メ
イ
ダ
マ

(繭
玉
)
と
い
う
｡
家
に
よ
っ
て
は
カ
ン
の
小
枝
や
小
さ

な
三
叉
に
団
子
を
さ
し
て
荒
神

･
オ
イ
ベ
ツ
サ
マ
な
ど
､
ま
つ
っ
て
あ
る
す
べ
て
の
神
と
仏
に
あ
げ
て
い
る
｡

こ
の
メ
イ
ダ
マ
は
'
養
蚕
の
神
さ
ま
'
あ
る
い
は
農
業
の
神
さ
ま
と
い
い
'
成
ら
し
た
メ
イ
ダ
マ
が
ポ
タ
ボ
タ

と
下
に
落
ち
な
い
と
豊
作
だ
と
い
っ
た
o
｢
メ
イ
ダ
マ
は
十
<
日
の
風
に
あ
て
て
は
い
け
な
い
｣
と
い
い
'
十

七
日
の
う
ち
に
と
り
は
ず
し
て
焼
い
て
食

へ
る
｡
な
お
メ
イ
ダ
マ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
､
こ
の
日
に
ワ
カ
モ

チ
を

つ
い
た
家
も
あ
っ
た
O
こ
れ
は
小
さ
な
マ
ル
餅
で
､
メ
イ
ダ
マ
同
様
に
色
を
付
け
､
カ
シ
の
枝
に
成
ら
し

た
｡ま

た
ア
ワ
ポ
ヒ
エ
ポ

(粟
穂
稗
稚
)
と
い
っ
て
ウ
ツ
ギ
と
こ
ワ
ト
コ
の
幹
を

T
尺
は
と
に
切
り
､
ニ

ー
三
本

を
束
ね
て
'
大
神
宮

へ
供
え
た
｡

セ
イ
ノ
カ
三

十
e
]臼
に
講
中
ご
と
に
お
こ
な
う
行
事
で
'
最
近
は
ド
ン
ド
ヤ
キ
と
も
い
う
が
'
こ
れ
は
太
平
洋
披
争
後
に

こ
の
界
隈
に
入

っ
て
き
た
言
整
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
あ
た
り
で
は
セ
イ
ト

･
セ
イ
ノ
カ
-

･
セ
イ

ノ
カ
ミ
サ
マ
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡

セ
イ
ノ
カ
ミ
の
火
で
焼
く
も
の
は
､
年
末
の
ス
ス
ハ
キ
で
使

っ
た
竹
､
新
し
い
お
札
と
取
り
替
え
た
旧
年
中

の
古
い
お
札
や
達
磨
な
ど
で
あ
る
｡
セ
イ
ノ
カ
ミ
の
火
は
清
ら
か
な
の
で
'
こ
う
い
っ
た
も
の
を
焼
い
て
も
よ

い
と
い
う
｡
牛
久
保
の
金
子
人
で
は
か
つ
て
は
セ
イ
ノ
カ
ミ
の
燃
や
し
も
の
の
な
か
に
石
を
大
小
二
つ
重
ね
て

入
れ
た
｡
石
の
大
き
い
方
は
男
を
､
小
さ
い
方
は
女
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
｡
大
棚
の
カ
-
で
は
五
輪
塔

の
空

･
風
輪
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
例
は
他
の
講
中
で
も
み
ら
れ
る
｡
こ
の
石
を
他
人
に
見
つ
か
ら
な
い

よ
う
に
持

っ
て
帰
り
家
に
埋
め
る
と
財
産
が
で
き
る
と
い
わ
れ
た
た
た
め
か
'
い
つ
の
ま
に
か
な
-
な

っ
て
し

ま
っ
た
講
中
も
あ
る
｡

メ
イ
ダ
マ
(茅
ヶ
崎

5
)

旺

メ
イ
ダ
マ

小
正
月
の
予
祝
･
年
占
の
行
事
の
ひ
と
つ
で
､

も
と
も
と
の
作
物
の
:jE作
を
予
祝
す
る
餅
花
が
養
蚕
と
む
す
ぴ

つ
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡
ウ
ツ
半
や
ニ
ワ
ト
コ
の
枝
で
つ

く
っ
た
ア
ワ
ポ

(粟
穂
)
･
ヒ
エ
ポ

(稗
捜
)
を
そ
な
え
た
り
､

セ
イ
ノ
カ
-
の
団
子
焼
き
に
つ
か
っ
た
カ
ノ
の
棒
で
も
っ
て
柿

の
木
を
た
た
く
ナ
-
キ
ゼ
メ

(成
木
安
め
)
な
ど
の
行
事
は
'

農
民
の
願
望
を
象
徴
し
た
模
倣
儀
礼
で
'
良
神
が
祖
霊
や
歳
神

と
融
合
し
た
形
と
し
て
正
月
の
時
期
に
む
か
え
ら
れ
'
神
力
を

あ
お
い
で
予
祝
す
る
と
い
う
信
仰
形
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
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こ
の
日
の
朝
に
作
っ
た
メ
イ
ダ
マ
団
子
を
三
叉
の
カ
シ
の
木
に
刺
し
て
セ
イ
ノ
カ
-
の
残
り
火
で
焼
い
て
食

へ
る
｡
こ
の
団
子
を
食
べ
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
か
'
悪
い
虫
が
つ
か
な
い
と
か
､
砧
虫
に
刺
さ
れ
な
い
な

ど
と
言
わ
れ
て
き
た
｡
団
子
は
な
る
べ
-
他
人
と
取
り
替
え
る
と
よ
い
と
い
わ
れ
'
た
と
え
ば
中
川
の
宿
の
入

試
中
で
は
'
川
を
へ
だ
て
た
向
こ
う
の
人
と
団
子
を
ひ
と
つ
ず
つ
取
り
替
え
て
食
へ
て
い
る
O

団
子
刺
し
の
木
は
そ
の
場
で
焼
い
て
し
ま
う
人
も
い
る
が
､
多
-
の
人
は
家
に
持
ち
帰
っ
て
､
柿
な
と
の
ナ

-
モ
ノ
の
木
を

｢
カ
キ
ナ
レ

カ
キ
ナ
レ

ナ
ラ
ヌ
ト
プ
ツ
タ
ギ
ル
ゾ
｣
､
｢
ナ
ル
カ

ナ
ラ
ヌ
カ

シ
ブ
シ
プ

ト
｣
な
ど
と
い
っ
て
た
た
く
成
木
蛋
め
を
し
た
｡
た
た
い
た
あ
と
の
木
は
､
ト
ン
ボ
グ
チ
の
前
方
や
屋
根
に
刺

し
た
り
､
縁
の
下
に
入
れ
て
魔
除
け
や
盗
難
除
け
と
し
た
｡
ま
た
-
-
ズ
が
家
に
は
い
ら
な
い
よ
う
に
と
'
こ

の
木
を
流
し
の
脇
に
立
て
て
お
く
家
J
)あ
っ
た
｡
翌
年
の
セ
イ
ノ
カ
-
の
火
で
こ
の
三
叉
の
木
は
焼
い
た
｡
F
u

き
初
め
を
い
き
お
い
の
あ
る
セ
イ
ノ
カ
-
の
火
で
焼
き
､
高
く
塀
い
あ
が
れ
ば
字
が
う
ま
-
な
る
と
い
わ
れ
て

い
る
｡

な
お
牛
久
保
の
請
地
古
橋
で
は
'
セ
イ
ノ
カ
-
の
世
話
当
番
が
年
番
制
で
決
め
ら
れ
'
パ
ン
チ
ョ
ウ
と
呼
ば

れ
る
板
の
裏
表
に
そ
の
順
次
の
家
名
が
加
uか
れ
て
い
た
｡
そ
の
板
に
は
巾
宕
袋
が
付
け
ら
れ
'
当
番
宿
の
間
を

順
に
ま
わ
し
､
保
管
す
る
習
い
と
な
っ
て
い
た
｡

筒
粥
神
事

師
岡
の
熊
野
神
社
で
お
こ
な
わ
れ
る
神
事
で
あ
る

(｢
ム
ラ
の
経
済
｣
の
章
参
照
)0

十
四
日
年
越
し
と
小
豆
粥

十
四
日
の
夜
は
ト
シ
コ
シ
と
い
っ
て
蕎
麦
を
食
べ
た
｡
十
五
日
の
朝
'
小
豆
を
煮
て
'
餅
の
入

っ
た
塩
味
の

小
豆
粥
を
つ
く
る
｡
こ
の
小
豆
粥
を
と
っ
て
お
い
て
十
八
日
に
食

へ
る
と
'

一
年
中
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
い
わ

れ
て
い
る
｡
ま
た
蜂
と
か
マ
ム
ン
に
か
ま
れ
な
い
と
い
う
｡
昭
和
四
十
年
頃
ま
で
は
多
-
の
家
で
こ
の
粥
を
食

へ
る
習
慣
は
残
っ
て
い
た
が
'
だ
ん
だ
ん
少
な
-
な
っ
た
｡

青
年

中
川
連
合
観
音
謙
々
長

(晦
日
待
)

大

棚
○
吉
野

要

◎
吉
野
誠
一

小
林
佐
一

小
林
増
太
郎

小
林
秀
光

乗
原
酒
助

鈴
木
貞
意

吉
野
義
雄

吉
野
敏
雄

中

川

金
子
鳴
一

〇
長
沢
昭
.罪

金
子
ヤ
エ

茅
ヶ
崎

○
岸

正
明

岸

友
治

岸

平
作

吉
野
1
雌

局

(チ
ョ
ウ
ナ
ン
ヤ
)

馬

(カ
ド
)

渇

(
ワ
ラ
リ
ヤ
)

局

(サ
カ
)

馬

(バ
ク
ロ
ウ
サ
ン
)

局

(ウ
エ
ム
ラ
)

馬

(ア
ミ
セ
)

午

(
コ
ウ
ヤ
)

午

(レ
ン
ヤ
)

渇

(カ
ジ
バ
シ
)

局

(
ニ
ン
ヤ
)

馬

(ウ
エ
ノ
ウ
チ
)

渇

(ダ
イ
ノ
ア
プ
ラ
ヤ
)

局

(ム
コ
ウ
ヤ
シ
キ
)

午

(カ
イ
ソ
カ
)

馬

(ヤ
ト
)
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十
五
日
.
こ
の
日
は
村
の
十
五
歳
以
上
の
岱
年
が
酒

･
肴
を
も
ち
よ
っ
て
会
合
を
開
い
た
O

ハ
ッ
ビ
を
あ
つ

ら
え
､
山
車
を
作
る
こ
と
も
し
た
O

馬
日
待

十
五
日
前
後
に
､
馬
を
飼

っ
て
い
る
家
が
あ
っ
ま

っ
て
日
待
を
お
こ
な
っ
た
｡
輪
番
の
宿
で
､
御
馳
走
は
宿

ら
ち
で
あ

っ
た
と
い
う
｡
太
平
洋
戦
争
後
は
馬
を
飼
う
家
が
な
く
な
っ
た
の
で
自
然
に
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ

た
と
い
う

(｢信
仰
と
生
活
｣
の
葦
参
照
)0

宿
か
え
り
正
月

ヤ
ブ
イ
-
と
も
い
い
､
十
六
日
は
地
獄
の
釜
の
蓋
も
開
-
と
い
っ
て
'
奉
公
人
や
嫁
が
反
物
や
小
道
銭
を
も

ら
い
､
晴
れ
着
を
着
て
実
家
に
帰
り
､

一
日
の
休
み
を
禁
し
ん
だ
｡
ま
た
女
の
正
月
な
ど
と
い
い
'
こ
の
日
の

勝
手
仕
事
は
男
が
お
こ
な
っ
た
と
い
う
｡

山
の
神
の
日

十
七
日
は
山
の
神
の
日
で
'
こ
の
日
に
山
に
入
る
と
神
が
怒
る
か
ら
と
い
っ
て
山
に
は
入
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
｡
十
八
日
に
は
山
仕
事
の
人
た
ち
は
御
神
酒
を
飲
ん
で
山
仕
事
に
か
か

っ
た
｡

羽
子
板
割
り

二
十
日
の
朝
､
雑
煮
を

つ
-
っ
て
食

へ
る
｡
こ
の
日
は
正
月
最
後
の
日
で
'

ハ
ッ
カ
正
月

･
オ
ン
マ
イ
正
月

と
も
い
う
｡
こ
の
日
は
あ
そ
ぴ
じ
ま
い
の
日
な
の
で
'
太
平
洋
戦
争
前
は
若
い
ひ
と
た
ち
が
あ
つ
ま
り
羽
子
板

を
し
て
あ
そ
ん
だ
｡

1
人
身
の
男
女
は
い
っ
し
･Lt
に
羽
子
板
で
あ
そ
ぴ
､
羽
を
お
と
す
と
羽
子
板
で
尻
を
た
た

い
た
り
し
た
｡
最
後
に
は
羽
子
板
を
れ
ち
あ
わ
せ
て
た
た
い
て
割

っ
た
｡

恵
比
須
講

二
十
日
に
恵
比
須
さ
ま
に
エ
ヒ
ス
セ
ン
を
供
え
る
行
事
で
あ
る
｡

エ
ビ
ス
ゼ
ン
と
は
恵
比
須
さ
ま
に
む
か
っ

て
箱
膳
や
高
脚
膳
の
木
目
が
向
-
よ
う
に
供
え
る
こ
と
で
､
膳
に
は
恵
比
須
さ
ま
の
好
物
で
あ
る
生
蕎
麦
や
'

お
金
に
ご
緑
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
五
円
玉
や
巾
苔
が
供
え
ら
れ
て
い
る
｡
恵
比
須
は
春
に
出
か
け
て
'
秋
に

勝

田

閲

和
夫

○
鈴
木
才
蔵

牛
久
保

皆
川
豊
蔵

岡
本
勝
太
郎

南
山
田

金
子
健
太
郎

小
泉

昭

今
西
幸
作

小
泉
二
郎

○
小
泉
菊
五
郎

北
山
田
○
今
西
初
太
郎

田
辺
亥
之
助

安
藤
才
蔵

東
山
田

栗
原
三
郎

○
原
木

勝

局

(ナ
カ
ノ
ハ
ザ
マ
)

馬

(サ
イ
チ
ャ
ン
)

局

(
ハ
ラ
-
セ
)

局

(カ
ッ
チ
ャ
ン
)

局

(ウ
エ

ム
ラ
)

lag
(ホ
-
ノ
ウ
チ
)

局

(イ
ケ
バ
タ
)

燭

(ソ
ロ
サ
ン
)

局

(ヤ
ト
)

局

(ヤ
ト
)

局

(イ
ノ
サ
ン
)

午

(カ
ジ
ヤ
)

属

(
ハ
バ
レ
)

午

(ム
カ
イ
)

◎
印
は
碑
長
､
○
印
は
各
ム
ラ
の
世
話
役
員
を
し
め
す
｡
試

長
は
誠

1
さ
ん
の
父
親
故
正
太
郎
さ
ん
が
､
副
班
長
兼
会
計

は
要
さ
ん
の
父
親
故
源
太
郎
さ
ん
が
務
め
て
い
た
｡
牛
を
飼
っ

て
い
る
家
も
こ
の
講
に
属
し
て
い
た
｡
姓
名
は
墾
戸
主
名
で

あ
る
｡
敬
称
略
｡
(

)
内
は
屋
号
な
い
し
呼
称
で
あ
る
｡

な
お
太
平
洋
戦
争
の
間
'
当
粥
中
の
馬
を
飼
う
仲
間
の
う
ち

の
有
志
は
'
神
奈
川
大
口
在
の
馬
飼
い
仲
間
と
と
も
に
'
東

成
浜
鴨
串
逆
送
組
合
を
結
成
し
て
い
た

(約
二
十
名
)｡

ヤ
マ
ノ
カ
三
の
扮
抽

(較
茂
柄
次
家
･
北
山
田
･
朗
)

担

.Eq

,?
.当

.:.i
J
.I.41.;
;
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は
稼
い
で
帰

っ
て
く
る
と
い
っ
て
､
秋
の
恵
比
須
純
に
は
お
金
な
ど
を
よ
り
多
く
あ
げ
る
と
い
う
O

な
お
恵
比
須
大
黒
は
オ
ン
ジ

･
オ
ン
バ
と
呼
ば
れ
る
独
身
者
で
あ
っ
て
'
下
屋
に
お
く
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
｡

オ
ン
ジ

･
オ
ン
パ
は
下
屋
を
出
た
い
も
の
だ
か
ら
'
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
働
く
と
い
う
｡
ま
た
虐
比
須
大
黒

は
夫
婦
で
は
な
い
の
で
､
恵
比
須
大
男
に
供
え
た
も
の
は
所
帯
持
ち
は
食
べ
な
い
と
い
う
.

節
分

三

日
年
越
と
い
う
｡
豆
ま
き
を
す
る
前
に

｢
ヒ
イ
ラ
ギ

メ
ソ
ケ

イ
ワ
シ
ハ

ク
サ
イ
｣
｢
ガ
イ
チ
ュ
ウ

ノ

ク
チ
ヲ

ヤ
ケ
｣
｢
コ
メ
ノ
ム
シ
ノ

チ
ョ
ソ
チ
ョ
ソ
チ
ョ
ノ

ア
ワ
ノ
ム
ソ
モ

ソ
バ
ノ
ム
シ
モ

ヨ

ロ
ズ

ノ

ム
ソ
モ

チ
ャ
ソ
チ
ャ
ノ
チ
ャ
ッ
｣
あ
る
い

は

｢
ヤ

ツ
カ
ガ

ソ
ノ
ア
タ
マ

コ
ゲ
ロ

コ
ゲ
ロ
｣
と
と

な
え
て
､
ヒ
イ
ラ
ギ
や
マ
メ
ガ
ラ
に
鰯
の
頭
を
刺
し
て
唾
を
か
け
た
り
し
て
火
に
あ
ぶ
る
｡
そ
し
て
こ
れ
を
ト

ン
ボ
グ
チ
の
脇
に
刺
し
て
厄
除
け

･
魔
除
け
に
す
る
.
こ
れ
は
と
く
に
処
分
せ
ず
自
然
に
蕗
ち
る
が
ま
ま
に
し

て
お
く
｡

豆
ま
き
は
歳
男
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
､

1
椴
に
は

｢福
は
内

福
は
内

鬼
は
外
｣

と
い
い
な
が
ら
､
大

神
宮

･
仏
坦

･
荒
神
な
と
に
ま
き
'
そ
の
の
ち
各
部
屋
に
ま
く
｡
ま
き
お
わ
っ
た
ら
戸
を

閉
め
て
神
棚
に
御
神

酒
を
あ
げ
'
家
族
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
歳
の
数
だ
け
豆
を
食

へ
る
｡
豆
を
食
べ
る
と

1
年
間
病
気
に
か
か
ら
な

い
と
い
う
｡
こ
の
豆
を
入
れ
た
福
茶
を
飲
む
と
も
い
う
｡
ま
た
こ
の
豆
を
残
し
て
お
き
､
初
富
の
と
き
に
苗
が

蕗
ち
な
い
よ
う
に
と
い
っ
て
食
べ
る
と
も
い
う
｡

第
三
節

春
か
ら
夏
の
行
事

初
午

二
月
の
最
初
の
午
の
日
を
初
午
と
い
っ
て
稲
荷
を
ま
つ
る
｡
屋
敷
神
と
し
て
､
あ
る
い
は
純
中
や
同
族
で
稲

ヒノ
エウ
r>

荷
を
ま
つ
り
'
当
日
に
は
赤
飯
や
油
揚
げ
'
鰯
な
と
を
ワ
ラ
ッ
ト
に
入
れ
て
供
え
る
｡
初
午
の
日
が
丙

午

で
あ

厄
除
け
の
ヒ
イ
ラ
羊
と
塙
の
頭
(腿
)

旺

節
分

鬼
や
ら
い
の
行
事
は
､
中
国
の
疫
鬼
を
追
い
払
う
習

俗
を
ま
ね
た
も
の
で
あ
る
｡
礎
芸
三
年

(七
〇
六
)'
疫
病
が

流
行
し
て
多
く
の
人
び
と
が
亡
く
な
っ
た
の
で
､
そ
の
年
の
晦

日
に
'
土
牛
を
つ
か
っ
て
鬼
追
い
を
お
こ
な
っ
た
の
が
n収
納
と

さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
が
除
夜
の
行
事
と
し
て
斉
衡
元
年

(八
五

四
)
の
十
1
月
三
十
日

(太
陰
暦
)
か
ら
恒
久
化
さ
れ
た
｡
大

関
暦
に
移
行
後
は
､
二
月
三
日
を
節
分
と
特
娃
し
､
行
事
は
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
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る
と
よ
-
な
い
と
い
う
の
で
､
そ
の
場
合
は
二
の
午
に
お
こ
な
う
｡

講
の
様
子
は
'
ヤ
ド

(宿
)
の
世
話
人
が
稲
荷
に
御
神
酒
を
あ
げ
'
午
後
か
ら
粥
中
の
人
が
あ

つ
ま
り
､
お

ま

つ
り
を
し
た
後
に
御
神
酒
を
い
た
だ
き
､
こ
馳
走
を
食

へ
る
O
稲
荷
を
ま

つ
る
に
あ
た

っ
て
神
官
を
た
の
む

場
合
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
よ
う
で
､
東
方
の
長
谷
川
イ
ッ
ケ
の
よ
う
に
戦
前
ま
で
は
､
湯
立
の
神
事
を
お
こ
な

っ

た
と
こ
ろ
も
あ
る
｡
今
は
女
の
人
も
稲
荷
講
に
出
て
､
寿
司

･
魚

･
果
物
な
と
の
料
理
を
仕
出
し
屋
か
ら
と

っ

て
い
る

(｢
信
仰
と
生
活
｣
の
章
参
昭
…)
0

ヨ
ウ
カ
ゾ
ウ

(
ヤ
ツ
メ
小
僧
)

二
月
八
日
は
､
｢
八
日
は
火

に
た
た
る
｣
と
い
っ
て
出
歩
-
な
と
い
わ
れ
た
o
こ
の
日
､
帳
簿
を
も

っ
た
ヤ

ツ
メ
小
僧
が
各
戸
を
ま
わ
り
厄
を
く
は
る
の
で
'
イ
モ
フ
リ
ザ
ル
の
よ
う
な
目
の
多
い
サ
ル
を
'
屋
根
の
う
え

に
あ
け
た
り
'
物
干
し
ざ
お
の
先
に
ひ
っ
か
け
て
庭
に
立
て
､
ヤ
ツ
メ
小
僧
の
来
る
の
を
ふ
せ
い
だ
と
い
う
｡

ヤ
ツ
メ
小
僧
は

1
ツ
日
小
僧
と
も
い
わ
れ
､
目
が

l
つ
で
あ
る
0
日
の
多
い
ザ
ル
を
み
て
'
?.<'き
逃
げ
る
と
い

う
｡
ま
た
こ
の
日
に
馬
を
ひ
き
た
し
て
仕
事
を
す
る
と
凶
事
が
お
こ
る
と
い
っ
て
､
馬
で
の
仕
事
を
は
じ
め
全

て
の
仕
事
を
休
ん
だ
と
い
う
｡

針
供
葦

二
月
八
目
0
折
本
の
淡
島
神
社
に
お
ま
い
り
す
る
｡
淡
島
神
社
は
縁
結
び
､
安
産
の
神
と
し
て
､
女
性
に
深

く
信
仰
さ
れ
'
新
婚
夫
婦
な
と
も
よ
-
お
ま
い
り
に
行
-
｡
境
内
に
は
針
供
垂
の
石
塔
が
あ
り
､
針
が
納
め
ら

れ
'
こ
の
日
は
針
仕
事
を
休
む
o
な
お
現
在
は
三
月
三
日
の
大
祭
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡

雛
節
供

二
月
の
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
餅
を

つ
き
､
緑

･
自

･
赤
の
順
に
重
ね
た
菱
餅
を
作
る
o
ヒ
ナ
サ

マ
セ

ノ

ク
な
と
と
い
っ
て
'
蛤
ま
た
は
鰹
節
と
黄
粉
の
包
み
と
い
っ
し
ょ
に
'
紙
に

｢
お
節
供
｣
と
苫
い
て
か
ぶ
せ
､

嫁
の
里
に
は
菱
餅
五
枚
'
仲
人
と
親
戚
に
は
三
枚
を
'
二
月
中
ま
た
は
節
供
当
日
に
と
と
け
た
｡
嫁
は

一
泊
実

家
に
帰
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
｡

ヨ
ウ
カ
ソ
ウ

抑
祭
り
に
さ
い
し
て
は
､
物
忌
み
と
い
っ
て
､

飲
食
行
為
を
つ
つ
し
み
､
身
体
を
き
よ
め
不
浄
を
さ
け
た
が
､

し
だ
い
に
そ
の
期
間
は
省
略
さ
れ
'
物
忌
み
自
体
形
骸
化
さ
れ

た
｡
神
祭
り
の
な
か
で
も
正
月
は
､
も
っ
と
も
重
要
な
故
神

(祖
謡
)
を
む
か
え
る
行
中
で
あ
り
､
そ
の
物
忌
み
の
期
間
は
'

か
な
り
の
幅
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
始
ま
り
と

終
り
が
十
二
月
八
日
と
二
月
八
日
で
は
な
か
っ
た
か
と
さ
れ
､

そ
の
物
忌
み
を
ま
も
ら
せ
る
た
め
に
妖
怪
規
の
出
現
伝
承
を
う

ん
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
O

雛
節
供

三
月
節
供
は
､
侶
事
を
は
じ
め
る
前
の
神
祭
り
の

日
と
さ
れ
､
こ
れ
に
先
だ
っ
て
'
川
な
ど
で
身
を
洗
い
き
よ
め

る
-
ノ
ギ
を
し
て
､
物
忌
み
に
は
い
っ
た
o
そ
の
折
り
'
自
分

の
ケ
ガ
レ
を
う
つ
し
流
し
た
の
が
形
代
で
､
そ
れ
が
現
在
の
雛

人
形
の
は
じ
ま
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
0
桃
花
を
そ
な
え
る
習

俗
は
､
桃
に
悪
魔
を
は
ら
う
呪
力
を
み
と
め
る
考
え
方
に
よ
る

と
さ
れ
て
い
る
O
三
月
の
節
供
が
三
日
に
特
定
さ
れ
た
の
は
'

五
月
石
目
､
七
月
七
日
な
ど
と
同
様
に
中
国
の
C
l日
思
想
に
よ

る
も
の
で
あ
る
0
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雛
人
形
を
飾
る
場
所
は
ヒ
ロ
マ
の
大
神
宮
の
神
棚
の
下
あ
た
り
で
'
二
月
末
に
飾
る
｡
早
-
飾
る
の
は
よ
い

が
､
い
つ
ま
で
も
飾

っ
て
お
く
と
嫁
に
行
き
お
く
れ
る
と
い
っ
て
､
三
月
三
日
の
節
供
が
お
わ
る
と
す
-
に
し

ま
う
｡
節
供
の
日
の
朝
に
は
'
雑
煮
を
食
べ
る
｡
お
雛
さ
ま
に
は
白
酒

･
雛
あ
ら
れ

･
盤
鮒
を
供
え
､
さ
ら
に

は
雑
穀
や
寿
司
な
ど
を
作

っ
た
と
き
に
は
そ
れ
ら
を
供
え
る
｡

初
節
供
の
と
き

(は
じ
め
て
の
女
の
子
が
生
れ
た
と
き
)
に
は
'
嫁
の
里
か
ら
は
内
衷
雛
が
､
親
戚
か
ら
は

各
種
の
人
形
が
祝
い
と
し
て
と
ど
け
ら
れ
'
雛
段
は
五
～
七
段
に
も
な
る
｡
し
か
し
E取
近
は
お
金
が
贈
ら
れ
'

そ
の
家
で
雛
人
形
を
買
う
こ
と
が
多
い
.

彼
岸

彼
岸
の
最
初
の
TZZを
イ
リ
､
中
日
を
チ

ュ
ウ
ニ
チ
､
最
後
の
日
を
7
ケ
と
い
う
｡
イ
-
の
前
に
墓
の
掃
除
を

し
て
お
き
､
彼
岸
に
は
い
る
と
墓
参
り
を
す
る
｡
嫁
に
出
た
娘
や
親
戚
な
ど
も
来
る
｡
墓
に
は
花

･
線
香

･
ポ

タ
モ
チ
を
供
え
る
｡
イ
リ

･
チ
ュ
ウ
ニ
チ

･
ア
ケ
と
三
回
墓
参
り
を
す
る
家
も
あ
る
｡

仏
租
に
は
花
と
線
香
を
供
え

｢
チ

ュ
ウ
ニ
チ

ポ
タ
モ
チ

ア
ケ

ダ
ン
ゴ
｣
と
い
っ
て
'
チ
ュ
ウ
ニ
チ
に

は
ポ
タ
モ
チ
を
'
ア
ケ
に
は
団
子
を
供
え
る
｡
｢
イ
リ
ノ
ポ
タ
モ
チ

7
ケ
タ
ン
ゴ

ナ
カ
ノ
チ
rL
ウ
ニ
チ

ア

ヅ
キ
メ
シ
｣
と
い
う
家
･G
あ
る
0
そ
の
は
か
作

っ
た
食
物
は
仏
也
に
供
え
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
｡
明
治
の

こ
ろ
は
彼
岸
中
は
肉
や
魚
類
は
食

へ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
が
､
現
在
は
気
に
か
け
な
い
｡
な
お
秋
の
彼
岸
も
同

様
に
お
こ
な
う
｡

地
神
講

春
秋
の
ゾ
十
二
チ

(社
日
)
に
地
神
紙
を
お
こ
な
ーつ
.
シ
ャ
ニ
チ
と
は
春
分

･
秋
分
に
も
っ
と
も
近
い
ツ
チ

ノ
エ

(戊
)
の
日
の
こ
と
で
あ
る
｡
地
神
は
土
地
の
神

･
農
家
の
神

･
作
神
で
あ
り
'
こ
の
日
は
鍬
を
使

っ
た

り

'
土
地
を
い
じ
っ
た
り
す
る
と
パ
チ
が
あ
た
る
と
い
わ
れ
て
き
た
が
､
現
在
は
気
に
か
け
る
人
も
少
な
い
｡

地
神
は
猿
田
彦
命
と
さ
れ
'
ツ
マ
ソ
イ

(質
素
な
)
神
様
で
､
米
を
食

へ
る
の
は
ぜ
い
た
く
だ
と
い
っ
て
､
粟

の
ポ
タ
モ
チ
を
食
べ
て
い
た
の
で
､
粟
の
ポ
タ
モ
チ
を
作

っ
て
供
え
る
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
か

つ
て

右

吉
野
兵
三
家

(中
川

･
53
)

左

斎
藤
苗
代
次
家

(大
熊

･
5
)
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は
地
神
さ
ま
は

｢十
時
前
の
神
さ
ま
た
か
ら
｣
と
い
っ
て
午
前
十
時
前
に
あ
っ
ま
っ
た
が
､
今
日
で
は
午
後
に

誠
中
こ
と
に
ヤ
ド

(宿
)
に
あ
つ
ま
る
｡
地
神
の
ヒ
ョ
ウ
コ
を
床
の
間
に
掛
け
'
御
神
酒
を
あ
げ
て
､
寿
司

･

煮
し
め
な
と
の
こ
馳
走
を
食

へ
て
座
談
す
る
.
ヤ
ト
は
輪
番
制
で
あ
り
､
こ
馳
走
は
か
つ
て
は
女
衆
が
集
ま
り

粟
餅
を
つ
い
た
り
､
小
麦
粉
で
ウ
ト
ン
を
打
っ
た
り
'
テ
ン
プ
ラ
や
煮
し
め
を
午
前
中
に
作

っ
た
｡
当
番
と
シ

タ
バ
ン

(次
回
の
ヤ
ド
に
あ
た
る
家
)
が
講
中
を
ま
わ
っ
て
各
戸
か
ら
米
と
か
小
豆
を

一
升
桝
に
山
盛
り
も
ら
っ

て
歩
い
た
｡
い
ま
は
材
料
が
あ
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
て
全
党
制
が
ほ
と
ん
と
で
あ
る
0
最
近
で
は
午
前
中
は

道
普
請
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
講
中
も
あ
る
｡
各
論
中
に
は
ヒ
ョ
ウ
コ
や
帳
諸
株
が
あ
り
､
当
番
宿
で
順
次
管

理
保
管
さ
れ
て
い
る

(｢信
仰
と
生
活
｣
の
寮
参
照
)0

第
四
節

夏
の
行
事

花
祭
り

四
月
八
目
は
お
釈
迦
さ
ま
の
生
ま
れ
た
日
で
あ
る
｡
お
寺
に
お
参
り
し
て
'
椿
の
花
で
飾
ら
れ
た
花
御
堂
の

な
か
の
お
釈
迦
さ
ま
に
甘
茶
を
か
け
る
｡
目
の
憩
い
人
は
､
こ
の
日
茶
を
自
分
の
目
に
つ
け
る
と
'
日
が
よ
-

な
る
と
い
う
｡
太
平
洋
戦
争
前
は
子
と
も
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
相
を
持
っ
て
い
き
､
甘
茶
を
も
ら
っ
た
｡
こ
の
甘

茶
は
､
寺
の
境
内
に
植
え
た
ア
マ
チ
ャ
の
木
の
糞
を
八
十
八
枚
す
さ
に
摘
ん
で
製
茶
し
た
も
の
で
､
旧
年
度
に

製
茶
し
た
葉
が
用
い
ら
れ
る
｡
こ
の
日
は
ヨ
モ
ギ
を
つ
み
､
棒
粉
で
草
餅
を
作
り
､
大
神
宮
や
仏
壇
に
供
え
た

の
ち
に
み
ん
な
で
食

へ
た
｡

稲
の
播
種
と
水
口
祭
り

ク
ロ
ツ
ケ

(
ク
ロ
ヌ
-
)
が
お
わ
る
と
'
毎
年
決
ま
っ
て
い
る
日
当
り
の
よ
い
田
に
ナ
エ
マ

(苗
代
)
が
作

西
方
寺
の
花
祭
り
(新
羽

右

ア
マ
チ
ャ
の
木

中

ア
マ
チ
ャ
作
り

左

お
釈
迦
さ
ま

ら
れ
る
O
｢八
十
八
夜
の
別
れ
霜
｣
と
い
い
八
十
八
夜
を
目
安
に
し
､
大
安
の
日
を
え
ら
ん
で
稲
の
播
種
が
お

｣

こ
な
わ
れ
る
｡
こ
れ
は
稲
の
播
種
だ

け
で
は
な
く
'
茶
摘
み
の
時
期
も
さ
す
｡
稲
の
播
種
が
お
わ
る
と
苗
代
EE
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の
水
口
に
半
紙
に
も
っ
た
ヤ
キ
ゴ
メ

(焼
き
米
)
を
供
え
た
｡
ヤ
キ
ゴ
メ
は
ふ
か
し
た
梗
に
い
っ
た
大
豆
を
加

え
た
も
の
で
､
コ
ワ
ク
て
な
か
な
か
お
い
し
い
も
の
で
あ
っ
た
｡
供
え
た
ヤ
キ
ゴ
メ
を
子
ど
も
が
食
べ
る
と

｢ど
こ
そ
こ
の
小
僧
が
食

っ
た
｡
よ
か
っ
た
'
よ
か
っ
た
｣
と
喜
ん
だ
｡
ま
た
サ
カ
キ
を
立
て
赤
飯
を
供
え
る

例
も
伝
わ
っ
て
い
る
｡

茶
の
ま
じ
な
い

五
月

1
日
の
朝
に
､
佃
の
地
境
や
屋
敷
の
ク
ネ
に
植
え
て
あ
る
お
茶
の
糞
を
つ
ん
で
'
午
前
十
時
ま
で
に
製

茶
し
た
'

一
番
茶
を
飲
む
と
中
気
に
か
か
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
｡

琶
除
け

五
月
の
上
旬
に
､
榛
名
山
の
札
を
シ
ノ
ダ
ケ
の
先
端
に
は
さ
み
､
苗
代
に
立
て
る
こ
と
が
あ
っ
た
｡
竹
は

一

メ
ー
ト
ル
-
ら
い
の
長
さ
で
あ
る
｡
刺
す
場
所
は
苗
代
の
隅
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
よ
か
っ
た
.
琶
除
け
と
い
う
｡

端
午
の
節
供

五
月
五
日
の
男
児
の
節
供
.
節
供
の
お
か
ざ
り
は
武
者
人
形

･
兜
な
ど
の
ウ
チ
カ
ザ
-
と
､
庭
に
峨

･
鯉
職

を
立
て
る
ソ
ト
カ
ザ
-
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
飾
り
は
'
初
節
供
の
際
に
嫁
の
里
や
親
戚
か
ら
肥
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
.
贈

っ
て
く
れ
た
家
に
は
お
返
し
と
し
て
'
オ
カ
シ
ワ

(柏
餅
)
を
折
に
入
れ
､
鰹
節
と
干
鱈
に
菖
蒲
を

付
け
て
と
ど
け
る
O
オ
カ
シ
ワ
は
棒
粉
で
作
る
｡
相
の
糞
は
前
年
の
六
月
に
と
り
､
ゆ
で
て
糸
に
通
し
て
乾
か

し
て
お
い
た
も
の
を
使
う
｡
こ
の
こ
ろ
は
ち
ょ
う
ど
苛
の
収
獲
期
で
い
そ
が
し
く
､
こ
の
オ
カ
ソ
ワ
を
作
る
た

め
に
そ
の
家
の
女
衆
は
夜
通
し
が
ん
ば
っ
た
と
い
う
｡

鯉
臓
は
四
月
末
頃
あ
た
り
か
ら
揚
げ
る
｡
竿
の
頭
に
カ
ラ
カ
ゴ
を
付
け
'
そ
の
下
に
吹
き
流
し
を
､
そ
し
て

大
き
い
鯉
か
ら
小
さ
い
鯉
と
順
に
付
け
る
｡
カ
ラ
カ
ゴ
は
ハ
ナ
カ
ゴ

･
コ
イ
ノ
タ
マ
と
も
呼
ば
れ
る
丸
い
髄
で

あ
る
｡
こ
れ
は
寵
屋
さ
ん
に
作
っ
て
も
ら
う
｡
カ
ラ
カ
Tl
は
風
が
吹
-
と
'
竹
が
翻
っ
て
ビ
ラ
ビ
ラ
と
き
れ
い

な
音
が
す
る
.
五
日
の
朝
は
屋
根
に
菖
蒲
二
束
に
ヨ
モ
ギ
を
束
ね
た
も
の
を
あ
げ
る
｡
夜
は
'
毒
蛇
や
毒
虫
に

さ
さ
れ
な
い
よ
う
に
､
菖
蒲
の
湯
に
は
い
り
健
康
を
願
う
｡

コイ
ノ
ポ
リ
と
カ
ラ
カ

T1

(小
山義
l
家

･
新
羽

･
糾
)

..
I..
TI

簡

潤

照
雄
-･-山･･る



苅11諜 年 【い 行 中 654

カ
ラ
カ
ゴ

(内
野
勝
明
家

中
川

ウ
マ
を
使
っ
て
の
ス
ジ
つ
け

(
EE
九
椅
家

･
池
辺

6
)
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三
月
の
女
子
の
節
供
と
同
様
に
嫁
に
ひ
ま
が
与
.与
り
れ
'
実
家
に
帰

っ
て

一
泊
し
た
O
こ
の
時
､
柏
餅
と
カ

サ
一コ
あ
る
い
は
干
鱈
を
み
や
げ
に
持

っ
て
帰

っ
た
｡
節
供
が
お
わ
る
と
'
ニ
ー
三
日
の
う
ち
に
飾
り
を
か
た
づ

け
る
｡
早
-
飾
る
の
は
よ
い
か
い
つ
ま
で
も
出
し
て
お
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
｡

タ
ウ
ナ
イ
正
月

五
月
二
十
日
ご
ろ
､
田
に
水
を
ひ
き
タ
オ
コ
シ
が
お
こ
な
わ
れ
､
こ
の
仕
事
が
お
わ
る
と

｢
タ
ウ
ナ
イ
正
月
｣

が
出
さ
れ
て
休
ん
だ
｡

田
植

六
月
は
た
ん
ば
の
仕
事
で
い
そ
が
し
い
月
で
あ
る
｡
か
つ
て
は
田
植
唄
が
あ

っ
て
'
朝
は
朝
の
田
植
唄
へ
昼

は
昼
の
田
植
唄
な
ど
を
う
た
い
な
が
ら
田
植
を
お
こ
な

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
な
お
ナ
イ
･,,
(楢
柾
後

の
四
十
九
日
目
)
と
卯
の
日

(憂
い
が
-
る
)
に
は
EB
権
は
し
な
い
も
の
と
い
う
｡

サ
ナ
ブ
リ
と
タ
ウ
エ
正
月

サ
ナ
プ
-
は
田
植
が
お
わ
っ
た
あ
と
､
田
植
を
手
伝
い
あ
っ
た
近
所
ど
う
L
が
あ

っ
ま
っ
て
マ
ゼ
メ
ン
や
赤

飯
を
た
い
て
､
田
植
の
終
了
を
祝

っ
た
｡
こ
の
行
事
は
名
家
の
田
植
が
お
わ
っ
た
と
き
に
お
こ
な
う
の
で
'
家

ご
と
に
日
が
こ
と
な
る
｡
ま
た
家
に
よ
っ
て
は
手
伝

っ
て
く
れ
た
蒙
に
ご
馳
走
を
く
ぼ

っ
た
｡
ム
ラ
中
の
田
植

が
終
る
と
､
｢
タ
ウ
エ
正
月
｣
と
い
っ
て
'
ム
ラ
人
全
員
の
休
日
が
出
た
.

井
戸
替
え

七
月
七
日
は
イ
ド
ガ
工
と
い
っ
て
'
井
戸
の
水
を
か
い
だ
し
梢
揃
を
お
こ
な

っ
た
｡

七
夕

(七
夕
節
供
)

七
月
七
日
に
お
こ
な
う
星
祭
り
で
あ
る
｡
以
前
は

L
月
お
く
れ
で
八
月
に
お
こ
iu,6
つ
て
い
た
が
､
太
平
洋
戟

争
後
は
新
暦
で
お
こ
な

っ
て
い
る
｡
朝
早
く
里
芋
の
柴
に
た
ま
っ
た
話
を
尖
め
て
そ
れ
で
弧
を
す
り
､
短
冊
に

書
く
と

｢手
が
あ
が
る
｣
(上
達
す
る
)
な
ど
と
い
う
｡
色
紙
や
半
紙
の
短
冊
に
は

｢天
の
川
｣
｢七
夕
祭
り
｣

や
色
々
の
願
い
ご
と
を
脊

い

て
孟
宗
竹
の
枝
葉
に
つ
る
し
た
o
こ
の
竹
を
ト
ン
ボ
グ
チ
の
住
や

庭
に
立
て
て
お

EE!他

Ej柏
は
'
サ
ツ
キ

(単
月
)
に
サ
オ
リ
に
よ
っ
て
旧

の
神
を
む
か
え
'
田
の
神
を
つ
か
さ
ど
る
サ
オ
ト
メ

(甲
乙
女
)

が
田
植
を
お
こ
な
い
､
そ
の
の
ち
'
サ
ナ
プ
リ
に
よ
っ
て
田
の

神
を
お
く
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
サ
ン
キ
･
サ

オ
リ
･
サ
オ
ト
メ
･
サ
ナ
プ
-
の
サ
は
､
稲
の
神
い
わ
ゆ
る
田

の
神
を
意
味
し
て
い
る
｡

七
夕

彦
星
･
絞
姫
の
観
念
は
'
中
国
か
ら
つ
た
.見
ら
れ
た

も
の
で
'
奈
良
平
安
時
代
の
出
版
の
女
性
は
､
乞
巧
負
と
称
し
､

尻
に
む
か
っ
て
自
分
の
技
巧
の
上
達
を
ね
が
っ
た
｡

1
カ
'
我

'ナパ'
7ノ

国
に
も
棚
織
女
の
信
仰
が
あ
っ
た
｡
棚
模
女
は
'
水

辺で
機
を

お
り
つ
つ
神
の
訪
れ
を
ま
つ
少
女
の
こ
と
で
､
七
夕
は
こ
の
民

間
信
仰
と
乞
巧
典
と
が
む
す
ぴ
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

笹
竹
に
短
冊
を
つ
け
か
ざ
る
こ
と
は
､
江
戸
時
代
以
降
'
寺
子

屋
や
学
校
教
育
の
も
と
で
'
出
族
社
会
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

行
耶
内
容
が
し
だ
い
に
1
殻
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
と
さ

れ
て
い
る
｡
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き
'
八
日
に
は
子
供
た
ち
が
早
淵
川
に
流
し
に
行

っ
た
が
'
現
在
は
川
に
は
流
さ
な
い
｡
ま
た
こ
の
日
は
嫁
に

一
泊
の
ひ
ま
が
与
え
ら
れ
実
家
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
O
そ
の
際
'
ソ
ウ
メ
ン
を
み
や
け
に
持

っ
て
帰

っ
た
の

で
七
夕
を
ソ
ウ
メ
ン
ゼ
ノ
ク
と
も
呼
ん
で
い
る
.0

祇
園

七
月
十
四
日

･
十
五
日
の
両
日
を
祇
園
ま
た
は
祇
園
休
み
と
い
い
へ
午
後
か
ら
は
仕
事
は
休
み
で
あ

っ
た
o

子
と
も
た
ち
は
新
し
い
着
物
を
着
せ
て
も
ら
い
､
夜
は
白
い
飯
を
金

へ
る
目
で
あ

っ
た
O
ま
た
小
麦
が
と
れ
た

こ
ろ
な
の
で
､
精
米
所
で
粉
に
ひ
い
て
も
ら
い
'
攻
は
ウ
ト
ン
を
打

っ
て
作

っ
て
食

へ
た
｡
｢
ヅ
ツ
ナ
シ
モ
ノ

ノ

セ
ソ
ク
バ
タ
ラ
キ
｣
と
い
い
､
こ
れ
は
み
ん
な
が
休
む
と
き
は
休
め
と
い
う
意
味
で
あ
る
O
紙
園
は
楽
し

み

の

日
で

あ

っ
た
｡

虫
干
し

土
用
の
日
に
は
虫
干
し
を
お
こ
な
い
'
土
用
餅
を
つ
い
て
食

へ
る
｡
こ
の
頃
は
川
の
水
は
少
な
く
な

っ
て
お

り
カ
イ
ポ
-
で
鰻

･
鮒

･
泥
始
な
と
を
と

っ
た
o
ま
た
エ
ゴ
ノ
キ
の
実
を
臼
で
つ
き
川
に
流
し
て
魚
を
と

っ
た
｡

た
い
へ
ん
楽
し
い
遊
び
で
あ
っ
た
｡

虫
送
り

｢
ト
ヨ
ウ
サ
プ

ロ
ウ
｣
と
い
っ
て
土
用
の
入
り
か
ら
三
日
目

(七
月
二
十
二
日
前
後
)
の
夜
に
お
こ
な
う
｡

鎮
守
に
氏
子
が
あ

つ
ま
り
御
神
酒
を
あ
げ
た
の
ち
､
太
鼓
を
先
頭
に
タ
イ
マ
ツ

(枯
れ
た
竹
を
束
ね
て
作
る
)

を
も

っ
た
村
人
の
行
列
が
神
殿
を
三
回
左
ま
わ
り
に
ま
わ
っ
て
ム
ラ
境

へ
向
う
｡
行
列
は
途
中
の
チ
ュ
ウ
ヤ
ド

(中
宿
)
で
酒
と
夜
食
を
と
る
｡
ム
ラ
境
に
つ
-
と
､
そ
こ
で
残

っ
た
タ
イ
マ
ツ
を
積
み
か
さ
ね
て
燃
や
し
'

悪
虫
を
追
い
払
う
.
こ
の
と
き
タ
イ
マ
ツ
の
火
が
途
中
で
消
え
る
と
縁
起
が
悲
い
と
い
わ
れ
て
い
た
｡

虫
送
り
が
無
事
に
お
わ
っ
た
時
点
で
､
壱
隼
田
の
長
が
区
長
に
イ
チ
ニ
チ
正
月
ま
た
は
,,,
ッ
カ
正
月
を
要
請

し
､
そ
の
場
で
休
日
が
決
め
ら
れ
た
｡

こ
の
行
事
は
し
だ
い
に
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
り
､
単
に
当
日
は
､
午
後
二
時
こ
ろ
に
氏
子
が
鎮
守
に
あ

つ
ま
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り
'
御
神
酒
を
供
え
､
酒

･
肴

･
菓
子
を
飲
み
食
い
す
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
.
昭
和
五
十
二
年
の
夏
に
'
茅

ヶ
崎
の
杉
山
神
社
で
､
か
つ
て
の
虫
送
り
行
郡
を
記
録
す
る
た
め
に
再
現
が
お
こ
な
わ
れ
允
.
そ
の
後
､
南
山

田
で
復
活
し
､
山
田
神
社
で
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

オ
シ
メ
リ
正
月
と
雨
乞
い

オ
シ
メ
リ
正
月
は
ア
メ
7
-
正
月
と
も
い
い
､
晴
天
が
続
き
'
や
っ
と
雨
が
降
る
と
'
区
長
が
カ
イ
ブ
ン

(回
文
)
を
ま
わ
し
て
午
後
を
休
み
と
し
た
｡
こ
の
臨
時
の
正
月

(休
日
)
は
時
と
し
て
午
後
半
日
の
休
み
が

三
口
間
続
く
の
で
-
ノ
カ
正
月
と
も
い
っ
た
｡

オ
カ
ブ

(陸
稲
)
の
作
柄
が
晴
天
続
き
で
心
配
と
な
っ
た
と
き
へ
大
山
ま
い
り
を
し
て
竹
筒
や
徳
利
に
大
山

の
お
水
を
い
た
だ
い
て
き
た
｡
帰
路
立
ち
ど
ま
る
と
そ
こ
に
雨
が
降
る
か
ら
と
い
い
､
ま
っ
す
く
に
帰
ら
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
｡
お
水
が
着
-
と
'
若
い
衆
が
川
に
は
い
り

｢
ザ
ン
ゲ

ザ
ン
ゲ

ロ
ッ
コ
ン
シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
｣

と
い
う
か
け
声
と
と
も
に
龍
頭
へ
お
水
を
か
け
､
雨
乞
い
を
し
た
｡
雨
が
降
る
と
､

こ
れ
を
祝

っ
て
オ
シ
メ
リ

正
月
が
出
さ
れ
た
｡

第
五
節

盆

八
月
は
オ
ボ
ン
ツ
キ
と
呼
ば
れ
る
O
こ
の
盆
は
年
中
行
群
の
な
か
で
も
正
月
と
典
に
大
き
な
行
事
で
あ
る
｡

盆
提
灯

八
月

1
日
に
盆
提
灯

(古
-
は
燈
他
で
あ
っ
た
)
を
軒
下
に
つ
る
し
三
卜

1
日
ま
で
さ
け
て
お
-
｡
盆
提

灯

は
卵
型
で
柄
の
つ
い
た
も
の
で
あ
る
｡
は
じ
め
は
提
灯
の
位
置
を
低
-
し
て
お
-
が
十
五
日
ま
で
に
だ
ん
だ

ん

と
高
-
す
る
と
い
う
.
新
盆
の
蒙
で
は
そ
の
他
に
白
い
提
灯
を
も
う
ひ
と
つ
さ
げ
る
O
親
戚
か
ら
も
白
い
提
灯

が
贈
ら
れ
る
の
で
､
墓
所
に
つ
る
し
て
こ
わ
れ
る
ま
で
お
-
｡
家
に
よ
っ
て
は
､
後
日
に
燃
や
す
家
も
あ
る
｡

こ
の
新
盆
の
提
灯
は
三
年
の
間
は
盆
中
は
つ
る
す
も
の
と
い
う
｡
庭
に
杉
の
丸
太
を
立
て
'
こ
れ
に
柴
が
つ
い

大
山
阿
夫
利
神
社

(63
)

盆
連
打

(額
塚

一
夫
家

･
北
山
田
･
50
)
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て
い
る
杉
の
枝
三
本
与
三
1段
に
離
し
て
結
び
つ
け
る
O
新
盆
の
年
に
は

一
番
下
の
枝
に
'
二
年
目
は
二
番
目
の

警

鐘
灯

(岩
崎
勝
久
苧

牛
久
保
琵

盲
ia
･
tR
)

枝
に
'
三
年
目
は

l
番
上
の
枝
に
提
灯
を

つ
る
し
た
家
も
あ
る
｡
な
お
目
を
わ
ず
ら
わ
な
い
と
い
っ
て
九
月
三

日
ま
で
盆
提
灯
を
つ
る
し
て
お
く
家
も
あ
る
｡

墓
掃
除

八
月

1
日
に
鮎
の
掃
除
を
お
こ
な
う
.
そ
の
後
､
十
三
日
ま
で
の
間
に
も
う

一
度
お
こ
な
う
家
も
あ
る
｡

ナ
ノ
カ
ゼ

ソ
ク

お
盆
前
の
八
月
七
日
に
は
'
嫁
に
行

っ
た
も
の
や
分
家
に
出
た
も
の
が
オ
セ
ッ

ク

(中
元
)
を
持

っ
て
実
家

に
帰

っ
て
-
る
｡
オ
セ
ノ
ク
の
品
物
は
決
ま
っ
て
い
な
い
が
､
ソ
バ
や
ソ
ウ
メ
ン

が
多
い
｡
時
に
は
小
麦
を
粉

に
ひ
い
て
も
ら
い
百
匁
ず

つ
袋
に
入
れ
､
こ
れ
に
砂
糖
や
揖
油
を
添
え
て
贈
る
場
合
も
あ

っ
た
.
両
親
の
健
在

中
は
､
こ
の
月
に
帰
る
だ
け
で
盆
中
に
は
帰
ら
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
｡

施
餓
鬼

施
餓
鬼
の
日
に
は
寺
で
は
法
類
を
頼
み
'
大
勢
で
お
経
を
あ
げ
る
｡
培
家
で
は
戸
主
が
米
あ
る
い
は
金
銭
を

も

っ
て
寺
に
詣
で
る
0
本
等
の
前
の
施
餓
鬼
の
棚
に
卒
塔
婆
を
お
き
､
檀
家
は
座
を
し
め
る
0
読
経

･
焼
香
の

の
ち
'
墓
参
り
を
し
て
先
祖
代
々
の
卒
塔
婆
を
立
て
る
O

新
盆
の
家
々
で
は
親
戚
全
員
が
寺
に
あ

つ
ま
る
.
先
祖
の
施
餓
鬼
と
同
時
に
お
こ
な
う
場
合
も
あ
る
｡
寺
に

よ
っ
て
は
午
前
中
に
お
こ
な
う
場
合
も
あ
る
｡
卒
塔
婆
代
と
し
て
全
集
を
も
っ
て
い
く
が
､
か
つ
て
は
米
で
あ

っ

た
｡
仏
が
男
の
場
合
は
三
角
'
女
の
場
合
は
E
]角
に
作

っ
た
晒
の
袋
に
米

一
升
あ
る
い
は
麦
二
升
を
入
れ
､
名

を
畜
い
て
､
麻
の
紐
で
結
ん
で
寺
に
も
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
.
ま
た
参
道
脇
の
地
蔵
さ
ん
の
市
に
倍
ぐ

ら
い
の
大
き
さ
に
編
ん
だ
ゾ
ウ
-
を
か
け
'
足
が
丈
夫
で
あ
る
よ
う
に
願

っ
た
｡
本
尊
の
前
に
新
し
い
仏
の
戒

名
を
む
い
た
卒
塔
婆
を
立
て
て
'
そ
の
前
に
す
わ
り
'
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
｡
な
お
合
同
で
お
こ
な
う
場
合

は
'
新
盆
の
家
の
者
と
そ
の
は
か
の
家
の
者
は
別
々
に
座
を
し
め
る
｡

寺
に
よ
っ
て
は
寺
当
番
が
､
早
め
に
寺

へ
い
き
'
ソ
ウ
メ
ン
･
カ
ボ
チ
ャ
の
煮
物

･
キ

ュ
ウ
リ
も
み
な
ど
を

迎
え
境
灯

(栗
原
iP
J政
家

･
兼
山
E
T

5
)
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寺
の
人
と
い
っ
し
ょ
に
作
る
｡
材
料
の
野
菜
は
も
ち
よ
っ
た
り
'
買

っ
た
り
す
る
0
1

-

二

時

こ
ろ
檀
家
が
あ

っ
ま

っ
て
'
こ
の
精
進
料
理
を
食

へ
る
｡
そ
の
時
に
維
持
費
と
粉
あ
る
い
は
粉
代
を
あ

つ
め
る
0

盆
棚

盆
の
イ
-
の
朝
に
､
E
]斗
樽
や
机
な
ど
を
使

っ
て
盆
棚
を
仏
壇
の
前
に
作
る
｡
棚
の
上
に
は
茅
で
編
ん
だ
ゴ

サ
を
し
き
'
位
牌
を
出
し
､

ス
イ
カ

･
ナ
ス
･
ウ
リ

･
ブ
ド
ウ

･
サ
ト
イ
モ

･
カ
ボ
チ
ャ

･
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な

と
の
供
え
物
を
す
る
｡
家
に
よ

っ
て
は
ホ
オ
ス
キ
の
赤
い
実
を
頑
に
み
た
て
'
半
紙
を
着
物
に
し
て
か
ぶ
せ
､

中
に
蕎
麦
粉
を
入
れ
､

ソ
ウ
メ
ン
を
帯
に
し
め
た
形
代
を
二
つ
作
り
仏
壇
の
両
脇
に
供
え
る
場
合
も
あ
る
0
位

牌
は
出
さ
ず
供
え
物
だ
け
を
お
-
家
も
あ
る
｡
棚
の
ま
わ
り
に
笹
竹
二
本
あ
る
い
は
四
方
に
四
本
を
立
て
'
茅

で
な

っ
た
縄
を
は
り
､
そ
こ
に
新
し
-
と
れ
た
稲

･
粟

･
稗

･
大
豆

･
柿

･
粟

･
ホ
オ
ス
キ
な
ど
を

つ
る
し
'

さ
ら
に
ヒ
ョ
ウ
コ
を
掛
け
る
家
も
あ
る
O
ヒ
ョ
ウ
コ
と
は
観
音
様

･
地
蔵
様
の
掛
軸
で
'
寺
な
ど
で
記
念
に
買

っ

た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
ほ
か
に
孟
宗
竹
で
花
立
て
や
線
香
立
て
を
作

っ
た
り
し
た
｡
盆
棚
の
下
に
撫
緑
様
用
の

食
器
が
置
か
れ
､
食
物
は
毎
食
こ
と
に
新
し
い
も
の
と
替
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
供
え
も
の
や
作
り
も
の
は
十

六
日
に
か
た
つ
け
､
か

つ
て
は
早
淵
川
に
流
し
た
が
､
現
在
は
燃
や
し
て
い
る
｡

迎
え
火

十
三
日
に
線
香
と
花
を
も

っ
て
墓
ま
い
り
に
行
-
｡
こ
の
と
き
ス
ク
-
道

(近
道
)
は
通
ら
ず
､
ち
ゃ
ん
と

し
た
道
を
通
り
へ
家
と
墓
を
往
復
す
る
｡
こ
れ
は
オ

ソ
ヨ
ロ
サ
マ
が
道
に
迷
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
｡

ソ
nl
ウ
ク
チ
の
道
の
脇
に
約
五
十
セ
ン
チ
E
I方
'
高
さ
十
五
セ
ン
チ
の
ツ
カ
あ
る
い
は
ス
ナ
モ
リ
と
い
う
土
也

を
築
き
'
花
立
と
線
番
立
て
を
お
き
'
ナ
ス
と
キ

ュ
ウ
-
に
オ
カ
ラ
の
足
を

つ
け
た
牛
馬
を
家
の
方

へ
む
け
て

お
く
｡

ソ
ウ
メ
/
を
ゆ
で
て
手
綱
と
し
て
つ
け
る
家
も
あ
る
｡
馬
の
餌
と
し
て
サ
ト
イ
モ
の
黛
の
上
に
ア
ラ
イ

ギ

つ
ま
り
丑
の
日
に
き

っ
た
ナ
ス
と
米
を
盛
る
.
盆
の
花
で
あ
る
-
ソ
ハ
羊
の
束
で
水
を
か
け
る
｡
-
ソ
ハ
半

は
紫
色
の
小
さ
な
花
を
つ
け
る
植
物
で
'
若
葉
は
食
用
と
な
り
､
干
し
も
の
に
す
る
と
下
痢
と
め
の
業
と
も
な

っ

た
｡
そ
の
た
め
と
こ
の
家
で
も
､
畑
の
隅
に
こ
の
-
ソ
ハ
ギ
を
植
え
て
い
た
O



ソ
ヨ
ウ
ク
チ
で
モ
ン
ム
カ
エ
ヒ
と
い
っ
て
'
夕
方
の
な
る
へ
く
早
い
時
刻
に
迎
え
火
の
ム
ギ
カ
ラ
を
燃
や
す
｡

こ
の
迎
え
火
に
あ
た
る
と
病
気
､
特
に
中
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
｡
迎
え
火
が

つ
-
と

｢
こ
の
馬
に
の
っ
て
､

こ
の
明
り
を
た
よ
り
に
､
と
う
ぞ
お
早
-
お
い
で
な
さ
い
ま
し
｣
と
い
っ
て
オ
ン
ヨ
ロ
サ
マ
を
む
か
え
る
｡
こ

の
と
き
'
馬
を
そ
っ
と
母
屋
の
縁
側
に
運
び
､
オ
シ
ョ
ロ
サ
マ
を
家
の
な
か
に
入
れ
る
0
馬

(
キ

ュ
ウ
リ
)
は

牛
よ
り
も
速
い
た
め
､
速
い
馬
に
乗

っ
て

l
刻
も
速
く
家
に
帰

っ
て
き
て
も
ら
う
の
だ
と
い
う
D
ま
た
オ
ノ
ヨ

ロ
サ
マ
を
オ
フ
ル
ま
ね
を
し
て
座
敷
の
縁
側
の
と
こ
ろ
で
お
ろ
し
て
や
る
と
い
う
家
も
あ
る
.
ま
た
寺
の
地
蔵

さ
ん
が
オ
ン
ヨ
ロ
サ
マ
を
送

っ
て
き
て
く
れ
る
と
も
い
う
｡
こ
の
オ
シ
ョ
ロ
サ
マ
が
無
縁
仏
を
連
れ
て
-
る
な

と
と
も
い
う
｡

盆
の
食
物

十
三
日
に
は
ム
カ
エ
団
子
や
餅
を
準
備
し
て
供
え
､
十
五
日
に
は
オ
-
ヤ
ケ

(
オ
ク
-
)
団
子
を
作

っ
て
供

え
る
0
そ
の
は
か
こ
の
三
日
間
は
三
度
の
食
事
こ
と
に
､
異
な
る
物
を
作

っ
た
り
､
め
ず
ら
し
い
食
物
を
買

っ

て
供
え
る
も
の
と
い
わ
れ
'
ふ
だ
ん
は
め

っ
た
に
作
ら
な
い
寿
司
や
白
玉
な
と
を
作
る
｡
撫
縁
仏
の
た
め
に
も

膳
を
用
意
し
､
盆
棚
の
下
に
供
え
る
O
オ
シ
ョ
ロ
サ
マ
の
箸
は
カ
ラ
ハ
ノ
と
い
っ
て
オ
カ
ラ
で
作
り
､
食
器
も

た
い
せ

つ
に
保
管
し
て
お
い
た
オ
ン
ヨ
ロ
サ
マ
用
の
も
の
を
使
う
｡
｢
盆
々
と
て
も
今
日
明
日
は
か
り
'
貧
乏

彼
岸
は
七
日
あ
る
｣
と
い
う
言
柴
が
知
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
仏
様
に
と

っ
て
は
'
盆
は
供
物
が
多
い
が
期

間
が
短

い
の
で
､
日
数

の
多

い
彼
岸

の
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
背
心味
で
あ
る
O
か

つ
て
は
盆
中
は
ク
サ
イ
モ
ノ

(生
臭
物
)
を
食

へ
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
が
'
現
在
は
気
に
し
な
く
な

っ
て
い
る
0

棚
経

十
三
～
十
五
日
の
間
に
僧
侶
が
来
て
経
を
あ
げ
る
｡
ま
た
嫁
に
行

っ
た
娘
な
と
が
墓
参
り
に
帰

っ
て
き
た
り
､

親
戚
の
家
の
人
た
ち
も
来
て
く
れ
る
の
で
客
が
た
え
な
い
｡
ま
た
こ
ち
ら
か
ら
も
間
を
み
て
親
戚
の
家
々
へ
で

か
け
る
｡

盆
念
仏

棟
経

(吉
野
功
家
･
大
棚
･
60
)

茶
を
カ
ラ
ム
シ
の
集
に
つ
つ
み
､
ナ
ス
の
年
に
振
分
け
に
か
け
る

(吉
野
功
家
･
大
棚
･
6
)



新
盆
の
家
に
は
十
四
日
に
講
中
の
人
た
ち
が
数
珠
と
鉦
を
も

っ
て
き
て
念
仏
を
唱
え
て
く
れ
る
｡
冷
奴

･
天

ぷ
ら

･
酒
を
ふ
る
ま

っ
た
o
な
お
盆
中
に
人
が
亡
-
な
る
と
そ
の
人
の
新
盆
は
次
の
年
に
な
る
O

送
り
火

十
五
日
の
夜
遅
-
ま
で
､
オ
ン
ョ
ロ
サ
マ
に
い
て
も
ら
う
た
め
､
送
り
火
は
真
夜
中
に
た
か
れ
る
｡
ナ
ス
や

キ

ュ
ウ
-
の
牛
馬
を
外
に
向
け
る
｡
ム
ギ
カ
ラ
を
用
意
し
'
線
香
を
あ
げ
て
火
を
燃
や
し
､
｢
と
う
そ
､
ゆ
っ

-
り
帰

っ
て
お
-
ん
な
さ
い
ま
し
｣
｢来
年
も
来
て
-
ん
な
ま
し
｣
と
い
っ
て
オ
ゾ
ヨ
ロ
サ
マ
を
送
り
だ
す
｡

家
に
よ
っ
て
は
み
や
け
物
と
し
て
茶
や
米
を
カ
ラ
ム
シ
の
柔
や
半
紙
に
つ
つ
ん
で
振
分
け
に
し
た
り
､
蕎
麦
な

ど
を
荷
物
と
し
て
､
来
る
と
き
と
は
逆
に
足
の
遅
い
牛

(
ナ
ス
)
に
背
負
わ
せ
'
菓
子
や
果
物
を
土
地
の
前
に

お
い
て
お
わ
か
れ
を
す
る
｡
こ
の
と
き
十
三
日
に
送

っ
て
き
て
-
れ
た
地
蔵
さ
ん
が

｢
お
ま
え
さ
ん
は
ア
ッ
チ
､

お
ま
え
さ
ん
は
コ
ッ
チ
｣
と
オ
シ
ョ
ロ
サ
マ
を
墓
に
帰
し
て
-
れ
る
と
い
う
O

キ
ガ
ラ
チ
ャ

十
六
目
の
朝
早
-
､
起
き
ぬ
け
に
お
茶
を
わ
か
し
て
､
そ
れ
に
塩
を
加
え
た
キ
カ
ラ
チ
ャ

(黄
枯
茶
)
の
こ

飯
を
炊
-
.
キ
カ
ラ
チ
ャ
メ
シ
で
あ
る
｡
最
近
で
は
醤
油
で
炊
く
よ
う
に
な
っ
た
.

第
六
節

秋
か
ら
冬
の
行
事

風
ま
つ
り

(二
百
十
日
)

こ
の
日
は
ア
レ
ビ
と
い
う
O
九
月

1
日
は
嵐
が
来
な
い
よ
う
に
と
い
っ
て
､
仕
事
を
休
み
､
こ
馳
走
を
作

っ

て
食

へ
た
.
こ
の
日
に
堰
を
と
り
は
ら
っ
た
O
ま
た
二
百
二
十
日
も
同
様
に
仕
事
を
休
む
場
合
も
あ
る
｡

十
五
夜

十
五
夜
の
月
見
は

一
月
お
-
れ
の
九
月
十
五
日
に
お
こ
な
う
家
が
多
い
が
'
旧
暦
の
八
月
十
五
日
に
お
こ
な

う
家
も
み
ら
れ
る
｡

送
り
火

(吉
野
功
家
･
大
棚
･
54
)
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供
物
は
全
て
十
五
個
準
備
さ
れ
る
0
そ
れ
ら
は
団
子

･
ポ
タ
モ
チ
あ
る
い
は
餅
と
'
サ
ツ
マ
イ
モ
･
サ
ト
イ

モ
･
カ
キ

･
ク
リ
な
ど
の
自
家
作
物
と
豆
腐
の
類
で
あ
る
｡
最
近
で
は
団
子
に
代
わ
り
お
む
す
び
や
ご
飯
や
米

を
供
え
る
家
も
あ
る
｡
芋
や
粟
は
洗

っ
て
生
の
ま
ま
丸
ご
と
供
え
る
家
と
､
火
を
通
し
て
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に

し
て
供
え
る
家
と
が
あ
る
｡
ま
た
今
年
と
れ
た
大
豆
を
豆
･H
屋
に
も

っ
て
い
き
豆
腐
に
作

っ
て
も
ら
い
､
そ
の

う
ち

1
丁
を
十
五
個
に
切

っ
て
供
え
る
O
家
に
よ
っ
て
は
ケ
ン
テ
ン
汁
に
し
て
供
え
る
o
豆
腐
を
供
え
る
の
は

マ
メ
に
な
る
よ
う
に
と
の
意
味
で
あ
る
0

月
に
む
か
っ
て
縁
側
に
台
を
お
い
て
'
御
神
酒

･
灯
明

･
供
物
を
飾
り
つ
け
外
側
に
箸
を
そ
ろ
え
る
｡
ス
ス

キ

･
カ
ル
カ
ヤ

･
オ
-
ナ
エ
ソ
･
ワ
レ
モ
コ
ウ

･
キ
キ
ョ
ウ
な
ど
の
花
を
飾
る
｡
家
族
で
月
に
向

っ
て
柏
手
を

う
っ
た
の
ち
'
御
神
酒
を
い
た
だ
き
飲
食
し
た
｡

か
つ
て
は
子
供
た
ち
が
よ
そ
の
家
に
そ
っ
と
し
の
び
こ
み
､
釘
を
さ
し
た
長
い
棒
で
供
物
の
団
子
な
ど
を
刺

し
て
盗
み
食
べ
た
｡
こ
う
す
る
と
子
供
た
ち
は
悪
い
病
気
に
か
か
ら
な
い
と
い
い
､
ま
た
盗
ま
れ
た
家
で
は
作

柄
が
よ
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
た
｡
そ
の
た
め
家
人
は
盗
ま
れ
る
こ
と
を
菖
こ
ん
だ
と
い
う
｡

カ
リ
ア
ゲ

稲
刈
り
が
終
了
す
る
と
､
半
日
の
カ
リ
ア
ゲ
正
月
が
出
さ
れ
､
鎌
を
神
棚
に
あ
げ
､
赤
飯
や
白
い
飯
'
ま
た

カ
-
ア
ゲ
の
ポ
タ
モ
チ
な
ど
を
供
え
て
'
稲
刈
り
が
お
わ
っ
た
こ
と
を
感
謝
し
た
.
太
平
洋
城
争
前
は
'
こ
の

日
に
､
ご
飯
に
醤
油
を
か
け
た
醤
油
飯
を
食

へ
た
も
の
だ
と
い
う
O
ま
た
稲
刈
り
期
に
は
疲
れ
を
い
や
す
た
め
､

栄
養
補
給
と
し
て
小
豆
入
り
の
お
粥
を
食

へ
た
｡

コ
キ
ア
ゲ
の
ポ
タ
モ
チ
と
ア
キ
ア
ガ
リ

稲
こ
き
の
仕
事
が
お
わ
る
と
コ
キ
ア
ゲ
の
ポ
タ
モ
チ
を
作

っ
て
祝
う
｡
籾
は
む
し
ろ
の
上
で
干
さ
れ
る
｡
そ

し
て
ア
キ
ア
ガ
リ
と
い
っ
て
､
嫁
は
オ
ハ
ギ
や
赤
飯
を
も

っ
て
二
～
三
日
実
家
に
帰

っ
た
o

十
三
夜

十
五
夜
と
同
様
に
お
こ
な
う
O
供
物
は
十
三
個
で
あ
る
O

一
月
遅
れ
の
十
月
十
三
口
の
夜
の
場
合
が
多
い
が
､

十
五
夜

(吉
野
金
次
郎
家

･
大
棚

･
6
)

註

十
五
夜

十
五
夜
の
も
っ
と
も
特
徴
的
な
行
事
は
､
サ
ト
イ

モ
を
そ
な
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
半
の
収
樺
偵
礼
で
あ
っ
た
十
荘

夜
は
､
水
稲
栽
培
の
ひ
ろ
が
り
に
と
も
な
っ
て
'
稲
の
収
穫
儀

礼
と
む
す
ぴ
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の

十
先
夜
は
文
徳
天
皇
代

(九
世
紀
)
か
ら
文
献
に
Te
･te
る
｡
十

三
夜
は
日
本
独
特
で
､
r中
右
記
｣
保
延
元
年

(
二

三
も
)

九
月
十
三
日
の
条
に
よ
る
と
'
芋
多
法
皇

(九
世
紀
末
-
十
世

紀
初
)
の
と
き
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
.
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旧
暦
の
九
月
十
三
日
に
お
こ
な
う
家
も
あ
る
｡
こ
の
十
三
夜
は
十
五
夜
を
祝

っ
た
場
合
に
は
か
な
ら
ず
お
こ
な

う
も
の
と
さ
れ
'
カ
タ
-
ツ
キ
と
い
っ
て
十
五
夜

･
十
三
夜
の
ど
ち
ら
か

一
方
だ
け
お
こ
な
う
の
は
縁
起
が
悲

い
と
さ
れ
た
.

村
々
の
例
大
祭

十
月
中
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
山
田
が
三
日
､
牛
久
保
が
十
日
'
茅
ヶ
崎
が
十
三
日

(大
正
九
年
以
前
は
五
日
)
'

大
棚

･
中
川
が
十
五
日
'
勝
田
が
十
九
日
で
あ
る
｡
最
初
の
山
田
の
祭
り
に
よ
っ
て
は
か
の
村
の
祭
り
の
規
模

が
左
右
さ
れ
た
と
い
う

(｢信
仰
と
生
活
｣

･
｢民
俗
芸
能
｣
の
章
参
照
)｡

神
嘗
祭

十
月
十
七
日
｡
鎮
守
へ
オ
サ
ン
ゴ

(栄
)
と
御
神
酒
を
供
え
る
｡

亥
の
子

十

一
月
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
祭
り
で
あ
る
｡
亥
の
子
さ
ま
に
ポ
タ
モ
チ
を
二
つ
供
え
る
｡
ホ
タ
モ
チ
は
亥

の
子
の
好
物
で
あ
る
｡
亥
の
子
の
掛
け
軸
が
あ
り
､
図
柄
は
､
顔
が
三
つ
'
手
が
六
本
'
足
が
二
本
と
な
っ
て

い
る
｡
手
が
何
本
も
描
か
れ
て
い
る
の
は

一
人
で
何
人
分
も
の
働
き
を
す
る
人
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
｡
蛙
に
ポ
タ
モ
チ
を
背
負
わ
せ
て
捗
か
せ
る
と
､
大
根
は
そ
の
姿
を
見
て
､
ぴ
っ
-
り
し
て
首
を
伸
ば
し
て

ホ
キ
ル
と
い
う
｡
午
責
は
恐
か
っ
て
首
を
ひ
っ
こ
め
る
の
で
ホ
キ
ル
と
い
う
｡
こ
れ
は
､
こ
の
季
節
に
大
根
や

牛
努
が
育

つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

七
五
三

十
1
月
十
五
日
に
宮
参
り
を
お
こ
な
う
｡
か
つ
て
は
総
領
だ
け
の
祝
い
で
あ
っ
た
｡
性
別
に
関
係
な
く
三
歳

･

五
歳

･
七
歳
の
子
ど
も
が
そ
ろ
っ
た
場
合
に
は
､
七
五
三
の
祝
い
を
し
､
ほ
か
に

1
歳
の
子
が
い
る
と
き
に
は

シ
チ
Tl
サ
ン
ビ
ン
と
い
う
祝
い
を
し
た
o
母
親
の
里
か
ら
晴
れ
着
頬
が
祝
い
と
し
て
と
と
け
ら
れ
た
.
宮
参
り

の
帰
り
に
は
､
晴
れ
着
を
親
戚
に
見
せ
に
い
っ
た
｡

亥
の
子
の
ポ
タ
モ
チ
(三
村
枯
次
郎
家
･
架
方
･
46
)
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農
作
物
品
評
会

タ
チ

ゲ

青
年
団
が
中
心
と
な
っ
て
'
立

毛

品

評
会
や
'
白
菜
が
結
球
す
る
十

一
月
二
十
日
こ

ろ
に
は
小
学
校
の
教
室

を
か
り
て

1
週
間
-
ら
い
の
農
作
物
の
品
評
会
を
お
こ
な

っ
て
い
た

(｢
ム
ラ
の
経
済
｣

の
章
参
照
)｡

ク
ワ
ア
｣十

十

一
月
の
末
'
麦
蒔
き
が
お
わ
っ
て
か
ら
へ
家
に
よ
っ
て
は
ク
ワ
ア
キ
と
い
っ
て
鎌

･
鍬

･
脱
穀
槻
な
と
に
､

赤
飯
や
ポ
タ
モ
チ
を
供
え
た
｡

恵
比
須
講

十

1
月
二
十
日
を
本
恵
比
須
と
い
い
'
こ
の
日
に
恵
比
須
講
を
お
こ
な
う
家
と
'

l
月
二
十
日
に
お
こ
な
う

家
と
､
両
日
に
お
こ
な
う
家
と
が
あ
る
｡

恵
比
須

･
大
黒
の
神
像
は
母
屋
の
オ
カ
ソ
テ
の
間
に
ま

つ
ら
れ
て
い
る
o
当
日
の
夕
方
に
尾
頭
付
き

･
こ

飯

･

蕎
麦
な
と
の
ご
馳
走
や
御
神
酒
や
灯
明
を
供
え
る
o
尾
頭
付
き
は
鯛

･
秋
刀
魚
な
と
な
ん
で
も
よ
い
が
二

尾
を

腹
合
せ
に
L
t
恵
比
須
に
む
か
っ
て
左
に
頭
を
そ
ろ
え
て
お
-
o
膳
の
木
目
は
縦
に
す
る
O
こ
の
エ
ビ
ス
セ
ン

は
日
こ
ろ
は
さ
ら
わ
れ
る
o
鎌
や
鍬
な
と
忍
具
全
部
に
御
神
酒
と
こ
馳
走
を
供
え
る
家
も
あ
る
0

ま
た
金
銭
や
財
布
を
供
え
る
と
'
金
が
ふ
え
る
と
い
わ
れ
て
お
り
'
桝
に
入
れ
て
供
え
､
｢
一
生
涯
ま
す
ま

す
ふ
え
て
-
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
｣
と
願
う
｡

恵
比
須
さ
ま
は
海
の
神
'
大
黒
さ
ま
は
陸
の
神
で
あ
る
と
い
う
｡
ま
た
恵
比
須
さ
ま
は
商
人
の
神
で
あ
る
と

か
あ
る
い
は
縁
起
の
神
で
あ
る
な
と
と
も
い
う
｡

新
嘗
祭

大
正
期
に
は
'
十

l
月
二
十
三
日
に
新
嘗
祭
を
お
こ
な

っ
た
O
宮
世
話
人
が
鎮
守
に
詣
で
そ
の
年
に
と
れ
た

新
米
を
供
え
た
o

報
恩
講

十

l
月
に
お
こ
な
わ
れ
る
浄
土
首
芸
不
の
行
事
で
'
親
驚
上
人

へ
の
法
会
で
あ
る
O
門
徒
の
人
が
寺
に
あ
つ
ま

品
評
会
の
育
村
田

馬
場
先
生
を
中
心
に
記
念
地
形
(大
棚

昭
和
三
十
年
ご
ろ
)
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オ

ト

+

り
'
ち
ら
し

･
煮
し
め

･
お
し
ん
こ
な
と
で
の

御

者

を

い
た
だ
く
｡
か
つ
て
は
門
徒
は
寺
へ
は
米

1
升
を
と
ど

け
た
が
'
現
在
は
金
銭
と
な
っ
て
い
る
0
御
嘉
の
準
備
は
当
番
制
に
な
っ
て
お
り
､
校
数
の
門
徒
が
手
伝
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
｡
お
経
を
読
ん
で
も
ら
い
､
説
教
を
聞
い
た
の
ち
､
卒
塔
婆
を
謎
に
立
て
る
.
卒
塔
婆
を
立

て
な
い
家
も
あ
る
｡

ハ
ナ
ヨ
ゴ
レ
団
子

十
二
月

l
日
O
こ
の
日
は
ハ
ナ
ヨ
コ
レ
と
い
っ
て
団
子
を
食
へ
る
｡
正
月
を
前
に
し
た
十
二
月
は
ク
レ
ツ
手

と
い
っ
て
､
半
月
で
野
良
の
仕
事
を
か
た
ず
け
､
妓
り
の
半
月
を
正
月
の
準
備
に
あ
て
た
.

ヨ
ウ
カ
ゾ
ウ

い
ま
は
す
た
れ
て
し
ま
っ
た
が
､
ヨ
ウ
カ
ゾ
ウ
の
行
事
は
昭
和
の
初
め
ご
ろ
ま
で
は
十
二
月
八
日
に
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
｡
八
日
に
家
に
災
難
を
も
た
ら
す
悪
霊
が
通
る
の
で
'
七
日
の
夜
に
籾
を
と
お
す
大
き
な
目
の
ト

オ
ン
'
あ
る
い
は
ク
ズ
カ
キ
カ
ゴ
を

1
つ
､
庇
や
屋
根
の
上
に
の
せ
た
り
､
竹
竿
の
先
に
掛
け
て
お
-
｡
こ
う

す
る
と

｢
こ
ん
な
に
目
が
た
-
さ
ん
あ
る
人
の
と
こ
ろ
に
は
､
こ
れ
な
い
｣
と
い
っ
て
想
笠
は
逃
げ
て
い
っ
て

し
ま
う
｡
八
日
の
朝
に
は
無
郡
に
す
ん
だ
お
礼
と
し
て
､
赤
飯
を
神
棚

･
仏
低
に
供
え
る
｡

ヨ
ウ
カ
ゾ
ウ
の
白
に
は

｢遠
-
へ
出
る
な
｣
｢
Tn
ウ
カ
ゾ
ウ
だ
か
ら
気
を
つ
け
ろ
｣
と
い
わ
れ
た
.
こ
の
日
､

団
子
を
母
屋
の
表
と
表
の
出
入
口
に
目
立
つ
よ
う
に
刺
し
て
お
い
た
と
も
い
う
.
そ
の
団
子
を
悪
霊
が
持
っ
て

い
-
の
で
､
な
ん
の
昏
動
も
お
こ
ら
な
い
と
も
い
わ
れ
た
｡
こ
の
ヨ
ウ
カ
ゾ
ウ
の
行
事
は
十
二
月
た
け
で
は
な

-
二
月
の
八
日
に
も
お
こ
な
わ
れ
た
o

ま
た
こ
の
日
へ
ミ
カ
エ
リ
バ
7
サ
ン
が
来
る
と
い
う
伝
承
も
聞
く
こ
と
が
で
き
る
｡
十
二
月

一
日
の
こ
と
だ

と
い
う
人
も
お
り
､
と
に
か
く
寒
い
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
人
も
い
る
｡
こ
の
伝
承
は
消
滅
に
近
い
｡
母
屋
の

蓑
と
轟
の
出
入
口
に
刺
し
た
ク
ダ
ケ

(屑
米
)
の
団
子
も
こ
の
ミ
カ
エ
リ
パ
ア
サ
ン
に
や
る
も
の
だ
と
い
う
.

こ
の
お
婆
さ
ん
は
ケ
チ
な
人
な
の
で
'
よ
い
も
の
は
大
事
と
い
う
気
持
か
ら
よ
い
米
は
使
わ
ず
'
わ
ざ
と
こ
の

お
婆
さ
ん
用
に
は
ク
ダ
ケ
で
団
子
を
作
っ
た
と
い
う
.
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星
祭
り

十
二
月
二
十
二
日
に
山
田
神
社
で
は
星
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
｡
二
十
二
日
前
に

一
覧
表
を
世
話
人
が
も

っ

て
氏
子
を
ま
わ
り
'
御
神
酒
銭
と
ひ
き
か
え
に
お
札
を
お
い
て
い
-
o

l
覧
表
を
み
て
'
星
ま
わ
り
の
よ
い
人

は
お
札
を
も
ら
う
た
け
で
よ
い
が
､
悪
い
人
は
申
し
込
み
を
し
て
'
祭
り
の
当
日
に
お
級
を
う
け
た
お
札
を
い

た
だ
-
｡
星
ま
わ
り
の
良
し
慈
し
は
'

ハ
ン
ク
ロ
は
吉
'

ソ
ロ
は
良
す
き
て
凶
､
ナ
カ
ク
ロ
は
吉
､

マ
ソ
ク
ロ

は
凶
と
い
う
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
る
｡

冬
至

こ
の
日
は
柚
を
入
れ
た
風
呂
に
入
る
と
手
足
や
肌
の
荒
れ
を
防
-
と
い
う
｡
ま
た
カ
ボ
チ
ャ
を
こ
の
日
に
食

へ
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
､
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
い
う
｡
こ
の
カ
ボ
チ
ャ
を
さ
ら
に
二
十
八
日
に
持
ち
越
し
て

お
歳
暮

年
末
に
は
嫁
は
実
家
の
親
元
に
お
歳
暮
と
し
て
オ
ソ
ナ
工
と
蛙
を
と
と
け
る
O
仲
人
に
は
蛙
を
と
と
け
る
｡

オ
ソ
ナ
工
は
'
両
親
が
健
在
な
ら
ば
二
つ
'
片
親
な
ら

一
つ
を
持

っ
て
い
っ
た
｡
こ
の
お
返
し
は
し
な
-
と
も

よ
い
o
鮭
は
生
れ
た
川
で
産
卵
す
る
の
で
､
塁
を
忘
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡
お
歳
暮
は
'
親
が
生
き
て

い
る
間
は
持

っ
て
い
-
も
の
で
あ
る
｡
長
子
が
生
れ
た
年
の
巻
に
は
'
嫁
の
里
か
ら
女
の
子
の
場
合
は
ハ
コ
イ

タ
､
男
子
の
場
合
は
ユ
-
ハ
マ
が
と
と
け
ら
れ
る
0
こ
れ
も
､
も
ら
い
っ
ぱ
な
し
に
し
て
お
返
し
は
し
な
い
｡

本
家
分
家
の
問
で
は
､
分
家
は
書
に
な
る
と
油
揚
げ
を
と
と
け
る
の
か
習
い
で
あ

っ
た
｡

火
の
寄

書
に
な
る
と
､
昭
和
十
五
年
こ
ろ
ま
で
は
夜
回
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
火
の
番
が
拍
子
木
を
た
た
き
な
が
ら

｢
こ
用
心
な
さ
い
｣
と
か

｢
こ
用
心
な
さ
れ
｣
と
い
い
な
が
ら
､

一
軒

一
軒
ま
わ
っ
て
歩
き
､
家
々
で
は
へ
そ

の
声
が
聞
こ
え
る
と
か
な
ら
ず

｢
こ
苦
労
さ
ま
｣
と
答
え
た
と
い
う
｡

燃
料
の
準
備

星
集
り

(山
田
神
社
･
51
)

r=
J
.
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･

･
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･
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十
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
は
野
良
仕
事
は
多
-
な
い
の
で
､
こ
の
間
を
利
用
し
て
モ
ヤ
カ
リ
や
ク
ズ
カ
キ

を
し
た
｡
前
者
は
山
の
梶
な
ど
に
生
え
て
い
る
推
挙
類
の
草
刈
り
で
あ
る
.
後
者
は
松
や
雑
木
難
の
落
葉
を
か

き
あ
つ
め
る
も
の
で
､
共
に
燃
料
と
す
る
も
の
は
キ
ビ
ヤ

(キ
tn
ヤ
)
に
た
め
て
お
い
た
｡
こ
の
時
期
に
大
出

に
あ
つ
め
ら
れ
る
の
は
､
奉
公
人
が
い
る
大
き
な
家
で
あ
っ
た
｡

1
般
の
良
家
で
は

一
年
を
通
じ
て
ひ
ま
を
み

つ
け
て
は
オ
オ
カ
ゴ
を
背
負
っ
て
山
に
入
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
大
風
の
あ
と
に
行
-
と
よ
い
燃
料
に
な
る
松

斐
な
と
が
た
く
さ
ん
落
ち
て
い
た
.
落
ち
葉
は
風
に
吹
か
れ
て
自
然
に
落
ち
た
の
が
い
ち
ば
ん
い
い
そ
う
で
あ

る
｡薪

は
､
山
持
ち
で
な
い
者
は
､
田
植
な
と
の
際
の
労
働
を
条
件
に
山
王
に
､
願
い
出
て
､
薪
材
を
伏
探
し
'

1
年
間
の
燃
料
を
得
る
方
法
を
と
っ
た
｡
こ
の
こ
と
を
タ
テ
ヤ
マ
と
い
う

(｢
ム
ラ
の
経
済
｣
の
章
参
照
)0

キ
ビ
十

(勝
田
･
55
)
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第

二
即

祭
嚇
子

祭
り
に
は
祭
暁
子
が
と
も
な
う
O
嚇
子
連
を
も
た
な
い
神
社
の
祭
礼
で
も
､
他
地
区
に
応
援
を
も
と
め
た
り
､

最
近
で
は
､
祭
牧
子
を
録
音
し
て
流
し
'
祭
り
の
雰
餌
気
を
盛
り
あ
げ
て
い
る
｡

fn
ウ
ト
ウ

祭
畷
子
は
'
本
来
は
街
路
で
曳
か
れ
る
山

車

や
屋
台
の
ーつ
え
で
曝
し
た
｡
こ
の

行

道

の

祭
嚇
子
に
､
里
神
楽

や
代
神
楽
の
中
子
が
と
り
い
れ
ら
れ
て
､
今
日
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
噂
子
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

神
奈
川
県
下
の
祭
嘱
子
は
､
江
戸
の
無
職
子
の
流
系
で
あ
る
｡
こ
の
江
戸
の
祭
暁
子
は
､
享
保
の
こ
ろ
に
葛

西
郡
金
町
村
の
鎮
守
'
香
取
明
神

(現
'
葛
西
神
社
)
の
神
主
が
村
内
の
若
者
た
ち
に
教
え
､
こ
れ
が
関
東

一

円
に
流
行
し
た
と
の
伝
承
が
あ
る
O

r祭
憩
暁
子
の
由
来
｣
に
よ
る
と
'
文
化

･
文
政
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
､
東
京
の
西
南
部
で
無
職
子
が
盛

ん
で
あ
っ
た
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
が
'
繊
浜
市
内
の
祭
磯
子
も
こ
の
流
系
で
あ
り
'
お
よ
そ
同
時
期
に
盛
ん

に
演
奏
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

一

ヤ

マ
ノ
テ

唯
子
は
'
ヨ
-
ヤ
つ
ま
り
祭
礼
の
前
の
晩
か
ら
'
当
日
の
朝
ま
で
黄
L
t
朝
食
を
と
り
に
帰
っ
た
の
ち
､
ふ

た
た
び
神
社
に
染
ま
り
'
昼
.こ
ろ
ま
で
磯
し
た
と
い
う
｡

太
平
洋
戦
争
前
は
､
提
灯
や
造
花
で
飾

っ
た
山
車
に
暁
子
連
が
乗
り
こ
み
'
こ
れ
を
牛
や
子
供
た
ち
に
曳
か

せ
て
ム
ラ
中
を
行
道
し
た
｡
前
述
の
と
お
り
､
こ
れ
が
祭
唯
子
の
本
来
の
姿
で
あ
る
が
､
近
年
に
お
い
て
は
そ

れ
は
交
通
渋
霜
の
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
､
し
だ
い
に
廃
さ
れ
'
神
楽
殿
や
仮
設
舞
台
の
上
で
離
し
た
り

(
こ
れ

を

｢居
暁
子
｣
と
い
う
)
'
ま
た
山
車
の
な
ご
り
と
し
て
､
ト
ラ
ソ
ク
の
荷
台
に
丸
太
を
組
み
'
ム
ラ
内
を
噂

し
て
廻
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

註

r祭
頑
磯
子
の
由
来
J

荏
原
郡
馬
込
村
に
住
む
河
原
源
十

郎
が
'
明
治
二
十
八
年
に
編
輯
し
､
発
行
し
た
も
の
で
､
｢東

京
都
の
郷
土
芸
能
JL
(宮
尾
し
げ
を
･
本
田
安
次
苫

昭
和
1
1

十
九
年
発
行
)
に
所
救
さ
れ
て
い
る
｡
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山
車
は
神
が
降
臨
す
る
場
で
あ
り
､
し
た
が
っ
て
'
行
超
し
て
､
神
の
恵
み
を
垂
れ
る
こ
と
が
山
車
の
本
来

の
姿
で
あ
る
｡
大
正
年
間
の
こ
ろ
'
大
棚

･
中
川
の
杉
山
神
社
の
大
祭
で
は
'
神
社
の
儀
式
の
あ
と
に
､
ム
ラ

内
を
金
棒
'
拍
子
木
､
花
寵
'
神
輿
'
そ
れ
に
人
形
山
車
の
行
列
が
練
り
歩
い
た
と
い
う
O

県
内
に
も
人
形
山
車
を
ひ
く
祭
礼
が
あ
る
が
'
中
川
と
同
様
､
た
い
て
い
は
明
治
以
降
の
も
の
で
あ
る
｡

山
車
の
う
え
で
演
奏
さ
れ
た
祭
磯
子
の
構
成
は
､
五
人
聡
子
で
大
太
鼓
(
1
)
､
締
太
鼓
(二
)､
鉦
(
こ
､
笛

(
一
)
を

一
組
と
す
る
｡

大
太
鼓
は
オ
ー
ド
､
締
太
鼓
は
ツ
ケ
ま
た
は
ノ

ラ
ベ
'
鉦
は
カ
ネ
と
呼
ぶ
｡
笛
は
篠
什
魁
の
七
孔
で
二
ホ
ン

か
ら
十

一
ボ
ン
の
種
類
が
あ
る
｡
ホ
ン
と
は
孔
と
孔

と
の
間
隔
の
広
さ

(
こ
れ
を
マ
ド
リ
と
い
う
)
に
よ
り
分
け

た
単
位
の
呼
び
万
で
あ
る
｡
間
隔
が
長
-
な
る
と
良
が
余
分
に
い
る
｡
祭
嚇
子
で
は
三
～
六
ボ
ン
の
も
の
を
使
う
｡

当
地
の
離
子
は
ヤ
マ
ノ
テ
と
も
'
バ
カ
ン
パ
ヤ
ン
と
も
呼
ば
れ
'
東
京
西
南
部
に
伝
わ
る
目
黒
噂
子
の
系
統

の
も
の
で
あ
る
｡
曲
目
は
ハ
ヤ
ー
カ
マ
ク
ラ

ー
ミ
ヤ
ノ
カ
マ
ク
ラ
ー
ク
ニ
ガ
タ
メ
ー
ン
チ
ョ
-
メ
ー
ハ
ヤ
の
順

で

一
聡
子
と
な
る
｡
シ
チ
n
I
メ
の
な
か
に

｢玉
入
れ
｣
が
は
い
る
｡
こ
れ
は
激
し
い
曲
で
'
こ
の
と
き
は
神

輿
を
高
く
あ
げ
た
と
い
う
｡

こ
の

l
磯
子
の
間
に
､
シ
ョ
ー
デ
ン
'
-
ヤ
シ
ョ
ー
デ
ン
､
オ
ー
マ
シ
ョ
ー
デ
ン
､
カ
ン
ダ
マ
ル
な
ど
の
曲

を
は
さ
む
こ
と
も
あ
る
｡
こ
の
ほ
か
に

｢
ユ
ル
ン
モ
ノ
｣､
あ
る
い
は

｢奥
の
手
｣
な
ど
と
呼
ば
れ
る
キ
リ
ン
､

カ
ソ
コ
ウ
'
カ
メ
イ
ド
'
カ
イ
デ
ン
と
い
う
曲
が
あ
る
が
'
こ
れ
ら
は
静
か
に
奏
す
る
と
こ
ろ
か
ら
､

へ
つ
に

シ
ズ

カ

モ
ノ

と

も

呼

ば

れ
た
.
大
変
む
つ
か
し
い
曲
で
'
め
っ
た
に
演
奏
さ
れ
な
か
っ
た
o
い
ま
で
は
演
奏
さ

れ

る
こ
と
は
な
-
な
っ
て
い
る
.
こ
の
よ
う
な
曲
目
の
名
称
は
各
聡
子
連
に
よ
っ
て
少
し
異
な
っ
て
伝
承
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
以
下
に
お
い
て
は
各
唯
子
連
の
間
で
呼
称
さ
れ
て
い
る
名
称
を
そ
の
ま
ま
表
記
す
る
｡

各
ム
ラ
内
に
磯
子
連
が
あ
る
が
'
な
か
に
は
後
継
者
が
得
ら
れ
ず
､
中
断
状
態
の
と
こ
ろ
も
あ
る
｡

嚇
子
の
練
習
は
十
歳
代
に
は
じ
め
た
人
が
多
い
.
太
鼓
は
､
む
か
し
は
ワ
ラ
束
や
ク
ラ

(木
製
の
鞍
)
を
た

た
い
て
練
習
し
た
が
､
い
ま
は
古
タ
イ
ヤ
を
た
た
く
｡
笛
は
他
の
楽
器
を
リ
ー
ド
す
る
も
の
で
､
笛
吹
き
が
欠

ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
組
ま
れ
た
山
車

(大
棚
･
中
川
の
杉
山
神
社
大
祭
･
53
)
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け
る
と
磯
子
は
中
断
す
る
と
ま
で
い
わ
れ
る
.
と
-
に
､
良
の
入
れ
方
や
マ
ド
-
を
覚
え
こ
む
こ
と
が
難
し
-
､

師
匠
の
指
の
使
い
方
を
見
た
り
､
暗
闇
の
な
か
で
師
匠
が
吹
く
音
を
聞
い
て
お
は
え
た
.I

-L
▼
1

祭
礼
の
嚇
子
に
は
'
獅
子
舞
や
と
ヨ
ン
ト
コ
'
オ
カ
メ
の
踊
り
も
加
わ
る
O
こ
れ
は
代

神

楽

獅

子
郷

(磯
子

獅
子
舞
)
や
神
代
神
楽
の

l
部
を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
､
聡
子
成
立
過
程
の
板
雑
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡

二

山
田
の
ウ
シ
と
カ
ジ

ュ
ウ

当
地
の
喋
子
仲
間
か
ら
名
人
と
い
わ
れ
た
人
が
数
多
く
難
出
し
た
｡
い
か
に
祭
聡
子
が
盛
ん
で
あ
っ
た
か
を

物
語

っ
て
い
る
.
そ
の
名
人
の
な
か
で
も
'
広
く
そ
の
名
が
知
ら
れ
た
人
が
い
た
｡
通
称
､
山
田
の
ウ
シ
と
カ

ジ

ュ
ウ
で
あ
る
｡

ウ
シ
さ
ん
と
呼
ば
れ
た
人
は
､
東
山
田
の
故
実
原
丑
五
郎
さ
ん
で
'
江
戸
時
代
末
期
に
大
き
な
:出
家
に
生
ま

れ
'
;L
Z業
に
は
励
ま
ず
無
髄
子
や
神
楽
唯
子
を
よ
-
L
t
中
川
を
は
じ
め
近
在
の
挑
EB
や
山
内
な
ど
､
広
い
範

既
の
人
び
と
に
磯
子
の
措
古
を
つ
け
た
｡
ま
た
目
黒
や
等
々
力
方
面
と
も
交
流
を
も
ち
､
邸
子
の
な
か
で
も
難

し
い
曲
と
さ
れ
る
シ
ズ
カ
モ
ノ
は
､
｢
ウ
ノ
さ
ん
が
東
京
方
面
か
ら
覚
え
て
き
た
ら
し
い
｣
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

大
正
十
三
年
ご
ろ
､
す
で
に
八
十
歳
を
越
え
て
い
た
｡
歯
は

l
本
も
な
か

っ
た
が
､
笛
は
何
の
曲
で
も
吹
い
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
ウ
ソ
さ
ん
の
弟
子
に
カ
ジ

ュ
ウ
さ
ん
と
よ
ば
れ
た
笛
吹
き
が
い
た
｡
北
山
田
の
放
縦
茂
梶
蔵
さ
ん
で
あ

る
｡
昭
和
十
四
年
に
七
十
歳
で
没
し
た
｡
農
家
の
良
男
に
生
ま
れ
､
本
来
､
家

(屋
号

ツ
ト
ヤ
)
を
継
く
へ
き

人
で
あ
っ
た
が
､
農
業
を
き
ら
い
､
十
二
㌧
三
歳
こ
ろ
に
は
東
京

へ
山
掛
け
筋
を
吹
い
て
穴
あ
き
銭
を
か
せ
く

ほ
ど
芸
達
者
で
あ
っ
た
の
で
､
笛
の
道
で
身
を
立
て
､
い
ず
れ
結
略
し
て
ツ
レ
ア
イ

(諺
)
に
店
で
も
出
さ
せ

よ
う
と
い
う
志
気
ご
み
で
あ

っ
た
ら
し
い
｡
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
'
分
家

(屋
号
シ
ン
ヤ
)
し
､
結
婚
し
て
､

高
蔵
と
苗
代
蔵
の
二
子
を
も
う
け
た
｡
喜
代
蔵
さ
ん
は
笛
吹
き
と
し
て
父
の
跡
を
継
-
こ
と
に
な
る
｡

カ
ジ

ュ
ウ
さ
ん
は
ウ
シ
さ
ん
と
と
も
に
'
東
京

へ
ア
ク
マ
ソ
バ
ラ
イ
に
出
か
け
た
O
神
楽
の
磯
子
も
奏
し
､

根
差
さ
ん
の
息
子

書代最さ
ん
の
首

(
鞭
茂

フ
ク
家

･北山田

･
田
)
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矢
上
の
元
締

(佐
相
家
)
か
ら
た
の
ま
れ
て
相
模
方
面
へ
も
行

っ
た
｡

笛
は
五
ホ
ン
の
も
の
を
使
い
､
か
ん
高
い
音
で
あ
っ
た
｡
近
隣
の
人
び
と
が
稽
古
に
あ
つ
ま
り
'
数
多
-
の

弟
子
を
も
ち
'
日
野
や
大
岡
な
ど
市
内
各
地
に
も
教
え
に
行
っ
た
.
稽
古
は
さ
び
し
-
､
=L
Y家
の
忙
が
し
い
田

植
の
時
期
で
あ

っ
て
も
か
な
ら
ず
教
わ
り
に
行
か
な
い
と
'
｢
な
ん
だ
オ
マ
エ
た
ち
は
｡
雨
が
降

っ
て
も
オ
レ

は
ウ
チ
に
い
る
ん
だ
｣
と
い
っ
て
叱

っ
た
｡
頭
は
禿
げ
て
'
老
人
性
疾
患
に
よ
る
頑
の
拝
み
を
お
さ
え
る
た
め
'

笛
で
頑
を
ボ
ン
ボ
ン
と
た
た
き
な
が
ら
､
片
手
で
吹
い
た
t
と
い
う
｡

ふ
だ
ん
は
正
直
で
お
だ
や
か
で
あ
り
'
他
人
の
め
ん
ど
う
を
よ
-
み
る
人
柄
で
あ
っ
た
｡
ま
た
酒
落
者
で
も

*
モナ

あ
り
'
表

の
つ
い
た
駒
下
駄
を
は
き
､
角
帯
を
し
め
､
い
い
着
物
を
着
て
出
か
け
た
と
い
う
｡

三

各
地
の
祭
唯
千

･
唯
子
獅
子
舞

勝
EE
の
敬
子
連

保
存
団
体

ハ
ヤ
シ
適
中

伝
承
者
の
系
譜

現
在
約
二
十
人
｡
若
者
が
主
体
だ
が
､
指
導
役
に
年
配
の
人
が
い
る
｡
ハ
ヤ
シ
連
中
に
は
､
男
子
で
十
四
～

十
五
歳
ぐ
ら
い
か
ら
加
入
で
き
る
｡

演
じ
る
日
時

･
場
所

･
大
祭

杉
山
神
社

(十
月
十
九
日
)

十
月
十
八
tzZの
ヨ
-
ヤ
か
ら
翌
朝
ま
で
お
こ
な
い
'
十
九
日
の
祭
礼
で
は
､
午
後
か
ら
日
が
f:S
れ
る
ま
で

耽
し
た
｡
む
か
し
は
山
車
を
牛
に
曳
か
せ
た
り
､
子
供
に
曳
か
せ
た
り
し
た
が
へ
い
ま
で
は
ト
ラ
ッ
ク
を

山
車
が
わ
り
に
使
っ
て
い
る
｡
山
弟
は
提
灯
や
造
花
で
飾
り
つ
け
て
あ
っ
た
O

･
大
晦
日
の
夕
方
､
元
旦
の
朝
､
7
ク
マ
ソ
バ
ラ
イ
､
虫
送
り
な
ど
の
日
に
奏
す
る
O

首
師
久
保
井
朗
暮
さ
ん

(日
吉
本
町
･
52
)
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噂
子
の
構
成

五
人
聡
子

フ
エ
(
1
)､
カ
ネ
(
一
)
､
オ
ウ
ド
(
1
)､
ツ
ケ
(
二
)

道
具楽

器

フ
工
､
カ
ネ
'

オ
ウ
ド
'
ツ
ケ

仮
面

獅
子
頭
'

オ

刀

メ
'
ヒ
ョ

ツ
ト

コ

嚇
子
の
系
統

ヤ
マ
/
チ

磯
子
の
曲
目

ハ
ヤ
､
カ
マ
タ
ラ
'
-
ヤ
カ
マ
ク
ラ
､
ク
ニ
ガ
タ
メ
､
ヨ
ン
チ
n
ウ
メ
､
-
ヤ
ン
rTt
ウ
ゼ
ン

踊
り
の
曲
目

ハ
ヤ

獅
子
頭
を
振
る
｡

カ

マ
ク
ラ

儀
式
の
と
き
に
使
う
｡

イ
ン
バ

ヒ
rn
ソ
ト
コ
ま
た
は
オ
カ
メ
の
道
化
の
踊
り
｡

採
物
は
､

ヒ
rn
y
ト
コ
は
素
手
で
斬
る
ほ
か
に
扇
子
'
手
技
を
用
い
､
オ
カ
メ
は
素
手
の
ほ
か
に
扇
子
を
用

い
る
｡

踊
り
方
に
は
'
･1
ウ
リ

(基
本
的
な
踊
り
方
)
と
ク
ズ
シ
テ

(応
用
し
た
踊
り
方
)
が
あ
る
0

所
要
時
間
は
踊
り
方
に
よ
り
異
な
る
｡
ひ
と
と
お
り
踊
る
と
約

一
時
間
､
て
い
ね
い
に
踊
る
と

一
時
聞
半
-

ら
い
か
か
る
O
オ
カ
メ
の
踊
り
は
時
間
が
か
か
る
の
で
ほ
と
ん
ど
斬
ら
な
い
o

技
術
伝
承

練
習
は
現
在
は
月
二
回
で
､
夜
間
に
ク
ラ
ブ
で
お
こ
な
う
｡
新
人
は
し
ば
ら
-
の
問
は
全
て
の
楽
器
を
習
い
'

そ
の
後
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
に
分
か
れ
る
｡
フ
工
が
い
ち
ば
ん
む
ず
か
し
-
､
音
は
楽
譜
に
で
き
な
い
の
で
､

指
使
い
を
見
て
暗
闇
で
音
を
聞
き
お
ぼ
え
た
｡
タ
イ
コ
の
練
習
は
'
む
か
し
は
巻
ワ
ラ
を
し
い
て
ク
ラ
を
た

地
域
の
神
社
と
例
栗
日
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た

い
た
が
へ

い
ま
は
古
タ
イ
ヤ
を
た
た
い
て
い
る
｡

ア

ク

マ

ッ

バ

ラ

イ

正
月
三
が
日
を
過
ぎ
､
七
日
ま
で
の
二
日
間
'
獅
子
が
ム
ラ
内
の
各
家
を
廻
わ
る
｡
フ
エ
(
一
)
'
カ
ネ
(
一
)'

大
太
鼓
と
小
太
鼓
を
組
み
合
わ
せ
た
タ
イ
コ
(
1
)､
オ
ド
-
(
こ
の
四
人

l
組
を
二
組
つ
く
り
､
交
代
の
人

た
ち
が
つ
い
て
廻
わ
る
｡
踊
り
は
十
軒
も
廻
わ
る
と
そ
う
と
う
疲
れ
る
の
で
､
疲
れ
た
ら
交
代
す
る
｡
二
日

目
に
廻
わ
り
お
え
る
と
､
杉
山
神
社
で
獅
子
舞
を
演
じ
る
｡
こ
れ
は
､
各
家
の
悪
霊
を
獅
子
が
喰
っ
て
'
そ

れ
を
神
社
に
奉
納
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
｡

虫
送
り

土
用
に
入
っ
て
三
日
後
の
七
月
二
十
三
日
か
二
十
E
]Dj
ご
ろ
に
お
こ
な
っ
た
｡
昭
和
十
年
ご
ろ
ま
で
や
っ
た
｡

こ
れ
に
呪
子
連
中
が
加
わ
り
､
唯
し
た
り
'
嗣
っ
た
り
し
た
｡

中
川
の
敢
子
連

保
存
団
体

ハ
ヤ
シ
迎

演
じ
る
日
時

･
場
所

･
大
祭

杉
山
神
社

(十
月
十
五
日
)

現
在
の
杉
山
神
社
は
､
明
治
四
十
四
年
に
上
大
棚

(現
中
川
町
)
の
八
幡
社
､
神
明
社
'
吾
妻
神
社
が
下

大
棚

(現
大
棚
町
)
の
杉
山
神
社
に
合
肥
さ
れ
た
も
の
で
､
唖
子
は
､
大
棚
と
中
川
の
嚇
子
連
が
交
互
に

当
番
を
つ
と
め
て
い
る
｡

喋
子
は
十
月
十
E
]日
の
rn
ミ
ヤ
か
ら
お
こ
な
わ
れ
る
O

大
正
期
の
祭
礼
で
は
金
棒
､
拍
子
木
が
先
等
し
､
花
純
､
神
輿
が
こ
れ
に
続
い
た
o
太
鼓
が
玉
入
れ
と
い

う
激
し
い
曲
を
た
た
く
と
き
は
'
神
輿
を
高
-
上
げ
た
｡

中
川
の
伝
承
者
の
系
譜

昭
和
初
期

戟

前

嵯
峨
野
助
造

(
ソ
ケ
･
桶
)

吉
野
徳
次
郎

(笛
)

金
子
沼
盛

(
ツ
ケ
)

長
沢
企
之
助

(
ツ
ケ
･
踊
)

吉
野
仙
三

(
ツ
ケ
)

長
沢
長
太
郎

(
ツ
ケ
･
蹄
)

長
沢
豊
吉

(笛
)

大
久
採
竹
次

(
ツ
ケ
)

嵯
峨
野
源
次
(
ツ
ケ
)

吉
野
弥
市

(笛
)

金
子
政
行

(笛
)

金
子
源
次
郎

(
ツ
ケ
)

白
根
市
議

(笛
)

皆
川
信
夫

(
ツ
ケ
)

皆
川
晃
一

(笛
)

渡
辺
秀
夫

(
ツ
ケ
)

金
子
文
夫

(
ノ
ケ
)

皆
川
弘
道

(
ツ
ケ
)

金
子
芳
夫

(笛
)

皆
川
利
春

(
ツ
ケ
)

皆
川
武
夫

(笛
)

長
沢
利
春

(
ノ
ケ
)

大
久
保
久
夫

(
ツ
ケ
)

金
子
｡hAE旅
･
大
久
保
竹
次
さ
ん
ら
は
､
十
七
～
十
八
歳
ご
ろ
か

ら
練
習
を
は
じ
め
た
｡
当
初
は
二
十
～
三
十
人
が
栢
舌
に
参
加
し

た
が
､
日収
後
ま
で
の
こ
っ
た
の
は

十
人ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
い
う
｡
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･
ア
ク
マ
ソ
バ
ラ
イ
に
出
た
｡

唯
子
の
構
成

五
人
磯
子

道
具楽

器

フ
工
､
カ

ネ
､

タ
イ
コ

仮
面

獅
子
頭
'

オ

カ

メ
'
バ
カ
面

(オ
カ
サ
キ
と
も
い
う
)

聡
子

の
系
統

バ
カ
ッ
パ
ヤ
シ

聡
子

･
締
り
の
曲
目

ハ
ヤ
か
ら
は
じ
ま
り
､
カ
マ
ク
ラ
､
ク
ニ
ガ
タ
メ
'
シ
チ
ョ
ー
メ
､
イ
ン
バ
'

ハ
ヤ
ま
で
を
ヒ
ト
ソ
バ
ヤ
シ

(
1
嚇
子
)
と
い
う
｡
ン
チ
rn
-
メ
で
は
玉
入
れ
を
す
る
｡
こ
の
と
き
神
輿
は
ま
わ
り
な
が
ら
も
ま
れ
る
.

イ
ン
バ
で
は
バ
カ
面
や
オ
カ
メ
の
踊
り
が
入
る
｡
は
か
に
'
シ
ョ
ー
デ
ン
､
-
ヤ
ソ
ヨ
ー
デ
ン
'
キ
リ
ン
､

カ
ソ
コ
ウ
'
カ
メ
イ
ド
'
カ
イ
デ
ン
と
い
う
曲
も
あ
っ
た
が
'
い
ま
は
演
奏
さ
れ
て
い
な
い
｡
金
子
措
盛
さ

ん
は

教
わ
っ
た
が
'
演
じ
た
こ
と
は
な
く
､
前
の
代
の
人
た
ち
ま
で
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
ら
の
曲
は
む
ず
か
し

い
磯
子
で
'
前
も

っ
て
こ
う
い
う
曲
を
や
る
か
ら
と
断
わ
っ
て
お
か
な
い
と
､
そ
の
曲
に
入
れ
な
い
は
と
で

あ

っ
た
と
い
う
｡

ア
ク
マ
ソ
バ
ラ
イ

正
月
二

日
か
ら
松
の
内
の
間
'
東
京
品
川
や
横
浜
関
内
の
料
理
屋
や
遊
廓
の
座
敷
で
獅
子
郷
を
演
じ
た
O
そ

の
土
地
の
鳶
職
か
ら
特
に
頼
ま
れ
て
演
じ
た
も
の
で
あ
る
｡
二
丁
ヒ
ョ
ウ
ン

(太
鼓
)､
箱
'
鉦
が
各

1
人
'

こ
れ
に
獅
子
､
オ
カ
メ
な
ど
の
斬
り
手
が

一
人

つ
き
､
四
人

一
組
と
な
る
｡
曲
目
は
'

ハ
ヤ
で
は
じ
ま
り
'

イ
ン
バ
､
数
え
唄
か
ら
ハ
ヤ
で
お
わ
る
｡
数
え
唄
で
は
オ
カ
メ
が
ま
り
つ
き
や
羽
根

つ
き
を
す
る
｡
ム
ラ
内

で
は
獅
子
舞
を
中
心
に
毎
年
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡

有
子
と
オ
カ
メ
(小
川
･
E3
)
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牛
久
保
の
敬
子
連

保
存
団
体

ハ
ヤ
シ
連
中

伝
承
者
の
系
譜

最
後
の
磯
子
の
頭
は
'
金
子
r<
の
笹
本
喜
寅
さ
ん
で
あ
る
｡
唐
戸
秀
次
郎
さ
ん
は
､
二
十
三

～
二
十
四
歳
ご

ろ
か
ら
は
じ
め
､
七
十
歳
ま
で
演
じ
た
｡
喋
子
連
中
は
二
十
人
-
ら
い
い
た
｡

演
じ
る
日
時

･
場
所

･
大
祭

神
明
神
社

(十
月
十
日
)

十
月
九
日
の
ヨ
-
ヤ
に
嚇
子
連
中
と
年
番
が
神
社
に
行
き
､
十
二
時
ご
ろ
ま
で
1
杯
飲
み
な
が
ら
噂
子
を

演
じ
た
｡
年
番
は
帰
っ
た
が
､
嚇
子
連
中
は

1
晩
神
社
に
こ
も
り
､
夜
明
け
に
も
う
い
ち
ど
嚇
し
､
家
へ

帰
っ
た
o
祭
礼
の
当
日
は

1
-
二
回
'
神
社
で
赫
子
舞
を
お
こ
な
う
だ
け
で
あ
っ
た
o
ヤ
グ
ラ
が
あ
り
'

そ
の
う
え
で
嚇
子
連
中
が
髄

し
た
｡
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で
は
へ
牛
に
曳
か
せ
た
山
車
も
出
て
い
た
｡

･
大
晦
日
'
7
ク
マ
ソ
バ
ラ
イ
､
虫
送
り
な
ど
に
出
た
.

嚇
子
の
構
成

五
人
聯
子

道
具楽

器

笛
'
カ
ネ
ス
-
'
大
大
技
､
小
太
鼓

仮
面

獅
子
頭
､
オ
カ
メ
､
ヒ
rn
ソ
ト
コ

喋
子

･
踊
り
の
曲
目

普
通
の
聡
子
の
は
か
に
ヤ
ク
パ
ヤ
シ
と
い
っ
て
､
シ
ョ
ウ
テ
ン
'
プ
ノ

チ
ゲ
ソ
m
ウ
テ
ン
､
カ
ン
ダ
マ
ル
､

キ
-
ン
､
カ
メ
イ
ド
の
曲
が
あ
っ
た
｡

折
り
は
ヒ
n
y
IL･
コ
の
は
か
'
獅
子
の
狂
い
'
テ
ン
タ

(
オ
カ
メ
)､
ケ
ン
rn
ウ
パ

(化
粧
場
)
'
サ
イ
ホ
ウ

牛
久
保
の
ハ
ヤ
シ
連
中
(年
久
保
金
千
人
･
4
)
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ハ

(裁
縫
場
)
､
ネ
ン
ネ
コ
､
テ
マ
-
ツ
キ
､

ハ
コ
イ
タ
ツ
キ
が
あ

っ
た
｡

技

術

伝
承

ひ
と
と
お
り
習
う
の
に
夏
冬
練
習
し
て
も
三
年
間
は
か
か

っ
た
が
'
そ
れ
以
上
の
練
習
を
し
な
い
と
ア
ク
マ
ッ

パ
ラ
イ
で
町
へ
は
出
ら
れ
な
か

っ
た
｡
曲
も
順
番
が
決
ま

っ
て
い
る
の
で
'
ま
ち
が
え
る
と
笑
わ
れ
た
｡
先

輩
が
演
じ
て
い
る
の
を
盗
ん
で
自
分
の
も
の
に
し
た
｡

ア
ク
マ
ソ
バ
ラ
イ

ア
ク
マ
ッ
パ
ラ
イ
は
正
月
の
三
～
五
日
は
町
に
出
､
七
日
こ
ろ
か
ら
三
日
間
を
か
け
て
ム
ラ
の
-
ヤ
ト

(小

山
EE
･
金
子
入

･
請
地
古
橋
)
を

ま
わ
っ
た
O
普
通
は
'
｢
お
め
で
と
う
こ
き
い
ま
す
｣
と
い
っ
て
家
に
入
り
､

ヒ
ョ
ッ
ト
コ
の
踊
り
な
と
を
演
じ
た
が
､
酒
'
膳
'
祝
儀
を
出
し
て
く
れ
る
家
で
は
い
ろ
い
ろ
な
踊
り
を
演

じ
､
祝

儀
の
額
に
よ
っ
て
は

一
時
間
も
や
る
こ
と
が
あ
っ
た
O
昭
和
四
十
年
頃
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
o

虫
送
り

七
月
二
十
二
日
ご
ろ

(土
用
に
入

っ
て
三
日
後
)
に
お
こ
な
わ
れ
た
O
神
明
神
社
で
御
神
酒
を
あ
げ
て
､
磯

子
連
中
が
笛
や
太
鼓
を
鳴
ら
し
'
み
ん
な
で
タ
イ
マ
ツ

(長
さ
六
尺
の
か
れ
竹
)
や
竹
竿
に
塩
を
つ
け
た
も

の
を
持

っ
て
､
お
宮
の
周
囲
を
三
回
､
ま
つ
り
こ
と
ば
を
い
い
な
が
ら
ま
わ
り
'
そ
の
後
タ
イ
マ
ツ
に
火
を

つ
け
へ
田
ん
ほ
の
畦
道
を
練
り
歩
き
､
タ
イ
マ
ツ
の
火
に
集
ま
る
虫
を
殺
し
な
が
ら
古
梅
地
蔵
堂
の
前
ま
で

い
っ
た
｡
昭
和
四
十
年
こ
ろ
ま
で
お
こ
な
っ
て
い
た
｡

新
吉
EF
の
敬
子
連

(御
霊

･
北
川

･
稲
坂
)

保
存
団
体

磯
子
遥

演
じ
る
日
時

･
場
所

･
大
祭

杉
山
神
社

(十

月
九
日
)

牛
久
保
ハ
ヤ
シ
連
中
の
有
子
頭

(牛
久
保
金
子
入
･
49
)
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も
と
神
楽
殿
が
あ

っ
た
が
､
取
り
こ
わ
さ
れ
､
い
ま
は
な
い
｡
地
区
内
の
若
富
神
社
の
大
祭

(九
月
二
十

八
日
)
に
は
依
頼
さ
れ
演
じ
る
｡

･
7
ク
マ
ッ
バ
ラ
イ
に
出
た
｡

噂
子
の
構
成

五
人
妊
子

道
具楽

器

フ
エ
'
カ
ネ

(｢新
田
村
吉
田
御
霊
北
川
喋
子
連
中

西
村
和
泉
守
作
｣
の
銘
あ
り
)'
オ

ー
ド
､
ツ

ケ

(
シ
ラ
ペ
)

仮
面

獅
子
頭
､
オ
カ
メ
'
ト

コ

(
ヒ
ョ
ッ
ト
コ
の
こ
と
)､
ワ
ラ
イ
'
キ
ッ
ネ

敬
子

の
曲
目

ハ
ヤ
か
ら
は
じ
ま
り
､
カ
マ
ク
ラ
､
ク
ニ
ガ
タ
メ
'
シ
チ
ョ
ー
メ

(玉
入
れ
が
あ
る
)'

ハ
ヤ
で
ひ
と
つ
の

喋
子
で
あ
る
O
玉
入
れ
は
､
ツ
ケ
の
人
が
交
代
で
演
ず
る
.
明
治
期
に
は
､
ハ
ヤ
ー
カ
マ
ク
ラ
ー
-
ヤ
シ
n
-

テ
ン
ー
ジ
シ
ョ
ー
デ
ン
ー
プ

ッ
チ
ギ
シ
ョ
ー
デ
ン
ー
オ
ー
マ
シ
ョ
ー
デ
ン

(
マ
ノ
ビ
シ
ョ
ー
デ
ン
)
1
カ
ン

ダ
マ
ル
ー
キ
リ
ン
ー
カ
ツ
コ
ウ
ー
カ
メ
イ
ド
ー
カ
イ
ゼ
ン
ー
シ
テ
ョ
ー
メ
く
ず
L
I

シ
テ
ョ
-
メ

(玉
入
れ

が
あ
る
)
･･
ハ
ヤ
と
約
二
時
間
を
要
す
る
聯
子
も
あ
っ
た
が
､
ジ
シ
n
-
デ
ン
以
降
の
曲
は

｢
マ
モ
ノ
｣
と

い
わ
れ

'
よ
ほ
ど
の
演
奏
力
が
な
い
か
き
り
は
奏
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
た
o
魔
が
つ
-
と
い
け
な

い
の
で
や
ら
な
い
と
も
い
う
.

踊
り
の
曲
目

ハ
ヤ
ー
カ
マ
ク
ラ
ー
イ
ン
バ

(
オ
カ
ザ
キ
)
1

ハ
ヤ
の
順
｡

ハ
ヤ
で
獅
子
が
舞
う
｡
カ
マ
ク
ラ
'
イ
ン
バ
で

ヒ
ョ

ッ.1
コ
ま
た
は
オ
カ
メ
が
踊
る
O
む
か
し
は
獅
子
の
狂
い
が
あ
り
､
イ
ン
バ
の
曲
で
オ
カ
メ
が
マ
リ
ツ

キ

(チ

ョ
ー
チ
rn
I
ト
ン
ボ
)
や
ネ
ン
ネ
コ
を
踊
り
'
あ
る
い
は
オ
カ
メ
と
ヒ
n
ソ
ト
コ
が
い
っ
し
ょ
に
踊

る

こ
と
も
あ
っ
た
｡
こ
れ
を
ダ
シ
モ
ノ
と
い
っ
た
｡
シ
ョ
ー
デ
ン
で
キ
ッ
ネ
の
踊
り
も
あ
っ
た
と
い
う
｡

新
吉
田
の
伝
東
署
の
系
譜

明

治

期

加
藤
勘
次
郎

明
治
大
正
期

坂
愈
甚
八
郎

山
田
常
作

東

梅
造

言
EE
林
作

森

登
作

大
正
昭
和
期

加
藤

一
郎

宮
田
信
太
郎

渡
辺
正
三

戦

後

宮
田
粒
泰

(笛
･
太
鼓
)

(笛
･
太
鼓
)

(笛
･
太
鼓
)

(太
鼓
･
蹄
)

(太
鼓
)宮

田
寿
三
郎

渡
辺
銀
作

山
田
昭
男

森

勝
雄

渡
辺
喜
代
治

渡
辺
和
夫

宮
田
重
夫

大
で
義
久

宮
田
正
雄

現
在
十
三
人
｡
御
荘
･
北
川
･
稲
坂
の
人
び
と
で
構
成
し
て
い

る
｡

1時
期
中
断
し
て
い
た
が
､
近
年
'
若
い
世
代
が
中
心
と
な
っ

て
視
活
し
た
｡
明
治
期
は
御
荘
･
北
川
地
区
と
稲
坂
地
区
に
そ
れ

ぞ
れ
敬
子
迎
中
が
あ
っ
た
.
板
倉
甚
八
郎
さ
ん
の
こ
ろ
に
こ
れ
を

競
合
し
'
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
唯
子
の
道
具

類
が
二
組
の
こ
っ
て
い
る
0
現
在
'
長
老
で
あ
る
加
藤

l
郎
さ
ん

は
､
二
十
歳
の
こ
ろ
に
練
習
に
加
わ
っ
た
｡
加
藤
勘
次
郎
さ
ん
は

一
郎
さ
ん
の
祖
父
に
あ
た
る
方
で
あ
る
｡
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7
ク
マ
ソ
バ
ラ
イ

正
月
'
消
防
の
人
に
た
の
ま
れ
て
白
楽
や
六
角
橋

へ
行

っ
た
こ
と
が
あ
る
｡
ま
た
東
京
の
大
崎
や
五
反
田
へ

･G
出
か
け
た
O

東
方
の
磯
子
連

伝
承
者
の
系
譜

太
平
洋
戦
争
後
ま
も
な
く
し
て
中
断
し
た
｡
現
在
､
伝
承
者
と
し
て
細
野
武
雄
､
長
谷
川
新
太
郎
､
東
田
寅

雄
さ
ん
な
ど
が
い
る
｡

荏
田
の
磯
子
連
一
(柚
木
)

保
存
団
体

軸
木
磯
子
連

演
じ
る
日
時

･
場
所

･
大
祭

も
と
柚
木
の
ヤ
ト
,J
ヤ

(谷
戸
宮
)
で
あ
る
熊
野
杜
で
演
じ
て
い
た
｡
同
社
は
大
正
三
年
に
餌
神

社
に
合
肥
さ
れ
た
O
十
月
十
日
の
叙
神
社
の
大
祭
に
'
神
楽
殿
で
喋
す
｡

･
ア
ク
マ
ッ
バ
ラ
イ
に
出
た
O

聡
子
の
曲
目

ハ
ヤ
に
は
じ
ま
り
'
カ
マ
ク
ラ
､
-
ヤ
カ
マ
ク
ラ
'
ク
ニ
ガ
タ
メ
､

ソ
チ
ョ
ウ
メ
､

ハ
ヤ
の
順
で
あ
る
｡

踊
り
の
曲
目

ハ
ヤ
に
は
じ
ま
る
｡

つ
ぎ
に
カ
マ
ク
ラ
､
イ
ン
バ
が
続
く
が
､

ハ
ヤ
の
次
に
イ
ン
バ
が
奏
さ
れ
た
り
'
カ

マ

ク
ラ
'
イ
ン
バ
の
順
'
あ
る
い
は
カ
マ
ク
ラ
､
イ
ン
バ
'
カ
マ
ク
ラ
の
順
な
と
い
-
つ
か
の
組
み
合
わ
せ

が

あ
る
｡
踊
り
は
'
カ
マ
ク
ラ
'
イ
ン
バ
の
曲
で
踊
る
｡
カ
マ
ク
ラ
の
曲
で
は
'
ゆ
っ
-
り
し
た
テ
ン
ポ
の
踊

(虹
神
社
･
荏
田
柚
木
･
62
)
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り
と
な
る
｡

ア
ク
マ
ソ
バ
ラ
イ

正
月
に

や
る
｡

大
棚
の
磯
子
連

保
存
団
体

大
棚
町
聡
子
連
中

演
じ
る
日
時

･
場
所

･
大
祭

杉
山
神
社

(十
月
十
五
日
)

現
在
の
杉
山
神
社
は
､
明
治
四
十
四
年
に
上
大
棚

(中
川
)
の
三
社
を
下
大
棚

(大
棚
)
の
杉
山
神
社
に

合
記
し
た
も
の
で
あ
る
｡
両
地
区
共
に
聡
子
連
が
あ
る
.
祭
礼
に
は
毎
年
交
互
に
道
具
を
出
し
､
聯
子
は

交
代
で
演
ず
る
｡

十
四
日
の
ヨ
-
ヤ
か
ら
夜
通
し
離
す
｡
組
立
式
の
唯
子
屋
台
が
あ
る
｡
夜
が
明
け
て
､

1
､
二
度
嚇
す
｡

家
へ
も
ど
り
朝
食
を
す
ま
せ
'
ま
た
出
か
け
た
｡
軸
'
近
所
の
人
が
赤
飯
や
揚
げ
物
を
持

っ
て
き
て
く
れ
'

大
f
町
申
子
連
中

(大
棚

･62)

喜
ん
で
食

へ
た
｡
夜
中
に
寒
-
な
っ
て
､
臓
を
お
ろ
し
へ
そ
れ
に
-
る
ま
っ
て
1
'
二
時
間
横
に
な
っ
て

M

休
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
O
山
車
は
む
か
し
か
ら
な
か
っ
た
が
､
戦
後
二
､
三
年
は
山
車
を
作
り
､
上
に
唯

.

子
の
面
を
つ
け
た
人
形
を
置
き
'
曳
い
た
｡

･
元
旦
､
そ
の
他
神
社
の
祭
典
'
ア
ク
マ
ソ
バ
ラ
イ
､
虫
送
り
'
嚇
子
神
楽
に
出
た
.

･
他
地
区
の
大
祭

旧
中
川
村
内
の
牛
久
保

･
茅
ヶ
崎

･
勝
田

･
山
田
な
ど
他
地
区
に
は
ハ
ナ
を
持
っ
て
行

っ
て
､
｢
ひ
と
っ

ば
や
し
や
ら
せ
て
下
さ
い
｣
と
言

っ
て
1
緒
に
演
じ
た
｡
お
た
が
い
に
行

っ
た
り
釆
た
り
し
て
い
た
｡

他
所
か
ら
た
の
ま
れ
て
､
東
京
赤
坂
の
日
枝
神
社
や
愛
宕
神
社
､
石
山
'
鮫
洲
八
幡
さ
ま
な
と
へ
出
か
け
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た
｡
鮫
洲
は
漁
場
だ
か
ら
'
神
輿
が
海
に
入

っ
た
.
喋
子
連
は
船
に
乗
り
'
い
っ
し
ょ
に
海
に
出
た
｡
横

浜
市
内
で
は
戦
後
二
十
二
､
三
年
ご
ろ
ま
で
神
奈
川
区
の
熊
野
神
社

(権
現
さ
ま
)'
洲
崎
神
社
､
六
角

橋
､
平
川
'
子
安
'
大
口
､
南
区
の
お
三
の
富
な
ど
か
ら
依
頼
さ
れ
た
｡
む
か
し
は
'
先
方
か
ら
そ
こ
の

町
名
の
入

っ
た
浴
衣
の
反
物
を
も

っ
て
き
た
｡
い
そ
い
で
縫

っ
て
看
て
い
っ
た
O
何
か
所
も
で
か
け
て
行

く
人
は
'
ひ
と
夏
で
浴
衣
が
十
枚
-
ら
い
た
ま

っ
て
し
ま
っ
た
｡

嚇
子
の
構
成

五
人
暁
子

道
具楽

器

フ
工
､
ヨ
ス
ケ

(カ
ネ
)､
オ

ー
ド
'

シ
ラ
ペ

笛
は
篠
竹
｡
笛
は
自
分
た
ち
で
作
っ
た
｡
ウ
タ
グ
チ

(息
を
吹
き
こ
む
孔
)
と
､
節
と
の
問
に
音
色

を
調
整
す
る
た
め
に
蛸
燭
を
と
か
し
て
詰
め
る
C
ウ
タ
グ
チ
と
蝋
燭
と
の
間
が
狭
い
と
ノ
ン
ネ
と
い

い
､
高
い
音
に
な
る
.

ハ
ヤ
の
曲
に
合
う
｡
ま
た
､
長
い
と
ツ
ツ
ネ
と
い
い
､
カ
マ
ク
ラ
の
曲
に
合

う
音
が
で
る
｡

ハ
ヤ
を
吹
い
て
も
味
の
あ
る
音
で
あ
る
が
､
間
隔
が
長
す
ぎ
る
と
昔
が
出
な
-
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
'

一
本
の
笛
で
ハ
ヤ
や
カ
マ
ク
ラ
に
合
う
音
に
調
整
す
る
の
が
大
変
む

つ
か
し
い
｡

仮
面

獅
子
頭
'
テ
ン
タ

(オ
カ
メ
)､
バ
カ
面

(
ヒ
rn
ソ
ト
コ
)､
オ
キ
ナ
､
オ
パ
ー
サ
ン
'

エ
ビ
ス
､
ダ

イ
コ
ク
､
キ
ッ
ネ

敬
子
の
系
統

ヤ
マ
ノ
テ
パ
ヤ
シ
｡
目
黒
磯
子
と
も
い
っ
た
｡
日
野
方
面
で
は
ハ
マ
ノ
テ

(浜
の
手
)
と
い
い
'
早
い
テ
ン

ポ
の
磯
子
で
あ
る
.
ヤ
マ
ノ
テ
は
ハ
マ
ノ
テ
よ
り
や
や
ゆ
っ
く
り
曝
す
C
川
崎
の
雌
子
は
さ
ら
に
ゆ
っ
-
り

で
あ
る
t
と
い
う
｡
東
京
の
目
黒
方
面
と
は
昔
か
ら
交
流
が
あ

っ
た
｡
目
黒
は
タ
ケ
ノ
コ
を
産
し
有
名
で
あ
っ

た
｡
そ
の
タ
ケ
ノ
コ
を
中
川
で
作
る
よ
う
に
な
り
'
中
川
の
タ
ケ
/
コ
も
有
名
に
な
っ
た
.
野
菜
物
の
種
も

目
黒
方
面
か
ら
は
い
っ
て
き
た
､
と
い
う
｡

オ
カ
メ
･
オ
キ
ナ
･
エ
ビ
ス
(大
棚

･62)
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磯
子
の
曲
目

ハ
ヤ
に
は
じ
ま
り
'
カ
マ
ク
ラ
1
-
ヤ
ノ
カ
マ
ク
ラ
ー
ク
ニ
ガ
タ
メ
t
シ
チ
n
I
メ

(玉
入
れ
が
入
る
)
1

ハ
ヤ
の
順
に
演
ず
る
0
別
に
､

シ
ョ
ー
デ
ン
'
-
ヤ
シ
n1
-
デ
ン
､
オ
ー
マ
シ
ョ
ー
デ
ン
､
カ
ン
ダ
マ
ル
が

あ
る
.
こ
の
ほ
か
､
ユ
ル
ソ
モ

ノ
と
い
わ
れ
た
キ
リ
ン
'
カ
メ
イ
ド
'
カ
ソ
コ
ウ
'
カ
イ
デ
ン
の
曲
が
あ
る
o

こ
れ
ら
の
曲
は
静
か
に
奏
す
る
の
で
シ
ズ
カ
モ
ノ
と
い
わ
れ
へ
隣
り
で
嚇
し
て
い
る
仲
間
に
許
可
を
と
っ
て

か
ら
演
じ
る
O

飾
り
の
曲
目

☆
御
子
と
ヒ
ョ
ソ
ト
コ

こ
の
翻
り
は
､
ヒ
ョ
ッ
ト
コ
が

1
人
で
飾
る
場
合
と
､
｢相
手
滑
り
｣
と
い
っ
て
'
二
へ
三
人
で
演
ず
る
場

合
と
が
あ
る
｡

ハ
ヤ

細
子
舞
｡
祭
雌
子
よ
り
す
こ
し
短
か
く
奏
す
｡
獅
子
頭
を
は
ぎ
､
ヒ
ヨ
ッ
ト
コ
に
な
る
｡

カ

マ
ク

ラ

ヒ
ョ
ソ
ト
コ
の
手
桶
O
二
本
扇
の
踊
り
も
あ
る
｡

イ
ン
バ

(オ
カ
ザ
キ
と
も
い
う
)

神
楽
の
笑
芸
を
と
り
い
れ
､
多
く
の
所
作
が
あ
る
｡

二

1人
の
と
ヨ
ソ
ト
コ
が
井
戸
で
水
を
汲
む
｡

1
万
が
つ
る
へ
の
竿
を
急
に
は
な
す
と
､
そ
ば
に
い

た

l
方
の
ヒ
n
′
ト
コ
に
桶
が
ぶ
つ
か
る
｡

･
鉢
巻
を
し
よ
う
と

､
手
拭
を
頭
に
ま
き
'
結
は
う
と
す
る
が
､
ツ
ル
γ
と
す

っ
ぱ
ぬ
け
た
り
'
首

を
し
め
て
し
ま
っ
た
り
す
る
｡

･
足
先
で
手
拭
を
お
さ
え
'
舟
を
こ
-
格
好
を
す
る

(舟
漕
き
)｡

･
オ
カ
メ
が
姐
さ
ん
か
ぶ
り
で
尻
を
は
し
ょ
り
'
腰
巻
を
み
せ
な
が
ら
土
を
こ
ね
る
｡
こ
ね
た
土
を

ヒ
ョ
ッ
ト
コ
に
差
し
出
す
｡
ヒ
ョ
ノ
ト
コ
は
こ
れ
を
う
け
と
り
､
壁
塗
り
の
格
好
を
す
る

(壁
塗

り
)0

･
畑
の

種
播
き
を
す
る
が
､
カ
ラ
ス
が
飛
ん
で
き
て
こ
れ
を

つ
っ
つ
く

(種
播
き
)｡

パ
カ
両

(大
棚

･6
)

ノー へ

ノ､ 一＼､
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･
烏
帽
子
を
か
ぶ
り
､
神
主
が
鈴
を
も

っ
て
舞

っ
て
い
る
と
､
う
し
ろ
の
ほ
う
へ
ま
わ
っ
て
共
似
て

折
る
｡
夢
中
で
踊
っ
て
い
る
と
神
主
が
ヒ
ョ
ッ
と
ふ
り
む
-
｡
う
し
ろ
で
は
そ
れ
に
気
付
か
ず
斬

っ

て
い
る
｡
神
主
が
'
お
前
は
弟
似
し
て
い
た
だ
ろ
う
､
と
し
か
る

(
ニ
セ
カ
ン

･偽
神
主
の
忠
)0

ハ

ヤ

獅
子
舞
｡

☆
獅

子
と
オ
カ
メ

ハ

ヤ

上
手
か
ら
獅
子
登
場
｡
踊

っ
て
上
手

へ
退
場
｡
ま
た
は
､
踊
り
終
わ
り
'
御
子
tS
を
は
ぎ
オ
カ
メ
に

な
る
｡

カ
マ
ク
ラ

下
手
か
ら
オ
カ
メ
登
場
｡
獅
子
頭
が
下
手
に
置
い
て
あ
る
.
ま
た
は
､
獅
子
の
踊
り
か
ら
オ
カ

メ
に
代
わ
り
引
き
続
き
踊
る
｡

･
手
拭
を
ひ
ろ
げ
､
頭
に
か
ぶ
る
｡

二
局
を
出
し
'
舞
台
の
後
方
へ
脇
､
前
方
を
掃
-

(掃
除
)O

･
正
面
に
座
わ
り
'
扇
を
立
て
か
け
る
｡
鏡
に
み
た
て
て
い
る
｡
髪
を
す
-
.
戻

(鏡
)
を
と
り
あ

げ
顔
号
っ
つ
す
｡
手
枕
で
顔
を
ふ
-
o
化
粧
を
す
る
｡
も
う

一
本
の
1屈

(
こ
れ
も
鏡
に
み
た
て
る
)

大
棚
の
伝
桑
者
の
系
甜

大

正

期

吉
野
寿
作

吉
野
八
郎
衛
門

吉
野
松
太
郎

小
林
市
太
郎

鈴
木
伝
次
郎

栗
原
私
書

皆
川
順
之
助

皆
川
多
十
郎

吉
野
吉
太
郎

吉
野
源
太
郎

吉
野
金
作

小
林
ト
ク

吉
野
弥
平

吉
野
正
太
郎

栗
原
豊
二

栗
原
鵬
吉

吉
野
楢
之
輔

昭
和
初
期

を
ひ
ろ
げ
､
二
本
の
扇
を
用
い
後
]5
部
の
髪
の
仕
上
が
り
を
見
る

(化
粧
場
)0

こ
別
に
向
か
っ
て

1
礼
L
t
立
ち
あ
が
り
踊
る
｡
下
手
に
置
い
て
あ
る
獅
子
頭

(子
供
に
み
た
て
る
)

を
だ
さ
か
か
え
､
子
守
を
す
る
｡
獅
子
頭
を
置
き
'
役
か
し
っ
け
る

(お
守
)o

･
裁
縫
を
す
る
.
眠
-
な
る
｡

ハ
ソ
と
し
て
ま
た
裁
縫
を
続
け
る
｡
ふ
た
た
び
眠
-
な
る
｡
横
に
な

戦

後

り
眠

っ
て
し
ま
う
.
手
を
バ
ッ
と
押
し
は
ら
う
｡
子
供
が
泣
き
だ
す
｡
立
ち
あ
が
り
獅
子
頭
を
抱

き
か
か
え
､
小
便
を
さ
せ
る

(小
便
)0

ネ

ン
ネ

コ

抱
き
な
が
ら
立
ち
あ
が
り
､
背
負

っ
て
寝
か
し
っ
け
る
｡

数

え

唄

ま
り
つ
き
や
羽
根

つ
き
を
す
る
｡

イ
ン
バ

獅
子
頭
を
お
ろ
す
｡

1
人
で
斬
る

(手
続
)｡
扇
を

1
本
も
ち
､
ひ
ろ
げ
て
踊
る
｡

吉
野

要

吉
野
山
吾

関

金
三

吉
野
雷
励

栗
原
伝
次

吉
野
良
男

吉
野
金
次
郎

小
林
増
太
郎

吉
野

弘

吉
野

忠

山
田
秀
雄

小
林
敏
班

田
中
政
義

皆
川
砧
雄

(太
鼓
)

(柄
)

(太
鼓
)

(笛
)

(笛
)

(笛
)

(太
鼓
)

(笛
･
太
鼓
)

(笛
)

(太
鼓
)

(太
鼓
)

(太
鼓
)

(笛
･
太
鼓
･
踊
)

(太
鼓
･
踊
)

(太
鼓
･
踊
)

(太
鼓
)

(笛
)

(笛
･
太
鼓
･
鉦
)

(太
鼓
･
蹄
)

(太
鼓
)

(太
鼓
･
踊
)

(笛
)

(太
鼓
･
踊
)

(笛
･
太
鼓
･
桶
)

(笛
･
鉦
)

(太
鼓
･
踊
)

(笛
)

(太
鼓
･
蹄
)

(太
鼓
･
踊
)

(太
鼓
･
踊
)

(太
鼓
)
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ハ
ヤ

オ
カ
メ
'
下
手

へ
退
場
｡
上
手
か
ら
獅
子
登
場
O
ま
た
は
'
オ
カ
メ
が
獅
子
頭
を
か
ぶ
る
O

踊
り
手

の
顔
面
と
後
頭
部
に
ヒ
rn
ソ
ト
コ
と
オ
カ
メ
の
面
を
つ
け
て
嗣
る
o
面
に
あ
わ
せ
て
曲
を
変
え
る
o

こ
れ
を

｢両
面
｣
と
い
う
O
吉
野
八
郎
衛
門
さ
ん
が
よ
-
演
じ
て
い
た
と
い
う
｡

技
術
伝
承

太
鼓

ワ
ラ
束
を
巻
き
､
こ
れ
を
た
た
い
て
練
習
し
た
.
現
在
は
タ
イ
ヤ
を
た
た
い
て
い
る
O

笛

息
の
入
れ
方
､

マ
ド
-
を
覚
え
こ
む
こ
と
が
難
し
い
O

マ
ト
-
に
よ
り
音
が
ち
が
っ
て
-
る
｡

獅
子

イ
モ
フ
ル
イ
を
も
っ
て
､
こ
れ
を
獅
子
頭
に
み
た
て
て
折
り
の
練
習
を
し
た
o

夕
食
を
す
ま
せ
る
と
'
す
く
練
習
に
で
か
け
､
二
時
間
半
く
ら
い
や
っ
た
｡
笛
と
太
鼓
は
別
々
に
習

っ
た
｡

ひ
と
と
お
り
終
わ
る
と
'
笛
と
太
鼓
を
合
わ
せ
て
み
ろ
へ
と
い
わ
れ
'
と
う
や
ら
合
う
と
､
こ
ん
と
は
全
員

で
踊
り
の
練
習
を
や
っ
た
O

元

旦夜
中

か
ら
太
鼓
を
た
た
き
は
じ
め
る
｡
こ
の
辺
で
は
と
こ
の
聡
子
が
早
-
は
じ
め
る
か
競

っ
た
o

元
旦
の
は
か
､
神
社
の
祭
炎
に
は
嚇
子
連
中
が
た
の
ま
れ
て
､
式
典
の
前
に
嚇
す
o
新
嘗
祭
､
神
嘗
祭
'
禰

宜
さ
ま
､
稲
荷
さ
ま
､
オ
ア
ズ
マ
サ
マ
な
と
｡

ア
ク
マ
ノ
バ
ラ
イ

正
月
五
､
六
日
こ
ろ
に
お
こ
な
う
｡
朝
の
九
時
こ
ろ
に
杉
山
神
社
に
集
ま
り
､
拝
殿
で
獅
子
を
ふ
っ
た
O
そ

れ
か
ら
､
神
社
に
近
い
家
か
ら
順
に
ま
わ
る
O
む
か
し
､
五
十
戸
は
と
の
と
き
は

1
組
で
ま
わ

っ
た
が
､
い

ま
は
戸
数
が
多
い
の
で
二
組
に
分
か
れ
る
0

ヨ
コ
ド
-

(オ
ケ
ト
I
)
と

ゾ
ラ
へ
を
縄
で
組
み
合
わ
せ
る
0

こ
れ
を

1
人
が
受
け
も
つ
｡
は
か
に
フ
エ
(
こ

､

カ
ネ
(
1
)'
祈
り
手
で
構
成
し
､
そ
れ
に
交
代
の
人
か
つ

-
｡
嚇
子
連
で
都
合
の
つ
-
人
は
全
員
出
た
o
暁
子
連
よ
り
先
に
消
防
団
の
人
が
各
家
を
訪
ね
'
｢獅
子
が

き
ま
し
た
｣
と
い
う
.
｢
お
願
い
し
ま
す
｣
と
い
う
家
も
あ
れ
ば
､
不
幸
が
あ

っ
た
り
す
る
と
断
わ
る
家
ち

あ
る
O
た
い
て
い
は
祝
儀

(金
額
は
ま
ち
ま
ち
)
で
､
な
か
に
は

1
升
ヒ
ン
を
出
し
て
-
れ
る
家
も
あ
る
O

面
を
つ
け
た
礁
子
連
中

(大
棚

･
6
)
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ま
ず
ポ
ノ
コ
-
を
た
た
く
｡
こ
れ
は
､
い
ま
か
ら
獅
子
を
は
じ
め
る
t
と
い
う
合
図
で
あ
る
.

ハ
ヤ

(御
子
)､

カ
マ
ク
ラ

(
バ
カ
面
)､

ハ
ヤ

(獅
子
)
の
順
で
奏
す
｡
と
く
に
､
て
い
ね
い
に
や
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
る

と
､
オ
カ
メ
の
折
り
や
獅
子
の
狂

い
も
や
る
｡
い
ま
は
短
時
間
で
す
ま
せ
る
が
'
む
か
し
は
ヒ
ロ
マ
に
あ
が
っ

て
ご
馳
走
に
な
り
､
ゆ
っ
-
り
演
じ
た
時
代
も
あ
っ
た
｡

御
子
の
狂
い
の
次
第
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
0

ハ
ヤ

獅
子
の
節

カ

マ
ク

ラ

ノ
ミ
取
り
'
顔
洗
い
'
耳
の
脇
を
か
-
､
ひ
っ
-
り
か
え
る
､
逆
立
ち
を
す
る
t
な
ど
の
所
作

が
あ
る
｡
こ
れ
ら
を
終
え
る
と
､
-
カ
ン
や
手
枕
を
投
げ
て
も
ら
い
､
そ
れ
を
獅
子
が
口
に
く
わ
え

て
立
ち
あ
が
る
｡
こ
れ
が

｢狂
い
｣
が
終
わ
る
合
図
で
'
曲
が
ハ
ヤ
に
変
わ
る
o

ハ

ヤ

獅
子
の
踊

横

浜
の
共
金
町
や
福
富
町
の
満
職
か
ら
た
の
ま
れ
'
正
月
三
が
日
過
ぎ
に
7
ク
マ
ノ
バ
ラ
イ
に
で
か
け
た
こ

と
も
あ
っ
た
o
そ
の
よ
う
な
年
は
ム
ラ
内
の
名
家
を
ま
わ
る
の
は
後
ま
わ
し
に
な
っ
た
o

ム
ラ
内
で
滋
後
に
演
じ
る
ヤ
ド
は
､
栗
原
家

(屋
号
ウ
エ
ム
ラ
)
と
柴
原
家

(屋
号
ウ
エ
)
で
､
両
家
は
毎

年
交
代
で
ヤ
ド
を
務
め
た
｡
こ
の
ヤ
ド
で
演
じ
る
7
ク
マ
ッ
パ
ラ
イ
の
最
後
に
､
7
ゲ
と
い
う
も
の
を
や
っ

た
｡
ア
ゲ
に
は
､
ホ
ン
7
ゲ
と
'
こ
れ
を
略
し
た
カ
ラ
7
ゲ
が
あ
る
｡
獅
子
が
二
本
の
幣
束
を
も
っ
て
踊
り
'

終
る
と
胴
鞘
を
か
ぶ
り
な
が
ら
獅
子
頭
を
神
棚
に
む
か
っ
て
も
ち
あ
げ
､
幣
束
を
バ
ク
-
と
噛
む
｡
そ
の
の

ち
､
幣
束
に
ス
ル
メ
や
壁
節
な
と
の
生
く
さ
の
も
の
を
付
け
て
､
早
淵
川
へ
流
し
た
o

虫
送
り

昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で
､
土
用
の
入
り
か
ら
三
日
後

(七
月
二
十
二
日
ご
ろ
)
に
虫
送
り
を
し
た
｡
杉
山
神

社
で
神
主
が
祝
詞
を
あ
げ
る
｡
日
が
暮
れ
る
午
後
五
時
ご
ろ
､
神
社
を
出
発
す
る
｡
世
話
人

(区
長
)
を
先

頭
と
し
て
'
大
太
鼓
を
棒
に
つ
る
し
､
こ
れ
を
二
人
が
肩
に
か
つ
い
だ
｡
さ
ら
に
そ
の
後
に
獅
子
や
お
面
の

踊
り
手
､
フ
エ
(
1
)
'
カ
ネ
(
1
)､

ソ
ラ
ベ
(二
)
の
磯
子
連
'
最
後
に

l
鮫
の
人
た
ち
が
続
く
｡
太
鼓
を

ヒ
n
ッ
ト
コ
(大
棚

･6)
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｢
テ
ン
テ
ン
ド
ン
ド
ン

テ
ン
テ
ン
ド
ン
ド
ン

テ
ン
テ
ケ
テ
ン
｣

と
た
た
き
､
つ
ぎ
に
み
ん
な
で

｢
ヨ
ー

イ
ヨ
イ
｣
と
合
唱
す
る
｡
コ
ー
ス
は
､
神
社
を
出
て

上

へ
む
か
う
O
吉
野
家

(屋
号
ア
ズ
マ
)
の
庭
に
入
る
｡

こ
こ
で
三
十
分
は
ど
休
憩
し
､
お
面
を
出
し
て
踊
っ
た
.
こ
こ
か
ら
旧
道
を
下

に
む
か
っ
て
渉
き
'
午
後
六

ナ
E]ウ
ヤト

時
半
ご
ろ
中
間
地
点
に
あ
る

中

宿

に

入
る
｡
中
宿
は
､
鈴
木
家

(屋
号
デ
ミ
セ
)
と
吉
野
家

(屋
号
コ
ウ
ヤ
)

が
毎
年
交
代
で
務
め
た
｡
中
宿
の
母
屋
や
庭
を
開
放
し
て
も
ら
い
､
十
時
過
ぎ
ま
で
磯
子
や
踊
り
を
演
じ
た
｡

み
ん
な
見
に
き
た
｡
近
在
の
ム
ラ
か
ら
も
大
勢
来
た
と
い
う
｡
い
よ
い
よ
消
防
組
が
立
ち
合
い
の
も
と
で
タ

イ
マ
ツ
に
火
を
つ
け
る
｡
タ
イ
マ
ツ
は
む
か
し
か
ら
各
戸

一
本
ず
つ
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡

〓
汀
は
タ

イ
マ
ツ
を
も
ち
'
太
鼓
を
た
た
き
'
合
唱
を
し
な
か
ら
'
耕
地
の
な
か
を
通
り
､
瓜
隣
り
の
南
山
田
と
の
墳

(現
在
の
港
北
瞥
察
署
大
棚
派
出
所
が
あ
る
あ
た
り
)
ま
で
歩
く
｡
道
の
曲
り
角
や
辻
で
は
､
お
面
を
出
し
､

太
鼓
を
た
た
い
て
斬
っ
た
.
十

一
時
過
ぎ
に
そ
の
ム
ラ
境
で
タ
イ
マ
ツ
を

一
か
所
に
寄
せ
集
め
て
燃
や
し
た
｡

こ
れ
で
解
散
す
る
が
'
む
か
し
は
こ
の
と
き
に
､
区
長
に

｢
三
日
正
月
を
お
願
い
し
ま
す
｣
と
た
の
ん
だ
｡

区
長
が

｢行
事
も
無
事
に
す
ん
だ
か
ら
へ
明
日
か
ら
三
日
正
月
を
出
す
｣
と
い
い
､
み
ん
な
､
明
日
か
ら
大

威
張
り
で
三
日
間
休
み
が
も
ら
え
る
と
喜
ん
だ
｡
こ
れ
を
モ
ラ
イ
正
月
と
い
っ
た
｡

唯
子
神
楽

呼

子
を
や
り
な
が
ら
神
楽
を
演
ず
る
0
曲
目
は
イ
ン
バ
が
主
で
あ
る
.

エ
ビ
ス
サ
マ
の
鯛
釣
り
､
イ
ナ
バ
の

白

ウ

サ
ギ
な
ど
'
神
代
神
楽
の

l
部
を
と
り
い
れ
て
い
る
が
'
む
ず
か
し
い
所
作
な
と
は
演
じ
な
い
｡
故
吉

野
清
之
輔
さ
ん
は
､
北
山
田
の
放
縦
茂
促
成
さ
ん
か
ら
習
っ
た
と
い
う
｡
中
断
状
態
が
続
い
た
が
､
昭
和
六

十
二
年
四
月
に
復
活
し
た
｡
つ
き
に
､
授
活
の
際
に
作
成
さ
れ
た
解
説
文
を
か
か
げ
る
.

<
恵
比
寿
の
鯛
つ
り
解
説
>

大
漁
と
無
事
を
祈
顧
す
る
為

獅
子
を
糾
う
.

恵
比
寿
様
は
二
人
の
供
を
つ
れ
て
海
に
姻
つ
り
に
出
か
け
る
｡
浜
に
着
く
と
先
つ
お
供
に
お
前
達
は
餌
を
操

が
せ
と
命
じ
た
｡
二
人
は
懸
命
に
な
っ
て
餌
を
探
し
始
め
た
O
す
る
と
片
方
の
供
の
目
に
ゴ
-
が
入
っ
て
し

r古
比
寿
の
I
つ
り
J
ヰ
習

(大
棚

･
62
)
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ま
い
､
そ
の
場
に
尻
餅
を

つ
い
て
し
ま

っ
た
｡

1
人
の
供
は
幣
い
て
､
お
前
､
俺
が
見
て
や
る
か
ら
そ
こ
に

E
l
つ
ん
ば
い
に
な
れ
と
言

っ
た
｡
旺
門
か
ら
ウ
チ
ワ
で
あ
お

っ
た
が
仲
々
で
な
い
.
そ
こ
で
今
度
は
吹
竹

(火
吹
き
竹
)
で
吹
い
た
ら
tn
ミ
は
出
た
｡
漸
く
餌
を
見

つ
け
糸
に
餌
を
付
け
大
海
に
お
ろ
す
と
､
忽
ち
に

し
て
見
事
な
鯛
が

つ
れ
た
｡
恵
比
寿
様
は
大
変
喜
ん
で
'
今
晩
は
こ
の
鯛
で
酒
盛
を
や
ろ
う
と
言
ほ
れ
た
｡

供
達
は
喜
び
勇
み
恵
比
寿
の
前
に
な
り
､
う
し
ろ
に
な

っ
て
帰

っ
て
い
っ
た
o

大
棚
磯
子
責
任
者

吉
野

要

(笛

･
鉦
)

踊
り
指
導
者

吉
野

山
吾

(軒

･
太
鼓
)

太
鼓
指
導
者

吉
野

良
男

(太
鼓

･
鉦
)

吉
野
金
次
郎

(笛

･
踊
)

小
林
増
太
郎

(蛋
)

獅
子

吉
野

信

1
(太
鼓

･
蹄
)

恵
比
寿

田
中

政
義

(太
鼓

･
蹄
)

お
供

吉
野

弘

(太
鼓

･
踊
)

お
供

山
田

秀
雄

(太
鼓

･
蹄
)

舞
台

吉
野

忠

(苗
)

先
輩
た
ち
が
演
じ
た
も
の
を
み
'
そ
の
記
憶
に
も
と
づ
き
復
原
し
た
O
む
か
し
は
､
祭
礼
や
虫
送
り
の
と
き

に
演
じ
た
と
い
う
｡

茅
ヶ
崎
の
敬
子
謹

保
存
団
体

茅
ヶ
崎
吸
子
連

演
じ
る
日
時

･
場
所

｢恵
比
寿
の
Jt
つ
り
｣
ヰ
習

(大
嶺

･
S
!)
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･
大
祭

杉
山
神
社

(十
月
十
三
日
'
大
正
九
年
以
前
は
十
月
五
日
)

･
ア
ク
マ
ハ
ラ
イ
､
虫
送
り
に
出
る
O

磯
子
の
構
成

五
人
聯
子

フ
エ
(
1
)
､
カ
ネ
(
一
)
､
オ

ー
ド
(
1
)'
ツ
ケ
(
二
)

道
具楽

器

フ
工
､
カ
ネ
'

オ

ー
ド
､
ツ
ケ

仮
面

テ
ン
タ

(
オ
カ

メ
)､
ワ
ラ
イ

(
モ
ド
キ
)
､
バ
カ
面

聡
子

の
系
統

ヤ
マ
ノ
テ

聡
子
の
曲
目

(ボ
ン
コ
-
)
1
ハ
ヤ
ー
カ
マ
タ
ラ
1
-
ヤ
カ
マ
ク
ラ
ー
ク
ニ
ガ
タ
メ
ー
シ
チ
ョ
ー
メ

(玉
入
れ
が
入
る
)

1

ハ
ヤ
｡

は
か
に
､
｢奥
の
手
｣
と
し
て
シ
n
-
デ
ン
'
-
ヤ
ノ
n
-
デ
ン
の
曲
が
あ
る
が
'
こ
れ
ら
は
み

だ
り
に
演
じ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡

踊
り
の
曲
目
等

ハ
ヤ

獅
子
｡
と
く
に
決
ま
っ
た
振
り
は
な
い
.

カ
マ
ク
ラ

テ
ン
タ
'
御
子
.
獅
子
の
ノ
-
取
り
｡

マ
リ
に
じ
ゃ
れ
る
｡
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
噛
む
｡
獅
子

の
狂
い
と
い
う
｡
静
か
に
寝
そ
べ
る
0
と
き
ど
き
動
か
す
｡
眠
る
0
テ
ン
タ
が
寝
か
し
つ
け
る
O
獅

子
が
眠
る
と
'
羽
根
つ
き
や
マ
リ
つ
き
を
し
て
遊
ぶ
.
化
粧
へ
針
仕
事
､
掃
除
を
す
る
0
獅
子
が
め

ざ
め
､
オ
シ
メ
を
と
り
か
え
へ
井
戸
端
へ
も
っ
て
い
き
洗
濯
す
る
｡
獅
子
を
背
負
う
か
'
あ
る
い
は

抱
く
｡

イ
ン
バ

モ
ド
キ
｡
お
使
い
'
船
こ
ぎ

(手
拭
)､
壁
塗
り
､
扇
の
蹄

(
二
本
扇
)
で
あ
る
.

ハ
ヤ

獅
子
｡

茅
ヶ
崎
の
伝
承
者
の
系
許

明

治

期

田
中
竹
威

(妓
千
･
構
)

明
治
大
正
期

田
中
倉
吉

(境
子

･
蹄
)

米
山
孫
兵
衛

(唯
子
)

頒
塚
源
治

(姓
子
)

大
正
昭
和
期

吉
川
破
右
術
門

(喋
子
･
踊
)

金
子
光
太
郎

(唯
子
)

田
中
貞
吉

(唯
子
)

昭

和

斯

飯
塚
沼
治

(笛
)

金
子
光
太
郎

(太
鼓
)

金
子
孝
雄

(太
鼓

･
栢
)

金
子
正
男

(太
鼓

･
踊
)

北
村
孝
夫

(笛
)

小
山
利
夫

(太
鼓
)

内
藤
重
夫

(笛
)

吉
野

1
雌

(鉦
)

吉
川
正
俊

(鉦
)

田
中
竹
意
さ
ん
は
江
戸
末
生
ま
れ
で
､

と
も
に
神
代
神
糞
も
演
じ
た
｡

吉
川
破
右
術
門
さ
ん
と
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踊
り
手
は

一
人
.
お
面
を
替
え
る
と
き
の
言
柴
と
し
て
'
オ
カ
メ
に
替
え
る
と
き
は
チ
n
イ
オ
カ

(ち
ょ
っ

と
オ
カ
メ
の
意
)'
モ
ド
キ
に
替
え
る
と
き
は
チ
m
イ
ホ
ソ
ベ

(ち
ょ
っ
と
モ
ド
キ
の
忠
)
と
い
う
｡

ア
ク
マ
ハ
ラ
イ

正
月
七
日
に
二
組
に
分
か
れ
て
ム
ラ
内
の
各
戸
を
ま
わ
る
｡
獅
子
頭
の
1
頭
は
荏
田

(柚
木
谷
戸
)
か
ら
借

り
て
く
る
｡
御
子
'
モ
ド
キ
､
オ
カ
メ
の
踊
り
手

一
人
､
フ
エ
･
カ
ネ
各

一
人
'
二
丁
太
鼓

(オ
ケ
ド
'
ツ

ケ
を
組
合
わ
せ
た
も
の
)

一
人
で
梢
成
す
る
｡
オ
ケ
ド
と
は
'
杉
材
の
桶
の
両
端
に
皮
を
張
っ
た
も
の
で
あ

る
｡
曲
目
は
'
ハ
ヤ
ー
カ
マ
ク
ラ
-
イ
ン
バ
ー
ハ
ヤ
と
な
る
｡
踊
り
の
所
作
を
す
へ
て
献
じ
る
こ
と
は
少
な

い
｡
ほ
と
ん
ど

の場
合
､
時
間
の
制
約
や
祝
儀
の
多
少
に
よ
り
'
そ
の
1
部
を
演
ず
る
｡

虫
送
り

七
月
二
十
二
日
C
戟
前
は
毎
年
お
こ
な
っ
た
｡
当
時
は
'
火
を
つ
け
る
の
で
警
察
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
｡

午
後
二
時
ご
ろ
'
杉
山
神
社
に
あ
つ
ま
る
O
こ
こ
で
二
間
は
ど
の
新
竹
の
先
に
ワ
ラ
衆
を
巻
き
つ
け
､
そ
こ

に
御
幣
を
五
～
六
本
差
す
.
こ
れ
を
マ
ン
ド
と
い
う
｡
御
神
酒
を
あ
げ
､
午
後
五
時
頃
嚇
子
を
は
じ
め
る
｡

マ
ン
ド
'
大

太
鼓

(棒
に
つ
る
し
'
二
人
が
こ
れ
を
か
つ
-
)､
吸
子
越
中
'
役
員
の
順
に
行
列
を
つ
く
り

神
社
を
出
発
し
､
早
淵
川
の
川
上
､
ム
ラ
の
西
隣
り
の
荏
田
と
の
境
か
ら
山
際
の
道
を
通
り
､
東
へ
む
か
う
｡

途
中
'
ム
ラ
の
は
ほ
中
央
の
辻
､
通
称
コ
ノ
で
磯
子
と
踊
り
を
お
こ
な
う
O
タ
イ
マ
ツ
の
竹
の
束
が
こ
こ
に

用
意
さ
れ
て
い
る
｡
聡
子
が
終
わ
る
と
タ
イ
マ
ツ
に
点
火
す
る
.
太
鼓
を
た
た
き
'
｢
ヨ
ー
イ
ヨ
イ
｣
と
唱

え
な
が
ら
早
淵
川
に
出
､
川
つ
た
い
に
川
下
の
勝
田
と
の
境
ま
で
行
き
､
こ
こ
で
タ
イ
マ
ツ
を
あ
つ
め
て
燃

や
し
た
｡
終
わ
る
の
は
午
後
九
時
こ
ろ
で
あ
っ
た
｡

北
山
田
の
喋
子
達

山
田
神
社
は
､
明
治
四
十
三
年
に
北
山
田
の
神
明
社
'
南
山
田
の
妙
見
社
､
東
山
田
の
諏
訪
社
を
合
記
し
て
'

元
の
妙
見
社
の
位
置
に
建
て
ら
れ
た
o
こ
れ
ら
三
地
区
に
は
そ
れ
ぞ
れ
磯
子
迎
が
の
こ
っ
て
お
り
､
祭
礼
に
は

茅
ヶ
崎
t
子
連
中
(虫
送
り
･
杉
山
神
社
･
5
)
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当
番
制
で
離
す
こ
と
に
な

っ
て
い
た
O

嚇
子
は
昭
和
三
十
年
代
後
半
ま
で
や
っ
た
が
へ
先
詐
た
ち
か
つ
さ
つ
き
と
他
界
し
た
た
め
中
断
し
た
｡
の
ち

に

芥

生
信
雄
'
芥
生
恭
男
さ
ん
ら
が
尺
､力
し
､
昭
和
五
十
七
'
八
年
に
ア
ク
マ
ソ
バ
ラ
イ
だ
け
を
若
い
人
に
教

え
た
｡
昭
和
五
十
九
年
正
月
に
演
じ
た
の
を
最
後
に
ふ
た
た
び
中
断
し
て
い
る
｡

演
じ
る
日
時

･
場
所

･
大
祭

山
田
神
社

(十
月
三
日
)

拝
殿
で
曝
す
.
芥
生
信
雄
家
に
か
つ
て
は
人
形
山
車
の
人
形
の
首
が
保
管
さ
れ
て
い
た
O
他
地
区
と
同
様
､

以
前
は
山
車
を
曳
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
屋
台
は
戦
後
作

っ
た
と
い
う
｡

･
元
旦

朝
か
ら
昼
ご
ろ
ま
で
､
山
田
神
社
で
曝
し
た
o
大
晦
日
か
ら
離
し
た
こ
と
も
あ
る
O

･
ア
ク
マ
ッ
パ
ラ
イ
'
虫
送
り
､
雨
乞
い
に
出
た
o

･
他
地
区
の

大
祭

六
～
九
月
こ
ろ
に
は
横
浜
､
東
京
方
面
か
ら
大
祭
に
雌
子
の
依
頼
が
あ

っ
た
o
よ
く
出
か
け
た
が
､
昭
和

三

十
年
代
後
半
ご
ろ
に
な
る
と
野
菜
栽
培
で
い
そ
が
し
く
な

っ
た
り
､
あ
る
い
は
大
祭
日
が
日
曜
日
に
重

な
る
よ
う
に
な

っ
た
た
め
'
出
か
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
｡

横
浜

神
奈
川
区
宮
前
町
洲
崎
神
社
､
入
江
町

l
之
宮
社
､
東
神
奈
川
町
熊
野
神
社
'
六
角
橋
杉
山
社
｡

西
区
浅
間
町
浅
間
神
社

(六
月

一
日
)

川
崎

幸
区
塚
越

(山
車
を
牛
に
曳
か
せ
て
も

っ
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
)

東
京

蒲
田
'
五
反
田
'
巣
鴨

祝
儀
は
日
雇
い
賃
金
の
二
倍
は
と
で
あ

っ
た
O

ヨ
ミ
ヤ
の
八

～
九
時
こ
ろ
に
先
方
に
着
い
て
'
十
二
時
こ

ろ
ま
で
嚇
す
｡
そ
の
夜
は
神
楽
殿
や
氏
子
の
家
に
泊
ま
り
､

翌
朝
五
時
か
ら
夜
十

1
時
頃
ま
で
職
し
て
､

帰
っ
て
き
た
｡
浴
衣
は
各
町
内
会
か
ら
､
こ
れ
を
着
て
-
れ
と
反
物
で
も
ら
い
'
自
分
に
合
わ
せ
て
縫

っ
た
｡

巣
鴨
の
祭
り
で
'
神
社
で
居
悦
子
を
や
っ
て
い
た
ら
､
山
車
に
乗

っ
て
き
た
芸
者
衆
の
姐
さ
ん
株
の
人
が

北
山
田
の
伝
東
署
の
系
譜

明
治
大
正
期

続
投
権
威

大
正
EET和
期

縮
茂
高
歳

祇
茂
喜
代
戒

市
川
喜
代
歳

昭
昭
初
期

市
川
徳
次

市
川
助
太
郎

屯
t/
;･‥成

城

後

芥
生
信
雄

芥
生
恭
男

仲
田

英

知
野
照
夫

仲
田
文
夫

小
束
勝
一

漆
原

楢

(笛
･
太
鼓
･
踊
)

(太
鼓
)

(笛
･
太
鼓
)

(笛
･
太
鼓
)

(踊
･
笛
)

(笛
･
太
鼓
･
鉦
)

(笛
･
太
鼓
･
嗣
)

(太
鼓
･
笛
)

(太
滋

･
笛
･
獅
)

(鉦
)

(.L._Z
,

(捕
)

l踊
I

(捕
)
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績
茂
喜
代
蔵
さ
ん
に
挨
拶
に
き
た
.
喜
代
蔵
さ
ん
は
そ
れ
ほ
ど
有
名
だ

っ
た
､
と
い
う
｡
昭
和
三
十
九
年

ご
ろ
ま
で
'
初
午
に
東
京
新
田
に
あ
る
会
社
か
ら
依
頼
さ
れ
､
そ
の
会
社
の
稲
荷
社
で
市
川
徳
次
さ
ん
が

狐
踊
り
を
締

っ
た
｡
モ
ド
キ
な
ど
の
踊
り
も
や

っ
た
.

昭
和
三
十
年
か
ら
三
十
五
年
こ
ろ
､
大
山
阿
夫
利
神
社
の
大
祭
に
'
地
元
の
先
導
師
に
た
の
ま
れ
て
聡
子

を
奉
納
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
｡

噂
子
の
構
成

五
人
喋
子

道
具禁

器

笛

(
ト
ン
ビ
)
'
鉦

(
ア
タ
-
ガ
ネ
'

ス
リ
ガ
ネ
)
へ
大
太
鼓
'
締
太
鼓

(
ゾ
ラ
へ
)

仮
面

御
子
頑
'
オ
カ
メ

(
テ
ン
タ
)
､
ヒ
ョ
ソ
ト
コ

(
モ
ド
キ
)
'
ワ
ラ
イ
へ
狐

道
具
は
三
組
あ

っ
た
｡
笛
は
師
匠
ら
は
篠
竹

で
自
作
し
て
い
た
｡
七
孔
で
あ
る
｡
居
磯
子
で
は
四
ホ
ン
の
笛

を
使
う
が
､
息
の
続
く
人
は
三
ボ
ン
を
使

っ
た
｡
四
'
五
ホ
ン
の
笛
を
使
う
こ
と
が
多
い
が
､
獅
子
舞
で
は

た
ま
に
六
ボ

ン
を
使

っ
た
.
鉦
を
た
た
-
接
木

の
先
端
に
鹿
角
裂
の
球
が

つ
い
て
い
た
O
面
は
桐
の
木
で

作

っ
た
｡
紙
茂
喜
代
意
さ
ん
は
狐
面
を
自
分
で
彫
り
､
浅
草

へ
持

っ
て
い
き
､
毛
を
い
れ
て
も
ら

っ
た
､
と

い
う
｡

磯
子
の
系
統

ヤ
マ
ノ
テ
-
ず
し
｡
も
と

ハ
マ
ノ
テ
磯
子
O
テ
ン
ポ
が
早
-
う
る
さ
い
雌
子
だ

っ
た
が
､
紙
技
梶
蔵
さ
ん
の

こ
ろ
に
羽
EB
暁
子
な
ど
東
京
方
面
の
磯
子
の
よ
い
と
こ
ろ
を
取
り
こ
ん
で
､
静
か
な
磯
子
に
し
た
｡

敬
子
の
曲
目

ハ
ヤ

(乱
拍
子
が
入
る
)
1
カ
マ
ク
ラ
ー
ミ
ヤ
カ

マ
ク
ラ
ー
ク
こ
ガ
タ
メ
ー
シ
チ
ョ
-
メ

(玉
入
れ
が
入
る
)

1

ハ
ヤ
｡
約
三
十
分
で
あ
る
｡

ヤ
ク
モ
ノ
が
あ

っ
た
｡
こ
れ
は
笛
の
人
が
個
人
で
勝
手
に
入
れ
て
は
い
け
な
い
｡
｢
入
れ
ま
す
よ
｣
と
太
鼓

績
茂
梶
議
さ
ん
は
､
通
称
カ
ジ
ュ
ウ
さ
ん
と
い
わ
れ
'
神
楽
の

唯
子
も
能
く
L
t
県
下
に
広
く
名
が
知
ら
れ
た
人
で
あ
る
Q
多
く

の
弟
子
を
も
ち
､
当
時
の
段
村
娯
楽
と
し
て
の
唯
子
の
隆
盛
に
寄

与
し
た
O
そ
の
子
､
高
蔵
さ
ん

(明
治
三
十
年
ご
ろ
の
生
ま
れ
)～

そ
の
弟
老
代
蔵
さ
ん
も
聡
子
を
葵
し
た
｡

喜
代
歳
さ
ん
は
明
治
三
十
九
年
､
結
成
梶
蔵
の
次
男
と
し
て
生

ま
れ
､
本
家
ツ
ト
ヤ
を
つ
い
だ
｡
学
校
を
卒
炎
し
て
直
ち
に
父
梶

蔵
か
ら
無
髄
子
や
神
楽
の
苗
を
学
ん
だ
｡
父
と
は
ち
か
う
素
性
の

笛
で
あ
る
と
は
め
ら
れ
'
み
ず
か
ら
も
弟
身
分
で
あ
り
'
笛
で
生

き
て
い
こ
う
と
決
心
し
た
｡
長
唄
の
望
月
長
之
助
社
中
に
弟
子
入

り
を
し
た
が
､
十
七
～
八
旗
の
こ
ろ
'
肺
炎
を
わ
ず
ら
い
長
-
静

苓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
'
長
唄
の
笛
の
修
行
を
断
念
し
た
｡

そ
の
後
､
股
菜
に
は
げ
む
か
た
わ
ら
'
束
京
や
横
浜
市
内
､
鶴
岡

<
幡
宮
な
ど
各
地
で
神
楽
や
祭
聡
子
の
笛
を
ふ
い
た
｡
ま
た
近
郷

近
在
か
ら
あ
つ
ま
る
弟
子
た
ち
を
そ
だ
て
る
と
と
も
に
'
市
内
に

出
稽
古
に
い
っ
た
｡
神
楽
の
笛
吹
き
と
し
て
も
す
ぐ
れ
､
日
吉
矢

上
の
神
楽
師

(佐
相
家
)
と
と
も
に
各
地
に
で
か
け
た
｡

神
楽
笛
を
奏
す
る
と
き
は
'
白
い
名
物
'
袴
姿
で
あ
っ
た
た
め
､

神
楽
仲
間
か
ら

｢山
田
の
自
バ
カ
マ
｣
と
よ
ば
れ
'
み
ず
か
ら
'

｢神
楽
で
三
十
五
座
ま
で
ふ
け
る
の
は
自
分

一
人
だ
｣
と
詣
し
て

い
た
.と
い
う
｡
手
が
荒
れ
る
と
笛
の
昔
が
ち
が
っ
て
く
る
と
い
っ

て
'
立
で
も
冬
で
も
白
い
手
袋
を
し
て
手
を
だ
い
じ
に
し
て
い
た
｡

昭
和
四
十
八
年
没
｡
川
崎
か
ら
椛
浜
地
域
の
暁
子
の
隆
感
は
'
拭

茂
捉
意
､
喜
代
蔵
父
子
の
努
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
｡

ま
た
梶
蔵
の
一
番
弟
子
と
も
い
わ
れ
た
市
川
助
太
郎
さ
ん
は
､

梶
意
さ
ん
か
ら
喋
子
を
な
ら
い
､
喜
代
威
さ
ん
に
お
さ
ら
い
を
し

て
も
ら
っ
た
｡
当
時
'
梶
践
さ
ん
は
高
齢
の
た
め
'
投
床
で
お
し

え
た
と
い
う
｡
助
太
郎
さ
ん
も
聡
子
に
通
じ
､
南
山
田
'
川
和
'

池
辺
の
人
た
ち
が
な
ら
い
に
き
て
い
た
と
い
う
｡
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の
人
に
こ
と
わ
っ
て
か
ら
や
ら
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
O
リ
ョ
ウ
ゴ
ク
'
シ
ョ
ー
デ
ン
､
,,,
ヤ
シ
ヨ
ー
亨
ン
､

キ
-
ン
､
カ
ッ
コ
ウ
な
と
が
あ
り
'
カ
マ
ク
ラ
の
つ
き
に
入
れ
た
｡

ハ
ヤ
の
曲

ま

ず
ゾ
ラ
へ
た
け
の

｢打
込
み
｣
を
す
る
｡

ハ
ヤ
の

｢地
｣
か
ら
し
だ
い
に
は
け
し
く
打
ち
だ

す
o
こ
れ
を
ノ
ポ
リ
と
い
う
｡
ノ
ポ
リ
に
な
り
､
途
中
二
回
､
瞬
間
的
に
嚇
子
を
や
め
る
0
こ
れ
を

｢切
り
｣
と
い
う
O
こ
れ
を
二
度
や
る
こ
と
を

｢
二
度
切
り
｣
と
い
う
｡
ふ
た
た
び

｢地
｣
に
移
り
､

こ
れ
を
繰
り
返
す
O

シ
テ
ョ
-
メ
の
玉
入
れ

シ
チ
ョ
-
メ
の
曲
の
な
か
に
玉
入
れ
が
は
い
る
｡
笛
に
合
わ
せ
､
カ
-
'

ソ
モ
の

シ
ラ
へ
が
交
互
に
自
由
に
た
た
-
o
こ
の
と
き
'
大
太
鼓
や
片
方
の
ン
ラ
へ
は
た
た
か
な
い
O
こ
こ

が
シ
ラ
へ
の
聞
か
せ
と
こ
ろ
で
､
こ
れ
は
師
匠
か
ら
は
教
え
て
も
ら
え
な
い
｡

踊
り
の
曲
目

踊
り
手
は
､
い
れ
か
わ
る
こ
と
は
あ
る
が
､

1
人
で
踊

っ
た
o

☆
獅
子
と
モ
ド
キ

約
四
十
分
は
と
で
あ

っ
た
o

ハ

ヤ

獅
子
｡
獅
子
の
狂
い
が
は
い
る
｡
獅
子
頭
を
ぬ
き
'
肩
に
か
け
'
腹
掛
け
か
ら
面
を
出
し
て
つ
け
る
｡

カ

マ
ク
ラ

モ
ト
キ
O
二
本
の
扇
子
や
手
拭
を
も

っ
て
踊
る
0

イ
ン
ハ

モ
ド
キ
｡
三
味
線
を
ひ
-
､
舟
を
こ
-
､
こ
ろ
ぶ
､
壁
塗
り
な
ど
多
く
の
所
作
が
あ
る
｡

ハ
ヤ

獅
子
｡

ヒ

ョ
ッ
ト
コ
と
ワ
ラ
イ
の
面
を

つ
け
､
両
面
の
踊
り
を
や
る
と
き
が
あ
る
｡
織
茂
伝
蔵
さ
ん
が
よ
-
や
っ
て

い
た
｡

☆
獅

子
と
テ
ン
タ

約
四
十
分
で
あ

っ
た
o

ハ
ヤ

獅
子
｡
モ
ト
キ
の
場
合
と
同
じ
｡

カ

マ
ク
ラ

テ
ン
タ
｡
化
粧
'
部
屋
掃
徐
を
す
る
0

子
守
唄

テ
ン
タ
｡
獅
子
頭
を
子
と
も
に
み
た
て
'
そ
ば
に
寝
か
し
な
が
ら
針
仕
事
を
す
る
.
し
だ
い
に
眠

佐
相
家
と
共
に
記
念
写
乗
に
お
さ
ま
っ
た
喜
代
蔵
さ
ん

(右
か
ら
四
人
日
･
綴
茂
7
ク
家
裁
･
北
山
田
)
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-
な
り
､
居
眠
り
を
す
る
0
突
然
子
供
に
お
こ
さ
れ
て
目
を
覚
ま
し
'
オ
ム
ツ
を
取
り
か
え
て
､
子

供
を
背
負
う
｡

数
え
唄

テ
ン
タ
0

マ
-
つ
き
へ
羽
根

つ
き
を
す
る
｡

イ
ン
バ

テ
ン
タ
｡
扇
子
､
手
拭
の
踊
り
を
女
の
仕
種
で
踊
る
｡

ハ
ヤ

獅
子
｡

技

術

伝
承

芥
生
信
雄
､
芥
生
恭
男
さ
ん
ら
は
､
最
初
絞
茂
喜
代
蔵
さ
ん
か
ら
太
鼓
を
習
い
'
の
ち
､
市
川
助
太
郎
さ
ん

か
ら
笛
を
習

っ
た
｡
稽
古
初
め
の
と
き
､
太
鼓
を
習
う
者
だ
け
で
十
二
､
三
人
い
た
｡
笛
を
習
う
者
は
別
に

い
た
o
太
鼓
と
韻
は
別
れ
て
習
い
､
そ
れ
ぞ
れ
が
ひ
と
と
お
り
で
き
た
段
階
で
い
っ
し
ょ
に
合
わ
せ
た
o
聡

子
の

｢地
｣
(基
本
的
な
-
ス
ム
)
を

一
㌧
二
年
教
わ
っ
た
｡

太
鼓

先
輩
の
人
た
ち
は
巻
ワ
ラ
を
打

っ
て
太
鼓
を
た
た
く
練
習
を
し
た
が
'
こ
れ
で
は
書
か
し
な
い
の
で

張
り
あ
い
が
な
か

っ
た
｡
そ
こ
で
古
い
敷
居
を
な
ら
べ
て
た
た
い
た
｡

ハ
チ
は
篠
竹
な
ど
適
当
な
も

の
で
あ

っ
た
｡

縦
茂
喜
代
蔵
家
の
縁
側
で
室
内
に
む
か
っ
て
練
習
し
､
師
匠
は
座
敷
に
座

っ
て
い
た
｡

バ
チ
の
も
ち
方
は
､
三
本
指

(親
指
､
人
さ
し
指
､
中
指
)
で
持

つ
O
こ
れ
で
や
ら
な
い
と

｢太
鼓

が
ぬ
け
な
い
｣
と
い
わ
れ
た
o
太
鼓
が
ぬ
け
な
い
と

｢太
鼓
が
う
る
さ
い
｣
と
い
わ
れ
た
O

笛

ま
ず
昔
を
出
す
こ
と
が
む
ず
か
し
い
｡
楽
譜
が
な
い
か
ら
'
師
匠
の
指
の
動
か
す
様
を
見
て
覚
え
る
O

マ

曲

カ

マ
ク
ラ
の
曲
に
は

｢紙

1
重
の
境
が
あ
る
｣
と
い
わ
れ
た
o
｢
間
｣
の
こ
と
で
､
太
鼓
の
間
の
悪

い
人
は
､
笛
を
吹
い
て
い
て
も
屑
が
折
れ
る
｡
笛
に
の
ら
な
い
o
ま
た
､
笛
も
い
-
ら
吹
け
て
も
間

が
悪
け
れ
は
た
め
と
さ
れ
た
｡
プ
ー
プ
ー
7
-
7
-
と
鳴
ら
な
-
て
も
､
問
が
よ
け
れ
ば
太
鼓
は
た

た
け
る
｡

7
ク
マ
ソ
バ
ラ
イ

芥
生
家
の
笛

(北
山
田
･
62
)



697 苅1節 汽 牧 子

昭
和
三
十
年
代
ま
で
'
元
旦
か
ら
七
日
ご
ろ
に
か
け
て
横
浜
や
川
崎
か
ら
依
頼
さ
れ
た
｡

｢

横
浜

神
奈
川
地
区
の
消
防
団
か
ら
た
の
ま
れ
て
出
か
け
た
｡
金
港
町
'
百
木
町
'
宮
前
町
､
栄
町
､
中

央

市
場
'
幸
ヶ
谷
'
仲
木
戸
'
新
町
､
浦
島
町
'
子
安
通
'
六
角
橋
な
ど
で
あ
る
｡

川
崎

幸
区
塚
越
｡
蒲
に
た
の
ま
れ
た
〇

三
組
で
や
っ
た
こ
と
も
あ
る
｡
人
手
が
足
り
な
い
と
き
は
'
川
崎
有
馬
の
秋
山
さ
ん

(笛
が
専
門
'
市
川
助

太
郎
さ
ん
の
弟
子
)
に
応
援
を
た
の
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
｡

ム
ラ
内
の
ア
ク
マ
ソ
.ハ
ラ
イ
は
他
所
か
ら
帰
っ
て
き
て
か
ら
で
あ
っ
た
｡
そ
の
た
め
早
く
て
七
日
ご
ろ
か
ら

十
五
日
の
小
正
月
ご
ろ
ま
で
の
問
の
二
日
間
を
つ
か
っ
て
廻
っ
た
｡

笛

(
1
)
'
鉦

(
一
)､
ツ
ケ
と
オ
ケ
ド
I
を
組
み
合
わ
せ
た
二
丁
太
鼓

(
1
).
踊
り
は
獅
子
o

祝
儀
の
額
に
よ
っ
て
踊
る
時
間
の
長
短
を
つ
け
た
｡
ハ
ヤ
の
終
わ
り
に
笛
が
ど
～
と
長
-
の
ば
す
と
､
ひ
き

つ
づ
き
踊
り
､
ピ
ソ
と
切
れ
る
と
終
り
と
い
う
合
図
で
あ
っ
た
Q
カ
ミ
か
ら
シ
モ
へ
廻
っ
た
｡
以
前
は
聡
子

連
中
の
家
だ
け
を
廻
っ
た
が
､
戦
後
'
町
会
や
消
防
か
ら
た
の
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
各
戸
を
廻
り
'

踊
り
も
各
戸
お
な
じ
よ
う
に
折
っ
た
.

虫
送
り

山
田
神
社
の
社
殿
を
廻
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
.
世
話
人
と
呼
子
連
中
だ
け
で
､
大
太
鼓
を
二
人
で
か
つ
い
だ
｡

嚇
子
は
ハ
ヤ
か
ら
は
じ
め
る
が
､
虫
送
り
に
用
い
る
聯
子
が
あ
っ
た
o
こ
れ
は
ゆ
っ
く
り
し
た
調
子
の
曲
で
'

リ
ョ
ウ
ゴ
ク
の
曲
に
似
て
い
た
｡

雨
乞
い

早
天
続
き
の
と
き
'
大
山
阿
夫
利
神
社
か
ら
竹
筒
に
水
を
も
ら
っ
て
き
て
､
神
社
で
破

っ
た
｡
こ
の
と
き
'

獅
子
頭
二
頑

(行
道
の
獅
子
)
を
か
ざ
り
'
磯
子
を
や
っ
た
｡

北
山
田
の
卓
子
連

(後
列
左
は
音
代
議
さ
ん
･
払
茂
7
ク
家
法

･
北
山
田
)
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第
二
節

獅
子
舞

獅
子
舞
は
､
全
国
的
に
も
っ
と
も
多
い
芸
能
で
あ
る
｡
横
浜
市
の
港
北
区
'
緑
区

l
帯
も
例
外
で
は
な
い
o

こ
れ
を
分
類
す
る
と
'
固
有
の
獅
子
舞

(
1
人
立
ち
獅
子
舞
)
と
外
来
系
の
獅
子
舞

(二
人
立
ち
獅
子
舞
)
の

二
つ
の
系
統
に
分
け
ら
れ
る
O

一

一
人
立
ち
三
頑
獅
子
舞

1
人
立
ち
獅
子
舞
と
は
t

l
人
の
舞
手
が
頭
に
獅
子
頭
を
頂
き
踊
る
o
こ
の
1
人
立
ち
獅
子
舞
の
主
流
と
な

る
も
の
が
'
三
人
の
舞
手
が

l
組
で
踊
る
三
頭
獅
子
舞
で
あ
る
o
東
北

･
関
東
地
方
に
多
く
､
本
県
が
そ
の
南

限
で
あ
る
O
カ
シ
ラ
は
獅
子
の
は
か
に
竜
､
鹿
が
あ
る
が
'
本
県
に
は
鹿
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
｡
後
述
す
る

外
来
系
の
二
人
立
ち
の
獅
子
舞
に
対
し
､
こ
れ
は
日
本
固
有
の
獅
子
舞
と
さ
れ
て
い
る
0
本
県
に
は
九
か
所
に

ク
E)ガネ

現
存
L
t
横
浜
市
内
で
は
緑
区
元
石
川
の
P<'神
社
に
あ
る
｡
港
北
区
箕
輪
町
の
諏
訪
神
社
'
緑
区
鉄
町
の

鉄

神

社
に
も
あ
っ
た
｡

こ
こ
で
は
､
鉄
神
社
の
獅
子
舞
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
｡

関
係
者
は
'
鈴
木
国
之

(七
十
七
歳
)
､
渋
谷
垂
作

(七
十
二
歳
)'
井
上
四
郎

(七
十
歳
)'
志
村
富
次

(六
十
九
歳
)
､
&
'谷
宇
作

(六
十
八
歳
)'
鈴
木
勇

(六
十
四
歳
)
の
み
な
さ
ん
で
あ
る

(昭
和
五
十
年
現
在
)
O

緑
区
鉄
町
は
､
明
治
初
期
ま
で
は
上
鉄
､
中
鉄
'
下
鉄
の
三
村
に
分
か
れ
て
い
た
｡
こ
の
1
人
立
ち
三
頑
獅

子
舞
は
'
う
ち
上
鉄
村
に
伝
わ
る
o
他
村
へ
は
出
i:-･6
い
o
む
か
し
は
舞
手
は
長
男
に
か
き
ら
れ
た
｡

古
老
に
よ
れ
は
'
慶
長
の
こ
ろ
に
当
地
に
疫
病
が
大
流
行
し
た
o
そ
の
お
り
､
屋
号
ナ
カ
ヤ
と
い
う
旧
家

(当
主
､
志
村
久
雄
さ
ん
)
の
先
祖
が
､
多
摩
郡
是
政
村

(現
'
府
中
市
)
か
ら
悪
疫
退
散
の
た
め
に
将
来
し

た
'
と
い
う
0
獅
子
頭
は
志
村
富
次
家
に
l
時
保
管
さ
れ
て
い
た
が
'
も
と
は
屋
号
ナ
カ
ヤ
の
土
蔵
に
あ
っ
た

驚
神
社
の
満
子
舞

(元
石
川
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ら
し
い
｡
そ
の
後
､
宗
英
寺
に
う
つ
っ
た
｡
現
在
は
鉄
神
社
境
内
の
獅
子
奉
安
所
に
納
め
ら
れ
て
い
る
｡

し

十
月
十
四
日
は
鉄
三
村
の
鎮
守
鉄
神
社
の
大
祭
日
で
あ
る
｡
も
と
は
九
月
十
四
日
で
あ

っ
た
が
'
養
蚕

の

都

合
で
変
更
し
た
と
い
う
｡
早
朝
'
宗
英
寺
に
集
合
し
､
八
時
こ
ろ
､
行
列
し
て
出
発
し
た
｡

構
成
は
､
先
頭
に
花
髄
四
人
'
以
下
ホ
ラ
貝

l
人
､
金
棒
二
人
､
サ
サ
ラ
ひ
き
四
人
､
ヒ
ョ
ソ
ト
コ
1
人
､

天
狗

1
人
､
剣
獅
子

l
人
'
玉
獅
子

1
人
'
巻
獅
子

(ね
じ
り
獅
子
)

一
人
へ
笛
数
人
が
続
-
O

獅
子
頭

牡
獅
子

創
角
二
本

剣
シ
シ

牡
獅
子

巻
角
二
本

巻
シ
ソ

牝
獅
子

宝
珠
を
い
た
だ
く

玉

ソ
シ

い
ず
れ
も
黒
漆
塗
り
で
､
剣
と
宝
珠
は
金
色
へ
鶏
毛
を
つ
け
､
背
の
ノ
デ
は
各
戸
か
ら
あ

つ
め
た
神
札
を
長

-
つ
な
い
で
た
れ
る
｡
腹
の
太
鼓
は
､
大
正
二
年
に
新
調
し
'
巴
紋
を
え
が
-
o
手
甲

･
鼓

っ
着
け

･
白
足
袋

･

草
鞍
は
き
で
あ
る
｡

加
役

ヒ
サ
T]

天
狗

n
t高
赤
面
､
太
い
丸
ク
ケ
帯
を
し
め
'
タ
ス
キ
が
け
O
手
に
剣
と
幣
束
を
も
つ
｡

瓢

か

ら
花
を
ま

く
が
'
花
は

｢薬
｣
だ
と
い
う
｡
近
辺
で
は
川
崎
市
多
摩
区
菅
で
も
瓢
箪
を
も
つ
｡

ヒ
n
ノ
ト
コ

仮
面
は
新
し
い
｡
軍
配
扇
を
も

つ
｡
以
前
は
木
製
の
男
根
を
腰
に
つ
け
た
｡
明
治
三
十
年

こ
ろ

に
鈴
木
馬
之
助
さ
ん
が
考
え
た
狂
言
だ
'
と
も
い
う
｡

サ
サ

ラ

す
り

男
子
が
女
装
す
る
0
近
年
は
女
子
が
加
わ
っ
た
｡
花
笠
を
か
ぶ
る
.

金
棒
引

紺
の
は
ん
て
ん
'
腹
が
け
､
も
も
ひ
き
､
草
履
は
き
姿
で
あ
る
｡

ホ
ラ
貝

笛
役

七
孔
の
篠
笛
｡
紋
付
羽
織
､
白
足
袋
､
草
履
は
き
姿
で
あ
る
｡

歌
上
げ

服
装
右
に
同
じ
｡

宗
英
寺

(鉄

･
63
)
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笛
と
御
子
の
太
鼓
で
唆
し
な
が
ら
行
遺
す
る
｡
曲
は

｢道
歩
き
｣
で
､
行
道
に
は

歌

上

げ

は
つ
か
な
い
｡
花

龍
と
ホ
ラ
貝
は
ど
ん
ど
ん
前
を
い
-
が
'
は
か
は
上
鉄
各
戸
を
ま
わ
り
悪
疫
退
散
を
折
る
O
天
狗
の

｢
ヨ
ー
｣

と
い
う
気
合
い
を
合
図
に
､
天
狗
'
剣
獅
子
､
玉
獅
子
'
巻
獅
子
の
順
で
ト
ン
ボ
グ
チ

(玄
関
)
か
ら
土
間
へ

飛
び
こ
ん
で
､
｢群
r<J
み
｣
を
舞
う
0
所
要
時
間
約
五
分
で
あ
る
O
表
で
は
ヒ
nl
ソ
ト
コ
が
軍
配
扇
の
上
に
祝

儀

(御
捻
り
)
を
受
け
る
｡
こ
れ
を
受
け
る
と
､
小
さ
な
幣
束
を
わ
た
す
o
厄
除
け
に
な
る
と
い
う
｡
世
話
人

は
白
米
を
受
け
'
用
意
の
袋
に
入
れ
る
0
こ
の
よ
う
に
全
戸
を
ま
わ
る
.
江
戸
時
代
末
偶
の
戸
数
は
四
十
些
P

と
い
う
｡

〓
E
は
元
締
の
家
で
昼
食
を
と
り
､
午
後
二
時
ご
ろ
に
鉄
神
社
に
到
着
し
た
O

境
内

には
と
-
に
忌
竹
や
土
俵
は
も
う
け
な
い
O
こ
こ
で
は
歌
上
げ
が
加
わ
る
｡
舞
は
十
二
場
､
十
三
歌
あ

る
｡
天
狗
を
加
え
､
三
頭
の
獅
子
の
位
置
関
係
は
四
角
形
が
基
本
で
あ
る
｡
ヒ
ョ
ソ
ト
コ
は
そ
の
ま
わ
り
で
お

と
け
て
い
る
｡

ま
ず

｢舞
込
み
｣
か
ら
演
じ
る
O
歌
詞
こ
と
に
舞
が
異
な
る
｡
な
か
で
'
｢
お
と
し
か
け
｣
と
い
っ
て
'
牡

櫛
子
同
志
が
弓
を
射
か
け
る
仕
種
を
し
な
が
ら
牝
満
子
を
う
は
い
あ
う
｡

舞
終
わ
る
と
､
観
衆
は
い
っ
せ
い
に
獅
子
が
腰
に
差
し
た
幣
束
や
花
瓶
の
枝
を
と
り
あ
う
0
こ
れ
ら
は
魔
除

け
に
な
る
と
い
う
｡

こ
れ
が
獅
子
舞
次
第
だ
が
'
当
地
の
獅
子
舞
は
大
正
初
期
に
は
盆
の
八
月
十
五
日
に
演
じ
ら
れ
､
鉄
神
社
の

祭
礼
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
｡

そ
の
こ
ろ
の
練
習
は
約

1
か
月
で
､
七
月
は
=L
H繋
期
な
の
で
十
五
日
か
ら

1
晩
お
き
に
お
こ
な
い
､
八
月
に

は
い
る
と
毎
晩
と
な
っ
た
｡
初
め
は
す
わ
っ
て
太
鼓
の
練
習
を
し
､
八
月
七
日
に
な
っ
て
獅
子
頑
を
か
ぶ
る
｡

十
三
日
に
は
ぜ
ん
ぷ
仕
立
て
て
練
習
し
た
｡
そ
し
て
十
四
日
の
晩
に
は
宗
英
寺
の
境
内
で
盛
装
し
て
演
じ
た
｡

翌
十
五
日
に
は
各
家
々
を
ま
わ
り
､
そ
の
あ
と
で
鉄
神
社
で
舞
納
め
を
し
た
｡

古
老
の
話
の
ご
と
く
'
当
地
の
獅
子
舞
は
疫
病
流
行
時
の
悪
疫
退
散
の
た
め
の
祈
転
で
あ
り
､
他
地
の
1
人

立
ち
三
頭
獅
子
舞
の
場
合
と
は
移
入
動
機
が
果
な
る
よ
う
で
あ
る
｡
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も
と
よ
り
慶
長
伝
来
説
は
口
伝
で
あ
り
､
そ
れ
を
姦
づ
け
る
史
料
は
な
い
｡
さ
か
の
は
り
う
る
か
ぎ
り
は
'

記
憶
さ
れ
て
い
る
次
の
継
承
者
名
で
あ

っ
て
'
そ
の
時
期
は
江
戸
時
代
末
期
で
あ
る
O

鈴
木
緒
之
助

(天
保
九
年
四
月
十
七
日
生
)

村
谷
福
三

(安
政
二
年
九
月
十
三
日
生
)

渋
谷
留
十
郎

(安
政
三
年

一
月
二
十
四
日
生
)

鈴
木
亀
吉

(文
久
三
年
十

一
月
八
日
生
)

彼
ら
は
明
治
四
十
年
ご
ろ
ま
で
'
後
継
者
の
指
導
に
尽
力
し
た
｡

此
地
の
獅
子
舞
は
､
大
正
初
期
ま
で
は
盛
ん
で
あ

っ
た
｡
鈴
木
国
之
さ
ん
や
渋
谷
正
作
さ
ん
ら
は
そ
の
こ
ろ

か
ら
は
じ
め
た
｡
し
か
し
'
そ
の
後
は
何
度
か
寸
断
さ
れ
る
｡
大
正
半
ば
に
中
断
し
､
昭
和
七
-
八
年
ご
ろ
に

復
活
す
る
｡
渋
谷
宇
作
さ
ん
は
こ
の
時
期
に
加
わ
っ
た
o
同
十
二
年
ご
ろ
に
中
断
す
る
｡
そ
の

中
断
原
因
は
不

景
気
と
戟
争
で
あ
る
O
戦
後
の
昭
和
三
十
年
ご
ろ
'
せ
っ
か
-
こ
の
他
に
文
化
財
が
あ
る
の
だ
か
ら
役
活
さ
せ

よ
う
と
い
う
意
見
が
出
て
'
新
た
に
若
者
が
練
習
し
て
復
活
し
た
｡
鈴
木
勇
さ
ん
や
志
村
富
次
さ
ん
ら
を
中
心

に
し
て
後
援
会
も
組
縦
さ
れ
､
同
三
十
三
年
に
は
横
浜
開
港
百
年
祭
に
参
加
す
る
な
ど
､
出
演
の
依
頼
が
あ
れ

ば
出
向
い
て
公
演
し
た
｡
同
三
十
六
年
､
当
地
の
桐
蔭
学
園
開
校
記
念
で
公
演
し
た
の
ち
､
鉄
神
社
で
舞
納
め

た
の
が
最
後
で
'
ふ
た
た
び
中
断
し
た
｡
近
年
の
中
断
の
原
因
は
､
舞
手
が
勤
め
仕
事
に
な

っ
た
た
め
で
あ
る

と
い
う
｡
な
お
そ
の
後
､
伝
承
者
の
指
導
の
も
と
で
､
桐
蔭
学
園
の
学
生
有
志
に
鉄
の
民
俗
芸
能
の

l
部
は
受

け
継
が
れ
.
断
続
的
で
は
あ
る
が
'
学
薗
祭
な
ど
の
折
に
披
露
さ
れ
て
い
る
｡

獅
子
邦
唄

(☆
印
は
く
り
か
え
し
)

一

之
の
お
庭
え
来
て
見
れ
ば
☆
小

金小
筆
が
足
に
撰
ま
る

二

京
か
ら
下
る
唐
絵
の
犀
風
☆

美
さ
ら
り
と
引
き
廻
さ
れ
た

三
の

l

此
の
宮
は
何
た
る
番
匠
が
建

てたや
ら

四
万
四
両
に
横
が

一
つ

三
の
二

余
り
高
さ
が
立
ち
過
ぎ
て

落

つ
る
木
の
柴
が
軒
に
止
ま
ら
ぬ

鉄
神
社

(鉄

･
6
)
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三
の
三

四
の

一

g
]
の
二

四
の
三

五六七,＼,LJ｢ノ
十十

一

十
二

十
三

之
の
お
背
戸
の
枝
垂
柳

一
枝
た
-
め
て
腰
を
休
め
る

白
舘
が
金
を
く
は
へ
て
八

つ
連
れ
て

之
の
お
背
戸
の
み
-
ら
ぎ
に
棲
む

み
-
ら
ぎ
の
枝
は
幾

つ
と
挑
む
れ
ば

枝
は
九

つ

花
は
十
六

十
六
の
花
に
小
金
が
な
り
下
り

之
の
お
背
戸
は
名
所
な
る
も
の

鎌
倉
の
由
比
が
浜
の
浜
千
鳥
☆
波

に
揺
れ
て

翌

日
た
て
た

☆

恩
ひ
も
寄
ら
ぬ
朝
蒜
が
お
り
て

こ

～
で
女
獅
子
が
か
く
さ
れ
た

な
ん
ば
女
獅
子
が
か
-
れ
て
も

何
時

か

一
度
は
巡
り
逢

う
よ
な

☆

嬉
し
や
な
風
に
霞
が
吹
き
上
げ
て

女
獅
子
男
獅
子
が
一局
を
並

へ
た

☆

奥
山
の
松
に
か
ら
ま
る
市
の
根
も

縁
が
尽
き
れ
ば
ほ
ろ
り
は
ぐ
れ
る

山
雀
が
山
を
離
れ
て
八

つ
連
れ
て
☆
之
の
お
眉
に
羽
を
休
め
る

こ
う

つ
竹
に
今
年
こ
じ
の
が
う
い

ま
だ
れ
て
☆
今
は
若
竹
で
節
が
揃
は
ぬ

☆

鹿
島
か
ら
切
節
習

へ
と
状
が
来
た

習
い
申
す
よ
鹿
島
切
節

☆

日
は
暮
れ
る
道
の
根
笹
に
苗
が
い
る

お
い
と
ま
申
し
て
い
ざ
帰
ろ
よ
な

な
お
､
志
村
富
次
さ
ん
と
鈴
木
勇
さ
ん
が
記
し
た

｢
鉄
の
獅
子
-
横
浜
市
港
北
区
鉄
町
-
｣
(昭
和
三
十
五

年
九
月
)
に
､
こ
の
獅
子
舞
に
携
わ

っ
た
人
び
と
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
'
こ
こ
に
掲
げ
て
お
-
O

明
治
三
十
年
ご
ろ

三
牌
藤
作
､
&
'谷
惣
十
郎
､
鈴
木
金
三
郎
､
鈴
木
馬
之
助
､
柏
尾
大
吉

明
治
四
十
年
ご
ろ

三
堀
作
兵
衛
､
鈴
木
万
太
郎

大
正
の
初
め
ご
ろ

滝
尾
与
作
､
鈴
木
国
之
'
村
谷
長
蔵
､
鈴
木
佐
吉
へ
三
堀
軍
平

昭
和

鈴
木
万
太
郎
､
滝
尾
与
作
'
三
掘
作
兵
衛
､
渋
谷
重
作
'
鈴
木
時
次
郎
'
鈴
木
措
作
､

渋
谷
和
夫
､
鈴
木
節
男
'
旧
井
昭
､
村
谷
光
治
､
鈴
木
猛
､
鈴
木
義
正
'
三
賦
功
､
渋
谷

宇
作

鉄
古
典
獅
子
挙
安
所

(鉄
神
社
境
内

･
田
)
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二
'
行
道
獅
子

二
人
立
ち
獅
子
時
は
'
前
方
'
後
方
に

l
人
ず
つ
舞
手
が
入
り
､

l
頑
の
獅
子
を
形
つ
-
る
｡

推
古
二
十
年

(六

一
二
)
に
百
済
か
ら
伎
楽
具
と
し
て
伝
来
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
以
前
に
も

大
陸
か
ら
伝
来
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
O

伎
楽
で
は
､

1
頑
で
搾
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
が
時
代
を
経
て
'
二
頑
と
な
り
大
祭
の
オ
ネ
リ

ナ

､モウリ
ETtウ

行
列
の
先
頭
に
立
ち
'
道
路
に
充
満
す
る
櫨

魅

親

睦

を

呪
圧
し
た
.
悪
魔
疎
い
で
あ
る
｡
こ
れ
を
行
退
獅
子
と

い
う
.
本
来
の
行
道
獅
子
は
､
二
人
立
ち
で
あ
る
が
'
後
世
'
多
-
の
人
が
胴
鞘
の
な
か

に
入
る
こ
と
も
あ
っ

･
【
･

た
O
俗
に
百

足

獅
子
と
い
う
｡
ま
た
行
列
の
先
頭
に
獅
子
頭
を
持
ち
練
り
歩
-
こ
と
も
あ
っ
た
｡

昭
和
五
十
年
九
月
十
五
日
､
港
北
区
鳥
山
町
の
八
幡
神
社
の
行
道
獅
子
が
'
約
四
十
年
ぶ
り
に
復
活
し
た
O

当
時
の
関
係
者
は
､
小
島
佐
助

(八
十
四
歳
)､
阿
藤
小
三
郎

(七
十
六
歳
)
'
八
木
下
初
五
郎

(七
十
三
歳
)
'

矢
沢
酒
造
蔵

(六
十
七
歳
)'
土
志
田
良

一
(六
十
六
歳
)'
駒
田
滝
蔵

(六
十
三
歳
)､
金
子

一
郎

(五
十
八

読
)
の
み
な
さ
ん
で
あ
る

(昭
和
五
十
年
現
在
)0

八
幡
神
社
の
大
祭
は
い
ま
は
九
月
十
五
日
で
あ
る
が
'
｢
風
土
記
稿
』
に
は

｢八
月
十
五
日
ナ
-
｣
と
あ
る
｡

不
作
の
年
や
村
内
に
大
き
な
不
幸
が
あ
っ
た
と
き
に
は
祭
典
は
中
止
さ
れ
た
｡

烏
山
の
集
落
は
､
も
と
表
谷
戸
､
袈
谷
戸
､
向
根
谷
戸
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
た
が
'
太
平
洋
戦
争
後
'
八

王
子
街
道
に
人
家
が
ふ
え
､
｢通
り
｣
が
で
き
て
E
I
つ
と
な
っ
た
｡
祭
礼
の
仕
事
は
そ
れ
ぞ
れ
の
谷
戸
が
交
代

で
受
け
も
つ
o
昭
和
二
十

一
年
十
月
二
十
日
に
結
成
さ
れ
た
八
幡
神
社
奉
賛
会
の
会
則
に
は
つ
き
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
｡

祭
典
ノ
執
行
二
当
-
テ
ハ
従
来
ノ
慣
例
ヲ
尊
重

ソ
次
ノ
年
番
制
ll
ヨ
リ
マ
ス

賄
番

神
供

･
祭
典
其
ノ
他
之
二
関
連
ス
ル
l
切
ノ
業
務
ヲ
担
当

獅
子
番

獅
子
ノ
飾
り
付
､
手
入
及
格
納
等

臓
番

暇
ノ
建
方
､
取
除
キ
手
入
及
格
納
等

獅
子
の
準
備
(LP山
の
八
幡
神
社
･
5
)
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太
平
洋
戦
争
前
は
賄
番

･
獅
子
番

･
峨
番
の
順
で
交
代
し
て
い
た
が
､
｢通
り
｣
が
で
き
て
四
地
区
に
な
っ

た
の
で
'
空
番
が
加
わ
っ
て
四
年
に
1
度
祭
典
の
業
務
に
た
ず
さ
わ
ら
な
-
な
っ
た
O

獅
子
番
は
祭
典
の
前
EI]に
､
二
頭
の
獅
子
頭
が
保
管
さ
れ
て
い
る
村
田
英
夫
家
へ
出
向
-
O
角
型
と
宝
珠
を

も
つ
二
頑
の
獅
子
で
､
そ
れ
ら
は
牡
牝
で
あ
る
と
い
う
｡
村
EE
家
は
代
々
こ
の
獅
子
頭
を
あ
ず
か
る
｡
理
由
は

誰
も
知
ら
な
い
.
こ
こ
か
ら
獅
子
頭
を
神
社
へ
運
び
､
御
神
酒
を
あ
げ
て
御
扱
い
を
す
る
｡

午
後

l
時
ご
ろ
に
な
る
と
'
米
二
斗
分
の
重
量
が
あ
る
と
い
う
大
き
な
獅
子
頭
を

一
人
で
か
つ
ぎ
あ
げ
る
｡

馴
れ
た
人
が
両
脇
に
1
人
ず
つ
付
い
て
こ
れ
を
補
助
す
る
｡
獅
子
頭
を
か
つ
-
人
に
は
と
-
に
資
格
は
な
い
｡

力
の
あ
る
人
な
ら
ば
誰
で
も
よ
か
っ
た
.
阿
藤
万
歳

(明
治
元
年
生
'
小
三
郎
さ
ん
の
父
)､
蛭
田
久
治
､
秋

本
太
市
､
駒
EE
彦
蔵
'
矢
沢
留
吉
､
飯
塚
政
右
衛
門
､
三
ツ
橋
政
明
､
八
木
下
初
五
郎
､
阿
藤
小
三
郎
､
矢
沢

酒
造
蔵
､
秋
本
政
治
さ
ん
ら
は
満
子
頭
を
か
つ
い
だ
経
験
者

で
あ
る
｡
酒
造
歳
さ
ん
や
政
治
さ
ん
ら
が
や
っ
た

の
が
最
後
で
'
太
平
洋
戦
争
の
少
し
前
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
胴
の
希
は
約
二
間
で
､
七
～
八
人
の
大
人
と
大
勢

の
子
供
が
こ
の
胴
布
を
も
っ
て
大
き
く
あ
お
る
O
境
内
で
ひ
と
し
き
り
舞
っ
て
神
社
を
出
る
0

先
頭
に
丑
銭
袋
を
か
つ
-
人
と
'
都
子
の
尾

(木
製
)
を
も
つ
人
が
つ
き
'
各
戸
を
順
番
に
ま
わ
る
｡
家
々

で
は
お
盆
の
う
え
に
半
紙
を
し
き
'
五
台
～

l
升
は
ど
の
米
を
盛
り
'
そ
の
う
え
に
五
～
十
銭
-
ら
い
の
御
捻

り
を
用
意
し
て
､
獅
子
が
お
と
ず
れ
る
の

を
待

っ
た
｡

准
鋲
と
り
の
あ
と
に
二
頭
の
獅
子
が
続
く
O
母
屋
の
ト
ン
ボ
グ
チ
の
前
で
､
7
-
ヤ
-
ヤ
-
ヤ
-
ヤ
-
十
と

大
き
な
か
け
芦
を
出
し
'
胴
の
串
を
あ
お
り
な
が
ら
家
の
な
か
へ
飛
び
込
む
.
;L
Z家
だ
か
ら
広
い
土
間
が
あ

っ

て
'
そ
こ
で
バ
ク
バ
ク
噛
む
仕
草
を
し
な
が
ら
舞
う
｡
悪
魔
敵
い
で
あ
る
｡
妊
婦
が
い
る
家
な
ど
､
と
-
に
た

の
ま
れ
れ
ば
座
敷
へ
土
足
で
上
が
っ
て
や
っ
た
｡
広
い
庭
が
あ
れ
ば
そ
こ
で
も
桝

っ
た
.
次
の
家
へ
行
-
に
は

細
い
ス
グ
ジ
を
通
っ
て
行
-
｡
こ
れ
は
裏
通
り
で
あ
り
､
い
わ
ば
隣
同
志
の
勝
手
口
を
む
す
ぶ
生
活
退
路
で
あ
っ

た
｡
こ
う
や
っ
て
'
二
頭
の
御
子
は
家
か
ら
家
､
谷
戸
か
ら
谷
戸
を
ま
わ
っ
て
悪
魔
を
破

っ
て
捗
い
た
｡

大
祭
の
当
日
は
'
獅
子
頭
は
社
殿
に
か
ざ
っ
て
お
か
れ
る
.
翌
日
に
村
田
家
へ
も
と
す
o
こ
れ
を
送
り
こ
み

牡
牝
の
軒
子
(鳥
山
の
八
幡
神
社
･
EiS)
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と
い
う
O

こ
の
行
道
獅
子
は
祭
り
の
と
き
に
か
ぎ
ら
ず
'
村
内
に
伝
教
病
患
者
が
出
る
と
､
病
人
が
出
た
家
へ
行
き
､

座
敷
に
上
が
っ
て
悪
魔
蔽
い
を
し
た
o
そ
の
家
で
は
あ
ら
か
じ
め
畳
に
ム
シ
ロ
を
し
い
て
待
っ
て
い
た
｡
関
東

大
買
災

(大
正
十
二
年
九
月

l
日
)
の
前
後
に
腸
チ
フ
ス
の
盤
者
が
出
て
'
そ
の
折
に
各

1
回
や
っ
た
の
が
最

後
で
あ
っ
た
と
い
う
.

獅
子
頭
の
内
面
右
頚
部
に
'
｢鳥
山
氏
子
中

大
正
拾
年
九
月
吉
日

修
繕
｣

｢武
州
六
郷
住

神
仏
師
二
世

石
渡
払
山
｣
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
O
し
か
し
､
そ
の
わ
り
に
は
カ
シ
ラ
に
植

え
て
あ
る
毛
が
少
な
い
｡
こ
れ

は
厄
除
け
と
し
て
ム
ラ
人
が
す
こ
し
ず
つ
抜
き
と
っ
た
た
め
で
へ
そ
の
毛
は
財
布
な
ど
に
入
れ
て
お
い
た
｡

こ
の
烏
山
の
行
道
獅
子
が
は
じ
め
ら
れ
た
年
代
と
'
現
在
使

っ
て
い
る
獅
子
頭
が
こ
の
地
に
も
た
ら
さ
れ
た

年
代
と
同

l
で
あ
る
か
ど
う
か
の
論
は
お
-
と
し
て
､
県
下
n収
大
と
も
い
わ
れ
る
こ
の
二
つ
の
獅
子
頭
が
い
つ

ご
ろ
八
幡
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
か
｡
古
老
か
ら
の
伝
承
で
は
'
江
戸
時
代
に
､
索
彫
り
の
獅
子
頭
が
､
江
戸
の

魚
河
岸
に
流
れ
つ
き
'
そ
れ
を
こ
こ
へ
持
っ
て
き
た
､
と
い
う
｡
い
わ
ゆ
る

｢流
れ
神
伝
承
｣
が
こ
こ
に
も
み

ら
れ
た
｡

山
田
神
社
に
も
二
頭
の
獅
子
頭
が
保
管
さ
れ
て
い
る
｡
宝
珠
型

一
㌧
巻
角
型

一
で
あ
る
｡
こ
の
他
の
祭
礼
に

行
道
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡

三

嚇
子
獅
子
舞

′
イ

代

神
楽
と
は
､
本
来
､
伊
勢
神
宮
の
御
師
が
お
こ
な
う
垂
子
神
楽
を
獅
子
が
代
っ
て
耕
う
､
と
い
う
意
で
あ

る
｡
代
は
大
､
太
と
も
書
く
.
職
能
と
し
て
演
ず
る
も
の
'
神
仏
芸
能
と
し
て
若
者
が
お
こ
な
う
も
の
､
神
事

と
門
付
け
を
雅
ね
て
お
こ
な
っ
た
J
)の

(嚇
子
材
子
舞
)
が
あ
る
.

嚇
子
獅
子
舞
は
'
代
神
楽
の
神
楽
芸
と
遊
び
神
楽
の
各

l
部
を
組
み
あ
わ
せ
た
も
の
で
､
祭
磯
子
を
伴
奏
と

し
､
オ
カ
メ
､
ヒ
m
ッ
ト
コ
を
加
役
と
し
て
芙
芸
を
演
じ
る
O
伎
楽
に
は
じ
ま
っ
た
本
系
の
獅
子
舞
が
最
後
に

山
EE
神
社
の
満
子
巧

(栗
原
呂
冶
家
管
理
･
南
山
EE
･
51
し
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到
達
し
た
姿
で
あ
る
t
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

こ
の
芸
は
本
県
で
は
横
浜
市
内
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
背
景
に
は
､
横
浜
開
港
と
明
治
維
新
に
よ
る

市
内
の
繁
栄
が
あ
る
o
明
治
期
の
農
民
た
ち
が
'
農
閑
期
に
獅
子
戯
を
お
は
え
て
'
市
内
の
鳶
職
に
わ
た
り
を

つ
け
て
門
付
け
を
し
た
｡
獅
子
の
呪
力
に
よ
る
悪
魔
稚
い
で
あ
る
o

こ
の
正
月
の
門
付
け
の
は
か
､
神
社
の
大
祭
で
は
山
車
や
屋
台
'
神
楽
殿
を
舞
台
と
し
た
o
ま
た
虫
送
り
の

行
列
に
加
わ
り
'
途
中
の
辻
や
家
の
庭
な
ど
で
演
じ
た
｡

曲
目
は
､

ハ
ヤ
ー
カ
マ
ク
ラ
ー
イ
ン
ハ
･
子
守
唄

･
数
え
唄
1

ハ
ヤ
の
順
に
奏
す
る
｡

ハ
ヤ

獅
子
が
登
場

す
る
｡

l
人
立
ち
.
し
か
し
､
前
述
の

1
人
立
ち
の
獅
子
郷
と
は
系
譜
を
別
と
す
る
O
も

と

二

人
立
ち
で
あ
っ
た
も
の
が
､
山
車
や
屋
台
の
狭
い
場
所
で
舞
う
た
め
､

l
人
立
ち
に
な

っ
た
と
さ
れ
て

い
る
｡
と
-
に
決
ま

っ
た
振
り
は
な
い
が
､
周
囲
に
噛
む
仕
草
を
す
る
O
こ
れ
は
獅
子
が
も
つ
悪
霊

(病
魔
)

敵
い
を
気
息
と
唾
液
に
負
わ
せ
て
い
る
た
め
で
あ
る
O

カ
マ
ク
ラ

･
イ
ン
バ

･
子
守
唄

･
数
え
唄

こ
れ
ら
の
曲
で
は
､
獅
子
の
ほ
か
に
オ
カ
メ
､
ヒ
ョ
ソ
ト
コ
が
登

場
す
る
が
'
磯
子
連
に
よ
り
演
出
が
異
な
る
｡

ハ
ヤ

ふ
た
た
び
獅
子
の
舞
に
も
ど
り
終
わ
る
｡

こ
れ
ら
の
曲
は
'
と
の
地
区
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

獅
子
戯
に
お
い
て
も
､

ハ
ヤ
に
お
け
る
歯
カ
-
の
所
作
は
獅
子
の
本
来
の
呪
法
で
あ
り
､
ノ
-
と
り
な
と
の

所
作
も
代
神
楽
の
本
芸
に
あ
る
0

オ
カ
メ
の
踊
り
も
､
子
守
唄

(ネ
ン
ネ
コ
)
の
曲
で
獅
子
頭
を
子
供
に
み
た
て
､
添
寝
を
し
て
寝
か
し
っ
け

た
り
､
掃
除
､
洗
濯
､
化
粧
､
裁
縫
な
と
の
所
作
が
あ
る
｡
ま
た
､
数
え
唄
の
曲
で
ま
り
つ
き
や
羽
根

つ
き
な

と
の
所
作
を
す
る
の
は
各
地
共
通
で
あ
る
｡

ヒ
nl
ソ
ト
コ
の
踊
り
は
､
扇
を
も

つ
も
の
､
手
瑞
で
の
船
こ
ぎ
､
ま
た
壁
塗
り
の
所
作
な
ど
が
あ
る
｡

さ
ら
に

､
両
面
と
い
っ
て
､
飯
面
と
後
頭
部
に
オ
カ
メ
と
ヒ
rn
ノ
ト
コ
の
二
つ
の
面
を

つ
け
て
踊
り
'
面
に

和
子
の
舞
と
モ
ド
牛
の
扇
の
舞

(茅
ヶ
崎
･
5
)
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合
わ
せ
て
曲
を
か
え
る
こ
と
も
あ
る
｡

山
喜
や
神
楽
殿
で
演
じ
る
と
き
は
､
雌
子
は
五
人
嚇
子
形
式
で
あ
る
｡

正
月
の
門
付
け
で
悪
魔
軟
い
を
す
る
と
き
は
､
太
鼓
は
二
丁
太
鼓
を
用
い
る
｡̂
rJ
れ
は
オ
ケ
ド
ー
を
機
に
し
,

こ
れ
に
ツ
ケ
を
組
合
わ
せ
て
肩
か
ら
つ
る
し
､
移
動
に
便
利
な
よ
う
に
し
て
あ
る
O
こ
の
二
丁
太
鼓

1
人
､
笛

一
人
､
鉦

1
人
の
三
人
の
嚇
子
方
の
は
か
に
､
折
り
手
が
何
人
か
加
わ
る
｡
虫
送
り
の
と
き
も
同
様
で
あ
る
｡

第
三
節

神
楽
と
芝
居

明
治
期
の
当
地
に
お
い
て
､
盛
ん
に
神
楽
や
芝
居
が
ム
ラ
の
神
社
や
屋
敷
神
の
祭
礼
に
準
糾
さ
れ
た
こ
と
を

物
語
る
資
料
が
あ
る
｡

一

言
ロ
田
沿
革
史
｣
(藤
沢
三
郎
著
)

著
者
藤
沢
三
郎
は
天
保
の
生
ま
れ
で
､
本
富
は
明
治
四
十
三
年
春
か
ら
約
二
茄

年
に
わ
た
り
近
在
の
BI
料
を

と
り
ま
と
め
'
脊
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
｡
全
二
巻
｡

吉
田
各
神
社
沿
革
並
合
併
之
朝

一
吉
田
ニ
ハ
往
古
ヨ
リ
各
部
落

二
神
社
7
-
テ
其
数

(各
個
人

ニ
テ
祭
ル
モ
ノ
ヲ
除
)
十
九
社
有
り
'
維
新

以
前
二
於
テ
ハ
祭
礼
モ
各
社
ノ
氏
子
緒
々
執
行
シ
釆
リ
シ
ガ
､
極
メ
テ
簡
単
ノ
モ
ノ
ニ
テ
､
大
方

ハ
社
前

二

五
ヲ
敷
キ
輔
宜
神
楽
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
'
時
ト
シ
テ
ハ
二
十
五
座
ノ
興
行
7
-
タ
レ
共
､
余
程
ノ
豊
作

ノ
年
柄

エ
ア
ラ
ザ
レ
バ
之
ヲ
行

ハ
ズ
､
吉
田
村
中

二
於
テ
'
夏
ヨ
リ
秋

二
掛
ケ
テ
黙
礼

ハ
沢
山
執
行

ノ
タ
モ

ノ
デ
有
ル
'
毎
年
定
例
ノ
祭
鵬
/
細
ヒ
/
ハ
貝
塚
卜
宮
ノ
下
丈
ケ
デ
､
菖
ノ
下

ハ
毎
年
鉄
守
ノ
祭
典
ヲ
其
土

地
デ
行
7
､
然
レ
共
根
柄
持
ノ
宮
ノ
祭
礼
ト
テ
ハ
無
ヒ
'
其
外

ハ
昔
谷
限
り
持
チ
ノ
祭
礼

ハ
ア
ツ
タ
モ
ノ
ダ
､

又
其
頃

ハ
祭
礼
モ
苔
易
デ
有
ル
､
秋

二
成
り
自
分
デ
濁
り
酒
ヲ
造
り
'
早
稲
ノ
餅
米
デ
モ
取
入
､
里
芋
デ
鯖

テ
ン
タ
の
マ
リ
つ
き
と
和
子
の
ね
か
し

(茅
ヶ
崎

･
㍊
)
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ノ
少
シ
モ
買

へ
バ
､
夫
デ
結
構
祭
-
ハ
内
ノ
賄

ハ
出
来
ル
､
禰
宜
神
主

ハ
橘
樹
郡
平
村

ニ
7
-
テ
､
神
主
テ

禰
宜
ヲ
舞
フ
カ
ラ
､
此
辺
何
処
チ
モ
夫
ヲ
依
頼
ン
テ
､
神
楽
料

ハ
金
弐
朱
差
出
セ
ハ
夫
テ
能
ヒ
､
墓

二
軽
便

二
神
楽
モ
出
来
タ
ノ
ダ
'
其
頃

ハ
或
ル
根
柄

二
神
楽
カ
ア
レ
ハ
､
根
柄
外
ノ
親
戚

ハ
沓
摺
ヒ
タ
モ
ノ
デ
ア
ル
､

年
来
ノ
立
ツ
二
速
レ
様
子
モ

一
変
ス
ル
モ
ノ
デ
､
今
デ
ハ村

同

志

テ
神
楽

二
召
待
サ
レ
ル
杯

ハ
珍
敷
事

二
成

ツ
テ
来
夕

桝
明
治
六
年
'
神
奈
川
県
庁

二
於
テ
村
社
ノ
制
ヲ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
二
依
り
､
稲
坂
杉
山
神
社

ハ
郷
社
､
若
雷

神
社

ハ
村
社
ト
ナ
リ
､
其
余

ハ
無
格
社
ト
ナ
-
ソ
也
､
弦

二
於
テ
各
氏
子

ハ
村
社
ノ
氏
子
卜
成
り
､
祭
典
モ

合
議
ノ
上
各
谷
祭
-
ヲ
廃
ン
'
村
郷
社

二
於
テ
合
祭
ス
ル
事

二
成
-
ソ
ハ
明
治
五
六
年
巳
降
デ
7
ル
'
此
ノ

(マ
マ
)

頃

ヒ

ヨ

-
田
舎

二
於
テ
芝
居
ノ
興
行
力
所
々
二
流
行
始
メ
テ
､
以
前
ト
ハ
事
違
ヒ
祭
礼
ノ

一
変
革
テ
有
ル
'

但
ン
御
霊

･
北
川
丈

ハ
従
前
ノ
通
り
独
立
ノ
状
態
ナ
-
ン
カ
､
是
モ
権
五
郎
ノ
宮

･
八
坂
ノ
二
杜
ノ
祭
礼
モ

合
併
ノ
自
然
止
-
タ
-
､
(以
下
略
)

こ
の
記
録
に
は
､
明
治
以
前
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
吉
田
村

(現
新
吉
田
町
)
の
祭
礼
の
よ
う
す
が
う
か

が
え
て
興
味
深
い
o
こ
こ
に
記
さ
れ
た
あ
り
さ
ま
は
､
横
浜
北
部
地
域
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
0

明
治
以
前
は
各
谷
戸
が
そ
れ
ぞ
れ
神
社
を
も
ち
､
祭
礼
を
執
行
し
て
い
た
｡
執
行
の
方
法
は
こ
-
簡
単
な
も

の
で
､
平
年
は
橘
樹
郡
平
村

(現
川
崎
市
宮
前
区
平
)
に
あ
る
白
幡
八
幡
の
神
主
小
泉
家
に
伝
わ
る

｢禰
宜
神

楽
｣
を
た
の
ん
だ
O

豊
作
の
年
に
は

｢
二
十
玉
座
ノ
興
行
｣
が
あ

っ
た
O
こ
れ
は
神
代
神
楽
の
こ
と
で
あ
る
.

日
露
戦
争
後
の

l
村

l
社
を
め
さ
し
た
神
社
合
肥
政
策
は
､
吉
田
村
に
お
い
て
､
村
内
の
矩
格
杜
を
'
明
治

四
十

1
年
十
二
月
に
郷
社
杉
山
神
社
､
村
杜
若
雷
神
卍
に
ま
と
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
こ
れ
に
よ
り
'
各

谷
戸
の
祭
り
は
廃
さ
れ
た
｡

明
治
に
入
り
､
芝
居
の
興
行
が
さ
か
ん
に
な

っ
た
｡
そ
れ
は

｢以
前
ト
ハ
申
達
ヒ
祭
礼
ノ

1
変
革
デ
布
ル
｣

と
い
わ
し
め
る
は
と
で
あ

っ
た
｡

<
汚
料

l
>
芝
居
興
行
願
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二

神
楽

･
芝
居
興
行
願

村
の
祭
礼
の
余
興
と
し
て
神
楽
や
芝
居
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
t

l
方
､
屋
敷
神
と
し
て
稲
荷
社
を
も
つ
家
で

は
'
病
気
平
癒
祈
願
な
と
の
EIl的
で
神
楽
や
芝
居
を
奉
納
し
た
｡
ま
た
'
稲
荷
講
と
し
て
村
の
稲
荷
社
の
祭
礼

に
こ
れ
ら
を
奉
納
し
た
｡
以
下
三
点
の
資
料
を
あ
げ
て
お
こ
う
｡

∧
資
料

l
V
芝
居
興
行
願

武
蔵
国
都
筑
郡
大
棚
村

E
I十
六
番
地

吉
野
金
三
郎

i:〓:
i=

一
舞
台

琴せ
二
仰

･･/p･;q:L
=

吉

野
伊

右

衛
門
所
有
字
才
勝
土
七
百
廿
三
番
畑
地
之
内
百
五
十
坪

右
者
私
義
病
気
平
癒

ノ
戯
成
就
任
候
二
付
当
村
字
才
勝
土
稲
荷
社
T.t
今
般
相
州

愛
甲郡
上
秋
野
村
十
弐
番

地
沼
田

一
平
外
七
人
相

雇

本
月
十
五
日
雨
天
目
送

l

日
ノ

間勧
善
懲

悪

ヲ
旨
ト

ソ演風
魂
鉢
者
勿
論
総
テ

不
都
合
触
之
様
別
紙
絵
図
面
之
場
所
こ
お
い
て
午
後
二
時
ヨ
-
十
二
時
迄
奉
納
芝
居
興
行
仕
度
尤
木
戸
銭

I.-1J

帆
.

之
義
者

一
切
不
申
請
候
旦
御
規
則
之
趣
椎
守
仕
候
間
御
間
済
披
成
下
度
連
署
ヲ
以
相

添
連
署
ヲ
以
此
段

奉

願
候
以
上

右
戯
人

吉
野
金
三
郎
⑳

地

主

∧
汽
料
1
1>
芝
居
興
行
日
延
額

隣

保

明
治
十
三
年
三
月
十
日

吉
野
伊
右
循
門
⑳

吉
野
峯
三
郎
⑳

㌦
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議

員

同

吉
野
長
吉
⑳

金
子
英
之
丞
⑳

∧
資
料
三

>
押
葉
執
行
額

都
筑
郡
長
中
溝
昌
弘
様

前
書

之
通
願
出
候
間
猶
取

乱
候

処
隣
保
者
勿
論
村
内
故
障
筋
撫
御
座
候
間
奥
書
ヲ

以
上
申
仕
候
以
上

石

村
戸
長渡

辺
安
兵
衛
⑳

(架
)

書

面

願

之
趣
聞
届
候
条
所
管
警
察
分
署

工
可
届
出
事

明
治
十
三
年
三
月
十
日

都
筑
郡
長
中
碑
日日
弘
EB

∧
資
料
二
>
芝
居
興
行
日
延
願

武
蔵
国
都
筑
郡
大
棚
村

四
拾
六
番
地

吉
野
金
三
郎

右
者

私
儀
病
気
平
権
之
戯
成
就
仕
候
｡
付
当
村
字

才
勝

土
稲
荷
社
江
相
川
愛
甲
郡
上
萩
野
村
沼
田

1
平
外

七
人
相
雇
本

日
奉
納
芝
居
興
行
仕
度
段
出
願
仕
卸

間

済

相
成
候
処
右
芸
人
之
者
撫
余
儀
差
支
有
之
本
日
芝

居
興
行
出
来
兼
候

二付

来

ル十
七
日

-1御
日
延
被
成
下
度
此
段
奉
願
上
候
以
上

明
治
十
三
年
三
月
十
五
日

都
筑
郡
長
中
満
昌
弘
殿
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J･J
,

書

面

之

趣
聞
届
候
事

明
治
十
三
年
三
月
十
五
日

∧
資
料
三
>
神
楽
執
行
赦

都
筑
郡
長
中
溝
昌
弘
Ea

関
口
四
隅

l
舞
台

男
汀
弐
=R
半

花
道
三
間

都
筑
郡
大
棚
村

栗
原
重
蔵

栗

Egi-五
郎
左
軒
門
所
も
他
事
矢
粟

三
十
壱
番
宅
地
之
内
宮
坪

右
者
私
義
信
願
成
難
仕
候

二
付
当
村
字
矢
東
稲
荷
社
へ
同
郡
荏
田
村
斉
藤
宿
足
外
八
名
相
雇
本
月
八
日
雨

天
目
送
-

1
日
之
問
別
紙
絵
闘
面
之
場
所
二
お
い
て
午
後
二
時
よ
り
十
二
時
迄
奉
納
神
楽
執
行
仕
度
尤
御

規
則
之
趣
確
守
仕
候
間
卸
間
済
披
成
下
度
別
紙
絵
団
面
相
添
速
習
ヲ
以
此
段
奉
願
上
候
以
上

明
治
十
三
年
五
月
五
日

右
願
人栗

原
重
蔵
⑳

隣

保栗
原
惣
五
郎
⑳

主栗
原
五
郎
左
衛
門
⑳

員栗
原

六
郎
左
衛
門
⑳

都
筑
郡
長
中
溝
昌
弘
殿

(架
)

書
面

朗

之
趣
聞
届
候
条
所
管
警
察
署
江
可
届
出
候
事

明
治
十
三
年
五
月
五
日

都
筑
郡
長
中
桃
昌
弘
EB
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前
書
之
適
願
出
候
間
猶
取
乱
侯
虞
隣
保

ハ
勿
論
村
内
故
障
筋
無
御
座
候
間
奥
書
ヲ
以
上
申
仕
候
以
上

石
村
戸
長

渡
辺
安
兵
衛
⑳

三

禰
宜
神
楽

禰
宜
神
楽
は
江
戸
の
太
々
神
楽
の

1
種
で
神
主
が
独
り
で
舞
う
0
直
面
の
四
方
疎
い
の
は
か
に
'
猿
田
彦
'

ウ
ズ
メ
､
山
の
神
な
ど
の
仮
面
を
つ
け
､
鈍
へ
鈴
へ
弓
を
採
物
と
し
て
踊
る
O
楽
器
は
大
太
鼓

1
個
｡
川
崎
市

宮
前
区
平
の
白
幡
八
幡
の
神
主
小
泉
家
に
禰
宜
舞
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
｡
r吉
田
沿
革
史
JI
に
あ
る

｢
耐
宜

神
楽
｣
が
こ
れ
で
あ
る
.

大
正
二
年
に
合
肥
さ
れ
た
中
川
の
八
幡
神
社
の
祭
礼

(三
月
二
十
六
日
)
に
は
､
｢
ネ
ギ
サ
マ
｣
と
い
う
神

楽
が
あ
る
｡
神
職
が
独
り
で
演
ず
る
｡
五
第
か
ら
な
り
､
オ
カ
メ
'
ヒ
rn
ソ
ト
コ
'
天
狗
､
弓
を
射
る
神
が
つ

ぎ

つ
ぎ
と
出
て
'
最
後
に
顔
も
衣
装
も
真
赤
な
山
の
神
が
清
め
と
し
て
登
場

す
る
0
弓
を
射
る
神
は
白
い
矢
を

二
回
射
る
｡
こ
の
矢
を
拾
う
と
道
が
よ
く

(縁
起
が
よ
く
)､
そ
の
年
は
安
楽
に
く
ら
せ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

中
川
の
故
酒
川
勝
島
神
主
が
演
じ
た
が
､
現
在
は
荏
EE
細
神
社
の
請
藤
神
主
が
演
じ
て
い
る
0
嚇
子
は
太
鼓
た

け
で
､
以
前
は
金
子
豊
吉
さ
ん
が
や
っ
た
が
､
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
金
子
清
盛
さ
ん
が
受
け
継
い
で
い
る
｡

四

湯
花
神
楽

東
方
の
長
谷
川
イ
ツ

ケ
で
は
､
戦
前
ま
で
､
初
午
の
日
に
､
長
谷
川
正
義
さ
ん
の
宅
地
内
に
あ
る
稲
荷
社
で
'

軌
神
社
の
蔚
藤
神
主
を

招
き
､

ユ
バ
ナ
の
神
事
を
お
こ
な
い
､

1
族
の
繁
栄
と
五
穀
=:以機
､
無
病
息
災
を
祈
願

し
た
と
い
う
｡
こ
の
神
事
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
執
行
さ
れ
た
か
'
現
在
知
る
人
は
い
な
い
O

エ
バ
ナ
は
湯
花
と
書
く
｡
脇
立

(
ユ
ダ
チ
･
ユ
タ
チ

･
ユ
ダ
テ
と
よ
む
)
の
族
称
で
あ
る
O
斎
場
に
す
え
た

大
釜
に
場
を
た
ぎ
ら
せ
､
神
職
が
呪
言
を
と
な
え
な
が
ら
手
に
も

つ
笹
柔
を
湯
に
ひ
た
し
､
こ
れ
を
引
き
あ
げ

白
幡
八
幡
大
神
の
稲
宜
舞

｢
で
わ
さ
ま
｣
あ
る
い
は

｢
で

わ
か
ぐ
ら
｣
と
も
い
う
｡
七
月
二
十
日
､
九
月
二
十

l
臼
の
祭

礼
に
境
内
で
小
鬼
神
主
に
よ
っ
て
舞
わ
れ
る
｡
戦
前
は
現
在
の

東
京
都
大
田
区
'
世
田
谷
区
な
ど
多
摩
川
沿
い
の
地
域
や
､
川

崎
市
域
､
槙
浜
北
部
地
域
の
神
社
の
祭
礼
に
請
わ
れ
て
演
じ
た

と
い
う
｡

こ
れ
は
神
職
が
あ
つ
ま
り
'
祭
式
中
に
祈
願
者
の
希
望
に
よ

り
持
っ
た
奉
納
神
楽
で
あ
る
b
太
太
押
葉
の
一
種
｡
湯
立
は
お

こ
な
わ
な
い
｡

楽
器
は
締
太
鼓

一
つ
｡
垂
直
に
立
て
'
左
右
の
手
に
パ
チ
を

も
っ
て
打
つ
｡

採
物
は
'
弓
･
失
･
鈴
｡
舞
に
よ
り
剣

二
-B
･
御
幣
｡
邦
ご

と
に
面
･
衣
裳
･
か
ぶ
り
物
･
も
ち
物
を
か
え
る
｡

邦
は
､
四
方
蔽
い
に
は
じ
ま
り
､
サ
ル
ダ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
の

拭
､
7
メ
ノ
ウ

ズ
メ
ノ
-
コ
ト
の
舞
､
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
ノ
-
コ

ト
の
舞
'
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
-
ノ
-
コ
ト
の
舞
'
そ
し
て
オ
オ
ヤ
マ

ズ
J,,
/
,I,
コ
ト
の
邦
で
お
わ
る
｡
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て
神
前
や
参
詣
す
る
氏
子
の
頭
上
に
場
を
パ
ン
パ
ノ
と
ふ
り
そ
そ
い
で
､
災
い
や
積
れ
を
は
ら
う
｡

こ
の
よ
う
な
場
立
は
全
国
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

｡
本
県
で
も
東
京
湾
か
ら
相
模
湾
沿
岸
の
漁
村
や
'
内
陸

部
の
農
山
村
で
お
こ
な
わ
れ
た
o

湯
立
を
要
件
と
し
て
お
こ
な
う
神
楽
を
場
立
神
楽
t
q:,..B花
神
楽
な
ど
と
い
う
｡
桃
浜
南
部
､
鎌
倉
'
三
浦
半

島
､
藤
沢
な
ど
の
地
域
で
は
､
旧
鶴
岡
八
幡
宮
の
織
掌

(男
性
の
神
楽
奉
仕
者
)
が
執
行
す
る
と
こ
ろ
か
ら
'

プ
イダ
イ

錯
倉
神
楽
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
O
ま
た
､
こ
の
職
掌
の
神
楽
は
､
江
戸
時
代
中
期
に
は
'
太

太

神
楽
と
も
よ
ば

れ
九
o

場
立
だ
け
を
単
独
に
お
こ
な
う
神
社
も
多
い
｡
港
北
区
鳥
山
町
八
幡
i
:社
で
は
､
:=兄作
の
年
の
祭
礼
に
湯
花

祭
り
を
お
こ
な
っ
た
｡
東
神
奈
川
の
構
野
神
社
の
先
代
照
本
神
主
が
執
行
し
た
｡
神
楽
は
と
も
な
わ
な
か
っ
た
｡

神
社
の
境
内
に
あ
る
イ
チ
ョ
ウ
の
脇
に
忌
竹
を
四
隅
に
立
て
､
し
め
縄
を
は
っ
て
斎
場
を
つ
-
り
'
中
央
に

1

尺
ほ
ど
の
生
木
三
本
を
立
て
て
支
柱
と
し
､
そ
の
う
え
に
大
釜
を
す
え
'
火
を
焚
く
｡
焚
木
を
と
る
場
所
は
と

く
に
決
ま
っ
て
い
な
い
｡
ま
た
中
央
本
殿
寄
り
に
ク
イ
を
立
て
､
そ
こ
に
榊
と
オ
ン
ベ
ロ

(御
幣
の
こ
と
)
を

む
す
ぴ
つ
け
た
.
山

(
ヤ
マ
)
で
あ
ろ
う
｡
釜
の
な
か
で
は
湯
が
沸
騰
し
て
い
る
｡
神
主
が
現
釜
の
前
に
立
ち
'

も
っ
て
い
る
榊
を
熱
湯
の
な
か
に
入
れ
て
ま
わ
す
｡
そ
し
て
湯
か
ら
引
き
だ
し
て
左
右
に
大
き
く
は
ら
う
.
こ

の
と
き
､
間
近
に
い
る
参
詣
者
た
ち
の
頭
上
に
湯
花
を
か
け
る
｡
こ
の
湯
花
祭
り
は
大
正
の
中
ご
ろ
ま
で
お
こ

な
わ
れ
た
が
'
現
在
は
中
断
し
て
い
る
｡

こ
の
ほ
か
'
鶴
見
､
港
北
'
緑
区
で
は
'
駒
岡
の
神
明
社
'
鍋
島
の
諏
訪
神
社
'
寺
家
の
熊
野
神
社
な
と
も

お
こ
な
わ
れ
た
｡

五

神
代
神
楽

日
本
神
話
を
､
仮
面
を
つ
け
'
無
言
で
演
じ
る
｡
こ
れ
を
里
神
楽
､
神
代
神
楽
と
い
う
｡
本
県
で
は
も
っ
ぱ

ら
ジ
ン
ダ
イ
と
呼
ぶ
｡
十
二
座
t
l
l十
五
座
の
神
楽
が
あ
る
が
､
こ
れ
は
曲
目
数
で
は
な
く
､
出
場
す
る
神
楽

ネ
ギ
サ
マ

(中
川
八
幡
梯

･
斎
藤
神
主
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師
の
数
に
よ
り
､
小
規
模
の
神
楽
を
十
二
座
､
大
規
模
の
神
楽
を
二
十
五
座
と
い
う
｡

遠
く
'
島
根
県
佐
陀
大
社
の
社
家
た
ち
に
よ
る
出
雲
神
楽
に
発
し
､
こ
れ
が
関
東
に
も
っ
と
も
早
-
は
い
っ

た
の
が
埼
玉
県
鷺
宮
神
社
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
o
こ
こ
で
演
じ
ら
れ
る
神
楽
は
'
土
師
流
と
い
わ
れ
て

い
る
｡
こ
の
鷲
宮
神
社
の
神
楽
が
十
七
世
紀
後
半
に
江
戸
に
伝
流
し
､
神
事
舞
太
夫
の
手
に
よ
り
演
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
､
能

･
狂
言
や
歌
舞
伎
､
操
り
な
と
の
舛
振
り
を
と
り
い
れ
た
り
'
十
八
世
紀
末
か
ら
江
戸

で
興
行
さ
れ
た
壬
生
狂
言
の
影
轡
を
受
け
て
し
だ
い
に
変
化
し
'
今
日
の
神
代
神
楽
の
形
に
な
っ
た
と
い
う
｡

現
在
'
東
京
に
は
若
山
'
間
宮
､
松
本
､
萩
原
'
池
田
な
と
の
神
楽
師
が
残

っ
て
い
る
O

本
県
の
神
代
神
楽
の
歴
史
は
､
元
禄
期
ご
ろ
ま
で
さ
か
の
は
る
と
も
い
わ
れ
る
が
､
現
在
の
よ
う
な
形
式
の

も
の
は
'
東
京
や
そ
の
周
辺
の
も
の
と
お
な
じ
よ
う
な
伝
流
の
経
緯
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
｡

本
県
の
神
代
神
楽
師
は
､
次
の
三
つ
に
分
校
さ
れ
る
｡

ネ
ギ
サ
マ
(矢
を
は
な
つ
･中
川
八
幡
様
･
斎
藤
神
主
･
6
)

神
代
神
楽
師

{

神
事
舞
太
夫
系

(江
戸
～
明
治
期
)

神
職
系

(江
戸
～
明
治

期
)

舞
太
夫
､
神
職

弟
子
筋

･
氏
子
団
体

(明
治
以
降
)

神
事
舞
太
夫
系

古
く
か
ら
神
社
に
仕
え
る
重
職

･
杜
人
o
彼
ら
の
な
か
に
'
神
代
神
楽
を
把
職
と
し
た

家
続
が
あ
っ
た
｡
大
磯
町
国
府
新
宿
の
大
橋
家

･
笠
高
家
'
相
模
原
市
上
溝
番
田
の
屯
山
家
､
津
久
井
町
根
小

屋
の
大
草
家
､
厚
木
市
愛
甲
の
萩
原
家
､
愛
川
町
中
津
大
塚
の
萩
原
家
'
綾
瀬
市
葛
尾
の
本
間
家
等
で
あ
る
｡

神
職
系

横
浜

･
川
崎
を
中
心
と
し
､
神
職
を
本
務
と
す
る
｡
東
京
の
若
山
神
楽
の
頬
系
で
'
こ
れ
に
相

模
神
楽

(神
事
舞
太
夫
系
)
を
と
り
い
れ
た
も
の
と
も
い
わ
れ
る
o
市
場
神
楽
'
子
安
神
楽
の
名
が
あ
る
O
こ

の
子
安
神
楽
の
系
統
を
継
-
も
の
に
港
北
区
日
吉
の
佐
相
家
､
緑
区
荏
田
の
斎
藤
家

(奴
神
社
)
が
あ
る
｡

緑
区
荏
田
の
叙
神
社
の
先
代
の
神
主
斎
藤
満
治
さ
ん
は
神
代
神
楽
師
の
元
締
で
あ
り
'
衣
裳
遊
具

一
式
を
も
っ

て
い
た
o
張
域
は
'
南
多
摩
へ
町
田
'
川
崎
､
横
浜
の
緑

･
港
北
両
区
を
主
と
し
た
O
斎
藤
家
の
身
内
に
斎
藤

金
太
郎
さ
ん
が
お
り
'
座
長
格
で
あ
っ
た
と
い
う
0
農
業
の
か
た
わ
ら
､
神
代
神
楽
の
舞
手
や
耽
子
方
と
し
て
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手
伝
っ
た
人
も
多
い
｡
茅
ヶ
崎
で
は
田
中
竹
蔵
､
吉
川
磯
右
衛
門
'
深
川
正
作
､
松
本
一jSil口
さ
ん
ら
が
い
る
0

山
田
神
社
の
祭
礼
で
は
､
む
か
し
は
日
吉
矢
上
の
佐
相
家
に
神
代
神
楽
を
依
頼
し
た
｡
栗
原
丑
五
郎
､
総
茂

梶
蔵
'
小
泉
鹿
之
助
､
縦
茂
喜
代
蔵
さ
ん
ら
は
嚇
子
方
と
し
て
手
伝

っ
た
｡
曲
目
は
二
十
数
曲
あ
り
､
い
ず
れ

も
古
事
記
や
日
本
書
紀
に
題
材
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
111番
里
に
は
じ
ま
り
､
天
孫
降
臨
､
絵
図
面
取
り
､

大
国
主
神
の
国
譲
り
､
大
蛇
退
治
､
天
岩
戸
､
恵
比
須
の
鯛
的
り
な
と
で
あ
る
｡
佐
相
家
へ
の
お
礼
は
昭
和
初

期
で
五
～
八
円
､
十
五
年
こ
ろ
で
十
五
円
-
ら
い
で
あ
っ
た
と
い
う
O

豊
作

の
年
に
は
'
神
代
神
楽
は
村
の
鎮
守
の
大
祭
に
奉
納
さ
れ
た
が
､
太
平
洋
城
争
後
は
大
祭
の
場
か
ら
姿

を
消
し
て
い
っ
た
｡

∧
斎
藤
家
の
神
楽
面
>

籾
神
社
茄
藤
家
に
は
､
先
代
の
神
官
清
治
さ
ん
の
代
に
使
用
さ
れ
た
神
楽
の
衣
裳
'
神
楽
面
､
謀
物
な
と
が

｢荏
田

欝
藤
太
夫
元
｣
｢衣
裳

大
紋
上
下
｣
｢引
幕
｣
な
ど
と
遥
召
さ
れ
た
木
箱
数
箱
に
お
さ
め
ら
れ
保
管

さ
れ
て
い
る
｡
現
在
'
中
川
町
内
会
館
内
に
ま

つ
る
八
幡

様
の
三
月
二
十
六
日
の
祭
礼
に
は
'
斎
藤

一
腰
神
主

に
よ
っ
て
ネ
ギ
サ
マ
が
奉
納
さ
れ
る
が
'
そ
の
際
の
用
具
は
清
治
さ
ん
の
時
代
の
も
の
で
は
な
い
｡
そ
の
た
め
､

そ
れ
ら
の
出
品
の
名
称
へ
お
よ
び
神
楽
の
と
の
場
面
で
使
用
さ
れ
た
の
か
'
な
と
の
点
に
関
し
て
は
詳
ら
か
な

伝
承
は
残

っ
て
い
な
い
.

こ
こ
で
は
三
十
数
面
の
神
楽
面
の
う
ち
､
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
二
十
九
面
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
o

そ
れ
ら
は
使
用
さ
れ
な
-
な
っ
て
以
降
､
お
ま
つ
り
な
と
の
際
に
数
度
､
展
示
公
開
さ
れ
た
経
緯
を
も
つ
｡

一

面
ず
つ
袋
に
入
れ
ら
れ
､
木
箱
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
お
面
の
袈
側
を
み
る

と
'
製
作
者
の
印
と
考
え
ら
れ
る

｢贋
長
｣
の
焼
印
､
あ
る
い
は
所
有
者
の
諸
膝
清
治
さ
ん
の
略
称
と
考
え
ら

れ
る
㊥
の
焼
印
､
朱
書
の

｢
サ
イ
キ
ョ
｣
の
文
字
､
ま
た
マ
ジ
ッ
ク
で
も
っ
て
記
入
し
た
お
面
の
名
称
な
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
0
そ
れ
に
-
わ
え
､
お
面
の
破
損
状
況
や
そ
の
修
理
痕
も
み
と
め
ら
れ
る
｡
お
面
の
製
作

時
期
は
あ
ま
り
古
い
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
以
下
へ
二
十
九
面
を
左
に
記
し
て
お
こ
う
｡
数
字
は
お
面

斉
藤
家
の
神
楽
面

-

･-
･3



の
面
長

･
面
幅
で
'
単
位
は
セ
ン

チ
で
あ
る

｡

栄
藤
豪
の
神
業
面

1

･5
･6
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1

タ
ヂ
カう
オ

手
力
雄

顔
の
色
は
灰
褐

色

で
'
頭

髪
は
黒
く
細
線
で
え
が
か
れ
て
い
る
｡
形
相
は
領
に
は
左
右
の
眉

に
沿
う
よ
う

に
召
筋
が
は
し
り
､
眉
間
に
は
五
筋
の
太
い
機
奴
が
あ
る
.
眉
と
tE
]尻
は
左
右
に
高
く
つ
り
あ

が
り
'
眉
は
黒
く
'
目
は
金
色
で
あ
る
｡
鼻
は
獅
子
鼻
で
'
ロ
は
へ
の
字
の
半
開
で
､
白
い
上
歯
が
の
ぞ
い

タナ
J)ゲ
TT]ヒγ

て
い
る
.
ヒ
ゲ
は
髭

と

類

で

､
黒
い
長
い
毛
が
植
毛
さ
れ
て
い
る
｡
激
し
い
面
立
ち
で
あ
る
｡
1出
面
は

黒
塗
り
で
､
⑳
の
焼
印
と
'
｢
サ
イ
キ
ョ
｣
の
朱
書
と
'
赤
マ
ジ
ッ
ク
の

｢
た
ち
か
ら
｣
の
銘
が
あ
る
｡
二

十
二
×
十
五

･
五
｡

顔
の
色
は
茶
褐
色
で
あ
る
｡
鯛
髪
は
無
く
'
額
は
広
く
､
眉
は
左
右
に
大
き
く
離
れ
た
八
の
字
で
あ
る
｡

目
は
ド
ン
グ
-
眼
で
'
鼻
は
団
子
舟
で
､
口
は
上
歯
で
下
唇
を
か
ん
で
い
る
｡
こ
れ
は
モ
ド
キ
な
ど
に
使
用

(荏
)

さ
れ
る
へ
ひ
ょ
う
き
ん
な
面
の

1
種
で
あ
ろ
う
｡
裏
面
に
は
㊧
の
焼
印
と
｢
江

｣

の
塁
筈
が
あ
る
｡
左
右
紐

取
付
部
分
と
'
題
か
ら
下
顎
部
に
か
け
て
補
修
痕
が
み
と
め
ら
れ
る
.
二
+

I
x
十
五
O

武
悪

丸
顔
を
呈
し
､
灰
褐
色
の
顔
色
で
あ
る
｡
頭
髪
は
無
-
､
眉
は
隆
起
線
で
大
き
-
表
現
さ
れ
'

目
は
上
目
使
い
の
三
白
眼
で
あ
る
0
分
は
獅
子
鼻
で
あ
る
O
ロ
は
左
右
に
儀

一
に
大
き
く
開
き
へ
白
い
上
歯

を
み
せ
る
.
下
顎
に
は
黒
い
類
が
小
さ
な
八
の
字
に
え
が
か
れ
て
い
る
｡
全
体
に
す
る
と
い
形
相
を
示
し
て

い
る
0
裏
面
に
は
⑳
の
焼
印
を
も
ち
､
｢
ぶ
あ
く
｣
と
赤

マ
ジ
ッ
ク
で
名
称
を
書
い
て
あ
る
｡
頭
部
に
揃
修

痕
が
み
と
め
ら
れ
る
｡
二
十
二
×
十
七

･
五
｡

若
女
で
あ
る
｡
黒
い
頭
髪
は
中
央
か
ら
左
右
に
分
け
ら
れ
'
頬
に
沿

っ
て
え
が
か
れ
て
い
る
｡
額
の
上
部

に
小
さ
な
楕
円
状
の
眉
を
も
っ
て
い
る
｡
EI]尻
は
や
や
つ
り
あ
が
り
'
舟
は
鼻
筋
が
通
っ
て
い
る
｡
口
は
閉

じ
､
唇
に
は
口
紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
o
表
面
は
褐
色
塗
り
で
､
㊧
の
焼
印
が
あ
る
｡
頭
部
､
左
右
紐
取
付
部
'

下
顎
郡
に
補
修
痕
が
み
と
め
ら
れ
る
O
二
十

1
×
十
四
O

顔
色
は
淡
褐
色
で
あ
る
｡
頭
髪
は
な
い
が
､
耳
の
近
く
に
少
血
の
線
画
の
黒
髪
を
も
っ
て
い
る
｡
朝
は
広

く
､
眉
は
左
右
に
大
き
-
離
れ
た
八
の
字
で
､
日
も
同
様
に
大
き
-
離
れ
､
や
や
三
角
に
ち
か
い
目
で
あ
る
｡
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典
は
大
き
-
つ
ぶ
れ
た
団
子
舟
で
'
ロ
は
へ
の
字
に
む
す
ば
れ
､
口
紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
0
ひ
ょ
う
き
ん
な

面
の
1
軽
で
あ
ろ
ーつ
｡
肇
卸
に
は
㊧
の
焼
印
を
も
つ
｡
下
顎
部
に
補
修
痕
が
み
と
め
ら
れ
る
〇
二
十
×
十
五
｡

恵
比
須

頭
髪
は
横

1
に
黒
く
え
が
か
れ
て
い
る
｡
領
に
は
三
本
の
短
か
い
曲
線
の
雛
を
も
つ
｡
眉
は

左
右
に
大
き
く
え
が
か
れ
､
目
は
細
-
笑
い
の
日
と
な
っ
て
い
る
｡
左
右
の
ふ
-
れ
た
頬
は
､
恵
比
須
の
に

こ
や
か
な
面
立
ち
を
よ
り
よ
-
表
出
し
て
い
る
｡
口
は
上
下
に
開
き
'
白
い
上
歯
が
の
ぞ
い
て
い
る
O
一袋
面

に
は
ノ
-
跡
が
残
り
､
｢贋
長
｣
の
焼
印
が
お
さ
れ
て
い
る
｡
面
の
製
作
者
で
あ
ろ
う
0
｢
え
び
す
｣
と
赤
マ

ジ
ッ
ク
で
名
称
が
書
か
れ
て
い
る
｡
十
九

･
五
×
十
九
｡

天
狗

赤
ら
顔
で
あ
る
｡
頭
の
毛
は
白
-
'
朝
の
左
右
に
は
二
筋
の
縦
巌
が
は
し
り
'
眉
間
に
は
二
筋

の
V
の
字
状
の
飯
と
短
か
い
機
敏
が
あ
る
｡
白
い
つ
り
あ
が
っ
た
眉
と
金
色
の
目
を
も
ち
'
･Sthは
丸
く
高
い
｡

■
■d.>

口
は
横

一
文
字
で
閉
じ
て
い
る
｡
ヒ
ゲ
は
類
と

半

で
白
い
長
い
毛
を
植
毛
し
て
い
る
0
表
面
に
は

｢斉
藤
｣

と

｢
て
ん
ぐ
｣
と
赤
マ
ジ

ノ
ク
で
書
か
れ
て
い
る
｡
右
頼
部
に
修
理
痕
が
み
と
め
ら
れ
る
｡
二
十

･
五
×
十

六

･
五
｡

夜
叉

白
い
醜
怪
な
顔
立
ち
で
あ
る
.
頭
部
に
緑
色
の
二
本
の
布
製
の
角
を
も
つ
o
額
に
は
眉
間
か
ら

の
縦
薮
が
左
右
へ
二
本
は
し
っ
て
い
る
｡
眼
高
の
上
線
が
さ
が
り
､
金
色
の
目
を
す
こ
し
お
お
っ
て
い
る
｡

そ
の
た
め
日
は
引
っ
こ
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
｡
見
は
や
や
大
き
め
で
あ
る
｡
Ej
は
左
右
に
大
き
-
裂
け
､
中

央
に
上
下
の
歯
を
み
せ
る
｡
口
紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
｡
裏
面
に
は
㊥
の
焼
印
が
あ
り
､
｢
ひ
こ
め
｣
の
赤
マ

ジ
ッ
ク
の
文
字
が
あ
る
｡
額
郡
が
縦
に
裂
け
へ
左
右
の
角
部
に
欠
損
が
み
と
め
ら
れ
る
o
l
一十
×
十
五

･
五
｡

顔
は
肌
色
で
あ
る
｡
頭
髪
は
な
-
､
耳
の
付
近
に
黒
い
毛
が
細
線
で
え
が
か
れ
て
い
る
.
顎
は
広
-
､
眉

は
左
右
に
大
き
く
離
れ
た
八
の
字
で
あ
る
｡
目
は
ド
ン
グ
-
眼
で
'
頬
は
た
る
み
､
ロ
は
半
開
で
'
白
い
上

歯
が
み
え
､
唇
に
は
口
紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
0
う
つ
ろ
な
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
.
i出
面
に
は
㊨
の

焼
印
と
､
｢江
田
｣
の
墨
書
が
あ
る
o
左
端
に
修
理
痕
が
み
ら
れ
'
塗
り
直
し
と
削
り
痕
も
み
と
め
ら
れ
る
｡

十
九

･
五
×
十
四
･
五
｡

斉
藤
家
の
神
糞
面

-

･8
･9
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大
国
主

赤
ら
顔
で
､
頭
髪
は
な
い
｡
額
に
は
背
筋
が
は
し
り
'
眉
間
に
は
四
肌
の
短
か
い
奴
が
あ
る
O

眉
は
白
-
つ
り
上
が
っ
て
い
る
が
､
そ
の
白
の
塗
り
は
少
な
か
ら
ず
は
け
て
い
る
｡
目
尻
は
上
が
り
金
色
の

目
で
あ
る
.
藤
は
獅
子
JE
t
で
､
口
は
槙

1
文
字
に
閉
じ
て
い
る
｡
ヒ
ケ
は
白
く
長
い
毛
が
､
髭

･
類

･
鞍
と

し
て
植
毛
さ
れ
て
い
る
｡
裏
面
に
は
墨
書
で

｢江
田

楕

サ
イ
｣
'
赤

マ
ジ
ッ
ク
で

｢
お
を
く
に
ぬ
し
｣

と
書
か
れ
､
さ
ら
に

｢山
の
神

斉
藤
｣
の
貼
紙
が
貼
ら
れ

て
い
る
O
植
毛
孔
は
点
々
と
み
ら
れ
る
が
､
植

毛
さ
れ
て
い
な
い
古
い
孔
の
列
が
あ
り
､
面
の
作
り
直
し
が
考
え
ら
れ
る
｡
十
九

･
五
×
十
四

･
五
｡

お
か
め

顔
は
白
塗
り
で
'
丸
顔
仕
上
げ
で
あ
る
｡
頭
髪
は
中
央
か
ら
左
右
に
分
け
'
耳
の
付
近
ま
で

黒
-
え
が
か
れ
て
い
る
0
眉
は
左
右
に
離
れ
た
八
の
字
で
'
目
は
細
目
で
､
へ
の
字
で
あ
る
o
n
tは
団
子
瓜

で
'
口
は
開
き
､
白
い
上
歯
が
の
ぞ
き
'
唇
に
は
H
紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
｡
頬
は
ふ
く
よ
か
で
'
大
き
な
え

-
ほ
が
あ
る
｡
裏
面
は
褐
色
塗
り
で
､
黒
マ
ノ
ッ
ク
の
㊧
と
'
赤

マ
ジ
ッ
ク
の

｢
お
か
め
｣
の
文
字
'
さ
ら

に

｢
お
か
め
斉
藤
｣
の
貼
紙
が
つ
い
て
い
る
O
二
十

l
x
十
七
〇

顔
は
白
色
で
'
頭
髪
は
頭
頂
か
ら
耳
の
付
近
ま
で
黒
色
で
短
か
く
線
画
さ
れ
て
い
る
｡
眉

･
目
は
と
も
に

左
右
に
つ
り
あ
が
り
'
黒
-
え
が
か
れ
て
い
る
.
口
は
や
や
開
き
ぎ
み
で
､
白
い
歯
を
み
せ
､
唇
に
は
口
紅

が
さ
さ
れ
て
い
る
o
ヒ
ケ
は
黒
い
長
い
毛
が
髭

･
寅
と
し
て
植
毛
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
ロ
部
は
裏
面
か
ら
見

る
と
､
か
つ
て
は
左
右
に
大
き
-
広
が
っ
て
い
た
よ
う
で
'
そ
の
部
分
に
木
を
埋
め
こ
み
､
現
状
の
ロ
の
大

き
さ
に
し
て
い
る
｡
｢荏
サ
イ
ト
｣
の
墨
書
が
あ
る
｡
二
十

一
×
十
五
｡

面
長
で
顔
の
色
は
赤
褐
色
で
あ
る
｡
頭
髪
は

一
直
線
に
黒
く
え
が
か
れ
'
左
右
両
端
か
ら
何
本
か
の
黒
い

髪
が
額
に
む
か
っ
て
え
が
か
れ
て
い
る
o
額
に
は
眉
間
か
ら
の
ひ
る
縦
飯
が
は
し
っ
て
い
る
｡
眉
は
黒
-
､

つ
り
あ
が
り
､
目
は
金
色
で
あ
る
｡
鼻
は
獅
子
鼻
に
ち
か
い
形
状
で
あ
る
0
口
は
す
こ
し
開
き
､
白
い
上
歯

が
み
え
､
唇
に
は
口
紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
.
ヒ
ケ
は
え
が
さ
の
黒
ヒ
ゲ
で
､
類
と
韓
で
あ
る
｡
表
面
は
黒
塗

り
さ
れ
て
い
る
が
'
部
分
剥
離
が
み
と
め
ら
れ
'
㊨
の
焼
印
と
'
｢
サ
イ
ト
｣
(推
定
)
の
朱
書
が
あ
る
｡
二

十

･
五
×
十
五
O

斉
藤
家
の
神
楽
面

10

･〓
･12
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顔
は
す
こ
し
淡
い
肌
色
で
面
長
で
あ
る
｡
頭
髪
は
俵

1
直
線
に
黒
-
塗
ら
れ
､
耳
の
付
近
は
細
い
組
で
え

が
か
れ
て
い
る
.
眉
は
左
右
に
わ
ず
か
に
は
ね
る
よ
う
に
黒
く
え
が
か
れ
､
目
は

1
式
目
で
あ
る
o
眉
間
に

は
小
さ
な
八
の
字
の
鼓
が
あ
る
｡
良
は
良
筋
が
適
っ
て
い
る
.
そ
の
下
に
八
字
児
が
わ
ず
か
に
黒
-
え
が
か

れ
て
い
る
｡
口
は
軽
く
開
き
､
白
い
上
歯
が
の
ぞ
き
､
唇
に
は
口
紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
0
類
は
黒
い
毛
が
植

毛
さ
れ
て
い
る
｡
中
将
と
考
え
ら
れ
る
が
､
形
相
は
す
こ
し
沈
ん
で
い
る
O
表
面
は
黒
塗
り
で
､
朱
書
で

｢
サ
イ
キ
rn
｣
と
あ
る
Q
左
右
の
紐
取
付
部
が
修
理
さ
れ
て
い
る
｡
十
九
×
十
三

･
五
｡

た
ぬ
き

顔
は
淡
い
灰
色
で
あ
る
｡
耳

･
免
の

一
部
が
破
損
し
て
い
る
.
眉
と
鹿
は
黒
い
線
画
仕
上
げ

で
あ
る
｡
表
面
に
⑳
の
焼
印
が
あ
る
｡
赤
マ
ジ
ッ
ク
で

｢
た
ぬ
き
｣
と
智
い
て
あ
る
O
十
九
×
十
五
.

翁

こ
の
面
は
口
を
さ
か
い
に
下
顎
が
分
離
す
る
構
造
で
､
そ
の
間
は
紐
で
む
す
ほ
れ
て
い
る
｡
噺
は

白
色
の
仕
上
げ
で
あ
る
｡
頭
髪
は
な
く
'
額
な
ら
び
に
左
右
の
輔
に
は
四
な
い
し
1q
本
の
州
税
で
､
翁
特
有

の
敏
が
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
眉

･
庇

･
類
は
白
い
長
い
毛
で
植
毛
さ
れ
て
い
る
.
mj
両
は
用
塗
り
で
､
㊥
の

焼
印
と
､
｢
サ
イ
キ
ョ
｣
の
朱
書
が
あ
る
｡
二
十

1
･
五
×
十
五

･
五
｡

顔
は
茶
褐
色
で
あ
る
｡
頭
髪
お
よ
び
眉
は
白
く
え
が
か
れ
､
老
人
の
顔
と
な
っ
て
い
る
o
領
に
は
あ
ま
り

長
く
な
い
三
筋
の
横
攻
を
､
ま
た
頬
に
も
鼓
を
も
つ
｡
眉
と
EZI]は
左
右
に
つ
り
あ
が
っ
て
い
る
｡
舟
は
大
き

く
獅
子
鼻
に
ち
か
く
､
口
は
槙

l
文
字
で
す
こ
し
開
き
､
白
い
上
歯
が
み
え
る
｡
ヒ
ケ
は
髭

･
怒

･
寅
が
あ

り
､
白
髪
ま
じ
り
の
黒
い
長
い
毛
が
植
毛
さ
れ
て
い
る
が
､
髭
は
か
な
り
ぬ
け
'
植
毛
孔
が
み
ら
れ
る
｡
裏

面
は
褐
色
塗
り
で
'
㊨
の
焼
印
が
お
さ
れ
て
い
る
O
二
十
二
×
十
五

･
五
O

若
女

面
長
な
女
の
面
で
あ
る
｡
顔
は
白
く
'
頭
髪
は
頭
頂
か
ら
左
右
に
分
け
ら
れ
､
耳
の
下
ま
で
黒

髪
が
細
い
線
で
え
が
か
れ
て
い
る
｡
眉
は
左
右
に
と
と
の
い
､
細
い
黒
い
線
で
描
か
れ
､
目
は
目
尻
が
や
や

つ
り
あ
が
っ
た

1
重
目
で
あ
る
｡
鼻
筋
は
通
っ
て
い
る
｡
口
は
か
す
か
に
開
き
'
白
い
上
歯
が
四
本
は
ど
見

え
る
｡
層
に
は
口
紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
｡
基
面
は
黒
塗
り
で
'
｢
サ
イ
キ
n
｣
の
来
宮
と
'
｢
う
す
め
｣
の
他

紙
が
は
ら
れ
て
い
る
｡
二
十

一
×
十
四
｡
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顔
は
赤
ら
顔
で
あ
る
｡
頭
髪
は
な
-
'
領
の
左
右
に
は
背
筋
が
は
し
り
'
眉
間
に
は
数
本
の
短
か
い
桟
鞍

が
あ
る
｡
眉
と
目
は
左
右
に
つ
り
あ
が
り
､
眉
は
白
色
で
え
が
か
れ
､
DI)は
金
色
で
あ
る
｡
粒
は
獅
子
鉛
に

ち
か
く
､
ロ
は
む
す
は
れ
大
き
な
へ
の
字
で
あ
る
｡
ヒ
ケ
は
鹿

･
光

･
駕
で
'
白
い
長
い
毛
が
植
毛
さ
れ
て

い
る
｡
惑
面
は
褐
色
塗
り
で
､
㊥
の
焼
印
が
あ
る
｡
二
十

一
×
十
七

･
五
｡

大
黒
天

顔
は
茶
沃
色
で
あ
る
｡
頭
髪
は
な
-
､
額
に
は
三
本
の
へ
の
字
状
の
短
か
い
機
敏
が
は
し
っ

て
い
る
.
眉
は
黒
く
え
が
か
れ
､
目
は
穏
や
か
な
ま
な
ざ
し
で
あ
る
O
良
は
す
こ
し
大
き
め
で
あ
る
.
左
右

の
期
は
大
き
く
ふ
く
ら
ん
で
い
る
｡
眉
は
む
す
ば
れ
て
は
い
る
が
'
口
紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
｡
ヒ
ゲ
は
彪

･

類

･
鰐
が
黒
く
え
が
か
れ
て
い
る
｡
盃
面
に
は

｢腐
長
｣
の
焼
印
が
あ
る
｡
赤

マ
ジ
ッ
ク
で
､
二
か
所
に

｢
だ
い
こ
く
て
ん
｣
と
あ
る
o
十
八
×
十
七

･
五
｡

さ
る

顔
は
淡
い
褐
色
で
あ
る
｡
頑
は
丸
く
､
頑
の
毛
は
黒
い
細
い
線
で
額
の
構
敏
の
上
端
ま
で
え
が

か
れ

て
い
る
O
額
か
ら
頬
に
か
け
て
､
三
本
の
曲
線
状
の
燐
鉱
が
刻
ま
れ
て
い
る
0
日
は
ド
/
ダ
リ
眼
で
あ

る
.
典
の
頭
は
欠
損
し
て
い
る
o
Ej
は
む
す
ば
れ
左
右
に
大
き
く
作
ら
れ
て
い
る
O
郷
に
は
放
水
の
雛
の
線

と
'
ヒ
ケ
ら
し
い
黒
い
細
い
線
が
斜
に
え
が
か
れ
て
い
る
｡
1溢
面
に
は
㊨
の
焼
印
と
'
塁
告
の

｢
江
田
｣
'

赤
マ
ジ
ッ
ク
の

｢
さ
る
｣
の
文
字
が
あ
る
｡
二
十

一
×
十
六
｡

ぎ
ん
ば
ら
髪
を
も
つ
男
面
で
､
顔
は
白
色
仕
上
げ
と
な
っ
て
い
る
が
､
部
分
に
淡
い
褐
色
を
い
れ
､
表
情

を
強
調
さ
せ
て
い
る
｡
頭
頂
部
の
宴
は
黒
い
細
い
線
で
え
が
か
れ
て
い
る
.
眉
間
に
は
八
の
字
の
小
敵
を
も

ち
､
眉
と
目
は
左
右
に
大
き
く
つ
り
あ
が
っ
て
い
る
｡
目
は
金
色
で
あ
る
｡
腿
の
頭
は
す
り
へ
っ
て
い
る
｡

口
は
横

1
文
字
に
む
す
ば
れ
､
唇
に
口
紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
｡
ヒ
ゲ
は
な
い
｡
表
面
に
は
､
塀
か
ら
tmi
に
か

け
て
の
裂
け
め
を
修
理
し
た
跡
が
あ
る
.
さ
ん
ば
ら
髪
の
位
置
も
'
植
毛
孔
の
痕
跡
か
ら
し
て
修
理
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
｡
二
十

l
x
十
五
〇

面
長
の
男
の
面
で
､
顔
は
白
色
の
仕
上
げ
で
あ
る
.
頭
髪
は
頭
頂
部
は
桟

1
の
黒
髪
で
'
耳
の
付
近
は
細

い
黒
い
緑
で
髪
が
え
が
か
れ
て
い
る
｡
朝
の
中
央
部
に
あ
た
る
頭
頂
か
ら
眉
間
に
か
け
て
は
､
す
こ
し
も
り

斉
藤
家
の
神
菓
面

ー
･
ー
･
19
･
2
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あ
が
り
'
終
板
を
感
じ
さ
せ
る
o
眉
間
に
は
二
筋
の
短
か
い
<
の
字
の
敏
が
あ
る
D
眉
は
え
が
か
れ
た
眉
で
､

DIZは
目
尻
が
や
や
左
右
に
つ
り
あ
が
っ
て
い
る
.
良
筋
は
適

っ
て
い
る
｡
I口
は
こ
こ
ろ
も
ち
開
き
'
白
い
上

歯
が
数
本
見
え
､
唇
に
は
口
紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
｡
ヒ
ゲ
は
な
く
若
男
の
頬
で
あ
ろ
う
｡
1出
面
は
謀
塗
り
で
､

⑳
の
焼
印
と
､
束
苔
の

｢
サ
イ
キ
ョ
｣
の
文
字
が
あ
る
｡
は
か
に
二
文
字
記
入
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
､

黒
塗
り
の
た
め
判
読
で
き
な
い
O
二
十

1
×
十
五
｡

天
狗

赤
ら
顔
で
あ
る
O
頭
部
に
は
毛
は
な
-
､
額
の
左
右
に
は
青
筋
が
た
ち
､
中
央
部
に
は
三
本
の

短
か
め
の
燐
鉱
が
あ
る
｡
眉
と
目
は
左
右
に
つ
り
あ
が
り
､
眉
は
白
く
え
が
か
れ
､
目
は
金
色
で
あ
る
｡
良

は
突
出
し
た
高
良
で
あ
る
O
口
は
左
右
上
下
に
大
き
-
開
き
､
金
色
に
塗
ら
れ
た
上
下
の
歯
が
あ
る
｡
ヒ
ゲ

は
髭

･
娩

･
鞍
で
白
い
長
い
毛
が
植
毛
さ
れ
て
い
る
が
､
盤
と
米
は
連
続
し
て
い
る
｡
坊
は

-
部
が
ぬ
け
植

毛
孔
が
み
ら
れ
る
｡
二
十
×
十
五
〇

ひ
ょ
っ
と
こ

顔
は
淡
い
肌
色
仕
上
げ
で
あ
る
｡
頭
髪
は
な
い
が
､
耳
の
近
-
に
こ
-
わ
ず
か
で
あ
る

が
黒
い
線
画
の
髪
を
も
つ
O
裾
は
て
か
て
か
で
､
眉
間
に
は
二
本
の
波
状
の
横
敏
が
あ
る
｡
眉
は
黒
色
で
､

八
の
字
で
'
左
右
に
大
き
-
離
れ
て
い
る
｡
日
は
ド
ン
グ
リ
眼
で
'
上
目
使
い
で
あ
る
.
粒
は
団
子
･B
の
頬

で
あ
ろ
う
｡
頼
は
す
.J
L
ふ
く
ら
み
を
も

っ
て
い
る
｡
口
は
別
材
で
長
方
体
状
に
作
ら
れ
'
そ
の
先
端
は
層

状
に
加
工
さ
れ
'
口
紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
を
面
の
ロ
の
部
分
に
開
け
た
四
角
な
穴
に
挿
入
し
､
面
の

裏
側
で
止
串
を
使

っ
て
止
め
て
あ
る
0
演
ず
る
際
に
は
､
こ
の
止
串
の
個
所
の
近
く
を
口
で
か
み
､
面
の
口

を
上
下
に
ふ
っ
て
､
表
情
を
出
す
.
蚕
面
に
は
'
黒
の
マ
ジ

ッ
ク
で
⑳
､
赤
の
マ
ジ

ソ
ク
で

｢
し
ょ
つ
つ
を

を
｣
と
暫
い
て
あ
る
｡
二
十

･
五
×
十
四

･
五
｡

獣
の
面
で
､
全
体
に
音
色
に
塗
り
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
頑
の
左
右
に
は
和
製
の
角
を
も
ち
､
角
の
す
ぐ

下
に
'
耳
の
内
側
を
朱
に
塗

っ
た
丸
い
耳
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
｡
額
に
は
眉
間
か
ら
の
青
筋
が
黒
い
線
で
え

が
か
れ
て
い
る
O
眉
と
DI)は
左
右
に
つ
り
あ
が
り
'
眉
は
黒
い
太
い
線
で
え
が
か
れ
､
目
は
金
色
で
あ
る
｡

良
は
や
や
小
さ
く
'
団
子
曲
の
形
状
で
あ
る
.
鼻
の
下
の
左
右
に
は
黒
い
ま
き
髭
が
え
が
か
れ
て
い
る
｡
口

斉
藤
麦
の
神
業
面

2
･
2
･
2
･
2



苅12卓 民 俗 芸 能 722

272829
は
前
方
に
や
や
突
出
し
'
左
右
に
大
き
く
開
き
､
白
い
鋸
歯
状
の
上
下
の
胞
が
な
ら
ん
で
い
る
.
唇
に
は
口

紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
｡
粒
は
黒
-
え
が
か
れ
て
い
る
｡
下
顎
は
上
下
に
動
-
桃
造
と
な
っ
て
い
る
C
龍
神
か

と
も
考
え
ら
れ
る
O
裏
面
に
は

｢
江
田
｣
の
塾
雪
が
あ
る
｡
二
十

1
×
十
五

･
五
｡

黒
尉

黒
塗
り
仕
上
げ
の
面
で
あ
る
｡
頭
髪
は
な
く
'
額
に
は
波
状
の
四
本
の
械
敏
が
あ
る
O
眉
は
白

い
真
綿
を
丸
め
て
機
敏
の
下
半
部
に
付
け
て
い
る
｡
目
は
や
や
目
尻
が
あ
が
っ
て
い
る
｡
n
t筋
は
通

っ
て
い

る
｡
口
は
わ
ず
か
に
開
き
､
白
い
上
歯
が
四
本
は
ど
み
え
､
唇
に
は
口
紅
が
さ
さ
れ
て
い
る
｡
ヒ
ケ
は
班
で
'

白
い
あ
ま
り
長
く
な
い
毛
が
根
毛
さ
れ
て
い
る
｡
下
顎
は
分
離
す
る
稲
造
で
､
そ
の
閲
は
紐
で
む
す
ば
れ
て

い
る
｡
表
面
も
黒
塗
り
で
､
朱
加
臼
で

｢
サ
イ
キ
ョ
｣
の
文
字
が
あ
る
｡
二
十
二

･
五
×
十
五

･
五
.

顔
は
茶
褐
色
仕
上
げ
で
あ
る
o
頭
髪
は
な
く
､
広
い
額
に
は
へ
の
字
の
機
敏
が
二
本
あ
る
｡
眉
間
は
せ
ば

ま
り
'
眉
は
黒
く
左
右
に
大
き
-
八
の
字
に
え
が
か
れ
て
い
る
O
R
lは
上
目
使
い
の
三
白
眼
で
あ
る
｡
曲
は

御
子
良
に
ち
か
い
形
状
で
あ
る
O
口
は
へ
の
字
に
む
す
ぴ
､
下
顎
に
は
へ
の
字
の
小
さ
な
雛
が
で
き
て
い
る
｡

ヒ
ケ
は
盤
と
鞍
で
'
黒
く
え
が
か
れ
て
い
る
｡
武
恋
の
類
と
考
え
ら
れ
る
｡
要
所
は
栂
色
塗
り
で
､
卿
か
ら

良
部
に
か
け
て
の
修
理
痕
が
あ
る
〇
二
十

一
×
十
六
O

キ
ッ
ネ

顔
は
淡
い
茶
色
仕
上
げ
で
あ
る
O
頭
部
に
は
毛
は
な
く
､
左
右
に
布
製
の
耳
を
も

っ
て
い
る
O

眉
は
白
と
黒
の
緑
画
で
'
眉
間
に
は
小
破
が
あ
る
0
日
は
目
尻
が
つ
り
あ
が
り
､
金
色
で
あ
る
｡
口
は
前
方

に
突
出
し
'
左
右
に
大
き
く
開
き
､
白
い
鋸
歯
状
の
歯
が
み
え
る
｡
[非
の
下
に
は
白
と
黒
の
線
画
の
毛
が
あ

る
｡
下
顎
は
上
下
に
動
く
構
造
で
あ
る
｡
表
面
は
黒
塗
り
で
､
⑳
の
焼
印
と
､
｢
サ
イ
キ
ョ
｣
の
朱
Ir
uと
､

赤

マ
ジ

ッ
ク
の

｢き

つ
ね
｣
の
文
字
が
あ
る
｡
二
十

･
五
×
十
五
｡

青
葉
豪
の
神
菓
面

2

･2
･2
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六

歌
舞
伎
芝
居

･
面
芝
居

#
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
､
:jE村
の
祭
礼
の
余
興
と
し
て
歌
舞
伎
芝
居
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
｡
歌
舞

伎
役
者
を
出
涜
料
を
は
ら
っ
て
呼
ぶ
こ
と
を
､
E3
芝
居
と
い
う
｡
役
者
の
な
か
に
は
､
そ
の
他
に
足
羽
す
る
者

も
あ
っ
た
｡
ま
た
へ
村
の
若
者
の
な
か
に
は
､
歌
邦
枝
役
者
に
弟
子
入
り
L
t
み
ず
か
ら
芝
居
を
碗
じ
る
名
も

あ
っ
た
｡
農
民
達
が
み
ず
か
ら
演
じ
た
芝
居
を
地
芝
居
と
呼
ぶ
｡

歌
舞
伎
芝
居
の
盛
行
は
'
神
代
神
楽
を
衰
退
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
神
楽
師
の
な
か
に
は
歌
舞
伎
役
者
に

転
向
す
る
者
も
あ
っ
た
｡
ま
た
､
神
楽
師
が
仮
面
を
つ
け
て
歌
舞
伎
芝
居
を
痕
ず
る
こ
と
も
お
こ
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
｡
こ
れ
を
面
芝
居
と
い
う
｡

神
社
の
神
楽
殿
は
歌
舞
伎
芝
居
の
紹
台
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
な
か
に
は
'
争い
兜
殿
を
改
造
し
､
廻

り
舞
台
に
し
た
例
も
あ
る
｡

横
浜
の
農
村
地
帯
も
同
様
で
､
豊
作
の
年
に
は
神
社
の
大
祭
の
余
興
と
し
て
'
神
楽
殿
や
仮
設
舞
台
で
歌
舞

伎
芝
居
を
見
せ
た
｡

祭
礼
の
前
に
宮
世
話
人
が
あ
つ
ま
り
､
余
興
を
何
に
す
る
か
を
決
め
た
｡
歌
桝
伎
芝
居
を
た
の
む
こ
と
に
決

ま
る
と
､
役
者
の
手
配
を
川
崎
市
野
川
に
住
む
市
川
常
丸
と
い
う
興
行
師
に
依
頼
し
た
｡
大
正
か
ら
昭
和
初
期

に
は
十
～
二
十
円
を
支
払

っ
た
と
い
う
｡

舞
台

を
作
っ
た
り
'
役
者
の
世
話
は
､
若
衆
組

(
の
ち
に
青
年
会
)
が
あ
た
っ
た
｡
丸
太
を
く
み
桟
敷
を
作
っ

た
｡神

社
の
祭
礼
の
は
か
､
伊
勢
純
で
も
歌
舞
伎
芝
居
を
買
っ
た
｡
そ
れ
を
伊
勢
芝
居
と
呼
ん
だ
.
ま
た
前
掲
の

記
録
に
も
あ
る
と
お
り
､
屋
敷
神
で
あ
る
稲
荷
杜
に
奉
納
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡

役
者
は
東
京
か
ら
も
呼
ん
だ
が
､
厚
木
や
座
間
の
相
模
役
者
を
た
の
む
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
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厚
木
の
役
者
に
市
川
柿
之
助
が
い
る
｡
初
代
市
川
柿
之
助
は
慶
応
元
年
八
月
に
愛
甲
郡
三
増
村

(現
愛
川
町

三
増
)
に
生
ま
れ
'
の
ち
に
中
里
家
に
は
い
り
中
里
相
磯
を
本
名
と
し
た
｡
明
治
の
初
め
､
市
川
団
十
郎
の
門

下
に
な
っ
た
｡
修
業
を
終
え
て
'
明
治
三
十

一
年

l
月
､
同
輩
と
と
も
に
伊
豆
下
田
で
東
京
歌
舛
伎
を
闘
病
中
'

団
十
郎
か
ら
師
範
状
が
く
た
さ
れ
､
成
田
屋
市
川
柿
之
助
の
芸
名
を
ゆ
る
さ
れ
た
｡
明
治
四
十
二
年
十
二
月
､

厚
木
に
住
み
t

l
年
の
大
半
を
旅
廻
り
に
つ
い
や
し
た
o
大
正
十
四
年
十
二
月
卒
｡
娘
'
市
川
芳
子
と
弟
子
の

中
里
友
蔵
と
を
結
婚
さ
せ
た
｡
こ
れ
が
二
代
目
市
川
柿
之
助
で
'
大
正
十
五
年
八
月
､
襲
名
披
苗
を
盛
大
に
お

こ
な
っ
た
｡
こ
の
と
き
､
東
京
か
ら
も
多
-
の
有
名
な
役
者
が
加
わ
っ
て
花
を
添
え
た
o

大
棚

･
中
川

(杉
山
神
社
大
祭
)

大
棚
で
は
､
明
治
期
に
地
芝
居
が
お
こ
な
わ
れ
た
O
吉
野
痛
蔵
'
鈴
木
滝
三
郎
さ
ん
ら
が
､
絵
本
太
功
記
や

伽
羅
先
代
萩
な
と
を
演
じ
た
｡
吉
野
家
に
は
大
道
具
が
あ
っ
た
が
､
他
人
に
貸
し
た
ま
ま
行
方
不
明
に
な
っ
た

と
い
う
｡

大
正
末
期
､
郷
社
杉
山
神
社
の
境
内
に
あ
っ
た
茅
葺
き
の
神
楽
殿
を
建
て
直
し
た
が
へ
そ
の
際
'
中
川
の
大

工
金
子
=]塁
EIさ
ん
が
歌
舞
伎
座
を
見
に
ゆ
き
､
こ
こ
に
廻
り
舞
台
を
も
う
け
た
O

大
正
か
ら
昭
和
十
年
こ
ろ
ま
で
'
=]且作
の
年
に
は
余
興
と
し
て
宮
総
代
が
相
談
し
'
野
川
の
常
丸
に
た
の
み
､

厚
木
の
市
川
柿
之
助

一
座
を
呼
ん
だ
｡
座
長
の
娘
も
女
役
者
だ
っ
た
｡
演
目
は
義
経
千
本
桜
､
曽
我
兄
弟
な
と

で
あ
っ
た
が
'
演
目
に
つ
い
て
は
こ
ち
ら
の
方
で
き
め
た
｡

神
楽
殿
に
組
立
式
の
花
道
を
と
り
つ
け
た
｡
丸
太
を
-
み
あ
わ
せ
桟
敷
を
作
り
､
屋
根
は
ヨ
ン
ズ
張
り
と
L
t

こ
れ
に
花
飾
り
を
刺
し
た
｡

ハ
ナ
を
か
け
た
人

(祝
儀
を
出
し
た
人
)
は
桟
敷
に
案
内
し
､

一
般
の
人
は
ム
ン

ロ
敷
で
み
た
｡
現
在
､
こ
の
廻
り
舞
台
は
な
い
｡

勝
田

(杉
山
神
社
大
祭
)

前
日
か
ら
百
人
く
ら
い
庭
わ
れ
る
桟
敷
を
作
っ
た
o
夕
方
四
時
こ
ろ
か
ら
夜
十
時
こ
ろ
ま
で
見
た
O
役
者
は

野
川
の
常
丸
に
た
の
み
､
金
で
キ
ッ
た

(契
約
し
た
)0
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南
山
田

･
北
山
田

･
東
山
田

(山
田
神
社
大
祭
)

太
平
洋
戦
争
後
ま
で
大
祭
に
芝
居
を
か
け
た
.
野
川
の
常
丸
と
い
う
人
に
役
者
を
た
の
ん
だ
o
東
京
方
面
か

ら
呼
ん
だ
り
'
相
模
の
柿
之
助

1
座
を
呼
ん
だ
｡
昭
和
初
年
ご
ろ
､
前
金
で
十
五
～
二
十
円
だ
っ
た
.
演
目
は

義
経
千
本
桜
､
曽
我
兄
弟
へ
阿
波
の
鳴
門
､
新
霊
矢
口
渡
､
勧
進
帳
､
伽
羅
先
代
萩
､
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
な
ど

で
あ
っ
た
｡

戦
前
は
､
芝
居
の
準
備
は
各
ム
ラ
の
青
年
会
支
部
が
あ
た
っ
た
｡
神
楽
殿
に
花
道
を
つ
け
た
り
'
丸
太
を
-

み
ム
ン
ロ
を
も
ち
よ
り
桟
敷
を
作
っ
た
｡
桟
敷
に
は
ハ
ナ
を
か
け
た
人
が
座
わ
る
｡
ま
た
'
ス
ケ
ア
イ
と
い
う

制
度
が
あ
っ
て
'
北
山
田
は
有
馬

･
野
川
､
南
山
田
は
牛
久
保

･
大
棚
'
東
山
田
は
高
田

･
吉
EE
の
召
年
会
支

部
の
桟
敷
を
用
意
し
､
当
日
は
酒

一
升
､
隈
頑
､
蛎
の
舟
な
ど
を
準
備
し
た
.

当
日
の
役
者
の
衣
装
が
え
や
風
呂
た
き
な
ど
'
芯
年
会
が
お
こ
な
っ
た
｡
山
田
全
体
の
人
が
食
へ
物
持
参
で
､

ム
シ
ロ
を
も
っ
て
見
物
に
来
た
.
親
戚
に
も
手
紙
で
知
ら
せ
て
お
-
の
で
'
お
客
が
た
く
さ
ん
来
た
O

茅
ヶ
崎

(杉
山
神
社
大
祭
)

こ
こ
で
は
面
芝
居
が
演
じ
ら
れ
た
｡
演
じ
た
人
は
氏
名
不
詳
で
あ
る
｡
蔽
目
に
､
岩
見
頭
太
郎
､
絵
本
大
功

記
'
我
経
千
本
桜
t･,dど
が
あ
っ
た
｡
貿
用
は
､
大
正
期
で
十
円
-
ら
い
で
あ
っ
た
｡

牛
久
保

(神
明
神
社
大
祭
)

相
模
原
の
方
に
あ
る
芸
人
の
村
へ
､
宮
番
の
人
が
た
の
み
に
い
っ
た
｡

l
晩
七
幕
く
ら
い
で
'
中
箱
'
ハ
ネ
幕

の
お
願
い
を
し
た
｡
ま
た
野
川
の
常
丸
さ
ん
に
た
の
ん
だ
り
し
た
｡
芸
人
は
､
一
-
六
等
級
-
ら
い
ま
で
あ
り
'

鑑
札
を
も
ち
歩
い
て
い
た
｡
雨
が
降

っ
た
と
き
や
宿
泊
は
'
宮
世
話
人
の
家
を

使
っ
た
｡

七

伊
勢
芝
居

茅
ヶ
崎
の
伊
勢
講
で
伊
勢
や
四
国
の
方
面
へ
で
か
け
た
が
､
帰
っ
て
き
て
か
ら
三
月
か
凹
月
ご
ろ
に
芝
居
を

買
っ
た
｡
誠
元
の
庭
に
､
丸
太
で
舞
台
を
作
り
､
夕
方
五
時
ご
ろ
か
ら
夜
十

1
時
ご
ろ
ま
で
､
と
き
に
は
夜
中

山
田
神
社
の
井
台
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の
二
時
ご
ろ
ま
で
､
露
天
商
も
出
て
に
ぎ
や
か
に
お
こ
な
っ
た
｡
場
所
が
せ
ま
い
と
き
は
､
神
社
の
境
内
を
借

り
る
こ
と
も
あ

っ
た
｡
役
者
は
厚
木
の
市
川
柿
之
助
を
呼
び
'
義
経
千
本
桜
､

1
谷
轍
軍
記

(熊
谷
陣
屋
)､

仮
名
手
本
忠
臣
蔵
な
ど
を
演
じ
た
｡
大
正
十

1
年
二
月
九
日
､
伊
勢
へ
行

っ
た
O
誹
元
は
金
子
平
造
さ
ん
で
､

こ
の
と
き
に
買
っ
た
伊
勢
芝
居
が
最
後
で
あ
っ
た
｡

大
棚
で
も
'
伊
勢
講
か
ら
帰
っ
て
き
て
'
芝
居
を
買

っ
た
｡
郷
社
杉
山
神
社
の
下
の
と
こ
ろ
が
広
-
､
そ
こ

に
韓
台
を
か
け
た
｡

八

稲
荷
社
と
奉
納
芝
居

大
棚
の
稲
荷
神
社
は
'
古
-
か
ら
三
月
十
五
日
が
例
祭
と
定
め
ら
れ
て
い
る
.
こ
の
日
は
休
日
と
さ
れ
､
稲

荷
誹
の
家
々
は
仕
事
を
休
み
'
祭
を
楽
し
ん
だ
｡
芝
居
が
奉
納
さ
れ
た
｡
ま
た
､
屋
敷
神
で
あ
る
稲
荷
社
で
は
､

祈
願
の
た
め
の
奉
納
芝
居
が
あ
っ
た
｡

明
治

･
大
正
ご
ろ
'
勝
田
の
関
イ
ッ
ケ
が
ま
つ
る
宮
の
下
の
稲
荷
杜
で
は
､
初
午
の
日
に
舛
台
を
作
り
､
芝

居
を
奉
納
し
た
｡

九

人
形
芝
居

大
棚
の
吉
野
家

(屋
号
オ
モ
テ
)
で
は
､
放
宿
意
さ
ん

(明
治
末
卒
)
の
こ
ろ
､
座
敷
で
相
模
の
人
形
芝
居

を
た
の
み
'
木
戸
銭
は
と
ら
ず
'
み
ん
な
に
見
せ
た
､
と
い
う
｡

十

万
作
踊

万
作
節
､
飴
屋
踊
'
粉
屋
踊
､
中
山
蹄
な
ど
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
｡
発
生
の
時
期
や
場
所
は
不
明
だ
が
､
江

戸
末
期
に
千
糞
'
神
奈
川
'
埼
玉
､
茨
城
南
部
､
東
京
周
辺
の
腿
村
地
帯
で
盛
行
し
て
い
た
.

神
奈
川
県
内
で
は
'
川
崎
､
横
浜
､
三
浦
半
島
､
鎌
倉
'
藤
沢
あ
た
り
に
み
ら
れ
る
O
ま
た
へ
明
治
期
に
は
､

相
扶
人
形
芝
居
(林
産
･
.7;1)

注

BE槙
の
人
形
芝
居

江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
'
相
模

の
国
に
は
す
く
な
く
と
も
十
五
か
所
に
人
形
芝
店
が
あ
っ
た
｡

現
在
で
は
犀
J<
二
座
へ
平
塚
1
座
､
小
田
原
1
座
､
南
足
柄
一

座
が
の
こ
る
の
み
で
あ
る
｡
文
楽
と
同
様
､
三
人
遇
い
だ
が
'

榊
幌
人
形
芝
店
は
淡
路
系
鉄
砲
ざ
し
操
法
を
伝
承
し
て
い
る
｡

当
地
に
き
た
の
は
､
厚
木
市
内
の
長
谷
座
か
林
座
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
｡
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山
北
町
玄
倉
に
も
あ
っ
た
と
い
う
0
川
崎
市
麻
生
区
栗
木
で
は
粉
屋
踊
､
三
浦
半
島
方
面
で
は
飴
屋
桐
と
い
う

こ
と
が
多
-
､
横
浜
で
は
万
作
蹄
と
呼
ぶ
人
が
多
い
o
東
京
'
埼
玉
で
は
万
作
桐
､
豊
年
万
作
と
や
呼
称
が
圧

倒
的
で
あ
る
の
で
'
横
浜
に
お
け
る
万
作
踊
は
東
京
多
摩
方
面
か
ら
伝
播
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
o

横
浜
市
港
北
区
や
緑
区
で
は
'
牛
久
保
､
大
棚
､
南
山
田
'
荏
田
､
元
石
川
､
池
辺
'
八
朔
､
三
保
'
恩
田

に
演
ず
る
人
が
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
.
そ
の
他
の
地
区
で
も
､
む
か
し
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
い

ま
は
よ
-
わ
か
ら
な
い
と
話
す
古
老
も
い
る
o
ま
た
'
唄
の
み
が
宴
席
で
の
祝
唄
と
し
て
残

っ
て
い
る
地
区
も

あ
る
｡

手

飾

り
と
段
物
が
あ
る
O
手
踊
り
は
郷
踊
本
位
の
純
手
踊
り
と
､
l
部
に
物
語
を
展
開
す
る
セ
-
フ
が
加
わ
っ

た
所
作
入
り
が
あ
る
｡
段
物
は
'
歌
郷
伎
ま
た
は
地
狂
言
な
と
か
ら
二
次
的
に
取
り
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
｡
四
拍
子
で
､
歌
い
手
が
主
導
的
役
割
を
も
つ
o
楽
器
は
ス
-
鉦
､
ツ
ケ
､
拍
子
木
'
三
味
線
を
用
い

る
地
区
も
あ
る
｡

演
目
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
｡

∴

∴

∵

‥

.

段
物
は
笠
松
峠

･
阿
漕
平
治

･
豊
川
利
生
記

･
重
兵
衛

･
四
段
目

･
五
段
目

･
日
蓮
記

･
旦
局
川

･
紀
文
で
'

出
演
す
る
者
は
本
来
は
す
へ
て
男
性
で
あ
る
｡
雑
歌
雑
揃
で
野
趣
満
々
の
監
村
の
芸
能
で
あ
っ
た
｡

<
池
辺
>

桐
の
名
称

飴
屋
踊

保
存
団
体

池
辺
古
民
謡
保
存
会

伝
承
者
の
系
譜

剣
舞
川
中
島

(池
辺
尻
谷
処
女
全

･
昭
和
十
年
ご

ろ

中
山
伊
助
家
裁

･
池
辺
)
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江
戸
明
治
期

志
田
某

(通
称
へ
イ
さ
ん
)

明
治
期

近
藤
竜
吉

(慶
応
年
間
の
生
ま
れ
｡
二
十
歳
で
節
を
習
っ
た
)､
吉
田
与
吉
､
中
山
韮
太
郎
､

岸
某

(通
称
ゼ
イ
さ
ん
)

明
治
大
正
期

近
藤
孫
太
郎
､
三
留
弥
三
郎
'
串
田
知
義
､
小
泉
某

(通
称
キ
ン
さ
ん
)､
串
田
友
吉

大
正
10
年
頃

近
藤
輿
四
郎
､
小
呆
新
助
､
島
村
時
蔵
､
佐
野
重
吉
､
佐
野
福
頑
'
牧
野
藤
作
､
新
編
政
治
へ

.

中
山
伝
蔵
は
か

大
正
末
期

栗
原
民
蔵
､
三
留
語
太
郎
､
三
留
一尻
松
'
柴
原
兵
鼓
､､
中
山
伊
助
､
島
村
行
好
､
中
山
治

作

戦
後

島
村
宏
､
島
村
清
吉
'
串
田
武
､
串
田
功
､
島
村
寅
吉
､
吉
田
友
行
'
中
山
勇
'
川
窪

一
生

演
じ
る
日
､
場
所

･
大
祭

杉
山
神
社

(九
月
二
十
日
).
神
楽
殿
ま
た
は
掛
け
舞
台
｡

･
新
羽
､
篠
原
'
小
机
'
三
枚
町
､
二
ッ
谷
な
ど
の
近
在
へ
た
の
ま
れ
て
出
か
け
た
こ
と
も
あ
る
｡
む
か
し

は
警
察
に
届
出
て
､
鑑
札
を
も
ら
っ
て
演
じ
た
｡

舞
台掛

け
舞
台
｡
丸
太
で
組
む
｡
間
口
五
間
､
奥
行
三
間
ほ
ど
｡
花
道
が
つ
く
｡

舞
台
墓
に
拍
子
木
'
唄
'
磯
子
方
が
詰
め
る
｡
踊
り
手
は
別
に
楽
屋
が
あ
る
｡

道
具楽

器

ス
リ
鉦
'
拍
子
木

採
物

四
ツ
竹

(篠
竹
を
半
裁
し
た
も
の
｡
白
桝
粉
屋
の
み
用
い
る
)､
座
敷
帯

(浮
島
踊
の
み
)､
手
拭
'

扇
'
樺

演
目

三
番
里

手
踊
り

新
川
､
伊
勢
音
頭
'
浮
島
踊
､
甚
句
'
か
っ
ぽ
れ
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段
物

白
桝
粉
屋
､
細
田
の
奴
へ
義
経
千
本
桜
､
娘
道
成
寺
､
忠
臣
蔵
､
新
保
広
大
寺
､
笠
松
山

技
術
伝
承

√

踊
り
方
に
さ
ま
ざ
ま
な
作
法
が
あ
る
｡

･
歯
を
見
せ
な
い
｡

･
目
は
手
の
先
を
見
る
｡

･
腰
を
下
げ
る
｡
大
き
い
人
も
背
を
低
-
見
せ
る
｡

･
腰
を
振
ら
な
い
｡

･
手
を
小
さ
く
見
せ
る
｡

･
男
の
踊
り
は
大
き
-
見
せ
る
｡
女
の
踊
り
は
ヒ
ジ
を
つ
け
て
小
さ
-
踊
る
O

･
数
人
で
踊
る
(
相

踊
り
と
い
う
)
と
き
は
'
相
手
を
よ
-
見
な
か
ら
合
わ
せ
て
踊
る
O

･
ヒ
ザ
を
寄
せ
る
｡

練
習
に
は
甚
句
'
伊
勢
音
頭
を
演
じ
る
｡
こ
れ
ら
の
踊
り
に
は
基
本
的
な
踊
り
の
手
が
は
い
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
｡
踊
り
の
基
本
的
姿
勢
は
'
手
の
ひ
ら
を
常
に
向
け
合
い
'
ま
た
腰
を
下
げ
て
'
ヒ
ザ
を
寄
せ
る
｡

主
な
公
演

一
覧

(昭
和
五
十
三
年
五
月
現
在
)

･
昭
和
三
十
三
年
六
月
十
五
日

場
所

港
北
区
役
所
公
会
堂

主
催

横
浜
古
民
謡
保
存
協
会

催
名

横
浜
開
港
百
年
祭
記
念
横
浜
古
民
謡
保
存
協
会
大
会

演
目

･
出
演
者
名

浮
島
肺

唄
･
鉦

串
E=
知
義

踊

近
藤
輿
四
郎

･
昭
和
三
十
四
年
三
月
二
十

四
日

伊
勢
音
頭
(大
倉
山
梅
ま
つ
り

中
山
伊
助
家
裁
･
池
辺
･
35
)
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場
所
神
奈
川
県
立
音
楽
堂

主
催
横
浜
市
教
育
委
員
会

･
横
浜
古
民
謡
保
存
協
会

催
名

奉
祝
皇
太
子
殿
下
御
成
婚
記
念
大
会

･
昭
和
三
十
五
年
五
月
十
二
日

場
所

南
区
公
会
堂

主催
横
浜
古
民
謡
保
存
協
会

催
名

皇
孫
殿
下
御
生
誕
奉
祝
記
念
大
会

演
目

･
出
演
著
名

浮
島
踊

串
田
知
義

近
藤
輿
四
郎

･
昭
和
三
十
五
年
二
月
二
十
日

場
所

大
倉
山
梅
園

主
催

神
奈
川
県
観
光
協
会

･
枕
浜
市
観
光
協
会

催
名

梅
園
ま
つ
り

･
昭
和
四
十

一
年
十
月
十

一
日

場
所

横
浜
高
島
屋
ホ
ー
ル

主
催
神
奈
川
県
教
育
委
員
会

･
神
奈
川
県
文
化
財
協
会

･
読
売
新
聞
社

催
名

第
三
回
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
大
会

演
目

･
出
演
著
名

大
倉
山
梅
ま
つ
り
に
参
加

(中
山
伊
助
家
裁
･
池
辺
･
お
)

白
桝
粉
屋

助平
お

かる
唄

三
留
重
太
郎

近
藤
輿
E
]郎

串
田
知
義
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小
泉
斯
助

･
昭
和
五
十
年
三
月
十
六
日

場
所

横
浜
市
教
育
文
化
ホ
ー
ル

主
催

横
浜
市
教
育
文
化
セ
ン
タ
ー

催
名

横
浜
市
内
の
郷
土
芸
能
紹
介
と
東
北
民
謡
を
鑑
斑
す
る
っ
と
い

演
目

･
出
演
著
名

白
桝
粉
屋

助
平

お
か
る

唄衣
裳
付

･
昭
和
五
十

一
年
四
月
六
日

場
所

テ
レ
ヒ
神
奈
川

演
目･
出
演
著
名

白
桝
粉
屋

助
平

お
か
る

唄

三
留
重
太
郎

近
藤
輿
四
郎

栗
原
尽
蔵

中
山
伊
助

赤
萩
さ
ゑ
子

高
橋
み
さ
子

三
留
重
太
郎

近
藤
輿
四
郎

栗
原
民
蔵

中
山
伊
助

･
昭
和
五
十
三
年
五
月
二
十
日

場
所

新
横
浜
ホ
テ
ル

主
催

横
浜
港
北
ラ
イ
オ
ン
ス
ク
ラ
ブ

･
横
浜
み
と
り
ラ
イ
オ
ン
ス
ク
ラ
ブ

･
横
浜
ひ
か
り
ラ
イ
オ
ン
ス
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ク
一
7

7

催
名

郷
土
芸
能
を
囲
む
三
L
C
合
同
懇
親
例
会

演
目

･
出
演
著
名

自
桝
粉
屋

新
川
踊

三
留
重
太
郎

近
藤
興
四
郎

栗
原
民
蔵

中
山
伊
助

三
留
房
松

串
田

功

栗
原
兵
蔵

白
桝
粉
屋

(神
奈
川
テ
レ
ビ
出
演
･
中
山
伊
助
家
裁
･
池
辺
･
51
)

浮
島
踊

近
藤
輿
四
郎

唄

栗
原
民
蔵

中
山
伊
助

伊
勢
音
頭

杉
山
神
社
祭
礼
で
の
公
演

(於
神
楽
殿
)

･
昭
和
三
十
三
年
九
月
十
九
日

(
ヨ
-
ヤ
)

浮
島
踊

細
田
の
奴

和
尚

奴娘

忠
臣
蔵

お
せ
ん

権
太

近
藤
輿
四
郎

島
村
行
好

栗
原
民
歳

三
留
房
松

串
田

功

島
村
行
好



733 買三3時 神 糞 と 芝 居

御
代

金
吾

娘
道
成
寺

飛
脚

酒
姫

和
尚

笠
松
山

四
郎
三
郎

鬼
人
の
松

茶
店
亭
主

･
昭
和
凹
十
六
年
九
月
二
十
日

三
番
里

浮
島
踊

析唄

･
鉦

伊
勢
音
頭

新
川甚句

白

桝粉
屋

唄

･
鉦

三
留
房
松

川
窪

一
生

中
山
伊
助

柴
原
兵
蔵

三
留
重
太
郎

小
泉
新
助

三
留
重
太
郎

栗
原
民
意

島
村
清
吉

近
藤
輿
四
郎

串
田
友
好

三
留
房
松

三
留
重
太
郎

栗
原
民
意

栗
原
兵
鼓

三
留
重
太
郎

中
山
伊
助

三
留
重
太
郎

近
藤
輿
E
]郎

三
留
重
太
郎

串
EE]友
好

伊
勢
音
頭

(大
根
の
ま
つ
り
･
中
山
伊
助
さ
ん
･
池
辺
･
鯛
)
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･
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
日

新
川

伊
勢
音
頭

･
昭
和
五
十

一
年
九
月
二
十
日

三
番
曳

浮
島
/

白
桝
粉
屋

三
留
房
松

栗
原
兵
蔵

中
山
伊
助

三
留
重
太
郎

島
村
消
吉

近
藤
輿
E
]郎

近
藤
輿
四
郎

三
留
重
太
郎

伊
妙
音
頭

(大
熊
の
ま
つ
り
･
中
山
伊
助
さ
ん
･
池
辺
･
5
)

<
大
棚
>

政
吉
野
宿
之
輔
さ
ん

(明
治
三
十
九
年
生
)
が
子
と
も
の
こ
ろ
'
先
輩
の
人
た
ち
が
演
じ
た
の
を
み
た
こ
と

が
あ
る
0
放
吉
野
正
太
郎
さ
ん
が
い
た
O
五
～
十
人
-
ら
い
で
あ
っ
た
が
'
み
な
故
人
と
な
っ
て
い
る
｡
伊
勢

音
頭
は
牛
久
保
か
ら
教
わ
っ
た
､
と
い
う
0

<
牛
久
保
>

十

一
月
二
十
三
日
､
古
栴
地
蔵
堂
で
お
十
夜
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
｡
南
山
田
の
大
書
寺
の
僧
侶
が
お
経
を

あ
げ
る
｡
そ
の
の
ち
､
若
い
衆
が
踊
っ
た
り
､
伊
勢
音
頭
､
カ
ノ
ポ
レ
､
新
川
節
を
歌
っ
た
｡

(伊
勢
音
頭
)

伊
勢
ハ
ナ
ー

ア
-

津
で
も
つ

津
は
伊
勢
で
も
つ
ヨ

ー

尾
張
ナ
ー
サ

ヨ
ー
ホ
ホ
イ

名
古
屋
は

ヤ

ン

レ

城
で
も

つ
ヨ
ー
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7
-
コ
レ
ワ
イ
セ
ー

コ
ノ
ナ
ン
ト
デ
モ
セ
ー

<
南
山
田
>

｢

十
月
三
日
'
山
田
神
社
の
大
祭
｡
昭
和
五
㌧
六
年
こ

ろ
ま
で
歌
舛
伎
芝
居
の
ほ
か
､
万
作
も
踊

っ
た
o

<
荏
田
小
黒
谷
戸
>

新
川
'
浮
島
､
細
田
の
奴
､
白
桝
粉
屋
､
笠
松
峠
､
伊
勢
音
頭
な
と
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
林
長
二
郎
さ
ん
に

よ
る
と
'
こ
れ
ら
の
芸
は
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
'
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
｡
演
ず
る
人
々
は
地
元
の
人
々

で
あ
っ
た
が
､
次
き
次
さ
と
戦
場
に
行

っ
た
た
め
演
ず
る
こ
と
が
出
来
な
-
な

っ
た
と
い
う
0

(新
川
)

･
オ
ー
サ

ヨ
ー
ホ

ホ
イ

あ
れ
が
新
川

の
地

引
き
の
娘
か

な
る
は
と
よ
い
娘
だ

あ
の
娘
と
添
う
に
は
三
年
三
月
も

裸
に
な
る
と

も

ト
ケ
や
ハ
ラ
で
も
し
ょ
い
ま
し
ょ

ウ
ン
ト
コ
ソ
ョ
ノ
タ
ラ
へ
ラ
ボ
と
重
た
い

そ
れ
は
又
お
ろ
か
よ

た
と
え

火
の
中
水
の
底
ま
で
も
な

い
と
い
は
い
た
さ
ぬ

オ
ヤ
ア
レ
ワ
ノ
セ
ー
ヨ
ー
ホ
ホ
オ
ホ
ホ
ィ

｡
オ
ー
サ

新
川
の
む
こ
に
な
り
た
や

む
こ
に
又
な
る
に
は

お
家
の
御
薗
売

約
を
も
す
い
た
り

か
け
た
り

干

し
た
り

は
ま
網
よ
っ
た
り

は
ま
の

つ
け
よ
や

荷
純
の
し
め
よ
に

帆
の
ま
た
上
げ
下
げ

こ
へ
り

の
踏
み
よ
や

手
綱
の
加
減
は

誰
に
も
負
け
ま
い

柚
で
も
押
し
ま
し
ょ

ヤ
レ
オ
セ

ソ
コ
ダ

私
も
腹
の
中
か

ら

船

頭
さ
ん
の
子
な
れ
ば

お
も
か
じ

と
り
か
じ

知
ら
な
い
で

と
う
し
ま
し
ょ

オ
ヤ
ア
レ
ワ
ノ
セ
-
ヨ
ー
ホ
ホ
オ
ホ
ホ
ィ

｡
オ
ー
サ

新
川
で

は
ま
-
り
掘
り
や
る
と
も
真
実

あ
の
娘
と

添
わ
な
き
ゃ

な
-
な
ら
ぬ
ぞ
え
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オ
ヤ
ア
レ
ワ
ノ
セ
ー
ヨ
ホ
ホ
オ
ホ
ホ
ィ

｡
こ
こ
で
新
川
を
は
め
る
の
は

行
き
過
ぎ
だ
が
御

一
座
は
御
免
な
さ
い

か
さ
い

し
も
の
町
新
川
名
所
で

そ
の
名
の
高
い
の
が

当
所
じ
ゃ
氏
神
さ
ま

か
と
で
は
お
稲
荷
さ
ん

で

あ
ず
ま
の
権
現
様

修
行
し
て
拝
み
な
さ
い

前
と
出
て
見
り
ゃ

利
根
の
大
川
上
り
や
下
り
の

高

瀬
や
茶
船
が

あ
れ
又
名
所
す
る

オ
ヤ
ア
レ
ワ
ノ
セ
ー
ヨ
ー
ホ
ホ
オ
ホ
ホ
ィ

｡
オ
ー
サ

新
川

芽

出
た
か
り
け
る

次
第
な
り

(浮

島
)

さ
あ
さ
っ
さ
さ
え

此
の
や
奴
さ
ん
は

変

っ
た
生
ま
れ
で

小
さ
い
折
か
ら

何
か
が
お
好
き
で

酒
が

お
好
き
で

ば
く
ち

が
お
好
き
で

勝
負
ぐ
ぞ
ろ

何
の
因
果
か

お
女
郎
買
い
が
お
好
き
で

や
る
て
と

る
て
の
な
い
奴
さ
ん
で
あ
れ
ば
な

年
も
十
三
の
時
か
ら

親
に
勘
当
さ
ら
り
と
受
け
た
ス
ッ
パ
リ
と
ウ
ケ

タこ
れ
じ
ゃ
つ
ま
ら
ね
と

奴
の
商
売

舟
乗
り
商
売

銚
子
辺
に
と
浪
人
と
出
か
け
た

浪
人
は
よ
け
れ
ど

こ
な
い
だ
行

っ
て
来
た

潮
来
の
宿
で
は
お
女
郎
買
い
に
は

何
家
が
よ
か
ん
へ

は
ら
家
じ
ゃ
と
う
だ

ホ
ラ
ヤ
ハ
イ
ヤ
ダ

若
松
屋
じ
ゃ
ど
う
だ

イ
ヤ
ダ

い
や
い
や
い
や
い
や

元

へ
帰

っ
て
潮
来
の
宿
で
は

元
か
ら
名
代
の
ほ
ら
屋
に
し
ょ
う
か

ホ
ラ
ヤ
が

ヨ
カ
ン
ペ

ほ
ら
家
が
よ
か
ん
へ
と

は
ら
家
の
段
ば
し

ご
を

ぎ
っ
ち
ら
こ

ガ
ッ
タ
リ
コ

ぎ

っ
ち
ら
こ

ガ

ン
タ
リ
コ
と

登
り
つ
め
れ
ば

そ
れ
に
続
い
て

新

ぞ
か
む
ろ
に

小
接

一
寸
取

っ
て

し
ょ
な
わ
ら

ン

ヨ
ナ
ワ
ラ

こ
れ
の
も
し
お
客
さ
ん

ハ
イ
何
で

ゴ
ジ
ャ
マ
ス
ネ

お
前
に
あ
げ
よ
の

私
が
呑
も
う
の

呑
ん
だ
り

差
し
た
り

差
し
た
り
呑
ん
だ
り

二

一二
三
の
調
子
を
揃
え
て

べ
ん
つ
る
こ

ツ
ル
ペ
ン
コ

ベ
ん
つ
る
こ

ツ
ル
ペ
ン
コ

ペ
ん
つ

ペ

ん
つ

や
っ
た

や
あ
い
や
い
や
い
や
い

最
早
そ
の
座
も

つ
も
り
と
な
れ
ば
女
郎
と
二
人

で
寝
る
時
は

新
川

(中
山
伊
助
さ
ん
･
池
辺
)
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サ
テ
七

ツ
プ
ト
ン
を
土
俵
に
ナ
ゾ
ラ
へ

コ
チ
ラ
は
小
野
川

7
チ
ラ
は
谷
風

相
撲
の
五
六
番
も
カ
ン
ト

ゲ
テ

朝
の
別
れ
に
ゃ

女
郎
の
股
か
ら

大
き
な
れ
こ
し
さ

に
よ
ろ
.rlり

ボ

ロ
ー
-

に
よ
ろ
う
り

ぽ
ろ
り
と
涙
を
流
し
て
帰
ら
に
ゃ
な
る
ま
い

1牢
り
に
ゃ
な
る
ま
い

家

へ
帰
れ
ば

家
の
親
逮
向
ひ
げ
の

り
出
し

何
だ
の
か
ん
だ
の

こ
れ
じ
ゃ
つ
ま
ら
ぬ
と

奴
の
商
売

舟
乗
り
商
売

江
戸
の
河
岸
か
ら

土
浦
河
岸
ま
で

生
舟
こ
く
の
は

し
ょ
さ
い
は
ご
ざ
ら
ぬ

う
ん
と
押
せ

ヤ
レ
オ
セ

い
く
ら
ふ
ん
ば

っ

て
も

櫓
で
は
動
か
ぬ

こ
う
い
う
時
に
は

櫓
で
は
動
か
ぬ

二
間
竿
に
て

一
ぶ

二
千

ざ
ん
ぶ
ら
こ

そ
れ
押
せ

ヤ
レ
オ
セ

う
ん
と
踏
ん
張
っ
て
も

舟
は
ま
だ
ま
だ
ち

っ
と
も
動
か
ぬ

こ
う

い
う
時
に
は

親
に
教
わ
っ
た

三
間
竿
に
て

1
ぷ

1
竿

ざ
ん
ぶ
ら
こ

や
れ
押
せ

ソ
レ
オ
セ

う
ん
と
措
ん
張

っ

た
ら
動
く
は
動
く

抜
か
す
な

す
か
す
な

ぬ
か
す
と
す
か
す
と

む
さ
く
て

く
さ
く
て

赫
も
ち
ゃ

な
ら
ぬ

ク
チ
モ
チ
ャ
ナ
ラ
ヌ

舟
の
ほ
先
に

ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
上

っ
て

は
る
か
沖
な
を
し
ち
ゃ
ご
ん
で

か

っ
ち
ゃ
ご
ん
で

か
ち
こ
ま

っ
て

か
ぞ
え
て
見
た
ら
は

十
五
夜
お
月
様

で
っ
け
え
も
ん
だ

ス
バ

ラ
シ
モ
ン
ダ

こ
う
い
う
時
に
は

家

へ
帰

っ
て

か
か
あ
と
相
談

か
か
あ
や
か
か
あ
や

ニ
rn
I
ポ
や

ニ
rn
-
ポ

銚
子
の
浜
で
は
い
わ
し
が
と
れ
ぬ

油
の
甘伺
い
歩

め

っ
そ
け
L
も
な
い
そ
っ
た

ス

テ
キ

モ

ナ
イ

ソ
ダ

こ
う
い
う
油
の
高
い
時
や

早
滋
が
よ
か
ろ
の
食
い
寝
が
よ
か
ろ
の

較
ち
ゃ
愈

っ
ち

ゃ

し

た
せ
い
か

出
来
た
も
出
来
た
も

ン
コ
タ
マ
デ
キ
タ

左
甚
五
郎
さ
ん
の
細
工
ち
ゃ
な
い
け
ど

の
み
が

一
丁

金
槌

一
丁
で

て
ん
か

タ
ン
カ

て
ん
か

タ
ン
カ

て
ん
か
た
ん
か

や
っ
た
る
細
工
じ

ゃ
な
け
れ
ど

さ
て
も
き
れ

い
な
良
い
子
が
で
き
た

ね
ん
ね
こ
せ
ー

ね
ん
ね
こ
せ

ね
ん
ね
の
守
は
ど
こ
へ
行

っ
た

あ
の
山
越
え
て

里
へ
行

っ
た

里
の

土
産
に

な
に
も
ら
っ
た

デ
ン
デ
ン
太
鼓
に

し
ょ
う
の
笛

モ
グ
チ
ョ
モ
グ
チ
n

モ
グ
チ
ョ
の
頭
に

火
が

つ
い
た

消
し
て
も
消
し
て
も

消
し
き
れ
ぬ

山
伏
頼
ん
で
消
し
た
と
き

と
ひ
ひ
の
お
ひ
ひ
の
浮
島
文
句
は

ま
ず
こ
れ
ま
で
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第
四
節

双
盤

荏
田
の
虫
福
寺
で
､
双
盤
講
員
十
七
名
に
よ
り
､
双
盤
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
0
当
地
の
双
盤
は
､
明
治
十

五
年
の
暮
､
荏
田
村
字
原
板
に
あ
っ
た
観
音
堂

(原
根
笠
と
も
い
う
)
に
､
観
音
さ
ま
を
信
仰
す
る
何
人
か
の

村
人
が
あ
つ
ま
り
､
同
村
渋
沢
谷
戸
の
心
行
寺
の
僧
侶
に
手
は
と
き
を
受
け
､
双
盤
用
の
鉦
も
借
用
し
て
は
じ

め
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

大
正
十
年
､
同
村
内
の
無
住
で
あ
っ
た
東
福
寺
と
'
荒
れ
て
い
た
撫
n出
寺
を
解
体
L
t
観
音
堂
の
西
側
に
庫

裡
を
建
て
本
尊
を
う
つ
し
た
｡
翌
十

l
年
､
観
音
堂
を
現
在
の
真
福
寺
と
改
称
し
た
o

双
盤
は
､
平
年
四
月
三
～
四
日

(も
と
三
月
)
'
八
月
十
七
日

(も
と
十
六
日
)
に
お
こ
な
う
｡
ま
た
観
音

堂
は
小
机
領
三
十
三
か
所

子
年
の
観
音
霊
場
の
第
二
十
番
の
札
所
で
､
子
年
の
四
月
に
は

一
か
月
間
双
鮎
を
す

え
､
御
開
帳
の
日
､
中
回
向
の
日
､
御
開
帳
の
日
に
双
盤
を
お
こ
な
う
O
旧
真
福
寺
の
本
等
薬
師
如
来
像
と
同

寺
釈
迦
堂
の
本
尊
釈
迦
如
来
像
と
が
安
置
さ
れ
て
か
ら
は
'
寅
年
に
開
帳
す
る
都
筑

･
橘
横
十
二
薬
師
の
欄
間

と
､
四
月
八
日
の
お
釈
迦
様
の
日
に
も
双
盤
を
お
こ
な
う
こ
と
と
な
っ
た
｡

道
具
は
､
太
鼓
二
､
鉦
四
で
構
成
さ
れ
る
O
太
鼓
の
ハ
チ
は
ホ
イ
の
木
で
､
鉦
を
打
つ
ン
モ
ク

(撞
木
)
は
､

頭
が
カ
シ
､
柄
が
ヤ
ナ
ギ
材
で
あ
る
｡
四
つ
の
鉦
の
う
ち
'
三
つ
は
明
治
二
十

l
年
四
月
､

一
つ
は
明
治
二
十

七
年
四
月
三
日
の
銘
が
あ
る
0

曲
は
､
太
鼓
が
導
き
､
鉦
が
こ
れ
に
続
-
O

曲
目
は
､
サ
ツ
ケ
､
チ
ョ
ウ
ギ
ョ
ウ
､

ハ
ン
ザ
'
カ
ケ
ダ
/
'
カ
ケ
ネ
ン
プ
ツ
'
タ
マ
イ
レ
'
サ
ン
こ
イ
イ

チ
'
カ
､､､
ナ
-
オ
ト
ン
'
ト
ウ
カ
ネ
､
ロ
ク
ド
ゥ
'
ヤ
マ
-
チ
へ
こ
ノ
キ
-
と
続
き
'
サ
ツ
ケ
で
終
る
｡
所
要

時
間
約
四
十
分
で
あ
る
｡

太
鼓
と
鉦
に
よ
っ
て
'
ザ
ツ
ケ
は
は
じ
ま
り
､
チ
ョ
ウ
ギ
ョ
ウ
に
な
る
と
念
仏
が
入
る
｡
そ
の
念
仏
は
､

双
盤
謙

(責
福
寺

･
荏
田
･
5
)

双
盤
計
を
括
る
宮
田
岡
太
郎
さ
ん

(荏
EEl
･
52
)
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ノ
ー
ウ
ー
オ

(鉦
)

ウ
ー
イ

ム
ー

ラ

ー

オ

(鍾
)

オ

ゥ
ー
オ
ー
エ
ー

ナ
I

ア
ー

ア
ー

(鍾
)

エ
ー

ム
ー

ウ
ー

オ

ゥ
ー
オ
ー

エ
ー

(鉦
)

オ
ー
オ
ー
ダ
ー
ア
I
エ
ー

(鉦
)

で
あ
る
｡

双
盤
の
日
に
は
双
盤
講
の
人
び
と
に
加
え
､
念
仏
講
の
人
び
と
も
観
音
常

に
つ
ど
い
､
収
触
桃
と
念
仏
粥
を

交
代
に
お
こ
な
っ
た
の
で
､
か
つ
て
は
鉦
を
打

つ
シ
モ
ク
が
打
て
な
い
は
と

'
近
郷
近
在
の
人
が
参
班
し
た
と

い
う
｡

今
日
'
双
解
を
お
こ
な
う
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
が
､
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
お
こ
な
っ
て
い
た
地
区
も
あ
る
｡

東
方
の
龍
雲
寺
や
原
索
院
で
は
'
十
二
月

l
日
の
十
夜
法
要
に
双
盤
念
仏
が
あ
っ
た
o
鉦
は
両
寺
院
に
そ
れ

ぞ
れ
二
張
ず
つ
あ
り
､
お
十
夜
に
は
双
方
で
話
合

っ
て
使

っ
た
｡
太
鼓
も

1
個
あ
っ
た
o
双
盤
を
や
る
こ
と
を

｢
双
盤
を
ハ
ル
｣
と
い
っ
た
o
か
つ
て
は
他
の
寺
で
十
枚
法
要
が
い
と
な
ま
れ
る
日
に
は
､
た
の
ま
れ
て
手
伝

い
に
で
か
け
た
こ

と
も
あ
っ
た
が
､
戦
争
に
よ
る
鉦
の
供
出
や
､
老
人
が
亡
-
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
'
中
断
し

た
｡大

棚
の
楢
林
寺
で
も
'
大
正
末
期
ま
で
､
十

1
月
二
十
日
の
お
十
夜
に
､
太
鼓
(
1
)
や
カ
ネ
(四
)
で
双
盤
を

は
っ
た
｡

十
夜
法
要
の
配
坤
(荏
田
搬
汚
望
･
現
在
の
先
細
寺
)
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第
五
節

民
謡
と
童
謡

当
地
に
も
数
多
-
の
民
謡
が
う
た
わ
れ
て
い
た
が
'
い
ま
､
そ
れ
を
伝
承
す
る
人
は
少
な
い
｡

採
集
さ
れ
た
唄
は
､
仕
事
唄
'
祝
唄
､
娯
楽
唄
'
童
唄
､
新
民
謡
'
雑
謡
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
〇

一

仕
事
唄

仕
事
唄
は
労
働
に
従
事
し
な
か
ら
う
た
わ
れ
た
唄
で
あ
る
｡

田
植
唄

中
川
で
は
､
六
月
十
日
過
さ
か
ら
二
十
五
日
頃
ま
で
の
間
に
田
植
を
お
こ
な

っ
た
｡
午
前
十
時
ご
ろ
､
午
後

三
時
こ
ろ
､
夕
方
の
三
回
に
'
苗
を
植
え
な
が
ら
､
田
か
ら
あ
が
る
催
促
に
う
た
っ
た
｡
唄
は

一
人
対
多
勢
の

か
け
合
い
で
'
ゆ
っ
く
り
と
し
た
テ
ン
ポ
で
う
た
う
｡

牛
久
保
で
は
'
朝
と
昼
と
夕
方
で
は
歌
詞
が
違

っ
て
い
た
｡
朝
は
'
ア
サ
ノ
デ
ケ
二
㌧
ス
イ
ツ
ケ
タ
バ
コ
････

昼
は
オ
ヒ
サ
マ
三

､
帰
る
と
き
は
'
ウ
エ
タ
オ
ワ
-
マ
シ
タ
､
ヒ
カ
ク
レ
マ
ン
タ
･
･
と
い
う
よ
う
に
う
た
っ

た
｡
ま
た
苗
を
植
え
な
が
ら
の
唄
は
メ
テ
タ
メ
デ
タ
ノ
ワ
カ
マ
ツ
サ
マ
ヨ
､

ユ
ダ
モ
サ
カ
エ
テ
ハ
モ
シ
ゲ
ル
と

い
う
歌
詞
で
､
ア
ゲ
と
ツ
ケ
と
が
い
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
詞
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
'

一
節
ず

つ
う
た

い
あ
げ
た
｡

朝
う
た
､
昼
う
た
､
夕
う
た
と
'
時
刻
の
移
り
変
わ
る
に
し
た
が
い
､
そ
の
時
刻
に
決
ま

っ
た
歌
詞
を
う
た

う
田
植
唄
は
､
中
世
の
古
調
を
残
す
と
い
わ
れ
る
｡
古
く
は
七
七
七
七
型
の
歌
詞
で
あ
る
が
､
や
が
て
七
七
七

五
調
に
変
化
し
た
｡
こ
れ
を
都
郁
逸
詞
と
も
い
う
｡

☆
今
日
の
た
ろ
じ
は

ヤ
ー
レ
コ
ラ
ヤ
ー
ノ
ヤ
ー

あ
っ
な
い
こ
の
む

ヤ
ー
レ
コ
ラ
ヤ
ー
ノ
ヤ
ー
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米
を
と
ら
ぬ
で
葬
を
と
る

ヤ

ー
レ
-
コ
ラ
ヤ

ー
ノ
ヤ
ー

今
日
の
た
ろ
じ
は

ヤ
ー
レ
コ
ラ
ヤ

ー
ノ
ヤ
ー

う
す
な
い
こ
の
む

ヤ

ー
レ
コ
ラ
ヤ

ー
ノ
ヤ

ー

藁
を
と
ら
ぬ
で
米
を
と

る

ヤ
ー
レ

コ
ラ
ヤ

ー
ノ
ヤ
ー

(中
川
)

麦
打
唄

ポ
ウ
チ
唄
と
も
い
う
｡
五
月
下
旬
か
ら
六
月
上
旬
に
か
け
て
の
晴
天
の
日
､
庭
に
ム
シ
ロ
を
敷
き
､
干
し
あ

げ
た
麦
を
ク
ル
-
ポ
ウ
で
打
ち
'
脱
穀
す
る
｡
こ
の
際
､

一
人
対
多
勢
で
､
ク
ル
-
ホ
ウ
の
パ
タ
パ
タ
バ
ッ
タ

ン
と
い
う
音
に
調
子
を
あ
わ
せ
身
体
を
動
か
し
な
が
ら
う
た
っ
た
｡

☆
は
ら
き
た

せ
い
だ
せ

う
た
な
き
ゃ

お
ち
ね
え

こ
ら
さ
の

さ
ん
の
じ
ゃ

い
ち
の
じ

み
っ

つ
だ

そ
ら
う
て

や
れ
う
て

そ
こ
つ
き
ゃ
へ
そ
だ
よ

さ
ん
ず
ん

さ
が
れ
ば

う
ま
れ
た
ず
い

し
ょ
だ

そ
ら
う
て

や
れ
う
て

う
た
な
き
ゃ

お
ち
ね
と

(中
川
)

籾
す
り
唄

籾
す
り
唄
は
カ
ラ
ウ
ス
を
ひ
-
際
に
う
た
わ
れ
た
仕
事
唄
で
あ
る
が
､
歌
詞
は
記
憶
さ
れ
て
い
な
い
0

日
挽
唄

夜
間
､
母
屋
の
ニ
ワ

(土
間
)
で
､
石
臼
の
回
転
に
調
子
を
合
わ
せ
な
が
ら
う
た
っ
た
0

1
人
対

一
人
の
交

替
､
ま
た
は

一
人
対
多
勢
で
う
た
う
｡
当
時
､
こ
の
日
挽
の
場
は
'
若
い
男
女
の
社
交
の
場
で
も
あ

っ
た
｡
若

者
た
ち
は
夕
飯
を
す
ま
せ
､
仲
間
を
さ
そ
っ
て
娘
の
い
る
家
に
手
伝
い
に
で
か
け
た
｡

☆
ヤ
レ
コ
ラ
サ
ー
エ
ー

ひ
き
ざ
お
が

梅

な
ら
ヨ
ー

こ
な
も
と

花
ヨ
ー

ヤ
レ
コ
ラ
サ

ー
エ
1

わ
か
い
衆
は

う
-
い
す
で

ヨ
ー

き
て
と
ま
る

ヤ
レ
コ
ラ
サ

エ
ー

☆
ヤ
レ
コ
ラ
サ
エ
ー

よ
く
も

き
な

っ
た
よ

あ
の
は
そ
み
ち
を

ヤ
レ
コ
ラ
サ

エ
ー

霊



苅12茸 民 俗 芸 能 742

つ
ゆ
や

ほ
こ
り
を

い
と
わ
ず
に

ヤ

レ
コ
ラ
サ
ー

エ
ー

(以
上
中
川

)

☆
7
-

よ
-
も
で
ま
し
た
ヨ
ー

そ
の
と
ら

こ
え

で

あ
と

じ
ゃ

み
な
さ
ま
の

わ
ら
れ
-
さ

☆
7
-

日
ひ
く

粉
ひ
く

こ
な
も
と
か
ず
け

わ
た
し
ゃ

臼
も
と
の

そ
で
を
ひ
-

コ
ー
ラ
ー

サ
ー

エ
ー

☆
ア
ー

臼
を
ひ
か
ぬ
き
ゃ

だ
ん
こ
が
く
え
ぬ

ひ
い
て
く

う

な

ら

く

い

ま
せ
ん

キ
タ
サ
ー

サ
ー

エ
ー

☆

ア
-

ひ
と
つ
で
ま
し
た
よ

こ
の
と
ら
ご
え
で

あ
と
じ

ゃ

み
な

さ

ま

の

わ
ら
れ
く
さ

コ
ー
ラ
ー

サ
ー

エ
ー

(以
上
大
棚
)

☆

7
-
7
-
7
-

と
こ
で

う
く
い
す
が

な
く
か
と
き
け
ば

あ
り
ゃ

ま
た

こ
な
も
と
の

う
た
の
こ
え

キ
タ
サ
ノ
サ
ー

7
-
エ
ー

☆

ア
ー
ア
ー
ア
-

よ
-
も
お
い
で
よ

と
う
と
の

(遠
い
)
み
ち
を

の
は
り

-
た
り
を

な

に

い
と
い
ま
し
ょ
う

か
わ
い
い

こ
な
も
と
が

あ
る
じ
ゃ
も
の

☆

ハ
ァ
ー
7
-

か
け

つ
け
ま
し
た

よ
う
よ
う
の
こ
と
で

キ
タ
サ

ノ
サ
ー

サ

ー

エ
ー

こ
尤
も
と
さ
ん
の
顔
見
て

は
っ
と
し
た

コ
ラ
サ
ノ
サ
ー

エ
I

☆
う
す
を
ひ
け
ば
こ
そ

お
だ
ん
ご
も
で
き
る

う
す
巻

ひ

け
ば

こ
そ

こ
も
で
き
る

☆
お
も
い
だ
す
じ
ゃ

ほ
れ
よ
が
う
す
い

お
も
い
た
さ
ず
に

わ
す
れ
ず
に

(以
上
川
和
)

☆

ひ
と

つ
あ
げ
ま
す

こ
の
か
さ
こ
え
で

あ
と
で

み
な
さ
ま
の

わ
ら
わ
れ
-
さ

☆
ち
ょ
う
に

あ
か
り
を

け
さ
せ
て
お
い
て

ち
ょ
っ
と

さ
し
こ
む

ま
と
の
月

(以
上
東
方
)

☆

ひ
と
つ
あ
げ
ま
す

こ
の
ナ
ス
声
で

あ
と
じ
ゃ
皆
さ
ん
の
笑
い
-
さ
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☆
親
の
前
で
も

ご
遠
慮
な
し
に

入
れ
て
も
ち
ゃ
げ
る

は
ね

つ
る

へ

(以
上
茅
ヶ
崎
)

☆
田
か
け

つ
け
ま
し
た
よ
ヨ
ー
イ

(
ア
ド

ツ
コ
イ
)

よ
う
よ
う
の
こ
y
で
ヨ
I

(
コ
ー
ラ
サ
-
)

こ
な
も
と
の
顔
見
て

ほ
っ
と
し
た
ヨ
ー

朗
7
-
イ
ー
よ
く
も
来
な

っ
た
ヨ
ー
イ

(
ア
ド
γ
コ
イ
)

こ
の
細
道
を
ヨ
I

露
や
ほ
こ
り
を

い
と
わ
ず
に
ヨ
ー

的
露
や
ほ
こ
り
を

い
と
う
よ
う
な
こ
と
じ
4･

可
愛
い
お
前
に
ゃ

あ
え
や
せ
ぬ

朗
7
-
イ
ー
あ
り
が
た
い
ぞ
や

い
ま
な
る
言
糞

お
せ
じ
な
が
ら
も

ま
に
う
け
る

田
お
せ
じ
ど
こ
ろ
か

ほ
ん
ま
の
こ
と
よ

お
せ
じ
と
聞
か
れ
ち
ゃ

な
さ
け
な
い

蜘
7
-
イ
ー
ま
こ
と
そ
う
な
ら

親
子
の
縁
も

切

っ
て
あ
な
た
に

身
を
た
て
る

☆
よ
-
も
お
出
で
よ

と
う
ど
の
道
を

わ
か
り
ゃ
迎
え
に

出
た
も
の
を

☆

惚
れ
て
通
え
ば

千
里
も

1
里

広
い
田
園
も

1
ま
た
ぎ

☆

誠
そ
う
な
ら

親
子
の
綾
も

切

っ
て
あ
な
た
に

錠
た
て
る

☆

錠
た
て
錠
た
て

空
錠
た
て
て

相
か
ぎ
ゃ
互
の

胸
に
あ
る

☆

主
人
持

つ
な
ら

植
木
屋
さ
ん
を
お
も
ち

千
両
万
両
は

庭
の
は
し

☆

今
夜
来
る
な
ら

轟
か
ら
お
い
で

表
は
車
戸

昔
が
す
る

(以
上
新
羽
)

地
揺
唄

家
を
建
て
る
と
き
に
'
特
に
柱
位
置
の
地
面
を
固
-
す
る
た
め
に
ヤ
グ
ラ
ダ
コ
を
組
み
'
ド
ン
ツ
キ
を
す
る
｡

俗
に
ヨ
イ
ト
マ
ケ
と
い
う
｡
東
山
田
で
は
､
戦
前
ま
で
は
エ
ー
ソ
ゴ
ト
と
い
っ
て
'
=3
家
の
女
の
人
が
で
か
け

て
い
っ
た
O
こ
の
と
き
'
鳶
の
頭
の
も
と
で
ジ
ツ
キ
唄
を
う
た
っ
た
｡
オ
カ
ア
チ
ャ
ン
の
た
め
な
ら
･
･と
い
う

歌
詞
な
ど
で
あ

っ
た
｡
明
治
三
十
五
年
生
れ
の
堀
井

コ
ト
さ
ん
は
へ
そ
の
歌
詞
を

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
憶
さ
れ
て

い
る
｡☆

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

ド
ッ
コ
イ
コ
ー
ラ

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

天
保
十
年
の
年
号
を
も
つ
石
臼

(大
久
保
子
之
助
家

･
中
川

･
幻
)
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な
ん
で
も
や
ら
ね
は

す
ま
ね
え
と

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

ド

ッ

コ
イ
コ
ー
ラ

こ
ら
さ
で
や
る
か
ら

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

ヨ

ー
イ
コ
ー
ラ

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

う
ま
い
も
ん
な
ん
と
な
-
い

お
こ
わ
に
タ
コ
だ
い

タ
コ
が
た
ち
も
の
だ
い

ハ
ー
コ
リ
ヤ

コ
-
ヤ

伊
豆
じ
ゃ
七
島

阿
波
じ
ゃ
徳
島

東
海
道
じ
ゃ
三
島
だ
い
コ
ー
ラ

お
江
戸
じ
ゃ
つ
き
し
ま
だ
い

山
で
昼
寝
す
り
ゃ

木
の
相
が
ま
く
ら
だ
い

ヨ
ー
イ
コ
ー
ラ

落
ち
る
木
の
糞
が
夜
具
と
な
る

明
石
ち
ょ
い
と
出
り
ゃ

舞
子
が
浜
だ
い
ソ
ー
ラ

二

祝
唄

初
春
へ
婚
礼
､
長
寿
祝
'
建
築
'
舟
お
ろ
し
な
と
の
祝
宴
で
う
た
わ
れ
､
祝
い
こ
と
ば
が
主
体
で
あ
る
｡

建
前
祝
唄

建
前
祝
の
宴
席
で
最
初
に
う
た
わ
れ
た
o
夕
方
､
母
屋
の
座
敷
で
､
棟
梁
あ
る
い
は
屋
根
屋
の
親
方
が
う
た

う
｡
棟
梁
は
､
宴
の
最
初
に
､
小
皿
に
盛

っ
た
ア
ス
キ
メ
シ
､
あ
る
い
は
コ
ワ
メ
ソ
の
粥
を
'
大
黒
柱
､
長
者

柱
を
は
じ
め
と
す
る
各
柱
に
､

ハ
ン
で
食

へ
さ
せ
る
真
似
を
し
な
が
ら
こ
の
唄
を
う
た
う
｡
客
は
､
そ
の
あ
と

に
つ
い
て
唱
和
す
る
｡

☆
す
-
す
れ

す
す
れ

大
黒
柱
や
長
者
柱

え
ん
ま

長
者
の
や
お

つ
り
げ
を

す
-
す
れ

す
-
す
れ

す
す
れ

(中
川
)

新
川

(万
作
唄
)

宴
席
で
う
た
わ
れ
た
｡

☆
お
お
さ

し
ん
か
わ

じ
ひ
き
の
む
す
め
は

な
る
は
と

よ
い
こ
だ

あ
の
娘
と

そ
う
な
ら

三

年
三
月
も

は
だ
か
で
な
り
と
も

わ
ら
で
も

し
ょ
い
ま
し
ょ

そ
れ
は

ま
た

お
ろ
か
だ
よ
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た
と
え
火
の
な
か

水
の
そ
こ
な
り
と
も

い
と
い
は

い
た
さ
ぬ

ア
レ
ワ
ノ
サ

ー
ホ

ヨ
ホ
ホ
ノ

ホ
ー
イ
ー

お
お
さ

し
ん
か
わ

む
こ
と
ま
た
な
る
に
は

お
い
え
の
こ
し
ょ
う
は
い

あ
み
を
は

ひ
い
た
り

か
け
た
り

は
し
た
り

は
ま
ず
な
を
と
い
た
り

い
な
ほ
の
し
め
を
や

ほ
の
あ
け
さ
け

だ
れ
に

も
ま
け
ま
じ

ろ
で
も

お
し
ま
し
ょ
う

や
れ
お
せ

そ
こ
で

わ
し
も

ま
た

は
ら
の
な
か
か

ら

せ

ん

と

う

さ
ん
の
こ
な
れ
は

お
も
か
じ

と
り
か
じ

し
ら
ん
で

と
う
し
ょ
う

ヘ
ン
ナ
ー

ア

レ
ワ
ノ
サ
ー
ホ

ヨ
ホ
ホ
ノ

ホ
ー
イ

お
お
さ

し

ん
か
わ

は
め
る
の
は

い
き
す
さ
だ
が

と
な
た
さ
ん
も

こ
め
ん
な
さ
い

か
さ
い

し
も
の
ま
ち
は

し
ん
か
わ

め
い
し
よ
で

お
な
こ
の
よ
い
と
こ

と
う
し
ょ
は

う
じ
が
み

か

と
に
は

お
い
な
り
さ
ん
よ

あ
ず
ま
の
こ
ん
げ
ん
さ
ま

し
ゅ
き
ょ
う
し
て
お
が
み
な
さ
い

ま
え

に

ち
ょ
い
と
で
て
み
な

た
か
せ
や

ち
ゃ
ぶ
ね
が
7
-

ま
た
め
い
し
ょ
す
る

ア
レ
ワ
ノ
サ
ー

ホ

ヨ
ホ
ホ
ノ
ホ
-
イ

お
お
さ

し
ん
か
わ

め

で
た
が
り
け
り

い
た
い
な
り

伊
勢
音
頭

(万
作
唄
)

宴
会
で
う
た
わ
れ
た
｡

☆
伊
勢
は
津
で
も

つ

津
は
伊
勢
で
も

つ

尾
張
名
古
屋
は

城
で
も

つ

お
ば
は
と
こ
ゆ
-

三
升
櫓
下
げ
て

嫁
の
在
所

へ

孫
抱
き
に

娘
十
七
､
八

嫁
入
り
盛
り

た
ん
す

長
持

鍵
箱

着
物
を
洗
う

た
ら
い
ま
で

こ
れ
を
持
た
せ
て

や
る
か
ら
に
ゃ

必
ず
戻
る
と

思
う
な
よ

も
う
し
母
さ
ん

そ
り
ゃ
純
理
よ

東
が
史
れ
は
雨
と
や
ら

西
が
望
れ
は
風
と
や
ら

(川
和
)
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風
な
み
悪
け
り
ゃ

ヤ
レ
コ
ノ
サ
ー

出
て
戻
る

三

娯
楽
唄

酒
宴
に
と
も
な
う
娯
楽
本
位
の
唄
で
あ
る
.
お
座
敷
唄

二
二
味
線
唄
で
も
あ
る
O

甚
句

江
戸
後
期
に
流
行
し
た
七
七
七
五
調
の
民
謡
で
'
婚
礼
や
建
前
祝
の
宴
席
で
う
た
わ
れ
た
o
母
屋
の
座
敷
で
'

ハ
シ
で
皿
を
打
ち
調
子
を
と
り
な
が
ら
う
た
う
｡
大
棚
で
は
畑
の
草
と
り
の
際
に
も
う
た
っ
た
と
い
う
｡

☆

ハ
ー

文
は
や
り
た
し

か
-
手
は
も
た
ぬ

し
ら
か
み
や
る
か
ら

文
と
よ
め

☆
ハ

-

し
ら
か
み
よ
む
に
は

よ
み
よ
が
ご
ざ
る

お
り
め
切
れ
め
を

文
と
よ
め

☆
ハ

ー

つ
ば
き
を

つ
け
つ
け

け
ば
さ
な
ぜ
あ
げ
て

ち
ょ
い
と
さ
し
こ
む

ふ
で
の
さ
や

☆

ハ
ー
お
ま
え
百
ま
で

わ
し
ゃ
九
十
九
ま
で

と
も
に
白
髪
の

は
え
る
ま
で

☆

ハ
ー

立
て
は
し
ゃ
-
早
-

座
れ
ば
ぼ
た
ん

歩
く
姿
が

ゆ
り
の
花

☆

ハ
ー

甚
句
踊
ら
せ
て

桟
か
ら
み
れ
ば

し
ん
は
す
る
よ
な

か
た
が
な

い

☆

ハ
I

甚
句
踊
る
な
ら

品
よ
く
踊
れ

品
の
よ
い
の
を

嫁
に

と

る

☆

ハ
1
赤
い
き
れ
か
け

し
ま
だ
の
う
ち
は

な
ぜ
に
心
が

定
ま
ら
ぬ

☆

ハ
ー
わ
た
し
ゃ
お
ま
え
さ
ん
に

-
ぴ
っ
た
け
惚
れ
た

い
ち
ょ
う
ば
は
い
て
も

ま
だ
た
り
ぬ

☆

ハ
ー

唄
え
唄
え
と

も
て
は
や
さ
れ
て

唄
が
出
な
い
の
で

玉
の
汗

☆

ハ
ー

し
ん
は
し
な
し
な

し
ん
は
が
だ
い
じ

し
ん
ほ
す
る
さ
に

か
ね
が
な
る

☆
ハ

ー

い
れ
て
お
く
れ
よ

か
ゆ
く
て
な
ら
ぬ

わ
た
し
ば
か
り
が

か
や
の
そ
と

☆
ハ

-

つ
り
が
ね
お
ろ
し
て

に
わ
と
り
ふ
せ
て

ぬ
L
と
朝
壕
を

し
て
み
た
い

(以
上
大
棚
)

☆
エ

ー

こ
の
ま

さ
し
さ
は

六
宜
に
八
宝

く

じ

ょ

う

か

な
い
の
で

お
め
で
た
い

コ
ラ
ン
ヨ
ー
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☆
六
十
の
ば
あ
さ
ん

た
ち
し
ょ
ん
ペ
ん

す
な
じ
に

た
ま
っ
て

ぽ
っ
し
ゃ

は
し
ゃ

☆
あ
の
子
に
こ
の
子

米
の
粉
が
穆
紛

ま
め

の
粉
が
き
な
こ

ち
ん
ぽ
こ
へ
の
こ

ぼ
う
ず
の

き
ゃ
は
ん
で

こ
ん
な
ね

☆
い
い
か
ら
か
す
か
ら

の
ん
で
き
な

あ
る
と
き
ゃ

き

っ
ち
り

お
い
て
き
な

と
な
り
ぎ
し
き
ゃ

ね

こ

ふ

ん
だ
か

こ
ャ
ン

二
十
ン

☆

つ
い
た
盃

な
か
見
て
ご
ら
ん

中
に
ゃ
鶴
亀

ご
よ
う

の
松

(以
上
中
川
)

四

壷
唄

子
供
た
ち
が
子
守
や
ま
り
つ
き
､
羽
根

つ
き
へ
お
手
玉
な
ど
の
遊
び
を
し
な
が
ら
う
た
っ
た
唄
で
あ
る
｡

子
守
唄

☆
ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
よ

お
こ
ろ
り
よ

坊
や
は
良
い
子
だ

ね
ん
ね
し
な

ま

り

つ
き
唄

☆
さ
い
り
ょ
う
ぎ
ん
は

茅
深
し

千
曲
の
川
は
披
荒
し

は
る
か
に
き
こ
ゆ
る
も
の
昔
は

さ
か
ま
く
み
ず
か

さ
く
も
の
か

(以
下
不
詳
)

羽
根
つ
き
唄

☆
ひ
と
り
き
な

ふ
た
り
き
な

み
っ
て
き
な

よ
っ
て
き
な

い
つ
も
き
な
が
ら

む
つ
か
し
い

な

ん
の

や
く
だ

こ
こ
の
よ
で

と
-
よ

お
手
玉
唄

☆
お
ひ
と
め

お
ひ
と
め
の

お
さ
ら
い

(以
下
不
詳
)

☆

さ
い
り
ょ
う
ざ
ん
は

山
あ
そ
び

向

こ
う
に
見
え
る
は

桜
島

@

.

.
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皆
さ
ん
遊
び
に

行
き
ま
し
ょ
う

お
弁
当
持

っ
て

は
や
急
き

山
へ
登

っ
て
見
お
ろ
せ
ば

桜
の
花
が

チ
ラ
ン
チ
ラ
ソ
テ
ラ
ッ

☆
い
ち
れ
つ
談
判

破
裂
し
て

日
籍
軸
争

始
ま

っ
て

さ
っ
さ
と
逃
げ
る
は

ロ
シ
ア
の
兵

死
ん
で
も
尽
す
は

日
本
の
兵

ク
ロ
バ
ト
キ
ン
の

首
を
と
り

(以
下
不
詳
)

☆
い
っ
そ
-

に
そ
-

(不
詳
)

じ
ゅ
っ
そ
-

五

新
民
謡

折
本
音
頭

｢早
苗
ふ
し
｣

作
詞
は
､
詩
人
佐
藤
惣
之
助
で
あ
る
｡
彼
は
'
東
京
大
森
の
富
ヶ
谷
に
住
ん
で
い
た
が
'
大
正
九
年
に
折
本

の
真
昭
…寺
の
先
代
雲
井
鱗
静
住
職
に
出
合
い
'
そ
の
後
た
び
た
び
当
地
を
お
と
ず
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
そ
の
出

会
い
に
は
先
代
の
弟
さ
ん
で
あ
る
遠
山
教
囲
さ
ん
の
友
人
の
鈴
木
保
徳
さ
ん
が
い
た
｡
こ
の
鈴
木
さ
ん
を
介
し

て
両
者
は
知
り
合
う
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
雲
井
住
職
が
彼
に
作
詞
を
依
頼
し
た
｡
そ
れ
が
､
折
本
に
伝
わ
る
早

苗
地
蔵
の
縁
起
と
､
こ
の
地
の
風
物
を
お
り
こ
ん
だ
盆
踊
り
歌
'
折
本
音
頭
で
あ
る
｡

一
､

ハ
ア
稲
で
踊
ろ
か
踊
ら
れ
ま
し
ょ
か

ト
コ
サ

唄
じ
ゃ
負
け
る
な

早
苗
ぶ
し

消
遣
い
に
来
る
な
ら
す
く
お
い
で

ヨ
ー
イ

ヨ
ー

イ

ヨ
イ
ト
セ

二
'

ハ
ア
稲
で
踊
れ
は
黄
金
が
実
る

ト

コ
サ

早
苗
地
蔵

は
稲

の
神

(
g
f
繰
り
返
し
)

三
㌧
ハ
ア
稲
が
す
ん
だ
ら
芋
で
も
踊
れ

ト

コ
サ

芋
じ
ゃ
LjZl出
度
し

子

が

殖
え
る

(誹

繰
り
返
し
)

凹
､

ハ
ア
殖
え
た
そ
の
子
と
淡
島
様

へ

ト

コ
サ

春
は
三
月
嫁
ま
い
り

(･T
T

繰
り
返
し
)

五
㌧

ハ
ア
嫁
は
麦
ぶ
ち
く
る
-
る
こ
さ
れ

ト

コ
サ

あ
た
し
ゃ
水
車
で

沢

さ
ら

い

(※

繰
り
返
し
)

六
㌧
ハ
ア
沢
の
蟹
か
お
坦
請
の
燈
寵

ト
コ
サ

提
げ

た
あ
の
娘
の
顔
見
た
や

(

･3
i

繰
り

返
し
)
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七
､

ハ
7
あ
の
娘
十
七
西
瓜
の
花
よ

ト

コ
サ

摘
ん
じ
ゃ
悪
か
ろ
う
す
情
け

(
描

八
､

ハ
ア
情
け
ぷ
か
い
が
真
照
寺
様
の

ト

コ
サ

縦
に
か
ら
ま
る
蔦
か
づ
ら

(
※

九
､
ハ
ア
籾
と
小
板
は
唐
箕
で
煽
げ

ト
コ
サ

煽
き
ゃ
火
の
つ
く
若
い
同
志

(

※
仙

十
､
ハ
ア
三
角
耕
地
は
い
つ
で
も
若
い

ト

コ
サ

お
化
粧
し
た
よ
な
富
士
が
立
つ

十

一
､

ハ
ア
堂
ケ
坂
な
ら
お
化
粧
で
お
い
で

ト

コ
サ

笹
に
清
水
が
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と

十
二
'

ハ
ア
笹
に
源
氏
は
錬
倉
ば
や
し

ト

コ
サ

も

っ
と
よ
い
の
が
早
苗
ぶ
し

(･X

折
本
小
唄

桜
月
会
の
作
詞
､
作
曲
に
よ
る
｡

一
㌧
や
よ
い
三
月
は
よ

淡
島
祭
り

む
す
ぶ
え
ん
か
い

今
年
の
春
は

よ
め
ご
よ
め
ご
の

お
参
り
ま
い
り

千
羽
鶴
だ
よ

き
て
見
て
こ
ら
ん

二
'
月
が
の
は
る
よ

か
め
の
子
山
に

芋
の
斐
づ
え
に

夜

つ
ゆ
が
光
り
ゃ

野
良
を
し
ま
っ
て

あ
の
子
と
二
人

前
に
後
に

は
た
る
ぴ
ち
ら
り

三
'
土
手
の
草
か
り

一
息

つ
い
て

三
角
耕
地
の

こ
が
ね
の
波
を

か
た
手
か
ざ
し
て

な
が
め
た
気
持

町
の
お
方
に
ゃ

こ
ぞ
ん
じ
な
か
ろ

E
]､
土
手
の
き
つ
ね
火

た
ぬ
き
の
は
や
し

お
ら
は
し
ら
な
い

昔
の
は
な
し

乗
し
ゃ
東
京

南
は
浜
よ

空
の
あ
か
り
で

ち
ょ
う
ち
ん
い
ら
ぬ

六

雑
謡

ラ

ッ
パ
節

☆
い
ま
鳴
る
時
計
は
八
時
半

こ
れ
に
遅
れ
り
ゃ
重
富
倉

こ
ん
ど
の
日
曜
が
あ
る
じ
ゃ
な
い

繰
り
返
し
)

繰
り
返
し
)

繰
り
返
し
)

(※

繰
り
返
し
)

(g
t

繰
り
返
し
)

繰

り

返

し
)暮

用
寺
前
の
切
通
し
(飯
島
郁
夫
安
東
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離
せ
軍
刀

さ
び
が
つ
く

オ
ン
ト
ノ
ト
ン
ト
ッ
ト

-

七

記
掠
さ
れ
て
い
た
童
謡
と
仕
事
唄

以
上
に
掲
げ
た
唄
は
'
今
日
ま
で
か
す
か
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
'
か
つ
て
の
生
光
や
遊
び
の
世
界
の

巾
で
盛
ん
に
う
た
わ
れ
て
い
た
O
だ
が
時
間
と
と
も
に
多
く
の
歌
詞
は
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
.
そ
れ

を
補
完
す
る
た
め
､
当
地
に
残
る
二
つ
の
資
料
を
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
｡

i
つ
は
､
都
筑
郡
中
川

尋
常
高
等
小
学
校
が
昭
和
三
年
に
編
壊
し
た

コ
製
謡
と
民
謡
｣
で
あ
る
｡
も
う

1
つ
は
'
昭
和
卜
四
年
に
中
川

小
学
校
が
調
査
し
た
大
棚
近
辺
の
童
戯
唄
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
に
は
'
現
在
で
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
歌
詞
が
多
-
あ
つ
め
ら
れ
て
お
り
'
造
重
な
資
料
で
あ
る
.
こ

こ
に
全
文
を
収
録
す
る
｡
な
お

｢掛
図
｣
の
所
在
は
明
ら
か
で
な
い
｡

r童
謡
と
民
謡
｣序

に
か
へ
て

一
､
本
集
は
古
-
か
ら
本
村
で
歌
は
れ
て
ゐ
る
童
謡
及
民
謡
の
大
体
を
集
め
た
も
の
で
す

l
'
本
集
中
の
童
謡
に
は
楽
譜
を
編
曲
し
掛
図
と
し
て
置
き
ま
し
た

1
､
民
謡
の
編
曲
も
続
い
て
す
る
考
へ
で
す

1
'
尚
本
集
の
姉
妹
編
を

r本
村
の
童
謡
民
謡
に
封
す
る

1
考
察
し
と
で
も
越
し
て

い
つ
か
寄
表
し
た

い
考
へ
で
す

昭
和
三
年

l
月

編
者
識
す
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目
次

一
'
子
守
歌

一
､
手
埋
唄

一
'
遊
戯
歌

一
､
羽
子
歌

l
t
EE
植
唄

t
､
臼
挽
唄

子
守
歌
の
部

う
ち
の
坊
や
の

き
も
の
の
柚
は
よ

こ
は
れ
松
糞
や

梅
の
花
よ

ね
ん
ね
ん
寝
た
子
に
ゃ

香
箱
な
な
つ
よ

お
き
て
泣
-
下
に
ゃ

石
を
七

つ
よ

う
ち
の
坊
や
と

松
原
越
せ
ば
よ

松
の
つ
ゆ
や
ら

涙
や
ら
よ

よ
い
よ
い
横
浜

明
る
く
な
れ
ば
よ

う
ち
の
街
道
が

暗
-
な
る
よ

～
,

へ
､

ね
ん
ね
し
た
子
に

赤
い
衣

服

き
せ
て
よ

お
き
て
泣
-
子
に

縞
の
衣
服
よ

ね
た
か
ね
な
ん
だ
か

ま
く
ら
に
と
へ
ば
よ

ま
く
ら
こ
た
へ
て

ね
た
と
い
ふ
よ

あ
の
子
よ
い
子
だ

ぽ
た
も
ち
顔
で
よ

き
な
こ
つ
け
た
ら

な
は
よ
か
ろ
よ

泣
い
て
く
れ
る
な

病
む
よ
り
つ
ら
い
よ

病
む
は
時
節
と

あ
き
ら
め
る
よ

ね
ん
ね
ん
猫
の
尻
へ

お
蟹
が
這
ひ
込
ん
だ

や
っ
と
こ
せ
と
ひ
き
ず
り
出
し
た
ら

ま
た
這
ひ
込
ん
だ

家
の
坊
や
は
な
ぜ
泣
く
の

泣
く
と
お
山
の
ど
ら
柿
が

人
さ
へ
見
れ
ば

た
へ
た
が
る

う
ち
の
坊
や
は
幾
月
生
れ

三
月
樫
の
咲
-
時
刻

道
理
で
お
顔
が

さ
-
ら
色

お
ら
が
坊
や
が
十
に
も
な
れ
ば

雪
駄
は
か
せ
て
縮
緬
さ
せ
て

重

罪
見
物

さ
せ
て
や
る

rJ

-

.･
闇
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ね
ん
ね
し
な
さ
れ
お
や
す
み
な
さ
れ

ね
ん
ね
し
た
子
を
お
舟
に
の
せ
て

つ
れ
て
行
き
ま
し
ょ

ゆ
め
の
国

お
ら
が
坊
や
が

十
に
も
な
れ
ば

白
足
袋
は
か
せ
て

馬
車
に
乗
せ
て

馬
車
ぢ
ゃ
あ
ぶ
な
い

蒸
気
ち
ゃ
こ
わ
い

遅
く
も
人
力
車
を

頼
み
た
い

う
ち
の
坊
や
は

幾
月
生
れ

三
月
さ
-
ら
の

咲
く
時
刻

倭
が
咲
い
た
ら

1
枝
お
く
れ

お
前
に
や
る
よ
な

枝
は
な
い

子
守
り
は
ら
-
の
よ
で

出
て
み
り
ゃ
つ
ら
い

お
か
み
さ
ん
に
ゃ
叱
ら
れ

子
に
ゃ
泣
か
れ

早
く
三
月
に
な
れ
ば
よ
い

三
月
二
日
の
四
つ
時
に
ゃ

お
か
み
さ
ん
も
お
さ
ら
ば

子
も
さ
ら

ば

ね
ん
ね
ん
よ
お
こ
ろ
り
よ

坊
や
の
お
守
は

ど
こ
へ
行

っ
た

J,A
･.,

あ
れ
は
宿
屋
へ
あ
ん
も
買
ひ
に

あ
ん
も
を
買
っ
て
来
て

誰
に
食
は
し
ょ

坊
や
に
食
は
せ
て

や
る
の
だ
よ

ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
よ
お
こ
ろ
り
よ

坊
や
は
よ
い
子
だ

ね
ん
ね
し
な

お
背
戸
の
お
背
戸
の
柿
の
木
に

泣
-
子
は
ゐ
な
い
か
と

ご
ろ
す
け
が

ゆ
ふ
べ
も
来
た
そ
な

お
ゝ
こ
は
や

ね
ん
ね
ん
よ
ね
ん
ね
ん
よ

坊
や
は
よ
い
子
だ
ね
ん
ね
ん
よ

大
黒
様
の
子
ね
ず
み
は

大
黒
様
に
た
の
ま
れ
て

米
の
俵
を
ひ
い
て
行
-

坊
や
も
は
や
-
ね
ん
ね
し
て

大
黒
様
の
お
っ
か
ひ
に

米
の
俵
を
ひ
い
て
お
行
き
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手
唾
唄
の
部

お
よ
ね
ん
じ
ょ
様

｢

お
よ
ね
ん
じ
よ
様

様
の
か
か
は

I_･
1
(

昨
夜
部
屋
で

赤
子
を
う
ん
で

･ヽ

赤

い
着物
さ
せ
て
｣

ポ
ク
〈

十

よ

ポ
ク
/
ー
三
十
よ

ポ
ク
〈

五
十
よ

ポ
ク
〈

七
十
よ

ポ
ク
〈

九
十
よ

(繰
返
し
十
回
)

ポ
ク
く

二
十
よ

ポ
ク
く

E
l十
よ

ポ
ク
く

六
十
よ

ポ
ク
i

八
十
よ

ポ
ク
く

百
よ

山
寺
の
和
尚
さ
ん

山
寺
の
和
尚
さ
ん
が

種
を
つ
き
た
し

越
は
な
し

描
を
か
ん
ぷ
く
ろ
に
お
し
こ
ん
で

ば
ん
と

つ
き
ゃ

に
ゃ
ん
と
な
く

ば
ば
ぽ
ん
ぽ
ん
と
つ
き
ゃ

に
ゃ
に
ゃ
に
ゃ
ん
に
ゃ
ん
と
な
く

孝
行
申
せ
ば

孝
行
申
せ
ば
中
村
の

中
村
源
八

一
娘

お
年
は
十
六
名
は
お
せ
ん

お
せ
ん
の
友
達
は
四
十

九
人

四
十
九
人
の
友
達
は

今
朝
ら
の
寒
さ
に
奥
山

へ

天
神
様
に
誘
ほ
れ
て

一
分
の
煙
草

二
分
煙
草
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三
分
の
煙
草
に
火
を

つ
け
て

お
せ
ん
に
の
ま
し
よ
と
出
し
た
れ
ば

お
せ
ん
は
い
や
だ
と

つ
ん

む
い
た

お
母
さ
ん
が
持

つ
の
は
糸
車

姉
さ
ん
が
持

つ
の
は
ご
む
ま
は
り

赤
ん
ほ
が
持

つ
の
は
風
車

く
る
i

ま
は
つ
て

お
も
し
ろ
や

お
も
し
ろ
や

こ
れ
で
ま

つ
/
ー

一
貫

お
渡
し
申
し
た

正
月
三
日
の

正
月
三
日
の
年
男

今
年
は
三
十
に
三
が
く
れ

ね
ん
し
の
凶
か
ら
嫁
と

つ
て

八
試
長
者
の
小
娘
が

色
よ
し
顔
よ
し

か
た
ち
よ
し

鐘
か
ら
金
か
ら

つ
き
こ
ん
で

(輔
カ
)

隣
り
の
お
ち
さ
ん

ど
こ
へ
行
く
の

お
嫁
お
嫁
の

牌
叩u
ひ
に

鞘
は
七
色

朱

子

の

碍

き
ゃ
ら
こ
に
む
す
ん
で

ひ
っ
か
た

ひ
っ
か
た

可愛い
あ
の
娘
に

お
渡
し
申
し
た

お
ら
が
お
ば
あ
さ
ん

お
ら
が
お
ば
あ
さ
ん
は

四
十
七

島
田

嫁
に
行
く
と
き
ゃ

孫
子
が

笑
ふ

孫
子
芙
ふ
な

空
所
の
子

に
て

高
い
山
か
ら

谷
底

見
れ
ば

猫
が
嫁
と
る

い
た
ち
が
な
こ
ど

二
十
日
ね
ず
み
が

貧
乏
樽

さ
け
て

裳
の
細
道
を

う
さ
く

歩
く

こ
れ
で
ま
づ
/
1

1
だ

お
か
し
申
し
た

垣
根
の
朝
顔

垣
根
の
朝
顔
赤
や
白

城
で
名
高
い

名
古
屋
城

上
手
に
赤
ち
ゃ
ん
あ
ん
よ
す
る

す
る
く

す

へ
る

大
黒
様
は
福
の
神

か
み
な
り
ご
ろ
i

大
雨
だ

す

へ
り
台
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(

#)

目
高
す
-
ひ
に
兄
弟

と
と
と
ん
祭
の

馬
鹿

噺
子

郁
子
の
樹
陰
に
寝
る
施
駄

落
第
生
は

恥
っ

かき

金
魚
の
嫁
入

金
魚
の
嫁
入
お
的
が
な
か
う
ど

目
高
と

鰭
が

欽
箱
か

つ
い
で

き
ち

ゃ
ら
こ

き
ち
ゃ
ら
こ

向
ふ
通
る
は

向
ふ
通
る
は

誰
が
/
＼
む
す
め

き
り
ょ
う
よ
け
れ
ど

は
だ
し
で
通
る

は
だ
し
ゃ
冷
た
い

草
履
買

っ
て
は
か
し
ょ

尾
張
酒
屋
の

お
と
う
と
嫁

姑
は
二
十

一

妹
は
二
十

妹
は
し
ょ
と

心
願
か

け
た

伊
勢

へ
七
度

熊
野

へ
三
度

芝
の
愛
宕

へ
日
参
し
た
ら
ば

愛
宕
様
の
お
た
な
に
は

か
ら
す
が
三
羽
と
ま

っ
て
た

そ
の
か
ら
す
の
言
ふ
こ
と
に
ゃ

こ
の
山
崩
し
て
家
た
て
ろ

き
ょ
ん
き
ょ
ん
京
橋

き
ょ
ん
き
ょ
ん
京
橋

な
ん
な
ん
仲
橋

お
っ
や
十
六

大
振
り
抽
よ
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あ
な
た
の
の
ぞ
み
の

縁
さ
へ
あ
れ
ば

夜
着
や
布
圃
や

も
よ
ぎ
の
蚊
張
よ

あ
と
に
の
こ
る
は

櫛
箱

手
箱

お
化
粧
な
さ
れ
よ

薄
化
粧
な
さ
れ

奥
の
障
子
を

は
そ
目
に
あ
け
て

油
だ
ら
-

お
は
-
ろ
つ
け
て

か
ね
の
大
橋

渡
ら
う
と
し
た
ら
ば

じ
な
く

八
町

右

へ
か
う
し
て

左

へ
か
-
し
て

の
う
は
ら
お
ぴ
し
て

一
夜
む
す
め
に

む
す
ん
だ

や
れ
き
た
ま
か
し
ょ

そ
れ
き
た
ま
か
し
ょ

三
月
二
日
の

奉
公
人
衆
の

出
代
り
時
分
に

や
け
た
ぞ
め

は
っ
て
も
お
す
す
り

お
す
す
り
申
し

ご
て
ん
ば
や
し
て

(

欠

)

こ
こ
が
箱
根
の

山

中

な
れ

ば

苗
も
や
ら
う
し

こ
と

つ
て
も
し
ま
し
ょ

お
正
月
の
桂
は

幾

つ
な
ら
べ
て
お
め
に
か
き
ょ

七

つ
八

つ
ま
ち
ゃ
親
が
か
り

九

つ
十
は
殿
が
か
り

十

一
十
二
は
花
嫁
ご

三
尺
さ
げ
て
お
ぴ
し
め
て

善
光
寺

へ
参
ら
せ
て

善

光
寺
の
お
如
来
は

かわ

寸
L,

お
金で
の
ぴ
た
か
美
し
や

お
按
で
の
ぴ
た
か
美
し
や

鋲でも金
で
も
の
ぴ
な
い
が

今
な
る
お
鐘
は
何

の
鐘

初
夜
の
鐘

初
夜

こ
や

合
わ
せ
て

ま
づ
′
ー

一
貫

お
貸
し
申
し
た

と
ん
と
ん
殿
様

と
ん
と
ん

と
の
さ
ま

ど
こ
へ
行
き
や
る

御
獄

上
洲
へ

帯
買
ひ
に

お
び
も

よ
か
ろ
し

ね
も
よ
か
ろ
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し
め
て

見
た
ら
ば

ち
ま

く
と

た
た
ん
で

見
た
ら
ば

ふ

く
ぐ
Iと

あ
ん
と
ん

台
く
ち

お
い
た
ら
ば

そ
ん
な
に

お
は
ら
が

た
つ
な
ら
ば

か
ね
や

か
C

金
屋
の

金
で
も

持
っ
て
お
い
で

そ
れ
が
い
や
な
ら

ま
づ
i

一
貫

あ
ね
ご

に

と
ら
れ
て

は
ら
が
た
つ

71に
や

■
に

鏡
屋

の

鐘
で
も

持

っ
て
お
い
で

お
貸
し
申
し
た

お
ん
ま
へ
様

お
ん
ま
へ
さ
ま
の
き
ん
ま

つ
見
れ
ば

よ
い
/
＼
よ
い
子
が
三
人
と
は
る

1
に
よ
い
の
が

糸
屋
の
娘

二
に
よ
い
の
が

煮
豆
屋
の
娘

三
に
よ
い
の
が

酒
屋
の
娘

酒
屋
の
娘
は
適
者
で
ご
ざ
る

白
縮
緬
を
お
腰
に
ま
い
て

赤
縮
緬
を
襟
に
か
け
て

要
の
お
地

へ

水
政
に
行

っ
て

弓
で
う
た
れ
て

死
ん
で
も
か
ま
は
な
い

山
王
の
お
猿

山
王
の
お
猿
く

は

赤
い
お

へ
ゞ
が

大
お
す
き

て
～
ち
4･
ん
て
～
ち
ゃ
ん

ゆ
ふ
へ
ゑ
び
す
講
で

鯛
の
吸
物

こ
さ
い
な
さ
れ
と

二
∴
こ

一
ば
い

お
す
す

り

こ
ぼ
い

お
す
す
り

三
ば
い
目
に
は

名
な
し
の
権
兵
衛
さ
ん
が

さ
か
な
が
な
い
と
て

お
は
ら
た
ち

さ
て
な

さ
て
な

一
つ
と
や

ひ
4)
◆ヽ

1
つ
と
や

一
夜

明

け
れ
ば
脹
や
か
に

賑
や
か
に

謂
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二
つ
と
や

三
つ
と
や

四
つ
と
や

五
つ
と
や

六
つ
と
や

七

つ
と
や

八

つ
と
や

九

つ
と
や

十
と
や

お
か
さ
り
た

て
た
り
松
か
さ
り

松
か
さ
り

二
糞

の
松
は

色
よ
う
で

色
よ
う
で

相
模
山
か
ら

上
紙
山

上
松
山

み
な
さ
ん
子
供
雅
は
ら
-
あ
そ
ひ

ら
-
あ
そ
ひ

お
ら
-
に
遊
ん
で
畦
を

つ
-

接
を
つ
く

吉
原
女
郎
衆
は

羽
子
を

つ
-

羽
子
を

つ
-

お
羽
子
の
振
袖

お
も
し
ろ
や

お
も
し
ろ
や

い
つ
も
か
は
ら
ぬ

年
男

年
男

お
年
を
と
ら
ず
に

嫁
を
と
る

嫁
を
と
る

無
理
に
た
～
ん
だ

玉
樽

玉
樫

雨
風
吹
い
て
も

ま
た
と

け
ぬ

ま
だ
と
け
ぬ

何
よ
り
目
出
度
い

孫
抱
を

孫
抱
を

三
が
い
か
さ
ね
て

祝
ひ
ま
せ
う

祝
ひ
ま
せ
う

や
は
ら
か
お
く
み
ほ
お
ち
よ
の
子

お
ち
よ
の
子

お
ち
よ
が
育
て
た
お
子
ち
ゃ
も
の

お
子
ち
ゃ
も
の

此
所

へ
来
な
ん
せ
あ
ね
さ
ん
よ

あ
ね
さ
ん
よ

足
袋
や
雪
駄
で
ち
ゃ
ら
ち
ゃ
ら
と

ち
ゃ
ら
ち
ゃ
ら
と

と
の
が
み
さ
ま
の
お
た
な
に
は

お
た
な
に
は

樟

勝
乗

は
ん
だ
は
ら

は
ん
だ
は
ら

一
つ
と
や

l
つ
と
や

腐
い
野
原
に

花
が
咲
-

花
が
吠
-
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二
つ
と
や

三
つ
と
や

E
]
つ
と
や

五
つ
と
や

六

つ
と
や

七

つ
と
や

八
つ
と
や

九

つ
と
や

十
と
や

綿
の
き
も
の
を

き
た
や
う
に

き
た
や
う
に

吹
く
春
風
に

梅
の
花

梅
の
花

1
つ
放
ら
ず

み
な
咲
い
た

み
な
咲
い
た

見
事
に
咲
い
た

桃
の
花

桃
の
花

お
雛
祭
り
に

飾
り
ま
せ
う

飾
り
ま
せ
う

吉
野
ざ
く
ら
に

山
樫

山
倭

は
た
ん
ぎ
く
ら
に

八
重
樫

八
重
控

い
つ
か
ら
さ
い
た

木
瓜
の
花

木
瓜
の
花

赤
と
白
と
の

源
平
に

源
平

に

紫
色
の

す
み
れ
草

小
さ
い
す
が
た
の

菜
の
花
は
た
け
は

蝶
々
が
ひ
ら
〈

(歌
詞
欠
)

此
処
に
も
其
処
に
も

ひ
ろ
げ
た
や
う
な

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に

(以
下
欠
)

す
み
れ
草

か
は
い
ら
し
い

か
は
い
ら
し
い

美
し
い

美
し
い

と
ん
で
ゐ
る

と
ん
で
ゐ
る

毛
せ
ん
を

毛
せ
ん
を

蓮
華
草

迎
撃
草

飛
模
様

飛
模
様

敗

へ
歌

い
ち
ぢ
く

に
ん
じ
ん

さ
ん
し
ょ
に

し
い
た
け

牛
努
に

弔
飴
子

囲
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七
草

八
重
t･,6
り

-
わ
え
に

と
う
な
す

伊
勢

新
潟

三
河

横
浜

神
戸

武
蔵

名
古
屋

箱
館

九
州

東
京

遊
戯
歌
の
部

お
は
つ
や
お
は
つ
や

お
は
つ
や

お
は
つ
や

今
に

か
み
な
り
な
る
か
ら

用
心
し
な
よ

用
心
し
な
よ

か

み
な
り
ご
ろ
ご
ろ

う
し
ろ
の
T
uI)

だ
-

れ

か
ご
め

か
ご
め

か
ご
め

か
ご
め

髄
の
中
の
鳥
は

い
つ
く
出
や
る

夜
明
の
頃
に

つ
る
/
ー

つ
っ
べ
っ
た

ま
は
り
の
ま
は
り
の

こ
ん
ぺ
いと･つ

ま
は
り
の

ま
は
り
の

金
平
糖

吾
れ
は

な
ぜ
そ
ん
な
に

背
が
低
い
ぞ

此
所
は
ど
こ
の
細
道
よ

此
所
は
ど
こ
の

は
そ
道
よ

は
そ
道
よ

天
神
さ
ま
の

ほ
そ
退
よ

は
そ
道
よ
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す
こ
し
通
せ
て

下
し
ゃ
ん
せ

下
し
ゃ
ん
せ

御
用
の
な
い
も
の
は

通
ら
せ
ぬ

通
ら
せ
ぬ

此
の
子
の
七

つ
の
お
祝
ひ
に

お
札
を
お
さ
め
に
参
り
ま
す

す
こ
し
過
せ
て

下
し
ゃ
ん
せ

下
し
ゃ
ん
せ

通
り
ゃ
ん
せ

通
り
ゃ
ん
せ

行
き
は
よ
い
よ
い

帰
り
は

こー

は
い

め
-
ら
の
狐

も
し
/
＼

あ
な
た
は
ど
な
た
で
す

わ
た
し
は
め
く
ら
の
狐
で
す

ど
う
し
て
此
処

へ
来
た
の
で
す

一
羽
の
と
り
が
は
し
い
の
で

め
-
ら
の
こ
と
な
ら
上
げ
ま
せ
う

三
年
た

っ
た
ら
お
出
で
な
さ
い

ど
う
も
あ
り
が
た
う
ご
ざ
い
ま
す

ど
う
も
あ
り
が
た
う
ご
ざ
い
ま
す

ぐ
る
く
る
ま
は
っ
て

ぐ
る
′
1

-
る
〈

ぐ
-
る
ぐ
る

く
る
/
＼

ま
は

っ
て
ち
-
り
ち
り

だ
れ
の
と
な
り
に
だ
れ
が
ゐ
る

春
ち
ゃ
ん
の
と
な
り
に
秋
ち
ゃ
ん
が

/
い

お
は

そ
れ
は
大
し
た
大
ま
ち
か

ひ

ほ
ろ
/
ー

お
鳩
が
な
く
ば
か
り

く
る
〈

く
る
′〈
-
ぐ
-

る
ぐ
る

く
る
く

ま
は
っ
て
ち
ー
り
ち
り

だ
れ
の
と
な
り
に
だ
れ
が
ゐ
る

秋
ち
ゃ
ん
の
と
な
り
に
冬
ち
ゃ
ん
が

i-い

心
は

そ
れ
は
大
し
た
大
あ
た

り

さ
ら
〈

い
て
ふ
が
ま
ふ
ば
か
り

今
年
の
ぼ
た
ん

今
年
の
は
た
ん
は

よ
い
ぱ
た
ん

･
竺
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お
耳
を
か
ら
げ
て

す
っ
ぽ
ん
ぽ
ん

も

一
つ
お
ま
け
に

す
っ
ぽ
ん
ぽ
ん

｢
わ
た
し
に
入
れ
て
よ
｣

｢
い
や
｣

｢山
へ
行
き
ま
せ
う
｣

｢蛇
が
来
る
か
ら
い
や
｣

｢川
へ
行
き
ま
せ
う
｣

｢川
坊
主
が
来
る
か
ら
い
や
｣

｢海
へ
行
き
ま
せ
う
｣

｢梅
坊
主
が
来
る
か
ら
い
や
｣

｢家
の
前
来
る
と
天
秤
棒
で
た
た
-
ぞ
｣

｢
そ
れ
な
ら
入
れ
て
や
る
｣

今
年
の
ぼ
た
ん
は

よ
い
ぼ
た
ん

お
耳
を
か
ら
げ
て

す
っ
ぽ
ん
ぽ
ん

も

一
つ
お
ま
け
に

す
っ
ぽ
ん
ぽ
ん

｢
わ
た
し
帰
る
は
｣

｢
と
う
し
て
｣

｢
お
ひ
る
だ
か
ら
｣

｢
お
ひ
る
の
お
か
づ
t･,6
-
に
｣

｢大
蛇
の
頭
大
蛇
の
頭

誰
か
さ
ん
の
頭
は
大
蛇
の
す
が
た
｣

｢
わ
た
し
｣

｢
い
い
え
｣

｢
わ
た
し
｣

｢
い
い
え
｣

註

(右
の
如
く
し
て
名
前
の
あ
た
る
ま
で
何
度
も
繰
返
す
)

坊
さ
ん
-

坊
さ
ん
坊
さ
ん
と
こ
へ
行
-
の

わ
た
し
は
田
閏
へ
稲
刈
に

わ
た
し
も

一
所
に
つ
れ
や
ん
せ

お
前
が
来
る
と
邪
魔
に
な
る

こ
の
か
ん
か
ん
坊
主
-
そ
坊
主

う
し
ろ
の
丁
目

だ
-

れ

山
越
し
て
川
越
し
て

山
越
し
て

川
越
し
て

お
山
の

お
山
の

お
こ
う
さ
ん
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､

｢
お
山
の
お
こ
う
さ
ん
ど
こ
へ
行

っ
た
｣

｢
ま
だ
寝
て
る
｣

｢
お
I
寝
坊
〈

｣

山
越
し
て

川
越
し
て

お
山
の

お
山
の

お
こ
う
さ
ん

｢
お
山
の
お
こ
う
さ
ん
何
し
て
る
｣

｢今
便
所
へ
行
っ
て
る
｣

｢
お
1
-
さ
い
(

｣

山
越
し
て

川
越
し
て

お
山
の

お
山
の

お
こ
う
さ
ん

｢
お
山
の
お
こ
う
さ
ん
何
し
て
る
｣

｢今
お
し
ろ
い
を
つ
け
て
る
｣

｢
お
-
お
し
ゃ
れ
お
し
ゃ
れ
｣

羽
子
歌
の
部

1
人
釆
な
二
人
来
な

見
て
来
な
よ
っ
て
来
な

い
つ
も
来
な
が
ら

む
つ
か
し
い

七
千
の
帯
を

矢
の
字
に
締
め
て

う
ち
の
ま
へ
を

通
-

る

一
の
子

二
の
子

三
の
子

さ
く
ら

五
葉
松

柳

柳
の
下
で

女
郎
と

殿
と

化
粧
し
て

十
-

よ

@

t

T
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田
檎
唄
の
那

目
出
た

目
出
た
の
若
松
様
は

枝
も
栄
え
て

葉
も
茂
る

今
年
し
ゃ

世
が
よ
い
豊
年
ど
L
で

ま
す
で
は
か
ら
ず

み
で
は
か
る

今
年
し
ゃ

世
が
よ
い
穂
に
穂
が
さ
い
て

析
で
は
か
ら
ず

み
で
は
か
る

朝
の
出
が
け
の

す
ひ
つ
け
た
ば
こ

謁
が

ふ
か
ん
で

火
が
つ
か
ぬ

け
j

i.

今
日
の

太
郎
次
さ
ん
の
か
ま
ど
を
見
な
よ

千
石
炊
き
の

新
釜
か
～
る

DI)出
た

E
出
た
の
若
殿
様
は

御
地
行
ま
す
/
ー

五
黙
石

よ
し
だ

通
れ
ば
二
階
で
招
く

し
か
も
鹿
の
子
の

仮
肋
が

高
い
山
か
ら

谷
底
見
れ
ば

う
り
や
な
す
び
の

花
ぎ
か
り

朝
の

出
が
け
の
吸
ひ
つ
け
煙
草

親
の
乳
よ
り

な
は
う
ま
い

朝
の

出
が
け
の
す
ひ
つ
け
煙
草

つ
け
な
と
お

っ
し
ゃ
る

太
郎
次
さ
ん
よ

ひ
る
に

あ
が

っ
て
空
寝
そ
し
た
ら

ゆ
め
を
見
ま
し
た

あ
ね
ご
さ
ま

七

つ
さ
が
り
に

き
-
時
の
か
ね

だ
れ
が

つ
く
や

ら

音
の
よ
さ
よ

お
H
は

つ
る
/
ー
山
端
に
ご
ざ
る

あ
が
れ
と
お

っ
し
ゃ
る

太
郎
次
さ
ん
よ

お
日
は

つ
る
〈

山
塊

へ
ご
ざ
る

朝
の
代
田
が

晩
ま
で
ご
ざ
る

お
目
は

つ
る
〈

山
塊

へ
ご
ざ
る

朝
の
代
田
が

ま
だ
ご
ざ
る

み
め
は

よ
け
れ
ど
も
蕪
の
鳥
は

親
に
不
幸
で

土
を

家

に

此
処
の
太
郎
次
さ
ん
は

あ

っ
宙
が
す
さ
で

米
を
と
ら
ず
に

英
を
と
る

五
月

植
田
の
苗
取
り
上
手

元

へ
も
と

へ
と

手
を
か
け
る

上
れ
と

お

っ
し
ゃ
れ
太
郎
次
さ
ん
よ

人
は

一
皮
で

こ
ら
さ
ぬ
も
の
よ
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.'
J

JJ

･
お
蝶
何
す
る

納

戸

の

蔭
で

可
愛
い
男
の

帯
-
け
る

お
ぴ
は
み
ち
か
し

た
す
き
は
な
が
し

五
月
田
植
の

笠
の
ひ
も

臼
挽
唄
の
部

臼
を
挽
け
ば
こ
そ

手
と
手
と
扶

白
が
を

へ
れ
ば

肌
と
肌

臼
が
ま
は
る
よ
に

仕
事
が
ま
は
り
ゃ

ど
ん
な
仕
事
も

苦
に
ゃ
な
ら
ぬ

臼
を
挽
く
と
き
ゃ

居
眠
り
な
が
ら

国
子
食
ふ
と
き
や

皿t
ま
な
こ

臼
ひ
さ
は

わ
ず
か
夏
三
月

秋
風
が
そ
よ
り
と

吹
け
ば
お
さ
ら
ば

臼
は
稲
臼

新
米
小
む
ぎ

ひ
け
ば
う
ど
ん
の

粉
が
出
る

臼
を
ひ
く
に
は

両
手
で
た
の
む

よ
そ
の
臼
だ
と

思
は
ず
に

歌
上
げ
ま
す

御
免
な
さ
い

上
げ
る
か
ら

つ
け
な
さ
い

土
地
の
若
い
衆

お
前
と
な
ら
ば

ど
こ
ま
で
も

親
を
す
て

此
の
世
が
闇
に
な
る
ま
で
も

お
前
の
心
を

き
き
た
さ
に

七

つ
八

つ
山

越
え
て
来
た

七

つ
八

つ
山

ま
だ
お
ろ
か

九

つ
十
山
を

越
し
て
来
た

お
前
田
心
へ
ば

照
る
日
も
怒
る

晴
れ
た
月
夜
が

闇
と
な
る

臼
は
ど
う
や
ら

右

へ
と
ま
は
る

可
愛
い
ま
ら
ち
ゃ
ん
は

哀
ま
は
る

目
出
た
や

此
処
の
旦
那
さ
ん

い

つ
来
て
も

お
か
み
さ
ん
と
お
酒
盛
り

(掛
合
で
歌
ふ
)

)J
し
_I

は
じ
め
て
此
処

へ

臼
ひ
さ
に

臼

か

づ
け

粉
元
さ
ん
の
顔
を
見
に

(
仝
前
)

b
-

ひ
き
竿
が
梅
の
木
で

粉
元
が
花
よ

み
な
さ
ん
慾

来

て
と
ま
る

臼
挽
き
か
け
て

程
よ
投
よ
と
い
ち
ら
し
や

白
さ
へ
し
ま

へ
ば

駈
け
つ
け
ま
し
た
よ

や
う
-

の
こ
と
で

皆
様
の
顔
見
り
ゃ

抱
い
て
寝
る

ほ

っ
と
す
る

霊
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よ
く
も
来
な

っ
た
よ

山
板
越
え
て

露
や
填
り
を

い
と
は
ず
に

霜
や
填
り
を

い
と
ふ
や
う
な
こ
と
で

何
で
此
の
家

へ

来
ら
れ
よ
か

聞
い
た
声
だ
よ

釆
な
る
は
ず
は
な
い
が

来
れ
は
む
か

へ
に

出
る
し
ゃ
も
の

あ
り
が
た
い
そ
や

お
世
辞
で
も
あ
ろ
が

お
世
辞
な
が
ら
も

あ
り
が
た
い

お
世
辞
ど
こ
ろ
か

じ
が
ね
の
こ
と
よ

お
世
辞
な
ん
ぞ
は

ま
だ
知
ら
ぬ

臼
を
ひ
く
ひ
く

挽
-
で
は
な
い
が

l
つ
は
粉
元
の

心
ひ
-

臼
は
こ
れ
ぎ
り

こ
の
台
限
り

宜
が
あ
る
な
ら

明
日
の
晩

註

(臼
挽
の
を
は
る
頃
に
歌
ふ
)

昭
和
十
四
年

中
川
小
学
校
的
査

横
演
市
港
北
区
大
棚
町
近
辺

(旧
神
奈
川
僻
都
筑
郡
中
川
村
)

手
埋
歌

☆

か
う
i

申
せ
ば
中
村
の
中
村
源
八

一
娘

年
は
十
六
名
は
お
仙

お
仙
の
友
達
ち
ゃ
四
十
九
人

四

十
九
人
の
友
達
は

今
朝
ら
の
寒
さ
に

む
こ
山

へ

天
神
様
に
誘
ほ
れ
て

一
ぶ
の
煙
草

二
ぶ
煙

草

三
ぶ
の
煙
草
に
火
を
つ
け
て

お
仙
に
上
げ
よ
と
だ
し
た
ら
ば

お
仙
は
い
や
だ
と

つ
ん
む
い
た

T･->

お
母
さ
ん
の

持つも

の糸車

姉
さ
ん

のも
つ
も
の
ゴ

ム
畦

赤
坊
が
も

つ
も
の
風
車

ク
ル
i

ま

は

っ
て
お
も
し

ろい

おも
し
ろ
い

先づ
i

一
か
ん

貸
し
ま
し
た

ヒ
ノ
フ
ノ
-

(を
は
り
)

☆
お
よ
ね
ん
ぢ
ゅ
さ
ん
ま

さ
ん
ま
の
か
～
は

ゆ
う
へ
部
屋
で
赤
子
を
産
ん

で

赤

い

へ

～
暫
せ
て

赤
い
ポ

ッ
ク
リ
屈
か
し
て

ポ
ク
〈

と
う
よ

☆

l
漸

新
潟

三
河

横
浜

神
戸

武
蔵

名
古
屋

函
館

九
州

庶
戻

☆
無
花
果

人
参

山
淑

椎
茸

午

秀

む
か
ん
ご

七
草

や
へ
な

-
は
え

と
う
な
す
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お
手
玉
の
歌

カウ
r<

☆
か
あ
′
＼

か
ら
す

一
丁
目
の
烏

か
あ

か
あ
/
＼
烏

二
丁
目
の
烏

か
あ
i

か
あ
-
1
か
ら
す

三
丁
目
の
烏

か
あ
/
1
ノ
ー

(以
下
い
く
つ
ま
で
で
も
)

☆
ほ
っ
こ
め
く

一
ち
ゃ
ぽ
っ
こ
め

一
ち
ゃ

ほ
っ
こ
め
く

二
ち
ゃ
ほ
っ
こ
め

一

ち
ゃ

二
ち
ゃ

ほ
っ

こ
め
く

1-

三
ち
ゃ
ほ
っ
こ
め

l
ち
ゃ

二
ち
ゃ

三
ち
ゃ

(以
下
い
-
つ
ま
で
で
も
)

☆

l
裂
談
判
破
裂
し
て

日
露
戦
争
始
ま

っ
た

さ
っ
さ
と
逃
げ

る
は

ロ
ゾ

ヤ
の
兵

死
ん
で
も

つ
く
す

は
日
本
の
兵

五
前
の
兵
を
ひ
き
つ
れ
て

｣ハ
人
妓
し
て
倖
ご
ろ
し

七
月
八
日
の
城
は

ハ
ル
ビ
ン

ま
で
も
攻
め
入

っ
て

ク
ロ
バ
ト
キ
ン
の
首
を
と
り

東
郷
大
将

浩
々
歳

十
字
の
旗
も
満

々
歳

十

一
浪
子
の
墓
参
り

十
二
は
二
宮
金
次
郎

十
三

三
十
三
間
堂

十
四
は
四
国
の
金
毘
羅
さ
ん

十
五
は
御
殿
の
八
重
棲

十
六
ろ
-
や
の
番
頭
さ
ん

十
ヒ
質
屋
の
F
女
さ
ん

卜
八
洪
辺
の
白
兎

十
九
楠
正
成
よ

二
十
は
東
京
二
重
橋
-
-
㌔

ナ
カ
ウト

(メ
ダ
カ
)

☆
金
魚
の
嫁
入
り
お
鮒
の
仲
媒

お
め
さ
か
と
ぜ
う
が
長
持
か
つ
い
で

ぎ

っ
ち
ら
こ
く

☆
お
み
ん
な

お
さ
ら
ひ

御
手
の
せ
く

お
ろ
し
て

お
さ
ら

ひ

お
つ
か
み

〈

お
ろ
し
て

お
さ
ら
ひ

お
は
さ
み

(

お
ろ
し
て

お
さ
ら
ひ

お
こ
つ
り
(

､t

お
ろ
し
て

お
さ
ら
ひ

お
ひ
だ
り

く

だ
る
ま
の
め

つ
ま
よ
せ

な
か
よ
せ

さ
ら
り
と

お
さ
ら
ひ

や
っ
ち
ょ

め
-/＼
お
ろ
し
て

お
さ
ら
ひ

お
て
っ
ぷ
し

く

い
か
け
て

お
さ
ら
ひ

お
ん
ま
の
の
せ
か
へ

お
ん
ま
の
の
せ
か
へ

お
ろ
し
て

お
さ
ら
ひ

お

は
い
し
-
/
1
..1



第12章 民 俗 芸 能 768

い
か
け
て

お
さ
ら
ひ

日
本
は
し

-
′
＼

い
か
け
て

お
さ
ら
ひ

一
本
栢
(

-

い
か
け
て

お
さ

ら
ひ
お
た
も
と
(

-

お
ろ
し
て

お
さ
ら
ひ

な
が
/
＼

ひ
る
〈

お
さ
ら
ひ

羽
根

つ
き
歌

l
入
来
な

二
人
釆
な

見
て
釆
な

よ
っ
て
来
な

何
時
も
釆
乍
ら

む
つ
か
し
い

七
コ
の
符
を

八

の
字
に
し
め
て

こ
～
の
よ
に

と
う
よ

ち
ゃ
ん
け
ん
遊
び
の
歌

☆

一
か
け

二
か
け

三
か
け
て

四
か
け
て

五
か
け
て

橋
を
か
け

橋
の
欄
干
腰
を
か
け

遥
か

む
か
ふ
を
挑
む
れ
は

十
七
八
の
姉
さ
ん
が

お
花
と
線
番
手
に
も

っ
て

ね
え
さ
ん
(

I

と

テ
ノ
一'

こ
い
-
の

私
は
九
州
鹿
児
島
の

西
郷
隆
盛
娘
で
す

明
治
十
年
城
争
に

鉄
砲
に
う

たれた
父
親

の

お
墓
参
り
に
参
り
ま
す

お
墓
へ
ま
ゐ
っ
て
手
を
あ
は
せ

南
無
阿
弥
陀
怖

チ
ャ
ン

ケンポ
/

-
は
え
が
芽
を
た
し
た

花
咲
き
ゃ

ひ
ら
い
た

鉄
で

ち
ょ
ん
き
る
ぞ

お
化
が
プ

ラ
/
＼

え

っ

さ
っ
さ

☆

う

ち

の

お

ば
あ
さ
ん
は
四
十
七
島
田

に
て

高
い
山
か
ら
谷
底
見
れ
ば

て

裏
の
細
道
う
さ
-′＼
あ
る
く

嫁
に
ゆ
-
と
き
ゃ
孫
子
が
わ
ら
ふ

猫
が
よ
め
と
る

い
た
ち
が
仲
媒

(
ヲ
ハ
-
)

サトヂFn

孫
子
わ
ら

ふ

な

里

女の
子

二
十
日
鼠
が

合

乏

さ

るさ
け

(
ヲ
ワ
-
)

☆
青
山
と
っ
て
ん
か
ら
東
山
見
れ
ば

ふ
い
た
た
も
と
を
洗
ひ
ま
せ
う

チ

ョ
イ

涙
が
で
る
よ

涙
を
ふ
き
ま
せ
う

洗
っ
た
た
も

と
を
乾
し
ま
せ
う

乾
し
た
快
を
し
ま
ひ
ま
せ
う
し
ま
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い
ま
せ
う

し
ま
っ
た
た
も
と
を
ね
ず
み
が
ガ
リ
/
＼

く
つ
や
さ
ん
お
は
ら
ひ
く

-

(
ヲ
ハ
リ
)

..
第
六
節

子
供
の
遊
び

一

男

の
子

の
遊
び

男
の
子
の
遊
び
に
は
凧
あ
げ
'
コ
マ
ま

わ

し
'
ス
ズ
メ
お
さ
え
'
魚
と
り
､
兵
隊
ご

っ
こ
､
メ
ソ
コ
､
木
登

り
､
石
け
り
､
ネ
ソ
キ
'
ホ
ン
チ
な
と
が

あ

っ
た

｡
何
種
頬
か
を
紹
介
し
て
お
こ
う
｡

凧
あ
げ

正
月
､
凧
を
作
り
揚
げ
た
｡
骨
は
マ
グ
ケ
を
使
う
｡
こ
れ
を
丈
夫
に
す
る
た
め
に
へ
紬
-
切

っ
た
紙
を
巻
い

て
張
り
付
け
る
｡
竹
の
組
み
方
は
障
子
張
り
に
す
る
｡
茨
城
県
西
野
内
座
の
二
シ
ノ
ウ
チ
紙

(半
紙
二
枚
半
大
)

を
使
い
'
丈
夫
に
す
る
た
め
に
四
枚
張
り
に
し
た
O
大
熊
の
ハ
シ
バ
の
家
の
人
が
凧
揚
げ
が
好
き
で
'

二
シ
ノ

ウ
チ
六
枚
張
り
の
大
き
な
凧
を
作

っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
凧
は
'
正
月
の
子
供
の
遊
戯
具
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
が
､

一
方
へ
本
県
で
は
､
戸
塚
や
相
模

原
､
座
間
な
ど
に
お
い
て
'
男
児
の
成
長
を
祝
福
す
る
呪
具
と
し
て
大
凧
が
､
五
月
の
節
供
に
揚
げ
ら
れ
て
い

る
｡コ

マ
ま
わ
し

コ
マ
は
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
径
の
も
の
で
'
し
ん
樺
は
カ
ネ
を
使
い
､
コ
マ
の
ま
わ
り
に
カ
ネ
を
巻
い
て
い

た
｡
ま
た
大
山
ま
い
り
の
み
や
げ
と
し
て
大
山
.コ
マ
が
子
供
た
ち
に
わ
た
さ
れ
た
｡

ス
ズ
メ
お
さ
え

雪
が
ふ
っ
た
日
の
朝
､
租
を
つ
っ
か
え
棒
で
た
て
､
米
の
餌
を
ま
き
､
腹
を
す
か
せ
た
ス
ズ
メ
を
と
っ
た
｡

と
れ
た
ス
ズ
メ
は
焼
い
て
食

へ
た
｡

魚
と
リ

@

.

I
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フ
ナ

(キ
ン
ブ
ナ
t

へ
ラ
ブ
ナ
)

春
に
な

っ
て
水
が
ぬ
る
み
は
じ
め
る
こ
ろ
､
小
川
の
水
草
の
間
を
泳

い
で
い
る
フ
ナ
を
と

っ
た
.

ウ
ナ
ギ
､
モ
ク
タ
カ
二
㌧
サ
ワ
カ
ニ

川
が
カ
ー
プ
し
た
り
､
流
れ
の
ゆ
る
い
､
水
の
た
ま
っ
て
い
る
と

こ
ろ
に
ウ
ナ
ギ
な
ど
が
棲
ん
で
い
る
の
で
､
そ
こ
に
堰
を

つ
-
り
､
水
を
か
い
だ
す
｡
カ
イ
ポ
リ
を
す
る
､
と

い
う
0
水
が
少
な
-
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
へ
ウ
ナ
ギ
な
と
を

コ
､､､
ト
-

(
,,,)
で
す
-
う
｡
モ
ク
タ
カ
ニ
は

オ
ロ

(穴
)
の
な
か
に
逃
げ
こ
む
の
で
､
ノ
-
で
崩
し
て
つ
か
ま
え
た
｡
ま
た
谷
戸
肌
の
柄
水
の
湧
-
場
所
で

は
サ
ワ

カ

ニ

を

つ
か
ま
え
た
｡

ド
ジ
ョ
ウ

五
月
'
田
圃
に
甫
間
が
あ
る
と
き
､
ヒ
デ
を
金
7
,I,
の
な
か
で
燃
や
し
て
も

っ
て
い
き
'
ド

ソ
ヨ
ウ
プ
チ
と
い
う
道
具
を
使

っ
て
と

っ
た
｡
子
供
二
～
三
人
で
E
]､
五
キ
ロ
-
ら
い
と
れ
た
o

ノ
シ
-

清
水
の
わ
く
場
所
に
わ
い
た
シ
ソ
-
を

コ
-
ト
リ
で
す
く
っ
た
｡

兵
隊
ご

っ
こ

昭
和
十
年
代
こ
ろ
が
さ
か
ん
で
あ

っ
た
Q
ガ
ス
大
砲
や
機
関
銃
､
木
刀
な
と
を
使

っ
た
｡

カ
ス
大
砲

モ
ウ
ソ
ウ
ダ
ケ
の
根
元
の
部
分
五
～
六
尺
を
切
り
だ
L
t
下
の

l
尺
-
ら
い
の
フ
ノ
巻
取
り

さ
る
o
砲
身
と
な
る
0
そ
こ
に
､

1
尺
く
ら
い
の
竹

に
カ
ー
ハ
イ
ト
を
し
こ
み
､
カ
I
ト
-
ソ
ソ
の
よ
う
に
は

め
こ
む
｡
砲
身
の
下
か
ら
二
尺
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に
穴
を
あ
け
､
そ
こ
で
マ
ノ
チ
で
点
火
す
る
と
ド
カ
ー
ン
と

い
う
大
音
響
と
と
も
に
､
前
方
に
五
～
六
尺
ほ
ど
火
が
で
る
｡
敵
方
は
お
と
ろ
い
て
し
ま
う
O

二

女

の
子

の
遊

び

女
の
子
の
遊
び
に
は
'
縄
と
ひ
､
お
手
玉
､
ま
り
つ
き
､
は
ね
つ
き
'
石
け
り
､
花
い
ち
も
ん
め
'
れ
ん
け

つ
み
'

つ
み
草
な
ど
を
し
て
遊
ん
だ
が
､
子
守
の
手
伝
い
を
す
る
子
供
も
い
た
｡

縄
と
び

｢
お
は
い
ん
な
さ
い
｣
で
は
じ
ま
る
唄
を
う
た
い
な
が
ら
縄
と
ひ
遊
び
を
し
た
｡
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お
手
玉
と
お
は
じ
き

お
手
玉
唄
を
う
た
い
な
が
ら
お
手
玉
を
す
る
｡
お
手
玉
は
小
豆
を
い
れ
て
自
分
で
つ
-
る
が
'
よ
い
小
豆
で

は
も
っ
た
い
な
い
の
で
､
シ
イ
ナ
を
な
か
に
入
れ
た
｡
お
は
じ
き
は
キ
シ
ャ
ゴ
で
作

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
｡

ま
り
つ
き

ま
り
は
杉
苔
､
水
苔
そ
れ
に
ヨ
モ
ギ
な
ど
を
乾
燥
さ
せ
､
そ
れ
を
芯
に
し
て
､
木
綿
の
糸
を
ま
い
て
作

っ
た
｡

ま
た
イ
モ
の
ツ
ル
を
固
く
ま
い
た
｡
そ
の
た
め
､
ま
り
の
は
ね
反
り
は
弱
-
､
庭
に
た
ち
'
縁
側
の
上
で
つ
い

た
も
の
で
あ

っ
た
｡
ゴ
ム
の
ま
り
を
手
に
し
た
の
は
明
治
の
末
年
ご
ろ
で
あ
っ
た
0

は
ね
つ
き

は
ね
つ
き
は
'
お
正
月
の
遊
び
で
あ
っ
た
O



第
十
三
章

さ
ま
ざ
ま
な
い
い
つ
た
え
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第

一
節

俗

信

l

前
兆

農
業
に
関
す
る
こ
と

<
::比作
>

･
日
照
り
の
と
き
は
茄
子
が
出
作
.

･
日
照
り
の
と
き
は
カ
ボ
チ
ャ
'
ト
ウ
モ
ロ
コ
ノ
が
お
い
し
い
｡

･
土
用
の
前
後
三
日
間
が
晴
れ
れ
ば
豊
作
o

･
雪
の
多
い
年
は
豊
作
｡
(害
虫
が
い
な
-
な
る
か
ら
)

･
弁
天
様
に
お
ま
い
り
す
る
と
:=出作
に
な
る
｡

<
不
作
>

･
冬
に
雪
が
少
な
い
と
､
春
か
ら
夏
に
か
け
て
雨
が
ふ
り
､
不
作
｡

･
竹
の
花
が
さ
く
年
は
'
す
へ
て
の
作
物
が
不
作
o
(竹
は
花
が
さ
-
と
枯
れ
て
し
ま
う
か
ら
)

･
芋

(
サ
ツ
マ
イ
モ
)
が
豊
作
の
年
は
､
他
の
作
物

(里
芋
､
米
'
麦
な
と
)
が
不
作
O
(
サ
ツ
マ
イ
モ
は
､

他
の
作
物
と
ち
が
っ
て
水
を
ほ
し
が
ら
な
い
か
ら
)

夢
に
関
す
る
こ
と

･
夜
中
に
み
る
夢
は
逆
夢
で
､
朝
方
み
る
夢
は
正
夢
｡

･
栗
を
拾
っ
た
夢
を
み
る
と
子
供
が
生
ま
れ
る
｡

･
富
士
山
の
夢
を
み
る
の
は
吉
｡

･
一
富
士
へ
二
鷹
､
三
な
す
び
｡

･
蛇
の
夢
を
み
る
と
お
金
が
入
る
｡

吉
野
貞
夫
豪

(中
川

･
53
)



宿描節丁

･
蛇
は
弁
天
さ
ま
の
お
使
い
だ
か
ら
'
蛇
の
夢
を
み
る
と
吉
｡

･
虹
の
夢
で
も
､
懐
に
は
い
る
の
は
よ
い
が
､
外
か
ら
玄
関
に
む
か
っ
て
-
る
の
は
た
め
｡

死

･
凶
事
に
関
す
る
こ
と

ワ
ラ
ニ
ン
ギ
∋
ウ

(大
槻
･
中
川
の
杉
山
神
祉
横
内
卯
六
天
の
胞
･
E3
)

･
カ
ラ
ス
が
カ
ー
力
-
と
続
け
て
鵬
く
の
で
は
な
く
､
ガ
ァ
-
､
ガ
7
-
と

1
つ
1
つ
区
切

っ
て
鳴
-
と
よ
-

な
い
こ
と
が
あ
る

O

･
カ
ラ
ス
が
病
人
の
う
な
る
よ
う
な
芦
で
鴨
-
と
死
人
が
出
る
｡

･
犬
が
遠
吠
え
す
る
と
死
人
が
出
る
O

･
年
の
初
め
に
女
の
人
が
死
ぬ
と
'
そ
の
年
は
死
人
が
多
い
｡

･
玄
関
で
声
が
し
た
の
に
誰
も
い
な
い
､
と
い
う
と
き
な
ど
は
死
の
知
ら
せ
｡

･
遠
い
親
戚
が
死
ぬ
と
き
は
'
ド
ン
ソ
と
大
き
な
昔
が
す
る
｡

･
墓
参
り
で
つ
ま
ず
-
と
悪
い
｡

･
流
れ
星
が
飛
ぶ
と
人
が
死
ぬ
｡

･
ほ
う
き
星
が
見
え
る
と
､
世
の
移
り
変
り
が
は
げ
し
い
｡

･
食
事
中
に
箸
と
箸
が
ぶ
つ
か
る
と
不
吉
.

･
出
掛
け
し
な
に
､
下
駄
の
緒
が
切
れ
る
と
か
な
ら
ず
悪
い
こ
と
が
お
こ
る
｡

･
履
物
の
緒
が
切
れ
る
と
不
吉
｡

･
地
震
が
お
き
る
時
刻
に
よ
っ
て
'
九
つ
が
病
､
五
つ
が
雨
'
四
つ
が
日
昭
…り
'
六
つ
､
七

つ
は
雨
と
知
る
｡

二

卜
占

人
相
に
関
す
る
こ
と

･
頭
に
ツ
ム
ジ
の
二
つ
あ
る
人
は
､
女
房
を
二
人
も
つ
｡
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･
頭
に
ツ
ム
ジ
の
二
つ
あ
る
人
は
､
気
が
強
い
｡

･
目
尻
に
ホ
ク
D
が
あ
る
人
は
泣
き
虫
.

･
口
の
ま
わ
り
に
ホ
ク
ロ
が
あ
る
人
は
'
お
し
ゃ
べ
り
｡

三

禁
忌

衣
に
関
す
る
こ
と

･
男
の
子
に
着
物
を
着
せ
る
と
き
､
ま
ち
が
っ
て
左
前
に
す
る
な
｡

･
i
枚
の
着
物
を
多
勢
で
繕
う
も
の
で
は
な
い
O
(葬
式
の
と
き
に
お
こ
な
う
こ
と
だ
か
ら
)

･
洗
濯
物
は
夜
干
し
て
は
い
け
な
い
.

食
に
関
す
る
こ
と

･
ス
イ
カ
と
天
プ
ラ
を
い
っ
し
ょ
に
食
べ
て
は
い
け
な
い
｡
(お
腹
を
こ
わ
す
)

･
梅
干
は
ウ
ナ
ギ
や
タ
コ
や
イ
カ
と
い
っ
し
ょ
に
食
べ
て
は
い
け
な
い
｡
(お
腹
を
こ
わ
す
)

･
柿
と
カ
ニ
を
い
っ
し
ょ
に
金

へ
る
と
い
け
な
い
o
(腹
痛
を
お
こ
す
)

･
カ
ニ
と
氷
水
を
い
っ
し
ょ
に
食
べ
て
は
い
け
な
い
｡

･
ア
サ
リ
と
マ
ツ
タ
ケ
は
悪
い
C

･
ウ
マ
年
の
人
は
ウ
ナ
ギ
を
食
べ
る
な
｡

･
秋
ナ
ス
は
嫁
に
食

へ
さ
せ
て
は
い
け
な
い
O
(秋
ナ
ス
は
お
い
し
い
か
ら
｡
秋
ナ
ス
は
種
が
な
い
か
ら
'
食

へ
る
と
妊
娠
し
な
-
な
る
か
ら
)

･
御
飯
を

1
へ
ら
で
盛
る
も
の
で
は
な
い
｡

･
1
杯
茶
を
飲
む
も
の
で
は
な
い
｡

･
御
飯
の
う
え
に
箸
を
立
て
て
は
い
け
な
い
｡

･
水
に
お
湯
を
足
し
て
は
い
け
な
い
｡
(逆
さ
水
と
い
っ
て
､
葬
式
の
と
き
に
す
る
こ
と
だ
か
ら
)

仲
田
ク
ラ
さ
ん
(北
山
田
･
S;)



宿.い節節

･
ー
ィ
チ
ャ
モ
チ
は
よ
く
な
い
｡

･
墓

に
供
え
た
物
を
持
ち
帰
っ
て
は
い
け
な
い
｡

･
十
二
月
二
十
九
日
に
モ
チ
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
.
(
ク
モ
チ
は
つ
く
な
o
苦
し
む
か
ら
)

･
放

物
を
三
切
つ
け
て
は
い
け
な
い
｡
(身
を
切
る
､
と
い
う
か
ら
)

･
湯
を
煮
た
て
て
お
く
と
'
隣
の
家
が
幸
福
に
な
り
'
自
分
の
家
は
合
乏
に
な
っ
て
し
ま
う
｡

･
夜
､
塩
を
買
っ
て
は
い
け
な
い
｡

･
食
後
､
す
ぐ
横
に
な
る
と
牛
に
な
る
O
角
が
は
え
る
｡

･
米
を
粗
末
に
し
て
は
い
け
な
い
｡

住
に
関
す
る
こ
と

･
北
向
き
や
仏
増
の
あ
る
方
に
足
を
向
け
て
.3
て
は
い
け
な
い
｡

･
座
敷
か
ら
履
物
を
は
い
て
外
へ
出
て
は
い
け
な
い
｡
(は
き
お
ろ
し
は
い
け
な
い
)

･
敷
居
の
う
え
に
乗
る
な
｡
靴
t･t
ど
を
の
せ
る
な
｡

･
家
の
ま
わ
り
に
い
る
蛇
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
.
(家
の
蛇
が
い
な
く
な
っ
た
ら
､
金
ま
わ
り
が
慾
-
な
っ

た
)

･
鬼
門

へ
引
越
す
と
不
幸
が
お
こ
る
｡

動
物
に
関
す
る
こ
と

･
-
ミ
ズ
に
小
便
を
か
け
て
は
い
け
な
い
｡
(か
け
る
と
男
の
物
が
ま
る
く
腫
れ
て
し
ま
う
0
そ
う
な
っ
た
と

き
は
､
-
-
ズ
を
土
か
ら
だ
し
て
洗

っ
て
や
る
と
な
お
る
)

･
豚
や
馬
や
ヤ
ギ
を
小
屋
か
ら
出
し
て
は
い
け
な
い
日
が
あ
る
｡
(豚
と
ヤ
ギ
は

1
年
に
二
回
､
馬
は
十
二
月

八
日
と
い
う
)

･
朝
､
ク
モ
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
.

植
物
に
関
す
る
こ
と

転
塚
松
之
助
さ
ん

(北
山
EZT

訓
)

ー■､
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･
ザ
ク
ロ
を
植
え
て
は
い
け
な
い
｡
(病
気
に
な
る
)

･
ビ
ワ
を
庭
に
植
え
て
は
い
け
な
い
｡
(病
人
が
出
る
か
ら
)

･
ア
オ
イ
を
庭
に
植
え
て
は
い
け
な
い
｡

･
サ
ル
ス
ベ
リ
を
庭
に
植
え
て
は
い
け
な
い
｡

･
枝
が
下
の
方
に
下
が
る
ヤ
ナ
羊
や
ン
タ
レ
ザ
ク
ラ
は
'
庭
に
植
え
て
は
い
け
な
い
｡

･
マ
ン
ジ

ュ
シ
ャ
ゲ
､
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
は
庭
に
植
え
て
は
い
け
な
い
｡

･
松
は
枯
れ
る
の
で
､
庭
に
植
え
な
い
は
う
が
よ
い
.

･
イ
チ
ョ
ウ
は
お
寺
に
植
え
る
木
だ
か
ら
'
庭
に
植
え
て
は
い
け
な
い
｡

･
お
と
む
ら
い
に
使
う
木

(名
称
不
明
)
を
植
え
て
は
い
け
な
い
｡

･
ウ
ド
ン
ゲ
の
花
が
嘆
く
と
不
吉
な
こ
と
が
お
き
る
o

･
ツ
パ
キ
の
花
は
仏
抱
に
そ
な
え
て
は
い
け
な
い
O
(花
が
ポ
タ
γ
と
落
ち
る
か
ら
)

･
屋
根
よ
り
も
高
い
木
は
よ
-
な
い
｡
(日
陰
を
作
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
)

･
鬼
門

･
妥
鬼
門

(北
虎

･
南
西
)
の
方
角
に
は
木
を
植
え
て
は
い
け
な
い
｡

人
の

一
生
-

妊
婦

･
お
産
に
関
す
る
こ
と

･
娠
婦
は
お
腹
が
冷
え
る
の
で
'
冷
た
い
も
の

(柿
な
と
)
は
食

へ
て
は
い
け
な
い
o

･
妊
姑
が
ナ
マ
コ
を
食

へ
る
と
骨
な
し
子
が
う
ま
れ
る
の
で
食
へ
て
は
い
け
な
い
.

･
ア
サ
リ
は
毒
が
あ
る
の
で
食
べ
て
は
い
け
な
い
.

･
妊
婦
は
葬
式
に
出
て
は
な
ら
tl･,6
い
｡
も
し
出
る
と
き
は
鏡
を
持
っ
て
い
く
｡
(葬
式
で
お
腹
に
さ
わ
る
と
､

子
供
に
黒
い
ア
サ
が
で
き
る
か
ら
)

･
火
叩
の
と
き
に
お
股
を
お
さ
え
る
と
子
供
に
赤
い
7
ザ
が
で
き
る
の
で
'
火
邪
を
見
て
は
な
ら
な
い
｡

･
妊
娠
中
に
転
ぶ
と
逆
子
や
エ
ナ
が
首
に
ま
き
つ
い
た
子
が
生
ま
れ
る
の
で
'
こ
ろ
ん
で
は
い
け
な
い
｡

皆
川
■
碓
さ
ん

(中
川

･
EB
)
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･､妊
娠
中
に
高
い
と
こ
ろ
へ
手
を
伸
ば
し
て
は
い
け
な
い
｡

･
妊
娠
中
に
重
い
も
の
を
持

っ
て
は
い
け
な
い
｡

･
妊
娠
中
に
風
邪
を
ひ
い
て
は
い
け
な
い
｡

･
妊
娠
中
に
風
邪
薬
を
飲
ん
で
は
い
け
な
い
｡

･
北
む
き
で
お
産
を
し
て
は
い
け
な
い
｡

･
へ
ソ
ノ
オ
や
工
ナ
は
箕

(南
東
)
の
方
角
の
縁
の
下
に
埋
め
､
鬼
門
､
l盗
鬼
門
の
方
角
に
埋
め
て
は
い
け
な

L
o

･

一

つ
の
棟
で
同
時
に
お
産
を
し
て
は
い
け
な
い
｡
(優
劣
が
つ
く
か
ら
)

人
の

一
生
-

結
婚
に
関
す
る
こ
と

･
腰
幅
の
狭
い
人
を
姪
に
も
ら
う
も
の
で
は
な
い
｡

･
白
魚
の
よ
う
な
手
の
人
は
血
の
循
環
が
悪
く
､
嫁
に
も
ら
う
も
の
で
は
な
い
｡

･
仏
滅
に
結
婚
式
を
あ
げ
て
は
な
ら
な
い
｡

･
結
婚
式
の
と
き
は
､
サ
ル
､
カ
エ
ル
と
い
う
言
柴
を
使

っ
て
は
い
け
な
い
o

･
結
婚
式
の
と
き
'
嫁
に
な
る
人
は
台
所
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
家
に
入
り
'
玄
関
か
ら
入

っ
て
は
い
け
な
い
｡

人
の

一
生
-

死
に
関
す
る
こ
と

･
死
人
の
部
屋
に
猫
を
近
づ
け
て
は
な
ら
な
い
O
(猫
は
魔
性
の
も
の
だ
か
ら
)

･
死
人
の
知
ら
せ
は

一
人
で
い
く
も
の
で
は
な
い
0

人
の

一
生
-

月
の
も
の
に
関
す
る
こ
と

･
月
の
も
の
が
あ
る
と
き
は
お
宮

へ
お
参
り
を
し
て
は
い
け
な
い
｡

･
職
人
が
働
く
そ
ば
に
近
寄

っ
て
は
い
け
な
い
｡

･
お
供
え
物
を
い
じ
ら
な
い
｡

そ
の
他
の
禁
忌

吉
野
rT]シ
さ
ん

(中
川

･
f2
)
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･
火
は
､
火
の
神
さ
ま
の
も
の
な
の
で
､
小
便
な
ん
か
を
か
け
て
は
い
け
な
い
｡

･
あ
ま
り
嘘
を

つ
-
と
舌
が
腐

っ
て
し
ま
う
か
ら
､
嘘
を
つ
く
も
の
で
は
な
い
｡

･
夜
へ
爪
を
切
る
も
の
で
は
な
い
｡
(親
の
死
に
目
に
会
え
な
-
な
る
)

･
櫛
を
拾

っ
て
は
い
け
な
い
｡
(苦
を
拾
う
)

･
寝
て
い
る
人
を
ま
た
い
で
は
い
け
な
い
｡

･
夜
'
笛
や
ホ
オ
ス
与
を
吹
い
て
は
い
け
な
い
｡
(蛇
が
近

つ
い
て
-
る
か
ら
)

･
山
の
日
は
'
山
の
神
さ
ま
に
感
謝
す
る
日
な
の
で
､
木
を
切

っ
て
は
い
け
な
い
o

･
お
ひ
な
さ
ま
は
三
月
三
日
よ
り
早
く
出
す
の
は
よ
い
が
､
三
日
を
過
き
た
ら
す
く
に
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
(
そ
う
し
な
い
と
縁
遠
く
な

っ
て
し
ま
う
)

･
春
秋
の
社
日
の
午
前
中
は
土
い
じ
り
を
し
て
は
い
け
な
い
o
(土
に
感
謝
す
る
日
)

四

呪
法

･
ハ
チ
の
巣
を
玄
関
の
と
こ
ろ
へ
つ
る
し
て
お
-
と
泥
棒
よ
け
の
ま
じ
な
い
に
な
る
0

･
ウ
メ
の
木
を
屋
敷
に
植
え
る
と
厄
除
け
に
な
る
O

･
火
事
の
と
き
､
赤
い
フ
ン
ト
ン
や
腰
巻
を
屋
根
に
か
け
て
お
-
と
火
が
恐
か
っ
て
近
寄
ら
な
い
｡

･
死
人
を
入
相
す
る
と
き
､
お
供
と
し
て
人
形
を
入
れ
る
｡
(人
形
に
身
代
り
に
な

っ
て
も
ら
う
)

･
お
柏
の
う
え
に
ハ
サ
-
や
刃
物
を
お
-
O
(魔
除
け
に
な
る
)

･
冬
至
に
カ
ボ
チ
ャ
を
食

へ
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
｡

･
l
月
十
四
日
の
セ
イ
ノ
カ
-
の
日
に
､
セ
イ
ト
焼
き
の
煙
を
吸
う
と
風
邪
を
ひ
か
な
く
な
る
｡

･
歯
が
抜
け
た
ら
'
上
の
歯
は
流
し
場
の
下
に
'
下
の
歯
は
屋
根
に
上
げ
る
｡
｢
ね
ず
み
の
娘
に
変
わ
れ
｣

と

い
っ
た
｡
ね
ず
み
の
歯
は
小
さ
-
て
強
い
の
で
こ
う
い
っ
た
｡

･
雷
が
強
い
と
き
は
蚊
張
の
な
か
に
は
い
る
と
よ
い
｡

セ
イ
ト
焼
き

(中
川
･
53
)
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･
富
の
と
き
は
線
再
を

一
本
､
炉
に
立
て
た
り
､
鎌
を
桂
に
し
は
る
と
よ
い
｡

･
富
の
と
き
'
桑
の
木
を
背
中
に
差
し
た
り
､
頑
の
上
に
お
く
と
苗
が
落
ち
な
い
0

･

キ

ッ
ネ
に
化
か
さ
れ
な
い
た
め
に
は
'

マ
ユ
毛
に
唾
を
歳
の
数
だ
け
ぬ
る
と
よ
い
｡

第
二
節

民
間
療
法

一

対
処
法

歯
痛

①
梅
干
を
患
部
に
そ
え
る
｡
②
歯
痛
に
効
く
と
い
う
地
蔵
が
あ

っ
て
'
そ
こ
の
石
を
借
り
て
き
て
痛
む
と
こ

ろ
を
な
で
る
.
③
荏
田
の
柚
木
の
ヤ
ト
-
ヤ
で
あ
っ
た
熊
野
神
社
は
'
歯
痛
に
御
利
益
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

た
.
歯
が
痛
む
と
お
参
り
L
t
治
る
と
萩
の
小
枝
で
作

っ
た
箸
､
五
十
～
百
本
ぐ
ら
い
を
束
ね
て
神
社
に
お
礼

と
し
た
｡
大
正
の
合
把
前
ま
で
み
ら
れ
た
｡

ひ
び

･
あ
か
ぎ
れ

あ
か
ざ
れ
は
､
口
が
開
-
の
で
イ
ジ
ャ
シ
と
い
う
｡
①
石
を

へ
ッ
ツ
イ
に
の
せ
て
温
め
'
患
部
に
こ
す
り
つ

け
る
｡
②
杉
の
木
の
ヤ
二
を
取

っ
て
き
て
付
け
る
｡

ト
ゲ

①
軸

の

ト
ゲ
で
ほ
じ
っ
て
取
る
｡
②
巣
鴨
の
と
げ
抜
き
地
蔵

(高
岩
寺
)
に
行
き
'
オ
ス
ガ
タ
を
買

っ
て
き

て
煎
じ
て
飲
む
｡

イ
ポ

①
盆
に
先
祖
さ
ま
を
迎
え
る
の
に
作

っ
た
ナ
ス
や
キ

ュ
ウ
リ
の
牛
馬
を
道
端
か
ら
取

っ
て
き
て
こ
す
る
と
治

る
C
②
田
の
中
か
ら
出
て
き
た
地
蔵
さ
ま
か
ら
石
を
借
り
て
き
て
イ
ポ
を
こ
す
る
.
治
っ
た
ら
摺
り
た
石
を
倍

に
し
て
か
え
す
O
③
茅
ヶ
崎
で
は
､
庚
申
さ
ま
は
'
イ
ポ
を
治
す
神
さ
ま
と
い
わ
れ
て
い
る
o
庚
申
さ
ま
に
あ

吉
野

E
碓
象

(那
ケ
崎

･
5
)
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る
石
を

一
つ
借
り
て
き
て
､
毎
朝
そ
れ
で
イ
ポ
を
こ
す
る
と
治
る
と
い
う
｡
治
る
と
石
の
数
を
ふ
や
し
て
お
返

し
し
た
.
④
大
熊
の
地
蔵
さ
ま

(地
蔵
堂
)
は
､
イ
ポ
ト
リ
地
蔵
と
も
い
わ
れ
'
大
熊
の
人
は
お
参
り
に
行
く
｡

⑤
子
ど
も
が
遊
び
で
'
側
に
い
る
子
に

｢
え
ぽ
'
え
は
'
う
つ
っ
ち
ゃ
え
'
う
つ
っ
ち
ゃ
え
｣
と
い
う
｡
⑥
ナ

メ
ク
ジ
を
イ
ポ
に
す
り
つ
け
る
真
似
を
す
る
と
治
る
と
い
っ
た
｡

足
の
し
び
れ

唾
を
指
で
額
に
つ
け
る
｡

肩
こ
り

･
腰
痛

お
灸
を
し
て
も
ら
う
｡

眼
病

･
も
の
も
ら
い

井
戸
に
行

っ
て

｢治
し
て
-
だ
さ
い
'
治
し
て
-
だ
さ
い
､
治
り
ま
し
た
ら
全

部
見
せ
ま
す
｣
と
い
っ
て
-

ソ
コ
シ
を
少
し
だ
け
井
戸
に
見
せ
る
｡

腹
痛

･
下
痢
止
め

①
梅
酢
を
飲
む
｡
②
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ

(薬
草
)
を
煎
じ
て
飲
む
o
③
ク
マ
ノ
イ
を
飲
む
.

風
邪

･
百
日
咳

･
咳

①
温
め
た
酒
の
な
か
に
卵
を
入
れ
た

｢卵
酒
｣

を
飲
む
.
②

ハ
ヤ
リ
カ
ゼ
の
と
き
に
､
茅
ヶ
崎
の
オ
ン
ヤ
モ

ノ
サ
マ
に
お
参
り
す
る
と
咳
が
止
ま
る
と
い
う
｡

治
る
と
ン
ヤ
モ
ジ
を
奉
納
す
る
O

ノ
ド
が
痛
い
と
き
は
､
③
十
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に
切

っ
た
ネ
ギ
を
三
､
凹
本
用
意
す
る
0
そ
れ
を
プ
ヤ
プ
ヤ

に
な
る
ま
で
果
焼
き
に
し
て
ノ
ド
に
当
て
る
｡
④

コ
ン
ニ
ャ
ク
を
あ
た
た
め
て
ノ
ド
に
重
-
｡
⑤
塩
を
抄
っ
て

布
に
つ
つ
み
ノ
ド
に
ま
く
｡

咳
が
で
る
と
き
は
､
⑥
梅
干
し
を
小
さ
い
も
の
な
ら
二
つ
､
大
き
い
も
の
な
ら

1
つ
を
炭
の
な
か
へ
入
れ
て

照
焼
き
に
す
る
｡
湯
飲
み
に
入
れ
て
場
を
そ
そ
ぎ
'
黒
-
な
っ
た
水
を
飲
む
と
よ
い
｡
⑦
み
そ
H
に
生
ネ
ギ
を

入

れ
て
飲
む
｡

イ
ポ
ト
リ
地
孟
(大
熊
･
鉛
)
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せ
ん
そ
く

､
①
ジ

ュ
ウ
ワ
ク

(
ド
ク
ダ
-
)
を
煎
じ
て
飲
む
｡
②

フ
キ
ノ
ト
ウ
を
食

へ
る
｡

高
熱

･
は
き
く
だ
し

ヒ
マ
ゾ
油
を
飲
む
｡

発
熱

-
-
ズ
を
煎
じ
て
飲
む
｡

キ
ョ
ウ
7
-
ム
シ

背
中
に
あ

ざ
が
で
き
る
病
気
を
キ

ョ
ウ
7
-
ム
ン
と
い
い
'

ユ
キ
ノ
ノ
タ
を
塩
で
嫌
み
'
煎
じ
て
飲
ん
だ
O

打
ち
身

卵
の
白
身
と
メ
リ
ケ
ン
粉
を
よ
く
練
り
合
わ
せ
'
そ
れ
を
患
部
に
出
和
し
た
｡

頭
痛

梅
干
の
架
肉
を

コ
メ
カ
-
に
は
る
｡

ヨ
メ
ク
ラ

鳥
目

(夜
盲
症
)
の
こ
と
を

ヨ
メ
ク
ラ
と
い
っ
た
｡

ヨ
メ
ク
ラ
に
は
､
ヤ

ツ
メ
ウ
ナ
ギ
を
企

へ
た
0

子
ど
も
の
ヒ
キ
ッ
ケ

①
頑
か
ら
水
を
か
け
る
｡
②

ユ
キ
ノ
ン
タ
を
あ
ぶ

っ
て
操
み
､
そ
れ
を
煎
じ
て
飲
ま
せ
る
0

発
熱

･
夜
な
き

キ

ュ
ウ
メ
イ
ガ
ン

(求
命
丸
)
を
飲
ま
せ
る
｡
ま
た
'
子
ど
も
が
ま
だ
腹
の
な
か
に
い
る
と
き
に
親
が
飲
む

と
よ
い
と
い
う
｡

体
の
弱
い
子

下
作
延
の
身
代
不
動
*
か
ら
ム
シ
フ
ウ
ジ
の
お
札
を
も
ら

っ
て
き
て
､
木
の
和
に
納
め
､
滋
基
の
天
井
か
ら
'

そ
の
子
の
枕
の
上
あ
た
り
に
吊
し
て
お
い
た
｡
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寝
小
便

①
温
い
も
の
を
寝
る
前
に
飲
ま
せ
る
O
②
ゥ
サ
ギ
の
フ
ン
を
煎
じ
て
飲
ま
せ
る
｡

高
血
圧

柿
の
木
に
芽
が
出
た
と
き
､
そ
の
芽
を
摘
み
と

っ
て
煎
じ
て
飲
む
と
血
圧
の
高
い
人
に
は
よ
い
｡

回
虫

回
虫
に
は
セ
メ
ン
敬
を
飲
ま
せ
る
.

肝
巌
病

･
tZtlの
病

肝
臓
病
や
目
の
病
い
に
は
ン
ジ
-
が
効
-
と
い
わ
れ
る
｡
ま
た
黄
だ
ん
に
な
っ
た
人
に
､
-
ソ
汁
に
入
れ
て

与
え
た
｡

火
傷

①

サ
ボ
テ
ン
を
す
り
お
ろ
し
た
汁
を
塗
る
｡
②
ア
ロ
エ
や
糠
味
噌
を
付
け
る
｡
③

ユ
キ
ノ
ソ
タ
を
前
･;じ
て
す

り
こ
む
.
④
馬
の
肉
の
脂
身
の
部
分
を
張
る
と
水
ぶ
く
れ
に
も
な
ら
ず
'
毛
も
ま
た
生
え
て
-
る
｡

ハ
チ
さ
さ
れ

①
柿
の
実
の
皮
の
シ
プ
を
付
け
る
｡
②
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
す

っ
て
付
け
る
｡
③
里
芋
の
ジ
ク
を
折

っ
て
付
け
る
｡

④
ア
サ
ガ
オ
の
柔
を
操
ん
で
付
け
る
｡

虫
さ
さ
れ

虫
さ
さ
れ
に
は
'
ス
ギ
ナ
を
熊
し
て
付
け
る
｡

切
り
傷

切
り
傷
に
は
'
フ
キ
の
柴
を
探
ん
で
付
け
る
｡

止
血

①
カ
タ
パ
-
や
イ
ヌ
コ
ズ
チ
の
染
を
張

っ
て
お
く
と
止
ま
る
｡
②
ち
ょ
っ
と
し
た
ケ
ガ
を
し
て
血
が
出
た
ら
'

-
イ
ロ
グ
サ
を
傷
口
に
付
け
る
と
血
が
止
ま
る
｡

鈴
木
平
治
さ
ん
(勝
田
･
5
)
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魚
の
骨
が
ノ
卜
に
ひ
っ
か
か
っ
た
と
き

①
と
け
ぬ
き
地
蔵
の
お
札
で
撫
で
る
と
よ
い
｡
②
島
の
羽
で
撫
で
る
と
よ
い
O
③
醤
油
を
飲
む
と
よ
い
｡
④

(箸
を
頭
の
う
え
に
立
て
る
と
よ
い
O

毒
く
だ
し

ト
ク
ダ
ミ
を
煎
じ
て
飲
む
O
乾
燥
さ
せ
て
煎
じ
て
飲
む
と
'
蚊
に
食
わ
れ
た
と
こ
ろ
は
な
お
り
'
中
耳
炎
に

も
効
-
O
ま
た
吹
き
で
も
の
に
も
効
-
0

ウ
ル
シ
か
ぶ
れ

①
サ
ワ
カ
ニ

(清
水
ガ
ニ
)
を
つ
ぶ
し
て
塗
る
0
②
ス
ギ
ナ
を
煎
じ
て
飲
む
o
③
油
揚
げ
を
押
し
付
け
る
o

お
百
度
参
り

子
ど
も
が
病
気
に
な
る
と
､
母
親
は
鎮
守
に

｢
お
百
度
参
り
｣
に
行

っ
た
o
神
社
で
は
'
境
内
を
右
回
り
に

ま
わ
り
'

一
回
り
す
る
た
び
に
大
豆
を

一
つ
ぶ
ず
つ
置
い
て
計
算
し
た
｡
手
伝

っ
て
-
れ
る
人
が
多
け
れ
は
多

い
ほ
と
早
-
す
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た
し
､
そ
れ
だ
け
効
き
め
が
あ
る
と
い
わ
れ
た
｡

そ
の
ほ
か
'
家
に
重
病
者
が
出
た
と
き
に
は
､
-
ル
ヒ
ト
と
か
オ
カ
-
ヤ
'
-
ト
ヤ
な
と
と
呼
ば
れ
る
民
間

宗
教
者
に
来
て
も
ら
っ
て
祈
穏
し
て
も
ら
っ
た
り
､
遠
方
の
有
名
寺
社
に
祈
願
に
行
-
こ
と
も
あ

っ
た
｡

二

予
防
法

･
健
康
法

中
気

①
そ
の
日
に
摘
ん
だ
茶
の
糞
を
､
午
前
十
時
ま
で
に
煎
じ
て
飲
む
と
中
気
に
な
ら
な
い
O
そ
の
方
法
は
茶
の

糞
を
ひ
と
つ
か
み
ず
つ
湯
で
ふ
か
し
へ
よ
っ
て
カ
サ
カ
サ
乾
燥
さ
せ
る
O
そ
れ
を
細
か
-
し
て
煎
じ
て
飲
む
.

②
お
盆
の
送
り
火
に
ム
ギ
ワ
ラ
を
燃
や
す
｡
こ
の
煙
を
体
に
あ
ひ
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
｡
③
十
二
月

の
冬
至
の
と
き
に
カ
ボ
チ
ャ
を
煮
て
金

へ
る
O
ま
た
､
こ
れ
を
二
十
八
日
に
も
ち
こ
し
て
食

へ
る
と
中
気
に
な

平
野
ト
ヨ
さ
ん
(大
熊
･
5
)
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ら
な
い
と
も
い
う
｡

毒
虫

一
月
十
五
日
の
朝
'
ア
ズ
キ
ガ
ユ
を
食
べ
る
が
､
そ
の
残
り
を

一
月
十
七
口
の
朝
に
食

へ
る
と
市
虫
に
刺
さ

れ
な
い
と
い
う
｡

肝
鹿

肝
臓
に
よ
い
と
い
っ
て
'
実
を

つ
け
る
前
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
ン
の
ケ
バ
看
取

っ
て
干

し
て
お
き
､
煎
じ
て
飲
む
｡

健
康
維
持

①
ク
コ
の
薬
を
天
日
で
乾
燥
さ
せ
､
刻
ん
だ
も
の
を
解
し
て
'
侮
日
飲
む
と
よ
い
と
い
う
0
②
ン
マ
ヘ
ビ
の

キ
モ
を
朗
じ
て
飲
む
と
長
生
き
す
る
O

第

三
節

そ
の
他
の
口
承
文
芸

1

キ

ッ
ネ

に
関
す
る
話

キ
ッ
ネ
は
､
当
地
で
は
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
'
数
多
く
棲
息
し
て
い
た
｡
こ
の
キ
ッ
ネ
に
ま

つ
わ
る
話
を
紹

介
し
て
お
こ
う
｡

･
任
EB
の
方

へ
出
か
け
た
と
き
'
道
の
真
巾
に
松
の
木
が
生
え
て
い
て
通
れ
な
か

っ
た
｡
そ
こ
で
松
の
木
に
腰

か
け
へ
タ
バ
コ
に
火
を

つ
け
､
松
の
木
に
押
し

っ
け
た
ら
､
松
の
木
が
消
え
た
｡
キ
ッ
ネ
は
タ
バ
コ
が
嫌
い

だ
そ
う
で
あ
る
｡

･
シ
ョ
イ
タ

(背
負
子
)
を
背
負

っ
て
畑
に
行
き
'
そ
の
の
ち
'
山
に
木
を
収
り
に
い
っ
て
;I
ろ
う
と
し
て
､

ン
rn
イ
タ
を
背
負
お
う
と
し
た
ら
重
く
て
持
ち
あ
が
ら
な
い
｡
お
か
し
い
な
と
M
心
い
う
し
ろ
に
ま
わ
り
､
手

で
持

っ
て
み
る
と
軽
-
持
ち
あ
が
る
｡
ま
た
ン
ヨ
イ
タ
を
背
負
お
う
と
す
る
と
持
ち
あ
が
ら
な
い
｡
キ
ッ
ネ

の
い
た
ず
ら
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
｡

中
山
フ
サ
さ
ん

(大
熊

･
5
)
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･
む
か
し
､
江
川
と
鶴
見
川
の
間
は
田
岡
で
､
秋
の
こ
ろ
は
黄
金
色
の
風
が
吹
い
て
い
た
.
そ
の
こ
ろ
は
ま
だ

横
浜
線
の
列
車
の
通
る
の
が
見
え
た
｡
そ
し
て
江
川
の
土
手
い
っ
ぱ
い
に
キ
ッ
ネ
火
が
と
も

っ
た
｡
た
い
へ

ん
き
れ
い
な
も
の
だ
が
､
キ
ッ
ネ
の
体
の
ど
の
部
分
が
光
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
o
キ
ッ
ネ
の
嫁
入
り
と
も
､

キ
ッ
ネ
の
引
越
し
と
も
い
う
｡

･
キ
ッ
ネ
は
い
ま
の
第
三
京
浜
道
路
の
港
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
所
の
川
辺
に
い
っ
ぱ
い
い
た
O
夜
に
な
る

と
､
キ
ッ
ネ
が
吐
く
息
が
ヒ
ゲ
に
つ
い
て
'
光

っ
て
見
え
た
｡
ま
た
'
キ
ッ
ネ
が
前
足
を
地
面
に
つ
け
､
後

足
を
戸
に
か
け
て
'
尻

っ
ば
で
ト
ン
ト
ン
と
戸
を
た
た
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
｡

･
北
山
田
へ
仕
事
に
い
っ
て
､
そ
の
帰
り
に
大
棚
を
通

っ
て
勝
E
3
へ
出
る
途
中
に
は
人
家
が

1
軒
も
な
か

っ
た
｡

大
の
男
で
も
そ
ん
な
と
こ
ろ
を
通
る
の
は
い
や
な
も
の
だ
｡
そ
こ
は
蛇
谷
戸
と
い
わ
れ
て
い
た
｡
そ
の
蛇
谷

戸
の
む
こ
う
側
だ
っ
た
｡
小
便
を
し
て
へ
ヒ
ョ
イ
ソ
と
前
を
見
た
ら
'
い
つ
の
問
に
か
き
れ
い
な
娘
が
立

っ

て
い
た
｡
｢
ど
う
し
た
ん
だ
い
'
こ
ん
な
所
で
｣
と
声
を
か
け
て
も
退
部
が
な
い
O
こ
り
ゃ
キ
ッ
ネ
だ
と
思

っ

て
刀
を
引

っ
こ
抜
い
て

(屋
根
葺
き
職
人
だ

っ
た
か
ら
小
刀
の
サ
ス
ガ
を
持

っ
て
い
た
)､
娘
の
う
し
ろ
っ

側
を
切

っ
た
ら
姿
を
消
し
た
｡
キ
ッ
ネ
は
化
け
て
出
て
も
､
そ
の
お
化
け
の
う
し
ろ
っ
側
に
い
る
も
の
だ
と

い
う
｡

･
鶴
見
川
に
小
机

へ
行
く
橋
が
か
か

っ
て
い
る
が
'
そ
の
あ
た
り
に
小
さ
い
堰
が
あ

っ
た
｡
九
月
二
十
二
日
の

祭
り
の
日
､
あ
る
人
が
小
机
の
親
戚

へ
行

っ
て
'
ご
馳
走
を
も
ら
っ
て
帰

っ
て
き
た
｡
堰
の
あ
た
り
に
さ
し

か
か
る
と
荷
物
が
と
た
ん
に
重
く
な
っ
た
o
I
l､
三
分
し
た
ら
軽
く
tl･,6
つ
た
｡
荷
物
を
見
た
ら
こ
馳
走
が
'

う
ん
と
食

へ
ら
れ
て
い
た
｡

･
現
在
の
第
三
京
浜
道
路
の
港
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
あ
る
あ
た
り
に
は
､
む
か
し
キ
ッ
ネ
が
多
-
い
た
.

と
こ
だ
か
の
人
が
､
川
向
の
親
戚

へ
行

っ
た
が
晩
に
な
っ
て
も
帰
っ
て
こ
な
い
Q
お
か
し
い
と
思

っ
て
朝
に

な

っ
て
迎
え
に
行

っ
て
み
た
ら
､
そ
の
あ
た
り
で
腰
ま
で
者
物
を
ま
-
り
あ
げ
て
､
｢
お
お
深
け
ーte
､
お
お

深
け
え
｣
と
い
っ
て
い
た
｡
迎
え
に
い
っ
た
人
が

｢
な
ん
だ
こ
り
ゃ
-
｣
と
い
っ
て
そ
の
人
を
た
た
い
た
ら
､

長
沢
4Q
之
助
さ
ん

(中
川

･
E3
)
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｢あ
あ
､
夜
が
明
け
た
-
｣
と
い
っ
た
そ
う
だ
｡

･
菅
田
に
奉
公
し
て
い
た
｡
御
大
典
記
念
で
村
の
人
が
行
列
し
た
り
し
た
Dj
だ
っ
た
.
暗
-
な

っ
て
､
奉
公
先

の
主
人
が
こ
馳
走
を
下
げ
て
歩
い
て
来
た
｡
そ
れ
に
キ
ッ
ネ
が
つ
い
て
き
た
ら
し
い
｡
主
人
が
歩
-
先
の
松

の
木
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
ズ
ー
ソ
と
斜
め
に
タ
カ
ハ
リ
チ
ョ
ウ
チ
ン
が
下
が
っ
た
o
主
人
が
松
の
木
を
通
り
過

ぎ
る
と
､
こ
ん
と
は
道
の
端
に
ズ
ー
ソ
と
出
た
O
主
人
は
､
キ
ッ
ネ
か
こ
馳
走
を
ね
ら

っ
て
い
る
の
だ
と
思

っ

て
気
が
付
-
と
､
こ
馳
走
が
消
え
て
い
た
｡

･
と
こ
か
へ
行

っ
た
帰
り
に
､
土
産
を
下
げ
て
歩
い
て
い
た
｡

フ
ッ
と
気
が
付
い
た
ら
､
木
を

つ
か
ま
え
て
､

石
臼
を
挽
く
と
き
の
よ
う
に
手
を
動
か
し
て
い
た
o

･
お
祭
り
に
行

っ
て
か
え
る
と
き
'
キ
ッ
ネ
に
化
か
さ
れ
た
｡

･
ド
ジ

nl
ウ
プ
チ
に
カ
ン
テ
ラ
下
げ
て
い
っ
た
子
が
､
田
闇
の
真
ん
中
で
泣
い
て
い
た
｡
キ
ッ
ネ
た
っ
た
の
だ

ろ
う
0

･
キ
ッ
ネ
は
硫
黄
を
嫌
う
､
と
い
わ
れ
て
い
た
｡
嫁
が
里
へ
行

っ
て
土
産
を
も
ら
っ
て
帰
る
と
き
に
は
､
重
箱

の
風
呂
敷
包
に
マ
ッ
チ
棒
を
二
'
三
本
入
れ
た
も
の
だ
O

･
お
磯
子
の
稽
古
の
宿
は
も
ち
ま
わ
り
で
や
ん
へ
え
､
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
'
あ
る
宿
か
ら
の
帰
り
道
'
真

照
寺
か
ら
下

っ
て
暗
い
道
を
鶴
見
川
の
土
手
を
見
な
が
ら
家
に
向
か

っ
て
い
た
o
す
る
と
､
土
手
に
提
灯
の

火
が
三
つ
も
四
つ
も
つ
い
て
､
フ
ッ
と
消
え
た
｡
と
思
う
と
'
は
る
か
離
れ
た
と
こ
ろ
に
六

つ
く
ら
い
に
ふ

え
て
現
わ
れ
た
｡

･
キ
ッ
ネ
が
提
灯
を
ぷ
ら
さ
け
て
行
列
を
し
て
い
た
そ
う
だ
o

･
夜
､
あ
ま
り
人
通
り
が
な
い
と
き
の
こ
と
だ
｡
川
の
土
手
の
と
こ
ろ
で
提
灯
行
列
を
や
っ
て
い
た
｡
気
が
付

-
と
､
足
元
で
キ
ッ
ネ
が
ク
ン
ク
ン
猫
を
鳴
ら
し
て
い
た
そ
う
だ
D

･
川
向
の
ヤ
ナ
セ
の
工
場
の
あ
た
り
は
'
む
か
し
､
田
圃
で
､
そ
の
む
こ
う
が
土
手
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
土
手

を
ず
う
っ
と
キ
ッ
ネ
が
並
ん
で
嫉
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
た

(キ
ッ
ネ
の
嫁
入
り
)0

金
子
故
意
さ
ん

(中
川

･
53
)
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･
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
か
か

っ
た
よ
う
な
人
を

｢
キ
ッ
ネ
が
つ
い
た
｣
と
い
う
｡
あ
る
人
は
'
自
分
の
家
の
屋
敷
神

の
前
で
神
主
が
す
る
よ
う
な
拝
み
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
り
､
人
を
自
分
の
と
こ
ろ
に
呼
ん
で
お
い
て
､

.tt

｢
お
前
達
の
体
を
い
ま
す
く
動
か
な
い
よ
う
に
し
て
や
る
｣
な
と
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
O
そ
う
い
う
人
が

い
る
と
'
味
噌
部
屋
の
味
噌
を
キ
ッ
ネ
が
な
め
に
来
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
'
味
噌
の
表
面
を
き
れ
い
に
な

ら
し
て
お
い
た
｡
す
る
と
味
噌
を
な
め
た
跡
が
あ
っ
た
｡

･
キ
ッ
ネ
は
ネ
ス
ミ
の
す
こ
し
大
き
い
く
ら
い
の
大
き
さ
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
キ
ッ
ネ
が
つ
い
た
人
の

と
こ
ろ
へ
こ
飯
を
持

っ
て
い
く
と
'
食

へ
た
よ
う
す
が
な
い
の
に
､
な
-
な

っ
て
い
る
o
あ
れ
は
キ
ッ
ネ
が

食

っ
た
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
O

･
昭
和
初
年
こ
ろ
､
菅
田
の
新
井
新
田
に
オ
カ
-
ヤ
が
い
て
'
み
て
も
ら
い
に
い
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
そ
の
人

は
と
う
も
怪
し
い
o
そ
こ
で
武
州
の
御
森
山

へ
い
っ
て
オ
イ
ヌ
サ
マ
を
侶
り
て
き
た
O
小
屋
を
作

っ
て
砂
を

吉
土
山
の
よ
う
に
形
作

っ
て
い
た
が
､
御
獄
山
の
お
札
を
も
ら

っ
て
帰

っ
て
き
た
ら
､
そ
の
砂
に
犬
の
足
跡

が
つ
い
て
い
た
｡
キ
ッ
ネ
が
つ
い
た
人
の
枕
元
に
お
札
を
置
い
て
あ

っ
た
ら
'
そ
の
人
は
朝
方
に
突
然
と
び

起
き
た
.
そ
れ
で
キ
ッ
ネ
か
つ
い
た
の
が
と
れ
た
O
そ
の
人
の
膝
に
は
白
い
キ
ッ
ネ
の
毛
が
付
い
て
い
た
O

･
年
寄
り
が
年
を
と
っ
て
ボ
ケ
て
し
ま
う
と
'
キ
ッ
ネ
が
つ
い
た
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
｡
そ
の
年
寄
り

が

｢
キ
ッ
ネ
が
出
る
｣
と
口
走

っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
｡

･
山
の
な
か
で
い
く
つ
も
道
が
あ

っ
て
､
と
れ
を
行

っ
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
-
な
り
､
迷

っ
て
い
る
と
'

い

つ
の
間
に
か
川
の
な
か
に
い
た
と
い
う
話
や
､
娘
と
な
り
か
わ
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
｡

･
キ
ッ
ネ
に
化
か
さ
れ
た
人
に
は
'
ソ
バ
の
白
い
部
分
が
海
や
沼
に
見
え
る
そ
う
で
､
近
所
の
人
が
ソ
バ
の
畑

に
向
か

っ
て
'
尻
は
し
ょ
り
し
て
へ
海
に
と
ん
と
ん
入

っ
て
行
-
つ
も
り
ら
し
-
､
｢
お
お
深
け
え
､
お
お

深
け
え
｣
と
い
っ
て
い
る
の
を
見
た
､
と
い
う
話
を
聞
い
た
｡

･
お
使
い
に
行

っ
て
山
の
な
か
に
入

っ
て
な
か
な
か
も
と
っ
て
こ
な
か
っ
た
｡
家
族
の
者
が
心
配
し
て
探
し
に

い
っ
て
み
る
と
､
｢
お
お
深
け
え
､
お
お
深
け
え
｣
と
い
っ
て
'
と
ん
と
ん
山
の
な
か
に
入

っ
て
い
-
と
こ

御
】狐
山
の
お
札

も

苫
台
被
次
家

(牛
久
保
金
子
入
･
4
)

左

金
子
株
久
家

(中
川
･
5
)
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ろ
だ
っ
た
o
家
族
の
者
が
追
い
つ
い
て
み
る
と
'
身
に
着
け
て
い
た
も
の
は
す

へ
て
な
-
し
て
い
た
｡

二

人
魂

に
関
す
る
話

･
近
所
で
不
幸
が
あ

っ
た
夜
､
そ
ち
ら
の
方
角
か
ら
お
寺
の
方

へ
上
下
し
な
が
ら
飛
ん
で
い
っ
て
'
と
び
散

っ

て
し
ま
っ
た
｡

･
女
子
百
年
団
の
集
ま
り
が
あ
っ
て
､
遅
く
な

っ
て
し
ま
い
､
六
人
で
帰

っ
た
｡
そ
の
帰
り
道
､
タ
バ
コ
屋
さ

ん
の
前
で
立
ち
話
を
し
て
い
る
と
､
墓
場
の
ケ
ヤ
辛
の
木
の
上
か
ら
山
の
方

へ
'
青
い
火
の
玉
が
飛
ん
で
行

)

-
の
を
四
人
が
見
た
｡
ま
た
'
雨
の
夜
に
お
墓
で
眉
の
中
の
-
ン
が
燃
え
る
青
白
い
火
を
何
度
か
み
た
こ
と

が
あ
る
｡

･
あ
る
晩
'
直
径
五
十
セ
ン
チ
く
ら
い
の
人
魂
が
､
長
さ
百
二
十
セ
ン
チ
く
ら
い
の
尾
を
引
い
て
ス
ー
ツ
と
動

い
て
い
っ
た
｡
い
ま
思
う
と
夜
光
虫
か
な
ん
か
た
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

･
夕
暮
れ
こ
ろ
'
頑
の
う
え
で
ピ
カ
ッ
と
光
る
も
の
が
あ
る
の
で
よ
く
見
て
み
る
と
､
青
い
光
が
飛
ん
で
い
た
o

追
い
か
け
て
い
っ
て
み
る
と
､
そ
の
う
ち
地
面
に
落
ち
た
の
で
'
近
寄

っ
て
み
る
と
あ
ぶ
く
だ
っ
た
｡

･
ま
だ
日
も
高
-
､
夕
暮
れ
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
｡
夢
中
に
な

っ
て
遊
ん
で
い
る
と
､
空
の
方
で
何
か

ン
ユ
ー
ソ
と
い
う
書
か
し
た
の
で
見
て
み
る
と
'
屋
根
の
棟
か
ら
ス
I
ノ
と
宍

っ
赤
で
尾
を
引
い
た
人
魂
が

上
下

し
な
か
ら
､
松
山
を
-
-
っ
て
北
の
方
に
飛
ん
で
い
っ
た
｡
そ
の
こ
ろ
､
近
所
に
体
が
弱
い
子
が
い
た

が
､
ち
ょ
う
ど
人
魂
を
見
た
こ
ろ
に
亡
-
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
あ
と
で
聞
い
た
｡
も
し
か
し
た
ら
'
自
分

に
死
ん
だ
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
に
人
魂
に
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

･
夕
暮
れ
に
遊
ん
で
い
る
と
､
頑
の
上
で
ピ
カ
ッ
と
何
か
が
光

っ
た
と
思

っ
た
｡
見
あ
げ
て
み
る
と
'
青
い
光

が
上
下
し
な
が
ら
飛
ん
で
い
っ
た
o

長
沢
ミ
ネ
さ
ん

(中
川

･
53
)
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三

不
思
議
な
話

･
昭
和
三
十
年
ご
ろ
に
､
お
昼
を
食

へ
て
細
に
行
こ
う
と
し
て
リ
ヤ
カ
I
A
ひ
い
て
い
た
｡
何
気
な
-
空
を
見

あ
げ
て
み
る
と
､
円
盤
の
よ
う
な
も
の
が
廻
り
な
が
ら
北
の
方

へ
向
か
っ
て
飛
ん
で
い
っ
た
｡
い
ま
だ
に
何

だ
っ
た
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
｡

･
江
川
で
'
夜
中
に
サ
ン
サ
ン
サ
ソ
と
小
豆
を
と
く
書
か
し
た
｡
川
の
音
が
小
豆
を
と
-
音
の
よ
う
に
聞
こ
え

た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

･
御
荒
神
さ
ま
は
火
の
神
さ
ま
で
､
十

1
月
二
十
七
､
二
十
八
日
'
三
月
二
十
七
､
二
十
八
日
に
品
川
の
梅
雲

寺
に
ご
神
体
を
も

っ
て
い
っ
て
拝
み
'
火
を
燃
や
し
て
あ
ぶ
る

(
オ
カ
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
)｡
あ
る
日
､

台
所
で
金
串
の
用
意
を
し
て
い
て
鍋
を
掛
け
て
い
た
が
､
ほ
か
の
用
率
が
で
き
て
そ
ち
ら
の
方
に
気
を
と
ら

れ
て
'
す

っ
か
り
鍋
の
こ
と
を
わ
す
れ
て
い
た
｡
す
る
と
台
所
の
ほ
う
で
ガ
シ
ャ
ン
と
い
う
大
き
な
音
が
し

た
｡
び
っ
く
り
し
て
急
い
で
行

っ
て
み
る
と
､
御
荒
神
さ
ま
が
床
に
落
ち
て
割
れ
て
い
て
'
鍋
は
水
が
な
-

な
り
､
古
穴
っ
黒
に
焦
げ
て
い
て
'
火
事
に
な
る
寸
前
だ

っ
た
｡
御
荒
神
さ
ま
が
割
れ
た
の
は
､
そ
れ
を
知
ら

せ
る
つ
も
り
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
0
こ
う
い
う
話
は
人
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
､
風
も
な
い
の
に
御
荒
神
さ

ま
が
倒
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

っ
た
O

･
家
を
建
て
な
お
し
た
と
き
'
玄
関
を
立
派
に
作

っ
た
が
､
寒
々
と
し
て
い
る
の
で
'
お
破
い
暮
し
て
も
ら
っ

て
建
て
か
え
る
こ
と
に
し
た
｡
大
工
さ
ん
の
乗

っ
て
い
た
ハ
シ
ゴ
が
ず
れ
て
し
ま
い
､
下
に
落
ち
て
し
ま
っ

た
が
'
か
す
り
傷
程
度
で
す
ん
だ
｡
や
は
り
'
お
扱
い
を
し
て
も
ら
っ
た
の
が
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

･
仏
租
が
古
-
な

っ
た
の
で
作
り
な
お
し
た
.
義
父
の
三
十
五
日
に
､

ロ
ー
ソ
ク
を
立
て
た
ま
ま
朝
ご
飯
を
食

べ
て
'
す

っ
か
り

ロ
ー
ソ
ク
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
｡
そ
し
て
L.133子
に
､
｢
お
母
さ
ん
､
仏
也
の

ほ
う
が
明
る
い
よ
｣
と
い
わ
れ
'
行

っ
て
み
る
と
'
ロ
ー
ソ
ク
が
倒
れ
て
火
事
に
な
り
か
け
て
い
た
O
必
死

に
な

っ
て
火
を
消
し
た
が
'
あ
と
で
調

へ
て
み
る
と
'
お
経
の
本
だ
け
は
な
ぜ
か
燃
え
て
い
な
か

っ
た
｡

･
祖
父
が
死
ん
だ
つ
ぎ
の
年
､
居
間
の
コ
タ
ツ
に
入
り
ウ
ト
ウ
ト
し
て
い
た
ら
へ
死
ん
だ
は
ず
の
祖
父
が

｢俺
'

荒
神
さ
ま
(深
川
括
治
家
･
茅
ヶ
崎
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風
呂
に
は
い
る
よ
｣
と
い
い
な
が
ら
入
っ
て
-
る
よ
う
な
気
が
L
t
ハ
ノ
と
し
て
目
を
さ
ま
し
た
が
'
頭
が

痛
く
て
動
け
な
い
｡
夫
も
目
を
と
じ
た
ま
ま
で
全
然
動
か
な
い
｡
よ
く
み

る
と
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
の
火
が
消
え

て
い
て
､
ガ
ス
中
毒
に
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
｡
も
し
､
祖
父
の
ま
ほ
ろ
L
を
見
な
か
っ
た
ら
'
死
ん
で
い
た

か
も
し
れ
な
い
.
死
ん
だ
人
が
子
孫
を
見
守

っ
て
い
る
と
い
う
の
ほ
ほ
ん
と
う
だ
と
思
う
｡

四

そ
の
他
の
話

･
セ
-
は
歌
を
う
た
っ
て
い
る
が
何
も
し
な
い
の
で
す
く
死
ん
で
し
ま
う
｡
ア
-
は
せ
っ
せ
と
働
い
て
い
る
の

で
長
生
き
す
る
.
だ
か
ら
7
リ
の
よ
う
な
心
を
も
て
ば
長
生
き
す
る
｡

･
ノ
ロ
マ
の
三
寸
'
パ
カ
の
あ
け
っ
放
し
｡

･
早
メ
シ
､
早
グ
ソ
'
早
走
り

(使
い
っ
ぱ
し
り
の
こ
と
｡
何
で
も
ノ
ロ
ノ
ロ
し
て
ち
ゃ
い
け
な
い
)

･
暗
く
な
っ
て
か
ら
か
く
れ
ん
ほ
を
す
る
と
'
隠
れ
里
に
か
く
さ
れ
る
｡

･
親
の
意
見
と
ナ
ス
ど
の
花
は
'
千
に

1
つ
の
む
だ
が
な
い
｡
(
ナ
ス
と
い
う
の
は
む
だ
花
が
な
-
'
ほ
と
ん

ど
が
実
を
付
け
る
｡
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
､
親
の
い
う
こ
と
も
は
と
ん
と
む
だ
が
な
-
'
子
供
の
こ
と
を
思
っ

て
い
う
の
だ
か
ら
､
ち
ゃ
ん
と
い
う
こ
と
を
聞
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
)

･
厄
年
は
男
が
E
]十
二
歳
､
女
が
三
十
三
歳
で
､
前
厄
後
厄
を
ふ
く
め
た
三
年
間
'
川
崎
大
師
に
行

っ
て
御
守

を
い
た
だ
い
て
-
る

(三
月
二
十
三
日
百
味
講
).
厄
年
と
い
う
の
は
'
若
い
と
き
の
華
や
い
だ
気
持
ち
か

ら
'
厄
年
を
境
に
下
り
坂
に
t･,d
る
と
い
う
こ
と
で
'
体
や
家
庭
の
こ
と
に
気
を
配
る
よ
う
に
し
な
-
て
は
い

け
な
い
､
と
い
う
意
味
も
あ
る
｡

･
家
の
な
か
に
い
る
と
き
は
窓
の
桟
の
影
の
位
置
に
よ
っ
て
お
よ
そ
の
時
刻
を
知
っ
た
o
形
が
廊
下
ま
で
あ
る

と
何
時
､
座
敷
の
畳
ま
で
あ
る
と
何
時
､
と
季
節
に
よ
っ
て
多
少
は
変
わ
る
が
､
た
い
た
い
の
時
間
は
わ
か
っ

た
｡
畑
で
仕
事
を
し
て
い
る
と
き
に
は
鍬
の
影
に
よ
っ
て
時
刻
を
知
っ
た
｡

皆
川
タ
カ
さ
ん
(中
川
･
fB
)

金
子
JR
久
さ
ん
(中
川
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参
考
資
料

一

(神
奈
川
県
立
文
化
員
料
館
戒
)

同
四
拾
四
石
E
]斗

同
六
拾
七
石

同
拾
弐
石
五
斗

同
五
拾
九
石
弐
斗

同
九
捨
石
七
斗

同
三
拾
九
右
壱
斗
三
升

原
半
左
循
門
知
行
所

窪
田
岩
之
助
知
行
所

志
村
又
左
術
門
知
行
所

在
Eg

在
内
知
行
所

萩
原

頼
母
知
行
所

中
村

万
苦
知
行
所

文
様
三
午
年
小
畠
山
八
左
術
門
検
地
と
古
来
古
申
岬
痛
巳
]L而
何

之
謹
拠
も
無
御
座
侯

申
.Q
子
迄
五
ヶ
年
定
免

武
威
国
柘
前
部

1
高
四
拾
九
石
壱
斗
壱
升
八
A
U九
勺

大

棚

村

此
反
別
六
町
弐
反
g
l畝
廿
七
歩

内
田
方
反
別
菅
町
八
反
七
畝
廿
歩

石
盛
=
j:
芋

十

此
取
米
七
石
石
斗
四
合

他
力
反
別
第

三
反
七
畝
七
歩

同

化
li
r-
2
]

此
取
水
石
田
五
百
八
拾
壱
勺
五
分

屋
敷
弐
反
壱
畝
七
歩
石
盛
十

両
毛
作
□
無
御
座
候

外
二
歳
三

石
]石
拾
七
石
七
g
六
升

払
領
之
分

内
高
三
拾
三
石
三
斗
三
升

荏
田
小
兵
衛
知
行
所

同
拾
壱
石
五
斗

山
本
儀
次
郎
知
行
所

1
村
内
御
料
私
領
入
合
.L而
栄
西
だl
有
給
町
南
北
江
七
町
余

軌
蛙
侯

井
点
寄
市
場
無
御
座
候
町
域
之
偵

者
神
奈
川
楢
へ
追
放
三

里
余
川
崎
宿
江
三
里
半
余
御
座
候

1
村
内
寺
領
社
領
無
御
座
候

表

村
粥

削
描

踊

順
貼

附

1
最
寄
市
場
無
御
座
候
町
域
之
俵

ハ
ji
:奈
川
楢
へ
適
法
三
里

余
御
座
候

山
JC

旺

l
村
内

l
鉢

･
片
下
り
二
両
打
開
キ
候
現
場

O
無
御
座
候

高

二
LE
DL粥
川
糾

ニ

峻
岨
欠
所
萌
所

､

場
御
座
候

lr
J

一
土
惟
之
偵

1
鉢

小
五
田
畑
共
戦
野
土
二
御
座
候

1
助
郷
之
低
音
東

海
道
帥
奈
川
描
け
当
分
加
肋
細
二
両
細
動

申
侯

手
際

l
新
買

冥
加
逆
上
其
外
部
而
御
益
筋
之
儀
無
御
座
侯

･

荒
地
三
反
九
畝
歩
提
内
八
畝
歩
提
起
迦
申
候

申
稲
e=
ニ
依
り
巾
蚊
持
切
ハ
八束
)

1
EElは
少
く
畑
勝
]L而
稲
草
者

･
す
だ
れ
ふ
く
と
け
そ
ん
は

､
'
-
(先
的
)

く
で
ん
中
稲
頚

.L作
り
申
恢
此
外
し
ら
と
り
わ
ゑ
ち
せ
ん

と
申
稲
種
招

ハ
き
バ
お
わ
り
椛
右
之
種
規
を
仕
付
申
候

.

.
､
.
I
(焦
泊
)
.
.
t
t
I
(朱
消
)

1
五
穀
之
外
木
綿
蕎
麦
菜
大
根
之
規
少
Jl
作
り
申
侯

下
肥
(栄
)

1
肥
之
偵
者
招
畑
共

｡
芝
讐

仰
用
ひ
申
侯

1
御
林
地
頭
林
無
御
座
候

1
百
姓
山
反
別
八
反
三
畝
廿
E
I歩
ij
水
晶
之
儀
は
雑
木
二
両

木
丈
無
之
小
木

二
両
御
座
候

一
溜
井
無
御
座

候
壱
ヶ

所

1
用
水
路
紙
御

座侯

但
字
確
前
堀

･
,

,,(朱荊
)

大
棚
新
田
持

百
姓
持
村
梢

1
株

切

E
l拾

町

五反廿
六

歩
尤
大
棚
村
大
棚
下
山
田
村
牛
久

起
ハ
大
槻
下
山
E=村
牛
久
保
付
人
+
二
両
(栄
)

保
村
と
組
合
苅
取
申
侯

梅
沢
無
御
座
山
信
之
早
粥
川
附
二
両
(栄
)

1
山
川
付
村
二
両
御
座
侯
尤
船
渡
歩
行
渡
触
御
座
候

1
水
草
択
之
偵
照
捌
侯
年
は
用
水
不
足
二
而
早
伯
仕
早
測
川

出
水
之
節
は
水
損
仕
候
尤
寛
政
六
寅
年
方
去
亥
年
迄
之
内

ハ
水
早
損
等
無
御
座
候

水
損
勝
二
静
座
候

(栄
)

井
(栄
)

出
泥
水

水
先
(朱
)

Q
(栄
)

.

桐
水

一
用
水
之
嘘
は

｡
牛
久
保
村
谷
掘
之

流

水
を
引
申
侯
尤

｡
娼

幅
弐
尺
余
有
之
私
領
入
合
之
田
場
)=
引
申
候
恋
水
之
俵
は

早
測
川
江
落
申
侯

一
境
川
除
御
普
請
所
無
御
座
侯

1
日
普
砧
所
左
之
通

β
之
山
裾
山
田
打
切
L]而
土
地
.l而
堆
渦
メ
川水
引
批

也
/
戊
九
尺
布
サ
た
尺
(朱
)

1
土
鳩
壱
ヶ
所
牛
久
保
村
境
堀
幅
壱
問
有
之
用
水

之
七
つ
土

.足
ハ
山
E3
付
と
雑
合
自
若
講
仕
挨
(栄
)

俵
ヲ
以
偏
留
メ
山
田
村
方
組
合
自
普
請
二
御
座
候

尤
掘
幅
九
尺
程

二
御
塵
侯

l
･義

嘗

所
離

開
勝
田
村
と
組
合
日
管
&

l仕
険

高

壱
ヶ
所
豊

朋
村
方
作
行
二
而
村
内
皇

琴

庄

候

l
往
還
之
筋
掃
除
町
場
無
御
座
候

萌
見
川
(朱
)

血
法
壱
里
半
(朱
)

l
聾

樺
出
之
依
者
｡太
尾
川
岸
へ
出

ノ
申
候

｡

夫
β
は
し

城
見
迄
(架
)

三

盟
(先
)

け
料

二
稲
生
変
村
迄
川
路
弐
里
半
余
生
変
村
二
両
本
船
.L

槌
江

戸銀草
御
意
前
迄
海
上
拾
里
提
御
座
候

一
村
内
β
生
候
種
物
井
薬
種
二
可
相
成
草
木
鳥
獣
虫
魚
砂
石

之
放
射
御
座
候
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1
田
畑
山
野

二
楢
ふ
や
し
可
然
も
の
無
御
座
候

i<四
壁
之
廻

り
]L楢
可
&
.者
は
柿
木

ニ
御
座
候

金
物
二
丑
侯
坪
頓
ハ
う
せ
ふ
ろ
Ll
ら
の
東
そ
拾
ペ
巾
嫉(朱
)

1
凶
年
之
節
惣
而
種
頬

二
は
食
物

二
可
致
も
の
無
御
座
恢

1
=L
E菓
之
外
海
川
沢
之
稜
無
御
座
挟
古
来
方
致
来
侯
手
遜
之

俵
は
男
は
薪
を
取
縄
建
武
等
ヲ
枠
女
は
木
綿
ヲ
紙
申
侯

1
換
猟
場
無
御
座
候

1
古
跡
旧
跡
名
所
旧
記
井
百
姓
等
所
持
之
異
形
類
無
御
座
候

武
州
凝
筑
耶
麻
生
材

屋
宿
山
王
禅
寺
末

比
伯
他
壱
反
五
畝
歩
提

1
本

鼎

十

t
面

観

世

音

作
小
知

塁

芸

大
玖
山

龍
短
寺

と
申
坊

是

ハ
天
正
十
五
亥
年
実
宗

坊

開

基

二
俣
何
之
作
共
相

知
れ
不
申
候

武
州
荏
糖
郡
奥
沢
村

九
品
山
浄
丈
寺
束

托
択
地
三
畝
松

l
j4
韓

止

観

世

音
ゑ
し
ん
佃
都
作

浄
土
宗
朝
日
-=

沼
林
寺

是
ハ
ゑ
し
ん
僧
都
之
作
開
基
之
俵

ハ
元
禄
五
申
年
楢
閑

｡

と
叫

.

.

.

妨
開
基

二
俣

緑
地
反
妙
不
知
見
的
二
両
壱
反
歩
工相
見
へ
中
挨

1
玖

山

大

明
神

耶
譜

即
仙
胡
警

警

誤

結

露

謂

是

ハ
大
棚
下
山
田
村
富
村
内
私
領
給
～
惣
村
持
鏡
守
宮

二

而
別
古
語
福
寺
縁
起
神
屯
無
御
座
候

祭
礼
毎
年
十
月
二
日
相
勤
申
侯

1
稲
荷
大
明
神

別
忘
龍
福
寺

是

ハ
右
玖
山
宮
社
地
内

二
有
之
両
売
サ
四
尺
村
内
作

神
と
申
年
々
二
月
初
午
御
神
酒
供
侯
而
巳
二
俣

外

二
何
之
子
細
も
無
之
侯

1
道
祖
神

別
富
鞄
福
等

是

ハ
壱
問

二
九
尺
程
之
地
式
両
無
御
座
侯

1
家
数
五
拾
七
軒

人
数
弐
LD]三
治
人

内

H

Iz
弐
約
人

内

人
山
家

内

盲

.3
卜
三
疋

女
Q
旅

人

1
Bi=伽
蟻
坂

外

二
寺
弐
軒

淵
静

九

即
人
警

十

九
人

内

醐

県

人

内

聖

誓

牛
無
御
座
仮

払
領
分

家
数
四
拾
八
軒
人
数
百
九
十

一
人

内

醐

加
雛
仙

内

報

.B
<

q
無

御
座
鮫

私
領
分

名
iT
澱
右
御
門

臥
位
八
卜
二

名
七
安
兵
恥
父
ヒ
ー
ヒ

平
吉

百
姓

雌兵衛
子

ヒト六

石
之

通
二御
座

候
村
中
招
改
明
細

審差

上申恢
処
相

違

知

御
座

挨
以上宇和E]子

年
二
月

l
寺
社
詔
宝
土
人
持
仲
へ
之
古
も
の
珍
玩
之
品
古
か

古画
砕

緒
等
撫
御
座
恢

叩叫･t
LE
ニ
付
打
二
-
弐
文

1
村
人
的
之
腿
は
壱
ヶ
年
に
｡
凡

払
LE
H
文
提

ツ
～
舶
掛
申

挨
1
両
･n
攻
触
御
座
班

1
郷
鼓
触
御
座
候

肝
1
枠
組
叔
捻
三
石
壱
升
式
台

内

糊
加
柳

新

梢
㌍

山
刀

一
村
内

両

毛

作
場
触
卸
座
候

一
土
中
掘
出
候
も
の
蛸
御
座
候

l
土
俗
昔
風
異
成
も
の
撫
御
座
候

･
職
人
之
岱

私
肇

州
印
<<
尤
百
-

-

候

一
村
内

二
分
限
成
も
の
無
御
座
候

l
孝
行
人
等
特
人
幼
才
之
も
の
佃
御
座
候

l
や
も
ふ
や
も
め
-
t･d
L
子
L
(妨
片
輪
等
ミ
づ
か
ら
棟
も
な

ら
さ
る
も
の
鰯
御
座
幌

一
長
力
之
も
の
左
之
通徹

料

名
ii1次
郎
兵
術
七
L
八

柘
筑
布
人
指
何

菅
沼
安
十
郎
様

釦
役
所

去
亥
年
下
ケ
石

碑
六
石
九
TT
末
升

｢参
考
資
料

二

に
つ
い
て

大
棚

･
中
川
に
は
Je
資
料
を
は
じ
め
天
明
八
年
や
明
治
三

年
な
ど
に
記
録
さ
れ
た
付
の
明
細
帳
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
資
料
中
に
､
現
在
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
大
棚
や

牛
久
保
の
村
名
と
共

に
'
｢
大
棚
下
山
EB
村
｣
と
い
う
村
名

が
記
録
さ
れ
て
い
る
.
そ
の
村
名
は
'
木
村
礎
校
訂
の

r
旧

高
旧
領
取
調
帳
)
(関
東
霜
)
に
も

｢
大
棚
下
･Iu
田
村

松

村
忠
四
郎
支
配
所

六
八
石
二
〇
二
〇

神
奈
川
県
｣
と
あ

る
｡
し
か
し
当
地
で
は
､
そ
の

村
の

範
凶
を
､
現
在
の
港
北

区
小
川
町
界
隈
で
は
な
か

っ
た
か
と
推
定
し
て
は
い
る
も
の

の
､
判
然
と
し
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
本
文
中

の
村
変
超
の
な
か
で
､
こ
の
村
名
に
つ
い
て
の
言
及
は
ひ
か

え
た
｡
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
の

一
つ
で
あ
る
｡
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参
考
資
料

二

(関
家
文
沓

･
勝
EE
)

議
定
書

第
六
大
区
三
小
区山

田
村

勝
EP
村

大
棚
村

石
者
山
田
相
場
前
中
溝
堰
高
低
之
偵

二
付
享
保
年
中
出
訴
二

柵
成
其
筋
β
御
出
役

二
相
成
勧
検
査
有
之
右
訴
答
三
ケ
村
立

会
高
低
定

抗
六
ヶ
所
汀
絹
建
其
後
十
ケ
年
間
毎

二
右
村
々
立

会
杭
J<
新
規
建
曹
来
り
既
二
年
限
二
至
り
侯
然
ル
処
当
今
何

れ
も
小
区
組
合
村

二
相
成
侯
上
着
旧
訴
答
ノ
唱

へ
ヲ
取
捨
以

来
年
限
建
智
之
節
人
数
之
仏
者
右
購
読
満
水
之
瑚
水
災
ヲ
講

供
EE]面
所
持
別
紙
姓
名
之
者
反
別
江
平
等
二
割
宛
及
出
金
修

理
侯
筈
約
定
取
極
候
事

附
リ
是
迄
建
智
之
節

二
坑
木
其
外
仕
立
方
手
蛋

二
而
自
然

諸
費
梱
怒
候
処
向
後
高
低
判
然
侯
得
者
可
然
表

二
付
坑
木

其
外
精
々
減
資
候
横
取
斗
可
申
事

前
件
之
石
村
集
議
決
定
挨
上
音
聯
異
論
無
之
侯
為
後
証
連
印

一
札
如
件

明
苧

一
竺

月

R
新
原
良
叔
⑳

同栗
原
鉄
五
郎
⑳

同金
子
実
之
丞
⑳

梢栗
原
九
兵
術
⑳

伺小
山
惣
左
衛
門
⑳

盲関

八
郎
右
衛
門
◎

首鈴
木
吉
右
衛
門
◎

約
人
藤
右
裾
門
⑳

同男
全
佐
十
郎
⑳

:I,;㌢
㌦

渡

辺
安
兵
絹
⑳

退
路桔
SX掛

鈴
木
郷
左
術
門
㊥

同乗
原
庄
之
助
㊥

参
考
資
料

三

(関
繁
文
苔

･
勝
田
)

明
治
参
拾
壱
年
八
月

日
創
設

中
川

村

勝

田
衛

生
組

合

規

約

応
ri
F!

中
川
対
顔
四
部
倫

中
川
村
勝
田
衛
生
組
合
規
約

第

一
探
本
組
合

ハ
中
川
村
勝
田
村
衛
生
組
合
卜
弥
ス

1

第
二
探
本
組
合

ハ
中
川
村
勝
田
全
部
ヲ
以
テ
区
域
IL
ス

第
三
捺
本
組
合

ハ
組
合
員
各
自
ノ
生
命
ヲ
安
全

二
保
護
ス
ル

ヲ
以
テ
日
的
ト
ス

第
四
探
本
組
合
ノ
区
域
内

二
一
戸
ヲ
横

へ
居
住
ス
ル
モ
ノ
ハ

絵
テ
加
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
燦
本
組
合

二
組
合
長
組
合
副
長
各

l
名
及
委
員
六
名
ヲ

置
ク

第
六
蜂
前
条
ノ
役
員

ハ
組
合
中

ヨ
リ
組
合
員
之
ヲ
選
挙
ン
村

長
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

但
ン
本
条
ノ
当
選
者

ハ
正
当
ノ
事
由
ナ
タ
ン
テ
之

ヲ

辞

ス
ル
申
ヲ
得
ス

第
七
膝
組
合
長
組
合
副
長
及
委
員
任
期

ハ

年
ト
ス

但
祐
期
再
選
セ
ラ
ル
,
事
ヲ
得

第
八
峰
組
合
長

ハ
組
A
U
.L
屈
ス
ル

1
切
ノ
事
務
ヲ
整
理
ノ
組
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合
刺
長

ハ
組
合
長

ヲ
助
ケ
組
合
長
事
故
ア
ル
ト
キ

ハ
共

事
務
ヲ
代
理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
九
燦
委
員

ハ
組
合
長
組
合
副
長
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
組
合

二
屈

ス
ル

l
切
ノ
堺
務
ヲ
処
理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

祈
十
捺
組
合
長

ハ
時
々
組
合
内
ヲ
巡
視
ン
本
居
約

二
於
テ
雁

行
ス
へ
キ
串
項
ヲ
幣
軌
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十

一
校
本
組
合

二
於
テ
施
行

ソ
且
ソ
遵
守
ス
へ
キ
事
項
慨

ネ
左
ノ
如

ノ

一
井
戸
及
水
泡

ハ
柏
年
四
月

ヨ
リ
六
月

マ
テ
ノ
問

二
於
テ

汝
媒

/
且
汚
水
ノ
渉
入
セ
サ
ル
は
井
戸
糾
其
他
修
理
ヲ

怠
ラ
ザ
ル
事

二
毎
年
春
秋
二
季

二
左
ノ
方
法

二
依
り
清
漁
法

ヲ
施
行

ス

ル
琴

一
家
屋

ハ
鵬
ク
窓
戸
ヲ
開
放

/
尤
分
酒
締

/
テ
楢
潔
ナ

ラ
ノ
ム
ル
ト
共

二
生
殺
具
等
ヲ
日
光

二
曝

/
d
味
下

ノ
掃
除
ヲ
為
ス
事

二
台
所
流

ノ
及
井
戸
流
ン
ハ
之
ヲ
取
放
シ
テ
其
下
ヲ
掃

除
ン
且
ツ
姓
ン
ク
湿
潤
ナ
ラ
ン
メ
サ
ル
串

三
下
水

溜
下
水
柵
ノ
塵
芥
汚
泥
ヲ
汝
媒

シ
テ
流
通
セ
ノ

メ
其
井
戸

二
接
近
セ
ル
モ
ノ
ハ
漏
水

ノ
媒
勿
ラ
ノ
ム

ル
事

四
便
所

ハ
栄
旭
ノ
周
囲
及
味
板

ノ
表
良
等
充
分
掃
除
ヲ

為

ソ
破
瓜
/
場
所

ハ
修
理
ヲ
加
フ
ル
事

五
塵
芥
溜
楊
ヲ
推
椛
ス
ル
撫
芥
ヲ
取
除
ク
ル
事

六
佐
屋
ノ
周
閲
ヲ
清
淑

ニ
/
卑
湿
ノ
宅
地

ハ
排
水
ノ
法

ヲ
設
ケ
樹
木
僻
を
タ
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
伐
採

ノ
テ
空
気

ノ
流
通
日
光

/
射
入
ヲ
良
ク
ス
ル
事

三
飲
料
水

ハ
必
ス
煮
沸

ノ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
用
ユ
ル
事

四
本
熟
ノ
先
物
及
腐
敗

/
タ
ル
モ
ノ
又

ハ
将
敗

/
易
キ
モ

ノ
ハ
洋
テ
食
七
夕
ル
事

五
穎
衣
放

ハ
断

ヘ
ス
洗
浄
ス
ル
事

六
伝
牡
病
毒
伝
播
ノ
媒
介
-
為
ル
へ
キ
昆
虫
較
ヲ
駆
除
ス

ル
申

七
家
畜
及
家
免
ノ
辰
致
病

rn
-
ノ
テ
人
ノ
健
康

二
桁
省
ヲ

及
ホ
ス
へ
牛
虎
ア
ル
ト
キ
之
□
防
遥
ク
計
ル
事

八
種
痘

ハ
種
痘
規
則

二
基
キ
必
ス
行

フ
串

九
組
合
内
若

ハ
組
合
卜
共
同

/
テ
時
々
衛
生
講
話
金

ヲ
閑

ク
事

第
十
二
陛
本
組
合
内

二
於
テ
k
染
病
又

ハ
其
疑
ア
ル
患
者
発

生

ソ
若

ハ
発
生
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
ハ
組
合
員
協
同

ノ
テ
左

ノ
事
務

二
従
事
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

1
伝
染
病
又

ハ
其
疑
ア
ル
む
省

ハ
迎

二
医
師
ノ
診
断
ヲ
受

ケ
ノ
メ
若
ク
ハ
村
役
場
又

ハ
否
察
官
吏

ニ
屈
3
=
ノ
ル
部

二
伝
染
病
流
行
地
方
卜
出
入
交
通
ス
ル
者

二
注
意
ス
ル
事

三
臨
時
種
痘
ノ
普
及
ヲ
引
ル
郡

四
病
家
ノ
飲
料
水
及
便
所
ヲ
共
同
セ
サ
ル
事
此
場
合

.L於

テ
差
支
ヲ
生
ス
ル
ー
キ

ハ
共
ノ
供
給
ヲ
劫
ス
市

五
町
村
若
ク
ハ
史
家

二
於
テ
施
行
ス
ル
予
防
事
務
ヲ
助
ク

ル
事

六
は
放
病
予
防
法
令
施
行
細
則
第
廿
三
怯
町
村
長
ノ
ね
ス

ヘ
キ
事
務
ヲ
肋
ク
ル
郡

七
以
上
各
項
ノ
事
務

ニ
ノ
テ
組
合
員
全
部
ヲ
要
セ
サ
ル
ト

キ
ハ
組
合
長
ノ
指
揮

二
依
り
輪
番
ヲ
以
テ
従
事
ス
ル
モ

/
ト
ス

第
十
三
蜂
本
組
合

ハ
村
長
ノ
認
可
ヲ
経
テ
広
地
病
予
防
的
磁

ノ
為
メ
必
要
ナ
ル
器
具
及
薬
品
ヲ
僻

へ
訟
ク
モ
ノ
ト
ス

第
十
g
]膝
組
合
長

ハ
衛
生
上

ノ
郡
項

二
関

ノ
村
長
ノ
指
示
ア

ル
ト
キ
ハ
之

二
応

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
五
牒
本
組
合

ニ
於
テ
共
同
事
務
ノ
為
メ
要
ス
ル
柴
用

ハ

組
合
員
共
同
ノ
負
担
ト
ス

第
十
六
探
村
役
場
又

ハ
人
民
ヨ
リ
金
円
物
品
等
ノ
補
助
若

ハ

寄
附
7
-
タ
ル
ト
キ

ハ
之
ヲ
受
領

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
七
味
組
合
長

ハ
毎
年

一
月
ヨ
リ
三
月
迄
ノ
間

二
於
テ
前

年
中
ノ
収
支
決
井
ヲ
組
合
良

二
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
八
喋
組
合
員

ニ
/
テ
本
規
約
/
各
条

二
進
背
ス
ル
者
有

ル
ト
キ
ハ
組
合
長
之

ヲ
示
諭

ノ
杓
従

ハ
ザ
レ
バ
組
合
員

ノ
決
議
ヲ
以
テ
五
拾
銭
以
上
壱
円
五
拾
銭
以
下
ノ
違
約

金
ヲ
徴
収
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
九
憶
本
規
約
ノ
改
正
変
更
等
ヲ
安
ス
ル
ト
キ

ハ
組
合
員

ノ
決
議
ヲ
経
届
出
ル
モ
ノ
ト
ス

右
各
帳
ヲ
招
行
ス
ル
設
･1
ノ
テ
組
A
E]員

1
同
記
名
捺
印
恢
也

明
治
三
拾
年
壱
月
八
日

右
衛
生
約
品

関

八

郎
右
衛
門

･.T
TJ
H
-i

鈴
木
新
之
肋
田

虫
香
川鈴

木
吉
右
衛
門
⑳

C
J

小
山
清
次
郎
㊥

仝

佐
藤
源
次
郎
㊥

/･･

関

惣
兵
術
◎

(r

守
谷
平
石
術
門
⑳

全

開

吉
太
郎
⑳
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人
名

金
子
弥

一

栗
原
佐
吉

小
泉
角
次
郎

安
藤
喜
三
郎

織
茂
七
五
郎

==⊥

昭
和
五
年
十
二
月
十
二
日

先
金
給
五
円
八
十
銭

但
ノ
二
戸
金
廿
銭
宛

1
金
五
円
也

粉
参
斗
弐
升

そ
ば
八
列

打

賃

共

l
金
弐
拾
銭

徴
茶

一
金
参
拾
銭

砂
糖

l
金
八
拾
八
銭

鰹
節

l
金
壱
円
四
十
四
銭

醤
油
三
升

一
金
石
十
銭

油
揚

一
金
玉
拾
抜

御
礼

一
金
壱
円

薪
代

一
金
石
拾
銭

有
晦
化
返
し
ふ
足
及
蝋
燭
代

差
引
妓
金
石
円
四
拾
八
鉱

石
御
神
酒
代
ト
ス

大
嶋
丹
次

小
泉
初
市
郎

祇
茂
与
七

飯
塚
丑
五
郎

同

新
次
郎

昭
和
六
年
十
二
月
十
二
日

l
金
E
]E
六
十
銭

詣

順
氾
斗
弐
列

打
賃
共

一
金
弐
円
四
十
七
銭

鰹
節
七
十
七
銭

茶
二
十
銭
分

砂
糖
三
十
銭

醤
油
参
升

l

一
金
弐
拾
銭

葱
代

一
金
五
十
銭

油
揚
代

一
金
壱
円

薪
代

一
金
五
十
銭

礼

1
金
廿
践

殺
茂
茂
七
礼

〆
金
九
円
四
十
七
鉄
也

鵠
金
拾
五
円
四
十
銭

残
金
五
円
九
十
三
鉄
也

右
ハ
御
神
酒
代
ト
ス

当
番織

茂

徳
次
郎

芥
生
里
吉

縦
茂
円
歳

鈴
木
筆
次
郎

渡
辺
新
太
郎

円
弐
十
践

昭
和
七
年
十
二
月
十
二
日

1
全

ハ
円

脈
詣

馴
八
列

打
代
共

1
金

l
円
六
十
古
銭

△
ソ醤
油
三
升

一
金
参
拾
銭

茶
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1
金
六
十
六
践

一
念
参
十
銭

1
金
石
拾
鉄

1
金
弐
十
五
銭

一
金

一
円

1
金
五
拾
銭

1
金
弐
拾
銭

カ

ッ
プ
ノ
二
本

砂
地

油
揚

ね
ぎ

1
把

薪
代

御
礼

松
五
郎
払

利
札

藤
七

一
同
九
拾
五
銭

1
同
弐
十
方
銭

一
同
壱
円

一
同
弐
拾
銭

一
同
拾
八
銭

供

1
俵

葱

1
把

飯
塚
松
之
助
お
礼

紙
戊
々
七
お
礼

村
山
,;
･]=

〆
金
拾

一
円
参
十
六
扶
支
払

収
入

1
金
弐
円
六
拾
抜

穂
田
原
七

1
金
参
円
四
拾
鋲

拾
茂
由
之
助

1
金
弐
円
六
拾
銭

川
嶋
安
五
郎

1
金
参
円
四
拾
銭

今
西
角
次
郎

1
金
参
円
六
拾
鼓

松
茂
清
次
郎

〆
金
拾
五
円
六
治
銭

差
引

1
金
四
円
弐
捻
E
]鼓

御
神
酒
代
二
支
払

合
計
金
治
壱
円
E
]拾
五
銭

収
入
之
部

l
金
弐
円
四
拾
銭

耗
茂
梶
顧

l
同
弐
円
四
拾
鋲

漆
原
杓
元

-
同
参
円
四
捻
鉄

男
全
幅
疎

一
同
参
円
六
捻
鉄

同

松
之
助

一
同
参
円
四
拾
妓

渡
辺
相
敢

合
計
金
捨
石
円
弐
拾
銭
出

差
引
残
金

1
金
参
円
七
拾
五
鉄
也

御
酒
代

1
金
九
十
銭

l
金
三
十
銭

一
金
三
十
銭

一
念
五
十
銭

-
金
十
鼓

一
金
二
十
LF:銭

l
金

1
円

l
金
二
十
銭

〆
金
治
円
七
十

1
鋲

里
節
三
本

茶砂
糖

油
揚

ロ
ウ
ノ
ク

葱

一
束

飯
塚
俊
之
助
謝
礼

寂
度
々
七
謝
礼

安
藤
与
助
謝
礼

差
引
金
四
円
四
十
九
銭
残

御
神
酒
料
ニ
ア
ツ

昭
和
十
年
十
二
月
十
二
日

昭
和
八
年
十
二
月
十
二
日

記
支

出
之

部

一
金
六
円
四
拾
鋲

l
金
参
拾
鋲

一
同
参
拾
鋲

一
同
八
拾
銭

1
同
九
拾
五
鋲

1
同
拾
弐
鉄

そ
ば
四
斗
代

砂
糖

お
茶

上
醤
油
二
升
代

豊
前
三
本
代

お
た
ま
二
本
代

昭
和
九
年
十
二
月
十
1

戸
主
全
々
致

二
戸
一

収
入

l
金
参
円
四
十
銭

十
ヒ
.L
分

l
金
参
円
四
十
銭

十
ヒ
L
分

一
金
参
円
六
十
銭

十
八
戸
分

1
企
弐
円
e
]十
銭

十
二
L
分

L
金
二
円
四
十
銭

〆
金
拾
五
円
二
十
銭

支
出
之
郡

一
金
六
円
也

1
金
九
十
六
抜

一日一十
銭
弛

渡
辺
美

安
藤
与
助

男
全
貞
之
助

田
辺
栄
次
郎

或
藤
才
四
郎

そ
ば
凹

斗
代

沓
油
三

列

支
出

1
金
五
円
四
十
鉄

1
金

1
円
二
十
銭

1
企

一
円
二
十
銭

l
金
五
十
銭

l
金
九
十
六
鉄

l
金
E
l十
錠

一
金
二
十
銭

一
金
十
銭

l
金
二
十
五
鉄

一
金
二
十
五
銭

一
金
十
銭

一
金

一
円

一
金
三
十
銭

小
麦
粉
三
斗
六
升

そ
ば
粉
四
升

右
打
賃

油
揚
代

醤
油

垂
節
作

天
光

茶葱
代

盤
節

ロ
ー
′
ク
五
丁
代

飯
塚
松
之
助
謝
礼

絞
段
々
七
謝
礼
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〆
金
拾

L
円
八
十
六
銭

収
入

1
金
二
円
四
十
抜

卜
一.戸
分

l
金
三
円
四
十
鼓

-
し
.A
I

l
金
二
円
四
十
鋲

十
二
戸
分

l
金
三
円
六
十
鋲

l
金
三
円
T(/j
Ll
if*

十
八
戸
分

〆
金
治
五
円
四
十
銭

芥
生
源
啓

小
泉
峯
吉

漆
原
弁
蔵

田
辺
佐
吉

男
全
石
高

1
金
二
十
較

一
金
十
抜

l
金
十
鉄

l
金
二
十
五
銭

一
金
二
十
銭

一
金

1
円

一
金
二
十
鋲

一
金
二
十
銭

差
引
三
円
五
十
四
銭
抑
酒
代
7
ツ

一
金

1
円
九
十
銭

焼
酎
二
升

一
金

一
円
六
十
四
銭

焼
削

右
差
引
残
金
ナ
ノ

1
金
二
円
七
十
二
銭

焼
酎
代

残
金
ナ
ン

昭
和
十
二
年
度
十
二
月
十
二
日
戸
主
金

収
入

一
十
万
践
受

昭
和
十

一
年
十
二
月
十
二
日

収
入

l
金
三
円
六
十
銭

十
八
戸
分

一
金
三
円
六
十
銭

十
八
戸
分

一
金
三
円
四
十
銭

十
七
戸
分

l
金
弐
円
四
十
銭

十
二
戸
分

1
金
二
円
六
十
銭

十
三
戸
分

〆
金
拾
五
円
六
十
銭

支
出

一
金
六
円
十
二
鉱

一
金

一
円
二
十
銭

一
金

一
円
二
十
銭

一
金
五
拾
銭

一
金
九
十
六
銭

一
金
六
十
石
銭

田
辺
玉
造

男
全
為
吉

強
茂
々
七

漆
原
三
歳

市
川
市
議

小
麦
粉
三
斗
六
升
分

ソ
バ
粉
四
升
分

打
貨
四
斗
分

あ
げ

醤
油
二
升

防
魚
節

卜
八
髭

金
四
円
百
十

銭

十
八
家

金
四
円
五
十
践

+
l
lk
i

金
三
円

十
三
繋

企
三
円
二
十

五
銭

十
ヒ

髭

金
四
円
二
十
古
銭

〆
金
十
九
円
五
十
銭

金
六
円
四
十
八
銭

金

一
円
二
十
銭

金

1
円
二
十
銭

金
五
十
銭

金
三
十
銭

金

1
円

二

十

E
]践

金
六
十
七
鎚

金
十
銭

金
二
十
銭

市
川
勝
瑞

仲
田
久
左
門

漆
原
丈
之
助

市
川
直
次
郎

織
茂
春
吉

小
麦
粉
三
7T
六
升

ソ
バ
粉

打
賃

ア
ナ

ネ
ギ

<TJ
…㌦

勝
取
節

ロ
ー
ソ
カノ

テ
ン
コ

金
二
十
鉄

薙

子

金
十
銭

茶

企
二
十
践

ア
ジ

ノ
モ
ト

金
二
十
銭

安
藤
与
助
礼

金
二
十
挨

歳
茂
茂
七
礼

金
三
円
九
十
鋲

酒

金

一
円
<
十

-
銭

菓
子

妓
金
ナ
シ

昭
和
十
三
年
十
二
月
十

一
日
戸
主
全

会
粒

二
戸
分
二
十
八
銭
づ
～

収
入

i
<
L

l
金
五
円
参
十
二
銭

十
代

ト
ヒ
p

一
金
四
円
七
十
八
銭

神
無

十
七
戸

一
金
四
円
七
十
八
銭

稲
荷
谷

十
二
戸

1
参
円
参
十
六
銭

中
芝
生

十
二
戸

一
参
円
参
十
六
銭

下
芝
生

計
金
弐
拾

一
円
五
十
八
銭

支
出

1
金
六
円
六
十
五
鉄

t
金

一
円
四
十
鋲

1
金

l
円
十
五
鼓

1
金
五
十
銭

1
金
七
十
方
鋲

一
金
二
十
銭

一
金

一
円
三
十
銭

一
念
二
十
銭

一
金
二
十
銭

小
麦
粉
三
斗
五
升

ソ
バ
粉
三
升
五
台

打
賃
三
斗
八
升
五
台

三
十
枚
油
揚

カ
ノ
ブ
ソ
二
本

砂

柏
醤
油
二
本

味
ノ
素

1
本

茶
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一
金
十
銭

1
金
五
十
銭

一
金
三
十
鉱

一
金
参
十
銭

一
金

一
円

一
金
参
十
銭

l
金
E
]円
二
十
銭

〆
拾
九
円
五
銭

外

二
収
入
八
銭

差
引
残
金

一
金
弐
円
六
十

一
銭

ロ
ー
ソ
ク
五
本

ネ
ギ

礼
安
藤

与
助

礼
殺
茂
茂
七

薪
代
紋
茂
鉄
石
郎

礼
飯
塚
松
之
助

値
三
升

金
九
十

一
銭

金
十
銭

金
二
十
銭

金
二
十
三
銭

金
八
拾
鉄
也

鰹
節

一
本
代

ロ
ー
ノ
ク
五
本
代

炎珍

挺

代

葱
代

小
計
金
拾
四
円
六
十
四
鉄
也

岩
年
会
二
預
ケ
ル
ヲ
変
更

残
金
弐
円
六
十

l
銭
ハ
第
二
区
事
変

二
編
入

昭
和
十
E
]年
産
戸
主
全
教

〓
戸
当
り
金
参
拾
古
銭
出

金
四
円
五
捨
石
銭
也
下
芝
生
十
三
戸
分

金
四
円
弐
拾
銭
也

中
芝
生
十
二
戸
分

金
五
円
六
拾
鉄
也

稲
荷
谷
十
六
戸
分

金
七
円
也

重
代
谷
弐
拾
戸
分

金
六
円
参
拾
銭
也

神
無
分
十
八
戸
分

金
弐
円
也

錯

誓

ノ

引
金
弐
拾
九
円
六
拾
五
鉄
也

支
出
之
部

金
八
円
八
十
銭
也

小
麦
粉
四
斗
出

金
壱
円
六
拾
銭
也

打
質
四
斗
分

金
八
拾
銭
也

油
揚
代

金

l
円
二
十
銭
出

醤
油
l
l升
代

一
会

一
円

一
会
五
十
銭

l
金
五
十
銭

金
拾
二
鋲

企
八
円
也

金
八
拾
九
鉄
也

差
引
残
金
な
し

薪
代
織
戊
鉄
五
郎
払

安
藤
与
助
謝
礼

範
茂
々
七
謝
礼

醤
油
二
台
代

御
神
酒
四
列
代
金

茶
菓
子
料

一
念
三
十
銭

一
金

一
円
三
十
銭

一
金

一
円
二
十
銭

一
金
六
十
五
銭

一
金

一
円

一
金
十
五
銭

一
金

一
円
十
銭

一
金
八
十
銭

一
金
十
二
銭

一
金

一
円
五
十
銭

一
金
六
十
銭

一
金
六
十
銭

合
計
二
十
三
円
九
十
一

砂
糖

焼
酎
五
台

午
富
払

醤
油
二
升

鰹
節

茶
m
X子

ロ
ー
ソ
ク
五
丁

酒

五
台

を
代

醤
油
追
加
二
台

薪
炭
代

謝
礼
安
藤
操

謝
礼
続
茂
々
七

一銭

会
挫

一
戸
当
り
金
五
銭
払
モ
ト
ノ

差
引
残
金
ナ
ノ

昭
和
十
LFL年
度
戸
主
会
鎖

収

入
全
党

1
人
三
十
銭

つ
～

十
八
P

l
金
五
円
四
十
銭

神
棚

二
I
P

一
金
六
円
也

十
代

-
三
戸

一
金
三
円
九
十
技

下
目之
生

-
二
戸

l
金
三
円
六
十
銭

中
芝
生

-
六
.P

一
金
四
円
八
十
銭

稲
砧
:令

引
金
一
十
三
円
七
十
銭

七
十
九
戸
分

立
出
ノ
郎

一
金

十
一
円

小
麦
粉
四
斗

一
金
一
円

右
打
培

一十
二
銭
不
足

町
内
会
ヨ
-
支
払
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五

(長
沢
家
文
智

･
牛
久
保
)

了斐ア好 き璽 ヲ華ヲ軍チ妻

下塗中整上告下塗申告上告下 空
九 九 九 六 弐 壱 壱

T T T T T T T
四 弐 九 壱 四 四 壱
反 反 反 反 反 反 反
三 弐 石 壱 六 六 壱
畝 畝 畝 畝 畝 畝 畝
弐 壱 十 十 四 十 廿
分 分 四 三 分 壱 七

分 分 分 分

同
断

同
断

同
断

同
断

同
断

同
断

同
断

同

金
七
拾
銭

同
金
六
捨
石
銭

同
金
六
拾
銭

同
金
玉
捨
石
銭

同
金
四
拾
銭

同
金
廿
五
銭

同
金
拾
銭

境
内
弐
反
壱
畝
拾
六
分

社
地
壱
反
壱
畝
拾
六
分

壱
反
二
付
言
ケ
年

金

壱

円

拾

銭

同
断

金
拾
銭

元
株
地
反
別
八
町
八
反
五
畝
廿
五

分

内

宅
地
弐
畝
拾
八
分

畑
弐
反
弐
畝
廿
壱
分

山
八
町
六
反
拾
六
分

壱
反
二付
菅
ヶ
年

貸

地

代

金

壱
円
拾
銭

同
断
壱
ヶ
年

小
作
金
拾
銭

五
拾
ケ
年
平
均
を
ケ
uLLL

上
り
高
金
七
銭

邦
六
大
区
三
小
区

武
威
国
都
築
印

EE
反
別
拾
八
町
四
反
分

下墓下釜下毒璃 中毒中等上毒上表上 蚕

内(朱
)

壱
反
二
付

′
上
八

反
古
畝
拾
五
分

小

作

米
九
斗

(柴
)

同
断

′中
音
丁
弐
反
七
畝
廿
九
分

間
八
斗
八
升

へ朱
)

同
断

′
下
壱
丁
六
反
弐
畝
九
分

同
∧
斗
六
升

へ火
)

同
断

′上
壱
丁
八
反
八
畝
壱
分

間
八
斗
E
]升

へ朱
)

同
断

′中
弐
丁
三
反
弐
畝
十
弐
分

同
八
丁
弐
升

(火
)

同
断

′
下
三
丁
壱
反
六
畝
廿
五
分

小
作
米
八
斗

(栄
)

同
斬

′上
三
丁
石
反
壱
分

同
七
斗
五

升

へ米
)

同
断

′中
弐
丁
六
反
八
畝
十
三
分

同
七
斗

(吹
)

同
断

′
下
壱
丁
八
畝
十
五
分

同
四
斗
五
升

一
宅
地
反
別
弐
町
七
反
六
畝
拾
七
分

内
.

一
等
へ嫌
)

壱
反
こ
け
･ヒ
ケ
咋

上

弐
町

三

反
三
畝
弐
分

貸

地

代

金

壱

円
拾
銭

こ
等

(汰
)

壱
反
こ
け
壱
ヶ
年

中
三
反
七
畝
三
分

貸
地
代
金
八
拾
銭

三
等

(朱
)

同
断

下
六
畝
拾
弐
分

同

六
拾
銭

一
致
反
別
弐
町
九
反
七
畝
石
分

内

l
等
(火
)

壱
反
二
付
壱
ケ
畔

上

壱
町

弐

反
古
畝
十
三
分

上

り
高

金

弐
拾
古
銭

二
等

(朱
)

同
断

中
八
反
六
畝
七
三
分

同

金
弐
拾
銭

三
等
(
汰

)

同
断

下
八
反
五
畝
分

同

金
捨
石
銭

l
萱
野
反
別
壱
町
六
反
四
畝
七
分

右
者
地
組
御
改
正

二
付
全
村
反
別
地
位
肥
婿

二
応

ノ
小
作
米

金
其
他
年
分
上
り
高
ヲ
以
地
主
代
議
人
相
用
掛
正
副
戸
長
等

立
会
夫
々
部
分
ケ
実
際
取
調
候
処
前
記
之
通
相
違
触
之
依
両

建
印
奉
養
上
候
以
上

明
治
八
年
第
十

一
月

内

l
等

(栄
)

上

市

反
弐

畝
拾
八
分

∴

､71
1

中
壱
町
壱
反
壱
畝
拾
九
分

壱
反
二
付
置
ケ
咋

上

り
高

金

拾
石
銭

〓

同

会
拾
銭

1
山
林
反
別
方
拾
四
町
八
反
九
畝
LF
分

神
奈
川
県
令
中
島
信
行
殿

石
村代

議
人

長
沢

太
郎
兵
衛

同

唐
戸
藤
三
郎

同

岩
崎
甚
右
循
門
⑳

村
用
掛

安
藤
定
石
衛
門

別
戸
良関

金
五
右
衛
門

戸
広栗

原
七
郎
右
裾
門

地
粗
改
正

取
調
掛
総
代
人

.I.Ih角
田
寿
孝

1
畑
反
別
四
拾
壱
町
六
反
弐
畝
拾
八

分

上面上:与

内
(lLyq
)

･P
反
二
付

′上
六

反
九
畝
八
分

小

作

金
八
拾
鎧

〔朱
)

同
断

′申
壱
丁
弐
反
九
畝
十
九
分

同
金
七
拾
五
銭

内

1
竿
(栄
)

上
七
町

八

反
七
畝
廿
七
分

二
等
(栄
)

中
三
拾
三
町
八
反
五
畝
拾
六
分

三
等

(栄
)

下
拾
三
町
壱
反
五
畝
H
弐
分

1
社
寺
境
内
反
別
三
反
三
畝
四
分

内

拾
ケ
咋
中
LTT壱
反
二
付
壱
ヶ
年

上

り
高

金

拾

石

銭

弐
於
ヶ
年
Ei･均
同
断

同

金
拾
弐
銭

五
拾
ヶ
年
il
i
r同
断

同

金
拾
銭
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参
考
資
料

六

(長
沢
家
文
苔

･
牛
久
保
)

地
位
等
級
区
別
苔
上
候
義
二
付
申
上
候

当
村
田
畑
其
他
地
位
等
級
区
別
之
義
先
般
模
範
三
小
区
茅
ヶ

崎
付
狙
検
査
済
之
働
夫
々
御
懇
諭
二
基
キ
村
内
持
主
共
著
勿

論
至
隣
村

二
村
々
β
も
立
会
実
地
二
臨
-
竜
等
限
り
取
調
候

処
別
紙
啓
上
脹
之
適
相
違
軸
御
座
候
閃
等
級
区
別
之
筒
所
々

御
鮎
検
被
成
下
度
此
段
通
印
ヲ
以
奉
願
上
候
以
上

第
六
大
区
三
小
区

明
治
九
年
子
年
第
七
月

武
蔵
国
都
筑
郡
牛
久
保
村

や
･･
r
n

小
嶋
吉
五
郎
⑳

同

百
台
幸
之
助
⑳

同

田
丸
政
次
郎

長
沢
新
次
郎

唐
戸
藤
三
郎
◎

何

長
沢
太
郎
兵
衛
⑳

〓

岩
崎
甚
右
衛
門
⑳

相
川
は安

藤
定
石
衛
門
◎

別
戸
tL.y関

金
五
石
循
門
◎

..

.L八
乗
原
七
郎
右
循
門
⑳

神
奈
川
県

地
租
改
正
掛

宮
崎
鯨
掌
殿

田
中
十
五
等
出
仕
殿

前
省
牛
久
採
村
方
申
上
候
通
右
等
級
区
別
之
轟
音
私
共

l
同

実
地

二
立
会
公
平
適
実
二
取
調
候
閉
脚
申
分
之
廉
紙
之
後
日

決
而
苦
情
等
申
上
関
敷
候
依
保
証
調
印
中
上
候
以
上

第
六
大
区
三
小
区

武
蔵
国
都
築
郡
I;
田
村

代
浪
人

祇
茂
芳
石
部
◎

付
E
掛

男
全
佐
十
郎
⑳

同

小
区
大
棚
村

代
頒
人

吉
埜
松
市
郎
⑳

相
川
掛

渡
辺
安
兵
衛
⑳

同

小
区
勝
EE
付

目::T
･小

山
惣
左
循
門
⑳

相
川
附

輪
<
藤
右
衛
門
⑳

同

小
区
茅
ヶ
崎
村

油
川
私
議
⑳

岸

順
蔵
⑳

同
大
区
六
小
区
荏
田
村

代
議
人

中
泉
栄
吉
⑳

J
l

は
H
Il
u

徳
江
五
郎
兵
衛
⑳

別
戸
広

苗
木
枯
左
絹
門
⑳

同
大
区

七

小
区
石
川
村

代
講
人

工
藤
石
次
郎
⑳

相
川
榊
(
瀧
沼
)

□
□
彦
石
棺
門
⑳

副
戸
技
(紘

)

□
本
貞
明
⑳

第
五
大
区

五

小
区･LL･tZ

.

武
蔵
国
橘
樹
ロ

ロ
関
村

代
講
人持

田
松
之
助
⑳

;
.:
;

内
田
紋
議
⑳

削
戸
に

持
田
与
五
郎
⑳

参
考
賃
料

七

(関
家
文
書

･
勝
田
)

中
川
村
勝
田
々
畑
及
山
林
荒
シ
予
防
申
合

せ
規
約

一
現
今
社
会
浮
簿
ノ
情
況

二
伴
ナ
ハ
レ
EE
畑
ノ
耕
作
物
就

中
南
瓜
甘
藷
里
芋
其
他
諸
般
ノ
物
品
ヲ
窃
取

ノ
良
民
ノ
困

難
甚
敷
殊

二
山
林

二
至
-
テ
ハ
落
糞
机
又

ハ
枯
枝
折
卜
称

へ
生
木
ヲ
切
取
或

ハ
人
ノ
根
ヲ
掘
取
ル
鵜
メ
蛇
鎌
両
口
等

ノ
磯
貝
ヲ
仇

へ
持
主
ノ
承
諾
ヲ
経
ズ
ノ
テ
非
常
ナ
ル
E#
悪

ヲ
次
三

ノ
手
段
以
テ
ノ
外
ノ
中

二
有
之
尤
モ
近
来
山
林
保

讃
法
ノ
発
布
モ
有
之
労
此
際
当
部

1
同
協
議
ノ
上

1
際
厳

中
ナ
ル
取
締
ヲ
申
合
七
石
田
畑
山
荒
ン
等
候
者
有
之
事
ヲ

承
知
ノ
又
ハ
見
付
タ
ル
者

ハ
何
人
タ
ル
ヲ
問
ハ
ズ
即
時
当

部
委
任
又
ハ
駐
在
所
巡
査

工
塩
告
ス
ル
串
若
其
事
実
ヲ
知

り
共
催
黙
視

ノ
ダ
ル
者
有
之
ト
キ
ハ
過
怠
金
卜
/
テ
壱
円

二
付
金
壱
円
以
上
ヲ
当
部
委
員
工
詑
苔
卜
供
二
持
参
ス
ル

串
尚
ホ
外
二
繁
察
ヨ
-
陰
厳
罪
ヲ
受
ル
ハ
別
段
ナ
-
ト
ス

其
他
該
件
二
対
ス
ル
諸
般
ノ
契
約

ハ
本
牌

二
於
テ
一
同
卜

公
ケ
ナ
ル
口
頭
協
議
ヲ
専
守
致
ス
可
候
依
之
本
件
承
諾
ヲ

讃
ス
ル
為
メ
1
同
捺
印
候
処
如
件

明
治
参
拾
四
年
八
月
廿
二
日

関
八
郎
石
工
門
⑳

仝

吉
太
郎
⑳

仝

周
蔵
㊥

栗
原
万
五
郎
⑳

I;
EE
鶴
吉
⑳

関

佐
助
⑳

鈴
木
善
石

工
門
⑳
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栗
原
市
左
二
門
⑳

佐
藤
豊
吉
⑳

佐
藤
源
次
郎
⑳

鈴
木
良
太
郎
⑳

鈴
木
吉
石
工
門
◎

守
谷
常
吉
⑳

鈴
木
吉
五
郎

佐
藤
周
石
工
門
⑳

関

鹿
意
⑳

鈴
木
長
左
工
門
◎

鈴
木
佐
十
郎
⑳

関

新
議
⑳

栗
原
留
吉
◎

鈴
木
定
五
郎
⑳

関

惣
兵
エ
⑳

守
谷
包
蔵
⑳

鈴
木
庄
左
工
門
⑳

守
谷
平
石
工
門
⑳

平
野
宇
三
郎
⑳

栗
原
源
蔵
◎

沢

忠
七
⑳

沢

与
市
⑳

沢

三
石
郎
◎

鈴
木
三
蔵
⑳

鈴
木
尊
意
⑳

小
山
満
次
郎
⑳

小
山
円
議
⑳

廿
'
-;
戊
E:

守
谷
徳
次
郎
⑳

栗
原
席
吉
⑳

一
郎
:･ii疎
川

浅
見
力
蔵
⑳

小
山
金
之
助
⑳

鈴
木
新
之
助
団

平
野
佐
吉
⑳

鈴
木
市
五
郎
◎

参
考
資
料

八

(中
川
村
役
場
文
書
)

農
産
物
品
評
会
協
議
事
項

昭
和
一二
'

一
一
､
二
五

1
､
本
村

二
於
ケ
ル
年
中
行
事
ト
ノ
テ
ノ
盟
産
物
品
評
会
モ

回
ヲ
垂

ネ
ル
コ
ト
十
六
回
年
々
内
容
モ
充
実

ノ
本
村
産

業
発
達

二
資
ス
ル
コ
ト
大
ナ
ル
ハ
農
事
実
行
組
合

ハ
モ

ト
nl
リ
苫
年
会
諸
氏
ノ
絶
大
ナ
ル
努
カ

ニ
nl
ル
モ
ノ
ニ

ノ
テ
本
村
ノ
タ
メ
欣
快
ト
ス
ル
所
ナ
-
尚
本
年
モ
各
種

団
体

一
致
団
結
盛
大

二
実
施
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム

二
'
経
幾
事
務
ノ
分
担

ィ
､
村
=L
Z会

参
拾
円
ヲ
支
出

ノ
尚
斑
状
来
賓
接
待
背

(弁
当
茶
菓
代
等
)(

糾
策
怒
)

ロ
､
苫
年
会

以
上
以
外
ノ
経
柴
審
査

員

弁

当

一
切

ハ
苫
年
会

二
於
テ
之
ヲ
行

フ

出
品
物
ノ
勧
誘
'
搬
入
陳
列
販
売
'
鼓
品

(射
諏
消
)

斑
状
等

蕃
遮
員
派
迫
申
請
来
賢
招
待

ハ
村
農
会

ニ
テ
ナ
ス

三
､
開
催
日
程
ノ
件

十
二
月
九
日

(木
曜
)

出
品
物
の
搬
入

午
後
二
時

ヨ
リ
午
後
五
時

マ
デ

″
十
日

(金
曜
)

審
査
陳
列
評
価

午
前
九
時

ヨ
〓
ノ

″
十

一
En
へ土
曜
)

一
般
観
覧
売
約

午
前
九
時

ヨ
リ



809 参 JE 資 料

甘 八 壁 局 a 大 良 午 中i.､ 長 栄 荏歯 莱十六回良産初秤令也

結 ノ頑 辛 袷a 梶 初a 辛 努人参 く&諌醍 大根 麦戟&

七 秋春 散見
ケ ケ 五ケ 〇七ケケ 衰 ケ 毒 十秦 妄 五本 升

葱 小 義 疏 結 + 管 育 慈 ウド 種類 数
松莱 葎草 莱類 球白莱 育 ツ* A 蕉 瓜表

八〇〇匁以上 中早生生七〇ケケ ケ～ 五 五 八〇〇匁 数玉と

舵 義 義 六秩 秩 義 義 五ケ 卓 ケ 把

草履 詩 倭 耗 枝初 草花 菊 柚千 柿 栗 種類

哀 五戻又 去毒以上ソノ他 跳.指太辛ノ HLl 敬hl

十
二
月
十
二
日

(日
曜
)
戯
荘
授
与
式

午
後
二
時

搬
出
軽
理

三
時

四
､
出
品
勧
誘
申
込
ノ
件

名
支
部
毎

二
適
当
ナ
ル
出
品
勧
誘
計
画
ニ
ヨ
-

I
農
家

1
点
以
上
出
品
セ
ラ
ル
～
nl
ウ
尽
力
頗
ヒ
タ
ノ

出
品
申
込
ハ
別
紙
申
込
用
紙

二
記
入
ノ
上
十
二
月
五
日

迄
二
本
部

二
提
出
ノ
コ
ト

五
'
出
品
物
ノ
殺
人
ノ
件

搬
入
時
間
ハ
厳
守
ノ
コ
ト

六
'
審
査

二
関
ス
ル
件

例
年
ノ
通
り
出
品
票
ヲ
折

ツ
テ
審
査
ス

審
査
保
見

当
日
出
勤
役
員
中
ヨ
リ
各
支
部

L
名
ヅ
～

七
'
売
約
ソ
ノ
他

売
約
ノ
方
法

ハ
例
年
ノ
通
り

出
品
物

ハ
参
考
品
ヲ
除
ク
外
全
部
寄
附
ト
ス

八
､
役
員
出
務
ノ
件

十
二
月
九
日

各
支
部

ニ
テ
搬
入
物
受
付
ソ
ノ
他
二

差
支
ナ
キ
人
員

十
二
且

㌔

各
支
部
弐
名

(十

1
日
後

ハ
認
印
持

参
ス
コ
ト
)

十
二
月
十
二
日

午
前
中
弐
名
午
後

ハ
全
部

九
'
邦
貨
授
与
式
ノ
件

多
数
参
列
セ
ソ
ム
ル
様
各
支
部

ニ
テ
適
当
ノ
方
法
ヲ
構

セ
ラ
レ
タ
ゾ

1
0
'
参
考
品
手
数
料
ノ
件

参
考
品
ハ
売
上
金
ノ
一
割
ト
ス

一
一
､
ソ
ノ
他
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参
考
資
料

九

(長
沢
家
文
召

･
牛
久
保
)

記
長
沢
仁
太
郎

一
月八

日

一
重
人

十
二
円

一
壱
人

･L
<
E

一
壱
人

卜
九
日

一
壱
人

什
八
日

一
壱
入

内
金
石
拾
銭
渡

二

月-二
日

一壱人
〆
代
金九
拾
鉄
也

代
済

宮
台
文
意

<
n

一
壱

人

十
八

日

一
壱
人

八
日

壱
人

十
二
日

壱
人

月十

二
日

壱
入

金
六
拾
銭
也

二
月
十
七
日
代
済

長
沢
屯
蔵

八
日

壱

人

｣
二
日

壱
人

福
太
郎

内
金
三
治
銭
也

+
<
E

壱
人

〆
四
拾
五
銭代

済
天
之
屋

栗言責三月 実害実害芙普天真実吉芙…郡
〆
拾
六
人
也

二
円
E
l拾
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芙吉芙吉責苦芙芸更,i更占莞含まJEi

長
沢
文

五
郎

〆拾壱
人
半

壱
円
七
拾
二
銭
五
厘

官
台
半
次
郎

I
TJ
-
I

十
二
日

一
壱
人

八
日

一
壱
人

和
助

代
金
三
拾
銭
代
済
む

什
六
日

三

で
人

同
人

什
六
日

一
壱
人

半
次
郎

代
金
四
拾
五
銭
代
済

十
二
日

一
壱

人

半
次
郎

卜
二
日

一
壱
人

和
助

三
治
銭

〆

七

人

代
金
壱
円
五
銭
代
済

富
合
慶
吉

I

;

二
b]人

㌦

=

.･

十

八日

一
壱
人

什
六
日

一
壱
入

代
六
拾
銭
也代

済
長
沢
福
次
郎

･
＼
H

l
竜
J<
M

一
割J
T<
.

･.
/
-

一
壱
人

内
金
参
拾
銭
渡

〆
金
四
拾
五
銭

代
済
む

記

壱
入

代
済

一
壱
人

1･II-

1
壱
人

一
壱
人

代上代
済盛済

岡 閑 居 早 岡 唐
本 戸 船 本 戸
佐 忠 伊 甚 倉 佐
兵 三 太 之 之 七
循 郎 郎 助 助 郎

〆
六
人

金
九
拾
銭
也

代
済

惣
〆

金
七
円
〇
〇
五
銭

内
四
円
長
沢
β
払

外
四
円
拾
二
銭
口

長
沢
両
家

明
治
廿

一
年
十

一
月

同

廿
二
年

一
月

金
八
拾
壱
円
参
拾
八
銭
七
厘

明
廿
二
年
十
二
月

同
廿
三
年

一
月

金
六
円
○
石
銭

j]
二
年

十
二
月
nl
-

七
三
年

一
月
迄

八
円
廿
五
銭

_]
三
年
十
二
月

H

四
年

一
月

迄

i.J
･.

金
九
拾
五
円
六
拾
銭
九
厘

内
金
二
拾
円
六
拾
銭
二
厘

製
氷
代
金
ニ
テ
仕
払

明
治
廿
四
年

卯
二
月
改

(
…独裁紙)

神

奈
川
県下
武
蔵
国

都
築
郡
中
川
村
牛
久
保

長
沢
太
郎
兵
衛

長
沢
甚
兵
循
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参
考
資
料

十

(関
家
文
暫

･
勝
EEZ)

目
録

1
長
安
斗

壱
連

1
家
内
喜
多
留

壱
荷

一
勝
男
武
士

壱
壱

一
得
代

金
四
拾
五
円

一
子
生
娼

壱
迎

1
志
良
賀

壱
迎

一
末
広

壱
対

右
之
通
票
久
敷
御
受
納
下
サ
ル
ベ
ク
候
以
上

大
正
弐
年
給
弐
月
拾
日大

も
恒
東

関
八
郎
右
裾
門
殿8札

一

息

免
十

を
丸

]

衷

心
主
チ
窟

麦
肴

参
考
資
料

十

I
(関
家
文
智

･
勝
田
)

目
録

1
家
内
苫
多
留

壱
荷

一
勝
男
武
士

壱
壱

l
寿
留
女

壱
迎

一
志
良
賀

壱
壱

1
子
産
婦

奄
竜

一
末
広

壱
対

一
帯
代

金
七
拾
円

右
之
通
幾
久
敷
目
出
度
御
受
納
下
サ
レ
度
候
以
上

大
正
八
年
四
月
十

一
日

加
藤
常
三
郎

関
八
郎
右
衛
門
殿

G
で

英⊥

丸 恵 与 尊 卑

丸 久

虜 賃や 凡 士

主監
ふ
入

+買
ェ唱

え

も

-･･1
丸

田

鹿

を
吟
暑
-
留

着
荷

勝
男
武
士

丸子 ム ･3.1-
官

で

象

督

産

婦S

杏
-長
上

I'r･
T
J

を
主

よ甘
.生

を
朝

雪

見
整

定

丸

で
-

空

上

人

上
武

与
恥
e
rzp
i
t

人

名
伍
嵐

綿

人
押
蒜

門

札

一

事

拭

Y

含

有

憂
イ驚

農
瀞落
首
露
人

大<

/
･

ヰ
首
÷
が鹿骨

ノ希

･･.I:;
:
･-
∴

,]
･
I

参
考
資
料

十

二

(関
家
文
番

･
勝
田
)

目
録

1
御
帯
料

金
参
盲
円

一
松
魚
節

壱
壱

一
寿
留
女

壱
壱

一
子
生
婦

壱
壱

一
友
白
髪

宅
竜

一
末
広

壱
対

一
家
内
喜
多
留

壱
帝

石
之
通
り
幾
久
し
-
Hjj出
産

御
受
納
下
さ
れ
へ
-
候

以
上

大
正
拾
四
年
二
月
拾
九
日

松
本
房
治

関
八
郎
右
循
門
殿

8

儀

一和
布

材

令
夢

匂倒

一
解
る
'･.i;tilt.

者

達

一

身

遥

々

一食
を

･
古

生
埠

産
を

･鼻

白
懲

虐
/丘
ユ

一
常

夜

上せ
対

-象
萎

切

を
希

を

,見通
-
嵐
き
し
1
8
盟
友

吟

攻

知

て
～
札
べ
く
紙

は
上

火

ふ

怒

号

/1
碧

1

加

ふ
鬼

強

飼

ハ
管

句

門

麻
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考
資
料

十
三

(渡
辺
繁
文
沓

･
中
川
)

武
蔵
国
都
筑
郡
大
棚
村
神
社
明
細
帳

神
奈
川
県
下
武
疎
国
都
筑
耶
大
棚
村
字
玖
之
森

村
杜玖

山
神
社

1
集
中tt
日
本
武
専

一
由
緒
起
立
年
数
相
知

レ
不
申
侯

1
社
農

刑

1
境
内
坪
数
E
n
tZ]六
拾
八
坪

1.6
有
地

稲
荷
杜

祭
神
稲
否
魂
命

由
緒
起
立
年
数
相
知

レ
不
申
恢

社
殿
照

一
氏
子
七
拾
九
戸

1
管
轄
庁
迄
距
離
五
里

以

上

神
奈
川
県
管
下
武
彦
国
都
買
郡
大
棚
村
手
中
耕
地

摂
社吾

凄

神社

1
祭
神
臓
姫
命

l
由
緒
起
立
年
数
相
知
レ
不
申
候

1
枚
盈

耶
半

1
場
内
坪
数
七
拾
弐
坪

官
有
地

一
信
徒
戸
数
七
拾
九
戸

一
管
轄
庁
迄
距
箆
五
里

以

上

神
奈
川
県
管
下
武
蔵
国
都
筑
耶
大
槻
相
手
大
塚

摂
汁神

明

朴

l
祭
神
伊
部
那
岐
伊
井
冊
命

1
由
緒
起
立
年
数
相
知
レ
1<
申
候

1
社
盈

閏

1
境
内
坪
数
七
拾
弐
坪

.nL]有
地

一
信
徒
戸
数
七
拾
九
戸

1
管
拙
庁
迄
距
離
五
里

以

上

神
奈
川
県
管
下
武
蔵

国
机筑
郡
大
棚
相

手中村

摂
社八

幡
社

一
案
抑
応
神
天
皇

1
血
緒
起
立
年
数
相
知
レ
不
申
候

l
社
是

悶

1
境
内
坪
数
瓦
拾
七
坪

tnzJ有
地

1
信
徒
戸
数
七
拾
九
戸

1
管
轄
庁
迄
距
離
古
里

以

上

武
蔵
国
都
筑
郡
大
棚
村
寺
院
明
細
帳

神
奈
川
県
管
下
武
践
国
都
筑
邸
大
棚
村
字
玖
之
森

同
国
同
郡
王
禅
寺
村
王
禅
寺
東

門
等
呈
ポ
新
並
派

託
福
等

(岨
)

一
本
昏
十

一
面
勧
世
音
菩
薩

l
天
止
十
五
年
実
相
房
開
基

r
本
是

開
平

一
境
内
坪
数
五
百
拾
六
坪

一
墳
外
所
有
地

字
矢
B
(EE)反
別
三
反
三
分

此
地
価
百
石
拾
五
円
八
拾
四
鉄
壱
廃

字
銘
之
日
田
反
別
壱
反
九
畝
三
分

此
地
価
九
拾
九
円
七
拾
E
l抜

手
矢
東
畑
反
別
弐
反
五
畝
拾
三
分

此
地
価
三
拾
三
円
三
拾
九
銭

辛
抱
之
日
畑
反
別
三
畝
拾
八
分
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此
地
価
八
円
八
拾
三
銭
六
厘

芋
玖
之
森
細
反
別
七
反
五
畝
八
分

此
地
価
百
四
拾
五
円
九
拾
七
銭
四
厘

芋
才
勝
土
畑
反
別
弐
反
九
畝
拾
八
分

此
地
価
石
拾
三
円
六
拾
八
銭
九
厘

芋
玖
之
森
山
林
反
別
弐
反
廿
壱
分

此
地
価
三
円
壱
銭
三
度

.子
才
勝
土
山
林
反
別
三
反
壱
畝
拾
五
分

此
地
価
五
円
四
銭

一
統
r徒
人
員
弐
拾
貞

一
管
轄
庁
迄
距
離

神
奈
川
県
管
下
武
蔵
国
都
筑
郡
大
棚
村
手
中
村

同
国
同
郡
王
禅
寺
村
王
禅
寺
末

宍
言
宗
節
義
派

慈
眼
寺

(班
)

l
本
尊
止

観
世
音
菩
薩

一
由
緒
相
知
レ
不
申
候

一
本
宝
霜

l
境
内
坪
数
四
HI)右
拾
六
坪

l
墳
外
所
有
地

芋
中
桝
地
EEl反
別
壱
反
壱
畝
六
分

此
地
価
六
拾
円
五
銭
九
厘

等
中
村
畑
反
別
壱
町
五
反
弐
畝
拾
壱
分

此
地
価
弐
百
三
円
三
治
四
銭
九
厘

芋
大
塚
畑
反
別
八
反
壱
畝
廿
五
分

此
地
価
百
拾
八
円
E
]拾
四
践
七
厘

芋
山
崎
田
反
別
壱
畝
廿
E
]分

此
地
価
八
円
六
拾
六
銭
八
厘

字
同
処
弧
反
別
六
畝
j]
四
分

此
地
価
拾
七
円
五
拾
八
銭
弐
厘

字
大
塚
山
林
三
反
LF
畝
三
分

此
地
価
五
円
LF
拾
八
銭
E
]厘

字
中
村
山
林
六
反
九
畝
拾
弐
分

此
地
価
拾
弐
円
古
銭
弐
厘

一
也
徒
人
目貝
拾
三
昌

一
管
轄
庁
迄
距
離
五
里

以

上

神
奈
川
県
管
下
武
蔵
国
都
筑
郡
大
棚
相
手
鵜
之
目

同
国
荏
原
郡
奥
沢
村
浄
市
〔寺
末

再
書
不
西
派

西
京
本
願
寺
兼東

菩
寺

浄
土
宗

(魁
)

本
尊
正

観
世
音
菩
薩

へ成
)

元
録
LF
年
浄
誉
楢
開
閉
基

本
重
霜

や

境
内
坪
数
三
百
四
拾
八
坪

境
外
所
有
地

芋
鵜
之
日
田
反
別
四
畝
拾
弐
分

此
地
価
廿
八
円
八
銭
弐
厘

芋
同
処
畑
反
別
壱
反
六
畝
拾
八
分

此
地
価
七
七
円
四
拾
四
銭
石
厘

LTi･同
処
山
林
反
別
三
反
八
畝
分

此
地
価
六
円
八
銭

的
徒
人
員
四
員

管
轄
庁
迄
距
離
LF:里

清
林
寺

一
本
尊
阿
弥
陀
如
来

一
天
正
以
前
ノ
開
基
卜
申
伝

へ
年
暦
不
相
分
候

l
本
堂
翫

半

l
境
内
坪
数
二
百
五
十
二
坪

一
境
外
所
有
地

手
中
桝
池
田
反
別
壱
反
壱
分

此
地
価
E
Z拾
五
円
E
]拾
弐
銭
四
厘

字
山
崎
田
反
別
弐
畝
分

此
地
価
七
円
四
厘

字
中
村
仙
反
別
壱
反
五
畝
六
分

此
地
価
廿
E
]円
五
拾
弐
銭
壱
厘

字
山
崎
柵
反
別
八
畝
拾
弐
分

此
地
価
廿
弐
円
四
拾
九
銭
壱
厘

宇
宿
之
入
山
林
反
別
四
畝
三
分

此
地
価
六
捨
石
銭
六
厘

1
枇
徒
人
員
壱
員

一
管
轄
庁
迄
距
離
五
里

以

上

神
奈
川
県
管
下
武
蔵
国
都
筑
郡
大
棚
村
字
中
村
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参
考
資
料

十
四

(関
家
文
℡

･
勝
田
)

こt
J

武
州
都

築

郡

師

岡
之
庄

小
机
之
内
勝
田
相

関
八
郎
右
術
門

右
依
願

図
書
正

一
位
稲
荷
大
明
神

神
桃
所
申
調
如
件

神
祇
管
領
長
上
家

文
化
髭

胴
公
文
所

飽

､

五
･

:･.i:I.････是
川t
･.･.i

小
孔
と
内
藤
の希

蘭
八

軒
嘉

門

夏頗曹主
賓

麓
箪
詞
や仲-

馨

上
叡

参
考
資
料

十
五

(岩
樺
家
文
苔

･
川
和
)

丈
ルナふ千

島
上月

(
技

)

[na{士
銭

問

塚
筑
道
川

(
I
]
,
/

仲

川

和

地
遥
両
村
ノ
問
二
有
之

子
包
々
原
田
文
l
年
川
和
村

卜
池
辺
村
卜
仙
人
二
及
恢
処
御
裁
,T=
ニ
相
成
其
時
御
蚊
許
絵

図
面
卸
駁
F
I
二
両
村
人
金
野
二
披
仰
付
其
後
旭
川
十
四
代
将

軍

卸
時
尖
政
四
年
丁
巳
四
月
開
墾
披

仰
付
其
特
徴

見
分
御
勝
手
御
物
.ItJ奉
行
小
栗
下
総
頑
殿
井
御
勘
定
奉
行
大

田
六
郎
殿
御
目
付
役

卸
普
譜
役
石
木
酢
八
殿
御

;
I
.J
･
≠
･.)

代
J.nD松
田
三
郎
殿
右
役
々
御
立
会
御
鬼
分

二
相
成
其
時
巾‥川村

名
主
信
田
太
三
郎
年
寄
信
田
秀
下
郎
同
岩
洋
金
治
郎
同
城
所

源
三
郎
同
根
本
甚
石
郎
百
姓
代

給木
次
之
丞
長
崎
利
右
絹
門

右
七
名
之
者
獅
兄
分
光
案
内
仕
候
其
后
.TY
政
市
年
成
乍

一
月

川
和
村
役
人
池
辺
村
役
人
名
主
座
間
金
指
年
寄
直
閉
止
七
小

野
JLYi
右
術
門
座
間
啓
兵
衛
綱
比
村
飯
田
助
太
夫
立
会
ノ
⊥
境

界
相
定
メ
恢

二
付
其
k:
信
E3
秀
LF.郎
岩
拝
金
治
郎
両
人
相
談

致

/
右
入
会
野
境
界
相
妊
リ
候
上

ハ
伊
勢
森
原
頂
上
ヱ
富
士

塚
筑
追
放

ノ
恢
得
パ
神
奈
川
rn
-
品
川
奥
海
辺

一
眼
二
見
腔

-
候
問
富
士
塚
筑
立
旨
ヲ
両
人
ニ
テ
相
催
ノ
名
主
太
三
郎

ヱ

相
談
致
シ
i=i
延
元
年
庚
申
三
月
十
五
日
村
内
人
民
ヱ
協
議
致

ノ
候
処
早
速
協
議
行
届
キ
同
四
月
朔
日
nl
-
石
塚
着
手
致

/

村
民

1
同
シ
テ
十
日
間
こ
高
サ
六
尺
程
筑
立
候
其
人
数
弐
百

九
拾
五
人
手
弁
当
ニ
テ
尽
力
ス
尚
次
年
文
久
元
年
辛
酉
三
月

万
延
元
年
中

二
至
り
十
五
日
ヨ
-
廿
五
日
迄
再
筑
致

ソ
共
時
高
サ
六
尺
余

筑
立
其
年
人
足
三
百
廿
人
同
手
弁
葛
ニ
テ
築
造
ス
引
続
文
久

二
年
壬
成
三
月
廿
E
]Dj
n
-
E
]月
七
日
迄
其
年
高
サ
五
尺
余

築
立
候
其
隼
人
歩
三
百
人
同
手
弁
3:3
ニ
チ
ハ
タ
ラ
キ
同
文
久

三
年
TT]リ
元
治
元
年
慶
応
二
年
迄
E
]ヶ
年
問
休
同
慶
応
三
年

丁
卯
年
三
月
十
五
ヨ
ヨ
-
同
月
廿
五
日
迄
人
夫
三
百
人
凡
高

サ
四
尺
筑
造
相
成
尚
次
年
明
治
元
年
成
辰
年
三
月

l
日
ヨ
-

同
月
九
目
迄
人
夫
弐
百
八
十
人
高
サ
石
尺
提
築
立
其
年
弁
f=2

米
村
内
有
志
ヨ
-
米
壱
石
八
斗
弁
古
米
出
ス
同
明
治
l
年
己

巳
年
三
月
三
日
ヨ
-
十
Ej迄
人
夫
弐
百
人
高
サ
E
l尺
筑
立
候

其
年
村
内
有
志
米
壱
石
弐
斗
五
升
弁
当
米
出
ス
其
后
明
治
十

年
迄
八
年
間
休
同
明
治
十

一
年
四
月
三
日
ヨ
-
同
月
十
五
日

進
十
三
日
間
人
夫
三
百
四
拾
人
高
サ
六
尺
築
造
ス
共
年
夫
持

米
壱

石
六
斗
村
内
有
志
ヨ
リ
出
ス
尚
次
年
明
十
二
年
四
月
十

五
日
ヨ
-
廿
二
日
迄
八
日
間
人
夫
弐
百
八
十
有
人
高
サ
五
尺

以
上
筑
立
夫
持
米
ヱ
村
内
有
志
者
ヨ
-
壱
石
弐
7T
三
列
出
ス

同
明
治
十
三
年
庚
辰
年
四
月
廿
日
ヨ
-
三
十
日
迄
人
夫
三
.8

人
高
サ
五
尺
余
弁
〝ujl米
壱
石
五
斗
村
有
志
者
ヨ
リ
出
ス
同
明

治
十
四
年
辛
巳
年
四
月
廿
五
日
ヨ
-
仝
五
月
二
日
迄
八
日
間

人
夫
弐
百
五
拾
人
高
サ
四
尺
築
立
弁
当
米
壱
石
弐
斗
村
内
有

立
者
ヨ
-
出
ス
同
明
治
十
有
年
春
四
月
朔
日
ヨ
リ
仝
月
十
日

迄
人
夫
弐
百
六
拾
人
高
サ
石
尺
築
立
夫
持
米
壱
石
式
｣
村
内

有
志
者
ヨ
-
出
ス
初
年
La:延
元
年
ヨ
-
明
治
十
有
年
迄
弐
拾
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(

殻
脱
力
)

三
年
之
間
高
サ
五
丈
五
尺
築
造
致
ン
其
后

明

十

八
年

九
月
十

三
日
ノ
夜
大
地
諾
こ
テ
披
損
致
尚
明
治
十
九
年
若
修
繕
仕
候

(治
脱
力
)

処
尚
具
后
明
二
十
年

L
月
十
二
日
夜
大
袋
レ地
.L
テ
頂
上
欠

餅
援
引
人
夫
三
千
百
三
拾
人
引
弁
(]]l米
九
石
七
斗
八
升

明
治
一
十
年
四
月
廿
八
日
ヨ
リ
三
治
日
迄
三
日
間
入
部
百
人

二
テ
成
功
仕
候
也
明
治
廿
四
年
四
月
十
方
D=浅
間
太
神
山
閑

･汁
､

キ
執
行
致
/
大
神
右
枠
鶴
見
石
屋
塔
ヲ
作
ル
其
時
投
餅
E]俵

Lt
J

酒
三
駄
代
金
四
拾
弐
円
石
碑
代
拾
円
詩
経
班
弐
拾
円

引
金
七
拾
円

寄
附

一
全
章
円
五
拾
鉱

一
企
式
円

1
金
壱
円
五
拾
鼓

一
金
壱
円
五
拾
銭

一
金
華
円

l
金
五
捻
銭

一
殿
屈
壱
組

一
食
壱
円

一
金
壱
円

一
金
壱
円

一
金
を
円

一
金
蔓
円

英
外
相

一
同

大
谷
甚
蔵

中
山
恒
三
郎

中
山
左
道

信
田
竪
次
郎

信
田
前
進

信
田
森
造

中
山
友
吉

岩
棒
金
治
郎

城
所
八
郎
次

信
田
留
五
郎

平
本
万
覆

輪
木
次
郎
吉

石
塚
発
起
人

明
治
什
七
年
六
月
什
R
午
后
昔
時
五
拾
分

人
他
州3
fa
十
文
字
捌
レ
ル
石
碑
例
レ
ル

年
寄

岩
帯
金
治
郎

同

信
田
秀
五
郎

名
主

信
田
太
三
郎

后
世
話
人

鈴
j<
平
左
衛
門

同

信
田
質
次
郎

同

平
本
助
治
郎

同

大
谷
金
太
郎

同

宿
宮
疎
石
衛
門

(

技
問
)

富
士

銭
問
築

立
相

(･.知
起
横
岱
紹
内
E
の
記
3
'

寓
延
元
年
庚
申
三
月
十
五
日
信
田
秀
五
郎
岩
津
金
治
郎
両
人

是
ヲ
胸
腔
ス
共
時
名
主
信
田
太
三
郎
助
役
中
二
有
之
右
両
人

太
三
郎
方
江
罷
出
字
伊
勢
森
原
ヱ
富
士
塚
築
立
之
催
/
協
議

仕
挟
処
名
主
太
三
郎
承
諾
仕
共
ヨ
-
村
方
人
民
ヱ
右
両
人
ニ

テ
協
議
数
シ
侯
処
村
民

一
同
協
力
ヲ
合
七
甫
延
元
年
四
月
朔

EE[ヨ
リ
石
塚
着
手
初
メ
十
日
間
1二
尚
サ
六
尺
程
築
立
侯
尚
次

年
文
久
元
年
辛
酉
三
月
二
至
り
内
円

築
其
歳
三
月
十
五
日
ヨ

リ
三
月
廿
五
日
迄
村
民

一
同
ノ
テ
川
芯
サ
六
尺
余
り
築
立
侯

共
ヨ
リ
文
久
二
年
壬
成
年
休
文
久
三
宍
亥
年
尚
三
月
廿
四
日

ヨ
リ
四
月
七
日
迄
其
年
高
サ
四
尺
余
築
立
其
ヨ
リ
元
治
元
甲

子
年
休
尚
慶
応
元
乙
丑
年
休
次
慶
応
二
年
丙
寅
年
休
同
三
年

丁
卯
年
三
月
十
三
日
n
リ
仝
月
晦
日
迄
凡
高
E
]尺
提
案
立
次

年
明
治
元
年
成
辰
年
的
高
サ
三
尺
提
築
立
恢
次
年
明
治
二
年

休
仝
三
庚
午
年
尚
高
サ
五
尺
程
築
立
明
XELE
]年
rn
リ
改
正
二

掛
り
仝
十
年
迄
休
仝
十

一
年
ヨ
-
十
有
年
迄
尚
築
立
仝
十
六

五liL
ヨ
-
十
九
年
迄
四
年
之
閃
三
股
塚
崩
修
築
仕
足
迄
人
夫
三

千
三
言
四
拾
九
人
掛
り
夫
持
米
六
拾
e
]依
壱
斗
克
升

｢参
考
資
料

十
五
｣
に
つ
い
て

富
士
塚
築
造
に
関
す
る
賢
料
は
希
少
賢
料
と
さ
れ
よ
う
｡
こ

の
托
料
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
'
川
和
の
人
々
に
よ
っ
て
､

こ
の
塚
は
築
か
れ
'
そ
し
て
浅
間
大
神
の
石
塔

(｢捷
間
大

神

明
治
廿
E
]年
四
月
十
五
日
建
立

川
和
中

世
話
人

(恥
)｣)
が
ま
つ
ら
れ
た
｡
こ
の
富
士
塚
は
'
本
文
中
で
も
ふ

れ
た
よ
う
に
'
帖
北
二
.1
-
タ
ウ
ン
班
投
の
も
と
で
､
発
掘

調
査
後
､
切
り
崩
さ
れ
'
新
し
い
富
士
塚
と
し
て
再
築
造
さ

れ
た
o
た
だ
し
元
の
塚
に
ま
つ
ら
れ
て
い
た
記
念
物
で
あ
る

石
塔
は
'
脇
に
あ

っ
た
庚
申
塔

(｢庚
申
塔

明
治
廿
四
年

四
月
十
五
日

森
講
中
｣)
と
共
に
､
川
和
の
八
幡
神
社
の
境

内
に
退
さ
れ
ま
つ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
｡
そ
の
撚
､
こ
の
両

石
塔
に
は
'
そ
の
経
過
を
後
世
に
伝
え
る
た
め

｢昭
和
五
十

二
年
七
月
吉
日

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
工
事
の
た
め
富
士
塚

よ
り
遷
す
｣
と
い
う
柁
文
が
刻
ま
れ
た
｡
今
日
'
こ
の
両
石

塔
は
､
社
殿
の
東
側
後
方
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
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参
考
資
料

十
六

(茅
ヶ
崎
七
組
地
神
粥
中

･
茅
ヶ
崎
)

記

l
金
拾
五
鼓

一
会
拾
五
島

一
金
参
拾
鋲

r
金
治
七
銭

一
金
六
捻
六
鉄

1
金
壱
円
六
拾
四
銭

昆
布
三
玉

酢
三
台

ケ
′
リ
鰹
魚
節
1
袋

砂
糖
壱
斤

池
上
三
十
三
枚

酒
恭
子

引
金
参
円
七
鋲
也

内
訳

右
計
井
ハ
大
正
拾
四
年
度
利
子
及
ビ
元
金
返
済
弐
拾
五
践

加
入
久
次
郎
/
預
り
拾
k
:銭
加
⊥
消
出
候
EB

妓
全
音
円
止
二
預
郡

久
次
郎

右
妓
念
壱
円
大
正
十
H=年
九
月
廿
六
日
金
子
弥
五
郎
氏
宿

ノ
経
増
二
消
耗
致
事

大
正
拾
五
年
九
月
廿
六
日

金
子
弥
五
郎
宿

一
金
拾
七
鋲

l
金
参
捻
銭

1
金
八
鋲

l
金
拾
五
銭

l
金
六
拾
六
銭

l
金
九
拾
六
銭

砂
糖
壱
斤

削
松
魚
節
二
公

尾
端
弐
玉

酢
三
台

油
上
三
十
三
枚

酒
弟
子
代

計
金
弐
円
参
拾
六
鉄
也

内
訳

右
之
経
北

ハ
大
止
拾
四
年
度
納
税
奨
肋
企
三
円
LF:十
七
銭

大
正
拾
四
年
三
月
久
次
郎
砧
時
総
出
妓
金
石
円
也
ヲ
加

工

吉
相
半
E]代
金
拾
銭
卜
北
村
氏
壱
日
吉
糊
貸
弐
拾
技
モ
加

大
正
十
五
年
九
月
分
口
金
弐
円
ヲ
各
々
平
均

二
積
立
虫
紐

ナ
ヲ
ン
参
捨
石
銭
ヲ
差
引
右
不
残
消
出
候
也

昭
和
二
年
三
月
廿
六
日

金
六
拾
六
銭

油
絵
三
十
三
枚

金
捨
石
鋲

酢
三
合

金
三
治
銭

け
つ
り
節
二
本

金
八
銭

尾
端
二
王

金
拾
七
銭

砂
糖

一
斤

合
計
金
壱
円
三
十
六
鋲

当
轟
小
泉
源
治
郎

大
止
十
五
年
四
月
rn
-
昭
和
二
咋
三
月
七
六
日
迄
利
子
金

金
三
円
七
拾
壱
銭
八
鹿
ヲ
純
金
酒
肴
代
ト
ノ
テ
仕
払
ス
利

子
金
/
内
金
五
十
弐
銭
入
金
ト
ノ
テ
金
子
栄
治
郎

へ
右
之

金
へ
内
金
ト
/
テ
金
六
円
相
改
メ
昭
和
二
年
三
月
廿
六
日

改
第
ス

昭
和
式
年
九
月
廿
壱
日

城
田
貞
治
宿

鵬
男
物

1
金
六
拾
六
銭

油
揚
州
三
枚

一
金
拾
五
銭

酢
三
合

一
金
八
鉄

こ
ん
ふ
二
つ

一
金
六
拾
銭

鮭
魚
節

l
金
治
七
銭

砂
糖

1
斤

1
金
六
拾
五
銭

酒

1
金
五
捻
壱
抜

染
子

右
計
金

二
戸
付
弐

円

八

拾
弐
鉄
也

右
内
昭
和
壱
年
度
柑
大助
金
三
拾
弐
鋲
加
入

残
金
参
円
也
入
用
節
迄
貞
治
氏

工
預
ケ
置
事

昭
和
弐
年
度
納
税
奨
励
金
残

昭
和
弐
年
度
右
氏
ノ
預
ケ
金
正

二
受
取
侯
也
前
立
金

二
加

入

記

一
金
六

拾
六

銭
也

1
金
六
拾
銭
也

1
金
捨
石
銭
也

一
金
拾
六
銭
也

一
金
八
鉄
也

一
金
弐
拾
銭
也

t
金
四
銭

一
全
章
円
八
捨
石
銭

油
拐
三
拾
三
枚

鰹
魚
節

1
本

酢
三
台

砂
地
壱
斤

足
和
式
玉

法
楽
代

半
紙
壱
帖

酒
菓
子
代

引
金
参
円
七
拾
E
]鉄
也
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昭
和
参
年
三
月
十
九
日

宿
金
子
若
次
郎

記

一
念
拾

銭

一
金
六
拾
九
銭

一
金
治
六
銭

一
金
四
銭

一
金
七
拾
銭

一
金
捨
石
銭

一
金
壱
円

一
金
石
拾
銭

一
金
弐
拾
銭

昆
布
二
玉

鰹
節
壱
本

砂
糖
壱
斤

半
紙
壱
帖

油
揚
州
五
枚

酢
三
台

描
酒
代

薬
子
代

法
楽
料

合
討
金
参
円
参
捨
石
銭

昭
和
四
年
三
月

宿
金
子
試
長

昭
和
四
年
九
月
廿
日

市
川
長
石
衛
門
民
宿

一
念
七
拾
銭

一
金
六
拾
銭

一
金
治
銭

一
金
拾
銭

1
金
捨
石
銭

一
金
壱
円

一
金
四
拾
四
銭

三
十
五
枚
油
揚

鰹
節

･17rI1日
･
E

酢
代

砂
糖
壱
斤

描
酒
代

小火
千
代

記

一
金
七
銭

一
金
拾
壱
銭

一
金
六
拾
八
銭

1
金
治
五
銭

一
金
七
拾
銭

一
金
弐
拾
銭

一
金
七
拾
古
銭

1
金
七
捨
石
銭

昆
布
二
玉

砂
糖
壱
斤

鰹
魚
節
二
本

酢
三
台

油
絵
三
十
五
枚

法
楽
料

清
酒
五
台

菓
子
代

総
引
金
参
円
有
給
四
践
也

附
記
昭
和
弐
年
度
地
税
奨
励
金
弐
円
八
拾
四
銭
ヲ
以
テ
支

(･℃
カ
)

払
口
戸
七
銭
宛
追
加
ノ
精
算
候
也

昭
和
三
年
九
月
廿
五
日

宿
金
子
栄
治
郎

計
参
円
〇
九
銭
也

右
経
政

は
昭
和
三
年
度
納
税
奨
励
金
参
円

〇
九
銭
を
以
て

支
払
致
し
候
也

昭
和
五
年
四
月
八
日

記

l
企
七

拾
践

也

l
企
六
拾
践

一
金
治
銭

l
金
拾
銭

一
金
拾
五
銭

一
全
章
円

一
金
五
拾
銭

一
会
弐
拾
銭

油
揚
州
五
枚

塵
魚
節

一
本

昆
布
二
玉

酢
二
台

砂
糖

一
斤

酒苑

子
法
楽
料

飯
塚
福
蔵
宿

賄
買
物

一
金
治
三
鉱

一
金
拾
銭

1
金
拾
五
銭

一
金
六
拾
五
銭

一
金
七
拾
銭

一
金
七
拾
銭

1
金
石
拾
七
銭

引
金
参
円
也

..1
i[)
.I

昆
布
弐
玉

酢
三
台

鰹

魚

節

池
上
州
五
枚

清
酒
五
台

…光
子
代

引
金
参
円
E
]拾
弐
鏡

石
中
野
島
為
次
郎
宿

右
経
出

ハ
昭
和
四
年
度
三
円

〇
六
銭
奨
励
金

二
テ
支
払
不

足
ノ
金
壱
戸
五
銭
宛
支
出
候

也
[

]
年
度
繰
越
金
古
銭

記

昭
和
六

年

三

月
廿
E
]日

地
神
講
宿
中
野
島
久
次
郎

買
物

1
金
六
拾
銭

油
拐
州
六
枚

1
金
石
拾
銭

堅
魚
節

一
金
拾
弐
銭

酢
三
台

1
金
拾
弐
銭

砂
糖

l
斤

一
金
七
銭

コ
ン
プ

一
金
石
拾
銭

楢
酒
代

1
金
石
拾
壱
銭

菓
子

右
封
用
ハ
昭
和
五
度
ノ
資
本
金
ノ
利
子
及
繰
越
金

ニ
テ
支

払
候
也



819 参 考 Ft料

昭
和
六
咋
度
九
月
廿
日

金
子
平
造
宿

l
金
五
拾
銭

油
拐
三
十
枚

一
金
拾
弐
鋲

酢
l云
]

1
金
弐
捻
鉄

ケ
ツ
-
節
二
笈

1
金
治
壱
践

砂
枇

1
t-

一
食
九
鉄

昆
布
二
王

一
金
弐
拾
銭

法
楽
代

一
金
壱
円

御
酒
代

一
金
六
拾
弐
銭

i3･j:子
代

引
金
弐
円
八
拾
四
鉄
也

右
賄
金
ハ
昭
和
五
年
度
奨
励
金
二
テ
支
払
侯
也

記

昭
和
七

年
三

月
十
八
日

地
i
:講
ノ
宿
小
泉
源
次
郎

1
金

石
拾
銭

1
金
拾
弐
銭

1
金
拾
四
鋲

1
企
五
拾
鉄

1
金
五
銭

一
金
壱
円
一
■拾
四
銭

一
金
拾
技

油
揚
三
治
枚

酢
三
台

砂
地

1
LI

壁
節

1
本

昆
布
一
玉

酒
石
合
…知
子

法
楽
料

一
念
捻
参
践

l
金
凹
拾
八
銭

l
金
拾
弐
銭

t
金
式
拾
銭

1
企
壱
円
前
捻
七
鉄

砂
態

1
L-

勝
取
節

酢
三
台

法
楽
料

酒
二
張
子
代

引
金
弐
円
七
拾
四
銭
也

右
把
用
ハ
昭
和
六
年
度
奨
助
金
ニ
テ
支
払
供
出

合
引
金
参
円
拾
五
鉄
也

右
出
用

1
切
ハ
昭
和
八
年
度
県
奨
助
金
弐
円
六
十
五
銭
こ

テ
支
払
候
也

l
金
治
践

1
金
治
銭

一
念
拾

1
銭

一
念
拾
二
銭

一
念
五
拾
銭

L
金
壱
円
拾
銭

ケ
ノ
-
堅
魚
節

昆
布

砂
糖

一
斤

酢
三
台

油
揚
三
拾
牧

楢
恐
及
ヒ
孫
子

記

昭
和
八

年

三

月
廿
三
日

金
子
若
次
郎
宿

一
食
拾
弐
銭

一
金
拾
参
銭

一
金
六
銭

一
金
四
拾
八
銭

一
金
六
拾
銭

1
金
壱
円
四
拾
八
鉄

酢
三
台

砂
地

l
斤

昆
布
二
玉

松
魚

l
本

油
揚
肘
杖

酒
袋
千
代

(茄
カ
)

此
内
草
子
代
七
十
銭

石
ハ
賄
費
用

1
切
昭
和
七
年
度
県
奨
励
金
弐
円
七
拾
八
技

二
テ
支
払
挟
む

..17g

昭
和
九

年

参

月
十
八
巳

地
神
講
宿
金
子
Lat:長

一
金
六
拾
銭

1
企
古
銭

一
金
拾
参
銭

1
金
四
拾
四
鉄

1
念
拾
弐
銭

一
念
壱
円

1
金
六
十
鋲

油
揚
州
枚

昆
布
二
玉

砂
糖

1
L
=

勝
負
節

l
木

酢
三
台

染
子

鹿
L;
缶

引
金
弐
円
〇
三
払
出

昭
和
七
年
三
月
十
八
日
利
子
ニ
テ
支
払
妓
金
壱
円
小
鬼
磯

次
郎
氏
工
預
ケ
候
也

昭
和
七
年
九
月
二
十
四
日

地
神
誠
宿
城
田
貞
治

記

昭
和
八
年

九
月
拾
九
日

金
子
栄
次
郎
宿

一
金
六
拾
銭

1
金
五
鉄

油
揚
州
枚

昆
布
二
玉

1
金
弐
拾
銭

法
条
料

合
計
金
参
円
拾
四
銭
也

右
出
川

1
切
ハ
昭
和
九
年
度
県
奨
励
金
弐
E
:廿
九
鉄
也
ニ

テ
石
女
払
供
出

参
月
十
八
日

八
年
度
利
子
金
参
円
廿
七
生
右
軟
用
残
金
弐
円
四
十
二
鉄

也

預
り
市
川
二
言
El

昭
和
十
年
三
月
廿
三
日
支
出
供
出
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記

昭
和
九

年

九

月
廿
石
目

地
神
誠
楢
飯
塚
源
治

1
金
g
]拾
H
=鉄

勝
魚
約

1
本

1
金
廿
六
銭

砂
地
二
斤

一
金
五
銭

昆
布
二
玉

1
金
六
拾
銭

油
揚
州
枚

1
金
拾
二
銭

酢
三
台

1
金
壱
円

菓
子

1
金
金
六
拾
二
銭

酒
五
台

合
計
金
参
円
拾
践
也

参
月
十
八
日
付
奨
励
金
式
円
四
拾
式
銭

五
月
廿
日
県
奨
励
金
弐
円
六
捻
八
鉄

差
引
残
金
弐
円
也

右
殊
金
弐
円
也

市
川
三
吉
預
り

記

昭
和

十

年
参

月
廿
三
日

地
神
誠
ノ
宿
市
川
三
吉

一
金
四
拾
一
銭

勝
爪
節

1
本

一
金
廿
六
鋲

砂
糖
二
斤

l
金
六
銭

昆
布
二
玉

一
念
六
十
銭

油
揚
州
枚

一
企
拾
二
銭

酢
三
台

1
金
一ヒ
円

=j'子

T
金
八
拾
八
銭

伯

昭
和
十
年
三
月
廿
三
日

県
契
励
金
二
円
十
九
銭
也

前
年
度
四
円
四
十
二
鉄
也

利
子
二
円
七
拾
三
払
出

金
引
九
円
三
治
四
鉄
也

二
名
二
貸
付
金
六
円
也

右
妓
金
消
費
侯
也

昭
和
拾
年
九
月
拾
九
日

地
神
試
宿
小
野
鴫
恭
次
郎

1
金
四
拾
二
鋲

勝
取
節

l
本

一
金
六
拾
鋲

油
揚
州
枚

1
金
五
銭

昆
布
二
玉

1
金
廿
六
鉄

砂
地
二
斤

一
金
治
二
鼓

酢
三
合

一
金
壱
円

東
子

一
金
七
拾

l
銘

酒

合
計
金
参
円
拾
六
鉄

九
年
度
分
村
奨
励
金
弐
円
六
拾
六
銭

金
五
拾
銭

1
人
分
末
技
ヅ
ゝ
集
金

右
之
金
九
月
十
九
日
ヲ
以
て
消
出
候
也

昭
和
十

一
年
三
月
十
七
日

地
神
講
宿
中
野
島
藤
司

t
企
四
拾
七
鋲

勝
魚
節

一
金
六
拾
鉄

血
拐
州
牧

以
下
欠

(
一
牧
分
か
)

｢参
考
資
料

十
六
｣
に
み
え
る
茅
ヶ
崎
七
組
の
地
神
講

の
謙
日
と
宿
噸

り…小誘
艮
名
に
起
し
た
数
字
は
同

一
家
を
示
す
と
共
に

地
図
上
の
数
字
と
共
通
す
る

(十
軒
)｡

･…h地
図
上
の
名
称
は
屋
号
で
あ
る
.

･…!宿
帳
は
組
内
の
イ
イ
ノ
ギ
相
と
同
じ
で
あ
る
｡

T
ほ
･9
･26
①
金
子
弥
五
郎

S
･-
･3
･
26②
小
泉
源
治
郎

-
･9
･21
③
城
田
貞
治

3
･3
･19
④
金
子
岩
次
郎

3
･9
･25
⑤
金
子
栄
治
郎

4
･3

⑥
金
子
溌
長

4
･9
･20
⑧
市
川
長
石
衛
門

5
･4
･8
⑦
飯
塚
福
威

[
5
･秋
]
⑨
中
野
島
為
次
郎

6
･3
･24
⑳
中
野
島
久
次
郎

6
･9
･20
①
金
子
平
造

7
･3
･
18②
小
泉
源
次
郎

7
･9
･24⑨
城
田
貞
治

8
･3
･23
④
金
子
若
次
郎

8
･9
･19
⑤
金
子
栄
次
郎

9
･3
･18
⑥
金
子
試
長

9
･9
･25
⑦
飯
塚
源
治

10
･3
･23
⑧
市
川
三
吉

10
･9
･19
⑨
小
野
島
為
次
郎

11･3
･
17⑬
小
野
島
藤
司
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,

｢港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
｣
と
'
通
常
呼
称
さ
れ
て
い
る
事
業
は
､
横
浜
国
際
港
都
建
設
や
米
機
浜
北
部
新

都
市
土
地
区
画
整
理
事
業
の
略
名
称
で
あ
る
｡
そ
の
事
業
計
画
は
､
昭
和
四
十
年
二
月
'
桟
浜
市
の
六
大

事
業
の

l
つ
と
し
て
発
表
さ
れ
'
施
行
規
程
な
ら
び
に
事
業
計
画
は
'
同
四
十
九
年
八
月
二
十
七
日
'
建

設
大
臣
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
｡

港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
の
歴
史
民
俗
調
査
は
'
横
浜
市
計
画
局

(現

横
浜
市
都
市
計
画
局
)
が
港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
歴
史
民
俗
調
査
団

(団
長
加
藤
苫
平
)
に
委
託
し
た
部
業
で
あ
る
0
調
香
は
昭
和
四
十
九

年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
｡

調
査
団
は
'
駒
沢
大
学
博
物
館
学
講
座
を
中
心
に
構
浜
北
:L
X楽
協
同
組
合

･
桃
浜
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ

て
組
耕
さ
れ
た
｡

調
査
団
の
調
査
実
施
に
あ
た
っ
て
は
へ
日
本
住
宅
公
団

(現

住
宅

･
都
市
喧
備
公
団
)
､
港
北

ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
開
発
対
策
協
議
会
'
中
川
地
区
郷
土
誌
編
染
委
員
会
な
ど
か
ら
援
助
を
受
け
た
.

調
査
団
は
､
昭
和
四
十
九
年
度
は
牛
久
保
金
子
入
'
同
五
十
年
度
は
北
山
円
､
同
五
十

1
年
度
は
東
山
田

と
南
山
田
､
同
五
十
二
年
度
は
茅

ヶ
崎
'
同
五
十
三
年
度
は
中
川
へ
同
五
十
四
年
度
は
大
棚
､
同
五
十
五

年
度
は
勝
田
と
牛
久
保
請
地
古
梅
､
同
五
十
六
年
度
は
新
吉
田
､
同
五
十
七
年
度
は
大
熊
､
同
五
十
八
年

度
は
折
本
､
同
五
十
九
年
度
は
収
蔵
民
具
の
整
理
と
､
調
査
を
順
次
お
こ
な

っ
た
O
ま
た
調
査
項
En
に
よ
っ

て
は
､
そ
の
後
も
た
び
重
ね
て
､
上
記
の
地
区
お
よ
び
上
記
地
区
に
隣
接
す
る
新
羽

･
東
方

･
川
向

･
池

辺

･
佐
江
戸

･
川
和

･
荏
田

二
九
石
川
､
さ
ら
に
は
市
域
外
の
山
梨

･
木
曽

･
榛
名
な
と
に
も
赴
き
､
資

料
の
補
完
調
査
を
お
こ
な
っ
た
｡

調
査
団
に
よ
る
調
査
が
進
捗
す
る
中
で
､
そ
れ
ら
の
成
巣
を
ま
と
め
る
た
め
の
委
員
会
が
､
昭
和
五
卜
六
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年
に
発
足
し
た
｡
名
称
は
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郷
土
誌
編
纂
委
員
会

(委
員
長
加
藤
晋
平
)
で
あ
る
｡
同

会
で
は
､
昭
和
五
十
八
年
'
大
慈
徹
也
委
員
を
中
心
と
し
て

言
口
田
船
革
史
』
(港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郷

土
誌
苫
古
-
)
を
復
刻
刊
行
し
た
｡

本
吉
は
'
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郷
土
誌
編
纂
委
員
会
が
刊
行
す
る
二
冊
目
の
も
の
で
､
民
俗
編
と
し
て
位

置
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡

私
た
ち
は
､
前
経
過
の
ご
と
く
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
の
民
俗
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
調
査
団
を
組

絞
し
､
調
査
し
､
そ
の
成
果
と
し
て
本
書
を
著
さ
ん
と
し
て
い
る
が
､
私
た
ち
の
調
査
に
先
駆
け
､
同
じ

ジ
ャ
ン
ル
の
調
査
が
当
地
域
で
手
掛
け
ら
れ
て
い
た
｡
今
回
'
図
ら
ず
も
､
そ
れ
ら
の
調
査
の
折
に
得
ら

れ
て
い
た
資
料
を
､
関
係
者
の
ご
好
意
に
よ
り
､
払
た
ち
の
於
料
同
様
に
､
貼
礎
資
料
と
し
て
利
用
さ
せ

て
.LT
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
､
そ
の
謝
意
を
も
含
め
'
そ
れ
ら
の
調
査
の
機
略
を
記
し
て
お
き
た
い
｡
そ

の
活
動
の

1
つ
は
､
私
た
ち
の
調
査
団
の
結
成
を
促
す
契
機
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
'
桃
浜
市
教
育

ホ若
月
会
が
昭
和
e
]十
六
年
度
に
お
こ
な
っ
た
当
地
域
の
東
方

･
荏
田
渋
沢

･
荏
田
柚
木
で
の
民
俗
調
査
と
､

当
地
域
に
残
存
す
る
草
葺
き
民
家
の
現
状
分
布
調
査
で
あ
る
｡
次
い
で
は
､
横
浜
北
淫
楽
協
同
組
合
に
よ
っ

て
､
昭
和
四
十
八
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
旧
中
川
村
全
域

(港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
予
定
地
の
主
た
る
地

域
)
に
点
在
す
る
石
塔
頬
の
銘
文
な
ど
の
調
査
で
あ
る
｡
横
浜
市
教
育
委
員
会
は
'
翌
年
の
昭
和
四
十
九

年
度
に
'
こ
れ
と
同
様
の
金
石
文
の
調
査
を
当
地
で
実
施
し
た
経
緯
を
持

つ
O
私
た
ち
の
調
査
も
､
こ
の

昭
和
四
十
九
年
度
か
ら
開
始
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
｡
な
お
調
査
以
外
の
関
連
事
項
と
し
て
'

昭
和
五
十

1
年
に
中
川
地
区
郷
土
誌
編
集
委
員
会
が
結
成
さ
れ
た
が
'
同
五
士

ハ
年
に
発
足
し
た
港
北
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
郷
土
誌
編
纂
委
員
会
に
吸
収
さ
れ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
-
｡
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神
奈
川
県
都
筑
郡
中
川
村
役
場

『都
筑
郡
中
川
村
勢
要
覧
』

大
正
二
年

[

中
川
村
役
場
]

『
な
か
が
ほ
』

大
正
六
年

都
筑
郡
部
田
村
役
場

『都
田
村
誌
』

昭
和
四
年

神
奈
川
県
都
筑
郡
中
川
村
役
場

F神
奈
川
県
都
筑
郡
中
川
村
数
概
托
し

昭
和
十

1
年

神
奈
川
県
都
筑
郡
中
川
村

F中
川
村
報
』
第

一
巻

(早
)

･
第
二
号

･
第
三
号

昭
和
十
三
年

桟
浜
北
農
業
協
同
組
合

F横
浜
北
農
協
十
年
史
｣

昭
和
五
十
四
年

武
南
十
二
薬
師
霊
場
会

『武
南
十
二
薬
師
霊
場
納
経
帖
｣

昭
和
六
十

一
年

横
浜
市
総
務
局
事
務
管
理
部
統
計
課

『横
浜
市
の
農
業
』
(
l
九
七
五
年
盟
業
セ
ン
サ
ス
結
果
報
告
苔
)

横
浜
市
都
市
計
画
局
事
業
調
整
課

F港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
/
地
区

生
物
相
調
査
研
究
J]
参
考
資
料
NO
4

横
浜
市

昭
和
五
十

一
年

昭
和
六
十
二
年

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郷
土
誌
編
築
委
員
会

『吉
田
沿
革
史
』

昭
和
五
十
八
年

横
浜
市
都
市
計
画
局

『港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
内
歴
史
民
俗
調
査
報
告
』
牛
久
保
町
金
子
入
､
北
山
田
町
'
東
山
田
町

･
南
山
田
町
､
茅
ヶ
崎
町
､
中
川
町
､
大
棚
町
'

勝
EE
町

･
牛
久
保
町
講
地
古
栴

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
歴
史
民
俗
調
査
団

昭
和
五
十
～
五
十
八
年

横
浜
市
教
育
委
員
会

F港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
内
文
化
財
調
査
報
告

民
俗
』

横
浜
市
教
育
委
員
会

『港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
内
文
化
財
調
査
報
告

民
家
』

横
浜
市
教
育
委
員
会

『港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
内
文
化
財
調
査
報
告

金
石
文
』

｢古
老
を
囲
ん
で
港
北
を
語
る
｣
編
集
委
員
会

F港
北
百
語
-
古
老
の
話
か
ら
-
』

港
北
区
郷
土
史
編
さ
ん
刊
行
委
員
会

『港
北
区
史
=!

昭
和
六
十

一
年

昭
和
凹
十
七
年

昭
和
凹
十
七
年

昭
和
五
十
年

港
北
区
老
人
ク
ラ
フ
連
合
会

･
港
北
区
役
所

昭
和
五
十

一
年
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横
浜
市
緑
区
佐
江
戸
町
内
会
佐
江
戸
誌
編
幕
刊
行
委
員
会

『
佐
江
戸
誌
』

横
浜
市
緑
区
佐
江
戸
町
内
会

昭
和
五
十
七
年

緑
区
史
編
集
委
員
会

｢緑
区
史

資
料
編
第

一
巻
｣

緑
区
史
刊
行
委
員
会

昭
和
六
十
年

緑
区
史
編
集
委
員
会

『緑
区
史

資
料
編
第
二
巻
』

緑
区
史
刊
行
委
員
会

昭
和
六
十

一
年

鶴
見
区
史
編
集
委
員
会

F.鶴
見
区
史
』

鶴
見
区
史
刊
行
委
員
会

昭
和
五
十
七
年

鶴
見
川
水
害
予
防
組
合
編
集

r鶴
見
川
水
害
予
防
組
合
史
』
-
組
合
設
立
五
十
周
年
記
念
-

昭
和
五
十
九
年

横
浜
市
文
化
財
現
況
調
査
団

r横
浜
の
文
化
財
-
横
浜
市
文
化
財
練
合
調
査
概
報
)
;

･
口

･
日

昭
和
五
十
二
･
五
十
六

･
五
十
九
年

横
浜
市
文
化
財
総
合
調
査
会

『横
浜
市
文
化
財
調
査
報
告
書

第
十
七
輯

-
港
北
区
石
造
物
調
査
報
告
書
｣

昭
和
六
十
三
年

横
浜
市
立
川
和
中
学
校

F
川
和
の
歴
史
1

昭
和
五
十
八
年

横
浜
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課

『横
浜
の
古
道
｣

昭
和
六
十
二
年

横
浜
市

F横
浜
市
史
』
第

一
巻

･
第
三
巻
上

有
隣
堂

昭
和
四
十
七

･
四
十
八
年

横
浜
商
工
協
会

『横
浜
商
工
案
内
』

大
正
四
年

神
奈
川
県
企
画
調
査
都
県
史
編
集
室

『神
奈
川
県
史

各
論
編

5

民
俗
』

神
奈
川
県

昭
和
五
十
二
年

神
奈
川
県
県
民
部
私
学
宗
教
課

F神
奈
川
県
宗
教
法
人
名
簿
』

昭
和
六
十
年

神
奈
川
県
議
会
事
務
局

『神
奈
川
県
全
史

第

1
巻
)

神
奈
川
県
議
会

昭
和
二
十
八
年

神
奈
川
県
立
図
書
館

『神
奈
川
県
史
料

第

1
巻

制
度
郡
』

昭
和
四
十
年

神
奈
川
県
立
博
物
館
編

F構
潰
銅
版
如
山lL

有
隣
堂

昭
和
五
十
七
年

神
奈
川
県
立
博
物
館
監
修

F
よ
こ
は
ま

ふ
る
さ
と
村

寺
家
の
自
然
』
横
浜
ふ
る
さ
と
村
自
然
と
文
化
の
会

昭
和
六
十
二
年

神
奈
川
県
農
会

『神
奈
川
県
農
会
報
第
十
五
号

神
奈
川
県
都
筑
郡
中
川
村
村
是
調
査
書
』

明
治
三
十
六
年

川
崎
市
教
育
委
員
会

F川
崎
市
文
化
財
調
査
集
録

第
四
集
｣

昭
和
四
十
三
年

高
津
図
書
館

F高
津
郷
土
史
料
集

第
八
集
-
矢
倉
沢
往
還
の
記
録

そ
の

1
-
=!

昭
和
四
十
六
年

藤
沢
市
教
育
委
員
会

『藤
沢
市
文
化
財
調
査
報
告
書

第
五
集
』

昭
和
四
十
四
年

平
塚
市
博
物
館

平
塚
市
史
民
俗
調
査
報
告

F
明
治
3

･
39
年

農
具

l
覧
井
図
解
｣

昭
和
六
十
年
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平
塚
市
博
物
館
編

平
塚
市
博
物
館
資
料
他
II
F相
模
川
の
魚
と
赦
し
-
相
模
川
流
域
漁
撹
習
俗
調
査
報
告
書
-

平
塚
市
書
籍
商
組
合

昭
和
五
十
三
年

(財
)文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会

F
重
要
文
化
財

関
家
住
宅
表
門
修
理
工
事
報
告
暫
し

重
要
文
化
財
関
家
住
宅
表
門
保
存
修
理
委
員
会

昭
和
六
十
年

日
本
常
民
文
化
研
究
所

rlT:3士
瓢
と
富
士
塚
-
日
本
常
民
文
化
研
究
所
調
査
報
告
-
=)
第
二
災

･
第
E
]娘

昭
和
五
十
三
･
五
十
四
年

大
山
阿
夫
利
神
社

r相
模
大
山
街
道
｣

昭
和
六

十二年

<
都
筑
文
化
>

第
三
～
五
号

緑
区
郷
土
史
研
究
会

<
さ
さ
ら
>

第
六
号

山
内
図
書
館

･
山
内
倶
楽
部

昭
和
六
十
年

<
新
田
物
語
>

第
三
･
八

･
十
六
号

新
田
惣
社

昭
和
五
十
九

･
六
十

･
六
十
二
年

<
郷
土
よ
こ
は
ま
>

第
四
十
六

･
五
十
六

･
五
十
七

･
六
十
八

･
八
十

･
八
十

1
･
八
十
五
号

横
浜
市
園
告
館

昭
和
四
十

1
･
凹
十
五

･
四
十
九

･
五
十
三
･
五

十
四
年

<
市
民
グ
ラ
フ

ヨ
コ
ハ
マ
>

第
二
十

一
二

一十
二
･
二
十
三
号

横
浜
市
市
民
局

昭
和
五
十
二
年

<
ひ
で
は
ち
>

第
十

一
･
十
七
号

ひ
で
は
ち
民
俗
談
話
会

昭
和
三
十
三

･
三
十
五
年

<
西
郊
民
俗
>

第
七
十
七

･
八
十

･
八
十

三
号

西
郊
民
俗
学
会

昭
和
五
十

1
･
五
十
二
年

<
三
浦
古
文
化
>

三
十
三

･
三
十
五
号

三
浦
古
文
化
研
究
会

昭
和
五
十
八

･
五
十
九
年

<
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
>

第
十
七

二

一十
号

神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

昭
和
五
十

一
･
五
十
二
年

∧
普
門
>

第
六
号

普
門
会

昭
和
五
十
七
年

<
日
本
園
芸
会
雑
誌
>

第
百
十

1
号

明
治
三
十
E
]年

林

述
斎
編

｢新
編
武
蔵
風
土
記
稿

都
筑
郡
』

浄
書
稿
本

内
閣
文
庫

戸
倉
英
太
郎

r都
筑
の
丘
に
拾
ふ
』

さ
つ
き

昭
和
三
十
年

大
塚
民
俗
学
会

r
日
本
民
俗
耶
兆
.I

弘
文
堂

昭
和
五
十
五
年

下
中
邦
彦

(発
行
者
)

『
日
本
民
俗
学
大
系
｣
四
･
七
巻

平
凡
社

昭
和
三
十
四
年

福
田
ア
ジ
オ

｢
日
本
村
落
の
民
俗
的
構
造
｣

弘
文
堂

昭
和
五
十
七
年

桜
井
徳
太
郎

F講
集
団
成
立
過
程
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館

昭
和
三
十
七
咋
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願
撰
安
酒
株
式
会
社

F
キ
-
ン
ヒ
ー
ル
創
立
60
周
年
)

昭
和
四
十
二
年

村
上

直
編

r
八
王
子
千
人
同
人
史
料
-
河
野
家
文
暫
し

雄
山
間

昭
和
五
十
年

日
本
甲

虫
学会
･
中
根
猛
彦

･
伊
勝
修
四
郎

他
編

r原
色
日
本
昆
虫
図
鑑

上

･
下
山

保
育

社
昭
和
五
十
二
年

宮
地
侍
三
郎
他
編

F原
色
日
本
淡
水
魚
頬
図
鑑
｣

保
育
社

昭
和
五
十

1
年

石
井
光
太
郎

｢新
編
武
蔵
風
土
記
の
1
考
察
-
巻
七
十
七
に
つ
い
て
｣
(が
り
版
刷
り
)

r昭
和
二
十
二
年
度

横
慈
雨
史
料
調
査
報
告
書

第

l
輯
｣

境
南
市

根
本
行
道

r相
模
大
山
と
古
川
柳
し

東
峰
吾
二房

昭
和
E]十
E]年

波
過
華
山

｢薪
相
日
記
｣

r
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成

第
三
巻
｣

三

1
日
房

昭
和
四
十
四
年

中
山
毎
吉

｢神
奈
川
鯨
に
於
け
る
古
市
場
の
研
究
｣

r史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報
告
雷
｣
第
四
輯

神
奈
川
鯨

昭
和
十

t
年

桜
井
徳
太
郎

｢
日
本
民
間
信
仰
論
』

弘
文
堂

昭
和
四
十
九
年

藤
井
正
雄
編

F仏
教
儀
礼
辞
如
し

東
京
堂
出
版

昭
和
五
十
二
年

宮
家

準
編

『修
験
道
辞
典
｣

東
京
堂
出
版

昭
和
六
十

l
年

長
谷
川
信
治

『神
奈
川
鯨

神
社
寓
百
【帖
し

昭
和
十
四
年

三
吉
朋
十

F武
蔵
国
地
蔵
尊
風
土
記

認
十
二
輯

神
奈
川
県
馴
糟

地

区地蔵
望

仏
教
民
俗
学
会

昭
和
E
]十
七
年

大
石
真
人

r七
福
人
め
-
り

56
年
版
｣

緑
書
店

昭
和
五

十五年

和
泉
無
産

(山
本
清
次
)

『港
北
七
福
神
参
拝
の
葉
｣

横
浜
港

北七福
神講

小
山
勇
吉

｢武
州
新
羽
郷

〟注
連
引
き
百
万
遍
〟
の
再
現
｣

神
奈
川
新
聞

昭
和
五
十
四
年
五
月
十
四
日

志
村
富
次

･
鈴
木

勇

｢鉄

の
獅
子

横
浜
市
港

北
区
鉄
町

｣

(が
り
版
刷
り
)

昭
和
三
十
五
年

永
田
衡
吉

r神
奈
川
県
民
俗
芸
能
虻
巴

綿
正
社

昭
和
四
十
三
年

本
田
安
次

r
東
京
都
民
俗
整
能
誌

上

･
下
J)

錦
正
社

昭
和
五
十
九

･
六
十
年
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紙 料 漆 市 飯 芥 宮 高 小 川 漆 石 山 桑 池
茂 茂 原 川 塚 生 北 本 橋 泉 島 原 川 南 本 原 谷
キ フ 高 藤 - 信 山 静 幸 男 ナ 邦 リ 山 善 武 光
ミ ク 雄 吉 夫 雄 田 子 治 治 力 造 り 氏 姓 敏 朗

資
料
提
供

･
協
力
者
名
簿

石
井

功

佐
藤
重
作

吉
川
重
吉

石
川
成
弘

漆
原
チ
サ

栗
原

稔

小
泉

ハ
ル

高
橋
豊
治

石
川
武
靖

中
村
ひ
ろ
子

四
書
米
店

伊
藤
真

一

漆
原
ヤ
エ

栗
原
龍
作

小
泉

痛

高橋冶
作

石
川
正
人

平
戸
重
男

渡
辺
怒
光

今
西
与

一

紙
茂
保
正

栗
原
呂
治

小
泉
-
辛

高
橋
清
吉

稲
葉
和
也

岩
揮
金
作

岩
荏
晃

一
郎

金
丸
義

1

松
田
玄

一

村
上

直

森
田
喜
与
良

森
谷
五
助

N

･
T
発
掘
調
査
団

久
保
井
朗
童

森
谷
正
春

今
西
幸
作

a
tt
J∴
…
加

柴
原
キ
ク

小
泉
秋
次

高
橋
武
雄

岩
崎
歪

1

1:k
崎
好
昭

約
枚
正
三

縦
茂
タ
ケ

小
泉
菊
五
郎

小
束
シ
ズ

斉
礎
弥
七

斉
藤
畠
作

高
橋
金
次

高
橋
イ
ト

岩
崎
浦
吉

味
原
タ
カ

金
子
百
合
子

川
島
適
之
助

小
泉

暗

小
泉

フ
ク

斉
藤
キ
ヌ

斉
藤
弥

一

高
橋
春
利

早
船
喜
代
作

芥
生
恭
男

飯
塚
金
作

市
川
和
代

榛
原
成
故

紙
茂
高
裁

繊
茂
菊
男

安
藤
為
次

飯
塚
金
蔵

市
川
市
議

大
嶋
正
三
郎

総
茂
ヨ
ン

鞍
茂
清
治

安
藤

フ
ユ

飯
塚
小

四
郎

市
川

ツ
ユ
子

男
全
三
郎

鞍
茂
春
蔵

織
茂
藤
四
郎

安
藤
フ
ジ

飯
塚
松
之

助

市
川
直
次
郎

男
全
規
夫

雑
技
佐
太
郎

縦
茂
千
代
子

安
藤
千
代
松

石
原

勇

市
川
助

太
郎

男
全
冨
排

紙
茂
枯
次

川
島
新
之
助

安
藤
キ
ヨ

石
原
新

一

今
西
初
太
郎

男
全
昭
雄

縦
茂
忠
雄

小
泉
よ
し

安
藤
弥
七

市
川
徳
次

今
西
サ
ク

男
全
ト
ヨ

紙
茂
ふ
く

小
泉
庄
太
郎

安
藤
宗
冶

市
川
房
次

植
田
常
蔵

総
茂
孝
雄

総
茂
力
雄

小
泉
初
五
郎
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田
辺
福
蔵

東
山
田

並
｢
モ
ト

川
田
正
親

小
泉
忠
治

田
丸
孝

一

原
木
イ
チ

勝
田

浅
見

広
吉

佐
藤
正
男

鈴
木
ナ
カ

鈴
木

繋

鈴
木
広
吉

関

ヨ
ノ

守
谷
寿
三
男

牛
久
保
小
山
田

唐
戸
藤
太
郎

牛
久
保
金
子
入

岡
本
勝
吉

笹
本
蕃
作

宮
台
勝
男

仲
田
鈴
蒲

飯
田

一
雄

栗
原
恒
政

小
泉
福
督

田
丸
ナ
オ

原
木

寿

金
子
金
太
郎

佐
藤
7
-

鈴
木
書
光

鈴
木
信
子

鈴
木
ミ
ネ

関

初
江

守
谷
衣
江

唐
戸
良
三

岡
本
勝
五
郎

笹
本
喜
亮

宮
台
キ
-

仲
田
ク
ラ

渡
辺
信
治

内
田
チ
エ

内
田
カ
ヨ

栗
原
ト
ミ
コ

栗
原
孝
雄

小
泉
平
蔵

小
泉
弘
生

田
丸
喜

一

田
丸
恵
男

原
木
靖
子

原
木
富
雄

栗
原
幸

一

佐
藤
満
治

鈴
木
イ
ネ

鈴
木
幸
男

関

恒
三
郎

関

和
夫

守
谷
ヤ
ス

唐
戸
信

一

岡
本
キ
ヨ

鈴
木
貞
助

宮
台
催
次

栗
原
英
鳥

佐
藤
タ
マ

鈴
木

進

鈴
木
実
子

関

久
子

高
橋
恵
美
子

守
谷
四
郎

唐
戸
利
春

岡
本
重
秋

関

孝
雄

宮
台
十
三

渡
辺
ま
つ

内
田
武
雄

栗
原
重
蔵

小
泉
忠
次
郎

出
川
春
雄

吉
田
和
男

小
山
幸
吉

佐
藤
",
チ
エ

鈴
木
く
に
子

鈴
木
イ
カ

関

重
吉

日
野
教
昭

守
谷
シ
ズ

唐
戸

繁

岡
本
宗

一

田
丸
政
治

宮
台
寿
男

渡
辺
忠
雄

内
山
福
之
助

栗
原
ト
キ
子

酒
井
七
郎

出
川
三
郎

吉
田

1
男

小
山
福
祉

佐
磯
甚
兵
衛

鈴
木
プ
ン

鈴
木

ヨ
ネ

関

-
辛

平
野
吉
太
郎

渡
辺
サ
ク

男
全
正
二

栗
原
千
代
子

高
野
喜
助

中
村
覇
道

吉
田
チ
カ
エ

小
山
ク
メ

佐
藤
ナ
ヲ

鈴
木
光
栄

鈴
木
孝
輔

関

義
和

平
野
7
-

川
島

ハ
ル

栗
原
ト
ク

田
辺
庫
太
郎

長
谷
川
恒
男

吉
田
安
久

小
山
貞
子

沢

ユ
キ

鈴
木

シ

マ

鈴
木
･･,
rT]

関

和
子

守
谷
定

一
郎

川
田
セ
イ

小
泉
兼
吉

田
丸
7
-

長
谷
川
セ
キ

吉
田
垂
男

小
山
金
蔵

沢

紀
和
子

鈴
木
平
治

鈴
木
森
之
助

関

ナ
ヲ

守
谷
ヤ
エ

小
島
喜
治

岡
本

ハ
ナ

田
丸
由
蔵

宮
台

マ
サ

山
田
雄
子

唐
戸
秀
次
郎

田
丸
リ
ヨ

宮
台
抜
次
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牛
久
保
請
地
古
梅

安
藤
光
三

安
勝
春
良

岩
崎
正
雄

長
沢
リ
ン

大
棚

唐
戸
信
和

小
林
ヤ
マ

吉
野
宿
之
輔

吉
野
シ
ゲ

吉
野
金
次
郎

中
川

市
川
健
治

大
久
保
正
治

金
子
タ
ツ

感
川
忠
平

長
沢
倉
之
助

長
谷
尾
芳
雄

皆
川
ヨ
シ

吉
野
貞
夫

茅
ヶ
崎

相
沢
力
蔵

安
藤
キ
ヌ

安
藤
キ
ヨ

岩
崎
長
吉

長
沢
善
代
司

唐
戸
大
樹

小
林
佐

一

吉
野
山
吾

吉
野
治
平

吉
野
豊
作

内
野
チ
ヨ

大
久
保
子
之
助

金
子
浅
吉

酒
川
す
み
ゑ

長
沢
キ
ク

長
谷
尾
ス
ズ
エ

皆
川
節
子

吉
野

マ
ツ

相
沢
タ
ケ

安
藤
法
夫

安
藤
タ
カ

安
藤
英
子

安
藤
定
雄

岩
崎
勝
久

出
口
初
江

長
沢
退
妊

深
川
敬
意

唐
戸
祐
樹

栗
原
チ
エ

小
林
ク
ラ

鈴
木
貞
蔵

吉
野
義
雄

吉
野
ア
キ

吉
野
喜
代
治

吉
野
ナ
-

吉
野

l
雌

吉
野
光
蔵

内
野
勝
明

大
久
探
カ
オ
ル

金
子

ハ
ル

酒
川
正
作

長
沢
杉
地

松
本
錠
吉

皆
川
タ
カ

吉
野

操

秋
沢
松
平

大
久
保

栄

大
久
保
竹
次

金
子
銀
蔵

嵯
峨
野

貞

長
沢
-
ネ

松
本
-
ヤ

皆
川
ソ
メ

吉
野

マ
キ

安
藤
寅
吉

安
藤
義
和

長
沢

栄

深
川

ハ
ル

柴
原
正

一

関

金
三

吉
野
信

一

吉
野
ト
ラ

渡
辺
観
光

大
久
保

ハ
マ

大
久
保

ハ
ル

金
子
光

一

白
根
三
郎

長
沢
正

一

皆
川
清
作

皆
川
春
吉

吉
野
光
男

安
藤
テ
ル

岩
崎
菊
雄

長
沢
定
吉

深
川
政
夫

栗
原
措
助

関

ヌ
イ

吉
野

功

吉
野
暗
三

安
藤
貞
輔

岩
崎
サ
ヨ

長
沢
カ
ズ

深
川
富
子

栗
原
リ
エ

吉
野
-
ヨ

吉
野

一
郎

吉
野
カ
ネ

栗
原
フ
ジ

吉
野
コ
ヨ

吉
野
ナ
-

吉
野
敏
蝕

栗
原

昭

吉
野

要

吉
野
誠

一

吉
野
ツ
ル

大
久
保
7
-
コ

金
子

功

川
腰
亮
義

白
根
な
か
こ

長
沢
満
子

皆
川
ツ
ル
コ

皆
川

ス
エ

吉
野
兵
三

大
久
保
藤
松

金
子
与
吉

川
腰
正
徳

長
沢
剛
三

長
沢
委
細

皆
川
亀
雄

皆
川
金
作

吉
野
ヨ
シ

大
久
保
昭
蔵

金
子
輝
久

酒
川
秋
次
郎

長
沢
利
昭

長
沢
イ
ソ

皆
川

ソ
ズ

皆
川
弘
道

渡
辺
富
美
子

大
久
保
ヨ
シ
コ

金
子
清
盛

酒
川
ゆ
た
か

長
沢

一
二
三

長
沢
藤
助

皆
川
ヒ
ロ
子

持
田
倉
三

飯
塚

マ
サ
ヨ

飯
塚
み
え
子

飯
塚
キ
ヨ

池
田
次
郎
吉

小
野
島
良
加

小
野
島
藤
司
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金
子
-
ツ
江

金
子
キ
ク

岸

昭
司

北
村
ラ
ク

深
川
平
吉

吉
野
若
次
郎

新
吉
田

猿
渡
正
次

福
岡

晃

宮

田
博
市

宮
田
泰
男

渡
辺
ス
ケ

渡
辺
三
幸

新
羽

伊
藤
増
見

大
熊

角
悶

-
俳

小
出

ユ
キ

斎
藤
信
太
郎

斎
藤
7
-

鈴
木
田
久
夫
子

中
山
庄
作

金
子
正
雄

金
子
三
千
男

岸

静
子

北
村
ウ
メ

深
川
清
治

吉
野
ム
メ

猿
渡
ア
サ
コ

福
島
善
庶

宮
田
雷
作

森

脇
俊

渡
辺

邦
夫

金
子

マ
サ

金
子
良
作

岸

チ
カ

北
村
正
晴

松
本

ハ
マ

吉
野
ち
よ

猿
渡
幸
子

宮
田

明

宮
田
太
三
郎

森

シ
ズ

渡
辺
芳

造

金
子
恒
夫

金
子
幸
作

岸

芳
秋

小
山

賓

松
本
栄
進

吉
川
ム
メ

金
子
象
治

金
子
セ
イ

岸

右
平

佐
藤
キ
ン

松
本
ト
メ

吉
川
正
俊

猿
渡
福
右
南
門

猿
渡

フ
サ

宮
田
寿
三
郎

宮
田
と
よ
こ

宮
田
つ
せ

宮
EE
初
太
郎

山
本
キ
-

渡
辺
英
吉

渡
辺
銀
作

渡
辺
ア
サ

金
子
サ
ヨ

金
子
孝
雄

岸

忠
男

城
田
福
松

八
木
良
純

米
山
東
弘

掠
渡
千
代
蔵

宮
田
ス
エ

宮
田
坪
秦

渡
辺
正
三

渡
辺
義
博

金
子
光
治

金
子
正
男

岸

て
る

岸

直
吉

岸

岩
次
郎

岸

サ
ク

多
田

良
向

田
中
長

栄

八
木
ミ
ツ

吉
野
澄
夫

米
山
文
造

米
山
敏
明

金
子

保

岸

政
男

岸

-
ら

深

川

誠

吉

野
一雄

猿
渡

ソ
ゲ
子

宮
田
信
太
郎

宮
田
信
治

渡
辺
ナ
ツ

渡
辺
-
エ

萩
生
田
富
太
郎

福
岡
文
良

宮
田
正
治

宮
田
フ
セ

宮
田
マ
キ

宮
田
マ
ス

渡
辺
喜
代
治

渡
辺
菊
江

渡
辺
フ
ユ

渡
辺
キ
ク

岸
初
五
郎

角
田
静
子

斎
藤

一
夫

斎
藤
精
子

訪
藤
正
之

仲
居
千
枝
子

中
山
ス
ズ

小
山
義

一

角
田
ト
ワ

斎
藤
キ
-
エ

斎
藤
清
司

斎
藤
松
子

中
山
市
議

中
山
タ
キ

角
田
秀
吉

斎
藤
喜
代
次

斎
藤
竹
次
郎

斎
藤
ヤ
ス

中
山
市
太
郎

中
山
チ
ヨ

角
1田
7
-

斎
藤
五
郎

斎
藤
ツ
ヤ

斎
藤
幸
夫

中
山

1
男

中
山
輝
子

角
阻
松
江

斎
藤
サ
グ

斎
藤
知
明

斎
藤
光
明

中
山
査

一

中
山
ト
-

小

出

茂

斎

藤

シ

ズ
子

斎
藤
豊
吉

訪
藤
久
次
郎

中
山
孝
治

中
山
ト
メ

小
出
ス
ガ

斎
藤
昭
太
郎

斎
藤
ト
ラ

斎
藤
喜
代
次

中
山
静
子

中
山

ハ
ル
子

小
出
ツ
ヤ

斎
藤
進
二

斎
藤
平
吉

鈴
木
田
越
能

中
山
重
蔵

中
山
久
雄
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中
山
フ
サ

宮
森
貞
江

折
本

新
井
久
利

飯
島
和
子

角
EE
敏
夫

角
田
ケ
イ
子

角
田
佐

一

角
田
ス
ミ
子

加
藤
花
子

加
藤
モ
ト
エ

城
田
譲
介

鈴
木
あ
き

内
藤
サ
ヨ

渡
辺
洋
子

東
方

相
沢
倉
之
助

加
藤
幸
作

長
谷
川
清
子

三
村
祐
次
郎

池
辺

伊
藤
亮
順

中
山
泰
子

森
田
静
子

新
井

/
ズ
子

飯
島
歳
江

角
田
好
夫

角
田
敏
夫

角
田
ヤ
エ

角
EEl悦
冶

加
藤

実

神
本
元
道

城
田
正
雄

鈴
木
敬
子

内
藤
7
-

中
山
善
雄

森
田
忠
明

飯
島

頚

飯
島
サ
ヨ

角
田
鉄
五
郎

角
田
好

一

角
田
道
夫

角
田

マ
ス

加
藤
兵
右
衛
門

神
木
ア
サ
子

城
田
マ
サ
子

鈴
木
ト
ヨ

山
本
サ
ヨ

中
山
良
策

森
田
ハ
マ

飯
島

静

大
久
保
孝

一

角
田

博

角
田

マ
サ

角
田
ヒ
デ

角
田
俊

一

加
藤
チ
ヨ

北
村
与
飯

鈴
木
茂
吉

鈴
木
三
枝
子

山
本
信
孝

中
山
雪
子

森
田
政
男

飯
J.S
フ
ヅ

角
田
好

一

的
‖
･･,
.

角
田
イ
ソ

角
m
公
明

角
田
ヒ
サ
コ

加
藤

一
夫

北
村
七比
三
郎

鈴
木
テ
ル

内
臓
Lt;行

山
本
弔
江

平
野
重

一

森
m

=.血

餅
r3

孝

角
田
シ
ズ

角
凹
文
夫

角
旧
秋
践

角
旧
ン
ズ
子

加
藤
語
助

加
藤
十
三

北
村

ユ
キ

鈴
木
美
代
子

内
臓
昭
易

山
本
元

一

平
野

ソ
メ

辛
野
ト
ヨ

辛
野
ヒ
7~
コ

飯
砧

7
-
コ

角
田
新

一

角
田
栄
子

角
的
光
義

的
m

勲

加
藤

裕

加
藤
キ
ヨ

北
村
信
子

鈴
木
涼
子

内
藤
キ
ャ
ウ

山
Je
ヤ
エ

飯
島

浩

角
田
ス
ズ

角
田
和
太
郎

角
田
ナ
カ

角
田
太
市

加
藤
雷

1

加
藤

貢

雲
井

孝

鈴
木
ハ
ナ

内
藤
カ
ノ

吉
山
7
-

渡 内 輪 雲 加 加 内 角 角 角 飯
辺 藤 木 井 藤 藤 田 Efl EIl 田 島
松 八 盛 チ テ 英 輝 庄 竹 郁
雄 郎 - 工 剛 ル 雄 夫 七 治 夫

相
沢
菊
江

楢
宮
金
作

長
谷
川
ト
キ

三
村

ハ
ナ

栗
原
兵
蔵

石
川
敏
雄

久
米
達
雄

長
谷
川

剛

三
村
ヨ
シ

斎
藤
隆
法

井
上
富
雄

沢

触
感

長
谷
川
久
太
郎

三
村
久
光

田
丸

清

井
上
荘

l

亜
E3
俊

一

長
谷
川
勝
治

村
田
柄

1

田
丸
ふ
く

井
ヒ

稲

頚
m
LLE次

長
谷
川
榔
明

吉
水
草
緋

小
串
栄
作

巾
m
.J
郎

平
本
悦
雄

加
藤
-
ツ

根
本
和

一

細
野
武
雄

崎 長 加
岸 谷 藤
原 川 悦
作 君 太

代 郎

山
九
寿
美
恵

中
山
伊
助
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荏
田
渋
沢

赤
星
建

I

井
上
健
蔵

佐
藤
嘉

一

荏
田
柚
木

青
木
喜
作

志
村
初
太
郎

石
川
良
唆

井
上
茂
春

佐
藤
キ
ク

青
木
公
雄

志
村
登
喜
子

荏
田
宿

･
小
黒

･
関
根

青
木
正

l

海
野
沖
雄

徳
江

一
泰

徳
江
健
三

石
川

小
野
辺
敏
明

根
本
範
松

井
上
利
光

井
上
正
彦

鮫
畠

進

石
渡
国
太
郎

志
村
正
雄

金
子
秀
雄

徳
江
義
治

井
上

一
夫

井
上
聡
子

内
野
孫
左
衛
門

神
原
正
作

松
沢
三
夫

松
沢
健
三

井
上
サ
ク

神
原
七
郎

安
田
卓
全

井
上
吉
治

神
原
金
作

井
上
隆
明

讃
藤
桁
冶

井
上
作
次

斎
藤

一
麿

石
渡
ト
リ

市
村
橘
太
郎

大
久
保
長
作

大
久
保
ト
イ

大
矢
幸
次
郎

大
久
保

1
男

古
山
熊
之
助

宮
台
孝
男

小
泉

昭

小
泉
文
江

徳
江
源
太
郎

林
長
二
郎

小
泉
モ
ト

下
山
富
五
郎

高
橋
徳
太
郎

高
橋
フ
ジ

宮
EB
岡
太
郎
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調
査
員
名
簿

各
年
度
の
調
査
に
参
加
し
た
駒
沢
大
学
博
物
館
学
講
座

(倉
田
芳
郎
教
授
)
の
学
生
諸
君
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡

昭
和
四
十
九
年
度
調
査

(牛
久
保
金
子
入
)

恵
津
森
智
行

江
口
妙
子

大
金
満
夫

福
地
教
子

藤
島

一
巳

村
上
香
世
子

昭
和
五
十
年
度
調
査

(北
山
EE
･
文
雷
整
理
)

阿
部
真
理

稲
糞
裕
美
子

恵
津
森
智
行

鍋
田
英

一

藤
原
幸
子

吉
野
直
之

波
田
野
吉
信

田
村
修
二

桜
井
邦
夫

山
内
邦
晴

小
室
達
男

佐
藤
め
ぐ
み

昭
和
五
十

l
年
度
調
査

(東
山
EEl
･
南
山
田
)

坂
井
早
苗

井
上
哲
男

意
津
森
智
行

関
谷
し
げ
り

高
橋
由
美
子

竹
内
庄

一

吉
野
直
之

渡
辺
雅
弘

昭
和
五
十
二
年
度
調
査

(茅
ヶ
崎
)

恵
津
森
智
行

大
里
重
人

大
塚
真
弓

鍋
田
英

一

平
松
純
代

牧
野
恵
美

近
藤
健
雌

吉
野
直
之

荻
野
義
雄

丸
山

寿

並
木
光
央

大
沢
悦
子

鍋
田
英

一

菅
居
正
史

鈴
木
宏
子

田
中

統

田
原
良
信

橋
本

宿

近
藤
健
雄

岡
部
敦
子

畠

一
郎

岡
田
革
仁

信
行
千
尋

沢
田
陽
子

丸
尾
順
子

菅
居
正
史

小
林
典
子

平

恵
子

緑
川
順
子

竹
内
庄

1

伊
沢
京
子

荻
野
美
広

平
方
和
夫

桜
井
智
子

平
松
純
代

哲
居
正
史

藤
田
朝
美

鈴
木
啓
之

牧
田
知
子

奥
田
郁
夫

森

正
康

小
野
田
怨

菅
居
正
史

両
角
美
紀
子

山
本
朋
子

時
任
則
子

吉
田
iCl(哩

徳
田
陽
子

吉
野
直
之

中
西
金
英

渡
辺
雅
弘
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昭
和
五
十
三
年
度
調
査

(中
川
)

桐
谷
映
里

伊
藤

博

内
EE
博
史

佐
藤
文
啓

菅
居
正
史

竹
内
美
智
子

森

正
康

山
木
戸
清
治

山
口

保

昭
和
五
十
四
年
度
調
査

(大
棚
)

望
月
晶
子

羽
生
和
子

佐
藤
雅
志

伊
東
盛
寧

小
林
智
子

白
石

索

恵
津
森
智
行

田
中
泰
子

山
崎
洋
子

根
本
政
子

籾
山
和
子

大
島
雄
二

長
島
堕
利

吉
野
直
之

岡
山
あ
け
み

鬼
木
英
幸

小
杉
信
雄

法
村
盛
郎

萩
原
百
合
子

福
本
桂
子

斉
木
美
津
子

水
野
昌
樹

斉
藤
三
千
代

佐
治

鞘

角
井
潤
子

荒
生
健
志

今
岡
由
紀
子

昭
和
五
十
五
年
度
調
査

(勝
田

･
牛
久
保
詩
地
古
橋
)

相
沢
克
江

池
野
英

一

糸
数
朋
子

千
原
ま
り
子

富
家
博
之

中
沢
浩
司

昭
和
五
十
六
年
度
調
査

(新
吉
田
)

五
十
里
勇
人

上
田
知
美

大
平
み
ゆ
き

昭
和
五
十
七
年
度
調
査

(大
熊
)

綾
部
祐
子

川
上
新
二

清

水
由
紀

牧
野
真

l

町
田
呂
彦

山

EE
仁
美

昭
和
五
十
八
年
度
調
査

(折
本

･
民
具
整
理
)

飯
村
和
子

岩
井
久
美
子

尾
形
則
敏

田
口
昌
代

富
田
恵
美
子

友
松

一
良

依
田
盟
花

昭
和
五
十
九
年
度
調
査

(民
具
整
理
)

新
井
明
子

及
川
由
紀
子

風
間
淳
子

菅
沼
政
明

田
近

一
恵

古
瀬
明
美

植
木
け
い
子

中
村
雅
之

坂
元
み
ど
り

清
水
能
行

岸
本
昌
良

南
芸
芳
昭

鈴
木
英
予

高
野

浩

媒
瀬
匡
子

小
西
明
彦

野
沢
俊
幸

･L,-Z
桁

佐

知

子

散
田
啓
子

谷
口
剛
久

中
野

茂

笹
川
香
範

高
橋
修

藤
沼
由
ル日
子

福
田
芳
子

塙

彰
子

星
野
秀
之

金
山
け
い
子

川
上
新
二

西
田

絵

長
谷
川
淳

一

木
村

敏

小
滝

勉

比
知
屋
義
子

牧
野
円
〓

小
林
義
弘

高
橋
佐
知
子

三
坂

太

山
EE
仁
美

木
村

敏

牧
野
真

一

木
本

忠

松
村
裕
実

沓
沢
智
滋
子

吉
田
え
り

五
鴫

環

吉
田
政
博

佐
藤
義
則

清
水
辰
美

八
重
樫
忠
郎
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委
員
長

.+
]

:,I

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郷
土
誌
編
纂
委
員
会
名
簿

加
藤

晋
平

石
井
光
太
郎

倉
田

芳
郎

土

屋
幸
之
助

所

理
富
夫

岡
本

勇

三
宅

正
吉

田

村

泰

治

大
潰

徹
也

岸
上
興

一
郎

菅
居

正
史

村
田

文
江

久
保
田
呂
希

恵
津
森
智
行

金
子

保

大
曽
根
鍾

l

土
屋
幸
之
助

黒
井

茂

千
糞
大
学
教
授

横
浜
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

駒
沢
大
学
教
授

元
横
浜
北
腿
業
協
同
組
合
部
長

駒
沢
大
学
教
授

横
浜
市
立
大
学
講
師

横
浜
市
立
市
ヶ
尾
中
学
校
校
長

横
浜
市
立
金
沢
中
学
校
副
校
長

筑
波
大
学
教
授

横
浜
市
文
化
財
事
務
所
教
諭

奈
良
県
立
美
術
館
総
括
学
芸
員

北
海
道
教
育
大
学
講
師

駒
沢
大
学
講
師

世
田
谷
区
立
郷
土
館
学
芸
員

港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
中
川
地
区
住
民
協
議
会
会
長

横
浜
市
会
議
員

事
務
局
長

研
究
員

事
務
局
昌
と
し

て
EE
丸
博
美

(昭
和
四
十
九
年

-
昭
和
五
十
四
年
)
と
青
木
昌
子

(昭
和
五
十
五
年

～
昭
和
五
十
六
年
)
が
勤
務
し
た
｡
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執

筆

者

名

簿

第

一
三

六

七

八
章

第
二
毒

諦
四

五
章

第
九
･十

1
章

第
十
章

第
十
二

十
三
章

iH

料

切

絵

岸
上
興

1
郎

(
1
九
e
]二
)

立
教
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
陸
士
課
程
鮭
了

民
族

学
佐
治

端

(
1
九
石
七
)

駒
沢
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
修
士
課
程
修
r

福
島
県
立
博
物
館
学
芸
員

民
俗
学

旨
店

正
史

(
1
九
四
七
)

国
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紳
士
抹
桂
修
了

日

本
美
術
工
芸

恵
建
森
智
行

(
1
九
五
三
)

成
城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
修

/
民
俗

学
牧
野

真

一
二

九
五
八
)

駒
沢
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
研

究
生

民
俗
学

熊
谷

缶

(
一
九
四
六
)

E]本
大
学
文
理
学
部
史
学
科
卒
業

民
史
研
究
資
料
館

研
究
員

考
古
民
俗
学

男
井

戊

(
1
九
五
八
)

筑
波
大
学
第

1
学
群
人
文
芋
類
･+
業

態
誌
竿

岸
上
喜
世
子

(
一
九
四
三
)

高
知
女
子
大
学

･
武
蔵
野
美
術
短
柵
大
学
･竹
兼

名
菓
後
妃

昭
和
石
十
九
年
十

1
月
二
十
八
日
､
日
月
啓
を
望
む
湖
畔
の
館
で
の
議
論
が
､
本
曾

山
版
の
貝
体
的
な
出
発
の
時
と
な
っ
た
｡
そ
の
時
､
私
た
ち
の
手
元
に
は
過
去
十
数
年

間
に
わ
た
っ
て
調
査
し
､
蓄
積
さ
れ
た
膨
大
な
民
俗
染
料
の
デ
ー
タ
が
お
か
れ
て
い
た
｡

そ
れ
を
生
か
す
編
集
方
法
は
い
か
な
る
も
の
か
'
ま
た
ご
協
力
い
た
だ
い
た
地
元
に
い

か
な
る
形
で
還
元
す
る
か
が
議
論
の
的
と
な
っ
た
｡
言
葉
で
は
及
ば
ぬ
部
分
で
も
理
解

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
､
こ
れ
ま
で
に
記
録
し
た
多
血
の
写
真
や
図
表
を
本
文
中
に

【収
大
限
に
組
み
入
れ
'
貝
休
的
な
イ
メ
㌧
ソ
を
描
い
て
も
ら
え
る
よ
う
構
成
し
よ
う
と

い
う
基
本
姿
勢
が
誕
生
し
た
｡

そ
の
時
か
ら
す
で
に
四
年
の
歳
月
が
流
れ
去
り
'
し
か
も
元
号
も
昭
和
か
ら
平
成
へ

と
変
わ
っ
た
今
日
､
よ
う
や
く
そ
の
福
袋
作
業
も
終
り
に
近
づ
き
､
本
智
も
日
の
E
を

兄
よ
う
と
し
て
い
る
｡
当
机
の
企
て
遡
り
､
ig:料
を
生
か
す
篤
史
を
進
め
る
.J
と
が
で

き
た
か
ど
う
か
'
多
少
の
不
安
を
い
だ
さ
な
が
ら
も
､
文
恵
を
補
充
せ
ん
と
､
写
真

･

切
絵

･
図
表
を
配
し
て
み
る
の
で
あ
る
｡

写
i=H
は
調
査
時
に
梯
影
し
た
も
の
を
主
に
採
用
は
し
て
み
た
も
の
の
'
意
外
に
不
本

意
な
仕
上
り
の
も
の
も
あ
り
'
古
い
写
真
を
探
し
求
め
た
り
'
あ
る
い
は
四
季
折
々
の

行
串
や
地
域
外
の
関
連
あ
る
風
俗
を
追
っ
か
け
て
松
影
に
走
っ
た
｡
ま
た
写
真
で
は
補

う
こ
と
が
で
き
な
い
個
所
に
は
切
絵
を
入
れ
､
少
し
で
も
内
容
を
補
完
で
き
る
よ
う
に

試
み
た
｡
図
表
の
作
製
に
あ
た
っ
て
は
'
時
と
し
て
再
調
査
を
お
こ
な
い
'
修
正
を
加

え
た
も
の
も
多
い
が
へ
な
か
で
も
旧
来
ま
で
ム
ラ
の
出
入
口
に
あ
た
る
三
叉
路
な
ど
の

t
角
に
ま
つ
ら
れ
て
い
た
'
い
わ
ゆ
る
路
傍
の
石
塔
取
の
表
作
り
は
､
当
建
設
事
業
に

と
も
な
う
開
発
の
も
と
で
､
苗
場
を
仮
り
移
転
し
て
い
る
例
も
あ
り
､
そ
の
確
認
の
た

め
に
､
か
t･6
り
の
時
間
を
出
し
た
｡
参
考
と
な
る
文
献
資
料
は
解
読
し
､
各
章
の
適
所

に
挿
入
す
る
と
共
に
､
托
料
編
と
し
て
最
後
に
ま
と
め
た
｡
ま
た
索
引
は
執
筆
者
全
良

で
検
討
抽
出
し
た
語
出
を
五
十
音
順
に
整
理
し
た
｡

こ
の
よ
う
な
編
弧
作
美
の
な
か
で
､
同
成
杜
の
山
脇
洋
某
さ
ん
に
は
､
そ
の
都
度
､

適
切
な
ご
想
見
を
い
た
だ
い
た
｡
厚
く
お
礼
を
申
し
あ
げ
る
｡
な
お
編
集
に
は
岸
上

･

照
井

･
土
屋
が
あ
た
っ
た
C

(岸
上
)
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あ

と

が

き

与

港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郷
土
誌
編
第
と
い
う
事
兼
に
取
り
組
ん
で
か
ら
､
早
-
も
十
五
年
余
り
の
歳
月
が
過
ぎ
去
り
､
つ
い
に
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
昭
和
も
終
り
､
平
成
元

年
を
迎
え
た
｡

横
浜
市
最
大
の
土
地
区
画
整
備
事
業
と
言
わ
れ
た
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
事
業
の
も
と
で
'
当
地
の
原
風
景
も
'
伝
統
あ
る
村
落
共
同
体
も
大
き
-
変
貌
す
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
'
そ
こ
に
育
ま
れ
て
き
た
文
化
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
流
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
危
供
し
､
そ
れ
を
私
た
ち
の
手
で
少
し
で
も
多
く
記
録
に
と
ど
め
お
か
ん
と
､
歴
史
民

俗
調
査
団
の
結
成
を
働
き
か
け
た
の
は
昭
和
四
十
九
年
の
春
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
幸
い
な
こ
と
に
､
横
浜
市
を
は
じ
め
'
日
本
住
宅
公
団
'
低
浜
北
虚
業
協
同
組
合
､
中
川
地

区
町
内
連
合
会
な
ど
の
各
組
織
の
こ
理
解
と
ご
協
力
を
賜
わ
る
こ
と
が
で
き
た
｡

こ
う
し
て
緒
に
つ
い
た
集
落
ご
と
の
調
査
に
よ
っ
て
､
今
ま
で
秘
め
ら
れ
て
い
た
数
多
く
の
資
料
に
ラ
イ
ト
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
た
｡
こ
れ
は
ひ
と
え
に
倉
田
芳
郎
教
授

の
駒
沢
大
学
博
物
館
芋
講
座
の
受
講
生
諸
君
が
調
査
EB
の
主
力
と
な
っ
て
汗
水
を
流
し
て
下
さ
っ
た
賜
で
あ
る
し
､
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
ふ
ま
え
て

｢港
北
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
郷
土
誌
｣
の
民
俗
編
が
刊
行
で
き
た
の
は
､
多
-
の
労
を
い
と
わ
な
か
っ
た
執
筆
委
員
各
位
の
努
力
の
お
か
げ
で
あ
る
｡

ま
た
調
査
や
執
筆
の
折
々
に
'
各
災
落
の
多
-
の
方
々
か
ら
物
心
両
面
の
ご
援
助
を
頂
い
た
.
な
か
で
も
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
対
話
中
川
地
区
住
民
協
議
会
の
金
子
保
会
長
､

元
依
浜
北
農
業
協
同
組
合
の
大
曽
根
蛙

1
組
合
長
､
元
中
川
地
区
郷
土
誌
編
集
委
員
会
の
大
久
保
正
治

･
高
野
喜
助

･
岩
崎
正
放

･
山
本
讃
甜

･
日
野
教
昭
各
委
員
の
み
な
さ

ん
か
ら
は
､
何
か
と
心
強
い
ご
支
援
を
頂
い
た
｡
本
吉
の
編
集
の
際
に
は
横
浜
有
形
民
俗
資
料
集
収
委
員
会
の
谷
川
典
子
さ
ん
の
協
力
を
得
た
O
お
世
話
に
な
っ
た
多
-
の
み

な
さ
ま
に
､
紙
上
よ
り
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
｡

最
後
に
､
本
書
が
郷
土
の
歴
史
を
語
り
合
う
際
の
1
助
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
'
編
纂
委
員
会

1
同
､
望
外
の
幸
で
あ
る
｡

平
成
元
年
三
月
吉
日

港
北

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郷
･il誌
SS
叢
垂
EI
全
判
拐
川
堤

土
屋
幸
之
助
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八柱神社 486
ヤブイ リ 648

ヤマ 36

山犬 571 洋傘商

ヤマグワ 161 ヨウカゾウ

ヤマソマイ 142 養壷

山真言推 572,575 養子縁組

ヤマスナ 145 用水池

山田神社 475 ヨコアナ

ヤマグフジ (山Ed富士)2,55,575 ヨコザ

622 横浜磯子七福神

山EE]屋旅館

ヤマネント

山の神

ヤマノテ

ヤマノテパヤノ

ヤマノネガラ

山自得

山伏

山伏問答

ヤママユ

ヤロ ソコ

ヤワラカイ

ヤワラカイテツ

418 レンゲソウ

650,667

52,183
60

56 ロウカ

227 老人会

232 ロウソク

537 六地裁

360 桟浜北IE描 協同組合 14,107 六芋の名号

145 横浜七福神 536 ロクソヤク

177,648 桟浜マルエス石鹸製造合資会社 ロクプダル

673,684

684 桟掘井戸

35,242 ｢吉田沿革史｣

560 吉田屋

513 吉野市作商店

515 四つ身

184 ∃トギ

439 夜なへ

183 ヨノ

160 ヨノハ ン

204 ロ ソバ

208 六惜舌面金剛立像

488,707 ロ ノボンダワ

228

228 ワ

193,204
460 ワカイノザ ノキ

101,245 ワカイソヒマチ (若衆 日待)

205

205 ワカインユウ

ヤ 482,485,487,492,499 若衆組

ユ 嫁いびり 456 ワカサ リ

451 若水

198,232 ワカメ

451 若苗神社 (新吉田)

253 ワカモチ

349 和牛

ワクモ

7 綿

ワタクリキ

104 渡辺撃山

749 ワタポウノ

49,254 ワクリギ 83
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水番制

ミズヒキバ ン

ミズモチ

ミズモ リ

味噌

ミソ7ノ

ミソカソバ

ミソカ y′ヾライ

ミソコソ

みそ汁

味噌破け

ミソハギ

56 安打唄

74 ムギプチ

93,137.634 ムギフ ミ

257 ムキ ミヤバ ンテ/

218 麦藁帽子

217,218 ムコデマソ

635 武威a]以神11

636 ムンオクリ (虫送 り)

7Lll モメソトリ

32 Jf:綿のズロース

115 .木綿のパ ンツ

188 モモ

185 モモタ

226 モモヒキ

599 モモワレ

36,82,95 モヤ

211 179,481,656.677,680,688 モヤカ リ

211 692,697

216 虫送 りの日
660 ムノステパ

ソベヤ 216.218.219.244,253 虫干し

徴は講

ミタマサマ

ミチキリ

ミチノバノウリ

道普請

三 日三晩の土JH干し
三つ身

三峰

三峰講

三峰山

三峰山観音院

三峰神社

ミツメ

ミノメのポタモチ

緑区

水口まつ り

ミナ ミ

ミナ ミヨウキ

481,568 ムソロオ リキ

587 #JS

452 ムラ

187 村

4.54 ムラ域

216

193.204
585

570 メイダマ

570 メタラア ミ

570 メクラゴイ

570 古紙

440,442 メジロ

235 メチ ョウ

22 綿糸

178.652 面芝居

32 メソポウ

151

モヨリ

62 モライ正月

95 モライ ノコ

56 モリ

40 モロミ

68 モンムカェビ

34 モノペ

34

36.37

メ ヤウツリ

チ 4 モ

ミノ (三幅)

ミヤコタナゴ

宮世話人

営為

妙見杜

明神さま

ミヨリ

ミル ヒ ト

氏.川巾.LI.

ムカ工団子

迎え火

ムギ

91

205 毛布商

322 モーター

487.495 t}rJ

485,487,488 モノrJソデ

475 モプリパ ンテ/

587 モチ (トリモチ)

160 モチ (餅)

582,588 モチムノロ

781 餅屋

モ トグロ

ム モノオキ

モノビ

661 紅絹

660 モ ミスリ

209 籾すり唄

麦一列に米 ウワッカ ミ

変一升に米 /タソカ ミ

209 モ ミヌキ

209 ノ仁綿

ヤキゴメ

6L15 ヤキモチ ソコ

33Ll 三挺帥重

121 薬草

182 厄年

335 矢倉沢往テ迅

452 校J.,59=

182 屋号

723 矢崎不動

22Ll 屋敷神

屋敷どり

屋敷林

ヤスリ

420 野草

208 屋台

324 ヤ ソトコ

188 ヤツメ小僧

194 ヤ ト

336 谷戸池

225,63Ll ヤ トダ

224,226 ヤ トミチ

347 ヤ トミヤ

86 楢かえり正月

101,243,252 ヤナカ

59,201.228,630 ヤナガワ

197 屋根講

102 屋根丑き道L:A

741 屋根無尽

75 屋根屋

182 ヤの字結び

129,182
192

192

134

8L1

91,18&189
201

17LI

669

87.91.17LI
689

432

329

219

661
189

ヤ

261

89,178,239,653
432

522

157

446

7

49

24

558

580
2Ll2

32.243

159

211

672

96

650

38,44

74

22,36,83,86,97
Ll

475,499

234.648
268

214

263

263

263

137,191.265,556

189,195,197
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189 升屋 341

158 桝屋 341,349
99 マゼメソ 239

476,668 挺竹の伐切 516
217 町の正月 631

233 マツ ズ ミ 147,160
468 マ yチ 230

9LI 祭敬子 672
195 マ ンリ番 475
225 マナイタ 230

119 まねき看板 353
224 マブy 131

フネ 朗 ポーポー抽

フノ リ 184 ポクリョウ

普門全 514 ポサラ

ブラウス 192 星祭 り (冬皇祭)

部落長 45 保存食料

プリツケ 119 ポタモチ

フルイ 120,138 墓地

砺商 421 ホ ソキ リ

プル ′ケ 216 ポ ソクリ

フレ 58 ポ ソタラヤキ

風呂 202,248 ポ ソチ

風呂桶 84 ポ yチ

風呂場 202 ホ トケサマ (仏様) 237.596 ママクズレ 243
プロパ /ガス 208 ホネコキ 150 マ ミヤ 333

分家 60 穂牢水 94 マムソ 336.465
7ンド-/祝い 445 ホラ (法螺) 515 マメイタ 78

ホ リサライ (堀さらい) 54,56 豆 まき 23&6L19
･ヽ

ホ リ-Jケエソ

へイガノラ 92 盆

ヘイグン 259 盆供養

兵隊ごっこ 770 盆棚

ベイラ 231 盆提灯

ペェニン lLu 盆念仏

ベェラヤマ 141 盆の棚経

へその緒 437,438 本一珊

ヘチマコロ/ 201 本一元誹

へ ソツイ 208,210,229,594 本家

へビ 336 本家 ･分家

へど (薫製) 552 本裁ち

へヤ 250,436 焚天

へラ (カンノンジャクン) 137 党天輿

弁士 L122 ポンプ

弁天 585 ポンプヤ

ホ

ホイロ 138,222,245

報恩講 512,666
ホウキの神様 436

坊主頭 201
棒石鹸 204

梅痕神 587,627
ポウチ 115

ポウチ唄 741
包丁 229

琴納芝店 726
ホオジロ 335

前掛

まからず屋

曲昆

マキ ドコ

マクラダンゴ

マクラナオノ

マクラメノ

マグワ

マゴダキ

孫太郎虫

マサカ リ

ホ オパ 187 麻酔漁法

はお初二 201 マズナ トリ

76.77 繭 131.183
469 まりつき 771

239 まりつき唄 747

511 九･iF.tr･ 197
660 マルクワ 183

658 丸沢旭 74
661 マルプキ 266
51ユ マルマゲ 201

573 マルムギ 103,209
573 まわり地蔵 120,432,537
60 廻 り群台 724

24,26 マ ンガ 161
195,203 砧行宮 571

514 マンゴク 102

516 万作踊 726
208 星茶毘 514

LI19 万燈 553

マンノウ (マ ンノウグワ) 86,87
121

マンリキ 159
92
28
44

89

58 見合い

41 ミカェ リバアサ ン

58 ミギズマイ

84 益子押葉

43 水油
23 水白粉

LI2 ミズガメ

23 水子他意

86 水施餓鬼

99,212

235,448
667
244

705

202
201

230,246

439,604
511
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ハナカケ水 94 ヒールノコy ノバ ノ

ハナバサ ミ 125 稗

花火 495 ヒエヌキ

花火の大間 493 ヒエメソ

花祭 り 5】0.520.652 ヒガカリ

花御堂 510,652 ヒカキ

パナマ幅 191 氷川杜

ハナヨゴレ 667 彼岸

花嫁通具 452 彼岸会

はねつき 771 彼岸念仏

羽根つき歌 768 ヒキオコシ

羽根つき唄 747 引継場

羽二gi-

ハマノテ

破炎弓の作法

磯子神楽

聴子満子邦

聡子迎

早淵川

ハラ

ハラ7ワセ (腹合せ)
パラガイ

ハラガケ

ノヽ7/

バ リカン

バ リカンヤ

195 ヒキモノ

684 ヒキャク

515 ビク トリア

689 ヒクル ミ

705 ヒケソツポ

95 ヒザオ リ

2,30,83 ヒソモチ (菱餅)

22,36,106 柄杓

452.666 肥立ち

172 ヒダリズマイ

188 ヒソカェソ

106 ヒツジ (孫生)

201,418 ヒデ

418 人魂

iF供堆 495,496,650 一つ身

針之碑 493 - ツ目小僧

ハ リハ リ 217 -山男い

ハルゴ 129,183 ヒトヨセ

榛名的 571 -人立ち三iIB獅子桝

擦名山 571,653 雛形六道貝

擁名神汁 571,600 ヒナサマゼ ,ク

春の巡行 539 雛節供

ハル リヤ 158 丙午

時乞い 28 火の番

ハ ンギ リ (- ンギ リオケ)94.2】8 火の見櫓

ハ ンギレ

半 ジュパ ン

ハ ンテン

坂東三十三札所巡礼

半幅絹

パ ノミズ

ヒ

ヒ

ビール

ビール工場

ビール麦

194 ヒプリ

191 EI待供養塔

129,182.188 ヒメン

586 ヒモソ ド

192 ヒ十クジゾウマイ lJ

56 (育地裁参 り)

百万眉

百万遍供呑塔

ヒャクミ (百味)

184 百味講

150 ヒヤ yタ

116 ヒヤ トイ

114 ヒヤ ミズ

45 苗の神

119 ぢ祭 り

89,95 窃除け

119 ヒヨトリ

467 ヒヨリゲタ

159 平破 り

500 ヒラグワ

651 ヒラッポ

509 ヒルメシ

551 披苗宴

106 ヒロマ

359 広間型

462 火渡り

458 ビンツケ油

193

193 7

230

188 7イゴ

227,238,650 福神

213 7クラスズメ

441 富士絹

244 富士講

197 富士山

98 石言士信仰

254,325 'h{士浅間

572

28,45,178

571,653

32,91

187

182

161

97

231

453

129.248

243

513

202

159

596

197

185

` 572

572

572

585,600

790 'LL,請L士塚 26,55,572,575,622

193,203 '.G,J士の御帥

650 藤田屋

】46,256 武蔵'Aは神社

144.250 武州御姐山

698 藤屋

159 婦人部

650 武相二十五薬師

238.444 武相不動尊二十八札所

546 ブタ (豚)

47,668 ブタ無尽

47 札神さま

325 二人立ち満子対

627 7タンビン

194 仏塘

246 等ヤ

不動

L167,604 不動院

552 不動講

626 不動堂

485,487 ブ ドウ

578 太物商

86,87 布団綿

174 フナゾコウエ

86.89 武南十二薬師

576

362

566

561.568

348

53

531

537

171,215

68

570

703

4LI7

250.596
423

585

514

558

360.523

134

418

182

120

532



曲本願寺 601 根太天井

二十一束の類 441 子の神

二十五座 714 ネ'<タケ

ニジュウコン 324 ネバ土

エソュウコ/タ 324 1聖集会

二十三夜鵠 560 ネムリj'ン

二十三夜塔 627 ネリオ/ロイ (練 り白粉)

二十六夜塔 627
目迎宗 503 ネリj'ェ

日光史埠宮 601 ネリヤ

日光二烏山神社 601 年忌

こナイオケ 114,119 年始

ニネ 253 ネンネコ '̂/テン

二年味噌 217 念仏供養塔

二のJr 546.650 念仏供茸の地蔵

ニバ /グサ 94 念仏誠

二パ /サク 115 年齢集団

二番醤油 219
ニヒ十クサンコウチ 201

二百十 Ej 30.56,72,179,481

二百二十日 30,179,481 納棺

ニポ/ 211 出兵商

ニホンダワ 106,161 野兎 (ウサギ)

E]本欄 340 農休み

ニマメ 237 野鍛冶

穀物 210 ノガマ

入崎修行 514 野川の偉九

二ワ トコ 107.】77,645
鶴 171,215 ノコギ リ

人形芝店 726 ノコギ リガマ

人形山並 673 鋸ヤ

妊Wl 432,434 /ソイタ

妊婦の蝕拝字 261.434 ノシメ

/モチ

テン

野辺送 り

糖七升に垣三升 216 ノポリ苗

ヌキビ 37,174 ノ ミチ

ノラベ ントウ

ネ ノ))ソビ

ノヾ一一7

-イカラ

灰の上澄み

gE.L 尭 索 引 ul) 842

245,2LI8 はきもの 186
585 ハク 209

106 -クサイ泣け 217

202 馬喰 170.191

509 -ゴイタ 263.271
437 ハゴイタ (羽子板) 443,642.648

羽子板割 り 648

197,201 羽子歌 763
78,114,121 ハコセコ 195,197

129 -コゼ ン 231
467 ハザカケ 98

508 -サ ミ (竹細工用) 150
193 ハサ ミ (鍛冶用) 159
602 -ゾワタン 448

602 -ス 237

68.520.549.630 -スEEF 85
50 -ゼ トウモロコ/ 227

ハタア/ 182

線鞍 り 184
ハダカムギ (裸麦) 11LI,209

460 -ダソクビ

421 - タナエソロ

215.331 ハタノポウ

59 - タヘ リ

159.326.557 ハタヤ

31 バタリ

476.486,488.723 八王子街道

724.725 八王子遺

142 -チクダケ

97 八十八夜

186
88
184

184
129
172

13

13,425
3)

652

421 八十八夜のお茶 222

224.225 -チノス (鍛冶用) 159
195 -チ-ライ 465,482,Ll86,487
226 -チブタル

129 八幡社

44,463 初午

475 ハ yオ ミキ

4 ハッカ正月

231.232 -ツギ

23,137.141,143 ハ ソザ ン

初節供

ハ 机誕生

バ ッチン

201 ハツヤマ

201 馬頭牧世昔

204 馬頭観音

ハイヤ (灰屋) 78.119,143.170 パ トウサマ

243,253 -ナ

210 鼻緒

130 ハナカケ

80

475,482,483

546,589,649
45

238,648
195

437
444
444

333

50,Ll45,568
614

253,585.587
587

476,486,490,524
187

95,105



843 陪 乗 索 引 uP

テルテルポウズ

ー11羽三山

点火

天字数

電気商

テンコ

29 トコアゲ

601,624 床聖の俵

515 咋祝い

349 故男

420 トソコ/

220 トシコソサマ

天台宗 503 歳の市

76億 139,254 ドジョウプチ

天然水 31,150,228 ドジョウプチバ リ

天王社 481 土蔵

テンパマキ 114 トノクリ

テンビン (チ/ビンポウ) 91 トンバ

124,228 ドテラ綿

天満宮 (東方) 497 隣組制度

詣ロ

ト ドプ

ドブ ック

トイノ (卜) 159,263 ドプロク

ドゥ (茎) 324 トマ ト

笠 516 トマ トの病気

ドゥ7ゲ 55 ドマンジュウ

トウエソ 62 L'1.堤

トウグワ 106 土用

ドゥコ 102 ドヨウモチ

トウノ 99,115,u9,123 n'年薬帥霊域

冬至 668 斑のEl

淑冶 180 トリアゲバ7サン

トウス ミ 177,255 〔もfT帽子

同族旋EiI 62 トリコ

道祖神 620 採物

道祖神塔 37 ドンツキ

豆乳 213 ドンドヤキ

豆腐 212 ドンプリ

234 ナ*'ギ (長石)

515 長靴

198,237,446 ナガノ

636.639 ナガ/バ リ

647 中'l;I

597 長津田

426.631 ナカ ドリ

214,325 ナガナリ

21LI 中原街道

242.252 ナガバ ンテン

222 仲間入り

194 流れ神伝承

182 ナゲモチ

38

47 仲人

84 ナタ

23.28.76,83 ナタネ

222 ナツゴ

124 ナツヤサイ払い

125 七草

519 七.lE弼

171 魚+絞り

239 tt.3'士参り

227 ナノカゼ ソク

530 ナビロメ

462.465 ナペソキ

L13Ll,436 ナベズ ミカキ

191 生揚げ

225 ナマス

676 ナマ-

258 ナラ

GJl5 奈良破け

188 成^出め

塔IB 470 トンボプチ 139,170,244,452,700 蚊(Il誠

堂苗 520

退庁 (道標塔) 7,355.358

同朋会 505

トウミ 96,99,115,119,123 ナイギキ

灯油 254 ナイ/メ

rG謡と民芸品｣ 750 ナイ ミ

棟梁 255.256.260 ナエウラ

トウリョウオクリ 261 ナエ トリ

迫J'埼 (大雄山荘乗寺) 173.563 ナエマ

遥六神

道陸神

ドガマ

研職

トキン (兜rfT･頭襟)

徳本名号碑

時計屋

620 ナオライ

620 中回向

144,160 中折帽子

422 ｢なかがは｣

515 中川水稲配合肥料

626 中川駐在所

424 中川の笥

448

棚

655

120

90

鮎

496

糊

191

48

77

362

1

成tEILll新勝寺

ナJL'ミ-/ポリ

ナレエ

ナワ (タウエナワ)

孤

純とぴ

ナワ/ど

納戸

南掘旭

91,189
188

230,246
328

346

3Ll0

104

195

7,13,340.428
188,194

45

705

227.259,482

484.524.572

449.668
142

219,255
129

ごごう

238

234,644
195

572,573
659

455

229

229

212

210

)38.222
127

217

133,647

578

578,599
188

32,2Ll2
92

140

770

84

250

76

6

1

3

2

6

1

1

3

6

5

2

982.〇〇

二

丁

茸

ゼ

祭

供

リ

力

嘗

盆

ガ

ン

斬

新

二

一



語 垂 索 引 19) 844

立場

竪掘井戸

建前

建前祝唄

タテヤマ

79 チャンコ

208 チャンチャンコ

259 チュウニチ

260.744 長者柱

91,143.174.669 長州風呂

棚経

七夕師供

タヌキ

タネ (洗い池)

タネ (揺)

タネイモ

タネガ ミ (タネゴ)

タネツケ

タネマキ祝

タネモ ミ

タノクロマメ

田の字型

煙草

足袋

たび堤

タブネ

タポパサ ミ

タマイノ

多輝川

多摩丘陵

卵

タママユ

タユウモ ト

タルイレ

俵

タワラア ミダイ

的家総代

楓家まわり (年始)

タンゴ

端午の節供

男児の防供

タンジヲウモチ

態耶境

チ

茅ヶ崎の地

茅ヶ崎富士

畜舎

竹林

畜霊碑

綜

茶
チャブダイ

ちゃんけん遊びの歌

511,661 朝鮮牛

239,655 提灯昆

332 チ ョウチングワ

88.243,254 町内会

113 チ ョウナダテ

120 長福寺

129.183 千代田文様

88 チ ョロケン

89 チ ョンポ リガサ

88 絶緬

122 チンコロ

243

223

186,188

350 追肥

84,98 通学着

202 ツカ

258 ツカナラノ

79.340 ノキガサ

2 月並念仏

215 月待

183 ツキノミ

481 ツギメ

235,450 .LL_gきものおとし

105.597 ツクテ

140

504 ツクリダイ

508.640 ツケ

233 ツケギ

137,239,653 1B物

444 ツゴン

444 ツプロウ

564 ツチ

土出 し

筒粥神事

都田警察署

76 ｢都EEl村法｣

24 都筑岡

43 都筑原

43 都筑郡

73 都筑郡役所

129,182 ツ ト

195 ツ トyコ

651 笹茸ヤ

249 網島噸

202 ツノカクソ

170 角屋型式

352 ノブ

llLI ツプンムギ

45 ツポイチニン

259 壷坂山南法華寺

8 ノマカワ

197 ツミオケ

103 ツミグ

29,185 ツメ

195,197 釣 り

140 ツリナベ

ツリパ リウエ

ッ ソルガェ シ

鶴岡八幡宮

94 朝杜 (朝神社)

194 つるベ

469,660 鶴見川

469 ッワリ

29

42.549

560

137 テアノ

44,455 デイ

570 テインコウ

32,77,95,119.121 ティンサマ

142,243,253 テオン

187,245 テカギ

673 テギネ

230 デタテ

215 テ ソコウ

158 鉄鍋

460.464 テツビン

159 テ ッポウナオシ

54 テ ッポウパパ

175 手拭

362 デノカネ

493 テビカキ

2 テビキダルマ

2 出不足金

10 テマガワリ

14 手塩歌

37 秘策 ･塙樹十二薬師

20 都筑中川良策協同組合

31 ヅゾゴヅリ

68 筒袖

533 手趨唄

53 テモ ト (ジパ ンリ)

328 寺行事

188 寺世話人

3

O
.
氏叫

0

8

2

格

ー

7

4

5
･
劫

116

589

419

72

197

244

99

209

270

001

㍍
畑

103

畑

327

224

120

120

601

474

㍑

S3_
43

225

250.596

265

557

87.104

86

1Ll5

Ll62

91,189,199

210,229

231

93

180

185

463

9Ll

78,183,219

55

59,87,91,174

766

753

267

506

504



845 語 菓 索 引 (8)

スノコ天井

読

炭商

ス ミダワラ

相撲

諏訪社

セ

1.111

青少年指導且

製茶

善光寺

酋光寺誹

仙台平

Lt.il:

先やrlb

セ //ヾカ

セ /ボンギネ

センボンゾキ

膳廃紙

セイ'/チ 99,139.186,245 雑木林

召年会

召隼田

セイノカ ミ

セイノカ ミの石

製氷

精米楼

精米所

育面金剛

古面金剛俊庚申塔

生理77,%

セイロ

セオイカゴ

施餓鬼

施餓鬼全

セキガカ リ

51 総参訴

51 葬式

37,131,133,233 葬式念仏

597,620,645 重臣式まん じゅう

620 伯州往還

151 梱州中原道

209 梱州失倉沢街道

103,209 曹洞宗

553 雑煮

609 双盤

192 双鯨念仏

91,138,212.222,225 総本家

182 ノウメ/

659 ソウメ/セ ソク

510 ゾウ]) (草惚)

55,57 ゾウリツクリダイ

石造物 622 /ウリ監

セキ トリ 186 ソース菜箸

セキハ リ 56,76 俗信

赤飯 89,91,93,113,234 戎菓

セキモ トの地蔵 604 ソソバ

セキヤマ 57 ノバ

セシカタ 461 ソバアゲザル

セセナゲ 78 ソパウチキ

世田谷のポロ市 424 ソバ包丁

絶家 61 村内研

石鹸 204 村長

セ ノノヲウ 330

セッノキ 634

節分 238,649

セ ドグチ 247.252,452 ダイ

セプ 143 代神楽

背守り 439 代神楽獅子舞

世話人総代 505 大工

セワヤプ 136 大区/ト区制

セ ン 81 太鼓帯

浅間沸 576 大黒

580,600 大.T.往 249

580 ダイゴジメ 59LI

197 ダイコ ドゥ 77,loll

204 ダイコバク 209

563 大祭 476,481,482,487,489

92 491,495

225,634 太子喜好 159,556

145 大師紙 552

66 大師念仏 552

大神宮 59LI,600

大神宮様 237

タイソンサマ 585

大豆 122,212

太太神楽 564

太太講 576

ダイ ドコロ 101,138,139,230

245,594

タイヤ 512

ダイヤ 131

第六天 585,627

タウエ 86

田植 239

田植唄 740,76JI

タウエ正月 178,655

タウナイ正月 178.655

タカゲタ 187

託細心動 601

夕方ネ 159

高模 184.313

宝舟 640

タクアン 216

タケカワゾウリ 187

タゲタ 84

竹上 420

タケノコ (笥) 23,52,135,217

竹のつえ

タケ ドイ

タケヒキノコ

タケヘギナタ

竹棟

タコ (地形用具)

凧あげ

山車

22 田渋

672,705 タスキ

674 笠と

191 脱穀機

10,ll,12,35 脱脂綿

192 タyベ

595 光 ジョウグチ

200

74

148,150

150

270

258

769

672

185

91,189

248,632
99

193

32,150

242



死に装束 199,459 毒式子

地主 37 出荷所

芝屈興行願 709 出棺

芝居小屋 423 ジュバンコ

ジバンリ 267 シュロゾウリ

ソビ ト 199 巡礼供養塔

/ホウガタメ 260,270 ンヲイカゴ

ノポリカス 219 ショイタ

絞り袋 213 校蔭寺

ソマイモノ 197 正笠寺

ノマグ 201 ジョウグチ

ジマツリ 257 正直屋

注連 594 精進揚げ

江迎引百万遍 552 止信念仏脱

ソメエカンジョウ 142 ジョウズカイ

搾め韓 77 上巌

下林生不動のダルマ市 424 焼酎

霜枯三月 139 聖徳太子

霜枯三月くいこみ 208 浄土先宗

/モク 550 乗馬ズボン

ンモザ 232 ジョウ-マキ

下情 346 ジョウピコセ

下末吉台地 2 消防組

下田の地蔵様(下田のまわり地裁) 消防団

ノモヤ

ジャガイモ

ノヤクソヨウ (錫杖)

釈額誕生会

/ヤクポウ

シ十クヤク

HFl

ン十ボン

シャン7'-

120.537,558 ジョウヤ

253 醤at]

121,210 ショウユノポリ

515 醤油屋

510 値樹林

92 食用油

158 女子T'F_J'年会

55,542,618 女児の節供

204 処女全

202 除虫菊

集荷所 12Ll 食器

十五夜 662 初七日

十三仏 551 女人講 (女の誹中)

十三夜 663 除夜の鐘

十二座 714 白笹稲荷

十二杜権現 475 白幡八幡

宗派 501 シラベ

i;ユウパコ 231 :/ル/バンテン

十夜法要 511 白装束

修養会 51 ンロバタ

宿の屋なみ 341 新川

宿場 340 甚句

宿場の軒数 343 新宮杜

宿場の地割図 343 真言

｢宿泊人名簿｣ 360 真言宗

修験 504 ｢神社調音｣

陪 乗 索 引 (7) 846

195 ジンジンパンヨリ 191

57 ノンセキ 62

L163 神代神楽 674.713

194 神代里神糞の佐相社中 (日吉)

187

604,624 32_福寺 (下EIl)

208,231 新民謡

91,186 神明社

601 神明神社 (牛久保)

54,638 ンンルイサキ

451 新暦

228

210 ス

512

LIS 酢

131 スイカ

222 ズイキ

557 スイケ (酢味)

502 水亜小屋

191 水神

Ll97

120

748

475,481,482

486

62

630

220

125

217

216

103

585

11Ll スイジンサマ (水神梯) 55,72

174 597

48 水棲動物 322

48 水天宮 433

243 水道 208

218 ズイムノ 90

219 ズイムン取 り 95

219 吸い物 235

23 スキ (鋤) 85

213 スキ (蟹) 86.170

52 杉山神社 (大根) LI90

444 杉山神社 (大棚 ･LLIJH) 482

52 杉山神社 (勝田) 484

173 杉山神社 (新吉田) 488

232 杉山神社 (茅ヶ崎) 480

236,466 スケ 263

505.614 スケガサ 29.83,91,186

635 スケ yト 91

546.599.601 スノ 234,237

712 スジ (秦) 123

673 スリマキ 119

188,191,194 スズカケ (篠懸 ･鈴掛) 515

200 スス-キ 631

185 スズメ 215.334

735,744 スズメおさえ 769

453,746 スズメオドソ 96

492 ズタブクロ

515 ズックグッ

502 索捕 り

497 スナモリ

200

194

322

600



847 語 秦 索 引 16)

子供会

粉白粉

五人組制度

五人嚇子

コノヾ

木枕

五分刈り

ゴマ

コマゲタ

ゴマジル

小松尾

コマまわし

小間物屋

小麦

コメ

コメコウジ

コメピッ

子守叫l

子守歌

コヤソ ダル

こやし部や

コロガン

御謡丑

権田池

金毘羅
婚礼

祭鳩

歳旦祭

柴紹護摩

サ

49 佐虫炭 144
201 桜助 235.454 シ
38 ザダリ 182

673 酒 222 /イタケ

271 姓 668 /イナ

191,256 ササゲ 98,123 シオガマサマ

201 ササラ 213 /オ/

219 サソ (刺) 105 ジオl)

187 サソイ-/ 493 ジカタビ

209,211 サンガヤ 262 ンカバナ

3LIO,346 ザシキ 129,570,594 ジガラ (フミウス)

769 サス (芽) 125

354 サツマイモ 120 慈眼寺

11Ll 雑詑 749 地絹

209 サ トイモ 121,210 シフキ ミ

222 砂地 220 地形

227 砂地キビ 220 /ケナイ

747 佐藤正作教会 564 ジゴ./ラ工

751 里神楽 672,713 仕事唄

78,80 サ トジ 106 仕事葛

243,253 サ トミチ 4 仕事はじめ

92 甲Hl地蔵 558,604 自在鈎

517,519 サナプリ 93.178,655 ジザイモチ

74,95 ザランプキ 270 獅子頭

585 ザリガニ取り 95 獅子舛

235 ザル 213,230 獅子舛唄

はEF彦大明神 554.609 地芝居

描出彦命 554 地抑誠

｢沢田栄昌具申E｣ 】6】 地神さま

588 三舛万霊

491 サンカクキ ドリ

513 サンギョウホウ

サイノカ ミ (基の帥) 620.622 ザ/ザラ

西方寺

札Llillf!

祭礼

｢集成聡子の由来｣

境木

サカイダ

サガサンボウ

サカナオケ

魚とり

魚屋

相偵川

相模役者

J+■i.I■

サギ′ミ

サキヤマ

サク (ザクズミ)

サクオトコ

30 三娘俊

203 三三九度

474 サ//辛

672 三戸の説

107,177 散楢所

36 三升釜

132 サンジョウプクロ

228 サンダワラ

769 山王さま (日枝神社)

213,228 サンバ (草屋根)

359 産婆

492,577,723 参拝覗

460 サンバ/グサ

98 サンバンサク

141,146 三宝寺池

147 サンボンダワ

174

603 地神塔

127

99.119
433
217
189
186

458

78.102

119,209
55

185
96
258

238
86.87

90,93,740
188

159,6LIO

210,229

225,5115
30

698
701
723

68,542,618,651
5Ll2

8,37,545,618

80 iZノ ンルイ 63,257,450,458,58LI
587 市制 ･町村制 13,35
201 地蔵

609 地裁講

452 地蔵堂

433 /ソ ノ バ

554 /タクサダイ

420 仕出し屋

224 /タッバラミ

639 ソタベンジョ

105,140,463 シ′タモノオキ

484 ンタモリ

271 七五三

434 ンチプダル

560 地鉄祭

94 ジyカンメカゴ

115 地氾唄

76 ジyコ

121,161 自転車

585,602

557,586
519

215
174

235
434
243

252

237

195,445.590.665
79,80,114

257
pS

743
170

228.313
品川の荒神さま (海空寺) 595



ク

クイゾメ 443
クイソブシ 139

クサカリガマ 97,115,161
革屋根 116,262

30

幻
30
30
83
35

1

1

1
1
1

1
6

∩Ⅵ3
｣ワチ

マ

ウ

ゴ

ル

ガ

ポ

カ

ザ

チ

リ

リ

キ

ミ

ミ

モ

キ

キ

コ

ツ

ツ

チ

所

ワ

ワ

ワ

ワ

ワ

ン

役

ク

ク

ク

ク

ク

ク

部

クズ 32

クズイレ 230

クズカキ 78.143,208.669
クズコ 228 ケイ ドリ

クズゴメ 228 鶏糞

クズッバ 208 警防団

屑繭 183 ゲー トボール

薬ヤ (薬屋) 350,423 ケj'

ケ

き吾 秦 索 引 L5) 848

246,438,594
興禅寺 433
降誕会 510

コウチダ 22,36,83,86,97
…#中 38.39,44,64

許の種類 65
講元 562,569,571
港北区 15,22

コウヤ (紺屋) 129.182,185.347
高野LIJ無丑光院 601

324 コエクミ 78,160.215
172 コエタメ 57

48 コエビンヤク 87

54,492 五右衛門風呂 202

クチ トリ 557 ゲザ ンオ ミキ (下山御神酒)

クチナシ 129

クチナ･/の実 185 化粧品

□監[ 201 ゲス

区長 45 ゲスップリ

靴下 194 ケズ リナタ

ク yツキ 448 ゲタ

ク ド 222 ケッキ リバ ンテ

クヌギ 127,185 ケツ ソキ リ

クネ 138,245,425 毛抜 き合わせ

区番組制 10,11 現金屋

タブダル 79.80 検査官 (栄)

クポチ 22 元三大師

クマデ 143 ケンチン汁

熊野権現祉 (大鵬) 8,490 玄米

熊野杜 (荏田柚木) 475 健民祭

熊野神社 (師岡) 175.647 堅牢地神

組 38,43 元禄袖

組長 45

蔵開き 23&644
棄 132

クリ'<サ ミ 132 ゴ (豆汁)

クリヒロイカゴ 132 講

車長持 198 耕左横

クル リボウ 32.99.115,119,123 コウガイ

クロ 85,86,122 コウカケ

クロイセ 186 高札場

クロツケ 87 麹菌

クロヌリ 87 コウジブタ

クロネカツ 86 庚申供葦

クロボク 22 庚申供養の地蔵

黒川炭 143 庚申講

黒境南 423 庚申塔

クワ 86 庚申待

コークス 160
コオ リバ 151

563,571 コオリンボウ 32
201 五月の節供 123

77.119 コガマ 161
104 コキ7ゲ 663

81,150 コキアゲガユ 180
187 コキバサ ミ 99

446 コギ リマンノウ 104
189 コク 213

205 国益式貯致器 245
346 穀屋 351

105 固形石鹸 204

509 匡‡防婦人会 53
211 石盤神 8
209 コゴメ 102,105

46 小作 37
618 コi/カケ 213

189 ゴ/キ 433

五色のタスキ 198
コ/キ リパ ンテン 91

コンタ 324

212 コンマキ (腰巻) 189,191.192
64 腰湯 441
170 ご神木 589
197 ゴセンソサマ 587
189 コソクリ 266

358 子育地蔵 432,604
218 コチカゼ 32

212,218.219 伍長組 38

609 コ ッキング商会 204
602 小机堰 72

553 小机領三十三か所子年の観音霊場

37,355,553.602 526

556 小机領二十匹か所酉年の地蔵霊場

クワアキ 666 コウジンサマ (荒神様) 230.237 535



849 語 集 束 引 く4)

カケマキ 145 カマス

カケムク 200 鎌田望

寵屋 148 カマ ド

カサネノキモノ 197 カマパ

柴子 223 上'IE5'

火事 47.342,435 神棚

カノウリ 158 カメ (也)

鍛冶屋 159,191 カメノコ石鹸

果樹林 23 カメノコパンテン

火生三昧 514 カモ (悼)

カンワ 123,137 蚊帳

柏餅 138 枚張ヤ

柏屋 352 カヤ

春EI大汁 600 カヤ鳩

風まつり (風祭り)28,45.179,662 カヤ触尽

力タイ 183 粥占

カタイチッ 160 カラカゴ

カタピラ 199 カラゲナワ

勝田仕年会 51 カラシナ

勝田慌 4 カラス (筒)

カノオブ/ 211 烏唱き

カ ソギオケ 87 カラチャ

カ ノチキ 98 カラッコ

カッチャンポンプ 204 カラ-シ

活動ヤ 422 カラボウズ

カyパ 186 カリアゲ

カツバ ン 635 カリアゲ正月

カテメ/ 209 カルウス

家骨 60 カワガリ

香取明神 672 川魚

カナキン 188 川崎大師

カナゴキ 115 瓦煉

カナゴン 96.98 川和館

カナソキ 159 川和の市

金火箸 230 川和富士

金棒 49 乾燥機

金物簡 419 カンダチ

88.96,218 願文の依 515

517,520

229,246

229

346 キアタマグワ

249,594 木臼

475 紙園

204 キガマ

193 キガラチャ

127

139

94,239,657

160

662

98.215.331 キキョウ 157

205 */NE 243,252

419 木曽御放課 579

263 木曽御旗信仰砕 624

262 キタボン

263 キ yコソ

175 キ ノコリナカマ

148,653 キ ソネ

I一o,263 キツネ ソビ

127 忌E1

136 絹

457 キヌ7ルイ

138 杵

437 祈年祭

661 'E八丈

201 キバナ

465

87,loヰ

141,146

334.442.570.786
326.787

509

183

233

225

476.481,491

195

212

180,663 キビヤ 133,143,208,243,252

663 我民地疎

101 鬼門

56,77 キモノガエン

214 キャハン

433.578 キャラプキ

270 厩舎

362 キュウリ

424 キュウリカj'

2.574,576,815 旧暦

101 ギョイ (行衣)

31 行者

金物店 160 元旦祭 481,482,487,489.495 行商

カニパパ 440,457

カネ (祉) 550,673 カンナ

カネj'ェ 77 神像祭

かば焼き 21LI カンネンプツ

歌舞伎芝店 723 寒念仏供尭

カブヌキ 170 観音

かぶりもの 185 観音誹

釜 229 カンノンダイ

鎌倉撒五郎景政 519 観音堂

鎌倉退 6,7 観相寺

カマン牛 229 瀧仏会

カマジメ 597,632 カンモチ

639 行商人

150 行道の舞子

LI81 共有地

550 卸忌

603 キリカェソ

585,586 キリボノ

560 金魚ヤ

122 キンチャク

517 キントン

343 キンビラ

510 近隣集団

226,634

601

256

256

199.459

211

252

126

126

630

563

593

228

360

703

56

509

89

210.217

424

195

237

237

38



陪 乗 索 引 13) 850

オオバ 271

オオバ / 259

オオミチ 4,242

オオムギ llLl,209

大山阿夫利神社 30,175,597,599

大IJ腐 道 7,3LIO,562

大山講 481,560

大山灯諏 358

大山の夏山 358

大llJの水 567

オオワリ 80

オソヨウパンヤク

オソヨロサマ

オスガタ

オスワリ

お歳暮

オセチ

オセチ料理

オソナエ

オタイコ

お題∃訴

オタイヤネンプノ

オカイ ドリ 197 お焚き上げ

オカゲサマ 210,230 オタキサマ

おかぎり 632 オダテ

オカシワ 239,653 オチッキ

オカタビ 194 オチャホイ

453 オミヤサマ

660 お宮そうじ

595 オモダチ

594,6LIO オモテ

668 重湯

642 折本音頭 ｢早苗ふし｣

237,642 折本小唄

634.668 *ロ/リ

197 オンザノキ

553 御放三柱大神

551 女粥中

579 女の神

524 オンナのサキガケ

131

235 力

222

オカ yテ 231,251,595 オチャウケ 77,80,93,226,231 蚊

オカブ 113

オカポ 209 オチョウ

オカポのモチ 227 お手玉

オガミヤサン 582.593 お手玉唄

オカムロサン 201 お手玉の歌

オカモチ 231 オテントウサマ

オカモ ド 201 衡恭

オカユ 234 オ ト./

オカラ 213 オ トムライ

オカラヒツ

オカリヤ

オク

オクリビ (送り火)

オクル ミ

桶屋

オケ/チン

485 オ トリコノ

255 オ トリサマ

250,596 オナメ

LI63,662 オニノメ

439 オネリ

80,496 斧作法

211 オハグロ

オコウコ 216 オ-ティレ

オコウジンサマ (荒神様) 594 諾 :

オコサマ 129 オビアゲ

オコワ 234 オビイワイ

お産の部屋 251 オビ/メ

オソ (御師) 561 オビスズ

御師の家 569 オヒチャ

押板 250 オビド

オソキアゲ 512 お目待

オソキセ 191.203 オヒョウゴ

オソギリ 78,268 オヒル

オソメ 193 オブイヒモ

オソメリ正月 59,75,179,658 お札

お釈迦さま 510 お盆

オノヤモジサマ 585,587 オミキ

お十夜 511,520 オミキスズ

オソヨウバン 63 オミキノクチ

634 カイ7ゲ

452 同匡相も養塔

771 カイコダナ

747 海産物商

767 rl芝居

559 カイジョウ (回状)

510,511,512,667 会牌.陪

336 階層

460,462 番虫

512 r閑導記.[

54 外TiF:商

211 月のムキミ

237 同文

485 カイポリ

515 カオミセ

202 案山子

229 カカソアゲ

199 鏡仕立て

195,236,442,590 カガミモチ

193,23LI 柿

193,L132,433 カキズ (柿酢)

249 7E弗
442 カギ

249 むき初め

559 カキポウ

545,546.550 カキマワシポウ

80,231 カネモチ

193 角刈 り

597,632 ##

94 押葉執行甑

481 神楽面

563 カケギモノ

2L19 カケヅキ

5

7

0

5

5

4

糾

ぬ

90

62

鉱

48

49

28

54

79

14

84

腿

173

55

604.625

183

Lll9

723

58,639

236

37

81,133

564

418

211

58

214.656.770

455

89.96.104

96

205

237

133

220

135

133

647

147

-.119

226

201

484

711

715

195,443

634



851 詩 集 索 引 12l

一升四台 236 浮島

イ yツケ/ウリ 194 ウグイス

射戸 230,243,247,261 ウサギ

井戸神 597 ウサギアミ

井戸水 208 ウサギ追い

イ ドガエ 655 年

イ トクリキ 182 ウシコロソ

糸繰 り車 184 年のクツ

イ トマキ 184 年EI待

糸ヤ LI17 氏子総代

田舎の正月 631 日

イナ半の地蔵 538 日挽唄

イナゴ取 り 95 ウスベリ

稲荷 580 fTち止めの地議

稲荷許 234,546,590,650 ウチニンズ

稲荷社 481,5LI6,726 ウチ,<カ

犬神 570,585 ウチミカキ

イネコナシ 99 ウチモノ

イネチンゾウ 95 クツギ

稲の品種 97 ウドン

イノコ 596 ウナギガケ

亥の子 180,233,665 卯の日

亥の子のポタモチ 114 ウプ7ゲ

位秤 L162 産tyI

店唯子 672 ウプゲソ')

イビラカゴ 130,148 庄勘

736 影向寺の市日

335 エゴマ

173 江田駅

332 荏EEl宿

215,331 エノリ

215 エ ド′マ

107 r江戸名所図会J

81,141 エナ

559 江ノ島の弁天さま

LI76.484 エビガニ

225 ,Tii比須

216

219

342

340

268

197

494

438

563

:L.I

595.648

115.2L16,741,765 恵比須誠 251,596.648,666

232,248,632 エビスさま (患比穎様) 237,251

520 エプリ

91,97 絵馬

25Jl,470 エ マゾ

150 エマノザル

223,236 円応寺の火渡り

107,131,177,645 増水適

224 エンソ

326 エンノツナ

89,655 エンビ

433 闇魔像の庚申塔

439 延命他意

･143

439

イビリグンゴ 225 ウマ (田植Ljf規)

忌竹 257 燭かけ

イモ7ナ )21,227 ウマステバ

イモガラ 217 ,F持El待

イモクル ミ 120 ウマヤ

イモフルイ 148 ウマニ

イリ 651 梅酢

イリガラ 212.219,226 Wl千

衣料切符 203 ウラ

恕茄祭 Ll96 重き鬼門

イロリ )44,232 孟鵬盆全法要

イロリバタ 159 ウワサ

イワイダル Ll50 ウワモlJ

隠居 26 ウンカ

隠店/分家 61

インキョヤ 61 エ

引声念仏 511

永代経

ウ エエシゴト

柏木 135 江ヶ崎さま

ウユタ 90 江川

ウエタノ 91,175 役牛

ウニモノオキ 252 親王向寺の市

87,104

170,253,Ll75,476

115.209

209

513

88

548

533,535

106

609

5LlI

オ

92,104

180 オアサジ

253,615 オアズマサマ

559.6LI8 オイ/

170,244,253 オイヌコウ

237 オイヌさま (山犬)

215,782 オイロナオノ

215 オウサ

262 お会式

512

484

199

570

570

197

185

553

256 オエ (イ)ベツマサ 595.644

511 オオカゴ

232 オオガマ (大釜)

237

96 オオカワ (郁見川)

大†胤Il

オオザル

大数珠

509 大竹屋

59,91,17LL225 大棚堰

234 オオツチ

573 オオ ド

85 *- rl

252 オオナ

42LI,428 大鍋

143

91.138

213,218,225

30

8

138,225

550

3Ll8

55,72

159

244

673

L1,494

224
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語 垂 索 引

穴掘り帳

7 穴守稲荷

アネサ/カプリ

アイサカズキ 452 油絵げ

赤い腰巻 47.354 アブラナ

赤いフンドン 780 油屋

7カイレ 96 油屋 (屋号)

赤城社 475 阿夫利神社

朗伽作法 516 雨乞い

アカナス 124

7カル ミ 97 アマザケ

アキ7ガリ 663 甘酒祭り

アキゴ 129,183 甘茶

秋の巡行 539 アマ ノコ

秋柴山常夜塔 355 網漁

秋祭り 239 7メ

アキヤサイ払い 228 7メゲタ

7クマ ソバライ 6L12,677,678 7メンポウ

680,682,683,687,692,696 アユカツギ

アケ

アゲクサ トリ

掛 プ鍋

7ゲ-ライ

アサウラゾウリ

アサゾクリ

651 アライギ

94 洗い粉

213 新井商店

72,214 アラオコ

187 7ラク

139,245,630 7ラtt:事

アサヅケ 216

麻の妻の模様 193

麻袋 96

アサハン 80,231

アサユガタ 640

チ/イレ 450

アンナカ 141,186.194,200

7ソロマルタ 267

小豆粥 238,647

アズキメン 549,583,589

吾要神社 482,LI83

アラヂチ

アラヤプ

アラレ

アルキンロ

アレビ

粟

アワギリ

アワケノ

アワコセイ

7ワプチ

アワポヒエポ

L161

601 イ

185

212,668 イイゴ- ン 208

127 イイツギ 58,77

219 イエ 60

347 % 37,60

561 家印 28

28,30,75,179.52Ll 鋳掛け屋 229

568,658,697 池辺富士 2

222 インウス 139,212,219,236.245

239 イノゾコ 191

652 石場建 258

439 インポ トケ (墓石) 462,470

329 いずみ屋 347

211 伊勢音頭 (万作唄) 745

197 伊勢誠 576,723

32 伊勢芝屈 577,723,725

340.359 伊勢神宮 L]84,576

660 イセキ (迫跡) 26,61,436

202 イタチ

422 イタド

86,89,104 イタド

106,121,132 市

183 市神

440 市商人

136 市立ち

93,226 市場

173,333

249

リ 223

-l空ll

425

LI26

426,428

79.12L暮,134,138

89 市川柿之助一座 L176,LI90.578

吾妻祭り 482 7ワメy

遊び 769 アワモチ

7タマアライ 455 淡島神社 (折本)

アタリパチ 211.212 ｢淡島神社略縁起｣

アタリビ 466,640 淡島道

アトザンキ 454 暗渠排水設備

アナホリ 461 安産の神

59,630 萄

118 盛組合

119 イチジク

213 -年味噌

119 イチバングサ

119 -諮醤油

177,645 -番茶

118 イチマキ

118,226,545 イチヤモチ

7,432,492 イチョウガェ

493 イチョウパ

7 -里榎

83 イッケ

484 イッケウチ

107.123

123

158

217

94

219

222

62

635

201

187

340

62,257.346.583

62.63
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