
人

の

一

生

は

じ

め

に

こ
の
地
域
の
伝
統
的
な
通
過
儀
礼
は
既
に
消
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
村
の
真
中 

に
は
、
関
越
道
路
工
事
が
進
め
ら
れ
、
カ
ル
、、ハ
—
卜
が
一
定
の
距
離
に
構
築
さ
れ
、
 

や
が
て
は
そ
の
間
に
土
が
積
み
上
げ
ら
れ
、
舗
装
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
。
そ
し
て 

こ
の
高
速
道
路
を
数
多
く
の
自
動
車
が
ス
ピ
ー
ド
を
あ
げ
て
疾
走
す
る
で
あ
ろ 

う
。
そ
の
為
に
八
幡
原
で
は
各
地
に
点
在
し
た
墓
地
は
円
福
寺
に
集
め
ら
れ
、
立 

派
な
霊
園
化
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
伴
な
つ
て
、
か
つ
て
は
路
傍
に
在
つ
た
庚
申 

塔
、
如
意
輪
観
音
な
ど
も
境
内
の
築
山
に
在
る
。
従
つ
て
こ
れ
ら
信
仰
は
急
速
に
忘 

れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
生
活
様
式
の
変
化
は
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
て
い 

る
。
加
え
て
時
勢
と
い
え
ば
時
勢
で
あ
ろ
う
が
、
戦
後
三
十
余
年
、
教
育
と
そ
れ 

に
基
づ
く
思
想
の
変
化
の
実
効
も
、
通
過
儀
礼
の
場
で
は
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い 

る
。
民
俗
調
査
の
対
象
を
老
人
に
求
め
た
場
合
、
話
者
は
世
相
の
変
化
と
、
話
者 

を
と
り
ま
く
家
庭
、
な
か
で
も
子
や
孫
と
の
語
ら
い
の
中
か
ら
、
い
や
応
な
し
に 

強
い
ら
れ
る
さ
び
し
さ
を
、
こ
の
時
だ
け
は
忘
れ
て
、
生
々
と
眼
を
輝
や
か
せ
て
、
 

懐
し
そ
う
に
次
々
と
語
り
続
け
ら
れ
る
も
の
が
、
こ
と
通
過
儀
礼
と
信
仰
と
な
る 

と
、
次
第
に
声
が
落
ち
て
き
て
、
さ
び
し
さ
が
思
い
起
さ
れ
る
か
の
雰
囲
気
と
な 

る
の
が
、
過
去
二
〇
回
の
調
査
の
中
で
最
も
印
象
的
で
あ
つ
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
今
回
の
調
査
も
年
輩
者
か
ら
、
そ
の
若
い
頃
の
体
験
に
よ
る 

伝
承
を
聞
い
た
。
安
産
祈
願
は
、
女
性
が
宿
に
集
ま
つ
て
の
祈
り
が
、

一
人
の
女 

性
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
女
衆
と
し
て
の
共
通
の
祈
り
で
あ
つ
た
の
も
過
去 

の
こ
と
で
、
卜
り
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
か
ら
産
婆
に
、
そ
し
て
今
で
は
病
院
で
の
出
産

と
な
っ
て
い
る
。
語
っ
て
く
れ
る
七
、
八
十
才
の
お
婆
さ
ん
の
体
験
し
た
お
産
が
、
 

一
つ
の
変
リ
目
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
は
昨
年
の
大
間
々
町
の
調
査
と
比
較
し
て
、
 

十
〜
二
十
年
の
相
違
が
み
ら
れ
た
の
も
、
山
林
と
平
坦
地
農
村
の
相
違
で
あ
ろ
う
。
 

「
人
間
は
ワ
ラ
の
上
に
生
れ
ワ
ラ
の
上
で
死
ん
で
い
く
」
と
は
よ
く
い
っ
た
も 

の
で
、
如
何
に
も
日
本
の
農
村
ら
し
さ
を
物
語
る
伝
承
で
あ
り
、
出
産
時
夫
が
同 

様
の
苦
労
を
し
よ
う
と
す
る
習
俗
が
、
こ
の
地
域
一
帯
で
聞
か
れ
た
が
、
本
県
で 

は
数
少
な
い
実
例
で
あ
っ
た
。
産
婦
の
食
事
は
農
村
も
山
村
も
ほ
と
ん
ど
同
様
で
、
 

油
物
を
避
け
お
粥
に
副
食
は
極
く
粗
末
な
も
の
で
、
あ
れ
で
よ
く
も
赤
坊
が
育
ち 

乳
が
出
た
と
、
現
在
の
産
婦
人
の
食
事
と
比
較
し
て
、
異
口
同
音
に
驚
き
の
言
葉 

を
述
べ
て
い
る
。

セ
ッ
チ
ン
詣
り
は
、

一
般
に
七
日
目
の
地
域
が
多
く
、
儀
式
的
な
こ
と
は
何
れ 

も
大
同
小
異
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
利
根
郡
水
上
町
同
様
に
三
日
目
で
あ
っ
た
。
 

県
内
で
地
域
を
離
れ
て
共
通
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
の
は
興
味
深
く
、
益
々
詳
細 

な
比
較
を
要
す
る
一
例
で
あ
ろ
う
。
ま
た
子
育
て
に
山
名
八
幡
宮
に
無
事
成
長
を 

祈
願
す
る
も
の
も
、
地
域
性
が
う
か
が
わ
れ
る
と
共
に
、
こ
の
八
幡
宮
の
信
仰
域 

の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
前
に
は
国
内
の
み
な
ら
ず
遠
く
旧
満
州
大
連 

か
ら
も
来
る
と
宮
司
が
語
っ
て
い
た
記
憶
が
あ
る
が
、
最
近
再
び
盛
に
な
っ
た
神 

社
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
「
七
才
ま
で
は
神
の
う
ち
」
と
い
う
意
識
も
聞
か 

れ
た
。-

•

現
存
す
る
人
々
の
若
い
頃
に
は
既
に
若
衆
組
は
な
く
、
当
時
の
若
者
は
青
年
団
、
 

消
防
団
更
に
は
兵
隊
に
な
る
予
備
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
い
た
時
勢
で
あ
っ 

た
。
こ
こ
に
も
農
村
と
山
村
の
相
違
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

結
婚
に
つ
い
て
は
、
ト
リ
ム
ス
ビ
の
席
で
男
仲
人
が
そ
の
土
地
の
人(

座
敷
仲



人)

と
交
代
す
る(

正
式
の
女
仲
人
と
共
に
、
従
っ
て
夫
婦
で
な
い
男
女
で
ト
リ 

ム
ス
ビ
を
進
め
る
。
そ
れ
が
便
宜
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
伝
え
て
い
た
〇
、
萩
原
で 

は
後
見
人
と
名
乗
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
正
式
の
男
仲
人
の
立
場
は
ど
う
な
る 

の
か
。)

習
俗
は
、
果
し
て
真
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
地
区
と 

の
比
較
を
進
め
た
い
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
地
域
の
足
入
れ(

デ
ョ
メ)

婚
は
、
 

や
は
り
試
験
結
婚
的
性
格
と
労
働
力
あ
る
い
は
経
済
的
性
格
に
起
因
す
る
も
の 

で
、
関
東
以
北
に
み
ら
れ
る
も
の
と
同
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
京
目
で
調
査
さ
れ
た 

式
当
日
嫁
迎
え
に
行
っ
て
も
ら
い
受
け
る
儀
式
で
の
仲
人
の
仕
草
は
、
な
か
な
か 

念
が
入
っ
て
い
る
が
、
こ
の
地
域
一
般
に
み
ら
れ
た
嫁
迎
え
、
入
家
式
に
は
西
毛 

的

な

も

の(
鳥
居
を
く
ぐ
る
な
ど)

と
東
毛
的
な
も
の(

杵
を
ま
た
ぐ
な
ど) 

が
共
存
し
、
シ
ョ
ィ
ム
コ
、
シ
ョ
ィ
ョ
メ
、
待
ち
女
房
あ
る
い
は
北
橘
村
、
城
南 

村
な
ど
に
み
ら
れ
た
婿
逃
が
し
、
代
理
婿
な
ど
、
他
の
地
域
に
み
ら
れ
る
習
俗
が
、
 

本
県
の
略
中
央
部
に
当
る
こ
の
地
域
に
み
ら
れ
る
。
ト
リ
ム
ス
ビ
の
座
敷
で
の
嫁
、
 

婿
、
仲
人
の
位
置
も
ム
ラ
に
よ
っ
て
多
少
の
相
違
が
あ
る
。

こ
の
問
題
も
県
下
全 

般
に
わ
た
っ
て
調
査
、
比
較
し
た
な
ら
ば
、
興
味
あ
る
結
果
が
で
る
の
で
は
な
い 

だ
ろ
う
か
。

葬
制
は
格
別
の
特
異
性
は
み
ら
れ
な
い
。
死
に
対
す
る
穢
れ
、
忌
み
も
他
と
同 

様
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
の
地
域
に
番
太
が
い
て
穴
掘
り
仕
事
を
し 

て
い
た
。
そ
れ
が
或
時
期
に
何
れ
も
隣
組
の
分
担
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
火
葬
と 

な
っ
て
穴
掘
り
も
簡
単
に
な
っ
た
。
そ
し
て
埋
葬
後
狼
、
犬
が
墓
を
荒
す
の
を
除 

く
と
い
う
メ
ッ
パ
ジ
キ
は
、
魔
除
け
と
も
い
う
が
、
そ
の
他
に
弓
を
真
直
ぐ
に
し 

て
弦
を
外
し
石
を
つ
る
し
て
立
て
る
習
俗
が
あ
る
。
八
幡
原
で
は
メ
ッ
パ
ジ
キ
の 

代
り
と
す
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
西
島
で
い
う
よ
う
に
、
仏
と
人
間
と
の
つ
な
が 

り
を
も
つ
と
い
う
意
識
で
の
「呼
び
石
」
が
よ
り
真
実
に
近
い
で
あ
ろ
う
。

死
後
四
十
九
日
死
霊
は
屋
根
に
居
る
。
そ
し
て
こ
の
日
墓
直
し
を
し
て
一
先
ず 

葬
儀
に
継
続
し
た
供
養
を
終
え
、
こ
の
日
に
忌
み
が
解
け
て
餅
を
つ
く
こ
と
が
出 

来
、
そ
の
音
で
死
者
の
魂
は
家
を
離
れ
て
仏
に
な
る
。
餅
は
寺
や
関
係
者
に
配
っ 

て
一
応
の
仕
切
り
を
つ
け
る
。
四
十
九
日
の
餅
に
つ
い
て
は
特
に
中
毛
、
東
毛
で

聞
か
れ
た
。

こ
ぅ
し
て
こ
の
日
が
塔
婆
の
た
て
始
め
と
な
り
、
三
十
三
年
忌
に
他 

の
地
域
で
の
葉
つ
き
塔
婆
と
同
様
に
、
杉
の
葉
を
塔
婆
の
先
に
結
い
つ
け
て
、
塔 

婆
の
立
て
じ
ま
い
と
し
た
。
仏
は
神
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。(

池
田
秀
夫)

一
、
誕 

生

㈠

妊

娠
•

出

産

腹
帯 

犬
の
お
産
は
軽
い
の
で
五
力
月
目
の
戍
の
日
か
ら
帯
を
ま
い
た
。(

中 

島)
安
産
祈
願 

眼
聖
寺
に
表
に
「
二
十
二
夜
塔
」
裏

面

に

「
文
化
六
巳
年
十
一
月 

吉
日 

当
村 

女
人
講
中
」
と
銘
の
あ
る
二
十
二
夜
様
が
あ
り
、
永
井
コ
ー
チ
で 

は
、
十
二
月
か
ら
四
月
頃
ま
で
每
月
新
暦
二
十
二
日
に
女
衆
が
宿
に
集
ま
り
掛
軸 

を
吊
し
て
安
産
を
祈
っ
た
。
宿
は
順
番
で
し
た
が
、
妊
婦
の
家
な
ら
ば
申
し
出
て 

宿
を
し
た
。

こ
の
日
は
、
昔
は
宿
で
赤
飯
を
ふ
か
し
、
米
の
粉
で
オ
テ
マ
ル
を
つ 

く
り
、
夜
お
そ
く
ま
で
女
衆
が
話
し
合
っ
て
い
た
。

い
ま
は
現
金
持
ち
ょ
り
で
夕 

食
を
と
も
に
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

こ
の
二
夜
様
に
あ
げ
た
ロ
ウ
ソ
ク
を
、
妊
婦
の
出
産
時
に
つ
け
る
と
、

ロ
ー
ソ 

ク
が
燃
え
き
る
ま
で
に
子
供
か
生
ま
れ
る
と
い
ぅ
。
短
い
ほ
ど
早
く
生
ま
れ
る
の 

で
ょ
い
な
ど
と
も
い
っ
た
。

二
十
三
夜
様 

お
寺
に
塔
が
あ
り
、
旧
の
十
月
二
十
三
日
に
月
の
上
る
ま
で
お 

寺
の
碑
の
前
で
女
衆
が
遊
ん
で
い
て
、
月
の
上
る
の
を
拝
ん
だ
。
大
沢
に
も
二
十 

三
夜
様
が
あ
り
、
近
郷
の
人
が
行
っ
て
露
天
商
な
ど
も
出
て
に
ぎ
わ
っ
た
。(

矢
島) 

お
産
が
あ
る
と
、
若
い
子
持
ち
の
嫁
さ
ん
が
集
っ
て
、
産
婦
人
の
家
で
、
二
夜 

様
の
掛
軸
を
か
け
て
、
そ
の
前
で
念
仏
を
す
る
。(

宿
横
手)

高
崎
の
寺
尾
の
オ
ボ
ロ
シ
サ
マ
か
ら
帯
を
借
り
て
き
た
。
行
く
日
は
ィ
ヌ
の
日 

で
ィ
ヌ
は
お
産
が
軽
い
の
で
、
こ
の
日
に
行
っ
た
。
願
果
し
は
布
二
丈
四
尺
に
し 

て
返
し
た
。
約
倍
に
し
た
も
の
だ
っ
た
。(

中
島)



水
天
宮
に
行
っ
て
安
産
を
願
っ
た
。

ロ
ウ
ソ
ク
を
墓
か
ら
持
っ
て
き
て
、
お
産 

が
始
ま
っ
た
ら
火
を
つ
け
、
短
か
け
れ
ば
短
い
ほ
ど
早
く
軽
い
お
産
だ
っ
た
。(

中 

島)
高
崎
市
石
原
の
小
祝
神
社
に
お
参
り
す
る
。
仏
様
に
安
産
祈
願
す
る
人
も
あ
っ 

た
。(

西
島)

産
泰
様
に
祈
願
し
た
。
お
詣
り
に
は
行
か
な
い
で
、
ロ
で
祈
る
の
み
。
お
礼
に 

は
別
に
行
か
な
い
。(

下
斉
田)

妊
婦
は
産
の
神
で
あ
る
箒
を
ま
た
い
で
は
い
け
な
い
。.

ま
た
、
馬
の
道
具
を
ま 

た
い
で
も
い
け
な
い
と
い
わ
れ
た
。

妊
娠
し
て
い
る
人
が
ウ
サ
ギ
の
肉
を
食
べ
る
と
三
口
の
子
が
生
ま
れ
る
と
い
わ 

れ
た
。(

中
島)

出
産 

オ
ク
り
の
部
屋
に
ウ
ス
べ
り
を
敷
き
、
そ
の
上
に
布
団
、
そ
の
上
に
ボ 

ロ
、
そ
の
上
に
油
紙
を
敷
く
。
近
く
の
卜
り
ア
ゲ
ハ
ア
サ
ン
か
と
り
あ
げ
て
く
れ 

た
。
お
産
の
姿
勢
は
、
母
親
の
時
代
は
ふ
と
ん
を
重
ね
そ
れ
に
ょ
り
か
か
っ
て
産 

ん
だ
と
い
、っ
。
卜
り
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
に
は
そ
の
後
一
、
二
年
お
中
元
、
お
歳
暮
す 

る
程
度
だ
が
、葬
式
の
時
は
と
り
あ
げ
て
も
ら
っ
た
人
は
皆
呼
ば
れ
た
。(

下
斉
田) 

産
べ
や
で
お
産
す
る
。

フ
ト
ン
の
上
に
油
紙
と
ボ
ロ
布
を
敷
い
て
置
く
。
初
産 

の
時
は
嫁
の
実
家
で
生
み
、
母
親
が
世
話
を
し
て
く
れ
る
。
二
番
目
の
子
か
ら
と 

つ
ぎ
先
で
生
む
。
へ
ソ
ノ
オ
が
と
れ
る
ま
で
卜
り
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
は
来
て
く
れ
た
。
 

へ
ソ
ノ
オ
は
屋
敷
神
様
か
お
墓
に
い
け
る
。
ま
た
と
っ
て
お
い
て
嫁
に
行
く
時
も 

た
せ
た
。(

中
島)

奥
の
部
屋
で
生
む
が
、
そ
こ
を
ナ
ン
ド
と
は
い
わ
な
い
。
畳
は
あ
げ
ず
に
藁
を 

敷
い
て
生
ん
だ
。
か
つ
て
は
貰
い
子
を
す
る
の
に
「藁
の
上
か
ら
子
を
貰
っ
て
き 

た
。
」
と
い
っ
た
。(

ー
ツ
谷)

畳
を
上
げ
て
ワ
ラ
を
敷
き
、
そ
の
上
に
捨
て
て
も
い
い
ボ
ロ
を
敷
い
て
産
ん
た
。
 

緣
の
下
か
ら
風
が
吹
っ
こ
ん
で
と
て
も
寒
い
。

ふ
と
ん
を
丸
め
て
枕
に
し
て
、
そ 

れ
に
ぅ
つ
ぶ
せ
に
な
っ
て
お
産
を
し
た
。

人
間
は
ワ
ラ
の
上
に
生
れ
て
ワ
ラ
の
上
で
死
ん
で
行
く
。
ワ
ラ
ほ
ど
き
れ
い
な

も
の
は
な
い
、
と
言
っ
た
。
子
を
貰
う
時
は
「
ワ
ラ
の
上
か
ら
貰
っ
て
こ
い
」
と 

い
う
。(

大
沢)

お
産
は
、
わ
ら
の
上
で
行
な
っ
た
の
で
呉
れ
子
を
す
る
場
合
は
、
わ
ら
の
上
か 

ら
、
も
ら
っ
た
り
、
呉
れ
た
り
す
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
た
。(

中
島)

夫
は
産
婆
を
呼
び
に
行
き
、
産
湯
を
わ
か
す
。
い
よ
い
よ
産
気
づ
い
て
来
る
と
、
 

夫
は
俵
を
か
つ
い
で
、
家
の
ま
わ
り
を
走
り
ま
わ
る
。
夫
は
産
婦
の
部
屋
へ
近
づ 

い
て
は
な
ら
な
い
。(

宿
横
手)

男
は
産
に
は
手
を
出
さ
な
い
。
姑
が
見
て
く
れ
る
。
男
は
食
わ
せ
る
責
任
が
あ 

る
か
ら
、
田
で
働
く
。(

萩
原)

出
産
の
と
き
夫
の
い
な
い
方
が
よ
い
と
も
い
う
し
、
夫
が
臼
を
か
つ
い
で
三
回 

家
の
ま
わ
り
を
歩
く
位
い
出
産
は
大
変
な
も
の
だ
と
も
い
う
。
男
も
同
じ
位
い
苦 

労
し
ろ
と
も
い
う
。(

矢
島)

お
産
が
始
ま
る
と
、
夫
が
立
臼
を
か
つ
い
て
家
の
回
り
を
回
る
。
ト
ボ
グ
チ
に 

き
て
、
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
と
ま
た
回
る
。
お
産
は
苦
し
い
。
作
っ
た
亭
主
も 

と
も
に
苦
し
む
と
い
う
訳
で
あ
る
。(

西
島)

お
産
が
重
い
時
に
鉢
巻
を
す
る
。
だ

か

ら

「女
は
ふ
だ
ん
鉢
巻
す
る
も
ン
じ
ゃ 

ね
え
」
と
言
っ
た
。(

大
沢)

産
婆 

下
滝
の
相
原
や
え
さ
ん
。(

中

島•

下
斉
田)

取
上
げ
ば
あ
さ
ん
が
杖
を
つ
い
て
、
て
っ
て
っ
歩
い
て
く
る
。
「
こ
ん
ば
ん
わ 

ち
よ
う
ち
ん
」
「ブ
ラ
ち
よ
う
ち
ん
」
を
つ
け
て
く
る
。

男
は
産
の
場
所
へ
寄
せ
な
い
。
だ

が

「
お
っ
か
あ
し
っ
か
り
し
ろ
」

っ
て
言
い 

な
が
ら
石
臼
を
し
よ
っ
て
家
の
回
り
を
め
ぐ
っ
た
り
、
立
ち
臼
を
し
よ
っ
て
あ
が 

り
は
な
を
上
っ
た
り
下
り
た
り
し
た
人
も
い
る
そ
う
だ
。(

大
沢)

初
子 

初
子
は
実
家
へ
帰
っ
て
生
む
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
病
院
で
生
む
場
合 

で
も
形
だ
け
は
一
度
実
家
へ
も
ど
る
。(

京
目)

後
産 

つ
ぐ
朝
早
く
、
お
墓
へ
持
っ
て
い
け
て
く
る
。
土
を
か
ぶ
せ
て
お
く
だ 

け
。(

大
沢)

墓
場
へ
持
っ
て
っ
て
埋
め
た
。(

萩
原)



後
産
は
共
同
墓
地
へ
埋
め
た
。
エ
ナ
墓
は
特
に
な
い
、
昔
は
ト
ボ
グ
チ
へ
埋
め
、
 

多
く
の
人
に
踏
ま
せ
る
こ
と
が
よ
い
と
も
い
っ
た
。
、っ
ん
と
踏
ま
れ
る
ほ
ど
出
世 

す
る
と
い
う
。(

矢
島)

便
所
の
裏
、
墓
地
な
ど
に
埋
め
る
。(

下
斉
田)

ヘ

ソ

の

緒

紙
に
く
る
ん
で
保
存
し
て
お
き
、
腹
痛
の
と
き
せ
ん
じ
て
飲
ま
せ 

る
と
よ
い
と
も
い
っ
た
。(

矢
島)

墓
地
に
埋
め
た
。(

下
斉
田)

産
婦
の
食
事 

三
週
間
位
は
ニ
ク
タ
ラ
カ
シ(

温
め
直
し
た
お
粥)

に
カ
ン
ピ
ョ 

ウ
、
麩
の
煮
た
も
の
、
カ
ツ
オ
ブ
シ
ミ
ソ
が
お
か
ず
で
、
天
ぷ
ら
な
ど
油
物
は
い 

け
な
い
。
ィ
ワ
シ
は
ク
ダ
シ
と
い
う
。

こ
の
地
域
は
米
の
産
地
な
の
で
、
実
家
か 

ら
持
っ,

て
く
る
こ
と
は
し
な
い
。(

下
斉
田)

か
つ
お
ぶ
し
味
噌.

い
わ
し
な
ど
を
食
べ
る
。
甘
い
も
の
は
乳
の
出
が
悪
く
な 

る
。
カ
キ
の
木
の
下
は
ひ
え
る
か
ら
く
ぐ
っ
て
は
い
け
な
い
。
も
ち
を
一
升
つ
い 

て
や
る
と
一
生
乳
か
出
る
。
う
ど
ん
も
よ
い
。(

中
島)

油
も
の
を
食
べ
る
と
子
供
の
目
に
き
く
か
ら
悪
い
。
卵
は
乳
が
あ
が
る
。
ナ
ス 

を
食
べ
る
と
ナ
ス(

子
宮)

が
さ
が
る
。
黒
砂
糖
も
よ
く
な
い
。

カ
ツ
ブ
シ
味
噌
で
食
事
を
し
た
。
お
汁
に
は
フ
を
入
れ
た
。
産
見
舞
に
は
フ
が 

普
通
で
あ
っ
た
。

鯉
は
乳
が
で
る
と
い
う
の
で
、
実
家
か
ら
送
っ
て
く
れ
た
。
ナ
マ
ズ
も
乳
が
で 

る
と
い
う
。(

ー
ツ
谷)

お
産
見
舞
に
麩
と
鰹
節
な
ど
が
よ
く
つ
か
わ
れ
、
里
方
か
ら
は
そ
の
ほ
か
に
米 

をI

升
持
参
し
た
。
力
に
な
る
と
い
う
。(

矢
島)

里
米 

「里
米
も
ら
っ
て
食
べ
る
と
肥
立
ち
が
早
い
」
と
い
う
。
初
子
は
実
家
で 

産
む
が
、
二
番
目
、
三
番
目
の
子
を
婚
家
で
産
ん
だ
時
は
、
里
の
親
が
米
を
持
っ 

て
く
る
。

子
ど
も
が
産
れ
た
ら
す
ぐ
持
っ
て
っ
て
や
る
。
安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る
か
ら
。

(

大
沢)

禁
忌 

妊
娠
中
に
火
事
を
み
て
は
い
け
な
い
。
生
ま
れ
た
子
供
に
黒
い
ア
ザ
が

出
る
。(

下
斉
田)

二
十
一
の
間
は
一
日
一
時
間
で
も
寝
る
も
ン
だ
、
と
言
っ
た
。
し
か
し
産
ま
れ 

て
し
ま
っ
た
あ
と
は
、
そ
ん
な
に
寝
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
で
も
な
い
の
に
、
 

そ
ん
な
に
寝
る
の
は
仕
事
を
す
る
よ
り
お
お
ご
と
だ
。

お
ぼ
あ
き
前
に
大
橋
を
渡
る
と
乳
が
あ
が
る
、
罰
が
当
た
る
、
と
言
っ
た
。
 

柿
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
。
柿
の
木
の
下
を
く
ぐ
っ
て
も
い
け
な
い
、
と
言
う
。
 

冷
え
る
か
ら
。

豆
腐
を
食
べ
る
と
乳
ば
れ
も
ン
に
な
る
。

油
も
ン
を
食
べ
る
と
赤
ン
坊
の
目
が
悪
く
な
る
。
百
日
た
っ
て
か
ら
な
ら
い
い
。
 

産
後
五
〇
日
で
油
も
ン
を
食
べ
て
笑
わ
れ
た
人
が
い
る
。

い
か
も
悪
い
。
血
が
さ
わ
ぐ
か
ら
。

三
月
の
お
節
供
ま
で
お
産
を
す
る
も
ン
じ
ゃ
ね
え
と
言
っ
た
。
お
節
供
の 

ご
馳
走
を
家
の
者
が
食
べ
る
の
を
見
て
る
だ
け
で
張
り
合
い
が
悪
い
か
ら
。(

大 

沢)
流
産 

ほ
う
ず
き
の
根
を
煎
じ
て
飲
む
と
流
産
す
る
そ
う
だ
。(

大
沢)

㈡

生

児

儀

礼

お

ぼ

湯

え
ん
の
下
や
、
裏
の
方
を
掘
っ
て
捨
て
た
。(

大
沢)

お
ぼ
湯
は
屋
敷
の
す
み
、
日
の
当
ら
な
い
所
へ
捨
て
た
。(

萩
原) 

下
ご
え
の
中
へ
あ
け
た
。(

萩
原)

う
ぶ
ゆ
は
お
産
を
し
た
と
こ
ろ(

ナ
ン
ド)

の
下
に
ま
け
た
。
日
向
に
だ
す
も 

の
で
は
な
い
と
い
う
。(

島
野)

初
湯
は
ニ
ー
日
間
ウ
ブ
湯
を
つ
か
い
あ
と
は
、
風
呂
に
入
れ
た
。(

中
島) 

産
着 

麻
の
葉
の
着
物
で
ウ
コ
ン
と
い
う
黄
色
う
ら
を
つ
け
た
。(

中
島) 

生
れ
た
子
供
に
は
水
色
、
黄
色
、
麻
の
葉
の
着
物
を
着
せ
た
。(

中
島) 

オ
ボ
タ
テ
の
ゴ
ゼ
ン 

出
産
の
日
に
生
立
て
飯
を
た
い
て
神
様
に
あ
げ
た
。

こ 

の
と
き
は
米
の
め
し
を
う
ん
と
た
い
て
、
将
来
子
供
が
う
ん
と
食
べ
ら
れ
る
よ
う 

に
と
も
い
う
。(

矢
島)



セ
ッ
チ
ン
参
り 

生
後
三
日
目
に
、
赤
ん
坊
を
便
所
に
つ
れ
て
い
っ
て,

オ
サ 

ゴ
を
撒
く
。
近
所
の
便
所
参
り
は
し
な
か
っ
た
。
外
便
所
で
、
自
分
の
家
の
だ
け 

で
あ
っ
た
。(

西
島)

お
ば
あ
さ
ん
が
三
軒
く
ら
い
セ
ッ
チ
ン
マ
ィ
り
に
行
く
、
お
さ
ご
を
あ
げ
お
が 

ん
で
く
る
。
女
の
子
な
ら
額
に
紅
、
男
の
子
な
ら
額
に
墨
を
つ
け
て
く
れ
る
。
下 

の
排
便
か
よ
く
な
る
よ
う
に
と
の
願
い
か
ら
。(

中
島)

セ
ン
チ
ン
参
り
は
ミ
ツ
メ 
(

三
日
目)

に
や
る
。
卜
り
ア
ゲ
バ
ァ
サ
ン
が
連
れ 

て
い
っ
て
く
れ
る
。
お
七
夜
ま
で
お
湯
を
浴
び
せ
に
き
て
く
れ
る
の
で
、
そ
の
後
、
 

き
れ
い
な
着
物
を
着
せ
て
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
る
。

自
宅
を
含
め
て
三
軒
の
便
所
を
回
る
。
そ
の
際
、
橋
を
渡
っ
て
は
い
け
な
い
。
 

乳
が
あ
が
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。

オ
サ
ゴ
を
お
ひ
ね
り
で
持
っ
て
い
っ
て
、
便
所
の
戸
を
少
し
あ
け
て
投
げ
る
。
 

訪
問
し
た
家
で
は
、
赤
子
の
額
に
テ
ン
ボ
シ
を
二
つ
付
け
て
く
れ
る
。
男
は
墨
、
 

女
は
紅
で
付
け
る
。(

ー
ツ
谷) 

_

生
れ
て
三
日
目
に
近
所
の
家
に
橋
を
渡
ら
ず
三
軒
に
行
き
、
額
に
紅
で
二
つ
星 

を
つ
け
て
も
ら
っ
た
。
姑
が
オ
サ
ゴ
を
持
っ
て
連
れ
て
行
っ
た
。

は
や
く
に
橋
を
渡
る
と
乳
が
あ
が
っ
て
、
出
な
く
な
る
の
で
橋
は
渡
ら
な
い
よ 

う
に
し
て
い
た
。(

中
島)

三
日
目
を
い
う
。
隣
り
組
三
軒
の
便
所
を
め
ぐ
り
、
頭
に
墨
で
星
を
つ
け
て
も 

ら
っ
て
歩
い
た
。
こ
の
と
き
橋
を
渡
ら
な
い
よ
う
に
と
も
い
う
。(

矢
島)

生
後
三
日
目
を
ミ
ツ
メ
と
い
う
。
豆
を
煎
り
、
砂
糖
こ
ろ
が
し
を
作
っ
て
隣
保 

班
を
呼
び
、
お
茶
菓
子
に
し
て
た
べ
た
。

こ
の
日
赤
坊
を
嫁
の
母
親
が
抱
い
て
、
 

近
所
三
軒
の
便
所
を
廻
る
。(

下
斉
田)

お
七
夜
に
、
近
所
の
家
の
便
所
へ
、
赤
ん
坊
を
抱
い
て
、
お
ま
い
り
す
る
。
赤 

ん
坊
の
額
に
墨
で
犬
の
字
を
書
い
て
く
れ
た
。
行
っ
た
家
の
人
が
。(

宿
横
手)

オ
ヒ
チ
ヤ 

七
日
目
の
こ
と
。

こ
の
日
は
命
名
し
た
。
命
名
は
本
を
み
て
三
本 

立
の
ク
ジ
を
つ
く
り
、
大
神
宮
様
に
あ
げ
て
か
ら
ク
ジ
を
引
き
き
め
る
。

こ
の
日 

は
大
豆
を
い
り
、
近
所
の
衆
を
お
茶
よ
び
し
た
。
よ
ば
れ
た
家
で
は
初
着
と
書
い

て
、
布
な
ど
を
お
く
っ
た
。(

矢
島) 

こ
れ
以
上
生
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
と
き
は 

七
五
三
吉 

末
子 

わ
ぐ
り 

と
め
子
、
捨
吉
な
ど
と
い
う
名
を
つ
け
た
。

男
子
が
出
生
し
て
も
よ
く
育
た
な
い
家
で
は
、
女
の
子
の
よ
う
な
名
を
つ
け
た
。
 

安

衛
(

や
す
え)

と
い
う
例
が
あ
る
。
ま
た
反
対
に
女
の
子
に
作
次
と
つ
け
た
例 

も
あ
る
。(

矢
島)

二
四
画
が
よ
い
。
玉
村
の
火
雷
神
社
へ
行
き
三
つ
位
の
う
ち
か
ら
名
を
え
ら
ん 

だ
。(

中
島)

わ
ぐ
り
と
い
う
名
を
女
の
子
に
つ
け
る
と
、
次
に
は
男
が
生
ま
れ
る
と
い
う
。
 

ま
た
首
に
ヘ
ソ
の
緒
が
か
か
っ
て
生
ま
れ
た
子
に
は
ケ
サ(

袈
裟)

と
い
う
名
を 

つ
け
る
と
よ
い
。(

ー
ツ
谷)

赤
ン
坊
の
頭 

ひ
と
七
夜
に
き
れ
い
に
す
る
。
い
つ
迄
も
す
ら
な
い
人
も
い
る
。

(

大
沢)

オ
ボ
ヤ
キ 

ニ
ー
日
目
の
こ
と
、
赤
飯
を
ふ
か
し
て
お
茶
よ
び
を
し
た
。
赤 

飯
は
初
着
を
も
ら
っ
た
人
に
お
返
し
に
く
ば
る
。

こ
の
日
の
こ
と
を
ア
カ
ダ
キ
と 

も
い
う
。
取
り
あ
げ
て
く
れ
た
人
に
は
お
祝
を
包
ん
だ
。
お
返
し
に
は
ウ
ツ
ギ
替 

り
と
い
っ
て
大
豆
か
小
豆
を
入
れ
て
返
し
た
。
ま
た
、
こ
の
日
に
お
生
産
参
り
も 

し
た
。
そ
の
と
き
は
上
等
の
初
着
を
着
せ
た
。
そ
の
上
等
の
初
着
は
里
か
ら
贈
る
。
 

こ
の
着
物
に
は
紋
を
入
れ
た
重
ね
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
上
等
な
も
の
は
、
麻
の
葉
に 

黄
色
の
裏
地
の
つ
い
た
も
の
で
、
子
供
が
丈
夫
に
育
つ
よ
う
に
と
い
う
。
オ
ボ
ヤ 

キ
が
す
む
と
産
の
忌
み
あ
け
と
し
、
産
婦
も
神
社
な
ど
へ
お
詣
り
し
て
も
差
支
え 

な
か
っ
た
。

こ
の
日
ま
で
は
、
産
婦
は
オ
ム
ツ
洗
い
も
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
日
に
あ 

た
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。(

矢
島)

榛
名
神
社
へ
産
着
を
着
て
行
く
。
産
見
舞
を
も
っ
て
き
て
く
れ
た
人
、
ト
リ
ア 

ゲ
バ
ア
サ
ン
の
所
へ
赤
飯
を
配
っ
た
。(

中
島)

ウ
ブ
ヤ
キ
に
は
二
十
一
日
目
に
神
社
に
お
参
り
す
る
。
男
女
と
も
同
じ
。(

ー
ツ

谷)
お
こ
わ
を
ふ
か
し
て
天
王
さ
ま
に
お
ま
い
り
す
る
。
里
で
ブ
ッ
カ
ケ
ギ
モ
ン
を



作
っ
て
く
れ
る
。
そ
れ
を
赤
ン
坊
に
ぶ
っ
か
け
て
お
ま
い
り
す
る
。

ブ
ッ
カ
ケ
ギ
モ
ン
は
広
袖
の
重
ね
の
き
も
の
。

こ
れ
は
外
出
な
ど
の
時
に
か
け 

る
だ
け
の
も
の
。(

大
沢)

オ
ボ
ヤ
ケ
と
い
う
。
ー
ニ
日
目
。

赤
飯
を
ふ
か
し
、

こ
れ
を
持
っ
て
、
鎮
守 

様
に
お
ま
い
り
す
る
。
娘
が
居
な
い
家
で
は
、
近
所
の
お
年
寄
を
た
の
む
。(

宿
横 

手)
男
女
共
に
ニ
ー
日
目
を
才 

へ 

ヤ
ア
キ
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
産
婦
は 
へ 

ヤ
に
寝
て 

い
て
、
こ
の
日
才
へ
ヤ
を
あ
け
る
。
そ
れ
ま
で
何
も
し
な
い
。
嫁
の
実
家
で
作
っ 

て
く
れ
る
二
枚
重
ね
の
大
柄
の
着
物
を
着
て
、
鎮
守
様
に
お
詣
り
し
た
。
な
お
十 

月
十
五
日
、
山
名
の
八
幡
様
に
お
詣
り
し
た
。
子
供
の
神
様
で
あ
る
。(

下
斉
田) 

食
い
初
め 

I

二
〇
日
目
に
、
本
膳
を
作
っ
て
、
赤
ん
坊
に
食
べ
さ
せ
る
ま
ね 

を
す
る
。
皿
の
上
に
石
を
乗
せ
て
お
く
。(

宿
横
手)

男
の
子
は
ー
ー 

〇
目
、
女
は
一
〇
〇
日
目
に
食
い
初
め
を
行
な
っ
た
。
茶
碗
と 

箸
を
買
っ
て
き
て
、
歯
が
丈
夫
に
な
る
ょ
う
に
と
膳
の
上
に
石
を
の
せ
て
お
き
、
 

お
か
ず
に
さ
せ
て
食
べ
さ
せ
る
と
ょ
い
。(

中
島)

男
女
共
に
ー
ー
〇
日
目
、
お
膳
を
こ
し
ら
え
て
ご
は
ん
を
た
べ
さ
せ
た
。(

下
斉 

田)
ー
ー 

〇
日
目
に
す
る
。
男
も
女
も
同
じ
。
新
し
い
お
膳
を
買
っ
て
や
り
、
御
飯
を 

食
べ
さ
せ
る
ま
ね
を
す
る
。(

ー
ツ
谷)

㈢

育 

児

マ
ク
リ 

母
親
の
頃
は
マ
ク
り
を
の
ま
せ
た
と
い
う
が
、
自
分
の
時
代(

七
. 

八
十
才
の
人
が
お
産
を
し
た
頃)

に
は
の
ま
せ
な
か
っ
た
。
生
れ
て
乳
を
や
る
前 

に
、
う
す
い
お
茶
を
飲
ま
せ
た
。(

下
斉
田)

乳
づ
け 

最
初
に
飲
ま
せ
る
も
の
は
、
ホ
ウ
ズ
キ
の
汁
だ
っ
た
。
そ
れ
は
カ
ン 

ノ
虫
が
き
れ
る
と
い
わ
れ
た
。

最
初
の
便
を
カ
ニ
バ
バ
と
呼
ん
だ
。(

中
島)

母
乳
の
出
な
い
時
、
お
も
湯•

米
を
ひ
や
か
し
て
す
っ
て
砂
糖
を
入
れ
て
飲
ま

せ
た
。(

中
島)

初
生
毛
は
、

つ
ぼ
山
の
南
天
の
木
の
下
に
埋
め
ろ
と
い
わ
れ
た
。(

中
島) 

初
誕
生 

誕
生
日
に
は
箕
の
中
に
立
た
せ
て
餅
を
背
負
わ
せ
た
と
聞
い
て
い
る
。
 

あ
ん
を
入
れ
る
と
人
に
甘
く
見
ら
れ
る
と
い
う
の
で
塩
あ
ん
だ
っ
た
。(

中
島) 

餅
を
つ
き
、
お
茶
よ
び
を
し
て
配
っ
た
。

こ
の
日
よ
ば
れ
て
く
る
人
は
子
共
の 

履
物
な
ど
を
お
祝
に
贈
っ
た
。
子
供
に
は-

升
分
の
餅
を
背
負
わ
せ
た
り
し
た
。
 

(

矢
島)

あ
ん
こ
の
入
っ
た
餅
を
風
呂
敷
に
つ
つ
み
背
負
わ
せ
て
歩
か
せ
た
。
産
着
を 

も
ら
っ
た
家
に
は
も
ち
を
配
っ
た
。(

中
島)

誕
生
餅
を
つ
い
て
お
祝
い
を
く
れ
た
家
に
配
る
。
餅
を
た
す
き
か
け
に
し
て
赤 

坊
に
し
ょ
わ
せ
て
歩
か
せ
る
。(

下
斉
田)

初
誕
生
に
は
誕
生
餅
を
つ
い
て
子
供
に
背
負
わ
せ
、
尻
に
ぶ
っ
つ
け
る
。
ワ
セ 

の
子
は
誕
生
餅
を
背
負
っ
た
。Z

ツ
谷)

初
節
供 

近
親
者
は
雛
、
男
な
ら
ノ
ボ
リ
を
贈
っ
た
。
ノ
ボ
リ
は
贈
り
主
の
紋 

を
下
に
入
れ
、
子
供
の
家
の
紋
を
上
に
入
れ
て
贈
っ
た
。

節
供
の
贈
り
も
の 

女
の
子
は
ひ
な
人
形•

男
の
子
は
の
ぼ
り
が
お
く
ら
れ 

た
。(

中
島)

七
五
三 

昔
は
し
な
か
っ
た
。
た
だ
、
七
つ
に
な
る
と
男
の
子
は
袴
を
こ
し
ら 

え
て
も
ら
っ
た
。(

矢
島)

初
節
供
に
は
嫁
の
里
か
ら
お
祝
い
が
あ
る
。
親
戚
も
お
祝
い
を
く
れ
た
。
女
に 

は
雛
様
。
男
に
は
ノ
ボ
リ
。
ノ
ボ
リ
の
上
に
は
家
の
紋
が
入
っ
て
い
る
。(

ー
ツ
谷) 

育
児 

子
ど
も
が
で
き
る
と
綿
を
入
れ
た
三
角
の
布
に
、
子
ど
も
の
名
前
を
書 

き
、
地
蔵
様
に
奉
納
す
る
。

こ
の
時
、
オ
サ
ゴ
も
い
っ
し
ょ
に
供
え
る
。

こ
、っ
す 

る
と
、
子
ど
も
が
無
事
に
育
つ
と
い
う
。(

島
野)

子
ど
も
が
生
ま
れ
て
か
ら
一
年
位
の
間
に
山
名
の
八
幡
様
に
お
参
り
に
つ
れ
て 

い
く
。
き
れ
い
な
ウ
ブ
着
を
着
せ
て
い
く
。
そ
し
て
、
シ
シ
の
面
を
店
で
買
っ
て 

帰
っ
て
く
る
。
子
ど
も
の
虫
封
じ
に
な
る
と
い
う
、
こ
の
八
幡
様
の
お
祭
り
は
四 

月
十
五
日
と
十
月
十
五
日
。
お
参
り
の
人
が
た
く
さ
ん
つ
め
か
け
て
山
が
け
が
れ



る
の
で
翌
日
の
十
六
日
に
は
そ
れ
を
洗
い
流
す
た
め
に
雨
が
ふ
る
と
い
う
。

こ
の 

雨

を

「
お
山
洗
い
の
雨
」
と
い
っ
て
い
る
。(

島
野)

山
名
八
幡
に
三
才
頃
ま
で
の
子
は
析
願
に
い
っ
た
。
虫
切
り
に
よ
い
と
い
う
。
 

八
幡
様
で
は
獅
子
の
頭
を
買
っ
て
き
て
子
供
に
か
ぶ
せ
、
で
き
も
の
に
よ
い
と
い 

う
。
お
詣
り
は
十
月
十
五
日
で
あ
っ
た
。

山
名
の
子
育
八
幡
に
お
参
り
に
行
っ
た,
。
秋
十
月
十
五
日
だ
っ
た
。
カ
ン
の
虫 

を
切
る
と
か
、
お
で
き
が
出
来
な
い
よ
う
に
と
獅
子
の
顔
を
し
た
力
ふ
り
も
の
を 

買
っ
て
来
た
。
な
お
、
守
り
札
と
し
て
は
、
虫
切
り
鎌
が
あ
っ
た
。(

中
島)

チ
ン
ゲ
を
残
し
て
お
く
こ
と
も
多
か
っ
た
。
鼻
血
が
出
た
と
き
チ
ン
ゲ
を
抜
く 

と
止
ま
る
と
い
う
。(

矢
島)

イ
ジ
メ
手
の
な
い
家
で
は
、
ワ
ラ
製
の
イ
ジ
メ
に
赤
坊
を
入
れ
、
座
敷
に
お 

い
て
畑
に
行
っ
た
。
紐
で
赤
坊
を
し
ば
っ
て
、
柱
に
結
い
つ
け
て
お
く
家
も
あ
っ 

た
。(

下
斉
田)

忙
が
し
い
時
は
イ
ジ
メ
に
入
れ
て
お
い
た
。(

中
島)

お

し

め

昔
は
ワ
ト
ン
皮
の
古
だ
の
、
ゆ
か
た
の
古
だ
の
を
縫
っ
て
お
し
め
に 

し
た
。
使
っ
た
あ
と
の
薄
く
な
っ
た
よ
う
な
布
で
縫
っ
た
。
二
枚
合
せ
て
、
さ
す 

時

に

「針
目
を
細
か
く
す
る
と
後
が
近
い
」
と
言
っ
た
か
ら
あ
ら
く
さ
し
た
。

野
良
へ
行
く
時
な
ど
、
半
日
も
お
し
め
を
取
り
か
え
て
や
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ 

た
。
お
し
め
カ
バ
ー
も
な
か
っ
た
か
ら
、
着
物
ま
で
ぬ
れ
る
よ
う
だ
っ
た
。(

大 

沢)
昔
は
お
し
め
カ
バ
ー
な
ど
な
か
っ
た
。
着
物
ま
で
、

ぶ
っ
と
う
し
て
濡
れ
て 

か
わ
い
そ
う
だ
っ
た
。
お
し
め
の
形
で
、
中
に
綿
を
入
れ
た
り
、
真
綿
を
入
れ
た 

り
し
て
工
夫
し
て
作
っ
た
。(

大
沢)

赤
ン
坊
に
す
え
ひ
ろ
じ
ゅ
ば
ん
を
着
せ
る
。
扇
子
一
つ
半
の
丈
に
す
る
。
早
く 

扇
子
二
つ
分
に
、
つ
ま
り
ニ
オ
に
な
る
よ
う
に
、
と
い
う
。
袖
は
並
巾
を
三
つ
ざ 

き
に
す
る
。
小
さ
い
じ
ば
ん
だ
か
ら
す
ぐ
着
ら
れ
な
く
な
る
。(

大
沢)

三
つ
の
時
に
三
つ
身
の
着
も
の
を
作
っ
て
着
せ
る
も
ん
だ
と
い
う
。(

大
沢) 

子
守
り 

尋
常
三
年
生
位
の
子
供
を
、
一
〜
二
里
位
離
れ
た
他
村
か
ら
頼
ん
た
。

こ
ち
ら
か
ら
は
倉
賀
野
に
行
っ
た
。
住
み
込
み
で
子
守
り
や
百
姓
仕
事
を
、
徴
兵 

検
査
ま
で
や
っ
た
。
お
礼
奉
公
は
な
い
。
給
料
は
前
借
で
親
が
も
ら
っ
て
い
る
。
 

年
期
奉
公
で
、
盆
、
暮
に
三
尺
、
浴
衣
な
ど
く
れ
た
。(

下
斉
田)

体
の
弱
い
子 

三
本
辻
に
捨
て
、
拾
い
親
を
き
め
て
お
き
拾
っ
て
も
ら
う
。
 

名
前
を
か
え
る
と
よ
い
。
ナ
ベ
と
名
前
を
か
え
た
例
が
あ
る
。
実
際
に
鍋
の
下 

を
く
ぐ
ら
せ
る
と
よ
い
と
い
う
。

百
軒
ぐ
ら
い
か
ら
、

ハ
シ
ギ
レ
を
貰
っ
て
着
物
を
作
っ
て
着
せ
る
と
よ
い
と
い 

う
。(

ー
ツ
谷)

三
十
三
軒
着
物 

弱
い
子
に
は
三
十
三
軒
か
ら
布
の
切
れ
端
を
も
ら
っ
て
来
て 

着
物
を
作
っ
て
着
せ
る
と
じ
ょ
う
ぶ
に
育
つ
と
い
わ
れ
た
。(

中
島)

捨
て
子 

弱
い
子
は
予
め
拾
っ
て
く
れ
る
人
を
頼
ん
で
お
い
て
、
タ
ワ
ラ
ッ
パ 

シ
を
敷
い
て
三
本
辻
に
捨
て
た
。

こ
の
日
は
赤
飯
を
ふ
か
し
て
お
祝
い
を
し
た
。
 

(

下
斉
田)

弱
い
子
は
箕
の
中
に
入
れ
て
三
本
辻
に
捨
て
て
置
き
拾
っ
て
も
ら
っ
た
。(

中 

島)
呑
龍
様 

当
地
で
太
田
の
呑
龍
様
の
方
向
を
向
い
て
願
を
か
け
て
お
く
。
七
才 

の
時
に
お
礼
詣
り
に
呑
龍
様
に
連
れ
て
行
っ
た
。
別
に
弱
く
な
く
と
も
、
夜
明
け 

前
に
出
発
し
て
、
伊
勢
崎
ま
で
歩
き
、
こ
こ
か
ら
電
車
に
乗
っ
て
行
く
。
呑
龍
坊 

主
と
は
い
わ
な
い
が
、
か
み
そ
り
で
丸
坊
主
に
そ
る
。
チ
ン
ゲ
を
残
し
た
が
そ
の 

わ
け
は
判
ら
な
い
。(

下
斉
田)

呑
竜
坊
主 

呑
竜
坊
主
と
い
い
、
三
つ
坊
主
、
四
つ
坊
主
、
七
つ
坊
主
と
願
を 

か
け
て
坊
主
に
な
っ
た
。

太
田
の
呑
龍
様
へ 

い
っ
て
腹
が
け
を
買
っ
て
き
た
人
も
あ
っ
た
。(

矢
島) 

神
の
お
と
し
ご 

七
つ
ま
で
は
、
神
の
お
と
し
ご
と
い
っ
て
、
神
様
の
守
護
に 

よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
と
い
っ
た
。

こ
の
と
き
ま
で
は
、

い
た
ず
ら
を
し
て
も 

大 

目
に
み
ら
れ
た
。

子
墓 

小
さ
い
子
ど
も(

七
つ
ぐ
ら
い
ま
で)

が
死
ん
だ
と
き
に
は
、
大
人
の 

墓
か
ら
は
な
れ
て
、
そ
の
家
の
墓
地
の
は
じ
に
い
け
た
。
先
代
の
そ
ば
に
は
い
け



な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。〇

示
目)

反
町
の
薬
師
様 

四
才
に
な
る
と
、
反
町
の
薬
師
様
へ
お
ま
い
り
に
行
く
。(

京 

目)
厄
年
子 

親
が
厄
年
に
生
れ
た
子
は
橋
の
下
へ
捨
て
て
、
前
以
っ
て
打
合
せ
て 

お
い
た
人
に
拾
っ
て
も
ら
う
。
拾
っ
た
人
は
近
所
の
人
を
呼
ん
で
お
茶
を
出
す
。
 

そ
う
す
る
と
次
の
子
か
丈
夫
に
育
つ
と
い
う
。

い
い
日
を
見
て
、
ま
た
風
も
吹
か
な
い
静
か
な
日
に
捨
て
る
。

厄
年
っ
子
は
役
に
立
つ
、
と
言
っ
た
。(

大
沢)

歳
暮 

最
初
の
子
供
に
は
、
実
家
か
ら
産
着
が
贈
ら
れ
る
。

三
月
の
節
供
に 

は
雛
人
形
、
五
月
の
節
供
に
は
武
者
人
形
が
そ
れ
ぞ
れ
贈
ら
れ
る
。
こ
れ
は
長
男

•  

長
女
の
み
で
、
次
男
次
女
以
下
に
は
何
も
贈
ら
な
い
。(

宿
横
手)

二
、
年 

祝

㈠

年 

祝

年
祝 

還
暦
、
古
稀
の
祝
い
は
や
ら
な
い
。
七
十
七
の
喜
の 

字
の
祝
い
に
は
、
 

息
(

生
き)

が
長
い
ょ
う
に
と
吹
き
竹
を
配
る
。
八
十
八
の
時
は
、
配
り
も
の
は 

し
な
い
。

親
の
者
だ
け
で
祝
う
。
赤
い
も
の
を
贈
る
。(

下
滝)

年
祝
い
を
七
十
七
で
す
る
と
、
吹
き
竹
を
お
返
し
に
し
た
。
八
十
八
で
は
、
赤 

い
大
黒
頭
巾
、
赤
い
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
、
赤
い
緒
の
草
履
を
身
に
つ
け
た
。(

ー
ツ
谷) 

七
十
七
の
祝 

男
は
火
吹
き
竹
、
女
は
ヒ
モ
を
配
っ
た
。(

八
幡
原)

七
十
七
才
の
時
、
吹
き
竹
を
作
り
二
本
し
ば
っ
て
白
紙
を
巻
き
、
の
し
を
か
け 

て
親
戚
へ
配
っ
た
。
別
に
ご
馳
走
は
し
な
い
。(

萩
原)

七
十
七
の
祝
に
は
、
吹
き
竹
を
お
く
る
。(

中
島)

米
寿
の
祝
い 

八
十
八
才
の
時
、
親
戚
が
寄
り
集
ま
っ
て
、
老
人
に
赤
い
頭
巾 

や
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
コ
な
ど
を
着
せ
て
、
鎮
守
様
へ
参
拝
す
る
。
米
寿
の
お
祝
い
を

す
る
と
、
早
く
死
ぬ
か
ら
嫌
だ
と
い
う
人
も
い
る
。(

萩
原)

八
十
八
の
祝
い
と
し
て
、
赤
い
着
物
に
赤
い
頭
巾
を
作
っ
て
や
る
。
神
社
へ
お 

参
り
す
る
。(

中
島)

長
生
き
の
者
は
耳
が
遠
く
な
る
と
い
う
。(

萩
原)

㈡

厄 

年

厄
年 

男
二
十
五
、
女
十
九
才
。
厄
払
い
に
は
四
里
歩
き
通
し
て
世
良
田
の
天 

王
様
に
行
っ
た
。
屋
台
が
出
て
賑
や
か
で
、
タ
グ
リ
ア
メ
の
あ
め
や
な
ど
が
い
た
。
 

こ
こ
で
夜
通
し
拝
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
正
月
十
四
日
の
道
祖
神
様
に
、
厄
年 

の
人
は
酒•

餅
•

菓
子
を
供
え
た
。(

下
斉
田)

厄
年
に
は
、
川
崎
大
師
へ
お
が
み
に
行
っ
た
。

十
九
の
時
、
う
ろ
こ
の
帯
を
作
っ
て
も
ら
っ
た
。(

大
沢)

男
二
十
五
才•

四
十
ニ
オ
、
女
十
九
才•

三
十
三
才
は
厄
年
で
、
川
崎
大
師
や

成
田
山
へ
お
参
り
し
て
厄
落
ト
シ
を
す
る
。(

萩
原)

男
女
共
四
才
、
反
町
の
薬
師
へ
厄
落
し
に
行
っ
た
。
行
け
な
い
時
は
着
も
の
を 

お
が
ん
で
も
ら
っ
た
。
七
才
の
時
に
太
田
呑
竜
様
へ 

つ
れ
て
行
っ
た
。(

中
島)

三
、
青

年

集

団

㈠

若 

者 

組

若
者
組 

昭
和
十
年
頃
ま
で
、西
横
手
正
志
会
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
十
五
歳
に 

な
る
と
入
会
し
た
。
二
十
五
歳
停
年
制
で
、
そ
れ
以
前
で
も
、
嫁
を
も
ら
う
と
会 

を
ぬ
け
た
。(

西
横
手)

青
年
団 

若
衆
組
と
い
う
の
は
な
か
っ
た
。

ヘ
ィ
バ
ン
と
も
い
い
、
消
防
団 

組
織
の
前
身
の
ょ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
指
導
員
が
入
っ
て
く
れ
と
い
っ
た 

も
の
で
、

一
面
兵
隊
教
育
の
準
備
で
も
あ
っ
た
。(

下
斉
田)



消
防
団
二
十
五
歳
以
上
四
十
五
歳
ま
で
の
男
子
で
構
成
さ
れ
た
。
滝
川
村
に 

三
部
あ
り
、
各
部
の
長
を
部
頭
、
消
防
団
全
体
の
長
を
組
頭
と
言
っ
た
。(

西
横
手) 

㈡

夜 

遊 

び

夜
遊
び 

横
手
の
若
え
し
は
、
島
野
、
萩
原
へ
遊
び
に
行
く
。
同
じ
村
内
で
は 

す
べ
て
知
り
つ
く
し
て
い
て
、
娘
も
若
え
し
も
互
に
学
校
が
同
じ
で
知
り
合
っ
て 

い
る
か
ら
遊
び
に
く
い
。
そ
こ
で
、
学
区
の
ち
が
う
隣
村
へ
行
く
。
島
野
、
萩
原 

の
若
え
し
は
横
手
へ
来
る
。
互
に
八
丁
じ
め
を
越
え
て
夜
遊
び
に
行
く
。
農
家
に 

は
裏
に
井
戸
が
あ
り
、
水
汲
み
に
娘
が
出
て
来
た
と
こ
ろ
を
つ
か
ま
え
て
遊
ぶ
。
 

村
の
娘
ば
か
り
追
っ
か
け
廻
す
者
を
「奴
は
チ
ャ
ボ
ッ
鳥
だ
」
と
い
う
。(

西
横
手) 

夜
遊
び
は
夏
が
多
か
っ
た
。

夕
食
を
食
べ
て
か
ら
、
あ
る
き
で
行
っ
た
。

大
体
、
よ
る
の
八
時
ご
ろ
か
ら
、
十
二
時
ご
ろ
ま
で
の
あ
い
だ
あ
そ
ん
で
あ
る 

い
た
。

四
、
五
人
の
仲
間
が
い
て
、

一
緒
に
で
か
け
た
。

こ
の
仲
間
の
こ
と
を
、
ぼ
う 

ぐ
み
と
い
っ
た
。

行
く
場
所
は
、
あ
つ
ま
っ
た
そ
の
場
で
き
め
た
。
ど
こ
ど
こ
に
、

い
い
こ
が
い 

る
か
ら
、
さ
わ
が
し
て
く
ベ
え
や
と
い
っ
て
で
か
け
た
。

お
勝
手
の
す
き
を
指
の
先
を
な
め
て
穴
を
あ
け
て
う
ち
の
中
を
の
ぞ
い
た
り
し 

た
。
、っ
ち
の
う
ら
に
は
下
水
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
う
い
う
夜
遊
び
の
こ
と
を
、
下 

水
ま
わ
り
と
い
っ
た
。

わ
か
い
し
ゅ
は
、
夜
遊
び
に
行
っ
て
の
ぞ
き
み
を
し
た
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
い 

た
ず
ら
を
し
た
。

ふ
だ
ん
、
わ
か
い
し
ゅ
か
ら
あ
ん
ま
り
よ
く
い
わ
れ
な
い
う
ち
は
、
が
た
か
け 

ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
が
た
と
い
う
の
は
、
が
っ
た
ん
と
い
う
こ
と
で
、
な
わ 

の
先
に
石
を
つ
る
し
て
、
つ
な
を
遠
く
ま
で
ひ
い
て
、
雨
戸
を
た
た
く
や
り
方
で
、
 

石
が
雨
戸
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
が
っ
た
ん
と
い
う
の
で
、
こ
の
名
が
つ
い
た
よ
う
で 

あ
る
。(

京
目)

萩
原
の
人
は
、
利
根
川
を
渡
っ
て
、
利
根
東
に
遊
び
に
い
っ
た
。
川
を
渡
る
と 

き
、
着
物
を
頭
に
の
せ
て
渡
っ
た
。(

西
島)

目
的
が
あ
れ
ば
夜
遊
び
に
遠
方
ま
で
歩
い
て
行
っ
た
が
、
普
通
は
玉
村
方
面
の 

お
茶
屋
に
行
っ
た
。

一
里
も
歩
け
ば
疲
れ
る
し
、
女
の
あ
と
を
つ
い
て
い
っ
て
、
 

よ
い
女
だ
と
肩
に
手
を
か
け
話
か
け
る
程
度
で
、
気
が
合
え
ば
つ
き
合
い
に
ま
で 

進
む
。

こ
れ
は
恋
愛
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
ま
た
村
の
若
衆
相
互
の
か
か
わ
り 

も
、
二
、
三
回
い
く
と
目
を
つ
け
ら
れ
、
泥
を
ぶ
っ
け
ら
れ
る
程
度
で
、
そ
れ
で 

も
サ
ー
ビ
ス
品
を
持
っ
て
い
け
ば
黙
っ
て
い
た
。(

下
斉
田)

ヨ
バ
ィ 

古
い
時
代
は
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
矢
島
の
村
は
娘
が
か
た
く
、
明
治 

の
こ
ろ
に
な
っ
て
か
ら
は
な
か
っ
た
。
若
衆
の
夜
遊
び
も
こ
の
村
に
く
る
者
は
少 

な
く
、
男
は
主
に
大
類
地
区
へ
遊
び
に
い
っ
た
。
大
類
の
娘
は
元
気
が
よ
か
っ
た
。
 

ま
た
、
利
根
東
で
は
「後
閑
朝
倉
女
の
よ
ば
い
、
男
後
生
楽
寝
て
ま
ち
る
」
と
い 

う
ほ
ど
娘
が
元
気
が
よ
か
っ
た
。(

矢
島)

㈢

兵

隊

検

査

兵
隊
検
査 

検
査
ぎ
も
ん
を
作
っ
て
も
ら
っ
た
。
大
新
田
の
五
十
嵐
の
機
屋
に 

頼
ん
で
も
ら
う
。

こ
う
き
の
羽
織
だ
っ
た
。

そ
の
頃
セ
ル
が
は
や
り
出
し
た
。
セ
ル
の
合
着
を
着
て
、
東
京
か
ら
検
査
に
来 

た
者
が
い
て
、
し
ゃ
れ
て
い
る
訳
だ
っ
た
。

三
尺
帯
は
ち
り
め
ん
の
大
巾
、
少
し
し
ぼ
り
の
あ
る
黒
。
フ
ェ
ル
ト
の
草
履
を 

は
い
て
っ
た
。(

大
沢)

検
査
の
時
、
第
二
乙
に
な
っ
て
、
そ
の
場
で
「
し
め
た
」
と
ロ
に
出
し
て
言
っ 

て
、
非
国
民
と
憲
兵
に
し
ょ
っ
ぴ
か
れ
た
人
が
い
た
そ
う
だ
。(

大
沢)

タ
バ
コ 

兵
隊
検
査
前
は
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
は
い
け
な
い
。(

下
斉
田)



四
、
婚 

姻

㈠

緒

婚

の

条

件

婚
姻
圏 

京
目
の
場
合
、
三
里
四
方
位
の
地
区
か
ら
の
人
が
多
い
。
新
高
尾
、
 

滝
川
、
大
類
、
岩
鼻
、
佐

野

等(

京
目)

玉
村
、
滝
川
、
上
川
渕
方
面
と
の
婚
姻
関
係
が
多
い
。(

島
野)

今
で
は
恋
愛
結
婚
が
多
く
、
従
っ
て
遠
方
と
の
婚
姻
が
多
い
が
、
昔
は
こ
う
し 

た
例
は
少
な
く
、
近
在
同
志
の
結
婚
だ
っ
た
。
玉
村
、
滝
川
、
大
類
、
岩
鼻
と
の 

関
わ
り
か
多
く
、
川
を
越
え
た
新
町
に
な
る
と
ず
っ
と
少
な
く
な
っ
た
。(

下
斉
田) 

旧
群
馬
郡
と
多
野
郡
と
の
結
婚
が
多
い
。
旧
群
馬
郡
の
東
南
部
地
区
が
特
に
多 

く
、
利
根
東
村
は
橋
が
な
か
っ
た
の
で
少
な
い
。(

西
島)

嫁
の
条
件 

機
織
り
が
で
き
る
。
糸
ひ
き
が
で
き
る
。
う
ど
ん
が
打
て
る
こ
と
。
 

(

京
目)

恋
愛
結
婚 

ク
ッ
ツ
キ
メ
ー
と
い
う
。
ナ
レ
ア
ィ
と
も
い
う
。(

西
横
手)

見
合
い 

昔
は
恋
愛
結
婚
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
み
な
見
合
結
婚
で
あ
っ
た
。
親 

が
ょ
い
と
い
う
と
返
事
し
た
こ
と
に
な
り
、
親
の
い
う
こ
と
を
素
直
に
聞
い
た
。
 

そ
れ
で
別
に
問
題
は
な
か
っ
た
。
結
婚
式
ま
で
一
度
も
会
わ
な
い
も
の
、
見
合
い 

の
次
に
会
っ
た
の
が
結
婚
式
と
い
う
の
が
多
か
っ
た
。(

下
斉
田)

こ
の
辺
で
は
、
仲
人
が
い
て
、
見
合
い
を
す
る
の
が
普
通
。
必
ず
見
合
い
だ
け 

は
し
た
。
嫁
の
家
に
見
に
い
く
と
か
、
両
方
仲
人
の
と
こ
ろ
に
来
て
も
ら
う
と
か 

で
あ
っ
た
。(

西
島)

㈡

婚 

約

仲
人
仲
人
役
を
多
く
し
た
人
が
気
軽
に
引
受
け
て
く
れ
た
。
「仲
人
の
ナ
ナ
デ 

ン
ボ
ウ
」
「仲
人
の
草
履
き
ら
し
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
あ
る
が
、
信
頼
の
お
け
る 

人
に
賴
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

仲
人
礼
を
ト
ン
ビ
ノ
ハ
ネ
と
は
い
わ
な
い
が
、
酒
と
お
金(

現
金
五
万
円
位) 

で
、
婿
、
嫁
の
家
か
ら
別
々
に
や
る
が
、

一
緒
に
こ
め
て
す
る
場
合
も
あ
る
。(

下 

斉
田)仲

人
親
と
い
っ
て
、
親
子
と
同
様
の
つ
き
あ
い
を
す
る
。
節
供
、
歳
暮
、
敬
弔 

い
っ
さ
い
親
戚
づ
き
あ
い
。(

西
横
手)

仲
人
親 

三
年
間
位
は
盆
暮
に
行
く
と
か
、
年
始
に
嫁
婿
揃
っ
て
行
っ
た
。
ま 

た
九
月一

日
の
節
供
に
は
シ
ョ
ウ
ガ
を
持
っ
て
い
っ
た
。
三
月
節
供
に
も
い
っ
た
。
 

仲
人
の
葬
儀
に
は
必
ず
い
き
、
時
に
は
仲
人
孫
が
花
籠
を
持
っ
て
葬
列
に
参
加
す 

る
こ
と
も
あ
る
。

仲
人
は
、
男
女
と
も
最
初
の
子
供
が
生
ま
れ
た
と
き
は
ウ
ブ
着
を
お
く
っ
た
。
 

仲
人
を
す
る
と
穴
端(

葬
式
の
と
き)

が
に
ぎ
や
か
に
な
る
な
ど
と
も
い
っ
た
。
 

仲
人
の
ぞ
う
り
き
ら
し(

た
び
き
ら
し)

仲
人
の
七
で
ん
ぼ
う
。(

矢
島)

貰
い
方
が
三
分
の
二
、
く
れ
方
が
三
分
の
一
の
割
合
い
で
金
を
包
み
、

一
升
下 

げ
て
、
男
親
が
二
人
が
い
い
日
を
見
て
仲
人
礼
に
行
く
。(

萩
原)

両
家
揃
っ
て
仲
人
の
家
に
酒
を
持
参
し
、
相
当
の
礼
金
を
お
く
る
。
礼
金
は
結 

納
金
の
何
割
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
特
に
基
準
は
な
い
。(

矢
島)

仲
人
は
式
の
時
、
両
方
に
贐
を
す
る
。
仲
人
は
御
祝
儀
の
引
き
物
の
外
、
式
の 

あ
と
仲
人
礼
を
貰
う
。
結
納
金
の
十
分
の 

一  

が
仲
人
礼
で
、
呉
れ
方
、
貰
い
方
が 

四
分
、
六
分
で
負
担
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
菓
子
折
や
酒
は
別
に
し
た
。(

西 

島)
座
敷
仲
人 

正
式
の
仲
人
は
夫
婦
で
つ
と
め
る
が
、
も
ら
い
方
へ
、嫁
を
お
く
っ 

て
き
た
あ
と
、
と
り
む
す
び
の
席
で
、
男
仲
人
は
、
土
地
の
人
と
交
代
す
る
。
そ 

の
交
代
し
た
人
の
こ
と
を
座
敷
仲
人
と
い
う
。

こ
れ
は
、
仲
人
が
そ
の
土
地
の
風
習
を
ょ
く
理
解
し
て
い
な
い
面
も
あ
る
の
で
、
 

式
の
は
こ
び
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
た
め
に
、
男
仲
人
に
代
っ
て
土
地
の
男
の
人
が 

座
敷
仲
人
を
つ
と
め
る
の
で
あ
る
。
た
て
仲
人
と
も
い
う
。

座
敷
仲
人
は
、
正
式
の
女
仲
人
と
組
ん
で
、
式
の
進
行
を
や
る
。
隣
組
長
と
か
、



近
所
の
と
し
よ
り
の
人
と
か
、
懇
意
な
人
を
た
の
ん
だ
。

こ
の
人
の
服
装
は
、
略 

式
で
も
よ
か
っ
た
。
お
よ
ば
れ
し
て
来
た
仕
度
の
ま
ま
で
よ
か
っ
た
。

な
お
、
と
り
む
す
び
は
、
奥
座
敷
で
お
こ
な
っ
た
。
嫁
と
婿
、
女
仲
人
と
座
敷 

仲
人
は
図
の
よ
ぅ
に
、
相
向
い
に
坐
っ
た
。
、っ
た
い
は
、
む
こ
の
友
人
が
ぅ
た
っ

た
。
座
敷
仲
人
の
さ
し
ず
で
ぅ
た
い
を
ぅ 

た
っ
た
。
さ
か
づ
き
を
五
回
と
り
か
わ
す 

の
で
、
、っ
た
い
も
五
回
や
っ
た
。
む
こ
側 

か
ら
近
親
者(

父
親
、
母
親
、
兄
、
妹
な 

ど)

五
名
を
出
席
さ
せ
、
よ
め
と
の
さ
か 

づ
き
を
五
回
と
り
か
わ
し
た
の
で
あ
る
。
 

さ
か
づ
き
を
と
り
か
わ
す
場
所
は
む
こ
の 

座
席
の
と
こ
ろ
、
む
こ
は
と
り
む
す
び
の 

さ
か
づ
き
を
か
わ
し
た
あ
と
、
座
を
は
ず 

す
。(

こ
の
方
式
は
明
治
以
前
か
ら
の
も
の

と
い
、っ
。
大
河
原
延
吉
さ
ん
の
祖
父
が
き
め
た
も
の
と
い
う)
(

京
目)

樽
入
れ 

オ
ウ
サ
ン
と
呼
び
、
仲
人
は
呉
方
へ
先
に
行
き
、
夕
方
貰
い
方
に
く 

る
。
そ
の
時
は
樽
に
酒
を
入
れ
て
各
々
二
升
持
参
す
る
の
だ
が
、
樽
は
形
式
的
で 

主
に
一
升
瓶
を
二
本
下
げ
て
い
っ
た
「

こ
の
日
に
正
式
に
結
婚
式
の
日
取
り
、
結
納
金
、
結
納
品
な
ど
の
細
い
こ
と
を 

き
め
て
き
た
。

樽
入
れ
後
の
男
女
の
交
際 

矢
島
は
か
た
い
方
で
足
入
れ
婚
な
ど
は
な
か
っ

た
。
結
婚
ま
で
交
際
は
し
な
か
っ
た
。(

矢
島)

樽
入
れ
に
仲
人
は
酒
一
升
ず
つ
を
持
っ
て
両
方
に
い
く
。
最
初
貰
い
方
に
行
き
、
 

こ
れ
か
ら
樽
入
れ
を
し
て
く
る
旨
の
挨
拶
を
し
て
、呉
れ
方
に
行
き
、
近
所
を
回
っ 

て
挨
拶
を
し
、
昼
を
ご
馳
走
に
な
り
帰
り
、
婿
の
と
こ
ろ
に
来
る
。
そ
こ
で
ま
た 

宴
席
と
な
る
。(

西
島)

く
れ
が
た
で
は
村
う
ち
の
親
戚
や
兄
弟
を
ょ
ん
で
披
露
す
る
。

こ
れ
を
「
オ
ウ 

サ
ン
」
と
い
う
。

む
こ
の
友
人(

う
た
い
を
う
た
う)

貰
い
が
た
で
も
親
戚
を
ょ
ん
で
、
嫁
が
決
ま
っ
た
こ
と
を
披
露
す
る
。(

萩
原) 

婚
約
、
と
り
き
め
の
こ
と
を
オ
ウ
サ
ン
と
い
い
、
結
納
や
結
婚
式
の
時
期
な
ど 

を
と
り
き
め
る
。
仲
人
が
酒
一
升
と
肴
を
買
っ
て
く
れ
方
に
行
き
、
そ
こ
で
は
お 

祝
い
に
酒
を
飲
む
。
次
で
く
れ
方
の
返
事
を
も
っ
て
仲
人
は
酒 

一  

升
買
っ
て
も
ら 

い
方
に
行
く
。

こ
こ
で
報
告
と
お
祝
い
を
す
る
。(

下
斉
田)

結
納 

貰
い
か
た
で
は
い
い
日
を
見
て
結
納
お
さ
め
す
る
。
仲
人
が
目
録
通
り 

持
っ
て
行
く
。
受
領
の
ハ
ン
コ
を
貰
い
、
ム
コ
の
家
へ
帰
っ
て
接
待
を
受
け
る
。
 

く
れ
か
た
で
は
目
録
通
り
並
べ
て
、
手
伝
い
に
き
た
近
所
の
女
衆
に
見
せ
る
。
 

「結
納
び
ら
き
」
と
い
う
。(

茨
原)

結
納
は
吉
日(

大

安•

友
引
き
な
ど)

を
選
ん
で
や
っ
た
。
目
録
を
引
合
せ
て 

領
収
書
を
書
く
な
ど
、
今
と
変
ら
な
い
。

結
納
の
品
の
並
べ
方
は
多
美(

タ
ビ)

を
一
番
下
に
し
て
、
肌
着
、
上
衣
、
白 

モ
ク
、
黒
モ
ク
、
道
中
着
、
中
紐
、
腰
紐
、
帯
、
帯
留
め
、
打
掛
け
、
末
広
、
熨 

斗
の
順
に
な
る
。
そ
の
外
金
一
封
と
家
内
喜
多
留(

酒)

だ
が
、
金
一
封
は
字
だ 

け
書
い
て
お
い
て
、
現
金
は
裏
で
動
か
し
た
。
金
一
封
は
昭
和
五
年
頃
、
五
十
円 

で
あ
っ
た
。
当
時
タ
ン
ス
が
二
十
五
円
ぐ
ら
い
し
た
。(

西
島)

江
戸
づ
ま
、
長
じ
ゅ
ば
ん
、
帯
、
白
も
く
、
下
駄
や
足
袋
な
ど
の
履
き
も
の
、
 

櫛
、
こ
う
が
い
な
ど
髪
か
ざ
り
な
ど
を
贈
る
。

こ
れ
が
そ
ろ
え
ら
れ
な
い
者
は
他 

家
か
ら
借
り
て
納
め
た
。
こ
の
ほ
か
に
祝
い
金(

結
納
金
と
も
言
う)

を
出
し
た
。
 

昭
和
の
初
め
頃
、
五
十
円
か
ら
八
十
円
だ
っ
た
。

こ
の
金
で
、
く
れ
方
は
、
た
ん 

す
、
下
駄
箱
、
長
持
そ
の
他
を
買
っ
た
。(

西
横
手)

式
の
前
日
も
っ
て
い
く
。
衣
裳
と
金
銭
で
あ
っ
た
。
昔
は
江
戸
づ
ま
、
ク
ロ 
(

ク 

ロ
ム
ク
の
紋
付)

シ
ロ 
(

シ
ロ
ム
ク
の
下
着)

襦
拌
、
帯
な
ど
を
贈
っ
た
。
二
通 

り
欲
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
に
道
中
着
、
振
袖
を
加
え
た
。
今
で 

は
こ
れ
ら
を
略
し
て
貸
衣
裳
で
す
ま
せ
、
金
銭
で
二
、
三
十
万
円
と
し
て
い
る
。
 

(

下
斉
田)

結
婚
式
の
前
日
、
仲
人
が
貰
い
方
へ
行
き
、
結
納
品
一
切
預
り
、
目
録
を
も
っ 

て
お
供
を
つ
れ
て
嫁
方
へ 

い
き
、
嫁
方
で
は
た
ち
板
な
ど
の
上
に
白
布
を
敷
い
て



結
納
品
を
並
べ
、

つ
ぎ
に
受
領
証
を
書
い
て
仲
人
に
渡
し
た
。

こ
の
と
き
仲
人
は 

床
柱
の
前
に
座
し
、
お
供
は
下
の
座
敷
で
各
々
ご
馳
走
に
な
る
。
酒
と
食
事
が
す 

む
と
仲
人
は
再
び
貰
い
方
に
帰
っ
て
き
て
、
無
事
に
納
め
た
こ
と
を
告
げ
た
。
結 

納
品
に
は
、
結
納
金
、
嫁
仕
度
、
昆

布(

よ
ろ
こ
ぶ)

、
末
広
、
麻
(

と
も
白
髪)

、
 

長
の
し
を
必
ず
持
っ
て
い
っ
た
。(

矢
島)

㈢

嫁 

入 

り

イ
チ
ゲ
ン 

迎
え
一
見
は
新
客
と
も
い
う
。
も
ら
い
方
よ
り
く
れ
方
が
多
い
。
 

も
ら
い
方
八
人
な
ら
く
れ
方
十
二
人
ぐ
ら
い
に
す
る
。

迎
え
一
見
は
向
う
へ
昼
に
着
く
ぐ
ら
い
に
出
る
。
ち
っ
た
あ
腹
を
へ
ら
し
て 

行
く
。

一
 

見
は
玄
関
か
ら
入
ら
ず
緣
側
か
ら
入
る
。

ま
ず
お
茶
と
菓
子
が
出
る
。
親
族
の
紹
介
が
あ
り
酒
肴
が
出
る
。
座
の
取
り
持 

ち
の
う
ま
い
、
弁
の
た
つ
人
が
お
相
伴
を
す
る
。
し
の
ぎ
に
手
打
ち
ソ
バ
な
ど
出 

る
。
時
間
を
見
て
帰
る
。(

萩
原)

迎
え
一
見
は
朝
、
仲
人
、
親
戚
代
表
一
〜
二
人
、
隣
組
代
表
一
人
、
婿
、
シ
ョ
イ 

婿
(

話
し
相
手
に
な
る
つ
き
そ
い
人
で
未
成
年
者
で
も
よ
く
婿
と
仲
の
よ
い
人
か 

婿
の
弟
が
な
る)

、
一
人
計
五
〜
六
人
が
嫁
方
に
行
き
、
一
杯
御
馳
走
に
な
る
。
婿 

と
シ
ョ
イ
婿
は
先
に
人
力
車
で
帰
っ
た
。(

下
斉
田)

迎
え
一
見
は
結
婚
式
の
午
前
中
に
い
く
。
仲
人
、
婿
、
近
し
い
親
戚(

男
が
主 

で
、
男
衆
が
い
な
い
家
で
は
女
の
場
合
も
あ
る
。)

が
い
く
。
各§

、
手
拭
に
名
前 

を
書
い
て
持
っ
て
い
く
。
仲
人
が
一
見
目
録
を
出
し
て
紹
介
す
る
。
迎
え
一
見
に 

は
オ
ト
モ
が
一
人
つ
い
て
い
く
。

こ
れ
は
式
の
翌
日(

カ
ネ
つ
け
祝
い)

の
赤
飯 

を
と
ど
け
る
役
目
も
す
る
の
で
、
嫁
の
寒
を
覚
え
て
お
く
た
め
で
あ
る
。

迎
え
一
見
は
、
午
前
十
一
時
に
は
き
り
あ
げ
る
。
ツ
モ
り
肴(

ネ
ギ
ぬ
た)

が 

宴
席
に
で
る
の
で
わ
か
る
。

一
見
の
人
数
は
普
通
五
人
と
か
七
人
で
あ
る
。(

西
島)

送
り
一
見
は
仲
人
、
親
戚
、
隣
組
、
シ
ヨ
イ
嫁
と
嫁
が
婿
方
に
行
く
。
婿
の
家

の
近
く
の
親
戚
或
は
信
頼
の
で
き
る
人
に
仲
人
を
頼
め
ば
仲
人
の
家
を
中
宿
と
し 

て
先
ず
こ
こ
に
入
る
。
三
三
九
度
が
終
り
用
意
が
で
き
る
と
迎
え
に
来
て
、
こ
こ 

を
出
て
婿
の
家
に
向
う
。(

下
斉
田)

ィ
チ
ゲ
ン
は
最
初
貰
い
方
が
行
き
、
主
に
昼
頃
い
っ
て
夕
方
は
嫁
と
一
見
が 

い
っ
し
よ
に
や
っ
て
く
る
。
送
り
一
見
と
い
い
、
ま
ず
中
宿
に
案
内
さ
れ
、
そ
こ 

へ
式
が
終
っ
て
貰
い
方
の
用
意
が
で
き
る
と
婚
家
へ
案
内
さ
れ
た
。

一
見
は
緣
側 

か
ら
上
が
り
、婚
家
の
近
し
い
目
上
の
人
が
床
柱
に
坐
り
、
お
し
ょ
う
ば
ん
役
が
出 

て
進
行
し
た
。
ま
ず
お
茶
が
出
さ
れ
、

つ
ぎ
に
親
族
の
紹
介
が
あ
り
、

つ
ぎ
に
酒 

肴
か
出
た
。

一
見
の
人
数
は
十
人
以
下
だ
っ
た
。(

矢
島)

仲
人
の
挨
拶
く
れ
方
は
嫁
を
も
ら
い
方
の
村
の
人
口
ま
で
送
り
、
も
ら
い
方 

は
そ
れ
を
出
向
え
る
。

こ
の
時
、
仲
人
は
下
駄
を
ぬ
ぎ
足
袋
ハ
ダ
シ
に
な
っ
て
、
 

く
れ
方
の
人
た
ち
に
「
た
し
か
に
嫁
を
も
ら
い
受
け
ま
し
た
。
」
と
い
う
意
味
の
挨 

拶
を
す
る
。
そ
の
挨
拶
の
仕
方
や
態
度
が
わ
る
い
と
、
土
を
投
げ
ら
れ
た
り
し
て 

仲
人
は
ひ
ど
い
目
に
合
、っ
。
冬
の
寒
い
時
に
、
ハ
ダ
シ
に
な
る
の
は
つ
ら
か
っ
た
。
 

な
お
、
こ
の
時
「
バ
ン
タ
」
と
い
う
ム
ラ
の
雇
用
人
が
立
ち
合
っ
た
。
「
バ
ン
タ
」 

は
ム
ラ
の
人
が
手
当
て
を
出
し
て
雇
っ
て
お
く
人
で
祝
儀
の
時
の
庭
掃
除
を
頼 

ん
だ
り
、
「
火
の
用
心
」
な
ど
の
村
の
警
備
を
や
っ
て
も
ら
、っ
。
京
ヶ
島
地
区
で
一 

名
い
た
。(

京
目)

中
宿 

嫁
さ
ん
を
送
り
一
見
が
送
っ
て
く
る
。
中
宿
で
一
同
休
む
。
落
ち
つ
き 

が
出
る
。
嫁
さ
ん
は
中
宿
で
化
粧
を
直
し
、
支
度
を
整
え
る
。(

萩
原)

中
宿
で
は
オ
チ
ツ
キ
と
い
っ
て
、
お
茶
と
生
菓
子
が
で
る
。

い
い
娘
が
お
給
仕 

に
出
た
。
そ
の
娘
は
、
一
見
座
敷
の
前
に
ハ
カ
マ
を
ぬ
い
だ
り
す
る
の
を
手
伝
、っ
。
 

ハ
カ
マ
が
よ
く
た
た
め
た
と
い
う
の
で
、
嫁
の
ロ
が
あ
っ
た
り
し
た
。(

ー
ツ
谷)

中
宿
は
嫁
ぎ
先
を
通
り
す
ぎ
な
い
家
に
頼
む
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
原
則
で 

あ
る
。(

西
島)

お
仲
人
夫
婦
と
嫁
婿
が
中
宿
で
オ
チ
ツ
キ
を
い
た
だ
く
。
オ
チ
ツ
キ
は
餅(

買
っ 

た
も
の)

な
ど
の
生
菓
子
が
普
通
で
、
仲
人
が
つ
つ
ん
で
帰
る
。(

西
島)

嫁
迎
え 

村
の
若
い
衆
を
中
心
に
婚
家
に
よ
ば
れ
た
人
々
が
村
境
い
ま
で
迎
え



に
出
た
。
こ
の
と
き
は
婚
家
の
紋
所
の
入
っ
た
ち
ょ
う
ち
ん
を
持
っ
て
迎
え
に
出
、
 

そ
こ
で
の
特
別
な
し
き
た
り
は
な
く
、
御
苦
労
さ
ん
で
し
た
と
仲
人
は
じ
め
送
っ 

て
き
た
人
々
と
話
を
か
わ
す
程
度
で
あ
る
。

や
が
て
中
宿
に
案
内
す
る
と
、
そ
こ
で
オ
チ
ツ
キ
が
出
さ
れ
る
。
オ
チ
ツ
キ
は 

生
菓
子
の
二
つ
位
で
あ
っ
た
。(

矢
島)

村
の
入
口
で
挨
拶
を
す
る
。
顔
役
の
人(

時
の
区
長)

が
弓
張
り
提
灯
を
つ
け 

て
迎
え
に
出
る
。
弓
張
り
提
灯
は
、
今
の
名
刺
の
よ
う
な
も
の
で
、
火
事
の
場
合 

な
ど
も
、
そ
れ
で
通
用
し
た
。(

ー
ツ
谷)

入
家
式 

嫁
が
と
つ
ぎ
先
の
家
の
屋
敷
へ
入
る
と
き
、•

か
い
ど
で
か
が
り
火
を 

た
く
。

く
わ
ぜ
で
鳥
居
を
つ
く
っ
て(

麻
で
し
ば
っ
た)

縁
側
か
ら
座
敷
へ
入
る
と
き
、
 

こ
れ
を
く
ぐ
ら
せ
る
。
こ
の
と
き
、
菅
笠
を
か
ぶ
せ
、
杵
を
ま
た
が
せ
る
。(

菅
笠 

を
か
ぶ
ら
せ
る
の
は
、
決
し
て
上
を
見
る
な
と
い
う
こ
と
、
杵
を
ま
た
が
せ
る
の 

は
、
大
丈
夫
と
い
う
こ
と
。
火
を
も
す
の
は
、
は
な
が
と
け
な
い
よ
う
に
と
い
う 

こ
と
で
あ
る
と
い
う)
(

京
目).

仲
人
が
先
頭
に
い
く
。
青
年
が
門
口
で
迎
え
火(

麦
藁)

を
た
く
。

黒
無
垢
で
謡
を
う
た
う
。
謡
で
う
た
い
込
む
と
い
う
。
謡
は
嫁
が
緣
側
に
あ
が 

る
と
終
る
。

緣
側
で
姑
が
嫁
に
菅
笠
を
か
ぶ
せ
る
。
そ
し
て
姑
と
嫁
と
で
盃
ご
と
を
す
る
。
 

酒
で
な
く
、
カ
ラ
水
を
徳
利
に
入
れ
た
の
で
や
る
。
そ
の
後
嫁
は
杵
を
ま
た
い
で 

床
柱
を
背
負
う
。(

西
島)

嫁
が
家
に
入
る
と
き
、
杵
を
ま
た
が
せ
、
菅
笠
を
か
ぶ
せ
る
。
菅
笠
は
決
し
て 

上
を
み
る
な
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
上
が
る
と
き
、
姑
が
手
を
ひ
っ
ぱ
る
。
そ
こ 

で
、
嫁
と
姑
と
の
盃
ご
と
が
あ
る
。
酒
を
呑
む
真
似
を
す
る
だ
け
で
あ
る
。
嫁
は 

そ
の
後
床
の
間
に
坐
る
。

街
道
の
方
か
ら
進
み
謡
を
謡•
っ
て
迎
え
る
。
そ
の
時
タ
ィ
マ
ツ
を
た
き
、
燃
え 

き
ら
な
い
う
ち
に
婿
の
家
に
ト
ボ
グ
チ
か
ら
入
る
。
そ
こ
に
は
キ
ネ
が
お
い
て
あ 

り
臼
を
嫁
の
前
に
転
が
す
。

こ
れ
を
ま
た
い
だ
ま
ま
姑
と
盃
を
交
し
、
上
を
見
る

な
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
菅
笠
を
か
ぶ
せ
、
次

で
コ
ザ(

客
間)

に
上
る
。
或
は 

コ
ザ
に
上
っ
た
あ
と
嫁
姑
の
盃
を
交
す(

下
斉
田)

嫁
が
門
ま
で
く
る
と
庭
で
火
を
燃
や
し
て
迎
え
、嫁
が
緣
側
か
ら
上
が
る
際
に
、
 

緣
側
の
下
に
杵
を
お
き
ま
た
が
せ
、
頭
の
上
に
ス
ゲ
笠
を
の
せ
る
ま
ね
を
し
た
。
 

杵
は
男
根
を
意
味
し
、
婿
の
持
物
が
大
き
く
も
た
ま
げ
る
な
と
い
う
意
味
だ
と
い 

う
。

ス
ゲ
笠
は
嫁
は
上
を
見
る
な
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
。
ま
た
、
そ
こ
で
上
が 

ら
な
い
う
ち
に
姑
と
親
子
の
盃
を
か
わ
し
た
。
姑
は
嫁
の
手
を
と
っ
て
緣
側
に
あ 

げ
て
式
を
す
る
座
敷
に
迎
え
入
れ
た
。(

矢
島)

嫁
は
縁
側
か
ら
入
る
。(

八
幡
原)

門
う
た
い
を
う
た
い
、
か
が
り
火
を
た
く
。
嫁
さ
ん
に
笠
を
か
ぶ
せ
て
、
緣
側 

に
上
る
所
に
キ
ネ
を
置
き
、
嫁
さ
ん
は
そ
れ
を
ま
た
い
で
上
る
。(

こ
ん
な
で
っ
か 

く
て
も
た
ま
げ
る
な
、
と
い
う
意
味)

姑
さ
ん
が
手
を
引
い
て
あ
が
ら
せ
る
。

縁
側
へ
上
っ
た
ら
姑
と
嫁
で
水
盃
を
す
る
。
三
つ
重
ね
の
盃
の
一
番
上
の
盃
で

の
む
。

嫁
は
正
面
向
っ
て
右
へ
坐
る
。
次
に
女
の
仲
人
、
そ
の
次
お
待
ち
女
房
二
人
が 

坐
る
。
お
待
ち
女
房
は
嫁
と
同
じ
支
度
で
、
帯
を
前
に
結
ぶ
。
た
だ
坐
っ
て
れ
ば 

ム
コ
の
方
に
は
ム
コ
と
同
じ
支
度
の
友
達
三
人
が
並
ぶ
。

両
親
揃
っ
た
男
蝶
女
蝶
の
お
給
仕
で
三
三
九
度
の
盃
を
す
る
。
近
所
の
人
で
、
 

土
地
の
習
慣
を
よ
く
知
る
人
か
後
見
人
と
な
る
。

「我
々
両
名
後
見
人
と
な
っ
て
ま
か
り
出
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
受
け
下
さ
い 

ま
す
よ
う
お
願
し
ま
す
」
と
あ
い
さ
つ
し
て
盃
事
を
す
る
。
そ
の
間
謡
を
す
る
。
 

仲
人
と
父
親
が
三
三
九
度
の
お
流
れ
を
頂
戴
す
る
。
そ
し
て
酒
肴
が
出
る
。
最
後 

に

「
お
笑
い
」
が
出
る
。
男
女
の
象
徴
を
大
根
と
、
聖
護
院
大
根
で
そ
れ
ぞ
れ
作 

る
。

い
つ
も
見
な
れ
て
い
る
が
、
で
も
や
っ
ぱ
り
お
か
し
い
、
と
皆
が
笑
い
こ
ろ 

げ
る
。
お
ひ
ら
き
は
夜
中
の
一
時
、
二
時
に
な
る
。(

萩
原)

結
婚
式 

島
台
に
は
大
根•

米
•

炭
な
ど
で
亀
な
ど
を
つ
く
り
、
松
竹
梅
を
飾 

る
。
そ
の
上
に
そ
ろ
ば
ん
を
お
く
。
そ
ろ
ば
ん
に
は
、
男
女
の
も
の
を
大
根
で
つ



く
る
。
村
境
ま
で
ワ
カ
イ
シ
が
迎
え
に
行
く
。
家
の
人
は
行
か
な
い
。
中
宿
に
入 

る
。
中
宿
で
支
度
し
て
出
て
く
る
の
を
ワ
カ
イ
シ
が
待
っ
て
、
カ
イ
ド
の
両
側
で 

ク
ワ
ゼ
を
三
束
に
し
た
松
明
に
火
を
つ
け
、
通
り
き
る
と
両
側
か
ら
松
明
を
合
わ 

せ
る
。
嫁
はn

ザ
に
入
る
が
、
そ
の
縁
側
の
下
に
は
大
き
い
米
つ
き
杵
を
置
く
。
 

大
き
い
も
の
に
た
ま
げ
る
な
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
上
に
は
田
植
の
時 

使

う

笠(

菅
笠
か)

を
ワ
カ
イ
シ
が
持
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
上
を
見
る
な
、
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
緣
側
で
、
笠
の
下
で
し
ゅ
う
と
め
と
嫁
の
親
子 

さ
か
、つ
き
が
あ
る
。

取
結
び
は
コ
ザ
で
行
な
う
。
男
女
の
子
ど
も
二
人
が
お
酌
を
す
る
。
途
中
に
謡 

が
入
る
。
三
三
九
度
の
盃
の
最
中
、
そ
ろ
ば
ん
玉
を
島
台
の
ま
わ
り
を
ま
わ
す
。
 

「
千
秋
楽
」
の
謡
の
時
婿
を
に
が
す
。

こ
れ
を
ム
コ
ニ
ガ
シ
と
い
い
、
婿
が
い
な 

い
、
い
な
い
な
ど
騒
ぎ
、
し
ま
い
に
代
理
婿
が
出
て
「
い
い
婿
が
み
つ
か
っ
た
か 

ら
。
」
な
ど
と
い
っ
て
、
そ
の
場
に
あ
る
だ
け
の
酒
を
代
理
婿
に
さ
す
。

取
り
結
び
の
あ
と
、
ワ
カ
イ
シ
ザ
シ
キ
が
あ
り
、
ワ
カ
イ
シ
の
労
を
慰
う
。(

元 

島
名)式

場
で
は
床
柱
を
中
心
に
向
っ
て
右
に
嫁
、
仲
人
、
シ
ヨ
イ
ヨ
メ
の
順
、
左
に 

婿
、
仲
人
、
親
戚
代
表
、
隣
組
代
表
、
シ
ヨ
イ
ム
コ
の
順
、
下
座
中
央
に
オ
シ
ョ 

ウ

バ

ン(

進
行
係
で
二
人
の
場
合
も
あ
る)

が
坐
り
、
真
中
に
島
台(

蓬
萊
山=

 

米
を
山
の
ょ
う
に
上
げ
松•

竹
•

高
砂
の
翁
を
お
く) 

を
置
く
。
謡
を
謡
い
な
が 

らS

三
九
度
を
行
な
う
。
そ
の
あ
と
算
盤
の
上
に
大
根
で
作
っ
た
男
女
の
道
具
を 

の
せ
、
嫁
の
前
に
転
が
し
て
出
る
。

こ
れ
も
蓬
萊
山
と
い
う
。
三
三
九
度
の
盃
か 

す
む
と
、
婿
は
嫁
を
残
し
て
立
ち
、
別
の
部
屋
に
行
っ
て
休
む
。

式
が
終
る
と
コ
ザ
へ
お
膳
が
出
て
、
仲
人
が
箸
を
持
っ
て
、
嫁
は
オ
タ
カ
モ
リ 

の
夕
食
を
と
る
。
嫁
は
帯
が
強
い
の
で
た
べ
ら
れ
な
い
が
、
た
べ
た
こ
と
に
す
る
。
 

次
で
近
所
の
手
伝
い
に
来
て
い
る
人(

男
女
共)

が
食
事
を
す
る
の
に
酒
を
出
す
。
 

仲
人
が 
へ 

ヤ
に
連
れ
て
い
っ
て
衣
を
着
替
え
、
今
度
は
嫁
も
ヨ
リ
ツ
キ
で
本
当
に 

食
べ
る
。
こ
れ
ら
が
す
む
と
一
見
は
帰
る
。

仲
人
が
ヘ
ヤ
に
布
団
を
敷
く
。
兄
弟
、
仲
人
な
ど
と
談
話
し
た
あ
と
、
婿
を
先

に
ね
か
せ
、
嫁
は
も
う
一
度
着
替
え
て
そ
こ
に
寝
る
。(

下
斉
田)

取
結
び
と
い
う
の
は
結
婚
式
の
こ
と
で
、
三
三
九
度
の
盃
を
か
わ
す
。
そ
の
と 

き
の
配
置
は
、
矢
島
地
区
で
も
多
少
異
な
る
。

お
待
女
房
と
い
う
の
は
、
嫁
に
き
た
て
の
中
年
以
下
の
女
性
二
人
で
、
広
帯
を 

し
め
、
正
装
し
て
坐
っ
た
。

お
し
ゃ
く
と
い
う
の
は
、
男
女
の
幼
児
で
、
三
三
九
度
の
盃
に
酒
を
注
ぐ
役
で 

あ
る
。
両
親
の
揃
っ
て
い
る
家
の
子
が
選
ば
れ
た
。

島
台
と
は
、
お
膳
の
上
に
松
竹
を
束
ね
、
ま
わ
り
に
白
米
を
し
き
、
そ
こ
え
高 

砂
の
老
夫
婦
を
ネ
ギ
な
ど
で
つ
く
り
、
大
根
で
亀
を
つ
く
り
、
鶴
を
紙
で
折
っ
て 

吊
し
た
。

磯部氏•永井氏のコウチ

反町氏のコウチ

卜りムスビの座敷



花
婿
は
、
反
町
コ
ウ
チ
で
は
最
初
に
坐
ら
な
い
が
、
永
井
、
磯
部
の
両
コ
ウ
チ 

で
は
式
の
途
中
で
婿
が
逃
げ
て
い
な
く
な
る
。
す
る
と
ソ
ロ
バ
ン
の
裏
に
大
根
と 

塩
鮭
の
頭
で
男
根
、
女
陰
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
嫁
の
前
に
こ
ろ
が
し
て
や
っ
た
り 

し
た
。(

矢
島)

雄

蝶.

雌
蝶
は
、
両
親
の
揃
っ
て
い
る
男
と
女
の
子
に
た.
の
む
。
お
酌
と
り
三 

つ
重
ね
で
、
お
相
伴
の
指
図
で
三
三
九
度
の
盃
に
な
る
。

お
相
伴
は
、
世
間
話
の
出
来
る
長
老
に
頼
む
。
で
き
れ
ば
内
々
の
人
が
よ
い
。
 

三
三
九
度
の
時
、
仲
人
は
半
紙
四
分
の
一
を
十
二
枚
と
酒
の
肴(

イ
カ
と
コ
ブ 

を
卷
い
た
も
の)

を
と
っ
て
や
る
。
酒
の
肴
に
は
手
を
つ
け
な
い
。

三
三
九
度
が
済
み
、
謡

で

「サ
ア
サ
ッ
の
声
の
松
風
」
と
二
度
操
り
返
す
と
き
、
 

婿
が
逃
げ
る
。
す
る
と
お
相
手
が
、
「婿
は
ど
こ
へ
行
っ
た
。
お
仲
人
の
責
任
だ
」
 

な
ど
と
い
っ
て
お
笑
い
に
な
る
。

そ
の
後
、
お
相
伴
がr

三
三
の
シ
メ
を
し
て
下
さ
い
」
と
い
っ
て
、
全
員
で
シ 

メ
る
。
お
相
伴
が
「
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
い
、
仲

人

も

「
と
も
ど
も
に 

お
世
話
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
っ
て
、
卜
り
ム
ス
ビ
を
終
る
。(

西
島)

卜
り
ム
ス
ビ
の
座
敷
に
、
ソ
ロ
バ
ン
の
裏
に
乗
せ
ら
れ
た
男
根
と
女
陰
が
で
る
。
 

女
陰
は
塩
引
き
鮭
の
頭
、
男
根
は
長
大
根
で
作
ら
れ
て
い
た
。
毛
は
ハ
タ
グ
サ
、
 

小
便
ロ
は
人
参
玉
で
丸
く
し
た
大
根
な
ど
と
い
ぅ
よ
ぅ
に
、
手
の
こ
ん
だ
も
の
で 

あ
っ
た
。(

西
島)

三
三
九
度
の
折
、
長
大
根
と
シ
ョ
ウ
ゴ
イ
ン
で
作
っ
た
男
根
と
女
陰
が
、
ソ
ロ 

バ
ン
に
乗
っ
て
嫁
の
前
に
出
る
。

盃
が
す
む
と
婿
が
逃
げ
る
。
か
わ
り
の
婿(

よ
ば
れ
て
く
る
人)

が
出
て
す
ま 

せ
る
。

嫁
さ
ん
の
膳
部
は
す
ご
く
、
大
高
盛
り
で
あ
る
。
仲
人
が
取
っ
て
食
べ
さ
せ
る 

真
似
を
す
る
。(

ー
ツ
谷)

高
砂
の
謡
は
卜
り
ム
ス
ビ
に
や
る
。
式
の
前
三
晚
ぐ
ら
い
練
習
を
し
た
。
今
は 

覚
ぇ
て
い
な
い
。(

西
島)

嫁
は
イ
チ
ゲ
ン
ザ
シ
キ
に
は
ジ
ン
ギ
に
で
る
だ
け
で
あ
る
。(

西
島)

オ
ィ
ロ
ナ
オ
シ
と
し
て
女
仲
人
が
、
タ
ン
ス
の
中
の
着
物
を
出
し
て
、
着
せ
か 

え
く
れ
る
。(

西
島)

お
ま
ち
女
房
と
り
む
す
び
の
席
に
は
、
お
ま
ち
女
房
が
二
人
出
席
し
た
。
 

こ
の
人
は
、
近
所
の
人
で
、
だ
ん
な
の
あ
る
、
中
年
の
奥
さ
ん
。

手
拭
を
あ
た
ま
に
か
け
て
、
手
を
前
に
く
ん
で
い
る
。
お
た
い
こ
の
帯
を
し
め 

る
。(

京
目)

年
輩
者
で
嫁
を
ひ
き
た
て
見
せ
る
ょ
う
な
二
人
を
マ
チ
女
房
と
い
い
座
敷
に
坐 

わ
ら
せ
た
。
前
帯
で
う
ち
か
け
だ
っ
た
。
嫁
は
前
帯
に
手
を
入
れ
て
お
い
て
酒
な 

ど
は
仲
人
に
飲
ま
せ
て
も
ら
っ
た
。
取
り
結
び
は
仲
人
、
嫁
、
婿
と
マ
チ
女
房
が 

合
い
向
い
に
坐
っ
た
。(

中
島)

嫁
方
に
だ
け
い
て
女
仲
人
の
隣
に
嫁
と
並
ん
で
坐
る
。
婿
方
に
は
つ
か
な
い
。
 

嫁
の
連
れ
に
な
っ
て
坐
っ
て
い
る
だ
け
で
別
に
用
事
は
な
い
。
仕
度
は
嫁
と
同
じ 

で
綿
帽
子
も
か
ぶ
る
。
既
婚
者
で
あ
る
。(

下
斉
田)

若
い
衆
座
敷
一
見
座
敷
が
済
む
と
一
見
の
人
達
は
帰
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
後 

が
若
い
衆
座
敷
に
な
る
。
嫁
は
出
て
お
酌
を
す
る
。(

西
島)

嫁
は
酒
を
一
回
り
つ
ぐ
と
ひ
っ
こ
む〇

ツ
谷)

ノ
ゾ
ッ
コ
ミ 

招
待
さ
れ
な
い
家
の
若
い
衆
が
ノ
ゾ
ッ
コ
ミ
を
し
た
。(

西
島) 

ご
祝
儀
の
ご
馳
走 

タ
コ
、
な
ま
す
、
カ
マ
ボ
コ
、
か
ず
の
子
、
煮
魚
、
キ
ン 

ピ
ラ
。

コ
ブ
ダ
ラ
の
吸
い
も
の
。
豆
腐
っ
か
す
の
き
ら
ず
が
出
る
。

の
っ
ペ
が
出 

る
と
お
ひ
ら
き
。

御
祝
儀
は
前
も
っ
て
分
る
か
ら
「
ご
祝
儀
ご
め
」
を
用
意
し
て
お
く
。(

萩
原) 

嫁
の
お
茶 

い
げ
茶
と
も
い
う
。
早
く
帰
っ
て
く
れ
と
の
意
で
あ
る
。
手
伝
の 

近
所
の
人
達
に
嫁
が
茶
を
入
れ
る
。
そ
の
時
実
家
か
ら
持
っ
て
き
た
お
土
産
の
お 

菓
子
も
出
す
。(

西
島)

嫁
の
土
産 

主
に
手
拭
と
菓
子
と
仲
ょ
し
豆
で
、
式
後
近
所
の
手
伝
い
の
人
の 

と
こ
ろ
へ
き
て
あ
い
さ
つ
を
す
る
と
き
に
出
し
た
。
ま
た
、
婚
家
に
両
親
、
兄
弟 

が
い
れ
ば
、
各
々
若
手
の
品
を
持
っ
て
き
た
。(

矢
島)

嫁
ご
の
お
茶
と
も
い
い
、
近
所
の
人
に
土
産
を
だ
す
。
そ
の
他
兄
弟
衆
に
も
土



産
を
持
っ
て
い
く
。(

ー
ツ
谷)

嫁
入
道
具
嫁
の
く
る
よ
り
前
に
婚
家
に
送
り
こ
む
。

こ
の
と
き
タ
ン
ス
ヒ
キ 

二
人
と
ミ
ト
ド
ケ
ー
人
つ
い
て
く
る
。

こ
の
三
人
に
は
若
干
の
祝
儀
金
を
包
み
、
 

酒
肴
を
出
し
て
も
て
な
し
た
。(

矢
島)

カ
ネ
ッ
ケ 

式
の
翌
日
かH

日
目
で
サ
ト
ガ
エ
リ
を
す
る
。
女

親
(

姑)

と
嫁 

と
婿
で
赤
飯
と
お
土
産
を
持
っ
て
行
く
、
日
帰
リ
で
、
嫁
の
父
親
が
気
に
入
っ
た 

も
の
を
お
土
産
に
も
っ
て
送
っ
て
く
る
。
嫁
に
お
返
し
に
梅
干
を
持
た
せ
る
。
梅 

干
の
よ
う
に
な
る
ま
で
仲
よ
く
す
る
よ
う
に
析
っ
て
。(

下
斉
田)

二
日
目
を
カ
ネ
ッ
ケ
と
い
い
、
貰
い
方
で
は
朝
早
く
赤
飯
ふ
か
し
て
嫁
方
へ
届 

け
た
。
先
方
の
朝
食
前
が
よ
い
と
い
う
。
こ
の
と
き
は
お
返
し
は
な
か
っ
た
。(

矢 

島)
翌
日
カ
ネ
ッ
ケ
祝
い
を
す
る
。
朝
ふ
る
ま
い
。
掛
け
ふ
と
ん
を
二
つ
折
リ
に
し 

て
、
前
帯
に
し
た
嫁
ご
と
女
仲
人
が
東
向
き
に
坐
っ
て
よ
ば
れ
て
い
た
人
に
あ
い 

さ
つ
す
る
。
お
こ
わ
、
酒
肴
で
馳
走
を
出
す
。

赤
飯
を
炊
い
て
、
近
所
の
若
い
衆
が
重
箱
へ
入
れ
て
嫁
の
里
へ
持
っ
て
行
く
。
 

お
返
し
は
、
豆
、
ア
ズ
キ
、
梅
干
し
な
ど
重
箱
へ
入
れ
て
返
す
。
使
い
の
若
い 

衆
は
粉
菓
子
の
折
箱
と
金
包
み
な
ど
貰
っ
て
く
る
。(

萩
原)

結
婚
式
の
翌
日
に
は
、
姑
が
嫁
を
連
れ
て
村
回
リ
を
す
る
。
手
拭
一
本
を
持
っ 

て
、
「
よ
ろ
し
く
」
と
挨
拶
を
す
る
。
ま
ず
区
長
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
い
く
。
神
社
に 

は
必
ず
参
拝
す
る
。

鉄
漿
付
祝
い
と
い
う
こ
と
で
、
早
期
赤
飯
を
ふ
か
し
て
、
嫁
の
家
に
と
ど
け
る
。
 

近
所
の
内
々
の
若
い
衆
に
頼
ん
で
、
オ
ハ
チ
で
持
っ
て
い
っ
て
も
ら
う
。
中
に
南 

天
を
入
れ
、
白
紙
の
オ
ヒ
ネ
リ(

塩)

を
つ
け
て
や
る
。
嫁
の
家
で
は
、
お
駄
賃 

を
く
れ
る
。
昔
は
二
〇
銭
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。(

西
島)

式
の
翌
日
を
カ
ネ
ッ
ケ
と
い
っ
て
、
嫁
は
支
度
を
し
て
村
中
を
回
っ
た
。
髪
結 

い
も
き
た
。
嫁
の
手
土
産
と
し
て
、
名
前
の
入
っ
た
手
拭
を
く
ば
っ
た
。(

ー
ツ
谷) 

里
帰
り
ゴ
ト
ギ
ブ
ル
マ
ィ
が
済
ん
で
、
式
後
一
週
間
位
の
う
ち
に
嫁
は
里
帰 

リ
を
す
る
。
お
土
産
を
持
っ
て
、
姑
と
嫁
婿
が
一
緒
に
い
く
。
姑
と
嫁
は
泊
っ
て

婿
は
帰
る
。
お
土
産
は
任
意
で
あ
る
が
、
昔
は
ミ
ジ
ン
コ
が
多
か
っ
た
。
七
〇
銭 

も
か
け
れ
ば
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
。(

西
島)

里
帰
り
は
三
日
目
に
す
る
。
舅
•

姑
、
婿
と
嫁
が
嫁
の
里
に
い
く
。
婿
は
手
拭 

を
持
っ
て
近
所
回
り
を
す
る
。
そ
の
時
に
は
嫁
の
父
親
が
同
伴
す
る
。

里
帰
り
の
時
に
は
、
お

供
(

結
納
納
め
の
時
の
お
供)

が
重
箱
に
赤
飯
を
二
つ

持
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

里
帰
り
に
は
泊
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
ニ 

ツ
谷)

カ
ネ
ツ
ケ
を
し
た
翌
日
、
実
家
へ
帰
る
。
日
帰
り
に
す
る
。(

宿
横
手)

四
日
目
は
嫁
は
姑
と
と
も
に
里
へ
帰
る
。
姑
は
そ
の
日
に
帰
る
が
、
嫁
は
二
晚 

泊
っ
て
か
ら
帰
る
。(

矢
島)

ヒ
ザ
ナ
オ
シ 

結
婚
式
後
五
日
位
た
っ
て
か
ら
嫁
は
里
に
行
く
。

こ
の
時
、
貰 

い
方
の
母
親
が
連
れ
て
行
く
。
帰
り
に
は
、
く
れ
方
の
母
親
が
送
っ
て
く
る
。(

京 

目)
式
後
一
週
間
ほ
ど
経
て
里
に
帰
り
二
〜
三
泊
し
て
戻
っ
て
く
る(

矢
島) 

ヒ
ザ
ナ
オ
シ
は
、
そ
の
家
の
都
合
で
、
適
当
に
し
た
。•
姑
と
嫁
が
実
家
に
い
き
、
 

姑
は
嫁
を
残
し
て
帰
っ
て
く
る
。
婿
は
い
か
な
い
。(

ー
ツ
谷)

三
日
目
に
ヒ
ザ
ナ
オ
シ
。
姑
が
送
っ
て
行
き
姑
は
泊
ら
ず
に
帰
る
。

一
晩
か
二 

晚
泊
っ
て
、
嫁
の
女
親
が
送
っ
て
く
る
。(

萩
原)

里
が
え
り
を
し
て
か
ら
一
週
間
後
に
実
家
へ
帰
り
二
泊
す
る
。(

宿
横
手)

ゴ
ト
キ
ブ
ル
マ
イ 

ゴ
ト
ギ
ブ
ル
マ
イ
は
、
三
日
目
に
や
る
。
結
婚
式
の
前
日
か 

ら
お
世
話
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
、近
所
と
か
肉
身
を
呼
ん
で
宴
を
開
く
。(

西
島) 

祝
儀
の
三
日
目
で
、
こ
の
日
は
嫁
が
手
伝
い
の
人
に
お
茶
を
入
れ
た
。
こ
れ
を
ゴ 

タ
イ
ギ
フ
ル
マ
イ
と
も
い
う
。(

矢
島)

昔
は
一
週
間
く
ら
い
結
婚
式
が
つ
づ
い
た
。(

八
幡
原)

㈣

そ 

の 

他

嫁
が
里
へ
帰
れ
る
日 

年
始
は
正
月
四
日
で
六
日
年
ま
で
に
帰
っ
て
き
た
。

三
月
節
供
——

菱
餅
を
持
参



五
月
節
供-
-

タ
ラ
の
干
物

九
月
一
日-
-

八
朔
の
節
供

お
盆-

盆
か
終
っ
て
盆
か
ら
に
や
る

彼
岸
——

里
親
の
死
ん
で
い
る
と
き
は
や
っ
た
が
、
生
存
し
て
い
る
場
合
は
必 

ず
帰
れ
る
と
は
き
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。

イ
キ
ミ
タ
マ
——

夏
作
の
終
っ
た
あ
と
に
婿
が
ウ
ド
ン
や
味
噌
な
ど
持
参
し
て 

嫁
の
家
に
行
き
、
近
所
や
近
し
い
人
を
よ
ん
で
振
舞
い
を
し
た
。

こ
れ
は
里
親
の 

生
存
の
場
合
で
、
イ
キ
ボ
ン
ヴ
ル
マ
イ
と
も
い
う
。
実
際
は
嫁
の
家
で
ほ
と
ん
ど 

用
意
し
、若
干
の
お
金
を
持
っ
て
い
く
の
が
多
く
、
な
か
に
は
粉
ま
で
持
っ
て
い
っ 

た
話
も
た
ま
に
は
あ
る
。

あ
き
あ
げ-
-

秋
の
取
入
れ
や
麦
播
き
か
す
ん
で
、
ネ
ズ
ミ
ッ
プ
サ
ゲ
が
す
む 

と
帰
れ
た
。

お
こ
あ
げ̂

—
^

蚕
が
上
蔟
し
終
え
る
と
祝
い
を
し
た
の
で
、
祝
の
餅
を
持
っ 

て
里
帰
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

出
産-
-

初
児
を
出
産
す
る
と
き(

矢
島)

年
始
——

正
月
四
日
、
夫
婦
し
て
行
く
。

三
月
節
供-
-

菱
餅
を
持
っ
て
い
く
。

五
月
節
供-
-

一
晚
泊
り
。
タ
ラ
の
干
物
と
金
銭
を
少
々
。

オ
コ
ア
ゲ
祝
い
——

六
月
中
旬
、
祝
い
の
餅
を
も
っ
て
い
く
。

農
休
み-
-

七
月
十
五
日
、
こ
ち
ら
の
農
休
み
に
う
で
ま
ん
じ
ゅ
う
を
も
っ
て 

ぃ
く
。

お
盆-
-

実
寒
の
お
盆
に
行
く
。

ハ
ッ
サ
ク-
-

九
月 

一
日
。
婚
家
で
は
シ
ョ
ウ
ガ
を
持
た
せ
る
。
し
よ
う
の
な 

い
嫁
だ
が
見
直
し
て
く
れ
と
、
実
家
か
ら
は
箕
を
持
た
せ
る
。

オ
ク
ン
チ̂

^

十
月
九
日
、
ち
よ
っ
と
し
た
手
土
産
を
も
っ
て
い
く
。

ア
キ
ア
ゲ-
-

一
年
の
仕
事
の
き
り
が
つ
い
た
と
き
。
オ
ハ
ギ
、
赤
飯
を
も
っ 

て
い
く
。

十
二
月
十
五
日
——

油
餅
、
夫
婦
餅
と
い
っ
て
ア
ン
入
り
の
普
通
の
餅
だ
が
、

ー
ー
十
一
〜
ー
ー
十
五
コ
奇
数
も
っ
て
い
く
。

歳
暮
——

男
衆
が
鮭
を
も
っ
て
い
く
。(

下
斉
田)

春
と
秋
の
祭
り
の
日
。
三
月
節
供
に
は
紅
白
の
菱
餅
を
持
っ
て
行
く
。
五
月
の 

節
供
に
は®

の
干
物
、
八
朔
の
節
供
に
は
シ
ウ
ガ
を
持
っ
て
行
く
こ
と
に
な
っ 

て
い
た
。(

宿
横
手)

嫁
の
里
帰
り
は
次
の
と
お
り
。

三
月
の
節
供-
-

紅
白
の
ひ
し
も
ち
を
も
っ
て
い
く
。

五
月
の
節
供-
-

た
ら
の
ひ
も
の
を
も
っ
て
い
く
。

七
夕
の
節
供

八
朔
の
節
供
。

お
歳
暮
に
は
、
さ
け
と
大
判
の
餅
を
三
枚
か
さ
ね
で
持
っ
て
行
っ
た
。(

京
目) 

ョ
メ
ゴ
呼
び 

結
婚
式
後
、
適
当
な
日
を
選
ん
で
貰
い
方
の
親
戚
が
新
郎
新
婦 

を
呼
び
近
親
者
と
の
近
づ
き
を
さ
せ
た
。(

京
目)

新
嫁
の
田
植
え
着
物 

結
婚
し
た
そ
の
年
の
田
植
え
に
は
嫁
は
新
し
い
着
物
を 

着
て
苗
を
植
え
た
。
だ
か
ら
田
植
え
時
期
の
田
ん
ぼ
へ
行
く
と
新
嫁
は
す
ぐ
に 

分
っ
た
。(

京
目)

ホ
カ
ィ 

嫁
の
実
家
が
新
築
を
し
た
時
に
、
は
さ
み
箱
に
赤
飯
を
入
れ
て
持
っ 

て
行
く
。
結
婚
式
の
日
に
嫁
さ
ん
の
お
供
を
し
て
、
嫁
入
り
道
具
を
担
い
だ
人
に 

持
っ
て
行
っ
て
も
ら
う
。(

宿
横
手)

娘
三
人 

娘
が
三
人
い
れ
ば
、
貧
乏
す
る
と
い
っ
た
。

嫁
の
仕
度
で
大
変
経
費
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
。(

京
目)

あ
し
い
れ 

あ
し
い
れ
で
き
た
よ
め
の
こ
と
は
、
デ
ョ
メ
、
む
こ
の
こ
と
は
、
 

デ
ム
コ
と
い
う
。

親
同
士
で
は
な
し
あ
っ
て
き
め
た
。,

親
が
と
し
を
と
っ
て
、
手
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
場
合
、
う
ち
う
ち
で
、
ち
ょ 

う
ど
と
し
ご
ろ
の
娘
が
い
る
よ
う
な
場
合
、
ま
だ
披
露
を
し
な
い
う
ち
に
う
ち
へ 

つ
れ
て
き
て
お
く
。
披
露
は
あ
と
で
す
る
。(

京
目)

式
の
前
に
婿
の
家
に
来
て
い
る
嫁
を
デ
ョ
メ
と
い
う
。
婿
の
家
が
手
不
足
の
場



合
な
ど
で
、
二
、
三
力
月
後
に
式
を
あ
げ
る
の
が
普
通
だ
が
、
こ
の
と
き
子
供
が 

始
ま
っ
て
い
る
人
も
あ
る
。
破
談
に
な
っ
た
例
も
あ
っ
た
。

こ
れ
は
試
験
し
て
い 

る
と
い
う
考
え
の
場
合
で
あ
る
。
ま
た
オ
ー
サ
ン
の
と
き
盃
を
し 

そ
の
夜
近
所 

を
仲
人
が
挨
拶
に
廻
る
が
、
そ
の
と
き
足
入
れ
し
て
お
く
の
だ
と
い
う
の
も
あ
っ 

た
。(

下
斉
田)

ニ
ゥ
バ
ッ
子 

正
式
に
結
婚
式
を
し
な
い
う
ち
に
生
ま
れ
た
子
。
ワ
ラ
ニ
ゥ(

藁 

荷
生)

に
穴
を
あ
け
て
、
そ
こ
で
共
寝
を
し
て
で
き
た
子
供
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

(

西
横
手)

テ
テ
ナ
シ
子 

テ
テ
ナ
シ
子
の
赤
ん
坊
が
死
ぬ
と
、
「
三
本
辻
に
埋
け
ろ
」
と
言 

わ
れ
た
。(

西
横
手)

五
、
葬 

制

㈠

死
の
予
兆
と
死

死
の
予
知
烏
の
鳴
声
が
悪
い
と
い
う
。

人
魂
が
屋
根
の
上
を
飛
ぶ
と
人
が
死
ぬ
。
赤
色
の
径
一
〇
〜
一
五
セ
ン
チ
位
の 

青
味
が
か
っ
た
も
の
。

人
が
い
な
い
の
に
お
寺
の
庫
裡
で
音
が
す
る
と
、
檀
家
に
死
人
が
出
る
。(

八
幡 

原)
烏
が
お
お
ご
と
そ
う
な
鳴
き
方
を
す
る
と
人
が
死
ぬ
。
ふ
だ
ん
は
首
を
ふ
っ
て 

軽
る
そ
う
な
鳴
き
方
を
し
て
い
る
。(

島
野)

普
段
と
カ
ラ
ス
の
鳴
き
方
が
違
う
と
人
が
死
ぬ
と
い
う
。
ま
た
烏
の
向
い
た
方 

の
人
が
死
ぬ
と
も
い
っ
て
、
そ
れ
を
見
分
け
る
名
人
が
い
た
。(

西
島)

烏
鳴
き
が
わ
る
い
と
人
が
死
ぬ
。

ー
 

ロ
鳴
き
と
い
っ
て
、
カ
ア
、
カ
ア
と
声
を 

区
限
っ
て
鳴
く
と
人
が
死
ぬ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
声
は
死
ぬ
人
の
近
親 

者
に
は
聞
こ
え
な
い
。(

京
目)

人
が
死
ぬ
時
、
烏
の
鳴
き
声
が
わ
る
い
が
、
当
人
の
家
に
は
聞
え
な
い
と
い
う
。

人
が
死
ん
だ
場
合
、
男
な
ら
寺
の
本
堂
へ
、
女
な
ら
寺
の
流
し
元
へ
知
ら
せ
が 

X
X

る
と
い
う
。

夢
知
ら
せ
が
あ
る
こ
と
も
あ
る
。(

萩
原)

寺
の
本
堂
で
も
の
音
が
す
る
と
男
の
人
が
死
に
、
お
勝
手
で
音
が
す
る
と
女
の 

人
が
死
ぬ
と
い
ぅ
。(

京

目•

島
野)

人
魂 

昼
間
は
白
い
人
魂
が
で
る
。
昔
、
桑
つ
み
を
し
て
い
た
ら
鍛
冶
屋
の
破 

風
か
ら
白
い
も
の
が
で
て
き
た
。
十
五
セ
ン
チ
位
の
玉
だ
っ
た
。
「鍛
冶
屋
の
じ
い 

さ
ん
が
ま
い
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
っ
て
見
て
い
た
ら
や
は
り
死
ん
だ
。

夜
は
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
み
た
い
な
も
の
が
一
間
位
の
長
い
青
火
を
ひ
い
て
出 

る
。
や
は
り
一
五
セ
ン
チ
位
の
大
き
さ
で
二
分
間
位
空
を
と
ん
で
消
え
た
。

二
、
二
日
前
の
こ
と
、
妻

が

「
人
魂
が
来
た
か
ら
出
て
見
ろ
」
と
い
っ
た
の
で
、
 

す
ぐ
外
を
見
た
が
も
ぅ
消
え
て
い
た
。
人
魂
は
、
私
の
家
の
バ
ラ
ッ
ク
と
倉
の
間 

の
空
を
ぬ
ぅ
よ
ぅ
に
と
ん
で
行
っ
た
と
い
、っ
。
誰
れ
か
が
死
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。
 

(

島
野)

昭
和
十
二
年
の
こ
と
、
人
魂
が
お
寺
に
降
り
る
の
を
見
た
。
そ
し
た
ら
知
人
が 

戦
死
し
た
。(

京
目)

子
供
の
時
火
の
玉
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
豆
腐
屋
の
ジ
ィ
サ
ン
は
早
起
き
で
、
 

何
時
も
繩
な
い
を
し
て
い
た
。
そ
の
ジ
ィ
サ
ン
と
話
を
し
た
直
後
、
カ
ク
さ
ん
の 

家
の
グ
シ
の
上
を
六
尺
位
の
尾
を
引
い
て
と
ん
だ
。
東
の
グ
シ
か
ら
西
の
グ
シ
に 

と
ん
で
い
っ
た
。
屋
敷
祭
り
の
オ
ン
ベ
ロ
を
さ
げ
に
い
く
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

と
て
も
こ
わ
か
っ
た
。
そ
の
後
間
も
な
く
豆
腐
屋
の
ク
ニ
さ
ん
が
死
ん
だ
。(

西
島) 

魂
呼
び 

昔
、
脳
溢
血
で
倒
れ
た
人
の
家
族
の
一
人
が
井
戸
の
水
に
向
っ
て
倒 

れ
た
人
の
名
を
呼
ん
で
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
倒
れ
た
人
は
死
ん
で
し 

ま
っ
た
。(

島
野)

人
が
急
死
す
る
と
、
井
戸
に
行
っ
て
大
声
で
呼
ぶ
。
大
正
の
初
め
頃
ま
で
あ
っ 

た
。(

八
幡
原)

井
戸
に
向
っ
て
大
声
で
病
人
の
名
を
よ
ん
だ
。
近
所
の
人
も
き
て
よ
ん
だ
。(

矢 

島)



昔
あ
っ
た
か
ど
う
か
聞
い
て
い
な
い
が
、
死
に
そ
う
に
な
る
と
家
の
中
に
打
つ 

け
て
あ
る
釘
を
全
部
ぬ
か
せ
た
と
い
う
。(

中
島)

こ
の
辺
で
は
魂
呼
び
は
や
っ
た
こ
と
が
な
い
。(

西
島)

お
百
度
ぶ
み 

村
の
鎮
守
様
に
行
き
、
正
面
で
拝
ん
で
、
社
の
周
囲
を
百
回
廻 

る
。(

八
幡
原)

お
百
度
詣
に
は
神
社
に
木
札
が
あ
っ
た
。
社
殿
の
ま
わ
り
を
ま
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
 

垢
離
を
と
っ
た
話
は
こ
の
村
に
は
な
い
。(

矢
島)

千
本
ノ
ボ
リ
大
病
の
人
が
あ
る
と
、
神
社
に
千
本
ノ
ボ
リ
の
祈
願
を
し
た
。
 

千
本
ノ
ボ
リ
は
、
半
紙
を
八
ツ
切
に
し
た
短
冊
で
、
病
気
の
治
っ
た
お
礼
の
詞
を 

書
い
て
神
社
の
ま
わ
り
に
立
て
た
。
ノ
ボ
り
と
い
っ
て
も
小
さ
な
旗
で
、
近
所
の 

人
を
ょ
ん
で
み
ん
な
で
書
い
て
立
て
た
。(

矢
島)

笹
引
き
死
者
が
出
る
と
神
棚
を
笹
で
か
く
し
、
出
棺
が
終
る
と
笹
を
川
に
捨 

て
て
い
っ
た
。
昔
は
俵
の
チ
ョ
ッ
パ
シ
に
お
祓
い
を
立
て
た
り
し
て
浄
め
た
が
、
 

窯
浄
め
の
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。(

矢
島)

不
幸
が
あ
っ
た
場
合
に
、
近
所
の
人
が
来
て
、
笹
(

竹)

の
小
枝
を
と
っ
て
き 

て
、
神

棚
(

大
神
宮
様
の
と
こ
ろ)

へ
あ
げ
る
。

こ
れ
は
、
神
様
の
お
顔
か
く
し
と
い
っ
て
、
神
様
の
前
を
か
く
す
わ
け
で
あ
る
。

(

島
野)

人
が
死
ぬ
と
お
顔
か
く
し
と
い
っ
て
神
棚
を
笹
の
葉
で
か
く
し
た
。
ま
た
白
紙 

を
張
る
場
合
も
あ
る
。

こ
れ
は
他
人
に
や
っ
て
も
ら
う
。(

島
野)

人
が
死
ぬ
と
、
神
棚
に
青
竹
の
葉
を
あ
げ
る
。
こ
れ
は
他
人
様
が
し
て
く
れ
る
。
 

四
十
九
日
ま
で
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。
さ
げ
る
場
合
は
そ
の
家
の
人
が
す
る
。
 

(

西
島)

死
者
の
家
で
は
近
所
の
人
が
笹
の
葉
を
神
棚
に
上
げ
る
。
同
じ
人
が
下
げ
る
時

に
も
取
り
去
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。(

萩
原)

枕
ナ
オ
シ 

病
人
が
息
を
引
き
と
る
と
、
北
枕
に
寝
か
し
な
お
す
。
単
衣
も
の 

を
着
せ
て
、
底
を
抜
い
た
足
袋
を
は
か
せ
、
そ
の
上
に
ワ
ラ
ジ
を
は
か
せ
た
。
仏 

様
の
上
に
は
刃
物
を
置
く
。
魔
除
け
で
あ
る
。(

宿
横
手)

死
者
が
で
る
と
親
戚
の
人
が
来
て
北
枕
に
な
お
し
、
上
に
刀
を
あ
げ
た
。
北
枕 

に
す
る
と
死
者
が
ら
く
に
な
る
と
い
う
。
刀
は
猫
を
よ
せ
つ
け
な
い
た
め
で
、
猫 

は
化
け
る
の
で
、
猫
が
死
者
の
上
を
と
ぶ
と
仏
様
が
起
き
あ
が
る
と
い
っ
て
忌
ん 

た
。(

矢
島)

後
生
願
う
が
北
枕
と
い
っ
て
、
死
ん
だ
人
は
北
枕
に
す
る
が
、
西
枕
で
も
よ
い
。

(

西
島)

魔
除
け
病
人
が
死
ん
だ
ら
ォ
ク
リ
の
部
屋
に
北
枕
に
し
て
寝
せ
、
布
団
の
上 

に
魔
除
け
と
し
て
刃
物
を
乗
せ
、
屛
風
の
裏
を
表
に
し
て
立
て
る
。(

八
幡
原) 

刀
•

鎌
•

ナ
タ
な
ど
を
死
人
の
布
団
の
上
に
乗
せ
て
お
く
。(

西

島•

萩
原) 

死
者
へ
の
供
物 

玄
米
を
ひ
い
て
作
っ
た
枕
団
子
四
つ
、
膳
は
タ
テ
膳
、
高
盛 

御
飯
。(

御
飯
、
葬
儀
具
を
作
る
の
に
用
い
る
糊
を
煮
る
ナ
ベ
な
ど
は
一
七
日
ま
で 

そ
の
ま
ま
に
し
て
使
わ
な
い
。(

八
幡
原)

枕
も
と
に
枕
だ
ん
ご•

枕

飯•

水
な
ど
を
供
え
る
。
近
所
の
人
が
寄
っ
て
、
玄 

米
を
渡
し
て
石
臼
で
ひ
い
た
粉
で
枕
だ
ん
ご
を
作
る
。(

萩
原)

玄
米
を
ひ
い
た
粉
で
四
個
作
る
。

こ
れ
に
使
っ
た
鍋
は
一
週
間
外
へ
出
し
て
お 

い
て
使
わ
な
い
。
か
ま
ど
は
そ
の
ま
ま
使
う
。(

宿
横
手)

枕
ダ
ン
ゴ
は
白
米
の
粉
で
作
る
。
四
つ
と
か
六
つ
な
ど
か
な
ら
ず
偶
数
箇
作
る 

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。(

西
島)

お
高
盛
り
に
す
る
。
箸
を
真
中
に
た
て
る
。
箸
は
白
木
か
塗
り
箸
か
家
に
よ
っ 

て
違
う
。
枕
元
に
供
え
る
場
合
、
左
膳
に
な
る
。
汁
の
か
わ
り
と
し
て
椀
に
は
醬 

油
を
一
た
れ
入
れ
る
。(

西
島)

ツ
ゲ 

死
亡
の
通
知
は
五
人
組
の
者
が
二
人
で
行
く
。
 

一
番
近
い
親
戚
の
家
へ 

行
き
、
そ
こ
か
ら
他
の
親
戚
に
知
ら
せ
て
も
ら
う
。

ツ
ゲ
を
受
け
た
家
で
は
清
め 

の
冷
酒
を
出
し
、
シ
ノ
ギ(

飯)

を
食
べ
て
も
ら
う
。
今
は
草
で
行
く
の
で
、
「
こ 

れ
で
清
め
て
下
さ
い
」
と
言
っ
て
金
を
包
ん
で
出
す
。(

宿
横
手)

二
人
で
い
く
。
告
げ
に
は
大
概
の
家
で
何
か
出
し
て
く
れ
る
。

告
げ
の
人
に
は
、
施
主
か
ら
弁
当
代
、
足
代
と
し
て
何
が
し
か
の
金
を
つ
つ
む
。
 

自
転
車
の
場
合
は
パ
ン
ク
代
で
あ
る
。(

西
島)



死
者
の
家
で
は
近
親
者
へ
葬
儀
の
日
取
り
な
ど
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
二
人
一 

組
の
告
げ
を
出
す
。
最
近
は
電
話
で
す
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。(

萩
原)

告
げ
に
は
二
人
で
行
っ
た
。
告
げ
を
受
け
た
家
で
は
清
め
を
出
し
た
。
ま
た
告 

げ
に
出
か
け
る
時
施
主
は
、
飯
代
、
自
転
車
の
。ハ
ン
ク
代
を
五
十
銭
か
一
円
持
た 

せ
て
や
っ
た
。
使
わ
な
け
れ
ば
帰
っ
て
来
て
施
主
に
返
し
た
。
告
げ
は
身
軽
な
服 

装
を
し
て
行
く
。
必
ず
二
人
で
行
く
の
で
、
告
げ
で
な
く
て
も
道
を
二
人
で
歩
い 

て
い
る
と
「
ま
る
で
告
げ
の
よ
う
だ
」
な
ど
と
い
わ
れ
た
。(

島
野)

二
人
一
組
で
い
っ
た
。

一
人
で
事
故
が
あ
っ
た
ら
大
切
な
知
ら
せ
が
果
せ
な
い 

か
ら
と
い
う
。
二
人
知
ら
な
い
男
衆
が
並
ん
で
く
る
と
告
げ
の
よ
う
だ
と
も
い
う
。
 

告
げ
を
受
け
た
家
で
は
、
必
ず
酒
を
出
し
、
飯
時
に
は
一
飯
差
上
げ
た
。(

矢
島) 

必
ず
二
人
で
行
く
。
出
る
と
き
渡
し
の
あ
る
方
向
に
行
く
に
は
、
渡
し
賃
三
銭 

位
渡
し
た
。(

当
時
井
野
川
、
下
之
宮
、
五
料
、
川
合
、
宇
貫
、
倉
賀
野
、
佐
野
な 

ど
に
渡
し
が
あ
っ
た
。
大
昔
井
野
川
の
渡
し
は
八
文
、
岩
鼻
の
柳
瀬
橋
が
流
れ
て 

の
渡
し
は
、
国
道
だ
か
ら
無
料
だ
っ
た)

二
人
連
れ
で
歩
い
て
い
る
と
「
ツ
ゲ
だ
、
 

ど
こ
か
で
御
不
幸
が
あ
っ
た
」
と
い
う
。
オ
キ
ョ
メ
、
お
昼
は
行
き
先
で
出
す
。
 

(

八
幡
原)

お
通
夜
隣
り
組
の
人
に
は
帰
っ
て
も
ら
う
。
近
親
だ
け
で
や
る
。(

西
島)

以
前
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
最
近
は
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。(

矢
島)

㈡

葬 

送

葬
儀
の
準
備 

葬
儀
に
つ
い
て
は
、
隣
組
長
あ
る
い
は
本
家
の
主
人
が
中
心
に 

な
っ
て
面
倒
を
み
る
。
そ
し
て
寺
、
役
場
、
医
者
に
行
く
役
は
話
合
い
で
決
め
る
。
 

寺
へ
の
お
布
施
は
施
主
が
決
め
る
。(

八
幡
原)

死
亡
す
る
と
市
役
所
へ
届
け
て
、
火
葬
許
可
書
を
貰
う
。
告
別
式
を
し
て
か
ら 

火
葬
場
へ
行
く
か
、
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
る
。(

萩
原)

葬
具
葬
具
は
前
日
に
作
る
。

こ
れ
ら
を
作
る
道
具
、
鋏
な
ど
は
片
付
け
、

一
 

週
間
は
使
わ
な
い
。
色
紙
で
シ
カ
バ
ナ
、
タ
ィ
マ
ツ
、
天
蓋
、
弓
矢
、
燈
ろ
う
、
 

シ
ハ
タ
、
花
籠
、
オ
ガ
ラ
な
ど
で
あ
る
。(

八
幡
原)

竜
頭
、
四
旗
、
天
蓋
は
寺
か
ら
持
っ
て
く
る
。
こ
の
他
に
家
で
作
る
も
の
は
、
 

金
剛
枚
、
花
籠
、
さ
か
さ
弓
、
六
地
蔵
、
シ
カ
花
、
タ
ィ
マ
ツ
な
ど
で
あ
る
。(

宿 

横
手)花

籠 

年
寄
り
が
死
ぬ
と
、
銭
を
入
れ
て
、
葬
列
の
時
に
散
ら
し
た
。
孫
が
持 

つ
の
で
多
い
ほ
ど
よ
い
と
い
い
、
六
本
ぐ
ら
い
用
意
す
る
。
葬
列
が
回
り
な
が
ら
、
 

銭
と
色
紙
を
ま
く
。(

萩
原)

棺
棺
桶
は
近
所
の
人
が 

手
作
り
し
た
。
棺
道
具
は
寺 

に
用
意
し
て
あ
り
、
輿
も
あ 

る
が
あ
ま
り
使
わ
す
、
霊
柩 

車
で
運
ぶ
。

棺
に
は
下
に
着
物
、
わ
ら
、
 

サ
ン
ザ
シ(

俵
ぱ
し)

な
ど 

を
敷
い
て
、遺
体
を
入
れ
る
。
 

わ
ら
を
紙
に
包
ん
で
回
り
に 

詰
め
て
動
か
な
い̂

6

ぅ
に
し 

た
。
酒
び
ん
や
タ
バ
コ
、
花

宝篋印塔(萩原徳蔵寺)

葬式の時に、この回りを回った 

という。 (土屋政江撮影)

輿と鉦(萩原徳蔵寺)

葬式用、鉦は文政8年銘。

(関口正巳撮影)



な
ど
も
入
れ
て
や
る
。
六
道
銭
な
ど
の
紙
銭
も
入
れ
、
三
角
形
の
頭
宛
も
付
け
る 

が
、
髪
は
そ
ら
な
い
。(

萩
原)

今
は
寝
棺
だ
が
、
前
は
立
棺
が
多
か
っ
た
。
大
カ
メ
を
使
っ
た
。(

萩
原)

湯
灌 

湯
灌
の
湯
は
庭
に
竹
を
三
本
、
脚
立
み
た
い
に
立
て
、
そ
れ
に
ナ
ベ
を 

つ
る
し
て
湧
か
せ
た
。
水
の
中
に
こ
の
湯
を
そ
そ
い
で
適
当
な
熱
さ
加
減
に
し
た
。
 

湯
灌
は
ナ
ン
ド
で
す
る
。
湯
灌
を
す
る
男
の
人
は
フ
ン
ド
シ
だ
け
の
素
は
だ
に 

な
り
、
腰
に
荒
な
わ
を
巻
き
タ
テ
結
び
に
む
す
ん
だ
。
女
は
麻
ひ
も
で
た
す
き
を 

か
け
る
。

湯
灌
に
使
っ
た
湯
は
部
屋
の
床
に
少
し
捨
て
る
ま
ね
を
し
て
、
そ
の
他
捨
て 

る
も
の
と
い
っ
し
よ
に
、
滝
川
に
捨
て
に
行
っ
た
。

こ
の
時
は
、
素
肌
の
ま
ま
は 

だ
し
で
川
ま
で
か
け
て
い
っ
た
。(

京
目)

湯
灌
の
湯
は
竹
を
三
本
、
庭
に
組
み
、
ナ
ベ
を
そ
れ
に
つ
る
し
て
湧
か
せ
た
。
 

こ
の
ナ
ベ
は
そ
の
後
、

一
週
間
使
用
で
き
な
い
。

湯
灌
は
身
内
の
者
が
身
軽
な
服
装
に
な
り
腰
に
荒
ナ
ワ
の
帯
を
し
め
て
行
っ 

た
。
済
ん
だ
湯
は
、
他
の
捨
て
物
と
い
っ
し
よ
に
滝
川
へ
持
っ
て
行
っ
て
捨
て
た
。
 

醬
油
樽
に
入
れ
て
捨
て
た
の
で
、
水
車
が
あ
っ
た
頃
は
樽
が
ひ
っ
か
か
り
困
っ
た 

と
い
う
。(

島
野)

一
斗
樽
の
上
蓋
を
ぬ
い
て
桶
の
代
り
と
し
、
水
を
入
れ
た
上
に
湯
を
た
し
て
ぬ 

る
ま
湯
に
す
る
。
外
で
ク
ワ
デ(

桑
枝)

三
本
を
三
脚
に
組
ん
で
鍋
を
吊
る
し
、
 

水
を
入
れ
て
蓋
を
し
な
い
で
湯
を
沸
か
し
た
。
親
族
の
男
は
は
だ
か
、
女
は
繩
だ 

す
き
を
し
て
、
湯
で
死
体
を
ふ
い
た
。
使
っ
た
も
の
は
あ
と
で
棄
て
た
の
で
、
昔 

は
利
根
川
を
樽
が
よ
く
流
れ
て
き
た
。(

萩
原)

湯
灌
に
使
う
湯
は
、
外
で
わ
か
す
。
家
の
中
の
か
ま
ど
は
使
わ
な
い
。
使
っ
た 

湯
は
利
根
川
に
流
す
。
三
本
棒
を
ぶ
っ
ち
が
え
に
し
て
立
て
て
、
こ
れ
に
鍋
を
つ 

る
し
て
湯
を
わ
か
す
。
こ
の
鍋
は
一
週
間
外
に
置
い
て
使
用
し
な
い
。(

宿
横
手)

湯
灌
に
用
い
る
湯
は
庭
で
三
本
棒
を
立
て
て
沸
か
す
。
実
際
は
こ
れ
で
少
量
沸 

か
し
、
他
に
ヘ
ッ
ツ
ィ
で
も
沸
か
し
両
者
混
ぜ
て
使
う
。

こ
れ
を
醬
油
樽
に
入
れ 

タ
ス
キ
に
荒
繩
を
か
け
て
死
者
に
身
近
い
人
が
湯
灌
す
る
。
そ
の
あ
と
荒
繩
、
湯

灌
に
用
い
た
布
な
ど
は
樽
に
入
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
裸
で
井
野
川(

又
は
烏
川) 

に
走
っ
て
行
き
、
樽
を
流
す
。(

八
幡
原)

湯
灌
の
湯
は
、
三
本
竹
を
組
み
、
土
な
べ
を
さ
げ
て
沸
か
す
。
逆
さ
水
に
す
る
。
 

男
は
麻
繩
で
タ
ス
キ
を
し
、
ノ
ギ
リ
ハ
チ
マ
キ
、
女
衆
は
タ
ス
キ
が
け
で
や
る
。
 

ニ
ッ
カ
ン
に
使
用
し
た
サ
ラ
シ
な
ど
は
井
野
川
に
持
っ
て
い
っ
て
燃
す
か
、
墓 

地
で
燃
す
か
す
る
。

帰
っ
て
き
て
、
裸
で
体
を
洗
い
、
塩
で
清
め
て
座
敷
に
ぁ
が
る
。(

西
島) 

湯
か
ん
と
い
う
。
死
者
の
体
を
ふ
く
湯
は
庭
に
青
竹
で
三
本
足
を
づ
く
り
、
そ 

こ
に
鍋
を
吊
し
て
わ
か
す
。
そ
の
道
具
は
七
日
間
は
外
に
出
し
て
お
く
。(

矢
島) 

納
棺 

棺
は
買
っ
て
く
る
。
湯
棺
が
す
む
と
納
棺
で
、
親
戚
が
寄
っ
て
前
々
か 

ら
着
て
い
た
着
物
を
こ
わ
し
、
着
物
を
作
り
、
襟
を
と
っ
て
左
前
に
着
せ
、
三
角 

布
、
ズ
ダ
袋
、
向
う
ず
ね
に
当
る
脚
は
ん
、
底
を
ぬ
き
コ
ハ
ゼ
を
外
し
た
足
袋
、
 

ワ
ラ
ジ
を
は
か
せ
る
。
そ
の
他
生
前
の
愛
用
品
、
麻
で
し
ば
っ
た
カ
ク
シ
ゼ
ニ(

三 

途
の
川
原
の
渡
し
賃
と
い
う)

を
入
れ
て
や
る
。(

八
幡
原)

納
棺
の
と
き
、
本
人
の
好
き
だ
っ
た
も
の(

酒
、
煙
草
な
ど)

を
入
れ
て
や
る
。
 

手
形
と
い
っ
て
、
五
銭
、
十
銭
位
を
入
れ
る
。(

西
島)

死
者
が
肌
に
つ
け
て
い
た
着
物
を
左
前
に
着
せ
、
そ
の
着
物
の
襟
を
取
っ
て
帯 

に
す
る
。
そ
し
て
キ
ヤ
タ
ビ
ラ
を
掛
け
て
や
る
。
裾
に
は
、
か
く
し
ゼ
ニ
と
い
っ 

て
六
文
銭
を
ぬ
い
込
ん
で
や
る
。
足
は
底
ぬ
け
足
袋
に
わ
ら
じ
を
は
か
せ
る
。

出
棺
前
に
棺
の
ふ
た
の
釘
を
石
を
使
っ
て
打
ち
つ
け
る
。

こ
の
石
は
な
る
べ
く 

細
長
い
も
の
を
選
び
弓
の
つ
る
に
く
く
り
つ
け
墓
に
立
て
て
お
く
。
そ
し
て
、
四 

十
九
日
ま
で
の
お
参
り
每
に
墓
の
六
角
塔
婆
を
こ
の
石
で
打
ち
込
む
こ
と
に
な
っ 

て
い
る
。

こ
の
石
の
名
前
は
別
に
無
い
。(

京
目)

棺
に
入
れ
る
も
の
は
、
死
者
の
愛
用
品
、
六
文
銭
、
か
く
し
金(

着
物
の
裾
な 

ど
に
結
え
て
お
く)

、
結
婚
前
の
若
い
人
が
死
ぬ
と
雛
様
を
入
れ
て
や
る
。
ま
た
相 

つ
い
で
死
者
の
出
た
と
き
は
人
形
を
身
替
り
に
入
れ
る
。
盆
や
彼
岸
内
に
死
ん
だ 

と
き
は
シ
ラ
ジ
を
か
ぶ
せ
て
や
っ
た
こ
と
も
あ
る
。(

矢
島)

穴
掘
り 

戦
争
前
頃
ま
で
は
萩
原
に
い
た
バ
ン
タ
が
引
き
受
け
た
。
青
年
会
で



や
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
後
は
隣
り
組
で
や
る̂

6

う
に
な
っ
た
。
掘
り
終
る
と
、
 

酒
と
つ
ま
み
を
墓
地
ま
で
持
っ
て
行
っ
て
、
穴
掘
り
の
人
た
ち
に
、
お
清
め
を
し 

て
も
ら
う
。(

島
野)

昔
は
バ
ン
タ
が
専
門
に
穴
掘
り
を
し
た
。
そ
の
後
、
組
か
ら
穴
掘
り
が
出
て
掘 

る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
近
は
火
葬
に
な
り
、
カ
ル
ウ
ト(

石
組)

に
骨
を
納
め
る 

よ
う
に
な
っ
た
か
ら
穴
は
不
用
だ
が
、
必
要
な
家
で
は
穴
は
身
内
の
者
が
掘
る
。
 

現
在
は
祭
壇
に
三
十
五
日
ま
で
お
骨
を
置
い
て
お
く
。(

萩
原)

昔
は
番
太
の
市
兵
衛
と
い
う
人
が
い
て
墓
を
掘
っ
て
く
れ
た
。

こ
の
人
は
平
素 

は
墓
掃
除
を
し
、
每

月|
回
は
米
を
も
ら
い
に
や
っ
て
き
た
。

い
ま
は
隣
組
の
人 

が
墓
穴
を
掘
る
。(

矢
島)

戦
後
火
葬
に
な
る
ま
で
穴
掘
り
は
、
死
者
の
出
た
隣
の
隣
組
が
順
番
で
や
っ
た
。
 

そ
れ
は
昭
和
三
十
年
〜
三
十
五
年
頃
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
仕
事
を
す
る
人
は
、
近 

親
の
客
と
は
別
に
簡
単
な
オ
キ
ヨ
メ
を
し
て
先
に
帰
っ
た
。
隣
組
の
人
が
穴
掘
り 

を
す
る
以
前
は
下
斉
田
に
い
た
番
太
が
一
人
で
掘
っ
た
。
そ
の
頃
は
お
礼
は
お
包 

み
、
そ
し
て
別
の
膳
で
あ
が
り
は
な
で
御
馳
走
を
も
ら
っ
て
い
た
。
後
に
手
間
代 

を
高
く
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
や
め
た
と
い
う
。(

八
幡
原)

こ
の
地
区
で
は
隣
り
組
で
や
る
。
清
め
は
現
場
で
だ
す
。(

西
島)

出
棺 

オ
モ
テ
の
オ
ク
り
か
ら
出
棺
す
る
。
棺
(

昔
は
竪
棺
が
多
く
後
に
寝
棺 

に
な
っ
た)

は
死
者
の
子
供
が
か
つ
ぐ
。
昔
は
紋
付
袴
で
三
尺
を
巻
い
て
か
つ
い 

だ
。
庭
に
出
て
一
廻
り
し
た
と
こ
ろ
で
、
死
者
の
孫
が
東
北(

鬼
門)

に
向
け
て 

矢
を
射
る
。
庭
で
右
手
前
で
二
廻
り
半
廻
る
。

こ
れ
が
左
廻
り
で
、
そ
の
あ
と
墓 

地
に
行
く
。
棺
が
出
る
と
箒
で
は
き
出
し
、
棺
を
置
い
た
あ
と
に
石
臼
を
置
い
た
。
 

(

こ
の
石
臼
は
一
週
間
使
わ
な
い)

石
臼
は
埋
葬
し
て
か
ら
動
か
す
。
木
臼
は
玄 

関
の
前
に
北
向
き
に
お
き
そ
の
上
に
寺
か
ら
の
幣
束
、
オ
キ
ヨ
メ
を
お
き
、
傍
の 

タ
ラ
ィ
に
片
足
を
入
れ
る
。
ま
た
オ
キ
ヨ
メ
の
酒
を
飲
み
始
め
る
前
に
塩
を
廻
し 

て
自
分
を
清
め
る
。
幣
束
は
オ
キ
ヨ
メ
の
時
も
室
内
を
廻
し
き
よ
め
る
。(

八
幡
原) 

棺
は
座
敷
か
ら
庭
に
出
る
時
、
オ
ガ
ラ
三
本
で
作
っ
た
門
を
く
ぐ
る
。(

西
島) 

庭
の
広
い
家
で
は
、
葬
列
は
左
回
り
に
三
回
り
半
回
る
。
そ
の
時
、
仏
の
供
養

に
と
撒
き
銭
を
す
る
。
女
衆
が
撒
く
。

こ
れ
は
年
寄
リ
の
場
合
が
多
い
。
花
籠
と 

は
別
に
や
る
。
花
籠
は
施
主
が
出
す
。(

西
島)

ゼ
ン
の
綱
は
繩
と
サ
ラ
シ
で
作
る
。
棺
の
両
側
に
つ
け
て
、
野
辺
送
リ
の
時
近 

親
の
女
や
子
供
が
引
い
た
。(

西
島)

読
経
中
に
重
箱
に
入
れ
た
御
飯
を
廻
し
箸(

木
の
出
棺
前
の
箸
と
竹
の
箸
一
本 

ず
つ)

で
デ
ハ
ノ
ゴ
ハ
ン(

デ
ハ
メ
シ)

を
つ
ま
ん
で
た
べ
る
。(

八
幡
原)

葬
列
の
順
序 

先
頭
に
灯
籠
、
四
旗(

遠
い
親
戚
の
者
が
持
つ)

、
シ
ヵ
花(

孫)

、
 

タ
ィ
マ
ツ
、
弓
(

聳)

、
膳
(

嫁)

、
位

牌
(

相
続
人)

、
棺
(

甥)

、
天

蓋
(

親
戚 

の
者)

の
順
に
進
む
。(

宿
横
手)

こ
の
順
序
は
大
切
で
、
こ
れ
で
騒
ぎ
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
燈

籠(

従
兄
弟)

、
 

四

幡
(

従
兄
弟)

、
花
籠
、
墓
標
、
四

花

花(

女
い
と
こ)

、
弓
、
松
明
香
箱
、
写 

真
、
膳
(

長
男
の
嫁)

、
位

牌
(

長
男)

棺
、
天
蓋
の
順
で
あ
る
。(

西
島)

つ
ゆ
は
ら
い
、
灯
ろ
う
、
四
本
旗
、
花

か

ご(

孫
の
い
る
人
が
死
ん
だ
時)

、
シ 

力
花
、
香
箱
、
膳
、
位
牌
、
棺
及
び
天
蓋
と
弓
持
ち
、
会
葬
者
の
順
。
棺
に
近
い 

ほ
ど
近
親
者
と
な
る
。

つ
ゆ
は
ら
い
は
先
に
行
っ
て
寺
の
入
口
や
、
墓
地
の
入
口 

に
六
地
蔵
を
立
て
、
そ
の
ロ
ウ
ソ
ク
に
火
を
灯
す
。

ま
た
、
八
十
才
以
上
の
人
が
死
ん
だ
時
の.
つ
ゆ
は
ら
い
は
手
に
紅
白
の
杖
を
持 

つ
。墓

か
ら
の
帰
リ
は
往
っ
た
時
と
別
な
道
を
通
っ
て
来
る
。(

京
目)

天
蓋
を
持
つ
人
は
仏
に
一
番
血
の
近
い
人
が
持
つ
。

こ
れ
は
日
が
く
し
と
も 

い
っ
て
、
太
陽
へ
の
遠
慮
だ
と
い
う
。(

京
目)

あ
ら
か
じ
め
、
誰
れ
が
何
を
持
つ
か
を
紙
に
書
い
て
張
っ
て
お
き
、
出
棺
の
前 

に
組
長
が
そ
れ
を
読
み
上
げ
て
た
し
か
め
る
。
葬
列
は
隣
組
が
主
体
と
な
っ
て
行 

う
の
で
隣
組
長
が
葬
儀
委
員
長
の
ょ
う
な
役
目
を
す
る
。

燈
籠
、
四
旗
、
松
明
、
膳
、
位
牌
、
棺
•

天

蓋
(

棺
に
さ
し
か
け
る)

の
順
が 

原
則
と
な
る
。
花
か
ご
は
孫
の
い
る
人
が
死
ん
だ
時
に
作
リ
男
孫
が
持
つ
。
シ
ヵ 

花
は
女
の
人
が
持
つ
。(

島
野)

棺
の
座
敷
か
ら
外
へ
出
す
と
き
は
緣
側
か
ら
出
し
、
麻
が
ら
で
門
を
つ
く
リ
、



そ
の
中
を
通
っ
て
外
へ
出
す
。

葬
例
の
順
序
は

1

六

地

蔵
 

行
列
ょ
り
さ
き
に
墓
の
入
口
に
立
て
る
。

2

燈 

籠 

緣
の
遠
い
親
戚
の
人

3

四 

旗 

従
弟

4
 

花 

籠 

男
孫

5

し
か
ば
な 

女
孫

6

弓 

娘
婿

7

明 

松 

娘
婿

8

位 

牌 

後
継

9
 

お 

膳 

後
継
の
妻

10
棺 

村
人

11
天 

蓋 

死
者
の
本
家
や
目
上
の
人

12
墓 

標 

村
人

棺
が
墓
に
つ
く
と
そ
こ
で
三
廻
り
半
め
ぐ
り
、
台
の
上
に
棺
を
す
え
、
坊
主
が 

引
導
わ
た
し
を
す
る
。
参
列
者
は
、
女
は
頭
に
白
布
を
か
ぶ
り
、
男
は
金
剛
杖
を 

い
っ
て
箸
位
の
大
き
さ
の
竹
を
割
っ
た
も
の
を
も
っ
て
参
列
す
る
。
ま
た
参
列
者 

に
は
力
飯
を
一
本
箸
で
手
の
甲
に
何
粒
か
あ
げ
る
。(

矢
島)

野
辺
送
り 

出
棺
前
に
坊
主
が
お
経
を
あ
げ
て
い
る
際
に
、
お
は
ち
が
回
っ
て 

来
る
。
各
自
は
箸
一
本
で
、
そ
の
中
の
め
し
を
一
、
二
粒
食
べ
る
。
ど
う
い
う
こ 

と
か
聞
い
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
ん
ご
う
杖
と
称
す
る
青
竹
を
割
っ
た
も
の
に
ボ 

ン
字
を
か
い
た
棒
が
一
本
ず
つ
渡
さ
れ
る
の
で
野
に
持
っ
て
行
き
仏
と
一
緒
に
埋 

め
る
。
野
ま
で
は
、
首
な
ど
に
差
し
て
行
っ
た
。

棺
は
家
を
出
る
と
庭
に
設
け
て
あ
る
火
伏
せ
と
書
か
れ
た
紙
を
吊
し
た
四
本
竹 

の
回
り
を
左
回
り
で
四
回
半
回
り
、
止
め
て
お
き
、
持
物
な
ど
は
全
部
た
て
か
け
、
 

坊
主
が
、
オ
ガ
ラ
の
先
に
赤
い
紙
の
つ
い
た
も
の
を
棺
に
投
げ
つ
け
る
こ
と
が 

あ
っ
た
。

普

段

ょ

く

「
オ
ガ
ラ
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
」
と
い
う
が
見
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
意

味
が
あ
っ
た
。
 

棺
は
青
竹
で
か
つ
い
で
行
き
、
墓
場
に
つ
く
と
、
こ
の
竹
を
石
な
ど
で
割
り
、
 

メ
ッ
パ
ジ
キ
と
し
、
山
犬
の
害
を
防
ぐ
の
だ
と
い
わ
れ
た
。

穴
掘
り
は
、
専
門
の
人
が
い
て
掘
っ
て
く
れ
た
。(

檟
町)

野
辺
送
り
の
女
衆
は
サ
ラ
シ
を
四
角
に
切
っ
た
カ
ブ
り
モ
ノ
を
ピ
ン
で
頭
に
と 

め
る
。(

西
島)

埋
葬
墓
穴
に
棺
の
四
隅
を
繩
で
つ
る
し
て
降
ろ
し
、
先
ず
近
親
者
が
土
を
入 

れ
(

こ
の
と
き
ダ
ン
ゴ
な
ど
も
入
れ
る)

、
次
い
で
参
列
者
が
土
を
入
れ
、
土
饅
頭 

を
作
っ
て
、
真
中
に
竹
を
割
っ
た
メ
ッ
パ
ジ
キ
を
お
く
。
あ
る
い
は
弓
の
残
り
一 

本
を
真
直
に
し
て
弦
の
一
方
を
外
し
石
を
つ
る
し
て
メ
ッ
パ 

ジ
キ
の
代
り
と
す 

る
。
埋
め
て
か
ら
七
本
塔
婆
を
立
て
、

一
週
間
每
に
欠
き
、
四
十
九
日
で
終
る
。
 

ま
た
翌
日
あ
る
い
は
翌
々
日
墓
直
し(

昔
は
三
日
目
に
し
た)

を
す
る
。
石
を
拾
っ 

て
き
て
打
ち
堅
め
、
メ
ッ
パ
ジ
キ
を
と
っ
て
き
れ
い
に
す
る
。
な
お
一
七
日
ま
で 

毎
日
墓
に
行
き
、
あ
と
二
七
日.

と
四
十
九
日
と
な
り
、
百
か
ん
日
が
塔
婆
の 

タ
テ
ハ
ジ
メ
で
あ
る(

八
幡
原)

棺
に
繩
を
か
け
竹
の
棒
で
担
い
で
墓
地
へ
行
っ
て
埋
け
る
。
土
を
か
け
土
ま
ん 

じ
ゅ
う
に
す
る
。

竹
を
八
つ
に
割
っ
て
メ
ッ
パ
ジ
キ
と
し
て
回
り
に
立
て
る
。
オ
オ
カ
ミ
様
を
除 

け
る
た
め
だ
と
い
う
。
土
ま
ん
じ
ゅ
う
の
上
に
石
を
置
い
て
膳
を
す
え
る
。
墓
標 

を
立
て
、
線
香
立
て
を
供
え
る
。(

萩
原)

墓
穴
の
中
に
北
向
き
に
し
て
入
れ
た
。
あ
と
で
背
中
を
拝
む
こ
と
に
な
る
場
合 

も
あ
る
。(

萩
原)

ラ
ン
ト
ウ
バ(

こ
の
場
合
、
長
泉
寺
の
墓
地)

で

「
の
」
の
字
に
三
回
ま
わ
る
。
 

(

京
目)

埋
葬
後
、
土
饅
頭
の
上
に
、
花
籠
や
四
旗
の
竹
を
割
っ
て
適
当
な
数
を
方
形
に 

さ
す
。
メ
ッ
パ 

ジ
キ
と
い
う
、
青
竹
の
皮
が
表
に
な
る
ょ
う
に
さ
す
。
そ
の
竹
が 

は
ね
て
、
ム
ジ
ナ
や
タ
ヌ
キ
か
ら
死
骸
を
守
る
。
ま
た
、
魔
除
け
と
も
い
わ
れ
て 

い
る
。



葬
式
の
あ
と
念
仏
を
行
な
っ
た
。
十
三
仏
、
ゆ
う
ず
う
念
仏
、
し
ゆ
う
王
じ
っ 

た
い
。
な
む
あ
み
だ
仏
、
お
ん
わ
か
ベ(

？)

な
ど
の
念
仏
が
あ
っ
た
。
葬
式
の
終
っ 

た
夜
、
十
六
念
仏
を
唱
え
る
。
念
仏
玉
と
し
て
、
昔
は
ま
ん
じ
ゆ
う
が
出
た
が
、
 

最
近
は
気
持
だ
け
何
か
出
す
。(

萩
原)

出
棺
す
る
と
す
ぐ
念
仏
を
唱
え
る
。

こ
れ
を
「
ア
ト
念
仏
」
と
い
う
。
そ
の
地 

区
の
老
人
、
二
人
位
が
唱
え
た
。

ま
た
、
箒
で
、
出
棺
し
た
後
の
部
屋
を
す
ぐ
掃
き
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
お 

祝
儀
の
あ
と
の
部
屋
は
三
日
掃
く
な
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

京
目)

妻
が
先
立
っ
た
場
合 

妻
の
ほ
う
が
夫
ょ
り
先
に
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
夫
は 

野
辺
お
く
り
の
と
き
に
見
送
り
し
な
い
、
不
幸
も
の
だ
か
ら
と
い
う
。(

島
野)

㈢

葬

後

の

祭

り

土
饅
頭
の
脇
にI

本
の
割
り
竹
を
さ
し
、
麻
繩
に
適
当
な
石
を
つ
け
て
、
そ
の 

竹
に
つ
る
す
。
呼
び
石
と
い
う
。
墓
参
の
折
、
そ
の
石
と
、
膳
椀
を
の
せ
た
台
石 

と
触
れ
合
わ
せ
て
音
を
た
て
る
。
仏
と
人
間
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
石
で
あ
る
と 

ぃ
う
。

メ
ッ
パ
ジ
キ
や
呼
び
石
は
四
十
九
日
の
墓
な
お
し
に
取
り
除
く
。(

西
島)

メ
ッ
パ
ジ
キ
は
土
葬
し
た
土
饅
頭
の
上
に
作
る
。
棺
を
担
い
で
い
っ
た
竹
を
、
 

刃
物
を
使
用
せ
ず
石
で
割
り
、
メ
ッ
パ
ジ
キ
と
す
る
。魔
物
に
掘
ら
れ
な
い
た
め
と 

い
う
。
四
十
九
日
の
墓
な
お
し
の
時
に
と
る
。
こ
こ
に
は
モ
ガ
り
と
い
う
言
葉
は 

な

い
(

ー
ッ
谷)

呼
び
石
と
い
っ
て
葬
儀
に
使
用
し
た
弓
の
弦
に
小
石
を
吊
る
し
、
土
饅
頭
に
さ 

し
て
お
く
。
お
参
り
に
き
た
時
、
下
の
石
と
合
わ
せ
て
鳴
ら
す
。
死
者
に
呼
び
か 

け
る
の
で
呼
び
石
と
い
う
。(

ー
ッ
谷)

埋
葬
後
は
、
弓
は
北
に
向
け
て
射
る(

空
か
ら
蛇
が
く
る
の
を
防
ぐ
と
い
う)

。
 

墓
の
盛
土
の
ま
わ
り
に
狼
除
け
の
メ
ッ
パ
ジ
キ
の
竹
を
割
っ
て
さ
し
た
。
弓
は
使 

用
後
は
つ
る
を
は
ず
し
、
そ
の
紐
で
石
を
結
え
て
吊
し
て
お
く
。(

矢
島)

犬
に
ほ
ら
れ
な
い
ょ
う
に
土
ま
ん
じ
ゅ
う
の
上
に
メ
ッ
パ 

ジ
キ
を
さ
し
て
お 

く
。(

八
幡
原)

キ
ョ
メ 

ノ
ベ
か
ら
帰
っ
て
家
に
入
る
時
、
た
ら
い•
塩

•
年

中

祓(

御
幣) 

で
は
ら
う
。
座
敷
で
忌
中
ば
ら
い
の
た
め
、
清
め
の
酒
が
出
る
。(

萩
原)

あ
と
念
仏 

葬
式
の
夜
、
村
人
が
位
牌
の
前
で
念
仏
を
唱
え
た
。
念
仏
の
種
類 

は
三
種
と
五
種
で
、
何
れ
も
最
後
は
融
通
念
仏
で
あ
る
。
三
種
は
反
町
姓
の
家
、
 

五
種
は
永
井
姓
の
家
が
し
た
。

こ
の
念
仏
を
唱
え
る
毎
に
位
牌
に
水
を
供
え
、
そ 

の
水
を
翌
朝
墓
参
り
の
時
に
墓
へ
も
っ
て
い
っ
た
。(

矢
島)

寄
せ
鉦
を
た
た
い
て
近
所
の
人
を
集
め
、
女
衆
が
中
心
に
な
っ
て
オ
タ
ィ
ヤ
念 

仏
を
唱
え
る
。
そ
の
念
仏
は
「ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ッ
」

一
三
回
を
、
五
度
繰
返
し
、
 

そ
れ
か
終
る
と
「十
王
十
体
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ッ
」
一
三
回
を
一
度
、
「
ユ
ウ
ヅ
ウ(

融 

通)

念
仏
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ッ
」

一
三
回
を
一
度
唱
え
る
。
野
辺
送
り
か
ら
帰
っ
た 

あ
と
夜
行
な
う
。(

宿
横
手)

墓
参
り
葬
式
後
一 

週
間
は
、
親
族
や
近
所 

の
人
も
来
て
墓
参
り
を 

し
て
く
れ
る
。
家
で
念 

仏
を
す
る
家
も
、
し
な 

い
家
も
ぁ
る
。(

萩
原)

墓
直
し
一
週
間
め 

に
墓
を
直
す
。
石
は
拾 

っ
て
来
な
い
。(

萩
原)

四
十
九
日
の
餅
四 

十
九
日
に
は
餅
を
つ
い 

た
。
餅
を
つ
く
音
で
仏 

様
は
家
を
離
れ
る
と
い 

ぅ
。
そ
れ
ま
で
は
家
の 

グ
シ
に
い
る
と
い
ぅ
。
 

だ
か
ら
今
で
も
四
十
九

野 位 牌

7枚1組になってレ、て7月7日の墓参の都度これ 

を折ってくる。この写真は全部が折ってあるから 

49日の供養のすんだものである。

(矢島町にて)(都丸十九一 撮影)



日
が
済
む
ま
で
そ
の
家
で
は
家
の
普
請
を
し
な
い
。
餅
は
お
寺
様
に
も
持
っ
て
い 

く
。
別
に
わ
ら
の
ツ
ト
ッ
コ
に
は
い
れ
な
い
。(

島
野)

こ
の
日
に
は
ハ
カ
ナ
オ
シ
を
し
、

餅
を
つ
く
。

四
九
個
、

ッ
ト
ッ
コ
に
入
れ 

て
お
寺
に
持
っ
て
い
く
。
そ
の
ぅ
ち
一
個
に
梵
字
を
書
い
て
も
ら
い
、
墓
に
い
け 

る
。
こ
の
日
ま
で
餅
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
日
ま
で
、
 

仏
様
は
屋
根
の
グ
シ
に
い
る
。(

京
目)

四
十
九
日
の
日
に
、
四
十
九
の
餅
を
つ
い
て
、
寺
へ
持
っ
て
行
っ
た
。
 

三
升
の
米
を
つ
い
て
、
四
九
コ
の
餅
に
ま
る
め
て
、
寺
へ
持
っ
て
行
っ
た
。
 

寺
で
は
、
餅
が
あ
つ
ま
る
と
、
そ
れ
を
近
所
の
子
ど
も
た
ち
に
わ
け
て
や
っ
た
。
 

(

京
目)

四
十
九
日
に
、
餅
を
つ
い
て
、
お
寺
へ
も
っ
て
行
っ
た
。

こ
の
と
き
、
仏
様
の 

着
物
を
お
寺
へ
も
っ
て
行
っ
て
お
さ
め
た(

一
枚)

。

四
十
九
日
ま
で
の
あ
い
だ
は
、
仏
様
を
ま
つ
っ
た
。
祭
壇
に
は
、
每
日
あ
か
り 

を
つ
け
た
。

仏
様
は
、
こ
の
間
、
床
の
間
へ
か
ざ
っ
て
お
く
。
そ
こ
に
は
、
十
三
仏
の
掛
軸 

を
か
け
た
。

近
所
の
人
は
、
四
十
九
日
の
あ
い
だ
は
、
仏
様
を
每
日
お
が
み
に
来
て
く
れ
た
。
 

そ
の
あ
と
は
七
日
ご
と
に
お
ま
い
り
に
来
た
。

な
お
、
死
人
の
あ
っ
た
家
で
は
、
四
十
九
日
が
く
る
ま
で
は
、
餅
を
つ
く
こ
と 

が
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
四
十
九
日
ま
で
に
お
正
月
が
来
た
場
合
に
は
、
餅
を
食
べ
る
こ
と
が
で 

き
な
か
っ
た
。(

島
野)

坊
さ
ん
を
ょ
ん
で
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
い
、
生
前
見
舞
な
ど
も
ら
っ
た
家
に
餅 

を
つ
い
て
や
っ
た
。
餅
は
寺
へ
も
届
け
た
。
四
十
九
日
の
間
は
、
死
霊
は
家
の
屋 

根
の
棟
に
つ
い
て
い
る
と
い
ぅ
。

こ
の
日
墓
な
お
し
を
し
整
え
た
。
ま
た
、
こ
の 

日
に
形
身
別
け
を
し
た
。
最
近
は
三
十
五
日
で
位
牌
あ
げ
を
す
る
家
が
多
く
な
っ 

た
。(

矢
島)

四
十
九
日
経
過
し
な
い
と
餅
を
つ
か
な
い
。
四
十
九
日
の
餅
を
つ
く
音
を
聞
い

て
魂
は
昇
天
す
る
と
い
、っ
。
俺
か
い
な
く
も
ょ
く
や
っ
て
い
る
と
死
者
は-
安
心
す 

る
の
だ
と
い
う
。
餅
は
お
寺
に
届
け
る
。(

ー
ツ
谷)

死
後
四
十
九
日
た
た
な
い
と
餅
が
つ
け
な
い
。
四
十
九
日
の
餅
を
つ
い
て
、
偶 

数
を
親
戚
に
配
る
。
寺
へ
は
持
っ
て
行
か
な
い
。(

萩
原)

四
十
九
日
ま
で
は
臼
の
音
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。(

西
島)

死
者
の
魂 

死
後
四
十
九
日
間
は
家
の
棟
の
内
に
居
る
。
死
後
一
週
間
は
毎
日 

墓
ま
い
り
し
、

一
週
間
目
に
五
人
組
の
人
が
立
ち
会
っ
て
、
墓
な
お
し
を
す
る
。
 

四
十
九
日
の
間
は
、
位
牌
は
床
の
間
に
上
げ
て
お
き
、
そ
の
後
仏
壇
に
上
げ
る
。
 

(

宿
横
手)

四
十
九
日
ま
で
は
死
後
の
魂
は
屋
の
棟
に
い
る
と
い
う
。(

西

島•

ー
ツ
谷) 

ユ
ズ
リ 

四
十
九
日
に
死
ん
だ
人
の
遺
品
を
身
内
の
者
が
分
け
合
う
。
カ
タ
ミ 

分
け
と
も
い
っ
て
い
る
。(

島
野)

仏

の

供

養

一

七

日

、
二
七
日
、
三
七
日
、
四
七
日
、
五
七
日
、
六
七
日
、
七 

七
日
こ
の
う
ち
三
十
五
日
と
四
十
九
日
は
特
に
注
意
し
て
多
く
の
人
が
墓
参
り
に 

き
て
く
れ
、
そ
こ
で
位
牌
あ
げ
を
し
た
。

百
力
日
、

一
年
忌
、
三
年
忌
、
七
年
忌
、
十
三
年
忌
、
三
十
三
年
忌
と
あ
り
、
 

全
部
で
十
三
回
と
な
る
。
三
十
三
年
忌
に
は
塔
婆
の
上
に
杉
の
青
葉
を
結
び
つ
け
、
 

こ
の
年
忌
が
終
る
と
仏
は
神
に
な
る
の
だ
と
い
う
。(

矢
島)

㈣

年 

忌

年

忌

一

年

忌

、
三
年
忌
、
七
年
忌
、
十
三
年
忌
、
十
七
年
忌
、
三
十
三
年
忌 

で
塔
婆
の
タ
テ
ジ
マ
ィ
。
昔
は
杉
の
葉
の
つ
い
た
枝
、
今
は
薄
板
の
塔
婆
の
頂
に 

杉
の
葉
を
結
い
つ
け
て
立
て
る
。
三
十
三
年
忌
の
お
祝
い
と
い
う
。(

八
幡
原) 

一
回
忌
、
三
年
忌
、
七
年
忌
、
十
三
年
忌
、
十
七
年
忌
、
三
十
三
年
忌
と
あ
る
。
 

三
十
三
年
忌
が
「塔
婆
ノ
立
テ
ジ
マ
ィ
」
で
、
杉
ッ
葉
を
塔
婆
に
付
け
て
立
て
る
。
 

三
十
三
年
忌
を
過
ぎ
る
と
、
先
祖
の
霊
が
神
様
に
な
る
と
い
う
。(

萩
原)

三
十
三
年
忌
に
は
杉
塔
婆
と
い
っ
て
、
生
杉
の
両
面
を
削
り
、
先
端
に
は
葉
を 

つ
け
た
ま
ま
の
塔
婆
を
立
て
る
。
現
在
で
は
、
ふ
つ
う
の
塔
婆
の
先
に
杉
の
葉
を



し
ば
り
つ
け
た
も
の
で
済
ま
せ
る
。

こ
れ
を
「塔
婆
の
立
て
じ
ま
い
」
と

も

「
立 

て
納
め
」
と
も
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
四
十
九
日
の
塔
婆
を
「塔
婆
の
立
て
は 

じ
め
」
と
い
う
。(

京
目
、
島
野)

塔
婆
の
た
て
は
じ
め
は
、
四
十
九
日
。

塔
婆
の
た
て
じ
ま
い
は
、
三
十
三
年
忌
の
と
き
。

塔
婆
は
、
一
年
忌
、
三
年
忌
、
七
年
忌
、
十
三
年
忌
、
三
十
三
年
忌
に
た
て
た
。
 

三
十
三
年
忌
の
と
き
に
は
、
坊
さ
ん
に
お
が
ん
で
も
ら
っ
て
、
塔
婆
を
た
て
た
。
 

こ
の
と
き
に
は
、
仏
様
の
子
ど
も
た
ち
が
あ
つ
ま
っ
て
お
振
舞
を
し
た
。

三
十
三
年
忌
の
塔
婆
に
は
、
あ
た
ま
に
杉
っ
葉
を
し
ば
り
つ
け
た
。

こ
れ
が
た 

て
じ
ま
い
で
あ
る
。
仏
様
は
、
こ
れ
で
神
様
に
な
る
と
い
わ
れ
た
。

親
の
三
十
三
年
の
供
養
の
で
き
る
人
は
長
生
き
で
あ
る
と
い
う
。(

島
野)

㈤

そ 

の 

他

流
れ
灌
頂 

川
の
合
流
点
に
竹
四
本
を
四
角
に
立
て
、
そ
の
上
に
梵
字
を
書
い 

た
赤
い
布
を
張
り
、
四
十
九
日
の
間
、
竹
の
ひ
し
ゃ
く
で
水
を
か
け
て
や
る
。
お 

産
で
亡
く
な
っ
た
母
の
供
養
の
た
め
で
あ
る
。(

京
目)

流
れ
灌
頂
と
い
う
こ
と
は
話
に
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。(

西
島)

お
産
で
死
ん
だ
時
は
、
川
っ
ぱ
た
へ
、
四
本
の
柱
を
た
て
、
緋
木
綿
の
布
を
つ 

け
て
、
通
る
人
に
川
の
水
を
か
け
て
も
ら
う
。

早
く
色
が
抜
け
る
と
往
生
す
る
、
と
い
う
。(

大
沢)

紙
位
牌 

死
産
の
時
は
、
お
寺
で
紙
位
牌
を
も
ら
っ
て
く
る
。
そ
し
て
仏
壇
の 

中
に
張
っ
て
お
く
。
位
牌
に
は
「
〇
〇
〇
分
娩
死
産
児
」
と
書
か
れ
る
。(

京
目) 

耳
っ
ぷ
さ
げ 

同
じ
年
の
者
が
死
ぬ
と
、
馬
糞
を
半
紙
に
包
み
、
自
分
の
耳
に 

当
て
、
耳
っ
ぷ
さ
げ
を
し
て
か
ら
三
本
辻
に
捨
て
る
。(

西
横
手)

同
齢
者
が
死
ん
だ
時
は
悪
い
こ
と
を
聞
か
ぬ
ょ
う
に
マ
グ
ソ
で
ふ
た
を
し
ろ
と 

い
っ
た
。(

八
幡
原)

門
牌 

ジ
ャ
ン
ポ
ン
が
出
来
る
と
門
に
モ
ン
ペ 

エ
を
立
て
る
。
四
十
九
日
立
て 

て
お
く
。
そ
の
間
に
「
も
ら
い
も
ン
」
か
く
る
と
施
し
を
す
る
。(

萩
原)

盆
中
の
死
人 

盆
月
に
死
ん
だ
場
合
に
は
、
し
ら
じ
を
か
ぶ
せ
て
埋
葬
す
る
。
 

(

島
野)

鼻
血 

水
死
人
は
鼻
血
が
出
る
こ
と
が
あ
る
。
身
内
の
者
が
い
る
時
に
鼻
血
が 

出
る
と
い
う(

萩
原)

不
幸
の
年
と
神
札 

不
幸
の
あ
っ
た
年
に
は
、
大
神
宮
様
と
か
、
神
社
の
お
札 

は
う
け
な
い
。(

親
、
き
ょ
う
だ
い
な
ど
、
身
近
か
な
も
の
が
な
く
な
っ
た
場
合) 

(

島
野)

石
塔
石
塔
は
年
忌
の
折
り
に
た
て
る
の
が
ふ
つ
う
。

三
年
忌
の
と
き
に
た
て
る
の
は
早
い
ほ
う
。
七
年
忌
ぐ
ら
い
で
た
て
る
の
が
ふ 

つ
う
。(

島
野)

無
縁
仏 

無
縁
仏
と
い
う
の
は
、
ょ
そ
へ
行
っ
て
死
ん
だ
人
、
様
子
の
わ
か
ら 

な
い
人
、
そ
こ
の
う
ち
の
大
む
か
し
の
仏
様
、
位
牌
の
な
い
人
な
ど
。

盆
の
と
き
に
は
、
盆
棚
の
下
に
ま
つ
っ
た
。(

京
目)

院
号
の
安
売
り 

戦
後
、
昭
和
二
十
四
五
年
頃
、
農
地
改
革
の
影
響
で
寺
の
田 

が
少
な
く
な
っ
て
、
慈
眼
寺
の
財
政
が
苦
し
か
っ
た
の
で
院
号
を
た
く
さ
ん
安
売 

り
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
現
在
で
は
永
代
院
号
は
百
万
円
か
か
る
。(

下
斎 

田)
生
れ
変
り 

死
人
の
背
中
に
字
を
書
い
て
お
い
た
ら
、あ
る
所
に
生
れ
変
っ
た
。
 

生
れ
た
子
の
背
中
に
、
そ
の
字
と
同
じ
ア
ザ
が
あ
る
の
で
わ
か
っ
た
。
そ
の
ア
ザ 

は
、
死
人
の
お
墓
の
土
を
持
っ
て
き
て
、
こ
す
る
と
落
ち
る
と
い
う
。(

ー
ツ
谷)



年中行事 

 

 

は

じ

め

に

県
中
央
部
の
平
坦
地
に
あ
る
こ
の
地
域
の
年
中
行
事
は
、
す
で
に
老
人
の
記
憶 

の
中
に
残
る
だ
け
の
も
の
も
多
く
、
改
廃
が
著
し
い
。
東

毛•

西
毛
の
中
間
に
位 

置
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
し
た
面
を
見
せ
な
が
ら
、
地
域
の
特
性
が 

表
わ
れ
て
い
る
ょ
う
に
思
わ
れ
る
。
目
だ
つ
こ
と
が
ら
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
ょ 

う
〇正

月
棚
の
作
り
方
に
つ
い
て
、
西
横
手
で
は
山
か
ら
ク
ヌ
ギ
を
伐
っ
て
来
て
板 

に
割
り
、
何
枚
か
連
ら
ね
て
繩
で
編
ん
で
棚
と
し
、
年
神
棚
を
初
め
、
ヵ
マ
ド. 

便

所•

蔵
な
ど
に
棚
を
吊
る
し
て
祭
る
家
が
あ
っ
た
。
元
島
名
で
は
豆
木
を
編
ん 

で
棚
を
作
っ
た
と
い
う
珍
し
い
例
も
あ
る
。
年
の
始
め
に
神
を
迎
え
て
祭
る
棚
は 

土
地
に
あ
る
材
料
で
新
し
く
作
る
ベ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

正
月
の
供
え
物
を
す
る
箸
は
川
端
の
ヤ
ナ
ギ
の
枝
を
取
っ
て
来
て
作
っ
た
。
山 

間
部
が
オ
ッ
ヵ
ド
で
作
るe

フ
ミ
箸
に
代
る
も
の
で
、

マ
ナ
箸
ま
で
ヤ
ナ
ギ
の
枝 

で
作
っ
て
い
た
。
元
旦
の
食
事
は
「米
の
ご
飯
に
シ
ャ
ケ
そ
え
て
、
ヤ
ナ
ギ
の
箸 

で
サ
ラ
サ
ラ
」
な
ど
と
い
う
。

こ
れ
も
土
地
に
生
え
る
植
物
を
利
用
し
た
こ
と
で 

あ
ろ
う
。

正
月
用
品
や
縁
起
物
は
高
崎
が
西
方
に
あ
っ
て
上
り
だ
か
ら
、
高
崎
の
市
か
ら 

買
っ
て
来
た
。
前
橋
と
は
利
根
川
を
挾
ん
で
東
北
に
隣
合
い
、
同
じ
距
離
な
の
に 

西
方
を
上
り
と
す
る
気
風
が
あ
る
の
は
、
京
•

大
阪
を
上
方
と
す
る
明
治
以
前
の 

感
覚
の
名
残
り
で
あ
ろ
う
。

正
月
二
日
に
ト
ロ
ロ
汁
を
作
る
が
、
家
の
入
口
に
ト
ロ
ロ
汁
を
塗
り
付
け
て
魔

除
け
と
し
た
西
横
手
の
例
は
、
食
物
の
中
に
潜
む
霊
力
を
信
じ
た
も
の
。
中
島
で 

は
厄
年
の
子
供
に
、
便
所
の
神
に
膳
部
を
供
え
て
下
げ
た
も
の
を
食
べ
さ
せ
て
、
 

厄
を
は
ら
っ
た
と
い
う
。
ま
じ
な
い
の
奥
底
に
信
心
が
あ
っ
た
か
ら
、
成
り
立
っ 

た
行
事
で
あ
ろ
う
。

正
月
三
ガ
日
は
餅
を
食
べ
な
い
家
例
が
あ
り
、
ま
ず
年
神
様
に
供
え
て
、
四
日 

に
お
棚
さ
が
し
を
し
て
下
げ
た
餅
か
ら
初
め
て
食
べ
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
正 

月
中
は
菜
を
食
べ
な
い
家
例
が
あ
り
、
七
日
の
七
草
で
初
め
て
菜
を
食
べ
る
と
い 

う
(

中
島)

。
最
初
は
神
に
供
え
て
か
ら
、
の
ち
に
そ
の
食
物
を
食
べ
る
こ
と
か
で 

き
る
と
す
る
つ 

つ
し
み
深
い
気
特
が
昔
の
人
に
は
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

正
月
六
日
は
六
日
年
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
六
日
が
仕
事
始
め
で
、
ク
ズ 

カ
キ
や
マ
キ
ゴ
サ
エ
に
山
へ
行
っ
た
り
、
六
日
ダ
メ
と
い
っ
て
、
下
肥
え
を
汲
み 

出
し
て
畑
の
麦
に
く
れ
た
り
し
て
か
ら
、
遊
ぶ
日
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
六
日
爪
と 

い
っ
て
、
初
め
て
爪
を
切
る
日
で
も
あ
っ
た
。
六
日
年
の
行
事
は
こ
ん
な
に
は
っ 

き
り
し
て
い
る
例
は
珍
し
い
。

小
正
月
十
四
日
を
マ
ル
メ
年
と
い
い
、
白
米
の
飯
で
ム
ス
ビ(

握
り
飯)

を
作 

り
、
豆
木
や
ハ
ギ•

ニ
ワ
ト
コ
な
ど
の
箸
を
、
五
本
か
ら
ー
ニ
本
も
さ
し
て
神
棚 

に
供
え
る
家
が
あ
っ
た(

元
島
名)

。
オ
ミ
タ
マ
様
に
供
え
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
才 

ミ
タ
マ
様
に
名
称
は
す
で
に
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。
米
の
粉
を
こ
ね
て
マ 

ユ
玉
を
作 

る
時
、
野
菜
の
形
や
木
綿
の
花
の
形
も
作
っ
た
。(

八
幡
原)

。

マ
ユ
玉
に
養
蚕
の 

祈
願
ば
か
り
で
な
く
、
野
菜
や
木
綿
作
り
の
豊
産
も
祈
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か 

る
。
な
お
、

マ
ユ
玉
飾
り
の
ボ
ク
に
対
し
、
十
四
日
の
晚
に
マ
ブ
シ
カ
ケ•

キ
ヌ 

カ
ケ
と
い
っ
て
う
ど
ん
を
掛
け
て
、
養
蚕
を
祈
願
す
る
風
も
あ
っ
た
。

十
四
日
の
晚
は
「
ワ
ル
サ
晚
」
と
呼
ば
れ
、
若
衆
の
夜
遊
び
が
て
ら
の
ワ
ル
サ



(

い
た
ず
ら)

が
黙
認
さ
れ
て
い
た
の
も
興
味
深
い(

元
島
名)

。

道
祖
神
の
七
所
参
り
を
す
る
所
も
あ
っ
た
。
七
力
所
の
道
祖
神
小
屋
を
回
る
と
、
 

カ
ゼ
を
ひ
か
な
い
と
か
、
中
気
に
な
ら
な
い
と
か
い
う
。
群
馬
郡
西
部
で
も
聞
い 

た
こ
と
が
あ
る
。
以
前
は
む
ら
ご
と
に
松
小
屋
を
作
っ
た
か
ら
、
可
能
だ
っ
た
の 

で
あ
ろ
う
。

元
島
名
で
は
十
五
日
か
、
二
十
日
に
柿
の
木
の
所
へ
行
っ
て
成
木
責
め
を
し
た
。
 

関
家
で
は
小
正
月
の
作
り
物
の
槌
を
持
っ
て
「ナ
ル
カ
ナ
ン
ネ
エ
カ
、
ナ
ン
ネ
エ 

卜
、
根
カ
ラ
ブ
ッ
キ
ル
ゾ
」
と
唱
え
た
。
昔
話
の
サ
ル
カ
ニ
合
戦
の
カ
ニ
が
、
柿 

の
木
を
育
て
る
し
ぐ
さ
の
原
形
は
、
こ
の
よ
う
な
民
俗
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
ろ 

う
。
東
毛
地
方
に
比
較
的
よ
く
残
っ
た
民
俗
で
あ
る
。

二
十
日
正
月
は
ワ
ラ
正
月
、
ワ
ラ
仕
事
始
め
で
、
作
物
を
し
ば
る
ョ
ツ
ラ
繩
や 

肩
掛
け
繩
、
馬
に
引
か
せ
る
ハ
ョ
繩
な
ど
を
作
っ
て
、
小
黒
柱
に
飾
り
付
け
カ
ユ 

カ
キ
棒
を
挾
ん
で
置
く
が(
京
目
な
ど)

、
二
十
日
ガ
ユ
と
い
っ
て
、
小
豆
ガ
ユ
を 

作
る
家
も
あ
っ
た
。

二
十
日
に
年
神
棚
を
下
げ
て
、
供
え
た
餅
を
焼
い
て
食
べ
た
と
い
う
が
、
正
月 

ジ
マ
ィ
の
行
事
で
あ
ろ
う
。
二
十
日
は
エ
ビ
ス
講
だ
が
、
一
月
は
商
売
エ
ビ
ス(

商 

人
の
エ
ビ
ス
講)

、
十
二
月
は
百
姓
エ
ビ
ス
と
分
け
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

二
月
一
日
を
次
郎
の
一
日(

つ
い
た
ち)

と
い
い
、
元
旦
を
太
郎
の
一
日
と
い 

う
い
い
方
が
あ
っ
た(

下
斎
田)

。

節
分
の
ヤ
ッ
カ
ガ
シ
を
ト
ボ
グ
チ
に
さ
し
て
厄
除
け
に
す
る
が
、
大
沢
で
は
蕃 

儀
か
ら
帰
っ
て
ト
ボ
グ
チ
を
入
る
時
、
こ
の
ヤ
ッ
カ
ガ
シ
を
振
っ
て
身
を
清
め
る 

と
い
う
。
呪
物
と
し
て
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

ヒ
ナ
の
節
供
の
次
の
日
を
セ
チ
マ
、節
供
ガ
ラ
と
呼
ん
で
遊
び
日
に
し
て
い
た
。
 

祭
日
の
翌
日
を
休
日
と
し
て
、
祭
り
行
事
と
休
み
を
分
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヒ 

ナ
人
形
は
八
日
節
供
に
し
ま
う
が
、
し
ま
う
時
に
古
い
ヒ
ナ
人
形
は
川
に
流
し
た
。

四
月
八
日
に
は
悪
病
除
け(

虫
除
け)

と
し
て
、
短

冊

に

「
千
早
振
る
卯
月
八 

日
は
吉
日
よ
、
髪
長
虫
の
ご
成
敗
か
な
」
と
書
い
て
、
便
所
、
物
置
、
勝
手
な
ど 

の
柱
に
貼
る
家
が
あ
る
。
藤
岡
市
上
日
野
で
も
聞
い
た
が
、
祈
禱
者
が
伝
え
た
呪

い
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
三
隣
亡
除
け
の
猿
田
彦
大
神
の
碑
を
屋
敷
の
隅
に
立
て 

る
流
行
が
昭
和
初
年
に
あ
っ
て
、
ど
こ
の
家
で
も
立
て
て
あ
っ
た(

大
沢)

。

四
月
十
五
日
に
オ
コ
餅
を
つ
く
が
、
こ
の
餅
を
食
う
と
農
繁
期
に
入
る
の
で
、
 

地
獄
餅
と
呼
び
、
秋
仕
事
が
終
っ
た
十
二
月
十
五
日
に
つ
く
油
餅
を
、
極
楽
餅
と 

呼
ぶ
の
に
対
応
し
て
い
る
。

麦
の
穂
が
出
る
こ
ろ
の
寅
の
日
を
、
出
穂
寅
と
呼
ん
で
祝
っ
た
の
は
、
多
野
郡 

山
間
部
の
寅
祭
り
と
共
通
す
る
麦
の
民
俗
と
し
て
興
味
深
い
。

盆
前
の
七
日
間
を
屋
敷
の
ヵ
ド
で
、
麦
わ
ら
を
燃
や
す
行
事
を
七
晚
焼
き
、
七 

晚
げ
な
ど
と
い
う
が
、
七

月I

日
か
ら
七
日
間
と
か
、
土
用
の
七
日
間
と
か
、
七 

夕
か
ら
盆
迎
え
の
十
三
日
ま
で
の
七
日
間
と
か
、
ム
ラ
に
よ
っ
て
日
取
り
が
違
う
。
 

燃
し
た
灰
を
た
た
い
て
門
に
広
げ
、
悪
い
病
気
を
入
れ
な
い
呪
い
と
す
る
家
も
あ 

る
。盆

棚
の
上
や
下
の
方
に
マ
コ
モ
で
編
ん
た
敷
き
物
を
敷
く
こ
と
は
、
東
毛
地
方 

に
か
け
て
多
い
風
習
で
あ
る
。

盆
迎
え
を
し
て
来
て
家
へ
入
る
時
は
、
緣
側
か
ら
直
接
座
敷
に
上
る
の
で
、
緣 

側
に
仏
の
足
洗
い
用
と
し
て
空
の
た
ら
い
を
置
く
と
い
う
。
遠
来
の
大
事
な
仏
を 

迎
え
る
気
持
が
表
わ
れ
た
風
習
で
あ
る
。

盆
の
時
、
野
回
り
の
行
事
が
あ
りr

ジ
ィ
サ
ン
ニ
田
ン
ボ
ヲ
見
セ
テ
ク
ル
」
と 

い
っ
て
、
先
祖
の
位
牌
を
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
田
ん
ぼ
を
一
回
り
し
た
。
帰
り
に 

豆
や
芋
を
取
っ
て
来
て
盆
棚
へ
供
え
る
家
も
あ
り
、
農
家
ら
し
い
風
習
で
あ
る
。
 

こ
れ
も
東
毛
地
方
に
見
ら
れ
る
。

旧
十
月
は
神
無
月
で
、
神
様
が
白
馬
に
乗
っ
て
出
雲
へ
集
ま
る
が
、

エ
ビ
ス
、
 

大
黒
が
留
守
居
を
し
て
い
る
と
い
う
。
だ
か
ら
留
守
神
に
供
え
た
物
を
若
者
が
食 

べ
る
と
、
嫁
•

婿
に
行
け
な
い
と
い
う
。

大
沢
で
は
旧
十
月
八
日(

十
日
夜
の
二
日
前)

に
薬
師
様(

中
世
の
石
仏)

を 

祭
る
が
、
こ
の
晚
は
「風
の
子
か
生
ま
れ
る
日
」
な
の
で
、
必
ず
風
か
吹
く
と
い 

う
。
効
験
の
著
し
い
神
仏
が
示
現
す
る
時
、
天
候
に
異
変
が
起
る
と
い
う
信
仰
に 

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。



冬
至
に
は
ユ
ズ
や
ト
ウ
ナ
ス(

カ
ボ
チ
ャ)

を
風
呂
に
入
れ
て
、
ト
ウ
ナ
ス
湯 

に
入
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
。

一
般
に
は
ユ
ズ
湯
と
い
う
の
に
対
し
て
、
 

ト
ウ
ナ
ス
を
入
れ
る
の
は
珍
し
い
。

屋
敷
祭
り
の
時
、
屋
敷
稲
荷
の
祠
へ
供
え
物
を
し
て
帰
る
時
、
「
ア
ト
ヲ
振
リ
カ 

エ
ル
ナ
」
と
注
意
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
仕
事
を
や
り
っ
放
し
で
反
省
の
な
い
こ
と 

を

「屋
敷
祭
ノ
ヨ
ウ
ダ
」r

稲
荷
様
ノ
ヨ
ウ
ダ
」
と
た
と
え
て
い
う
の
は
興
味
深
い
。
 

年
の
暮
に
な
る
と
女
衆
は
忙
し
か
っ
た
。
十
二
月
二
十
五
日
の
暮
市
で
布
を 

買
っ
て
来
て
、
家
事
の
合
間
を
見
付
け
て
正
月
ま
で
に
、家
族
の
新
し
い
着
物
を 

仕
立
て
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
忙
し
さ
は
格
別
だ
っ
た
。

こ
こ
で
は
「
師
走
女
二
盆 

坊
主
」
と
呼
ん
で
、
忙
し
さ
を
形
容
し
て
い
る
。

以
上
、
年
中
行
事
の
中
か
ら
目
に
つ
い
た
も
の
を
拾
い
あ
げ
て
み
た
。

な
お
、
資
料
の
配
列
は
川
の
上
流
か
ら
下
流
へ
と
並
べ
て
、
重
複
し
な
が
ら
も 

地
域
の
変
化
が
見
ら
れ
る
ょ
う
に
考
慮
し
た
。(

関
口
正
巳)

一
 

月

元 

日

年
男 

年
男
が
若
水
を
汲
ん
で
茶
を
わ
か
し
、
神
様
に
進
ぜ
る
。
実
際
は
女
が 

炊
事
の
用
意
を
や
り
、
神
仏
に
進
ぜ
る
だ
け
年
男
が
す
る
家
が
多
い
。(

大
沢)

年
男
は
正
月
中
を
通
じ
て
朝
晩
の
供
え
等
神
に
関
す
る
一
切
を
す
る
役
で
、

一
 

家
の
長
男
で
あ
る
若
い
男
子
が
あ
た
る
。
若
水
を
汲
み
、
そ
の
水
で
焚
い
た
朝
湯 

に
入
っ
て
供
え
物
を
す
る
。
ま
た
棚
つ
く
り
、
元
旦
の
年
賀
も
仕
事
で
、
諏
訪
社 

へ
参
っ
て
お
さ
ご
を
上
げ
、
帰
り
に
菩
提
寺
へ
も
寄
る
。(

西
横
手)

年
男
は
そ
の
家
の
長
男
が
な
る
。

一
日
の
午
前
二
時
頃
風
呂
を
わ
か
し
て
入
り 

身
を
清
め
た
り
、
神
様
に
水•

雑
煮
な
ど
を
供
え
る
。
風
呂
に
家
の
人
、
仲
の
良 

い
人
に
入
っ
て
も
ら
う
。(

中
島)

年
男
は
家
の
主
人
が
な
る
。
正
月
三
ガ
日
は
年
男
が
一
番
先
に
起
き
て
、
雑
煮

を
こ
し
ら
え
る(

下
斎
田)

若
水
元
旦
に
井
戸
の
水
を
手
桶
に
汲
ん
で
、
カ
メ
に
入
れ
る
。

こ
の
水
で
茶 

を
わ
か
し
て
、
年
男
が
神
に
進
ぜ
る
。(

大
沢)

家
の
井
戸
に
注
連
を
張
り
、
新
調
し
た
桶
或
い
は
バ
ケ
ツ
に
注
連
を
張
っ
た
若 

水
桶
で
汲
む
。
こ
の
水
で
正
月
様
に
お
茶
を
進
ぜ
た
り
、
朝
湯
を
沸
か
す
。(

西
横 

手)
年
男
は
か
ざ
り
の
し
て
あ
る
桶
で
井
戸
か
ら
若
水
を
汲
み
、
お
茶
を
わ
か
し
て 

神
様
に
供
え
た
り
、
雑
煮
を
作
っ
た
り
し
た
。(

中
島)

年
男
が
井
戸
か
ら
手
桶
で
汲
ん
で
き
て
、
若
水
で
御
飯
を
た
い
た
り
、
お
茶
を 

入
れ
た
り
し
た
。
若
水
を
神
仏
に
あ
げ
る
。(

下
斎
田)

朝
湯 

元
日
の
朝
、
五
軒
一
組
位
に
な
っ
て
、
当
番
の
家
が
風
呂
を
湧
か
せ
た
。
 

午
前
三
時
頃
に
は
湧
か
せ
て
「湯
が
湧
い
た
ょ
う
。
」
と
ふ
れ
歩
い
た
。(

島
野) 

朝
湯
は
西
横
手
の
小
字
東
、
中
、
西
の
三
地
区
各
々
ニ
ニ
、
四
戸
の
範
囲
内
で
当 

番
が
あ
り
、
た
い
た
家
で
人
を
呼
ぶ
。
入
る
順
は
年
男
を
先
に
す
る
以
外
は
特
別 

な
い
。
元
旦
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。(

西
横
手)

朝
湯
は
三
十
一
日
に
水
を
く
ん
で
お
い
て
年
男
が
一
番
先
に
入
り
、
近
所
の
人
、
 

家
の
人
、
女
衆
の
順
で
入
っ
た
。
昼
頃
ま
で
か
か
っ
た
し
湯
も
き
た
な
く
な
っ
た
。
 

(

中
島)

供
え
物 

年
神
様
の
他
、
門
松
と
屋
敷
神
様
に
神
の
鉢
に
入
れ
て
供
え
る
。
三 

ガ
日
は
前
日
上
げ
た
も
の
の
上
に
次
々
重
ね
て
ゆ
き
、
四
日
の
お
棚
さ
が
し
に
初 

め
て
さ
げ
る
。
さ
げ
た
も
の
は
七
日
ま
で
と
っ
て
お
い
て
、
七
草
が
ゆ
に
混
ぜ
て 

食
べ
る
。
四
日
以
後
の
供
え
物
は
そ
の
度
に
器
を
改
め
る(

西
横
手)

柳
の
箸
川
端
か
ら
ヤ
ナ
ギ
の
枝
を
取
っ
て
来
て
、
暮
に
先
の
方
の
皮
を
む
い 

て
箸
を
作
る
。
神
様
に
進
ぜ
る
食
物
は
こ
の
箸
を
使
う
。
正
月
中
は
家
の
者
が
ヤ 

ナ
ギ
の
箸
を
使
う
。

で
っ
か
い
マ
ナ
箸
も
ヤ
ナ
ギ
で
作
っ
て
使
う
。(

大
沢)

年
の
暮
に
な
る
と
、
柳
の
箸
を
作
っ
た
。
柳
の
木
を
せ
い
ろ
で
ふ
か
す
と
、
皮 

が
む
け
る
。
作
っ
た
箸
は
、
正
月
様
に
進
ぜ
る
。
昔
は
、
年
間
使
う
箸
を
作
っ
た
。



(

下
滝)

今
井
家
で
は
正
月
三
ガ
日
、
柳
の
木
の
箸
を
使
う
。
柳
の
箸
は
ド
ン
ド
焼
き
に 

も
す
。(

下
斎
田)

縁
起
子
ど
も
も
大
人
も
お
金
を
使
わ
な
い
で
貯
蓄
し
た
。
三
日
間
清
掃
し
な 

い
で
家
の
中
に
は
き
こ
ん
だ
。(

中
島)

初
参
り 

元
日
に
鎮
守
八
坂
神
社
へ
男
衆
が
初
参
り
に
寄
る
。
そ
の
後
、
善
勝 

寺
へ
歩
い
て
参
詣
し
た
。
神
社
へ
は
オ
サ
ゴ(

米)

、
寺
へ
は
お
金(

お
年
玉•

ご 

年
頭)

を
包
ん
で
行
く
。

そ
の
後
、
内
々
の
親
戚
へ
ご
年
始
に
回
っ
た
。(

大
沢)

お
参
り
は
榛
名
神
社•

善
勝
寺
へ
出
か
け
た
。(

中
島)

元
旦
の
朝
暗
い
う
ち
に
鎮
守
様
に
お
参
り
に
行
く
。
神
主
が
ノ
り
卜
を
ぁ
げ
て 

く
れ
る
。(

下
斎
田)

年
始
一
月
一
日
に
は
京
目
の
各
戸
の
主
人
、
或
い
は
一
人
前
の
男
が
全
部 

揃
っ
て
、
戸
別
に
年
始
参
り
を
し
た
。
ま
た
一
月
二
日
に
は
各
戸
の
奥
さ
ん
が
戸 

別
に
年
始
参
り
を
し
た
。(

京
目)

年
始
回
り
は
朝
参
り
後
、
元
旦
の
午
前
中
か
け
て
戸
主
が
西
横
手
村
の
三
七
戸 

全
て
を
回
る
。
何
も
持
た
ず
、
訪
問
の
順
番
も
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
家 

を
起
点
に
左
廻
り
に
歩
い
た
。
今
は
戸
数
も
七
五
に
増
え
、
懇
意
の
家
だ
け
し
か 

回
ら
な
い
。(

西
横
手)

年
始
回
り
は
六
〇
軒
か
ら
七
〇
軒
く
ら
い
ぁ
っ
た
町
内
を
半
日
く
ら
い
か
か
っ 

て
回
っ
た
。
各
家
で
は
戸
を
は
ず
し
て
待
っ
て
い
た
。(

中
島)

昔
は
村
中
を
隣
保
班
が
ま
と
ま
っ
て
廻
っ
て
歩
い
た
。
大
き
な
家
で
は
オ
モ
テ 

ザ
ス
キ
で
お
と
そ
を
出
し
た
。
手
ぶ
ら
で
「
オ
メ
デ
ト
ウ
」
と
仁
義
に
行
っ
た
。
 

(

下
斎
田)

家
例 

餅
家
例•

ソ
バ 

家
例
な
ど
、
家
に
ょ
っ
て
違
う
が
、
三
ガ
日
は
ソ
バ(

ウ 

ド
ン)

家
例
の
家
が
多
い
。(

大
沢)

元
旦
に
は
朝
ソ
バ
を
作
り
、
大
根
を
松
葉
切
り
に
し
て
ゆ
で
た
コ
と
と
も
に
、
 

カ
ド
松
な
ど
の
松
飾
り
に
進
ぜ
て
回
る
。
太
陽
が
上
ら
な
い
う
ち
、
早
い
方
が
ご

馳
走
で
、
「
ツ
ル
ハ
千
年
、
カ
メ
ハ
万
年
ノ
祝
イ
」
と
い
っ
て
松
の
シ
ン
に
く
っ
つ 

け
て
回
る
。

夕
方
も
同
様
に
松
に
進
ぜ
る
が
、
遅
い
方
が
い
い
。(

大
沢)

三
ガ
日
の
朝
そ
ば
を
食
べ
る
の
を
そ
ば
家
例
、
餅
を
食
べ
る
の
を
餅
家
例
と
言 

う
。
昼
食
は
指
定
さ
れ
な
い
が
、
夕
食
は
元
日
が
「米
の
御
飯
に
鮭
添
ぇ
て
、
柳 

の
箸
で
サ
ラ
サ
ラ
」
。
ま
た
二
日
の
晩
、
或
い
は
三
ガ
日
の
中
の
い
つ
か
の
晩
に
中 

気
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
と
ト
ロ
ロ
を
食
べ
る
。(

西
横
手)

正
月
の
食
事
は
ダ
イ
コ
ン
は
大
黒
で
縁
起
が
よ
い
。
菜
類
は
泣
く
で
緣
起
悪
い 

の
で
七
日
過
ぎ
な
け
れ
ば
食
べ
な
い
。
元
日
か
ら
二
日
ま
で
の
朝
食
は
男
衆
が
用 

意
し
た
。(

中
島)

木

暮•

関
根
イ
ッ
ケ
は
元
日
か
ら
二
日
は
朝
食
そ
ば
。
田
口
イ
ツ
ケ
は
元
日
か 

ら
三
日
は
朝
食
に
ぞ
う
に
。

四
日
以
後
は
関
根
イ
ッ
ケ
で
も
雑
煮
は
食
べ
た
。(

中
島)

正
月
ニ
ガ
日
、
田
口
家
で
は
オ
コ
ウ
コ
と
菜
は
食
べ
な
か
っ
た
。
菜

は

「
泣
く
」 

と
い
っ
て
き
ら
っ
た
。(

下
斎
田)

今
井
家
で
は
正
月
ニ
ガ
日
は
餅
は
食
べ
ず
、、っ
ど
ん
を
食
べ
る
エ
ン
ギ
だ
っ
た
。
 

暮
れ
に
は
餅
を
つ
い
て
お
き
、

一
月
四
日
か
ら
食
べ
る
。
三
ガ
日
の
う
ち
に
餅
を 

食
べ
る
と
頭
に
お
で
き
が
で
き
る
と
い
う
。(

下
斎
田)

初
絵
売
り
美
濃
半
紙
大
の
紙
に
七
福
神
や
絹
笠
様
と
い
う
、
桑
を
も
ち
馬
に 

乗
っ
た
養
蚕
の
女
神
等
を
画
い
た
も
の
を
、
元
旦
の
暗
い
う
ち
に
売
り
に
来
た
。
 

一
枚
五
銭
か
ら
十
銭
。
ど
こ
か
ら
来
る
人
達
か
は
解
ら
な
い
。(

そ
の
他
、
飾
り
菓 

子
と
い
っ
て
小
正
月
に
繭
玉
と
い
っ
し
ょ
に
飾
る
も
の
を
売
り
に
来
る
人
も
あ
っ 

た
。)

万
歳
も
、
大
正
八
九
年
頃
に
は
二
人
連
れ
で
来
て
い
た
。(

西
横
手)

二 

日

ト
ロ
ロ
汁 

ト
ロ
ロ
芋
を
す
っ
て
、
家
の
入
口
に
塗
り
付
け
る
。(

西
横
手) 

百
姓
は
普
通
こ
の
日
を
仕
事
初
め
に
は
し
な
い
。

こ
の
日
の
午
前
中
、
主
婦
が 

一
升
析
大
に
切
っ
た
の
し
餅
を
二
枚
持
っ
て
善
勝
寺
へ
参
る
。
夕
食
に
は
と
ろ
ろ



飯
を
食
べ
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
と
言
、っ
。(

或
い
は
こ
れ
を
食
べ
る
の
は
三
ガ
日 

の
中
の
い
つ
か
、
と
い
う
家
も
あ
る
。)
(

西
横
手)

初

市

高

崎

観

音

様

の

市

へ

荷

車(

リ
ヤ
カ
—)

を
引
い
て
行
き
、

一
年
中
使

え
る
物
を
買
っ
て
来
た
。
店
で
は
手
ぬ
ぐ
い
な
ど
を
く
れ
た
。(

大
沢)

一
月
二
日
に
玉
村
町
で
初
売
リ
が
あ
っ
た
。(

下
斎
田)

職

人

の

仕

事

は

じ

め(

事
は
じ
め)

鍛

冶

屋•

大
工
が
仕
事
を
は
じ
め
た
。
 

農

具
•

倉
に
か
ざ
リ
つ
け
を
し
た
。(

中
島)

三 

日

大
師
様 

前
橋
竜
海
院
な
ど
へ
お
参
リ
し
た
。(

大
沢)

厄
落
と
し 

厄
年
の
他
、
前
厄
、
後
厄
に
も
川
崎
大
師
な
ど
へ
お
参
リ
に
行
く 

人
も
あ
っ
た
。
女
の
子
達
の
羽
根
つ
き
歌
に
言
う
。
「
お
正
月
は
三
日
の
日
、
大
師 

様
の
お
祭
り
で
、
お
ば
さ
ん
所
へ
寄
っ
た
ら
ば
、
芋
の
煮
っ
こ
ろ
が
し
を
つ
ん
だ 

し
て
、
も
一
つ
お
く
れ
と
ゆ
っ
た
ら
ば
、
横
目
で
に
ら
ん
だ
」
或

い

は

「
お
正
月 

は
三
日
の
日
、
大
師
様
の
お
祭
り
で
芋
煮
て
つ
ん
出
し
た
。
蕪
煮
て
つ
ん
出
し
た
、
 

も
一
つ
お
く
れ
と
ゆ
っ
た
ら
ば
目
ロ
あ
い
て
に
ら
ん
だ
」

中
島
で
は
、
子
が
厄
年
に
な
る
と
便
所
の
神
に
膳
部
を
供
え
、
そ
れ
を
下
げ
て 

来
て
子
に
食
べ
さ
せ
る
と
聞
い
た
。(

西
横
手)

門
付 

三
河
万
歳
や
獅
子
が
回
っ
て
き
た
。
お
金
や
も
ち
を
や
っ
た
。(

中
島)

四 

日

才
棚
サ
ガ
シ 

三
ガ
日
に
年
神
棚
へ
供
え
た
物
は
お
寺
様
に
見
せ
る
も
の
で
は 

な
い
の
で
、
下
げ
て
お
雑
煮
に
し
て
食
べ
る(

大
沢)

お
棚
探
し
は
四
日
。

こ
の
日
お
寺
様
の
年
始
が
来
な
い
う
ち
に
供
え
も
の
を
下 

げ
て
し
ま
う
。(

島
野)

四
日
に
、
寺
か
ら
の
年
始
が
来
る
前
に
、
三
ガ
日
の
供
え
も
の
を
さ
げ
る
。(

西

横
手)四

日
の
朝
、
お
寺
の
年
始
が
来
る
前
に
正
月
棚
の
供
え
も
の
を
下
げ
た
。(

中
島)

坊
さ
ん
の
年
始
寺
か
ら
坊
さ
ん
が
年
始
に
家
々
を
回
っ
て
来
る
。
年
頭
の
お 

返
し
に
シ
ャ
モ
ジ•
,
マ
ッ
チ
な
ど
を
持
っ
て
く
る
。
年
頭
に
行
っ
た
金
額
に
よ
っ 

て
お
返
し
に
差
を
つ
け
る
。(

大
沢)

「善
勝
寺
年
頭
」
と
い
っ
て
、
お
寺
か
ら
年
始
に
来
た
。(

中
島)

寺
の
年
始
は
、

一
月
四
日
。
寺
か
ら
年
始
が
く
る
前
に
神
棚
の
供
え
餅
な
ど
を 

お
ろ
し
て
お
く
。
慈
眼
寺
か
ら
坊
さ
ん
が
人
力
車
に
乗
っ
て
や
っ
て
来
た
。
寺
の 

近
所
か
ら
頼
ま
れ
た
子
供
た
ち
が
「
ダ
ィ
ブ
、
ゴ
ネ
ン
ト
ウ
」
と
大
声
で
言
っ
て 

来
た
。
檀
家
の
人
た
ち
は
道
路
に
出
て
、
お
じ
ぎ
し
た
。

お
札
と
つ
け
木
を
持
っ 

て
く
る
。
「
キ
タ
ン
チ
」
と

「
ト
ウ
メ
ン
チ
」
だ
け
は
院
号
つ
き
の
家
だ
っ
た
の
で
、
 

こ
の
二
軒
に
は
寄
っ
た
が
、
他
の
家
は
寄
ら
な
か
っ
た
。(

下
斎
田)

嫁
.

婿
の
年
始 

嫁
の
実
家
へ
嫁•

婿
が
年
始
に
行
く
。

お
茶
と
手
ぬ
ぐ
い
や 

塩
ガ
マ
な
ど
を
持
っ
て
行
っ
た
。
ナ
ベ
カ
リ
と
い
っ
て
大
判
の
餅
を
持
っ
て
行
く 

こ
と
は
、
よ
そ
村
で
は
し
た
が
、
大
沢
で
は
し
な
い
。(

大
沢)

一
月
四
日
は
、
初
嫁
の
里
帰
り
、
初
婿
の
年
始
と
い
ぅ
。

ご
年
賀
は
適
当
な
も 

の
を
持
っ
て
行
っ
た
。(

京
目)

四
日
は
寺
か
ら
、
元
旦
の
年
賀
の
返
礼
の
意
で
坊
さ
ん
が
年
賀
に
来
る
。
先
に 

「善
勝
寺
お
め
で
と
ぅ
」

の
土
産
を
持
っ
た
子
ど
も
が
報
ら
せ
、
そ
の
後
か
ら
坊 

さ
ん
が
回
り
、
各
家
で
は
緣
側
に
ご
ざ
を
敷
い
て
こ
れ
を
迎
え
る
。
ま
た
初
め
て 

正
月
を
迎
え
た
新
婚
夫
婦
は
、
そ
ろ
っ
て
嫁
の
実
家
へ
年
賀
に
行
く
。(

西
横
手) 

四
日
は
婿
の
年
始
日
で
、
嫁
の
実
家
へ
行
っ
て
御
馳
走
を
作
っ•
て
き
た
。(

中
島) 

婿
は
一
月
四
日
に
年
始
に
行
く
。
新
婚
の
夫
婦
も
四
日
に
は
結
婚
後
何
年
か
実 

家
に
年
始
に
行
っ
た
。(

下
斎
田)

鍋

借

り

一

月

四

日

。
嫁
と
婿
が
嫁
の
実
家
に
い
っ
て
よ
ば
れ
て
く
る
。(

八
幡 

原)
反

町

薬

師(

旧
一
月
四
日)

四
才
の
子
を
反
町
薬
師
へ
連
れ
て
行
き
、
六
三 

除
け
を
し
て
来
た
。

そ
の
こ
ろ
は
川(

利
根
川)

を
舟
で
渡
っ
た
。(

大
沢)



五 

日

年
始
日 

五
日
が
大
沢
地
区
の
年
始
受
け
の
日
で
、
親
戚
か
ら
年
始
客
が
来
た
。
 

草
競
馬
を
し
て
に
ぎ
わ
っ
た
。(

大
沢)

五
カ
ン
日 

五
日
ま
で
を
五
カ
ン
ニ
チ
と
い
っ
て
正
月
休
み
で
六
日
か
ら
仕
事 

に
出
た
。(

中
島)

六 

日

六
日
年 

四
日
に
お
客
に
行
っ
た
嫁
は
六
日
ま
で
に
帰
っ
て
来
る
。

二
と
こ
で 

年
を
取
る
も
の
で
は
な
い
。
必
ず
家
に
帰
っ
て
年
取
り
を
し
ろ
と
い
う
。
「
馬
の
年 

取
り
」
と
は
い
わ
な
い
。(

大
沢)

一
月
六
日
は
六
日
ど
し
。

一
月
四
日
に
、
嫁
は
お
客
に
行
っ
て
も
、
六
日
ど
し 

だ
か
ら
、
そ
れ
よ
り
前
に
帰
っ
て
こ
い
と
い
わ
れ
た
。

一
 

年
に
ニ
カ
所
で
と
し
と
り
を
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。(

京 

目)
六
日
歳
の
日
は
本
当
に
と
し
を
取
る
と
言
っ
て
、
戸
主
は
必
ず
在
宅
し
た
。(

西

横
手)一

月
六
日
は
マ
ル
メ
ド
シ
と
も
い
う
。
御
飯
を
丸
め
て
団
子
く
ら
い
の
大
き
さ 

に
し
て
、
六
個
つ
く
り
、
豆
ガ
ラ
の
木
を
六
本
立
て
て
神
の
鉢
に
入
れ
て
神
棚
に 

あ
げ
た
。
六
日
の
朝
。(

下
斎
田)

六
日
ダ
メ 

下
肥
え
の
タ
メ
を
出
し
て
、
仕
事
始
め
に
畑
の
麦
に
く
れ
る
。
畑 

が
凍
っ
て
い
る
う
ち
に
出
し
て
か
ら
、
そ
の
日
は
遊
ぶ
。(

大
沢)

こ
の
日
、
六
日
年
と
い
っ
て
必
ず
肥
溜
を
出
し
た
。(

島
野)

六
日
溜
め
と
い
い
、
六
日
に
下
肥
え
を
上
げ
、

こ
れ
を
以
っ
て
仕
事
始
め
と
す 

る
家
が
あ
る
。(

西
横
手)

仕
事
始
め
一
月
六
日
は
百
姓
の
仕
事
始
め
な
の
で
ち
ょ
っ
と
仕
事
の
真
似
を

す
る
。(

下
斎
田)

一
月
六
日
に
仕
事
初
め
を
行
な
っ
た
。

ク
ズ
か
き
、
林
の
下
刈
り
な
ど
で
あ
っ

た
。(

中
島)

仕
事
は
じ
め
に
ま
き
ご
さ
え
を
す
る
の
で
山
に
行
っ
た
。
農
家
で
は
仕
事
を
始 

め
た
。(

中
島)

一
月
六
日
に
山
は
じ
め
、
仕
事
は
じ
め
を
行
な
っ
た
。

山
初
め
は
ク
ズ
カ
キ
と
下
刈
り
ぐ
ら
い
だ
っ
た
。

仕
事
は
じ
め
は
、
わ
ら
仕
事
が
主
で
俵
編
み
、
な
わ
な
い
、
い
つ
ら
作
り
で
あ
っ 

た
。

こ
こ
で
は
队
作
り
は
な
か
っ
た
。

俵
に
は
籾
俵
、
ぬ
か
俵
と
い
い
一
石
入
り
の
も
の
と
米
俵
四
斗
五
升
入
り
の
も 

の
を
作
っ
た
。
ま
た
、
俵

パ

シ
(

サ
ン
ダ
ワ
ラ)

も
作
っ
た
。

い
つ
ら
は
十
二
本 

で
一
駄
と
し
た
。(

檟
町)

カ
ゴ
木
伐
り 

マ
ユ
玉
木
を
カ
ゴ
木
と
い
い
、
川
端
の
柳
を
伐
っ
て
来
る
。
伐
っ 

た
木
は
稲
荷
様(

ウ
ジ
神
様)

の
所
に
束
ね
て
置
き
、
小
正
月
に
マ
ユ
玉
を
さ
す
。
 

柳
の
枝
は
苦
く
な
い
と
い
う
。(

大
沢)

六
日
爪
一
月
六
日
は
爪
を
切
る
日
で
あ
っ
た
。(

八
幡
原)

七 

日

七
草
ガ
ユ 

五

カ

ン

日(

元
日
か
ら
五
日
ま
で)

に
神
様
に
供
え
た
物
を
下
げ 

て
、
七
草
の
オ
ジ
ャ
に
入
れ
て
食
べ
る
。(

大
沢)

セ
リ
タ
タ
キ
の
歌 

「
七
草
ナ
ズ
ナ
ノ
セ
り
タ
タ
キ
唐
土
ノ
鳥
ガ
鳴
カ
ナ
ィ
ウ 

チ
ニ
セ
り
タ
タ
ケ
セ
り
タ
タ
ケ
」(

大
沢)

お
正
月
棚
に
進
じ
た
も
の
を
七
草
が
ゆ
の
中
に
入
れ
て
食
べ
る
。
ま
た
、

こ
の 

日
は
年
始
受
け
を
し
た
。(

島
野)

七
草
粥
の
セ
り
だ
け
は
四
日
に
取
っ
て
お
く
。
後
で
取
っ
た
の
は
、
家
に
入
れ 

て
は
い
け
な
い
と
い
う
。
七
日
の
早
朝
、

マ
ナ
ィ
タ
の
上
に
セ
り
を
お
き
、
包
丁 

で
叩
く
。
「
七
草
ナ
ズ
ナ
、
唐
土
の
鳥
が
渡
ら
ぬ
先
に
セ
り
叩
け
ト
ン
ト
ン
」
と
い
っ 

て
叩
く
。(

ー
ツ
谷)

セ
リ
、
ナ
ズ
ナ
を
前
日
ま
で
に
取
っ
て
お
き
、
七
日
の
朝
七
草
が
ゆ
に
し
て
食 

ベ+
る
。
七
草
前
に
菜
を
食
う
と
、
そ
の
年
一
年
中
泣
く
と
言
わ
れ
元
旦
か
ら
菜
を



食
べ
ず
に
来
る
が
、
こ
れ
以
後
食
べ
る
こ
と
に
な
る
。
草
を
切
る
時
、
「
七
草
ナ
ズ 

ナ
、
唐
土
の
鳥
が
日
本
の
土
地
に
渡
ら
ぬ
う
ち
に
、
く

ち

ば

し

た

た

け

、
は
し 

た

た

け(

西
横
手)

、
或
い
は
——

渡
ら
ぬ
さ
き
に
、
セ
リ
た
た
け-
^
 
(

宿
横
手) 

と
唱
え
な
が
ら
ま
な
い
た
を
包
丁
で
た
た
く
。(

西
•

宿
横
手)

五
日
以
前
に
セ
リ•

ナ

ズ

ナ•

ス
ズ
シ
ロ •

ダ

ィ

コ

ン•

ニ
ン
ジ
ン•

ゴ
ボ
ウ 

を

「
ス

ズ

ナ.

ス
ズ
シ
ロ •

セ

リ.

ナ
ズ
ナ.
.

と
う
ど
の
鳥
と
わ
た
ら
ぬ
う
ち 

に
ス
ト
ト
ン
ト
ン
七
草
な
ず
な
の
セ
リ
た
た
き
」
と
唱
え
な
が
ら
き
ざ
ん
で
少
し 

米
を
入
れ
オ
ジ
ャ
を
作
っ
た
。
七
色
に
な
る
ょ
う
に
し
た
。(

中
島)

セ
リ
、
ナ
ズ
ナ
な
ど
を
と
っ
て
き
て
、
粥
を
つ
く
る
。
「
七
草
ナ
ズ
ナ
、
唐
土
の 

鳥
が
渡
ら
ぬ
先
に
」
と
ま
な
板
の
上
で
刻
ん
だ
。(

下
斎
田)

お
松
ひ
き 

七

日

早

朝(

十
一
日
の
家
も
あ
リ
。)

、
松
を
立
て
た
杭
と
松
の
芯 

だ
け
残
し
て
取
リ
払
う
。
取
っ
た
松
な
ど
は
、
子
ど
も
達
が
道
祖
神
の
準
備
の
た' 

め
に
集
め
て
回
る
。(

西
横
手)

爪
切
り 

セ
リ
を
茶
椀
の
水
に
浸
し
て
お
い
て
、
そ
の
水
を
つ
け
て
爪
を
は
ぎ 

る
と
、

一
年
中
生
爪
を
は
が
さ
な
い
、
け
が
を
し
な
い
、
難
が
な
い
と
い
い
、
お 

ば
あ
さ
ん
が
緣
側
で
日
向
ぼ
っ
こ
を
し
な
が
ら
、
爪
を
切
っ
た
。(

大
沢)

蚕

神

少

林

山

か

ら

蚕

の

神

様

を

買

っ

て

く

る(

中
島)

十

一

日

ク
ワ
立
テ 

大
将
軍
の
い
る
方
の
麦
畑(

お
松
を
一
本
持
っ
て
行
っ
て
立
て
、
 

紙
の
オ
ン
ベ
ロ
を
下
げ
、
オ

サ

ゴ•

ゴ
マ
メ
な
ど
を
進
ぜ
る
。
麦
の
サ
ク
を
少
し 

切
る
。(

大
沢)

正
月
の
蔵
開
き
の
日
に
、
大
神
宮
の
神
棚
に
上
げ
た
お
松
と
供
え
餅
を
持
っ
て 

田
ん
ぼ
へ
行
く
。

お
松
を
立
て
て
供
え
物
を
供
え
、
ク
ワ
で
サ
ク
を
三
サ
ク
立
て 

る
。
初
め
て
ク
ワ
を
持
つ
日
で
あ
る
。(

萩
原)

一
月
十
一
日
に
、
主
人
が
、
そ
の
年
の
恵
方
に
あ
た
る
は
た
け
へ
行
っ
て
、
お 

松
を
た
て
て
く
る
。

こ
の
と
き
、
オ
サ
ゴ
と
、
ま

ゆ

玉
(

だ
ん
ご)

を
く
し
に
さ
し
た
も
の
を
あ
げ

て
く
る
。(

島
野)

十
一
日
に
畑
に
烏
が
と
ぶ
前
に
行
っ
て
お
松
を
た
て
、
オ
サ
ゴ
を
供
え
、
作
を 

切
っ
て
く
る
。

こ
の
日
蔵
開
き
も
あ
っ
た
。(

元
島
名)

ク
ワ
タ
テ
祭
リ
を
十
一
日
に
や
る
。
蔵
開
き
と
も
い
う
。

正
月
様
の
松
に
オ
ン
ベ
口
を
つ
け
て
恵
方
の
畑
に
持
っ
て
い
き
、
そ
の
松
に
、
 

白
い
紙
を
敷
い
て
オ
サ
ゴ
と
魚
を
供
え
る
。
そ
の
前
で
サ
ク
を
三
サ
ク
半
き
る
。
 

こ
の
日
は
半
日
仕
事
を
休
む
。(

西
島)

一
月
十
一
日
に
、
ゴ
マ
メ
と
オ
サ
ゴ
を
半
紙
に
包
み
、
お
松
に
つ
け
た
も
の
を
、
 

畑
の
恵
方
に
向
け
て
立
て
る
。(

西
横
手)

「
烏
の
鳴
か
な
い
う
ち(

早
朝)

」
に
田
に
行
き
、
恵
方
に
松
を
立
て
て
、
そ
の 

前
に
ゴ
マ
メ
、

オ
サ
ゴ
、
お
頭
付
き
を
供
え
る
。

そ
し
て
、
松
に
向
か
っ
て
田
を 

三
サ
ク
切
り
、

こ
れ
を
も
っ
て
仕
事
始
め
と
す
る
。(

西
横
手)

ク
ワ
を
一
本
持
っ
て
、

ス
ル
メ•

ゴ

マ

メ.

お
さ
ご
を
も
っ
て
畑
に
行
き
ク
ワ 

で
サ
ク
を
き
り
松
の
木
を
た
て
て
半
紙
の
半
分
を
オ
ン
ベ
口
に
し
、
半
分
を
下
に 

敷
き
、
そ
の
中
に
も
っ
て
き
た
食
べ
も
の
を
入
れ
感
謝
す
る
。(

中
島)

鍬
立
て
は
一
月
十
一
日
に
行
な
っ
た
。
畑
に
三
さ
く
の
さ
く
を
切
り
、
中
央
に 

オ
サ
ゴ
と
ィ
ワ
シ
を
紙
に
包
ん
で
供
え
た
。
松
飾
り
の
松
も
立
て
た
。(

檟
町) 

鍬
を
畑
に
持
っ
て
い
っ
て
、
地
神
様
に
米
を
あ
げ
て
、
松
を
た
て
る
。
地
神
様 

は
土
地
の
神
様
。(

下
斎
田)

蔵
開
キ 

大
沢
の
年
始
受
け
の
日
で
、
日
を
決
め
て
親
類
中
が
年
始
に
来
る
。
 

(

大
沢) 

• 

蔵
開
き
に
は
竹
の
先
に
「
メ
ケ
エ
」(

箕
竹
で
作
っ
た
目
の
荒
い
籠
。
芋
を
洗
っ 

た
り
す
る
時
に
使
う)

を
つ
け
、
蔵
の
前
に
立
て
る
。
竹
の
長
く
高
い
程
、
福
が 

こ
ろ
が
り
込
む
。(

西
横
手)

雑
煮
を
作
り
、蔵
を
開
け
祝
う
。
田
口
の
家
で
は
新
宅•

坊
さ
ん
を
ょ
び
酒•

御 

馳
走
を
食
べ
る
。(

中
島)

蔵
の
あ
る
家
で
は
こ
の
日
に
蔵
の
戸
を
開
け
て
、
餅
を
一
臼
つ
い
て
、
供
え
る
。
 

(

下
斎
田)



十

三

日

飾
り
カ
エ 

大
正
月
の
お
松
飾
り
を
十
二
日
に
下
げ
る
。
道
祖
神
の
子
供
が
集 

め
に
来
て
、
り
ヤ
カ
ー
に
積
ん
で
い
く
の
で
、
お
金
を
や
っ
て
頼
ん
だ
。

お
松
飾
り
の
代
り
に
マ
ユ
玉
を
飾
る
。(

大
沢)

十
三
日
に
山
に
カ
ゴ
ギ
を
伐
り
に
行
く
。
カ
ゴ
ギ
は
繭
玉
を
飾
る
木
の
こ
と
で
、
 

何
木
と
い
う
き
ま
り
は
な
か
っ
た
が
、
櫓
や
桑
が
多
か
っ
た
。

ハ
ナ
は
ニ
ワ
ト
コ 

で
つ
く
り
、
オ
ッ
カ
ド
は
使
わ
な
い
。

カ
ユ
カ
キ
棒
も
つ
く
る
。

ニ
ワ
ト
コ
の
ツ 

チ
を
一
対
つ
く
る
。

ッ
チ
は
成
木
責
の
に
使
う
。(

元
島
名)

ケ
ズ
り
バ
ナ
は
ニ
ワ
ト
コ
の
枝
を
け
ず
っ
て
ハ
ナ
を
か
い
て
飾
る
。(

大
沢) 

ハ
ラ
ミ
バ
シ 

ニ
ワ
ト
コ
の
木
も
十
文
字
に
切
っ
て
、

一
膳
に
し
て
、
神
様
に 

供
え
る
も
の
を
専
門
に
は
さ
ん
だ
。(

中
島)

ジ
ュ
ウ
ロ
ク
と
い
っ
て
、

ニ
ワ
ト
コ
の
長
い
木
を
二
本
、
花
に
削
っ
て
、
半
紙 

に
包
み
、
水
引
き
を
か
け
て
、
オ
モ
テ
ザ
ス
キ
の
鴨
居
の
上
に
飾
っ
た
。(

八
幡
原) 

飾
り
替
え
は
十
三
日
。

こ
の
日
、
門
松
を
と
り
、
ま
ゆ
玉
か
ざ
り
を
し
た
。
山 

か
ら
木
を
と
っ
て
来
て
米
の
粉
で
ま
ゆ
玉
を
作
り
、
そ
の
木
に
刺
し
て
、
部
屋
に 

か
ざ
っ
た
。
木
は
柳
、
樫
、
桑
の
木
な
ど
。

ま
ゆ
玉
に
使
う
木
は
誰
れ
の
山
の
も 

の
を
切
っ
て
来
て
も
文
句
を
い
わ
れ
な
か
っ
た
。

ま
ゆ
玉
の
う
ち
、
特
に
大
き
い
も
の
を
十
六
個
作
っ
て
木
に
か
ざ
っ
た
。

お
蚕 

の
足
か
十
六
本
あ
る
か
ら
た
と
い
う
。(

島
野)

マ
ユ
玉 

十
六
日
に
米•

ク
ズ
米
を
粉
に
ひ
い
て
こ
ね
、

マ
ユ
玉
を
作
る
。

マ 

ユ
玉
は
丸
形
、

マ
ユ
形
、
野

菜

の

形(

ィ

モ

‘
ナ

ス•

ィ

ン

ゲ

ン.

ト
ウ
ナ
ス
な 

ど)

、
モ

メ

ン(

花
び
ら
を
付
け
て
開
く
形)

、
鳥
の
形
な
ど
を
作
り
、
ド
ウ
ブ
カ 

シ
の
中
に
並
べ
て
ふ
か
し
、
柳
の
枝
に
さ
す
。

元
旦
に
初
絵
と
一
緒
に
売
り
に
来
た
飾
り
菓
子
も
吊
る
す
。

マ

ユ

玉

は

「
十
六
」
と
い
い
、
大
き
な
マ
ユ
形
に
作
り
、
特
別
太
く
長
い
枝
に 

さ
し
て
座
敷
の
真
中
に
飾
っ
た
り
、
天
井
か
ら
吊
る
し
た
り
し
た
。
十
六
と
一
緒 

に
餅
を
ア
ン
餅
の
形
に
作
り
、
枝
に
さ
し
て
神
棚
の
前
に
飾
る
。

マ
ユ
玉
は
座
敷
の
真
中
に
大
き
い
ボ
ク
に
さ
し
て
飾
る
の
も
作
る
。
小
さ
い
枝 

に
さ
し
た
も
の
を
、
お
松
飾
り
の
代
わ
り
に
飾
る
。

マ
ユ
玉
は
米
の
粉
一
〜
二
斗
も
作
り
、
春
う
ち
焼
い
て
食
べ
た
。(

大
沢) 

一
月
十
三
日
に
ま
ゆ
玉
を
作
り
柳
の
木
に
刺
し
て
部
屋
に
か
ざ
る
。
そ
し
て
、
 

一
月
十
六
日
の
朝
飯
前
に
「
ま
ゆ
玉
か
き
」
と
い
っ
て
取
り
は
ず
し
、
ま
ゆ
玉
は 

雑
煮
に
し
て
食
べ
た
。(

京
目)

十
四
日
に
マ
ユ
玉
を
作
り
、
正
月
の
か
ざ
り
と
か
え
て
、
柳
か
ク
ヌ
ギ
の
木
に 

つ
け

か

ざ

る(

中
島)

ク
ワ
ネ
ッn

に
マ
ユ
の
形
十
六
、
も
ち
の
形
十
六
を
作
っ
て
さ
し
、
座
敷
の
マ 

ユ
玉
の
そ
ば
に
つ
る
す
。(

中
島)

十
四
日
に
は
、
大
正
月
の
飾
り
を
全
て
は
ず
し
、
小
正
月
の
ま
ゆ
玉
を
飾
り
か 

え
る
。(

宿
横
手)

正
月
十
三
日
に
自
分
の
山
か
ら
ナ
ラ
の
木
を
切
っ
て
来
て
、

マ 

ユ
ダ
マ
を
飾
り 

つ
け
た
。

オ
モ
テ
ザ
ス
キ
の
真
中
に
飾
っ
た
。

ジ
ュ
ウ
ロ
ク
と
い
っ
て
大
き
く
こ 

し
ら
え
た
マ
ユ
ダ
マ
も
一
緒
に
ナ
ラ
の
木
に
さ
し
た
。(

八
幡
原)

木
綿
の
ボ
ウ
ズ
を
米
の
粉
で
こ
し
ら
え
て
、
樫
の
木
に
さ
し
て
大
黒
柱
に
飾
り 

つ
け
た
。
マ
ユ
ダ
マ
と
一
緒
の
日
、
木
綿
が
ょ
く
で
き
る
ょ
う
に
や
っ
た
。(

八
幡 

原)
マ
ブ
シ
カ
ケ
は
一
月
十
四
日
の
晚
。
キ
ヌ
カ
ケ
と
も
い
う
。
、っ
ど
ん
を
ぶ
っ
て 

繭
玉
に
か
け
る
。(

八
幡
原)

十

四

日

小
正
月 

新
た
に
餅
を
搗
き
、
白
い
普
通
の
餅
の
他
に
海
苔
、
大
豆
、
ミ
カ
ン 

の
皮
、
胡
麻
、
塩
な
ど
を
入
れ
た
か
き
餅
を
つ
く
る
。

お
棚
に
は
繭
玉
を
飾
り
、
 

大
正
月
と
同
じ
鏡
餅
の
お
供
え
を
す
る
。
繭
玉
は
繭
形
と
た
だ
の
球
形
と
あ
り
、
 

桑
か
柳
の
木
に
さ
し
て
以
は
大
き
な
枝
を
一
斗
析
に
入
れ
て
座
敷
に
も
置
い 

た
。
繭
玉
の
他
に
、
は

な
か

き(

ニ
ワ
ト
コ
の
木
を
削
っ
た
も
の)

や

花

菓

子(

飾 

り
菓
子)

な
ど
を
売
り
に
き
た
の
を
買
っ
て
、
共
に
そ
の
枝
に
下
げ
た
。(

西
横
手)



こ
の
日
嫁
は
実
家
に
客
に
行
く
。
四
日
と
違
っ
て
日
帰
り
す
る
必
要
は
な
く
、
 

ゆ
っ
く
り
泊
ま
っ
て
来
ら
れ
た
。(

宿
横
手)

マ
ル
メ
ド
シ
ー
月
十
四
日
を
マ
ル
メ
ド
シ
と
い
う
。

白
米
を
に
て
、
む
す
び
を
つ
く
っ
て
、
お

正

月

様(

正
月
棚)

に
あ
げ
た
。(

京 

目)
正
月
十
四
日
の
夜
、
ご
飯
を
器
に
も
っ
て
そ
れ
に
萩
と
か
ニ
ワ
ト
コ
の
木
な
ど 

の
十
ニ
ゼ
ン
の
箸
を
さ
し
て
、
神
棚
に
供
え
た
。

こ
れ
を
十
六
ゼ
ン
サ
マ
な
ど
と 

言
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
家
に
よ
っ
て
は
、
む
す
び
を
七
つ
か
八
つ
作
っ
て
、
 

豆
木
の
箸
を
さ
し
て
供
え
る
家
も
あ
っ
た
。

オ
ミ
タ
マ
サ
マ
の
語
は
あ
っ
た
が
、
 

よ
く
わ
か
ら
な
い
。(

元
島
名)

正
月
に
、
普
通
の
御
飯
を
重
箱
に
入
れ
、
ク

ワ

デ(

桑
の
枝)

を
、
十
二
挿
す
。
 

特
に
名
は
な
い
。(

下
滝)

道
祖
神
焼
キ 

昔
は
し
た
ら
し
い
が
、
ず
っ
と
し
な
い
。
ま
ね
し
て
小
屋
を
作
っ 

て
し
た
。(

大
沢)

よ
そ
村
で
は
、
道
祖
神
の
七
所
参
り
を
し
て
い
た
。
公
会
堂
の
前
に
道
祖
神
像 

が
立
っ
て
い
る
。(

大
沢)

道
祖
神
の
石
像
は
鎮
守
様
の
裏
や
、
中
宿
の
屋
敷
の
隅
や
、
カ

シ

グ

ネ(

カ
シ 

の
木
の
生
け
垣)

の
角
な
ど
に
、
双
体
神
像
が
祭
ら
れ
て
い
る
。

子
供
が
中
心
に
な
り
、
正
月
の
お
飾
り
を
集
め
た
り
、
わ

ら•

竹
•

松
の
枝
な 

ど
を
も
ら
い
集
め
た
り
し
て
、
広
場
に
飾
り
立
て
る
。
半

紙

三

枚
つ
な
い
で
「道 

祖
神
大
笑
」
と
筆
で
書
い
て
納
め
た
り
し
た
。
帳
面
を
二
册
作
っ
て
家
々
を
回
り
、
 

思
し
召
し
の
金
を
も
ら
っ
た
。(

萩
原)

十
四
日
の
夜
明
け
に
子
供
が
「
道
祖
神
に
火
が
つ
き
ま
す
よ
。
早
く
起
き
な
っ 

せ
」
と
呼
ん
で
回
り
、
集
め
た
お
飾
り
に
火
を
つ
け
て
燃
す
。
家
々
か
ら
は
餅
や 

マ
ユ
玉
、
ィ
カ
な
ど
持
っ
て
行
っ
て
、
そ
の
火
で
焼
い
て
食
、っ
。
戦
後
し
な
く
な
っ 

た
。(

萩
原)

元
島
名
に
小
屋
は
五
つ
で
き
た
。
三
ツ
谷
、
将
軍
塚
、
中
内
出
、
西
内
出
、
新 

堀
で
あ
る
。

円
錐
形
の
小
屋
を
つ
く
っ
た
。
小
屋
の
中
に
炉
を
き
り
、
甘
酒
を
つ
く
っ
た
り
、
 

豆
腐
汁
を
煮
て
食
べ
た
。

そ
う
し
た
費
用
は
、
門
松
を
貰
い
歩
い
た
と
き
に
家

 々

で
く
れ
る
オ
ボ
シ
メ
シ
を
あ
て
た
。
子
ど
も
だ
け
で
や
っ
た
が
、
大
人
や
青
年
も 

手
伝
っ
た
。
高

二
(

小
学
校
高
等
科
二
年)

の
者
が
親
方
に
な
り
、
他
は
子
分
だ 

っ
た
。
小
屋
は
ほ
ぼ
十
一
日
ご
ろ
に
は
で
き
上
っ
た
。

こ
わ
さ
れ
た
り
、
燃
さ
れ 

た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
余
程
夜
遅
く
ま
で
小
屋
で
遊
ん
で
い
た
が
、
小
屋 

に
泊
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

十
四
日
の
早
朝
に
燃
す
。
第

I

回
目
に
村
中
を
ふ
れ
歩
く
と
き

「
ド
ウ
ソ
ウ
ジ
ン
か
燃
え
ま
す
よ
。

は
あ
や
夜
が
あ
け
ま
す
よ
」

な
ど
と
唱
え
た
。

二
度
目
も
同
様
で
あ
る
が
、
ふ
ざ
け
て
、

「
こ
の
夜
の
長
い
の
に 

さ
ん
ざ
ベ
ッ
チ
ョ(

ま
た
は
ベ 

ベ
、
ま
た
ボ
ボ)

こ
き
ゃ 

あ
が
っ
て
お
き
ね
え
か
よ
う
」

な
ど
と
も
言
っ
た
。
家

で

「
奉
納
道
祖
神
大
笑
」
と
書
い
て
持
っ
て
行
っ
て
燃
す
。
 

餅
な
ど
も
持
っ
て
ゆ
く
。
西
方
で
は
、
最
初
の
火
で
、
道
祖
神
様
の
顔
を
洗
っ
て
や 

り
、

そ
の
火
で
小
屋
を
燃
す
。
次
の
よ
う
な
俗
信
が
あ
る
。

そ
の
火
で
餅
を
焼
い
て
食
べ
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
。

七
ト
コ
マ
ィ
り 

老
人
が
七
力
所
の
小
屋
を
廻
る
。
中
気
に
な
ら
な
い
と
か
、
か 

ぜ
を
ひ
か
な
い
と
か
い
っ
た
。

道祖神像

「□祖神 元文三申年二月吉日 

矢島村反町清右衛門反町弥 

七郎」と刻銘

(都丸十九-^撮影)



松
の
燃
え
く
じ
を
屋
敷
の
上
に
投
げ
あ
げ
て
お
く
と
火
災
に
あ
わ
な
い
。(

元
島 

名)
ド
ン
ド
ン
焼
き
と
も
い
う
。

こ
の
地
区
で
は
終
戦
前
に
や
め
て
い
る
。

小
屋
を
作
る
た
め
の
竹
や
藁
や
繩
は
寄
付
を
し
て
も
ら
っ
た
。
無
い
家
で
は
金 

を
寄
付
す
る
。
正
月
の
飾
り
松
を
子
供
達
が
リ
ヤ
カ
ー
で
集
め
て
小
屋
を
作
っ
た
。
 

十
三
日
の
晚
は
道
祖
神
宿
に
泊
り
、
リ
ヤ
カ
ー
で
太
鼓
を
た
た
い
て
回
る
。
道 

祖
神
宿
は
村
中
の
家
で
回
リ
番
で
や
っ
て
い
た
。
宿
で
は
そ
の
年
に
は
、
白
菜
な 

ど
余
計
に
作
っ
て
お
い
た
も
の
で
あ
る
。

道
祖
神
の
組
は
、
親

方
(
小
学
校
高
等
科
二
年)

、
中

頭
(

高
等
科
一
年)

、小
頭 

(

小
学
校
六
年)

の
順
に
な
っ
て
い
る
。
道
祖
神
子
を
い
じ
め
る
と
災
難
が
く
る 

と
い
わ
れ
て
、
大
概
の
こ
と
は
大
目
に
み
ら
れ
た
。
白
菜
や
ネ
ギ
を
と
っ
た
リ
、
 

桑
の
根
っ
子
を
か
い
た
リ
、
ず
い
分
な
こ
と
を
し
た
も
の
だ
っ
た
。
寄
付
を
貰
う 

場
合
も
キ
フ
チ
ョ
ウ
と
い
っ
て
、
帳
面
に
金
額
を
書
く
の
だ
が
、
帳
面
を
二
つ
作 

っ
て
お
い
て
、
余
計
に
も
ら
う
よ
う
に
し
た
。

普

通

「
ヘ
ィ
ガ
ミ
を
く
れ
」
と
い
っ
て
、
通
行
人
か
ら
金
を
貰
う
所
が
多
い
が
、
 

こ
こ
で
は
そ
れ
は
し
な
か
っ
た
。(

西
島)-

道
祖
神
に
は
大
将
と
そ
れ
以
下
に
わ
た
る
男
子
ば
か
リ
の
子
ど
も
の
組
織
が
で 

き
て
、
道
祖
神
小
屋
を
つ
く
る
。
西
横
手
に
は
二
つ(

東
一
、
中
西
で
一)

で
き
、
 

で
き
る
場
所
も
大
体
決
ま
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
材
料
の
竹•

藁
、
繩
、
松
、
も
し 

木
を
集
め
て
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
小
屋
に
し
、
中
に
い
ろ
リ
を
掘
る
。
中
の
広
さ 

は
八
帖
一
間
位
で
子
ど
も
が
一
五
、
六
人
入
れ
る
。
十
三
日
の
晚
は
子
ど
も
ば
か 

り
、

こ
の
い
ろ
り
で
野
菜
の
醬
油
汁
を
つ
く
っ
て
食
べ
る
。•

十
四
日
早
朝
、
大
将
か
他
の
子
を
ひ
き
連
れ
て
「
ど
う
そ
う
じ
ん
が
燃
え
ま
す 

よ
。
は
や
夜
が
明
け
ま
す
よ
」
と
呼
ば
わ
リ
な
が
ら
、
村
を
三
回
ま
わ
る
。
そ
う 

し
て
人
が
集
ま
っ
た
頃
道
祖
神
小
屋
に
火
を
か
け
る
。

オ
ミ
コ
ク
と
い
っ
て
、
集
ま
っ
た
人
達
に
、
子
ど
も
か
ら
み
か
ん
や
駄
菓
子
を 

配
っ
た
。
こ
の
費
用
は
前
に
子
ど
も
達
か
村
の,

每
戸
ま
わ
リ"

を
し
て
、"

お
ぼ 

し
め
し"

と
い
う
寄
付
金
を
集
め
て
お
い
た
中
か
ら
出
す
。

道
祖
神
を
焼
く
時
の
煙
に
あ
た
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
い
っ
て
、
お
正
月
様 

に
進
ぜ
た
ス
ル
メ
や
繭
玉
、
ま
た
餅
な
ど
持
ち
寄
っ
て
い
っ
し
よ
に
焼
き
な
が
ら 

食
べ
た
。
松
の
枝
の
燃
え
残
り
を
持
ち
帰
っ
て
家
の
屋
根
に
上
げ
る
と
火
災
に
あ 

わ
な
い
と
も
言
い
、
繩
を
持
っ
て
帰
れ
ば
養
蚕
が
あ
た
る
と
も
言
っ
た
。
大
将
が 

威
勢
の
よ
い
年
は
道
祖
神
同
志
の
喧
嘩
で
「
つ
な
き
り
」(

他
の
道
祖
神
小
屋
に 

行
っ
て
支
え
て
い
る
綱
を
切
っ
て
し
ま
う
。)

や
甚
し
い
時
は
火
を
つ
け
て
し
ま
う 

こ
と
も
あ
り
、
小
屋
の
前
で
通
行
人
を
止
め
て
お
ぼ
し
め
し
を
せ
び
る
こ
と
も 

あ
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
や
大
将
制
度
が
非
難
さ
れ
、
火
事
の
危
険
も
あ
っ
て
戦 

後
は
禁
止
さ
れ
た
。(

西
横
手)

子
ど
も
た
ち
が
ダ
ル
マ.

お

ふ

だ•

書

き

ぞ

め•

わ

ら•

松
な
ど
を
集
め
土
手 

下
の
広
場
に
十
三
日
の
朝
小
屋
を
作
り
、
十
四
日
の
夕
方
燃
し
た
。
人
を
集
め
る 

の

に

「
道
祖
神
が
よ
く
燃
え
ま
す
よ
う
に
、
じ
い
も
ば
あ
も
み
ん
な
お
い
で
」

と 

い
っ
て
回
っ
て
歩
い
た
。
道
祖
神
の
火
に
あ
た
れ
ば
厄
が
お
ち
る
、
書
き
ぞ
め
が 

燃
え
て
高
く
あ
か
れ
ば
字
か
う
ま
く
な
る
。
子
ど
も
の
で
き
た
人
や
嫁
さ
ん
を
も 

ら
っ
た
人
は
、
少
し
多
く
寄
附
し
た
。(

中
島)

家
々
か

ら

竹•

わ
ら
を
貰
い
集
め
て
田
の
中
に
積
み
上
げ
て
、
内
に
は
炉
を
設 

け
回
り
に
坐
わ
れ
る
よ
う
に
し
た
。
親
方
が
每
戸
か
ら
寄
付
集
め
を
し
た
。

そ
の 

金
で
コ
ン
ニ
ャ
ク
の
ひ
っ
ぱ
た
き
、
大
根
と
豆
腐
汁
な
ど
を
世
話
人
の
家
で
作 

っ
て
も
ら
い
食
べ
た
。
主
に
子
供
の
行
事
で
あ
っ
た
。
世
話
は
大
人
が
何
人
か
で 

行
な
っ
た
。

一
月
十
四
日
の
朝
に
な
る
と
大
声
で
「
道
祖
神
が
も
え
ま
す
よ
、

は 

や
夜
が
あ
け
ま
す
よ
」
と
知
ら
せ
て
歩
く
と
、
各
家
々
か
ら
は
「
道
祖
神
大
笑
」
と 

い
う
旗
を
立
て
来
て
燃
し
た
。

厄
落
し
の
こ
と
は
な
か
っ
た
。

た
だ
、
御
祝
儀
の
あ
っ
た
家
で
は
お
金
を
余
計 

い
に
取
ら
れ
た
。

燃
え
る
と
こ
ろ
で
ス
ル
メ
を
焼
い
た
り
、
お
酒
を
飲
ん
だ
。
燃
え
残
り
の
炭
は 

拾
っ
て
帰
り
屋
根
に
上
げ
て
火
防
と
し
た
。(

模
町)

十
四
日
の
朝
早
く
、
田
の
中
で
火
を
つ
け
る
。
道
祖
神
の
風
に
あ
た
る
と
良
い
。
 

書
き
初
め
の
習
字
の
紙
か
煙
に
の
っ
て
高
く
あ
か
る
と
字
が
上
手
に
な
る
と
い



、っ
。

子
供
た
ち
は
前
の
晚
か
ら
ヤ
ド
を
す
る
。
先
立
つ
子
供
の
家
か
ヤ
ド
に
な
っ 

た
。

ヤ
ド
で
寝
と
ま
り
す
る
。(

下
斎
田)

道
祖
神
焼
き
に
中
心
に
な
る
子
供
た
ち
を
道
祖
神
子
ど
も
と
い
い
、
小
学
校
三 

年
く
ら
い
か
ら
高
等
科
ま
で
の
子
で
、
高
等
科
の
オ
ヤ
カ
タ
が
指
揮
を
と
っ
て
、
 

松
飾
り
を
集
め
た
。
家
々
を
廻
っ
て
竹
、
お
飾
り
の
松
、
繩
、
ワ
ラ
な
ど
を
も
ら 

い
に
行
く
。
家
々
で
は
米
や
お
金
卜
く
れ
た
。(

八
幡
原)

オ
ヤ
カ
タ
の
家
の
蚕
室
な
ど
を
ヤ
ド
に
し
た
。
特
別
に
道
祖
神
小
屋
を
つ
く
る 

こ
と
は
な
か
っ
た
。

ヤ
ド
で
は
コ
ン
ニ
ャ
ク
の
ひ
っ
ぱ
た
き(

味
噌
お
で
ん
の
こ 

と)

、
豆
腐
汁
、
お
し
る
こ
を
つ
く
っ
て
食
べ
た
。
道
祖
神
子
ど
も
に
入
れ
な
い
よ 

う
な
小
さ
い
子
を
よ
ん
で
ご
ち
そ
う
し
て
や
っ
た
。
±7
ン
ニ
ャ
ク
の
ひ
っ
ぱ
た
き 

は
各
家
々
に
少
し
ず
つ
わ
け
た
。

ヤ
ド
に
泊
る
。(

八
幡
原)

八
幡
原
地
区
で
は
ゴ
ブ
チ
、
ア
ラ
ヤ
シ
キ
、
ナ
カ
ウ
チ
デ
、

ニ
シ
グ
チ
、
ク
ボ 

の
五
力
所
で
や
っ
た
。

た
い
て
い
は
田
の
中
で
あ
っ
た
。
十
四
日
の
朝
暗
い
う
ち 

に
道
祖
神
子
ど
も
が
「道
祖
神
を
も
し
ま
す
よ
う
」
と
村
中
を
二
回
よ
ば
っ
て
廻 

る
。
三

回

目

は

「
早
く
起
き
ね
え
と
燃
し
ち
ゃ
う
よ
、っ
」
と
言
う
。
家
々
で
は
餅 

や
ス
ル
メ
を
持
っ
て
集
ま
る
。
集
ま
っ
た
人
に
は
神
酒
、
お
菓
子
な
ど
を
ふ
る
ま 

っ
た
。(

八
幡
原)

道
祖
神
の
風
に
あ
た
れ
ば
風
邪
を
ひ
か
な
い
。
書
き
初
め
を
も
し
て
、
上
ま
で 

の
ぼ
れ
ば
字
が
上
手
に
な
る
と
い
う
。
松
の
枝
の
焼
け
の
こ
り
を
持
っ
て
か
え
り
、
 

そ
れ
を
屋
根
の
上
に
ほ
う
り
あ
げ
て
お
く
と
火
難
よ
け
に
な
る
。(

八
幡
原)

繭
玉
を
十
四
日
の
朝
、

一
枝
と
っ
て
道
祖
神
の
時
に
焼
い
て
食
べ
る
と
風
邪
を 

ひ
か
な
い
。(

八
幡
原)

七

小

屋
ま
わ
り
一
月
十
四
日
の
早
朝
、
ど
ん
ど
ん
や
き
を
す
る
か
、
そ
の
前 

の
十
三
日
の
晚
に
、
七
小
屋
ま
い
り
を
し
た
。

こ
れ
は
、
そ
の
年
の
悪
事
災
難
を 

の
が
れ
る
と
い
っ
た
。

自
分
の
む
ら
の
近
く
の
道
祖
神
小
屋
を
、
オ
サ
ゴ
を
も
っ
て
ワ
カ
ィ
シ
ユ
が
ま 

わ
っ
た
。

コ
ウ
チ
の
当
番
の
家
が
宿
と
な
っ
て
、
そ
こ
で
豆
腐
汁
を
つ
く
っ
た
。
そ
れ
を
、

七
小
屋
ま
い
り
を
し
て
い
る
も
の
に
も
だ
し
て
や
っ
た
。(

京
目) 

-

ナ
ナ
ト
コ
参
り
は
数
力
所
の
道
祖
神
小
屋
を
回
る
こ
と
だ
が
、
若
い
衆
の
仕
事 

に
な
っ
て
い
た
。
道
祖
神
と
関
係
の
な
く
な
っ
た
青
年
が
回
っ
た
。
小
屋
に
火
を 

つ
け
た
り
な
ど
の
悪
い
こ
と
を
し
た
。(

西
島)

ワ

ル

サ

バ

ン

ー

月

十

四

日

の

晩

、
西
内
出
で
は
若
者
た
ち
の
ワ
ル
サ
が
公
認 

さ
れ
て
い
た
。
若
者
た
ち
は
、

こ
の
夜
、
ど
こ
の
家
の
で
も
か
ま
わ
ず
百
姓
道
具 

を
無
断
で
持
ち
出
し
て
も
か
ま
わ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
若
者
の
方
に
は
「
帳
つ 

け
」
が
あ
っ
て
、
持
ち
出
し
た
も
の
は
、
ひ
か
え
て
お
い
て
、
あ
と
で
必
ず
も
と 

の
家
に
返
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
次
の
ょ
ぅ
な
例
が
あ
っ
た
。

蚕
の
カ
ゴ
に
も
み
が
ら
俵
を
し
ば
り
つ
け
て
宝
船
。

各
家
の
唐
箕
を
持
ち
寄
っ
て
汽
車
に
し
て
、
レ
—

ル
に
は
三
間
梯
子
を
使
っ
た
。

が
い
せ
ん
門
は
、
梯
子
を
く
ん
で
、
そ
の
側
面
及
び
上 

部
に
も
み
俵
を
く
く
り
つ
け
た
。

あ
る
家
に
掘
っ
立
て
小
屋
の
便
所
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を 

「
よ
っ
こ
い
し
ょ
。
」
と
ほ
っ
こ
い
で
持
参
し
て
、
そ
れ
を 

道
ば
た
に
出
し
て
商
い
屋
に
し
た
。

こ
の
時
は
団
子
屋
で 

あ
っ
た
。

右
の
ょ
ぅ
な
つ
く
り
物
は
、
道
祖
神
の
あ
る
と
こ
ろ
の
広
場
に
つ
く
っ
た
。
翌 

朝
に
な
る
と
、
村
中
の
人
が
こ
れ
を
見
に
来
て
楽
し
ん
だ
。

大
正
十
三
年
ま
で
こ
れ
は
続
け
ら
れ
た
か
、

こ
の
年
の
十
四
日
の
夜
大
地
震
か 

あ
っ
て
、

つ
く
り
物
が
崩
れ
て
三
間
梯
子
が
三
本
も
折
れ
た
の
で
、

こ
れ
を
機
会 

に
や
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。(

元
島
名)

ワ
カ
ィ
シ
は
い
ろ
い
ろ
な
い
た
ず
ら
を
し
た
。

そ
の
中
で
、
ガ
ッ
タ
ン
と
い
ぅ 

の
は
、
長
い
繩
の
中
に
竹
や
木
の
か
ぎ
を
つ
け
て
お
く
。
そ
れ
を
遠
く
の
方
か
ら
ひ 

っ
ば
る
と
、
両
戸
に
ガ
タ
ン
と
当
っ
て
音
か
す
る
。
そ
の
家
の
人
か
い
や
か
る
の
を 

面
白
が
っ
て
や
る
こ
と
だ
。
あ
る
人
、

こ
の
ガ
ッ
タ
ン
の
仕
掛
け
を
み
つ
け
て
な 

わ
の
途
中
を
は
さ
み
で
切
っ
て
お
い
た
。

ワ
カ
ィ
シ
は
ひ
っ
ぱ
っ
て
も
音
が
し
な 

い
の
で
行
っ
て
み
る
と
、
な
わ
は
は
さ
み
で
切
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
わ
て
て
逃
げ

もみ俵



だ
し
た
。

そ
こ
の
お
や
じ
さ
ん
は
ワ
カ
ィ
シ
に
「
逃
げ
ね
え
っ
た
っ
て
い
い
や
」 

と
い
っ
た
。

ワ
ル
サ
を
承
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
ミ
ズ
ヒ
キ
と
い
う
の 

も
あ
っ
た
。
寒
い
夜
、
戸
溝
に
や
か
ん
で
水
を
注
い
で
お
く
の
で
あ
る
。
す
る
と 

そ
の
水
が
氷
っ
て
し
ま
っ
て
、
戸
が
あ
か
な
く
な
る
。
〇
〇
さ
ん
とX
X

さ
ん
な 

ど
は
、
西
口
中
の
家
々
の
戸
を
あ
か
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。(

元
島
名)

十

五

日

小
豆
ガ
ユ 

小
豆
ガ
ユ
を
釜
で
煮
て
、
ケ
エ
カ
キ
棒
で
か
き
回
し
た
。

ケ
エ
カ 

キ
棒
は
二
本
を
一
組
と
し
て
水
引
で
ゆ
わ
え
て
神
棚
に
供
え
て
置
く
。
あ
と
で
田 

の
水
口
へ
持
っ
て
行
っ
て
立
て
て
置
く
。

小
豆
ガ
ユ
は
柳
の
箸
で
食
べ
る
が
、
吹
い
て
食
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
吹
く
と 

田
植
え
に
風
が
吹
く
と
い
う
。
小
豆
ガ
ユ
を
庭
に
ま
い
た
り
、
成
り
木
に
つ
け
た 

り
し
た
こ
と
は
知
ら
な
い
。(

大
沢)

小
豆
ガ
ユ
は
十
五
日
。

こ
の
日
の
カ
ユ
は
吹
い
て
食
べ
る
と
、
田
植
に
風
が
吹 

く
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

島
野)

頭
部
を
四
つ
割
り
に
し
て
そ
こ
に
繭
玉
を
は
さ
ん
で
正
月
十
五
日
の
小
豆
粥
を 

か
き
ま
わ
し
、
そ
れ
に
紅
白
の
水
引
を
か
け
て
小
黒
柱
の
と
こ
ろ
に
あ
る
馬
頭
観 

音

様(

こ
れ
を
オ
ス
ィ
デ
ン
サ
マ
と
い
う)

の
と
こ
ろ
に
置
い
て
お
く
。(

元
島
名) 

ニ
ワ
ト
コ
の
根
も
と
を
四
つ
割
り
に
し
て
マ
ユ
ダ
マ
を
さ
し
、
十
五
日
ガ
ユ
を 

か
き
ま
わ
す
。

二
本
作
る
。
棒

は

水

引

き(

祝
い
紙)

を
つ
け
て
、
年
神
棚
に
あ 

げ
て
お
く
。
苗
間
の
水
口
に
さ
す
。
虫
が
つ
か
な
い
と
い
、っ
。

ニ
ワ
ト
コ
の
木
の
皮
を
む
い
た
の
を
コ
ヤ
ナ
に
さ
し
た
の
を
覚
え
て
い
る
。(

西 

島)
十
五
日
の
朝
食
。

ニ
ワ
ト
コ
の
木
の
枝
に
繭
玉
を
は
さ
ん
だ
棒
で
か
ゆ
を
か
き 

回
し
な
が
ら
煮
て
、
熱
く
て
も
吹
か
ず
に
食
べ
る
。

こ
の
カ
ユ
を
吹
く
と
田
植
え 

の
時
北
風
が
吹
く 
(

そ
う
す
る
と
稲
の
先
が
二
寸
程
白
く
な
り
駄
目
に
な
る)

と 

言
わ
れ
た
。(

西
横
手)

カ
ユ
カ
キ
棒
は
ア
ズ
キ
ガ
ユ
を
つ
く
る
時
に
使
う
。

ア
ズ
キ
ガ
ユ
は
吹
い
て
食

ベ
な
い
。
吹
い
て
食
、べ
る
と
田
植
え
に
風
が
吹
く
。
ゆ
つ
ら
で
カ
ユ
カ
キ
棒
を
柱 

に
し
ば
っ
て
置
く
。
苗
代
の
水
口
に
た
て
る
。(

中
島)

一
月
十
五
日
の
朝
、
小
豆
粥
を
粥
か
き
棒
で
か
き
混
ぜ
る
。

た
く
さ
ん
米
粒
が 

つ
け
ば
、
そ
の
年
は
豊
作
だ
と
い
う
。
粥
か
き
棒
は
小
黒
柱
に
飾
っ
て
お
い
て
、
 

苗
間
を
つ
く
る
時
、
水
口
に
さ
す
。(

八
幡
原)

成
木
責
め 

関
氏
方
で
は
、

一
月
十
五
日
に
か
ざ
り
か
え
に
つ
く
っ
た
ツ
チ
を 

持
っ
て
ナ
り
ク
ダ
モ
ノ
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て

「
な
る
か
な
ん
ね
え
か
、
な
ん
ね
え
と
根
か
ら
ぶ
っ
き
る
ぞ
」

と
唱
え
た
。
佐
藤
家
で
は
二
十
日
に
、
柿
の
木
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
な
た
を
ふ 

り
あ
げ
て

「
な
る
ベ 

い
か
、
な
る
ベ 

い
か
、
な
る
ベ 

い
と
い
い
申
せ
。
な
ら
ぬ
と
な
た
で
ぶ
っ 

き
る
ぞ
」

と
唱
え
て
傷
を
つ
け
、
そ
こ
へ
煮
ゴ
ワ
メ
シ
を
ぬ
っ
て
き
た
。(

元
島
名)

一
月
十
五
日
の
朝
、
主
人
が
鉈
を
持
っ
て
出
て
、
栗
、
柿
、
桃
な
ど
の
木
に
少 

し

伐

り

つ

け

「成
る
か
成
ら
ぬ
か
、
成
ら
ね
と
ぶ
っ
た
伐
る
ぞ
」
と
言
う
。
す
る 

と
、
木
の
向
う
側
で
、
子

供

か

「成
り
ま
す
成
り
ま
す
」
と
言
う
。
成
り
も
の
の 

木
の
豊
作
を
願
っ
て
す
る
。(

西
横
手)

「
な
る
か
な
ら
ぬ
か
、
な
ら
な
き
ゃ
ぶ
っ
た
ぎ
る
ぞ
。

は
い
、
な
り
ま
す
な
り 

ま
す
」
と
言
い
な
が
ら
庭
な
ど
の
実
の
な
る
木
を
打
っ
た
。(

西
横
手)

マ
ル
メ
ド
シ
ー
月
十
五
日
の
晚
。
御
飯
を
も
っ
た
椀
を
五
つ
。

そ
れ
ぞ
れ
に 

豆
木
を
さ
す
。(

八
幡
原)

十

六

日

マ
ユ
カ
キ 

木
の
枝
に
付
け
た
マ
ユ
玉
を
十
六
日
に
か
い
て(

も
い
で)

煮
て 

食
べ
る
こ
と
を
マ
ユ
ネ
り
と
い
う
。

マ
ユ
玉
を
煮
て
、
二
端
ず
つ
神
棚
な
ど
に
進 

ぜ
て
か
ら
、
下
げ
て
食
べ
る
。

み
そ
汁
の
中
に
入
れ
て
、
雑
煮
の
よ
う
に
し
て
食 

べ
た
り
、
砂
糖
じ
ょ
う
ゆ
を
付
け
て
食
べ
た
り
す
る
。
色
が
つ
く
の
は
別
に
か
ま 

わ
な
い
。(

大
沢)



ま
ゆ
か
き
は
十
六
日
。
ま
ゆ
玉
飾
り
を
か
た
づ
け
る
。

ま
ゆ
玉
は
あ
と
で
焼
い 

て
食
べ
る
。(

島
野)

十
六
日
に
繭
玉
を
木
か
ら
ぬ
い
て
食
べ
る
。(

西
横
手)

繭
玉
の
雑
煮
を
つ
く
る
。(

宿
横
手)

十
六
日
に
マ
ユ
ダ
マ
を
さ
げ
、
雑
煮
に
し
て
食
べ
た
。(

中
島)

こ
の
日
は
、
鬼
の
首
も
許
さ
れ
る
日
と
い
ぅ
。(

萩
原)

十

八

日

観
音
様 

馬
を
飼
っ
て
い
た
こ
ろ
は
、
旧
大
類
村
柳
谷
の
観
音
様
へ
馬
を
引
い 

て
お
参
り
し
た
。
絵
馬
を
受
け
て
き
て
、
馬
屋
の
前
へ
掛
け
て
置
い
た
。

以
前
は
台
所
の
土
間
に
ウ
チ
ウ
マ
ヤ
が
あ
る
農
家
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
ト
ボ 

グ
チ
の
上
に
は
鶏
小
屋
が
あ
り
、
放
し
飼
い
の
ヵ
シ
ワ
ノ
鶏(

色
羽
根)

が
、
夕 

方

に

な

る

と

「
卜
り
の
は
し
ご(

繩
を
巻
い
た
丸
太
棒)

」
を
登
っ
て
休
ん
だ
。
鶏 

が
早
く
あ
が
る
と
あ
し
た
も
天
気
が
い
い
と
占
っ
た
。(

大
沢)

馬
の
観
音
様
、
交
代
で
宿
ご
と
に
大
き
い
お
わ
ん
で
食
べ
た
。
馬
を
祝
ぅ
。(

中 

島)
十
八
が
ゆ 

十
五
日
の
か
ゆ
を
少
し
余
し
て
置
い
た
の
を
薄
く
の
ば
し
、
土
瓶 

等
に
入
れ
て
少
し
ず
つ
こ
ぼ
し
な
が
ら
家
の
周
り
を
一
周
す
る
。
い
わ
れ
は
不
明
。
 

(

宿
横
手)

ア
ズ
キ
ガ
ユ
は
十
八
日
ま
で
と
っ
て
お
い
て
、
家
の
回
り
に
か
ゆ
を
ま
く
と
盗 

難
ょ
け
に
な
る
。

ヘ
ビ
が
家
に
入
っ
て
こ
な
い
。(

中
島)

十
五
日
粥
は
、
十
五
日
に
母
屋
の
ま
わ
り
を
ま
き
歩
く
。
三
友
氏
方
で
は
、
理 

由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
今
で
も
や
っ
て
い
る
。
唱
え
ご
と
な
し
。(

元
島
名)

二

十

日

二
十
日
正
月 

わ
ら
仕
事
始
め
で
、

ヨ
ツ
ラ
や
ハ
ヨ
繩
を
作
っ
て
台
所
の
小
黒 

柱
に
飾
り
付
け
て
置
く
。
ヨ
ツ
ラ
は
稲
を
束
ね
る
繩
。
ハ
ヨ
繩
は
牛
馬
に
馬
鍬(

マ 

ン
ガ)

を
引
か
せ
る
繩
で
、
水
に
入
る
の
で
普
通
の
繩
で
は
す
ぐ
切
れ
る
か
ら
、

三
本
ょ
り
の
太
繩
を
作
る
。
近
所
か
ら
手
伝
い
に
来
て
、
三
人
で
調
子
を
合
わ
せ 

て3

ィ
サ
ヨ
ィ
サ
と
な
う
。

一
年
間
使
う
の
で
余
裕
を
取
っ
て
作
る
。(

使
用
中
に 

切
れ
れ
ば
伸
ば
し
て
使
う
。}(

大
沢)

こ
の
日
は
小
黒
柱
に
小
さ
な
棚
を
作
り
、
お
そ
な
え
餅
や
灯
明
を
上
げ
農
業
の 

神
様
を
お
ま
つ
り
す
る
。(

こ
の
神
は
馬
頭
観
世
音
だ
と
い
う
話
者
も
あ
っ
た) 

ま

た

馬

の

「
ハ
ヨ
な
わ
」(

引
き
づ
な)

や

r

ヨ
ッ
ラ
」
を
作
っ
て
小
黒
柱
に
か 

ざ
る
。

ハ
ヨ
な
わ
は
後
に
馬
の
「
シ
ロ
グ
ラ
」

に
ま
き
つ
け
て
し
ま
っ
て
お
き
、
 

田
植
え
時
に
出
し
て
使
っ
た
。(

京
目)

一
月
二
十
日
は
二
十
日
正
月

こ
の
日
な
わ
を
な
っ
て
、
下
大
黒
の
と
こ
ろ
に
し
ん
ぜ
た
。
桑
を
し
ば
る
な
わ 

(

ヨ
ッ
ラ
と
い
う
。

こ
の
一
部
分
を
、
下
大
黒
に
し
ば
り
つ
け
た)

を
下
大
黒
に 

ゆ
わ
え
つ
け
、
そ
こ
へ
か
ゆ
か
き
棒
を
は
さ
ん
だ
。

つ
か
う
ま
で
そ
の
ま
ま
に
し 

て
お
い
た
。

こ
の
日
が
、
な
わ
仕
事
の
は
じ
め
と
い
う
。(

京
目)

こ
の
日
に
は
ワ
ラ
仕
事
を
す
る
。
桑
を
し
ば
る
ヨ
ッ
ラ
、
肩
掛
け
な
わ
、
馬
に 

馬
鍬
を
ひ
か
せ
る
ハ
ヨ
な
わ
を
作
っ
た
。
そ
し
て
、
小
黒
柱
に
飾
っ
た
。(

島
野) 

二
十
日
正
月
に
は
ハ
ヨ
ナ
ワ(

マ
ン
ガ
を
引
っ
ぱ
る
太
い
繩)

を
ぶ
っ
た
。
三 

本
ょ
り
な
の
で
、
固
定
し
て
手
ぐ
り
で
や
っ
た
。
ぶ
た
な
い
年
は
ク
ワ
ナ
ワ
を
な
っ 

た
。
繩
が
で
き
あ
が
る
と
、
豆

の

餅
(

カ
キ
餅)

を
供
え
た
。(

ー
ッ
谷)

一
名
藁
正
月
と
も
言
い
、
牛
馬
に
つ
け
る
繩
な
ど
藁
製
の
農
具
を
作
る
。
台
所 

の
小
黒
柱
に
藁
の
注
連
を
張
り
、
飾
り
つ
け
を
し
て
ま
つ
る
。
二
十
日
か
ゆ
と
い
っ 

て
、
十
五
日
と
同
様
に
小
豆
か
ゆ
を
つ
く
る
家
も
あ
っ
た
。(

西
横
手)

繩
始
め
は
一
月
二
十
日
。
馬
に
ひ
か
せ
る
太
い
繩
を
三
人
で
な
っ
た
。(

八
幡
原) 

し
ま
い
正
月 

雑
煮
を
作
り
食
べ
、
正
月
道
具
を
し
ま
う
。(

中
島)

オ

タ

ナ

サ

ガ

シ

ー

月

二

十

日

年

神

様

の

棚

を

お

ろ

し

た

。
供
え
た
餅
を
焼 

い
て
食
べ
る
。(

下
斎
田)

エ
ビ
ス
講
一
月
は
商
人
の
エ
ビ
ス
講
で
、
農
家
は
秋
の
方
を
お
も
に
祝
っ
た
。
 

座
敷
に
メ
ン
バ
板(

う
ど
ん
を
う
つ
台)

を
出
し
て
台
と
す
る
。(

秋
は
米
俵
を
台



と
す
る)

エ
ビ
ス•

大
黒
の
お
宮
を
棚
か
ら
下
げ
て
台
に
の
せ
、
膳
を
作
っ
て
食 

物
を
供
え
る
。
赤
飯
や
米
の
飯
を
お
高
盛
り
に
す
る
。

エ
ビ
ス
様
に
だ
け
イ
ワ
シ 

を

供

え

る(

イ
ワ
シ
は
正
月
に
年
神
棚
の
前
に
下
げ
た
魚
を
皿
に
盛
っ
て
供
え 

る
。

こ
の
イ
ワ
シ
は
節
分
の
時
に
半
分
に
切
っ
て
ヤ
カ
ガ
シ
に
す
る
の
で
、
三
回 

使
え
る
か
ら
、
大
き
い
魚
を
用
意
し
て
お
く)

。
大
黒
様
は
魚
は
嫌
い
な
の
で
、
シ
ョ 

ウ
ガ
を
切
っ
て
供
え
る
。

「卷
キ
ア
ゲ
ル
」

と
い
っ
て
の
り
巻
き
の
す
し
や
、
「
ツ 

メ
コ
メ
」
と
い
っ
て
油
揚
ず
し
を
作
っ
て
供
え
る
家
も
あ
る
。
小
銭
も
供
え
る
。
 

(

大
沢)

一
月
と
十
二
月
の
二
十
日
に
え
び
す
講
を
す
る
。

ェ
ビ
ス
講
の
と
き
に
は
身
上
を
ま
き
あ
げ
る
と
い
う
の
で
、
す
し
を
つ
く
る
。
 

ま
た
、
あ
せ
を
か
い
て
身
上
を
あ
げ
る
と
い
う
の
で
、
て
ん
ぷ
ら
を
あ
げ
る
、

こ 

の
ほ
か
に
、
カ

シ

ラ

ッ

キ(

二
匹)

を
あ
げ
る
。

お
金
も
し
ん
ぜ
る
。

お
ぜ
ん
を
二
つ
こ
し
ら
え
て
し
ん
ぜ
る
。(

萩
原)

平
林
一
家
で
は
、

エ
ビ
ス
講
の
時
に
地
震
が
あ
る
と
や
り
な
お
す
。
早
く
さ
げ 

ろ
と
い
っ
た
。(

西
島)

エ
ビ
ス
様
は
一
月
二
十
日
と
十
二
月
二
十
日
。
タ
ネ
モ
ミ
の
入
っ
た
小
さ
な
俵 

を
二 

つ
作
っ
て
な
ら
べ
、
そ
の
上
に
板
を
の
せ
て
エ
ビ
ス
様
を
ま
つ
る
。
ま
た
、
 

本
も
の
の
米
俵
を
二
つ
な
ら
べ
、
そ
の
上
に
メ
ン
バ
板
を
敷
き
、
そ
の
上
に
エ
ビ 

ス
様
を
ま
つ
る
家
も
あ
る
。

お
高
盛
り
に
、
お
頭
つ
き
を
供
え
る
。(

島
野) 

一
月
と
十
二
月
の
二
十
日
が
エ
ビ
ス
講
。

エ
ビ
ス
講
の
と
き
に
は
、
棚
か
ら
お
ろ
し
て
、
お

勝

手(

茶
の
間)

に
東
む
き 

(

南
む
き
の
ま
ま
の
家
も
あ
る)

に
か
ざ
る
。
ざ
し
き
に
か
ざ
る
う
ち
も
あ
る
。
 

一
月
の
エ
ビ
ス
講
は
、
商
売
エ
ビ
ス
と
い
う
。

十
二
月
の
エ
ビ
ス
講
は
、
百
姓
エ
ビ
ス
と
い
う
。

家
に
ょ
っ
て
ま
つ
り
方
か
ち
が
う
。

メ
ン
バ
板
を
だ
し
て
、
た
ね
俵
二
俵
の
上
に
の
せ
て
、
そ
の
上
に
エ
ビ
ス
様
を 

か
ざ
る
う
ち
も
あ
る
。

た
ね
俵
は
、

一
年
ぐ
ら
い
の
籾
の
入
る
俵
で
、

ふ
つ
う
の 

米
俵
と
同
じ
か
た
ち
の
も
の
を
小
さ
く
し
た
も
の
で
あ
る
。
每
年
同
じ
俵
を
つ
か

っ
た
。

供
え
も
の
は
、
大
福
帳
、
そ
ろ
ば
ん
、
筆

、
お
金
、
米
の
ご
は
ん
、
お
か
し
ら 

つ

き(

サ
ン
マ
と
か
ィ
ワ
シ
、
二
匹)

、
お
み
き
な
ど
で
あ
っ
た
。
お
膳
は
二
膳
つ 

く
っ
て
あ
げ
た
。

家
に
ょ
っ
て
は
、
働

き

に

行

く

と

き

二

月)

は
、
め
し
の
も
り
方
を
す
く
な 

く
し
、
働
き
に
行
っ
て
来
た
と
き(

十
二
月)

に
は
、
お
た
か
も
り
に
し
た
と
い 

う
。(

島
野)

二
十
日
の
晚
に
な
る
と
、
お
頭
付
き
野
菜
の
煮
つ
け
等
を
塗
り
も
の
の
椀
に
入 

れ
て
進
ぜ
る
。
財
布
に
お
金
を
入
れ
て
供
え
る
の
は
、(

こ
の
日
働
き
に
出
る)

エ 

ビ
ス
大
黒
に
金
を
預
け
、
暮
の
エ
ビ
ス
講
の
時
何
倍
に
も
し
て
帰
っ
て
来
て
も
ら 

う
た
め
。(

西
横
手)

た
わ
ら
の
上
に
め
ん
ば
板
や
茶
ぶ
台
を
あ
げ
エ
ビ
ス
様
を
か
ざ
り
、
お
膳
を
用 

意
し
、
お
つ
ば
や
お
ひ
ら
に
料
理
を
入
れ
た
。

て
ん
ぷ
ら
を
あ
げ
身
上
が
さ
か
ん 

に
な
る
ょ
う
に
。

子

ど

も•

ひ
と
り
も
の
に
は
料
理
を
食
べ
さ
せ
な
い
。
食
べ
る 

と
緣
遠
く
な
る
。(

中
島)

二
十
八
日

シ

メ

エ

正

月

一

月

二

十

八

日

。
円
福
寺
の
裏
に
ノ
ツ
キ
り
馬
場
が
あ
り
、
草 

競
馬
を
や
っ
た
。

こ
の
日
に
は
コ
ワ
メ
シ
を
こ
し
ら
え
た
。(

八
幡
原)

寒
餅 

二
十
日
正
月
以
後
に
餅
を
つ
き
、
繩
に
つ
け
て
、
外
に
つ
る
す
。
無
理 

に
凍
ら
せ
る
。
あ
と
で
雑
煮
に
し
て
食
べ
る
。(

西
島)

二 

月

次
郎
の
朔
日

次
郎
の
朔
日
次
郎
の
一
日
と
い
っ
て
い
る
。(

中
島)

次
郎
の
朔
日
は
二
月
一
日
。

元
旦
が
太
郎
の
朔
日
。(

下
斎
田)



春
駒 

新
潟
か
ら
や
っ
て
き
た
。
米
•

金
な
ど
を
や
っ
た
。(

中
島)

節 

分
(

三
日)

年
取
り 

年
と
り
と
言
っ
て
、

こ
の
日
本
当
に
年
を
と
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ 

た
。
毎
年
暦
で
日
を
み
て
豆
ま
き
を
す
る
。(

西
横
手)

豆
い
り 

豆
の
い
り
方
は
一
升
の
豆
を
三
回
に
分
け
て
ょ
く
い
る
。
半
分
ず
つ 

い
っ
て
、
三
回
め
に
一
緒
に
し
て
い
る
。
豆
を
一
合
で
も
や
は
り
三
回
に
分
け
て 

い
る
。(

大
沢) 

-

豆
ま
き 

い
っ
た
豆
は
七
ツ
鉢
に
入
れ
て
神
棚
に
供
え
て
置
き
、
神
棚
か
ら
先 

に
豆
を
ま
く
。
家
の
中
を
ま
い
て
か
ら
、
外
に
出
て
屋
敷
神•

井

戸
• 

土
蔵
な
ど
、
 

棟
の
あ
る
所
に
ま
い
て
、
鎮
守
に
ま
い
て
き
て
終
る
。
唱
え
言
を
い
い
な
が
ら
ま 

く
が
、
三
声
で
ま
く
家
と
、
五
声
で
ま
く
家
と
あ
る
。

「福
ハ
内
、
鬼
ハ
外
、
福
ハ
内
」

「福
ハ
内
、
福
ハ
内
、
福
ハ
内
、
鬼
ハ
外
、
鬼
ハ
外
」(

大
沢)

豆
は
大
豆
穀
を
燃
し
て
焙
烙
で
炒
る
。
以
前
は
一
升
程
も
炒
た
。
全
量
を
三
度 

に
分
け
て
炒
り
、
最
後
に
全
部
一
緒
に
再
び
炒
る
。

そ
の
後
ま
く
ま
で
は
神
棚
に 

あ
げ
て
お
く
。
日
が
暮
れ
る
と
年
男
が
「
福
は
内
、
福

は

内(

二
回)

鬼

は

外(

一
 

回)

」
と
言
い
な
が
ら
、
ま
ず
大
正
月
の
棚
を
飾
っ
た
所
、
次
に
神
棚
、
そ
し
て
家 

中
の
窓
と
い
う
順
に
豆
を
撒
い
て
ゆ
く
。
豆
は
、
自
分
の
年
の
数
だ
け
井
戸
に
入 

れ
る
と
ま
め
息
災
で
い
ら
れ
る
と
言
う
家
も
あ
り
、
撒
い
て
残
っ
た
の
を
年
の
数 

だ
け
食
べ
る
家
も
あ
る
。
ま
た
取
っ
て
お
い
て
初
雷
の
時
に
も
食
べ
る
。
福
茶
に 

も
す
る
。(

西
横
手)

家

の

中•

物

置•

井

戸•

鎮
守
様
へ
行
っ
て
豆
を
ま
い
て
く
る
。
「
福
は
内
、
福 

は
内
、
鬼
は
外
。
」
と
年
男
が
唱
え
な
が
ら
豆
を
ま
く
。
豆
は
年
の
数
だ
け
食
べ
る 

と
カ
ゼ
に
か
か
ら
な
い
。(

中
島)

鬼
の
豆 

取
っ
て
置
い
て
初
雷
が
鳴
る
時
に
食
べ
る
と
、
雷
様
の
難
を
受
け
な 

い
か
ら
、
鬼
の
豆
を
食
べ
た
方
が
ょ
い
と
い
う
。

鬼
の
豆
は
自
分
の
年
の
数
だ
け
食
べ
ろ
と
い
う
。(

大
沢)

節
分
の
豆
は
初
雷
の
時
食
、、へ
る
と
雷
が
落
ち
な
い
し
こ
わ
く
な
い
。

豆
と
み
か 

ん
の
皮
を
お
茶
の
中
に
入
れ
福
茶
と
し
て
飲
む
。

一
升
マ
ス
の
中
に
豆
を
入
れ
て 

神
棚
に
供
え
た
。(

中
島)

豆
ま
き
を
し
た
後
、
豆
を
お
ひ
ね
り
に
て
、
中
に
一
銭
入
れ
、
身
体
中
を
な
で 

て
、
三
本
辻
に
送
り
出
す
。
家
族
が
病
気
に
か
か
ら
な
い
。(

西
横
手)

ヤ
ッ
カ
ガ
シ 

豆
を
い
る
時
に
年
取
り
イ
ワ
シ
の
頭
と
尾
を
切
っ
て
、
ヒ
イ
ラ 

ギ

の

枝

や

豆

木(

豆
の
枝)

の
二
股
に
さ
し
て
、

ツ
バ
を
か
け
な
が
ら
三
回
ぐ
ら 

い
ょ
く
焼
く
。

イ
ワ
シ
の
真
中
の
部
分
は
年
男
が
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

(

古
い
の
で
渋
い
が
。)

「
野
菜
ノ
虫
ノ
ロ
ヲ
焼
ク
」

「
ナ
ス
ニ
タ
カ
ル
虫
ノ
ロ
ヲ
焼
ク
」

「
四
十
二
色
ノ
耕
作
ニ
タ
カ
ル
虫
ノ
ロ
ヲ
焼
ク
」
な
ど
と
唱
え
る
。(

大
沢)

ヤ
ッ
カ
ガ
シ
は
ト
ボ
グ
チ
に
さ
し
て
厄
除
け
に
置
く
。
葬
儀
の
時
、
ノ
ベ
の
帰 

り
に
ト
ボ
グ
チ(

入
口)

で
塩
を
ふ
り
か
け
て
お®

い
を
し
て
家
に
入
る
が
、
ヤ
ッ 

カ
ガ
シ
や
一
年
祓
を
振
っ
て
厄
除
け
を
す
る
。(

大
沢)

ヤ
ッ
カ
ガ
シ
は
ヤ
ッ
コ
ガ
シ
と
も
い
ぅ
。

正
月
の
お
飾
り
に
し
た
イ
ワ
シ
の
頭 

を
二 

つ
、
ヒ
イ
ラ
ギ
か
豆
の
木
に
さ
し
て
、
豆
な
げ
の
豆
を
い
る
時
の
火
で
や
く
。
 

キ
ュ
ワ
り
の
虫
の
ロ
を
、
イ
ネ
の
虫
の
ロ
を
や
く
な
ど
と
い
っ
て
、
ツ
バ
を
か
け 

る
。

こ
れ
を
ト
ボ
ロ
に
さ
し
て
お
い
て
、
魔
除
け
と
す
る
。(

1

 

ツ
谷)

ヤ
ッ
カ
ガ
シ
は
ヒ
イ
ラ
ギ
の
木
の
枝
、
ま
た
は
大
豆
の
茎
に
イ
ワ
シ
の
頭
二
つ 

を
指
し
、
節
分
の
豆
を
煎
り
な
が
ら
や
く
。
そ
の
と
き
、
「
シ
ジ
ュ
ワ
ハ
チ
、

ニ
イ 

ロ
ク(

4
8
2
6
)

の
虫
の
ロ
や
き
、
油
虫
の
ロ
や
き
」
と
三
回
と
な
え
て
、
ツ
バ
を
は 

き
か
け
る
。

こ
れ
は
後
で
ト
ボ
ロ
に
指
し
て
お
く
。
魔
除
け
に
な
る
。(

西
島)

節
分
の
と
き
に
は
、
お
正
月
様
の
棚
の
前
に
さ
げ
た
イ
ワ
シ
を
と
っ
て
お
い
た 

も
の
を
、
あ
た
ま
と
し
っ
ぽ
だ
け
を
き
っ
て
、
ヒ
イ
ラ
ギ
の
二
又
の
枝
に
さ
し
て 

や
い
て
、
と
ぼ
ロ
に
さ
し
て
お
く
。
お
は
ら
い
の
お
札
と
一
緒
に
さ
し
た
。
な
お
、
 

イ
ワ
シ
は
、
豆
の
枝
に
さ
す
ぅ
ち
も
あ
る
。

豆
を
や
く
と
き
に
は
、
虫
の
ロ
を
や
く
と
い
い
な
が
ら
や
い
た
。



こ
れ
を
ヤ
カ
ガ
シ
と
い
っ
た
。(

島
野)

節
分
の
日
、
柊
(

ヒ
イ
ラ
ギ)

の
枝
に
、
イ
ワ
シ
の
頭
を
刺
し
、
焼
い
た
も
の 

を
ト
ボ
グ
チ
に
か
ざ
る
。
焼
く
時
の
唱
え
ご
と
は
お
ぼ
え
て
い
な
い
。
夜
、
豆
を 

ま
い
て
年
取
り
を
し
、
福
茶
を
飲
み
、
豆
を
年
の
数
だ
け
食
べ
た
。(

島
野) 

お
正
月
様
の
飾
り
と
し
て
吊
し
て
あ
っ
た
鰯
を
二
つ
に
切
り
、
頭
と
尾
を
、
先 

が
二
股
に
分
か
れ
た
豆
の
木
に
さ
し
て
、
豆
を
炒
る
時
共
に
焼
く
。
そ
の
時
、
「
豊 

作
四
十
二
色
の
虫
の
ロ
を
焼
き
申
す
、
と
っ
と
と
つ
ば
き
ひ
っ
か
け
ろ
」
と
唱
え 

つ
つ
、
唾
を
か
け
か
け
し
て
焼
く
。
後
は
家
の
と
ぶ
ロ 
(

入
り
口) 

の
右
手
に
差 

し
て
魔
よ
け
と
す
る
。(

西
横
手)

「
豊
作
、
四
十
二
い
ろ
の
虫
の
ロ
を
焼
き
申
す
」
と
唱
え
な
が
ら
、
二
股
の
豆 

木
に
刺
し
た
鰯
の
頭
に
つ
ば
を
吐
き
か
け
て
火
に
あ
ぶ
る
。

こ
の
日
の
豆
を
残
し 

て
お
い
て
、
神
棚
に
上
げ
て
お
き
、
初
雷
の
時
に
食
べ
る
。(

西
横
手)

イ
ワ
シ
の
頭
と
シ
ッ
ポ
を
別
々
に
切
っ
て
、
ヒ
イ
ラ
ギ
の
枝
に
さ
し
豆
を
い
り 

な
が
ら
、
虫
の
名
ま
え
を
い
い
、

つ
ば
を
ひ
っ
か
け
て
「
四
十
八
色
の
虫
の
ロ
を 

燃
く
。
」
と
い
っ
た
。

ヤ
カ
ガ
シ
は
虫
が
つ
か
な
い
。
ト
ボ
ロ
へ
出
す
。(

中
島) 

豆
を
ホ
ウ
ロ
ク
で
い
っ
た
。
家
中
マ
メ
に
な
る
よ
ぅ
に
と
豆
ガ
ラ
で
も
し
た
。
 

イ
ロ
り
の
ふ
ち
に
イ7

シ
の
頭
を
豆
の
木
に
さ
し
て
、
「
…

の
虫
の
ロ
を
焼
き
申
す 

…
」
と
つ
ば
き
を
か
け
な
が
ら
唱
え
る
。

ヤ
カ
ガ
シ
は
ト
ボ
ロ
に
さ
し
て
お
く
。
 

豆
は
神
棚
を
最
初
に
、
家
中
ま
く
。
「福
は
内
、
鬼
は
外
、
鬼
は
外
」
と
い
い
な
が 

ら
ま
く
。

ま
く
と
戸
を
す
ぐ
に
し
め
る
。
年
令
の
数
だ
け
拾
っ
て
食
べ
る
。
福
茶 

を
飲
む
。
豆
は
少
し
と
っ
て
お
い
て
初
雷
の
時
に
食
べ
る
と
雷
が
こ
わ
く
な
い
。
 

(

下
斎
田)

初 

午
(

午
の
日)

稲
荷 

箱
田
稲
荷
へ
お
参
り
に
行
く
人
も
い
る
。
女
衆
が
近
所
の
村
の
庚
申
様 

を
回
っ
て
歩
き
、
お

サ

ゴ(

散
米)

を
供
え
て
拝
ん
だ
。
自
由
に
回
り
信
心
し
た 

も
の
で
、
新
田
へ
よ
く
行
っ
た
。(

大
沢)

初
午
は
節
分
が
す
ん
で
、
初
め
て
の
午
の
日
、
繭
玉
を
作
っ
て
、
藁
を
逆
さ
に

し
て
さ
し
、
そ
れ
を
オ
ハ
チ
に
入
れ
て
床
の
間
に
あ
げ 

た
。

お
蚕
の
神
様
に
あ
げ
る
と
い
っ
た
。(

西
島)

初
午
の
日
、
お
蚕
が
当
る
ょ
ぅ
に
「
ソ
ク
ジ
ン
」
を 

作
っ
て
床
の
間
に
か
ざ
っ
た
。

ソ
ク
ジ
ン
は
お
ヒ
ツ
の 

中
に
ワ
ラ
を
立
て
、
そ
の
上
に
、
米
の
粉
で
作
っ
た
ま 

ゆ
玉
を
二
、
三
個
の
せ
る
。(

島
野)

マ
ユ
玉
米
の
粉
で
マ
ユ
玉
だ
ん
ご
を
作
り
、
す
ぐ

っ
た
わ
ら
を
し
ば
っ
て
立
て
た
メ
ン
パ
に
、

マ 

ユ
玉
を
も
っ
て
お
蚕
神
様
に
供
え 

る
。
わ
ら
は
蚕
の
マ
ブ
シ
に
見
た
て
た
も
の
。
絹
笠
様
は
俗
に
そ
の
家
の
オ
カ
ミ 

サ
ン
の
こ
と
を
い
ぅ
。

屋

敷

稲

荷(

ウ
ジ
神)

に
マ
ユ
玉
と
ご
飯
を
少
し
紙
に
の
せ
て
進
ぜ
て
く
る
。

(

大
沢)

マ
ユ
玉
の
ア
ン
コ
ょ
ご
し
を
作
っ
て
食
べ
る
。
ア
ン
コ
ロ
飯
の
ょ
ぅ
に
、
回
り 

に
ア
ン
コ
を
つ
け
る
。(

大
沢)

初
午
の
日
に
は
、
わ
ら
の
ッ
ト
ッ
コ
の
中
に
お
繭
玉
を
入
れ
、
そ
れ
を
途
中
で 

し
ば
っ
て
、
上
部
の
わ
ら
を
お
り
ま
げ
て
繭
玉
を
さ
す
。

こ
れ
を
一
升
ま
す
に
入 

れ
て
供
え
た
。

こ
の
日
稲
荷
様
を
と
く
べ
つ
に
祭
ら
な
い
。(

元
島
名)

初
午
に
マ 

ユ
玉
を
作
っ
た
。
榛
名
神
社
へ
お
さ
ご
を
も
っ
て
お
ま
い
り
に
行
っ 

た
。(

中
島)

お
団
子
を
、
十
ニ
コ
丸
い
鉢
に
入
れ
、
豆
木
を
挿
し
て
進
ぜ
る
。(

下
滝) 

初
午
は
下
斎
田
で
は
現
在
二
月
十
日
と
決
め
て
い
る
。
屋
敷
稲
荷
を
ま
わ
っ
て 

か
ら
ム
ラ
の
稲
荷
様
を
お
が
ん
だ
。
赤
飯
と
油
揚
げ
の
入
っ
た
ッ
ト
ッ
コ
を
あ
げ 

る
。
繭
玉
も
あ
げ
る
。
農
仕
事
は
休
む
。(

下
斎
田)

初
午
に
ム
ラ
の
稲
荷
様
に
一
番
先
に
お
ま
い
り
に
行
く
と
蚕
が
あ
た
る
と
い
わ 

れ
て
い
る
。(

下
斎
田)

コ

ト

八

日
(

八
日)

オ
コ
ト
始
メ 

メ
ケ
エ
を
竿
の
先
に
吊
る
し
て
庭
に
立
て
た
。

メ
ケ
エ
は
上
に



向
け
て
立
て
入
っ
て
来
る
の
を
待
つ
。(

大
沢)

n
卜
八
日
に
ヒ
ィ
ラ
ギ
を
か
ご
の
中
に
入
れ
た
り
、
か
ま
も
用
意
し
た
り
し
て
、
 

竹
に
か
ご
を
つ
け
て
庭
の
植
木
に
た
て
て
お
く
。
九
臼
の
朝
早
く
起
き
る
と
金
が 

ひ
ろ
え
る
。(

中
島)

針
供
養 

豆
腐
を
さ
い
の
目
に
切
っ
て
、
針
を
豆
腐
に
さ
し
、

こ
の
日
は
針
を 

休
め
た
り
使
っ
た
り
し
な
い
。

お
菓
子
な
ど
を
神
様
に
供
え
た
。(

中
島)

二
月
八
日
に
は
、
お
針
を
す
る
子
供
た
ち
が
、
豆
腐
に
針
を
さ
し
て
供
養
し
た
。

(

下
斎
田)

出
カ
ワ
リ
日 

二
月
八
日
は
奉
公
人
が
ゆ
っ
く
り
休
め
る
日
。
も
と
は
百
姓
番 

頭
や
作
男
が
多
く
い
た
。(

大
沢)

子
守
と
作
番
頭
は
二
月
八
日
が
き
り
か
え
の
時
。
「守
っ
子
は
ら
く
の
ょ
う
で
つ 

ら
い
も
の
、
西
風
吹
い
て
も
宿
は
な
い
。
早
く
二
月
八
日
が
来
れ
ば
ょ
い
」
と
い 

う
歌
が
あ
っ
た
。
再
契
約
の
場
合
、
四
日
間
暇
が
出
る
。
そ
の
間
は
仕
事
を
休
ん 

で
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

子
守
の
賃
金
は
年
間
契
約
で
二
円
、

一
人
前
の
作
番
頭 

が
十
五
円
で
あ
っ
た
。
明
治
末
か
ら
大
正
の
始
め
こ
ろ
ま
で
の
話
。(

西
横
手) 

デ
ガ
ワ
リ
は
二
日
で
奉
公
人
が
実
家
に
帰
っ
た
。(

中
島)

機 

神
(

十
日
過
ぎ)

二
月
中
に
機
神
と
い
う
休
み
日
が
あ
る
。
大
体
十
五
日
前
で
、
十
日
か
ら
十
五 

日
の
間
。
伍
長
が
集
ま
っ
て
日
を
き
め
る
。
女
衆
の
慰
安
で
あ
る
。
昔
は
絹
機
を 

織
っ
て
、
五
、
十
の
高
崎
の
市
に
持
っ
て
い
っ
た
の
で
そ
の
慰
安
で
あ
る
。

ど
ん 

な
こ
と
を
す
る
か
と
い
う
と
、
青
年
団
が
主
催
し
て
寄
付
を
募
り
、
大
き
な
家
を 

借
り
て
そ
こ
で
余
興
を
や
る
。
落
語
と
か
浪
波
節
な
ど
の
演
芸
が
中
心
で
あ
っ
た
。
 

(

元
島
名)
.

天

神

講
(

二
十
四
日)

天
神
様 

勉
強
の
神
様
、
子
供
が
回
り
番
の
宿
に
夜
集
ま
っ
て
、
す

し
•

ぼ
た 

餅
な
ど
の
ご
馳
走
を
食
べ
た
。
習
字
は
し
な
い
が
、
余
興
を
し
て
遊
ん
だ
。
拝
む

掛
軸
な
ど
な
か
っ
た
。
筆
や
石
筆
を
納
め
た
。

天
神
様
の
石
宮
は
八
坂f
r

社
の
裏

に
あ
る
。(

大
沢)

神
社
に
天
神
様
が
あ
っ
て
、
字
が
う
ま
く
な
る
ょ
う
に
と
筆
を
子
ど
も
た
ち
が 

納
め
て
く
る
。
書

く

字

は

「
天
満
天
神
宮
」

で
あ
る
。(

中
島)

三 

月

ヒ
ナ
の
節
供(

三
日)

雛
市 

玉
村
、
高
崎
に
市
が
立
ち
、
そ
こ
へ
雛
を
買
い
に
ゆ
く
。
す
わ
り
び
な 

と
い
う
、
お
河
童
頭
に
祎
を
着
て
す
わ
っ
て
い
る
二
十
〜
三
十
セ
ン
チ
程
の
高
さ 

の
人
形
を
、
女
の
子
の
初
節
供
の
贈
り
物
用
に
、
ま
た
養
蚕
祈
願
用
に
毎
年
買
う
。
 

(

西
横
手)

ヒ
ナ
祭
子
供
か
生
ま
れ
て
初
節
供
に
は
親
威
か
ら
ヒ
ナ
人
形
を
も
ら
う
。

二 

月
二
十
八
日
に
は
ヒ
ナ
人
形
を
出
し
て
座
敷
に
飾
る
。(

し
ま
う
の
は
三
月
八
日)

。
 

白
•

赤
•

青
(

草)

の
餅
を
つ
い
て
、
ア
ン
ピ
ン
餅
に
し
た
り
、
ヒ
シ
餅
に
し 

て
供
え
る
。

ヒ
シ
餅
は
赤•

白
で
重
ね
、
初
嫁
が
持
っ
て
里
帰
り
を
す
る
。

人
形
を
貰
っ
た
お
返
し
に
は
ヒ
シ
餅
や
ア
ラ
レ
を
や
っ
た
が
、
最
近
は
折
り
菓 

子
に
な
っ
た
。(

大
沢)

二
月
二
十
八
日
に
雛
を
出
し
て
飾
り
つ
け
る
。
雛
壇
の
上
方
に
は
立
ち
雛(

上 

等
の
も
の)

を
、
下
方
に
す
わ
り
雛
を
あ
る
限
り
全
て
並
べ
る
。
汚
損
し
て
い
て 

も
雛
様
を
飾
っ
て
や
ら
ぬ
と
泣
く
と
言
わ
れ
、
古
い
も
の
は
雛
を
し
ま
う
日
に
川 

に
流
し
た
。
供
え
物
に
は
紅
白
草
色
の
三
色
の
菱
餅
を
し
、
そ
の
も
ち
の
上
に
ほ 

こ
ろ
び
か
け
た
梅
の
つ
ぼ
み
を
揷
す
。
他
に
海
苔
卷
、

い
な
り
ず
し
を
作
る
。

こ 

の
日
は
嫁
に
行
っ
た
子
も
帰
っ
て
く
る
。
ま
た
初
節
供
の
娘
が
い
る
場
合
は
親
戚 

中
か
ら
雛
を
も
ら
い
、
お
返
し
に
は
紅
白
の
あ
ん
こ
ろ
餅
を
十
五
、
或
い
は
二
十 

一
と
い
う
奇
数
個
ず
つ
配
る
。
雛
は
八
日
節
供
と
い
っ
て
八
日
は
し
ま
う
。(

西
横 

手)



ヒ
ナ
の
節
供
の
御
馳
走
は
白
酒•

桃

の

花•

す

し•

ひ
し
も
ち.

あ
ら
れ
を
供 

え
た
。
子
ど
も
た
ち
は
人
形
を
も
ち
ょ
っ
た
り
、
食
べ
も
の
を
も
っ
て
集
ま
っ
た
。
 

二
月
下
旬
に
ヒ
ナ
人
形
を
出
し
、
八
日
節
供
に
し
ま
う
。
初
節
供
の
家
は 

も
っ 

と
早
く
か
ざ
る
。
嫁
の
実
家
が
く
る
。
節
供
返
し
は
、
白

酒•

さ
く
ら
も
ち
で
あ
っ 

た
。(

中
島)

ヒ
ナ
節
供
は
三
月
二
日
。
玉
村
町
に
ヒ
ナ
市
が
出
る
の
で
、
そ
こ
で
ヒ
ナ
人
形 

を
購
入
す
る
。
菱
餅
と
お
す
し
を
つ
く
る
。
古
い
ヒ
ナ
人
形
は
川
に
流
し
た
。
節 

供
が
え
し
に
は
桜
餅
を
し
た
。(

下
斎
田)

セ
チ
マ 

せ
っ
く
が
ら
と
同
じ
。
節
供
の
次
の
日
の
休
日
。
盆
が
ら
は
、
十
七 

日
。

「
が
ら
が
ら
や
る
ぺ
え
じ
ゃ
ね
え
か
」
「
雨
っ
ぷ
り
正
月
や
る
ぺ
え
じ
ゃ
ね
え 

か
」
と
い
っ
て
、
呼
び
か
け
て
休
み
に
し
た
。(

下
滝)

五

節

供

一

月

四

日

——

嫁
、
婿
は
嫁
の
里
へ
年
始
に
行
く
。

こ
の
日
は
婿
の 

年
始
で
、
五
節
供
の
は
じ
ま
り
と
い
、っ
。
年
頭
も
ん
を
し
っ
て
行
く
。

三
月
二
日
の
節
供̂

菱

餅
(

紅
白
二
枚)

を
つ
く
っ
て
持
っ
て
行
く
。
 

五
月
の
節
供-
-

こ
わ
め
し
と
、
た

ら

の

ひ

ら

き(

二
枚)

を
持
っ
て
行
く
。
 

八
朔
の
節
供
——

九
月
一
日
、
シ
ョ
ウ
ガ
の
節
供
と
い
っ
て
、
シ
ョ
ウ
ガ
と
、
 

つ
つ
み

が

ね(

「御
祝
」
と
書
い
て
い
く
。
嫁
の
親
に
や
る)

を
も
っ
て
い
く
。
 

八
朔
の
と
き
の
お
か
え
し
は
み
け
え
。
八
朔
の
時
以
外
は
、
お
か
え
し
な
し
。
 

お
歳
暮
…
さ
け
を
も
っ
て
い
く
。
親
の
生
き
て
い
る
う
ち
は
も
っ
て
行
く
も
の 

だ
と
い
う
。

五
節
供
の
と
き
に
は
、
親
の
と
こ
ろ
へ
は
ち
ゃ
ん
と
つ
け
と
ど
け
を
す
る
も
ん 

だ
と
い
わ
れ
た
。(

萩
原)

春 

祭
(

十
五
日)

鎮
守
様 

祭
り
が
各
地
で
始
ま
る
。(

大
沢)

八
幡
宮
の
春
祭
り
は
二
月
十
五
日
、
秋
祭
り
は
十
月
十
五
日
、
年
二
回
祭
る
。
 

も
と
は
神
主
が
来
て
十
一
月
二
十
二
日
の
新
嘗
祭•

屋
敷
祭
り
と
重
複
し
て
祭 

り
、
年
二
回
も
祭
っ
た
。
田
地
七
反
も
あ
っ
て
年
貢
米
が
手
に
入
っ
た
。(

萩
原)

十
五
日
は
諏
訪
神
社
の
春
祭
で
あ
る
。
祭

当

番
(

六
軒
位)

が
神
主
と
の
連
絡 

を
取
り
、
十
四
日
の
宵
待
ち
に
は
村
中
出
て
の
ぼ
り
を
立
て
た
。
十
五
日
に
は
大 

太

鼓

小

太

鼓

で

「
ば
か
っ
ぱ
や
し
」

が
あ
っ
た
。(

西
横
手)

諏
訪
様
の
春
祭
り
は
三
月
十
五
日
。
赤
飯
を
た
い
て
祝
う
。(

下
斎
田)

春
祭
は
四
月
一
日
に
榛
名
神
社
で
太
々
神
楽•

す
も
う
を
し
た
。
今
は
三
月
十 

五
日
に
す
る
。
祭
の
前
日
か
ら
神
社
に
泊
っ
て
い
た
り
し
て
、
真
夜
中
の
十
二
時 

に
な
る
か
な
ら
な
い
う
ち
に
赤
飯
を
神
社
に
供
え
る
と
蚕
が
あ
た
る
と
い
う
の 

で
、
先
を
争
っ
て
神
社
に
行
っ
た
。(

中
島)

絹

笠

様
(

二
士
二
日)

字
将
軍
塚
だ
け
で
行
な
う
行
事
。
三
月
二
十
三
日
。
村
の
女
衆
が
煮
し
め
を
持 

ち
寄
せ
て
絹
笠
様
の
石
宮
の
前
で
行
う
。
農
事
実
行
組
合
か
ら
の
寄
付
も
あ
り
、
 

非
農
家
の
人
も
加
わ
っ
て
盛
大
で
あ
る
。
そ

の

時

「
絹
笠
様
」
の
和
讃
を
唱
え
る
。
 

(

元
島
名)

彼 

3

序
(

二
十
一
日
〜
二
十
七
日)

中
日 

中
日
が
春
祭
り
だ
っ
た
の
で
、
餅
を
つ
い
て
祝
っ
た
。
「彼
岸
の
七
所
参 

り
」

は
聞
か
な
い
。

「道
祖
神
の
七
所
参
り
」
と
は
言
わ
れ
た
が
。(

大
沢)

天
道
念
仏 

こ
の
村
に
寮
が
二
つ
あ
る
。
東
の
寮
は
も
と
三
友
寮
と
い
い
、
西 

の
寮
は
関
の
寮
だ
っ
た
。
春
は
西
の
寮
で
、
秋
は
東
の
寮
で
天
道
念
仏
を
行
っ
た
。
 

日
の
出
か
ら
日
のA

り
ま
で
、
た
だ
南
無
阿
陀
仏
を
唱
え
、
鐘
を
叩
い
て
い
る
だ 

け
で
あ
る
。
村
の
人
は
供
え
も
の
を
も
ち
お
賽
銭
を
あ
げ
る
。
供
え
も
の
は
子
ど 

も
が
貰
い
に
く
る
。
な
お
西
の
寮
の
観
音
様
は
、
高
崎
の
清
水
観
音
の
姉
さ
ん
だ 

と
い
っ
て
い
た
。(

元
島
名)

天
道
念
仏
と
い
っ
て
彼
岸
の
中
日
に
寮(

今
の
公
民
館
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た) 

で
念
仏
を
申
し
た
。
村
の
女
の
年
寄
り
が
、
各
自
食
物
を
持
ち
寄
り
で
一
日
過
し 

た
。(

ー
ッ
谷)

入

り

の

前(

十
五
、
六
日)

に
墓
掃
除
し
、
ぼ
た
も
ち
、
彼
岸
団
子
を
半
紙
に



包
ん
で
行
っ
て
二 

つ
ず
つ
位
墓
石
の
前
に
供
ぇ
た
。

中
日
に
は
仕
事
を
休
ん
で
高
崎
な
ど
へ
遊
び
に
出
か
け
た
。

は
し
り
ロ
は
、
彼
岸
の
最
後
の
日
で
、
墓
ま
で
先
祖
を
送
っ
て
ゆ
く
。(

西
横
手) 

春
彼
岸
は
墓
参
り
に
行
く
。
寺
で
麦
湯
を
作
っ
て
く
れ
た
。

だ
ん
ご
を
作
っ
て 

食
べ
た
り
墓
に
供
ぇ
た
。(

中
島)

彼
岸
に
米
の
粉
で
つ
く
っ
た
団
子
と
水
を
墓
に
も
っ
て
い
く
。
墓
に
持
っ
て
い 

く
団
子
は
ゆ
で
る
前
に
、
少
し
指
で
押
す
。
彼
岸
の
頃
は
天
候
が
不
順
な
の
で
「
く 

さ
れ
彼
岸
」
と
い
、っ
。
彼
岸
中
日
に
は
オ
ハ
ギ
を
つ
く
っ.
て
仏
壇
に
あ
げ
た
。(

下 

斎
田)

施

餓

鬼
(

三
十
日)

善
勝
寺
の
施
餓
鬼
は
三
月
三
十
日
に
坊
さ
ん
一
〇
人
ほ
ど
集
ま
っ
て
開
催
さ 

れ
る
。
檀
家
は
二
八
〇
戸
ほ
ど
あ
り
、
護
持
会
費
一
五
〇
〇
円
を
集
金
、
塔
婆
を
作 

り
、
す
し
折
を
付
け
て
参
会
者
に
配
る
。
家
々
の
先
祖
を
供
養
す
る
た
め
で
あ
る
。
 

二
年
に
一
回
は
戦
没
者
慰
霊
祭
を
す
る
。

萩
原
か
ら
井
田
家
ら
八
戸
が
檀
家
で
あ
る
。(

萩
原)

四 

月

花 

祭
(

八
日)

お

釈

迦

様
,
四
月
八
日
に
家
で
餅
を
つ
い
て
、
食
い
祭
り
を
す
る
。
甘
茶
は
作 

ら
な
い
。

前
橋
市
上
新
田
の
雷
電
神
社
の
神
楽
を
見
に
子
供
を
連
れ
て
行
っ
た
。(

大
沢)

花
祭
に
慈
眼
寺
へ
お
参
り
に
行
く
と
甘
茶
を
く
れ
た
。(

中
島)

四
月
八
日
に
は
オ
シ
ャ
カ
サ
マ
を
ビ
シ
ャ
モ
ン
様
の
前
に
か
ざ
る
。(

西
島) 

オ
シ
ャ
カ
様
の
誕
生
日
は
四
月
八
日
。
餅
を
つ
い
て
農
休
み
に
し
た
。
慈
眼
寺 

の
オ
シ
ャ
カ
サ
マ
に
甘
酒
を
か
け
て
く
る
。(

下
斎
田)

卯

月

八

日

新

暦

で

四

月

八

日

に

は

、
短
冊
に

千
早
振
る
卯
月
八
日
は
吉
日
よ

髪
長
虫
の
ご
成
敗
か
な

と
書
い
て
、
便
所
、
物
置
、
勝
手
の
柱
、
馬
屋
な
ど
に
は
る
。
悪
(

厄)

病
よ
け 

に
な
る
。
右
は
虫
の
わ
く
と
こ
ろ
全
部
に
は
る
と
も
い
う
。
草
餅
を
つ
い
て
食
べ 

る
。(

元
島
名)地

獄

餅
(

十
五
日)

お
蚕
餅 

十
五
日
に
餅
を
つ
く
が
、

こ
の
餅
を
食
う
と
忙
し
く
な
る
の
で
、
地 

獄
餅
と
呼
ん
だ
。(

大
沢)

地
獄
餅
は
四
月
十
五
日
、
油
が
売
れ
る
十
二
月
十
五
日
の
油
餅(

極
楽
餅)

に 

対
し
て
こ
れ
か
ら
仕
事
だ
と
い
う
意
味
で
こ
う
言
、っ
、
餅
を
親
類
に
配
っ
た
。(

西 

横
手)一

名

「
お
こ
も
ち
」
と
も
言
っ
た
。
大
事
餅
の
意
。(

宿
横
手)

地
獄
餅
は
四
月
十
五
日
に
搗
く
餅
。

こ
れ
を
食
う
と
養
蚕
が
始
ま
る
。
普
通
の 

餅
で
、
極
楽
餅
と
い
う
の
は
な
い
。(

下
滝)

榛

名

山
(

十
五
日)

七
人
一
組
で
代
参
が
出
て
、
榛
名
山
に
お
参
り
す
る
。

一
度
よ
し
た
ら
雹
害
に 

な
っ
た
の
で
、
再
び
続
行
し
て
い
る
。(

大
沢)

社

久

司

様(

十
六
日)

上
宿
で
ま
つ
る
。

耳
の
神
様
で
底
ぬ
け
の
杓
を
上
げ
る
。

ご
神
体
は
白
竜
。
白 

蛇
の
七
、
八

cm
も
あ
る
の
が
居
た
。
ネ
ズ
ミ
が
う
ん
と
い
て
困
る
時
「
社
久
司
様 

を
頼
め
」
と
言
い
、
お
が
み
に
行
っ
た
。

こ
れ
は
合
併
し
な
い
。(

萩
原)



五 

月

八

十

八

夜(

二
日)

八
十
八
夜
ノ
別
レ
霜 

餅
を
つ
い
て
家
だ
け
で
祝
う
。

女
衆
が
あ
ち
こ
ち
の
お
蚕
神
様(

絹
笠
様)

参
り
を
し
て
来
る
。
上
川
渕
佐
鳥(

前 

橋
市)

の
荒
神
様
に
は
蚕
具
の
市
が
立
つ
。
上
新
田
の
雷
電
神
社
か
ら
ワ
ラ
ジ
を
借 

り
て
来
た
り
、
多
野
郡
新
町
於
菊
稲
荷
か
ら
白
狐
を
借
り
て
来
た
り
し
て
、
次
ぐ 

年
二
つ
に
し
て
な
す
。
女
衆

が

オ

ン

カ
で(

公
然
と)

出
か
け
ら
れ
る
。(

大
沢) 

八
十
八
夜
に
は
し
ょ
く
し
ん(

繭
玉
や
つ
み
っ
こ
を
こ
し
あ
ん
の
鍋
に
入
れ
て 

煮
椀
な
ど
に
よ
そ
っ
て
食
す)

を
食
べ
た
。(

西
横
手)

八
十
八
夜
に
は
餅
を
つ
い
た
。
八
十
八
夜
の
別
れ
霜
と
い
い
、
凡
十
八
夜
を
す 

ぎ
れ
ば
霜
は
お
り
な
い
。
春
ゴ
が
で
る
頃
で
も
あ
る
。(

下
斎
田)

八
十
八
夜
に
は
あ
ん
こ
餅
を
作
っ
て
食
べ
た
。(

西
島)

五
日
の
節
供(

五
日)

シ
ョ
ウ
ブ 

四
日
に
シ
ョ
ウ
ブ
や
ヨ
モ
ギ
を
軒
に
さ
し
て
、
蛇
が
入
ら
な
い
よ 

う
に
し
た
。
厄
病
除
け
に
シ
ョ
ウ
ブ
湯
に
入
っ
た
り
、
徳
利
に
酒
を
入
れ
て
シ
ョ 

ウ
ブ
を
さ
し
た
シ
ョ
ウ
ブ
酒
を
飲
ん
だ
。(

大
沢)

初
婿
は
タ
ラ
の
干
物
を
持
っ
て
、
嫁
の
実
家
へ
お
客
に
行
く
。(

大
沢)

シ
ョ
ウ
ブ
を
軒
下
に
さ
げ
た
り
、
風
呂
の
中
に
入
れ
た
。

シ
ョ
ウ
ブ
を
盃
の
中 

に
き
ざ
ん
で
入
れ
て
「
シ
ョ
ウ
ブ
酒
」
を
飲
ん
だ
。

こ
う
す
る
と
虫
に
さ
さ
れ
な 

い
と
い
う
。(

島
野)

五
月
四
日
の
夕
方
、

ヨ
モ
ギ
と
菖
蒲
で
家
の
軒
を
ふ
い
た
。

こ
う
す
る
と
、
虫 

除
け
に
な
り
、

ム
カ
デ
や
蛇
が
家
に
入
っ
て
来
な
い
。(

宿
横
手)

こ
い
の
ぼ
り 

こ
い
の
ぼ
り
や
鍾
馗
様
、
武
者
絵
を
か
い
た
幟
を
前
庭
に
立
て 

た
。
初
節
供
の
年
は
贈
答
が
あ
る
が
、幟
は
嫁
の
実
家
が
最
も
立
派
な
も
の
を
贈
っ

て
き
た
。
「
八
の
日
に
出
し
て
、
八
の
日
に
し
ま
う
」
幟
だ
が
、
そ
の
年
贈
ら
れ
た 

の
は
来
次
第
上
げ
る
。

こ
の
日
は
赤
飯
を
炊
き
、
干
し
た
鰐
や
半
紙
を
添
え
た
ス 

ル
メ
を
引
物
に
し
た
。
ま
た
五
月
四
日
の
祝
い
と
し
て
、
ヨ
モ
ギ
や
シ
ョ
ウ
ブ
を 

軒
に
指
し
、
シ
ョ
ウ
ブ
湯
も
た
て
た
。
菖
蒲
は
、
昔
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
追
わ
れ
た 

時
、
菖
蒲
の
中
に
刀
を
立
て
て
お
い
た
ら
、
気
づ
か
ぬ
敵
が
そ
の
刃
に
倒
れ
た
故 

事
か
ら
、
魔
除
け
の
意
味
が
あ
っ
た
。

そ
の
他
長
虫
除
け
に
「
千
早
振
る
卯
月
八 

日
、
も

の
(

或
い
は
、

こ
の)

吉
日
よ
、
神
無
月
お
せ
わ
い
か
に
」
と
書
い
た
も 

の
を
、
門
柱
の
右
側
の
方
に
貼
る
こ
と
も
す
る
。(

西
横
手)

端
午
の
節
供
に
吹
き
流
し
の
こ
い
は
嫁
の
実
家
か
ら
も
ら
っ
た
。•

ほ
か
に
親
戚 

か
ら
も
こ
い
の
ぼ
り
を
も
ら
っ
た
。
赤
飯
を
食
べ
た
。

お
返
し
に
柏
餅•

タ

ラ

を• 

や
っ
た
。
初
節
供
の
家
は
四
月
下
旬
か
ら
か
ざ
り
八
日
節
供
に
し
ま
っ
た
。(

中
島) 

四
日
の
晚
ヨ
モ
ギ•

シ
ョ
ウ
ブ
を
神
棚
に
供
え
た
り
、
家
の
の
き
先
に
三
本
ず 

つ
ぐ
し
に
さ
し
た
。

ヘ
ビ
や
ム
カ
デ
が
家
に
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
。

シ
ョ
ウ
ブ 

を
入
れ
た
風
呂
を
た
て
入
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
。(

中
島)

五
月
節
供
は
五
月
五
日
。
男
の
節
供
、
菖
蒲
の
節
供
と
い
う
。
嫁
の
実
家
で
は 

の
ぼ
り
を
贈
る
。
上
の
紋
が
嫁
家
、
下
の
紋
が
実
家
。

ヨ
モ
ギ
と
菖
蒲
を
軒
先
に 

さ
し
た
。
菖
蒲
は
剣
の
よ
う
な
形
な
の
で
魔
除
け
に
な
る
と
い
う
。
菖
蒲
湯
に
入 

る
と
中
気
に
な
ら
な
い
。
菖
蒲
を
頭
に
ま
く
と
、
頭
痛
が
し
な
い
。
菖
蒲
酒
を
飲 

む
と
、
蛇
や
ム
カ
デ
に
か
じ
ら
れ
な
い
。(

下
斎
田)

五
月
節
供
に
タ
ラ
の
干
物
を
持
っ
て
い
く
。(

下
斎
田)

長
虫
よ
け
に
ヨ
モ
ギ
と
菖
蒲
を
軒
先
に
さ
し
た
。
菖
蒲
湯
に
入
る
と
虫
に
さ
さ 

れ
な
い
。

頭
に
菖
蒲
を
ま
く
と
頭
痛
が
な
お
る
。(

八
幡
原)

八

日

節

供(

八
日)

八
日
節
供 

五
月
八
日
に
節
供
道
具
を
し
ま
う
。(

中
島)



六 

月

出

穂

寅
(

寅
の
日)

出
穂
寅 

麦
の
穂
の
出
る
寅
の
日
を
出
穂
寅
と
い
っ
た
。
こ
の
日
は
遊
ん
だ
り
、
 

ゆ
で
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
っ
た
。(

模
町)

出
穂
寅
と
は
穂
の
出
る
頃
の
寅
の
日
の
意
で
、
区
長
が
触
れ
て
歩
い
て
農
を
休 

ん
だ
。(

宿
横
手) 

•

田

植

え
(

下
旬)

田
植
え
六
月
三
十
日
前
後
の
頃
か
ら
七
月
十
日
前
後
の
間
に
田
植
え
を
す 

る
。
七
月
四
、
五
日
頃
が
さ
か
ん
で
あ
る
。(

中
島)

オ
サ
ナ
ブ
リ 

赤
飯
を
た
く
。
御
馳
走
を
作
っ
て
食
べ
る
。(

中
島)

田
植
え
休
み 

二
日
間
休
ん
だ
。
第
一
日
は
ヨ
ィ
マ
チ
と
い
い
、
半
日
休
み
、
 

八
丁
ジ
メ
と
も
い
っ
て
い
た
。

二
日
目
は
、
新
小
麦
の
粉
で
ウ
デ
マ
ン
ジ
ュ
ウ
を 

作
り
、
嫁
は
、

こ
れ
を
持
っ
て
実
家
に
お
客
に
行
っ
た
。
小
遣
い
は
一
円
か
五
〇 

銭
ぐ
ら
い
も
ら
え
た
。(

中
島)

七 

月

半 

夏
(

二
日
ご
ろ)

半

夏

「半
夏
に
田
植
え
を
す
る
な
」
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
に
田
植
え
は
終
る
。
 

田
植
え
を
嫌
う
日
は
人
夫
が
余
る
の
で
寺
の
田
植
え
を
す
る
日
に
な
っ
て
い
る
。
 

(

大
沢)

昔
、
半
夏
様
が
野
ま
わ
り
を
し
て
い
て
、
片
足
を
田
に
、
片
足
を
オ
カ
に
し
て 

た
お
れ
て
死
ん
だ
の
を
供
養
す
る
た
め
に
、
半
夏
に
は
田
植
え
を
し
な
い
。
も
し

忘
れ
て
し
ま
っ
て
半
夏
に
田
植
え
を
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
二
年
続
け
て
半
夏
の
日 

に
田
植
え
を
し
、
三
年
目
に
餅
を
つ
い
て
あ
げ
る
も
の
だ
と
い
う
。(

八
幡
原) 

半
夏
は
忙
し
い
人
で
あ
る
と
い
、っ
。
半
夏
の
日
に
田
植
え
を
し
て
は
い
け
な
い
。
 

ど
う
し
て
も
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
、
前
日
に
何
本
で
も
植
え
て
お
け
ば
ょ
い
と 

も
い
う
。
ま
た
、
半
夏
の
田
植
え
は
、
寺
の
を
や
る
。(

西
島)

農

休

み
(

十
四
、
十
五
日)

以
前
は
盆
が
七
月
十
四
、
五
日
で
農
休
み
が
八
月
十
四
、
五
日
だ
っ
た
が
、
今 

は
反
対
に
な
っ
た
。

農
休
み
に
は
う
で
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
る
。(

大
沢)

農
休
み
は
七
月
八
日
、
八
丁
注
連
の
日
半
日
と
、
続
く
九
、
十
日
二
日
間
を
仕 

事
の
休
み
と
し
、
、っ
で
饅
頭
な
ど
作
っ
た
。
娘
達
は
浴
衣
を
新
調
し
て
も
ら
っ
て 

高
崎
な
ど
へ
遊
び
に
出
掛
け
た
。(

西
横
手)

日
ど
り
は
西
横
手
、
宿
横
手
、
中
島
村
の
区
長
が
話
し
合
っ
て
決
め
た
が
、
田 

植
え
後
の
七
月
七
、
八
日
頃
に
な
る
事
が
多
か
っ
た
。
以
前
は
、
な
ら
い
芝
居(

素 

人

芝

居)

な
ど
も
あ
っ
た
。(

宿
横
手)

昔

は

区

長

が

、
村
の
田
植
え
が
終
っ
た 

と
こ
ろ
で
告
れ
を
出
し
て
農
休
み
を
行
な
っ
た
。

現
在
は
い
ろ
い
ろ
の
都
合
で
東
京
盆
に
合
せ
て
行
な
っ
て
い
る
。
休
み
に
働
く 

人

の

こ

と

を

「
の
め
し
者
の
節
供
働
き
」
と
い
う
。(

中
島)

天

王

様
(

十
四
、
五
日)

天
王
様 

天
王
様
は
、
七
月
十
四
日
、
お
産
の
神
様
で
あ
る
藤
井
の
浅
間
神
社 

に
お
参
り
す
る
。(

西
横
手)

七
月
十
五
日
は
八
坂
神
社
に
神
主
が
来
て
拝
む
。
以
前
は
幟
も
た
く
さ
ん
立
て
、
 

山
海
の
幸
な
ど
も
供
え
た
が
、
今
は
廃
れ
た
。(

宿
横
手)

七
月
十
五
日
は
西
横
手
の
浅
間
様
の
祭
り
。
安
産
の
神
様
で
、

ロ
ウ
ソ
ク
を
あ 

げ
て
お
か
み
、
そ
れ
を
下
げ
て
来
て
、
お
産
の
時
ま
で
と
っ
て
お
く
。
産
気
、つ
く 

と
、

こ
の
ロ
ウ
ソ
ク
を
と
も
し
、

こ
れ
が
と
も
し
終
る
ま
で
に
必
ず
産
ま
れ
る
と



い
ぅ
。(

西
横
手)

十
五
日
に
天
王
様
を
神
主
が
拝
み
、
花
を
供
え
る
。(

中
島)

A-T
ジ
メ 
(

上
旬)

八
丁
ジ
メ 

農
休
み
の
前
に
、
長
尾
神
主
か
らA
T

ジ
メ
の
札
を
も
ら
っ
て
来 

て
、
村
境
の
道
ば
た
に
立
て
る
。

け
ん
か
を
す
る
と
、A
T

ジ
メ
の
中
に
入
れ
る
な
と
い
わ
れ
た
。(

萩
原)

八
丁
じ
め
と
い
っ
て
、
田
植
え
後
の
農
休
み
に
竹
の
先
に
幣
束
を
下
げ
た
も
の 

を
村
境
い
に
立
て
た
。(

京
目)

八
丁
じ
め
は
七
月
十
日
に
や
る
こ
と
に
き
ま
っ
て
い
た
。

お
札
を
村
の
出
口
に 

立
て
た
。
四
力
所
ぐ
ら
い
に
立
て
た
。
区
長
さ
ん
の
仕
事
で
あ
る
が
、
お
札
は
不 

動
寺
の
留
守
番
を
し
て
い
る
人
が
作
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
人
は
素
人
で
あ
っ
た
が
、
 

村
の
人
に
字
を
教
え
た
。

こ
の
札
を
み
る
と
農
休
み
か
く
る
と
感
じ
た
も
の
で
あ 

る
。こ

の
日
の
朝
、
地
蔵
様
の
子
ど
も
た
ち
が
百
万
遍
を
や
っ
た
。
サ
ル
マ
タ
ー
つ 

で
、
ハ
チ
マ
キ
を
し
て
、
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ッ
」
を
唱
え
て
、
数
珠
を
三
回
り
回
し 

て
出
て
い
く
。
学
校
に
行
く
前
だ
か
ら
、
さ
あ
っ
と
来
て
、
さ
あ
っ
と
帰
っ
た
。
 

百
万
遍
は
昔
か
ら
や
っ
て
い
た
が
、
終
戦
後
や
め
た
。
数
珠
は
、
桐
の
木
の
珠
に 

ハ
リ
ガ
ネ
を
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
は
な
い
。(

ー
ッ
谷)

八
丁
じ
め
は
一
米
ぐ
ら
い
の
、
枝
の
つ
い
た
細
い
竹
の
竿
に
、
お
札
を
つ
け
て 

村
境
に
立
て
る
。
七
月
二
十
四
日
に
や
る
。

お
札
は
オ
ン
タ
ケ
サ
ン
が
書
い
て
く 

れ
る
。(

西
島)

農
休
み
に
、
八
丁
じ
め
を
し
た
。
八
丁
じ
め
の
中
に
ば
か
〇
い
て
、
ょ
そ
の
こ 

と
を
知
ら
ね
え
と
、
八
丁
じ
め
の
外
に
出
ら
れ
ね
え
ぞ
と
い
わ
れ
た
。(

下
滝) 

神
主
か
ら
オ
ン
ベ
ロ
を
も
ら
い
竹
に
さ
げ
村
は
ず
れ
に
八
丁
じ
め
を
た
て
た
。
 

魔
除
け
。(

中
島)

七
月
二
十
四
日
に
神
主
に
お
が
ん
で
も
ら
っ
た
、

へ
い
そ
く
を
村
の
境
に
立
て 

た
。
村
の
病
気
の
進
入
を
防
ぐ
た
め
だ
っ
た
。
八
丁
じ
め
と
い
ぅ
。

「
そ
ん
な
こ
と
で
は
八
丁
ジ
メ
を
く
ぐ
っ
て
行
け
な
い
ぞ
」
と
い
わ
れ
、

一
人 

前
に
な
れ
と
い
わ
れ
た
。(

模
町)

農
休
み
前
に
村
境
へ 

二
本
の
竹
を
さ
し
て
注
連
を
は
っ
た
。
「
八
丁
注
連
を
越
え 

て
来
た
ら
気
を
つ
け
て
ロ
を
き
け
」
と
い
っ
た
。
厄
病
神
が
村
に
入
っ
て
来
な
い 

よ
う
に
八
丁
注
連
を
は
っ
た
。

柴
崎
の
進
雄
神
社
か
ら
神
主
が
来
て
く
れ
る
。
 

(

下
斎
田)

地

蔵
 

様
(

七
月
二
十
四
日
—
八
月
二
十
四
日)

地
蔵
様
子
供
京
目
で
は
七
月
二
十
四
日
か
ら
八
月
二
十
四
日
ま
で
、
地
蔵
様 

子
供
と
い
う
行
事
が
あ
っ
た
。
七
月
二
十
四
日
に
は
「
地
蔵
様
洗
い
」
と
い
っ
た
。
 

こ
の
行
事
は
地
蔵
様
を
か
つ
ぎ
歩
い
て
、
鐘
を
た
た
き
、
キ
ミ
ウ
チ
ウ
ラ
ィ
を 

唱
え
な
が
ら
回
り
、
子
供
た
ち
は
金
や
米
を
も
ら
い
集
め
た
。

二
尸
一
戸
回
り
、
 

何
も
呉
れ
な
い
と
よ
い
こ
と
が
な
い
よ
な
ど
と
悪
口
も
言
っ
た
。
親
方
は
最
年
長 

者
の
子
が
な
っ
て
、
最
近
は
リ
ヤ
カ
ー
に
の
せ
て
回
る
。
夜
に
な
る
と
ど
こ
の
家 

で
も
か
ま
わ
ず
泊
め
て
も
ら
う
。
泊
め
た
家
で
は
台
所
に
置
く
。
な
お
、
そ
の
家 

で
は
金
、
米
を
沢
山
出
す
。
米
な
ら
一
升
ぐ
ら
い
だ
っ
た
。

そ
れ
だ
け
余
分
に
ご 

利
益
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。

願
果
し
に
は
布
で
わ
た
を
入
れ
た
三
角
形
を
い
く
つ
も
吊
し
た
も
の
を
供
え
て 

吊
し
て
お
い
た
。
京
ヶ
島
で
は
地
蔵
様
が
寺
に
あ
る
。(

檟
町)

土 

用
(

下
旬)

土
用
干
し
女
衆
が
衣
類
の
土
用
干
し
を
す
る
。(

萩
原)

土
用
念
仏 

八
幡
原
の
ア
ラ
ヤ
シ
キ
コ
ウ
チ
で
は
ー
ニ
軒
を
一
軒
ご
と
に
ま 

わ
っ
て
、
土
用
念
仏
を
し
た
。
昔
は
土
用
の
入
か
ら
十
二
日
や
っ
た
が
、
現
在
は 

一
軒
に
集
ま
っ
て
一
晩
で
す
ま
せ
て
い
る
。(

八
幡
原)

ィ

キ

ミ

タ

マ
(

七
月
不
定
日)

初
嫁 

田
植
え
が
終
っ
て
盆
前
に(

日
は
限
定
し
な
い
が
農
休
み
の
こ
ろ
に
な



る)

、
新

し

い

嫁•

婿
に
着
物
を
買
っ
て
里
の
親
の
所
へ
お
客
に
や
る
。
お
金
が
か 

か
る
の
で
悩
み
だ
っ
た
。(

大
沢)

生

き

ぼ

ん(

ィ
キ
ミ
タ
マ)

農
休
み
の
こ
ろ
、
盆
の
前
。
初
嫁
が
夫
婦
そ
ろ
っ 

て
、
嫁
の
里
へ
行
く
。

む
か
し
は
、
、っ
ど
ん
と
か
米
な
ど
、
ご
馳
走
の
材
料
を 

も
っ
て
行
っ
て
、
里
で
道
具
な
ど
を
借
り
て
ご
馳
走
を
つ
く
っ
て
、
近
親
者
と 

か
隣
組
の
人
を
招
待
し
た
。

ご
馳
走
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
よ
っ
て
ち
が
う
が
、
 

う
ど
ん
と
か
す
し
な
ど
、
今
は
お
金
を
も
っ
て
い
て
、
ご
馳
走
を
だ
し
て 

い
る
。
 

も
ら
い
方
で
は
、
嫁
に
、
新

し

い

着

物(

夏
物
の
上
等
の
も
の
、
紹
と
か
紗
、
 

い
っ
そ
う
よ
う
と
い
っ
て
、

一
見
用
と
か
、
よ
そ
い
ぎ
の
も
の
、
長
じ
ゅ
ば
ん
と 

か
、
着
物
、
帯
な
ど
、
そ
こ
の
家
の
財
力
に
応
じ
て
つ
く
っ
て
や
っ
た)

を
つ
く
っ 

て
や
っ
た
。

こ
の
と
き
招
待
す
る
人
は
、
隣
組
の
人
、
き
ょ
う
だ
い
と
か
、
お
じ
、
お
ば
本 

家
新
宅
の
人
な
ど
の
近
親
者
。

こ
の
行
事
は
、
嫁
が
実
家
と
の
お
わ
か
れ
の
盆
と
い
う
。

そ
れ
を
す
ま
せ
て
か 

ら
、
と
つ
ぎ
先
の
人
間
に
な
る
の
だ
と
い
う
。(

京
目)

ィ
キ
ミ
タ
マ
と
い
っ
て
盆
中
、
婿
と
嫁
と
が
う
ど
ん
な
ど
を
持
っ
て
嫁
の
実
家 

に
参
る
。
そ
し
て
酒
盛
り
を
し
会
食
を
す
る
。
ま
た
、
「
こ
れ
は
婿
の
み
や
げ
、
こ 

れ
は
嫁
の
み
や
げ
」
と
い
っ
て
両
人
が
用
意
し
て
き
た
み
や
げ
物
を
差
し
出
す
。
 

嫁
の
実
家
で
は
こ
の
時
、
婿
に
は
背
広
服
、
嫁
に
は
黒
無
垢
の
着
物
を
贈
る
。(

島 

野)
生
き
盆
は
盆
の
十
四
日
、
嫁
の
実
家
に
ソ
ウ
メ
ン
と
酒
を
も
っ
て
嫁
婿
の
二
人 

が
行
く
。
嫁
の
実
家
で
は
親
戚
の
人
も
集
ま
っ
て
御
馳
走
を
し
た
。
昭
和
の
初
め 

頃
ま
で
や
っ
て
い
た
。(

八
幡
原)

七

晚

焼

き
(

七
日
〜
十
三
日)

七
晩
焼
き
七
夕
の
晚
か
ら
十
三
日
に
お
盆
を
迎
ぇ
る
ま
で
七
日
間
、
屋
敷
の 

入
口
の
カ
ド
で
麦
わ
ら
の
束
を
立
て
て
た
き
火
を
す
る
。
燃
し
た
灰
を
わ
る
い
病 

気
が
入
ら
ぬ
よ
う
に
、
何
か
唱
ぇ
な
が
ら
広
げ
て
置
く
。

そ
の
火
で
何
か
焼
い
て

食
べ
る
こ
と
は
し
な
い
。(

大
沢)

そ
の
火
で
桑
の
葉
を
焼
い
て
食
べ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
唱
え
言
は
知
ら
な
い
。

(

萩
原)

七
バ
ン
ゲ
は
土
用
に
入
っ
て
七
日
間
、
家
の
入
口
で
小
麦
わ
ら
を
燃
や
す
。
唱 

え
ご
と
は
別
に
な
い
。
こ
の
時
、
桑
の
葉
を
焼
い
て
食
べ
た
こ
と
が
あ
る
。(

島
野) 

七
晚
や
き
は
土
用
に
や
っ
た
。

ム
ギ
わ
ら
の
束
を
、
か
ど
口
で
燃
し
た
。

や
っ 

た
の
は
子
ど
も
た
ち
。
夏
の
土
用
の
入
り
口
か
ら
七
晚
や
い
た
。

七
晚
や
き
を
す
る
と
き
の
唱
え
ご
と
は
と
く
に
な
い
。(

島
野)

七
晚
焼
き
は
ケ
エ
ド
で
小
麦
藁
を
焼
く
。
七
夕
か
ら
盆
に
つ
な
げ
た
。
迎
え
盆 

も
、

こ
の
火
を
提
灯
に
移
し
、
さ
ら
に
盆
棚
に
灯
し
た
。

お
寺
が
遠
い
の
で
、
新 

盆
以
外
は
い
か
な
か
っ
た
。(

ー
ツ
谷)

か
つ
て
は
七
夕
か
ら
、
迎
え
盆
ま
で
、
カ
ィ
ド
ウ
で
迎
え
火(

七
晚
焼
き)

を 

た
い
た
。(

西
島)

七
晚
焼
き
は
土
用
入
り
か
ら
七
日
間
、
夕
方
藁
を
ケ
ー
ド
で
燃
や
し
た
。

こ
の 

火
で
葱
を
焼
い
て
食
う
と
疫
病
に
か
か
ら
な
い
。
七.
晚
焼
き
は
、
厄
病
除
け
の
た 

め
に
行
な
う
。(

西
横
手)

七
晚
焼
き
は
土
用
入
り
の
晚
を
初
日
と
し
て
以
後
七
日
間
、
小
麦
藁
を
束
ね
た 

も
の
を
家
の
門
口
で
焚
き
、
灰
を
道
い
っ
ぱ
い
に
広
げ
て
、
疫
病
ょ
け
と
す
る
。
 

子
ど
も
は
そ
の
時
、
葱
や
桑
を
焼
い
て
も
ん
で
食
べ
る
。(

西
横
手)

村
の
入
り
口
に
お
う
め(

八
丁
じ
め)

を
張
っ
た
。(

宿
横
手)

土
用
に
門
で
麦
わ
ら
を
焼
く
、

こ
れ
を
七
晚
焼
き
と
い
っ
た
。
そ
の
時
桑
の
葉 

を
そ
の
火
で
焼
い
て
食
べ
た
。
な
お
、
灰
で
家
の
門
に
と
う
せ
ん
ぼ
う
と
い
っ
て 

ま
い
て
お
い
た
。
く
模
町)

土
用
の
入
り
か
ら
七
日
、
か
ど
で
火
を
た
い
て
、
そ
の
灰
を
、
か
い
ど
う
に
ま 

く
。

「
七
晚
焼
き
は
、
幾
日
や
る
ん
だ
い
」

と
、
聞
い
た
人
が
あ
る
。(

下
滝)

七
晚
焼
き
は
七
月
一
日
か
ら
七
日
間
。
小
麦
藁
を
束
ね
て
、
家
の
入
口
の
と
こ 

ろ
ー
カ
所
で
も
や
す
。
夕
方
、
子
供
た
ち
が
や
る
。
灰
は
畑
に
片
づ
け
る
。
大
正 

末
ま
で
や
っ
て
い
た
。(

下
斎
田)



七
晚
焼
き
は
七
月
一
日
か
ら
七
日
間
、
麦
ガ
ラ
を
も
や
す
。(

八
幡
原)

八 

月

カ

マ

ノ

ク

チ

ア

キ
(

一
日)

ま
ん
じ
ゆ
う 

ふ
か
し
ま
ん
じ
ゆ
う•

う
で
ま
ん
じ
ゆ
う
を
作
っ
て
、
お
い
し 

食
ベ
る
。

焼
き
餅
は
余
計
に
食
っ
て
し
ま
う
の
で
、
あ
ま
り
作
ら
な
い
。
「
一
升
ジ
リ
ヤ
キ
」 

と
い
っ
て
ジ
リ
ヤ
キ
は
一
人
で
一
升
の
粉
を
食
べ
る
と
い
う
。

昔
は
何
か
の
時
に
、
食
べ
る
物
に
ょ
っ
て
働
く
張
り
合
い
が
あ
っ
た
。(

大
沢) 

地
獄
の
釜 

八
月
一
日
は
地
獄
の
釜
の
ふ
た
あ
け
と
い
っ
て
、
ゆ
で
ま
ん
じ
ゅ 

う
を
こ
し
ら
え
る
。

こ
の
日
か
ら
お
盆
ま
で
の
間
に
亡
く
な
っ
た
人
に
は
、
そ
の
頭
に
摺
鉢
を
か
ぶ 

せ
て
葬
っ
て
や
る
。

七
年
位
前
に
亡
く
な
っ
た
人
に
か
ぶ
せ
て
や
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
三
十
四
年
八 

月
十
三
日
に
亡
く
な
っ
た
人(

話
者
の
家
族)

に
も
か
ぶ
せ
て
や
っ
た
。
盆
に
家 

に
帰
っ
て
行
く
ほ
か
の
仏
た
ち
に
「
お
れ
た
ち
は
帰
る
の
に
、
お
前
は
な
ぜ
行
く
」 

と
い
っ
て
頭
を
叩
か
れ
て
も
痛
く
な
い
ょ
う
に
だ
と
い
う
。(

京
目)

地
獄
の
釜
の
ふ
た
の
ロ
あ
け
と
い
い
う
で
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
っ
た
。(

西
島) 

八
朔
を
釜
の
口
あ
き
と
い
う
。
ネ

ブ

タ
(

合
歓
木)

の
木
の
下
で
釜
を
洗
う
。
 

ネ
ブ
タ
の
葉
を
川
の
水
に
濡
ら
し
て
、
眼
を
洗
う
と
、
眼
病
に
か
か
ら
な
い
。(

西 

横
手)お

盆

月(

八
月)

の
一
日
。
地
獄
の
釜
の
ロ
が
開
い
て
、
先
祖
が
こ
の
世
へ
帰
っ 

て
く
る
旅
に
の
ぼ
る
。

こ
の
日
ま
ん
じ
ゆ
う
な
ど
作
っ
て
供
え
る
が
、
遊
び
は
し 

な
い
。(

宿
横
手)

カ
マ
の
ロ
あ
け
に
ゆ
で
ま
ん
じ
ゆ
う
を
作
っ
て
食
べ
た
。(

中
島) 

カ
マ
の
ロ
あ
け
は
七
月
一
日
。
地
獄
の
カ
マ
の
フ
タ
が
あ
い
て
仏
様
が
来
る
。

仕
事
を
休
ん
で
遊
ん
だ
。
ウ
デ
マ
ン
ジ
ュ
ウ
を
こ
し
ら
え
た
。(

下
斎
田)

盆
は
七
月
だ
が
、
釜
の
ロ
あ
け
は
八
月
一
日
。
棺
の
ふ
た
が
あ
く
日
だ
と
い
い
、
 

仏
様
が
く
る
日
。(

八
幡
原)

七 

夕
(

七
日)

七
夕
飾
り 

色
紙
で
短
冊
を
作
り
新
竹
に
下
げ
て
庭
先
に
立
て
る
。
特
別
に
は 

何
も
供
え
な
い
。(

大
沢)

色
紙
を
短 

冊
に
切
っ
て 

竹
に
付
け
て 

飾
っ
た
。(

最 

近
は
竹
が
枯 

れ
て
な
い
の 

で

飾

ら

な 

い)

。
ぅ
ど
ん 

粉
を
こ
ね
て 

あ
ん
こ
を
入 

れ
て
ぅ
で
ま

ん
じ
ゅ
ぅ
を
作
っ
て
、
緣
側
へ
出
し
、
七
夕
様
に
供
え
た
。

七
夕
飾
り
は
夕
方
川
へ
流
し
た
。

ネ
ブ
タ
の
葉
を
取
っ
て
眼
を
こ
す
る
と
、
眼
病
に
な
ら
な
い
と
い
っ
た
。
 

七
夕
に
メ
ズ
ラ
畑
へ
入
る
な
と
か
、
川
で
水
を
浴
び
ろ
と
か
い
わ
な
い
。(

萩
原) 

七
夕
の
飾
り
は
、
利
根
川
、
井
野
川
な
ど
に
流
し
た
。
特
に
水
浴
び
を
す
る
こ 

と
は
な
か
っ
た
。(

西
島)

六
日
の
午
後
、
そ
の
年
の
竹
を
取
っ
て
来
て
、
願
を
書
い
た
短
冊
な
ど
さ
げ
る
。
 

茄
子
、
胡
瓜
、
炭
酸
饅
頭
な
ど
を
供
え
、
七
日
の
夕
方
に
は
そ
の
竹
を
利
根
川
に 

流
す
。(

宿
横
手)

田
口
ィ
ツ
ケ
で
は
七
夕
を
か?

っ
た
り 

力
ざ
ら
な
力
っ
た
り 

関
根
ィ
ッ
ケ

七夕かざり(元島名)

(都丸十九一撮影)



は
か
ざ
る
。
朝
は
赤
飯•

ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
っ
て
食
べ
る
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ•

力 

ボ
チ
ャ•

ナ

ス•

キ
ュ
ウ
リ
な
ど
を
と
っ
て
く
る
。
川
に
行
っ
て
水
を
七
回
あ
び 

る
。
七
日
の
晚
七
夕
竹
は
滝
川•

利
根
川
に
流
す
。(

中
島)

水
あ
び 

七
夕
の
日
に
は
雨
が
降
っ
た
方
が
よ
い
。
ま
た
、
こ
の
日
は
一
日
、
 

サ
サ
ゲ
畑
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
。
ま
た
、
七
回
水
あ
び
を
し
た
。
天
狗
岩
用
水 

や
滝
川
、
ま
た
利
根
川
な
ど
で
お
よ
い
だ
。
利
根
川
で
お
よ
げ
る
よ
う
に
な
れ
ば 

一
人
前
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ネ
ム
の
葉
を
水
に
浸
し
て
、
そ
れ
で
顔
を
洗
う
と
眠 

く
な
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

京
目)

七
夕
の
日
は
、
七
回
水
あ
び
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
滝
川
や
利
根
川
で 

泳
い
だ
。
ま
た
、
朝
、
ネ
ム
の
葉
で
顔
を
こ
す
る
と
ね
む
け
が
さ
め
る
と
い
わ
れ 

て
い
た
。
ま
た
、
短
册
に
近
所
の
川
の
名
を
書
い
て
笹
竹
に
さ
げ
た
。
ま
た
、
こ 

の
日
に
雨
か
降
る
と
「七
夕
た
か
ら
雨
か
ふ
る
」
と
い
っ
た
の
を
昔
、
聞
い
た
こ 

と
が
あ
る
。(

島
野)

七
夕
に
は
七
回
水
浴
び
を
し
ろ
と
い
、っ
。
ネ
ブ
タ
で
顔
を
洗
う
と
早
起
き
に
な
る
。
 

こ
の
日
に
女
の
人
が
髪
を
洗
う
と
、
よ
く
落
ち
る
と
い
う
。(

1
 

ツ
谷)

七
月
六
日
夕
方
、
新
竹
を
切
っ
て
き
て
、
短
冊
を
飾
り
つ
け
る
。
七
夕
に
は
水 

浴
び
に
い
っ
て
七
回
あ
び
る
。
七
日
の
朝
、
顔
を
洗
う
時
に
ネ
ム
の
木
の
葉
で
洗
っ 

た
。
ネ
ム
の
木
は
竹
の
根
元
に
繩
で
し
ば
り
つ
け
る
。
新
し
い
着
物
を
つ
く
っ
た 

り
し
た
家
で
は
竹
に
ユ
カ
タ
を
ひ
っ
か
け
た
り
す
る
家
も
あ
っ
た
。
御
馳
走
は
ウ 

デ
マ
ン
ジ
ュ
ウ
。
子
供
た
ち
が
川
に
流
す
。(

下
斎
田)

墓
掃
除 

盆
前
に
す
る
。
水
立
て
を
新
竹
で
こ
し
ら
え
る
。(

下
斎
田)

f

七
月
十
三
〜
十
六
日

盆
八
月
十
三
〜
十
六
日

(

八
月
二
十
三
日
〜
二
十
六
日

j

盆
の
日
取
り 

以
前
は
こ
の
辺
は
七
月
に
お
盆
を
し
た
。
初
秋
蚕
と
の
関
係
で 

あ
っ
た
。
一
時
、
八
月
の
十
日
遅
れ
で
や
っ
た
が
、
今
で
は
普
通
八
月
十
三
日
〜
十 

六
日
に
な
っ
た
。
蚕
を
飼
う
家
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
昭
和
四
十
八
年
か 

ら
普
通
に
や
る
よ
う
に
な
っ
た
。(

西
島)

盆
の
日
取
り
は
八
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で
す
る
。(

中
島)

昭
和
初
期
は
八
月
十
三
日
か
ら
だ
っ
た
が
秋
ゴ
が
か
た
づ
か
な
い
の
で
十
日
遅 

れ
に
し
た
。
そ
し
て
一
時
七
月
二
十
二
日
に
な
っ
た
が
、
伝
染
病
が
流
行
し
た
の 

で
、
今
の
七
月
十
二
日
に
な
っ
た
。(

八
幡
原)

盆
棚 

組
立
式
の
棚
を
組
ん
で
、
四
本
の
柱
に
新
竹
を
付
け
、
盆

花
(

生
花) 

を
飾
る
。
チ
ガ
ヤ
の
繩
を
張
り
回
し
杉
の
葉
や
ホ
ウ
ズ
キ•

オ
ン
ベ
ロ
な
ど
を
下 

げ
る
。
盆
様
が
竹
ヤ
ブ
と
杉
森
の
中
へ
家
を
作
っ
た
所
へ
来
る
か
ら
竹
や
杉
の
葉 

を
飾
る
の
だ
と
い
う
。

台
に
は
新
し
い
盆
ご
ざ
を
敷
く
。
以
前
は
マ
コ
モ
を
チ
ガ
ヤ
の
繩
で
編
ん
で
敷 

き
物
を
作
り
、
盆
ご
ざ
の
上
に
棚
い
っ
ぱ
い
に
敷
い
た
。

盆
棚
に
は
一
段
上
に
仏
壇
か
ら
出
し
た
位
牌
を
並
べ
、
後
の
繩
に
仏
画
の
掛
軸 

を
掛
げ
る
。

前
に
野
菜•

果

物•

盆

花
(

造
花)
.

ぼ
た
餅•

水
や
線
香•

行
燈
な
ど
を
供

え
る
。

ナ
ス
の
馬
を
作
り
、
生
う
ど
ん
を
馬
の 

ハ 

ヅ
ナ
と
し
て
背
に
付
け
て
供
え
て
置 

く 
〇水

は
コ
ッ
プ
に
入
れ
て
供
え
る
。

食
物
は
朝•

昼
.

夕
飯
と
も
二
度
二
度
新
し
い
物
を
作
っ
て
、
そ
の
つ
ど
供
え 

る
。盆

の
野
回
り
は
し
な
い
。(

大
沢)

盆
棚
は
新
竹
四
本
で
作
る
。
マ
コ
モ
の
繩
を
な
っ
て
そ
れ
に
杉
の
葉
を
さ
げ
る
。
 

盆
ゴ
ザ
の
上
に
マ
コ
モ
で
網
を
つ
く
っ
て
の
せ
る
。

こ
の
網
や
杉
の
葉
は
送
り
盆 

の
時
に
持
っ
て
い
っ
て
燃
す
。
ウ
ド
ン
を
二
本
位
、
生
の
も
の
を
供
え
る
か
、
こ 

れ
も
送
り
盆
に
持
っ
て
い
く
。

盆
棚
は
、
竹
が
な
く
な
っ
て
か
ら
簡
単
に
な
っ
た
。
数
年
前
竹
の
花
が
咲
い
て 

か
ら
、
竹
が
な
く
な
っ
た
。(

西
島)

盆
棚
に
は
マ
コ
モ
の
ゴ
ザ
、

マ
コ
モ
の
繩
を
使
用
す
る
。
杉
の
葉
と
う
ど
ん
の 

生
の
も
の
を
下
げ
る
。
、っ
ど
ん
は
送
り
盆
の
時
の
土
産
の
シ
ョ
ィ
繩
に
な
る
と
い



う
。
送
り
盆
に
は
、
ナ
ス
、
ィ
ン
ゲ
ン
を
里
芋
の
葉
に
乗
せ
て
送
る
。

矢
島
で
は
新
盆
の
場
合
、
棚
を
別
に
作
る
。(

ー
ツ
谷)

盆
棚
に
は
新
し
い
竹
を
使
用
す
る
。(

ー
ツ
谷)

盆

棚

は

〔若
竹
の
四
本
柱
に
二
本
の
注
連
を
張
っ
た
棚
を
〕
十
三
日
午
前
中
に 

つ
く
っ
て
、
家
の
中
央
の
座
敷
の
隅(

家
は
普
通
南
向
き
な
の
で
東
の
隅)

に
据 

え
る
。
注
連
は
茅
を
干
し
て
繩
に
な
い
、

一
本
は
棚
の
高
さ
、

一
本
は
上
方
〃
目 

通
り"

の
と
こ
ろ
に
張
る
。
上
下
と
も
、

一
間
に
四
本
ず
つ
杉
の
葉
を
垂
ら
す
。
 

こ
れ
に
家
で
取
れ
た
野
菜
や
、
茄
子
胡
瓜
に
桑
の
枝
の
足
、
玉
蜀
黍
の
毛
の
尾
を 

つ
け
た
馬
を
供
え
る
。
仏
壇
か
ら
は
位
牌
を
出
し
て
来
る
だ
け
で
、
そ
れ
自
体
に 

は
何
も
し
な
い
。(

宿
横
手)

チ
ガ
ヤ
の
な
わ
で
マ
コ
モ
の
小
さ
い
三
尺X

四
尺
ぐ
ら
い
の
ご
ざ
を
作
り
盆
棚 

の
し
き
物
に
す
る
。
そ
の
棚
の
下
に
は
、
そ
れ
よ
り
も
小
さ
い
マ
コ
モ
の
ご
ざ
を 

し
い
た
。

こ
れ
は
無
縁
仏
の
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
。(

中
島)

盆
棚
は
新
し
い
竹
の
葉
の
つ
い
て
い
る
竹
を
四
本
四
角
に
立
て
て
、

マ
ク
モ
を 

ご
ざ
の
よ
う
に
あ
み
、
そ
の
回
り
を
チ
ガ
ヤ
で
し
ば
っ
た
。
チ
ガ
ヤ
に
う
ど
ん
を 

か
け
馬
を
ナ
ス
で
作
り
、
う
ど
ん
が
繩
の
代
り
を
し
た
。(

中
島)

盆
棚
の
チ
ガ
ヤ
は
左
よ
り
に
よ
っ
て
つ
く
る
。
新
盆
の
場
合
は
棚
の
真
中
に
し 

き
り
を
入
れ
て
飾
る
。(

八
幡
原)

盆
棚
の
柱
の
竹
に
マ
コ
モ
を
結
び
付
け
る
。
以
前
は
マ
コ
モ
を
編
ん
で
敷
き
物 

を
作
り
、
盆
棚
の
上
に
敷
い
て
、
そ
の
上
に
位
牌
を
乗
せ
た
が
、
今
は
作
る
家
が 

少
な
い
。(

萩
原)

以
前
は
マ
コ
モ
を
採
っ
て
き
て
、盆
ゴ
ザ
を
編
ん
で
作
っ
た
。
盆
棚
の
広
さ
い
っ 

ぱ
い
に
作
っ
た
が
、
最
近
で
は
前
の
部
分
の
供
え
も
の
を
す
る
所
だ
け
ゴ
ザ
を
敷 

く
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
盆
棚
を
作
ら
な
い
で
仏
壇
で
盆
を
済
ま
す
家
が
多
く 

な
っ
た
。

新
盆
の
場
合
、
以
前
は
盆
棚
を
別
に
作
っ
た
が
、
次
第
に
一
つ
の
盆
棚
を
半

 々

に
分
け
て
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。(

島
野)

盆
ゴ
ザ
を
マ
コ
モ
で
つ
く
る
。(

下
斎
田)

盆
花
は
農
協
で
、
造
花
を
斡
旋
し
て
く
れ
る
。
ま
た
自
分
の
家
で
つ
く
る
。(

西 

島)
盆
花
は
家
に
あ
る
も
の
を
使
用
す
る
。
特
に
と
り
に
い
く
こ
と
は
な
い
。(

ー
ツ 

谷)
無
縁
仏 

盆
棚
の
下
に
マn

モ
の
ご
ざ
を
敷
い
て
、
皿
に
ま
ん
じ
ゅ
う
な
ど
を 

入
れ
て
、
無
縁
仏
に
供
え
る
。
今
は
マn

モ
の
ご
ざ
を
略
す
家
も
あ
る
。(

大
沢) 

盆
中
、
供
え
も
の
を
し
た
器
を
洗
っ
た
水
は
庭
に
捨
て
た
。
庭
に
い
る
無
縁
仏 

が
そ
の
水
を
な
め
る
と
い
う
。(

島
野)

無
縁
仏
は
、
盆
棚
の
下
に
台
を
作
っ
て
真
燕
で
編
ん
だ
莫
莖
を
敷
き
、
ぼ
た
も 

ち
な
ど
あ
げ
る
。(

宿
横
手)

無
縁
仏
は
盆
棚
の
下
に
ま
つ
る
。
チ
ガ
ヤ
繩
に
杉
の
葉
を
は
さ
ん
で
置
く
。
水

•  

ご
は
ん•

線
香
を
供
え
る
。(

中
島)

無
縁
仏
は
盆
棚
の
下
に
祭
る
。
緣
も
ゆ
か
り
も
な
い
救
わ
れ
な
い
仏
。
ま
た
人 

に
な
ら
な
い
子
供
の
霊
と
も
い
う
。(

ー
ツ
谷)

シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
サ
マ
は
仏
の
お
も
り
の
な
い
霊
や
川
で
死
ん
だ
人
で
、
盆
棚
の 

上
に
あ
が
れ
な
い
仏
様
。

マ
コ
モ
で
ゴ
ザ
を
編
ん
で
、
そ
の
上
に
供
え
も
の
を
す 

る
。
朝
あ
げ
た
供
え
物
は
昼
に
な
る
と
外
に
う
っ
ち
ゃ
る
。(

八
幡
原)

仏
壇 

留
守
い
仏
に
も
、
水•

ぼ
た
も
ち•

ご
は
ん
を
供
え
る
。
ナ

ス•

ス
ィ 

力
は
供
え
な
い
。(

中
島)

ル
ス
ィ
ボ
ウ
ズ
と
称
す
る
大
小
の
仏
像
の
あ
る
家
で
は
、
盆
棚
の
上
段
に
大
き 

い
像
を
、
下
段
に
小
さ
い
像
を
安
置
す
る
。
ふ
だ
ん
は
仏
壇
に
納
め
て
お
く
。

盆
中
、
仏
壇
は
閉
め
て
し
ま
う
家
と
、
留
守
の
仏
壇
に
供
え
も
の
を
す
る
家
と 

が
あ
る
。(

島
野)

盆
棚
に
位
牌
を
出
し
て
も
、
仏
壇
に
は
同
じ
も
の
を
供
え
る
。
留
守
居
仏
が
い 

る
か
ら
と
い
う
。
留
守
居
に
位
牌
を
一
つ
置
け
と
い
う
家
も
あ
る
。(

ー
ツ
谷) 

新
盆 

先
祖
の
位
牌
ょ
り
一
段
下
に
新
盆
の
位
牌
を
置
く
。

こ
の
一
年
は
新
盆 

を
し
て
も
ら
っ
て
、
翌
年
か
ら
上
の
段
に
上
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

新
盆
見
舞
に
親
戚
や
近
所
が
来
る
の
で
、
お
振
舞
い
を
す
る
。(

大
沢)



同
じ
ょ
う
に
新
盆
の
棚
も
つ
く
り
、
大
き
な
チ
ョ
ウ
チ
ン
を
吊
し
、
棚
に
は
新 

し
い
マ
コ
モ
の
ゴ
ザ
を
敷
い
た
。
お
盆
様
は
寺
に
迎
え
に
行
き
、
特
別
の
納
金
も 

し
た
。(

矢
島)

新
盆
は
、
今
程
派
手
に
は
し
な
い
が
、
近
親
者
が
寄
っ
て
野
菜
を
供
え
、
家
で 

は
ぼ
た
も
ち
な
ど
で
接
待
し
た
。
盆
提
灯
は
そ
の
家
で
調
え
、
血
筋
の
近
い
者
が 

墓
ま
で
持
っ
て
行
っ
て
納
め
る
。(

宿
横
手)

新
盆
に
善
勝
寺
へ
ぞ
う
り
を
も
っ
て
行
く
と
、
寺
で
来
て
拝
む
。
盆
棚
は
寄
り 

つ
き
の
室
に
か
ざ
る
。
盆
お
く
り
は
ナ
ス
で
馬
を
つ
く
り
墓
の
三
本
辻
の
所
に
お 

い
て
来
る
。
水
.

生

き

花•

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ•

ナ

ス•

ナ

シ•

ブ

ド

ウ•

ス
ィ 

力
•

メ
ロ
ン•

線
香
な
ど
を
盆
棚
に
供
え
た
。(

中
島)

盆
迎
え 

十
三
日
に
先
に
寺
へ
行
っ
て
来
て
か
ら
、
墓
地
へ
行
き
墓
参
り
し
て 

線
香
を
立
て
、
そ
の
火
を
提
灯
の
明
か
り
に
入
れ
て
家
に
帰
り
、
盆
棚
の
明
か
り 

に
火
を
移
す
。

地
元
に
寺
の
あ
る
所
は
、
直
接
寺
か
ら
提
灯
の
火
を
つ
け
て
き
て
、
家
の
盆
棚 

の
明
か
り
に
移
す
。

盆
迎
え
に
寺
へ
行
く
こ
と
を
盆
ブ
チ
と
は
い
わ
な
い
。(

大
沢)

盆
迎
え
し
た
日
の
夕
食
は
、
家
族
が
盆
棚
の
前
に
坐
っ
て
食
べ
る
。(

大
沢) 

盆
迎
え
は
二
、
三
年
前
か
ら
八
月
十
三
日
と
な
っ
た
。
以
前
は
七
月
十
三
日
。
 

ま
ず
家
の
門
口
に
迎
え
火
用
の
麦
わ
ら
を
立
て
て
お
く
。
提
灯
を
持
っ
て
自
分
の 

家
の
墓
地
に
行
き
、
灯
を
と
も
す
。
そ
し
て
お
寺
に
参
り
用
意
し
て
き
た
金
を
納 

め
る
。
寺
で
は
仏
様
に
上
げ
る
お
茶
を
く
れ
る
。
家
に
入
る
時
は
、
門
口
に
用
意 

し
て
あ
る
麦
わ
ら
に
火
を
と
も
し
、
そ
こ
を
通
っ
て
緣
側
か
ら
座
敷
に
上
り
、
盆 

棚
に
火
を
と
も
す
。
緣
側
に
は
仏
の
足
洗
い
用
と
し
て
空
の
タ
ラ
ィ
を
置
い
て
お 

く 
〇迎

え
火
、
送
り
火
の
灰
を
入
口
に
ま
い
て
お
く
と
病
気
除
け
に
な
る
と
い
う
。
 

新
盆
の
場
合
ほ
寺
に
金
と
草
履
を
納
め
る
。
ま
た
新
盆
提
灯
は
盆
棚
に
さ
げ
て 

置
く
。(

島
野)

盆
前
に
川
原
か
ら
真
菰
を
取
っ
て
来
た
り
、
盆

花
(

出
来
合
い)

を
買
っ
て
き

た
り
の
準
備
を
す
る
。

十

三

日(

養
蚕
の
盛
ん
な
間
は
長
い
こ
と
二
十
三
日
に
ず
れ
て
い
た
が
、
先
頃 

旧
に
復
し
た)

の
夕
方
、
先
祖
が
釜
の
ロ
あ
け
以
来
か
か
っ
て
寺
ま
で
来
て
い
る 

の
で
、
火
を
つ
け
た
麦
藁
と
線
香
を
持
っ
て
寺
へ
迎
え
に
行
く
。
そ
の
時
は
夏
羽 

織
に
、
名
入
れ
定
紋
つ
き
の
弓
張
提
灯
と
い
う
正
装
を
し
、
帰
っ
て
家
に
入
ら
ぬ 

う
ち
に
門
先
で
麦
藁(

七
晚
焼
き
の
時
と
同
様
、
上
か
ら
二
割
程
の
長
さ
の
と
こ 

ろ
を
結
え
、
裾
を
広
げ
て
立
て
た
藁
束)

を
焚
く
。(

宿
横
手)

盆
迎
え
を
盆
ぶ
ち
と
も
い
う
。
寺
に
迎
え
に
行
き
、
門
松
の
と
こ
ろ
で
麦
わ
ら 

を
燃
し
て
、
線
香
に
火
を
つ
け
て
家
の
中
に
入
っ
た
。
盆
迎
え
は
墓
場
に
は
行
か 

な
か
っ
た
。

寺
の
本
堂
の
二
界
万
霊
塔
か
ら
提
灯
に
火
を
移
し
て
来
た
。(

中
島)

盆
迎
え
は
二
十
二
日
午
後
善
勝
寺
へ
お
布
施
を
も
っ
て
行
き
、
お
寺
で
は
粉
茶 

を
く
れ
る
の
で
コ
ッ
プ
に
水
を
入
れ
供
え
る
。
お
寺
の
帰
り
に
道
で
麦
わ
ら
を
燃 

し
て
か
が
り
火
を
た
き
、
弓
張
り
ち
ょ
う
ち
ん
に
火
を
つ
け
る
。
だ
ん
ご
を
供
え 

る
。(

中
島)

盆
ぶ
ち 

盆
迎
え
の
こ
と
。
か
ど
あ
か
り
と
い
い
、
か
ど
で
麦
わ
ら
を
燃
し
、
 

湯
に
入
り
綺
麗
に
な
っ
て
か
ら
、
夕
方
提
灯
を
持
っ
て
慈
眼
寺
へ
行
く
。
盆
供
を 

あ
げ
て
貰
い
、
提
灯
に
火
を
着
け
て
、
道
案
内
を
し
て
来
る
。
家
に
来
て
、
盆
棚 

に
火
を
着
け
る
。(

下
滝)

盆
迎
え
は
七
月
十
二
日
。
円
福
寺
で
火
を
い
た
だ
い
て
く
る
。
ヒ
キ
茶
も
い
た 

だ
い
て
く
る
。
家
に
入
る
時
は
門
口
で
麦
わ
ら
を
燃
や
す
。
盆
様
を
迎
え
に
行
っ 

た
人
は
エ
ン
ガ
ワ
か
ら
入
る
。(

八
幡
原)

仏
の
野
ま
わ
り 

「
じ
い
さ
ん
に
田
ん
ぼ
を
見
せ
て
く
ら
い
」

と
い
っ
て
位
牌 

を
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
田
ん
ぼ
を
ひ
と
廻
り
し
た
。(

島
野)

野
ま
わ
り
は
田
圃
ま
わ
り
と
も
言
い
、
十
五
日
、
先
祖
に
現
在
の
様
子
を
見
せ 

る
意
味
で
田
畑
を
ま
わ
っ
て
豆
と
芋
を
取
っ
て
帰
っ
て
盆
棚
へ
あ
げ
る
。(

宿
横 

手) 

.

十
五
日
朝
、主
人
が
自
分
の
家
の
田
畑
回
っ
て
先
祖
様
に
作
柄
を
見
て
も
ら
い
、



そ
の
と
き
ナ
ス•

ィ

モ•

里
い
も
の
葉•

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ.

サ
サ
ゲ
を
取
っ
て
来 

る
。

こ
の
ナ
ス
で
馬
を
作
り
盆
棚
に
飾
る
。(

中
島)

盆
の
十
四
、
十
五
日
の
朝
、
お
客
に
来
た
ん
だ
か
ら
と
、
畠
を
廻
り
、
里
芋
を 

一
株
取
っ
て
来
て
進
ぜ
る
。
十
六
日
送
っ
て
行
く
時
は
、
芋
が
ら
で
進
ぜ
た
も
の 

を
包
む
。(

下
滝)

盆
送
り 

ふ
つ
う
十
六
日
の
朝
食
を
供
え
て
か
ら
、
盆
送
り
を
す
る
が
、
可
か 

こ
と
が
な
い
う
ち
に
早
く
送
る
方
が
い
い
と
い
っ
て
、
十
五
日
夕
方
に
送
る
家
も 

あ
る
。

盆
棚
を
こ
わ
し
て
明
か
り
を
提
灯
に
移
し
、
水
(

蓋
を
し
な
い
や
か
ん
に
入
れ 

る)
•

線

香•

麦
わ
ら•

送
り
だ
ん
ご•

ナ
ス
の
馬
等
を
持
っ
て
、
家
族
が
緣
側 

か
ら
出
て
盆
送
り
に
行
く
。
屋
敷
の
カ
ド
で
麦
わ
ら
に
提
灯
を
つ
け
て
タ
ィ
マ
ツ 

と
し
て
送
り
火
を
た
く
。

こ
の
煙
に
乗
っ
て
盆
様
が
帰
る
と
い
う
。
カ
ド
で
盆
送 

り
を
す
る
家
で
は
、
カ
ド
に
マ
コ
モ
の
ご
ざ
を
敷
き
、
ナ
ス
の
馬
を
置
き
、
ナ
ス 

を
オ
シ
ョ
ウ
口
切
り(

さ
い
の'g

に
切
る)

に
し
て
芋
の
葉
に
の
せ
た
も
の
を
馬 

の
え
さ
と
し
て
供
え
る
。
盆
花
を
供
え
て
送
り
出
す
。

墓
地
へ
盆
送
り
を
す
る
家
々
で
は
、
カ
ド
火
を
た
い
て
か
ら
、
さ
ら
に
墓
地
ま 

で
行
き
、
墓
地
の
入
口
で
麦
わ
ら
の
送
り
火
を
た
き
線
香
に
火
を
つ
け
る
。
墓
に 

水•

線

香•

送
り
だ
ん
ご•

花
な
ど
を
供
え
て
回
る
。
だ
ん
ご
は
平
た
く
押
し
く 

ぼ
め
て
重
箱
に
入
れ
て
来
た
も
の
を
、
ど
の
墓
に
も
供
え
る
。
供
え
た
だ
ん
ご
を 

食
べ
る
と
夏
負
け
し
な
い
と
い
う
。
供
え
た
だ
ん
ご
は
犬•

猫
•

鳥
な
ど
に
食
、、
/ 

ら
れ
て
な
く
な
る
が
、
粉
は
あ
と
ま
で
残
る
よ
う
に
、
だ
ん
ご
を
ま
ぶ
し
た
粉
ま 

で
供
え
て
来
る
。(

大
沢)

盆
送
り
は
マ
コ
モ
ご
ざ
に
盆
棚
の
ス
ギ
の
葉•

大

豆•

里
芋
の
葉•

ナ
ス
の

馬
•

盆
花
‘(

造
花)

等
を
カ
ド
に
出
し
て
送
り
火
を
焚
く
。

ナ
ス
の
馬
に
は
ハ
ヅ
ナ(

し
よ
い
綱)

を
か
け
る
と
い
っ
て
、
生
う
ど
ん
を
背 

に
か
け
て
置
く
。
里
芋
の
葉
に
ナ
ス
馬
を
乗
せ
て
出
す
家
も
あ
る
。(

西
横
手) 

送
り
火
は
カ
ド
グ
チ
で
麦
わ
ら
を
焚
く
が
、
そ
の
灰
を
カ
ド
グ
チ
ー
杯
に
散
ら 

か
し
て
悪
病
除
け
と
す
る
。(

萩
原)

十
五
日
の
夕
方
か
十
六
日
の
朝
送
る
。
墓
に
団
子
と
水
を
供
え
る
。
ま
た
去
年 

の
盆
花
を
持
っ
て
行
き
納
め
る
。
家
に
ょ
っ
て
は
こ
の
時
、
ナ
ス
で
作
っ
た
馬
を 

墓
地
の
入
口
ま
で
持
っ
て
行
く
。
馬
に
は
タ
ズ
ナ
と
い
っ
て
う
ど
ん
の
湯
で
な
い 

の
を
掛
け
て
や
る
。(

島
野)

里
芋
の
葉
の
上
に
、
ナ
ス
の
馬
に
ウ
ド
ン
を
か
ぶ
せ
、
馬
の
餌
の
キ
ュ
ウ
リ
と 

ナ
ス
を
小
き
ざ
み
に
し
て
供
え
、
麦
藁
で
燃
す
。
そ
の
煙
に
乗
っ
て
先
祖
様
は
帰 

る
と
い
う
。
馬
の
毛
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
毛
で
あ
る
。(

西
島)

十
六
日
朝
、
家
か
ら
墓
地
へ
先
祖
を
送
っ
て
行
く
。
茄
子
や
胡
瓜
の
馬
は
仏
が 

帰
る
た
め
の
も
の
だ
か
ら
、
真
菰
の
莫
蓮
を
敷
い
て
家
の
門
口
に
置
い
た
。
今
は 

墓
ま
で
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
。(

宿
横
手)

十
五
日
の
朝
野
回
り
を
し
て
ナ
ス•

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ.

サ
サ
ゲ
を
取
っ
て
来 

て
、
ナ
ス
で
馬
を
作
り
、
十
六
日
朝
、
門
で
麦
わ
ら
を
も
や
し
、
ナ
ス
の
馬
を
持
っ 

て
墓
地
に
行
く
。(

中
島)

盆
お
く
り
は
二
十
六
日
に
お
く
っ
て
行
く
。
そ
の
間
に
盆
棚
は
か
た
づ
け
る
。
 

粉
茶
は
庭
に
捨
て
る
。(

中
島)

十
五
日
の
晚
に
麦
わ
ら
を
も
っ
て
盆
様
を
送
る
。
ナ
ス
で
馬
を
つ
く
る
。
足
と 

尾
は
桑
の
棒
。(

八
幡
原)

盆
の
挨
拶 

「結
構
な
お
盆
で
ご
ざ
い
ま
す
」

「結
構
な
新
盆
で
ご
ざ
い
ま
す

I  

(

島
野)

盆
見
舞
の
挨
拶
は
「結
構
な
お
盆
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
。
新
盆
の
と
き
は 

「も
う
新
盆
に
な
り
ま
し
た
ね
え
。
」
と
挨
拶
を
す
る
。(

島
野)

盆
の
挨
拶
に
は
結
構
な
お
盆
様
で
す
と
い
う
。
榛
東
村
で
は
新
盆
で
も
同
じ
ょ 

う
に
い
う
。(

ー
ツ
谷)

普

通

は

「結
構
な
お
盆
で
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
。
新
盆
の
時
は 

「今
年
は
新
盆
で
す
ね
え
」
と
い
、っ
。(

西
島)

線
香
を
立
て
に
親
戚
が
往
来
す
る
が
、
特
別
な
贈
答
は
な
い
。
客
の
接
待
日
十 

四
、
十
五
、
十
六
日
の
朝
そ
の
日
食
ベ
切
る
程
度
の
ぼ
た
も
ち
を
作
り
、
そ
れ
に 

昼
は
う
ど
ん
を
馳
走
す
る
。(

宿
横
手)



盆
の
あ
い
さ
つ
は
「結
構
な
あ
ら
盆
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
い
、
昔
は
そ
う
め 

ん
、
今
は
金
を
持
っ
て
行
く
。(

下
滝)

盆
中
の
食
事 

二
十
四
日
か
ら
二
十
六
日
の
間
、
朝
食
は
ぼ
た
も
ち
、
昼
食
は 

う
ど
ん
、
夕
食
は
ご
は
ん
。(

中
島)

「朝
は
ボ
タ
モ
チ
、
昼
は
う
ど
ん
、
夜
は
御
飯
に
ト
ウ
ナ
ス
が
つ
く
」
「盆
は
三 

日
で
く
さ
れ
彼
岸
が
七
日
あ
る
」
と
い
う
。(

八
幡
原)

盆

ガ

ラ

七
月
十
六
日
。
農
休
み
に
し
た
。(

八
幡
原)

盆

踊

り

盆
の
あ
と
に
し
た
が
、
最
近
は
出
か
せ
ぎ
を
し
て
苦
し
ま
ぎ
れ
に
働 

い
て
ゆ
と
り
が
な
い
の
で
、
盆
踊
り
が
少
な
く
な
っ
た
。(

大
沢)

盆
お
ど
り
は
昔
、
観
音
様
の
境
内
で
踊
っ
た
。
は
や
し
は
酒
樽
を
横
に
し
て
叩 

い
た
。
皆
ん
な
思
い
思
い
の
恰
好
を
し
て
輪
に
な
っ
て
踊
っ
た
。
鉢
巻
き
を
し
て
、
 

し
よ
い
か
ご
を
背
中
に
し
よ
っ
て
踊
っ
た
人
も
い
た
。(

島
野)

盆
踊
り
は
榛
名
神
社
で
し
た
。(

中
島)

愛
宕
精
進 

愛
宕
様
の
石
宮
は
、
一
廣
島
神
社
に
合
併
さ
れ
て
い
る
。
七
月
二
十 

四
日
が
精
進
で
あ
っ
た
。
疫
病
除
け
で
あ
る
。
麦
藁
を
卷
い
て
、
竹
を
さ
し
、
そ 

れ
に
幣
束
を
立
て
て
、
村
の
小
川
の
真
中
に
置
き
、
水
を
か
け
た
。

村
人
が
毎
戸
一
人
ず
つ
出
て
や
っ
た
。
一
杯
呑
ん
で
い
っ
て
オ
ン
ベ
ロ 
(

幣
束) 

に
水
か
け
、
帰
っ
て
き
て
ま
た
酒
を
呑
ん
だ
。(

西
島)

愛
宕
精
進
は
八
月
二
十
四
日
。
昭
和
初
期
ま
で
や
っ
て
い
た
。
天
ぷ
ら
を
あ
げ 

て
、
精
進
料
理
を
食
べ
た
。
男
衆
が
井
野
川
で
水
を
浴
び
た
。
畑
で
と
れ
た
も
の 

を
天
ぷ
ら
に
あ
げ
た
。
ウ
デ
マ
ン
ジ
ュ
ウ
も
つ
く
っ
た
。
悪
い
病
気
が
は
や
ら
な 

い
よ
う
に
精
進
し
た
。(

八
幡
原)

愛
宕
精
進
と
い
っ
て
、
墓
地
の
草
け
ず
り
を
や
っ
た
あ
と
、
ぼ
た
餅
の
で
か
い 

の
を
作
っ
た
。
若
い
者
だ
か
ら
、
食
い
く
ら
べ
や
、
力
く
ら
べ
を
や
っ
た
。(

下
滝)

九 

月

ー
ー
百
十
日(

一
日)

二
百
十
日 

荒
れ
日
と
い
っ
て
、
以
前
は
仕
事
を
休
ん
だ
。(

宿
横
手) 

二
百
十
日
に
区
長
が
ほ
ら
を
吹
き
定
使
い
二
人
が
北
と
南
に
分
れ
、
区
長
か
ら 

の
用
事
を
村
中
に
ふ
れ
て
歩
く
。(

中
島)

八 

朔
(

旧
八
月
一
日)

シ
ョ
ウ
ガ 

シ
ョ
ウ
ガ
を
持
っ
た
初
婿
が
、
初
嫁
の
実
家
へ
お
客
に
行
く
日
で
、
 

お

包

み(

金)

や
ビ
ー
ル
な
ど
も
持
っ
て
行
く
。(

大
沢)

八
朔
の
節
供
は
、
五
節
供
の
一
つ
で
、
シ
ョ
ウ
ガ
の
節
供
と
い
う
。

め
か
い
に
葉
シ
ョ
ウ
ガ
を
入
れ
て
、
嫁
は
お
客
に
行
け
と
い
う
。

里
方
か
ら
の
お
か
え
し
は
適
当
な
も
の
。(

京
目)

八
朔
に
は
新
し
い
嫁
が
、
シ
ョ
ウ
ガ
と
ア
ジ
の
干
物
を
持
っ
て
、
仲
人
と
実
家 

に
い
く
。(

西
島)

嫁
が
シ
ョ
ウ
ガ
と
タ
ラ
の
ひ
ら
き
を
持
っ
て
実
家
に
行
く
。
実
家
か
ら
の
返
え 

し
物
は
別
に
な
い
。(

島
野)

八
朔
の
節
供
に
は
お
こ
わ
を
ふ
か
す
。
初
め
て
の
嫁
は
生
姜
を
持
っ
て
実
家
へ 

客
に
行
く
。(

宿
横
手)

八
朔
の
節
供
に
嫁
が
実
家
へ
帰
る
。
そ
の
時
シ
ョ
ウ
ガ
を
も
っ
て
行
く
。(

シ
ョ 

ウ
ガ
な
い
嫁)

、
す
る
と
実
家
か
ら
箕
を
も
ら
っ
て
く
る
。(

見
直
し
て
く
れ)

の 

意
味
。(

中
島)

A

凋
は
九
月
一
日
。
新
ら
し
い
嫁
を
も
ら
う
と
、
「
し
ょ
う
が
ね
え
嫁
ゴ
だ
が
、
 

嫁
を
み
て
く
ん
ろ
」
と
い
っ
て
実
家
か
ら
箕
を
贈
る
。(
A

幡
原)



十

五

夜
(

旧
八
月
十
五
日)

十
五
夜 

緣
側
に
机
を
出
し
て
、
果

物(

カ
キ
な
ど)

•

野
菜(

サ
ツ
マ
ィ
モ• 

里
芋
な
ど)
•

月
見
だ
ん
ご(

ふ
か
し
ま
ん
じ
ゅ
う
が
多
い
が
、
お
手
丸
も
作
る) 

な
ど
を
供
え
る
。

ス
ス
キ
五
本
を
花
び
ん(

以
前
は
糸
わ
く)

に
さ
し
て
飾
り
、
 

灯
明
を
上
げ
る
。

以
前
は
子
ど
も
が
集
ま
っ
て
、
あ
っ
ち
へ
行
け
、
こ
っ
ち
へ
行
け
と
分
か
れ
て
、
 

シ
ノ
棒
に
針
を
付
け
た
も
の
で
、
供
え
た
物
を
下
げ
て
回
っ
た
。
そ
れ
を
集
め
て 

食
べ
合
っ
た
。
子
ど
も
の
こ
と
だ
か
ら
持
た
し
て
や
れ
と
、
供
え
物
を
く
れ
る
家 

と
、
追
い
払
う
家
と
か
あ
っ
た
が
、
下
げ
る
の
が
お
も
し
ろ
く
て
、
や
っ
て
い
た
。
 

今
は
し
な
い
。(

大
沢)

緣
側
の
机
に
ス
ス
キ
、

マ
ン
ジ
ュ
ウ
、
カ
キ
、
ナ
シ
な
ど
の
果
物•

野
菜
や
才 

テ
マ 

ル
を
供
え
て
祝
、っ
。
オ
テ
マ 

ル
は
米
の
粉
の
だ
ん
ご
で
大
き
い
。
あ
と
で
切
っ 

て
焼
い
て
食
べ
る
。
以
前
は
子
供
が
供
え
物
を
下
げ
て
回
っ
た
。(

大
沢)

ゆ
で
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
り
、
ス
ス
キ
五
本
と
果
物
な
ど
を
十
五
夜
さ
ま
に
供
え 

る
。
ゆ
で
ま
ん
じ
ゅ
う
は
十
五
個
供
え
る
時
も
あ
る
し' 

ス
ス
キ
の
数
な
ど
も
入
れ 

て
全
体
で
十
五
の
数
に
な
れ
ば
よ
い
と
す
る
家
も
あ
る
。
こ
の
夜
、
ゆ
で
ま
ん
じ
ゅ 

う
な
ど
の
供
え
も
の
や
、家
敷
内
の
成
り
果
物
は
盗
ま
れ
た
方
が
よ
い
と
い
っ
て
、
 

わ
ざ
と
表
の
入
口
の
戸
を
開
い
て
お
く
。
子
ど
も
た
ち
が
盗
み
に
き
た
。(

島
野)

ス
ス
キ
、
野
菜
、
み
か
ん
、
柿
、
栗
な
ど
を
ゆ
で
饅
頭
を
供
え
る
。
お
手
丸(

団 

子)

を
作
る
人
も
あ
る
が
、
饅
頭
を
作
る
家
が
多
い
の
で
十
五
個
あ
げ
ず
五
個
あ 

げ
る
方
が
普
通
だ
っ
た
。
そ
の
夜
は
子
ど
も
が
集
ま
っ
て
悪
戯
し
て
歩
い
た
が
、
 

家
々
で
は
盗
り
易
い
よ
う
に
開
け
放
っ
た
緣
側
の
端
に
供
え
物
を
置
き
、
盗
ら
れ 

た
方
か
よ
い
と
さ
れ
た
。
盗
ら
れ
ず
そ
っ
く
り
し
て
い
る
家
は
不
幸
か
あ
る
の
で 

は
な
い
か
と
心
配
し
た
。(

宿
横
手)

ス
ス
キ

•  

く
た
も
の•

や
さ
い•

ま
る
め
も
の
か
よ
い
の
で
お
は
ぎ•

ま
ん 

じ
ゅ
う
を
供
え
た
。
子
ど
も
か
ヤ
ス
で
供
え
も
の
を
盗
ん
で
行
っ
た
。
盗
ま
れ
た 

方
か
よ
い
。(

中
島)

十
五
夜
は
十
月
十
五
日
。
夫
婦
揃
っ
て
月
見
を
す
る
も
の
だ
と
い
う
。

ス
ス
キ 

を
十
五
本
飾
り
、
ア
ン
の
入
っ
た
マ
ン
ジ
ュ
ウ
を
十
五
個
供
え
、
栗
、
柿
、
梨
、
 

り
ン
ゴ
、
サ
ト
イ
モ
、
サ
ツ
マ
イ
モ
、
大
根
な
ど
も
供
え
る
。
晩
に
子
供
達
が
竹 

の
先
に
釘
を
つ
け
て
、
マ
ン
ジ
ュ
ウ
を
つ
っ
た
。
こ
の
日
は
何
を
取
っ
て
も
よ
か
っ 

た
。
し
ん
ぜ
た
サ
ト
イ
モ
を
オ
ロ
シ
で
お
ろ
し
て
手
が
は
れ
た
時
に
つ
け
る
と
治 

る
。(

八
幡
原)秋

の

彼

岸
(

二
十
〜
二
十
六
日)

秋
の
彼
岸 

彼
岸
の
蚊
帳
は
吊
る
も
の
で
な
い
。
も
し
吊
る
よ
う
な
ら
、
折
り 

鶴
を
紙
で
折
っ
て
蚊
帳
の
上
に
上
げ
て
置
け
と
い
う
。
蚊
帳
は
田
植
え
の
こ
ろ
か 

ら
吊
り
始
め
て
、
秋
の
彼
岸
ご
ろ
ま
で
吊
っ
て
い
る
。
最
近
は
家
の
造
り
が
よ
く 

な
り
網
戸
を
し
て
蚊
が
入
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
、
蚊
帳
を
吊
ら
な
い
家
が
ふ
え
て 

き
た
。(

大
沢)

彼
岸
に
は
ぼ
た
も
ち
を
作
り
、
墓
参
し
た
。(

宿
横
手)

秋 

祭
(

九

日•

十
五
日)

天

神

様
(

九
月
二
十
五
日)

天

神

様

公
会
堂
の
裏
の
石
宮
が
天
神
様
で
、
以
前
は
ョ
イ
マ
チ
の
二
十
四
日 

に
組
の
者
が
寮(

い
ま
の
公
会
堂)

に
寄
っ
て
、
花
ゴ
シ
ラ
エ
を
し
た
。
割
っ
た 

竹
に
桜
紙
を
巻
き
付
け
た
花
飾
り
で
、
天
神
様
の
前
に
飾
っ
た
。
家
々
で
は
灯
籠 

を
付
け
て
灯
り
を
と
も
し
た
。
赤
飯
を
ふ
か
し
て
、
天
神
様
に
供
え
る
。
最
近
は 

秋
蚕
が
上
蔟
す
る
時
期
な
の
で
ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
い
る
。(

大
沢)

ハ
ナ
ゴ
シ
ラ
エ
は
、
竹
を
割
っ
て
削
り
桜
紙
を
卷
い
て
ハ
ナ
び
ら
と
す
る
。
茶 

椀
に
紅
を
付
け
て
型
押
し
し
て
丸
を
描
き
、
は
さ
み
で
丸
く
切
り
抜
い
た
花
び
ら 

を
、
竹
に
二
〇
く
ら
い
巻
き
付
け
る
。
先
端
に
金
ノ
玉
を
付
け
る
。
五
〇
本
ほ
ど 

作
り
ま
と
め
て
天
神
様
に
供
え
る
。
そ
の
後
、
取
っ
て
置
き
、
天
王
様
に
も
供
え
る
。
 

(

大
沢)



十

三

夜
(

旧
九
月
十
三
日)

十
三
芟 

供
え
物
は
十
五
夜
と
同
じ
よ
ぅ
に
緣
側
に
供
え
物
を
す
る
が
、
ス
ス 

キ
の
数
が
ー
ニ
本
と
な
る
。(

大
沢)

十
三
夜
と
十
五
夜
と
の
相
違
は
な
い
。
あ
げ
る
饅
頭
が
ー
ニ
個
に
な
る
だ
け
。(

宿

横
手)ス

ス
キ
、
く
だ
も
の
を
供
え
、
月
が
出
て
晴
れ
る
と
小
麦
が
よ
く
と
れ 

曇
っ 

て
い
る
と
小
麦
が
と
れ
な
い
。(

中
島)

ー
ー
十
三
夜(

旧
九
十
ー
ー
十
ー
ニ
日
夜)

二
士
二
夜 

三
夜
様
の
社
が
公
会
堂
の
所
に
あ
り
、
野
菊
を
供
え
て
祭
る
。
昔 

は
大
変
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
。(

大
沢)

十 

月

天

王

様
(

十
月
一
日)

天

王

祭

八
坂
神
社(

鎮
守)

の
祭
り
が
、
神
主
を
呼
ん
で
祈
禱
し
て
も
ら
ぅ
。
 

前
日
九
月
三
十
日
に
花
コ
セ
エ
を
す
る
た
め
、
大
沢
の
人
が
每
戸
一
人
ず
つ
出
て 

半
日
ほ
ど
か
か
る
。
暴
れ
る
神
様
で
あ
る
。

大
灯
籠
を
両
端
に
立
て
、
各
戸
で
も
灯
籠
を
出
し
て
、
絵
や
文
字
を
書
い
て
、
 

豆
石
油
ラ
ン
プ
を
つ
け
て
飾
っ
た
。
祭
世
話
人
は
二
人
ず
つ
当
り
、
鎮
守
の
灯
籠 

を
立
て
た
。
御
輿
は
な
い
。
ノ
ボ
り
ワ
ク(

二
個
所)

に
ノ
ボ
り
を
立
て
た
。
ノ 

ボ
り
の
文
字
は
、
石
垣
大
尽
の
家
の
六
畳
の
座
敷
に
ひ
ろ
げ
て
書
家
が
書
い
た
。
 

祭
り
に
は
太
鼓
を
た
た
い
て
遊
び
、
家
々
か
ら
赤
飯
を
供
え
て
参
拝
し
た
。(

大 

沢)

オ
ク
ン
チ

オ
ク
ン
チ 

オ
ク
ン
チ
と
い
う
の
は
、
決
ま
っ
た
神
社
の
祭
り
で
は
な
い
。

い 

ろ
い
ろ
の
神
様
の
総
ま
と
め
の
祭
り
で
、
赤
飯
を
ふ
か
し
て
祝
う
。
お
客
が
来
た
。
 

(

大
沢)

オ
ク
ン
チ
の
名
称
が
残
る
く
ら
い
で
、
別
に
変
わ
り
は
な
い
。
赤
飯
た
く
家
が 

あ
る
。
中
ノ
ク
ン
チ
、
終
り
ノ
ク
ン
チ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
聞
か
な
い
。(

萩
原) 

オ
ク
ン
チ
は
十
月
九
日
だ
が
、
行
事
は
不
明
で
あ
る
。(

ー
ツ
谷)

十
月
九
日
に
、
宵
待
ち(

前
晩)

に
作
っ
た
灯
籠
や
紙
花
を
諏
訪
神
社
に
あ
げ
、
 

神
主
に
来
て
拝
ん
で
も
ら
う
。
祭
り
の
世
話
は
、
以

前
は
「若
い
衆
」(

一
家
の
惣 

領
だ
け
で
成
る
村
の
青
年
の
組
織)

が
し
た
が
、
今
は
神
社
総
代
が
行
な
う
。

こ 

の
日
は
お
こ
わ
を
炊
き
、
諏
訪
神
社
に
も
供
え
た
が
、
お
供
え
す
る
の
は
朝
早
い 

程
よ
い
と
言
わ
れ
た
。
帰
り
に
他
の
お
宮
に
も
、
幾
許
か
ず
つ
お
こ
わ
を
あ
げ
て 

来
た
。(

宿
横
手)

オ
ク
ン
チ
に
榛
名
神
社
へ
赤
飯
を
持
っ
て
行
く
。
早
く
来
た
人
は
、
多
く
置
い 

て
行
く
。
す
る
と
蚕
が
あ
た
る
。
あ
と
か
ら
来
た
人
は
赤
飯
は
少
な
く
置
く
。
若 

い
者
が
食
べ
る
。(

中
島)

十
月
九
日
を
ハ
ッ
グ
ン
チ
、
十
九
日
を
ナ
カ
ノ
ク
ン
チ
、
二
十
九
日
を
シ
メ
エ 

ク
ン
チ
と
い
う
。
オ
ク
ン
チ
に
は
赤
飯
や
サ
ト
イ
モ
、
ふ
、

コ
ン
ニ
ヤ
ク
、
油
揚 

げ
の
煮
つ
け
な
ど
の
御
馳
走
を
つ
く
っ
た
。
ナ

カ

ン

チ(

田
口
姓)

で
祀
っ
て
い 

る
オ
ク
マ
ン
サ
マ(

熊
野
神
社)

に
餅
と
赤
飯
を
供
え
る
。(

下
斎
田)

十
月
九
日
を
ハ
ッ
グ
ン
チ
、
十
九
日
を
ナ
カ
ノ
ク
ン
チ
、
二
十
九
日
を
シ
マ
イ 

ク
ン
チ
。
赤
飯
を
こ
し
ら
え
た
。(

八
幡
原)

秋
ま
つ
り
は
今
は
十
月
九
日
、
む
か
し
は
九
月
二
十
八
、
九
日
。
ま
つ
り
の
前 

の
晚
の
こ
と
を
、
ヨ
イ
マ
チ
と
い
う
。(

京
目)

八

幡

宮

秋

祭
(

十
月
十
五
日)

八
幡
様
の
祭
り 

十
四
日
の
ョ
イ
マ
チ
に
屋
台
を
上
宿
か
ら
迎
え
て
新
屋
敷
の



屋
台
と
一
緒
に
し
て
、
八
幡
様
の
境
内
に
引
き
込
ん
で
置/

、。

十
五
日
の
夕
方
三
時
ご
ろ
、
屋
台
を•
八
幡
宮
か
ら
送
り
出
し
て
村
内
を
引
き
回 

し
、
夜
あ
か
し
を
し
て
十
二
時
ぎ
わ
に
解
散
す
る
。
巡
路
は
八
幡
宮
—
内
出
—
下 

宿

天
王
様(

夕
食)

—
中
宿
—
上
宿
—
新
屋
敷
—
八
幡
宮
と
回
る
。

十
六
日
に
は
屋
台
を
崩
し
て
、
「笠
ヌ
ギ
」
と
い
っ
て
飲
み
食
い
し
て
慰
労
す
る
。

(

萩
原)

山
名
の
八
幡
様 

十
月
十
五
日
の
秋
祭
り
に
、
葉
の
つ
い
た
大
根
を
、
二
本
ぐ 

ら
い
わ
ら
で
し
ば
っ
て
「
大
根
は
ど
う
で
す
」
と
い
っ
て
売
っ
て
い
た
。(

下
滝) 

十
六
念
仏

十
六
念
仏 

萩
原
町
下
宿
で
は
年
寄
り
が
回
り
番
の
宿
に
集
ま
っ
て
、
十
日
か 

ら
三
日
ま
で
の
十
六
日
晩
、
念
仏
を
あ
げ
る
練
習
を
し
た
。
皆
が
寄
っ
て
世
間
話 

を
す
る
機
会
で
も
あ
っ
た
が
、
戦
後
絶
え
た
。

念
仏
は
六
通
り
あ
る
「南
無
阿
弥
陀
仏
二
三
回
唱
え
る)

、
融
通
念
仏
、
十
王 

十
体
南
無
阿
弥
陀
仏
、
オ
ン
ア
ボ
キ
ャ
ー
、
士
ー
ー
仏
、
六
字
ヅ
メ
」
の
六
種
あ
り
、
 

葬
式
の
晩
に
は
関
係
者
が
集
ま
っ
て
掛
軸
を
か
け
て
念
仏
を
申
す
。(

萩
原)

二

夜

様
(

二
士 

一
日)

二
夜
様 

十
月
二
十
二
日
は
二
夜
様
の
晩
で
、
月
が
出
な
い
。
暗
闇
の
中
で
、
 

村
の
二
十
二
夜
様
の
お
宮
に
お
ま
い
り
に
行
き
、
団
子
を
供
え
て
く
る
。
そ
れ
か 

ら
、
個
人
の
家
を
宿
に
し
て
二
十
二
夜
念
仏
を
し
た
。(

宿
横
手)

神

無

月
(

旧
十
月)

神
送
り 

旧
十
月
一
日
に
は
、
日
本
中
の
神
様
は
出
雲
へ
あ
つ
ま
る
と
い
う
。
 

旧
十
一
月
一
日
に
神
様
は
帚
っ 

て
く
る
と
い
う
〇

こ
こ
で
は
、
お
か
み
お
く
り
、
お
か
み
む
か
え
と
い
う
行
事
は
と
く
に
な
い
。
 

神
様
が
留
守
の
と
き
に
、
エ
ビ
ス
ま
つ
り
を
す
る
。
大
黒
様
は
神
様
で
あ
る
が
、
 

エ
ビ
ス
様
は
両
部
で
あ
る
の
で
、
神
様
の
留
守
の
あ
い
だ
に
エ
ビ
ス
講
を
や
る
の

だ
と
い
う
。

エ
ビ
ス
様
は
、
道
楽
者
で
、
お
も
や
に
入
れ
ず
、
下
屋
に
い
る
の
だ 

と

い

う(

お
宮
の
軒
下
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う)

。(

萩
原)

留
守
神 

旧
十
月
に
は
、
神
様
は
出
雲
大
社
へ
あ
つ
ま
る
。

そ
の
留
守
に
仏
の
ま
つ
り
を
す
る
と
い
う
。

こ
の
間
、
留
守
居
を
し
て
い
る
の
は
、

エ
ビ
ス
大
黒
。(

萩
原)

神
無
月
に
ほ
か
の
神
は
出
雲
へ
出
か
け
、
稲
荷
様
だ
け
残
る
の
で
、
屋
敷
祭
り 

を
す
る
。(

下
滝)

十
月
は
神
無
し
月
で
神
様
た
ち
が
白
馬
に
乗
っ
て
出
雲
に
出
か
け
る
と
い
う
。
 

留
守
神
は
エ
ビ
ス
大
黒
。
留
守
神
に
供
え
て
あ
る
も
の
を
食
べ
る
と
嫁
に
も
婿
に 

も
い
け
な
い
と
い
う
。(

八
幡
原)

か

ま

神

で
き
た
稲
の
一
株
を
あ
げ
た
。
飢
饉
の
時
こ
れ
が
種
に
な
る
と
言
わ 

れ
た
。(

宿
横
手)

初
穂
の
一
株
を
家
の
カ
マ
ド
の
神
に
供
え
る
。
カ
マ
ド
の
そ
ば
に
每
年
新
し
い 

株
を
つ
る
下
げ
て
お
く
。(

島
野)

神
迎
え 

個
々
に
総
社
の
明
神
様
ま
で
行
く
。(

宿
横
手)

薬

師

様
(

旧
十
月
八
日)

薬
師
様 

中
世
の
石
仏
と
見
ら
れ
る
座
像
が
公
会
堂(

も
と
の
寮)

の
蔭
に
あ
っ 

た
の
を
、
山
を
崩
し
て
少
し
東
に
動
か
し
た
ら
、
崇
り
が
あ
っ
て
赤
痢
が
は
や
り 

三
人
も
死
ん
だ
。
と
く
に
動
か
す
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
じ
く
っ
た
人
の
子
が
死 

ん
だ
。(

明
治
十
一
年
と
も
、
大
正
三
年
と
も
い
う)

。

薬
師
様
は
旧
十
月
八
日(

十
日
夜
の
二
日
前)

に
祭
る
が
、
そ
の
晩
は
「風
ノ 

子
ガ
生
マ
レ
ル
」
日
で
、
必
ず
風
が
吹
く
。(

大
沢)

十

日

夜
(

旧
十
月
十
日)

ト
オ
カ
ン
ヤ 

新
わ
ら
を
束
ね
て
繩
を
卷
い
て
「ト
ウ
カ
ン
ヤ
」
を
作
る
。
里 

芋
の
ズ
ィ
キ
を
入
れ
て
卷
く
と
い
い
音
が
す
る
。
子
供
が
村
中
の
家
々
を
回
っ
て
、
 

モ
グ
ラ
が
も
ぐ
ら
な
い
よ
う
に
、
ト
ウ
カ
ン
ヤ
で
地
面
を
た
た
い
て
回
る
。
た
た



い
て
も
ら
う
と
、
お
金
を
く
れ
る
家
も
あ
っ
た
。

そ
の
後
、分
か
れ
て
対
抗
試
合
の
ょ
う
に
地
面
を
打
ち
合
っ
て
音
を
た
て
た
り
、
 

ょ
そ
村
ま
で
対
抗
に
行
く
所
も
あ
っ
た
。(

大
沢)

唱

え

言

「
十
日
夜
イ
イ
モ
ン
ダ 

タ
飯
食
ッ
チ
ャ
腹
太
鼓
」

固
い
家
で
は
朝
ゲ
に
ソ
バ
、
昼
に
だ
ん
ご
、
夕
飯
に
餅
を
食
う
家
も
あ
る
。
餅 

は
つ̂

か
、
特
別
に
供
え
物
を
す
る
こ
と
は
な
い
。
大
根
の
こ
と
も
い
わ
な
い 

(

大
沢)

ト
ウ
カ
ン
ヤ
は
、
旧
の
十
月
十
日
に
し
た
。
餅
を
つ
く
。
朝
ソ
バ
キ
り
に
昼
団 

子
、
ヨ
ウ
メ
シ
食
っ
て
腹
太
鼓
と
い
っ
て
、
藁
鉄
砲
で
地
面
を
叩
く
。
家
の
回
り 

を
、
モ
グ
ラ
が
掘
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。(

ー
ツ
谷)

子
供
が
ワ
ラ
を
繩
で
卷
い
て
、
ト
カ
ン
ト
カ
ン
と
地
面
を
た
た
い
て
回
っ
た
。
 

「
モ
グ
ラ
、
ネ
ズ
ミ
、
絶
エ
ロ
」
と
唱
え
た
。
餅
を
つ
い
て
食
べ
た
。

高
崎
清
水
の
観
音
様
へ
歩
い
て
行
っ
て
参
拝
し
、
オ
コ
モ
リ
し
て
帰
る
こ
ろ
に 

は
薄
明
る
く
な
っ
て
い
た
。
清
水
観
音
は
参
詣
者
で
足
が
地
に
つ
か
な
い
く
ら
い 

に
ぎ
わ
っ
た
。(

萩
原)

十
日
夜
は
、
わ
ら
で
っ
ぽ
う
で
、
モ
グ
ラ
た
た
き
を
す
る
と
い
う
、
そ
の
と
き 

の
唱
え
で
と
は
、

「十
日
夜
は
い
い
も
ん
だ
、
あ
さ
そ
ば
き
り
に
ひ
る
だ
ん
ご
、
夕
め
し
く
っ
ち
や 

は
ら
だ
い
こ
」(

京
目)

旧
十
月
十
日
の
晚
、
わ
ら
を
束
ね
て
、(

中
に
イ
モ
ガ
ラ
の
し
ん
を
い
れ
た)

道 

路
な
ど
を
た
た
い
て
あ
る
い
た
、
と
な
え
ご
と
は
、

「
十
日
夜
は
い
い
も
ん
だ
、
あ
き
そ
ば
き
り
に
、
昼
だ
ん
ご
、
夕
飯
く
っ
て
は
ら 

だ
い
こ
」

こ
、っ
し
て
、
モ
グ
ラ
を
追
い
だ
す
と
い
っ
た
。

む
ら
の
上
と
下
に
分
れ
て
、
わ
ら
で
っ
ぽ
う
の
た
た
き
っ
こ
を
し
た
。
音
の
で
っ 

か
い
ほ
う
が
勝
と
い
っ
た
。
し
ま
い
に
は
け
ん
か
に
な
っ
た
。

十
日
夜
に
は
餅
を
つ
い
た
。
も
ち
は
神
棚
に
あ
げ
た
。

十
日
夜
は
、
大
根
の
と
し
と
り
と
い
っ
た
、
十
日
夜
を
す
ぎ
る
と
、
大
根
と
り

を
し
た
。(

島
野)

十
日
夜
に
は
ワ
ラ
の
中
に
イ
モ
ガ
ラ
を
い
れ
た
ワ
ラ
鉄
砲
を
作
り
「
十
日
夜
は 

い
い
も
ん
だ
。
夕
飯
食
っ
ち
ゃ
あ
腹
太
鼓
」
と
い
い
な
が
ら
土
を
叩
い
た
。
地
が 

た
め
、
モ
グ
ラ
を
追
い
出
す
た
め
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
日
は
大
根 

の
年
取
り
と
も
い
う
。
ま
た
、
ワ
ラ
ニ
ュ
ウ
に
も
餅
を
供
え
た
。(

島
野)

十
日
夜
に
子
ど
も
か
オ
オ
ヅ
ツ
を
つ
く
っ
た
。
わ
ら
の
中
に
イ
モ
ガ
ラ
を
入
れ 

て
な
わ
を
巻
い
た
。

こ
れ
で
地
面
を
叩
き
歩
い
た
。

「十
日
夜
い
い
も
ん
だ
。
朝
そ
ば
き
り
に
昼
団
子
夕
飯
食
っ
ち
ゃ
あ
腹
で
い
こ
。
」

(

元
島
名)

十
日
夜
は
旧
の
十
月
十
日
に
や
る
。
里
芋
を
芯
に
し
た
藁
鉄
砲
で
地
面
を
叩
く
。
 

モ
グ
ラ
を
追
う
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
屋
敷
の
回
り
を
叩
く
と
モ
グ
ラ 

か
入
っ
て
こ
な
い
。
「十
日
夜
は
い
い
も
ん
だ
。
朝
ソ
パ
キ
り
に
昼
ダ
ン
ゴ
、
夕
飯 

食
っ
ち
ゃ
ぶ
っ
ぱ
た
け
」
と
唱
え
な
が
ら
叩
く
。(

西
島)

十
日
夜
は
旧
暦
十
月
十
日
に
餅
を
搗
き
、
芋
が
ら
を
芯
に
し
た
藁
つ
と
で
庭
を 

た
た
い
た
。
そ
の
時
、
次
の
様
な
唱
え
言
を
し
な
が
ら
た
た
く
と
モ
グ
ラ
が
来
な 

い
と
言
わ
れ
た
。
「
十
日
夜
は
い
い
も
ん
だ
、
夕
餅
食
っ
ち
ゃ
腹
太
鼓(

或
い
は
、
 

ぶ
っ
た
た
け)

」
ま
た
は
「
十
日
夜
は
い
い
も
ん
だ
、
朝
そ
ば
き
り
に
昼
だ
ん
ご
夜 

飯
(

或
い
は
餅)

食
っ
ち
ゃ
ぶ
っ
た
た
け
、
イ
タ
チ
も
ネ
ズ
ミ
も
ホ
ウ
イ
ホ
イ
」
。
 

こ
の
朝
の
そ
ば
き
り
を
作
る
と
き
、
養
蚕
が
当
た
っ
た
家
の
大
根
を
盗
ん
で
き
て 

千
切
り
に
し
、

コ
に
す
る
と
養
蚕
が
当
た
る
と
言
わ
れ
た
。
た
た
い
た
藁
は
後
で 

ほ
ぐ
し
て
繩
に
な
う
。
か
か
し
も
つ
く
っ
た
が
、
こ
れ
を
神
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
 

(

宿
横
手)

十
日
夜
は
お
月
様
の
祭
り
で
も
ち
を
つ
き
ト
オ
カ
ン
棒
で
地
面
を
た
た
き
モ
グ 

ラ
退
治
を
す
る
。
ト
オ
カ
ン
棒
の
中
に
イ
モ
ガ
ラ
を
入
れ
る
と
ょ
い
音
か
し
た
。
 

「
十
日
夜
、
十
日
夜
い
い
も
ん
だ
。
朝
そ
ば
き
り
に
昼
だ
ん
ご
夕
め
し
食
ち
ゃ
ぶ
っ 

た
た
け
。
」
と
言
っ
た
。
高
崎
の
清
水
の
観
音
様
へ
お
こ
も
り
と
い
っ
て
お
ま
い
り 

に
行
っ
て
泊
っ
て
き
た
。(

中
島)

十
日
夜
に
は
「十
日
夜
は
い
い
も
ん
だ
。
朝
そ
ば
き
り
に
昼
団
子
。
夕
め
し
食
っ



て
ぶ
っ
た
た
け
」
と
い
っ
て
、
叩
い
た
。
わ
ら
鉄
砲
は
ィ
モ
ガ
ラ
の
赤
い
の
を
し 

ん
に
入
れ
て
、
わ
ら
を
ま
い
て
作
る
。
男
女
そ
ろ
っ
て
、
モ
グ
ラ
を
追
う
。
叩
い 

て
柔
か
く
な
っ
た
わ
ら
を
繩
に
な
っ
て
、
ガ
ッ
タ
ン
を
か
け
た
。
ガ
ッ
タ
ン
を
か 

け
ら
れ
る
う
ち
は
決
ま
っ
て
い
る
。
大
沢
雅
休
の
小
説
に
、
「
十
日
夜
」
と
い
う
の 

が
あ
る
。
十
日
夜
は
大
根
の
年
と
り
と
い
っ
て
大
根
を
あ
げ
た
。(

下
滝)

ト
ウ
カ
ン
ヤ
は
旧
十
月
十
日
。
稲
藁
の
中
に
ィ
モ
ガ
ラ
を
入
れ
て
、
子
供
た
ち 

が

「朝
そ
ば
き
り
、
昼
だ
ん
ご
、
夕
飯
く
っ
ち
ゃ
ぶ
っ
た
た
け
」
と
唱
え
な
が
ら 

村
中
を
た
た
い
て
歩
っ
た
。

こ
の
日
は
大
根
の
年
取
り
で
大
根
を
藁
た
ば
に
の
せ 

て
エ
ン
ガ
ワ
に
お
い
て
お
く
。(

八
幡
原)

清
水
観
音 

十
日
夜
は
仏
事
、
旧
十
月
九
日
の
晚
に
、
清
水
の
観
音
様
へ
行
っ 

て
お
こ
も
り
を
し
た
。

九
日
の
晩
に
も
ち
を
つ
い
て
、
十
日
の
朝
、
寺
へ
も
っ
て
行
っ
た(

横
手
の
善 

勝
寺)

。(

萩
原)

九
日
の
夜
、
以
前
は
女
衆
が
高
崎
の
清
水
観
音
に
参
っ
て
お
こ
も
り
を
し
た
。
 

道
具
を
入
れ
た
風
呂
敷
包
み
を
持
っ
た
女
衆
が
萩
原
の
渡
し
を
わ
た
っ
て
、
続
 々

と
高
崎
方
面
へ
歩
い
て
行
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

こ
の
夜
は
、
清
水
観
音
の
近 

所
の
家
々
も
臨
時
の
お
こ
も
り
堂
に
な
っ
た
。
戦
争
が
は
じ
ま
る
前
ま
で
続
い
て 

い
た
と
思
う
。(

島
野)

大
根
の
年
取
り 

旧
十
月
十
日
。
ト
ウ
カ
ン
ヤ
を
す
ぎ
れ
ば
大
根
を
と
っ
て
も 

ょ
い
。
高
崎
市
山
名
町
の
八
幡
様
に
十
月
十
五
日
、
二
股
大
根
を
あ
げ
る
と
子
供 

の
カ
ン
の
虫
が
き
れ
る
と
い
う
。
小
さ
な
虫
切
り
鎌
も
売
っ
て
い
る
。
赤
い
オ
シ 

シ
も
売
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
買
っ
て
く
る
と
で
き
も
の
が
で
き
な
い
と
い
う
。(

八 

幡
原)十

月
な
か
十
日 

「
死
ん
で
も
十
月
な
か
十
日
」
と
い
っ
て
、
十
月
は
暇
な
月 

の
わ
け
だ
が
、
遊
び
用
が
か
な
り
あ
る
。

米
の
端
境
期
だ
っ
た
。
昔
の
人
は
田
の
回
り
の
稲
が
早
く
で
き
た
の
で
、
二
株 

ぐ
ら
い
ず
つ
回
り
刈
り
を
し
て
食
べ
た
。

こ
れ
を
「
ア
グ
ワ
セ
」
と
い
い
、
あ
ご 

で
食
べ
る
こ
と
が
急
が
し
い
の
で
、
全
部
熟
す
る
ま
で
待
た
ず
に
ワ
セ
の
所
か
ら

早
く
刈
っ
て
食
べ
る
家
の
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。(

大
沢)

エ

ビ

ス

講
(

二
十
日)

エ
ビ
ス
講 

秋
に
取
れ
た
新
し
い
米
俵
を
飾
っ
て
、
そ
の
上
に
エ
ビ
ス•

大
黒 

を
祭
っ
た
。(

大
沢)

エ
ビ
ス
講
に
は
大
国
主
命
を
ま
つ
り
、
鰯
や
さ
ん
ま
の
頭
つ
き
を
供
え
、
米
の 

飯
を
炊
き
、
け
ん
ち
ん
汁
、
か
き
揚
げ
な
ど
を
作
っ
た
。
座
敷
に
は
も
み
種
を
入 

れ
た
小
さ
い
俵
を
作
っ
て
、
上
に
エ
ビ
ス
大
黒
を
飾
っ
た
。

エ
ビ
ス
様
の
唄

お
え
び
す
様
と
い
う
人
は

一
に
俵
を
ふ
ん
ま
え
て

二
に
は
に
っ
こ
り
笑
っ
て

S

に
は
酒
を
つ
く
っ
て
四
つ
は
世
の
中
よ
い
よ
う
に

五
に
は
泉
を
に
え
た
っ
て

六
つ
無
病
息
災
に

七
つ
は
何
事
な
い
よ
う
に

八
つ
は
屋
敷
を
広
め
て

九
つ
穀
蔵
う
っ
建
っ
て

十
で
と
こ
ろ
が
治
ま
っ
た(

宿
横
手)

エ
ベ 

ス
講
は 

旧
十
月
二
十
日
。
析
に
銭
を
入
れ
て
あ
げ
る
。
サ
ン
マ
を
供
え 

る
。(

八
幡
原)

十

一

月

ア

ナ

ッ

プ

サ

ゲ(

十
一
月)

ネ
ズ
ミ
除
け 

麦
蒔
き
が
終
わ
る
と
、
モ
グ
ラ
の
掘
っ
た
穴
を
伝
っ
て
ネ
ズ
ミ 

が
出
な
い
よ
う
、
畑
の
穴
を
ふ
さ
ぐ
。
そ
の
時
ぼ
た
も
ち
な
ど
こ
し
ら
え
る
。(

宿



横
手)穴

ッ
プ
サ
ゲ
は
ネ
ズ
ミ
が
土
か
ら
出
た
り
入
っ
た
り
す
る
の
で
麦
を
食
べ
る
の 

を
防
ぐ
。
御
馳
走
を
作
る
。(

中
島)

秋

ア

ゲ
(

日
不
定)

秋
ア
ゲ 

稲
刈
り
が
終
る
と
祝
う
が
、
家
に
よ
っ
て
違
う
。
適
当
に
何
か
作
っ 

て
食
べ
る
。
昔
の
人
は
何
か
食
べ
る
こ
と
で
祝
っ
た
。(

大
沢)

秋
ア
ゲ
に
は
米
の
飯
を
食
べ
、嫁
が
お
は
ぎ
を
持
っ
て
実
家
へ
お
客
に
行
っ
た
。
 

(

中
島)

刈

り

上

げ

祝

い
(

十
一
月)

刈
り
上
げ
祝
い 

家
々
で
ア
ズ
キ
ガ
ユ
を
し
て
御
馳
走
す
る
。(

宿
横
手)

十

二

月

コ

ト

八

日
(

八
日)

十
二
月
八
日
に
つ
い
て
は
と
く
に
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。(

大
沢)

油 

餅
(

十
二
日•

十
五
日)

極
楽
餅 

秋
の
仕
事
が
一
段
落
し
て
、
油
餅
を
つ
く
。
こ
れ
を
極
楽
餅
と
い
い
、
 

四
月
十
五
日
の
地
獄
餅
に
相
対
し
て
呼
ん
だ
。(

大
沢)

ゴ
ク
ラ
ク
餅
は
十
二
月
十
日
頃
つ
く
。

こ
れ
か
ら
農
閑
期
に
入
り
、
極
楽
の
よ 

う
に
楽
な
日
が 
つ
づ
く
と
い
う
意
味
。
神
棚
や
仏
様
に
も
供
え
る
。
ま
た
、
嫁
は 

こ
の
餅
を
持
っ
て
実
家
へ
行
く
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
四
月
十
五
日
に
つ
く
オ
コ
モ
チ
は
、
ジ
ゴ
ク
餅
と
い
っ
た
。
 

こ
れ
か
ら
農
繁
期
に
な
ヴ
地
獄
の
よ
う
な
毎
日
が
つ
づ
く
と
い
う
意
味
で
、
ジ
ゴ 

ク
餅
と
称
す
る
と
い
う
。(

島
野)

夏
ま
き
が
終
っ
た
祝
い
で
、
夏
の
農
休
み
み
た
い
に
区
長
が
フ
レ
を
出
し
て
休 

ん
だ
。

い
い
着
物
き
て
一
日
遊
ぶ
。
高
崎
な
ど
へ
も
出
る
。

こ
の
日
の
餅
を
ゴ
ク 

ラ
ク
餅
と
い
う
。
ま
た
夫
婦
餅
と
も
い
っ
た
。
後
家
の
家
で
は
前
日
に
つ
い
た
。

(

矢
島)

油
餅
は
四
月
の
地
獄
餅
に
対
し
て
極
楽
餅
と
も
い
う
。
油
は
、
こ
れ
か
ら
一
年 

の
仕
事
も
終
え
て
油
野
郎
に
な
れ
る
と
い
う
意
の
呼
び
名
で
、
十
二
月
十
五
日
に 

餅
を
搗
い
て
神
棚
に
あ
げ
る
。(

宿
横
手)

十
五
日
に
神
様•

仏
様
に
夫
婦
楽
に
な
る
よ
う
に
餅
を
フ
タ
ウ
ス
つ
き
極
楽
モ 

チ
(

夫
婦
モ
チ)

と
し
て
供
え
た
。
遊
ん
で
も
よ
い
日
で
あ
っ
た
。(

中
島)

極
楽
餅
は
油
餅
と
も
い
い
、
十
二
月
十
五
日
に
餅
を
二
臼
つ
い
た
。
夫
婦
餅
と 

も
い
い
、
夫
婦
で
な
い
と
つ
け
な
い
と
も
い
っ
た
。

極
楽
餅
に
対
し
て
、
四
月
十
五
日
に
つ
く
餅
を
「
オ
コ
モ
チ
」
「
地
獄
餅
」
と
呼 

ん
だ
。

こ
の
日
で
遊
び
じ
ま
い
と
な
り
一
生
懸
命
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と 

い
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
「
油
も
ち
を
食
う
と
極
楽
だ
と
」
正
月
の
来
る
の
を
待 

つ
た
。(

模
町)

油
餅
は
十
二
月
十
五
日
。
夫
婦
餅
と
も
い
う
。
夫
婦
そ
ろ
っ
て
い
る
家
で
は
餅 

を
つ
い
た
。
あ
ん
の
入
っ
た
餅
を
油
で
あ
げ
る
家
も
あ
っ
た
。
後
家
は
つ
か
な
か
っ 

た
。(

下
斎
田)

油
餅
は
十
二
月
十
五
日
。
夫
婦
餅
と
も
い
う
。
二
臼
つ
い
た
。
後
家
の
家
で
は 

つ
け
な
い
。(

八
幡
原)

カ

ア

ビ

タ

リ(

十
二
月
十
五
日)

カ
ア
ビ
タ
リ 

十
二
月
十
五
日
、
夫
婦
そ
ろ
っ
て
い
る
う
ち
で
、
米
ぞ
っ
き
の 

油
餅
を
つ
い
た
。
末
濃
く
い
く
よ
う
に
と
い
う
い
わ
れ
が
あ
る
。(

下
滝)

ツ
ジ
ュ
ウ
ダ
ン
ゴ

ツ
ジ
ュ
ウ 

麦
ま
き
が
終
っ
た
日
に
チ
ジ
ュ
ウ
ダ
ン
ゴ
を
こ
さ
え
て
、
二
個
ず 

つ
シ
ノ
に
さ
し
て
、
ワ
ラ
ニ
ュ
ウ
に
さ
し
て
祈
る
。
子
ど
も
が
来
て
、

ニ
ュ
ウ
バ



の
回
り
を
回
つ
て
探
し
て
下
げ
て
行
つ
た
。
チ
ジ
ュ
ウ
ダ
ン
ゴ
は
神
棚•

屋
敷
稲 

荷•

ツ
キ
山
等
に
も
さ
し
た
。

以
前
は
よ
く
チ
ジ
ュ
ウ
ゴ
セ
エ
を
し
た
。
稲
の
穂
を
マ
ン
ガ
で
こ
い
た
時
に
地 

面
に
こ
ぼ
れ
た
も
み
は
砂
ッ
米
に
な
る
。

ふ
る
い
で
ふ
る
つ
て
も
小
石
ま
じ
り
な 

の
で
、
鍋
ぶ
た
に
木
綿
布
を
か
ぶ
せ
て
、
も
み
の
上
に
か
ぶ
せ
て
張
り
付
け
、
付 

い
た
も
み
を
脇 

へ
落
と
し
て
小
石
と
え
り
分
け
る
仕
事
を
、
年
よ
り
婆
さ
ん
が
し 

た
。

こ
の
米
を
チ
ジ
ュ
う(

土
穂)

と
い
い
、
粉
に
ひ
い
て
だ
ん
ご
を
こ
し
ら
え 

て
焼
い
て
食
べ
た
も
の
で
ぁ
る
。(

大
沢)

庭
の
掃
き
溜
め
る
こ
と
を
「
ツ
ジ
ュ
ウ
」
と
言
う
が
、
転
じ
て
脱
穀
時
に
庭
に 

こ
ぼ
れ
た
米
の
こ
と
も
言
、つ
。
そ
れ
を
拾
つ
て
食
べ
る
意
味
で
、
冬
至
の
前
の
晚
、
 

米
を
ひ
い
て
団
子
を
作
る
。(

宿
横
手)

ツ
ジ
ュ
ウ
ダ
ン
ゴ
は
秋
の
干
し
物
を
し
た
時
に
こ
ぼ
れ
た
モ
ミ
を
集
め
て
ダ
ン 

ゴ
に
し
、

ハ
ギ
の
木
に
ニ
コ
ず
つ
さ
し
て
神
様
に
供
え
た
。(

中
島)

屋

敷

神

祭
(

一
日.

十

日•
十
五
日)

屋
敷
神 

そ
の
屋
敷
の
氏
神
様
で
、
稲
荷
様.

コ
ン
コ
ン
様
だ
と
い
う
が
、
両 

者
の
関
係
は
不
明
。

家
の
仏
様
が
二
十H

年
忌
に
な
る
と
、
塔
婆
の
立
て
じ
ま
い
と
い
つ
て
、
ス
ギ 

の
葉
を
塔
婆
の
先
に
付
け
て
墓
へ
立
て
る
。
以
後
は
神
様
に
な
る
と
い
う
が
、
屋 

敷
神
に
な
る
と
は
い
わ
な
い
。

屋
敷
神
祭
り
は
一
日•

十

日•

十
五
日
な
ど
所
に
よ
つ
て
日
が
違
う
。

屋
敷
神
は
家
の
西
北
の
隅
に
祭
る
。
以
前
は
わ
ら
の
お
仮
屋
を
作
つ
た
が
、
現 

在
は
石
宮
や
木
造
の
宮
造
り
で
、
瓦
で
ふ
い
た
大
き
い
祠
も
ぁ
る
。
母
屋
の
床
上 

り
も
高
く
祭
れ
と
い
わ
れ
て
、
石
積
み
や
土
盛
り
の
上
に
祭
ら
れ
て
い
る
も
の
が 

多
い
。

祭
り
の
前
に
シ
メ
繩
を
張
つ
て
、
オ
ン
ベ
ロ
を
下
げ
る
。
神
主
が
作
つ
た
ご
幣 

束
や
自
分
で
作
つ
た
オ
シ
メ
を
飾
る
。

年
男
が
赤
飯
を
重
箱
に
入
れ
て
、
油
揚
や
頭
付
き
の
ィ
ワ
シ•

塩
•

オ
サ
ゴ

(

米)

な
ど
と
と
も
に
持
っ
て
行
き
、
屋
敷
神
に
供
え
る
。
家
じ
ゅ
う
の
者
が
つ 

い
て
行
き
、
屋
敷
神
の
前
に
む
し
ろ
を
敷
い
て
坐
り
、
赤
飯
を
オ
テ
ノ
ク
ボ
に
も 

ら
っ
て
食
べ
る
。
年
男
が
赤
飯
を
シ
ャ
モ
ジ
で
屋
敷
神
に
進
ぜ
て
か
ら
、

一
人
前 

に
三
回
ず
つ
オ
テ
ノ
ク
ボ(

掌)

に
盛
っ
て
く
れ
る
の
を
食
べ
る
。

帰
る
時
は
後
を
ふ
り
向
か
ず
に
来
る
。
と
く
に
弓
張
り
提
灯
を
持
っ
た
人
は
後 

を
ふ
り
向
く
な
と
い
う
。
そ
れ
は
オ
ト
ウ
カ(

稲
荷)

様
が
供
え
ら
れ
た
赤
飯
や 

魚
な
ど
を
食
べ
る
か
ら
だ
と
い
う
。

近
所
の
子
が
隠
れ
て
待
っ
て
い
て
、
供
え
物
を
下
げ
て
行
く
。(

大
沢)

十
一
月
二
十
三
日
新
嘗
祭
の
日
か
、
十
二
月
一
日
に
屋
敷
神
を
村
中
の
家
が
そ 

れ
ぞ
れ
一
斉
に
祭
っ
た
。

屋
敷
神
の
お
仮
屋
を
作
り
替
え
、
オ
ン
ベ
ロ
や
シ
メ
繩
を
新
し
く
す
る
。
夜
、
 

赤
飯
や
イ
ワ
シ
を
供
え
に
行
く
。
屋
敷
祭
り
の
帰
り
に
は
後
を
ふ
り
向
く
な
と
い 

う
。
子
ど
も
が
よ
そ
の
家
へ
オ
コ
ワ(

赤
飯)

を
下
げ
に
行
く
。

屋
敷
神
は
稲
荷
様
を
祭
る
。
家
の
西
北
の
隅
に
祭
る
が
、
落
ち
ぶ
れ
て
日
向
に 

出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
。(

萩
原)

屋
敷
稲
荷 

十
一
月
二
十
三
日
が
稲
荷
ま
つ
り
、
こ
の
日
、
新
わ
ら
で
オ
カ
リ 

ヤ
を
つ
く
り
か
え
た
。

供
え
る
も
の
は
、
赤
飯
、
さ

か

な(

イ
ワ
シ
ニ
匹)

豆
腐
。
供
え
る
の
は
そ
の 

家
の
主
人
。

供
え
た
も
の
は
他
人
様
に
さ
し
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
で
、
う
ち
の
も
の
は
さ
げ 

な
か
っ
た
。
よ
そ
の
子
ど
も
が
さ
げ
に
来
た
。
さ
げ
て
も
ら
え
な
い
と
、
縁
起
が 

わ
る
い
と
い
っ
た
。
赤
飯
は
供
え
た
あ
と
す
こ
し
の
こ
し
て
き
て
、
う
ち
の
も
の 

が
わ
け
て
食
べ
た
。(

京
目)

屋
敷
祭
り
は
、
現
在
で
は
新
の
十
二
月
一
日
に
や
っ
て
い
る
が
、
む
か
し
は
、
 

旧
の
十
一
月
一
日
の
、
お
か
み
の
お
か
え
り
の
日
に
や
っ
た
。(

京
目)

屋
敷
祭
り
は
十
二
月
一
日
に
や
る
。
か
つ
て
は
、
オ
カ
リ
ャ
は
每
年
作
る
も
の 

だ
と
い
っ
て
、
石
宮
や
木
の
お
宮
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
脇
に
作
っ
た
。
新
藁
と
新 

竹
で
作
っ
た
。

こ
の
村
の
風
習
と
し
て
、
赤
飯
と
尾
頭
付
き(

イ
ワ
シ)

の
外
、



稲
荷
様
の
屋
根
に
豆
腐
を
四
角
に
切
っ
て
、
半
紙
に
の
せ
て
供
え
た
。
豆
腐
の
こ 

と
を
グ
シ
モ
チ
と
い
っ
て
い
る
。

赤
飯
を
お
供
え
し
て
、
そ
の
場
所
で
、
オ
テ
ノ
コ
ボ
に
し
て
食
べ
る
。
家
に
入
っ 

て
か
ら
、
お
参
り
し
な
か
っ
た
人
も
、
重
箱
の
赤
飯
を
オ
テ
ノ
コ
ボ
に
し
て
た
ベ 

る
。

お
供
え
物
を
し
て
帰
る
時
に
は
、
後
を
み
て
は
い
け
な
い
。
み
る
と
オ
ト
ウ 

力
(

狐)

が
き
て
さ
げ
な
い
と
い
う
。
さ
げ
な
い
と
ま
た
オ
コ
ワ(

赤
飯)

を
ふ 

か
し
て
や
り
な
お
す
。

実
際
に
は
、
子
供
た
ち
が
、
供
え
た
も
の
を
さ
げ
に
回
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
が 

楽
し
み
で
も
あ
っ
た
。

稲
荷
様
の
両
側
に
石
が
あ
る
家
も
あ
る
。
女
の
神
様
か
と
も
い
う
が
、
よ
く
わ 

か
ら
な
い
。
そ
こ
に
も
オ
ン
ベ
ロ
を
す
る
。

矢
島
の
反
町
一
家
で
は
、
屋
敷
祭
り
を
朝
や
っ
て
い
る
。

屋
敷
祭
り
に
は
、
稲
荷
様
の
外
、
ツ
ボ
山
、
井
戸
、
ヵ
マ
ド
、
神
棚
に
、
オ
ン 

ベ
ロ
を
あ
げ
、
赤
飯
を
供
え
る
。
オ
ン
ベ
ロ
は
新
し
い
篠
で
作
り
、
二
本
ず
つ
あ 

げ
た
。
籾
の
と
こ
ろ
に
も
同
じ
よ
う
に
し
た
。(

ー
ツ
谷)

屋
敷
祭
り
は
十
二
月
一
日
に
や
る
。
最
近
の
稲
荷
様
は
石
宮(

コ
ン
ク
り
ー
ト) 

が
多
く
、
木
の
宮
は
少
な
い
。
お
宮
の
な
い
家
で
は
お
仮
屋
を
作
る
。
ま
た
石
宮 

が
あ
っ
て
も
お
仮
屋
を
作
る
家
も
あ
る
し
、
本
宮
が
石
宮
で
末
社
が
お
仮
屋
の
家 

も
あ
る
。
家
々
に
よ
っ
て
違
う
。
お
宮
に
は
、
シ
メ
ナ
ワ
の
外
に
三
角
の
オ
ン
ベ 

ロ
と
三
つ
切
り
の
簡
単
な
オ
ン
ベ
ロ
を
あ
げ
る
。
オ
ン
ベ
ロ
は
家
の
中
の
神
に
も 

あ
げ
る
。
赤
飯
に
尾
頭
つ
き(

ィ
ワ
シ
ー
匹)

を
供
え
る
。
供
え
た
あ
と
、
後
を 

ふ
り
返
っ
て
は
い
け
な
い
。
供
え
物
を
さ
げ
な
い
と
ま
た
や
り
な
お
す
家
も
あ
る
。
 

主
人
が
供
え
た
あ
と
、
女
が
子
供
が
さ
げ
に
い
く
家
も
あ
る
。
子
供
に
は
楽
し
み 

で
あ
っ
た
。

稲
荷
様
は
百
姓
の
神
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

屋
敷
稲
荷
の
外
に
屋
敷
内
に
猿
田
彦
を
祭
っ
て
い
る
家
が
あ
る
が
、
少
な
い
。
 

稲
荷
様
の
御
眷
属
は
キ
ツ
ネ
で
あ
る
。(

西
島)

屋
敷
祭
り
は
十
二
月
一
日
。
屋
敷
稲
荷
は
も
と
は
ほ
と
ん
ど
オ
カ
り
ヤ
を
わ
ら 

で
作
っ
た
。
新
米
、
赤
飯
、
い
わ
し
二
匹
、
豆
腐
な
ど
を
供
え
た
。
そ
の
供
え
物 

が
下
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
稲
荷
祭
り
を
や
り
直
し
た
。
し
か
し
そ
れ
も
面
倒
だ
か 

ら
子
ど
も
を
頼
ん
で
で
も
下
げ
て
も
ら
っ
た
。
関
氏
方
で
は
、
オ
ン
ベ
ロ
を
オ
カ 

り
ヤ
の
グ
シ
に
さ
し
、
こ
れ
を
グ
シ
イ
ワ
イ
と
い
い
、
神
主
か
ら
御
幣
を
切
っ
て 

も
ら
っ
た
も
の
は
「
ご
神
体
」
と
い
っ
て
オ
カ
り
ヤ
の
中
に
置
い
た
。
そ
し
て
塩 

も
供
え
た
が
、
こ
れ
は
グ
シ
の
上
に
置
い
た
。
清
め
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

真
下
イ
ツ
ケ
で
は
稲
荷
の
お
宮
が
あ
っ
た
の
で
、
屋
敷
ご
と
に
は
祭
ら
な
か
っ 

た
。
め
い
め
い
そ
こ
へ
行
っ
て
供
え
も
の
を
し
て
き
た
。

供
え
も
の
を
し
た
あ
と
、
後
を
ふ
り
か
え
ら
ず
に
帰
っ
て
く
る
の
が
普
通
で
、
 

「後
見
ず
だ
で
」
と

か

「後
を
み
る
な
。
」
と
注
意
を
う
け
て
い
た
。
そ
の
こ
と
か 

ら
、
何
か
事
を
行
な
っ
て
、
し
っ
ぱ
な
し
で
反
省
の
な
い
の
を
「
稲
荷
様
の
よ
う 

だ
。
」
と
か
、
「屋
敷
祭
り
の
よ
う
だ
。
」
と
こ
の
土
地
で
は
い
っ
て
い
る
。(

元
島 

名)
屋
敷
神
と
し
て
は
稲
荷
様
を
ま
つ
る
。
十
二
月
の
冬
至
以
降
、
正
月
ま
で
は
神 

様
が
い
な
い
の
で
、
屋
敷
神
の
お
仮
屋
殿
も
冬
至
以
降
に
、
以
前
は
毎
年
新
し
く 

作
り
替
え
た
。

お
参
り
は
夜
暗
く
な
っ
て
か
ら
提
灯
を
持
っ
て
行
く
。

こ
の
時
、
イ
ワ
シ
を
供 

え
る
。
帰
え
る
時
は
、
う
し
ろ
を
ふ
り
む
い
て
は
い
け
な
い
。
ま
た
、
イ
ワ
シ
は 

無
く
な
っ
た
方
が
よ
い
。
つ
ま
り
稲
荷
様
に
食
べ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
 

そ
れ
で
供
え
た
イ
ワ
シ
を
取
る
役
の
人
を
決
め
て
暗
が
り
に
ひ
そ
ん
で
い
て
も
ら 

う
場
合
も
あ
っ
た
。

こ
の
お
参
り
の
日
に
は
オ
ン
ベ
ロ
を
家
の
井
戸
神
や
、
か
ま
ど
の
神
な
ど
に
、
 

あ
ら
か
じ
め
配
っ
て
歩
い
た
。(

島
野)

屋
敷
祭
り
は
姓
に
よ
っ
て
祭
り
方
や
日
が
違
っ
て
い
る
。

田
口
姓
で
は
屋
敷
祭
り
を
し
な
い
で
、
虚
空
蔵
祭
り
を
す
る
。
昔
、
オ
ト
ウ
カ 

が
屋
敷
稲
荷
の
前
で
死
ん
で
い
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
屋
敷
祭
り
を
し
な
く
な
っ
た
。
 

関
根
姓
は
十
一
月
二
十
五
日
、
木
暮
姓
は
十
二
月I

日
に
祭
る
。
祭
り
方
は
同



じ
。
お
仮
屋
を
朝
飯
前
に
作
り
、
近
親
者
を
よ
ん
で
祭
り
を
し
た
。

供
え
る
も
の
は
、
赤
飯
、
尾
頭
つ
き
で
、
供
え
た
ら
後
を
見
な
い
で
帰
っ
て
く 

る
。
供
え
物
を
早
く
下
げ
て
く
る
ほ
ど
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。

尾
頭
つ
き
は
、
昔
は
高
山
の
薬
屋
が
持
っ
て
き
た
の
で
、
黒
茶
色
し
た
巾
広
い 

も
の
だ
っ
た
。(

中
島)

十
一
月
の
初
午
の
日
に
屋
敷
神
様(

お
白
狐
が
一
対
ま
つ
っ
て
あ
る)

の
お
祭 

り
を
し
た
。
藁
で
御
仮
屋
を
つ
く
り
、
頭

つ

き(

鰯)

、
オ
コ
ワ
、
ぐ

し

餅(

米
の 

粉
で
つ
く
っ
た
餅)

な
ど
を
上
げ
た
。
進
ぜ
て
帰
る
時
に
後
を
見
る
と
オ
ト
ウ
カ 

が
来
る
か
ら
振
り
向
く
な
と
言
わ
れ
た
。
供
え
た
物
は
、
十
五
夜
の
時
と
同
様
子 

ど
も
達
が
さ
げ
て
歩
い
た
。
こ
れ
も
ま
た
な
く
な
っ
て
い
た
方
が
喜
ば
れ
、
「朝
銅 

ま
で
そ
っ
く
り
し
て
い
る
と
も
う
一
度
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
た
。
子 

ど
も
達
は
神
社
に
集
ま
っ
て
そ
れ
ら
を
焼
い
て
食
べ
た
。(

宿
横
手)

稲
荷
祭
は
関
根
十
一
月
二
十
五
日
、
木
暮
十
二
月
一
日
、
田
口
に
は
な
い
。
毎 

年
わ
ら
で
宮
を
作
り
、
し
め
な
わ
を
は
り
、
屋
敷
の
上
角
に
た
て
た
。
主
人
が
赤 

飯•

イ
ワ
シ.

サ
ン
マ
を
も
っ
て
供
え
、
後
ろ
を
見
な
い
で
帰
っ
て
く
る
。
そ
の 

後
木
暮
の
家
で
は
外
に
出
な
い
。
供
え
も
の
は
な
く
な
っ
た
方
が
よ
い
。(

中
島)

屋
敷
神
は
十
二
月
一
日
に
祭
る
。
オ
コ
ワ
に
サ
ン
マ
を
供
え
る
。
屋
敷
祭
り
で
、
 

あ
と
を
見
る
な
と
い
う
。
近
所
の
子
ど
も
が
待
っ
て
い
て
下
げ
た
。
下
げ
て
も
ら 

わ
な
い
と
、
神
様
が
お
も
し
ろ
く
な
い
と
い
っ
て
、
下
げ
て
な
い
と
や
り
な
お
す
。
 

う
し
ろ
を
見
る
ん
じ
ゃ
ね
え
と
、
お
や
じ
に
い
わ
れ
た
。(

下
滝)

十
二
月
十
日
は
屋
敷
神
様
の
祭
り
で
、
こ
の
日
を
屋
敷
ま
つ
り
と
い
う
。
家
で 

赤
飯
を
つ
く
り
、
お
頭
つ
き
の
イ
ワ
シ
ニ
匹
と
一
緒
に
供
え
る
。
屋
敷
神
様
は
昔 

は
稲
藁
で
オ
カ
り
ヤ
を
こ
し
ら
え
た
。
供
え
物
は
夕
方
し
ん
ぜ
る
。
後
ろ
を
見
る 

な
と
い
、っ
。
イ
ワ
シ
の
供
物
は
犬
な
ど
に
き
れ
い
に
食
べ
ら
れ
て
あ
る
と
、
家
が 

豊
か
に
な
る
と
い
う
。(

下
斎
田)

稲
荷
様
に
供
え
る
も
の
、
稲
荷
に
は
塩
を
少
々
、
イ
ワ
シ
の
頭
つ
き
、
赤
飯
、
 

豆
腐
を
細
か
く
き
っ
た
も
の
な
ど
、
あ
げ
た
あ
と
は
後
ろ
を
ふ
り
む
か
っ
て
は
い 

け
な
い
。(

下
斎
田)

十
一
月
に
は
出
雲
に
行
っ
た
神
様
が
帰
っ
て
く
る
の
で
昔
は
午
の
日
に
屋
敷
祭 

り
を
し
た
。
今
は
十
ー 

ー
月
一
日
に
統
一
し
た
。
藁
で
お
仮
屋
を
つ
く
り
、
豆
腐
、
 

油
揚
、
ィ
ワ
シ
、
赤
飯
を
供
え
る
。
供
え
に
い
っ
て
後
ろ
を
む
い
て
は
い
け
な
い
。
 

(

八
幡
原)

す
す
は
き

竹
ぼ
う
き 

大
掃
除
は
冬
至
に
す
る
。
竹
ぼ
う
き
を
作
っ
て
、
天
井
の
す
す
は 

き
を
す
る
。
最
近
の
家
は
天
井
が
き
れ
い
に
張
っ
て
あ
る
の
で
、
や
た
ら
に
す
す 

は
き
が
で
き
な
い
。(

大
沢)

二
十
日
過
ぎ
に
、
家
財
道
具
一
切
を
出
し
て
煤
掃
き
し
た
。
ほ
う
き
は
竹
を
切
っ 

て
き
て
新
し
い
も
の
を
作
っ
て
使
う
。(

宿
横
手)

ス
ス
は
ら
い
は
十
二
月
二
十
日
前
に
や
っ
た
。
竹
を
ホ
ウ
キ
に
し
て
煤
を
は
い 

た
。
煤
は
ら
い
に
使
っ
た
竹
は
家
の
竹
藪
か
屋
敷
神
様
の
と
こ
ろ
に
置
い
て
お
き
、
 

一
月
十
四
日
の
ド
ン
ド
ン
焼
き
の
時
に
一
緒
に
も
や
す
。(

下
斎
田)

冬 

至
(

二
士 
一
日)

大
掃
除
冬
至
は
神
様
が
い
な
い
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
の
た
た
り
が
な
い
の
で
、
 

大
掃
除
な
ど
も
こ
の
日
に
や
る
。
冬
至
に
や
れ
ば
、
見
る
も
聞
く
も
な
い(

日
の 

吉
凶
を
調
べ
る
必
要
が
な
い)

と
い
う
。(

大
沢)

冬
至
に
は
神
が
い
な
い
か
ら
、
日
(

暦)

を
見
な
く
と
も
大
掃
除
が
で
き
る
と 

い
う
。

こ
の
日
は
、
な
に
を
や
っ
て
も
よ
い
と
い
う
。

引
越
し
な
ど
も
、
こ
の
日
に
し
て
よ
い
と
い
う
。(

島
野)

冬
至
に
は
ト
ウ
ナ
ス
を
食
べ
、

ユ
ズ
湯
に
入
る
。
中
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
。
 

ま

た

「借
金
な
す
か
ら
」
と
い
う
訳
で
、
保
存
し
て
お
い
た
ナ
ス
の
茎
を
も
す
。
 

(

西
島)

ト
ウ
ナ
ス
、

コ
ン
ニ
ヤ
ク
を
食
べ
た
り
、
風
呂
に
入
れ
た
り
す
る
。

こ
れ
を 

入
れ
た
冬
至
湯
に
入
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
と
言
う
。
家
に
よ
っ
て
は
埼
玉
の
不



動
様
の
星
祭
り
に
行
っ
て
、

ユ
ズ
を
拝
ん
で
も
ら
っ
て
来
て
、
息
災
で
あ
る
よ
う 

に
と
床
の
下
に
入
れ
た
り
す
る
。(

宿
横
手)

冬
至
に
ト
ウ
ナ
ス
湯
に
入
る
と
あ
っ
た
ま
っ
て
中
気
に
な
ら
な
い
。

コ
ン
ニ
ャ 

ク
は
か
ら
だ
の
掃
除
を
す
る
。

ユ
ズ
は
み
そ
づ
け
に
し
て
節
分
の
日
に
食
べ
た
。
 

(

中
島)

朝
、
カ
ボ
チ
ャ
を
煮
て
食
べ
る
。
晚
に
は
ユ
ズ
と
か
カ
ボ
チ
ャ
を
生
の
ま
ま
切
っ 

て
風
呂
に
入
れ
て
ト
ウ
ナ
ス
湯
に
つ
か
る
。
中
気
に
よ
い
と
い
、っ
。
現
在
で
も
や
っ 

て
い
る
。(

八
幡
原)

暮 

市

三

十

五

日
)

松
市 

正
月
用
の
松
や
マ
キ
を
お
松
市
場
へ
買
い
に
行
っ
た
。(

萩
原)

門
松
や
、
お
正
月
用
品
は
、
以
前
、
十
二
月
二
十
五
日
に
高
崎
の
暮
市
に
買
い 

に
行
っ
た
。
高
崎
の
元
町
三
丁
目
か
ら
駅
ま
で
の
通
り
に
市
が
立
っ
た
。
前
橋
か 

ら
は
買
わ
な
か
っ
た
。
京
目
か
ら
は
方
向
が
下
り
に
な
る
の
で
「
下
り
松
」
と
い 

っ
て
忌
ん
だ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
高
崎
の
松
を
「上
り
松
」
と
い
っ
た
。(

京
目) 

十
二
月
二
十
八
日
に
玉
村
町
の
玉
村
八
幡
宮
境
内
で
お
松
市
が
あ
っ
た
。
お
飾 

り
、
注
連
繩
な
ど
を
売
っ
て
い
る
。
下
斎
田
は
平
地
で
山
が
な
い
の
で
松
は
昔
か 

ら
お
松
市
で
買
っ
て
き
た
。(

下
斎
田)

正
月
飾
り

I  

夜
飾
り 

「
一
夜
飾
り
は
す
る
も
の
で
な
い
」
と
い
う
の
で
、
三
十
日
ま
で 

に
正
月
飾
り
を
し
て
お
く
。(

大
沢)

一
 

夜
飾
り
は
し
な
い
。
三
十
日
に
普
通
は
や
る
。
餅
を
つ
く
の
も
三
十
日
が
多 

い
。(

西
島)

松
の
飾
り
つ
け
は
十
二
月
二
十
八
日
に
し
た
。
餅
つ
き
と
一
緒
に
飾
り
つ
け
を 

す
る
も
の
だ
と
い
う
。

一
夜
飾
り
は
よ
く
な
い
と
い
っ
てH

十
一
日
に
は
飾
り
つ 

け
を
し
な
い
。(

下
斎
田)

カ
ド
松 

高
崎
の
市
か
ら
ナ
ラ
マ
キ
を
一
わ
買
っ
て
来
て
杭
と
し
て
門
に
立

て
、
カ
ド
松
を
結
び
付
け
る
。
庭
の
真
中
に
も
三
〜
五
本
の
杭
を
立
て
、
松
飾
り 

を
結
び
付
け
て
お
く
。
繩

の
ィ
ボ(

結
び
め)

は
外
側
に
出
し
て
結
べ
と
い
う
。
 

余
っ
た
マ
キ
は
燃
し
木
に
し
た
。(

大
沢)

門
松
は
十
二
月
二
十
五
日
頃
、
高
崎
に
買
い
に
行
く
。
昔
、
高
崎
に
、
五
•

十 

の
市
が
立
っ
た
。
買
っ
て
来
た
門
松
は
一
度
、
家
の
ツ
ボ
山
に
納
め
て
お
く
。
そ 

し
て
、

一
夜
か
ざ
り
は
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
暮
の
三
十
日
ま
で
に
は
か 

ざ
る
。(

島
野)

暮
の
二
十
五
日
に
、
高
崎
の
松
市
に
行
っ
て
買
う
。
松
の
掛
け
値
を
負
か
し
て 

買
う
。

一
本
二
銭
を
三
本
二
銭
に
さ
せ
た
。
買
っ
て
き
た
松
は
、
三
十
日
ま
で
屋 

敷
稲
荷
様
に
ぁ
ず
け
て
お
く
。

松
市
で
は
、
そ
の
他
の
正
月
用
品
も
買
っ
た
。

門
松
は
屋
敷
外
に
立
て
る
。
三
ガ
日
は
、
年
男
が
御
飯
を
門
松
に
進
ぜ
る
。
箸 

で
三
粒
か
四
粒
進
ぜ
る
。(

西
島)

お
松
市
は
十
二
月
二
十
五
日
。
高
崎
に
松
を
買
い
に
い
っ
た
。
前
橋
へ
は
下
り 

松
と
い
う
の
で
い
か
な
い
。
稲
荷
新
田
か
ら
も
高
崎
に
い
っ
た
。(

ー
ツ
谷)

二
十
八
日
玉
村
の
八
幡
様
の
歳
の
市
、
松
市
で
買
っ
て
き
て
ニ
ー
ー
十
日
ま
で
に
、
 

大
抵
は
餅
搗
き
の
日
に
い
っ
し
ょ
に
済
ま
せ
る
。
門
松
は
門
口 
(

庭)

へ
普
通
は 

二
本
、
丁
寧
な
者
は
五
本
も
並
べ
て
立
て
る
。(

宿
横
手)

正
月
か
ざ
り
は
二
十
日
に
か
ざ
る
。
松
は
二
十
八
日
に
玉
村
で
市
が
立
つ
の
で 

そ
こ
か
ら
買
っ
て
き
た
。(

中
島)

年
内
に
不
幸
の
ぁ
っ
た
家
は
ブ
ク
を
着
て
い
る
の
で
門
松
を
た
て
な
い
。
正
月 

が
過
ぎ
て
か
ら
、
簡
単
に
松
な
ど
を
飾
っ
て
正
月
を
し
た
。(

下
斎
田)

し
め
繩 

七
五
二
に
垂
ら
し
た
注
連
飾
り
を
部
屋
の
四
方
に
張
り
め
ぐ
ら
す
。

(

宿
横
手)

お
札 

暮
れ
に
な
る
と
島
野
神
社
か
ら
お
札
が
各
戸
に
と
ど
い
た
。
伊
勢
の
皇 

太
神
宮
の
札
は
神
棚
に
、
荒
神
様
は
炊
事
場
に
、
歳
徳
神
は
家
の
入
口
に
張
る
。
 

(

島
野)

玉
村
八
幡
様
か
ら
歳
徳
神
、
大
祓
い
、
庚
申
様
、
皇
太
神
宮
の
お
札
が
区
長
を



通
じ
て
配
ら
れ
る
。

い
つ
来
る
と
も
言
わ
な
い
が
最
初
の
卯
の
日
、
卯
の
刻
に
帰 

る
。
年
神
の
早
く
帰
る
年
程
、
人
間
の
ア
ラ
を
見
ら
れ
な
い
の
で
吉
と
さ
れ
る
。
 

(

西
横
手)

年
神
棚 

回
転
式
に
組
立
て
て
あ
る
棚
を
天
井
か
ら
吊
る
し
、
暦
を
見
て
ア
キ 

の
方
へ
向
け
る
。
年
徳
神
を
祭
り
、
棚
の
前
に
飾
り
物
を
吊
る
す
。(

大
沢)

オ
タ
ナ
の
上
に
は
年
神
様
と
太
神
宮
様
。
恵
方
の
方
へ
年
神
棚
を
飾
り
、
そ
の 

相
向
い
に
太
神
宮
様
の
棚
を
飾
っ
た
。
真
下
家
で
は
、
豆
木
を
編
ん
で
正
月
棚
に 

し
た
。(

元
島
名)

四
方
に
シ
メ
繩
を
張
り
め
ぐ
ら
し
た
、
飾
り
用
の
一
部
屋
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に 

恵
方
に
向
け
て
お
棚
を
つ
く
る
家
も
あ
り
、
竈
か
ら
便
所
、
蔵
等
に
到
る
ま
で
家 

中
の
所
々
に
つ
く
る
家
も
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
お
棚
用
に
山
か
ら
櫟
を
切
り
出 

し
て
来
て
板
に
作
り
、
そ
の
板
を
何
枚
か
連
ね
て
棚
と
す
る
。
そ
う
し
て
祭
っ
た 

お
正
月
様
の
前
に
藁
の
シ
メ
繩
を
張
る
。
シ
メ
は
七
筋
、
五
筋
、
三
筋
の
繩
を
垂 

ら
し
た
も
の
と
、
「御
顔
隠
」
と
い
っ
て
只
バ
ラ
バ
ラ
と
垂
ら
し
た
も
の
と
あ
っ 

て
、
こ
の
よ
う
な
様
式
の
相
違
は
「家
例
」
に
依
る
。
シ
メ
用
の
藁
は
そ
の
年
の 

収
穫
時
に
よ
い
も
の
を
選
ん
で
と
っ
て
お
き
、
暮
の
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
ま
で 

に
自
家
で
シ
メ
に
作
る
。
「
一
夜
飾
り
は
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
、
供
え 

物
の
餅
も
二
十
九
日
に
搗
く
。
他
の
供
え
物
は
「
お
か
み
の
鉢
」
と
呼
ぶ
破
子
に 

入
れ
て
供
え
る(

西
横
手)

正
月
棚
の
「
カ
オ
カ
ク
シ
」
を
わ
ら
で
作
る
。
ミ
カ
ン•
ス
ル
メ •

マ

ス(

ま 

す
ま
す
さ
か
ん)
.

ィ
ワ
シ.

コ
ン
ブ(

よ
ろ
こ
ぷ)

お

金•

ホ
シ
ガ
キ
を
供
え 

る
。
正
月
様
の
来
る
恵
方(

年
に
よ
っ
て
違
う
。
暦
に
出
て
い
る
。)

に
向
っ
て
作 

る
。(

中
島)

年
神 

歳
徳
神•

天
照
大
神•

荒

神•

カ
マ
神
で
あ
る
。(

中
島)

年
神
様
の
棚
は
玉
村
町
の
お
松
市
で
松
板
を
買
っ
て
き
た
の
を
使
い
、
オ
モ
テ 

ザ
ス
キ
の
天
井
に
暦
で
恵
方
を
調
べ
て
恵
方
に
む
け
て
つ
る
し
た
。
年
神
様
の
札 

は
神
社
か
ら
配
ら
れ
る
。(

下
斎
田)

飾
り
物 

正
月
の
飾
り
物
は
下
か
ら
上
へ 

の
ぼ
る
よ
う
に(

右
か
ら
左
へ
、
東

か
ら
西
へ)

吊
る
す
。
竹
は
本
が
上(

向
か
っ
て
左)

に
な
る
ょ
ぅ
に
横
に
渡
す
。
 

吊
る
す
物
は
麻•

炭
•

ミ
カ
ン•

ダ
イ
ダ
イ•

小

銭•

頭
付
の
イ
ワ
シ(

二
匹)

•  

末

広•
7

キ
ノ
ト
ウ•

イ

カ•

コ
ブ•

干
シ
柿•

羽
子
板•

羽
根
な
ど
で
拷
起
に 

な
っ
て
い
る
。
「朝
起
キ
ハ
ツ
キ
ノ
タ
ネ
」
「住
ミ
ヨ
ク
マ
ワ
ル
」
な
ど
と
緣
起
を 

か
つ
ぐ
。

縁
起
物
は
高
崎
田
町•

末
広
町
に
十
二
月
二
十
五
日
に
お
松
市
が
立
つ
の
で 

買
っ
て
来
る
。
前
橋
と
同
じ
距
離
だ
が
、
高
崎
の
方
が
「
ノ
ボ
リ
ア
ゲ
ル
」
と
い
っ 

て
、
緣
起
が
い
い
。
西
の
方
が
ノ
ボ
リ
だ
か
ら
緣
起
が
い
い
。(

大
沢)

カ

マ

神

ヘ
ッ
ツ
イ
の
所
の
柱
に
正
月
の
シ
メ
飾
り
を
付
け
、
お
札
を
貼
る
。
 

シ
メ
繩
に
オ
ン
ベ
ロ
を
付
け
て
張
り
、

一
年
交
代
に
取
り
替
え
た
。(

萩
原) 

釜
神
は
正
月
が
近
づ
く
と
松.

お
し
め
で
か
ざ
っ
た
。(

中
島)

川
神
様 

集
落
の
中
を
流
れ
て
い
る
川
の
洗
い
場
に
段
が
ぁ
っ
て
、
川
棚
と
い 

ぅ
。
自
分
の
家
の
川
棚
に
は
正
月
の
松
飾
り
を
立
て
供
え
餅
を
供
え
て
祭
る
。

大
沢
の
村
の
一
番
前
に
共
同
水
車
が
ぁ
っ
て
、
明
治
二
十
八
年
か
ら
昭
和
十
七 

年
ま
で
使
用
し
て
い
た
。
四
本
杵
で
つ
く
も
の
で
、
そ
の
こ
ろ
は
春
秋
二
回
堀
さ 

ら
い
を
し
た
。
現
在
も
魚
は
ナ
マ
ズ
や
ド
ジ
ョ
ウ
が
い
る
が
、
廃
油
で
汚
れ
て
石 

油
く
さ
く
て
食
え
な
い
。(

大
沢)

歳 

暮

歳
暮 

世
話
に
な
っ
た
人
や
本
家•

嫁
に
や
っ
た
家
な
ど
に
塩
引
き
鮭
を
届
け 

た
。
嫁
の
場
合
は
こ
の
使
い
が
実
家
帰
り
を
兼
ね
た
。(

宿
横
手)

師
走
女 

十
二
月
二
十
五
日
に
女
衆
は
布
を
買
っ
て
来
て
、
正
月
ま
で
に
新
し 

い
着
物
を
仕
立
て
た
。
だ
か
ら
暮
の
女
衆
は
い
そ
が
し
か
っ
た
。
「
師
走
女
に
盆
坊 

主
」
と
い
っ
た
。(

京
目)

餅

つ

き

暮
れ
の
餅
つ
き 

十
二
月
二
十
九
日
は
、
餅
つ
き
を
す
る
の
を
避
け
た
。
九
餅 

(

苦
餅)

と
い
っ
て
こ
の
日
に
餅
を
つ
く
と
苦
労
を
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

島



野)
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
の
間
に
餅
を
搗
く
。

一
本
杵
の
時
も
三
本
杵
の
時
も
あ 

る
。
神
様
用
は
、
三
臼
目
に
決
ま
っ
て
い
る
と
：

>

っ
家
も
あ
り
、
臼
が
ぬ
く
と
ま 

っ
た
頃
の
き
め
の
濃
や
か
な
の
を
当
て
る
家
も
あ
る
。
作
る
餅
の
種
類
は
、
鏡
餅
、
 

の
し
餅
、
あ
ん
こ
ろ
餅
。(

宿
横
手)

餅
つ
き
は
二
十
八
日
か
ら
二
十
日
ま
で
に
つ
く
。
二
本
ぎ
ね
も
使
っ
た
。(

中
島) 

餅
は
十
二
月
二
十
八
日
か
二
十
日
に
つ
い
た
。
二
十
九
日
は
苦
餅
と
い
っ
て
忌 

ん
だ
。(

下
斎
田)

大

晦

日
(

三
十
一
日)

年
越
し 

お
正
月
の
準
備
が
で
き
て
、
ほ
と
ん
ど
す
る
こ
と
が
な
い
。

ひ
っ
そ 

り
し
て
静
か
に
年
越
し
を
す
る
。

大
晦
日
に
は
早
く
寝
る
も
の
で
は
な
い
。
早
く
寝
る
と
白
髪
が
出
る
と
い
ぅ
。
 

男
衆
は
繩
を
な
っ
て
夜
ナ
ベ
を
し
て
起
き
て
い
て
、
除
夜
の
鐘
を
聞
い
て
か
ら
初 

参
り
に
行
く
。

大
晦
日
は
す
で
に
お
正
月
で
あ
る
。(

大
沢)

晦

日

そ

ば

十
二
月
三
十
一
日
は
晦
日
そ
ば
を
食
べ
る
。(

下
斎
田)

昔
は
こ
の
辺
で
も
ソ
バ
を
作
っ
た
か
ら
、年
越
し
ソ
バ
は
あ
た
り
前
で
あ
っ
た
。
 

(

西
島)

本
家
や
懇
意
の
家
を
往
来
す
る
。
夕
食
は
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、
そ
ば
家
例
が 

あ
る
の
で
年
越
そ
ば
な
ど
は
食
べ
な
い
。(

宿
横
手)

キ

ク

ガ

ラ

大
晦
日
の
夜
、

一
年
の
お
し
ま
い
を
す
る
と
い
ぅ
こ
と
で
、
菊
が 

ら
と
茄
子
が
ら
を
燃4

-
。

焼
く
時
、
「
ょ
い
こ
と
聞
く (

菊)

が
ら
、
借
金
済
す(

茄 

子)

が
ら
」
と
唱
え
る
。(

下
滝)



口

頭

伝

承

は

じ

め

に

こ
の
と
こ
ろ
数
年
の
調
査
に
お
い
て
、
口
頭
伝
承
の
収
穫
は
、
そ
う
豊
か
で
あ 

る
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
市
街
に
近
い
今
年
度
の
調
査
地
に
は
、
お
そ
ら
く
い
く 

ら
も
残
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
と
、
最
初
は
懸
念
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
取
り
越
し
苦 

労
だ
っ
た
。
多
く
の
昔
話
も
聞
か
れ
た
し
、
と
り
わ
け
諺
は
、
俚
諺
総
ま
く
り
と 

ま
で
は
い
え
ぬ
と
し
て
も
、
数
多
く
集
っ
た
。
特
に
興
味
が
あ
っ
た
の
は
、
下
滝 

の

「食
べ
て
す
ぐ
寝
る
と
牛
に
な
る
い
わ
れ
」
で
あ
る
。

こ
の
話
と
、
同
巧
異
曲 

の
も
の
が
あ
る
の
で
次
に
あ
げ
る
。

牛

と

午(

う
し
と
う
ま)

昔
、
源
九
郎
義
経
、
摂
津
の
国
難
波
の
里
を
通
り
給 

ふ
時
、
百
姓
の
家
に
厩
よ
り
、
午
、
首
を
出
し
て
い
け
れ
ば
、
義
経
、
弁
慶
を
召 

し

て

「
こ
の
牛
を
見
け
る
に
や
」
と
仰
せ
け
れ
ば
、
弁
慶
よ
く
よ
く
見
れ
ど
も
、
 

さ
ら
に
牛
に
て
は
な
か
り
し
か
ば
「
こ
れ
は
午
に
て
こ
そ
候
へ
」
と
い
へ
ば
、
義 

経
聞
召
さ
れ
「
さ
れ
ば
こ
そ
、
午
の
首
を
出
し
た
る
は
、
牛
に
あ
ら
ず
や
」
と
の 

た
ま
へ
ば
、
弁

慶

「
げ
に
も
」
と
感
じ
け
る
と
な
り
。
ま
こ
と
に
文
字
の
上
に
て 

仰
せ
ら
れ
し
を
、
弁
慶
さ
と
ら
ざ
り
し
と
な
り
。(

和
漢
り
く
つ
物
語
卷
二.

寛
文 

七
•

牛
午
の
差
別
の
事)
(

江
戸
小
咄
辞
典 

東
京
堂
出
版)

孔

子•

顔

回•

子
路
の
登
場
す
る
こ
の
話
は
、
下
滝
産
の
、
は
え
ぬ
き
の
話
と 

は
考
え
に
く
い
。
伝
播
者
は
、
は
た
し
て
誰
だ
ろ
う
か
。
手
が
か
り
の
い
と
ぐ
ち 

を
得
た
い
も
の
で
あ
る
。(

上
野 

勇)

一
、
伝 

説

木
部
姫
木
部
の
名
主
の
娘
は
子
な
し
で
あ
つ
た
。

榛
名
さ
ん
に
祈
つ
て(

た
の
ん
で)

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
。

子
ど
も
が
泣
く
と
、
榛
名
さ
ん
に
析
つ
た
ら
し
い
。

そ
の
娘
が
成
人
し
た
こ
ろ
、
娘
の
両
脇
腹
に
ヘ
ビ
の
こ
け
が
で
た
と
い
う
。

あ
る
と
き
、
娘
が
榛
名
さ
ん
へ 

つ
れ
て
い
け
と
い
う
の
で
、
腰
元
が
七
人
つ
い 

て
榛
名
へ
行
つ
た
。
榛
名
湖
の
渕
ま
で
行
つ
た
と
こ
ろ
、
娘
が
か
ご
か
ら
お
ろ
せ 

と
い
う
。
髪
と
帯
を
と
い
て
、
娘
は
榛
名
の
沼
へ
は
い
つ
て
し
ま
つ
た
。
腰
元
た 

ち
は
お
つ
た
ま
げ
て
見
て
い
た
。

す
こ
し
た
つ
た
ら
、
娘
が
沼
の
真
中
に
う
か
ん
だ
。

ヘ
ビ
の
姿
で
あ
つ
た
。
お 

れ
は
こ
、つ
い
、つ
ふ
、つ
に
な
つ
て
、
こ
こ
へ
止
ま
る
か
ら
帰
れ
と
、
腰
元
た
ち
に
い 

つ
た
。
腰
元
た
ち
は
、
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
、
沼
へ
は
い
り
こ
ん
で
、
カ
ニ
に
な 

つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
で
、
湖
畔
に
は
、
腰
元
の
七
人
の
石
塔
が
あ
る
と
い
う
。
 

こ
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
で
、
木
部
村
か
ら
行
く
と
、
雨
が
早
く
降
る
と
い
う
。
 

木
部
村
の
ま
わ
り
で
は
、
木
部
の
人
に
た
の
ん
で
、
雨
乞
い
を
し
て
も
ら
つ
た
こ 

と
も
あ
つ
た
。

木
部
の
人
た
ち
は
、
カ
ニ
が
食
べ
ら
れ
な
い
と
い
つ
た
。(

京
目)

木
部
姫 

中
島
に
は
榛
名
神
社
が
祭
つ
て
あ
つ
て
氏
子
に
な
つ
て
い
る
。
御
眷 

属
は
カ
ニ
で
、
利
根
川
に
行
つ
て
も
カ
ニ
は
取
つ
て
来
な
い
し
、
カ
ニ
は
食
べ
な 

い
。
現
在
も
固
く
守
ら
れ
て
い
る
。



箕
輪
の
木
部
姫
が
榛
名
湖
に
入
水
し
て
竜
に
な
り
、
そ
の
時
の
腰
元
が
ヵ
ニ
に 

な
り
、
姫
を
探
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
榛
名
湖
の
美
し
く
、
き
れ
い
な
の
は
、
ヵ
ニ 

が
探
す
た
め
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

中
島)

榛
名
湖 

榛
名
湖
に
は
夕
方
、
落
葉
が
あ
っ
て
も
、
朝
に
な
る
と
な
く
な
る
と 

い
う
。
ガ
ニ
が
湖
水
に
落
ち
た
葉
を
片
づ
け
る
と
い
う
。
木
部
で
は
四
月
一
日
に 

餅
を
つ
い
て
、
ホ
ケ
エ
に
入
れ
て
、
榛
名
湖
へ
行
き
、
何
か
唱
え
て
、
ホ
ケ
エ
を 

供
え
る
と
、
ホ
ケ
エ
が
湖
の
真
中
ま
で
行
っ
て
プ
ク
ー
ン
と
沈
む
。
餅
は
空
に
な 

っ
て
ホ
ケ
エ
だ
け
が
岸
ま
で
戻
っ
て
く
る
と
い
、っ
。(

下
斎
田)

七
つ
井
戸 

普

通

は

「矢
島
の
七
つ
井
戸
」
と
い
う
。
矢
島
に
五
つ
、
西
島
に 

二
つ
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
七
年
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
工
業
団
地
が
で
き
て
か
ら 

だ
め
に
な
っ
た
。

弘
法
大
師
が
矢
島
を
通
り
か
か
っ
て
水
一
杯
欲
し
い
と
い
っ
た
。
水
が
不
足
で 

時
間
が
か
か
り
ま
す
と
い
っ
た
ら
、
杖
を
突
い
て
く
れ
た
。

こ
の
辺
で
は
井
戸
を
作
る
か
、>

を
作
る
か
と
い
う
位
金
か
か
か
っ
た
。
旧
家 

以
外
に
は
井
戸
が
な
か
っ
た
。
七
〇
尺
掘
る
と
第
一
地T

水
に
あ
た
り
、
ど
ん
ど 

ん
出
る
。

普
通
の
家
で
は
井
戸
は
浅
い
の
を
掘
り
っ
ぱ
な
し
に
し
て
、
庭
の
水
が
入
っ
た

り
、
ゲ
エ
ロ 
(

蛙)

が
入
っ
た
り
で
あ
っ
た
。
皆
、
白
い
水
を
飲
ん
で
育
っ
た
。
 

(

西
島)

弘
法
の
七
ツ
井
戸 

昔
こ
の
矢
島
村
に
弘
法
様
が
巡
廻
し
て
き
た
ら
、
こ
の
付 

近
は
水
が
白
汚
し
て
い
る
の
で
、
弘
法
様
が
杖
を
つ
い
て
き
れ
い
な
水
を
出
し
て 

く
れ
た
。
人
々
は
冬
あ
た
た
か
く
、
夏
つ
め
た
い
ょ
い
水
で
ょ
ろ
こ
ん
で
い
た
。
 

七
ツ
井
戸
と
は
七
力
所
あ
っ
た
の
だ
が
、
製
糸
会
社
が
深
井
戸
を
掘
っ
て
か
ら
井 

戸
水
が
枯
れ
て
し
ま
っ
た
。(

矢
島)

阪
東
太
郎 

利
根
川
に
小
豆
色
を
し
た
大
き
な
岩
が
あ
っ
た
。
「赤
岩
」
「阪
東 

岩
」
「ト
ネ
ア
ズ
キ
」
「阪
東
太
郎
」
な
ど
と
言
っ
た
。(

萩
原)

家
の
先
祖
の
は
な
し
滝
の
慈
眼
寺
の
そ
ば
の
道
は
さ
み
し
い
と
こ
ろ
で
あ
っ 

た
。
そ
こ
を
、
甲
家
の
先
祖
が
夜
通
っ
た
ら
、
そ
こ
に
旅
人
が
倒
れ
て
い
た
。

甲
家
の
先
祖
の
人
は
、
そ
の
旅
人
を
ぅ
ち
へ
お
ぶ
っ
て
つ
れ
て
来
た
。
そ
の
旅

人
は
小
判
を
沢
山
も
っ
て
い 

た
。甲

家
は
そ
れ
が
も
と
で
大 

尽
に
な
っ
た
と
い
ぅ
。
(

島 

野)
餓

鬼

坂

下
滝
の
慈
眼
寺 

の
近
く
に
あ
る
。
情
深
い
人 

が
、
夜
此
処
を
通
る
と
、子
ど 

も
が
泣
い
て
い
た
。
お
ぶ
っ 

て
行
っ
た
ら
、
そ
れ
が
か
ね 

だ
ま
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
か 

ら
調
子
が
ょ
く
な
っ
て
、
大 

尽
に
な
っ
た
。(

上
滝)

ゲ

エ

ロ

坂

こ
れ
も
慈
眼 

寺
の
近
く
で
、
下
が
田
圃
で
、
 

水
が
道
ま
で
出
て
い
て
、
ゲ

弘法の七井戸の--(矢島鈴宮) 

神社前、コンクリートの囲レ、の中 

がそれで、かつては良泉が湧出し 

ていた。 (都丸十九一 撮影)

弘法の七井戸の二 

矢島コンクリートの井中がそれであるが、今は枯 

れてレ、る。 (都丸十九一 撮影)



エ
ロ 
(

蛙)

が
鳴
い
て
い
た
。
人
が
行
く
と
鳴
き
や
む
。
笹
っ
葉
が
さ
わ
っ
て
も
、
 

お
っ
か
な
か
っ
た
。(

上
滝)

で

ら

渕

赤
城
神
社
の
そ
ば
の
で
ら
渕
に
は
、.
赤
城
に
腰
か
け
て
、
利
根
川
で 

足
を
洗
っ
た
、
デ
ラ
ボ
ッ
チ
の
跡
が
あ
っ
た
。(

下
滝)

備
前
堀 

昔
は
、
三
友
備
前
守
が
馬
を
先
頭
に
し
て
、
こ
こ
を
掘
れ
と
、
と
ん 

で
通
っ
た
と
い
、っ
。
こ
の
用
水
を
備
前
堀
と
い
い
、
お
茶
に
わ
か
し
て
も
う
ま
か
っ 

た
。矢

島
の
反
町
の
酒
屋
さ
ん
は
造
り
酒
屋
で
、
こ
の
水
で
芳
正
寺
を
作
っ
た
。(

一
 

ツ
谷)鈴

宮
様
由
来 

ヒ
コ
サ
シ
マ
王
は
僧
形
と
な
っ
て
信
州
に
行
っ
て
死
ん
だ
。
そ 

の
埋
け
方
が
い
い
か
げ
ん
な
の
で
そ
れ
で
は
可
愛
想
だ
と
い
う
の
で
、
こ
の
村
の 

人
た
ち
が
信
州
ま
で
行
っ
て
、

一
晚
の
う
ち
に
掘
り
起
し
て
こ
ち
ら
に
持
っ
て
き 

て
埋
め
た
。
そ
れ
が
将
軍
塚
で
あ
る
が
、
そ
の
帰
途
、
ヒ
コ
サ
シ
マ
王
の
持
っ
て

い
た
鈴
を
矢
島
で
一
休
み
し 

た
と
き
に
忘
れ
て
き
て
し
ま 

っ
た
。
そ
の
鈴
を
祀
っ
た
の 

が
鈴
宮
様
で
ぁ
る
。
(

元
島 

名)
蚕
の
伝
説
馬
を
竹
藪
に 

つ
れ
て
い
っ
て
捨
て
た
ら
そ 

こ
か
ら
ウ
ジ
が
わ
い
た
の 

で
、
拾
っ
て
来
て
育
て
て
み 

た
ら
蚕
に
な
っ
た
。
(

八
幡 

原)
道
祖
神
の

は

な

し

道
祖 

神
は
き
ょ
ぅ
だ
い
で
夫
婦
に 

な
っ
た
と
い
ぅ
。

二
人
の
年
令
は
十
七
才
ち

が
っ
た
と
い
う
。

男
の
ほ
う
が
道
祖
神
で
、
道
の
神
様
で
あ
っ
た
。

道
祖
神
は

一  

生
懸
命
に
仕
事
を
し
て
い
た
。
そ
の
人
が
修
業
に
で
る
と
き
に
、
 

母
親
が
妊
娠
し
て
い
た
。
道
祖
神
が
十
七
年
た
っ
て
来
て
み
た
ら
、
そ
の
子
が
き 

れ
い
な
娘
に
な
っ
て
い
た
。

道
祖
神
は
そ
れ
ま
で
に
、
こ
れ
だ
け
の
娘
に
は
め
ぐ
り
あ
わ
な
か
っ
た
。

二
人
は
、
夫
婦
に
な
る
は
な
し
あ
い
を
し
て
、
夫
婦
に
な
っ
た
。
二
人
が
き
ょ 

う
だ
い
で
あ
る
こ
と
は
、
の
ち
に
な
っ
て
わ
か
っ
た
。

そ
の
あ
と
、
二
人
は
、
力
を
あ
わ
せ
て
、
道
を
守
る
仕
事
に
専
念
し
た
。

お
正
月
に
な
る
と
、
道
祖
神
は
松
や
、
な
わ
、
竹
を
む
ら
の
人
に
も
ら
っ
て
、
 

か
り
ご
や
を
つ
く
っ
て
、
二
人
は
、
そ
の
年
の
お
正
月
を
む
か
え
る
。

一
月
十
四 

日
に
小
屋
を
焼
い
て
、
ま
た
つ
ぎ
の
土
地
へ
行
く
。
そ
し
て
、
そ
の
土
地
の
道
を 

改
修
す
る
の
だ
と
い
う
。

道
祖
神
の
こ
と
は
、
き
ょ
う
だ
い
夫
婦
と
い
う
。

そ
の
た
め
に 

手
か
ら
ん
で
い
る
。(

む
か
し
、
手
を
く
ん
で
あ
る
く
と
、
道
祖 

神
夫
婦
と
い
わ
れ
た
。)(

京
目)

眼
聖
寺
の
不
動
様 

い
ま
か
ら
二
百
年
ほ
ど
前
の
こ
と
。
永
井
姓
の
本
家
の
前 

に
一
人
の
旅
僧
が
通
っ
た
が
、馬
に
乗
っ
た
ま
ま
通
っ
た
の
で
斬
っ
て
し
ま
っ
た
。
 

す
る
と
本
家
に
不
魔
が
続
く
の
で
、
調
べ
て
も
ら
っ
た
ら
旅
僧
の
た
た
り
と
い
う 

の
で
、
不
動
様
を
祀
っ
て
か
ら
な
く
な
っ
た
。
不
動
様
は
毎
年
十
二
月
二
十
八
日 

に
ま
つ
り
、
赤
飯
を
あ
げ
て
い
る
。(

矢
島)

妻
沼
の
シ
ョ
ウ
デ
ン
サ
マ 

お
札
を
う
け
て
き
て
、
テ
ン
プ
ラ
を
油
で
あ
げ
て 

神
棚
に
供
え
る
と
財
産
家
に
な
る
と
い
う
。
実
際
に
や
っ
て
み
た
家
が
あ
っ
た
が 

明
治
末
年
に
つ
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
。
稼
せ
が
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
の 

話
の
オ
チ
で
あ
る
。(

下
斎
田)

死
ん
だ
も
ん
橋 

墓
場
の
近
く
に
小
さ
い
土
橋
が
あ
り
、
そ
う
呼
ん
だ
。
お
葬 

式
の
時
の
材
料
を
使
用
し
た
と
い
、っ
。
今
はn

ン
ク
リ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
。(

一
 

ッ
谷)

道 祖 神
寛政十二庚十二月吉日

元嶋名村西方中 

と銘文あり (都丸十九一 撮影)



オ
サ
キ
ャ 

オ
サ
キ
使
い
の
家
で
、
村
は
ず
れ
の
家
で
あ
る
。
村
ハ
チ
ブ
の
よ 

う
に
さ
れ
て
い
る
家
で
、

つ
き
合
い
は
な
か
っ
た
。
オ
サ
キ
家
の
オ
サ
キ
は
他
人 

の
家
の
も
の
を
引
い
て
行
く
。
オ
サ
キ
家
の
前
を
通
る
時
は
、
唐
辛
子
を
持
っ
て 

行
く
。(

宿
横
手)

二
、
昔 

話

う
ば
す
て
山
む
か
し
は
、
六
十
才
に
な
る
と
、親
を
お
ば
す
て
山
に
ぶ
ち
ゃ
っ 

た
。
あ
る
と
き
、
む
す
こ
が
親
を
か
ご
に
入
れ
て
し
よ
っ
て
行
っ
た
と
こ
ろ 

山 

へ
行
く
途
中
、
親
は
木
の
枝
を
折
り
な
が
ら
行
っ
た
と
い
う
。

む
す
こ
が
、
「
お
や
じ
さ
ん
、
ど
う
し
て
木
の
枝
を
お
し
よ
る
の
た
い
」
と
親
に 

聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
お
れ
は
ぶ
ち
ゃ
ら
れ
る
か
ら
い
い
け
ど
、
お
ま
え
は
う
ち
へ
帰 

る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
た
。

む
す
こ
は
、
そ
こ
で
お
や
げ
な
く
な
っ
て
、
親
を
し
よ
い
け
え
し
た
。
そ
し
て 

お

く

り(

奥
座
敷)

へ
し
ま
い
こ
ん
で
し
ま
っ
て
、
部
屋
を
釘
づ
け
に
し
て
だ
さ 

な
か
っ
た
。

す
る
と
、
あ
る
と
き
、
殿
様
か
ら
、

へ

え(

灰)

で
繩
を
な
っ
て
出
せ
と
い
う 

お
ふ
れ
が
で
た
わ
け
だ
。

む
す
こ
は
、
自
分
で
は
わ
か
ら
な
い
で
、
し
ま
っ
て
お
い
た
親
に
そ
の
こ
と
を 

聞
い
て
み
た
。
そ
し
た
ら
、
親
の
い
う
こ
と
に
、
わ
ら
を
塩
水
に
一
週
間
つ
け
て 

ぃ
〇
い
て
、
よ
く
た
た
い
て
な
っ
て
、
よ
く
か
わ
か
し
て
も
せ
ば
で
き
る
と
彰
え
て 

く
れ
た
。
 

ゝ
 

, 

む
す
こ
は
、
親
に
教
え
ら
れ
た
と
お
り
に
、
な
わ
を
し
っ
か
り
な
っ
て 

よ
く 

か
わ
か
し
て
も
し
て
、
そ
の
灰
の
繩
を
、
殿
様
の
と
こ
ろ
へ
も
っ
て
行
っ
た
。

殿
様
ま
喜
ん
で
、
ど
う
し
て
お
前
は
そ
れ
を
な
っ
た
の
か
と
聞
い
た
。
む
す
こ 

よ
、
ぶ
ち
ゃ
る
べ
き
親
を
、
山
へ
つ
れ
て
行
っ
た
が
、
つ
れ
も
ど
し
て
う
ち
の 

お
く
り
へ
か
く
し
て
お
い
た
。
そ
し
た
ら
、
お
上
か
ら
ふ
れ
が
で
た
の
で
、
親
に 

聞
い
て
、
親
の
教
え
た
と
お
り
に
な
っ
て
だ
し
た
の
た
と
い
っ
た
。

そ
し
た
ら
、
殿
様
か
ら
、
お
ほ
め
の
こ
と
ば
を
い
た
た
い
た

そ
て
か
ら
は
、
親
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
お
ば
す
て
山
に
す
て
る
の
を 

や
め
に
し
た
と
い
う
。(

京
目)

ヨ
モ
ギ
と
シ
ョ
ウ
ブ 

む
か
し
、
嫁
が
お
節
供
な
の
で
、
里
へ
帰
る
と
き
に
、
 

え
ら
い
山
道
に
さ
し
か
か
っ
て
、
も
う
夕
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で 

な
ん
か
悪
者(

鬼
だ
と
い
う)

に
追
わ
れ
た
と
。

そ
い
で
、
途
中
に
ヨ
モ
ギ
と
シ
ョ
ウ
ブ
の
原
が
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
逃
げ
こ
ん
で 

し
ゃ
が
ん
で
い
た
ら
ば
、
そ
の
悪
者
が
、
た
し
か
こ
の
辺
ま
で
足
が
つ
い
て
い
た 

ん
だ
け
ど
、
い
っ
こ
う
わ
か
ら
な
い
。
ど
う
し
た
ん
だ
か
な
と
い
う
よ
う
な
こ
と 

ひ
と
り
ご
と
を
い
い
な
が
ら
、
ど
っ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
。

そ
い
で
、
夜
が
あ
け
て
五
日
の
朝
に
な
る
の
を
ま
っ
て
、
そ
れ
で
、
里
へ
行
っ 

た
と
い
う
。
無
事
に
実
家
へ
着
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
わ
け
だ
。

な
に
ゆ
え
に
、
ヨ
モ
ギ
、
シ
ョ
ウ
ブ
の
原
へ
逃
げ
こ
ん
で
助
か
っ
た
か
と
い
う 

と
、
ヨ
モ
ギ
と
シ
ョ
ウ
ブ
と
い
う
の
は
、
人
間
の
に
お
い
を
す
っ
か
り
消
し
て
し 

ま
う
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
悪
者
か
ら
逃
れ
て
命
び
ろ
い
が
で
き
た
と 

い
う
こ
と
だ
ね
、

そ
の
た
め
に
、
五
月
四
日
に
、
ヨ
モ
ギ
、
シ
ョ
ウ
ブ
を
、
す
み
か
の
入
口
に
さ 

し
て
、
悪
者
だ
の
魔
物
か
な
ん
か
に
ね
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
そ
の
年
の
安
全
を 

析
っ
た
と
。

ま
た
、
シ
ョ
ウ
ブ
湯
を
た
て
て
入
る
と
、
今
の
話
の
魔
物
に
一
年
間
つ
け
ね
ら 

わ
れ
な
い
で
す
む
と
い
う
こ
と
で
す
。(

京
目)

泊
尚
さ
ん
と
小
僧
さ
ん
あ
る
寺
の
和
尚
さ
ん
が
、
用
事
が
あ
っ
て
出
か
け
る 

こ
と
に
な
っ
た
。
お
れ
は
こ
う
い
う
訳
で
行
っ
て
く
る
か
ら
、
よ
く
留
守
番
を
し 

て
い
ろ
よ
っ
て
い
う
こ
と
で
、
小
僧
さ
ん
に
留
守
居
を
い
い
つ
け
た
。

そ
し
て
、檀
家
か
ら
も
ら
っ
た
ぼ
た
も
ち
を
本
尊
様
に
し
ん
ぜ
て
お
い
た
の
を
、
 

小
曽
さ
ん
が
食
べ
な
い
よ
う
に
と
、
あ
れ
は
毒
だ
か
ら
食
べ
る
な
よ
と
い
っ
た
。
 

小
僧
さ
ん
は
わ
か
っ
た
と
い
っ
た
。

そ
れ
で
和
尚
さ
ん
は
檀
家
へ 

で
か
け
た
と
。



残
っ
た
小
僧
さ
ん
連
中
は
、
あ
れ
は
毒
の
は
ず
が
な
い
ん
だ
か
ら
、
食
べ
ち
ま 

お
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
小
僧
さ
ん
の
中
の
兄
弟
子
が
先
だ
ち
に
な
っ 

て
、
そ
い
じ
ゃ
、
お
れ
が
責
任
を
と
る
か
ら
食
べ
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と 

で
、
そ
の
ぼ
た
も
ち
を
食
べ
た
と
い
う
こ
と
だ
い
ね
。

と
こ
ろ
が
、
食
べ
ち
ゃ
っ
て
か
ら
、
後
が
困
っ
ち
ゃ
っ
て
、
ど
う
し
た
ら
い
い 

か
と
い
う
こ
と
で
、
小
僧
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
と
考
え
た
。

そ
の
お
小
僧
が
考
え
た
こ
と
に
は
、
和
尚
さ
ん
が
常
々
大
事
に
し
て
い
た
大
変 

立
派
な
焼
物
が
あ
っ
た
ん
で
す
っ
て
、
湯
の
み
が
。
で
、
そ
の
湯
の
み
を
割
っ 

ち
ゃ
っ
て
、
そ
れ
で
、
和
尚
さ
ん
が
帰
っ
て
来
た
。

和
尚
さ
ん
に
、
ぼ
た
も
ち
を
く
っ
ち
ゃ
っ
た
と
話
し
た
。
和
尚
さ
ん
は
、
ど
う 

し
て
食
べ
た
ん
だ
と
い
っ
た
。
水
が
飲
み
た
く
な
っ
た
ん
で
、
和
尚
さ
ん
の
湯
の 

み
を
大
切
な
も
の
と
は
知
ら
ず
し
て
、
そ
れ
を
井
戸
端
へ
も
っ
て
行
っ
て
飲
ん
だ
。
 

と
こ
ろ
が
そ
れ
を
お
と
し
て
、
お
っ
か
い
ち
ゃ
っ
た
。
そ
の
湯
の
み
は
、
和
尚
さ 

ん
が
大
切
に
し
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
を
か
い
た
の
だ
か
ら
、
和
尚 

さ
ん
に
大
変
叱
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
和
尚
さ
ん
に
わ
び
よ
う
も
な
い
か
ら 

毒
を
食
べ
た
。

和
尚
さ
ん
か
毒
た
か
ら
食
べ
ん
な
っ
て
い
っ
た
ぼ
た
も
ち
を
食
ベ
て
、
そ
れ
で 

死
の
う
と
思
っ
た
。
死
ん
じ
ゃ
え
ば
い
い
か
ら
と
い
う
の
で
食
べ
た
。

と
こ
ろ
が
、
湯
の
み
は
割
っ
ち
ゃ
っ
た
、
ぼ
た
も
ち
は
食
べ
ち
ゃ
っ
た
け
ど
、
 

死
ね
ね
え
で
、
み
ん
な
こ
う
い
う
こ
と
で
、
困
っ
て
る
ん
だ
と
い
っ
た
。

小
僧
さ
ん
の
知
恵
で
い
い
の
が
れ
を
し
た
ん
だ
が
、
和
尚
さ
ん
も
、
ま
あ
、
そ 

う
い
う
事
じ
ゃ
仕
方
が
な
い
、
毒
だ
か
ら
食
べ
ち
ゃ
な
ら
な
い
よ
と
い
っ
た
こ
と 

が
わ
る
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
和
尚
さ
ん
も
だ
い
ぶ
後
で
、
反
省
を
し
た
っ
て
。
 

(

京
目)

(

こ
れ
と
は
ベ
つ
の
は
な
し)

和
尚
さ
ん
が
檀
家
か
ら
ぼ
た
も
ち
を
も
ら
っ
て
、
そ
れ
を
毒
だ
と
い
っ
て
、
小 

僧
さ
ん
に
食
べ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
小
僧
さ
ん
は
、
毒
だ
と
い
わ
れ
た
が
ち
ょ
っ
と
な
め
て
み
た
ら
、

甘
く
て
お
い
し
い
も
の
た
か
ら
、
食
べ
ち
ま
お
う
と
い
う
の
で
、
そ
の
ぼ
た
も
ち 

を
食
べ
ち
ゃ
っ
た
。

そ
い
じ
ゃ
、
こ
の
い
い
わ
け
が
で
き
な
い
か
ら
、
あ
の
お
地
蔵
様
の
ロ
に
、
あ 

ん
こ
を
ぬ
っ
て
し
ら
ば
っ
く
れ
て
い
た
。

そ
し
た
ら
、
和
尚
さ
ん
が
帰
っ
て
来
て
、
こ
れ
は
ど
う
し
た
ん
だ
と
い
っ
た
の 

で
、
わ
か
り
ま
せ
ん
と
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ぼ
た
も
ち
が
き
れ
い
に
な
く
な
っ 

て
い
る
ん
で
、
和
尚
さ
ん
は
び
っ
く
ケ
し
て
し
ま
っ
た
。
お
地
蔵
さ
ん
が
、
み 

な
食
べ
ち
ゃ
っ
た
ん
み
た
い
で
す
よ
。
あ
ん
ま
り
お
い
し
そ
う
だ
か
ら
っ
て
、 

僧
さ
ん
が
い
っ
た
ん
だ
っ
て
。

そ
れ
じ
ゃ
、
食
べ
た
か
、
食
べ
な
い
か
調
べ
て
み
る
っ
て
、
た
め
し
に
、
お
地 

蔵
さ
ん
を
た
た
い
て
み
た
ん
で
す
っ
て
。
そ
し
た
ら
、
「
く
わ
ん
、
く
わ
ん

っ
て 

い
っ
た
ん
だ
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
は
な
い
っ
て
い
う
ん
で
、
寺 

の
池
へ
捨
て
た
ん
で
す
っ
て
。
そ
し
た
ら
、
「く
っ
た
、
く
っ
た
、
く
っ
た
、
く
っ 

た
」
と
沈
ん
で
い
っ
た
ん
で
、
な
る
ほ
ど
お
地
蔵
さ
ん
が
く
っ
た
と
い
う
こ
と
こ 

な
っ
た
そ
う
で
す
。

(

こ
の
は
な
し
を
し
て
、
親
た
ち
に
は
、
く
っ
た
、
く
っ
た
じ
ゃ
い
け
な
い
で
す 

よ
、
ほ
し
け
れ
ば
、
ほ
し
い
っ
て
い
い
な
さ
い
っ
て
、
言
わ
れ
ま
し
た)
(

京
目) 

ス
ズ
メ
と
ツ
バ
メ 

む
か
し
、
お
釈
迦
様
が
こ
の
世
を
去
る
と
き
に
、
動
物
た 

ち
が
集
っ
た
。

そ
の
と
き
、
ス
ズ
メ
は
ふ
だ
ん
着
の
ま
ま
で
か
け
つ
け
た
の
で
、
お
釈
迦
様
の 

ご
臨
終
に
ま
に
あ
っ
た
と
い
う
。

ツ
バ
メ
は
、
粗
末
な
仕
度
で
は
失
礼
だ
と
い
う
の
で
、
紅
お
し
ろ
い
で
か
け
つ 

け
た
の
で
間
に
あ
わ
な
か
っ
た
っ
て
。

そ
の
た
め
に
、
ス
ズ
メ
は
、
食
べ
物
と
し
て
穀
物(

米)

を
与
え
ら
れ
て
い
る 

が
、
ツ
バ
メ
は
、
米
が
与
え
ら
れ
ず
に
、
虫
や
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
な
ど
し
か
与
え
ら 

れ
な
い
で
い
る
と
い
う
。(

京
目)

へ
っ
こ
き
よ
め
ご 

む
か
し
、
あ
る
と
こ
ろ
で
、
嫁
さ
ん
を
も
ら
っ
た
訳
で
す 

ね 

と
こ
ろ
か
十
日
ば
か
り
た
っ
と
、
体
の
調
子
か
わ
る
く
な
っ
て
、
め
し
も
食



べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
っ
て
、
姑
さ
ん
が
あ
る
日
嫁
さ
ん
に
尋
ね
た
。
お
ま
え
さ
ん 

は
、
嫁
に
来
た
と
き
と
様
子
が
ち
が
う
が
、
ど
う
し
た
ん
だ
と
。

嫁
さ
ん
が
い
う
に
は
、
わ
た
し
に
は
く
せ
が
あ
る
が
、
許
し
て
も
ら
え
な
い
の 

で
、
体
の
調
子
が
わ
る
い
ん
で
す
。
姑
さ
ん
は
、
な
ん
の
く
せ
か
っ
て
い
っ
た
ら
、
 

実
は
、
わ
た
し
は
、

へ
を
し
な
く
ち
や
い
ら
れ
な
い
く
せ
で
す
っ
て
い
っ
た
ん
で 

す
。
じ
や
し
て
み
ろ
と
姑
さ
ん
が
い
っ
た
と
こ
ろ
が
、
嫁
さ
ん
は
、

へ
を
ひ
り
だ 

し
た
。

い
く
つ
だ
が
な
、
数
か
ぎ
り
な
く
、
プ
ッ
、
プ
ッ
、
プ
ッ
、
プ
ッ
と
や
る 

の
で
、
そ
れ
で
、
姑
さ
ん
が
そ
ば
へ
寄
っ
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
姑
さ
ん
を
天
井
う 

ら
へ
ふ
き
あ
げ
ち
や
っ
た
と
。

こ
れ
じ
や
も
ら
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
の
で
、
、っ
ち 

へ
行
っ
て
よ
く
親
達
と
相
談
し
て
来
い
と
い
っ
て
、
嫁
に
お
さ
と
が
え
り
さ
せ
ら 

れ
た
と
。(

京
目)

と
こ
ろ
が
、
そ
の
嫁
さ
ん
は
、
あ
ん
ま
り
よ
く
働
く
嫁
だ
か
ら
と
い
う
の
で
、
 

そ
ん
な
こ
と
で
お
い
た
す
の
も
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
ん
で 

い
ろ
い
ろ
と
へ
の 

利
用
法
を
研
究
し
た
ん
だ
っ
て
。

柿
も
ぎ
だ
と
か
、
栗
も
ぎ
だ
と
か
、
そ
う
い
う
と
き
に.
た
め
し
て
み
た
ん
で
す
っ 

て
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
、

へ
が
命
中
し
て
、
手
も
、
棒
も
い
ら
ず
に
お
と
し
た 

ん
で
す
っ
て
、
そ
れ
で
大
変
助
か
っ
た
と
。

こ
ん
な
に
役
立
っ
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
い
い
嫁
ご
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
 

し
か
し
、
み
ん
な
吹
っ
と
ば
さ
れ
る
ん
じ
や
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
ん
で
、
部 

屋
を
つ
く
っ
て
や
っ
た
。

そ
の
部
屋
で
、
自
分
の
す
る
こ
と
だ
け
は
し
て
、

一
生
懸
命
働
い
て
お
く
れ
っ 

て
い
う
こ
と
で
、
お
さ
ま
っ
た
と
い
う
。(

京
目)

馬
鹿
む
こ 

む
か
し
、
あ
る
と
こ
ろ
に
、
利
口
で
な
い
む
こ
さ
ん
が
い
た
。
そ 

こ
へ
嫁
ご
さ
ん
が
来
た
。

む
こ
さ
ん
に
、
お
彼
岸
の
ぼ
た
も
ち
を
も
た
せ
て
嫁
さ
ん
の
里
へ
や
っ
た
。
む 

こ
さ
ん
の
親
が
、
む
こ
さ
ん
に
、
「
こ
り
や
ぼ
た
も
ち
だ
よ
、
行
き
な
が
ら
、
ぼ
た 

も
ち
、
ぼ
た
も
ち
っ
て
い
い
な
が
ら
行
け
ば
忘
れ
な
い
か
ら
、
そ
う
ゆ
っ
て
い
き

な
さ
い
」
と
い
っ
て
や
っ
た
。

む
こ
さ
ん
は
、
「
ぼ
た
も
ち
、
ぼ
た
も
ち
」
っ
て
い
い
な
が
ら
い
っ
た
が
、
途
中 

に
堀
っ
こ
が
あ
っ
た
の
で
、
「
ど
っ
こ
い
し
よ
」
っ
て
い
っ
て
ま
た
い
だ
。
そ
し
た 

ら
、
う
っ
か
り
し
ち
ゃ
っ
て
、
ぼ
た
も
ち
忘
れ
て
、
ど
っ
こ
い
し
よ
に
な
っ
ち
ゃ
っ 

た
。嫁

さ
ん
の
里
へ
行
っ
た
ら
、
「
な
ん
だ
ね
、
今
日
は
」

っ
て
い
わ
れ
た
。
「
ど
っ 

こ
い
し
よ
持
っ
て
来
た
が
ね
」

っ
て
ゆ
っ
て
、
ぼ
た
も
ち
を
渡
し
た
。

(

親
は
子
ど
も
に
、
だ
か
ら
、
そ
、っ
い
、っ
ふ
、っ
に
、
馬
鹿
む
こ
に
な
っ
ち
ゃ
困 

る
か
ら
、
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
。
勉
強
し
な
い
と
、
ど
っ
こ
い
し
よ
に 

な
っ
ち
ゃ
う
よ
っ
て
い
わ
れ
た
。)
(

京
目)

食
べ
て
す
ぐ
寝
る
と
牛
に
な
る
い
わ
れ 

孔
子
さ
ま
が
ね
、
子
路
と
顔
回
を
連 

れ
て
散
歩
し
た
っ
て
い
う
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
馬
小
屋
か
ら
、
馬
が
首
を
出
し
て 

い
た
っ
て
ね
。
そ
う
し
た
ら
、
孔
子
さ
ま
が
、
そ
れ
を
見
て
、
あ
あ
牛
が
い
ら
っ 

て
い
っ
た
ん
だ
ね
。
そ
う
し
た
ら
、
顔
回
が
、
あ
あ
な
る
ほ
ど
、
牛
が
い
ま
す
ね
っ 

て
い
っ
た
っ
て
ん
だ
ね
。
そ
う
し
た
ら
、
子
路
に
は
そ
れ
が
判
ら
ね
え
で
、
ど
う 

に
も
判
ら
ね
え
で
、
う
ち
へ
帰
っ
て
来
て
、
あ
り
ゃ
馬
だ
に
な
、
ど
う
し
て
牛
な 

ん
だ
ベ
っ
て
ね
、
御
飯
食
べ
ち
ゃ
、
こ
う
寝
て
考
え
た
ん
だ
っ
て
ね
。
そ
れ
で
午
っ 

て
い
う
字
を
、

い
、っ
い
、っ
に
書
い
ち
ゃ
、
こ
、っ
や
っ
て
考
え
た
ん
だ
っ
て
、
そ
、っ 

し
た
ら
、
午
っ
て
い
う
字
の
頭
が
、
ち
よ
っ
と
上
に
ぬ
け
た
ら
牛
に
な
っ
た
っ
て 

い
う
ん
だ
ね
。
そ
し
た
ら
、
は
は
あ
馬
小
屋
か
ら
午
が
首
つ
ん
出
し
て
い
た
ん
で
、
 

牛
に
な
っ
た
ん
だ
っ
て
、
子
路
っ
て
人
が
考
え
た
ん
だ
っ
て
ね
。
そ
れ
で
食
べ
ち
ゃ 

寝
て
る
と
い
う
と
牛
に
な
る
っ
て
話
は
、
こ
こ
か
ら
出
た
ん
だ
っ
て
ね
。
お
ふ
く 

ろ
か
ら
聞
い
た
。(

下
滝)

火
の
玉
に
追
い
か
け
ら
れ
た
話 

わ
し
が
二
十
才
位
の
と
き
の
こ
と
。
ぶ
っ 

ち
ゃ
ん
と
横
手
の
盆
オ
ド
リ
に
行
こ
う
と
い
う
の
で
雛
子
の
音
を
た
よ
り
に
出
か 

け
た
。
横
手
に
着
い
た
ら
盆
オ
ド
り
は
ね
え
。
中
島
だ
ん
べ
と
中
島
へ
行
っ
た
ら' 

ね
え
。
じ
ゃ
ア
板
井
の
方
だ
ん
べ
と
い
っ
て
歩
き
出
し
た
。
中
島
か
ら
板
井
へ
い 

く
と
こ
ろ
の
堤
防
の
南
あ
た
り
に
来
た
ら
、
い
っ
し
よ
に
来
た
ぶ
っ
ち
ゃ
ん
が
「
お



め
え
、
う
し
ろ
見
ろ
」
と
い
つ
た
か
ら
、
う
し
ろ
を
見
た
ら
、
お
れ
の
う
し
ろ
に 

火
の
玉
が
く
つ
つ
い
て
い
た
。
ふ
た
り
は
夢
中
に
な
つ
て
板
井
の
方
へ
逃
げ
だ
し 

た
。
約
二
町
位
走
つ
て
や
つ
と
火
の
玉
か
ら
の
が
れ
た
。
は
あ
帰
る
べ
と
い
う
こ 

と
に
な
つ
た
が
、
も
と
来
た
道
を
帰
る
わ
け
に
は
い
か
ね
え
。
そ
こ
で
倉
賀
野
に 

出
て
汽
車
に
乗
り
、
高
崎
ま
で
逃
げ
帰
つ
て
来
た
。(

島
野)

死
の
予
兆 

堀
さ
ら
い(

野
堀)

を
し
て
い
て
、
皆
が
セ
リ
を
み
つ
し
り
と
つ 

た
。
そ
の
人
は
何
と
な
く
気
が
沈
ん
で
い
た
。
友

人

が

「迦
葉
山
に
行
く
ベ
え
」 

と
さ
そ
つ
た
が
、
返
事
を
す
る
気
に
も
な
ら
な
い
。
す
る
と
友
人
は
腹
を
立
て
て
、

「
明
日
お
だ
ぶ
つ
の
用
意
だ
ん
べ
ゃ
」
と
皮
肉
つ
た
。
や
は
り
気
が
重
く
て
反
撥 

す
る
気
に
も
な
ら
な
い
。
家
の
近
く
に
く
る
と
、
従
兄
が
待
つ
て
い
て
、
弟
の
戦 

死
を
伝
え
た
。
弟
は
昭
和
十
七
年
四
月
十
一
日
に
戦
死
し
た
。
弟
は
お
袋
の
お
宝 

で
あ
つ
た
。
不
思
議
な
こ
と
な
の
で
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。(

西
島)

空
気
枕
の
話 

従
兄
弟
と
二
人
で
元
日
の
伊
勢
参
り
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
長 

旅
に
は
空
気
枕
が
良
い
と
い
う
の
で
、
叔
父
御
か
ら
借
り
て
い
つ
た
。
帰
り
に
奈 

良
、
京
都
を
見
物
し
、
京
都
か
ら
汽
車
に
乗
つ
た
が
、
生
憎
の
静
岡
ど
ま
り
で
あ
つ 

た
。
夜
中
の
十
二
時
頃
だ
つ
た
の
で
遊
廓
見
物
に
出
か
け
た
。
土
産
や
荷
物
を
持
つ 

た
ま
ま
歩
い
て
、

コ
ー
ヒ
—
店
で
気
が
つ
い
た
ら
、
空
気
枕
だ
け
な
く
な
つ
て
い 

た
。
高
崎
駅
に
着
い
た
ら
、
葬
式
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
、
親
戚
の
者
が
待
つ 

て
い
た
。
叔
父
御
が
死
ん
で
い
た
。
空
気
枕
の
無
く
な
つ
た
の
と
同
時
刻
頃
で
、
 

今
で
も
不
思
議
で
あ
る
。(

西
島)

め
し
が
仕
事
を
す
る
こ
と 

旦
那
が
、
日
ょ
と
り
に
、
米
の
め
し
か
仕
事
を
す 

る
と
い
つ
た
。

そ
し
た
ら
、
日
ょ
と
り
は
、
む
す
び
を
つ
く
つ
て
も
ら
つ
て
、
は
た
け
へ
行
つ 

て
、
え
ん
が
の
柄
に
、
む
す
び
を
し
ば
り
つ
け
て
お
い
て
、
自
分
は
遊
ん
で
い
た
。
 

う
ち
へ
帰
つ
て
来
て
、
旦
那
に
、
め
し
が
仕
事̂

す
る
と
い
う
の
で
、
む
す
び 

を
え
ん
が
の
柄
に
し
ば
り
つ
け
て
お
い
た
け
ど
、
む
す
び
は
、
ち
つ
と
も
仕
事
を 

し
な
か
つ
た
と
、
い
つ
た
と
い
う
。(

島
野)

い
た
さ
ん
の
は
な
し 

い
た
さ
ん
と
い
う
人
が
い
た
。

こ
の
人
は
、
世
間
中
の

こ
と
を
、
ょ
く
冗
談
に
は
な
す
人
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
に
、
こ
の
人
の
は
な
し
の
こ
と
を
、
い
た
さ
ん
の
話
し
じ
や
と
い
っ 

て
、
信
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
。(

島
野)

コ
ト
コ
ト
と
キ
ュ
ゥ 

西
島
の
一
番
地
に
反
町
久
蔵
さ
ん
と
い
う
人
が
い
た
。
 

母
親
を
お
こ
と
さ
ん
と
い
っ
た
。
久
蔵
さ
ん
が
田
圃
に
い
く
と
、
ゲ
エ
ロ 
(

蛙) 

が

「
コ
ト
コ
ト
」
と
な
い
て
い
た
。
「畜
生
、
お
っ
か
あ
を
呼
び
つ
け
に
す
る
。
」 

と
怒
っ
て
、
ゲ
エ
ロ
を
踏
み
つ
ぶ
し
た
。
そ
う
し
た
ら
「キ
ュ
ゥ
」
と
な
い
た
。
 

ゲ
エ
ロ
は
死
ん
で
も
俺
を
馬
鹿
に
す
る
と
怒
っ
た
。(

西
島)

道
の
尋
ね
方
と
教
え 

ど
こ
の
人
だ
か
、
帽
子
を
か
ぶ
り
、
ほ
っ
こ
か
ぶ
り
を 

し
た
ま
ま
、
あ
る
人
に
道
を
た
ず
ね
た
。

道
を
き
か
れ
た
人
は
、
ま
っ
て
く
れ
、
わ
っ
し
も
う
ち
へ
帰
っ
て
、
帽
子
を
か 

ぶ
り
、
ほ
っ
こ
か
ぶ
り
を
し
て
く
る
か
ら
と
い
っ
た
と
い
う
。(

京
目)

長

い

は

な

し
(

子
ど
も
が
、
長
い
は
な
し
を
し
て
く
れ
と
い
う
と)

天
上
か
ら
、
古
ふ
ん
ど
し
が
さ
か
っ
て
来
て
、
た
ぐ
っ
て
も
、
た
ぐ
っ
て
も
、
 

ひ
っ
ぱ
っ
て
も
、
ひ
っ
ぱ
っ
て
も
、
た
ぐ
り
き
れ
な
い
、
と
い
う
。

(

子
ど
も
は
、
そ
ん
な
に
長
い
は
な
し
か
い
と
い
う
。

い
っ
く
ら
ひ
っ
ぱ
っ
て 

も
き
れ
ね
え
か
ら
、
な
が
か
ん
ベ
え
と
い
う
。
子
ど
も
は
、
お
し
ま
い
と
い
わ
な 

い
う
ち
に
ね
む
っ
て
し
ま
っ
た
。)
(

京
目)

長
い
は
な
し
の
こ
と
は
、
乞
食
の
道
中
と
い
っ
た
。

ふ
だ
ん
、
長
話
を
し
て
い
る
と
「
そ
ん
な
長
っ
ぱ
な
し
で
、
ぐ
れ
た
こ
と
を
い
っ 

て
ん
な
い
。
乞
食
の
道
中
じ
や
あ
る
め
え
し
」
と
い
わ
れ
た
。(

京
目)

長
い
は
な
し
を
し
て
く
れ
と
い
わ
れ
る
と
、
天
上
か
ら
古
ふ
ん
ど
し
か
さ
か
っ 

て
来
て 

い
ら
ひ
っ
は
っ
て
も 

す
る
す
る
す
る
す
る
、
る
ず
る
る
ず
る 

ず
る
ず
る.

さ
が
っ
て
来
た
と
い
う
。

聞
い
て
い
る
ほ
う
で
は
、
も
う
そ
の
く
ら
い
で
た
く
さ
ん
だ
と
い
っ
た
と
い
う
。

(

島
野)

短
い
は
な
し 

む
か
し
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
い
て
、
歯
が
な
く
て
、
 

は
な
し
。(

京
目)



む
か
し
ば
な
し
の
結
語 

は
な
し
が
一
段
落
つ
く
と
、
「
市
が
さ
け
申
し
た
」
と 

い
う
。

き
り
が
つ
い
て
よ
か
っ
た
と
か
、
ほ
っ
と
し
た
と
い
う
と
き
に
い
う
。(

京
目)

三
、
命 

名

姓 

村
の
姓
は
、
南
に
田
口
、
木
暮
の
姓
が
あ
り
、
北
に
関
根
、
中
央
部
に
大 

体
加
藤
が
あ
る
。

一
番
多
い
の
は
田
口
姓
で
あ
る
。

田
口
の
先
祖
は
箕
輪
の
戦
で
負
け
て
落
人
に
な
っ
た
。
そ
の
時
背
負
っ
て
来
た 

虚
空
蔵
様
を
旧
九
月
十
三
日
に
ま
つ
っ
て
い
る
。

こ
の
ィ
ッ
ケ
は
、
ウ
ナ
ギ
は
食 

ベ
な
い
。
地
名
に
も
現
在
、

コ
ク
ウ
ゾ
ウ
ウ
ラ
と
い
っ
て
い
る
。

中
島
は
榛
名
神
社
の
氏
子
に
な
っ
て
い
て
、
神
社
の
御
眷
属
が
カ
ニ
で
あ
る
の 

で
食
べ
な
い
。(

中
島)

田
口
姓 

キ
ュ
ウ
り
は
作
ら
な
い
。
七
夕
は
し
な
い
。
赤
飯
は
作
る
が
竹
は
立 

て
な
い
。
農
休
み
に
は
、
、っ
で
ま
ん
じ
ゅ
を
す
る
。(

中
島)

西
島
の
姓
氏 

反
町
、
永
井
、
平
林
、
内
田
、
大
谷
、
小
板
橋
、
北
田
が
あ
る
。
 

反
町
姓
が
一
番
多
い
。
永
井
は
矢
島
に
多
く
、
古
い
家
柄
で
あ
る
。
平
林
は
西
上 

州
で
は
こ
こ
だ
け
に
あ
る
。(

西
島)

あ
だ
な 

た
い
こ
う
き
っ
つ
ぁ
ん 

太
閣
の
よ
う
に
賢
こ
か
っ
た
。

ち
ゃ
ら
ん
は
ら
ん 

い
つ
も
そ
ん
な
こ
と
は
雑
作
も
な
い 

わ
け
や
な
い
と
い 

っ
て
い
た
。
伊
勢
参
り
に
行
っ
て
、
宿
屋
で
雪
の
降
る
晩
に
死
ん
だ
。(

下
滝) 

の
つ
ぴ
よ
く
り
ん 

カ
ア
ッ
と
す
る
と
何
の
わ
き
ま
え
も
な
く
や
っ
て
し
ま
う 

よ
う
な
人
の
こ
と
を
い
う
。

い
す
か
野
郎
と
も
い
っ
た
。(

八
幡
原)

も
の
わ
す
れ
す
る
人 

か
け
す
と
い
う
。
カ
ケ
ス
は
、
も
の
わ
す
れ
す
る
鳥
た 

と
い
う
。(

島
野)

笠
松 

大
き
な
笠
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
の
で
い
う
。

県
の
天
然
記
念
物
。
萩
原
の
八
木
さ
ん
の
所
有
。
枝
が
伸
び
る
の
で
、
家
を
三

回
引
い
た
と
い
う
。
水
が
切
れ
る
と
い
う
の
で
、
草
を
む
し
ら
な
い
。
松
の
占
め

る
地
面
は
、
百
五
十
坪
も
あ
る
。

松
は
か
つ
て
、
前
橋
様
に
お
さ
め
た
が
、
管
理
が
大
変
な
の
で
返
さ
れ
た
と
い 

う
。
萩
原
は
幕
府
の
直
轄
領
で
あ
っ
た
。(

西
島)

白
髪
大
夫 

栗
の
木
に
つ
く
毛
虫
の
こ
と
を
い
う
。

こ
れ
が
ズ
ウ
に
な
っ
た
頃 

を
み
て
、
つ
ぶ
し
て
、
そ
の
糸
を
テ
グ
ス(

釣
り
糸)

に
し
た
。(

ー
ツ
谷)

四
、
諺
.

慣
用
句.

謎

㈠

諺

〇

年
寄
育
ち
は
三
文
安

〇
早
起
き
は
三
文
の
得

〇
惣
領
十
五
は
貧
乏
世
ざ
か
り

〇

大
苗
に
豊
年
な
し

〇

親
の
意
見
と
な
す
び
の
花
は
千
に
一
つ
の
む
だ
が
な
い

〇

雪
は
豊
年
の
し
る
し(

き
ざ
し)

〇
木
も
と
竹
う
ら(

木
を
割
る
と
き
も
と
の
ほ
う
か
ら
、
竹
は
う
ら
の
ほ
う
か 

ら
割
る
と
割
り
や
す
い)

〇
米
は
山
か
ら(

稲
の
種
子
の
と
り
か
た
。

こ
の
辺
で
は
、
む
か
し
は
、
籾
種
は 

室
田
へ
と
り
に
行
っ
た
。
冷
え
て
い
る
田
の
籾
を
種
に
し
ろ
と
い
っ
た
。
う
ち
の 

田
の
籾
を
種
に
す
る
場
合
に
は
水
口
か
ら
と
い
っ
た)

。

〇
米
は
出
穂
に
お
き
は
さ
め(

出
穂
の
こ
ろ
に
暑
い
の
が
い
い
と
い
う
こ
と
。
お 

そ
秋
ま
で
照
る
と
米
は
と
れ
る
と
い
い
、
秋
が
早
く
く
る
と
、
米
は
と
れ
な
い
と 

ぃ
う)

。

〇
小
麦
を
干
す
庭
を
貸
す
も
の
で
は
な
い(

小
麦
は
乾
燥
す
る
と
か
さ
か
減
る 

盗
ま
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と)

。

〇
布
子
田
植
は
米
が
と
れ
る(

寒
い
と
き
に
植
え
て
、
そ
の
あ
と
が
照
れ
ば
米
が

と
れ
る
こ
と)

。



〇
苗
半
作(

稲
作
り
は
、
苗
が
大
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と)

。

〇
秋
茄
子
は
嫁
に
食
わ
す
な(

秋
茄
子
は
美
味
で
あ
る
と
い
う)

。

〇
名
主
の
あ
と
は
い
も
ば
た
け(

名
主
を
や
っ
て
い
る
と
、
出
費
が
多
く
没
落
し 

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と)

。

〇
八
十
八
夜
の
わ
か
れ
霜(

大
体
、
八
十
八
夜
の
頃
に
な
る
と
霜
の
心
配
も
な
く 

な
る
と
い
う)

。

〇
二
月
の
か
ら
っ
ぱ
た
け(

旧
二
月
の
麦
畑
は
あ
ま
り
青
々
と
し
て
い
な
い
ほ
う 

が
麦
は
と
れ
る
と
い
う
こ
と)

。

〇
ね
ぎ
は
人
影
で
も
き
ら
う(

ね
ぎ
は
日
影
だ
と
と
け
て
し
ま
う
。
日
影
は
育
た 

な
い
と
い
う)

。

〇
馬
鹿
の
深
植(

稲
は
深
植
は
わ
る
い
、
分
け
っ
し
な
い)

〇
彼
岸
す
ぎ
て
の
麦
の
肥
、
土
用
す
ぎ
て
の
稲
の
肥(

こ
れ
は
追
肥
の
こ
と
、
こ 

の
こ
ろ
に
追
肥
を
や
る
と
、
あ
お
さ
の
お
そ
れ
が
あ
る)

。
 

〇
ま
が
り
八
石
、
く
ね
っ
て
九
石(

田
植
の
と
き
に
ま
が
っ
て
植
え
て
も
、
余
計 

と
れ
る
と
い
う)

。

〇
ま
か
ぬ
種
は
は
え
ぬ
。

〇
朝
雨
に
は
笠
を
ぬ
げ(

朝
雨
は
す
ぐ
晴
れ
る
と
い
う
こ
と)

。

〇
朝
雨
と
女
の
う
で
ま
く
り
に
は
た
ま
げ
る
な(

両
方
す
ぐ
や
む
と
い
う
こ
と)

。
 

〇

麦
は
十
七
を
刈
れ(

麦
は
若
刈
り
が
い
い
と
い
う)

。

〇

桃
栗
三
年
柿
八
年
、
ゆ
ず
の
馬
鹿
め
が
十
八
年(

そ
れ
ぞ
れ
の
果
物
の
植
え
て 

か
ら
な
り
は
じ
め
の
年
の
こ
と)

。

〇

物
臭
者
の
節
供
働
き(

モ
ノ
ビ
の
よ
う
な
と
き
に
仕
事
を
す
る
と
こ
の
よ
う
に 

い
わ
れ
る)

。

〇
夕
焼
け
に
鎌
を
と
げ(

夕
焼
け
は
天
気
に
な
る
し
る
し)

。

〇

夫
婦
げ
ん
か
は
犬
も
く
わ
な
い
。

〇

秋
風
と
夫
婦
げ
ん
か
は
、
日
が
入
り
ゃ
や
む
。

〇

悪
妻
は
六
十
年
の
不
作
。

〇

朝
寝
坊
の
よ
う
っ
ぱ
り

〇

朝
酒
は
か
か
あ
質
に
お
い
て
も
の
め(

朝
酒
は
早
く
ま
わ
る
。
安
あ
が
り
で
あ 

る
と
い
う
こ
と)

。

〇
風
と
お
客
は
日
暮
に
ゃ
と
ま
る
。

〇
あ
さ
ひ
や
け
は
そ
の
日
の
洪
水(

朝
焼
け
の
と
き
に
は
、
晩
方
雨
が
降
る)

。
 

〇
後
家
と
す
ぐ
じ
は
誰
が
し
て
も
よ
い
。

〇
米
の
飯
と
女
の
肌
は
白
い
ほ
ど
よ
い
。

〇
居
候
置
い
て
あ
わ
ず
、
居
て
あ
わ
ず
。

〇
酒
飲
み
は
半
人
足
。

〇
里
ば
ら
七
日(

嫁
が
里
へ
帰
っ
て
、
沢
山
食
べ
て
く
る
こ
と
。
嫁
は
嫁
ぎ
先
で 

は
、
釜
ざ
ら
い
ば
か
り
食
べ
て
い
て
へ
さ
ん
ざ
く
え
な
い
と
い
う)

。

〇
三
人
寄
れ
ば
文
珠
の
知
恵

.
〇
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
。

〇
地
震
雷
火
事
お
や
じ(

お
そ
ろ
し
い
こ
と
の
た
と
え)

。
 

〇
自
分
の
ぼ
ん
の
く
ど
は
見
え
な
い(

う
し
ろ
に
は
目
が
な
い
と
も
い
う
。
自
分 

の
ぼ
ん
の
く
ど
の
見
え
な
い
や
つ
と
い
う
が
、
そ
れ
は
、
自
分
の
わ
か
ら
な
い
こ 

と
、
自
分
を
見
る
目
の
な
い
こ
と
の
た
と
え)

〇

〇

姑
の
あ
と
は
嫁
が
つ
ぐ(

嫁
は
そ
の
家
庭
に
そ
ま
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と)

。
 

〇
似
た
も
の
夫
婦
。

〇

重
箱
の
隅
を
楊
子
で
ほ
じ
る(

こ
ま
か
い
人
の
た
と
え)

。

〇
正
直
な
者
が
馬
鹿
を
み
る
。

〇
正
直
の
頭
に
神
や
ど
る
。

〇

正
直
は
一
生
の
宝
。

〇
上
手
の
手
か
ら
水
か
も
れ
る
。

〇
能
あ
る
た
か
は
爪
を
か
く
す
。

〇
鈍
す
り
ゃ
貧
す
る
。

〇
陽
気
八
月
子
三
人(

こ
の
場
合
の
八
月
は
旧
暦
の
こ
と
。

こ
う
い
う
状
態
が
い 

ち
ば
ん
い
い
こ
と)

。



〇
嫁
は
台
所
か
ら
も
ら
え

〇
こ
ぬ
か
三
升
も
っ
た
ら
む
こ
に
で
る
な

〇
大
類
へ
嫁
に
行
く
か
、
は
だ
か
で
ば
ら
し
ょ
う
か

〇
後
閑
朝
倉
女
の
よ
ば
い
、
男
後
生
楽
ね
て
ま
ち
ろ

〇
上
州
名
物
、
か
か
あ
天
下
に
か
ら
っ
風

〇
上
州
名
物
み
そ
ぬ
り
ま
ん
じ
ゅ
う
に
、
屋
根
の
石

〇
イ
モ
は
か
げ
の
俵(

イ
モ
は
、
米
の
か
わ
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
は
ら
の
た 

し
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
む
か
し
、
米
見
の
役
人
が
来
た
と
き
に
、
イ
モ
は
俵
に 

数
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う)

〇
十
日
夜
は
大
根
の
と
し
と
り

〇
入
梅
は
梅
の
と
し
と
り

〇

十
五
夜
に
く
も
り
あ
れ
ど
も
、
十
三
夜
に
く
も
り
な
し(

十
三
夜
に
く
も
れ
ば
、
 

ム
ギ
は
と
れ
な
い
と
い
う)

〇
師
走
女
に
盆
坊
主(

こ
れ
は
、
忙
し
い
こ
と
の
た
と
え
で
あ
る
。
と
く
に
十
二 

月
は
、
正
月
の
準
備
で
、
女
の
人
は
忙
し
い
と
い
っ
た
。)

〇
死
な
ば
十
月
な
か
十
日(

こ
の
頃
は
陽
気
が
い
い
し
、
農
作
業
も
一
息
つ
く
し
、
 

い
い
時
期
だ
と
い
う
。

こ
の
時
期
に
な
く
な
っ
た
人
の
こ
と
は
、
ご
せ
い
に
ん
だ 

と
ぃ
う)

〇
親
の
わ
か
れ
は
し
て
も
、
の(

の
う)

の
わ
か
れ
は
す
る
な(

田
植
の
と
き
は
、
 

親
が
死
ん
で
も
、
仕
事
は
休
む
な
と
い
う
こ
と
。)

〇 

一
見
葬
礼
火
事
見
舞
、
そ
の
ほ
か
ち
ょ
い
ち
ょ
い
ふ
だ
ん
ぎ(

着
物
を
あ
ま
り 

も
っ
て
い
な
い
人
の
こ
と
を
い
う)
(

京
目)

〇
秋
な
す
は
嫁
に
く
わ
せ
る
な(

秋
な
す
は
味
が
よ
い
か
ら
だ
と
い
う
。)

〇
う
だ 

つ
が
あ
が
ら
な
い(

身
上
な
ど
あ
ま
り
ぱ
っ
と
し
な
い
人
の
こ
と
を
い 

う
。)

〇
な
え
半
作(

稲
の
よ
し
あ
し
は
、
苗
で
き
ま
る
と
い
う
こ
と)

〇 
土
用
布
子
に
寒
帷
子(

な
ん
で
も
ほ
し
か
る
人
の
こ
と
、
欲
の
深
い
人
の
こ
と) 

〇
も
ら
う
も
ん
な
ら
正
月
の
と
も
ら
い
で
も
い
い(

欲
の
深
い
人
の
こ
と)(

島
野)

〇 

ー
ツ
谷
に
過
ぎ
た
る
も
の
は
、
三
段
ノ
ボ
リ(

オ
ク
マ
ン
様
の
ノ
ボ
リ)

と
二 

夜

様
(

二
十
二
夜
様)

だ
と
い
う
。(

ー

ッ
谷)

〇 

ー
ッ
谷
は
向
き
が
悪
い
。(

南
を
向
い
て
い
な
い
。)

西
島
は
家
が
悪
い
。
新
保 

は
橋
が
悪
い
。
江
木
は
人
が
悪
い
。(

ー
ッ
谷)

〇
大
類
の
七
ま
が
り
と
い
っ
て
、
旧
道
は
七
つ
ま
が
っ
て
い
た
。(

ー
ッ
谷) 

〇

八
丁
〆
の
外
へ
出
た
ら
生
意
気
い
え
な
い
。

〇
七
ッ
泣
き
泣
き
ハ
ン
ド
り(

田
植
の
ハ
ナ
ド
り)
(

矢
島)

〇

慣

用

句

〇

「
ぼ
ん
の
ぼ
た
も
ち
、
し
ん
か
ら
米
だ
」

〇

「
ぼ
ん
の
ぼ
た
も
ち
、
嫁
と
し
ゅ
う
と
の
仲
な
お
り
」•..

こ
の
頃
は
、
あ
つ
い 

の
で
ぼ
た
も
ち
が
す
え
や
す
い
。
そ
の
た
め
に
姑
が
嫁
に
ぼ
た
も
ち
を
く
え
く
え 

と
い
う
の
で
、
ふ
だ
ん
仲
の
わ
る
い
ょ
め
と
し
ゅ
う
と
も
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
、
 

仲
ょ
く
な
る
と
い
う
こ
と
。(

島

野•

ー
 

ツ
谷)

〇
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
い
う
と
、
「
お
つ
け
で
顔
を
洗
っ
て
こ
い
」
と
い
わ
れ
た
。

(

島
野)

〇

「
長
話
は
お
庚
申
様
の
晚
に
し
ろ
」
と
い
う
。

庚
申
様
の
晩
に
は
、

一
晩
中
、
し
ゃ
べ
っ
た
り
、
食
べ
た
り
し
て
、
夜
を
あ
か 

し
た
。(

京
目)

〇
い
そ
が
し
い
と
き
に
長
話
を
し
て
い
る
と
、
あ
の
人
は
、
盆
も
正
月
も
知
ら
な 

い
と
い
わ
れ
た
。(

島
野)

〇
あ
っ
と
い
っ
た
の
が
、
命
の
し
ま
い
。

〇
ば
ち
は
、
太
鼓
の
真
中
ば
っ
か
り
に
当
ら
な
い
。

〇
川
に
、
ふ
た
は
ね
え
ぞ
。

〇
話
に
も
り
か
え
な
し
。

〇
あ
い
は
こ
う
や(

紺
屋)

の
使
い
も
の
。

〇
う
ん
と
ま
た
い
で
、
く
そ
を
ひ
れ
。

〇
だ
ま
っ
て
だ
ん
す
け
。(

下
滝)



㈢

謎

〇
畠
で
鼻
た
ら
し
て
い
る
も
の
な
一
に 

綿
(

下
滝)

五
、
方 

言

か
が
や
く 

あ
っ
ち
こ
っ
ち
さ
が
す
よ
う
な
こ
と
を
い
う
。

こ
れ
は
、
き
ま
っ 

た
仕
事
で
な
い
と
き
に
い
う
。

あ
て
も
な
く
さ
ま
よ
う
よ
う
な
場
合
に
い
っ
た
。

な
に
か
、
さ
が
す
と
き
に
、
た
し
か
こ
こ
に
あ
る
は
ず
だ
と
思
っ
て
さ
が
す
と. 

き
に
、
か
が
や
く
と
い
う
。

お
や
け
し
い 

「
お
や
け
し
い
よ
う
だ
」
と
か
、
「
お
や
け
し
か
っ
た
の
う
」
と 

い
っ
た
り
す
る
。

こ
れ
は
、
せ
い
せ
い
し
た
と
か
、
き
ま
り
が
つ
い
た
と
い
う
こ
と
。

う
ば
す
て
山 

六
十
才
に
な
る
と
、
「、っ
ば
す
て
山
た
。
そ
ん
な
に
か
つ
か
つ
し 

な
く
と
も
い
い
や
」
と
い
う
。(

京
目)

ひ
め
こ
か
た
の
な
い
か
い
こ
の
こ
と
。

あ
と
し
や
り
す
る 

ね
こ
の
か
ん
ぶ
く
ろ
と
い
う
。

ね
こ
に
袋
を
か
ぶ
せ
る
と
、
あ
と
っ
ち
や
り
を
す
る
の
で
こ
う
い
っ
た
。
身
上 

が
さ
が
る
人
の
こ
と
を
い
っ
た
も
の
。(

島
野)

ベ
ン
ケ
イ
・
ヨ
シ
ツ
ネ•

ク
マ
ガ
イ 

か
ぶ
と
虫
の
よ
び
名
。

シ
ラ
ジ
ム
シ.

ヘ
ッ
コ
バ
ッ
コ
あ
り
じ
ご
く
。

ギ
ス 

き
り
ぎ
り
す
、
竿
に
味
噌
を
つ
け
て
つ
る
。
井
野
川
向
う
に
は
ギ
ス
が 

い
る
。
堀
込
の
方
に
は
い
た
が
、
こ
っ
ち
は
天
領
だ
か
ら
い
な
い
。

ヤ
ン
ブ
シ
大
き
い
源
氏
ぼ
た
る
。

コ
ゥ
ロ
ギ 

「
か
た
さ
せ
、
す
そ
さ
せ
、
ま
ん
じ
ゅ
や
の
け
つ
さ
せ
」
と
鳴
い• 

た
。オ

テ
ラ
ノ
サ
ラ
バ 

真
黒
い
大
き
な
蝶
。
柑
橘
類
に
卵
を
産
み
つ
け
る
。

才
—
グ
マ
ン
す
ず
め
ば
ち
。

ハ
ギ
ム
シ 

体
全
体
が
と
げ
で
、
青
い
。
刺
さ
れ
る
と
蜂
ょ
り
痛
い
。
萩
に
一 

番
い
る
。
後
ま
で
し
び
れ
る
。

ツ
チ
グ
モ 

木
の
根
の
と
こ
ろ
に
巣
を
作
っ
て
い
る
。
と
っ
て
ひ
ば
り
の
餌
に 

す
る
。
「
ッ
チ
グ
モ
ッ
チ
グ
モ
、
下
が
火
事
だ
か
ら
上
あ
が
れ
」
と
い
う
。(

下
滝) 

カ
マ
ギ
ッ
チ
ョ 

ト
カ
ゲ
は
全
身
が
あ
ざ
や
か
で
美
し
い
が
、
土
色
を
し
た
卜 

カ
ゲ
を
カ
マ
ギ
ッ
チ
ョ
と
い
い
、
ト
カ
ゲ
と
カ
マ
ギ
ッ
チ
ョ
と
分
け
て
い
る
。
 

ヘ
エ
ト
リ
バ
バ
ア
カ
マ
キ
り
の
こ
と
。(

八
幡
原)

か
ま
き
り
の
こ
と
。
蠅
取
り
婆
あ
さ
ん
と
い
う
意
味
。(

宿
横
手)

ハ
チ
ッ
ピ
ラ
キ 

も
の
も
ら
い
の
こ
と
。(

八
幡
原)

ア
グ
ガ
ヒ
ア
ガ
ル 

金
が
一
銭
も
な
く
、
め
し
が
食
え
な
く
な
っ
た
こ
と
を
「
ア 

グ
が
ひ
や
が
っ
た
」
と
い
う
。(

八
幡
原)



郷

土

芸

能

一
、
獅

子

舞

㈠

下

滝

の

獅

子

舞
(

旧
滝
川
村)

系

統

一

人

立

。
稲
荷
流

由
来 

藤
岡
市
大
塚
の
獅
子
組
か
ら
伝
え
ら
れ
た
。
每
年
春
三
月
十
五
日
と
秋 

の
九
月
九
日
の
祭
礼
に
奉
納
し
て
き
た
。
終
戦
後
天
田
徳
七
さ
ん
の
努
力
で
再
興 

さ
れ
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
昭
和
五
十
年
に
舞
っ
た
あ
と
や
っ
て
い
な
い
。

カ
シ
ラ 

雄
獅
子
の
カ
シ
ラ
に
当
る
二
個
を
「
ホ
ウ
ガ
ン
」
と
い
い
、
雌
獅
子
に 

当
る
も
の
を
「中
獅
子
」
と
称
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
ウ
ル
シ
塗
り
で
あ
る
。
ホ 

ウ
ガ
ン
は
角
を
二
本
立
て
黒
ウ
ル
シ
塗
、
中
獅
子
は
朱
塗
り
で
あ
る
。

い
ず
れ
も 

頭
上
に
ニ
ウ
ト
り
の
羽
を
さ
し
、
ト
ブ
サ
は
紅
い
布
を
用
い
て
い
る
。
ホ
ウ
ガ
ン 

は
高
さ
一
六•

六
セ
ン
チ
、
奥
行
き
二
五
ニ
ニ
セ
ン
チ
、
中
獅
子
は
一
五•

三
セ 

ン
チ
と
二
四•

五
セ
ン
チ
で
あ
る
。

構
成 

カ
ン
カ
チ(

お
か
め
の
面)

一
人
、
ホ
ラ
貝
一
人
、
棒
使
い
四
人
、
太 

刀
一
人
、
花
笠
二
人
。

曲
目 

ぼ
か
し
、
ま
り
掛
り
、
道
ゆ
き
、
大
門
掛
り
、
沢
入
り
、
太
刀
掛
り
、
 

花
吸
い
、
綱
切
り
、
橋
掛
り
、
雌
獅
子
隠
し
。

実
演
道
ゆ
き
で
天
田
荘
氏
の
家
に
ゆ
き
そ
の
庭
で
舞
い
、

つ
ぎ
に
区
長
の
家 

へ
ゆ
き
、
あ
と
希
望
し
た
家
へ
ゆ
き
舞
ぅ
。
赤
城
神
社
の
境
内
と
、
寺
の
境
内
で 

や
る
。

持
物 

腰
太
鼓
は
桶
胴
で
、
直
径
二
七•

ー
セ
ン
チ
、
高
さ
二
四•

五
セ
ン
チ
。

撥
は
二
三•

五
セ
ン
チ
、
カ
ン
カ
チ
は
朱
房
が 
つ
い
て
お
り
、
二
三
セ
ン
チ
あ
る
。
 

棒
使
い
の
棒
は
一
八
ニ
セ
ン
チ
ニ
本
、

ー
ニ
七
セ
ン
チ
ー
本
、
本
太
刀
一
〇
一. 

五
セ
ン
チ
ー
本
で
あ
る
。
褒
め
唄
は
下
滝
の
井
田
政
男
さ
ん
が
伝
承
し
て
い
る
。
 

㈡

萩

原

の

獅

子

舞
(

旧
京
ケ
島
村)

系

統

一

人

立

。

由
来 

川
端
林
次
郎
氏
所
蔵
の
『
文
化
十
四
年
丑
八
月
吉
日
、
獅
子
舞
仕
立
奉 

加
寄
帳
』
に
ょ
る
と
、
萩
原
村
鎮
守
の
両
八
幡
宮
、
牛
頭
天
王
宮
祭
祀
の
た
め
に
、
 

獅
子
舞
を
奉
納
し
た
い
と
、
村
中
協
議
の
上
高
崎
藩
役
所
御
知
行
所
へ
伺
っ
た
と 

こ
ろ
許
可
に
な
り
、
文
化
十
四
年
八
月
十
五
日
に
獅
子
一
切
が
完
成
し
た
。
そ
こ 

で
は
じ
め
て
獅
子
舞
を
実
施
し
た
。
そ
し
て
両
八
幡
宮
、
天
王
の
宮
、
別
当
所
徳 

蔵
寺
、
御
料
、
私
領
の
村
役
人
の
と
こ
ろ
残
ら
ず
舞
い
納
め
た
。
但
し
、
村
役
人 

で
も
退
役
し
た
家
は
除
き
、
そ
の
後
任
の
家
で
舞
っ
た
。
祭
礼
当
日
に
限
ら
ず
、
 

目
立
つ
服
装
は
決
し
て
し
な
い
。
ま
た
大
酒
、
口
論
な
ど
互
い
に
慎
ん
で
や
る
こ 

と
を
申
合
せ
た
。
以
上
議
定
証
文
一
札
を
定
め
た
も
の
を
藩
と
大
名
領
の
役
所
に 

呈
出
し
た
。

い
ま
そ
の
原
文
を
掲
げ
る
。

儀
(

議)

定
証
文
一
札
之
事

一
、
当
村
鎮
守
両
八
幡
宮
、
牛
頭
天
王
宮
為
祭
礼
獅
子
舞
二
て
祭
度
旨
村
中
一
同 

相
談
之
上
高
崎
御
役
所
御
知
所
御
役
所
御
窺
之
上
御
聞
済
被
下
置
、
当
子
十
月 

十
五
日
出
来
致
候
事
相
違
無
御
座
候
。
然
ル
上
ハ
祭
礼
当
日
獅
子
舞
納
候
場
所 

両
八
幡
、
天
王
宮
并
別
当
所
徳
蔵
寺
、
御
料
、
私
領
村
役
人
不
残
舞
納
可
申
候
。
 

且
(

但)

し
村
役
人
之
内
致
退
役
方
ハ
是
又
相
除
可
申
事
。
勿
論
後
役
勤
候
方 

二
而
舞
納
可
申
候
。
尚
亦
祭
礼
当
日
何
二
不
限
見
立
候
衣
服
杯
決
て
着
用
致
間



下滝の獅子舞の棒使い

(萩原進撮影)

萩原の獅子舞組の人々

(萩原進撮影)

萩原の獅子舞、創始の古記録

(萩原進撮影)

下滝の獅子頭

(萩原進撮影)

下滝の獅子頭と腰太鼓

(萩原進撮影)



萩原の獅子舞記録の一部

(萩原進撮影)

萩原の獅子頭(前獅子)

(萩原進撮影)

萩原の獅子頭(後獅子)

(萩原進撮影)

萩原の獅子頭(ホウガン)

(萩原進撮影)

敷
事
二
候
。
都
て
大
酒

論
等
相 

互
二
嗜
可
申
候
。
如
斯
相
極
申
上 

は
相
背
申
間
敷
候
。
為
取
極I

札 

依
て
如
件
。

文
化
十
四
丑
八
月
日

歳
行
司

多 

蔵

勇 

士ロ 

十

兵

衛
 

惣
若
者
中 

御
.
知

所御
役
人
様

私 

領御
役
人
様

こ
の
ほ
か
獅
子
舞
に
つ
い
て
の
申 

合
せ
事
項
を
議
定
書
と
し
て
遺
し
て 

い
る
。儀

(

議)

I

札
之
事

一
、
祭
礼
当
日
獅
子
舞
初
之
義
は
別 

当
所
ょ
り
舞
初
譬
当
年
此
之
廻
り 

候
ハ

、
翌
歳
は
南
之
相
廻
り
、
次 

第
不
同
、
口
論
無
之
様
可
致
候
。
 

八
月
十
五
日
之
義
は
検
段(

断) 

の
御
方
御
出
役
有
之
候
ハ
、
其
時 

之
宜
敷
二
可
致
候
。
其
後
二
当
り 

た
り
不
足
之
義
申
間
敷
候
。
為
後 

日
如
此
二
御
座
候
。
以
上

獅
子
仕
立
世
話,



月 

日 

権

之

丞

多 

蔵

勇 

士ロ

権
左
衛
門

久

兵

衛

十 

衛 

武

兵

衛

取
究
儀
定
書
事

一
、
御
公
儀
様
ょ
り
被
仰
出
候
御
法
度
之
義
は
不
及
申
、
若
居
者
一
同
取
究
ヶ
条 

急
度
相
守
可
申
候
事

一
、
天
王
宮
、
八
幡
宮
祭
礼
当
日
若
居
者
一
同
禁
盃
之
事

一
、
例
年
之
通
有
来
候
祭
礼
仕
候
二
付
こ
し
や
ら
之
筋
申
出
候
も
の
有
之
候
得
共 

取
究
之
通
り
祭
礼
可
仕
事

一
、
獅
子
舞
之
義
は
六
月
十
五
日
御
輿
之
供
奉
仕
候
節
、
村
役
人
門
前
に
て
舞
可 

ヨーn
t
h

一
、
祭
礼
当
日
村
中
氏
子
不
残
罷
出
獅
子
舞
仕
候
節
急
度
相
つ(

と)

め
可
申
候 

様
、
若
又
何
ヶ
様
悪
敷
者
出
来
候
様
も
難
所
、
獅
子
舞
納
候
迄
ハ
供
奉
い
た
す 

へ
し

一
、
獅
子
舞
納
候
節
別
当
所
二
て
獅
子
受
取
之
事
、
獅
子
道
具
御
輿
番
の
若
者
翌 

年
御
輿
番
組
合
若
居
者
罷
出
、
別
当
所
二
て
急
度
受
取
渡
シ
仕
置
候
。
若
ふ
ん 

ち
(

し)

つ
の
し
な
有
之
候
ハ
、
直
又
改
出
し
、
品
々
帼
之
通
預
り
置
へ
く
者 

也
右
之
通
ヶ
条
を
以
取
究
候
上
ハ
、
何
ヶ
様
之
六
ヶ
敷
義
出
来
候
得
共
、
祭
礼
目
出 

度
相
す
む
様
可
仕
候
事
。
若
ヶ
条
之
義
相
背
候
も
の
有
之
候
ハ
、
村
中
一
同
相
談 

之
上
宜
敷
様
二
仕
へ
く
者
也

文
化
十
四
丑
八
月
吉
日 

年
行
事多 

蔵

勇 

吉

村
中
惣
若
居
者

一
、
時
々
取
締
り
ケ
条
出
来
候
ハ
、
帳
面
二
写
置
、
祭
礼
帳
面
不
残
行
司
急
度
渡 

へXX

候
。
以
上

こ
の
次
に
、
『獅
子
仕
立
奉
加
写
の
帳
』
が
あ
る
。
毎
戸
か
ら
獅
子
舞
一
式
を
整 

え
る
た
め
の
醵
出
し
た
費
用
明
細
書
が
あ
る
。
あ
る
者
は
米
や
麦
で
、
あ
る
者
は 

現
金
で
出
し
て
い
る
。
そ
の
支
出
の
部
を
み
る
と

一
、
金
弐
両
春
分 

獅
子
頭

一
、
銀
三
十
三
匁 

ほ
か
ん

一
、
金
弐
分
也 

太
鼓
三
つ

一
、
金
弐
分
弐
朱
六
百
文
下
滝
村
御
若
衆
様
六
人
月
礼

一
、
銀
拾
三
匁 

志
論
布
弐
反

一
、
九
百
文 

た
ち
つ
け
仕
立
賃

一
、
四
百
文 

同
、
染
代

一
、
金
弐
朱
也 

福
寿
院
延
紙
八
百
枚
札

一
、
銀
三
匆
三
分 

花
笠
水
引
三
尺

以
下
酒
代
、
肴
代
、
ろ
ぅ
そ
く
、
白
米
、
草
履
、
足
袋
ー
ー
足
、
醬
油
、
そ
ぅ
め 

ん
、
針
、
麻
、
赤
ね
黒
、
祭
入
用
で
合
計
で
六
両
弐
分
と
七
百
弐
拾
文
と
な
っ
て 

い
る
。

こ
の
資
料
は
、
獅
子
舞
関
係
の
文
書
と
し
て
は
他
に
あ
ま
り
遺
さ
れ
て
い 

な
い
点
で
貴
重
で
あ
る
。

系

統

一

人

立

。

カ
シ
ラ 

桐
材
で
作
る
。
ホ
ウ
ガ
ン
の
前
獅
子
と
後
獅
子
は
巾
ニ
ー 
•

五
セ
ン 

チ
、
奥
行
二
八•

ー
セ
ン
チ
、
高
さ
一
九•

ニ
セ
ン
チ
で
黒
ウ
ル
シ
塗
り
で
頭
上 

に
鳥
の
羽
を
さ
す
。
頭
に
二
本
の
角
が
あ
り
、
前
獅
子
は
平
滑
で
あ
る
が
後
獅
子 

は
ね
じ
り
棒
型
で
あ
る
。
雌
獅
子
は
巾
二
〇•

八
セ
ン
チ
、
奥
行
二
八
ニ
ニ
セ
ン 

チ
、
朱
塗
り
で
あ
る
。
双
方
と
も
塗
は
古
い
ま
ま
で
最
近
特
に
彩
色
し
て
い
な
い
。
 

雌
獅
子
は
角
の
代
り
に
宝
珠
を
載
せ
て
い
る
。

曲
目 

大
門
が
か
り
、
.'
新

切
(

上
の
切
、
中
の
切
、
下
の
切
と
分
か
れ
る)

、
花 

吸

い(

上
•

中
.

下
の
切)

、
三
拍
子(

同
前)

、
ま

り(

同
前)

、
梵

天
(

同
前)

、



橋
渡
り
、
沢
入
り
、
剣
の
舞
、

一
重
、
綱
切
り
、
雌
獅
子
隠
し
、
社
前
切
、
道
下 

り
と
な
っ
て
い
る
。

腰
太
鼓
は
桶
胴
で
直
径
二
六
セ
ン
チ
、
高
さ
ニ
ニ
セ
ン
チ
あ
り
、
雌
獅
子
の
腰 

太
鼓
の
帯
は
赤
色
を
用
い
る
。
太
鼓
の
皮
は
左
三
つ
巴
が
描
か
れ
て
い
る
。

上
演
月
日
毎
年
三
月
十
五
日
と
十
月
十
五
日
の
八
幡
神
社
の
祭
礼
に
や
っ
た
が 

現
在
は
休
ん
で
い
る
。

獅
子
唄 

沢
入
り
の
剣
の
舞
と
雌
獅
子
隠
し
に
獅
子
歌
が
あ
る
の
で
、

つ
ぎ
に 

そ
れ
を
掲
げ
て
お
く
。

獅
子
共
よ
い
か
に
女
雌
獅
子
が
恋
し
く
と
も
、
よ
ら
れ
わ
れ
ら
に
剣
か
そ
ぅ 

よ
、
剣
か
そ
ぅ
よ

獅
子
共
よ
い
か
に
剣
が
恋
し
く
も
、
よ
ら
れ
て
返
し
て
遊
ば
せ
獅
子
共
、
遊

ば
せ
獅
子
共(

以
上
沢
入
の
剣
の
舞)

朝
霧
に
女
獅
子
を
隠
さ
れ
た
よ
、
か
く
さ
れ
た
よ

霧
に
女
獅
子
を
隠
さ
れ
て
、
心
な
ら
ず
に
来
る
獅
子
か
な
、
来
る
獅
子
か
な 

男
獅
子
こ
そ
恋
路
の
道
に
憧
れ
て
、
沢
を
登
る
恋
の
唄
よ
み
、
恋
の
唄
よ
み 

笛
吹
き
の
匂
い
袋
の
緒
が
切
れ
て
、
し
や
こ
が
こ
ば
れ
て
匂
い
ら
む
し
や
、
 

匂
い
ら
む
し
や

真
事
に
宿
世
の
神
な
れ
ば
、
女
獅
子
男
獅
子
を
結
び
合
わ
せ
ろ
、
結
び
合
わ 

せ
ろ

天
竺
天
の
あ
い
染
め
川
原
の
端
に
こ
そ
、
宿
世
の
結
び
の
神
の
た
た
り
か
、
 

神
の
た
た
り
か

南
無
薬
師
思
い
し
妻
に
合
わ
せ
て
た
も
れ
、
錦
の
み
と
帳
か
け
て
ま
い
ら 

し
よ
、
か
け
ま
い
ら
し
よ

薬
師
の
御
夢
想
は
や
め
て
候
、
あ
ら
花
が
く
れ
に
見
ゆ
る
嬉
し
や
、
見
ゆ
る 

嬉
し
や

奥
山
の
松
に
か
ら
ま
る
蔦
草
は
、
緣
が
切
れ
れ
ば
ほ
ろ
り
ほ
ぐ
れ
る
、
ほ
ろ 

り
ほ
ぐ
れ
る

太
鼓
の
胴
を
き
り
り
と
締
め
て
、
さ
さ
ら
を
さ
ら
り
と
す
り
が
お
さ
め
た

す
り
か
お
さ
め
た

天
神
林
の
梅
の
木
に
、
蕾
さ
か
り
の
き
よ
く
の
葉
そ
は
し
よ
、
き
よ
く
の
葉 

そ
は
し
よ

わ
れ
わ
れ
は
大
山
育
ち
の
者
な
れ
ば
、
お
山
で
は
や
る
天
狗
拍
子
や
ろ
、
天 

狗
拍
子
や
ろ

わ
れ
わ
れ
は
大
山
育
ち
の
者
な
れ
ば

あ
や
拍
子
や
ろ
、
あ
や
拍
子
や
ろ

さ
さ
ら
の
神
は
文
殊
に
ご
ざ
る
、
文
殊
の
お
好
き
の
獅
子
拍
子
や
ろ
、
獅
子 

拍
子
や
ろ

さ
さ
ら
の
神
は
文
殊
に
ご
ざ
る
、
文
殊
の
お
好
き
の
三
拍
子
や
ろ
、
三
拍
子 

や
ろ

京
か
ら
下
り
の
唐
絵
の
屛
風
、
ひ
と
え
に
さ
ら
り
と
引
き
や
お
ぅ
せ
た
、
引 

き
や
お
ぅ
せ
た

曲
目
に
は
い
わ
ゆ
る
興
舞
の
も
の
が
多
く
、
一
つ
一
つ
が
劇
風
に
な
っ
て
い
て
、
 

神
事
舞
は
一
重
振
り
込
み
、
新
切
り
、
道
下
り
、
仕
舞
切
り
で
、
他
は
物
語
を
テ
ー 

マ
と
し
た
興
舞
に
属
し
て
い
る
。

現
在
の
座
員

渡

辺

善

作
(

83) 

田
口 

太

治
(

81) 

土

田

寅

吉
(

75) 

江
黒
実
太
郎(

70) 

江
黒
精
一 
(

70) 

八

木

竹

雄
(

68) 

八

木

精

寿
(

67) 

松

本

太

郎
(

64) 

井

田

三

郎
(

63)

二
、
神 

楽

八
幡
原
の
神
楽

系

統

里
神
楽
。

由
来
藤
岡
市
立
石
の
神
楽
か
ら
伝
授
さ
れ
た
。
大
正
十
三
年
頃
と
い
、っ
。
そ 

れ
ま
で
は
八
幡
神
社
の
祭
日
に
他
所
か
ら
き
て
神
楽
を
や
っ
た
。
現
在
公
民
館
に



櫃
に
収
め
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
全
部
青
年
団
の
手
で
上
演
さ
れ
て
き
た
こ
と
が 

記
録
で
わ
か
る
。
大
正
十
五
年
二
月
二
日
に
は
二
十
四
名
で
や
っ
て
い
る
。
昭
和 

九
年
四
月
十
五
日
に
玉
村
八
幡
宮
祭
典
の
際
の
舞
子
連
名
簿
も
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
 

昭
和
六
年
十
月
九
日
、
同
十
一
月
二
日(

陸
軍
岩
鼻
火
薬
製
造
所)

、
十
一
月
六
日 

と
連
続
し
て
や
っ
て
い
る
。
昭
和
七
年
四
月
十
五
日
、
同
八
年
三
月
十
五
日
二
十 

六
名
で
や
っ
た
記
録
も
あ
る
。

面
の
種
類
と
数 

狐
(

二
面)

、
天
狗
、
天
手
力
雄
命(

二
面)

、
天
鈿
女
命(

三 

面)

、
お
か
め
、
ひ
ょ
っ
と
こ
、
エ
ビ
ス
、
白
髪
面
、
八
幡
大
神
面
、
思
兼
命
、
大 

山
祗
命
、
白
式
尉
、
黒
式
尉
な
ど
一
九
面
あ
る
。
材
質
は
桐
材
を
用
い
て
い
る
。
 

特
に
翁
の
面
は
高
さ
一
九.

九
セ
ン
チ
ン
チ
、
巾
一
五.

ニ
セ
ン
チ
、
厚
さ
一. 

ー
セ
ン
チ
の
キ
リ
材
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
さ
ご
ま
い
」(

撒
米)

の
舞
の
と
き
に
用
い
る
と
い
う
。
ま
た
五
人
舞
の
と
き
に
用
い
る
こ
と
も
あ
る
と 

い
う
。
撒
米
の
舞
は
儀
式
舞
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
式
三
番
が
形
を
変
え
て
混
入 

し
た
と
思
わ
れ
、
貴
重
で
あ
る
。

道
具
の
包
み
紙
に
「御
冠
、
鳥
帽
子
、
翠
簾
、
錦
旗
、
神
楽
面
、
楽
器
、
神
祭 

具
一
式
調
進
所
、
東
京
神
田
区
淡
路
町
弐
丁
目
二
番
地
、
御
装
束
師
増
田
英
治
」 

と
あ
り
、
神
田
で
購
入
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
衣
装
は
地
元
の
婦
人
会
が
縫
っ
た 

そ
う
で
あ
る
。

座
の
構
成
と
曲
目 

二
十
三
座
あ
り
、
昔
は
全
部
や
れ
た
が
今
は
七
〜
八
座
と 

な
り
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
や
れ
な
く
な
っ
た
。
神
楽
組
合
長
は
鈴
木
勝
雄
氏
、
笛 

松
本
武
夫(

60)

、
鈴
木

勝

雄(

55)

、
太
鼓
萩
原
徳
治
、
〆
太
鼓
は
原
田
青
弥
の 

皆
さ
ん
が
や
れ
る
。

八幡原神楽面

(萩原進撮影)

神 楽 殿(若宮八幡境内)(八幡原)

(板橋春夫 撮影)

八幡神楽の翁の面

(萩原進撮影)



神
楽
殿
の
天
井
に
は
、
し
め 

繩
を
四
角
に
張
り
、
さ
ら
に
対 

角
線
二
本
張
つ
た
も
の
に
、
そ 

れ
ぞ
れ
四
垂
を
つ
け
る
が
、
周 

囲
は
白
の
四
垂
を
、
対
角
線
に 

は
赤
、
青
、
黒
、
黄
の
色
紙
の 

四
垂
を
か
ざ
る
。
舞
の
場
を
神 

聖
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ 

る
。
な
お
こ
の
神
楽
の
装
束
で 

特
長
的
な
こ
と
は
、
舞
人
が
そ 

れ
ぞ
れ
頭
に
長
い
毛
で
で
き
た 

か
ぶ
り
物
の
カ
ツ
ラ
を
つ
け
る 

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
能
な
ど 

に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
シ
ャ
グ 

マ
と
似
た
も
の
と
み
れ
ば
ょ

い
。
色
は
黒
と
赤
と
あ
る
。

こ
の
長
い
毛
の
カ
ツ
ラ
を
垂
ら
し
、
面
を
つ
け
て
舞 

ぅ
が
、
こ
の
装
束
は
他
に
あ
ま
り
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。

な
お
道
具
目
録
を
み
る
と
、
面
一
九
面
の
ほ
か
に
、
衣
裳
と
道
具
と
し
て
つ
ぎ 

の
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
。

天
狗
衣
裳 

二
枚
五
行
人
衣
裳 

五
組 

姫
衣
裳 

二
組 

白
衣
裳 

一
組

白
下
着 

五
枚白

足
袋
手
甲
等

張
幕
と
中
締
一
組
大
太
鼓 

一

大
鼓
小
鼓 

各
一 

弓

矢
 

(

弓
一
矢
四)

鍬 

二
丁 

熊

手
 

一
丁

太
刀 

一
振 

白
鞘
刀 

二

鈴 

五
組 

笏 

一

御

鏡
 

一五
行
人
の
台
机 

一

扇 

一
 

桝 

一

冠

箱
 

二 

横

笛
 

六

柞 

二 

鬟

, 

六

大
長
持 

一
 

小
長
持 

一

神
社
総
代
の
内
一
人
が
責
任
者
と
し
て
、
こ
の
道
具
一
式
を
き
び
し
く
引
継
ぎ 

を
し
て
い
る
。

三
、
民 

謡

㈠

田

植

え

唄

下
滝
の
天
田
ミ
ト
さ
ん(

九
十
四
歳)

を
訪
ね
て
田
植
え
唄
を
採
集
し
た
。
明 

治
十
七
年
十
一
月
十
七
日
に
旧
京
ケ
島
村
の
柴
田
家
に
生
れ
、
下
滝
に
嫁
い
だ
人 

で
あ
っ
て
、
特
に
こ
の
ヤ
ア
ハ
ノ
系
統
が
好
き
で
今
で
も
覚
え
て
い
る
と
い
ぅ
。
 

こ
の
地
区
で
ヤ
ア
ハ
ノ
系
統
の
田
植
え
唄
が
採
集
で
き
た
こ
と
は
、
利
根
川
を
越

し
て-

一
月
に
も

た
こ
と
を
知
る 

J

と
が
で
き
た
。
 

夕
暮
れ
に
、
浜 

辺
を
ゆ
け
ば
ヤ 

ア
ハ
ノ
千_

鳴 

千
鳥
鳴
く
ま
た 

鳴
く
千
鳥
ヤ
ア 

ハ
ノ
声
く
ら
べ 

玉
村
の
、
女
郎

八幡神楽のカツラ

(萩原進撮影)

天田ミトさん

(萩原進撮影)



と
寝
て
ハ
ア
ヤ
ノ 

な
に
も
ろ
た

か
さ
と
ひ
ぜ
ん
と 

ヤ
ア
ハ
ノ
恋
の
文 

十
七
が
、
向
か
い 

で
招
く
ヤ
ア
ハ
ノ 

陽
が
長
い

わ
が
身
を
橋
に
し 

て
ヤ
ア
ハ
ノ
渡
ら 

し
よ
ぅ
の

十
七
が
、
柳
の
下

で
ヤ
ア
ハ
ノ
糸
を
よ
る

糸
を
よ
れ
ば
柳
が
色
で
ヤ
ア
ハ
ノ
よ
れ
か
か
る

哀
れ
さ
よ
、
八
百
屋
お
七
が
ヤ
ア
ハ
ノ
火
の
と
が
で

火
の
と
が
で
、
こ
が
ね
の
原
で
ヤ
ア
ハ
ノ
身
を
焼
か
れ

こ
の
ほ
か
に
も
多
く
の
歌
を
ぅ
た
つ
た
ら
し
い
が
、
こ
の
日
は
こ
れ
だ
け
採
集 

で
き
た
。(

下
滝)

ま
た
京
目
で
桜
井
寿
雄
さ
ん(

七
十
八
歳)

か
ら
も
田
植
ぇ
唄
が
聴
け
た
。
 

朝
露
は
、
む
す
め
の
裾
に
ヤ
ア
ハ
ノ
恋
や
ど
る

恋
宿
る
、
朝
陽
照
ら
さ
れ
て
ヤ
ア
ハ
ノ
泣
別
れ

今
日
の
日
の
、
時
打
つ
鐘
は
ヤ
ア
ハ
ノ
幾
つ
打
つ

幾
つ
打
つ
、
七
つ
も
八
つ
と
ヤ
ア
ハ
ノ
九
つ
も

夕
暮
れ
に
、
か
も
め
は
ど
こ
へ
ゆ
く
ヤ
ア
ハ
ノ
ど
こ
へ
ゆ
く

ね
ぐ
ら
を
さ
し
て
ヤ
ア 

ハ
ノ
暮
六
つ
よ

ま

た

「
お
さ
な
ぶ
り
の
唄
」
と
し
て

今
日
の
田
の
、
こ
と
な
く
す
ん
で
ヤ
ア
ハ
ノ

万
作
よ
、
万
作
ょ

こ
と
な
く
す
ん
で
ヤ
ア
ハ
ノ
お
さ
な
ぶ
り

を
う
た
っ
て
く
れ
た
。
二
十
歳
頃
ま
で
う
た
っ
た
と
い
う
。
高
崎
市
の
佐
野
で
お 

さ
な
ぶ
り(

田
植
え
の
終
っ
た
あ
と
の
宴
会)

の
と
き
に
覚
え
た
と
い
、っ
。(

京
目) 

上
島
名
の
関
敬
次
郎
さ
ん(

80) 

三
友
寛
十
さ
ん(

75) 

か
ら
も
田
植
え
唄
が 

き
か
れ
た
。

十
七
が
、
今
年
は
じ
め
て
田
を
植
え
て
、
し
か
も
そ
の
田
の
出
来
の
よ
さ
、

丈
が
七
尺
穂
が
五
尺

夕
暮
れ
に
、
浜
辺
を
ゆ
け
ば
千
鳥
鳴
く
、
千
鳥
鳴
け
鳴
け
声
く
ら
べ(

合
の 

手
を
略
す)

い
ず
れ
も
、
人
の
う
た
う
の
を
き
い
て
覚
え
て
い
る
程
度
で
実
際
に
は
田
植
え 

に
歌
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
存
在
は
確
認
す
る
こ
と 

が
で
き
た
。(

下
島
名)

「
十
七
が
向
か
い
で
招
く
ヤ
ア
ノ
、
橋
が
な
い
。
橋
が
な
い
。
わ
が
身
を
橋
に 

し
て
渡
ら
せ
よ
う
。
」

歌
う
人
も
植
え
て
い
る
が
、
歌
の
調
子
が
早
い
の
で
、
二
人
分
ぐ
ら
い
能
率
が 

あ
力
る
〇

「夕
べ
浜
辺
を
行
け
ば
ヤ
ア
ノ
、
千
鳥
鳴
く
。
鳴
け
鳴
け
千
鳥
、
声
く
ら
べ
。
」 

女
衆
は
十
人
も
並
ん
で
い
ず
れ
も
ゆ
か
た
に
五
尺
帯
を
締
め
、
お
太
鼓
帯
を 

し
ょ
い
あ
げ
て
た
す
き
を
か
け
た
。
た
す
き
と
腰
巻
は
同
じ
色
に
し
て
、
桃
色
が' 

多
か
っ
た
。(

大
沢)

㈡

麦

打

ち

唄

桜
井
寿
雄
さ
ん
が
う
た
っ
て
く
れ
た
。
赤
城
山
麓
系
の
麦
打
ち
唄
で
あ
る
。
 

浅
間
山
か
ら
鬼
が
け
つ
だ
し
て

な
た
で
ぶ
っ
き
る
よ
う
な 

屁
を
た
れ
た

ブ
ッ
コ
メ 

ブ
ッ
コ
メ

お
ば
ば
ど
こ
行
く 

ヤ
レ 

三
升
樽
さ
げ
て

嫁

の

在

所

へ

ヤ

レ

孫

抱

き

に

ハ
イ 

ハ
イ
ド
ッ
コ
イ
シ
ョ

桜井寿雄さん

(萩原進撮影)



巡
査
だ
ま
し
て
免
職
さ
せ
て
、
車
ひ
か
せ
て
わ
し
が
乗
る(

京
目)

(H
桑

も

ぎ

歌

蚕
上
れ
ば
沼
田
の
城
下
連
れ
て
行
く
か
ら
し
ん
ぼ
し
な(

京
目)

⑽

い
な
り
と
う
節

八
木
節
に
な
る
前
の
俗
に
「三
段
落
し
」
と
い
わ
れ
た
盆
踊
唄
で
、
前
橋
の
増 

田
の
稲
荷
藤
と
い
う
師
匠
が
来
て
教
え
て
大
い
に
流
行
っ
た
。

こ
れ
も
桜
井
寿
雄 

さ
ん
の
十
七
歳
か
ら
二
十
歳
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
堀
込
源
太
節
が 

入
っ
て
き
て
や
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
樽
を
使
わ
す
太
鼓
を
用
い
た
。
声
自
慢 

で
萩
原
の
八
木
国
蔵
と
い
う
音
頭
取
り
が
い
た
が
川
向
こ
う
の
竜
門
で
う
た
っ
て 

こ
ち
ら
で
聞
え
た
そ
う
で
あ
る
。
「鈴
木
主
水
」
「八
百
屋
お
七
」
な
ど
か
う
た
わ 

れ
た
。富

士
の
白
雪
や
朝
日
で
と
け
る
、
ト
ン
ト
ン
ト
ン
、
と
け
て
流
れ
て
三
島
の 

宿
へ
ヨ
ゥ
、
三
島
女
郎
衆
は
や
れ
水
化
粧

巡
査
だ
ま
し
て
免
職
さ
せ
て
ね
、
車
引
か
せ
て
、
ち
ょ
い
と
わ
し
が
乗
る 

ち
ょ
い
み
た
と
き
や
、
さ
せ
そ
で
さ
せ
な
い
、
ひ
ろ
げ
て
さ
せ
な
い
や
ぶ
れ 

维
ょ

上
京
目
の
前
記
の
関
敬
次
郎
、
三
友
寛
十
の
二
人
も
、
八
木
節
以
前
の
三
段
落 

し
を
歌
っ
て
く
れ
た
。

土
地
の
屋
根
屋
さ
ん
で
石
原
四
十
七
と
い
う
人
が
い
て
二
段
落
し
が
上
手
だ
っ 

た
そ
う
で
あ
る
。
越
後
か
ら
来
た
人
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
に

ハ
ア
ィ
、
猫
が
鼠
と
り
や
、
鷺
や
ド
ジ
ョ
ウ
を
ね
ら
う
、
と
ん
び
が
カ
エ
ル 

を
ね
ら
う.

と
い
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
八
百
屋
お
七
、
鈴
木
主
水
か
ょ
く
歌
わ 

れ
た
。(

京
目)

四
、
山 

車

㈠

京
目
の
山
車
と
雛
子

京
目
に
は
上
京
目
北
小
路
、
上
組
、
大
河
原
組
、
中
小
路
、
下
小
路
に
そ
れ
ぞ 

れ
一
台
ず
つ
あ
り
、
平
素
は
個
人
の
家
を
借
り
た
屋
台
蔵
に
分
解
し
て
格
納
し
て 

お
く
。
中
小
路
の
も
の
は
昭
和
六
年
に
前
橋
の
彫
刻
家
村
山
琴
泉
に
八
〇
円
で
彫 

物
を
し
て
も
ら
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
一
部
改
修
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
も
新
ら
し
い 

の
は
大
河
原
組
の
も
の
で
あ
る
。
終
戦
後
高
崎
市
の
宮
元
町
に
貸
し
た
と
き
組
み 

立
て
た
ま
ま
で
そ
の
後
は
解
体
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

こ
ん
ど
の
調
査
で
十
月
九
日 

に
久
し
ぶ
り
に
一
台
だ
け
組
立
て
て
町
民
に
披
露
し
た
。

一
部
は
戦
時
中
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
陥
落
の
と
き
に
組
立 

て
写
真
に
写
し
て
戦
地
に
送 

っ
て
喜
ば
れ
た
。

雠
子
は
神
田
雛
子
で
太 

鼓
、
大
皸
、
笛
、
鉦
を
用
い 

る
。

㈡

萩
原
の
山
車

二
台
あ
り
、
解
体
し
て
収 

納
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い 

る
。
紀
元
二
千
六
百
年
祭
の 

祝
の
と
き
に
前
橋
市
石
倉
に 

行
っ
て
引
い
た
の
が
写
真
で 

あ
る
。
雛
子
は
主
と
し
て
サ 

ン
テ
コ
で
あ
る
。

こ
の
よ
ぅ
に
、
現
在
は
文

下京目(下小路)の山車

(萩原進撮影)



字
通
り
お
倉
に
入
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
地
域
の
総
力
に
よ
っ 

て
莫
大
な
費
用
を
投
じ
て
や
っ
た
祭
り
を
今
再
現
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
で
あ 

ろ
う
が
、貧
し
い
中
に
も
村
あ
げ
て
の
行
事
と
し
て
、
こ
う
し
た
山
車
を
出
し
て
の 

祭
礼
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
現
時
点
か
ら
再
検
討
を
し
て
み
る
価
値
は
あ
ろ 

う
。な

お
、
昭
和
三
十
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
『京
ケ
島
村
誌
』
に
よ
る
と
、
 

京
目
の
山
車
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

京
目
の
山
車
の
由
来
は
極
め
て
古
く
、
今
か
ら
凡
そ
二
百
年
前
に
出
来
た
も
の 

に
て
、
初
め
は
担
ぎ
屋
台
と
い
い
、
数
人
に
て
担
ぎ
歩
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
 

明
治
の
世
代
に
入
り
三
度
び
改
造
修
理
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
第
一
回
は
明
治 

十
二
、
三
年
頃
で
あ
っ
て
、
改
造
の
是
非
を
提
案
し
た
と
こ
ろ
村
内
賛
否
二
派 

に
分
れ
大
変
な
騒
ぎ
で
あ
っ
た
が
、
結

極
(

局)

は
改
造
す
る
こ
と
に
決
定
さ

れ
た
の
で
相
談
の
結
果 

総
櫻
造
り
と
し
た
。
わ
け 

て
も
彫
刻
に
は
念
を
入 

れ
、
当
時
埼
玉
県
籠
原
の 

名
彫
刻
師
玉
の
井
源
太
郎 

氏
と
高
崎
の
堀
金
両
氏
に 

よ
っ
て
刻
ま
れ
、
見
る
か 

ら
に
立
派
の
も
の
で
あ 

る
。
特
に
ウ
ル
シ
塗
り
の 

合
(

格)

天
井
の
如
き
は 

三
拾
五
円
と
い
う
多
額
の 

金
円
を
投
じ
た
と
か
。
総 

改
造
費
当
時
の
金
子
に
て 

百
八
拾
円
余
と
い
う
莫
大 

な
経
費
を
要
し
た
と
い 

う
。
そ
の
後
五
京
目
に
あ

る
各
台
全
体
の
改
造
は
明
治
四
十
年
頃
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
来
と
い
う
も
の 

は
ど
う
し
た
こ
と
か
一
度
も
祭
り
に
引
き
出
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
か
く 

の
如
き
由
来
を
有
つ
こ
の
山
車
も
、
戦
捷
祝
と
か
豊
年
の
時
と
か
にI

た
び
引 

き
出
す
祭
り
と
な
る
と
容
易
の
こ
と
で
な
く
、
そ
れ
に
は
先
ず
道
路
を
修
理
す 

る
と
い
う
段
取
り
で
、
村
民
総
出
で
こ
れ
に
当
っ
た
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ 

で
愈
々
山
車
を
出
す
こ
と
に
な
る
と
鉦
、
笛
、
太
鼓
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
流
儀
に 

よ
る
練
習
が
並
大
抵
の
こ
と
で
な
い
。
何
で
も
か
ま
わ
す
御
祝
儀
祭
り
気
分
を 

出
す
所
謂
「
ば
か
ば
や
し
」
で
、
当

時

「
オ
テ
ィ
コ
」
と
い
い
、
四
ツ
の
太
鼓
を 

鉦
と
笛
に
合
せ
て
た
た
く
の
で
あ
る
。
又
芸
能
的(

玄
人
向
き)

な
趣
味
を
目 

的
と
す
る
「
サ
ン
タ
イ
コ
」(

萩
原
注 

サ
ン
テ
コ
の
こ
と)

と
い
う
の
が
あ
っ 

た
(

こ
れ
は
太
鼓
一
つ)

。
か
く
て
そ
の
優
劣
を
競
う
と
い
う
こ
と
に
最
大
の
祭 

気
分
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
亦
祭
り
の
前
後
両
日
は
、
重
量
あ
る
山
車
な 

る
故
京
目
の
人
々
だ
け
で
は
こ
れ
を
引
き
廻
す
こ
と
が
で
き
ず
萩
原
、
大
沢
、
 

元
島
名
、
島
野
等
各
字
か
ら
助
力(

応
援)

と
い
う
大
勢
の
人
々
が
来
た
の
で 

あ
る
か
ら
仲
々
の
賑
い
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
..0
因
に
萩
原
に
も
当
時
二
台
の 

屋
台
か
あ
っ
た
か
、
京
目
の
方
よ
り
良
く
出
来
て
あ
っ
た
と
か
、
そ
の
上
祭
の 

時
に
は
御
輿
、
猿
田
彦
等
ま
で
出
る
本
格
的
の
も
の
で
、
大
変
な
賑
か
さ
で
あ 

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
な
お
山
車
改
造
の
時
と
か
そ
の
管
理
等
に
つ
き
関
係
の 

深
か
っ
た
責
任
者
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

桜
井
仙
太
郎 

桜

井

政

平

清

水

蔵

作 

清
水
治
三
郎

五
、
地

蔵

和

讃

和

讃

以
前
、
每
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
八
月
二
十
四
日
ま
で
、
主
と
し
て
夜 

間
、
子
ど
も
た
ち
が
地
蔵
尊
を
納
め
た
輿
を
か
つ
い
で
村
を
巡
回
し
た
と
き
の
も 

の
。(

昭
和
三
十
六
年
刊•

京
ケ
島
村
誌
よ
り.

同
書
に
は
〃
念
仏"

と
な
っ
て
い 

る
の
で
、
そ
の
ま
ま
筆
写
し
た)

萩原の山車

(萩原進撮影)



お
茶
念
仏

き
み
よ
う
ち
よ
う
ら
い
、
此
の
お
茶
は
新
茶
か
古
茶
か
旅
の
疲
れ
で
呑
み
知 

ら
ず
、
こ
れ
も
お
地
蔵
の
緣
の
茶
と
よ
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
。

立
ち
念
仏

き
み
よ
う
ち
よ
う
ら
い
、
地
蔵
尊
提
灯
茶̂

さ
し
か
け
て
、
笛
や
太
鼓
に
鐘 

を
入
れ
、
三
に
お
地
蔵
の
お
立
ち
あ
い
と
よ
な
む
あ
み
だ
仏
。

村
念
仏

き
み
よ
う
ち
よ
う
ら
い
、
此
の
村
は
祝
の
松
と
て
三
本
あ
る
松
は
何
松
姫
小 

松
、
も
と
に
つ
た
の
葉
か
ら
ま
せ
て
、
中
に
う
ぐ
い
す
巣
を
か
け
て
、
お
村 

繁
昌
と
い 

つ
も
鳴
く
と
よ
な
む
あ
み
だ
仏
。

a
念
仏

き
み
よ
う
ち
よ
う
ら
い
、
地
蔵
尊
何
が
し
よ
が
ん
で
辻
に
た
つ
、
何
も
し
よ 

が
ん
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
、
あ
ま
り
世
間
が
じ
ゃ
け
ん
さ
に
、
念
仏
す
、
め
に 

辻
に
立
つ
と
よ
な
む
あ
み
だ
仏
。

宮
念
仏

き
み
よ
う
ち
よ
う
ら
い
、
此
の
宮
は
伊
勢
か
熊
野
か
お
三
島
か
、
や
し
ろ
や 

し
ろ
に
ほ
ら
よ
い
ほ
ら
よ
い
、
九
十
九
社
と
よ
な
む
あ
み
だ
仏
。

寺
念
仏

き
み
よ
う
ち
よ
う
ら
い
、
此
の
寺
は
一
に
た
い
も
ん
仁
王
門
三
に
山
門
四
お 

う
堂
五
せ
の
わ
き
に
は
立
地
蔵
七
堂
が
ら
ん
の
ほ
り
も
の
は
奈
良
の
都
の
八 

重
桜
と
よ
な
む
あ
み
だ
仏
。

七
ッ
子
念
仏

き
み
よ
う
ち
よ
う
ら
い
、
七
ッ
子
が
今
年
初
め
て
田
を
植
え
て
、
し
か
も
そ 

の
田
の
出
来
の
よ
さ
、
た
け
が
六
尺
穂
が
五
尺
、
あ
た
ら
こ
ま
に
や
ほ
い
ち 

で
い
や
ほ
で
、

一
石
あ
る
な
ら
ば
是
の
お
せ
ど
に
倉
七
ッ
、
倉
の
番
使
は
誰 

が
す
る
、

一
に
こ
す
ず
め
二 

つ
ば
さ
、
三
つ
う
ぐ
い
す
ほ
と
と
ぎ
す
、
と
よ 

な
む
あ
み
だ
仏
。'

十
七
念
仏

き
み
よ
う
ち
よ
う
ら
い
、
十
七
が
暁
小
屋
で
西
に
向
い
お
が
む
と
す
れ
ば
、
 

雲
か
ら
雲
程
じ
ゃ
け
ん
な
者
は
な
い
、
雲
は
じ
ゃ
け
ん
で
な
い
け
れ
ど
、
心 

が
じ
ゃ
け
ん
で
あ
が
ま
れ
ぬ
、
と
よ
な
む
あ
み
た
仏
。

通
り
念
仏

き
み
よ
う
ち
よ
う
ら
い
、
我
々
は
笛
や
大
鼓
を
吹
く
な
ら
ず
、
い
つ
も
同
じ 

五
世
の
道
、
只
念
仏
で
通
る
べ
し
、
と
よ
な
む
あ
み
だ
仏
。

泊
り
念
仏

き
み
よ
う
ち
よ
う
ら
い
、
地
蔵
尊
足
を
と
ぐ
め
て
あ
り
が
た
い
、

I  

夜
の
宿 

を
も
う
け
せ
し
は
、
此
の
家
の
悪
事
さ
い
な
ん
を
、
お
の
が
せ
給
え
と
よ
、
 

な
む
あ
み
だ
仏
。

水
念
仏

き
み
よ
う
ち
よ
う
ら
い
、
此
の
水
は
井
水
か
し
み
ず
か
山
水
か
、
野
の
水
か 

さ
ね
て
水
清
し
と
よ
、
な
む
あ
み
た
仏
。

注 

右
の
歌
詞
の
う
ち
村
念
仏
の
み
、
調
査
の
折
、
調
査
会
場
に
集
ま
っ
た
島
野
の
方 

た
ち
に
、
実
際
に
唱
え
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
時
「私
た
ち
は
昔
、
こ
の
よ
う
に
歌
っ 

た
。
」
と
い
う
歌
詞
の
訂
正
意
見
が
出
た
の
で
、右
の
村
念
仏
の
歌
詞
は
そ
れ
に
し
た 

が
っ
た
。•

印
は
訂
正
部
分(

村
誌
の
原
文
で
は©

と
な
っ
て
い
た
。)

〇

印
は
加
筆 

部
分
。
そ
の
他
は
、
区
読
点
、
か
な
づ
か
い
等
、
村
誌
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
ま
ま
を 

筆
写
し
た
。(

島
野)

地
蔵
様
の
和
讃
に
っ
い
て

辻
和
讃
——

十
字
路
の
と
こ
ろ
で
唱
え
る
。

村
和
讃-
-

む
ら
を
ま
わ
る
と
き
に
唱
え
る
。

寺
和
讃
——

寺
へ
行
っ
た
と
き
唱
え
る
。

水
和
讃
——

水
を
も
ら
っ
て
飲
む
と
き
に
唱
え
る
。

茶
和
讃
——

お
茶
を
も
ら
っ
て
飲
む
と
き
に
唱
え
る
。

と
ま
り
和
讃
——

地
蔵
様
が
と
ま
る
と
き
に
唱
え
る
。

た
ち
和
讃
——

地
蔵
様
が
出
発
す
る
と
き
に
唱
え
る
。

と
お
り
和
讃
——

地
蔵
様
ど
う
し
が
い
き
あ
っ
た
と
き
に
唱
え
る
。



か
げ
和
讃
——

地
蔵
様
同
士
が
け
ん
か
を
す
る
と
き
に
唱
え
る
。(

島
野)

地
蔵

和

讃(

淀
喜
一
郎
氏
所
有)

〇
吉
野
山
一
重
桜
が
あ
る
と
き
く 

岩
船
地
蔵
に
進
ぜ
ま
せ
と
よ 

南
無
阿
弥
陀 

仏
。

〇
七
つ
子
が
柳
の
下
で
糸
を
取
る 

糸
を
と
り
て
は
何
な
さ
る 

岩
船
地
蔵
の
善 

の
綱
と
よ
。
ナ
ム
ア
ミ
ダ
仏

〇
こ
の
お
茶
は
新
茶
か
古
茶
か
宇
治
の
茶
か 

旅
の
疲
れ
に
呑
み
し
れ
ん 

岩
船 

地
蔵
に
進
ぜ
ま
せ
と
よ
。
ナ
ン
マ
ィ
ダ

〇
こ
の
橋
は
渡
り
て
み
れ
ば
有
難
や 

中
は
白
金
詰
め
小
金 

念
仏
唱
へ
て
渡
る 

ま
せ
と
よ
。

吉
野
山•

榛
名
山•

コ
ノ
茶•
橋
和
讃•

地
蔵
尊
等
、
七
種
の
地
蔵
和
讃
が
あ 

る
。

「
コ
ノ
オ
茶
ハ
新
茶
力
古
茶
力
宇
治
ノ
茶
力
、
岩
船
地
蔵
二
進
ゼ
マ
ス
ト
ョ
。
 

(

ま
た
は
、
旅
ノ
疲
レ
ニ
飲
ミ
知
レ
ン)

」。(

大
沢)

二
夜
様

き
み
よ
う
ち
よ
う
ら
い
西
の
空

三
里
の
二
夜
様
あ
り
あ
り
と

お
が
む
と
す
れ
ば
雲
か
か
る

雲
に
じ
ゃ
け
ん
は
な
け
れ
ど
も

わ
が
身
が
じ
ゃ
け
ん
で
拝
ま
れ
ぬ

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
な
む
あ
み
だ
。

二
十
二
夜
様
和
讃

き
み
よ
う
ち
よ
う
ら
い
有
難
や

二
十
二
夜
待
ち
待
つ
人
は

ひ
み
ず
改
め
し
よ
う
進
し

信
心
堅
固
に
身
を
持
ち
て

ぼ
さ
つ
を
拝
し
て
給
う
べ
し

女
人
ぼ
さ
つ
の
ご
願
に
は

あ
ま
た
女
人
の
身
代
り
に 

血
の
池
じ
ご
く
に
落
ち
ん
と
て 

す
ぐ
に
落
ち
ん
と
し
給
え
ば 

あ
ら
有
難
や
な
不
思
議
や
な 

池
ょ
り
蓮
華
が
あ
ら
わ
れ
て 

紫
雲
た
な
び
く
御
仏
に 

そ
の
ま
ま
蓮
座
に
座
し
給
い
て 

左
右
の
御
手
に
み
ど
り
児
を 

抱
き
上
げ
さ
せ
給
い
け
り 

右
の
御
手
は
顔
に
当
て 

女
人
を
救
わ
ん
方
便
と 

か
ん
ぜ
給
い
て
有
難
や 

左
の
御
手
で
招
き
つ
つ 

我
を
念
ず
る
と
も
が
ら
は 

現
世
未
来
を
拓
す
べ
し 

さ
て
ま
た
現
世
の
ご
が
ん
に
は 

女
人
の
身
の
上
残
り
な
く 

長
血
白
血
の
病
に
は 

薬
か
ん
を
ま
し
ま
せ
ば 

た
ち
ま
ち
快
気
を
得
さ
す
べ
し 

子
な
き
女
人
に
子
を
授
け 

産
前
産
後
の
大
難
を 

安
産
に
し
て
と
ら
す
べ
し 

さ
て
ま
た
未
来
の
ご
が
ん
に
は 

し
で
の
病
い
や
さ
ん
ず
川

血
の
池
地
獄
に
至
る
ま
で 

如
意
輪
ぼ
さ
つ
が
手
を
と
り
て 

せ
い
し
ぼ
さ
つ
も
ろ
共
に



あ
み
だ
如
来
の
ご
来
光

い
こ
う
く
ん
じ
ゆ
の
花
ふ
り
て 

極
楽
浄
土
へ
え
ん
じ
ょ
し
て 

助
け
給
い
て
あ
り
が
た
や 

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
な
む
あ
み
だ
。
 

二
士 1

1

夜
様

き
み
ょ
う
ち
ょ
う
ら
い
三
夜
様 

せ
い
し
の
お
姿
あ
り
が
た
や 

月
に
一
度
は
三
夜
待
ち

精
神
正
し
く
身
を
清
め 

中
に
も
と
り
わ
け
正
月
や 

五
月
や
九
月
や
十
二
月

右
の
し
せ
つ
尚
更
に

い
待
ち
立
ち
待
ち
向
い
待
ち 

川
の
瀬
に
立
ち
屋
の
棟
に 

げ
にT

心
の
さ
さ
げ
水 

酉
の
刻
ょ
り
戌
の
刻 

い
の
刻
げ
ん
も
す
ぎ
去
れ
ば 

は
や
子
の
刻
に
な
り
ぬ
れ
ば 

と
う
の
れ
ん
げ
を
押
し
分
け
て 

た
だ
丁
心
に
拝
す
れ
ば

こ
の
世
の
願
い
成
就
し
て 

来
世
は
主
従
の
苦
を
の
が
れ 

い
つ
し
か
く
ほ
ん
の
蓮
台
に 

乗
せ
ら
れ
給
う
ぞ
有
難
や 

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
な
む
あ
み
だ
。
 

産
泰
様

き
み
ょ
う
ち
ょ
う
ら
い
あ
り
が
た
や

産
泰
様
と
申
せ
し
は

女
一
代
守
り
神

分
け
て
信
神
す
る
人
に 

ジ
ミ
ヨ
ー

福
と
自
命
を
授
く
べ
し 

懐
胎
し
た
る
女
人
に
は 

産
に
向
い
し
そ
の
時
に 

T

心
こ
め
て
拝
す
れ
ば

五
色
の
姿
現
れ
て

早
速
安
泰
え
さ
す
べ
し 

生
れ
き
た
り
し
そ
の
子
に
は 

目
々
好
き
氏
を
授
く
ベ
し 

安
産
守
護
の
御
か
み
は 

千
代
ょ
ろ
ず
代
に
至
る
ま
で 

祭
ら
せ
給
い
て
あ
り
が
た
や

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
な
む
あ
み
だ 

お
茶
和
讃

一
、 
き
み
ょ
う
ち
ょ
う
ら
い
有
難
や 

お
茶
の
馳
走
に
あ
ず
か
り
て

上
げ
ま
す
も
の
は
何
も
な
い

子
玉
性
で
も
上
げ
ま
し
ょ
う

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
な
む
あ
み
だ

二
、 
き
み
ょ
う
ち
ょ
う
ら
い
有
難
や

今
晚
申
し
た
念
仏
を

金
の
お
盆
に
積
み
上
げ
て 

い
ざ
た
ま
い
て
帰
る
べ
し 

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
な
む
あ
み
だ

天
神
様

き
み
ょ
う
ち
ょ
う
ら
い
此
の
村
の



天
神
様
の
御
社
に

梅
と
桜
を
植
え
ま
ぜ
て 

上
に
は
う
ぐ
い
す
巣
を
か
け
て 

下
に
は
つ
た
の
葉
か
ら
ま
せ
て 

此
の
村
繁
昌
と
ゆ
つ
て
な
く 

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
な
む
あ
み
だ 

粟
島
様

き
み
ょ
う
ち
ょ
う
ら
い
伊
勢
の
国 

大
神
宮
様
の
妹
子
に

春
姫
様
と
申
せ
し
は

十
三
才
の
そ
の
時
に 

女
子
の
厄
を
初
に
見
て

十
六
才
で
か
ね
を
つ
け

上
十
五
日
白
血
な
り

下
十
五
日
長
血
な
り

白
血
長
血
の
わ
ず
ら
い
で 

社
を
け
が
し
た
そ
の
と
が
で 

ぅ
つ
ろ
の
舟
に
の
せ
ら
れ
て 

紀
州
な
ぎ
さ
へ
流
さ
れ
て 

か
た
が
浦
に
上
げ
ら
れ
て 

か
と
り
あ
わ
し
ま
大
女
神 

月
の
三
日
や
十
三
日

二
十
三
日
が
ご
え
ん
日 

信
心
な
さ
る
そ
の
か
た
は 

何
な
る
血
方
の
病
で
も

すX
X

い
と
る
と
の
ご
誓
願

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
な
む
あ
み
だ

六
、
そ

の

他

祭
文 

祭
文
ヨ
ミ
が
門
付
け
に
回
り
歩
い
て
、
物
置
へ
泊
っ
た
。
新
潟
の
方
の 

者
で
、
こ
こ
の
養
子
に
な
っ
た
。
ゴ
ゼ
も
ょ
く
来
た
。(

大
沢)

タ
コ
ア
ゲ 

戦
前
は
タ
コ
ア
ゲ
が
盛
ん
で
、
春
先
の
一
月
、
二
月
ご
ろ
、
空
っ 

風
の
吹
く
時
に
、
大
人
が
障
子
一
枚
ぐ
ら
い
か
ら
、
大
き
い
タ
コ
は
六
〜
八
畳
も 

あ
る
の
を
作
っ
て
紐
も
荷
繩
で
あ
げ
た
。

タ
コ
ア
ゲ
大
会
で
優
勝
争
い
を
し
た
。
う
な
り
を
付
け
た
タ
コ
や
飛
行
機
ダ
コ 

な
ど
も
あ
り
、
武
将
の
絵
な
ど
を
描
い
た
。
ミ
ツ
ヤ
新
道
の
広
い
所
で
あ
げ
た
。
 

タ
コ
を
あ
げ
る
と
お
蚕
か
あ
か
る
と
い
っ
た
。
逆
に
、
タ
コ
か
は
や
る
と
不
景
気 

に
な
る
ぞ
、
と
も
い
わ
れ
た
。(

大
沢)

花
火 

「大
沢
の
花
火
」
と
言
わ
れ
、
名
代
だ
っ
た
。
一
戸
一
人
ず
つ
出
て
作
っ 

た
。
花
火
は
桐
の
灰
で
作
り
、
日
な
た
で
干
す
と
熱
を
持
っ
て
爆
発
す
る
か
ら
日 

蔭
で
干
す
。

大
成
流
の
花
火
で
柴
田
勘
十
郎
寒
に
文
書
か
あ
り
、
旗•

ヤ
ゲ
ン
な
ど
も
長
持 

に
残
っ
て
お
り
、
村
中
の
人
が
花
火
師
だ
っ
た
。(

特
別
の
花
火
師
は
い
な
い)

。
 

大
正
二
年(

四
、
五
年
か)

ご
ろ
、
萩
原
、
大
沢
で
一
緒
に
お
祭
を
し
た
時
が
最 

後
だ
っ
た
。(

大
沢)

映
画
会
む
か
し
、
学
校
の
庭
で
映
画
会
を
し
た
。

こ
れ
は
、
入
場
無
料
で
あ
っ
た
。(

島
野)

屋
台
田 

屋
台
田
と
い
う
田
が
、
大
河
原
組
に
あ
っ
た
。
面
積
は
二
反
歩
ぐ
ら 

い
で
、

一
軒
の
う
ち
か
ら
借
り
て
い
た
。
こ
れ
を
、
大
河
原
全
体
で
耕
作
し
た
。
 

米
を
六
俵
か
五
俵
売
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
代
金
で
、
屋
台
の
維
持
費
を
ま
か 

な
っ
た
り
し
た
。(

京
目)

京
目
と
稲
荷
の
太
鼓
京
目
と
稲
荷
は
、
ィ
ヌ
が
死
ん
で
も
太
鼓
を
た
た
く
と 

い
わ
れ
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
太
鼓
が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
。(

京
目)

盆
お
ど
り 

近
所
の
ム
ラ
と
は
な
し
あ
っ
て
、
日
時
を
き
め
て
や
っ
た
。
大
体
、

和讃を歌う婦人たち(大沢)

(土屋政江撮影)



盆
の
こ
ろ
に
や
っ
た
。

屋
台
の
上
を
舞
台
に
し
て
盆
お
ど
り
を
や
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

盆
お
ど
り
の
内
容
は
、
石
投
げ
、
二
段
お
と
し
、
十
二
段
お
と
し
な
ど
。
 

音
頭
を
と
る
人
が
樽
を
た
た
い
た
。
た
る
を
横
に
し
て
、
ふ
ち
を
た
た
い
た
。
 

笛
が
あ
る
だ
け
で
、
か
ね
は
な
か
っ
た
。

音
頭
と
り
は
、
八
百
屋
お
七
、
国
定
忠
治
、
鈴
木
主
人
、
平
井
権
八
な
ど
を
や
っ 

た
。お

ど
り
は
手
拭
を
も
っ
て
、
手
お
ど
り
で
あ
っ
た
。

八
木
節
が
は
や
っ
て
き
た
こ
ろ
に
は
、
八
木
節
の
た
め
の
お
は
や
し
の
道
具
が 

そ
ろ
わ
な
く
て
、
レ
コ
ー
ド
を
か
け
て
八
木
節
お
ど
り
を
や
っ
た
と
い
、っ
。(

京
目) 

盆
踊
り
は
、
三
だ
ん
お
と
し
、
二
だ
ん
お
と
し
、
八
木
節
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
 

(

中
島)

旅
芸
人 

ゴ
ゼ
は
よ
く
来
て
田
口
久
治
郎
氏
宅
に
泊
っ
た
。
手
引
き
が
つ
い
て 

二
、
三
人
で
来
た
。

セ
ィ
モ
ン
は
山
口
県
か
ら
来
た
。
金
を
包
ん
で
や
っ
た
。

ア
ワ
シ
マ
サ
マ
は
物
も
ら
い
で
赤
い
布
な
ど
が
吊
し
て
あ
る
も
の
を
背
負
っ
て 

い
た
。

キ
ヌ
ガ
サ
サ
マ
は
蚕
の
神
様
を
売
り
に
来
た
。
そ
の
人
の
言
葉
を
よ
く
聞
い
て 

い
た
ら
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い 

ま
す
。
親
の
恩
は
忘
れ
て
も
、
物
を
貰
っ
た
恩
は
忘
れ
ま
せ
ん
、
忘
れ
た
頃
に
は 

又
来
ま
す
」
と
い
っ
た
。

猿
回
し
は
座
敷
で
踊
っ
た
。
金
を
く
れ
る
と
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
出
て
行
っ
た
。
 

獅
子
頭
も
座
敷
で
踊
っ
た
。
米
の
餅
を
出
し
て
や
る
と
喜
ん
だ
が
、
く
れ
な
い 

と
お
こ
っ
た
。(

中
島)



有
形
民
俗
資
料

は

じ

め

に

今
回
の
調
査
は
、3

鳥
村
真
也
氏(

群
馬
県
立
博
物
館)

の
協
力
を
得
て
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

当
初
、
ば
ら
ば
ら
に
所
在
す
る
民
俗
資
料
を
ま
と
め
る
従
来
の
方
法
に
変
え
て
、
 

当
地
域
の
平
均
的
農
家
が
農
業
経
営
を
行
っ
て
ゆ
く
の
に
必
要
な
農
具
そ
の
他
の 

資
材
に
つ
い
て
、
そ
の
種
類
と
数
量
と
を
書
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え 

た
が
、
紹
介
さ
れ
た
数
戸
を
訪
問
し
て
、
都
市
化
の
進
行
し
て
い
る
現
状
で
は
無 

理
な
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
そ
れ
を
あ
き
ら
め
、
生
産
、
生
業
に
関
係
し
た
用
具
、
 

農
具
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
調
査
し
た
。
し
か
し
そ
れ
も
不
十
分
の
ま
ま
で
終
っ
て 

い
る
。
別
稿
の
関
係
項
目
も
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
関
根
豊(

中
島
町)

、
滝
川
小
学
校
、
井
田
秀
雄(

下
滝 

町)

井
田
富
治(

同)

、
井
田
嘉
市(

同)

の
各
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と 

を
付
記
し
た
い
。(

阪
本
英
一)

(-
竹

か

ご

類

桑
ブ
ル
ィ
ほ
う
ち
ょ
う
で
刻
ん
だ
桑
を
こ
れ
に
入
れ
、
ふ
る
う
ょ
う
に
し
て 

稚
蚕
に
給
桑
す
る
道
具
。(

中
島
町)

マ
ユ
ザ
ル 

マ
ユ
を
入
れ
る
た
め
の
ザ
ル
で
、
こ
れ
に
入
れ
て
扱
い
、
く
ず
ま 

ゆ
も
処
理
し
た
。(

中
島
町)

メ
ツ
ブ
シ 

編
ん
だ
間
へ
竹
を
さ
し
こ
ん
で
メ
を
つ
ぶ
し
て
い
る
。
所
有
者
は 

マ
ユ
を
運
ん
だ
ら
し
い
と
い
う
が
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。(

中
島
町)

ザ
マ 

桑
な
ど
を
入
れ
て
背
負
う
か
ご
で
、
他
に
い
ろ
い
ろ
の
も
の
を
背
負
う 

の
に
べ
ん
り
で
あ
る
。
力
竹
が
入
り
、
ロ
緣
近
く
に
背
負
い
ひ
も
用
の
竹
た
が
が 

つ
け
ら
れ
て
い
る
。(

下
滝
町)

ザ
マ
カ
ゴ 

桑
を
入
れ
て
背
負
う
も
の
。
二
重
に
編
ま
れ
て
丈
夫
で
、
刻
ん
だ 

桑
を
入
れ
て
も
使
い
易
い
。
背
負
い
ひ
も
に
は
古
タ
ィ
ヤ
を
使
用
し
て
い
る
。(

中 

島
町)メ

カ
ィ 

秋
蚕
、
晚
秋
蚕
な
ど
に
桑
を
摘
ん
で
背
負
づ
て
来
る
か
ご
。
力
竹
を 

二
本
入
れ
て
四
方
を
強
化
し
て
い
る
。
小
さ
い
も
の
は
い
ろ
い
ろ
に
使
わ
れ
る
。
 

(

中
島
町)

ざ
る
養
蚕
で
給
桑
に
使
っ
た
り
す
る
ざ
る
。
深
さ
が
浅
い
が
そ
れ
だ
け
に
使 

い
方
が
や
さ
し
か
っ
た
。(

中
島
町)

桑
つ
み
ざ
る 

桑
摘
み
に
使
用
す
る
ざ
る
で
給
桑
用
の
ざ
る
ょ
り
も
深
く
、
つ 

る
す
ひ
も
を
つ
け
て
使
用
す
る
。
力
竹
を
入
れ
て
強
化
し
て
あ
る
。(

中
島
町)

か
ご
台
と
蚕
か
ご 

養
蚕
中
の
給
桑
や
除
沙
作
業
の
と
き
に
か
ご
を
の
せ
る
台 

が
か
ご
台
で
、
か
ご
で
飼
育
し
た
り
す
る
時
の
必
需
品
と
な
る
。
蚕
か
ご
に
は
た 

て
に
二
本
の
力
竹
が
入
れ
て
あ
る
。(

下
滝
町)

オ
オ
ザ
ル 

ザ
ル
形
式
の
も
の
で
力
竹
を
入
れ
、
そ
の
う
ち
四
本
は
口
縁
ま
で 

ぬ
け
て
お
さ
え
て
い
る
。
桑
を
背
負
っ
た
り
す
る
の
に
使
用
す
る
。
背
負
い
ひ
も 

は
古
チ
ュ
ウ
ブ
を
利
用
し
て
い
る(

下
滝
町)

か
ご 

底
部
は
方
形
で
力
竹
は
い
っ
ぱ
い
入
れ
て
補
強
し
て
あ
り
、
口
縁
部
近 

く
に
六
本
の
竹
た
が
を
つ
け
、
把
手
を
つ
け
て
い
る
。
何
に
利
用
し
た
か
不
明
と 

い
う
。(

下
滝
町)

ロ
緣
部
に
一
本
の
竹
た
が
を
入
れ
て
補
強
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
や
さ
い
か
ご



ざ る

径 45 cm
高さ 23.5cm

メ カ イ

径 53X55cm 
高さ 61cm

ツ ユ'V ノレ

径 51.5cm
局さ 14 cm 桑ブルイ

径 27 cm
高さ 10cm

ザマカゴ

径 52.5cm
高 60.0cm

メ ツフ シ

径 57cm
高さ 78cm

ザ マ

口径 63cm
局さ 68cm



か ご

口径 59cm
局さ 57cm

か ご

口径 50cm
局さ 35cm

苗とり台

径 29cm
高さ 26cm

桑つみざる

径 41cm
高さ 36cm

か ご 台

横 84cm
局さ 84cm

蚕 か ご

たて 175cm
ct こ 97cm

オ オザル

口径 61cm
高さ 64cm



に
使
用
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、苗
か
ご
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
。(

下
滝
町) 

苗
と
り
台
田
植
え
の
苗
と
り
の
と
き
の
台
と
し
て
使
用
す
る
も
の
で
、
底
面 

は
背
負
い
か
ご
の
よ
う
に
編
み
、
腰
か
け
部
分
に
全
部
合
せ
て
ま
と
め
て
あ
る
。
 

水
の
中
で
使
い
易
い
。(

下
滝
町)

ド
ウ 

い
ま
は
や
ら
な
い
か
昔
は
さ
か
ん
に
や
っ
た
も
の
。
川
に
蛇
か
ご
を
ふ 

せ
、
竹
の
簀
を
立
て
た
間
に
ふ
せ
て(

の
ぼ
り
に
ふ
せ
る)

魚
を
と
っ
た
。
ヵ
エ 

シ
は
一
個
。(

中
島
町)

ふ
つ
う
ザ
ッ
コ(

雑
魚)

ド
ウ
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
ヵ
エ
シ
は
二
個
つ
い
て 

魚
が
出
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
あ
る
。
全
体
を
か
ご
編
み
に
し
て
い
る
。(

中
島
町) 

㈡

農

耕

用

具

ジ
ョ
リ
ン(

ジ
ョ
レ
ン)

麦
作
の
と
き
、
春
、
麦
の
分
け
つ
を
助
け
、
根
を 

し
っ
か
り
す
る
た
め
に
土
入
れ
作
業
を
す
る
と
き
使
用
す
る
道
具
の
一
つ
。(

中
島

町
•

滝
川
小
学
校)

カ
ブ
タ
タ
キ 

麦
の
ま
き
つ
け
を
し
た
直
後
、
ま
い
た
上
を
た
た
い
て
土
塊
を 

小
さ
く
し
生
え
ロ
が
よ
く
な
る
よ
う
に
し
た
。
刃
は
若
干
細
く
し
て
は
あ
る
が
四 

角
の
鉄
の
ま
ま
で
板
に
と
め
て
あ
る
。(

中
島
町)

よ
つ
ご 

レ
エ
キ
と
も
い
い
、
草
を
か
き
よ
せ
た
り
、
稲
株
や
麦
株
を
集
め
て 

外
に
出
し
た
り
す
る
作
業
を
主
と
し
、
土
塊
を
つ
ぷ
る
に
も
使
う
。(

下
滝
町) 

か
な
く
ま
で 

堆
肥
の
扱
い
や
、
用
水
な
ど
の
ご
み
を
さ
ら
っ
た
り
す
る
に
使 

用
す
る
。
刃
が
二
本
の
も
の
も
あ
る
。(

下
滝
町)

い
も
ほ
り 

ィ
モ
類
を
掘
る
の
に
ベ 
ん
り
な
道
具
で
い
も
ほ
り
ま
ん
の
う
と
も 

い
わ
れ
て
い
る
。
刃
が
三
本
の
も
の
は
や
や
広
目
の
刃
で
、
こ
れ
は
細
い
も
の
で 

あ
る
。(

下
滝
町)

テ
ン
ガ(

三
本
鍬)

比
較
的
新
し
い
テ
ン
ガ
で
、
泥
が
た
ま
ら
ず
、
扱
い
易 

い
の
で
広
く
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。(

下
滝
町)

古
い
型
の
標
準
的
な
も
の
で
、
柄
の
と
こ
ろ
に
つ
け
て
あ
る
竹
べ
ら
は
、
刃
に 

つ
い
た
泥
を
お
と
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。(

下
滝
町)

エ
ン
ガ 

桑
畑
を
う
な
っ
た
り
、
馬
の
い
な
い
家
で
は
苗
代
づ
く
り
の
と
き
に 

田
を
う
な
っ
た
り
し
た
。

一
日
一
反
の
桑
畑
を
う
な
う
と
一
人
前
と
み
ら
れ
た
。
 

(

中
島
町•

滝
川
小
学
校)

オ
ン
ガ 

水
田
の
馬
耕
用
の
も
の
、
刃
は
鋳
物
で
一
方
す
き
だ
が
能
率
は
よ 

か
っ
た
も
の
。(

中
島
町)

マ
ン
ガ 

麦
作
用
の
マ
ン
ガ
と
し
て
馬
に
ひ
か
せ
た
道
具
。
刃
は
カ
ナ
ゴ
キ(

千 

歯
こ
き)

の
刃
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
。(

中
島
町)

代
か
き
に
使
わ
れ
た
も
の
で
馬
に
ひ
か
せ
た
も
の
。(

中
島
町)

水
田
の
代
か
き
に
使
用
し
た
も
の
で
、
ハ
ョ
ウ
掛
け
が
木
製
の
も
の(

下
滝
町) 

ヒ
ト
リ
マ
ン
ガ 

ふ
り
マ
ン
ガ
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
、
明
治
に
は
使
わ
れ
て 

い
た
と
い
う
。
ひ
と
り
で
持
っ
て
左
右
に
ふ
っ
て
麦
作
に
使
用
す
る
。(

中
島
町) 

フ
リ
マ
ン
ガ 

ヴ
ウ
フ(

夫
婦)

マ
ン
ガ
と
も
い
わ
れ
、
二
人
が
向
き
合
っ
て 

ひ
も
を
も
っ
て
操
作
し
、
麦
ま
き
の
整
地
や
苗
代
づ
く
り
の
整
地
な
ど
を
す
る
。

ド ウ

全長 74.5cm
口径 24.5cm

ド ウ

全長 128cm



かなくまで

全長 124cm
刃 14cm

よ

つ

ご

ジョ リン

柄 121cm
刃長 33cm

カブタタキ

柄 126.5cm
柄幅 11.5cm
柄長 31.Ocm

全長 126cm
刃巾 25cm

'ジョリン

長さ 113cm
刃 30.5cm

も n リ

柄長 81cm
刃巾 30cm

テ ン ガ

例反 Izbcm
刃長 29cm



オ ン ガ

全長 160cm

ェ ン ガ

柄長 189cm
刃長 100cm
幅 21cm

ェ ン ガ

柄長 183cm
刃長 99 cm

て ん が

全長 124cm
刃長 43cm
刃巾 14.5cm

マ ン カ

最大幅 61cm
局さ 77cm
刃 18cm

マ ン ガ

最大幅 99cm
局さ 73cm

マ ン カ'

取入'咽 yucm
局さ 75cm
刃長 12.5cm



田の草取り

全長 155cm

がんづめ

ヒトリマンガ

最大幅54.5cm 
高さ 70.0cm

ズリマンガ

たて 93cm
よこ 91cm
局さ 24.5cm

フリマンガ

たて 58.5cm 
よこ 137.5cm

サクナワ

全長 44cm
円 15cm

田の草取り

全長 149qm



二
人
の
呼
吸
が 

合
わ
な
い
と
ぅ 

ま
く
ゆ
か
な 

ぃ
。(

下
滝
町)

ズ
リ
マ
ン
ガ

麦
ま
き
時
に 

水
田
を
整
地
す 

る
作
業
に
使
用 

す
る
。
馬
に
ひ 

か
せ
て
土
塊
を

こ
わ
す
の
で
全
体
に
重
量
が
あ 

り
、
刃
も
丈
夫
に
つ
く
ら
れ
て 

い
る
。(

下
滝
町)

が

ん

づ

め

水

の

少

な

い

水 

田
に
は
大
き
な
雑
草
が
育
ち
や 

す
い
。
除
草
の
と
き
は
が
ん
づ 

め
で
掘
り
と
る
よ
ぅ
に
作
業
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(

滝
川 

小
学
校)

田

の

草

取

り

歯

車

は

一

連 

の
も
の
で
、
水
田
の
除
草
を
中 

心
に
作
業
す
る
も
の
。(

滝
川
小 

学
校)水

田
の
除
草
と
一
種
の
中
耕 

を
か
ね
て
こ
れ
を
押
し
て
作
業

す
る
。
先
端
に
す
べ
り
が
つ
い
て
水
田
の
中
を
押
し
よ
く
し
て
い
る
。(

滝
川
小
学

校)
サ
ク
ナ
ワ 

田
植
え
の
サ
ク
ナ
ワ
や
、
畑
の
サ
ク
立
て
に
使
ぅ
な
わ
で
、
尺
棒

で
サ
ク
巾
を
き
め
、

こ
れ
で
ひ
も
を
ひ
い
て
サ
ク
を
確
定
す
る
と
こ
れ
に
し
た 

が
っ
て
サ
ク
タ
テ
を
し
た
り
、
植
え
つ
け
を
す
る
。(

下
滝
町)

マ
ネ
ヒ
キ 

ホ
ウ
レ
ン
草
の
種
ま
き
用
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
作
っ
た
も
の 

で
、
重
み
を
つ
け
る
た
め
ブ
ロ
ッ
ク
を
の
せ
て
サ
ク
立
て
を
し
た
と
い
う
。

こ
れ 

は
サ
ク
巾
七
寸
で
五
サ
ク
で
き
る
も
の
。(

下
滝
町)

種
ま
き
を
す
る
と
き
、

こ
れ
を
ひ
い
て
サ
ク
立
て
を
し
て
使
う
道
具
で
、

こ
れ 

は
サ
ク
巾
二
尺
五
寸
用
の
も
の
。
重
量
が
あ
り
柄
に
は
エ
ン
ガ
の
柄
を
再
利
用
し 

て
い
る
。(

下
滝
町)

㈢

脱

穀

具

等

ク

ル

リ
(

棒)

竹
の
コ
キ
五
本
を
鉄
環
で
と
め
た
も
の
に
竹
の
柄
を
つ
け
た 

も
の
で
、

コ

キ
(

千
歯)

で
お
と
し
た
も
の
を
乾
燥
さ
せ
な
が
ら
た
た
い
て
脱
穀 

し
た
。
大
麦
用
の
も
の
、
柄
は
自
分
で
つ
け
た
。(

中
島
町)

こ
き 

千
歯
こ
き
の
刃
の
部
分
だ
け
で
、
左
方
は
三
枚
ほ
ど
刃
を
外
し
た
と
み 

ら
れ
る
。
刃
は
偏
平
な
も
の
で
先
端
を
尖
ら
せ
て
い
る
。(

中
島
町)

千
歯
こ
き
稲
と
大
麦
の
脱
穀
用
に
使
用
し
た
も
の
で
、
使
用
時
の
台
が
そ
の 

ま
ま
に
し
て
あ
る
。(

中
島
町)

わ
ら
す
ぐ
り 

わ
ら
加
工
の
と
き
わ
ら
す
ぐ
り
に
使
う
も
の
で
、
千
歯
こ
き
の 

刃
を
再
利
用
し
て
手
づ
く
り
で
仕
上
げ
て
い
る
。

万

石

も
み
す
り
を
し
た
玄
米
を
選
別
す
る
作
業
が
万
石
ど
う
し
で
、
万
石
は 

所
に
ょ
っ
て
は
千
石
と
も
ょ
ば
れ
る
。(

下
滝
町)

も
の
ほ
し
稲
も
み
や
麦
を
む
し
ろ
の
上
で
天
日
乾
燥
す
る
と
き
、
ひ
ろ
げ
た 

り
、
か
き
ま
わ
し,
だ
り
す
る
た
め
に
使
う
も
の
。(

下
滝
町)

俵
編
み 

自
然
木
のY

字
型
の
も
の
を
二
つ
に
ひ
き
わ
っ
て
台
と
し
、
買
っ
た 

金
具
を
横
木
に
つ
け
て
仕
上
げ
た
も
の
。(

中
島
町)

俵
ロ 

穀
物
な
ど
を
俵
に
入
れ
る
と
き
、

こ
れ
を
さ
し
こ
ん
で
ロ
ウ
ト
と
し
て 

使
用
す
る
も
の
。
下
端
が
欠
損
し
て
い
る
。(

中
島
町)

繩

と

う

し

俵
づ
く
り
を
す
る
と
き
、
か
が
り
な
わ
を
通
す
た
め
に
使
用
す
る

マ 不 匕 ヤ

全長 187cm

横長 92cm

マ不 ヒ彳

柄長 183cm

横長 95cm



ク ル リ

長さ 181cm

コキ竹 100cm

ものほし

全長 143cm

よこ 44cm

千
歯こき

幅 59cm

刃幅 27cm

刃長 23cm

台長 76cm

こ

き

幅 60.5cm

刃幅 23 cm

刃長 16 cm

万 石
たて 157cm

J：こ 54cm

高さ 108cm

わらすぐり

横巾 70cm



も
の
。
木
製
の
も
の
が
古
い
型
で
そ
の
あ
と
こ
れ
が
く
ふ
う
さ
れ
た
。
 

(

中
島
町)

手
か
ぎ
俵
づ
く
り
の
と
き
に
ひ
ね
っ
た
な
わ
を
ひ
き
出
す
の
に 

使
っ
た
り
、
俵
を
担
い
で
運
ぷ
と
き
に
使
用
。
背
中
の
部
分
に
開
閉 

式
の
刃
を
つ
け
た
も
の
も
あ
る
。(

中
島
町)

石
臼 

粉
ひ
き
用
に
使
用
し
た
も
の
で
、

一
人
で
は
重
い
の
で
二 

人
が
か
り
で
使
用
し
た
と
い
う
。(

中
島
町)

•

㈣

養

蚕

具

桑
切
り
が
ま
条
桑
用
の
桑
を
切
る
た
め
の
鎌
。
刃
が
短
か
く
扱 

い
ょ
う
に
く
ふ
う
さ
れ
て
い
る
。(

中
島
町)

押
切
り 

桑
を
短
か
く
切
っ
た
り
、
牛
馬
の
か
い
ば
を
切
っ
た
り 

す
る
道
具
で
、
刃
を
お
お
う
ょ
う
に
金
具
が
つ
い
て
い
る
。
近
年
の

俵 編 み
長さ 1J1 cm 

足幅 28.5cm 

高さ 33. Ocm

繩とうし
長さ 20cm

俵口 

最大径 67cm

下部径 21cm

局さ 40cm

手
かぎ 全長 18cm

かぎ 5cm

石 臼
径 38cm

高 上10cm

下 10cm



も
の
で
あ
る
。(

下
滝
町)

木
鉢 

熟
蚕
を
一
匹
ず
つ
拾
っ
て
入
れ
る
容
器
。
ト
チ
の
木
製
で
、
 

素
朴
な
つ
く
り
だ
が
手
の
上
に
の
り
が
ょ
く
、
軽
く
て
べ
ん
り
な
も 

の
だ
っ
た
。(

中
島
町)

毛

羽

と

り

ま
ぶ
し
か
ら
と
り
出
し
た
ま
ゆ
の
毛
羽
を
と
る
道 

具
は
近
年
に
な
っ
て
急
速
に
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
正 

十
五
年
十
月
製
造
印
の
あ
る
大
森
式
と
い
ぅ
も
の
。(

滝
川
小
学
校) 

ま
ぶ
し
お
り 

関
東
大
震
災
後
に
入
っ
て
来
た
も
の
で
、
そ
れ
以 

前
は
、
わ
ら
を
火
箸
で
折
り
曲
げ
て
つ
く
っ
た
。
わ
ら
を
水
を
ぅ
っ 

て
し
め
ら
か
し
て
お
い
て
つ
く
る
の
で
、
折
る
と
ょ
く
乾
燥
し
た
。
 

(

中
島
町)

㈤

運

搬

具

代
鞍 

牛
耕
、
馬
耕
の
と
き
つ
け
る
鞍
で
、
荷
物
を
の
せ
る
こ
と 

は
な
い
。(

下
滝
町)

し

ろ
(

代)

搔
き
や
オ
ン
ガ
か
け
を
す
る
と
き
牛
馬
の
背
に
の
せ 

る
鞍
で
、
荷
物
は
つ
け
な
い
か
ら
荷
鞍
ほ
ど
り
っ
ぱ
で
は
な
い
、
長 

い
ハ
ヨ
ウ
ナ
ワ
を
つ
け
る
。
(

中
島
町)

桑切りがま
全長 27 cm 

刃長 9cm

押 切 り

全長 77cm

刃の長 30cm

木 鉢

直径28.5cm

~32.5cm

高さ 4.5cm

〜6.0cm

乇羽と リ

たて 52.5cm

よこ 29.5cm

高さ 18.5cm

まぶしとり
たて 42.5cm

よこ 28.5cm

高さ 6〇. Ocm



代 鞍
ひろがり58cm

高さ 47cm

び く

•長 143cm

幅 62cm

袋の長さ70cm

肥 桶
最大径37 cm 

全高 73.5cm

苗運びかご

径 55cm

1¢ さ 72cm

代 鞍
最大幅85 cm 

後幅 62 cm

最局 44.5cm

荷
鞍台 刖幅 57cm

後幅 52cm

前高 41cm

後高 33cm



荷
鞍
台 

荷
鞍
を
の
せ
て
お
く
台
で
、
荷
鞍
の
こ
わ
れ
た
も
の
の
木
を
利
用
し 

て
い
る
。
荷
鞍
の
木
は
こ
う
す
る
外
は
馬
頭
観
音
な
ど
に
上
げ
た
り
す
る
。(

中
島 

町)
び

く

田
畑
に
堆
肥
を
馬
で
運
ぶ
と
き
使
用
す
る
も
の
で
、
木
の 

ハ
シ
ゴ
の
部 

分
と
、
な
わ
あ
み
の
袋
の
部
分
と
か
ら
出
来
て
い
る
。
袋
は
竹
を
四
角
に
し
て
、
 

こ
れ
に
な
わ
で
編
み
こ
ん
で
つ
く
り
、
下
部
は
開
い
た
ま
ま
で
し
ば
る
ょ
う
に
す 

る
。(

中
島
町)

苗

運

び

か

ご

田

植

専

用

で

、
苗
運
び
以
外
に
は
使
わ
な
い
も
の
。

て
ん
び
ん 

に
竹
を
割
っ
て
つ
け
て
強
化
し
、
田
の
中
で
ひ
も
が
落
ち
な
い
ょ
う
に
竹
で
つ
く 

っ
て
あ
る
。(

中
島
町)

肥

桶

や
や
中
太
の
桶
で
ね
り
肥
を
入
れ
て
ふ
た
を
し
、
荷
鞍
で
つ
け
て
馬
で 

運
ん
だ
も
の
。
し
た
が
っ
て
荷
鞍
に
つ
け
る
た
め
の
専
用
の
枠
も
あ
っ
た
。(

中
島 

町)
セ

ッ

タ(

背
負
い
子)

同
じ
木
を
二
本
に
割
っ
て
つ
く
り
、
下
部
を
長
く
つ 

く
っ
て
あ
る
。
背
負
い
ひ
も
は
下
か
ら
一
〇
三
セ
ン
チ
に
も
な
っ
て
い
る
。
稲
、
 

麦
を
背
負
う
。(

滝
川
小
学
校)

シ
ョ
ィ
コ 

田
の
中
ま
で
車
が
入
ら
な
い
の
で
、
道
路
の
と
こ
ろ
ま
で
稲
や
麦 

を
背
負
っ
て
運
び
出
す
も
の
で
、
何
で
も
背
負
う
。
平
地
で
台
を
し
な
く
も
背
負

い
出
せ
る
よ
ぅ
に
下
部
が
長
く
つ
く 

ら
れ
て
い
る
。
木
は
三
つ
割
り
に
し 

た
の
を
使
ぅ
。(

中
島
町)

㈥

機

織

用

具

綿
く
り 

栽
培
し
た
木
綿
か
ら
種 

と
綿
と
を
分
け
る
た
め
に
使
用
し
た 

も
の
。
回
転
部
分
に
油
を
く
れ
て
は 

綿
を
汚
す
の
で
白
ネ
ギ
を
は
さ
み
こ 

ん
で
そ
の
水
気
で
回
転
を
楽
に
し

た
。(

中
島
町)

座
繰
り 

自
家
用
の
生
糸
を
繰
糸
し
た
も
の
で
、
卷
き
と
ろ
う
と
す
る
糸
を
合 

せ
て
よ
り
を
つ
け
る
た
め
の
つ
づ
み
車
や
、
首
振
り
が
完
全
に
残
っ
て
い
る
。(

中 

島
町)糸

と
り
を
し
て
販
売
し
た
と
い
う
話
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
と
い
う
。(

下
滝
町) 

糸
車 

車
の
糸
が
か
か
る
部
分
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、古
い
一
般
的
な
も
の
。
 

木
綿
糸
を
紡
い
だ
り
機
織
り
の
と
き
に
緯
糸
を
巻
い
た
り(

ク
ダ
巻
き)

し
た
。
 

(

中
島
町)

中
島
町
の
も
の
よ
り
新
し
く
、
鉄
輪
が
つ
き
、
歯
車
を
使
用
し
て
あ
る
。
斜
め 

の
板
は
お
さ
え
の
た
め
の
板
で
本
来
の
も
の
で
は
な
い
。(

下
滝
町)

揚
げ
返
し
台 

座
繰
り
で
と
っ
た
生
糸
を
揚
げ
返
す
道
具
、
ま
わ
す
た
め
の
ハ 

ン
ド
ル
が
つ
い
て
い
る
。
台
に
相
応
し
て
揚
げ
返
し
枠
も
大
き
い
も
の
が
つ
け
ら 

れ
る
。(

中
島
町)

糸
車
を
つ
け
て
糸
枠
の
回
転
を
楽
に
す
る
く
ふ
う
が
し
て
あ
る
も
の
だ
が
、
使 

用
す
る
の
は
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。(

中
島
町)

い
ざ
り
機 

使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
ほ
ど
久
し
い 

間
放
置
さ
れ
て
い
た
も
の
。(

中
島
町)

一
部
欠
損
し
て
い
る
が
古
い
型
の
も
の
で
、
腰
を
の
せ
る
部
分
が
竹
の
簀
で
つ

セ ッ タ

全長 197.5cm

シ ョ イ コ

全長 171cm

下部 51cm



く
っ
て
あ
る
。(

中
島
町)

抒 

い
ざ
り
機
用
の
大
き
い
も
の
で
、
先
端
に
骨
角
器
を
さ
し
て 

す
か
り
を
よ
く
し
た
り
強
化
し
て
い
る
。
ク
ダ
を
さ
す
と
こ
ろ
に
は 

竹
ひ
ご
を
つ
け
て
あ
る
。(

中
島
町)

綿 く り
最大幅41cm 

幅 22 cm

長さ 46.5cm

高さ 30 cm

座 繰 り

最大幅 54cm

たて 15cm

高さ 42cm

座 繰 り

最大幅53 cm 

横 14.5cm

局さ 42 cm

糸
車

□贵 91 cm

台中虽 22.5cm

局さ 62 cm

糸 卑

全長 107cm

最大幅 38cm

車の径 54cm

揚げ返し台

幅 132cm

ハンドル 18cm

高さ 122cm

糸枠をつけた高さ 141.5cm



抒
全長 39cm

いざり機
最大幅 93cm

長さ 109cm

高さ 87cm

揚げ返し
全長 129.5cm 

最大幅46.5cm 

高さ 107 cm

いざり機
全長_ 110cm

最大幅 90cm 

局さ 90cm



民 

家

は

じ

め

に

民
家
の
調
査
対
象
に
な
っ
た
地
域
は
、
東
は
利
根
川
：
西
は
井
野
川
に
は
さ
ま 

れ
、
北

は
大
沢
町•
±

京

目
.

ー
ツ
谷.

西
島
町
か
ら
南
は
八
幡
原
町
に
至
る
ま 

で
の
、
ほ
ぼ
南
北
に
細
長
く
な
っ
た
地
域
で
あ
る
。

民
家
の
調
査
は
予
備
調
査
と
本
調
査
の
二
回
に
分
け
て
お
こ
な
っ
た
。
予
備
調 

査
は
七
月
二
十
三
日
と
七
月
三
十
一
日
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
実
施
し
、
前
者
は 

主
と
し
て
京
ケ
島
公
民
館
の
管
轄
区
域
内
を
三
友
市
郎
京
ケ
島
公
民
館
長
の
御
案 

内
に
よ
り
巡
視
し
、
旧
大
字
に
相
当
す
る
各
地
区
で
建
築
年
代
が
古
い
と
伝
え
ら 

れ
る
家
一
〜
二
棟
を
選
定
し
た
。
後
者
は
郷
土
史
研
究
家
の
田
口
輝
美
氏
と
群
南 

公
民
館
長
田
ロ
栄
一
氏
の
両
氏
の
御
案
内
に
よ
り
、
主
と
し
て
群
南
公
民
館
管
轄 

区
域
内
を
巡
視
し
、
そ
れ
ぞ
れ
旧
大
字
に
相
当
す
る
地
区
で
建
立
年
代
が
古
い
と 

伝
え
ら
れ
る
民
家
を
一
〜
三
棟
選
定
し
、
本
調
査
の
対
象
民
家
と
し
た
。

こ
の
度
の
調
査
地
域
は
群
馬
県
の
中
心
都
市
で
あ
る
前
橋
市
と
高
崎
市
街
地
に 

は
さ
ま
れ
た
平
場
の
農
村
地
帯
で
あ
る
が
、
調
査
地
域
の
ほ
ぼ
中
央
を
南
北
に
関 

越
自
動
車
道
が
縦
断
し
、

一
部
で
は
工
事
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
。
関
越
自
動 

車
道
用
地
と
し
て
土
地
を
売
っ
た
農
家
は
巨
額
の
金
を
投
じ
て
母
屋
を
新
築
し
、
 

目
を
見
張
る
よ
ぅ
な
豪
邸
も
あ
ち
こ
ち
に
散
見
し
た
。

本
調
査
は
八
月
三
日•

四

日•

六

日•

七

日•

九

日•

二
十
日
の
計
六
日
間
実 

施
し
、
現
状
平
面
図•

痕

跡

図•

復
原
平

面

図•

復
原
断

面

図.

写
真
撮
影
等
の 

記
録
を
採
取
し
た
。
予
備
調
査
で
選
定
し
た
調
査
対
象
民
家
の
ぅ
ち
、
連
絡
不
十 

分
の
た
め
本
調
査
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
家
も
数
棟
あ
っ
た
が
、
本
調
査

を
実
施
し
た
民
家
は
表
—1

の
ょ
う
な
合
計
一
九
棟
と
な
っ
た
。

こ
の
う
ち
草
葺 

民

家

は

六

棟(

約
三
一 
％
)

を
占
め
た
が
、
六
棟
の
う
ち
四
棟
が
す
で
に
廃
屋
と 

な
っ
て
い
た
。

本
調
査
に
入
っ
て
か
ら
の
六
日•

七
日
の
両
日
は
藤
岡
工
業
高
校
教
諭
村
田
敬 

一
氏
の
御
協
力
を
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
九
日
は
御
多
忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
田
口 

輝
美
氏
の
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
た
め
、
予
想
以
エ
に
ス
ム
—

ス
に
調
査
を
進
め 

る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
こ
に
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
エ
げ
ま
す
。

な
お
、
農
繁
多 

忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
の
隅
々
ま
で
快
く
見
せ
て
い
た
だ
い
た
表
—1

に
揚 

げ
る
調
査
民
家
の
各
所
有
者
に
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。(

桑

原

稔
)

表
—1
 

地
区
別
に
ょ
る
調
査
民
家
の
棟
数

地 

名 

本
調
査
を
実
施
し
た
民
家
の
所
有
者
氏
名 

調
査
棟
数 

大

沢

町
 

桜
井
吉
五
郎 

I

ー

ツ

谷 

塚

越

久

雄 

I  

西

島

町
 

平

林

太

郎 

一
 

萩

原

町
 

栗
田
修I

郎 

一
 

下

京

目
 

桜
井
喜
兵
衛 

一
 

島

野

町
 

須

藤

忠

雄 

一
 

矢

島

町
 

反

町

一

郎 

一
 

西
横
手
町 

山
田 

章 

一
 

中

島

町
 

田
口 

和

恵•

田
口 

四
郎•

田
口 

孝 

三



上

滝

町
 

久

保

田

稔
•

江
原
武
ー 

ー
 

ー
 

ー
 

下

滝

町
 

井

田

英

男
•

井

田

秀

男
•

天
田 

壮 

_
_

三

—

八
幡
原
町 

田
中 

ニ
ニ.

松
本 

徳

次•

原
田 

寿
録 

二

合 

計 

一
九

一
、
調
査
遺
構
の
平
面
形
式
と
編
年

十
九
棟
の
調
査
民
家
は
復
原
平
面
に
よ
り
区
分
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
五
つ
の 

形
式
に
分
類
さ
れ
る
。

① 

四

間

取(

田
字)

平
面
の
民
家

②
 

五
間
取
平
面
の
民
家

③ 

六
間
平
面
の
民
家

④ 

八
間
平
面
の
民
家

⑤
 

特
殊
な
間
取
の
民
家

こ
れ
ら
の
平
面•

構
造
お
よ
び
細
部
形
式
を
検
討
し
、
さ
ら
に
聞
き
取
に
よ
り 

建
築
年
代
を
考
察
し
て
平
面
形
式
別
に
編
年
表
を
作
成
す
る
と
表
—2

の
よ
う
に 

な
る
。

当
地
方
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
県
中
央
部
に
位
置
す
る
平
場
の
農
村
地
帯
で 

あ
る
た
め
、
最
近
に
お
け
る
村
内
の
近
代
化
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
、
工
業 

団
地
も
開
け
、
大
工
場
も
い
く
つ
か
誘
致
さ
れ
て
お
り
、
農
家
の
生
活
程
度
は
山 

村
地
帯
と
は
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い
程
向
上
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ 

か
ら
調
査
民
家
一
九
棟
の
う
ち
、

一
九
世
紀
以
降
の
も
の
が
一
五
棟
を
数
え
、

こ 

の
中
に
は
二
〇
世
紀
に
入
る
遺
構
も
二
棟
含
ま
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
当
地
方 

に
お
い
て
は
建
立
年
代
が
一
九
世
紀
初
期
に
ま
で
溯
る
民
家
は
古
い
方
に
入
り
、
 

一
八
世
紀
に
ま
で
溯
る
民
家
が
四
棟
も
発
見
さ
れ
た
の
は
奇
跡
的
な
こ
と
と
い
っ 

て
も
過
言
で
な
い
程
の
状
態
で
あ
っ
た
。

こ
の
四
棟
も
調
査
時
に
は
す
で
に
廃
屋

と
な
っ
て
お
り
、
正
に
消
滅
寸
前
に
記
録
を
採
取
し
た
感
が
あ
っ
た
。

以±

の
よ
う
に
当
地
方
の
民
家
は
一
九
世
紀
以
降
の
遺
構
が
多
か
っ
た
た
め
、
 

聞
き
取
り
あ
る
い
は
記
録
等
に
よ
り
建
立
年
代
を
確
定
ま
た
は
推
定
で
き
た
遺
構 

は
一
九
棟
中
一
六
棟
に
な
り
八
四
パ
—
セ
ン
ト
に
達
し
た
。

こ
の
た
め
か
な
り
精 

度
の
高
い
編
年
表
が
作
成
で
き
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

次
に
各
平
面
形
式
の
民
家
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
特
質
を
考
察
し
な
が
ら
各
戸 

に
つ
い
て
順
次
解
説
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
四
間
取(

田
字)

平
面
の
民
家

こ
の
平
面
を
示
す
民
家
は
一
九
棟
の
調
査
遺
構
中
一 

I

棟
を
数
え
五
八
パ
ー
セ 

ン
ト
を
占
め
た
。
郷
土
の
人
達
は
一
般
に
「
田
字
の
間
取
」

の
家
と
よ
ん
で
い
る 

が
、
他

の

民

家

を

五

間

取•

六

間

取•

八
間
取
な
ど
と
よ
ぷ
と
こ
ろ
か
ら 

表2
 

と
当
表
題
に
つ
い
て
は
四
間
取
と
記
し
た
が
、
以
後
は
極
力
郷
土
の
人
達
の
よ
び 

方
に
し
た
が
う
こ
と
に
す
る
。
な
お
各
遺
構
の
そ
れ
ぞ
れ
の
室
名
も
そ
の
家
の
よ 

び
名
を
尊
重
し
て
記
し
て
あ
る
の
で
、
各
復
原
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
同
じ
位
置 

の
室
名
で
遺
構
が
異
な
れ
ば
室
名
も
異
な
る
場
合
が
あ
る
の
は
当
然
の
結
果
で
あ 

る
。田

中
一
三
家.

井
田
英
男

家•

田
口
和
恵
家
は
共
に
草
葺
で
あ
る
が
、
三
軒
と 

も
同
じ
屋
敷
内
に
新
し
い
母
屋
を
建
築
し
生
活
の
場
を
新
し
い
母
屋
の
方
に
移
し 

て
い
る
た
め
、
旧
母
屋
で
あ
る
前
記
三
遺
構
は
現
在
廃
屋
と
な
っ
て
い
る
。

田

中

一

三

家(

図1

、

N0.1
)

は
コ
ザ
の
上
手
に
オ
ド
コ
と
メ
ド
コ
を
つ
け
、
 

コ
ザ
と
ナ
ン
ド
境
で
は
中
柱
を
た
て
、
中
柱
お
よ
び
こ
れ
と
対
応
す
る
左
右
の
柱 

面
の
対
応
す
る
位
置
に
貫
と
小
舞
竹
穴
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

コ 

ザ
と
ナ
ン
ド
境
の
間
仕
切
は
土
壁
と
な
る
。
な
お
ナ
ン
ド
の
出
入
口
は
半
間
で
出 

入
口
の
左
右
の
柱
に
現
在
の
敷
居
上
端
よ
り
四
寸
も
高
い
位
置
に
敷
居
目
地
の
痕 

跡
が
残
っ
て
い
る
の
で
ナ
ン
ド
の
出
入
口
は
帳
台
構
え
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な 

る
。
ま
た
ザ
シ
キ
表
も
下
手
に
サ
マ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
の
で
図1

の
復
原
図



表2 高崎市東部地区民家遺構の間取の種類と編年表

間 取 柱間装置 構 造 設備•仕上•その他 建 築 に 関 す る 記 録 等

屏一— 四I五I六I八I特 床の丨コ ——大I 土丨軒～一 のI小の1コ 推家

番 殊i装！1ぶ黒 黒仕黒仕ザ定定業

ュ側置ナ境柱台裏コ院柱上柱上め建建 • _ j Aド7ュ
有 在間間間間な平ヒI同閉I半丨開品逃なIあふIせなIあチIカチI力 立立役 建1についての記録伝承なと

間柱产妄分けけ きが ョンョン巾畐年年職
号 あを2 閉なあ 下力 I I (内法)代代職

者 地取取取取取り鎖鎖放しりしりしいしりしりナナナナ(尺)(世紀)(西暦)_________________________________________________________

1田中一三八幡原〇 "〇- 〇 〇- 〇 〇 〇〇 〇〇 12.0518末 名主当主(冗才)がI4.5才の時15〇年前に建ったものと聞く

2井田英男下滝 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇〇 〇 〇12.0018末 農 生きていれば1〇3才になる人が20才の時買ってここに出たものだが建立年代は不明

3田口和恵中島〇 〇 〇 〇〇 〇 〇〇 〇 〇12.1018末 名主屋号をウチデノオオホンケという _____________________

4井田秀男下滝 〇 〇〇 〇〇 〇 〇〇 〇 〇12.0019初 "タルキは丸竹である。当初板葺、当地における井田の総本家、屋号「ナカンチ」

5塚越久雄ーツ谷〇 〇 〇 〇 〇〇 〇〇 〇 〇12.0019中 農S.11年に76才で亡くなった人が子供の頃建った

6山田 章西横手〇 - 〇 一〇-〇-〇-〇-〇〇 一〇 012.00 1875 // M- 8年の建立 _______________________________________

7松本徳次A幡原〇 〇 〇 〇 〇〇 〇〇 〇〇 12.〇519末 〃 生きていると95.6才の人が生まれた時移築した ______

8田口四郎中島〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 1888 〃 M_21年建立立の建立

9栗田修一郎 萩原 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇〇 〇 12.04 20初 〃8〇才の人が子供の頃建った ___________________________

10久保田稔上滝〇 〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇12.00 1896 "生きていれば85才になるおじいさんが4才の時古家を買って建立したもの

11平林太郎 西島〇 〇 _〇 〇 〇〇 〇〇 〇 〇 1908 〃 NMl年建立、ザシキの幅はI2.〇2尺当初板葺 _________

12桜井吉五郎 大沢 〇 〇 〇 〇 —〇〇__〇〇___〇_ 〇12.00____ 1893 〃 M.26年建立、当初板葺 _______________________________

13須藤 忠雄 島野 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇12.0019中 名主 永代名主、M•初期頃か？ ______________________________

14原田寿録八幡原 〇 〇 〇〇〇〇〇 〇〇12.00 1889〃 永代名主、M’22年建立_______________________________

15 反町一郎矢島_____〇 ________ 〇 __________〇__〇__〇__〇__〇__〇__〇_ 12.00____ 1894 農 M.22 年建立___________________________________________

16桜井喜兵衛下京目 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇11.95 1906 // M.39年建立、屋号を「とんや」という、塩問屋をしていたという

17江原武二上滝 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇11.95 I926名主T.15年建立、屋敷に2重の濠をめぐららす

18田口 考中島 |〇 〇 OOOOOOO 1883 〃 M.16年建立、2間の内法は11.95尺___________________

19天田 壮 下滝 I 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇12.0518中 〃 明和年間以降の古文書は多数あるが、火災にあったためそれ以前のものはないという_



に
は
サ
マ
を
残
し
、

コ
ザ•

ナ
ン
ド
境
は
土
壁
と
し
た
。
し
か
し
当
主
の
話
に
よ 

る
と
、
当
遺
構
は
「円
福
寺
西
の
窪 
(

土
地
の
名)

の
松
本
と
い
う
家
を
買
っ
て 

き
て
建
っ
た
も
の
」
と
伝
え
、
そ
の
時
期
は
当
主(

七
十
六
才)

が
十
四
、
五
才 

の
時
、

一
五
〇
年
前
に
移
築
し
た
と
先
祖
よ
り
聞
い
た
と
い
う
の
で
、
こ
の
話
か 

ら
逆
算
す
る
と
西
暦
一
七
六
六
年
頃
移
築
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
厳
密
に 

考
え
た
場
合
コ
ザ•

ナ
ン
ド
境
は
土
壁
の
痕
跡
が
あ
っ
て
も
、
移
築
時
に
図
—1
 

に
み
る
よ
う
に
土
壁
と
し
た
か
ど
う
か
は
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
ナ 

ン
ド
の
出
入
口
の
帳
台
構
え
は
移
築
時
に
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
て
よ 

い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
当
遺
構
は
総
二
階
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ウ
マ
ヤ
の
前 

面
に
ィ
ト
ヒ
キ
バ
を
設
け
て
い
る
こ
と
、
チ
ャ
ノ
マ
の
裏
側
を
総
ベ
て
開
放
し
て 

い
る
こ
と
な
ど
の
新
し
い
要
素
も
持
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
と
当
家
が
名
主
の 

家
柄
で
あ
る
と
い
う
農
村
に
お
け
る
階
層
差
を
考
慮
し
た
上
で
、
表2

の
編
年
表 

で
は
一
八
世
紀
末
期
頃
の
移
築
建
立
と
推
定
し
た
。

井
田
英
男
家(

図1

、
N0.2
)

は
一
般
本
百
姓
の
遺
構
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ 

る
。
床
上
表
側
は
田
中
一
三
家
と
同
様
に
中
柱
を
建
て
、

コ
ザ•

ナ
ン
ド
境
に
も 

中
柱
を
建
て
て
、
こ
の
中
柱
よ
り
上
手
を
土
壁
に
し
て
い
る
。

コ
ザ
の
上
手
に
は 

奥
行
二
、
〇
七
尺
の
ト
コ
と
フ
ク
ロ
ト
ダ
ナ(

注1
)

を
設
け
、
チ
ャ
ノ
マ
の
裏 

則
に
は
造
り
つ
け
の
ト
ダ
ナ
を
備
え
、
ト
ダ
ナ
の
中
は
上
手
側
の
半
分
を
仏
壇
と 

し
、
こ
の
上
を
神
棚
に
し
て
い
る
。
桁
行
の
ほ
ぼ
半
分
を
土
間
と
し
ダ
ィ
ド
コ
と 

よ
び
、
下
手
の
表
側
隅
部
に
ウ
マ
ヤ
を
設
け
て
い
る
。
当
家
は
二
階
造
に
な
っ
て 

お
ら
ず
屋
根
裏
利
用
を
考
え
て
い
な
い
。
当
家
の
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
「生
き
て 

い
れ
ば
百
参
才
に
な
る
人
が
二
〇
才
の
時
、
居
抜
で
買
っ
て
こ
こ
に
出
た
が
建
築 

年
代
は
不
明
で
あ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
復
原
的
調
査
の
結
果
、
平

面• 

構

造•

細
部
の
特
徴
よ
り
、
表2

に
示
し
た
如
く 

一
八
世
紀
末
期
の
遺
構
と
推
定

田
口
和
恵
家(

図1

、
N0.3
)

は
名
主
を
勤
め
た
家
柄
で
、
屋

号

を

「
ウ
チ
デ 

ノ
オ
オ
ホ
ン
ケ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
床
上
の
表
側
は
中
柱
を
省
略
し
て
差
鴨
居
を 

用
い
て
い
る
の
が
新
し
い
特
徴
で
あ
る
。
差
鴨
居•

敷
居
と
も
三
本
溝
と
し
、
外

側
の
二
本
に
板
戸
四
枚
を
嵌
め
、
内
側
の
一
本
に
障
子
一
枚
を
建
て
込
む
方
法
を 

と
っ
て
い
る(

図8
㈣

参
照)

。
こ
の
方
法
は
田
中
一
三
家•

井
田
英
男
家
の
床
上 

表
に
み
ら
れ
た
柱
間
一
間
三
本
溝(

注2
)

に
次
ぐ
古
い
開
口
方
式
で
あ
る
。

当
家
は
井
田
英
男
家
と
同
様
に
現
在
ザ
シ
キ
上
部
の
屋
根
を
突
き
上
げ
て
こ
こ 

よ
り
屋
根
裏
に
採
光
し
、
小
屋
梁
上
に
丸
竹
を
敷
き
結
め
て
又
首
組
内
部
を
利
用 

す
る
よ
う
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
中
古
に
改
造
さ
れ
た
も
の
で
、
建
立
当
初
は 

屋
根
裏
利
用
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

コ
ザ
の
上
手
に
は
奥
行
二
、
五
三
尺
の
才 

ド

コ

•  

メ
ド
コ
を
付
け
て
い
る
が
、
コ
ザ
と
ヘ
ヤ
境
は
土
壁
で
閉
鎖
し
古
い
手
法 

を
残
し
て
い
る
。
ダ
ィ
ド
コ
の
下
手
に
は
表
側
外
壁
よ
り
半
間
程
離
し
て
ウ
マ
ヤ 

を
設
け
、
ウ
マ
ヤ
の
裏
を
「
ソ
ウ
ヤ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
当
家
も
建
立
に
関
す
る 

伝
承
お
よ
び
記
録
等
を
残
し
て
い
な
い
が
、
建
築
の
原
形
の
示
す
平
面.

構

造

•  

細
部
等
の
特
徴
か
ら
総
合
的
に
考
察
し
、
な
お
名
主
の
家
柄
で
あ
る
と
い
う
階
層 

差
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、
表2

に
示
す
如
く 

一
八
世
紀
末
期
頃
の
遺
構
と
推
定
し 

た
。
な
お
、
田
中
一
三
家•

井
田
英
男
家•

田
口
和
恵
家
と
も
家
族
は
同
一
敷
地 

内
に
新
築
し
た
家
で
生
活
し
て
お
り
、
こ
こ
に
掲
げ
た
三
遺
構(

旧
母
屋)

は
現 

在
空
家
と
な
っ
て
お
り
、
近
い
将
来
消
滅
す
る
運
命
に
あ
る
。

井
田
秀
男
家(

図1

、
N0.4
)

は
現
在
コ
ザ
と
ナ
ン
ド
の
上
手
に
一
室
ず
つ
室 

を
付
け
、
六
間
取
と
し
て
い
る
が
、
復
原
す
る
と
図1

の
よ
う
な
田
字
平
面
の
民 

家
と
な
る
。
当
家
は
草
葺
で
な
く
現
在
鉄
板
葺
に
さ
れ
て
い
る
が
、
当
初
は
板
葺 

で
あ
る
。
屋
根
の
タ
ル
キ
に
丸
竹
を
使
用
し
、
こ
の
地
方
で
は
め
ず
ら
し
い
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
が
、
県
西
南
部
の
富
岡•

甘

楽•

下
仁
田
方
面
の
古
民
家
に
よ
く 

み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
方
面
か
ら
の
影
響
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

当
家
の
床
上
表
側
は
田
口
和
恵
家
と
同
様
に
中
柱
を
省
略
し
差
鴨
居
を
使
用
し 

て
い
る
が
、
田
口
和
恵
家
と
違
っ
て
差
鴨
居
と
敷
居
の
溝
は
二
本
溝
に
さ
れ
エ
ン 

ガ
ワ
の
表
側
に
戸
袋
を
設
け
て
引
通
し
の
雨
戸
を
建
て
込
む
よ
う
考
え
ら
れ
て
い 

る
。

こ
の
場
合
コ
ザ
と
エ
ン
ガ
ワ
境
や
ザ
ス
キ
と
エ
ン
ガ
ワ
境
の
柱
間
装
置
は
二 

本
の
溝
に
障
子
を
そ
れ
ぞ
れ
四
枚
建
て
込
む
も
の
で
、
昼
間
は
エ
ン
ガ
ワ
の
引
き 

通
し
雨
戸
を
あ
け
て
お
け
ば
コ
ザ
あ
る
い
は
ザ
ス
キ
は
開
口
幅
二
間
の
採
光
面
積
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を
取
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
田
口
和
恵
家
の
二
間
開
口
三
本
溝(

注3
)

よ 

り
当
家
の
よ
う
な
二
間
開
口
二
本
溝
の
開
口
方
式(

図8
X

参
照)

の
方
が
さ
ら 

に
進
ん
だ
形
式
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

当
寒
も
名
主
役
を
勤
め
た
家
柄
と
伝
え
る
が
、
床
上
表
側
の
開
口
か
二
間
開
口 

二
本
溝
で
あ
る
こ
と
、
総
二
階
造
り
で
あ
る
こ
と
、

エ
ン
ガ
ワ
が
設
け
ら
れ
て
い 

る
こ
と
等
か
ら
田
口
和
恵
家
よ
り
新
し
い
遺
構
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
当
主 

(

六
十
四
才)

の
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
親
か
らS

十
年
前
に
「
一
七
〇
年
た
っ
て 

い
る
」
と
聞
か
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
逆
算
す
る
と
一
七
七
七
年
の
建
立
と
い 

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
遺
構
の
示
す
原
形
の
特
徴
か
ら
推
察
す
る
と
、
と
て
も 

そ
ん
な
に
は
溯
ら
な
い
。
当
家
の
建
立
年
代
は
名
主
の
家
柄
と
い
う
こ
と
を
考
慮 

し
て
幾
分
溯
ら
せ
た
と
し
て
も
、

一
九
世
紀
初
期
頃
の
建
立
と
推
定
す
る
の
が
妥 

当
で
あ
ろ
、っ
。
そ
し
て
コ
ザ
と
ナ
ン
ド
の
上
手
に
前
後
の
二
室(

前
面
の
室
を
ジ
ユ 

ウ
ジ
ョ
ウ
、
裏
側
の
室
を
ジ
ョ
ウ
ダ
ン
と
呼
ん
で
い
る)

を
増
設
し
た
の
は
一
九 

世
紀
中
期
頃
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

塚
越
久
雄
家(

図1

、
N0.5
)

は

へ

ヤ(

注4
)

に
も
ト
コ
を
設
け
、
さ
ら
に 

ヘ
ヤ
の
上
手
一
間
を
開
放
し
、

ヘ
ヤ
へ
直
接
採
光
し
、
土
間
に
幅
一
間
の
張
り
出 

し
床
を
設
け(

ア
ガ
リ
ハ
ナ
と
呼
ぶ)

て
い
る
点
が
新
し
い
特
徴
で
あ
ろ
う
。
当 

家
は
本
百
姓
層
の
農
家
で
あ
ろ
う
が
、
田
中
一
三
家
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
ウ
マ
ヤ 

の
前
面
に
ィ
ト
ヒ
キ
バ
を
設
け
て
い
る
。
チ
ャ
ノ
マ
の
裏
側
上
手
寄
り
に
は
造
り 

付
の
ト
ダ
ナ
を
配
し
、
内
部
は
上
手
側
の
半
分
を
仏
壇
に
し
、
ト
ダ
ナ
の
上
部
を 

神
棚
に
し
て
い
る
点
は
井
田
英
男
家•

田
口
和
恵
家•

井
田
秀
男
家
と
同
様
で
あ 

る
。当

家
は
昭
和
十
一
年(

一
九
三
六)

に
七
十
六
才
で
亡
く
な
っ
た
人
が
子
供
の 

頃
建
っ
た
も
の
と
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
九
世
紀
中
期
頃
の
建
立
と
推
定
す
る
。
 

な
お
当
家
は
西
側
に
瓦
葺
の
土
蔵
を
有
す
る
が
、
こ
の
土
蔵
は
大
正
十
三
年
に 

建
っ
た
も
の
と
伝
え
、
こ
の
土
蔵
と
同
時
に
板
葺
で
あ
っ
た
現
在
の
母
屋
を
瓦
葺 

に
改
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

山
田
章
家(

図2

、
N0.6
)

は
塚
越
久
雄
家
と
同
様
の
特
徴
を
多
く
示
す
遺
構

で
あ
る
が
、
ナ
ン
ド
の
上
手
を
総
べ
て
開
放
し
ニ
シ
ェ
ン
を
設
け
て
い
る
こ
と
、
 

ナ
ン
ド
裏
の
ト
コ•

ト
ダ
ナ
の
奥
行
を
心
々
三
、

一
八
尺
に
広
げ
て
い
る
こ
と
、
 

出
桁
造
り
に
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
つ
新
し
い
特
徴 

で
あ
る
。
当
家
は
当
初
よ
り
瓦
葺
で
明
治
八
年
の
建
立
と
伝
え
、
建
築
の
特
徴
か 

ら
み
て
も
言
い
伝
え
は
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
屋
号
を
「イ
シ
バ 

シ
」
と
い
う
が
、
そ
の
理
由
は
昔
当
家
の
屋
敷
の
前
の
小
川
に
石
の
橋
が
か
か
っ 

て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

松
本
徳
次
家(

図2

、
N0.7
)
 

は
生
き
て
い
る
と
九
十
五
、
六
才
に
な
る
人
が 

生
ま
れ
た
年
に
移
築
し
た
も
の
と
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
移
築
年
代
は
一
八
八
一
、
 

二
年
の
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
オ
ク
り
と
ザ
シ
キ
表
が
三
本
溝
に
な
っ
て
い
る 

の
も
、
前
身
建
物
の
古
い
材
料
を
転
用
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
当
家
は
草
葺
二
階 

造
で
あ
る
が
、
現
在
は
草
葺
の
上
に
波
形
鉄
板
を
か
ぶ
せ
て
い
る
。

田
口
四
郎
家(

図2

、
N0.8
)

は
平
家
建
草
葺
入
母
屋
造
で
あ
る
が
、
現
在
は 

す
ぐ
東
側
に
造
っ
た
別
棟
の
母
屋
で
生
活
し
て
い
る
た
め
、
旧
母
屋
で
あ
る
当
遺 

構
は
廃
屋
に
な
っ
て
い
る
。
桁
行
、
梁
間
と
も
一
般
農
家
の
半
分
程
度
の
規
模
で 

あ
る
た
め
、
土
間
に
は
ウ
マ
ヤ
を
設
け
ず
、
ナ
ン
ド•

オ
カ
ッ
テ
の
奥
行
も
一
間 

し
か
と
ら
れ
て
い
な
い
。
建
立
は
明
治
二
十
一
年
と
伝
承
す
る
。

栗
田
修
一
郎
家(

図2

、
N0.9
)

は
草
葺
入
母
屋
造
の
二
階
屋
で
あ
る
が
、
二 

階
桁
は
極
め
て
低
く
押
え
ら
れ
て
い
る
。
ダ
イ
ド
コ
の
桁
行
長
さ
は
二
間
し
か
と 

ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
ウ
マ
ヤ
を
設
け
る
余
裕
は
な
く
、
土
間
で
の
農
作
業
も
あ 

ま
り
期
待
で
き
な
い
。
現
在
草
葺
民
家
で
実
際
に
生
活
が
な
さ
れ
て
い
た
例
は
松 

本
徳
次
家
と
当
家
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
二
遺
構
だ
け
は
さ
ら
に
長
く
実
用
の
草
葺 

民
家
と
し
て
生
き
続
け
て
ほ
し
い
と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

当
家
は
す
ぐ
裏
に
住
ん
で
い
る
お
じ
い
さ
ん(

八
十
才)

か
子
供
の
頃
建
て
ら 

れ
た
も
の
と
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
二
十
世
紀
初
頭
の
遺
構
と
推
定
さ
れ
る
。

久
保
田
稔
家(

図2

、
N0.
1O)

は
二
階
建
切
妻
造
鉄
板
葺
で
あ
る
が
、
当
初
は 

板
葺
で
あ
っ
た
。

エ
ン
ガ
ワ
を
表
側
か
ら
上
手
へ
と
廻
し
、
オ
ク
り
の
上
手
に
内 

便
所
を
設
け
、
下
手
の
土
間
に
は
ウ
マ
ヤ
と
そ
の
前
面
に
イ
ト
ヒ
キ
バ
も
設
け
ら
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れ
て
い
る
。
当
家
は
生
き
て
い
れ
ば
八
十
五
才
に
な
る
お
じ
い
さ
ん
が
四
才
の
時 

古
家
を
買
っ
て
き
て
建
っ
た
も
の
と
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
逆
算
す
る
と
一
八
九
六 

年
(

明
治
二
十
九
年)

の
建
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

平
林
太
郎
家(

図2

、
N0.
11)

は
二
階
建
切
妻
造
鉄
板
瓦
棒
葺
で
あ
る
が
、
当 

初
は
板
葺
で
あ
っ
た
。
ナ
ン
ド
と
チ
ャ
ノ
マ
は
奥
行
一
間
の
狭
小
な
空
間
で
あ
る 

が
、
そ
れ
ぞ
れ
裏
側
に
も
開
口
部
を
設
け
、
通
風
、
採
光
の
考
慮
が
払
わ
れ
て
い 

る
。
ダ
ィ
ド
コ
で
は
小
黒
柱
よ
り
下
手
を
下
屋
造
に
し
、
こ
こ
に
ウ
マ
ヤ
を
設
け 

て
い
る
。
土
間
部
分
の
こ
の
よ
う
な
造
り
は
、
明
治
以
降
に
お
け
る
当
地
方
の
民 

家
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
遺
構
は
明
治
四
十
一
年(

一
九
〇 

八)

の
建
立
と
伝
え
る
。

三
、
五
間
取
平
面
の
民
家

一
九
棟
の
調
査
民
家
の
う
ち
五
間
取
平
面
を
示
す
民
家
は
唯
一
棟
だ
け
で
、
そ 

れ
は
桜
井
吉
五
郎
家
で
あ
っ
た
。

桜
井
吉
五
郎
家(

図3
)
 

は
四
間
取
平
面
の
民
家
に
お
け
る
チ
ャ
ノ
マ
の
裏
側 

に
小
室
を
設
け
て
こ
れ
を
「
カ
ッ
テ
」
と
呼
び
、
カ
ッ
テ
に
附
随
し
て
そ
の
下
手 

も
一
坪
程
度
の
土
間
を
裏
側
に
突
き
出
し
た
も
の
で
、
こ
の
部
分
の
架
構
は
下
屋

と
し
て
い
る
。
ザ
シ
キ
の
下
手
に
は
板
張
り
の
緣
を
設
け
ず
、
代
わ
り
に
縁
台
を 

二
つ
並
べ
て
お
り
、
こ
の
表
側
は
小
空
間
を
壁
で
囲
っ
て
風
呂
場
と
し
て
い
る
。
 

コ
ザ
の
上
手
に
は
オ
ド
コ
と
メ
ド
コ
を
設
け
て
い
る
が
、
当
家
の
場
合
は
こ
の
卜 

コ
の
奥
行
を
心
々
で
三
、

一
五
尺
と
か
な
り
広
く
と
っ
て
い
る
。

当
家
の
屋
根
は
現
在
瓦
葺
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
初
か
ら
の
も
の
で
な 

く
、
建
立
当
初
は
板
葺
で
あ
っ
た
。
建
立
年
代
は
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
明
治
二
十 

六

年
(

一
八
九
三)

で
あ
る
。

四
、
六
間
取
平
面
の
民
家

一
九
棟
の
調
査
民
家
の
ぅ
ち
六
間
取
平
面
を
示
す
調
査
遺
構
は
五
棟
で
、
そ
の 

比
率
は
調
査
民
家
の
約
二
十
六％

余
り
で
あ
っ
た
。

六
間
取
平
面
の
民
家
は
四
間
取
平
面
の
民
家
の
床
上
裏
側
に-

室
ず
つ
増
設
し 

表
か
ら
裏
へ
二
室
続
き
の
室
と
し
増
設
し
た
室
の
分
だ
け
ダ
ィ
ド
コ
の
奥
行
を
増 

せ
ば
実
現
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
間
取
の
進
化
は
四
間
取
平
面
か
ら
発
展
し
た
も
の 

で
あ
ろ
ぅ
と
推
察
す
る
。
そ
し
て
こ
の
平
面
を
示
す
民
家
は
桁
行
、
梁
間
と
も
一 

般
に
み
ら
れ
る
民
家
よ
り
一
廻
り
大
き
な
規
模
を
有
し
て
い
る
。

須
藤
忠
雄
家(

図4

、
N0.
13)

は
桁
行
九
間
、
梁
間
五
間
の
規
模
を
有
し
床
上 

の
上
手-

列
目
の
室
を
表
側
か
ら
、
オ
ク
り•

ナ
カ
ノ
マ.

ナ
ン
ド
と
呼
び
、
ナ 

カ
ノ
マ
で
は
上
手
に
幅
三
尺
の
簡
略
化
さ
れ
た
書
院
を
付
け
、
さ
ら
に
ナ
ン
ド
と 

の
境
に
は
ト
コ•

タ

ナ
(

奥
行 

て 

六
尺)

を
設
け
、

一
応
格
式
化
し
た
室
の
体 

裁
を
整
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
家
の
ナ
カ
ノ
マ
は
来
客
を
も
て
な
す
際
の
主 

室
に
使
わ
れ
た
室
で
あ
ろ
、っ
。
オ
ク
り
は
ナ
カ
ノ
マ
に
附
随
し
た
接
客
室
で
あ
り
、
 

こ
こ
に
も
上
手
に
ト
コ•

ト

ダ

ナ(

奥
行
二
尺)

を
設
け
て
い
る
。
ナ
ン
ド
は
家 

族
の
寝
室
に
使
わ
れ
た
室
で
あ
る
。

床
上
の
上
手
よ
り
二
列
目
の
室
は
表
側
か
ら
ザ
シ
キ.

チ
ャ
ノ
マ.

オ
カ
ッ
テ 

と
呼
び
、
ザ
シ
キ
の
下
手
に
は
コ
エ
ン(

幅
約
一
尺)

を
付
け
て
い
る
。
ザ
シ
キ 

の
機
能
は
ナ
カ
ノ
マ.

オ
ク
り
の
両
室
に
対
す
る
控
え
の
間
で
あ
り
、
チ

ャ

ノ

マ+
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は
家
族
の
居
間
で
あ
る
。

こ
の
た
め
チ
ャ
ノ
マ
に
は
コ
タ
ツ
が
切
ら
れ
、
チ
ャ
ノ 

マ
と
オ
カ
ッ
テ
境
の
チ
ャ
ノ
マ
側
に
は
鴨
居
上
部
に
幅
約
一
、
五
尺
程
の
板
を 

張
っ
て
神
棚
と
し
、
そ
の
下
部
の
上
手
側
に
は
チ
ャ
ノ
マ
に
面
し
て
仏
壇
を
置
い 

て
い
る
。
オ
カ
ッ
テ
は
家
族
の
食
事
室
で
あ
る
。

当
家
は
江
戸
時
代
に
代
々
名
主
を
勤
め
た
由
緒
あ
る
家
柄
で
あ
り
、
遺
構
の
建 

立
に
つ
い
て
の
記
録•

伝
承
等
を
残
し
て
い
な
い
が
、
建
築
の
示
す
各
種
の
特
徴 

か
ら
お
よ
そ
一
九
世
紀
中
期
頃
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
。

原
田
寿
録
家(

図4

、
N0.
14)

は
桁
行
十
間
梁
間
六
、
五
間
余
り
で
、
前
述
の 

須
藤
家
よ
り
一
廻
り
大
き
く
、
ま
た
調
査
し
た
六
間
取
民
家
の
う
ち
で
も
最
大
の 

規
模
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
当
家
に
お
け
る
各
室
の
機
能
は
須
藤
忠
雄
家
の
場 

合
と
全
く
同
様
で
あ
る
が
、

エ
ン
ガ
ワ
を
前
面
ば
か
り
で
な
く
上
手
側
ま
で
め
ぐ 

ら
し
、
オ
ク
り
ノ
マ
の
上
手
に
は
手
洗
及
び
便
所
を
当
初
よ
り
付
設
し
て
い
る
。
 

ダ
イ
ド
コ
で
は
表
側
外
壁
よ
り
ウ
マ
ヤ
を
一
間
程
後
退
さ
せ
、
ウ
マ
ヤ
の
前
面
に 

で
き
た
空
間
を
イ
ト
ヒ
キ
バ
と
よ
ん
で
い
る
。
イ
ト
ヒ
キ
バ
は
採
光
の
た
め
前
面 

に
シ
ョ
ウ
ジ
を
た
て
、
縦
に
細
か
く
格
子
棒
を
嵌
め
て
こ
れ
を
「
サ
マ
」
と
よ
ん 

で
い
る
。
二
階
建
で
あ
る
が
屋
根
裏
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
 

棟
の
中
央
に
は
換
気
の
た
め
の
「
ソ
ウ
ヤ
グ
ラ
」(

注5
)

を
設
け
て
い
る
。
当
家 

は
養
蚕
の
た
め
の
空
間
確
保
を
最
大
限
に
追
求
し
て
お
り
、
明
治
中
期
の
典
型
的 

な
養
蚕
民
家
の
姿
を
示
し
て
い
る
例
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

当
家
は
江
戸
時
代
に
代
々
名
主
を
勤
め
た
家
柄
で
屋
号
を
「
お
八
幡
」
と
い
っ 

て
い
る
。
当
家
に
は
普
請
帳
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
明
治
十
九
年(

一
 

八
八
六)

十
月
二
十
四
日
に
仕
事
を
始
め
て
明
治
二
十
二
年(

一
八
八
九)

に
完 

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
き
な
材
木
は
イ
カ
ダ
に
組
み
沼
田
か
ら
利
根
川
を
流
し 

板
井
で
揚
げ
、
さ
ら
に
大
八
車
に
積
ん
で
当
地
ま
で
運
ん
だ
と
い
う
。
普
請
の
費 

用
は
造
作
迄
で
穀
物
に
見
積
っ
て
米
百
俵
、
金
で
弐
百
五
拾
円
で
あ
っ
た
。
な
お 

当
家
の
屋
敷
は
元
二
重
の
濠
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
と
い
う
が
、
現
在
は
内
濠
を
残 

し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
当
家
に
は
明
治
四
十
年
に
描
か
れ
た
絵
図
が
あ
り
、
こ 

れ
に
は
屋
敷
の
様
子
と
母
屋
を
は
じ
め
長
屋
門
、
土
蔵
、
蚕
室
等
の
各
建
物
が
り

ア
ル
に
描
か
れ
て
お
り
、
現
在
の
母
屋
も
そ
の
中
に
み
ら
れ
る
。
 

,

反
町
一
郎
家(

図4

、
N0.
15)

は
須
藤
忠
雄
家
と
同
程
度
の
規
模
で
各
室
の
機 

能
も
同
様
で
あ
る
。
土
間
の
下
手
表
側
隅
部
を
ィ
ト
ヒ
キ
バ
と
し
、
こ
こ
の
採
光 

窓
の
丈
は
内
法
二
、
八
五
尺
で
、
こ
の
窓
下
一
、
六
五
尺
を
土
壁
と
し
て
い
る
と 

こ
ろ
か
ら
、
窓
台
の
高
さ
は
丁
度
糸
引
機(

ザ
グ
リ)

の
高
さ
と
合
う
よ
う
に
考 

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
当
家
の
特
徴
は
表
側
を
「出
し
梁
造
り
」
に
し
て 

い
る
こ
と
、
差
鴨
居
を
使
用
し
な
い
で
全
部
釣
束
で
普
通
鴨
居
を
釣
っ
て
い
る
こ 

と
な
ど
で
あ
る
。
棟
の
上
に
は
養
蚕
時
の
換
気
の
た
め
小
屋
根
は
窓
を
二
つ
上
げ
、
 

当
家
で
は
こ
れ
を
「気
抜
き
」
と
よ
ん
で
い
る
。
遺
構
は
明
治
二
十
七
年(

一
八 

九
四)

の
建
立
と
伝
え
る
。

桜
井
喜
兵
衛
家(

図4

、
N0.
16)

は
反
町
一
郎
家
と
同
程
度
の
規
模
を
有
す
る 

遺
構
で
、
屋

号

を

「ト
ン
ヤ
」
と
い
い
塩
問
屋
を
し
て
い
た
家
柄
で
あ
る
。
や
は 

り

「出
し
梁
造
り
」
で

棟

に

「気
抜
き
」
を
二
つ
上
げ
て
い
る
。
当
家
は
開
口
部 

に
差
鴨
居
を
多
用
し
て
い
る
。
明
治
三
十
九
年(

一
九
〇
六)

に
建
立
さ
れ
た
遺 

構
で
あ
る
。

江
原
武
二
家(

図4

、
N0.
17)

は
桁
行
八
間
、
梁
間
五
間
半
余
り
の
規
模
で
、
 

コ
ザ
の
上
手
に
便
所•

手
洗
等
を
付
設
し
て
い
る
。
当
家
は
戦
国
時
代
に
は
甲
州 

武
田
の
代
官
を
勤
め
、
江
戸
時
代
に
は
名
主
を
勤
め
た
家
柄
で
あ
る
。
屋
敷
は
現 

在
で
も
二
重
の
濠
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
の
幅
は
外
濠
が
約
二
間
、
内
濠
は
約
一
間
半 

で
あ
る
。
当
家
に
は
明
治
三
十
六
年(

一
九
〇
三)

十
一
月
の
屋
敷
絵
図
が
残
さ 

れ
て
お
り
、
こ
れ
に
も
二
重
の
濠
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
濠
内
の 

屋
敷
面
積
は
七
段
も
あ
る
と
い
う
広
大
な
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
母
屋
は
大
正
十 

五

年
(

一
九
二
六)

に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
調
査
遺
構
中
最
も
新
し
い
も
の
で 

あ
っ
た
。



図4 六間取平面の民家(復原平面•断面図)



五
、
八
間
取
平
面
の
民
家

六
間
取
よ
り
間
取
の
多
い
民
家
は
二
棟
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
棟
は 

田
口
孝
家
で
、
こ
れ
は
六
間
取
を
基
本
に
し
、
さ
ら
に
上
手
側
に
一
列
を
付
加
し 

た
も
の
で
「八
間
取
の
民
家
」
と
呼
ん
で
い
る
。
他
の
一
棟
は
天
田
壮
家
で
、
こ 

れ
は
超
大
形
で
複
雑
な
平
面
を
し
て 

い
る
と
こ
ろ
か
ら
田
口
孝
家
と
区
別
し
て 

「特
殊
な
間
取
の
民
家
」
と
し
た
。

田
口
孝
家
は
桁
行
十
間
、
梁
間
五
間
半
余
り
で
そ
の
復
元
平
面•

断
面
図
は
図 

五
に
示
す
よ
ぅ
で
あ
る
。

こ
の
平
面
は
六
間
取
平
面
を
基
礎
に
、
そ
れ
か
ら
進
化 

し
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
ぅ
。

六
間
取
平
面
は
上
手
二
列
に
前
面
か
ら
裏
側
へ
三
室
を
並
べ
た
が
、
上
手
を
三 

列
に
し
た
も
の
が
田
口
孝
家
で
あ
る
。
当
家
に
お
け
る
各
室
の
機
能
は
シ
ョ
ィ
ン 

ノ
マ.

ト
コ
ノ
マ
が
来
客
接
待
の
主
室
で
、
ナ
カ
ノ
マ.

ザ
シ
キ
は
こ
れ
に
附
随 

し
た
接
客
室
で
あ
る
。

コ
タ
ツ
ノ
マ•

サ
ン
ジ
ョ
は
寝
室
で
あ
る
が
、
特
に
お
産 

を
す
る
時
は
サ
ン
ジ
ョ
に
籠
る
の
だ
と
伝
え
る
。
チ
ャ
ノ
マ
は
家
族
の
居
間
で
、
 

オ
カ
ッ
テ
は
食
事
室
で
あ
る
。
土
間
で
は
ウ
マ
ヤ
の
前
面
を
ィ
ト
ヒ
キ
バ
と
せ
ず
、
 

7
 

ロ
バ
に
し
て
い
る
。

当
家
は
江
戸
時
代
に
名
主
役
を
勤
め
た
家
柄
で
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
村
長 

も
何
か
輩
出
し
て
い
る
。
元
の
屋
敷
は
現
在
の
屋
敷
の
す
ぐ
前
方
に
あ
っ
た
と 

い
う
が
、
火
災
に
あ
い
現
在
地
に
屋
敷
を
求
め
て
明
治
十
六
年(

一
八
八
三)

に 

建
立
し
た
の
が
図
五
に
示
す
現
在
の
母
屋
で
あ
る
。

丄
ハ
、
特
殊
な
間
取
の
民
家

こ
れ
に
属
す
る
民
家
は
天
田
壮
家
一
例
で
あ
っ
た
。

天
田
壮
家
は
調
査
遺
構
中
最
大
の
規
模
を
示
す
も
の
で
、
本
屋
の
上
手
に
田
字 

平
面
の
四
室
を
当
初
よ
り
付
加
し
て
お
り
、
室
数
は
全
部
で
十
一
個
と
な
る
。
 

ゲ
ン
カ
ン
の
間
の
前
面
に
は
「式
台
」(

註6
)

を
付
け
、
土
間
に
は
三
つ
の
ウ 

マ
ヤ
を
配
し
て
い
る
。

天
田
家
は
江
戸
時
代
、
当
地
の
大
名
主
で
、
屋
敷
は
二
重
の
濠
で
囲
わ
れ
、
外 

濠
よ
り
内
の
広
さ
が
三
町
七
段
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
今
で
も
裏
側
の
外
濠 

と
内
濠
の
間
を
「武
具
屋
敷
」
と
呼
ん
で
い
る
。

当
家
に
は
先
祖
の
系
図
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
天
田
家
の
出
身
地
は
丹
波
国 

で
、
天
田
郷
に
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
か
ら
天
田
姓
を
名
乗
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ 

る
。
ま
た
当
地
に
落
着
く
い
わ
れ
は
、
「
元
弘
の
変
」
以
後
足
利
尊
氏
将
軍
と
共
に 

関
東
に
下
向(

注7
)

す
る
が
、
当
家
の
先
祖
重
郎
為
利
は
観
応
年
間
に
新
田
義 

宗
と
戦
っ
て
碓
氷
の
嶺
で
討
死
し
て
し
ま
う
。
為
利
の
息
子
利
重
は
当
地
に
居
住 

し
た
初
代
で
、
滝
村
の
郷
士
と
な
り
応
永
三
十
二
年(

一
四
二
五)

没
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
二
重
の
濠
を
め
ぐ
ら
し
た
と
い
う
当
家
の 

屋
敷
構
え
は
、

一
四
世
紀
末
期
頃
ま
で
溯
る
有
力
郷
士
の
屋
敷
構
え
で
あ
る
と
考 

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

当
家
は
そ
の
役
柄
上
多
く
の
古
文
書
を
残
し
て
い
る
が
、
明
和
年
間
に
火
災
に 

あ
っ
た
た
め
、
明
和
年
間
以
降
の
古
文
書
が
大
多
数
を
占
め
、
そ
れ
以
前
の
古
文 

書
は
あ
ま
り
な
い
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
い
い
伝
え
か
ら
現
在
み
ら
れ
る
当
家
の 

旧
母
屋(

注8
)

お
よ
び
長
屋
門
は
明
和
年
間
に
建
立
さ
れ
た
遺
構
と
推
定
す
る
。

図5 八間取平面の民家



そ
し
て
当
初
か
ら
瓦
葺
と
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
瓦
葺
の
民
家
と
し
て
は
逆 

算
し
て
二
百
年
を
超
え
る
古
い
も
の
と
な
る
点
で
、
貴
重
な
民
家
遺
構
と
考
え
る 

こ
と
か
で
き
る
。

七
、
柱
の
名
称
お
よ
び
床
上
柱
間
に
つ
い
て

調
査
遺
構
中
で
よ
び
名
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
柱
は
図7

に
み
る①

• 

②
•
③

の
柱
で
あ
る
。①

の
柱
は
「
ミ
ヤ
コ
柱
」
と
よ
び
、
床
上
の
中
心
に
据
え 

ら
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
六
間
取
平
面
に
な
る
と
図7

に
お
け
る
平
面 

の
ナ
ン
ド
と
チ
ャ
ノ
マ
の
裏
側
に
そ
れ
ぞ
れ
室
を
増
設
す
る
た
め
、
「
ミ
ヤ
コ
柱
」 

は
床
上
の
中
よ
り
表
側
に
片
寄
っ
た
位
置
に
据
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
六
間
取 

の
場
合
で
も
当
初
の
古
い
遺
構
で
は
、
四
間
取
に
付
設
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
裏 

側
の
室
の
部
分
を
下
屋
造
り
に
し
て
い
る
た
め
、
構
造
上
は
や
は
り
床
上
の
中
心 

に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
で

は

「
ミ
ヤ
コ
柱
」
の
名
称
は
ど
の
よ
う 

な
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ろ
い
ろ
な
い
わ
れ
か
あ
る
と
思
わ
れ 

る
が
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
す

な
わ
ち
「
ミ
ヤ
コ
」
は

「都
」
の
こ
と

で
あ
ろ
う
と
思
う
。
「都
」
は
上
方
の
中
心
地
で 

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
図7

に
お
け
る
上
手
の
中 

心
に
た
つ
柱①

を

「
ミ
ヤn

柱
」
と
よ
ん
た
の 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
「
上
方
の
中
心
」
 

と

「
上
手
の
中
心
」
が
同
じ
意
味
に
あ
つ
か
わ 

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②

の

柱
は
「ダ
イn

ク
柱
」
と
よ
び
、
家
の 

ほ
ぼ
中
心
に
建
て
ら
れ
、
構
造
上
か
ら
も
一
番 

力
を
背
負
っ
て
い
る
柱
で
あ
る
。「
ダ
イ
コ
ク
柱
」
 

の
名
称
の
由
来
は
「ダ
イ
コ
ク
」
を

「大
黒
」
 

と
書
く
こ
と
か
ら
仏
語
の
「大
黒
天
」(

注9
)
 

か
ら
来
た
名
称
で
あ
ろ
う
。

図7

に
お
け
る③

の
柱
は
小
黒
柱
と
よ
び
、

土
間
の
下
手
寄
り
に
た
て
ら
れ
る
。③

の
柱
を
小
黒
柱
と
よ
ぶ
の
は
、②

の
大
黒 

柱
に
対
応
し
て
た
つ
と
こ
ろ
か
ら
付
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
ろ
う
。
ま
た
柱
の
径
も 

大
黒
柱
よ
り
幾
分
小
さ
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

こ
の
柱
の
仕
上
げ
は
大
黒
柱
よ
り 

遅
れ
、
当
地
方
で
は
一
八
世
紀
末
期
頃
を
境
に
チ
ョ
ウ
ナ
か
ら
ヵ
ン
ナ
仕
上
げ
へ 

と
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
が
表
—2

よ
り
判
明
す
る
。

床
上
の
柱
間
、
特
にn

ザ
と
ザ
シ
キ
表
の
柱
間
は
遺
構
の
編
年
を
考
察
す
る
際 

に
、
そ
の
指
標
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
—2

に
よ
れ
ば
一
八
世 

紀
末
期
の
遺
構
に
図8
⑷

に
み
る
よ
う
な
中
柱(

注
10)

を
有
す
る
も
の(

田
中 

一
三
家
、
井
田
英
男
家)

と
、
図8

(n)
の
よ
う
な
中
柱
を
有
し
な
い
も
の(

田
口 

和
恵
家)

と
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
地
方
に
お
け
る
コ
ザ
と
ザ
シ
キ
表
の
柱
間 

は
お
よ
そ
一
八
世
紀
末
期
頃
を
境
に
、
差

鴨

居(

注
11)

を
使
用
す
る
よ
う
に
な 

り
、
中
柱
の
省
略
が
可
能
に
な
っ
て
時
に
は
図8
㈣

の
よ
う
な
柱
間
二
間
の
も
の 

も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
頃
は
ま
だ
い
ず
れ
の
場
合
も
敷
居•

鴨
居
の
溝
を
三
本
溝
に
し 

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
一
九
世
紀
に
入
る
と
ほ
と
ん
ど
の
遺
構
で
図8
H

の

図6 特殊な間取りの民家



よ
う
な
差
鴨
居
を
使
用 

し
た
柱
間
二
間
二
本
溝 

の
形
式
を
と
り
入
れ
る 

よ
う
に
な
る
。
す
な
わ 

ち
調
査
遺
構
に
み
ら
れ 

る
こ
の
地
方
の
開
口
方 

式
を
編
年
的
に
図
示
す 

れ
ば
図〇

〇

の
よ
う
に
な 

•

り
、⑷

が
最
も
古
い
方 

式
でH

は
最
も
新
し
く 

$
は

£

とH

の
中
間
の 

開
口
方
式
で
あ
る
。

八
、
環
濠
屋
敷
に
つ
い
て

一
九
棟
の
調
査
民
家
の
う
ち
環
濠
屋
敷
を
有
す
る
も
の
は
井
田
秀
男
家•

原
田 

寿
録
家•

江
原
武
ー 

ー
家.

天
田
壮
家
の
四
例(

約
ー
ニ％
)
 

で
あ
っ
た
。
間
取
か 

ら
み
る
と
、
四
間
取
の
場
合
が
一
例
で
他
の
三
例
は
六
間
取
以
上
で
間
取
の
多
い 

民
家
の
屋
敷
に
み
ら
れ
た
。
さ
ら
に
江
戸
時
代
の
役
職
か
ら
み
る
と
、
い
ず
れ
も 

名
主
あ
る
い
は
大
名
主
を
勤
め
た
家
柄
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
有
力
な
農
民
の
屋 

敷
構
え
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
環
濠
屋
敷
は
利
根
川 

を
は
さ
む
対
岸
の
前
橋
市
下
川
淵
一
帯
に
も
散
在
す
る
の
で
、
井
野
川
東
部
の
当 

地
か
ら
前
橋
市
下
川
淵
一
帯
に
か
け
て
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
有
力
農
民
の
屋
敷
構 

え
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
こ
の
よ
う
な
有
力
農
民
の
屋
敷
構
え
で
あ
る
環
濠
屋
敷
の
成
立
は
い
っ
た 

い
い
つ
頃
ま
で
溯
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
答
え
る
に
は
あ
ま
り
に
も
史
料
不 

足
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
天
田
壮
家
所
蔵
の
系
図
よ
り
推
察
す
る
と
、
観
応
二
年

(

ー
ー
ー
ー
五
ー 

ー)

将
軍
尊
氏
の
傘
下
に
あ
っ
た
重
郎
為
利
は
、
新
田
義
宗
と
戦
っ
て 

碓
氷
の
嶺
で
討
死
し
て
し
ま
う
が
、
そ
の
息
子
善
兵
衛
利
重
は
当
地
に
居
住
し
た 

初
代
で
、
滝
村
の
郷
士 
(

系
図
に
は
「上
野
国
滝
之
郷
士
」
と
あ
る)

と
な
り
応 

永
ー
ニ
十
ー
ー
年(

一
四
ー
ー
五)

に
没
し
て
い
る
。

利
重
よ
り
六
代
目
の
孫
利
政
の
と
こ
ろ
に
は
「寛
永
六
年
己
巳
三
月
廿
二
日
卒
、
 

至
利
政
始
入
農
村
中
推
而
為
長
焉
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
利
政
の
代
に
農
民
と
な 

り
村
中
よ
り
推
さ
れ
て
そ
の
長
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
中
世
武
将
の
帰
農
過 

程
を
わ
ず
か
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

当
家
に
伝
わ
る
系
図
に
よ
る
以
上
の
よ
う
な
記
録
か
ら
推
察
す
る
と
、
当
地
に 

定
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
初
代
の
利
重
が
天
田
家
の
環
濠
屋
敷
を
構
築
し
た
と
み 

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
時
の
利
重
の
身
分
は
処
士
の
郷
士
で
あ
っ 

た
。
す
な
わ
ち
天
田
家
の
環
濠
屋
敷
は
利
重
の
没
年
で
あ
る
応
永
三
十
二
年 
(

一
 

四
二
五)

以
前
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ 

し
て
利
重
は
父
為
利
が
観
応
二
年
に
戦
死
の
時
稚
児
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る 

こ
と
か
ら
、
稚
児
を
一
〜
ニ
オ
と
解
釈
す
る
と
応
永
三
十
二
年
に
亡
く
な
っ
た
時 

の
年
令
は
お
よ
そ
七
十
四
、
五
才
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
利
重
か
屋
敷
を
構
築 

し
た
年
令
を
二
十
代
〜
三
十
代
と
考
え
る
と
西
暦
一
三
七
一
年
〜
一
三
九
一
年
の 

頃
に
は
環
濠
屋
敷
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
あ
、
大
ざ
っ
ぱ
に
み
て 

も
一
四
世
紀
末
期
頃
に
構
築
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

県
内
で
も
当
地
方
お
よ
び
利
根
川
を
は
さ
ん
で
対
岸
に
位
置
す
る
前
橋
市
下
川 

淵
一
帯
に
限
っ
て
数
多
く
み
ら
れ
る
環
濠
屋
敷
は
、
天
田
家
に
伝
わ
る
系
図
を
た 

よ
り
に
推
察
す
る
限
り
、
そ
の
構
築
年
代
は
一
四
世
紀
末
期
頃
ま
で
溯
り
、
さ
ら 

に
大
胆
な
推
理
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
環
濠
屋
敷
を
有
す
る
家
は
観
応
二
年
碓
氷 

の
嶺
で
足
利
尊
氏
将
軍
の
傘
下
と
し
て
、
新
田
義
宗
と
戦
い
討
死
し
た
中
世
部
将 

の
後
裔
か
土
着
し
た
家
と
考
え
る
こ
と
か
で
き
る
。
次
に
天
田
氏
系
図
の
う
ち
利 

重
の
項
を
そ
の
ま
ま
記
し
て
お
く
。

利
重
——

天
田
氏 

本
国
丹
波 

姓
藤
原
焉 

修
理
亮
利
隆
住
干
天
田
郷 

子
孫 

称
天
田 

其□
□

上
北
面
称□

之
魚
流
云 

四
代
之
孤
重
郎
為
利
元
弘
之
乱
従

図8 開口方式の編年

〔(イ)が古く(バは新い、〕

(イ)柱間1間3本溝

(ロ)柱間2間3本溝

(ハ)柱間2間2本溝

雨尸(板尸)

明り障子

引通し雨戸



于
足
利
将
軍 

而
移
関
東
每
在
于
将
軍
之
麾
下
観
応
年
間
将
軍
与
新
田
義 

宗
戦
碓
嶺
愷
施
之
後
留
軍
於
上
野
国
群
馬
郡
滝
村
慈
眼
寺
刻
干
体
石
仏
招 

干
僧
以
祭
戦
亡
之
霊
且
後
世
為
供
養
附
以
三
百
頃
田
焉
碓
嶺
之
役
也
為 

利
戦
死
矣
其
妻
抱
稚
児
始
詣
滝
村
遂
卜
居
其
地 

以
育
嬰
児
生
長
之
後
称
善 

兵
衛
利
重 

応
氷
卅
二
年
乙
巳
五
月
以
寿
卒 

終
身
不
在
世
々
以
処
士
住
滝
村 

焉

註

1
…
当
地
方
で
は
ト
コ
の
わ
き
に
付
く
、
ト
コ
よ
り
背
が
低
く
て
一
般
に
天
袋
の
つ
い 

た
小
空
間
を
普
通
メ
ド
コ
と
い
う
が
、
当
家
の
よ
う
に
単
に
フ
ク
ロ
ト
ダ
ナ
と
呼 

ぶ
こ
と
も
あ
り
、
タ
ナ
あ
る
い
は
メ
ド
コ
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
な
お
ト
コ
は
才 

ド
コ
と
も
呼
ぶ
。

2
…
こ
の
場
合
は
外
側
の
二
本
の
溝
に
板
戸
二
枚
を
嵌
め
、
内
側
の一

本
の
溝
に
障
子 

一
枚
を
嵌
め
る(

図8
W
参
照)
。

3
…
二
間
開
口
三
本
溝
の
場
合
は#;

間
は
中
央
の
二
枚
の
板
戸
を
左
右
に
引
込
ん
で
お 

き
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
中
央
に
二
枚
の
障
子
を
引
い
て
お
く
も
の
で
、
事
実
上 

の
採
光
面
積
は
障
子
二
枚
分
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う(

図8
㈣

参
照)
。

4
…
ナ
ン
ド
と
も
呼
び
本
来
の
機
能
は
寝
室
で
あ
る
。

5
…
高
山
社
の
養
蚕
法
に
よ
れ
ば
棟
上
に
設
け
ら
れ
た
換
気
の
た
め
の
窓
を一

気
牕
」
 

と
よ
ん
で
い
る
か
、
当
寒
で
は
「
ソ
ー
ヤ
グ
ラ
」
と
よ
ん
で
い
る
。

6
…
玄
関
の
敷
居
前
に
設
け
ら
れ
た
低
い
板
敷
の
部
分
を
い
い
、
客
を
送
迎
し
て
礼
を 

す
る
所
で
あ
る
。
江
戸
時
代
は
一
般
農
家
で
は
式
台
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
 

主
に
名
主
階
級
以
上
の
家
に
限
っ
て
設
け
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。

7

…
元
弘
の
変
の
後
建
武
二
年(

ニ
ニ
三
五)

足
利
尊
氏
は
征
東
将
軍
と
な
り
関
東
に 

下
り
、
北
条
時
行
を
破
り
鎌
倉
に
入
る
。

8

…
現
在
で
は
屋
敷
の
東
側
に
立
派
な
母
屋
を
新
築
し
、
日
常
の
生
活
は
新
母
屋
の
方 

で
行
な
っ
て
お
り
、
旧
母
屋
は
空
家
と
な
っ
て
い
る
。

9

…
「大
黒
天
」
は
三
宝
を
守
護
し
、
五
衆
を
守
り
飲
食
を
満
た
す
神
を
い
う
。
 

1
〇

…
民
家
で
は
一
般
に
間
仕
切
部
分
の
中
央
に
た
つ
柱
を
中
柱
と
い
う
。

11
…鴨
居
の
ぅ
ち
、
特
に
断
面
の
せ
い
を
大
き
く
し
て
構
造
材(

梁)

と
し
て
の
機
能 

を
か
ね
備
え
、
両
端
を
柱
に
枘
差
大
入
と
し
た
も
の
を
い
ぅ
。



〔写真4〕井田英男旧母家

中央の突き上げ屋根は後の改造によるもの。

〔写真1〕田中一三家旧母屋(田字平面)

〔写真5〕田口和恵家旧母屋

中央の突き上げ屋根は後の改造によるもの

〔写真2〕田中一三家大黒柱(逃げのないもの) 

大黒柱は土間側に逃げていないため、柱の角が 

室内に突き出ている。そのため畳の角を欠いて 

畳を納めている。このような方法は古い民家に 

みられるもので、新しい民家になると大黒柱が 

室内に突き出ないように、大黒柱の内面をシキ 

イの内面と一致させるように大黒柱を土間側に 

ずらして据えるようになる。これを逃げのある 

大黒柱という。

〔写真6〕田口和恵家チャノマの裏側

左側にみえるトダナの上段左端を仏壇にしてい 

る。上部に釣った棚は神棚。 〔写真3〕田中一三家、コザのオドコ•メドコ 

をみる。



〔写真7〕井田秀男家母屋

〔写真8〕井田秀男家神棚

神棚の上部は人が乗れないように他より高くつ 

くって、棰木を配して家の軒先のようにみせて 

いる〇

〔写真9〕井田秀男家の屋敷絵図

昭和11年2月28日吉辰の墨書がある。環濠屋敷 

のうすがくわかる。

〔写真10〕塚越久雄家母屋
棟上についている小屋根を「気抜」という。

〔写真11〕塚越久雄家2階

〔写真12〕山田章家母屋



〔写真16〕松本徳次家の炊事場

〔写真13〕山田章家の表側出桁造りをみる。

〔写真17〕松本徳次家トボウグチの大戸

19棟の調査遺構中トボウグチに大戸を使用して 

いたのは当家だけであった。昔は全戸のトボウ 

グチが大戸であったという。

〔写真14〕山田章家の大黒柱

当家の大黒柱は土間側に逃げているため畳の隅 

を欠かなくても畳が入るようになっている。

〔写真15〕松本徳次家母家〔写真18〕田口四郎家旧母屋 



〔写真19〕栗田修一*郎家母屋

〔写真20〕久保田稔家旧母屋

〔写真21〕平林太郎家母屋

〔写真22〕平林太郎家2階 

〔写真23〕桜井吉五郎家母屋 

〔写真24〕桜井吉五郎家
コザのオドコ、メドコをみる。



〔写真28〕原田寿録家屋敷鳥瞰図

〔写真29〕原田寿録家
現在も残る内濠(石垣は最近積んだもの)

〔写真25〕須藤忠雄家母屋

〔写真26〕須藤忠雄家屋敷絵図
昭和6年3月の墨書がある。

〔写真30〕反町一郎家母屋 〔写真27〕原田寿録家母屋



〔写真32〕反町一郎家
チャノマに面して設けられた仏壇とその上の神

棚

〔写真31〕反町一郎家
ダイドコの天井に釣られた養蚕の暖房用の炉

〔写真33〕桜井喜兵衛家母屋

〔写真34〕桜井喜兵衛家
トボウグチよりダイドコつの裏側をみる。右に 

たつ柱が小黒柱である。

〔写真36〕江原武二家前面の出桁造り

〔写真35〕江原武二家母屋 



〔写真37〕江原武二家
外濠の土手に茂る樹木

〔写真38〕江原武ZL家の内濠

〔写真39〕田口孝家母屋

〔写真40〕田口孝家

チャノマ表よりチャノマの裏側をみる。

〔写真41〕天田壮家長屋門

〔写真42〕天田壮家旧母屋 



〔写真43〕天田壮家のザシキ

〔写真44〕天田壮家の長屋門窓

〔写真45〕天田壮家の2階梁組

〔写真46〕天田壮家の式台



高
崎
市
元
島
名
地
区
念
仏
和
讃
集

般

若

心

経
 

八
、
地

蔵

様

香 

愒 

九
、
六
字
づ
め

懺

悔

文
 

十
、
ゆ
ぅ
づ
ぅ
会
仏

I
、

大

日

様
 

十
一
、
お
が
み
あ
げ

二
、 
十

王

様
 

野
辺
の
送
り

三
、 
大

師

様
 

二
十
二
夜
様.

四
、 
十
三
仏
様 

絹

笠

様

五
、 
不

動
 

様 

善
光
寺
和
讃

六
、 
薬

師

様
 

塔
宝
の
念
仏

七
、 
観

音

様般

若

心

経

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経 

観
自
在
菩
薩
。
行
深
般
若
波
羅
蜜
多
時
。
照
見
五
蘊
皆
空
。
 

度I

切
苦
厄
。
舎
利
子
。
色
不
異
空
。
空
不
異
色
。
色
即
是
空
。
空
即
是
色
。
受
想 

行 

識
。
亦
復
如
是
。
舍
利
子
。
是
諸
法
空
相
。
不

生

不

滅

。
不
垢
不
浄
。
不
増
不
滅
。
是 

故

空

中

無

色

。
無

受
想
行
識
。
無
眼
耳
鼻
舌
身
意
。
無
色
声
香
味
触
法
。
無
眼
界
。
 

乃
至
無
意
識
界
。
無
無
明
。
亦
無

無

明

尽

。
乃
至
無
老
死
。
亦
無
老
死
尽
。
無

苦

集 

滅
道
。
無
智
亦
無
得
。
以

無
所
得
故
。
菩
提
薩
埵
。
依
般
若
波
羅
蜜
多
故
。
心
無
堊 

齣
故
。
無
有
恐
怖
。
遠
離
一
切
。
顚
倒
夢
想
。
究

竟

涅

槃

。
三
世
諸
仏
。
依
般
若
波
羅 

蜜
多
故
。
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
故
知
般
若
波
羅
蜜
多
。
是
大
神
咒
。
是

大

明 

咒
。
是

無

上

咒

。
是
無
等
等
咒
。
能
除
一
切
苦
。
真
実
不
虚
。
故
説
般
若
波
羅
蜜
多
咒
。
 

即
説
咒
日
。

掲
諦
掲
諦
。
波
羅
掲
諦
。
波
羅
僧
掲
諦
。
菩
提
薩
婆
訶
。

般
若
心
経

W'
偈

願
我
身
浄 

如
香
炉
願
我
心
如
智
慧
火
念
念
梵
焼 

戒
定
香
供
養
十 

万
三
世
仏 

懺 

悔 

文

我
昔 

所
造
諸
悪
業 

皆
由
無
始
貧
瞋
癡
従 

身
語
意
之
所
生
一
切
我
今
皆
懺
悔 

光
明 

遍
照 

十
方
世
界
念
仏
諸
行 

一
ぺ
ん

一
、 
大
日
様

な
む
あ
み
だ
ぁ
… 

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ 

な
む
あ
み
だ

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ 

な
む
あ
み
だ
ぁ 

十
三
べ
ん

二
、 1

1

二
食
泰
広
王
、
宗
帝
王
、
閻
魔
王
、
泰
山
王
、
都
市
王

一
 

I  

十
三
椅 

初
江
王
、
伍
官
王
、
変
成
王
、
平
等
王
、
五
道
転
輪
王

じ
ゅ
う
お
う
じ
っ
た
い 

な
む
あ
み
だ 

十
三
べ
ん

三
、 
大
師
様

お
ん
あ
ぼ
き
ゃ
ベ
い
ろ
し
や
の
ま
た
ぼ
だ
ら
ま
に

は
ん
ど
ま
じ
ん
ば
ら 

は
ら
ば
り
た
や
ん
十
三
べ
ん

四
、 
十
三
仏
様

不
動 

釈
迦 

文

珠

普

賢
 

地
蔵 

弥

勒

薬

師
 

観
音 

勢
至

阿

弥

陀

阿

宿

大

日

虚

空

蔵

南
無
十
三
仏
南
無
阿
弥
陀

三
世
の
諸
菩
薩 

南
無
阿
弥
陀 

十
三
べ
ん

五
、 
不
動
様

の
う
ま
く
さ
ん
ま
ん
た
あ

ば
あ
さ
ら
だ
あ
せ
ん
だ
あ

ま
あ
か
ら
し
や
だ
あ

そ
わ
か
や
ん
た
ら
た
か
ん
ま
ん
十
三
ベ
ん

六
、 
薬
師
様

お
ん
こ
ろ'
^

せ
ん
だ
り
ま
と
う
ぎ
そ
わ
か 

十
三
ベ
ん

七
、 
観

音

様
(

延
命
十
句
観
音
経)

観

世

音

南

無

仏 

与
仏
有
因 

与
仏
有
緣 

仏
法
僧
緣 

常
楽
我

浄 

朝
念



観

世

音

暮

念

観

世

音

念

念

従

心

起

念

念

不

離

心

八
、 
地
蔵
様

ま
い
に
ち
じ
ん
じ̂
^

っ 

に
ゆ
う
し
う
じ̂
^

っ

に
ゆ
う
し
う
じ
ご'̂
 

も
を
お
り
き
よ
う

む
う
ぶ
つ
せ
か
い
に
ゆ
う
し
う
じ
よ
う

ご
ん
じ
ご
う
せ
の 

に
よ
う
灸
ん
ど
う 

六
ぺ
ん

南
無
御
地
蔵
大
菩
薩
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀

佐
位
の
川
原
の
御
地
蔵
様 

南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀

十
万
億
土
の
御
陀
様
よ 

南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
一
ぺ
ん

九
、 
六
字
づ
め

な
む
ぅ
一
あ一

み
一
た
ぁ
一
ん
ふ
一

な
ぁ一

む一

あ

みV

丨
たI

ぁ一
ん
ふ
一
ぅ
つ
う

な一

あ
む
一
あ
一
み
一
た
一
ぁ
ん
ぶ
一 

六
ペ 

ん

十
、
ゆ
う
づ
う
念
仏

ゆ
う
づ
う
念
仏 

南
無
阿
弥
陀 

四
ぺ
ん

十
一
、
お
が
み
あ
げ

い
ざ
、
が
ん
ぢ
つ
く
ど
く
り
よ
と
う
せ

い
つ
さ
い
り
よ
う
ほ
つ
ご
だ
い
し
ん

お

う
じ
よ
う
あ
ん
ら
く

野

辺

の

送

り

帰
命 

長 

来 

高
野
山 

弘
法
太
師
の
仰
せ
に
は 

何
故
に
後
生
を
願
は
な
い 

願 

へ
ば
叶
う 

安
楽
に 

と
か
く
こ
の
世
は 

仮
の
宿 

死
ね
ば
一
夜
も 

置
か
れ
な
い 

死
し
て 

冥
土
へ
行
く
と
き
は 

け
ち
み
ゃ
く

一  

つ
に 

珠
数
一
つ 

こ
れ
を
冥
土
の 

み

や

げ

と

し

の

べ

よ

と

に

ぎ

や

か

に

送

り

の

人

は

多

け

れ

ど

野

辺

よ

り
 

先

は

一

人

旅

助

け

給

へ

よ

地

蔵

尊

死

出

の

山

路

や
 

三

途

川

そ

れ

を

越

え 

て
の 

極
楽
よ 

極
楽
浄
土
に 

行
く
道
に 

開
か
ず
の
門
が 

三
つ
ご
ざ
る 

押 

せ
ど
も
引
け
ど
も
開
か
ば
こ
そ 

念
仏
六
字
で 

さ

っ

と

開

く

念

仏

申

す 

後

生

に
は 

天
か
ら
五
色
の
花
が
降
る 

そ

の

花

取

り

て

見

給

へ

ば

花

じ

ゃ 

ご
ざ 

/

く
じ 

ご
-
く
ら
く
じ
よ
う
ど 

+

お
さ 

な

む

あ

み

だ

ぶ

つ
 

な

む

あ

み

だ

ぷ

つ
 

ら

ん

み

な

六

字

極

楽

浄

土

へ

納

め

ま

す

南

無

阿

弥

陀

仏

南

無

阿

弥

陀

仏 

二

十

二

夜

様

帰
命 

長 

来 

有
難
や 

二
十
二
夜
様 

待
つ
人
は 

水
火
新
め 

精
進
し 

心
に 

悪
心 

持
た
ず
し
て 

心
身
堅
固
に
身
を
浄
め 

菩
薩
を
念
じ
給
う
べ
し 

如
意
輪
菩 

薩
の 

お
顔
に
は 

数
多
の
女
人
の 

身
代
り
に 

血
の
池
地
獄
へ 

落
ち
ん
と
て 

既

に

入

ら

ん

と

し

給

へ

ば

あ

ら

有

難

や

不

思

議

な

や

池

よ

り

連

華

が 

現
れ
て 

紫
雲
棚
引
き 

み
仏
の 

そ

の

ま

、
連
華
に
坐
し
給
う 

左
右
の
御
手
に
み
ど
り
児
を 

抱
き
上
げ
さ
せ 

給
う
べ
し 

右
の
御
手
を
顔
に
あ
て 

女
人
を
救
は
ん 

方
便
と 

感
じ
給 

有
難
や 

左
の
御
手
に 

招
き
つ
 ゝ

我
を
念
ず
る 

朋
が
ら
は 

現
世
未 

来
を 

助
く
べ
し 

さ
て
又
、
現
世
の
お
顔
に
は 

ち
し
ゃ
く
け
っ
か
い 

血
の
道
や 

永
ち
白
ち
の 

病
に
は 

薬
の
か
ん
の
う 

ま
し
ま
し
て 

忽
ち 

快
気
を
得
さ
す
べ 

し 

子
無
き 

女
人
に
子
を
授
け 

末
長 

久
に 

守

ま

も

る

べ

し 

懐
胎
し
た
る 

女
人
に
は 

産
前
産
後
の 

大

難

を

安

産

に

し

て 

得
さ
す
べ
し 

さ
て
又
、
未
来 

の
お
顔
に
は 

死
出
の
山
路
や 

三
途
川 

血
の
池
地
獄
に 

至
る
ま
で 

如
意
輪
菩 

薩
が
手
を
執
り 

阿
弥
陀
勢
至
も 

諸
共
に 

回
向
く
ん
じ
の 

花
ふ
り
て 

極
楽 

浄
土
へ 

導
い
て 

助
け
給
う
ぞ 

有
難
や

二

十

三

夜

様

帰

命

長

来
 

三
夜
様 

勢
至
の
み
姿 

有
難
や 

月
に
一
度
の 

三
夜
ま
ち 

中
で 

も

と

り

わ

け

正

月

や

五

月

や

九

月

十

二

月

も

と

の

四

節

は

尚

更

に

居

待
 

ち

立

ち

待

ち

迎

え

待

ち

川

の

瀬

に

立

つ

屋

の

棟

に

げ

に
T

心

の

捧

げ

水 

酉

の

刻

よ

り

戍

の

刻 

亥
の
刻
限
も 

過
ぎ
ぬ
れ
ば 

と
う
の
蓮
華
を
押
し
開
き 

い
し
が
く
ほ
ん
の 

蓮
台
に 

乗
せ
ら
れ
給
う 

有
難
や 

尚
も
信
心 

な
さ
る
べ
し 

お

ん

さ

ん

さ

ん

さ

ん

そ

わ

か 

帰
命 

長
来 

三
夜
様 

居
待
ち
立
ち
待
ち
迎
え 

時 

三
ツ
の
刻
ま
で 

待
ち
ま
し
ょ
う 

拝
む
御
緣
の
有
難
や

絹

笠

様

帰
命 

長 

来 

有
難
や 

国
は
筑
波
に 

名
も
高
き 

天
竺
帝
の 

御
娘 

玉
代
の



姫

と

申

せ

し

は 

七

つ

の

時

よ

り

母

親

に

後

れ

て

継

母

の

手

に

掛

り

し

ゝ

く 

ま

山

に

捨

て

ら

れ

て 

し
ん
く
ま
姫
と
く
つ
ず
し
て 

き
じ

ん

が

岳

に

捨

て

ら 

れ
て 

き
じ
ん
も
姫
を 

い
た
わ
り
て
も
と
の
所
へ 

帰
さ
れ
る

又

は

お

庭

に 

埋
め
ら
れ 

父
、
大
王
の 

慈
悲
深
き 

桑
の
う
つ
ろ
の
舟
に
乗
せ 

姚
子
が
浜
へ 

流
さ
れ
て 

ふ
ぼ
う
ろ
ぼ
う
の
国
あ
ら
ば 

な
お
広
め
よ
と
遭
ぎ
出
た
し
荒
き
波
路 

に

う

ち

揺

ら

れ

流

れ

流

れ

て

筑

波

へ

の

と

よ

ら

が

港(

豊
浦
港)

に
着
き
給
う 

村
人 

姫
を 

憐
み
て 

育
て
介
抱 

養
育
し 

十
六
歳
の 

中
の
春 

初
の
午
の
日 

に

姫

君

が

無

情

の

風

に

誘

は

れ

て
 

つ

い

に

空

し

く

な

り

に

け

り

二

親 

諸

共

慨

き

伏

し

こ

れ

よ

り

運

の

虫

と

な

り

せ

じ

-i
う
か
ん
を
救
は
ん
と 

蚕

の

虫

と

な

り

給

う

糸

と

り

綿

と

り

子

種

と

り

伝

へ

給

へ

や

世

の

人

に
 

二
親 

諸
共
夢
さ
め
て 

姫
の
墓
所
へ 

急
ぎ
行
く
数
万
の
虫
の 

居
ら
故
に 

桑 

の
葉 

採
り
て
与
う
れ
ば 

皆
一
散
に 

う

ち

渡

り

し

、、、
の
休
み
が 

し
し
く
山 

き

じ

ん

が

岳

が

た

け

休

み

う

つ

ろ

の

舟

が

ふ

な

休

み

埋

め

ら

れ

た

か

に

わ 

休
み 

四
度
の
休
み
も 

は
や
過
ぎ
て
く
が
い
あ
が
り
て 

上

り

蚕

の

一

日

一

夜 

に 

み

な

か

く

れ

黄

金

白

銀

う

ち

混

ぜ

て
 

お
家
に
繭
が 

ま
ん/

と

雪

の
 

積
り
た 

如
く
な
り 

奥
の
辺
に 

立
ち
給
う 

十
六
ぜ
ん
じ
の 

お
し
ら
様 

毎
日 

酉
の
日 

祈
願
せ
ば 

よ
も
の
も
つ
か
ず 

ひ
に
ま
け
ず 

蚕
は
わ
ん̂

^

ご
こ
く 

じ
よ
う

善

光

寺

和

讃

帰

命

長

来

善

光

寺

如

来

の

も

と

は

天

竺

よ

が

っ

か

い

長

者

の

御

建

立
 

と
う
く

日
本
に 

伝
来
し
え
ん
ぶ
だ
ご
ん
の 

弥
陀
如
来 

も
り
や
の
大
尽 

悪
心 

で

難

波

が

池

に

沈

ま

せ

て

こ

の

と

き

本

多

善

光

が

仏

の

御

粋

を

救

は

ん

と 

川
中
島
に 

安
置
し
て 

護
り
奉
る
善
光
寺 

信
濃
で
川
中
善
光
寺 

甲
斐
で
甲
府
の 

善

光

寺
 

武
蔵
で
川
口
善
光
寺 

ニ
ヶ
所
合
は
せ
て
弥
陀
如
来 

弥
陀
の
来
光
あ 

り

く

と 

拝
む
御
緣
の
有
難
や 

南
無
阿
弥
陀
仏 

南
無
阿
弥
陀 

身
は
心 

心
は 

信
濃
の 

善
光
寺 

導
き
給
へ
弥
陀
の
浄
土
へ 

い
り
あ
い
の
鐘
つ
く
人
は
多
け
れ
ど 

我
一
生
を
知
る
人
は
無
し

塔

婆

の

念

仏

帰

命

長

来
 

こ
の
館
奥
の
一
と
間
を 

眺
む
れ
ば 

諸
仏 

菩
薩
の 

お
ん
掛
字 

下
に
は
故
人
の
位
牌
置
き
花
や
塔
婆
や 

盛
り
物
で 

知
己
や 

親

類

集

り

て 

先
祖
代

 々

回
向
す
る 

南
無
阿
弥
陀
仏 

南
無
阿
弥
陀
仏

序

此
の
地
蔵
様
和
讃
帳
は
民
俗
行
事
で
あ
っ
た
地
蔵
様
が
終
戦
後
、
廃
止
に
な
っ
て
和 

讃
も
総
て
地
人
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
よ
ぅ
と
し
て
居
る
の
を
憂
い
、
後
世
に
残
そ
ぅ
と
思 

い
古
い
和
讃
帳
か
ら
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

昭
和
五
十
二
年
八
月
二
十
四
日

関 

芳

明

一
、 
地

蔵

尊
 

十
四
、
観

世

音

二
、 
立

和

讃
 

十
五
、
辻

和

讃

三
、 I

夜

の

宿
 

十
六
、
梅

若

丸

四
、 
田 

植 

十
七
、
照

手

姫

五
、 
岩 

船 

十
八
、
十

万

億

土

六
、 
吉 

野 

十
九
、
西
方
十
万
億
土

七
、 
榛

名

山
 

二
十
、
お

寺

様

八
、 

一

の

谷
 

二
十
一
、
寺

和

讃

九
、 
酒

屋

様
 

二
十
二
、
佐
位
の
川
原

十
、
赤

月

小

屋
 

二
十
二
、
お

庭

和

讃

十
一
、
 

旅 

二
十
四
、
年

中

吉

凶

±
1
、

七

福

神
 

二
十
五
、
と

き

和

讃

十
三
、
十
七
が
柳
の
下 

二
十
六
、
絹 

笠 

様

一
、
地 

蔵 

尊

帰
命
長
礼
地
蔵
尊
、
提
灯
花
笠
さ
し
か
け
て
笛
や
太
鼓
に
鐘
を
入
れ
、
勇
ん
で
念
仏
、
 

ホ
ラ
ヨ
ィ̂

^

申
し
い
る
と
よ
、
南
無
阿
弥
陀
仏 

南
無



二
、 
立 

和 

讃

帰
命
長
礼
こ
の
家
に
名
残
の
種
は
蒔
か
ね
ど
も
名
残
措
し
さ
は
富
士
の
山
、
花
に
も
つ 

れ
て
立
ち
か
ね
る
ホ
ラ
ヨ
イ̂

^

立
ち
に
け
る
と
よ
、
南

無

阿

弥

陀

仏

南

無

三
、 

一

夜

の

宿

帰
命
長
礼
、

こ
の
家
に
一
夜
の
お
宿
を
申
せ
し
は
、

こ
の
家
の
悪
事
と
災
難
を
除
か
せ 

給

へ

や

ホ

ラ

ヨ

イ

四
、 
田 

植

十
七
が
、
今
年
始
め
て
田
植
し
て
、
し
か
も
そ
の
田
の
出
来
の
良
さ
、
丈
が
七
尺
穂
が 

五
尺
、
な
ん
た
ら
、
駒
に
も
八
穂
一
駄
、
八
穂
で
一
石
と
る
な
ら
ば
、

こ
れ
を
お
瀬
戸 

に
倉
七
つ
、
倉
の
番
守
は
、
誰
と
誰
、
一
に
小
雀
、
二
に
燕
、
三
に
鶯
ホ
ラ
ヨ
イ

五
、 
岩 

舟

吉
野
に
は
岩
舟
お
地
蔵
の
方
便
で
、
念
仏
始
め
に
ホ
ラ
ヨ
イ
く

立
ち
出
づ
る
と
よ

南
無
阿
弥
陀
仏

六
、 
吉 

野

吉
野
に
は
一
重
桜
が
有
り
と
聞
く
、
岩
舟
お
地
蔵
よ
ホ
ラ
ヨ
イ̂

^

な
む
あ
み
だ
ん 

ぶ
つ 

ら
む

七
、 
榛

名

山

榛
名
山
、
三
国
一
の
お
山
な
り
、

一
夜
に
出
来
た
る
富
士
の
山
、
野
の
水
笠
に
清
く
し 

て
、

ス
ル
ス
ミ
峠
に
さ
し
か
ゝ
る
、
鞍
掛
岩
や
つ
、、、
ら
岩
、
筆
に
も
及
ば
ぬ
硯
岩
、
其
他 

名
勝
は
多
け
れ
ど
、
峰

に

お

地

蔵

の

ホ

ラ

ヨ

イ

お

立

ち

あ

り

と

よ

南

無

阿

弥

陀 

仏
南
無

八
、 

一
 

の 

谷

津
の
国
の
、
須
磨
の
郡
の
片
辺
り
、

一
つ
の
塚
を
尋
ぬ
れ
ば
敦
盛
公
の
墓
と
や
ら
、
寿 

永
四
年
如
月
の
始
め
の
七
日
に
一
の
谷
、
鹎 

越
の
坂
落
し
、
義
経
公
に
攻
め
ら
れ
て
平 

家
の
一
門
、
舟
に
乗
り
、
四
国
屋
島
に
落
ち
給
ぅ
、
後
に
残
る
は
、
之
ぞ
誰
、
無
冠
の 

太
夫
敦
盛
公
、
ニ
オ
の
駒
に
鞭
あ
て
て
、
舞
子
ヶ
浜
に
乗
り
出
せ
ば
、
陸
に
熊
谷
日
の
丸 

の
扇
を
あ
げ
て
招
き
寄
せ
、
遂
に
そ
の
場
で
撃
ち
給
ぅ
、

こ
れ
を
伝
え
て
聞
く
人
の
哀

れ
と
袖
を
ホ
ラ
ヨ
イ 

し

ぼ

り

け

る

と

よ

な

む

あ

み

だ

ぶ

つ(

ー
ー
回)

九
、
酒 

屋 

様

酒
屋
様
、
倉
が
七
つ
に
名
酒
あ
り
酒
屋•

小

桜.

大
ら
ん
酒•

諸

白•

正

宗•

男

山• 

其
他
名
酒
は
多
け
れ
ど
こ
れ
も
地
蔵
の
ホ
ラ
ヨ
イ-
^

緣
の
酒
と
よ 

南
無
阿
弥
陀
仏 

/
\

十
、
赤

月
(

暁)

小
屋

十
七
が
赤
月
小
屋
に
て
西
向
け
ば
、
弥
陀
の
三
尊
お
立
ち
あ
り
、
拝
む
と
す
れ
ば
雲
か

 ゝ

る
、
余
り
邪
樫
の
雲
じ
ゃ
や
ら
、
雲
に
邪
樫
は
無
い
け
れ
ど
心
が
邪
慳
で 

ホ
ラ
ヨ 

イ

/
\
 

拝
ま
れ
ぬ
と
よ 

南
無
阿
弥
陀
仏 

南
無

十
一
、
旅

十
七
が
、
今
年
始
め
て
、
旅
に
出
て
、
是
の
し
ょ
が
ん
に
腰
を
か
け
、
色
々
御
馳
走
申 

し
受
け
、
長
た
ば
こ
に
つ
き
ま
ぜ
る
、

一
吹
き
吹
い
て
は
富
士
の
山
二
吹
き
吹
い
て
は 

筑
波
山
、
三
吹
き
吹
い
て
は
、
止
ま
り
て
十
五
夜
お
月
の
ホ
ラ
ヨ
イ/
\
 

乱
れ
星 

と

よ

南

無

阿

弥

陀

仏/
\
/
\

十
二
、
七 

福 

神

帰
命
長
礼
有
難
や
、
七
福
神
の
舟
遊
び
き
さ
ら
ぎ
山
の
楠
を
、
舟
に
う
た
せ
て
今
在
す 

金
の
帆
柱
う
ち
立
て
、
、
金
欄
鍛
子
の
幕
を
張
り
さ
て
は
神
々
乗
り
揃
う
、
一
に
大
黒
、
 

二
に
布
袋
い
、
三
に
毘
沙
門
、
四

に

次
(

寿)

郎
、
五
っ
泉
の
若
恵
比
須
、
六
っ
北 

陸
.

中
に
乗
り
、
七
っ
浪
花
の
弁
財
天
琴
を
弾
じ
て
在
し
ま
す
。
北
陸
神
が
櫓
を
持
ち 

て
毘
沙
門
天
が
舵
の
役
、
此
の
舟
何
処
へ
と
眺
む
れ
ば
宝
来
山
を
通
り
過
ぎ
、
こ
れ
の 

お
庭
に
つ
く
舟
は
お
家
繁
昌
宝
舟
、
さ
て
も
目
出
度
き
お
家
か
な
子
孫
繁
昌 

ホ
ラ
ヨ 

イ

く

 

守

る

べ

し

と

よ

南

無

阿

弥

陀

仏

南

無

十
三
、
十

七

が

柳

の

下

十
七
か
柳
の
下
で
糸
を
と
る
、
釜
は
白
銀
、
枠
黄
金
糸
は
何
糸
、
蓮
の
糸
、

こ
れ
も
御 

地
蔵
の
ホ
ラ
ヨ
イ/

\

袈
裟
に
な
る
と
よ 

南
無
阿
弥
陀
仏 

南
無

十
四
、
観 

世 

音

帰
命
頂
礼
観
世
音
、
大
慈
大
悲
の
力
に
て
西
も
東
も
知
ら
ぬ
子
が
軒
場
々
々
に
立
ち
寄



り
て
声
も
哀
れ
に
父
母
の
恵
も
深
き
小
川
寺
、
唱
う
る
声
も
ひ
そ
や
か
に
、
お
弓
は
報 

謝
を
さ
し
立
だ
し
見
れ
ば
優
し
き
娘
の
子
、
背
に
か
け
た
る
笈
づ
る
に
、
二
親
あ
り
と 

申
せ
し
は
、
定
め
て
く
れ
し
親
御
達
、
国
は
何
処
で
名
は
何
と
問
は
れ
て
、
お
つ
る
は 

泪
ぐ
み
、
父
は
家
有
士
の
、
其
の
名
は
阿
波
の
十
郎
平
、
母
は
お
弓
と
申
し
ま
す
、
ど 

う
い
ふ
訳
か
知
ら
ね
ど
も
、
二
親
達
は
三
っ
つ
年
行
方
不
知
と
な
り
給
う
、
残
り
婆
の 

介
抱
で
よ
う
や
く
今
年
が
九
つ
で(

以
下
原
本
に
不
明)

十
五
、
辻 

和 

讃

帰
命
頂
礼
、
地
蔵
尊
、
何
が
所
願
で
辻
に
立
つ
何
も
所
願
は
無
け
れ
ど
も
、
余
り
世
間
が 

邪
慳
さ
に
念
仏
す
ゝ
め
に 

ホ

ラ

ヨ

イ
/

\

辻
に
立
つ
と
よ
、
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無 

十
六
、
八 

百 

屋

帰
命
頂
礼
、
初
桜
、
八
百
屋
の
娘
に
お
七
と
て
つ
ぼ
み
し
花
の
咲
き
や
う
は
、
時
美
し 

や
江
戸
桜
、
寺
の
小
姓
に
吉
花
と
て
、
年
は
十
八
、
白
梅
の
匂
い
は
小
梅
の
木
の
下
に
よ 

れ
て
絡
ま
る
恋
桜
匂
い
桜
に
身
を
や
つ
し
、
花
の
盛
り
を
お
い
桜
遂
に
お
七
は
十
六
で 

彼
岸
桜
と
な
り
給
う
、
散
り
て
傻
な
き
稚
児
桜
、
諸
国
浮
世
に
名
を
残
し
、
無
情
の
桜 

と

ホ

ラ

ヨ

イ
/

\

な
り
給
う
と
よ
南
無
阿
弥
陀
仏 

南
無

十
六
、
梅 

若 

丸

梅
若
は
、
知
ら
ぬ
東
の
土
と
な
り
、
印
に
柳
を
さ
し
置
い
て
、
今
は
三
月
十
三
日
大
念 

仏
で 

ホ
ラ
ヨ
イ/

\

申
し
け
る
と
よ 

南
無
阿
弥
陀
仏 

南
無

十
七
、
照 

手 

姫

照
手
姫
ガ
キ
ア
ミ
車
に
取
り
つ
い
て 

え
い
ほ
う
、
え
い
ぞ
と
引
く
綱
は

こ
れ
も
御
地
蔵
の 

ホ

ラ

ヨ

イ
/

え
ん
の
綱
と
よ 

南
無
阿
弥
陀
仏 

南
無 

十
八
、
十

万

億

土

帰
命
頂
礼
有
難
や
、
十
万
億
土
の
弥
陀
様
が
天
の
羽
衣 

ホ
ラ
ヨ
イ
く

 

法
の
糸
と 

よ
、
南
無
阿
弥
陀
仏

十
九
、
西

方

十

万

億

土

西
方
の
十
万
億
土
を
聞
き
ぬ
れ
ば
古
語
も
古
人
も
弥
陀
の
国
貴
賤
君
子
の
称 

名
を 

声
を
便
り
に
極
楽
へ
、
導
き
給
へ
や 

ホ
ラ
ヨ
イ̂

^

地
蔵
尊
と
よ 

南
無
阿
弥
陀

仏

二
十
、
御 

寺 

様

帰
命
頂
礼
此
の
寺
は
何
時
来
て
も
有
難
や
蓮
の
花
が
八
重
に
咲
き
、

一
に
小
雀
、
二
に 

翼
、
三
に
鶯 

ホ
ラ
ヨ
イ/

\

不
如
帰
と
よ 

南
無
阿
弥
陀
仏
、

二
十
一
、
寺 

和 

讃

お
寺
様
七
里
が
大
門
七
巡
り
、
松
を
七
重
に
植
え
置
い
て
こ
れ
へ
来
ら
ん
旅
の
人
極
楽 

浄
土
へ 

ホ

ラ

ヨ

イ/

\

導
け
る
と
よ
、
南
無
阿
弥
陀
仏 

南
無

二
士 

一、
佐

位

の

河

原

帰
命
頂
礼
地
蔵
尊
、

こ
ゝ
は
此
の
世
の
事
な
ら
ず
し
で
の
山
路
の
裾
な
れ
ば
佐
位
の
川 

原
の
、
物
語
り
父
よ
恋
し
い
、
母
恋
し
、
恋
し
く

と
泣
く
声
は
衣
の
袖
を
覆
ひ
か
け
、
 

抱
か
せ
給
ぅ
い
で 

ホ

ラ

ヨ

イ/

\

有
難
し
と
よ 

南
無
阿
弥
陀
仏 

南
無

二
士
ー
ー
、
御

庭

和

讃

帰
命
頂
礼
、
地
蔵
様
、
お
庭
を
通
じ
て
下
さ
れ
ば
此
の
家
の
悪
事
と
災
難
を
お
の
が
せ 

給
へ
や 

ホ

ラ

ヨ

イ/

\

地
蔵
尊
と
よ 

南
無
阿
弥
陀
仏 

南
無

二
十
四
、
年

中

吉

凶

帰
命
頂
礼
、
お
目
出
度
や
、
今
年
の
暮
も
金
銀
が
山
に
喩
へ
ば
富
士
の
山
、
蔵
に
入
れ
 ゝ

ば
、
高
知
れ
ず
蔵
の
番
守
は
、
鶴
と
亀
、
中
の
窓
に
は
福
の
神
御
酒
を
ひ
か
え
て
笑
い 

顔
、
松
と
竹
と
を
飾
り
立
て
は
や
節
分
の
豆
を
投
げ
、
梅
よ
り
桃
に
桜
花
夏
は
あ
や
め 

に
、
き
り
ぎ
り
す
、
秋
は
小
菊
に
も
み
じ
狩
り
、
冬
は
眺
め
に
陸
奥
の
花
、
目
出
度
く 

年
月
送
り
け
り

二
十
五
、
と

き

和

讃

帰
命
頂
礼
有
難
や
、
め
ぐ
り̂

^

し
御
対
面
尊
き
仏
の
ホ
ラ
ヨ
イ̂

^

身
ふ
り
な
り 

せ
よ
南
無
阿
弥
陀
仏•

南
無

二
十
六
、
絹 

笠 

様

帰
命
頂
礼•

有
難
や
、
国
は
筑
波
に
名
も
高
き
、
天
笠
帝
の
お
ん
娘
王
よ
り
姫
と
申
せ 

し
は
、
七
つ
の
年
よ
り
母
親
に 

お
く
れ
て
継
母
の
手
に
か
、
り

し

、
く
ま
山
に
捨
て 

ら
れ
て 

(

備
考)

之

の

帳

面

「
以
下
忘
れ
た
」
と
あ
り



<

資

料

編
>

地

蔵

和

讃

明
治
二
十□
□
□

『地
蔵
和
讃
』
帳

都
丸
十
九
一
筆
写
校
訂

一
番

A

帰
命
頂
礼
有
難
ヤ
、
十

万

奥(

億)

土
之
弥
陀
様
ハ
、
天
ノ
羽
衣
ノ
tIJ
ノ
糸
ト
ヨ
。
 

(
M

字

鉛

筆

に

て

「
り
」
と
振
仮
名
あ
り)

二
番

く

梅
若
ハ
知
又
東
ノ
土
卜
成
ル
。
印

柳

ヲ

揷

於(

置)

テ
、
今
ハ
ニ
月
十
五
日
、
大
念 

仏
ヲ
申
ケ
ル
ト
ヨ
。

三
番

A

照
手
媛
ガ
キ
ワ
ミ
車
二
取
り
ツ
イ
テ
、
ヱ
イ
サ-
^

卜
引
綱
ハ
、
是
モ
御
地
蔵
ノ
ゼ
ン 

(

ノ)

綱
ト
ヨ
。

四
番

A

サ
ヒ
ホ
ウ
ノ
十
万
奥
土
卜
聞
ク(

キ)

ヌ
レ
バ
、
此
モ
御
シ
ン
ノ
弥
陀
ノ
国
、
キ
セ 

ン
ク
ン
ジ
ュ
ノ
セ
ウ
ミ
ヤ
ウ
ニ
、
声
ヲ
便
り
二
極
楽
ヱ
、
道
引
玉
ニ
ヤ
地
蔵
尊
卜 

ヨ
〇

五
番 

(

力) 

、
 

A

高
野
山
、
無

命
(

明)

ノ
橋
ト
テ
橋
ー
ツ
、
善
有
ル
人
ニ
ハ
橋
狭
ク
、
只
念U

テ
渡 

ル
可
シ
ト
ヨ
。

ナ_
 

(
黄)

A

極
楽
ノ
グ
ゼ
イ
ノ
舟
ハ
浮
ミ
ク
ル
。
舟
ハ
白
金
、
櫓
ハ
小
金
、
観
音
セ
イ
シ
ハ
棹
ノ 

役
、
地
蔵
菩
薩
ハ
楫
ノ
役
、
南
無
ノ
六
字
ヲ
帆
二
掲
テ
歌
念
仏
デ
渡
ル
可
シ
ト
ヨ
。
 

七
番

A

世
ノ
中
ハ
ラ
ウ
シ
ャ
フ
ジ
ャ(

老
少
不
定)

ノ
世
ノ
ナ
ラ
ヒ
、
楽
ム
マ
キ
ヤ
若
キ
ト 

テ
、
昨
日
生
レ
テ
今
日
ハ
ハ
ヤ
、
無
情
ノ
風
二
誘
ハ
レ
テ
、
キ
ュ
ル
命
ヲ
念
仏
テ
、
 

援
ケ
玉
ヒ
ヤ
地
蔵
尊
卜3

。

A

番 

(

黄)

A

十
七
が
柳
ノ
下
デ
糸
取
、
釜
ハ
白
金
、
枠
小
金
、
糸
ハ
何
糸
蓮
ノ
糸
、
是
モ
御
地
蔵 

ノ
ケ
サ
ニ
成
ル
ト
ヨ
。

九
番

A

岩
舟
ノ
地
蔵
菩
薩
ノ
ホ
ウ
ベ
ン
デ
、
念
仏
進
メ
ニ
立
出
ル
。
同
ジ
ハ
チ
ス
ノ
蓮
台
二
、
 

救
ハ
セ
玉
ヒ
ヤ
地
蔵
尊
ト
ヨ
。

十
番

A

世
ノ
中
二
独
モ
止
マ
ル
者
ハ
ナ
シ
。
来
世
大
師
ノ
オ
ボ
シ
メ
シ
、
只
念
仏
ヲ
唱
へ
可 

シ
ト
ヨ
。

十
一
番

A

地
蔵
尊
、
シ
ャ
バ
ニ
テ
成
シ
タ
ル
罪
二
依
利
、
タ
ン'
^

ナ
ラ
ク
ニ
沈
ム
事
、
世
ノ 

事
ニ
テ
ハ
免
カ
レ
ヌ
。
只
念
仏
デ
極
楽
ノ
、
浄
土
ノ
内
ニ
ゾ
道
引
ケ
ル
ト
ヨ
。
 

十
二
番

A

地
蔵
尊
、
タ
マ
シ
ヒ
中
二
入
ヌ
レ
バ
、
此
時
誰
ヲ
頼
ム
可
シ
。
其
苦
ヲ
誰
力
免
カ
レ 

ヌ
。
只
願
ク
ハ 

地
蔵
尊
、
迷
ヒ
ヲ
道
引
玉
フ
可
シ
ト
ヨ
。

十
三
番

A

地
蔵
尊
、
カ
キ
ノ
思
ヒ
ゾ
哀
也
。

脳
ヲ
ク
ダ
ヒ
テ
血
ヲ
ス
へ
卜
、
心 

二
悪
事
更
ニ
ナ 

シ
。
思
ヤ
ル
ベ
シ
、
其
時
ノ
苦
ゲ
ン
之
程
コ
ソ
悲
シ
サ
ヨ
ト
ヨ
。

十
四
番

A

岩
舟
ノ
地
蔵
菩
薩
御
建
立
、
伐
木
ナ
ト
ヲ
引
集
メ
、

ヱ
イ
サ
ラ
エ
イ
ト
引
綱
ハ
、
是 

モ
御
地
蔵
ノ
膳
ノ
綱
ト
ヨ
。

十
五
番

、
地
蔵
尊
、
イ
ハ
ン
ヤ
地
獄
ノ
有
様
ハ
、
心
モ
言
葉
モ
及
バ
レ
ヌ
。
無
ゲ
ン
シ
ヤ
ウ
メ 

ツ
オ
ソ
ロ
シ
ャ
。
猶
キ
ク
度
二
畏
レ
有
リ
。

マ
サ
シ
魂
ヒ
独
行
キ
、
ホ
ノ
ウ
ニ
イ
ラ 

ン
ヤ
悲
シ
サ
ヨ
ト
ヨ
。

十
六
番 

く力) 

A

憐
レ
サ
ヨ 

中
丈
姫
卜
申
セ
シ
ハ
、
五
歳
デ
母
二
捨
ラ
レ
テ
、
継
母
ノ
サ
シ
ニ
遭
玉



フ
。
御
年
十
四
ノ
事
成
ル
ニ
、
鳥
モ
通
ハ
ヌ
ヒ
ワ
ノ
山
、
捨
ラ
レ
玉
フ
ゾ
イ
タ
マ
シ 

キ
ト
ヨ
。

十
七
番

一
 

(

脱

力)

A

メ
イ
土
ニ
テ
サ
イ
ノ
河
原
ヲ
詠
ム
レ(

バ)

、

ー
ツ
ヤ
ニ
ツ
ヤ
三
ツ
ヤ
四
ツ
、
十
ヨ
リ 

下
ノ
幼
子
ガ
、
小
石
ヲ
集
メ
テ
塔
ヲ
組(

ミ)

、

ー
ジ
ュ
ン
組
テ
ハ
父
之
為
、
ニ
ジ
ュ 

ン
組
テ
母
之
為
、
三
ジ
ュ
ン
組
テ
ハ
我
ガ
為
ト
ヨ
。

十
八
番

H
 
ノ1
 

(

黄
)

A

岩
舟
二
水
ハ
ナ
ケ
レ
ド
船
浮
ム
。
舟
ハ
白
銀
、
中
小
金
、
南
無
ノ
六
字
ヲ
帆
二
揚
テ
、
 

観
音
セ
イ
シ
ハ
棹
ノ
役
、
鐘
打
シ
ヨ
モ
ク
テ
舵
ヲ
取
ル
ト
ヨ
。

十
九
番

A

岩
舟
二
如
何
ナ
ル
不
思
議
ガ
マX

テ
、
カ
ク
ハ
ン
ジ
ャ
ウ
ブ
シ
玉
へ
ル
ト
ヨ
。

廿
番

A

不
思
議
ヤ
ナ
、
今
日
之
四
方
ノ
静
カ
サ
モ
、
是
モ
御
地
蔵
之
利
シ
ャ
ウ
也
ト
ヨ
。

廿
一
番

A

岩
舟
二
害
度
参
詣
ス
ル
人
ハ
、
重
悪
五
行
之
罪
ナ
リ
ト
、
キ
ヱ
ン
ト
云
フ
事
有
ル 

マ 

ジ
キ
ト
ヨ
。

廿
二
番

A

十
七
ガ
、
今
歳
始
メ
テ
旅
二
出
テ
、
是
之
諸
院
二
腰
ヲ
掛
、
色

々

御

池(

馳)

走
申 

請
ハ
、
長
崎
煙
草
ニ
ッ
キ
烟
、
一
吹
吹
イ
テ
ハ
不
二
之
山
、
二
吹
吹
キ
テ
ハ
筑
波
山
、
 

三
吹
吹
イ
テ
ハ
止
リ
テ
、
十
五
夜
御
月
ノ
乱
レ
星
ト
ヨ
。

廿
三
番

A

連
シ
ヤ
ウ
ハ
孰
盛
殿
之
御
骨
ヲ
、
高
野
ノ
山
へ
卜
納
メ
ン
ト
、
先
ヅ
善
光
寺
ヲ
心
掛
、
 

墨
ノ
衣
二
菅
ノ
笠
、
心
ノ
内
コ
ソ
哀
レ
ナ
リ
ト
ヨ
。

廿
四
番

A

十
七
が
、
ア
カ
ツ
キ
小
屋
二
西
向
バ
、
弥
陀
之
三
尊
御
立
有
リ
。

オ
ガ
ム
ト
ス
レ
バ 

(

マ
マ)

雲
掛
ル
。
ア
マ
リ
ジ
ャ
ケ
ン
ノ
雲
シ
ャ
ヤ
ラ
、
雲
ニ
ジ
ヤ
ケ
ン
ハ
無
ケ
レ
ト
モ
、
心 

ガ
ジ
ャ
ケ
ン
デ
拝
マ
レ
ヌ
ト
ヨ
。

廿
五
番

A

極
楽
ノ
弥
陀
ノ
浄
土
へ
行
キ
タ
ク
バ
、
南
無
ノ
六
字
ヲ
口
癖
ニ
ト
ヨ
。

廿
六
番

A

十
七
ガ
、
今
年
始
メ
テ
田
ヲ
植
テ
、
シ
カ
モ
其
ノ
田
ノ
出
キ
ノ
ヨ
サ
。
丈
ガ
七
尺
、
 

(

駒) 

、
 

、
、

穂
ガ
五
尺
、
ナ
ン
タ
ル
小
馬
ニ
モ
八
穂
一
駄
、
八
穂
テ
ハ
石
取
ナ
ラ
パ 

是
ノ
オ
ヤ

ト
ニ
蔵
七
ツ
、
蔵
ノ
番
師
ハ
誰
々
卜
、

ー
ニ
小
雀
ニ
ニ
燕
、
三
ニ
ハ
鶯
鵑
ト
ヨ
。

廿
七
番

A

榛
名
山
、
三
国
ー 

ノ
御
山
也
。

一
夜
二
出
来
タ
ル
富
士
山
ハ
、
野
々
水
カ
サ
へ
テ
キ 

ヨ
ク
シ
テ
、
磨
臼
力
峠
へ
差
掛
リ
、
鞍
掛
岩
ヤ
葛
籠
岩
、
筆
ニ
モ
及
バ
ヌ
硯
岩
、
其 

外
名
所
ハ
多
ケ
レ
ト
、
峯
ニ
ハ
御
地
蔵
ノ
御
立
有
ル
ト
ヨ
。

廿
八
番

i
 7
1
 

(

マ
マ)

A

天
竺
ノ
コ
カ
ゼ
ガ
娘
ノ
衫
ハ
、
染
モ
染
タ
ヨ
其
美
事
、
肩
二
唐
松
下
リ
藤
、
上
前
ガ
ガ 

リ
ヲ
見
テ
有
レ
バ
、
諸
国
大
名
集
リ
テ
、
玉
ノ
諸
院
二
腰
ヲ
掛
、
論
ヲ
召
レ
テ
立
所
、
 

下
前
力
、、ゝ
リ
ヲ
見
テ
有
レ
バ
、
田
舎
女
郎
ガ
集
リ
テ
、
長
崎
煙
草
ニ
セ
ン
刻
、
ヤ
ツ 

ギ
ノ
烟
管
デ
呑
マ
イ
ル
。

一
吹
フ
ケ
ハ
冨
ノ
山
、
二
吹
吹
バ
筑
波
山
、
三
吹
フ
イ
テ 

ハ
止
マ
リ
テ
、
今
一
吹
卜
好
マ
レ
テ
、
十
五
夜
御
月
之
乱
レ
星
ト
ヨ
。

廿
九
番

A

東
ニ 

ハ
梅
若
丸
ノ
印
ト
テ
、
母
ガ
尋
テ
遙
々
卜
、
柳
ノ
本
へ
卜
立
寄
リ
テ
、
涙
ナ
ガ 

ラ
ニ
念
仏
デ
、
声
ノ
下
ヨ
リ
ア
ラ
不
思
議
、
夢
カ
ウ
ツ
ゝ
カ
マ
ボ
ロ
シ
ヤ
、
梅
若
丸 

ガ
現
レ
テ
、
見
ヱ
サ
セ
玉
フ
ゾ
憐
レ
成
ル
ト
ヨ
。

三
十
番

A

岩
舟
ノ
地
蔵
菩
薩
ノ
御
建
立
、
御
堂
力
八
間
四
面
也
。
三
寸
橡
二
屋
根
瓦
、
中
ニ
ハ 

(

黄
)

小
金
ノ
柱
立
、
ケ
マ
ン
ジ
ョ
ウ
ラ
玉
ノ
箱
、
玉
ノ
宮
殿
穏
二
、
地
蔵
菩
薩
ノ
御
立
有 

ル
ト
ヨ
。

卅
一
番

A

花
紅
葉
花
モ
紅
葉
モ
ー
盛
、
思
へ 

ハ
人
モ
ー
盛
、
人
ノ
ジ
ミ
ヤ
ウ
モ
花
二
似
テ
、
咲 

力
(

ン)

ト
ス
レ
ハ
散
リ
ヤ
ス
シ
。
落
タ
ル
花
モ
根
二
帰
ル
。
二
度
卜
還
ラ
ヌ
死
出 

ノ
旅
、
シ
ュ
ン
エ
ン
キ
ャ
エ
ン
モ
ロ
共
二
、
道
引
玉
へ
ヤ
地
蔵
尊
ト
ヨ 

帰
命
頂
礼 

遍
照
尊

卅
二
番

A

コ
チ
ノ
光
明
力
、、ゝ
ヤ
イ
テ
、
六
代
無
ゲ
ン
ノ
マ
ン
タ
ラ
ハ
、
十
万
浄
土 
ノ
有
様
ゾ
。
 

四
方
諸
物
ノ
キ
ヤ
ウ
カ
イ
ハ
、
地
獄
モ
ガ
キ
モ
畜
モ
、
皆
我
等
ガ
ホ
ン
シ
ン
ノ
、
只 

其
儘
二
照
ス
也
。
仏
有
ラ
ザ
ル
者
ゾ
ナ
シ
ト
ヨ
。



世
二
番 

A

岩
舟
ノ
地
蔵
菩
薩
ノ
習
ニ
ハ
、
諸
国
村 

ヲ
シ
ナ
へ
テ
、
念
仏
修
行
ゾ
有
難
キ
ト
ヨ
。

卅
四
番

A

七
ツ
子
ガ
父
二
離
レ
テ
今
日
七
日
、
母
二
離
レ
テ
今
日
六
日
、
明
日
ノ
七
日
ヲ
待
チ 

力
子
テ
、
半
丈
ダ
ゝ
ミ
ニ
倒
レ
伏
ト
ヨ
。

卅
五
番

A

武
蔵
野
二
、
捨
シ
殿
子
ガ
世
二
出
テ
、
親
ノ
菩
提
ヲ
問
玉
フ
。
身
ハ
墨
染
二
金
カ
ケ 

テ
、
心
ノ
内
コ
ソ
哀
レ
ナ
リ
ト
ヨ
。

卅
六
番

A

地
蔵
尊
、
提
燈
花
笠
差
掛
テ
、
鐘
ヤ
大
鼓
二
笛
ヲ
ハ
ミ
ニ
ハ
念
仏
申
シ
ケ
ル
ト
ヨ
。

卅
七
番

A

帰
命
頂
礼
地
蔵
尊
、
巡

リ

テ

今

是

テ

、
二
尊
ノ
姿
ヲ
オ
ガ
マ
ス
ル
、
是
モ
御
地 

蔵
ノ
引
合
ト
ヨ
。

卅
八
番

A

帰
命
頂
礼
天
竺
ノ
、
釈
迦
ノ
御
庭
ノ
桜
木
二
、
下
ノ
小
枝
二
鵑
、
花
ヲ
落
ス
ナ
枝
折 

(

力}

ル
ナ
、
ソ
レ
ホ
ド
大
事
ナ
花
ナ
ラ
バ
、
ソ
ヨ
吹
風
ニ
モ
蓋
カ
ケ
ロ
ト
ヨ
。

卅
九
番 

S

マ)

A

若
キ
時
、
末
ヲ
遙
ニ
ナ
也
瀬
ノ
、
無
情
ノ
風
オ
バ
地
蔵
尊
ト
ヨ
。

四
十
番 

へ
マ
マ)

A

若
キ
時
、
石
世
ヲ
願
ヒ
シ
幼
子
ノ
、
死
出
ノ
山
道
上
リ
ヨ
サ
ト
ヨ
。

四
十
一
番

A

有
難
ヤ
龍
女
ハ
仏
二
成
玉
フ
。
ナ
ド
カ
ニ
我
等
ハ
ナ
ラ
ザ
ラ
ン
ト
ヨ
。

四

士
 

一
番 

(

暮

力)

A

年
寄
テ
、
俄
カ
ニ
後
世
ヲ
願
フ
人
、
日
募
道
ヲ
遑
グ
可
シ
ト
ヨ
。

四
十
三
番

A

極
楽
ノ
御
地
ノ
舟
二
乗
タ
ク
バ
、
胸
ノ
間
ノ
珠
数
ヲ
ク
レ
ト
ヨ
。

四
十
四
番

A

吉
野
ニ
ハ
、
単
弁
桜
ガ
有
ル
ト
聞
キ
、
岩
舟
地
蔵
二
進
ゼ
タ
ィ
ト
ヨ
。

四
十
五
番

A

念
仏
ハ
、
野
ニ
モ
山
ニ
モ
甲
置
、
集
ル
時
ハ
地
蔵
尊
ト
ヨ
。

•

四
十
六
番

A

死
出
ノ
山
、
ナ
ン
タ
ラ
仏
ガ
フ
ミ
染
テ
、
二
度
ト
ク
マ
ヒ
ソ
死
出
ノ
旅
ト
ヨ
。

四
十
七
番

A

広
々
卜
、
極
楽
浄
土
へ
入
ヌ
レ
バ
、
心
狭
ク
テ
此
二
居
ル
ト
ヨ
。

(

四
十
八
番
ナ
シ)

四
十
九
番

A

此
シ
ヤ
バ
ハ
、
シ
ャ
ウ
リ
ヤ
ウ
ビ
ヤ
ウ
シ
ノ
此
宿
ヲ
、
地
蔵
菩
薩
ノ
チ
カ
イ
ニ
テ
、
 

オ
ノ
ガ
シ
ナ
サ
レ
テ
玉
フ
可
シ
ト
ヨ
。

五
十
番

A

地
蔵
尊
、
釈
迦
ノ
フ
ソ
ク
ヲ
オ
ク
ネ
ン
ジ
、
悪
所
ー
ー
シ
ッ
ゲ
ン
シ
タ
マ
イ
テ
、
世
常 

ノ
ク
ケ
ン
ゾ
道
引
ケ
ル
ト
ヨ
。

五
十
一
番

A

薬
師
如
来
詠
歌 

？

ズ)

帰
命
頂
来
南
無
薬
師
、
諸
病
シ
ッ
ヨ
ノ
願
コ
ソ
、
参
ル
我
援
ケ
可
シ
ト
ヨ
。
 

五
十
二
番 

(
1
 

(

共)

(

共)

A

天 

ニ
ア
カ
ッ
ノ
御
門
力
三
ヅ
ゴ
ザ
ル
、
ッ
ケ
供
、
引
供
ア
カ
バ
コ
ソ
。
南
無
ノ
六 

字
テ
更
ト
ア
ク
ト
ヨ
。

五
十
三
番

A

帰
命
頂
礼
有
難
ヤ
、
吉
三
ガ
建
立
致
シ
タ
ル
、
濡
仏
地
蔵
ノ
御
縁
起
、
此
テ
細
ー
ー
尋 

ヌ
レ
バ
、
八
百
屋
ノ
娘
二
於
七
ト
テ
、
歳
ハ
ニ
八
テ
美
シ
キ
、
顔
二
紅
葉
ノ
桜
花
、
 

見
ル
人
々
モ
浮
ミ
立
、
籠
二
戸
イ
ダ
ス
鶯
ノ
、
梅
二
初
音
ノ
心
池
シ
テ
、
殊
二
哀
ヤ 

本
郷
ハ
、
大
焼
ナ
レ
バ
是
非
モ
無
シ
ト
ヨ
。

五
十
四
番 

(

マ
マ) 

A

憐
レ
サ
ヨ
、
於
七
ガ
家
モ
類
火
シ
テ
、
普
請
成
就
其
内
ハ
、
遠
キ
親
類
使
ル
ヨ
リ
、
 

近
キ
菩
提
ヲ
心
掛
、
緣
ハ
イ
ナ
モ
ノ
吉
三
サ
ン
、
チ
ラ
ト
見
初
シ
其
ノ
日
ヨ
リ
、
師 

将
ノ
恩
モ
打
忘
レ
、
日
々
二
乱
ル
、
青
柳
ノ
、
風
ニ
フ
風
情
ナ
リ
ト
ヨ
。

五
十
五
番

A

帰
命
頂
礼
初
桜
、
八
百
屋
ノ
娘
二
於
七
ト
テ 

年
ハ
十
六
白
梅
ノ
、
匂
ヒ
小
梅
ノ
木 

ノ
本
へ
、

ヨ
レ
テ
カ
ラ
マ
ル
糸
桜
、
糸
ヲ
イ
桜
二
身
ヲ
ヤ
ッ
ス
ト
ヨ
。

五
十
六
番



'

帰
命
頂
礼
地
蔵
尊
、
メ
イ
タ
イ
フ
コ
ノ
仏
ニ
テ
、
是
縦
令
レ
バ
異
議
力
無
シ
、
ト
テ 

モ
サ
イ
ト
ウ
更
ー
ー
無
シ
ト
ヨ
。

五
十
七
番

A

帰
命
頂
礼
地
蔵
尊
、
慈
悲
円
満
ノ
御
願
二
、
縦
令
バ
旅
ノ
ッ
キ
逢
二
、
ク

ニ

、
シ
玉 

フ
者
ゾ
ナ
シ
ト
ヨ
。

五
十
八
番

A

サ
イ
ノ
河
原
ノ
物
語 

(
路) 

(
恋
力) 

是
ハ
此
世
事
ナ
レ
ト
、
死
出
ノ
山
地
ノ
裾
ナ
レ
バ
、
オ
ノ
河
原
ノ
物
語
リ
、
父
慈
シ 

ヤ
母
慈
シ
、
慈
シ/

卜
泣
声
ハ
、
此
世
ノ
事
ト
ハ
事
変
リ
、
悲
シ
サ
バ
カ
リ
ニ
通
ス 

也
。
彼
ノ
御
幼
子
ガ
シ
ョ
サ
シ
ャ
ト
シ
テ
、
河
原
ノ
石
ヲ
取
集
メ
、

ー
ジ
ュ
ン
組
デ 

(

郷
力)

ハ
父
ノ
為
、
ニ
ジ
ュ
ン
組
デ
ハ
母
ノ
為
、
三
ジ
ュ
ン
組
テ
ハ
故
向
ノ
、
兄
弟
我
等
ノ 

曲
向
ス
ル
。
昼
ハ
独
テ
遊
べ
ド
モ
、
日
ノ
入
ア
イ
ノ
其
頃
ハ
、
地
獄
ノ
オ
ニ
ト
現
ハ 

レ,
テ
、
ヤ
レ
汝
ハ
何
ヲ
ス
ル
、
シ
ャ
バ
ニ
ノ
コ
リ
シ
父
母
ノ
、

ス
イ
ゼ
ン
サ
セ
ン
ノ 

勤
ナ
キ
、
只
明
暮
ハ
ナ
キ
ゴ
ト
ハ
、
親
ノ
ナ
ゲ
キ
ヲ
汝
等
ガ
、
ク
ゲ
ン
ヲ
オ
ク
ル
タ 

ネ
ノ
ナ
ル
、
シ
ャ
バ
ト
メ
イ
ド
ハ
事
チ
ガ
イ
、
組
タ
ル
塔
ヲ
押
崩
シ
、
メ
イ
ド
ノ
旅 

へ
来
ル
迄
、

ユ
ル
キ
ヲ
出
セ
王
フ
ッ
、
ト
ヨ
。

五
十
九
番

A

地
蔵
尊
、
シ
ャ
バ
ノ
不
足
ノ
オ
ク
ネ
ン
ジ
、
悪
所
ニ
シ
ッ
ゲ
ン
シ
タ
マ
イ
テ
、
世
常 

ノ
苦
ゲ
ン
ヲ
道
引
ケ
ル
ト
ヨ
。

六
十
番 

'(
童)

A

帰
命
頂
礼
有
難
ヤ
、
石
動
丸
卜
申
セ
シ
ハ
、
父
ノ
踪
跡
ヲ
尋
ネ
ン
ト
、
高
野
ノ
山
二 

タ
ド
ラ
レ
テ
、
ゴ
ザ
ノ
脚
半
二
菅
ノ
笠
、
竹
ノ
小
杖
二
身
ヲ
持
タ
セ
、
高
野
山
ヲ
尋 

ヌ
レ
ド
、
父
ノ
行
へ
ヲ
知
ザ
レ
バ
、
心
ノ
内
コ
ソ
憐
レ
ナ
リ
ト
ヨ
。

六
十
一
番

A

帰
命
頂
礼
カ
ル
カ
ヤ
ハ
、
無
命
ノ
橋
ノ
袂
ニ
テ
、
年
ハ
モ
行
ヌ
幼
子
ガ
、
通
リ
ス
ガ 

リ
シ
其
時
二
、
親
子
ノ
緣
ハ
オ
ソ
ロ
シ
ャ
、
袖
卜̂

^

ガ
ト
チ
合
へ
テ
、
互
二
面
ヲ 

見
合
セ
テ
、
涙
ナ
ガ
ラ
ニ
石
動
ハ
、
是
々
申
シ
ュ
ッ
ケ
様
、
若
シ
此
ノ
山
ニ
カ
ル
カ 

ヤ
ト
、
申
ス
ル
僧
ガ
居
ル
ナ
ラ
バ
、
是
非
二
教
へ
テ
ク
ダ
サ
ン
セ
、
涙
ナ
ガ
ラ
ニ
石 

動
ハ
、
胸
ニ
セ
キ
ク
ル
血
ノ
ノ
涙
ト
ヨ
。

ー

ハ
士 

一
番

へ
哀
レ
サ
ヨ
、
カ
ル
カ
ヤ
ホ
ウ
ト
申
セ
シ
ハ
、
年
ハ
モ
行
ヌ
幼
子
ガ
、
遙
ル̂

^

尋
、不 

キ
タ
モ
ノ
ヲ
、
此
デ
還
ス
モ
不
ビ
ン
也
、
涙
ナ
ガ
ラ
ニ
カ
ル
カ
ヤ 

ハ
、
宿
へ 

帰

リ

テ

•  

物
語
ト
ヨ
。

六
十
三
番 

(

ナ
ハ
ナ
ン
ト)

A

憐
レ
ナ
ル
カ
ル
カ
ヤ
ハ
、
是
々
申
幼
子
ヨ
、
国
ハ
ハ
ィ
ツ
ク
デ
誰
悴
、
国
ハ
京
都
ノ 

大
内
ノ
、
加
藤
佐
衛
門
重
氏
ガ
、
石
地
蔵
様
ノ
申
シ
子
デ
、
石
動
丸
卜
申
シ
マ
ス
、
 

年
ハ
七
デ
有
マ
ス
ト
、
聞
テ
カ
ル
カ
ヤ
ビ
ッ
ク
リ
シ
、
サ
テ
ハ
我
子
ニ
チ
ガ
ヒ
ナ
シ
、
 

国
ヲ
出
タ
ル
年
月
モ
、
チ
ヤ
ウ
ド
今
年
ガ
七
年
目
、
扨
ハ
我
子
カ
ナ
ツ
カ
シ
ヤ
、
既 

二
語
ル
ト
思
へ
ド
モ
、
ヤ
レ
マ
テ
シ
バ
シ
我
心
、
此
デ
名
乗
ハ
畏
レ
有
リ
、
内
へ
還

リ
テ
父
母
二
、
安
堵
サ
セ
ル
ガ
孝
行
卜
、
涙
ナ
ガ
ラ
ニ
石
動
ハ
、
西
モ
東
モ
知
ヌ
道
、
 

(

見) 

(

地) 

ア
ト
身
ヲ
ク
リ
テ
カ
ル
カ
ヤ
ハ
、
胸
ニ
セ
キ
ク
ル
血
ノ
涙
、
瞠
卜
其
土
二
倒
レ
伏
ス 

卜3

。

六
十
四
番

A

哀
レ
サ
ヨ
熊
谷
殿
ノ
物
語
、
敦
盛
公
ノ
若
武
者
卜
、
組
打
勝
負
致
ス
時
、
我
公
様
卜 

驚
ィ
テ
、
ス
グ
ニ
ノ
ガ
ス
ト
思
時
、
山
ノ
陰
ヨ
リ
平
山
二
、
声
カ
ケ
ラ
レ
テ
熊
谷 

ハ
、
 

ハ
ッ
ト
驚
ク
此
時
二
、
是
非
モ
ナ
ク̂

^

日
ノ
丸
ノ
扇
ヲ
以
テ
敦
盛
ヲ
、
招
キ
帰
ス 

哀
レ
也
ト
ヨ
。

六
十
五
番

A

帰
命
頂
礼
敦
盛
ハ
、
熊
谷
殿
二
招
カ
レ
テ
、
是
非
モ
ナ
ク 
く

 
立
モ
ド
リ
、
公
ノ
命
ハ 

、
 

(

マ
マ)

直
実
二 

下
シ
賜
ハ
レ
是
非
モ
ナ
ク 

ス
ク
ニ
其
瞠
敦
盛
ハ
、
合
掌
組
テ
坐
上
ナ
シ
、
 

早
打
玉
へ
卜
云
フ
声
二
、
是
非
二
及
バ
ハ
フ
御
首
ヲ
、
此
直
実
二
賜
ハ
レ
ト
、
涙
妖1
 

ラ
ニ
熊
谷
ハ
、
南
無
卜
云
フ
声
モ
ロ
供
二
、
首
打
ハ
ナ
シ
悲
シ
サ
ハ
、
瞠
卜
其
堂
二 

倒
レ
伏
ス
ト
ヨ
。

六
十
六
番

A

帰
命
頂
礼
有
難
ヤ
、
此
御
君
ド
直
実
卜
、

ー
ツ
ノ
蓮
ノ
実
卜
成
ル
モ
、
是
モ
前
世
ノ 

(
蓮
生) 

約
束
卜
、
カ
ミ
ヲ
ゝ
ロ
シ
テ
此
時
二
、
名
ハ
連
照
卜
改
名
シ
、
熊
谷
寺
ヲ
心
掛
、
墨 

ノ
衣
二
菅
ノ
笠
、
心
ノ
内
コ
ソ
哀
レ
ナ
リ
ト
ヨ
。

六
十
七
番

A

帰
命
頂
礼
有
難
ヤ
、
西
上
野
ノ
片
岡
二
、
大
同
始
ル
其
時
二
、
安
置
シ
王
フ
観
世
音
、
 

ツ

、
ゲ
ン
有
レ
ヤ
有
難
ヤ
、
昇
ル
楷
五
十
段
、
右
ノ
方
ニ
ハ
清
水
寺
、
馬
頭
観
音
伏



拝
ミ
、
目
洗
ヒ
薬
師
ヤ
相
京
ノ
、
地
蔵
尊
ニ
ハ
番
ヲ
焼
キ
、
遙
二
見
ユ
ル
神
楽
殿
、
 

許
多
ノ
人
ノ
声
ス
也
ト
ヨ
。

六
十
八
番

A

ハ
ヤ
仏
前
へ
向
ヒ
シ
ガ
、
ク
セ
ン
ク
ン
シ
ュ
ノ
ヲ
ア
イ
デ
、
金
ノ
オ
サ
へ
モ
取
カ
ヌ 

ル
、
此
観
音
御
願
ニ
ハ
、
七
月
十
日
卜
十
月
ノ
、
十
日
ニ
ア
ヨ
ビ
ヲ
運
ブ
ナ
ラ
、
縦 

令
如
何
ナ
ル
病
デ
モ
、
忽
チ
快
気
得
サ
ス
ベ
シ
、
五
穀
十
分
蚕
迄
、
十
分
ニ
シ
テ
取 

ス
ナ
リ
ト
ヨ
。

六
十
九
番

A

実
二
有
難
ヤ
観
世
音
、
是
山
ノ
風
景
ハ
、
何
二
縦
令
ル
カ
タ
モ
ナ
ク
、
春
ハ
擲
躅
ヤ 

桜
花
、
夏
ハ
卯
ノ
花
杜
鵑
、
冬
ハ
茶
梅
水
仙
花
、

ユ
ン
手
ノ
カ
タ
ラ
詠
ム
レ
バ
、
碓 

氷
ノ
川
ヤ
八
噃
森
、
雨
降
リ
松
ノ
ー
株
二
、
今
ヤ
ミ
ド
リ
ノ
サ
ウ
ト
カ
イ
、
霞
ノ
内 

(
7

-7)

ニ
モ
妙
義
山
、
赤
城
、
椿
名
モ
見
エ
渡
ル
ト
ヨ
。

七
十
番

A

雨
モ
降
ラ
ス
ニ
宮
ヶ
崎
、
メ
イ
デ
ノ
方
ニ
ハ
烏
川
、
佐
野
ノ
渡
ヤ
舟
橋
ヤ
、
テ
イ
カ 

ノ
森
モ
カ
ミ
サ
ケ
テ
、
並
木
ノ
松
モ
秋
風
ノ
事
ノ
シ
ラ
ベ
ト
ヲ
ト
ス
ナ
リ
ト
ヨ
。
 

七
十
一
番 

(

マ
マ)

A

天
竺
ノ
小
カ
ゼ
カ
娘
ノ
衫
ハ
、
染
モ
染
タ
ガ
此
見
様
、
肩
二
唐
松
下
り
藤
、
上
前
ガ
 ゝ

リ
ヲ
見
玉
へ
バ
、
春
三
月
梅
ノ
木
二
、
鶯
留
リ
テ
初
音
フ
ク
、
下
前
ガ
カ
リ
ヲ
見
玉 

ヘ
バ
、
秋
八
月
ノ
奥
山
ノ
、
鹿
ガ
紅
葉
ヲ
フ
ミ
散
シ
、
裾

ノ

カ)

マ
バ
見
玉
へ
バ
、
 

南
海
海
二
鷺
ヲ
リ
テ
、
波
ニ
ユ
ラ
レ
テ
立
如
ク
、
ソ
レ
程
如
シ
シ
衫
ヲ
、

一
度
モ
着 

セ
ズ
著
モ
セ
ス
、
父
ハ
地
二
伏
シ
泣
玉
フ
、
母
ハ
天
地
ニ
ア
コ
ガ
レ
テ
、
ア
マ
リ
泣 

マ
イ
ナ
ゲ
ク
マ
イ
、
花
土
ノ
寺
へ
寺
参
リ
、
開
キ
シ
花
ハ
散
ヲ
見
ル
、
即
チ
我
子
モ 

此
如
ク
ト
ヨ
。

七
十
二
番 

(
所)

A

帰
命
頂
礼
十
七
ガ
、
小
野
ノ
薬
師
へ
夜
コ
モ
ル
。
何
力
諸
願
テ
ハ
コ
モ
ル
、
ト
ノ
 ゝ

夜
遊
ビ
ヤ
メ
タ
サ
ニ
、
鉄
テ
ス
垣
ヲ
積
上
テ
、
金
テ
簾
ヲ
編
サ
ゲ
テ
、
ソ
レ
デ
モ
諸 

願
ガ
叶
ズ
バ
、
小
野
ノ
薬
師
モ
有
ル
カ
無
シ
ト
ヨ
。

七
十
三
番

A

哀
レ
サ
ヨ
、
国
定
忠
治
ノ
身
ノ
科
テ
、
大
土
ノ
宿
デ
身
ヲ
ヤ
ツ
ス
ト
ヨ
。

七
十
四
番

(

弥
) 

(

地

力) 

(

脱

力)

A

帰
命
頂
礼
善
光
寺
、
三
陀
ノ
本
寺
ヲ
尋
ヌ
レ
、、ハ
、
弥

陀

ノ

本(

地)

ハ
天
竺
ノ
、
ガ 

ク
カ
イ
長
者
ノ
御
建
立
、
イ
ン
フ
ダ
ゴ
ン
ノ
三
陀
如
来
、
遂
ニ
ニ
日
本
へ
面
難
シ
、
 

守
屋
ノ
大
臣
悪
心
デ
、
難
波
ガ
池
イ
ト
捨
ラ
レ
テ
、
其
時
本
多
吉
満
ハ
、
仏
ノ
御
哀 

ヲ
救
ハ
ン
ト
、
川
中
島
ニ
ト
安
置
シ
テ
、
守
奉
ル
善
光
寺
、
甲
斐
テ
甲
府
ノ
善
光
寺
、
 

(
弥)

武
蔵
テ
川
口
善
光
寺
、
三
ヶ
所
合
セ
テS

陀
如
来
、
弥
陀
ノ
寺
有
リ
く

卜 

拝
ム 

御
緣
ノ
有
難
キ
ト
ヨ
。

七
十
五
番

A

帰
命
頂
礼
不
動
様
、

一
度
二
落
ル
滝
ノ
水
、
諸
命
定
メ
テ
生
レ
シ
カ
、
結
ビ
止
メ
ル 

神
モ
有
リ
、
諸
命
変
レ
バ
オ
ソ
ロ
シ
ャ
、

一
夜
ノ
宿
モ
貸
サ
ズ
シ
テ
、
野
辺
ヨ
ト
ゲ 

ヨ
ト
遑
グ
ナ
リ
、
野
辺
迄
贈
ル
友
モ
ア
リ
、
野
辺
ヨ
リ
ア
テ
タ
ガ
ー
人
旅
、
血
脈
一 

ッ
ニ
珠
数
一
連
ト
ヨ
。

七
十
六
番

A

帰
命
頂
礼
身
此
二
、
心
ハ
信
濃
ノ
善
光
寺
、
道
引
玉
ヒ
ヤ
地
蔵
尊
ト
ヨ
。

七
十
七
番

A

帰
名
頂
礼
哀
レ
サ
ヨ
、
中
丈
媛
卜
申
セ
シ
ハ
、
五
歳
デ
母
二
死
分
レ
、
ジ
ャ
ケ
ン
ナ 

継
母
ノ
手
二
罹
リ
、
科
モ
無
キ
身
ヲ
様
々
二
、
父
上
様
エ
申
上
、
共
々
ジ
ャ
ケ
ン
ナ 

父
上
テ
、
鳥
モ
過
ハ
ヌ
山
奥
へ
、
捨
ラ
レ
玉
ヒ
ヤ
憐
レ
サ
ヨ
。
行
ク
ル
鳥
ヲ
ツ
レ
ト 

シ
テ
、
草
木
水
葉
ヲ
歯
ミ
玉
フ
。
何
ノ
御
仏
巡
リ
来
テ
、
山
ノ
奥
ヨ
リ
ッ
レ
出
シ
、
 

大
間
ノ
寺
へ
卜
参
リ
シ
ガ
、
御
前
ノ
前
二
中
丈
姫
、
両
手
ヲ
ツ
イ
テ
ヤ
サ
シ
ゲ
ニ
、
 

右
ノ
次
第
を
細
々
二
、
涙
卜
共
二
語
リ
ケ
リ
。
愍
レ
ム
仏
ノ
御
是
非
ニ
ハ
、
手
習
学 

問
怠
タ
ラ
ズ
、
胸
ノ
休
ヤ
手
休
二
、
花
ノ
山
ヲ
引
集
メ
、
前
ノ
川
水
汲
ミ
揚
ゲ
テ
、

水
二
御
光
ガ
カ'
、ゝ
ヤ
イ
テ
、
姫
ハ
岩
屋
へ
コ
モ
リ
ッ
ツ
、
蓮
ノ
糸
ヲ
シ
メ
シ
コ
ミ
、
 

(

念

力
) 

>

其
糸
五
色
卜
成
リ
玉
フ
。

一
年
コ
メ
テ
織
ヌ
レ
バ
、
十
五
菩
薩
現
ハ
レ
テ 

又
モ
ム 

(
虚)

コ
ウ
ヲ
織
ヌ
レ
バ
、
仏
ノ
御
水
数
知
レ
ズ
、
箇
空
蔵
様
二
救
ハ
レ
テ
、
大
間
ノ
寺
へ 

納
メ
シ
ガ
、
中
丈
姫
卜
名
ヲ
ノ
コ
ス
ト
ヨ
。

七
十
八
番

A

ム
シ
ヨ
リ
我
等
ハ
ル
テ
ン
シ
テ
、
イ
ツ
カ
シ
ヨ
ウ
リ
ヲ
ハ
ナ
ル
ベ
シ
。

ロ
ク
取
リ
ン 

ゲ
ノ
有
様
ハ
、
車
ノ 
メ
グ
リ
ノ
如
ク
テ
リ
ト
ヨ
。

七
十
九
番

A

一
年
迷
ヒ
シ
始
メ
ヨ
リ
、
無
命
ノ
ク
ラ
キ
ニ
ヤ
ミ
ニ
入
、
長
夜
ノ
寝
リ
深
ケ
レ
ド
、



夢
卜
驚
ク
事
ゾ
ナ
シ
ト3

。

八
十
番

A

帰
命
頂
礼
此
御
座
二
、
ナ
ゴ
リ
ノ
種
ハ 

マ
カ
ネ
ド
モ
、
ナ
ゴ
リ
オ
シ
サ
ハ
不
士
ノ
山
、
 

ヲ
モ
テ
ニ
菊
ニ
キ
リ̂

^

ス
、
ヲ
モ
ヒ
キ
レ̂
-
^
^
-
^

卜
鳴
ク
ト
ヨ
。

八
十
一
番

A

御
寺
様
、
七
里
ガ
大
門
七
曲
、
杉
ヲ
七
重

I  
一
植
置
テ
、
是
へ
参
ラ
ヌ
旅
ノ
人
、
極
楽 

浄
土
へ
道
引
ケ
ル
ト
ヨ
。

八
十
二
番

A

此
寺
へ
参
リ
テ
見
レ
バ
有
難
ヤ
、
キ

、
シ
ニ
マ
サ
レ
ル
礼
ノ
寺
、
御
庭
ノ
池
ノ
水
清 

{

力)

シ
、
蓮
ノ
花
モ
四
季
二
咲
ク
、
諸
仏
菩
提
モ
来
迎
シ
、
極
楽
浄
土
ニ
ウ
タ
ガ
ワ
ン
ト 

ヨ
。

八
十
三
番

A

帰
命
頂
礼
此
寺
ノ
、
御
庭
ノ
池
ノ
蓮
ノ
花
、
咲
ト
ハ
美
事
二
咲
ニ
ケ
ル
ト
ヨ
。

八
十
四
番

A

此
宮
ハ
伊
勢
力
熊
野
力
御
三
島
力
、
社
々
力
九
十
九
社
ト
ヨ
。

八
十
五
番

A

帰
命
頂
来
鎮
守
様
、
千
代
ノ
社
ヲ
見
へ
玉
フ
。
小
松
モ
茂
リ
テ
ア
イ
オ
イ
ノ
、
氏
子 

繁
昌
卜
守
ル
可
シ
ト
ヨ
。

八
土
ハ
番 

(
馳)

A

帰
命
頂
礼
有
難
ヤ
、
地
蔵
菩
薩
ノ
ホ
ウ
ベ
ン
テ
、
御
茶
ノ
池
走
ニ
ア
ヅ
カ
リ
テ
、
是 

モ
不
思
議
ノ
緣
ゾ
カ
シ
。
ミ
ラ
イ
ハ
必
一
連
二
、
救
ハ
セ
玉
フ
ヤ
地
蔵
尊
ト
ヨ
。
 

八
十
七
番

A

帰
命
頂
礼
地
蔵
尊
、
是
イ
々
卜
招
カ
レ
テ
、
是
ノ
御
庭
ヲ
詠
ム
レ
バ
、
遙
二
見
ユ
ル 

冨
士
ノ
山
、
裾
ヲ
三
里
卜
蓬
萊
山
、
金
ノ
茶
釜
二
銀
柄
杓
、
小
金
ノ
茶
碗
テ
御
茶

一  

(
古
力)

ツ
、
新
茶
力
粉
茶
力
宇
治
ノ
茶
力
、
旅
ノ
疲
デ
呑
知
ヌ
、
宿
へ
帰
リ
テ
物
語
、
是
モ 

御
地
蔵
ノ
緣
ノ
御
茶
ト
ヨ
。

八
十
八
番

A

帰
命
頂
礼
地
蔵
尊
、
是

イ

卜

招

カ

レ

テ

、
是
ノ
御
庭
ヲ
詠
ム
レ
バ
、
カ
ス
カ
ニ
見 

ユ
ル
不
士
ノ
山
、
裾
ヲ
三
里
卜
蓬
萊
山
、
金
ノ
手
桶
二
銀
柄
杓
、
小
金
ノ
茶
碗
水
一 

ツ
、
是
モ
不
思
議
ノ
緣
ノ
水
ト
ヨ
。

八
十
九
番

A

帰
(

命)

頂
礼
有
難
ヤ
、
不
思
議
ノ
御
縁
テ
水
ー
ツ
、
井
水
カ
シ
水
力
川
水
力
、
旅 

ノ
疲
デ
呑
知
ス
、
宿
へ
還
リ
テ
物
語
、
是
モ
御
地
蔵
ノ
緣
ノ
水
ト
ヨ
。

九
十
番

(

祈

ル
)

A

帰
命
頂
礼
地
蔵
尊
、
ナ
ニ
ト
テ
辻
二
立
玉
フ
。
彼
ノ
御
仏
ノ
請
願
二
、
無
仏
世
界
ノ

シn

ウ
オ
ウ
モ
、
授
ケ
王
ハ
ン
ゴ
イ
グ
ワ
ン
ト
ヨ
。

九
十
一
番

、 

(
所) 

(
所)

A

帰
命
頂
礼
地
蔵
尊
、
何
力
諸
願
テ
辻
二
立
、
何
モ
諸
ハ
ナ
ケ
レ
ド
モ
、
ア
マ
リ
世
間 

ガ
ジ
ャ
ケ
ン
サ
ニ
、
念
仏
進
メ
ニ
辻
二
立
ト
ヨ
。

九
十
二
番

A

此
酒
屋
、
蔵
ガ
七
ツ
ニ
名
酒
有
リ
、
室
白
正
宗
男
山
、
江
川
小
桜
オ
ウ
グ
ン
酒
、
其 

外
名
酒
ハ
多
ケ
レ
ト
、
是
モ
御
地
蔵
ノ
緣
ノ
酒
ト
ヨ
。

九
十
三
番

A

此
橋
ハ
、
中
ハ
白
銀
隅
黄
金
、
念
仏
唱
へ
テ
渡
ル
可
ト
ヨ
。

九
十
四
番

(

災
ン

A

帰
命
頂
礼
地
蔵
尊
、
御
庭
ヲ
御
通
シ
下
サ
ラ
バ
、
其
家
ノ
悪
事
卜
歳
難
ヲ
、
此
真
言 

ノ
法
カ
テ
、
御
カ
セ
玉
フ
ヤ
地
蔵
尊
ト
ヨ
。

九
十
五
番

(
様
態)

A

地
蔵
尊
、
コ
チ
ノ
御
庭
へ
止
マ
リ
テ
、
坪
ノ
用
第
見
テ
有
レ
バ
、
勢
田
ノ
唐
松
石
山 

、
 

H 

く
 

(
様)

ノ 

粟
津
片
田
膳
所
ノ
城
、
先
ノ g
x

ヲ
詠
ム
レ
バ
、
冨
士
見
西
行
築
キ
有
リ
、
此 

用
第
詠
ム
ル
モ
、
地
蔵
菩
薩
ノ
利
勝
也
ト
ヨ
。

九
十
六
番

A

帰
命
頂
礼
秋
葉
様
、
火
防
ニ
ー
ツ
霜
柱
、
氷
ノ
梁
二
雪
ノ
桁
、
雨
ノ
タ
レ
キ
ニ
露
デ 

フ
ク
ト
ヨ
。

九
十
七
番

A

地
蔵
尊
、

一
夜
ノ
御
宿
ヲ
申
セ
シ
ハ
、
其
ノ
家
ノ
悪
事
卜
歳
難
ヲ
、
救
ハ
セ
玉
ヒ
ゾ 

有
難
キ
ト
ヨ
。

九
十
八
番

A

帰
命
頂
礼
紺
屋
様
、

ー
ニ
色
能
ク
ニ
ニ
浅
黄
、
三
二
藤
色
四
二
茶
染
、
五
ツ
色
能
ク 

桔
梗
染
、
其
外
染
色
多
ケ
レ
ド
ト
ヨ
。



百

番(

九
十
九
番
ナ
シ)

A

帰
命
頂
礼
薬
師
様
、
薬
師
ノ
本
寺
ハ
此
二
有
リ
。

一
階
昇
リ
ツ
メ
、
ニ
ノ
階
カ
ラ
詠 

ム
レ
バ
、
十H

計
リ
ノ
幼
子
ガ
、
菩
薩
ノ
珠
数
ヲ
襟
二
掛
、
紫
硯
へ
墨
ヲ
ト
キ
、
右 

ノ
御
手
二
筆
ヲ
持
チ
、
左
ノ
御
手
二
紙
ヲ
持
チ
、
月
ノ
八
日
卜
十
二
日
、
二
十
二
日 

卜
同
事
、

一
人
ノ
コ
ラ
ス
書
記
ス
ト
ヨ
。

百
一
番

A

荘
屋
様
、
御
門
亙
テ
御
居
宅
ハ
、
八
棟
作
リ
ニ
ヒ
ハ
ダ
ブ
キ
、
奥
ノ
ー
間
ヲ
詠
ム
レ 

バ
、
三
社
ノ
タ
ク
ガ
掛
テ
有
ル
、
末
ハ
繁
昌
卜
守
ル
可
シ
ト
ヨ
。

百
二
番

A

帰
命
頂
礼
戸
長
様
、
御
門
亙
デ
御
居
宅
、
八
棟
作
リ
テ
ヒ
ハ
ダ
ブ
キ
、
御
台
所
ヲ
見 

テ
有
レ
バ
、
許
多
ノ
手
代
ノ
声
ス
也
。
御
厩
所
ヲ
見
テ
有
レ
バ
、
黒
ノ
小
馬
ヲ
バ
繫 

ギ
置
、
ト
コ
ノ
用
第
詠
ム
レ
バ
、

コ
ウ
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八坂神社................. 156

,102,151,171,174 
 

屋敷ガコイ................. 37
屋敷神 7,32,112,171,173 
屋敷木  

 
屋敷どり....................38
屋敷祭り .....138,167,172,173 
屋敷養子 78,79 
やすみ餅 53,72 
屋台 81,86,87 

 
屋台田 201 
ヤッカガシ 137 
ヤド 74,146 
屋根裏 221 

 
屋根ふき 36
柳の箸 138,147 
薮入り 47,101 
ヤブコウジの根 104 
ヤマ 47 
山初め 141 
山ユリの根 104 
疫病神 94,157 
厄病除け 158 

  

(やりんぼう) 

セン メ 62,102 
 

ゅ行  
 ユ/........................ 48

結納 120 
ユウサンコオ(遊山講) 69 
ゆうずう念仏 133,241 

 
湯灌...................... 130
ユキノシタ 103 
湯コガ(桶) 34 
ユズ 174 
ユズリ 134 

 
ゆでまんじゅう 165 
湯はいり 82 
弓 132  
夢見 104 

ょ行 

ヨモギとショウブ 180
よつご 206
吉野 243
四間取 219,229,230
夜泣き 105
ヨモギ 103

  g守神 167
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媛結婚................. 119

 塞+.......................70
 

車絡員 65
 

 ろ行

 
浪曲師 82

 
六角塔婆 130

 六三除け 89,102
 

六字づめ 241
 

六道銭 130
 六部 7,62
 六歩 68
 

六間取 225,229,230
 

 ゎ行

 
若レ、衆…7,70,122,125,146,166

 
若衆組 70

 
若い衆座敷 123,124

 
若水 138

 
若宮八幡................... 92

 
わかめ売り 61

 
若者組.................... 117

  若者組織 64
別れ霜 155

 わぐり 114
 和讃 65,76,93,94,95,197 

わたいれ 1〇
 

糸帛くり 215
 

綿帽子....................124
 

綿蒔き祝 46
 

わたまし 36
 

和名抄...................... 3
ワルサバン 7,136,146
わら仕事始め 148

 
ワラ正月 137,148

 
ワラジ 128

 
わらすぐり 210

 
わらぞうり................. 15
ワラデェク 54
ワラニュウ 168,170
わら餅 23

 
 

 

 

 夜爪 101
夜の足袋 101
宵まつり 81

 
ヨロ ク................. 80,81:

 
養子........................ 80 :

 
よしつこ 80
寄り合い 68
養蚕 168

 
ョイマチ 165,166

 
嫁のみやげ 158

 
八日節供 152,153,155

 
養蚕祈願用 152

 
 

嫁婿の年始 140
 

呼び名 133
 

ヨメゴ呼び 126
嫁が里へ帰れる日 125
嫁入道具 124
嫁の土産 124

 
嫁のお茶 124

 
ョリッキ 123

 
嫁迎え 121

 
嫁の条件 119

 
ョバイ 118

 夜遊び 118
 四つ坊主 116

呼び石 6,111
四つ身 10
よめご着物 13 
嫁と姑の仲なおり 26 
養蚕 38 
ヨツゴエ 4,18,42 
養蚕 51 
夜ナベ仕事 54 
よかよかあやめ 61 

 ら行 

 
雷電様 86

 
雷電神社 155 
落雷 44,105

  
 

り行 

リヤカー 60
 流産 113

寮 98,165
臨時の休日 71

る行

ルスイボウズ 161



まぶしおり 213 
 

マブシカケ 136,143
豆いり 150 
豆かす 44 
豆ガラ 151 
豆木 136 
豆木の箸 144 

 
豆まき 150

 
まゆ買い 52
マユカキ 147
マユザル 203

 
まゆ玉……40,136,143,147,151

 
まゆ玉かき 143

 
マユネリ 147

 
魔隊叮 150,155,157  

マルマゲ 16  
マルメ ドン …136,141,144,147  
マワセンボウ 54  
回りぶち 55  
マンガ 40,43,206  
マンガ洗い 45  
万石 210  
万歳 62,139  
まんじゅう 21,156  
マント 10  
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» 62  
見合い 119  
三日月 89,104  
三河万才 62  
ミゴ 89 
短いはなし 183 
三島様 5  
三島神社 4  
水揚げ 39,48  
水きり 48 
水念仏 198 
水番 39 
ミズヒキ 147 
味噌 27 
晦日そば -176 
道しるべ 58 
道普請 69 
三つ坊主 116 
三つ身 10 
三峯講 72,73,74  
三ツメ 114  
ミトドケ 124  

 耳だれ 97
 

耳だれ神様 91 
 ミ ノ 16 

 
耳っぷさげ 135

 耳の神様 154
  みやこ 14

 
ミヤコ柱 229

 宮念仏 198
 

 む行

 六日ダメ 136,141
 六日爪 141 

 
 六日年 136,141

 
無縁仏 99,135,161

 迎え一見 121 
迎え火 158 
迎え盆 158 
むかしばなしの結語 184 
ムカデ 104 
麦うち 49 
麦打ち唄 195 
麦肥 49 
麦蒔 47 
むこさんぎもん 11 
婿逃がし 111,123 
婿のみやげ 158 
虫切り 116 
虫切り鎌 105,116 
虫歯地蔵 96,102 
虫封じ 115 
虫除け 137,155
虫よけ八幡 105
村柄 71
村仕事…… ................ 64
村交際 65 
村念仏 198 
村の共有地 68 
むらの役員 66 
村の休み日 64 
村ハチブ 180 
村回り 125 
村役 5,64,67 
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命名 114 
メ ケエ 6,44,142,151,203 
めしが仕事をすること……183

 飯奉公..................... 69 
メシメエ仕事 54

 めしやきもち............... 22)

 メズラ畑 159
 メ ドコ 219,221,225,231

 めっぱ 102,105
 メ ツノ'?ジキ 111,132,133

 メツブシ 203
 

目の神様 96
 メメズ 103

 
目薬師 101

 メンノマ" 30

  も行

 
もうろくづきん 14

 モグラ 103,167,168,169
 

餅 168
 餅をつく日 24

餅家例 139 
餅つき 174,175
モッコ 13 
ものほし 210 
ものもらい 187 
喪服 10 
もみすり祝 46 
モミスリ臼 28,44 
籾種 39 
桃の葉 104 
ももひき……•…… 12
モモワレ 16
もらい風呂  ....... 82 
モロミ 27
もんつき ..........10
モンペ 9,12
門牌 ............... 135

 ゃ行

 ヤアハノ系統 194
八百屋 244
ヤカガシ 149,150
やきもち 18,21,159

 やきいもや 62
 厄落し 140

厄年 6,96,117
厄年の子供 136
厄のがれ 97
厄除け 150 
厄除け観音 96 
厄除相撲 97 
ヤクザ馬 54 
薬師様……96,102,137,167,240

 
薬草 104 I屋号 . .80



 
彦狭島王 3,179
ヒザナオシ 125 
ヒシ餅 152 
毘沙門様  ...... 98 

 
ビシヨまゆ 52 
備前堀 179 
一つ身 10  
ひとえもん 10  
ひとかたけ 19

 
人魂 127

 ヒトリマンガ 206
 

ヒドロッタ 48
 

雛市 152,153
 

ヒナ節供 153
 

ヒナタミソ 22,27
 

ヒナ祭 152
 

丙午 105
 

火の玉 127,182
 

火の番 69
日ばた 53
火伏せの神 75,83

 
ひめこ 187

 
百かん日 132

 
百姓エビス 149

 
百姓の神様 74,172

 
百万遍 157

 
ひやし汁 22

 
ひやめしぞうり 15

 
評議員 64,67,86

 
肥料 44

 
ひるうどん 25

 
ヒノレノベテ 25

 
拾い親 116

 
披露宴 5

ふ行 

 
フウコウカブリ 14

 
夫婦餅 24,170

 
ふかしまんじゅう 159

 
ふかりご 80

 
吹き竹 117

 フキの葉 104
 ブク 174
 

福茶 150
 

武具屋敷 228
 フクロトダナ 221,231
 

富士講 74
 フシッコ 52

フジヤマ 48 
 

普請帳 226

 
普段着 9,11

 
二つ身 10

 
ブッカケギモン 114 
仏壇 33,161,221,223,226  

 不動様 179,240 
 不動# 98 

 ふとりじま 11 
 フナガイ 58 

 
 舟つき場 60

 
船橋 ................58

 
ふなもち 52

 ブ 3..............................12
 

分家 34,79
 

フンドシ 13
 振り米 9

 フリマンガ 206
 風呂 34

 フロバ 228
 

 へ行 

 幣紙 7,91,145
 

 米寿の祝 117
 ヘイバン 117

 へいたいじま 12 
 ヘエトリババア 187
 ヘソクリ 80,81

 
 ヘソ ノオ :112,113

 へつこきよめご 181
 

 べつめし 19
 

 蛇除けの呪い 105
 ヘヤ 223 
 

弁天様 88
弁当ざる 29

ほ行 

 
ぼうぐみ 118

 蓬萊山 123
 

坊さんの年始 140
 奉公人 64,69,101,152
 

豊産祈願 83
 

奉納道祖神大笑 91
 

疱瘡神様 102
 

疱瘡棚 102
 

豊作 104
 

ホウキ星 104
 

ホウズキ 115
 fまう力,ぶり................. 14
 

ほうろく 21
 

そうき 62

 坊主グロ 48
 ホカイ 126

 ホヶエ 36,178

 ほぐい 19
 ホシイ 52

 星祭り 174
ぼた餅 18,25,169

 ホッカブリ 14
 

ホッタ 49
 

仏の足洗い 162
 仏の供養 134 

 仏の野回り 7,162
  ホマチ 4,41,80,81
  堀込源太郎 196

 
堀さらい 69

  堀はらい 48
  盆送り 163

  盆おどり 164,201
  盆踊唄 196
 盆ガラ 164

 本家 79
 

盆ござ 160,161
 本陣 58

  
本裁........................ 1〇

 盆棚 ……137,158,160,162,163
 盆中の死人 135
 盆中の食事 164

 盆の挨拶 163
 盆の野回り 7,162

 盆ぶち 162
 本まつり 81

 盆迎え 137,162
 本百姓 221,223
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 卷きアゲル 149

 撒き銭 131
 枕だんご 128
 枕なおし 128
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 マクリ 115
 

マコモ 137,160,161,163 
 マチ 47

 待ち女房 111
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 マツゴク 30
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ねこじた 19
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ねじりっけ 19

 
ネズミップサゲ 25,46

 
ネズミ除け 105,169

 
ネブタ 159

 
ネムの葉 160

 
ネリオケ 49

 
ねり肥 49

 
年中吉凶 244
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年始 139  
年始受け 98  
ねんねこ 13  
年番 67  
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農の神 75 
ノウマ 38,54 
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のし餅 139

 
ノゾッコミ 124
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上り松 174
野回り 137
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野良着 12
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ノヽギムシ 187
はきもの 15
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箱枕........................ 17
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 八幡社領.................... 1
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道祖神焼き 144
道祖神宿 145
トウナス湯 174

 
盗難よけ 148

 
塔婆のタテジマイ 134

 
豆腐 28

 
塔宝の念仏 242

 
通り念仏 198

 
棟梁 36
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とき和讃 244

 
毒消し屋 61

 
毒だみ 103
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年神 175
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歳徳神 174,175
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トダナ 223
 

隣組®...................... 67
 

泊り念仏 198
 

泊り和讃 93
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土用念仏 157 
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トリアゲバアサン 112 
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トロロ 136,139 
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呑竜坊主 116 
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ナカノマ 225,228 
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流れ灌頂 135 
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仲人親 119 
仲人の挨拶 121 
仲人礼 119 
ナス 160
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菜種油 28 
七草粥 24,141 
七草がゆ 138 
七小屋まわり 90,146 
七つ井戸 178 
七ツ子念仏 198 
七ツ鉢 150 
七つ坊主 116 
ナナデンボウ 119 
七所参り 137,144 
七バンゲ 137,158 
七晚焼き 137,158 
七本塔婆 132 
浪花節 62 
名主 221 
名主役 223

七日がえり 58,101 
ナベカリ 140 
菜蒔き祝 46 
なまのミミズ 103 
なまり飯 95 
なめみそ 22 
ならい芝居 156 
ナラブサ 23 
成木責め 137,147 
成田山 117 
ナレアイ 119 
繩とうし 210 
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ニガス 28 
ニカンニチ 78 
ニクタテカシ 113 
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荷鞍台 215 
荷車 60 
煮込み 20 
煮こみうどん 18 
煮ゴウメシ 147 
ニシエン 223 
西群馬郡役所 2 
二十三夜 166
二十三夜様……83,111,200,241 
二十三夜塔 77 
二十三夜待 65
二十二夜様 ……76,83,111,241 
二十二夜様和讃 199 
二十二夜待 65 
二百三高地 16 
二百十日 164 
ニボト 18 
荷物はこび 60 
二夜様 167,199 
二夜待ち 75 
入家式 111,122 
ニュウバ 170

 女人講...................... 83
ニワトコ 40



 
田植着物 13,126

 
田植の食事 18

 H植繩 49
 

田植にしん 41
 

田植休み 156
 

田起し 40
 代参 73,154

代参講 72
高崎藩..................... 1

 たかまど 34
 

滝川村...................... 1
 

竹皮ぞうり 15
タコアゲ 7,201
駄肥え 44

 
山車と雛子 196

 出し梁造り 226
田島 47 
立ち臼 112
立ち念仏 198  
立和讃 93,95,243
脱穀 43  
辰の日 101  
たてござ 16  
たて仲人 119  
立て場 61  
たてばし 29  
たてまえ 35,36  
田の草取り 210  
田の水口 147  
七夕 158,159  
七夕の節供 126
タニシ 23
たね俵 149  
田の产:とり 42  
田字の間取 219  
足袋 11,15
たびきらし 119
タビハソン 15
旅芸人 202

 
食べてすぐ寝ると 1OO 
牛になるいわれ 

 
食べ物の格 18 
タマゴ買い 62 
魂呼び 127 
たらしこみ 21 
樽入れ 120 
タルキ 221 
太郎の一日 137 

 
太郎もち 39 
俵編み 210

 
俵ロ 210

 タワラッパシ 102
 

 だんご 18
 

誕生餅 115
 タンスヒキ 124

 タンボ 47
 田圃まわり 162
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チィチィ草 103

 チガヤ 160,161
 力石 108,109

地下足袋 12,15
力くらべ 108,164

 乳づけ ................. 115
 チバレモン 104

 ふ ノっ 221,223,225
 ナャ ノマ  226,228,229 

 チャボッ鳥 118 
 中頭 143 

 チュウガタ 11 
 中気 105 
 中日 153 

 十万億土 244 
 中宿 121 

 ちょいちょい着 9,11 
 調合薬 104 
 長寿会 66 

 朝鮮あやめ 61 
 帳台構え 221 

 帳つけ 146 
 チョウナ 229 

 チョツノマシ 128 
 チリタテ 44 

 チンゲ 116 
 鎮守様 153 

 
っ行

 
 ツキソイ 6 

ツクネル 81 
筑波晴れ 107 
ツゲ 128,129 

 つけ木 34 
 漬物 28 

 辻念仏 198 
 ツジュウダンゴ……26,170,171 

辻和讃 93,95,244 
 ツチグモ 187 

 筒粥 73 
 'ソッコクリ 42

  ットッ:□.............134,151
  つなきり 145

 
つなみ風 107

 つぼ庭 30
  ツボヤマ 10

 
ツマジリオケ 49

 爪切り 142
 ツメコメ 149

ツモリ肴 121
 つゆはらい 131

 つるごし 29
 つんぼ神様 91

 
  て行

 
デイ 34

 手かぎ 212
 出カワリ日 152

デズタリ 64 
デズタリニンソク 69

 
丁稚奉公 79 
鉄マンガ 44 
テテナシゴ 127 
デハノゴハン 131

 
出不足 49,69 
出不足金 39 
出穂寅 46,137,156 
デムコ 126 
テメエミソ 27 
デョメ 126 
テラコ 69

 寺念仏 198
 寺の田植日 44

 でら渕 179
 デラボッチ 179

 寺和讃 244
 照手姫 244

 テンガ 206
 天気台 107

 天狗石 2
 天狗岩用水 39

天狗の面 89 
天神講 65,77 
天神様 152,165,200 
天台聖 83 
天道念仏 153 
天王様 88,117,156 
天王祭 166 
天秤棒 '•••60 
テンボシ 114 



 
十六ゼンサマ 144

 
十六念仏 167

 
ジュウロウタ 16

 
シュロナ17 109

 
ショイ籠 44

 
ショイコ 215

 
……6,111,121,123 

……6,111,121,123

ショインノマ 228  
ショウガ 119,149  
ショウガの節供 164  
正月 5,71  
正月飾り 174  
ジョウズケ 68 
正月棚 136 
将軍塚 3,179  
小黒柱 148,225,229  
常食........................ 19  
上簇祝 53  
上簇食并 24  
定使い 5,67,68,71  
ショウデンサマ 179  

 
上棟^;...................... 36  
常任 67  
商売エビス 149  
ショウブ 155  
ショウブ酒 155  
菖蒲の節供 155  
消防団 118  
ジョウヤサマ 48  
醬油 27 
ショウリョウサマ 161 
暑気あたり 103  
食事の呼称 18  
しよくしん 155  
食制語 19 
職人の仕事はじめ 140 

 
食物関係俗信 29

 ジョリン 206
 

ションベン会議 67
 

じりやき 18,21,159
 死霊 111
 

寺領の田植 41
S糸胃 61 

 
白絹の市 53 
代鞍 213
次郎の一日 137,149

 
新客 121

 しんきり 21
 身上まわし 80

 身上ゆずり 80
 新宅 79

 シンドリ 49
 

 ジンバラ 54
 

 シンベエ 12
人力車 59

 
す行 

水神様 88 
水天宮 112 
水田耕作 39 
すいとん 21 
スウトメ 41 
ソウヤ 221
ソゥヤグラ 226,231
杉の葉 104 
杉塔婆 134 
菅笠 し.16,122 
スケグミ 65,81,86 
スケムラ 5,65,81,86 
スゴモリ 82 
すすはき 173 
鈴宮様 179 

 鈴宮社領....................1
スズメとツバメ 181 
すずめばち 187 
雀よけ 40 
スダ袋 130 
捨て子 116 
砂間 47 
スノコ 28
相撲甚句 97
摺鉢 159 
ズリマンガ 210 
諏訪神社 86 

 せ行 

勢至菩薩 77 
せいせいやっかん 61 
青年団 117 
せいもん 62 
施餓鬼 154 
士匿ざらい 39 

 石塔 135 
 赤飯 23 

 石仏信仰 83
 セチイショウ 13

 セチマ 153

  節供ガラ 137
  節供仕事 49

  セッタ....................215
  セッチン 71

 
セッチン詣り 110,114

 節分 137
  セリタタキの歌 141

世話頭 67 
 世話人 64,67

 善光寺和讃 242
 ゼンの綱 93,131

 千羽ガラス 40
 千歯こき 210

 千本幟 6,128
 千枚ノ くネ 49

 そ行
 

 葬儀の準備 129
 葬具 129

 そくい 104
 ソクジン 151

 底ぬけびしゃく 91,97
 騒動烏 104

 外便所 30
 外濠 228

 総二階造 221,223
 ツノく 21

 そば家例 139,176
 ぞうり 62

 草履きらし 119
 葬列の順序 131

 反町薬師 117,140

 た行
 

 大工 35
 太鼓 201

 大黒 39,75,231
大黒柱 229
大根のとしとり 168,169 
大師様 140,240

 
ダイドコ 221,223,225

 
大日様 240 
大八車 60 
推肥 44 
タイマツ 122,163 
ダイミョウ 14 
代理婿 123  

 m描 9,12,38,40,44
 田植 95,156,243

 
田植唄 41,194



 
子守つ児................... 49,
小屋..................... 144 '

 
小屋まわり................. 7 .

 Z7ヤナ 147
 

こわめし 18
 

コワリッケ 21
 

こもりぼたもち 25
 

婚姻圏 119
 

さ行 

 
西行ぶち 56  
佐位の河原 244

 
財布じり 80

 
西方十万億土 244

 
歳暮 117,126,175

 
祭文 201

 
逆さつ子 41

 
逆さ水 130

 
酒寺 59

 
酒屋様…… 95,243

 
下り松 174

 
作男 55

 
作神 73

 
座繰り 215,226
サクナワ 210
作番頭 71,101

 
作物禁忌 79

 
笹引き 128

 
差鴨居 221,226,230

 
ザシキ 223,225,228,229

 
座敷仲人 6,119

 
雑穀 20

 
雑草 47

 
サトガエリ 125

 
里米…… .................113

 
サナ 49

 
サマ 219,221,226

 
ザマ 203

 
ザマカゴ 203

 
ざる 47,203

 
笊市........................ 96

 
猿田彦 106

 
猿田彦大神 83,91,92

 
猿回し 202

 
ざるめし 19

 
三角布 130

 
三角布団 93,94

 
三角ムスビ 61

 
三月節供 125

 
蚕具の市 155

 
懺悔文................... 240 :

 サンザシ 129 :
 三三九度 123 :

 サンジッ 5,69,70 :
 サンジャク 13 :

 三十五日 134 :
 三十三軒着物 116 :

 サンジョ(産所) 4,228
三束雨 107
産泰講 83

 産泰様 112,200
 サン俵 102

 三段落シ 196
 

 三反さがり 97
 三年味噌 27

 産婆 112
 産婦の食事 113

 
 産べや 112

 三本辻 150
 三本講 221,223

  三夜様 76
 

 サンヤ餅 24
 三隣亡 83,106,137

 三隣亡除け 91
 
 し行 

 ジオヤ 45
 敷居目地 219

 式台 228
 シケッタ 48

 慈眼寺 3
 慈眼寺領....................1
 地獄の釜 159

 
地獄蒔き 48

 地獄餅……4,7,38,53,154,170
 

仕事着 9,12
 

仕事始め 136,141
 私財 65

 
獅子唄 192

 獅子頭 202
 獅子舞 87,188

 死者の魂 134
 

死者への供物 128
 時宗 83,84
 四十九日 134
 四十九日の餅 111,133

 
 七十七の祝 117

 
地震 105

 地神様 6,142
 自然暦 45

地蔵行事 83 
地蔵様…90,92,93,157,198,241 
地蔵様洗い 157 
地蔵様子供 157 
地蔵信仰 5 
地蔵尊....... ......... 95,242
地蔵和讃 5,199 
シタケ . 107
七五三 115 
出棺 131 
しつけ 100
出産................. ……112
地主 48,69 
七福神 243 
地仏大神 92 
シナカサ 61 
死の予知 127 
死の予兆 183 
芝居見物 82 
芝起し 65,78 
芝グロ 48 
師走女 175 
四方固め 36 
ジボシ 43 
しまい正月 148 
シマダ 16 
島台 122,123 
しまなえ .……44,104
シマヘビ 104 
シメエクンチ 166 
シメエ正月 149 
しめ繩 174 
下大黒 148 
下屋造り 229 
下夕立 107 
シモワカレ餅 71 
シヤギリ 88 
シャクジ様 102,124 
シャクチャマ 97 
十王様 240 
十月なか十日 169 
十五夜 165 
十三仏 134,240 
十三夜 166 
ジュウジョウ 223 
十七が柳の下 243 
十七念仏 198 
十八がゆ 23,148 
襦拌 15 
ジュウロク 143



 
禁忌 113

 
禁忌作物 65

 
ギンザシ 16

 
きんつばや 61

 
く 行  

食い初め 115 
空気枕 183 

草刈り 44  
草競馬 97,149 
草角力 96 
草葺 221 
草屋根 36 
くされ彼岸 154 
グシ 34,36,134
グシイワイ 36,172
ぐし餅 4,29,36,172,173 
クズカキ 34 
クチバタキ 41 
区長 64,66,67,68 
クッツキメー 119 
公田の渡 58   
熊谷県......................1

 
熊野信仰................... 4
熊野神社講 74 
苦餅 175 
蔵開き 6,142 
クルリ(棒) 44,49,210 
暮市 174 
クロ 48 
苦労餅 5,38,46,47,53 
くろまたぎ 41 
桑切りがま 212 
クワゼ 34 
クワゼ小屋 30 
クワダテ 6,142 
桑つみざる 203 
クワトウサン 52 
桑の品種 52  
桑場 52  
桑ブルイ 203  
桑もぎ 55  
桑もぎ歌 196  
桑ユツラ 49  
群南村...................... 1  
け行 

 
桂庵 51  
競馬 54  
ケエカキ棒 147

 ゲエロ坂 178
 

 ケシのたま 103
 

下水まわり 118
 ケズリバナ 143

気牕 231
 

結婚式 67,122
 

月食 105
 

ケデー 16
毛羽とり 213 
ゲンカン ......... 228 
検査ぎもん 118 
源氏ぼたる 187 
ゲンノショウコ 103
玄米パン 62  

 こ行 

こいのぼり 155
コウデ 103,105
コウミヨウタン 104
コウロギ 187  
肥桶 215
コエン 225
ごおしゅう 61 
小親方 92 
甲がけ 15

 香偈 240 
高貴織 11 
郷倉 72 
後見人 111,122 
郷士 228,230 
甲子講 75 

 庚申講 74,75 
 講集団 64 

 荒神 175 
 荒神様 155,174 
 上野国誌 3 
 こうせん 22 

 皇太神宮 174 
 コゥチ(耕地) ?1：81：86

 耕地整理 39
 

弘法大師 178
 弘法伝説 7

 コウモリナオシ 62
 饋聖...................... 83

蚕影様 89
小頭 145

 子方 93
 五月節供 126

 五カン日 82,141

 こき 210
 こきあげ 25

 こきあげ祝 44,46
 極楽餅 4,7,47,170

ごくろう餅 25 
 

五穀........................ 4
 コゴミナワ 38,54

 
コ .......................... 49

 16,34,219,221 
 コv  223,226,229

 ゴザ 122,123
 /J、イ乍 44
 小作人 38,39,69

 小作慣行 38
  小作権...................... 45
  小作料...................... 49

 こしあげ 1〇
  腰巻 14

 小正月 143
  ご祝儀ごめ 124

 コジ 3ハン 18,20,41,42
 ゴゼ 7,62

 五節供.................... 153
 コセックリ 81

 
子育て.................... 11〇

 子育て地蔵 93
 こだし 80

 コタッ 226,228
 小使い 5,67

 コデ 81
 コデナワ 44

 ゴトギブルマイ 125
 コトコトとキュウ 183

 子供会 66
 

子供組...................... 7
 子どもの神様 96
 子供の仕事 55
 コト八日 6

 
  B .....................................184

  粉食 20
 五人組 66

  子墓 6,116
  こぶ 105

  御幣馬...................... 87
 ゴボウ抜き 44
 小舞竹穴 219

  護魔札 96
  ゴモク飯....................75

  子守り 116,152



おやけしレ、 187  
オヤダ 4  
オヤデン 40  
オヤブン 36  
お山洗レ、の雨 116  
オヤマヅキ 72  
おわかれの盆 158  
オンカハレテ 79  
オンガ 206  
御嶽講 74 
オンタケサン 157 
御嶽の行者 91 
女一見 4 
女仲人 111 
女の神様 89 

 

か行 

カアビタリ 170 
S 166 
蚕の神 38,83,89,142 
蚕の伝説 179 
蚕ビョウ 51,55 
かいこ休み 51 
カイドウ 30  
蚊いぶし 35  
カイ棒 27  
かかし 40,105,168  
かがやく 187 
力,力,りっと 80 
かがり火................. 122
餓鬼坂 178

 
カクシゼニ 130

 
かくし田地 80

 
神楽 192

 
蔭膳 106

 
かご 61,62,203

 
カゴギ 143

 
カゴ木伐り 141

 
かご台と蚕かご 203

 
笠売り 61

 
笠ヌキ' 81,167

 
飾りかえ 143

 
飾り菓子 143

 
樫ぐね 37

 
鹿島信仰 9

 
カシラ 191

 
かずぞうり 15

 
カセキ 32

 
カゼの神 105

 
風除け 37

家族の私財................. 80
家族の呼び名................  .80
がた...................... 118
かたあげ.................... 10
形見わけ..................134
力'ンタン........... 70,146,169
カッテ....................225
家伝薬...................... 62
カツノぐヌキ................. 40
かどあかり............... 162
門うたい............... 70,122
門付................... ••••140
カド火.................... 163
カド松................ "…174
カナグッ屋................. 75
かなくまで............... 206
火難よけ..................146

ノ くノく ..................115
カネアテ....................75
钲打衆...................... 84
金子稲荷講................. 72
カネッケ............... 16,125
カネッケ祝............... 121
カブタタキ............... 206
かぶと虫..................187
カブリモノ ............... 132
カボチャ..................174
カマ袖...... 4,34,40,41,44,45
カマ押 46,83,89,167,175 
カマキッチョ............. 187
カマキリ............. 103,187
かまど................. 34,46
釜の鋳掛け屋............... 62
釜のロあけ...........159,162
紙位牌.................... 135
神送り.................... 167
神棚...... 33,41,221,223,226
雷よけ...................... 29
雷除けの呪い............. 105
神のおとしご............. 116
神の鉢.................... 138
神迎え.................... 167
粥かき棒...........39,40,143
烏鳴き............... 104,127
かりあげ....................26
かりあけ'祝........ 44,46,170
仮宮........................ 73
家例……25,65,78,79,136,139 
川魚........................ 22
川神様....................175

 川崎大師 117,140
 

川棚 175
 

瓦葺 223
 

棺 129
 

環濠屋敷 230
 

勘定奨励米 38,45
 

観世音 243
 

神田ばやし 5,86
 

がんづめ 210
 

カンナ仕上げ 229
 

神無月 137
 

カンの虫 115
 

観音講 65,75
 

観音様 96,148,240
 

観音信仰 5
 願果し 102,111

 かんぴよう売り 61
 

貫目づめ 52
 

寒餅 149
 

カンヤキ 49
 

慣用句 186
 

 き行

 

キクガラ 176
 

義太夫がたり 62
 

北枕 128
 

北向観音 97
 キツネ穴 106

  キヌカケ 136,143
  絹蝉样…53,72,89,139,151,153

相立惊 155,202,241,244
 

気抜き 226
 

ft 122
 

木鉢 213
 

キビ餅 22
 

木部姫 177
 

鬼門除け 91
 

給金 69
 

京ヶ島村....................1
 

行商人 61
 

共同作業 69
 

共同水車 175
 

共同田植 41
 

清水観音 169
 

キョメ 133
 

キリウブ 48
 

ぎりぎりあめや 61
 

きりぎりす . 187
 

切妻造 223,225
 切り干し 28



 
うどん 20,25  
卯の刻................... 175 :  
卯の日 175  
うばすて山.......... 180,187 :  
産着 113,119

 
ウブスナ様 86

 
馬 60,61

 
馬小屋 45

 
馬のくせ 54

 
馬の俗信 54  
馬の手入れ 54

 
馬の病気 54

 
馬持ち 65

 
圧苗 33,35,54,221,223馬里  225,226,228  

生れ変り 135 
ウミッコ 52 
梅干 125  
梅若丸 244  
ウラ取り 55 
上着 11  

 
ぇ行  

X.X. 45,49,54 
  ェーガェシ................. 41

ええこうし(家こわし) 35 
工工仕事 36,41,48 

 
越中さん 4,19,42,55
工工田植 54 

 
丁 卜、、ッ  4,26,39,137,148 
ェヒス溝 .... 149,167,169 
ェビス様 33,149  
ェビス大黒 167  
ェビスまつり 167  
ェボ神様 89  
絵馬 97  
ェンガ 206 
ェンガワ 221,223,226 
ェンギ 139  
縁起物 175  
緣台 225 

ぉ行 

 
オイナリサン 32  
追いハズナ 87  
オイロナオシ 124

 
オウサン 120,127  
おうめ(八丁じめ) 158

 
オオカミ 132

 
狼除け 133

 オオザル 203
 大掃除 173
 オオヅツ 168

 大跋い 174
 大本家 79
 大晦日 176

 お蚕の神様 151
 お顔かくし 128,175

 おかたび 15
 オカッテ 223,226,228

 オカナワシロ 39
 おかまさま 46

 おがみあげ 241
 オガミマキ 49

オガラ 131 
 

オカリヤ …32,74,171,172,173
 

於菊稲荷 155
 

お菊稲荷の講 77
 

お客着 9,11
 

オキヨメ 131
 

オキリコミ 20
オクマンサマ 88,166
ォクリ 223,225,226

 
送り一見 121

 
送りだんご 163

 
贈り物 82

 
オクンチ……23,68,86,126,166

 
おこあげ 53,126

 
オコト始メ 151

 仏 7,24,46,53
ぉしもち 154,170,173 
オゴモリ 168 
オコヤスミ餅 71 
オサキ 29,106 
オサキヤ 106,180 
オサゴ……95,114,139,142,151 
士补+マ、" 25,26,38,40,41 

 ォマすフノ……45,83,89,156
 お産の神様 156

 
 御師 73

  
押切り 212 
お七夜 114 
おしむぎ 20

 おしめ 116
 お釈迦様 154

 オショイ飯 93
 お正月 64

 お正月様 144,175
 和尚さんと小僧さん 180

 お相伴 121,123,124

  オショウ口切り 163
 

おしらさま 53,89
  おしんこ....................21

  オスイデンサマ...........147
 オタイヤ念仏............ .133
 お高盛り 75,123,128,149

 お棚さがし 138,140,148
 おちつき 121

 お茶念仏 198
 お茶和讃 94,200

 オッッァレ 69
 おつもり 64

 お通夜 129
 おてのこぼ 19

オテマル 77,111,165
お寺様 244

 
オテラノサラノく 187

 
お天道様奉公 18

 
お伝馬 61

 
オテンマ仕事 49

 
オドコ 219,221,225
男仲人 no

 男の節供................. 155
 

オトコノくシラ 54
 

オトモ 121
 

オナメ 19
 

鬼の豆 150
 

御庭和讃 244
 

おばあさんかぶり 14
 オツノマレイ 49

13  
 おいねり 150

 お日待 77
 お百度ぶみ 128

才へヤアキ 115  
おぼしめし 145 

 オボタテのゴゼン 113
  オボヤキ 114

  おぼ湯 113
 オボロシサマ 111

 お盆 126
 オマイダマ 89

  お待ち女房 122,123,124
  お松市 61,174,175

  お松ひき................. 142
  オミゴク 145

  オミタマサマ 136,144
  おもちゃ 56

  親方……92,93,95,145,146,157



索
引

 
ぁ行  

アオキ 104  
赤蛙 103  
赤城夕立 107  
アカギレ 104  
赤米 104 
アカザ......................23   

 
アガタ 7,63
アカダキ 114  
赤月(暁)小屋 243  
アガリハナ 223  

 
秋あげ 46,126,170
秋の彼岸 165  
秋葉講 75  
アキヤ様 88 
悪疫除け 83 
アグガヒアガル 187  
アグワセ 169  
あげあげ 46  
揚げ返し台 215 
朝茶 105 
麻の葉着物 13 

 
浅間砂 30 

 
アサマツ 37,107  
朝湯 82,138
足洗い田植 42 

 
足入れ(デョメ) 111,126

 
足半 15

 
小豆がゆ 23,147,170  
小豆めし 23

 
あせものより 103
愛宕精進 83,164
あだな 184
後産 112 
あとしゃりする 187  
あと念仏 83,133  
穴っぷさげ 170
穴掘り 130 
あねさんかぶり 14   油餅(極楽餅)..... ?,2l546i70  

 
テ岫........................46 
iW 具 16  
雨乞い 46,177  
甘酒 28 
天照大神 175 

 飴売り............ ..........62
あめっぷり正月 71
あめや 61 
ァライコ 16 
アラクレ 40 
嵐除け 105 

 
ありじごく 187
新盆 161 
新盆見舞 161 

 
粟島様 201,202
あわせ 10 
あわせ餅 24 
粟餅 22 
安産 103 

 
安産祈願 75,83,111

 
 い行 

飯綱大権現 106 
 イカダ....................226

息抜き竹 10 
  

 ……7,13,126,158 
 イキボンフルマイ........ 126 

 育成会 66 
 いざり機 9,215 

 イサン......................52 
 石臼 112,131,212 

 イジメ 116 
 石舟 48 

 和泉神社 85 
 伊勢講 72 

 伊勢友だち 72 
 伊勢参り 4,36,72,73

 イタカ汁 20
 板葺 221,223,225 

 市 61 
 イチゲン 121 
 イチゲンザシキ 124 

 一見葬礼火事見舞 11 
 一見目録 121 

 一人前 55,108,157 
一の谷 243 
イチマケ 65,77 
イチマク 78 
一夜飾り 174,175 
イチョウガエシ 16 
イッケ 77,78

一食の基準................. 18
一町百姓 61

 
五間取 225

 
井戸 30,32,33

 
糸車 215

 
糸引き 53,119

 
イトヒキバ 221,223,226

 
イナゴ 23

 
稲含神社 89

 
稲まるき .............70

 
稲荷様 171

 
いなりとう節 8,196

 
稲荷祭 92,173

 
稲荷流 188

 
稲刈り 43
位牌 162
いぼ 97,103

 
イモ........................ 23

 
いもほり 206

 
いもめし 20

 一夜宿 243
一#........................ 11 
入母屋造 ..........223 
イロリ 34 
祝い着 10 
岩鼻県...................... 1 
岩鼻支配所 1 
岩舟 243 
岩船地蔵 93 
隠居 79 
隠居新宅 79 
インキョメン 79 

  ぅ行

 
ウエシロ 40 
受取り仕事 42  

61 
氏神 65,171 
ウチウマヤ 148  
ウチッキリ仕事 48 

 うちのあだな 80
 内濠 226,228

卯月八日 154 
ウ.ツギ替り 114 
ウデアゲ “…20 

 
つてまんしゅ•？ 159,160
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