
人

の

一

生

は

じ

め

に

今
回
の
調
査
地
は
南
か
ら
大
間
々
町
の
中
央
部
を
抜
け
、
黒
保
根
村
〜
東
村
を 

経
て
足
尾
に
至
る
銅
街
道
の
中
間
地
域
で
あ
る
。

か
つ
て
は
桐
生
と
は
性
格
の
異 

な
っ
た
、

い
わ
ば
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
商
業
経
済
の
一
中
心
を
な
し
て
お
り
、
旧 

福
岡
村
で
あ
っ
た
浅
原
、
長
尾
根
、
小
平
地
区
は
、
小
平
川
に
沿
っ
て
袋
小
路
の 

よ
う
な
長
細
い
地
域
に
集
落
が
点
在
し
、
塩
原
地
区
は
渡
良
瀬
川
を
隔
て
て
は
い 

る
が
、
神
梅
地
区
と
共
に
赤
城
山
本
麓
の
、
浅
原
地
区
と
は
や
や
地
勢
の
異
な
る 

地
域
で
あ
る
。
共
に
山
村
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

人
の
一
生
に
関
す
る
民
俗
に
は
、

こ
の
山
村
的
な
も
の
の
ほ
か
、
他
の
地
域
的 

と
同
様
に
東
毛
的
な
も
の
が
聞
か
れ
た
。

そ
し
て
浅
原
地
区
で
は
、
今
で
こ
そ
機 

織
場
と
し
て
、
ど
こ
に
い
っ
て
も
威
勢
の
よ
い
機
械
音
を
耳
に
す
る
が
、
そ
れ
以 

前
は
一
般
に
は
や
は
り
貧
し
い
山
村
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
八
十
才
前
後
の 

人
々
の
話
の
端
々
か
ら
知
ら
れ
る
。
今
で
は
生
活
も
大
き
く
変
っ
た
。
養
蚕
は
衰 

え
、
山
村
で
あ
り
な
が
ら
山
仕
事
の
場
と
し
た
職
も
消
え
、
押
し
よ
せ
る
近
代
化 

の
波
を
か
ぶ
っ
て
、
機
織
以
外
に
特
徴
は
失
な
わ
れ
て
い
る
。

以
下
、
人
生
の
通
過
儀
礼
を
中
心
に
記
述
す
る
。

「
夫
の
つ
わ
り
」
は
民
俗
書
に
時
折
み
る
こ
と
だ
が
、
本
県
で
の
調
査
で
は
例 

が
少
な
い
。

か
つ
て
桐
生
市
梅
田
町
で
聞
か
れ
た
が
、

こ
の
大
間
々
で
も
一
例
が 

あ
げ
ら
れ
た
。

オ
ト
ミ
マ
ク
と
い
う
。
夫
も
妻
と
同
様
な
状
態
に
な
っ
て
助
け
る 

わ
け
で
あ
る
。
出
産
前
に
誰
し
も
が
願
う
安
産
、
お
詣
り
す
る
ま
で
の
距
離
は
遠

い
が
、
勢
多
郡
旧
荒
砥
村
の
産
泰
本
社
ま
で
行
っ
た
。

明
治
か
ら
戦
前
ま
で
は
、
 

こ
の
地
域
も
小
平
の
奥
ま
で
産
泰
神
信
仰
圏
に
あ
っ
た
。

一
方
山
村
で
あ
る
旧
福
岡
村
一
円
に
十
二
様(

山
の
神)

が
お
産
の
神
と
し
て
、
 

特
に
隣
村
黒
保
根
村
桑
の
代
の
十
二
様
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
後
産
が
お 

り
な
い
時
は
、
夫
が
ホ
ウ
キ
を
か
つ
ぎ
下
駄
と
草
履
を
は
い
て
家
の
周
囲
を
回
る
、
 

お
産
の
間
夫
が
石
を
抱
い
て
家
の
周
り
を
回
る
な
ど
、

こ
れ
も
夫
の
力
を
借
り
る 

一
 

つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
ま
た
十
二
様
と
ホ
ウ
キ
神
の
立
会
い
で
お
産
が
あ
り
、
 

子
供
が
生
れ
る
と
い
う
信
抑
は
こ
こ
に
も
あ
っ
た
。
そ

の

お

産

ナ

ン

ド

で

、
坐 

産
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
お
産
の
直
前
ま
で
畑
で
働
い
た
。
近
所
の
お
婆
さ
ん
に
取 

り
あ
げ
て
も
ら
い
、
産
後
は
オ
カ
ユ
と
焼
塩
、
味
噌
汁
、
カ
ツ
オ
ブ
シ
だ
け
の
食 

事
、
油
物
、
梅
干
、
肉
類
、
柿
な
ど
は
た
べ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
老
婆
の
話
、
 

こ
れ
は
明
治
生
れ
の
婦
人
が
誰
し
も
経
験
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

お
七
夜
の
オ
ヒ
ヤ
マ
ィ
り
に
、
近
所
と
三
軒
の
便
所
に
お
詣
り
す
る
こ
と
に 

ょ
っ
て
、
「
赤
ん
坊
の
仲
間
入
り
」
を
す
る
と
い
う
観
念
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
後 

の
オ
ビ
ア
キ
、
食
い
ぞ
め
、
初
誕
生
祝
、
初
節
句
の
行
事
は
他
の
町
村
と
同
様
で
、
 

産
後
二
十
一
日
間
産
婦
は
汚
れ
て
い
る
と
し
て
、
神
、
仏
、
井
戸
水
に
は
一
切
関 

与
し
な
い
と
い
う
禁
忌
は
こ
こ
で
も
守
ら
れ
て
い
る
。

長
尾
根
の
オ
ク
マ
ン
サ
マ
は
ホ
ウ
ソ
ウ
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
浅
原
を
初
め
他 

の
部
落
の
人
々
も
参
詣
し
、
オ
ク
マ
ン
マ
ィ
り
と
い
う
言
葉
さ
え
あ
っ
た
。

今
で
は
若
衆
組
、
娘
組
と
い
う
名
の
青
年
男
女
の
自
主
的
団
体
を
耳
に
す
る
こ 

と
は
で
き
な
い
。
青
年
会
、
青
年
団
、
処
女
会
な
ど
は
、
私
達
が
幼
少
の
頃
か
ら 

聞
き
あ
る
い
は
属
し
て
体
験
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
五
〜
三
〇
才
位
ま
で
、
そ
し 

て
村
に
ょ
っ
て
は
結
婚
す
る
と
こ
の
団
体
を
抜
け
る
の
と
、
そ
の
ま
ま
残
る
も
の
、



つ
ま
り
結
婚
を

一  

つ
の
節
に
す
る
か
、
年
会
集
団
を
し
て
の
性
格
を
重
視
す
る
か 

に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。
前
者
の
場
合
村
人
の
結
婚
に
関
与
し
、
古
い
時
代
の 

若
衆
組
の
性
格
を
僅
か
な
か
ら
も
も
ち
こ
た
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
と
は
別
に
、
青
年
の
力
く
ら
べ
は
他
の
町
村
を
同
様
に
行
わ
れ 

て
い
た
。
娯
楽
の
少
な
い
山
村
で
の
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
然
し
、
単
に
個
人
的
な 

力
量
の
比
較
の
み
で
あ
っ
た
の
か
、
他
村
の
若
衆
と
の
力
く
ら
べ
で
あ
っ
た
の
か
、
 

そ
こ
ま
で
は
聞
け
な
か
っ
た
。

こ
の
地
域
の
青
年
の
夜
遊
び
は
、
機
織
屋
が
多
い
だ
け
に
、
そ
こ
に
働
く
女
が 

対
象
で
、
か
な
り
盛
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
は
双
方
楽
し
く
行
な
わ 

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
ョ
バ
ィ
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に 

青
年
時
代
を
過
し
た
人
々
の
体
験
で
あ
る
。
そ
し
て
嘗
て
多
野
郡
鬼
石
町
で
あ
っ 

た
よ
う
に
、
娘
側
と
の
連
絡
の
と
れ
た
例
え
ば
一
定
の
場
所
に
予
め
話
し
合
っ
た 

標
識
が
出
さ
れ
て
い
た
話
合
の
も
と
で
行
為
も
あ
っ
た
。

十
六
才
の
男
子
の
祝
い
に
、
屋
敷
稲
荷
に
オ
ヵ
ミ
ア
ゲ
を
供
え
、
喜
寿
、
米
寿 

の
祝
い
が
霜
月
十
五
日
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
年
祝
い
の
な
か
に
屋
敷
稲
荷
信 

仰
と
祖
先
信
仰
の
か
か
わ
り
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た 

意
識
は
厄
は
ら
い
に
も
み
ら
れ
る
。
厄
お
と
し
が
村
民
全
般
に
広
く
行
な
わ
れ
、
 

屋
敷
神
、
村
の
鎮
守
様
に
お
詣
り
し
て
、
年
を
一
つ
余
計
に
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ 

て
、
厄
年
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
節
分
と
い
う
ト
シ
ト
リ
の
行
事
で
あ
っ 

た
。結

婚
は
こ
う
し
た
山
村
で
は
一
般
に
家
と
家
と
の
結
婚
、
従
っ
て
親
が
決
め
た 

相
手
と
結
婚
す
る
。
年
頃
に
な
る
と
世
話
づ
き
の
人
に
頼
ん
で
お
き
、
そ
の
人
が 

仲
人
役
を
す
る
。

つ
ま
り
せ
め
て
「
見
合
い
」
で
、
「
恋
愛
結
婚
」
な
ど
到
底
考
え 

ら
れ
な
い
。

と
い
っ
て
異
性
が
愛
し
合
う
こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
。

そ
れ
が
存 

在
し
、
子
供
か
生
れ
て
も
取
り
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
若
衆
が
娘
衆
を
管
理 

す
る
と
い
う
こ
と
も
な
か 

っ 

た
。

婚
姻
は
、
山
を
越
え
て
も
距
離
の
近
い
隣
村(

川
内
ノ
黒
保
根
、
東
村)

が
多 

く
、
大
間
々
、
桐
生
地
区
と
の
も
の
は
比
較
的
少
な
い
。

そ
の
中
で
こ
れ
も
山
村

に
い
く
程
近
視
結
婚
は
存
在
し
た
。
親
戚
を
現
在
以
上
に
ふ
や
さ
ず
、
交
際
範
囲 

を
拡
げ
な
い
よ
う
に
と
い
う
、
切
実
な
事
情
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で 

も

「
仲
人
の
ナ
ナ
デ
ン
ボ
ウ
」
「
仲
人
の
ぞ
う
り
き
ら
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ 

で
も
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
あ
と
あ
と
ま
で
仲
人
親
と
し
て
大
切
に
も
て
な
し
た
。
 

そ
こ
に
は
義
理
が
生
き
て
い
る
。
な
か
に
は
大
正
の
中
頃
、
扶
持
を
も
ち
番
頭
、
 

女
中
を
連
れ
て
嫁
入
り
し
た
例
も
聞
か
れ
た
が
、

こ
れ
は
特
別
の
も
の
と
み
て
よ 

r  

〇話
か
ま
と
ま
る
と
先
ず
ク
チ
ガ
タ
メ
を
す
る
。
他
村
で
い
う
樽
入
れ
、
婚
約
成 

立
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
ト
マ
り
ゾ
メ 
(

足
入
れ)

が
あ
っ
て
両
人
の
関
係
は
公
認 

さ
れ
、
次
い
で
結
納
、
卜
り
ム
ス
ビ
と
い
う
順
序
で
あ
る
。
結
納
金
に
は
着
物
代
、
 

タ
ン
ス
代
と
し
て 

ハ
ネ
を
つ
け
、
ホ
カ
イ
を
馬
に
片
荷
又
は
一
駄
っ
け
、
あ
る
い 

は
迎
え
だ
ん
す
、
オ
シ
ャ
ク
着
物
か
婿
方
か
ら
贈
ら
れ
、
嫁
の
荷
物
は
両
者
か
ら 

出
る
チ
ユ
ウ
ゲ
ン
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
。

こ
れ
は
イ
チ
ゲ
ン
と
は
別
に
嫁
を
迎
え 

る
わ
け
で
あ
る
。
婿
入
婚
の
形
は
こ
こ
で
も
み
ら
れ
た
。
次
い
で
嫁
の
入
家
は
夕 

イ
マ
ツ
か
割
竹
に
火
を
つ
け
て
掲
げ
た
中
で
、
カ
ド
で
青
竹
を
ま
た
ぎ
、
姑
が
管 

笠
を
か
ぶ
せ
て
行
な
わ
れ
る
。

卜
り
ム
ス
ビ
は
床
の
間
で
、
イ
チ
ゲ
ン
客
を
交
え
ず
行
な
い
、

こ
こ
に
は
お
侍 

女
房
も
坐
る
。
前
述
の
如
く
若
衆
組
の
機
能
の
あ
ら
わ
で
な
い
こ
こ
で
は
、
若
衆 

座
敷
も
地
味
で
あ
っ
た
。
一
方
御
祝
儀
あ
と
の
オ
タ
イ
ギ
振
舞
、
ョ
メ
ゴ
の
お
茶
、
 

村
ま
わ
り
の
仁
義
、
ミ
ソ
メ
の
オ
ン
ナ
イ
チ
ゲ
ン
は
お
堅
く
や
っ
て
い
る
。

初
夏
に
麦
が
穫
れ
る
と
嫁
は
新
粉
を
つ
く
っ
て
実
家
に
持
っ
て
行
き
、
秋
は
新 

米
を
も
っ
て
里
帰
り
す
る
。
そ
し
て
神
様
に
進
ぜ
る
実
家
が
農
家
で
あ
る
か
否
か 

は
問
わ
な
い
。

こ
れ
を
ホ
カ
ケ
と
い
う
。

こ
れ
は
東
毛
地
区
で
多
く
聞
か
れ
る
こ 

と
で
、
日
本
の
農
村
と
し
て
は
然
る
べ
き
行
事
で
あ
ろ
う
。
単
に
新
ら
し
い
も
の 

が
出
来
た
の
で
実
家
の
両
親
に
た
べ
さ
せ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
儀 

礼
と
そ
の
背
景
に
あ
る
信
仰
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。
恐
ら
く
古
く
か
ら
行
な
わ
れ 

て
い
た
も
の
で
。

そ
れ
が
い
ま
な
お
し
っ
か
り
と
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目 

し
た
い
。



「嫁
は
里
か
ら
も
ら
え
」
「
婿
は
床
の
間
か
ら
、
大
尽
か
ら
、
里
か
ら
も
ら
え
」
「嫁 

は
台
所
か
ら
も
ら
え
」
と

か

「嫁
は
あ
し
か
け
三
年
」
「嫁
三
年
、
婿
八
年
」
「嫁 

の 

つ
と
め
は
十
年
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
自
分
の
家
よ
り
大
尽
か
ら
、
働 

き
手
を
も
ら
え
と
し
他
家
か
ら
来
た
者
は
つ
ら
か
っ
た
。
働
く
こ
と
だ
け
が
求
め 

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
身
上
廻
し
は
親
が
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
譲
ら
れ
る
。

ヘ
ソ
ク 

り
は
つ
く
れ
ず
、
自
由
に
な
る
金
銭
は
実
家
の
親
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

現
今
で
は
想
像
も
さ
れ
な
い
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
姑
の
い
な
い
ノ
ッ
ツ
ケ
ガ
ミ 

サ
ン
は
、
皆
に
う
ら
や
ま
し
が
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

科
学
的
に
は
説
明
し
得
な
い
死
の
予
兆
は
、
お
百
度
詣
り
、
魂
よ
び
と
共
に
現 

実
に
存
在
す
る
。
私
自
身
そ
の
体
験
が
あ
る
か
ら
い
つ
も
取
り
上
げ
る
わ
け
で
は 

な
い
が
、
ど
こ
の
市
町
村
の
調
査
で
も
、
語
る
人
は
一
方
で
不
思
議
な
こ
と
だ
と 

い
い
な
が
ら
、
目
を
か
が
や
か
せ
て
強
調
す
る
事
柄
の
一
つ
で
あ
る
。

た

だ

「
人 

玉
は
十
二
様
か
ら
十
二
様
ま
で
飛
ぶ
」
と
い
う
の
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で 

あ
ろ
う
か
。

お
通
夜
は
、
以
前
は
兄
弟
子
供
達
は
起
き
て
の
徹
夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
最 

近
は
夜
半
の
十
二
時
ま
で
、
更
に
三
時
間
位
で
終
え
る
と
い
う
よ
う
に
形
式
化
す 

る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
通
夜
の
夜
湯
灌
が
行
な
わ
れ
、
終
る
と
タ
ィ
ヤ
の
お
膳
を 

皆
で
た
ベ
る
。

納
棺
の
と
き
入
れ
て
や
る
金
銭
は
、
あ
の
世
で
の
小
遣
銭
と
か
三
途
の
川
の
渡 

り
賃
だ
と
か
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
粟
の
穂
も
入
れ
て
や
る
の
は
興
味 

あ
る
習
俗
で
あ
る
。
粒
が
小
さ
い
の
で
そ
れ
を
教
え
て
い
て
、

こ
の
世
に
帰
っ
て 

来
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ
と
説
明
し
て
い
る
が
、
何
か
ほ
か
に
意
味
が
あ 

り
そ
う
で
あ
る
。

薮
塚
本
町
で
調
査
さ
れ
、
ま
た
東
毛
地
区
の
各
地
で
聞
か
れ
る
「
飾
り
だ
ん
ご
」 

は
こ
の
町
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
小
平
で
は
六
ケ
の
団
子
を
さ
し
た
六
本 

従
っ
て
全
部
で
七
ニ
ケ
、
神
梅
で
は
七
ケ
ず
つ
さ
し
て
四
九
ケ
と
多
少
の
相
違
は 

あ
る
力
。

ト

コ

バ

ン(

穴
掘
り)

は
隣
組
単
位
で
、
妊
婦
の
い
る
家
を
除
い
て
、
四
〜
六

人
が
組
で
、
穴
掘
順
番
帳
に
よ
る
順
番
制
、
若
し
葬
儀
が
続
い
て
も
必
ず
交
代
す 

る
。

た
だ
神
梅
で
は
お
寺
で
卜n

バ
ン
を
決
め
る
と
い
う
。
ト

メ

ア

ナ(

前
日
に 

掘
っ
た
穴)

は
忌
ま
れ
、
必
ず
葬
儀
の
日
に
掘
っ
て
、
道
具
は
共
有
物
又
は
施
主 

の
も
の
を
用
い
る
。

緣
側
か
ら
出
棺
す
る
と
、
ア
ナ
マ
ワ
リ
は
、
庭
に
竹
を
四
本
立
て
て
そ
の
周
り 

を
左
廻
り
で
三
回
半
廻
る
。

こ
の
出
棺
の
あ
と
部
屋
を
掃
き
出
し
、
メ
カ
ィ
を
座 

敷
に
転
が
す
。

こ
れ
も
東
毛
各
地
に
み
ら
れ
る
習
俗
で
あ
る
。

埋
葬
後
そ
の
上
に
ノ
ベ
の
灰
を
か
け
、
割
竹
で
作
っ
た
メ
ハ
ジ
キ
を
さ
す
。

こ 

れ
は
山
犬
、
テ
ン
、
狼
な
ど
の
墓
荒
し
を
防
ぐ
た
め
の
と
す
る
が
、
そ
の
形
式
が
、
 

神
梅
、
狸
原
、
茂
木
、
谷
田
で
そ
れ
ぞ
れ
多
少
の
相
違
が
あ
る
。
墓
直
し
は
埋
葬 

の
翌
日
に
す
る
村
、
埋
葬
し
て
家
に
帰
っ
て
す
ぐ
再
び
墓
地
に
行
っ
て
行
な
う
村
、
 

簡
略
化
し
て
埋
葬
直
後
に
行
な
う
場
合
と
あ
り
、
ま
た
葬
儀
の
翌
日
を
ナ
ノ
カ
と 

い
い
、
ナ
ノ
カ
の
お
経
を
葬
儀
当
日
や
っ
て
ブ
ツ
ツ
ケ
ナ
ノ
カ
と
い
う
。
最
近
葬 

儀
が
簡
素
化
、
形
式
化
し
つ
つ
あ
る
好
例
で
あ
る
。

ス
エ
ノ
カ
サ
で
四
九
杯
の
白 

米
を
晒
の
袋
に
入
れ
、
四
九
日
間
の
新
仏
へ
の
供
物
を
そ
の
日
に
和
尚
に
渡
し
て 

し
ま
う
の
も
同
様
の 
考
え
方
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

葬
儀
後
の
念
仏
は
か
な
り
盛
で
あ
っ
た
。
神
梅
で
は
男
衆
が
や
っ
た
と
い
い
、
 

念
仏
の
始
ま
る
鉦
の
合
図
で
子
供
達
も
多
勢
集
ま
っ
た
。
そ
し
て
赤
飯
の
念
仏
ダ 

マ
或
は
念
仏
団
子
を
配
り(

今
で
は
こ
れ
も
お
菓
子
に
代
っ
た)

盛
大
な
供
養
を 

し
た
。

葬
式
の
夜
泊
る
と
一
週
間
泊
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
、
泊
ら
な
い
で
帰
る
。
 

も
し
泊
ら
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、

一
度
ト
ボ
グ
チ
か
ら
家
の
外
に
出
て
か
ら 

帰
っ
た
こ
と
と
し
、
再
び
家
に
入
っ
て
泊
る
。
ま
た
風
呂
は
わ
か
さ
な
い
こ
と
に 

な
っ
て
い
る
。

こ
、っ
し
た
忌
み
ご
と
は
今
も
な
お
守
ら
れ
て
い
る
。

小
平
で
七
日
每
の
墓
参
の
団
子
は
、
六
個
の
団
子
の
粉
を
と
っ
て
お
い
て
作
る 

と
い
う
の
は
、
古
い
形
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
以
前
は
四
十
九
日
ま
で
丁 

寧
な
お
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
魂
は
四
十
九
日
た
っ
て
座
敷
か
ら
仏 

壇
に
上
る
。

こ
れ
を
オ
タ
ナ
ア
ゲ
と
い
い
、
忌
切
り
で
あ
っ
て
、
餅
を
つ
い
て
塩



あ
ん
を
入
れ
、
忌
切
り
餅
と
い
っ
た
。

こ
の
餅
を
つ
く
音
で
魂
は
グ
シ
を
離
れ
る 

と
い
う
。
そ
れ
ま
で
魂
は
家
に
あ
る
の
で
明
り
は
絶
や
さ
な
い
と
説
明
す
る
。
そ 

し
て
最
後
の
年
忌
の
三
十
三
年
忌
は
、
ト
ム
ラ
イ
ジ
メ 
(

ト
ム
ラ
イ
ア
ゲ)

で
塔 

婆
は
タ
テ
ジ
マ
イ
で
あ
る
。

こ
れ
を
ト
メ
ト
ウ
バ
と
い
い
、
杉
の
生
木
の
イ
キ
ト 

ウ

バ
(

シ
ン
ツ
キ
ト
ウ
バ
、

ハ
ッ
ツ
キ
ト
ウ
バ)

を
立
て
る
。

こ
れ
を
こ
こ
だ
け 

の
習
俗
と
意
識
し
て
い
る
の
は
意
外
で
あ
っ
た
。

耳
ふ
さ
ぎ
に
つ
い
て
、
小
平
地
区
で
は
馬
糞
で
耳
に
ふ
た
を
す
る
と
い
い
一
般 

的
で
あ
る
が
、
戸
沢
で
は
二
銭
銅
貨
を
半
紙
に
包
ん
で
耳
に
つ
け
、
そ
れ
を
幣
束 

と
共
に
三
本
辻
に
捨
て
、
他
人
に
み
ら
れ
な
い
よ
う
に
振
向
か
な
い
で
帰
る
と
い 

う
。
生
れ
代
り
も
神
梅
で
は
死
者
の
背
に
、
高
津
戸
で
は
手
の
掌
に
、
字
を
書
い 

て
埋
め
た
例
か
あ
る
よ
う
に
、

こ
う
し
た
習
俗
に
は
多
少
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

概
し
て
こ
の
町
に
の
み
存
在
す
る
民
俗
と
い
う
の
は
な
か
っ
た
が
、
離
れ
て
東 

毛
地
域
に
点
在
す
る
も
の
は
み
ら
れ
、
ま
た
こ
の
町
の
中
で
も
部
落
に
よ
っ
て
多 

少
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
 

(

池
田
秀
夫)

一
、
誕 

生

㈠

妊

娠
•

出
産

妊
娠 

妊
娠
す
る
こ
と
を
デ
キ
ル
と
い
い
、
妊
娠
し
た
女
を
ハ
ラ
ミ
女
と
い
う
。
 

十
人
以
上
或
は
数
多
く
子
供
を
生
む
と
、
ブ
タ
ッ
コ
み
た
い
に
生
む
と
い
、っ
。(

浅
原) 

す
っ
ぱ
い
も
の
が
食
べ
た
く
な
っ
た
り
、
顔
色
を
見
て
姑
さ
ま
が
気
が
つ
い
て 

注
意
し
て
く
れ
た
。
五
ヶ
月
の
イ
ヌ
の
日
に
産
婆
さ
ん
に
腹
帯
を
卷
い
て
も
ら
っ 

た
。
今
は
て
ん
ず
け
医
者
へ
行
く
。(

深
沢)

妊
娠
し
て
の
注
意 

あ
る
も
の
を
た
べ
て
、
魚
を
た
べ
る
な
ど
栄
養
は
考
え
な 

い
。
そ
の
日
そ
の
日
命
つ
な
ぎ
を
す
る
こ
と
だ
け
考
え
た
。
高
い
所
の
も
の
を
取 

っ
た
り
、
重
た
い
も
の
を
持
っ
て
は
い
け
な
い
な
ど
考
え
な
か
っ
た
。(

浅
原)

つ
わ
り 

つ
わ
り
が
ひ
ど
く
て
、
、っ
ど
ん
や
魚
が
嫌
い
で
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
せ
い
か
、
そ
の
時
の
子
は
魚
が
き
ら
い
で
、
ず
っ
と
魚
を
食
べ
な
い
。(

深
沢) 

オ
ト
ミ
マ
ケ 

且
那
が
ツ
ワ
り
と
同
じ
よ
う
に
、
ご
は
ん
が
食
べ
ら
れ
な
く 

な
っ
た
り
、

ツ
ワ
り
の
母
親
に
か
ま
っ
て
も
ら
え
な
く
て
、
痩
せ
て
ピ
ー
ピ
ー
泣 

く
子
も
共
に
オ
ト
ミ
マ
ケ
、
と

い

う(

深
沢)

腹
帯 

五
ヶ
月
目
の
戌
の
日
に
す
る
。
お
産
が
軽
く
済
む
。
相

手
(

夫)

の
フ 

ン
ド
シ
を
腹
帯
に
す
る
と
軽
い
と
も
い
う
。(

小
平)

五
ヶ
月
目
の
戌
の
日
に
し
め
た
。
犬
は
産
が
軽
い
と
い
う
。
赤
子
に
は
産
姿
が 

額

に

食

紅

で

「
犬
」
と
い
う
字
を
書
い
て
く
れ
る
。(

桐
原)

安
産
祈
願 

村
の
天
神
様(

鎮
守
様)

、
桑
の
代
の
十
二
様
、
さ
と
の
方
の
産
泰 

様
(

大
胡
を
通
っ
て
行
き
、
歩
き
で
が
あ
っ
た)

に
個
人
個
人
で
お
詣
り
し
た
。

お
産
の
と
き
は
十
二
様
に
頼
む
と
い
う
。
十
二
様
に
は
小
さ
い
ボ
ン
デ
ン
を
才 

ガ
ミ
ヤ
に
切
っ
て
も
ら
っ
て
お
礼
ま
い
り
に
行
っ
て
あ
げ
た
。
人
の
死
が
あ
っ
た 

と
き
の
ロ
ー
ソ
ク
を
も
ら
っ 

て
き
て
お
い
て
、
産
気
づ 

い
て
腹
が
痛
く
な
る
と
、
 

そ
の
ロ
ー
ソ
ク
を
神
様
に
あ
げ
る
。

こ
れ
が
燃
え
き
る
ま
で
に
生
れ
る
と
い
う
。
 

又
、
女
は
便
所
を
よ
く
掃
除
す
る
と
お
産
は
軽
い
と
い
う
。(

浅
原)

黒
保
根
村
大
字
八
木
原
字
桑
の
代(

戸

数

は

五•

六
戸)

の
十
二
様
が
安
産
の 

神
で
、
祭
日
は
四
月
十
二
日
。
産
婦
が
妊
娠
二
〜
五
ヶ
月
位
の
う
ち
、
軽
く
出
来 

る
よ
う
に
と
オ
サ
ゴ
、
ゴ
マ
メ
を
持
っ
て
行
っ
て
進
ぜ
る
。
軽
く
で
き
る
と
ボ
ン 

デ
ン
を
立
て
る
。(

浅
原)

大
室
の
産
泰
様
に
安
産
祈
願
を
し
た
。
講
は
な
い
。
安
産
す
る
と
お
礼
拝
り
に 

底
抜
け
い
し
ゃ
く
を
進
ぜ
た
。
願
は
た
し
と
し
て
生
ま
れ
た
と
き
、
子
供
の
額
に 

「
犬
」
と
い
う
字
を
書
い
た
。(

浅
原
、
大
間
々
町
二
〜
四
丁
目)

前
橋
の
城
南
の
産
泰
様
へ
親
が
お
が
み
に
行
っ
て
く
れ
た
。

お
礼
詣
り
は
金
か 

赤
飯
を
持
っ
て
行
っ
た
と
思
う
。(

深
沢)

荒
砥
村
の
産
泰
様
に
お
参
り
を
し
、
底
抜
け
柄
杓
を
あ
げ
る
。
道
が
く
ど
く
て 

大
変
で
あ
っ
た
。(

小
平)

十
二
様
と
ホ
ゥ
キ
神
様 

お
産
は
こ
の
二
柱
の
神
様
の
立
ち
合
い
で
で
き
る
。
 

十
二
様
の
石
宮
か
ら
お
燈
明
の
短
か
い
の
を
借
り
て
く
る
。
お
燈
明
の
火
の
消
え



な
い
う
ち
に
生
ま
れ
る
と
い
う
。

お
礼
参
り
は
す
る
。

ま
た
後
産
が
お
り
な
い
時
に
は
、
ホ
ウ
キ
を
か
つ
い
で
、
下
駄
と
草
履
を
チ
ン 

バ
に
は
き
、
主
人
が
家
の
周
囲
を
回
る
。(

小
平)

十
二
様
に
は
オ
オ
ヤ
マ
ズ
ミ
の
命
を
ま
つ
っ
て
あ
る
。
山
の
神
様
。
桑
の
代
に 

は
十
二
様
神
社
が
あ
る
。
子
ど
も
が
軽
く
生
ま
れ
る
よ
う
に
お
が
み
に
行
く
お
産 

の
神
様
。
ろ
う
そ
く
を
あ
げ
て
火
を
つ
け
、
そ
れ
が
小
さ
け
れ
ば
小
さ
い
ほ
ど
早 

く
で
き
る
。

ろ
う
そ
く
の
火
を
消
し
て
、
他
の
小
さ
い
の
を
拾
っ
て
も
ら
っ
て
帰 

り
、
お
産
の
時
に
つ
け
る
と
、
消
え
る
と
こ
ろ
ま
で
に
生
ま
れ
る
。(

神
梅)

馬
の
荷
鞍
を
枕
に
し
て
生
む
と
軽
い
と
い
う
。(

小
平).

お
産 

水
天
宮
の
お
札
を
飲
む
と
お
産
が
軽
く
、
す
む
。

又
、
腹
帯
に
お
札
を 

つ
け
て
お
く
と
よ
い
。

建
前
の
お
供
え
餅
が
棟
上
げ
の
と
き
の
四
隅
の
小
さ
い
お
重
ね
餅
を
拾
っ
て
来

て
神
様
に
供
え
る
と
軽
く
す
む
と
い
わ
れ
て
い
た
。

に
わ
と
り
の
初
卵
を
飲
む
と
軽
い
と
も
聞
い
た
。(

塩
原)

観
音
様
に
願
を
か
け
て
、
ろ
う
そ
く
を
借
り
て
き
て
と
も
す
と
、
ろ
う
そ
く
の 

火
が
消
え
る
ま
で
に
産
ま
れ
る
と
い
う
。(

下
神
梅)

お
産
に
は
晒
の
ジ
バ
ン
、
綿
入
れ
の
胴
着
、
ネ
ル
の
き
も
の
、
綿
入
れ
の
き
も 

の
。
麻
の
葉
の
き
も
の
を
青
い
の
と
、
赤
い
の
と
用
意
し
た
。

麻
の
葉
は
縁
起
が
い
い
か
ら
。

オ
メ
シ
を
五
、
六
十
枚
用
意
し
た
。(

深
沢)

む
か
し
は
、
お
産
は
ナ
ン
ド
で
し
た
。
畳
の
上
に
俵
を
切
り
広
げ
て
敷
き
、
そ 

の
上
に
ボ
ロ
を
敷
い
て
産
ん
だ
。

フ
ト
ン
を
積
ん
で
こ
れ
に
お
っ
か
ぶ
さ
っ
て
の 

坐
産
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
は
、
お
産
で
ま
ち
が
い
が
出
来
た
と
い
う
。

お
産
の
あ
と
は
、
う
す
い
布
団
を
三
枚
ぐ
ら
い
折
り
た
た
ん
で
、
よ
り
か
か
っ 

て
い
た
。
よ
ご
れ
た
も
の
は
畑
に
埋
め
た
。

む
か
し
は
、
わ
ら
束
を
二
十
一
把
か 

さ
ね
て
お
い
て
、

一
日
に
一
把
ず
つ
抜
い
て
低
く
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

二
十
一 

日
目
が
お
び
や
き
で
あ
っ
た
。(

浅
原)

む
か
し
は
脱
脂
綿
も
な
か
っ
た
。
綿
と
油
紙
を
入
れ
た
フ
ト
ン
を
作
っ
た
。

お 

産
が
す
む
と
、
洗
っ
て
と
っ
て
お
い
て
次
の
子
の
時
使
っ
た
。

新
聞
紙
と
カ
ッ
パ
ガ
ミ(

油
紙)

を
す
い
た
。

畳.
を
上
げ
て
灰
を
敷
い
て
ワ
ラ
を
か
ぶ
せ
、
ボ
ロ
布
を
か
け
て
し
た
人
も
居
た 

そ
う
だ
。
 

初
め
は
つ
っ
ぷ
し
て
お
産
を
し
た
。

コ
タ
ツ
ヤ
グ
ラ
に
つ
か
ま
っ
た
り
、
丸
め 

た
フ
ト
ン
を
掴
ん
だ
り
し
た
。

産
姿
さ
ん
の
首
が
折
れ
る
程
摑
ま
っ
た
。(

深
沢)

家
で
お
産
を
し
た
。
里
の
親
が
い
い
わ
け
に
一
、
二
晚
来
て
世
話
を
す
る
程
度 

で
あ
っ
た
。(

塩
原)

お
産
の
時
に
旦
那
が
家
に
い
れ
ば
取
り
上
げ
ば
あ
さ
ん
を
頼
み
に
行
っ
た
り
、
 

お
湯
を
わ
か
し
て
く
れ
る
ぐ
ら
い
。

か
み
さ
ん
の
お
産
の
間
ぢ
ゅ
う
、
石
を
抱
い
て
、
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
た
人
や
、
家 

の
回
り
を
か
け
っ
て
た
人
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。

夜
中
に
腹
が
痛
く
な
っ
た
時
「
も
う
少
し
待
っ
て
ろ
。

明
る
く
な
っ
た
ら
産
婆 

さ
ん
を
呼
び
に
行
っ
て
や
る
」
な
ん
て
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
困
っ
た
。(

深
沢) 

昔
は
生
ま
れ
る
そ
の
日
ま
で
働
ら
い
た
。

で
っ
か
い
腹
を
ブ
ラ
ン
ブ
ラ
ン
さ
せ 

て
畑
の
さ
く
切
り
な
ん
か
す
る
人
が
あ
っ
た
。(

深
沢)

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
産
む
と
汚
水
を
飲
ま
な
い
ょ
う
に
自
分
で
か
き
の
け
て 

「
オ
バ
サ
ン
た
の
む
ょ
」
と
い
っ
て
近
所
の
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
に
取
り
上
げ
て 

も
ら
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
盆
、
暮
の
礼
は
二
、
三
年
の
間
行
な
い
、

一
生
で
は 

な
い
の
が
多
く
、
な
か
に
は
そ
の
と
き
限
り
の
も
多
い
。
戦
後
は
産
姿
の
手
を
煩 

わ
し
、
今
は
病
院
で
の
お
産
が
多
い
。(

浅
原)

姑
か
近
所
の
馴
れ
た
人
に
頼
む
。
特
別
な
お
礼
は
し
な
い
が
、
お
七
夜
に
サ
ン 

マ
と
赤
飯
を
あ
げ
る
。(

小
平)

産
姿
さ
ん
は
今
は
母
子
保
健
推
進
員
と
い
い
、
月
に
一
度
妊
婦
の
家
庭
を
回
っ 

た
り
、
乳
児
や
そ
の
母
親
の
保
健
指
導
を
し
た
り
相
談
を
受
け
る
。(

深
沢)

ヘ
ソ
の
緒 

へ
ソ
の
緒
は
し
ま
っ
て
お
い
て
な
か
な
か
治
ら
ぬ
病
気
に
な
っ
た 

時
せ
ん
じ
て
飲
む
。

埋
め
る
人
も
い
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
粗
末
に
す
る
な
と
い 

わ
れ
た
。

ヘ
ソ
の
緒
を
首
に
巻
い
て
生
れ
た
子
を
ケ
サ
ガ
ケ
と
い
う
。(

浅
原)



後
産 

ハ
カ
バ
、
ト
ボ
グ
チ
な
ど
に
埋
け
た
。
多
く
の
人
に
ふ
ま
れ
た
り
ま
た 

が
れ
る
と
、

の
し
上
り
に
な
ら
な
い
と
い
っ
た
。
今
の
子
は
親
な
ど
ふ
み
つ
け
て 

の
し
上
り
に
な
っ
て
い
る
。(

浅
原)

へ
そ
の
お
は
、
人
の
ま
た
ぐ
ほ
ど
い
い
と
い
っ
て
、
と
ぼ
に
い
け
た
。

こ
れ
は 

む
か
し
の
こ
と
で
、
最
近
は
、
墓
へ
も
っ
て
行
っ
て
い
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
 

(

浅
原)

お
墓
へ
持
っ
て
っ
て
い
け
た
。
今
は
大
葬
場
で
フ
ト
ン
ご
と
焼
く
。(

深
沢) 

あ
と
腹
か
痛
む
時
、
本
人
か
知
ら
な
い
う
ち
に
二
尺
ざ
し
を
ふ
と
ん
の
下
に
差 

し
込
む
と
い
い
。
よ

く

な

る(

深
沢)

納
戸
の
下
と
か
、
人
に
踏
ま
れ
る
と
い
い
と
い
っ
て
ト
ボ
ロ
に
埋
け
る
人
、
ま 

た
方
を
み
て
そ
ち
ら
に
埋
め
る
人
な
ど
あ
る
。(

小
平)

産
後
の
食
事 

オ
カ
ユ
と
焼
塩
が
オ
カ
ズ
で
あ
る
。
油
物
は
百
日
間
悪
い
、
青 

物
、
草
餅
も
い
け
な
い
と
い
い
。
柿
は
血
を
騒
が
す
と
い
う
。

お
産
が
あ
る
と
実 

家
の
親
が
カ
ツ
ブ
シ
を
持
っ
て
く
る
。

カ
ツ
ブ
シ
ミ
ソ
と
フ
と
カ
ン
ピ
ョ
ウ
は
た 

ベ
て
よ
い
と
い
う
。(

浅
原
、
小
平)

お
産
の
前
は
、
力
め
し
、
力
も
ち
を
く
れ
た
。
産
後
は
、
お
か
ゆ
に
梅
干
と
み 

そ
汁
だ
っ
た
。
七
日
の
夜
に
は
鯉
を
煮
て
く
れ
た
。
甘
い
も
の
は
く
れ
な
か
っ
た
。
 

流
産
の
と
き
は
甘
い
湯
を
の
ま
せ
た
。

ー
ヶ
月
た
つ
と
甘
い
も
の
で
も
よ
い
と 

さ
れ
て
い
た
。

柿
は
毒
で
あ
っ
た
。

お
産
ば
か
り
で
な
く
、
け
が
の
人
な
ど
は
ふ
さ
が
っ
た
ロ 

も
開
く
と
い
わ
れ
た
。(

塩
原)

さ
と
う
は
乳
が
細
く
な
る
か
ら
い
け
な
い
。
煮
つ
け
に
も
さ
と
う
ぬ
き
。
さ
と 

う
ぐ
ら
い
入
れ
な
い
と
ま
ず
く
て
食
べ
ら
れ
な
い
。

柿
も
梅
干
も
だ
め
。
サ
ン
マ
も
マ
ス
も
だ
め
。

卵
も
だ
め
。

三
年
前
の
古
傷
が
お
こ
る
。

ィ
ワ
シ
、
サ
ケ
は
い
い
。
フ
に
ミ
ソ
か
な
ん
か
で
お
か
い
を
食
べ
る(

中
神
梅) 

産
を
す
る
と
実
家
か
ら
チ
カ
ラ
ゴ
メ
を
一
升
持
っ
て
く
る
。

一
生
食
ベ
ら
れ
る 

よ
う
に
。

一
斗
持
っ
て
き
て
も
「
一
升
だ
よ
」

っ
て
言
う
。(

深
沢)

サ
ン
シ
の
食
物
は
オ
カ
イ
と
、
ミ
ソ
に
か
つ
ぶ
し
を
食
べ
て
れ
ば
間
違
い
は
な 

い
。
イ
ワ
シ
は
食
べ
て
い
い
。
ま
た
マ
ス
は
い
け
な
い
が
サ
ケ
な
ら
い
い
。

産
後
百
日
ぐ
ら
い
、
油
つ
け
を
食
わ
な
い
。
子
ど
も
の
目
が
悪
く
な
る
か
ら
。
 

ナ
ベ
ま
で
別
に
す
る
人
も
あ
っ
た
。

イ
ワ
シ
の
字
を
三
つ
書
い
て
ひ
た
い
に
は
る
。(

深
沢)

と
こ
あ
げ 

ふ
つ
う
は
二
十
一
日
目
に
と
こ
あ
げ
に
な
っ
た
。
家
に
よ
っ
て
は
、
 

三
十
日
、
三
十
一
日
の
場
合
も
あ
っ
た
。(

浅
原)

妊
娠
中
の
禁
忌 

柿H

冷
え
る
か
ら
。

ス
ル
メ H

血
を
荒
す
。

マ
ス=

血
を
荒 

す
。

三
年
前
の
古
血
を
荒
す
か
ら
。

火
事
を
見
る
と
赤
い
ア
ザ
が
で
き
る
。

死
ん
だ
人
を
見
る
と
黒
い
ア
ザ
が
で
き 

る
。

だ
か
ら
し
じ
ゅ
う
鏡
か
半
紙
を
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
と
く
。(

深
沢)

今
は
柿
は
栄
養
が
あ
る
か
ら
沢
山
食
べ
る
よ
う
に
指
導
す
る
。(

深
沢)

兎
の
肉
を
食
べ
る
と
三
つ
口
の
子
か
で
き
る
。(

小
平)

産
後
一
週
間
は
ナ
ン
ド
で
過
し
た
。

そ
の
あ
と
は
明
る
い
部
屋
に
移
っ
た
。

二 

十
一
日
間
は
汚
れ
て
い
る
の
で
、
仏
壇
、
神
棚
な
ど
の
供
物
は
一
切
禁
じ
ら
れ
て 

い
た
。
井
戸
水
を
汲
む
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。(

浅
原)

子
を
産
め
ば
百
日
は
不
浄
と
い
っ
て
男
よ
り
先
に
は
風
呂
に
入
ら
な
い
。

母
親 

は
オ
ブ
ス
ナ
様
に
は
行
か
な
い
。(

浅
原)

始
め
て
勝
手
を
す
る
時 

「
ハ
ラ
イ
給
え
、
キ
ョ
メ
給
え
」
と
言
っ
て
塩
を
ま 

い
て
勝
手
へ
立
っ
た
。

一
週
間
寝
て
い
た
。(

深
沢)

チ

ブ
ク
オ
ビ
ア
キ
ま
で
遠
慮
す
る
。(

深
沢)

神
社
へ
お
ま
い
り
す
る
の
は
、
お
産
の
ブ
ク
は
い
い
が
、
死
に
ブ
ク
は
わ
る
い 

と
い
う
。

鉄
砲
ぶ
ち
は
、
お
産
の
あ
っ
た
う
ち
へ
行
っ
て
火
を
も
ら
っ
て
い
く
と
、
獲
物 

が
余
計
あ
る
と
い
う
。(

長
尾
根)

間
引 

い
か
を
食
べ
る
と
子
ど
も
か
降
る
と
い
う
。
生
の
い
か
を
食
べ
す
ぎ
て 

死
ん
だ
人
も
い
る
。(

塩
原)

子
の
で
き
な
い
人
子
が
で
き
な
い
人
は
子
沢
山
の
人
の
腰
巻
き
を
借
り
て
す



る
と
で
き
る
。(

深
沢)

生
理
帯 

む
か
し
は
モ
ッ
コ
を
自
分
で
縫
っ
た
。

腰
巻
き
な
ん
か
で
。
心
配
で 

し
か
た
な
か
っ
た
。
薬
局
で
ビ
ク
ト
リ
ヤ
を
売
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
と
て
も 

よ
か
っ
た
。(

深
沢)

生
理 

女
の
子
が
メ
ン
ス
に
な
っ
た
時
、
赤
飯
を
ふ
か
し
て
や
っ
た
。
自
分
も 

そ
う
し
て
も
ら
っ
た
か
ら
。
(
自
漫)

今
の
子
は
早
い
。

そ
れ
を
ハ
バ
に
し
て
話
す
。(

深
沢)

⑵

生

児

儀

礼

産
湯 

納
戸
の
下
と
か
便
所
に
捨
て
る
。(

小
平)

タ
ラ
ィ
は
嫁
に
く
る
時
持
っ
て
き
た
も
の
を
お
ろ
し
て
使
う
。

お
湯
は
畑
へ
穴 

を

掘

っ

て

捨

て

る(

深
沢)

大
昔
は
、
ナ
ン
ド
の
下
に
穴
を
掘
っ
て
お
い
て
、
そ
こ
へ
お
産
の
洗
い
水
、
と 

り
あ
げ
水
な
ど
を
な
が
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
は
、
あ

き

の

方(

こ
れ
は
暦
を
み 

て
き
め
た)

に
穴
を
掘
っ
て
、
そ
こ
へ
あ
け
た
。(

浅
原)

産
着 

お
宮
参
り
に
着
せ
る
。
嫁
の
実
家
で
カ
サ
ネ
を
作
っ
て
贈
る
。
産
着
の 

背
中
に
は
小
さ
な
お
守
り
を
つ
け
た
。(

小
平)

オ
シ
メ 

む
か
し
は
浴
衣
と
フ
ト
ン
皮
、
と
相
場
が
決
ま
っ
て
た
。
浴
衣
の
き 

れ
い
な
の
は
お
客
に
行
く
時
な
ど
使
う
よ
う
に
上
げ
て
お
い
た
。

昔
と
今
で
は
オ
ム
ッ
の
使
い
か
た
も
違
う
。
今
は
た
だ
股
に
は
さ
む
だ
け
で
才 

ム
ッ
カ
バ
ー
で
止
め
る
。

昔
は
オ
シ
メ
カ
バ
ー
に
苦
労
し
た
。
綿
を
入
れ
て
横
に
長
い
オ
シ
メ
の
形
の
才 

シ
メ
カ
バ
ー
を
縫
っ
た
り
、
毛
糸
で
作
っ
た
り
し
た
。
今
は
同
じ
こ
と
で
も
言
い 

方
が
き
れ
い
に
な
っ
た
。(

深
沢)

オ
ボ
タ
テ 

産
む
と
一
生
く
え
る
よ
う
に
と
家
人
が
御
飯
一
升
煮
る
。

オ
ボ
タ 

テ
と
い
っ
て
神
様
に
あ
げ
る
。
大
勢
で
た
ベ
る
と
オ
オ
グ
ラ
シ
か
で
き
る
と
い
っ 

て
、
な
る
た
け
大
勢
集
め
て
た
べ
て
も
ら
っ
た
。(

浅
原)

一
生
幸
福
な
よ
う
に
、

一
升
の
ご
は
ん
を
炊
く
。

オ
ブ
タ
キ
ご
は
ん
と
い
い
近

所
の
世
話
に
な
っ
た
人
や
、
年
寄
を
呼
ん
で
食
べ
て
も
ら
う
。
 

•  

そ
の
時
、
朱
の
も
の
、
赤
い
色
の
も
の
を
燃
す
と
ウ
ル
シ
に
か
せ
な
い
。

お
わ 

ん
を
ひ
と
つ
燃
し
た
。

ご
は
ん
が
残
れ
ば
家
の
衆
が
食
べ
る
。

一
升
ぐ
ら
い
じ
ゃ
残
ら
な
い
。(

深
沢) 

産
見
舞 

組
合
、
親
威
の
人
が
布
を
く
れ
る
。
ま
た
実
家
か
ら
米
、
カ
ツ
ブ
シ
、
 

三
十
日
に
は
オ
ボ
ギ
を
も
っ
て
き
た
。

こ
れ
を
着
せ
て
シ
ユ
ウ
ト
が
抱
い
て
オ
ブ 

ス
ナ
様
に
詣
る
。

こ
の
日
赤
飯
を
ふ
か
す
が
こ
の
日
の
お
祝
い
を
オ
バ 

ヤ
キ
と
い 

う
。(

浅
原)

孫
だ
き 

子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
、
嫁
の
里
の
親
が
、
う
ぶ
ぎ
を
も
っ
て
孫
だ 

き
に
来
た
。
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
な
る
べ
く
早
く
来
た
。(

浅
原)

お
ひ
や
ま
い
り 

お
七
夜
に
、
赤
ん
坊
を
つ
れ
て
、
自
分
の
う
ち
と
隣
り
二
軒 

合
せ
て
三
軒
の
便
所
ま
わ
り
を
し
た
。
う
ち
で
、
赤
ん
坊
の
額
に
犬
と
い
う
字
を 

朱
で
書
い
て
便
所
ま
わ
り
を
し
て
き
た
。

お
さ
ご
を
も
っ
て
行
っ
て
、
便
所
に
あ 

げ
て
き
た
。

こ
の
と
き
、
橋
を
渡
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。

お

び

や(

生
ま
れ 

て
二
十
一
日
目)

が
す
む
ま
で
は
、
橋
を
渡
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
前 

に
橋
を
渡
る
と
、
あ
た
ま
の
脳
の
か
た
ま
る
の
が
遅
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

お
ひ
や
ま
つ
り
に
、
赤
ん
坊
を
つ
れ
て
行
く
の
は
う
ち
の
と
し
ょ
り
が
ふ
つ
う 

で
あ
っ
た
。(

浅
原)

オ
ヒ
ヤ
神
参
り
は
お
七
夜
に
や
る
。
額
に
硯
の
筆
で
犬
と
い
う
字
を
書
い
て
、
 

自
分
の
家
と
、
両
隣
り
の
便
所
に
お
参
り
さ
せ
る
。
そ
の
時
、
オ
サ
ゴ
を
紙
に
つ 

つ
ん
で
持
っ
て
い
く
。
ま
た
、
割
箸
を
割
ら
な
い
で
持
っ
て
い
き
供
え
る
。(

小
平) 

こ

の

日

「
犬
」
と
い
う
字
を
額
に
書
い
て
紙
に
包
ん
だ
オ
サ
ゴ
を
持
っ
て
三
軒 

の
家
の
便
所
に
詣
る
。
自
分
の
家
の
便
所
だ
け
に
行
っ
て
い
れ
ば
他
人
の
こ
と
は 

判
ら
な
い
か
ら
他
家
の
便
所
に
も
詣
る
の
だ
と
い
う
オ
ヒ
ヤ
マ
ィ
リ
と
い
い
、
取 

り
上
げ
た
人
が
抱
い
て
い
く
。(

浅
原)

お
七
夜
に
橋
を
ょ
け
て
、
近
所
の
三
軒
の
便
所
を
回
る
。

オ
サ
ゴ
と
豆
煎
り
を 

持
っ
て
い
っ
て
便
所
の
中
へ
ま
く
。

そ
れ
を
拾
っ
て
食
べ
る
と
虫
歯
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
赤
ン
坊
の
仲
間
入
り
で
、



近
所
の
家
で
は
五
銭
か
十
銭
お
金
を
く
れ
る
。

こ
れ
を
子
の
貯
金
の
始
ま
り
に
す 

る
。サ

ン
シ
は
お
七
夜
ま
で
石
橋
を
渡
ら
な
い
。
土
橋
な
ら
い
い
。(

深
沢)

お
七
夜
に
、
赤
ん
坊
を
お
ぶ
っ
て
、
お
さ
ご
を
も
っ
て
便
所
を
ま
わ
っ
て
く
る
。
 

自
分
の
家
の
便
所
に
行
き
、
近
所
を
二
、
三
軒
ま
わ
っ
て
く
る
。
便
所
を
お
へ
や 

と
い
う
。(

神
梅)

三
軒
の
近
所
の
家
を
回
わ
っ
た
。
額
に
犬
の
字
を
墨
で
書
い
て
も
ら
っ
た
。
赤 

飯
と
お
さ
ご
を
持
っ
て
行
っ
た
。

こ
の
日
に
、
髪
毛
を
す
り
落
し
た
。(

塩
原)

名
付
け 

お
七
夜
に
間
に
合
う
よ
う
に
つ
け
る
。
姓
名
学
な
ど
に
よ
っ
て
よ
い 

名
を
選
ぶ
。

た
だ
し
、
名
負
け
を
す
る
場
合
も
あ
り
、
届
け
た
の
と
呼
び
名
と
違 

う
人
も
い
る
。

い
く
つ
か
の
名
前
を
書
い
て
カ
ン
ジ
ョ
り
に
し
て
稲
荷
様
に
あ
げ
、
子
供
に
引 

か
せ
て
つ
け
る
家
も
あ
る
。
名
前
は
半
紙
に
書
い
て
大
神
宮
様
に
貼
っ
て
お
く
。
 

ト
メ
、

ス
エ
、
ナ
カ
な
ど
簡
単
な
名
も
多
い
。(

小
平)

お
産
婆
さ
ん
に
つ
け
て
も
ら
う
。
三
つ
ぐ
ら
い
い
い
名
前
を
考
ぇ
て
も
ら
い
、
 

神
棚
へ
上
げ
て
お
く
。
子
ど
も
に
く
じ
を
引
か
せ
て
選
ん
だ
名
を
つ
け
る
。
或
は 

夫
が
く
じ
を
ひ
く
。

お
寺
で
つ
け
て
も
ら
う
人
も
。
名
前
を
つ
け
る
と
命
名
〇
〇
と
書
い
て
、
生
年 

月
日
を
書
い
て
神
棚
に
は
る
。(

深
沢)

生
後
七
日
目
、
命
名
す
る
、

い
く
つ
も
名
前
を
考
ぇ
、
大
神
宮
様
に
教
わ
っ
て 

こ
い
と
い
っ
て
、
紙
に
名
を
書
い
て
あ
げ
て
、
子
供
が
ひ
い
て
く
る
。(

浅
原)

名
付
親 

太
田
の
呑
龍
様
や
産
婆
に
つ
け
て
も
ら
う
。

三
つ
の
候
補
名
を
稲
荷 

様
に
あ
げ
て
そ
の
な
か
か
ら
選
ぶ
家
も
あ
る
。
高

島

易

断

の

姓

名(

判
断)

学
な 

ど
が
あ
り
、
画
数
や
陰
陽
、
五
行
、
満
点
は
と
れ
な
い
。
字

の

意

味(

干
支)

音
、
 

姓
の
最
後
の
音
、
名
の
最
初
の
音
を
合
計
し
た
画
数
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
女
の 

子
は
名
前
だ
け
よ
け
れ
ば
よ
い
。(

上
桐
原)

オ
ブ
ア
キ 

男
二
十
九
日
、
女
は
三
十
日
に
す
る
。
女
は
汚
れ
て
い
る
か
ら
一 

日
遅
い
の
だ
と
い
う
。
狸
原
で
は
観
音
様
に
お
参
り
す
る
。(

小
平)

男
児
生
後
ー
ー
十
九
日
、
女
児
三
十
日
、
妻
の
実
家
か
ら
一
番
初
め
の
男
児
、
女 

児
共
に
贈
ら
れ
る
オ
ボ
ギ
、
黒
紋
付
を
き
せ
て
ウ
ブ
ス
ナ
様(

天
神
様
—
菅
原
神 

社
—)

に

詣

っ

て(

オ
ボ
ヤ
キ
と
い
う)

か
ら
実
家
に
お
客
に
行
く
。(

浅
原)

宮
ま
い
り
を
塩
原
で
は
生
ま
れ
て
二
十
九
日
目
に
宮
ま
い
り
を
し
た
が
、
桐
原 

で
は
二
十
一
日
目
、
川
内
村
で
は
二
十
日
目
に
行
な
っ
て
い
た
。

親
も
と
か
ら
ウ
ブ
着
が
と
ど
く
。
そ
れ
を
着
せ
て
赤
飯
を
も
っ
て
神
社
へ
行
っ 

て
お
が
む
。

た
い
て
い
サ
ン
シ
の
お
ば
さ
ん
が
抱
い
て
い
く
。
居
な
け
れ
ば
産
姿
さ
ん
を
頼 

む
。
子
ど
も
た
ち
に
赤
飯
を
分
け
て
や
る
。

お
産
見
舞
の
お
返
し
は
赤
飯
に
ス
ル
メ
を
五
枚
ぐ
ら
い
つ
け
て
く
ば
る
。
重
箱 

の
お
返
し
は
豆
か
ア
ズ
キ
を
入
れ
る
。

な
お
オ
ビ
ア
キ
は
男
の
子
二
九
日
、
女
の
子
三
〇
日
。(

深
沢)

赤
ん
坊
の
と
ま
り
そ
め 

こ
こ
で
は
、
ど
の
子
ど
も
も
、
と
つ
ぎ
先
で
生
ま
せ 

た
。
生
ま
れ
て
三
月
目
に
入
ら
な
い
う
ち
に
、
赤
ん
坊
を
母
親
の
里
へ
泊
り
そ
め 

に
や
っ
た
。

一
晩
ぐ
ら
い
泊
っ
て
来
た
。

母
親
が
つ
れ
て
行
っ
た
。

こ
の
と
き
お 

祝
い
着
を
も
ら
っ
た
。(

浅
原)

食
い
初
め
男
女
と
も
百
十
日
目
に
す
る
。

石
を
オ
カ
ズ
に
し
て
食
べ
さ
せ
る 

真
似
を
す
る
。
歯
が
丈
夫
に
な
る
と
い
う
。
膳
椀
は
新
し
い
も
の
を
買
っ
て
や
る
。
 

(

小
平)

男
女
共
に
百
十
日
月
、
赤
飯
を
ふ
か
し
黒
い 

マ
ィ
ン
を
拾
っ
て
き
て
お
膳
に
の 

せ
オ
カ
ズ
と
し
て
た
ベ
さ
せ
る
真
似
す
る
女
児
は
高
い
お
膳
、
男
児
は
低
い
お
膳 

で
与
ぇ
た
。(

浅
原)

百
日
目
に
食
初
め
を
行
な
っ
た
。
歯
が
強
く
な
る
ょ
う
に
、
膳
の
上
に
、
ご
飯 

と
石
二
つ
の
せ
て
食
初
め
を
や
っ
た
。(

塩
原)

食
い
ぞ
め
は
百
十
日
目
に
す
る
。
子
ど
も
用
の
茶
わ
ん
と
ハ
シ
を
買
っ
て
一
人 

前
の
お
膳
を
用
意
す
る
。

お
か
ず
は
小
石
を
き
れ
い
に
洗
っ
て
、
二
つ
皿
に
の
せ
て
膳
に
置
く
。
す
ぐ
出 

し
て
し
ま
う
が
、
ご
は
ん
粒
を
ロ
に
入
れ
て
や
る
。(

深
沢)



食
い
初
め
は
、
お
誕
生
か
ら
三
、
四
力
月
、
百
十
日
め
で
、
男
女
と
も
同
じ
で 

あ
る
。

こ
の
日
は
、
赤
ん
坊
に
石
を
な
め
さ
せ
て
、
赤
飯
を
く
れ
て
、
お
頭
つ
き 

を
飾
っ
て
祝
う
。

つ
ぎ
の
子
が
で
き
る
ま
で
水
ひ
き
を
か
け
ち
ゃ
っ
て
大
事
に
す 

る
。
小
学
校
に
入
っ
て
も
乳
を
の
ん
で
い
る
と
、
女
の
子
の
ば
あ
い
、
月
の
も
の 

が

長

い(

お
も
い)

、
ふ
と
い
か
ら
、
い
い
か
げ
ん
で
や
め
ろ
と
い
う
。
ど
ん
な
豊 

か
な
母
乳
で
も
、
八
力
月
過
ぎ
る
と
栄
養
が
な
く
な
る
。

ほ
と
ん
ど
水
だ
け
に
な 

る
。
便
も
母
乳
な
ら
、
百
日
の
た
れ
っ
子
と
い
っ
て
、
や
わ
ら
か
い
。

ミ
ル
ク
は 

ど
う
し
て
も
か
た
く
な
り
、
お
し
り
が
き
れ
る
。
授
乳
が
順
調
だ
と
、
栄
養
か
よ 

く
い
き
わ
た
り
、
顔
な
ど
め
き
め
き
大
き
く
な
る
。

母
乳
の
少
な
い
子
に
は
、
お 

も
湯
を
と
っ
て
飲
ま
せ
た
。
ひ
き
わ
り
飯
の
お
も
ゆ
は
い
い
と
い
う
。(

上
桐
原)

日

育
 

児

カ
ニ
バ
バ 

赤
子
が
生
後
、
三
日
ぐ
ら
い
黒
い
ウ
ン
コ
を
す
る
が
、

こ
れ
を
力 

ニ
バ
バ
と
い
う
。
昔
、
あ
る
産
婆
が
胎
盤
エ
キ
ス
だ
と
い
っ
て
も
ち
帰
っ
た
。
し 

か
し
、
カ
ニ
バ 

バ
を
も
っ
て
い
か
れ
た
赤
子
は
寿
命
が
ち
ぢ
ま
る
と
い
わ
れ
た
。
 

カ
ニ
バ
バ
は
難
病
に
き
い
力
と
か
。(

戸
沢)

初
の
糞
を
カ
ナ
バ
バ
と
い
い
、
墓
場
あ
る
い
は
畑
に
埋
め
た
。(

浅
原)

七
日
め 

お
便
所
参
り
。
頭

に

「
犬
」
と
い
う
字
を
書
い
て
、
お
さ
ご
を
も
っ 

て
産
婆
が
抱
い
て
向
う
三
軒
両
隣
り
の
お
便
所
を
お
参
り
す
る
。
犬
の
よ
う
に
、
 

じ
よ
う
ぶ
に
育
つ
よ
う
に
と
い
う
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
橋
渡
り
に
つ
い
て 

の
禁
忌
は
な
い
。(

上
桐
原)

う
ぶ
す
な
笑
い
赤
ん
坊
の
ね
な
が
ら
の
笑
い
の
こ
と
を
い
う
。

つ
ま
り
、
、っ 

ぶ
す
な
様
が
胸
中
に
お
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。(

上
桐
原)

初
め
て
く
れ
る
も
の
ホ
ウ
ズ
キ
の
根
を
煮
じ
て
飲
ま
せ
た
。

又
は
、
薬
屋
か 

ら
マ
ク
リ
を
買
っ
て
来
て
く
れ
た
。(

塩
原)

毒
を
お
ろ
す
た
め
に
、
産
ま
れ
る
と
ホ
オ
ヅ
キ
の
根
を
せ
ん
じ
て
飲
ま
せ
た
。
 

虫
が
お
こ
ら
な
い
と
い
う
。
腹
が
へ
っ
て
い
る
か
ら
一
日
位
し
や
ぶ
っ
て
い
た
。
 

あ
る
い
は
マ
ク
リ
を
お
湯
を
か
け
て
し
ゃ
ぶ
ら
せ
て
お
い
た
。(

浅
原)

お
乳
一
昼
夜
ぐ

ら

い
く

れ

な

い
。
泣
く
よ
う
だ
ら
さ
と
う
湯
で
も
の
ま
せ
る
。
 

ホ
ー
ヅ
キ
の
つ
ゆ
を
の
ま
せ
る
と
虫
が
き
れ
る
。(

深
沢)

ス
リ
エ 

乳
か
足
り
な
い
と
、
米
を
ふ
や
か
し
て
す
っ
て
与
え
た
。

こ
れ
を
ス 

り
エ
と
い
っ
た
。(

浅
原)

乳
歯 

は
や
い
子
で
は
、
四
力
月
め
の
後
半
か
ら
、
は
え
は
じ
め
る
。

は
や
す 

ぎ
る
の
は
弱
い
と
い
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
も
な
い
。

十
月
と
お
歯
は
よ
く
な
い
。
 

(

上
桐
原)

初
誕
生 

餅
を
つ
い
て
、
背
負
わ
せ
て
、
十
五
個
の
あ
ん
入
り
の
餅
の
上
を
歩 

か
せ
た
。
歩
け
ば
一
生
丈
夫
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。(

塩
原)

誕
生
餅
を
つ
い
て
祝
う
。
「
寿
」
と
餅
に
書
い
て
組
中
、
親
類
に
配
る
。
箕
に
餅 

を
入
れ
こ
れ
を
踏
ま
せ
た
あ
と
、
餅
を
風
呂
敷
に
包
ん
で
し
よ
わ
せ
る
。
踊
っ
た 

も
の
で
あ
る
。(

浅
原)

餅
を
つ
く
。

お
金
を
背
負
わ
せ
て
餅
を
踏
ま
せ
る
。
餅
は
近
所
、
親
類
に
配
る 

か
、
塩
ア
ン
で
あ
る
。
そ
の
子
か
甘
く
み
ら
れ
な
い
よ
う
に
た
と
い
う
。

反
対
に
、
四
十
九
日
の
餅
は
甘
い
ほ
ど
よ
い
と
い
う
。(

小
平)

モ
チ
を
つ
い
て
子
に
し
ょ
わ
せ
る
。

一
升
の
モ
チ
を
紅
白
二
つ
に
分
け
て
丸
め 

る
。

そ
れ
を
し
よ
わ
せ
る
。

ヨ
ロ
ヨ
ロ
す
る
か
ら
、
す
ぐ
お
ろ
し
て
や
る
。
実
家 

へ
は
タ
チ
モ
チ(

切
り
モ
チ)

に
し
て
持
っ
て
い
く
。
別
に
誰
も
よ
ば
な
い
。
く 

ば
る
だ
け
。(

深
沢)

歩
く 

い
ま
は
、
は
や
く
七
力
月
位
で
歩
き
だ
す
の
か
あ
る
。

ふ
つ
う
は
、
誕 

生
前
後
に
は
じ
め
て
歩
く
。

は
や
す
ぎ
る
の
は
弱
い
と
い
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
も 

な
い
。
昔
は
、
年
寄
り
が
い
て
、
ひ
ま
に
ま
か
せ
て
、
お
ぶ
っ
て
い
た
た
め
、
ど 

う
し
て
も
お
そ
く
な
っ
た
。(

上
桐
原)

初

正

月

男

は

破

魔

弓

、
女
は
羽
子
板
。(

小
平)

初
節
句 

た
ら
の
ひ
ら
き
の
干
物
を
二
枚
と
吹
き
流
し
を
現
在
も
男
子
の
場
合 

贈
る
。
女
子
に
は
お
く
り
び
な
で
あ
る
。(

塩
原)

女
の
子
は
お
ひ
な
さ
ま
。
男
の
子
に
は
吹
き
流
し
を
お
く
る
。

お
返
し
は
さ
く 

ら
も
ち
、
か
し
わ
も
ち
を
返
す
。(

深
沢
、
小
平)



拾
い
子 

身
体
の
弱
い
子
供
は
、
仲

人

の

人

の

ヵ

ド(

三
本
辻)

に
サ
ン
ダ
ワ 

ラ
に
の
せ
て
捨
て
た
。

こ
れ
を
拾
っ
て
そ
の
家
の
子
に
す
る
。
そ
れ
か
ら
連
れ
て 

く
る
。
拾
っ
た
人
は
お
も
ち
ゃ
な
ど
買
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
後
三
〜
五
年
は
節
句 

に
拾
っ
て
く
れ
た
人
の
ロ
に
合
う
も
の
や
暮
に
は
お
茶
一
本(

四
半
斤)

位
届
け 

る
。
病
気
見
舞
を
し
た
り
御
祝
儀
に
は
呼
ん
だ
。(

浅
原)

虚
弱
児
は
丈
夫
な
人
か
ら
腹
掛
を
縫
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
身
に
つ
け
て
い
た
も 

の
を
も
ら
っ
て
着
る
。
葬
式
の
旗
で
三
尺
を
つ
く
る
。
三
十
三
色
の
布
を
も
ら
っ 

て
き
て
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
コ
を
作
っ
て
着
る
。
或
は
七
軒
の
家
か
ら
布
を
も
ら
っ
て 

き
て
七
色
ギ
モ
ン
を
作
っ
て
着
る
。
こ
う
す
る
と
丈
夫
に
な
れ
る
と
い
う
。(

浅
原) 

生
れ
つ
き
弱
い
子
は
四
才
位
に
な
る
と
、

ム
シ
が
出
な
い
よ
う
に
虫
封
じ
し
た 

柱
に
、
オ
ガ
ミ
ヤ
サ
ン
に
書
い
て
も
ら
っ
た
り
、
柱
に
釘
を
う
っ
て
、
虫
が
お
こ 

る
と
釘
の
頭
を
打
つ
。(

浅
原)

厄
年
子 

「
厄
年
子
は
役
に
立
た
な
い
」
と
い
い
三
本
辻
に
捨
て
て
、
拾
っ
て 

も
ら
っ
た
。

そ
の
時
拾
っ
た
人
に
、
お
礼
を
少
し
出
す
だ
け
で
拾
い
親
と
い
う
こ 

と
は
な
い
。

成
人
し
て
親
子
げ
ん
か
の
際
に
、
「
お
れ
は
三
本
辻
か
ら
拾
わ
れ
て
来
た
子
だ
。
 

拾
っ
て
も
ら
え
な
け
れ
ば
死
ん
で
い
た
は
ず
。
少
し
で
も
役
に
立
て
ば
よ
い
」
と 

け
ん
か
の
種
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。(

塩
原)

サ
ン
ダ
ワ
ラ
に
乗
せ
て
三
本
辻
に
捨
て
る
。
卜
り
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
拾
っ
て
く 

れ
る
。(

小
平)

お
く
ま
ん
ま
い
り
ー
オ
に
な
ら
な
い 
子
ど
も
が
、
ほ
う
そ
う
を
し
て
す
ぐ
に
、
 

長
尾
根
の
お
く
ま
ん
さ
ま(

熊
野
神
社)

へ
旧
三
月
十
五
日
に
お
ま
い
り
に
行
っ 

た
。
そ
れ
は
、
ほ
う
そ
う
が
軽
く
す
む
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ほ
う
そ 

う
が
無
事
す
む
と
お
礼
ま
い
り
に
行
っ
た
。

つ
れ
て
行
く
の
は
、
誰
で
も
よ
か
っ 

た
。(

浅
原)

長
尾
根
に
あ
る
お
く
ま
ん
さ
ま(

熊
野
神
社)

は
ほ
う
そ
う
の
神
社
で
あ
る
。
 

祭
日
は
旧
三
月
十
五
日
で
あ
る
。

こ
の
日
は
、
む
ら
中
で
お
こ
わ
を
あ
げ
に
行
っ 

た
。

む
か
し
は
、

ー
オ
未
満
と
小
学
校
三
年
生
ぐ
ら
い
の
子
ど
も
が
ほ
う
そ
う
う
え 

を
し
た
。

ほ
う
そ
う
が
軽
く
す
む
よ
う
に
と
、
赤
ん
坊
を
つ
れ
て
お
ま
い
り
に
来 

た
。

お
ま
い
り
に
来
る
人
は
、
お
さ

ご

と
お
さ
け(

お
み
き
す
ず
を
二
本
さ
げ
て 

き
た)

を
も
っ
て
来
た
。

お
ま
い
り
に
は
、
よ
そ
む
ら
か
ら
も
来
た
。

こ
こ
へ
お 

ま
い
り
に
来
た
の
は
戦
争
前
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
、
お
く
ま
ん
ま
い
り 

と
い
っ
た
。

な
お
、
お
く
ま
ん
さ
ま
へ
お
ま
い
り
に
行
っ
て
か
ら
、
さ
ん
だ
わ
ら
に
、
赤
い 

へ
い
そ
く
を
た
て
て
、
そ
れ
を
三
本
辻
へ
お
く
り
だ
し
た
。(

長
尾
根)

産
育
関
係
俗
信 

ほ
う
き
を
ま
た
い
で
は
い
け
な
い
。

便
所
を
き
れ
い
に
し
て
お
け
ば
、
お
産
が
か
る
い
と
い
う
。

お 

へ 

や
ま
い
り
は
お
七
夜
の
と
き
に
す
る
。

赤
ん
坊
に
は
産
着
を
か
け
て
、
嫁
の
母
親
が
だ
い
て
、
三
と
こ
ろ
の
便
所
を
ま 

わ
っ
た
。

お
さ
ご
を
も
っ
て
行
っ
て
あ
げ
て
き
た
。
犬
と
い
う
字
を
、
ひ
た
い
に 

書
い
て
も
ら
っ
た
。

こ
れ
は
、
ィ
ヌ
の
よ
う
に
、
世
話
な
し
に
育
つ
よ
う
に
と
い 

う
こ
と
で
あ
っ
た
。(

長
尾
根)

子
さ
ず
か
り 

昔
か
ら
、
三
年
子
な
き
は
去
る
と
い
う
い
い
方
が
あ
っ
た
。
草 

津
の
湯
が
効
く
。

男
の
不
妊
は
、
耳
下
腺
炎
が
も
と
だ
と
い
う
。

子
ど
も
の
さ
ず
か
ら
な
か
っ
た
夫
婦
が
、
離
婚
し
て
、
再
婚
す
る
と
、
双
方
と 

も
に
、
子
宝
に
め
ぐ
ま
れ
る
例
が
、
よ
く
あ
る
。(

上
桐
原)

生
ま
れ
か
わ
り 

死
ん
だ
も
の
が
、
よ
そ
の
家
に
生
ま
れ
か
わ
っ
た
話
し
も
き 

か
な
い
。(

上
桐
原)

生

き

か

え

り

死

ん

だ

も

の

の

、
復
活
し
た
話
し
は
き
か
な
い
。(

上
桐
原) 

と
も
ば
ら
み 

と
も
ば
ら
み
は
よ
く
な
い
。

ど
ち
ら
か
が
重
く
な
る
と
い
う
。
 

(

桐
原)

死
産
児 

生
ま
れ
て
す
ぐ
死
ん
だ
子
は
納
戸
に
埋
け
た
。,(

小
平)

子
供
の
遊
び
の
行
動
範
囲 

子
供
の
頃
に
は
上
の
台
、
間
坂
、
戸
沢
、
桐
原
の 

連
中
が
よ
く 

一
緒
に
な
っ
て
戦
争
ご
っ
こ
な
ど
を
し
て
遊
ん
だ
。
渡
良
瀬
川
ま
で



い
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
た
い
て
い
村
内
だ
け
で
遊
ん
だ
。
青
年
会
に
入
る
時
分 

に
な
っ
て
初
め
て
村
の
外
に
出
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。(

上
桐
原)

水
泳
ぎ 

渡
良
瀬
川
で
は
ょ
く
泳
い
だ
。
当
時
、
水
泳
ぎ
が
で
き
な
い
子
は
い 

な
か
っ
た
。(

上
桐
原)

ハ
ダ
カ
で
水
あ
び
し
た
。

男
の
子
が
い
な
い
時
に
し
か
あ
び
な
い
。

男
の
子
と 

は
ケ
ン
カ
ば
か
り
し
た
。(

中
神
梅)

子
守
り 

経
済
的
に
苦
し
い
村
中
の
人
の
場
合
は
通
い
で
子
守
り
を
し
た
。
戦 

前
は
沼
田
、
黒
保
根
あ
た
り
の
遠
く
か
ら
来
る
子
も
い
た
。

こ
れ
は
住
込
み
で
あ 

る
。

こ
れ
ら
の
子
守
り
は
村
の
学
校
に
半
分
位
通
わ
せ
、•

先
生
も
そ
れ
を
認
め
て 

い
た
。(

浅
原)

二
、
年 

祝

七

五

三

女

は

七

オ

ニ

ニ

オ

、
男
は
五
才
の
時
に
祝
ぅ
が
、
昔
は
は
で
に
し
な 

か
っ
た
。

か
す
り
の
着
物
に
縞
の
袴
を
は
い
て
、
氏
神
参
り
を
し
た
。(

神
梅)

年
祝
い 

男
子
は
十
六
才
で
誕
生
日
に
赤
飯
を
た
い
て
屋
敷
の
稲
荷
様
に
ォ
カ 

ミ
上
げ
と
い
っ
て
供
え
る
。
判
を
作
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
せ
ん
す
、
脇
差
し
が
も 

ら
え
た
。
女
子
の
場
合
は
十
ニ
オ
か
ら
十
五
才
の
間
で
赤
け
だ
し
を
作
っ
て
も
ら 

い
処
女
会
に
入
会
し
た
。
昭
和
初
期
ま
で
あ
っ
た
。
内
祝
い
と
し
て
赤
飯
を
た
い 

た
が
本
人
に
は
神
様
に
供
え
さ
せ
な
か
っ
た
。(

塩
原)

昭
和
九
年
生
れ
の
女
の
子
に
、
十
五
年
の
時
に
長
い
袖
の
き
も
の
を
作
っ
て 

や
っ
た
。

お
び
と
き
だ
か
ら
。

五
つ
の
時
は
ハ
カ
マ
ギ
だ
と
い
っ
て
服
を
買
っ
て
着
せ
た
ぐ
ら
い
。(

深
沢) 

七
十
才 

古
稀
の
祝
い
。
数
年
前
に
、
六
十
年
に
一
辺
の
年
回
り
で
、
老
人
に 

紫
の
布
団
を
送
る
こ
と
が
は
や
っ
た
。(

神
梅)

七
十
七
歳
の
祝 

火
吹
竹
を
作
っ
て
親
戚
に
配
っ
た
。
近
所
が
火
災
の
時
に
こ 

れ
で
吹
け
ば
、
火
を
除
け
る
と
い
ぅ
。(

神
梅)

七
十
七
歳
の
祝
い
は
と
く
に
祝
わ
な
い
が
、
お
祝
を
し
た
と
き
に
は
、
お
か
え

し
に
火
吹
竹
を
つ
く
っ
て
よ
こ
し
た
。

火
事
の
と
き
、

こ
の
火
吹
竹
で
吹
く
と
、
 

災
難
を
ま
ぬ
が
れ
る
と
い
う
。

お
祝
い
は
霜
月
十
五
日
に
す
る
。(

浅
原)

八
十
八
歳
の
祝
い 

女
は
赤
い
帽
子•

赤
い
は
ん
て
ん
を
着
せ
て
、
酒
•

魚
で 

祝,
、っ
。
身
内
の
者
が
何
か
祝
い
品
を
買
っ
て
や
る
。
神
社
参
り
は
し
な
い
。(

神
梅) 

八
十
八
才
の
祝
い
は
、
米
の
祝
い
と
い
う
。

こ
の
と
き
に
は
、
自
分
の
娘
た
ち 

が
、
赤
い
帽
子
、
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
、
着
物
、
は
き
も
の
な
ど
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
。
 

霜
月
十
五
日
に
、
親
戚
の
人
を
よ
ん
で
祝
っ
た
。

お
か
え
し
に
は
、
名
入
れ
の
風 

呂
敷
な
ど
を
く
ば
っ
た
。(

浅
原)

六

十

才

の

人(

還
暦)

は
と
く
に
祝
わ
な
か
っ
た
。(

浅
原)

八
十
八
才
に
は
赤
い
帽
子
、
赤
い
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
コ
を
子
供
が
贈
っ
て
く
れ
る
。
 

昔
は
親
戚
に
紅
白
の
餅
を
ひ
と
か
さ
ね
づ
つ
配
っ
た
。
今
は
小
さ
な
写
真
を
配
る
。
 

(

上
神
梅)

長
生
き
の
相 

血
統
も
あ
る
が
、
耳
の
遠
い
人
は
長
生
き
す
る
と
い
う
。
女
好 

き
の
人
は
長
生
き
す
る
。
無
理
を
し
た
人
は
、
長
く
続
か
な
い
。(

神
梅)

厄
年 

男
二
十
五
、
四
十
ニ
オ
、
女
十
九
、
三
十
三
才
が
厄
年
で
、
成
田
山
へ 

お
参
り
に
行
っ
た
話
も
聞
く
。
最
近
は
正
福
寺
で
も
厄
除
け
を
や
っ
て
い
る(

二 

年
く
ら
い
前
か
ら
の
こ
と)

男
女
と
も
四
才
も
厄
年
だ
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。(

茂
木)

男
二
十
五
、
四
十
二
歳
、
女
十
九
、
二
十
二
歳
、
荒
砥
の
産
泰
様
へ
お
参
り
し 

て
、
護
摩
の
灰
に
着
物
を
合
わ
せ
て
来
る
。
最
近
は
穴
原•

湧
丸
な
ど
へ
お
参
り 

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
十
歳
で
兵
隊
検
査
、
そ
の
年
に
黒
の
紹
の
夏
羽
織
を
親
が
作
っ
て
く
れ
た
。
 

番
頭
は
主
人
が
作
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
ほ
か
の
祝
い
は
特
別
に
し
な
い
。(

神
梅) 

二
十
二
の
厄
年
に
は
帯
を
作
る
も
ン
だ
。

一
方
は
黒
ジ
ュ
ス
、

一
方
は
柄
も
の 

の
帯
を
姑
さ
ま
が
作
っ
て
く
れ
た
。(

中
神
梅)

四
つ
の
子
ど
も
は
一
月
四
日
に
反
町
の
薬
師
様
と
か
、

一
月
八
日
に
大
間
々
の 

光
栄
寺
へ
厄
除
け
に
行
く
。



厄
年
ょ,
女
性
は
十
九
才
と
三
十
三
才
、
男
性
は
二
十
五
才
と
四
十
ニ
オ
で-

こ 

の
年
に
は
厄
除
け
を
し
た
。(

浅
原)

厄
年
に
な
る
と
大
間
々
の
神
明
様
に
詣
る
。
屋
敷
稲
荷
に
詣
る
人
も
い
る
、
神 

様
こ
行
っ
て
年
を
も
ら
っ
て
く
る
と
い
う
。
節
分
の
日
家
で
厄
年
の
は
ら
い
を
し 

て
か
ら
年
も
ら
い
に
行
く
。
本

人

だ

け

神

様(

天
神
様)

に
行
っ
て
豆
撒
き
を
す 

る
〇
こ
う
す
る
と
年
が
一
つ
ふ
え
て(

一
つ
余
計
に
年
を
も
ら
っ
た
こ
と
に
な
る) 

厄
年
を
除
け
ら
れ
る
と
い
う
。(

浅
原)

大
間
々
の
光
栄
寺
に
ま
い
っ
て
ゴ
マ
を
た
い
て
も
ら
う
。
十
九
の
時
ウ
ロ
コ
の 

帯
を
買
っ
て
も
ら
っ
た
。(

深
沢)

厄
お
と
し 

節
分
の
豆
を
紙
に
包
ん
で
、
中
に
金
を
い
れ
て
、
あ
た
ま
の
い
た 

い
人
は
あ
た
ま
を
、

の
ど
の
い
た
い
人
は
の
ど
を
と
い
う
よ
う
に
、

い
た
い
と
こ 

ろ
を
そ
の
包
み
で
こ
す
っ
て
、
三
本
辻
へ
お
い
て
き
た
。

こ
の
と
き
ふ
り
力
え
ら 

な
い
で
お
い
て
く
る
も
の
と
い
う
。

こ
れ
は
、
豆
ま
き
の
晚
に
、
ま
め
ま
き
を
し 

てA

ら
や
っ
た
。

こ
れ
を
や
く
お
と
し
と
い
っ
た
。(

長
尾
根)

四
つ
に
な
る
と
男
で
も
女
で
も
ソ
リ
マ
チ
の
お
薬
師
さ
ま
に
ま
い
っ
た
。
 

大
間
々
の
光
栄
寺
に
ま
い
っ
て
ゴ
マ
を
た
い
て
も
ら
う
。

太
田
の
呑
竜
さ
ま
へ
連
れ
て
く
人
も
あ
る
。(

深
沢)

三
、
青

年

集

団

青

年

会

と

処

女

会

青

年

会•

処
女
会
と
も
、
尋
常
小
学
校
か
高
等
科
を
出
る 

と
入
っ
た
。

処
女
会
の
方
は
結
婚
ま
で
だ
っ
た
が
、
青
年
会
は
二
十
五
く
ら
い
ま 

で
で
、
結
婚
し
て
い
る
人
も
中
に
は
い
た
。
補

修

学

校(

夜
間)

に
行
っ
て
い
た
。
 

青
年
会
は
、
個
人
の
決
っ
た
家
を
借
り
て
集
会
場
に
し
て
い
た
。
青
年
会
が
畑
を 

借
り
て
耕
作
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。(

神
梅)

青
年
団
に
学
校
を
卒
業
す
る
と
す
ぐ
入
会
す
る
。
十
五
歳
か
ら
二
十
歳
ぐ
ら
い 

ま
で
で
、
結
婚
す
る
と
抜
け
る
。
青
年
畑
と
い
う
実
習
地
が
あ
り
、
白

菜•

大

根
• 

馬
鈴
薯
な
ど
の
野
菜
を
作
っ
て
、
売
っ
て
資
金
を
得
た
。
危
険
箱
を
置
い
た
り
、

雪
か
き
を
し
た
り
、
奉
仕
活
動
を
し
た
。
年
一
回
剛
健
旅
行
と
し
っ
て 

徒
歩
旅 

行
で
、
尾

瀬
•

日

光•

菅

沼
.

鬼
怒
川
な
ど
へ
行
っ
た
。
映
画
会
も
よ
く
し
た
。
 

結
婚
式
に
は
青
年
の
座
敷
に
呼
ば
れ
た
り
、
お
仲
間
と
し
て
仲
人
の
お
俘
を
し 

た
り
し
た
。(

神
梅)

主
冃
年
会
に
は
十
六
才
か
ら
三
十
才
ま
で
男
子
は
入
ら
れ
た
。
婿
の
場
合
は
酒
一 

升
出
し
て
仲
間
入
り
に
な
っ
た
。

芝
居
や
祭
典
の
事
を
会
と
し
て
行
な
っ
た
。(

塩
原)

夜
学 

青
年
は
西
山
の
中
腹
の
学
校
へ
、
夜
学
に
通
っ
た
。

か
す
り
の
着
物
に 

地
下
た
び
を
は
い
て
、
荷
物
を
風
呂
敷
に
包
ん
で
行
っ
た
。

男
が
夜
学
で
、
女
は 

昼
間
に
裁
縫
を
習
っ
た
。
店

で

ヒ

ヤ

ス(

豆
腐
の
冷
ヤ
ヤ
ッ
コ)

を
よ
く
食
べ
た 

、
盆
暮
勘
定
で
借
り
て
置
い
た
。(

神
梅)

力
く
ら
べ 

か
つ
ぎ
ご
と
、
俵
、
天
神
様
の
拝
殿
前
に
あ
っ
た
石
、
コ
マ
イ
ヌ 

等
、
棒
押
し
も
や
っ
た
。(

浅
原)

夜
遊
び 

二
、
三
人
で
川
内
村
の
方
に
も
行
っ
た
。

ハ
タ
ヤ
の
若
い
娘
の
い
る 

所
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。(

浅
原)

ハ
タ
ヤ
の
住
み
込
み
娘
は
サ
ト
の
方
か
ら
来
た
。
四
十
年
程
前
に
は
遠
く
は
東
北
地 

方
、
県
内
で
は
新
里
村
、
粕
川
村
、
下
仁
田
な
ど
か
ら
来
た
。
娘
の
賃
金
は
盆
、
暮
に
湯 

衣
、
下
駄
を
買
っ
て
や
り
、
あ
と
は
小
遣
銭
程
度
。
前
借
が
あ
っ
て
逃
げ
ら
れ
る
と
結
局 

は
そ
れ
っ
き
り
で
あ
る
。
流
れ
者
の
カ
イ
コ
ビ
ョ
ウ
と
仲
よ
く
な
っ
て
逃
げ
た
例
も
あ 

る
。
(

浅
原)

若
衆
が
五
、
六
人
組
ん
で
、
新
里
の
方
ま
で
夜
遊
び
に
行
っ
た
。

ノ
ゾ
キ
が
専 

門
で
、

ヨ
バ
イ
な
ど
は
聞
か
な
か
っ
た
。
娘
の
い
る
家
を
二
、
三
軒
回
り 

寄
り 

こ
ん
で
ト
ラ
ン
プ
や
カ
ル
タ
を
し
て
、
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
。
先
方
で
も
よ
く
待
遇 

し
て
く
れ
た
。
着
物
に
は
ん
て
ん
を
掛
け
て
、
下
駄
ば
き
だ
っ
た
。

ア
シ
ナ
カ
で 

は
具
合
が
わ
る
か
っ
た
。(

神
梅)

夜
星
く
帚
っ
て
、
朝
早
く
草
刈
り
に
馬
を
引
い
て
い
く
の
で 

居
眠
り
し
て
落 

ち
た
り
、
オ
カ
ボ
の
草
む
し
り
に
出
て
、
畑
で
夕
方
ま
で
眠
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
 

(

神
梅)



昔
は
道
が
悪
か
っ
た
か
ら
、
夜
遊
び
も
提
燈
つ
け
て
い
っ
た
。
目
ざ
す
機
家
の 

家
に
行
く
と
提
燈
を
消
し
て
、
そ

の

サ

マ(

窓)

に
か
け
て
お
い
た
。
う
っ
か
り 

提
燈
を
忘
れ
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。

翌
日
、
自
分
で
は
行
け
な
い
の
で
、
子
供
を 

や
っ
て
、
自
分
も
後
か
ら
つ
い
て
い
っ
た
。

子
供
は
、
そ
の
サ
マ
の
前
で
、
大
声 

で

「
コ
レ
カ
ー
」
「
コ
レ
カ
ー
」
と
ど
な
っ
た
、
な
ど
と
い
う
話
も
あ
っ
た
。(

桐 

原)
高
津
戸
や
川
内
村
に
行
っ
た
。
川
内
に
は
機
織
女
が
多
く
、
そ
こ
に
遊
び
に
行
っ 

た
。
村
内
は
割
合
少
な
か
っ
た
。(

浅
原)

ョ
バ
ィ 

小
平
の
奥
で
は
お
蚕
時
期
に
あ
っ
た
と
い
う
。
女
の
許
に
行
っ
て
寝 

す
ぎ
て
夜
が
あ
け
、
朝

起

き

て

「
い
い
蚕
だ
ね
」
と
挨
拶
し
た
と
い
う
。
度
胸
の 

ょ
い
例
で
あ
る
。
子
供
が
で
き
て
も
一
緒
に
な
ら
な
い
の
が
多
く
、
ど
こ
か
に
く 

れ
て
し
ま
う
。

そ
の
あ
と
親
が
認
め
る
例
は
少
な
い
。

若
衆
が
ひ
や
か
し
に
行
く
の
を
主
人
が
や
か
ま
し
く
い
い
、
若
衆
の
う
ら
み
を 

か
つ
て
、
庭
先
に
石
塔
を
並
べ
ら
れ
た
り
し
た
と
い
う
話
も
あ
る
。(

浅
原)

ょ
ば
い
に
娘
の
家
に
行
っ
た
。
赤
い
布
が
窓
か
ら
出
て
い
れ
ば
待
っ
て
い
る
印 

だ
っ
た
。
白
い
切
れ
の
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
長
短
で
い
ろ
い
ろ
と
合
図
が
あ
っ 

た
。(

塩
原)

夜
這
い
に
壁
に
穴
を
あ
け
て
這
い
込
ん
だ
人
の
話
を
聞
い
た
。(

深
沢)

四
、
婚 

姻

㈠

結

婚

の

条

件

嫁
入
り
前 

好
き
な
人
が
あ
っ
て
も
親
は
全
然
と
り
合
わ
な
い
。
嫁
に
行
っ
て 

姑
さ
ま
の
髪
ぐ
ら
い
結
え
な
い
と
困
る
っ
て
丸
マ
ゲ
の
ゆ
い
か
た
を
習
っ
た
。
 

で
も
実
際
に
丸
ま
げ
を
ゆ
っ
て
や
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。(

中
神
梅)

ム
コ 

い
や
な
仕
事
、
骨
の
折
れ
る
仕
事
は
ム
コ
が
す
る
。
ウ
ワ
ダ
に
は
座
れ 

な
い
。
村
づ
き
合
い
、
お
精
進
な
ど
の
時
座
敷
へ
座
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。

三
年
ぐ
ら
い
は
シ
タ
デ
に
控
え
目
に
す
る
。(

中
下
神
梅)

婿
は
上
座
に
坐
る
な
、
骨
の
折
れ
る
仕
事
は
婿
に
さ
せ
ろ
、
と
い
う
空
気
が
あ
っ 

た
。(

神
梅)

婿
は
村
づ
き
合
い
の
た
め
、
お
精
進
の
時
な
ど
に
酒
一
升
出
し
て
新
入
り
の
意 

を
表
わ
す
。
特
別
に
婿
の
仕
事
と
い
う
の
は
な
い
が
、
骨
の
折
れ
る
仕
事
に
進
ん 

で
あ
た
る
よ
う
に
す
る
。(

強
戸
で
は
婿
が
池
に
ほ
お
り
込
ま
れ
た
と
い
う)
(

神 

梅)
嫁
取
り 

「嫁
は
里
か
ら
貰
え
」
、
百
姓
す
る
の
に
働
き
者
だ
か
ら
。

「嫁
は
才 

シ
ッn

す
る
だ
け
で
も
、
里
へ
出
ろ
」
、
嫁
は
少
し
で
も
下
の
平
地
の
方
を
希
望
す 

る
。
「
婿
は
床
の
間
か
ら
、
嫁
は
台
所
か
ら
貰
え
、
」

婿
は
財
政
の
豊
か
な
家
か
ら 

貰
い
、

嫁
は
財
政
の
い
く
ら
か
低
い
方
か
ら
貰
う
方
が
、
働
き
者
で
い
い
。(

神 

梅)
こ

と

ば

「
嫁
に
行
く
時
は
シ
ョ
ン
ベ
ン
す
る
だ
け
で
も
街
へ
出
ろ
」
と
い
う
。
 

「嫁
は
里
か
ら
も
ら
え
」
「
ム
コ
は
床
の
間
か
ら
。
嫁
は
台
所
か
ら
」
と
い
う
。
 

(

中
、
下
神
梅)

「嫁
は
台
所
か
ら
も
ら
え
、
婿
は
大
尽
か
ら
も
ら
え
」
と
い
う
。

ま
た
、
「嫁
は
北
か
ら
も
ら
え
」
と
も
い
っ
た
。(

長
尾
根)

「
嫁
は
山
手
か
ら
も
ら
え
、
婿
は
里
か
ら
も
ら
え
」
と
い
う
。(

塩
沢)

嫁
の
つ
と
め 

嫁

は

「
あ
し
か
け
三
年
」
と
い
っ
た
。
三
年
の
あ
い
だ
は
が
ま 

ん
し
ろ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「嫁
三
年
、
婿
八
年
」
と
も
い
う
。
嫁
か
嫁 

ぎ
先
に
な
れ
る
の
は
十
年
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

長
尾
根)

嫁
と
い
わ
れ
る
の
は
、
家
に
よ
っ
て
多
少
の
ち
が
い
が
あ
る
が
、
子
ど
も
が
学 

校
へ
行
く 
く
ら
い
ま
で
で
あ
る
。

嫁
の
つ
と
め
は
十
年
と
い
わ
れ
た
。
ま
た
、
嫁
婿
十
年
と
も
い
っ
た
。
あ
し
か 

け
三
年
と
も
い
っ
た
。
嫁
は
、
そ
の
家
に
十
年
つ
と
ま
れ
ば
、
ど
ん
な
家
で
も
つ 

と
ま
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
た
。(

浅
原)

嫁
の
生
活 

あ
あ
、
く
た
び
れ
た
、
と
腰
を
伸
ば
し
て
空
を
見
上
げ
た
ら
「鳥 

が
と
ぶ
ん
な
ん
か
見
て
る
な
」

っ
て
言
わ
れ
た
。
辛
い
時
は
ツ
ゲ
で
も
き
な
い
か



な
っ
て
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

昼
寝
な
ん
か
と
ん
で
も
な
い
。
横
に
な
っ
た
ら
ど
ん
な
に
楽
だ
ん
ベ
、
と
思
っ 

た
。
今
は
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
て
天
皇
陸
下
み
た
い
だ
。(

中
神
梅)

嫁
に
き
た
時
、
姑
さ
ま
に
ま
だ
這
え
な
い
子
が
い
た
。
そ
の
子
を
お
ぶ
っ
て
子 

守
り
し
て
る
と
、
恋
愛
み
た
い
ね
、
と
人
に
よ
く
言
わ
れ
た
。(

中
神
梅)

姑
さ
ま
が
五
時
だ
よ
っ
て
声
を
か
け
る
。
も
う
少
し
で
赤
ン
坊
が
寝
る
、
と
思
っ 

て
も
仕
方
な
い
か
ら
起
き
て
お
ぶ
っ
て
い
ろ
り
の
火
を
つ
け
る
。
朝
め
し
の
用
意 

を
し
て
お
い
て
繭
を
煮
る
。

夜
な
べ
は
つ
く
ろ
い
も
の
。
今
夜
は
針
を
持
た
な
く
て
も
い
い
か
な
。

と
思
っ 

た
が
、
毎
晩
か
か
さ
ず
針
を
持
っ
た
。
子
ど
も
九
人
生
ん
で
、
七
人
元
気
で
い
る
。
 

(

中
神
梅)

嫁
の
年
季 

嫁
の
年
季
は
十
年
と
言
っ
た
。
も
の
日
に
さ
と
へ
帰
る
時
は
一
晚 

か
二
晚
泊
る
。
五
十
銭
ぐ
ら
い
小
ず
か
い
を
貰
っ
て
行
っ
た
。

さ
と
の
お
っ
か
さ 

ん
に
小
ず
か
い
を
貰
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
大
事
に
使
っ
た
。

お
客
に
行
く
と
さ
と
の
お
っ
か
さ
ん
が
送
っ
て
き
て
、

一
晩
泊
っ
て
い
く
。(

深

沢)
嫁
の
権
利 

親
は
自
分
の
子
ど
も
が
片
付
く
ま
で
は
自
分
で
切
り
も
り
す
る
の 

が
普
通
で
、
嫁
に
勝
手
は
い
っ
さ
い
さ
せ
る
が
、
身
上
回
し
は
死
ぬ
前
に
譲
る
。
 

(

神
梅)

シ
ン
シ
ョ
—
を
譲
る
時
。
舅
が
丈
夫
な
う
ち
は
遠
慮
す
る
。
昔
は
死
ぬ
ま
で
親 

が
し
た
。
自
分
の
子
が
か
た
ず
く
ま
で
ゆ
ず
れ
な
い
。

今
は
違
う
。

そ
う
い
う
観
念
が
あ
る
か
ら
嫁
の
き
て
が
な
い
。

親
は
も
ら
う
に
苦
労
、
も
ら
っ
て
ま
た
苦
労
す
る
時
代
だ
。(

中
、
下
神
梅) 

見
合 

結
婚
は
見
合
い
が
多
か
っ
た
が
親
が
き
め
て
お
し
つ
け
る
の
も
あ
っ 

た
。
式
の
そ
の
晚
ま
で
顔
を
知
ら
な
い
で
、
初
め
て
会
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
っ 

た
。(

茂
木)

昔
も
よ
く
遊
ん
だ
け
れ
ど
、
恋
愛
結
婚
は
少
な
く
て
、
見
合
結
婚
が
多
か
っ
た
。

(

神
梅)

む
か
し
は
見
合
い
を
し
た
だ
け
で
ご
祝
儀
に
な
る
。

昭
和
九
年
、
粕
川
か
ら
嫁
に
き
た
時
は
馬
に
乗
っ
た
り
、
歩
い
た
り
し
て
き
た
。
 

荷
も
つ
も
馬
で
運
ん
だ
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
馬
に
の
れ
た
か
ら
特
別
ど
う
と
い
う 

こ
と
は
な
い
。(

深
沢)

恋
愛 

ナ
り
ア
ィ
と
い
い
、
そ
の
機
会
は
お
盆
、
村
の
祭
、
正
月
、
大
間
々
祗 

園
の
時
な
ど
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
結
婚
ま
で
進
む
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
若
衆
が 

娘
を
管
理
す
る
風
は
な
か
っ
た
と
い
う
。(

浅
原)

恋

愛

結

婚

く

っ

つ

き

あ

い

、
な
れ
あ
い
な
ど
と
い
っ
た
。
福
岡
に
八
木
節
が 

あ
る
と
か
な
ど
、
祭
り
を
き
っ
か
け
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
が
も
と
で
、
 

遊
び
に
行
っ
て
、
そ
の
う
ち
数
多
く
行
っ
て
、
好
き
に
な
っ
た
と
か
き
れ
え
に
な
っ 

た
と
か
い
う
の
や
、
ぐ
う
ぜ
ん
に
は
な
し
て
い
て
、
好
き
に
な
っ
た
り
す
る
と
い 

う
の
も
あ
る
。(

上
桐
原)

恋
愛
結
婚
の
仲
人 

お
れ
の
と
こ
も
っ
て
こ
う
、
何
と
か
し
て
や
ら
ぁ
、
と
い 

う
男
気
の
ひ
と
に
頼
む
が
、
頼
ま
れ
た
ひ
と
は
、
ま
と
め
あ
げ
る
ま
で
は
、
大
ご 

と
だ
っ
た
。
で
き
た
も
の
を
ま
と
め
る
の
は
ら
く
で
あ
り
、
結
ば
れ
て
し
ま
え
ば
、
 

本
人
次
第
だ
か
ら
、

ふ
た
り
か
ま
じ
め
な
ら
、
か
え
っ
て
楽
で
あ
る
と
も
い
う
。
 

(

上
桐
原)

結
婚
年
令 

明
治
の
こ
ろ
は
、
十
三
、
四
才
の
嫁
が
ふ
つ
う
で
、
早
け
れ
ば
十 

二
、
三
才
、
男
の
方
は
十
六
才
と
い
う
の
も
あ
っ
た
。(

茂
木)

婚
姻
圏 

川
内
村
が
多
い
。
最
近
は
里
方
つ
ま
り
佐
波
郡
東
村
笠
懸
村
な
ど
も 

多
い
。
行
く
の
は
川
内
村
は
マ
バ
ラ
で
あ
っ
た
。

山
中
筋
も
あ
り
特
に
ど
の
方
面 

が
多
い
と
い
う
の
は
な
い
。(

長
尾
根)

村
内
は
割
合
少
な
い
。

川
内
と
の
往
来
が
多
か
っ
た
の
で
婚
姻
も
村
内
ょ
り
多 

か
っ
た
。
そ
の
他
新
里
村
、
山
中
が
割
合
あ
り
、
大
間
々
‘や
桐
生
は
少
な
い
。(

浅 

原)
嫁
を
も
ら
う
の
は
、
国
定
で
は
東
村
か
ら
、
強
戸
で
は
小
作
争
議
で
有
名
な
太 

田
か
ら
、
田
沼
在
は
栃
木
か
ら
な
ど
で
あ
る
。

む
ら
う
ち
同
志
で
の
結
婚
は
す
く 

な
く
な
っ
て
い
る
。
昔
か
ら
も
少
な
い
が
塩
沢
は
、
わ
り
あ
い
に
多
い
。(

上
桐
原)



東
村
や
黒
保
根
村
と
の
緣
組
が
多
く
、
川
内
の
方
と
は
少
な
か
っ
た
。
交
通
の 

便
が
大
き
な
理
由
で
、
時
間
的
に
も
、
き
よ
り
的
に
も
山
を
越
え
れ
ば
す
ぐ
の
所 

だ
っ
た
。

「
方
が
悪
い
」
と
い
う
の
は
断
わ
る
理
由
に
し
た
た
け
で 

ど
ち
ら
の
方
か
い 

い
と
は
い
わ
な
い
。(

茂
木)

血
族
結
婚 

結
婚
の
相
手
は
、
だ
い
た
い
が
親
せ
き
ど
う
し
で
七
、
八
割
く
ら 

い
に
な
っ
た
。
交
流
が
難
し
か
っ
た
り
、
親
せ
き
を
ふ
や
さ
な
い
——

交
際
を
広 

げ
な
い
た
め
だ
っ
た
。(

茂
木)

こ
の
村
で
は
近
親
結
婚
は
少
な
い
。
山
の
奥
に
行
く
と
多
か
っ
た
。

こ
れ
は
親 

威
が
ふ
え
な
い
か
ら
よ
い
と
も
云
っ
た
。
ィ
ト
コ
同
志
の
ト
ッ
ケ
エ
コ
も
あ
っ
た 

と
い
う
。
ま
た
女
の
方
が
年
上
の
場
合
も
あ
っ
た
。

近
親
結
婚
す
る
と
不
具
が
生 

ま
れ
る
か
ら
よ
く
な
い
。(

浅
原)

駆
け
落
ち 

親
が
許
さ
な
け
れ
ば
、
駆
け
落
ち
を
す
る
。
仲
人
が
そ
そ
の
か
し 

て
、
既
成
事
実
を
つ
く
り
、
そ
の
後
、
嫁
方
の
両
親
家
族
の
説
得
に
あ
た
る
の
も 

あ
る
。
そ
ん
な
に
い
い
ん
な
ら
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
た
い
て
い 

は
、
許
さ
れ
る
。
同
輩
の
も
の
が
、
ふ
た
り
を
と
り
も
つ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
 

(

上
桐
原)㈡

婚 

約

仲
人
部
落
の
有
志
や
親
せ
き
の
お
じ
さ
ん
が
な
る
。
名
付
け
親
の
よ
う
な
人 

が
や
る
。

「
仲
人
ナ
ナ
デ
ン
ボ
ウ
」
と

か

「
仲
人
の
ぞ
う
り
き
ら
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が 

あ
る
。(

茂
木)

現
今
と
違
っ
て
以
前
は
男
女(

男
で
二
十
四•

五
才
、
女
で
二
十
二•

三
才
位) 

を
仲
人
が
み
つ
く
ろ
っ
て
結
ん
だ
。
な
か
に
は
仲
人
を
商
売
み
た
い
に
、
専
門
的 

な
人
が
い
た
。
普
通
、
年
頃
の
娘
を
も
つ
親
が
仲
人
す
る
人
に
ふ
だ
ん
か
ら
頼
ん 

で
お
い
た
。
式
の
時
初
め
て
行
き
合
っ
た
と
い
う
の
が
昔
は
多
か
っ
た
。(

浅
原)

仲
人
の
お
礼 

ど
の
く
ら
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
適
宜
や
る
も
の
で
、
四
分
六

分
で
、
も
ら
い
方
が
多
く
出
す
。

日
も
き
ま
っ
て
い
な
い
が
、
現
在
で
は
近
い
日 

の
日
曜
日
に
お
礼
に
行
く
。(

茂
木)

仲
人
礼
は
貰
い
方
が
く
れ
方
の
二
倍
く
ら
い
出
し
て
、
両
方
か
ら
お
礼
を
す
る
。
 

酒
二
升
も
付
け
る
。

「
仲
人
ノ
ゾ
ウ
リ
ッ
切
ラ
シ
」
「
仲
人
の
七
デ
ン
ボ
ウ
」
な
ど 

と
い
う
。(

神
梅)

’仲
人
と
の
つ
き
合
い 

た
の
ま
れ
仲
人
な
ら
三
年
。
親
の
生
き
て
い
る
う
ち
は

三
年
た
っ
た
あ
と
は
、
で
き
ご
と
の
あ
っ
た
時
だ
け
。

「
仲
人
は
ゾ
ー
リ
切
ら
し
」

っ
て
言
う
か
ら
容
易
じ
ゃ
な
い
。(

中
、
下
神
梅) 

お
仲
人
さ
ん
に
は
、
ご
年
始
お
歳
暮
を
三
年
す
る
。
あ
と
は
特
別
な
事
が
あ
っ 

た
時
だ
け
行
く
。(

深
沢)

頼
ま
れ
仲
人
は
三
年
だ
が
、
普
通
は
親
の
生
き
て
い
る
う
ち
は
つ
き
合
う
。
盆 

暮
や
お
産
な
ど
、
何
か
あ
れ
ば
顔
を
出
す
。(

神
梅)

仲
人
か
ら
の
お
歳
暮 

昭
和
十
一
年
結
婚
し
た
が
、
そ
の
年
の
暮
に
、
お
仲
人 

さ
ん
が
ミ
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
舅
さ
ま
か
、
そ
の
時
一
升
マ
ス
を
返
し
た
。
 

ミ
マ
ス
も
言
う
の
だ
、
と
聞
い
た
。(

深
沢)

ク
チ
ガ
タ
メ 

緣
談
が
ま
と
ま
る
と
ク
チ
ガ
タ
メ
を
す
る
。

ち
ょ
つ
と
し
た
御 

祝
儀
な
み
の
こ
と
を
す
る
。

仲
人
は
も
ら
い
方
へ
あ
い
さ
つ
し
て
か
ら
酒
一
升
も
っ
て(

仲
人
が
買
う)

く
れ 

方
へ
行
き
、
組
合
や
親
せ
き
が
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
い
さ
つ
を
し
、
酒
を 

半
分
飲
ん
で
き
め
て
来
る
。

一
つ
の
も
の
を
同
じ
に
分
け
る
と
い
い 

も
ら
い
方 

に
戻
っ
て
来
て
報
告
を
す
ま
せ
て
か
ら
ご
ち
そ
う
に
な
る
。(

茂
木)

話
が
ま
と
ま
る
と
先
ず
ク
チ
ガ
タ
メ
で
、
仲
人
が
婿
の
家
か
ら
一
升
持
っ
て 

行
っ
て
飲
み
、
話
を
つ
け
て
嫁
の
親
と
共
に
組
廻
り
す
る
。
「
こ
う
い
う
わ
け
で
家 

の
娘
を
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
挨
拶
す
る
。
帰
っ
て
婿
の
家
で
式
を
し
、
 

仲
人
の
名
刺
を
も
っ
て
隣
組
を
廻
り
「
こ
の
人
の
世
話
で
〇
〇
か
ら
嫁
を
も
ら
う 

こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
挨
拶
す
る
。

こ
れ
で
婚
約
成
立
で
あ
る
。(

浅
原)

近
所
ま
わ
り 

ク
チ
ガ
タ
メ
の
日
に
、
仲
人
は
名
刺
を
も
っ
て
近
所
の
家
を
ま



わ
っ
て
挨
拶
し
て
来
る
。
手
ぬ
ぐ
い
一
本
と
か
、
半
紙
一
帖
く
ら
い
に
水
引
き
を 

か
け
た
も
の
な
ど
を
も
っ
て
ま
わ
る
。(

茂
木)

ト
マ
リ
ゾ
メ 

ク
チ
ガ
タ
メ
を
す
ま
せ
た
あ
と
、
嫁
が
婿
の
家
に
泊
る
こ
と
を 

い
う
。
最
近
は
な
い
が
、
ク
チ
ガ
タ
メ
を
し
た
そ
の
日
の
う
ち
に
す
る
場
合
も
あ 

る
。
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
、
出
入
す
る
た
め
、
も
ら
う
方
の
親
の
具
合
が
悪 

い
と
き
な
ど
、
早
く
カ
タ
メ
て
お
く
た
め
に
す
る
も
の
で
、
あ
と
は
住
来
は
自
由 

で
あ
る
。
婿
の
家
の
組
合
を
廻
っ
て
の
公
認
だ
か
ら
仕
事
を
手
伝
っ
て
も
よ
い
わ 

け
で
あ
る
。
ト
マ
リ
ゾ
メ
を
し
た
あ
と
駄
目
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
例 

外
で
、
普
通
は
仲
人
の
い
う
通
り
に
す
る
。(

浅
原)

ク
チ
ガ
タ
メ
が
で
き
る
と
、
適
当
な
時
期
に
仲
人
が
話
を
し
て
娘
を
連
れ
て
来 

て
泊
り
初
め
を
す
る
。(

茂
木)

ア
シ
ィ
レ 

口
が
た
め
は
、

い
い
日
を
選
ん
で
す
る
、

こ
の
と
き
は 

嫁
さ
ん 

を
仲
人
が
つ
れ
て
く
る
。
近

所

の

人(

代
表
と
し
て
一
名
ぐ
ら
い)

を
呼
ん
で
、
 

酒
を
飲
ん
だ
。

口
が
た
め
を
す
る
と
、
ア

シ

ィ

レ(

ト
マ
リ
ソ
メ
と
も
い
う)

を
す
る
の
が
多 

い
。
中
に
は
、
顔
だ
け
だ
し
て
帰
る
と
い
う
の
も
あ
る
。

一
日
か
二
日
泊
っ
て
行 

き
、
式
ま
で
の
あ
い
だ
、
双
方
、
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
。
う
ち
に
よ
っ
て
は
、
 

そ
の
間
に
、
嫁
に
な
る
人
が
、
仕
事
の
手
伝
い
に
来
る
場
合
も
あ
る
。

口
が
た
め 

を
し
て
、
そ
の
ま
ま
先
方
へ
行
き
っ
ぱ
な
し
と
い
う
例
は
す
く
な
い
。

双
方
の
わ 

た
り
が
つ
い
て
も
、
お
祝
い
を
し
な
い
う
ち
は
、
あ
ま
り
お
も
て
だ
っ
て
の
行
き 

来
は
し
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。(

浅
原)

結
納
お
さ
め
一
週
間
前
や
当
日
と
り
む
す
び
の
座
敷
の
前
に
、

ョ
メ
が
、
中 

宿
に
い
る
段
階
で
、
や
る
場
合
も
あ
る
。
組
合
の
班
長
が
、
代
表
と
し
て
受
け
取 

リ
、
仲
人
が
ム
コ
の
両
親
に
む
か
っ
て
、
目
録
と
品
物
を
つ
け
あ
わ
せ
て
、
あ
ら 

た
め
て
調
べ
る
。
「
確
か
に
右
の
通
り
受
け
取
り
候
ふ
」
と
裏
書
き
し
て
、
は
ん
こ 

を
押
す
。(

上
桐
原)

結
納 

式
の
前
日
、
ま
た
は
数
日
前
、
吉
日
を
え
ら
ん
で
結
納
を
納
め
る
。
仲 

人
が
背
負
っ
て
来
る
も
の
で
、
式
の
当
日
、
嫁
は
中
宿
に
休
ま
せ
て
お
い
て
仲
人

が
も
ら
い
方
へ
結
納
納
め
を
し
て
、
納
ま
っ
て
か
ら
卜
り
ム
ス
ビ
と
い
う
こ
と
も 

あ
っ
た
。

こ
れ
は
緣
組
が
き
ま
っ
た
時
の
き
め
で
や
れ
ば
ょ
い
。(

茂
木)

三
円
か
五
円
ぐ
ら
い
だ
っ
た
。(

大

正•

昭
和
初
期)

十
円
は
中
流
以
上
の
家
の 

み
だ
っ
た
。
「
は
ね
を
つ
け
る
」
と
い
い
、
着
物
の
代
又
は
た
ん
す
の
代
と
し
て
つ 

け
た
場
合
も
あ
っ
た
。(

塩
沢)

赤
飯
を
ホ
カ
ィ
と
い
う
入
れ
も
の
に
入
れ
て
馬
に
つ
け
て
行
っ
た
。
片
方
の
場 

合

「
片
荷
」
と
い
い
、
両
方
へ 

つ
け
た
時
は
一
駄
と
言
っ
た
。(

塩
原)

ク
レ
モ
ン
、

モ
ラ
ィ
モ
ン
、
ウ
リ
モ
ン
で
は
な
い
か
ら
い
ら
な
い
と
い
う
家
も 

あ
る
が
、
負
担
に
な
ら
な
い
程
度
で
、
お
互
い
に
ホ
ン
ネ
を
は
い
て
、
世
間
並
み 

に
、
時
代
に
ま
か
し
て
、
そ
の
う
ち
の
暮
し
に
あ
わ
せ
て
、
中
間
を
と
る
こ
と
が 

多
い
。
最
近
で
は
、
金
五
十
万
円
が
相
場
だ
と
い
う
。(

上
桐
原)

仲
人
が
御
祝
儀
の
日
に
持
っ
て
行
く
の
が
多
い
。
タ
ン
ス
を
買
っ
て
や
る
の
は 

ょ
い
方
で
、
着
物
を
や
る
の
は
村
の
財
閥
級
の
家
だ
け
で
あ
る
。(

浅
原)

覚

一
、
金 

五
両
也

一
、
金 

三
両
也

一
、
金 

七
両
也

右
之
通
リ
糙
二
無
相
違
受
納
仕
候

慶
応
二
寅
年

三
月
廿
日同

村
友
衛
門
花
印

結
納

御

代

但
シ繭

蔵引
清

浅
原
村



当
ハ

三

次

郎
©

同組
合
惣
代

長
右
衛
門@

目 

録
S

)

一
、
上
下 

春
折

I

、小
袖 

春
重

一
、
帯 

窘
筋

一
、
扇
子 

春
対

一
、
多
て
紙 

春
折

一
、
昆
布 

春
折

一
、
鯛 

害
折

一
、
家
内
喜
多
留 

害
荷 

以
上

年 

月 

日

住
所

氏 

名

何

某

殿

男
は
八
品
、
女
は
拾
二
品

目 

録

一
、
御
家
内
喜
多
留 

春
荷

一
、
御
結
納
金 

一
金
拾
五
円

一
、
御
肴 

一
折

一
、
御
小
袖 

春
重

一
、
御
帯 

春
筋

一
、
御
櫛
笄 

春
組

一
、
御
紅
白
粉 

春
包

一
、
御
毛
技
鋏 

春
個

一
、
御
丈
長 

春
折

一
、
御
乙
女
麻 

«

折

一.

御
末
広 

春
対

一
、
御
熨
斗 

春
折

右
之
通
幾
久
し
く
御
受
納
致
被
下
度
候
也

御
目
録
春
通
り
幾
久
敷
目
出
度
正
に
祝
納
仕
候
以
上

大
正
〇
年
〇
月
〇
日

住
所氏 

名©

住
所何

之

誰

殿

(

こ
れ
は
目
録
の
ぅ
ら
書
と
す)

目 

録

一
、
小
袖 

一
重

一
、
帯 

一
筋

一
、
櫛
笄 

一
組

一
、
紅
お
し
ろ
い 

一
包

一
、
丈
長 

一
折

一
、
結
納
金 

一
百
円

一
、
乙
女
麻 

一
折

一
、
末
広 

一
対

一
、
寿
留
女 

一
折

一
、
こ
ん
ぶ 

一
折

一
、
さ
か
な 

一
折

一
、
家
内
喜
多
留 

一
荷

以
上

大
正
〇
年
〇
月
〇
日

住
所氏 

名©

何

某

殿



婚

礼

の

祝

儀

受

帳(

小
平)

迎
え
ダ
ン
ス 

結
納
の
一
つ
に
な
る
も
の
で
、
も
ら
い
方
か
ら
嫁
方
へ
タ
ン
ス 

一
棹
を
贈
る
。
嫁
は
こ
の
中
へ
着
物
と
か
そ
の
他
の
衣
類
な
ど
を
入
れ
て
持
っ
て 

来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。(

茂
木
、
神
梅)

お
酌
着
物 

も
ら
い
方
で
は
迎
え
ダ
ン
ス
を
贈
る
の
と
い
っ
し
よ
に
、
オ
シ
ャ 

ク
着
物
と
い
う
の
を
一
枚
つ
く
っ
て
や
る
。
式
の
日
、
花
嫁
衣
裳
を
脱
い
で
着
か 

え
る
着
物
で
、
祝
儀
の
席
で
お
酌
を
す
る
時
に
着
る
も
の
と
い
う
の
で
オ
シ
ャ
ク 

ギ
モ
ン
と
い
う
。(

茂
木)

嫁
入
り
衣
裳 

白
も
く
二
枚
、
そ
れ
に
黒
の
裾
模
様
を
重
ね
た
。
き
も
の
の
夕 

モ
ト
を
切
っ
た
よ
う
な
形
で
裏
つ
き
の
綿
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
。(

中
神
梅)

ツ
ノ
カ
ク
シ
に
な
る
前
の
も
の
で
花
嫁
は
綿
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
来
た
。
ト
リ
ム 

ス
ビ
を
す
る
ま
で
は
か
ふ
っ
て
い
て
、
す
む
と
と
っ
た
。(

茂
木)

島
田
の
道
具
は
ム
コ
の
家
で
買
っ
て
く
れ
る
。

マ 

ル 

マ
ゲ
の
道
具
は
自
分
ち
か 

ら
持
っ
て
き
た
。

マ
ル
マ
ゲ
は
ミ
ツ
メ
の
時
に
一
度
ゆ
っ
た
だ
け
。(

深
沢)

マ
ル
マ
ゲ
は
髪
結
い
さ
ん
や
、
器
用
な
近
所
の
人
に
結
っ
て
も
ら
っ
た
。
「
よ
め 

ご
ち
ゅ
う
も
の
は
金
が
か
か
る
」

っ
て
姑
さ
ま
が
嘆
い
た
そ
う
だ
。(

上
神
梅)

チ
ュ
ゥ
ゲ
ン 

荷
物
運
び
を
す
る
人
で
、
昔
は
番
頭
さ
ん
が
や
っ
た
。
く
れ
方

か
ら
一
人
行
き
も 

ら
い
方
か
ら
も
一 

人
来
る
。
都
合
の 

悪
い
所
は
馬
で
運 

ぶ
。

こ
の
人
に
も 

普
通
に
ふ
る
ま
い
、
 

一
見
座
敷
の
末
座 

に
坐
ら
せ
た
。

(

浅
原)

な
お
荷
物
が
多 

い
と
近
代
の
人
が

紋
入
り
の
弓
提
灯
を
も
っ
て
新
栄
橋
の
渡
し
場
ま
で
、
或
は
新
栄
橋
の
手
前
の
峠
、
 

川
内
か
ら
嫁
を
迎
え
る
と
き
は
長
屋
根
峠
ま
で
迎
え
に
行
っ
た
。

結
婚
の
時
荷
物
を
運
ぶ
役
、
紋
入
り
の
ハ
サ
ミ
バ
コ
を
か
つ
い
で
行
っ
た
。
夕 

ン
ス
は
荷
車
で
持
っ
て
行
く
。
チ
ュ
ウ
ゲ
ン
は
番
頭
さ
ん
、
近
所
の
人
に
頼
む
。
 

双
方
で
お
祝
い
が
出
る
の
で
、
頼
ま
れ
る
の
を
喜
ぶ
人
も
い
た
。(

浅
原)

結
婚
式
の
役
一
つ
で
、
仲
人
の
お
伴
に
な
っ
て
結
納
を
入
れ
た
は
さ
み
箱
を
担 

い
で
行
く
役
の
人
の
こ
と
を
チ
ュ
ウ
ゲ
ン
と
い
う
。
昔
は
馬
方
に
あ
た
る
人
で
、
 

身
内
や
組
合
の
人
の
中
か
ら
出
た
。

い
ま
で
は
自
動
車
を
持
っ
て
い
て
、
運
転
で 

き
る
人
か
や
る
。

ま
た
、
イ
チ
ゲ
ン
の
お
伴
も
チ
ュ
ウ
ゲ
ン
で
、
ど
ち
ら
も
同
じ
待
遇
が
う
け
ら 

れ
る
。(

茂
木)

㈢

嫁 

入 

り

嫁
迎
え
一
見
と
は
別
に
、
仲
人
の
お
仲
間
と
し
て
若
衆
が
一
人
、
挾
み
箱(

衣 

裳
箱)

を
担
い
で
、
お
供
を
し
て
嫁
方
に
行
く
。
嫁
方
か
ら
も
お
仲
間
が
一
人
出 

て
、
馬
を
引
い
て
嫁
を
送
っ
て
く
る
の
で
、
二
人
の
仲
間
が
一
緒
に
な
っ
て
、
嫁 

を
迎
え
て
来
る
。
挾
み
箱
に
は
結
納
品
や
着
物
な
ど
が
入
っ
て
い
た
。(

神
梅) 

迎
え
イ
チ
ゲ
ン 

遠
方
な
ら
ば
朝
、
村
内
な
ら
ば
昼
す
ぎ
、
ム
コ
と
仲
人
、
兄 

弟
、
お
じ
く
ら
い
が
も
ら
い
方
か
ら
く
れ
方
へ
行
く
。
イ
チ
ゲ
ン
は
緣
側
か
ら
入 

る
も
の
で
ト
ボ
グ
チ(

玄
関)

か
ら
は
入
ら
な
い
。

仲
人
が
挨
拶
を
し
て
、
ム
コ
や
イ
チ
ゲ
ン
は
喜
ん
で
く
れ
方
の
親
族
と
顔
合
せ 

を
す
る
。
そ
の
あ
と
は
酒
が
出
る
が
、
オ
シ
ャ
ク
ッ
子
は
近
所
の
娘
を
頼
む
の
で
、
 

「嫁
も
ら
い
に
行
っ
て
次
の
嫁
を
も
ら
っ
て
来
た
」
と
い
う
ょ
う
な
話
も
で
き 

た
。嫁

は
、
し
た
く
が
で
き
る
と
イ
チ
ゲ
ン
に
あ
い
さ
つ
に
出
て
来
て
、
そ
の
あ
と 

は
ひ
っ
こ
ん
で
し
ま
う
。

イ
チ
ゲ
ン
の
宴
が
オ
ツ
モ
り
に
な
る
と
桜
の
花
の
お
茶(

サ
ク
ラ
湯)

を
出
し 

た
。
お
茶
を
に
ご
す
こ
と
な
く
と
い
う
意
味
と
い
う
。(

茂
木)

長沢丹次祝儀受帳

(長沢利明撮影)



ム
コ
が
嫁
を
迎
え
に
行
く
の
は
男
一
見
と
一
緒
で
、
午
前
中
で
あ
る
。
嫁
方
で 

座
敷
を
や
っ
て
お
祝
い
し
て
、
嫁
と
一
緒
に
出
て
く
る
。
ム
コ
ー
見(

迎
え
一
見) 

と
送
り
座
敷
が
一
緒
に
く
る
が
、
中
宿
で
時
間
を
ず
ら
し
て
、
ム
コ
ー
見
が
先
に 

来
る
。
迎
え
一
見
の
仕
事
は
嫁
を
連
れ
て
き
て
、
敷
居
を
ま
た
が
せ
れ
ば
役
は
終 

る
。(

浅
原)

結
婚
式
の
当
日
、
午
前
十
時
頃
、
聳
、
媒
人
夫
婦
、
親
戚
代
表
数
名
の
者
が
、
 

嫁
方
へ
挨
拶
に
行
く
。
聳
は
、
そ
こ
で
嫁
の
父
親
に
連
れ
ら
れ
て
、
近
所
へ
挨
拶 

ま
わ
り
を
す
る
。

こ
れ
か
す
む
と
、
こ
ん
ど
は
も
ら
い
か
た
で
嫁
を
迎
え
入
れ 

嫁
方
の
代
表
も
迎
え
入
れ
ら
れ
て
、
酒
食
で
も
て
な
し
を
す
る
。

こ
れ
を
一
見
座 

敷
と
い
い
、

一
般
の
披
露
宴
の
客
と
区
別
す
る
。(

大
間

)々

イ
チ
ゲ 

ン
は
貰
い
が
た
の
人
数
を
多
く
す
る
。
イ
チ
ゲ
ン
負
け
す
る
も
ン
じ
ゃ 

な
い
。(

深
沢)

一
元
客
は
、
く
れ
方
よ
り
も
ら
い
方
の
ほ
う
が
一
人
ぐ
ら
い
多
く
行
く
べ
き
だ 

と
い
う
。
も
ら
い
方
の
一
元
は
ま
け
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
。(

浅
原)

あ
る
席
で
、
イ
チ
ゲ
ン
で
飲
ん
で
き
た
か
ら
、
遠
慮
し
ま
す
と
断
わ
り
、
焼
酎
と 

う
と
称
し
て
、水
を
ち
び
り
ち
び
り
や
っ
て
い
た
ら
、
ば
れ
て
し
ま
い
、
焼
酎
と
う 

な
ら
い
け
る
は
ず
だ
と
、
こ
ら
し
め
ら
れ
て
、
え
ら
い
め
に
あ
っ
た
。(

上
桐
原) 

も
ら
い
方
で
、
嫁
迎
え
の
当
日
、
は
や
く
、
ム
コ
と
い
っ
し
よ
に
嫁
迎
え
に
い 

く
。(

上
桐
原)

お
し
よ
う
ば
ん 

イ
チ
ゲ
ン
ザ
シ
キ
は
徹
夜
で
飲
む
。
イ
チ
ゲ
ン
を
酒
で
ぶ
っ 

つ
ぶ
す
ま
で
飲
ま
せ
る
た
め
に
村
の
中
で
も
酒
が
た
く
さ
ん
飲
め
て
座
も
ち
の
よ 

い
人
を
オ
シ
ョ
ウ
バ 

ン
と
し
て
頼
む
。
、っ
っ
か
り
す
る
と
オ
シ
ョ
ウ
バ 

ン
が
逆
に 

つ
ぷ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。(

茂
木)

新
客
の
イ
チ
ゲ
ン
様
に
は
、
オ
シ
ョ
ウ
バ
ン
が
で
る
。

い
わ
ば
、
イ
チ
ゲ
ン
座 

敷
の
進
行
係
で
あ
る
。
初
め
に
、
「
ゆ
き
と
ど
か
な
い
も
の
で
す
が
、
オ
シ
ョ
ウ
バ 

ン
に
命
ぜ
ら
れ
て
参
り
ま
し
た
。
何
も
知
ら
な
い
の
で
す
が
、
何
分
よ
ろ
し
く
お 

願
い
し
ま
す
。
」
と
、
頭
を
さ
げ
て
あ
い
さ
つ
す
る
。
た
い
ら
に
な
っ
た
ら
、
お
し
ゃ 

く
っ
こ
に
つ
い
で
も
ら
う
。
責
任
あ
る
役
な
の
で
、
こ
と
の
お
わ
ら
な
い
う
ち
は
、

や
た
ら
ひ
よ
ろ
ひ
よ
ろ
出
た
り
は
い
っ
た
り
で
き
な
い
。
 

い
っ
ぱ
ん
座
敷 

イ
チ
ゲ
ン
座
敷
の
つ
ぎ
は
、
イ
ッ
パ
ン
座
敷
に
な
る
。

ム
コ 

の
朋
輩
、
青
年
団
、
つ
き
あ
い
仲
間
な
ど
、
若
い
衆
の
座
敷
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
 

ヨ
メ
は
、
着
物
を
着
か
え
て
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
と
つ
い
で
歩
く
。(

上
桐
原)

い
ち
げ
ん
座
敷 

い
ち
げ
ん
座
敷
で
は
、
い
ち
げ
ん
が
顔
合
せ
を
す
る
。
お
じ
、
 

お
ば
、
い
と
こ
、
は
と
こ
な
ど
を
む
か
え
、
夜
八
時
〜
真
夜
中
に
か
け
て
約
三
時 

間
す
る
。

多
い
と
き
は-

十
五
人
も
で
、
か
わ
り
ば
ん
こ
で
す
る
ほ
ど
の
こ
と
も
あ
る
。
 

こ
の
と
き
は
、
嫁
が
、
用
意
し
て
き
た
茶
菓
を
だ
し
、
茶
を
つ
ぐ
。(

上
桐
原) 

女
イ
チ
ゲ
ン 

女
の
ひ
と
は
、
翌
年
の
お
節
供
に
あ
と
か
ら
よ
ぶ
。(

上
桐
原) 

送

り

イ

チ

ゲ

ン

く
れ
方
で
、
迎
え
イ
チ
ゲ
ン
を
送
っ
て
く
る
の
を
い
ぅ
。
送 

り
イ
チ
ゲ
ン
は
、
準
備
が
す
む
ま
で
中
宿
に
い
る
。(

上
桐
原)

出

会
い
イ
チ
ゲ
ン
結
婚
式
場
で
、
初
め
て
対
面
す
る
現
在
の
や
り
方
で
あ
る
。
 

昔
も
、
ヨ
メ
、
ム
コ
双
方
が
遠
い
と
き
に
は
、
そ
の
中
間
に
、
式
場
を
設
営
す 

る
こ
と
が
あ
っ
た
。(

上
桐
原)

オ
チ
カ
ヅ
キ
仲
人
が
婿
一
見
を
連
れ
て
嫁
の
家
に
行
き
儀
式(

嫁
方
の
親
戚 

を
一
応
紹
介
す
る
。
紹
介
が
終
る
と
こ
の
座
敷
に
嫁
を
ち
よ
っ
と
紹
介
す
る)

を 

す
る
。
オ
チ
カ
ヅ
キ
と
い
ぅ
。

こ
れ
で
嫁
方
の
親
戚
は
引
込
む
。
婿
は
床
柱
を
背 

に
し
て
坐
る
。
三
宝
に
の
っ
た
三
つ
重
ね
の
盃
が
全
部
廻
っ
て
終
る
と
、
最
後
に 

仲

人

は

「
め
で
た
く
お
さ
め
ま
す
」
と
い
い
、
次
で
祝
宴
と
な
る
。

こ
れ
に
は
も 

ら
い
方
だ
け
が
出
席
す
る
嫁
は
こ
の
間
仕
度
し
た
り
、
氏
神
様
に
詣
り
、
こ
れ
か 

ら
嫁
を
も
ら
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。(

浅
原)

嫁
の
家
で
の
オ
チ
カ
ヅ
キ
が
終
る
と
婿
は
先
に
帰
り
、
仲
人
と
嫁
は
嫁
方
の
才 

ク
り
一
見
と
共
に
来
る
。
組
の
者
は
中
宿
に
迎
え
に
行
く
。
オ
ク
り
一
見
は
卜
り 

ム
ス
ビ
の
終
る
ま
で
中
宿
に
居
る
。
卜
り
ム
ス
ビ
の
式
が
終
っ
て
一
見
座
敷
と
な 

り
、
嫁
が
床
柱
を
背
に
坐
り
ム
コ
ー
見
が
行
な
っ
た
時
と
同
じ
こ
と
を
や
る
。
な 

お
婿
取
り
の
場
合
は
嫁
は
一
応
出
て
中
宿
に
行
き
、婿
が
入
っ
て
か
ら
嫁
が
入
る
。
 

(

浅
原)



門
送
り 

花
嫁
は
、
く
れ
方
の
ィ
チ
ゲ
ン
と
一
緒
に
行
列
を
つ
く
っ
て
行
く
が
、
 

村
の
人
た
ち
が
、
ち
ょ
う
ち
ん
を
つ
け
て
村
境
ま
で
送
っ
て
行
っ
た
。(

茂
木)

中
宿 

花
嫁
の
行
列
は
、
直
接
も
ら
い
方
へ
行
く
こ
と
は
せ
ず
、
も
ど
り
道
に 

な
ら
な
い
よ
う
な
家
を
中
宿
に
し
て
そ
こ
で
休
憩
を
す
る
。
お
茶
を
一
ぱ
い
も
ら 

う
く
ら
い
で
、
席
に
つ
い
た
ら
オ
チ
ッ
キ
の
モ
チ(

ト
リ
ノ
コ
モ
チ)

ス
ワ
マ
の 

よ
う
な
も
の
が
紅
白
で
お
椀
に
入
れ
て
出
さ
れ
た
。

こ
の
間
に
仲
人
は
も
ら
い
方
へ
行
っ
て
あ
い
さ
つ
を
し
て
、
座
敷
の
都
合
な
ど 

も
み
た
。(

茂
木)

カ
ミ
か
ら
き
た
ひ
と
も
、
ヨ
メ
は
ノ
ボ
リ
コ
ミ
を
す
る
の
が
い
い
と
い
っ
て
、
 

い
っ
た
ん
嫁
ぎ
先
よ
り
、
シ
モ
へ
く
だ
っ
て
、
シ
モ
か
ら
上
る
。
中
宿
は
、
た
い 

が
い
、
嫁
ぎ
先
よ
り
シ
モ
の
隣
家
、
あ
る
い
は
懇
意
の
家
に
設
け
る
。

こ
こ
で
花 

嫁
は
仕
度
や
化
粧
な
お
し
な
ど
を
す
る
。
仲
人
は
す
で
に
家
に
入
っ
て
い
る
。(

上 

桐
原)仲

人
が
嫁
と
新
客
を
一
緒
に
連
れ
て
く
る
。
中
宿
に
居
て
、
仲

人

が

「向
こ
う 

に
行
っ
て
連
れ
て
く
る
」
と
い
っ
て
世
話
役
一
人
が
つ
い
て
行
く
。
次
で
式
が
始 

ま
っ
た
か
ら
と
迎
え
に
行
く
。
迎
え
に
来
て
ト
リ
ム
ス
ビ
と
な
り
、
そ
れ
が
済
む 

ま
で
一
時
間
以
上
一
見
は
中
宿
に
居
る
。(

浅
原)

中
宿
か
ら.
嫁

入

り(

入
家)

ま
で
、
座
敷
仲
人
が
中
宿
ま
で
、
迎
え
に
で
て
、
 

一
行
を
案
内
す
る
。(

上
桐
原)

門
謡
い 

中
宿
か
ら
、
座
敷
仲
人
が
、
ヨ
メ
を
案
内
し
て
、
当
家
の
庭
先
ま
で 

致
着
す
る
と
、
外
と
内
の
双
方
に
、
門
謡
い
の
若
い
衆
が
、
謡
い
て
と
し
て
ひ
か 

え
て
い
る
。
内
側
の
を
受
人
と
い
っ
て
、
ひ
と
り
で
玄
関
内
、
土
間
の
と
こ
ろ
に 

控
え
て
い
る
。
入
家
式
を
終
え
た
ヨ
メ
は
、
最
後
に
、
受

人

の

「
は
や
す
み
の
え 

に
つ
き
に
け
り
。
」
で
玄
関
に
入
る
。
外
の
、
小
謡
い
連
中
会
、
十
人
余
が
行
列
の 

あ
と
に
つ
き
従
う
。

い
ず
れ
の
面
々
も
、
ち
ょ
っ
と
ソ
ラ
で
は
い
え
ぬ
の
で
、
だ 

れ
に
で
も
で
き
る
よ
う
に
、
節
ま
で
す
っ
か
り
か
い
て
お
い
た
扇
を
ち
ら
ち
ら
と 

み
な
が
ら
謡
っ
た
。

ヨ
メ
ゴ
の
列
の
あ
と
に
仲
人
が
つ
い
て
き
た
。(

上
桐
原)

嫁
が
婿
の
屋
敷
に
入
る
時
、
ヵ

ド
(

門)

の
所
で
一
行
が
提
灯
を
付
け
て
明
る

く
し
て
、
近
所
の
人
が
「高
砂
や
」
な
ど
の
カ
ド
謡
を
す
る
。
カ
ド
謡
が
始
ま
っ 

て
か
ら
、
嫁
は
カ
ド
に
入
る
。
三
尺
く
ら
い
の
竹
の
先
を
割
っ
て
タ
イ
マ
ツ
を
作 

り
、
迎
え
の
人
が
火
を
付
け
て
明
る
く
し
て
待
っ
て
い
た
。
提
灯
は
弓
張
り
提
灯 

を
新
し
く
貼
り
替
て
使
う
。(

神
梅)

門
迎
え 

花
嫁
の
行
列
は
、
昔
は
頂
上
く
ら
い
ま
で
迎
え
に
行
っ
た
の
か
も
知 

れ
な
い
が
、
お
ぼ
え
て
か
ら
は
ち
ょ
う
ち
ん
を
つ
け
て
庭
先
に
迎
え
に
出
る
こ
と 

を
や
っ
て
い
る
。
門
か
ら
は
謡
で
迎
え
て
来
る
。
高
砂
のI

部
(

コ
ウ
タ
イ)

で
、
 

格
式
の
高
い
家
で
は
、
本
式
に
や
る
こ
ろ
は
村
の
若
衆
に
練
習
を
し
て
も
ら
っ
た 

も
の
だ
っ
た
。(

茂
木)

夕
方
弓
張
提
灯
を
つ
け
て
嫁
を
迎
え
に
出
る
。
嫁
が
家
へ
入
る
前
に
、
媒
人
が 

カ
ド
ウ
タ
イ
を
う
た
う
。
家
の
中
へ
嫁
が
入
る
時
、
入
口
に
置
い
て
あ
る
青
竹
を 

ま
た
が
せ
る
。
家
の
中
に
入
る
と
、
姑
に
な
る
人
が
、
嫁
の
頭
に
編
み
笠
を
か
ぶ 

せ
る
。(

大
間

)々

中
宿
か
ら
女
仲
人
が
嫁
を
庭
の
門
先
ま
で
連
れ
て
く
る
。
す
る
と
玄
関
か
ら
上 

り
は
な
ま
で
し
ゅ
う
と
が
連
れ
て
き
て
、
こ
こ
で
物
干
さ
お
を
ま
た
が
す
。
棹
の 

上
に
上
れ
と
い
い
、
し
ゆ
う
と
は
菅
笠
を
、
上
を
見
る
な(

ま
た
は
笠
の
下
に
ソ 

マ
レ
と
い
う
意)

と
い
っ
て
嫁
に
か
ぶ
せ
、
手
を
引
い
て
上
り
口
か
ら
上
げ
座
敷 

に
は
仲
人
ば
あ
さ
ん
に
渡
す
。
こ
の
間
謡
が
あ
る
。(

浅
原)

嫁
の
一
見
が
家
を
出
る
時
、
嫁
は
玄
関
か
ら
出
て
来
る
。
婿
の
家
に
入
る
時
は
、
 

嫁
は
ト
ボ
か
ら
入
る
。(

婿
は
迎
え
一
見
か
ら
帰
る
と
、
緣
側
か
ら
自
分
の
家
へ
上 

る
。)嫁

が
ト
ボ
か
ら
家
に
入
る
時
、
姑
に
な
る
人
が
待
ち
受
け
て
、
菅
笠
を
嫁
の
頭 

上
に
か
ざ
し
て
、
手
を
引
い
て
家
の
中
に
引
き
入
れ
る
。
「上
を
見
る
な
」
と
い
う 

意
味
だ
と
い
う
。(

神
梅)

カ
ド
を
入
る
と
き
に
「高
砂
」
を
謡
い
タ
イ
マ
ツ
を
掲
げ
る
。
そ

の

「着
き
に 

け
り
。
」
で
青
竹
を
ま
た
が
せ
た
あ
と
こ
れ
を
持
ち
上
げ
る
。
こ
れ
は
、
以
後
そ
の 

嫁
の
住
屋
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

マ
ー
セ
ン
ボ
ウ(

ま
せ
棒)

代
り
だ
と
い 

う
。
緣
に
上
る
時
、
し
ゅ
う
と
め
が
维
を
か
ぶ
せ
て
抱
き
上
げ
る
。
维
は
、
上
を



見
る
な
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

雄
蝶
、
雌
蝶
の
取
り
結
び
等
ぁ
り
、

ョ
メ
ゴ
ノ
オ
茶
が
最
後
。
そ
の
時
、
み
や 

げ
に
菓
子
等
を
出
す
。(

桐
原)

嫁
を
迎
え
る
の
は
た
い
て
い
暗
く
な
る
。
紋
の 

つ
い
た
引
張
り
ち
ょ
う
ち
ん
を 

張
り
替
え
て
お
い
て
、
つ
け
た
り
、
男
の
子
、
女
の
子
が
枯
れ
た
割
竹
に
火
を
つ 

け
た
の
を
持
っ
て
、
ア
カ
り
に
す
る
。
火
は
門
を
入
る
時
、
ひ
と
つ
き
り
だ
か
ら 

タ
ィ
マ
ツ
で
な
く
、
竹
で
い
い
。(

中
•

下
神
梅)

嫁
の
一
行
が
婿
の
家
の
門
を
入
る
時
、
青
竹
一
本
を
横
た
え
て
両
方
側
か
ら 

持
っ
て
、
嫁
が
竹
を
ま
た
い
で
入
る
と
持
ち
上
げ
た
。
「も
う
帰
る
な
」
と
い
う
意 

味
だ
と
い
う
。
意
地
悪
い
人
が
い
る
と
、
嫁
が
青
竹
を
ま
た
ぐ
時
に
持
ち
上
げ
る 

こ
と
も
あ
っ
た
。(

神
梅)

花
嫁
が
家
に
入
る
前
、
庭
に
竹
の
棒
を
一
本
出
し
て
お
き
、
オ
シ
ャ
ク
の
子
が 

両
端
を
持
ち
、
タ
ィ
マ
ツ(

竹
の
束)

を
一
対
に
し
て
照
ら
し
て
、
花
嫁
が
竹
を 

ま
た
い
だ
ら
オ
シ
ャ
ク
の
子
が
竹
を
持
ち
上
げ
て
、
「
も
う
後
へ
は
帰
れ
な
い
」
と 

い
う
こ
と
を
し
た
。
こ
れ
が
す
む
と
緣
側
か
ら
上
が
っ
て
直
接
席
に
つ
い
た
。(

茂

木)
嫁
が
入
る
時
に
、
カ
イ
ド
ー 

で
組
合
の
男
し
が
二
間
位
の
青 

竹
を
二
人
で
持
っ
て
る
。
嫁
ご

は
そ
れ
を
ま
た
い
で
通
る
。
み
ん
な
が
面
白
が
っ
て
、
そ
の
時
に
竹
を
持
ち
上
げ 

ろ
、
な
ん
て
冷
か
す
。
タ
ヵ
サ
ゴ
の
う
た
い
を
う
た
う
。(

深
沢)

嫁
が
家
の
か
い
ど
う
に
来
る
と
、
お
し
ゃ
く
を
す
る
男
女
の
子
ど
も
が
、
竹
竿 

を
向
い
合
っ
て
持
ち
、
嫁
が
ま
た
ぐ
際
高
く
し
て
ま
た
が
せ
た
。

ま
た
い
だ
ら
二
度
と
、
そ
の
家
か
ら
出
な
い
よ
う
に
と
の
意
が
あ
っ
た
。(

塩
原) 

嫁
が
玄
関
を
出
る
時
、
姑
さ
ま
が
ス
ゲ
ガ
サ
を
嫁
の
頭
の
上
に
か
ざ
し
な
が
ら 

手
を
と
っ
て
入
れ
る
。(

深
沢
、
中
下
神
梅)

正
福
寺
の
辺
で
は
、
嫁
が
家
に
入
る
時
に
シ
ユ
ウ
ト
が
嫁
の
上
に
ヵ
サ
を
か
ぶ 

せ
て
歩
い
た
と
い
う
。(

茂
木)

と
り
む
す
び 

と
り
む
す
び
は
、
床
の
間
の
あ
る
部
屋
で
や
っ
た
。
嫁
は
床
柱

を
し
ょ
わ
せ
る
も
ん
た
と
い 

っ
た
。
な
お
、
と
り
む
す
び 

の
座
敷
へ
は
、
嫁
は
と
ぶ
ロ 

か
ら
入
っ
て
台
所
か
ら
上
っ 

た
。
む
こ
は
緣
側
か
ら
座
敷 

へ
入
っ
た
。(

浅
原)

I

見
の
居
な
い
所
で
別
の 

室
で
や
る
。
オ
シ
ャ
ク
コ 

(

雄
、
雌
蝶
、
小
学
校
一
、
 

二
年
位
の
子
供)

に
は
親
の 

な
い
子
は
頼
ま
な
い
。(

浅 

原)
ウ
タ
ィ
を
ぅ
た
い
な
が
ら 

奥
の
座
敷
で
取
り
結
び
を
す 

る
。
男
蝶
女
蝶
が
酒
を
つ
ぎ 

三
々
九
度
を
す
る
。
(

上
中 

下
神
梅)

座

盃

座

盃

は

「
土
地
の

右
住
居
家
相
取
結f

納
戸
住
居
家
相
取
結
ン 

k

は
こ
の
逆
と
な
る) 

表

床 の 間

納

戸

待
男
子 

待

男
-
r-
座
幷
人 

、し
仲
V.
蓬
萊

山(
嶋
台)

爺

/

レ 

‘
 

外
廻
り

母
仲
立
松X

 

s

h

 

ノ

嫁

魚

□

数%

女

)

ン
ル 

内
？

〇
蝶
合
せ 

嶋
白
は
男
蝶
が
出
す

座̂

め
の
時
出
す 

松
は
紙
に
て
巻
き
水' 

待
女W

待
女
房
を
か
け
る
こ
と

お
た
か
も
り
の
御
膳

ア
ワ
ジ
ム
ス
ビ

水

引

ゴ
マ
メ
の
腹
八
II

せ
を 

 

水
引
に
て
結
び
し
も
の

P

男

白

水

引_

女 

亦
水
引 

善御

女
蝶
が
出
す 

座
ガ
タ
メ
に
て
出
し 

女
に
は
カ
ズ
ノ
コ
を 

は
さ
む

御 膳

男
蝶
が
出
す 

座
ガ
タ
メ
に
て
出
す

膳御

座
ガ
タ
メ
に
て
出
す 

男
に
は
卷
ス
ル
メ
を 

は
さ
む



習
慣
に
よ
つ
て
ト
リ
ム
ス
ビ
を
行
い
ま
す
」
と
挨
拶
す
る
。
こ
れ
は
土
地
に
よ
つ 

て
座
敷
の
内
容
、
式
の
順
序
が
異
る
か
ら
で
あ
る
。
(

浅
原)

世
話
方 

ト
リ
ム
ス
ビ
の
世
話
を
す
る
世
話
方
は
、
謡
を
う
た
い
な
が
ら
三. 

三
•

九
度
を
や
ら
せ
る
。
最
後
は
仲
人
に
盃
を
と
つ
て
も
ら
つ
て
納
め
る
が
、
大 

が
い
の
こ
と
は
仲
人
に
納
め
て
オ
ヒ
ラ
キ
に
す
る(

茂
木)

オ
マ
チ
女
房 

嫁
の
仕
度
を
し
て
い
る
。
三
人
で
、
後
家
さ
ん
に
は
頼
ま
な
い
〇 

親
類
の
人
で
も
構
わ
な
い
。
近
所
の
人
だ
と
手
伝
つ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の 

に
、
お
待
ち
女
房
を
頼
む
と
、
い
い
こ
と
幸
い
に
頭
を
ゆ
つ
た
リ
し
て
役
に
立
た 

な
い
と
い
う
。(

浅
原)

五
組
の
夫
婦 

新
婚
夫
婦
、
仲
人
夫
婦
、
な
ど
と
お
ま
ち
女
房
と
で
三
組
そ
ろ 

う
。
ま
た
、
し
ま
だ
い
、
お
し
ゃ
く
つ
こ
な
ど
を
入
れ
る
と
五
組
が
そ
ろ
う
。(

上 

桐
原)ト

リ
ム
ス
ビ
の
席
に
は
、
若
い
嫁
さ
ん(

部
落
で
一
番
新
し
い
嫁)

が
江
戸
褛 

を
着
て
夫
婦
で
座
る
。
男
が
部
屋
の
中
を
向
き
、
女
は
表
に
向
か
つ
て
座
る
こ
と 

に
な
つ
て
い
る
。
嫁
い
で
来
る
女
に
好
き
な
人
で
も
い
て
、
結
婚
に
支
障
が
出
た 

時
に
は
、
待
ち
女
房
が
苦
情
を
ひ
き
う
け
る
役
に
な
る
と
い
う
。(

茂
木)

床
と
り 

仲
人
は
、
ま
る
め
た
紙
が
な
が
る
ま
で
い
て
、
こ
れ
で
、
安
心
し
た 

と
ひ
き
あ
げ
る
、
と
い
う
話
し
を
き
い
た
こ
と
が
あ
る
。(

上
桐
原)

い
つ
さ
い
が
お
わ
る
と
、
ミ
ウ
ト
が
「
そ
こ
ら
に
寝
具
が
あ
る
か
ら
、
お
め
え 

ら
、
ど
こ
そ
こ
で
寝
ろ
。
」
な
ど
と
い
う
。
泊
る
客
も
あ
る
の
で
、
適
当
な
場
所
を 

み
つ
く
ろ
つ
て
や
す
む
の
も
、
ひ
と
し
ご
と
だ
。

夫
や
シ
ウ
ト
が
、
床
を
敷
く
の
は
き
か
ぬ
。(

上
桐
原)

結
婚
式
の
料
理
米
が
と
れ
な
い
土
地
だ
か
ら
、
小
豆
や
イ
モ
を
よ
く
使
う
。
 

イ
モ
ヨ
ウ
カ
ン
や
、
イ
ン
ゲ
ン
の
キ
ン
ト
ン
は
ど
こ
で
も
つ
く
る
も
の
で
、
百 

合
の
根
の
キ
ン
ト
ン
を
つ
く
る
家
も
あ
つ
た
。
ウ
ド
ン
は
組
合
の
人
が
つ
く
る
も 

の
で
、
朝
早
く
か
ら
出
て
つ
く
つ
た
。(

茂
木)

料
理
番 

イ
チ
ゲ
ン
ザ
シ
キ
で
は
、
お
勝
手
を
ま
か
な
う
マ
カ
ナ
イ
方•

料
理 

番
が
一
香
の
権
限
を
も
つ
て
い
る
。
花
嫁
は
出
か
け
る
時
に
は
料
理
番
に
あ
い
さ

つ
を
し
て
、
料
理
番
が
だ
め
だ
と
い
え
ば
く
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
か
わ
り
、
 

ま
ち
が
っ
た
料
理
は
出
せ
な
い
。(

茂
木)

酒 

結
婚
式
の
祝
い
は
三
日
が
最
低
で
、
三
日
か
ら
四
日
く
ら
い
は
か
か
る
。
 

米
が
な
い
か
ら
ド
ブ
ロ
ク
は
使
わ
す
、
こ
も
か
ぶ
り
の
四
斗
樽
二
本
く
ら
い
は
飲 

ん
た
。(

茂
木)

オ
チ
ッ
キ
ノ
餅 

餅
を
つ
い
て
お
い
て
、
嫁
を
迎
え
て
三
三
九
度
の
さ
か
づ
き 

を
す
る
前
に
、
座
敷
の
客
に
こ
れ
を
く
ば
る
。(

大
間

)々

オ
タ
カ
モ
り 

嫁
の
オ
タ
カ
モ
り
は
、

一
升
の
米
を
た
い
て
黒
い
椀
二
杯
に
盛 

り
昔
は
三
日
位
か
か
っ
て
た
べ
た
。
し
ま
い
に
は
オ
ム
ス
ビ
に
し
て
た
べ
た
も
の 

で
あ
る
。
今
は
仲
人
ば
あ
さ
ん
が
式
の
と
き
少
し
く
れ
て
、
こ
れ
で
た
べ
た
こ
と 

に
し
て
い
る
。(

浅
原)

嫁
の
み
や
げ 

嫁
入
の
時
、
聳
の
兄
弟
姉
妹
に
、
身
の
ま
わ
り
品
な
ど
を
手
み 

や
げ
と
し
て
持
っ
て
行
く
。
お
勝
手
の
手
つ
だ
い
人
に
は
お
菓
子
な
ど
を
持
っ
て 

行
っ
て
ふ
る
ま
う
。(

大
間

)々

若

衆

ザ

シ

キ

結
婚
式
の
と
き
に
若
衆
の
ザ
シ
キ
を
す
る
こ
と
は
な
く
、

一
般 

の
お
客
と
一
緒
で
、
村
を
上
げ
て
の
お
祝
い
と
し
て
や
る
。(

茂
木)

嫁
を
送
り
込
む
と
外
の
庭
で
や
っ
た
。
こ
れ
を
ノ
ゾ
ッ
コ
ミ
ザ
ケ
と
い
う
。(

浅

原)
オ
タ
イ
ギ
ブ
ル
マ
イ 

仲
人
や
、
役
の
人
た
ち
の
ご
く
ろ
う
ぶ
る
ま
い
で
嫁
が 

オ
シ
ャ
ク
着
で
オ
シ
ャ
ク
を
す
る
こ
と
を
い
う
。
実
さ
い
に
は
お
茶
を
入
れ
る
の 

で

「
ヨ
メ
ゴ
の
お
茶
」
と
も
い
わ
れ
、
御
祝
儀
の
の
夜
の
最
後
の
こ
と
で
あ
る
。
 

お
茶
と
お
菓
子
を
嫁
が
持
っ
て
来
る
も
の
と
い
う
が
、
実
際
に
は
施
主
が
用
意
す 

る
こ
と
か
多
い
。
菓
子
は
こ
ま
か
く
て
数
の
多
い
も
の
か
ょ
く
、
お
茶
は
お
手
伝 

い
の
人
が
入
れ
て
く
れ
た
の
を
お
盆
に
の
せ
て
出
す
程
度
の
こ
と
に
な
る
。(

茂 

木)
結
婚
式
が
終
っ
た
あ
と
、
オ
タ
イ
ギ
振
舞
と
い
っ
て
、
特
別
オ
オ
ゴ
ト(

骨
折 

り)

し
た
者
を
呼
ん
で
御
馳
走
す
る
。

こ
れ
は
ジ
ャ
ン
ボ
ン(

葬
式)

に
も
行
な 

う
。(

桐
原)



二
日
目
、
あ
と
片
付
け
を
し
て
近
所
の
手
伝
っ
た
人
に
振
舞
う
こ
と
で
あ
る
。
 

(

御
祝
儀
の
夜
や
る
所
も
あ
る)

ま
た
こ
の
日
嫁
は
ヒ
ロ
メ
ビ
ロ
ー
に
し
ゅ
う
と 

と
一
緒
に
近
所
廻
り
を
し
て
、
帰
る
と
オ
シ
ャ
ク
を
す
る
。
な
お
十
九
区
で
は
婿 

に
来
た
者
は
浅
原
村
中
を
廻
る
の
で
二
、
三
日
は
か
か
る
。(

浅
原)

ヨ
メ
ゴ
の
お
茶 

嫁
さ
ん
は
み
や
げ
の
駄
菓
子
な
ど
で
お
勝
手
の
女
衆
に
お
茶 

を
出
す
。
そ
し
て
菓
子
を
は
さ
む
。
「嫁
さ
ん
の
お
茶
」
と
い
う
。(

深
沢)
_

一
切
の
式
が
終
っ
て
朝
方
、
列
席
し
た
者
全
部
、
近
所
の
女
衆
、
男
衆
に
配
る
。
 

ヨ
メ
ゴ
の
オ
チ
ャ
を
飲
ま
な
い
と
帰
ら
な
い
と
い
う
。
客
一
人
一
人
に
お
茶
を
注 

ぎ
、
お
茶
菓
子
を
は
さ
ん
だ
。
こ
れ
は
嫁
が
用
意
し
て
持
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
 

(

浅
原)

嫁.

婿
の
む
ら
ま
わ
り 

嫁
に
来
た
人
は
、姑
が
つ
れ
て
組
内
を
ま
わ
っ
た
が
、
 

最
近
は
、
式
の
当
日
に
そ
の
場
で
披
露
す
る
の
で
、
ま
わ
ら
な
く
な
っ
た
。

婿
は
親
が
つ
れ
て
む
ら
中
を
ま
わ
っ
た
。
婿
の
場
合
に
は
、
む
ら
の
人
と
顔
を 

あ
わ
せ
る
機
会
が
多
い
の
で
こ
う
し
た
。
「
よ
ろ
し
く
頼
み
ま
す
」
と
い
っ
て
ま 

わ
っ
た
。(

長
尾
根)

二
日
目
に
は
、
披
露
と
い
う
の
で
し
た
く
を
し
て
ツ
ノ
カ
ク
シ
も
し
て
村
を
ま 

わ
っ
た
。
し
ゅ
う
と
や
近
所
に
い
る
お
ば
さ
ん
が
連
れ
て(

主
婦
代
理
が
多
い) 

ま
わ
る
も
の
で
、
ま
わ
る
順
は
都
合
で
よ
か
っ
た
か
、
お
寺
と
建
峨
神
社
に
も
お 

参
り
し
た
。
ス
シ
ョ
ウ
と
い
う
の
で
三
尺
帯
か
何
か
を
だ
ら
り
下
げ
て
ま
わ
っ
た
。
 

(

細
谷
戸)

二
日
め 

二
日
め
は
、
ヨ
メ
の
近
所
ま
わ
り
の
日
で
、半
紙
一
帖
か
手
拭
を
も
っ 

て
、

一
日
中
、
む
ら
中
く
た
び
れ
る
程
歩
い
た
。
案
内
人
に
な
っ
た
近
所
の
老
婦 

人
が
、
元
気
な
う
え
に
足
早
で
げ
に
こ
り
た
。
島
田
を
自
宅
で
結
い
、
し
ず
し
ず 

と
歩
か
な
く
て
は
い
け
な
い
が
着
物
は
重
い
で
せ
っ
せ
と
歩
い
た
。

ム
コ
な
ら
、
 

男
と
し
よ
り
が
案
内
す
る
。(

上
桐
原)

姑
さ
ま
に
、
連
れ
ら
れ
て
近
所
回
り
を
す
る
。
神
社
へ
も
お
ま
い
り
す
る
。(

深

沢)
ミ

ッ

メ

三
日
目
に
新
郎
新
婦
と
両
親
が
嫁
の
実
家
に
行
く
。
嫁
方
の
家
で
は

祝
酒
、
御
馳
走
で
迎
え
、
そ
の
あ
と
、
む
こ
は
嫁
の
親
の
案
内
で
半
紙
を
も
っ
て 

近
所
を
廻
る
。
嫁
の
実
家
か
ら
は
両
親
が
送
っ
て
く
る
。
嫁
の
親
は
新
郎
の
親
の 

案
内
で
組
合
を
挨
拶
に
廻
る
。
「
ふ
つ
つ
か
な
こ
う
い
う
娘
を
つ
か
わ
し
ま
し
た
が 

ょ
ろ
し
く
御
面
倒
お
願
い
し
ま
す
」
と
挨
拶
、
手
拭
を
も
っ
て
廻
る
。(

浅
原)

御
祝
儀
の
三
日
目
を
ミ
ツ
メ
と
い
い
、
里
が
え
り
を
す
る
。
オ
ン
ナ
ィ
チ
ゲ
ン 

で
、
し
ゅ
う
と
や
お
ば
が
送
っ
て
行
く
。
ホ

ン

ビ(

式
の
日)

に
行
け
な
か
っ
た 

人
が
行
く
わ
け
で
、
こ
の
と
き
に
は
中
宿
は
な
い
。
こ
の
日
に
は
仲
人
は
つ
か
ず
、
 

む
こ
も
一
緒
に
行
っ
て
ひ
と
晚
だ
け
一
緒
に
泊
っ
て
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

(

茂
木)

ミ
ツ
メ
に
は
実
家
へ
行
く
。

ム
コ
と
二
人
で
。
泊
ま
ん
な
い
。

ム
コ
と
嫁
と
、
仲
人
さ
ん
で
行
く
。
オ
ン
ナ
ィ
チ
ゲ
ン
と
言
っ
て
帰
る
時
叔
母 

さ
ん
や
姉
妹
な
ど
女
衆
が
送
っ
て
く
る
。(

以
上
深
沢)

三
日
目
の
里
帰
り
の
こ
と
を
ミ
ツ
メ
帰
り
と
い
う
。
新

郎•

新

婦•

媒

人•

親 

戚
の
代
表
が
嫁
の
里
へ
挨
拶
に
行
く
。
聱
は
手
み
や
げ
を
持
参
す
る
。

一
行
を
迎 

え
た
嫁
の
実
家
で
は
、
酒
食
を
出
し
て
も
て
な
す
。(

大
間

)々

三
ツ
メ
の
里
帰
り
は
泊
れ
な
い
。(

神
梅)

⑽

そ 

の 

他

嫁
が
里
に
帰
れ
る
日 

嫁
に
来
て
三
日
目
。
農
休
み
の
日
で
ふ
か
し
ま
ん
じ
ゅ 

う
を
持
っ
て
行
っ
た
。
秋
あ
げ
は
赤
飯
、
歳
暮
に
は
塩
び
き
の
さ
け
を
持
っ
て
行 

っ
た
。
正
月
、
節
供
、
盆
に
も
帰
っ
た
。(

塩
原)

年
始
は
男
衆
が
ま
わ
る
の
で
、
女
衆
は
行
か
な
か
っ
た
。

一
月
十
五
日
、
十
六
日
U-

は
、
嫁
は
お
客
に
行
く
と
い
う
。

こ
の
と
き
は
泊
っ 

て
く
る
。
家
に
ょ
っ
て
は
、
婿
も
一
緒
に
行
っ
た
。
も
っ
て
行
く
も
の
は
、
そ
の 

時
期
に
あ
っ
た
も
の
。

こ
こ
は
四
月
三
日
が
ひ
な
の
節
供
、
こ
の
と
き
は
、
サ
ン
マ
の
ひ
ら
き
と
、
む 

き
の
も
の(

お
菓
子
と
か
砂
糖
折
な
ど)

を
も
っ
て
行
っ
た
。

五
月
の
節
供
の
と
き
は
、
タ
ラ
の
ひ
ら
き
と
、
適
当
な
も
の
を
お
土
産
と
し
て



も
っ
て
行
っ
た
。

七
月
の
七
夕
の
と
き
に
は
、
ト
ウ
ナ
ス(

数
は
適
当
で
よ
い)

と

土

産(

こ
れ 

も
適
当
な
も
の)

を
も
っ
て
行
っ
た
。

八
月
の
八
朔
の
節
供(

旧
八
月
一
日)

に
は
葉
シ
ョ
ウ
ガ
を
も
っ
て
行
っ
た
。
 

そ
の
ほ
か
土
産
は
適
当
な
も
の
を
も
っ
て
行
っ
た
。
嫁
の
里
方
で
は
、
こ
の
と
き 

ま
で
の
お
か
え
し
を
し
た
。
八
朔
ま
で
は
、
お
か
え
し
な
し
で
あ
っ
た
。
嫁
に
来 

て
、
三
〜
五
年
の
あ
い
だ
は
、
う
ち
の
た
め
に
な
る
品
物
を
か
え
し
て
よ
こ
し
た
。
 

最
初
の
年
は
箕
を
よ
こ
し
た
。

歳
暮
は
、
親
の
丈
夫
な
う
ち
は
も
っ
て
行
く
も
の
だ
と
い
う
。

こ
の
と
き
は
、
 

シ
ャ
ケ
を
も
っ
て
行
っ
た
。(

浅
原)

む
か
し
は
、
五
節
供
の
と
き
に
は
、
か
な
ら
ず
、
親
元
へ 

つ
け
と
ど
け
を
す
る 

も
の
だ
と
い
っ
た
。
な
お
、
そ
の
と
き
、
婿
が
嫁
と
一
緒
に
嫁
の
里
方
へ
行
く
場 

合
も
あ
る
。
お
節
供
に
は
、

一
晚
ぐ
ら
い
は
泊
っ
て
き
た
。

こ
の
ほ
か
は
お
客
に
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

む
ら
の
お
祭
り
の
と
き
に
は
お
客
に
行
っ
た
。

お
か
い
こ
前
に
は
、
こ
れ
か
ら
忙
し
く
な
る
か
ら
ち
よ
っ
と
里 

へ
行
っ
て
こ
い 

と
い
っ
て
、
嬢
を
お
客
に
や
っ
た
。

こ
の
と
き
は
日
帰
り
。

五
月
五
日
を
中
心
に
し
て
三
日
間
は
、
あ
そ
び
じ
ま
い
と
い
っ
て
仕
事
を
休
ん 

だ
。
こ
れ
か
ら
忙
し
く
な
る
か
ら
と
い
う
。

八
月
二
日
を
中
日
に
し
て
、
祇
園
、
農
休
み
と
続
い
た
。

こ
の
と
き
に
は
、
嫁 

は
一
晚
ぐ
ら
い
は
泊
っ
て
き
た
。

こ
の
こ
ろ
、
新
粉
を
も
っ
て
里
へ
行
っ
た
が
、
 

こ
の
粉
の
こ
と
を
ほ
か
け
と
い
っ
た
。
里
の
親
の
と
こ
ろ
へ
も
っ
て
行
っ
た
の
で 

あ
る
。

お
盆
の
と
き
に
も
嫁
は
里
へ
お
客
に
行
っ
た
。
し
か
し
、
嫁
に
来
た
年
に
は
、
 

里 

へ
お
客
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
。
盆
様
を
お
く
っ
て
か
ら
お
客
に
行 

け
と
い
っ
た
。

彼
岸
か
ら
盆
に
は
、
親
が
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
墓
ま
い
に
行
け
と
い 

う
〇

秋
は 

新
米
を
も
っ
て
里
帰
り
し
た
。
米
は
三
升
ぐ
ら
い
で
、
十
一
日
の
末
こ 

ろ
、
日
は
と
く
に
き
ま
っ
て
い
な
い
。
里
が
農
家
で
あ
っ
て
も
、
米
を
も
っ
て
行
っ 

た
。(

浅
原)

嫁
は
五
節
供
に
は
里
へ
帰
る
も
の
だ
と
い
う
。
五
節
供
と
は
、(

一
月
十
五
日)

、
 

四
月
の
節
供
、
五
月
の
節
供
、
八
朔
の
節
供
、
オ
ク
ン
チ
。

一
月
十
五
日
に
は
お
客
に
行
く
。

四
月
の
節
供
に
は
サ
ン
マ
の
ひ
ら
き
を
も
っ
て
行
っ
た
。

五
月
の
節
供
に
は
タ
ラ
の
ひ
ら
き
。

八
朔
の
節
供
に
は
シ
ョ
ウ
ガ
を
も
っ
て
行
く
。

こ
の
お
か
え
し
は
箕
。

オ
ク
ン
チ
に
は
お
こ
わ
を
も
っ
て
行
く
。

む
か
し
、
粉
が
で
き
る
と(

七
月
中
旬)

、
農
休
み
に
か
け
て
里
へ
新
粉
を
も
っ 

て
行
っ
た
。

一
升
で
も
二
升
で
も
三
升
で
も
ょ
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
每
年
、
親
も 

と
へ
行
っ
た
も
の
だ
が
、
嫁
に
来
て
は
じ
め
の
う
ち
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
粉 

で
、
ふ
か
し
ま
ん
じ
ゅ
う
で
も
つ
く
っ
て
、
と
つ
ぎ
先
へ
の
お
み
や
げ
と
し
て
も 

っ
て
来
た
。
親
も
と
へ
新
し
い
粉
を
も
っ
て
行
く
こ
と
を
ホ
カ
ケ
と
い
っ
た
。

米
が
で
き
る
と
、
十
二
月
に
な
っ
て
、
新
米
を
里
へ
嫁
が
も
っ
て
行
っ
た
。

一
 

升
か
二
升
、
こ
れ
も
親
も
と
へ
も
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ホ
カ
ケ 

と
も
い
う
し
、
お
土
産
と
も
い
っ
た
。

お
歳
暮
は
サ
ケ
を
も
っ
て
行
っ
た
。
親
が
あ
る
う
ち
は
、
お
歳
暮
は
も
っ
て
行 

く
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

長
尾
根)

嫁
が
里
帰
り
す
る
日
は
正
月
。
節
句
。
農
休
み
。
盆
の
十
五
日
、
十
六
日
。
秋 

あ
げ
に
は
餅
を
つ
い
て
大
福
餅
を
持
っ
て
行
っ
た
。

こ
れ
は
米
が
取
れ
て
秋
の
終 

り
で
あ
っ
た
。
お
歳
暮
に
は
塩
び
き
を
持
っ
て
行
っ
た
。(

塩
原)

結
婚
し
た
そ
の
年
の
暮
に
、
実
家
へ
ミ
を
持
っ
て
っ
た
。
ミ
が
買
え
な
け
れ
ば 

メ
カ
ィ
で
も
い
い
、
と
言
っ
た
。(

深
沢)

三
日
め
は
、
最
初
の
里
帰
り
で
あ
る
。
お
茶
菓
子
な
ど
を
持
っ
て
、
ム
コ
さ
ん 

と
兄
弟
が
い
っ
し
ょ
に
い
く
。
ム
コ
も
ひ
と
ば
ん
泊
ま
っ
た
。
は
じ
め
て
な
の
で
、
 

だ
い
じ
に
し
て
く
れ
る
。
里
の
近
所
、
親
族
へ 

の
あ
い
さ
つ
は
、
迎
え
い
ち
ば
ん
の



時
す
ま
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
と
き
に
は
し
な
い
。(

上
桐
原)

初
嫁
は
、
盆
の
と
き
に
は
里
へ
帰
さ
な
か
っ
た
。(

長
尾
根)

節
供
の
里
帰
り 

こ
の
日
は
、
女
衆
も
骨
休
め
が
で
き
た
。(

上
桐
原)

仲
人
礼 

仲
人
へ
の
お
礼
は
仲
人
礼
と
い
う
。

ム
コ
方
と
ヨ
メ
方
の
負
担
金
額 

の
比
率
は
、
六
分
四
分
か
七
分
三
分
で
、
財
産
次
第
で
あ
る
。
「
ト
ン
ビ
の
ハ
ネ
」 

と
は
い
わ
な
か
っ
た
。(

上
桐
原)

仲
人
と
の
つ
き
あ
い 

「仲
人
三
年
」
と
ひ
と
く
ち
に
い
う
が
、
子
ど
も
で
も 

で
き
れ
ば
、
や
っ
ぱ
り
男
二
人
く
ら
い
ま
で
は
で
か
け
る
の
が
ふ
つ
う
で
、
き
り 

が
つ
か
な
い
。
仲
人
礼
の
額
は
少
な
く
て
も
、
仲
人
と
の
つ
き
あ
い
は
、
七
十
に 

な
っ
て
も
、
二
人
で
丈
夫
な
ら
し
た
も
の
だ
。
仲
人
す
れ
ば
、
あ
な
は
か
が
に
ぎ 

や
か
だ
、
と
い
う
く
ら
い
結
局
な
が
い
つ
き
あ
い
に
な
る
。
と
い
っ
て
も
、
た
い 

て
い
盆
と
暮
れ
の
つ
き
あ
い
程
度
で
あ
る
。(

上
桐
原)

ヘ
ソ
ク
リ 

ヘ
ソ
ク
リ
が
で
き
る
の
は
姑
さ
ま
だ
け
。
嫁
に
は
で
き
な
い
。
く 

ず
繭
を
売
っ
た
り
し
た
金
は
姑
さ
ま
の
も
の
。
嫁
は
実
家
の
お
っ
か
さ
ん
に
貰
う
。
 

黙
っ
て
い
て
も
お
っ
か
さ
ん
が
渡
し
て
く
れ
た
。(

深
沢)

め
ま
し 

妻
が
夫
ょ
り
年
上
の
こ
と
を
め
ま
し
と
い
う
、
「
め
ま
し
夫
を
す
ご 

す
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。

一
つ
年
上
の
か
み
さ
ん
は
ご
く
い
い
と
い
う
。
「金 

の
わ
ら
じ
を
は
い
て
尋
ね
て
も
い
な
い
」
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
。(

浅
原)

の
っ
つ
け
が
み
さ
ん 

姑
の
い
な
い
と
こ
ろ
へ
嫁
に
行
っ
た
人
の
こ
と
を
い 

う
。

こ
れ
は
、
姑
づ
と
め
が
な
か
っ
た
の
で
、
ま
わ
り
の
人
た
ち
は
、
、っ
ら
や
ま 

し
が
っ
た
と
い
う
。(

浅
原)

離

婚

離
婚
の
こ
と
を
緣
切
り
と
い
う
。

結
婚
し
て
、
三
年
た
っ
て
も
子
ど
も
の
な
い
場
合
に
は
、
も
の
も
い
わ
ず
に
緣 

切
り
を
し
て
も
ょ
い
と
い
わ
れ
た
。

こ
の
場
合
は
、
仲
立
ち
に
た
の
ん
で
緣
切
り 

を
し
た
。

こ
の
場
合
に
は
、
た
ん
す
は
嫁
に
か
え
す
の
か
ふ
つ
う
。

仲
人
に
つ
い
て
は
、
い
い
世
話
は
す
る
が
、
悪
い
世
話(

離
緣
話)

は
し
な
い 

と
い
っ
て
、
仲
立
ち
を
す
る
の
を
い
や
か
る
人
も
あ
る
。

離
婚
の
場
合
、
子
ど
も
が 
い
る
場
合
は
、
子
ど
も
を
つ
れ
て
出
る
人
も
あ
る
し
、

お
い
て
い
く
人
も
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
と
は
き
ま
っ
て
い
な
い
。(

浅
原)

結
婚
式
当
日
、
花
嫁
が
逃
げ
て
し
ま
っ
て
、
母
親
が
代
わ
っ
て
嫁
の
座
に
つ
い 

て
間
に
合
わ
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う(

茂
木)

扶
持
持
ち 

昔
は
扶
持
を
持
っ
て
来
た
人
が
い
た
。
女
中
も
連
れ
て
来
た
。
有 

名
な
話
は
、
東
村
花
輪
の
大
黒
屋
か
らr

三
石
十
二
人
扶
持
、
番
頭
一
人
女
中
三 

人
」
と
い
わ
れ
た
。
五
十
四
年
前
の
こ
と
。
扶
持
と
い
っ
て
も
金
で
持
っ
て
来
た
。
 

番
頭
は
死
ぬ
ま
で
、
そ
の
家
に
仕
え
た
。
女
中
は
年
頃
に
な
る
と
嫁
に
く
れ
た
。
 

(

塩
原)

五
、
葬 

制

㈠

死
の
予
兆
と
死

死
の
予
兆 

烏
が
鳴
き
な
が
ら
尻
尾
を
動
か
し
て
い
る
。
そ
の
方
向
に
死
人
が 

出
る
と
い
う
。
鳴
き
方
が
違
う
の
で
あ
る
。(

浅
原)

烏
が
静
か
に
の
ろ
ま
げ
に
鳴
い
た
り
、
家
の
近
く
で
鳴
く
と
、
人
が
死
ぬ
と
い 

う
。(

神
梅)

シ
ニ
、
シ
ニ
と
い
っ
て
、
四
つ
鳴
い
て
、
二
つ
鳴
く
と
不
幸
が
あ
る
と
い
う
。
 

ま
た
鳴
に
場
が
あ
る
と
も
い
う
。(

茂
木)

今
ま
で
来
た
こ
と
の
な
い
人
が
、
訪
れ
て
来
る
と
、
暇
乞
い
に
来
た
と
見
ら
れ 

て
危
い
と
い
う
。(

神
梅)

百
度
参
り 

天
神
様
に
行
き
百
度
拝
む
。
木
の
葉
を
百
枚
も
っ
て
一
枚
ず
つ
神

前
に
お
き
、
百
回
の
数
を
あ
ら
た
め
る
。(

浅
原)

六
合
神
社
や
相
生
の
日
限
り
地
蔵
で
、
病
気
が
直
る
ょ
う
に
お
百
度
を
ふ
ん 

だ
。(

神
梅)

ヨ
ビ
モ
ド
シ
自
音
寺
の
住
職
の
河
内
良
存
さ
ん
の
父
の
は
な
し
。
脳
溢
血
で 

倒
れ
た
時
の
こ
と
、
気
か
遠
く
な
っ
て
、
ふ
と
気
つ
く
と
、
川
原
に
立
っ
て
い
た
。
 

向
う
岸
は
極
楽
の
お
花
畑
の
ょ
う
に
美
し
い
風
景
が
展
開
し
て
い
て
、

一
人
の
女



が
、
川
を
渡
っ
て
来
い
と
、
し
き
り
に
手
ま
ね
き
す
る
。
そ
こ
で
川
を
渡
ろ
う
と 

す
る
と
、
後
か
ら
村
人
の
声
で
、
渡
っ
ち
ゃ
だ
め
だ
と
、
大
声
で
引
き
と
め
る
も 

の
が
あ
っ
た
。
は
っ
と
し
て
気
が
つ
く
と
、
正
気
に
も
ど
っ
て
い
た
。
村
人
が
魂 

を
呼
び
も
ど
し
て
く
れ
た
の
だ
。(

高
津
戸)

死
に
そ
こ
な
っ
た
人
の
話
に
ょ
る
と
、
川
の
向
う
に
美
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
 

そ
こ
で
誰
か
が
手
招
き
を
し
て
い
る
の
で
川
を
渡
ろ
う
と
し
た
ら
、
足
を
ひ
っ
ぱ 

ら
れ
た
の
で
行
け
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
気
が
つ
い
た
。
あ
の
と
き
川
を
渡
っ
て
い 

れ
ば
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
耳
も
と
で
大
声
で
呼
ぶ
人
が
い
る
の
で
返
っ
て
き
た
ら
助
か
っ
た
。
今 

泉
敬
太
郎
さ
ん
も
そ
ん
な
こ
と
か
あ
っ
た
。(

高
津
戸)

魂
呼
び 

人
が
息
が
切
れ
そ
な
時
に
「
セ
ン
ド
ウ
も
う
せ
」
と
言
い
な
が
ら
、
 

二
軒
在
家
の
神
明
様
の
社
殿
の
板
を
た
た
き
な
が
ら
回
っ
た
。
そ
れ
が
聞
こ
え
れ 

ば
助
か
る
と
い
う
。(

戸
沢)

こ
こ
で
は
特
に
な
い
。
座
間
か
ら
ま
た
人
に
、
オ
コ
リ
を
と
る
と
生
き
か
え
る 

と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。(

茂
木)

人
玉 

二
十
才
前
に
見
な
い
と
、
そ
の
人
は
一
生
見
な
い
。
直
径
十
五
〜
二
十 

五
cm

ぐ
ら
い
の
火
の
玉
が
、
地
上
十m

く
ら
い
の
所
を
青
火
を
引
い
て
、
波
を
う 

つ
ょ
う
に
上
下
し
な
が
ら
行
く
。
シ
ラ
サ
ギ
が
尾
を
引
く
時
も
光
る
と
い
う
。(

神 

梅)
二
十
才
ま
で
見
な
け
れ
ば
、

一
生
見
な
い
と
い
う
。
人
玉
は
十
二
様
か
ら
十
二 

様
ま
で
と
ぶ
と
い
う
人
も
あ
る
。(

茂
木)

死
後 

人
は
死
ぬ
と
い
い
処
に
行
く
と
い
う
。
十
万
億
土
に
行
く
と
い
う
。(

戸

沢)
葬
式
の
総
名 

葬
式
の
こ
と
を
ト
ム
ラ
ィ
、
ジ
ャ
ン
ボ
ン
と
い
う
。
大
人
は
卜 

ム
ラ
ィ
の
方
を
多
く
使
い
、
子
供
は
ジ
ャ
ン
ボ
ン
と
言
っ
て
い
る
。(

二
軒
在
家)

葬
式 

ジ
ャ
ン
ポ
ン
と
も
い
う
。
生
れ
か
わ
っ
た
話
は
な
い
。
魂
呼
び
を
昔
は 

行
な
っ
た
。
七
日
間
は
家
の
棟
に
魂
が
い
る
と
さ
れ
て
い
た
。
な
お
昔
は
四
十
九 

日

目

が

「
オ
タ
ナ
ア
ゲ
」
現
在
は
三
十
五
日
に
な
っ
た
。
さ
さ
か
く
し(

神
棚
の

神
々
を
か
く
し
て
お
い
た
さ
さ
の
こ
と)

を
取
り
三
本
辻
に
出
し
た
。(

塩
原) 

葬
式
の
客
は
泊
ら
な
い
。
遠
か
っ
た
り
し
て
泊
る
時
は
一
回
仁
義
し
て
、
戸
を 

開
け
て
一
旦
出
て
か
ら
家
に
入
る
。

近
場
に
兄
弟
で
も
い
れ
ば
そ
こ
に
泊
る
。

そ
の
晚
、
施
主
の
家
で
は
風
呂
を
た
て
な
い(

中
、
下
神
梅)

葬
式
に
泊
る
と
一
週
間
泊
る
。
だ
か
ら
た
い
が
い
帰
る
。
ほ
ん
と
う
に
顔
を
見 

る
だ
け
だ(

中
神
梅)

葬
式
の
客
は
泊
れ
な
い
。
遠
方
の
客
で
泊
る
に
は
、

一
度
ト
ボ
を
ま
た
い
で
家 

を
出
て
か
ら
、
戻
っ
て
来
て
泊
る
こ
と
に
す
る
。(

神
梅)

葬
式
の
夜 

施
主
の
家
で
は
お
風
呂
を
た
て
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
で 

も
た
て
な
い
。(

神
梅)

葬
式
の
仕
事
分
担 

亡
く
な
る
と
隣
組
の
人
に
集
ま
っ
て
も
ら
っ
て
相
談
を 

し
、
仕
事
の
分
担
を
決
め
る
。
医
者
、
役
場
、
寺
に
行
く
人
、
引
物
の
注
文
、
穴 

掘
り
、
棺
桶
を
作
る
人
、
告
げ
な
ど
で
あ
る
。
女
衆
は
主
と
し
て
煮
炊
き
を
受
け 

持
つ
。(

小
平)

死
人
が
出
る
と
す
ぐ
隣
組
が
寄
っ
て
爾
後
の
こ
と
に
つ
い
て
は
組
長
が
中
心
に 

な
っ
て
役
割
を
決
め
指
図
す
る
。
但
し
そ
の
オ
カ
ミ
サ
ン
が
身
持
ち
で
あ
る
と
遠 

慮
し
て
も
ら
う
。
通
知
は
身
内
の
者
か
ら
知
ら
せ
る
。
寺
に
は
組
の
人
が
知
ら
せ 

を
し
て
寺
の
都
合
を
聞
き
頼
ん
で
く
る
。(

浅
原)

な
お
、
お
布
施
な
ど
に
つ
い
て
の
話
合
い
は
施
主
或
は
近
い
兄
弟
な
ど
が
や
っ 

た
。
 

-

死
後
、
隣
り
組
に
話
す
と
、
組
合
の
伍
長
が
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
組
合
の
者
が 

集
ま
り
神
棚
を
笹
の
葉
で
隠
し
た
り
、
諸
準
備
を
し
て
く
れ
る
。(

神
梅)

葬
式
組 

葬
式
組
と
い
う
の
は
特
に
な
く
、
隣
り
組
で
や
っ
て
い
た
。(

戸
沢) 

隣
組
へ
の
礼 

故
人
の
子
ど
も
連
中
が
相
談
し
て
、
手
伝
っ
て
く
れ
た
隣
組
の 

女
衆
に
ぞ
う
り
や
エ
プ
ロ
ン
な
ど
を
買
っ
て
お
礼
と
し
て
や
る
。

こ
れ
は
最
近
や 

る
ょ
う
に
な
っ
た
。(

神
梅)

葬

儀

の

日

取

り

隣
組
と
施
主
が
相
談
し
て
、
暦
を
見
て
日
取
り
を
決
め
る
。



友
引
や
寅
の
日
を
嫌
う
。
午
後
一
時
の
出
棺
が
多
い
。
寺
の
都
合
も
聞
く
。(

神
梅) 

暦
を
み
て
決
め
る(

小
平)

ご
祝
儀
ょ
り
広
い
範
囲
で
呼
び
、
遠
い
親
戚
、
従
兄
弟
ま
で
来
る
。(

神
梅) 

さ
さ
ひ
き 

死
者
が
出
る
と
神
棚
に
笹
の
葉
を
あ
げ
、
葬
式
が
す
む
と
そ
れ
を 

三
本
辻
ペ
捨
て
に
い
く
、
こ
の
と
き
、
サ
ン
俵
と
飯
盛
し
ゃ
も
じ
、
竈
の
灰
、
お 

祓
い
な
ど
も
お
い
て
く
る
。(

桑
津
戸)

人
が
死
ぬ
と
神
様
に
は
半
紙
を
張
っ
て
お
く
。
折
の
内
で
は
、
笹
を
神
様
に
あ 

げ
て
お
く
家
も
あ
る
。

こ
れ
は
四
十
九
日
の
お
棚
上
げ
の
時
に
取
る
。(

小
平)

死
人
が
出
る
と
す
ぐ
、
神
様
に
不
浄
を
見
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
、
笹
の 

葉
を
と
っ
て
き
て
神
棚
に
上
げ
る
。
こ
れ
を
メ
カ
ク
シ
と
い
、っ
。
葬
式
が
す
む
と
、
 

笹
の
葉
を
燃
や
し
て
、
そ
の
灰
を
飯
盛
り
シ
ャ
モ
ジ
と
い
っ
し
ょ
に
キ
ョ
ツ
パ 

シ 

(

俵
の
蓋)

に
の
せ
て
、
三
本
辻
へ
送
り
出
す
。(

高
津
戸)

死
人
が
出
る
と
神
様
に
は
紙
を
は
り
、
笹
の
枝
を
立
て
た
。

こ
れ
は
仏
様
に
緣 

故
の
な
い
他
人
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
。(

浅
原)

臼
の
絵 

人
が
死
ぬ
と
、
神
棚
に
半
紙
を
張
り
、
そ
の
後
す
ぐ
に
臼
の
絵
を
書 

き
、
そ
れ
を
ト
ボ
グ
チ
に
逆
さ
に
張
っ
て
お
く
。(

小
平)

火
伏
せ 

死
者
が
あ
る
と
ィ
ロ
り
は
使
う
け
れ
ど
も
、
新
し
く
作
っ
て
も
ら
っ 

た
御
幣
を
、
四
十
九
日
間
ィ
ロ
り
の
カ
ギ
竹
に
結
え
て
つ
け
て
お
く
。

こ
れ
を
火 

伏
せ
と
い
う
。(

浅
原)

告
ゲ 

葬
儀
の
回
取
り
が
決
ま
る
と
、
親
戚
へ
知
ら
せ
る
た
め
、
告
げ
の
使
者 

が
二
人
一
組
に
な
っ
て
行
く
。
弁
当
は
持
た
ず
、
先
方
で
も
ら
っ
て
食
べ
る
。
先 

方
で
は
清
め
の
酒
を
出
し
た
り
、
タ
バ
コ
な
ど
を
出
す
。(

神
梅)

死
亡
通
知
を
す
る
人
を
ツ
ゲ
と
い
、っ
。
ツ
ゲ
は
組
合
の
ひ
と
が
二
人
選
ば
れ
た
。
 

ツ
ゲ
に
行
く
人
に
は
帳
場
か
ら
ワ
ラ
ジ
銭
が
出
た
。
告
げ
に
行
っ
た
家
で
は
必
ず 

御
飯
を
一
杯
だ
し
た
。
食
べ
な
い
と
帰
し
て
も
ら
え
ず
、
清
め
と
し
て
一
杯
頂
い 

た
。(

戸
沢) 

不
幸
の
あ
っ
た
場
合
、
つ
げ
に
な
る
の
は
か
な
ら
ず
二
人
で
組
ん
で
行
っ
た
。

つ
げ
の
人
が
い
く
と
行
き
先
で
食
事
を
出
し
て
も
ら
っ
た
。

つ
げ
を
む
か
え
た
家 

で
は
、
食
事
を
出
さ
な
い
と
義
理
が
た
た
な
い
と
い
う
風
習
が
あ
っ
た
。
食
事
は 

何
時
で
あ
っ
て
も
か
な
ら
ず
出
し
た
。

こ
れ
は
米
の
め
し
で
あ
っ
た
。
箸
だ
け
は 

つ
け
て
く
れ
と
い
っ
た
。
酒
が
あ
れ
ば
酒
を
出
し
た
。(

浅
原)

隣
り
組
み
の
人
が
ー
ー
人
で
出
る
。
そ
の
と
き
施
主
は
ワ
ラ
ジ
銭
を
も
た
せ
て 

や
っ
た
。
告
げ
を
迎
え
た
家
は
、
食
事
時
で
な
く
も
一
飯
の
用
意
を
し
、
酒
を
出 

し
て
浄
め
て
く
れ
と
い
う
。
二
人
揃
っ
て
く
る
と
告
げ
が
き
た
か
と
い
う
。(

高
津 

戸)
普
通
の
仕
度
で
二
人
で
出
る
。
迎
え
た
家
で
は
キ
ョ
メ
酒
、
ナ
マ
グ
サ
な
ど
を 

お
ひ
る
に
出
し
た
。
今
は
施
主
が
ガ
ソ
リ
ン
代•

昼
食
代
を
持
た
せ
る
。(

浅
原) 

か
な
ら
ず
二
人
で
組
ん
で
行
く
。
昔
は
全
部
徒
歩
た
っ
た
の
で
、

一
日
に
回
れ 

る
範
囲
は
き
ま
っ
て
い
て
、
告
げ
は
幾
組
も
出
た
。

告
げ
に
は
か
な
ら
ず
何
か
出
し
て
、
箸
だ
け
は
取
ら
せ
る
も
ん
だ
と
い
う
。
し 

か
し
、
ウ
ド
ン
は
出
す
も
の
で
は
な
い
。
続
く
と
い
っ
て
嫌
が
る
。(

小
平)

枕
直
し 

死
後
、
北
枕
に
直
し
た
り
、
部
屋
を
ナ
ン
ド
に
取
り
替
え
た
り
す
る
。
 

魔
除
け
と
し
て
、
布
団
の
上
に
刀
を
半
開
き
に
し
て
置
く
。
鎌
を
置
く
家
も
あ
る
。
 

こ
の
刀
や
鎌
は
施
主
が
墓
地
ま
で
持
っ
て
行
っ
て
、
棺
を
穴
に
降
ろ
し
た
あ
と
、
 

繩
を
切
る
の
に
使
う
。(

神
梅)

死
者
は
北
枕
に
寝
か
せ
、
身
体
の
上
に
は
ナ
タ
や
鎌
な
ど
の
刃
物
を
魔
ょ
け
に 

置
く
。
魔
物
が
死
者
を
飛
び
こ
え
る
と
死
者
が
息
を
ふ
き
か
え
す
と
い
う
。
猫
が 

死
者
に
近
づ
く
の
を
き
ら
う
。(

戸
沢)

魔
除
け
と
し
て
死
人
の
上
に
刀
、
鎌
、
鉈
な
ど
の
刀
物
を
の
せ
る
。(

小
平) 

枕
飯 

組
の
者
が
寄
る
と
、
お
茶
を
飲
ま
な
い
う
ち
に
、
と
が
な
い
米
を
釜
に 

入
れ
て
枕
飯
を
少
し
た
く
。
飯
は
煮
た
だ
け
そ
っ
く
り
椀
に
盛
っ
て
、
箸2

本
立 

て
て
供
え
る
。(

神
梅)

枕
飯
を
炊
い
た
燃
し
屑
と
杓
子
と
お
寺
で
呉
れ
る
オ
ハ
ラ
ィ(

篠
竹
に
和
紙
を 

つ
け
た
も
の)

を
、
出
棺
の
後
、
三
本
辻
に
捨
て
る
。(

小
平)

枕
飯
は
近
女
の
女
し
が
米
を
と
が
ず
に
一
合
ほ
ど
た
い
た
。
室
の
外
で
サ
ン
マ



夕
を
た
て
て
鍋
で
た
き
、
い
つ
も
使
っ
て
い
た
シ
ャ
モ
ジ
で
盛
り
つ
け
る
。
サ
ン 

マ
タ
と
灰
は
サ
ン
ダ
ワ
ラ
に
入
れ
て
、
そ
の
上
に
シ
ャ
モ
ジ
を
の
せ
三
本
辻
に
捨 

て
た
。
枕
飯
は
死
者
の
枕
元
に
置
き
、
使
っ
て
い
た
箸
を
ま
っ
す
ぐ
に
立
て
る
。

(

戸
沢)

竹
一
本
、
木
二
本
を
結
わ
え
て
三
脚
を
作
り
、
鍋
を
吊 

っ
て
炊
く
。
火
を
燃
す
時
に
は
手
で
な
く
、
足
で
つ
っ
く 

ベ
る
。
普
通
の
時
、
三
本
木
と
か
、
足
で
火
を
く
ベ
る
と 

叱
ら
れ
る
。(

小
平)

昔
は
玄
米
を
、
外
庭
で
木
を
三
叉
に
し
ば
っ
て
、
こ
れ
に
ナ
ベ
を
つ
る
し
て
た 

い
た
。
燃
し
た
炭
火
は
サ
ン
ダ
ワ
ラ
を
起
し
て
そ
の
上
に
灰
を
入
れ
、
オ
ハ
ラ
ィ 

で
家
を
祓
っ
て
そ
れ
を
一
緒
に
立
て
、
シ
ャ
モ
ジ
を
一
緒
に
三
本
辻
に
出
し
た
。
 

(

浅
原)

死
ぬ
と
す
ぐ
玄
米
を
鍋
で
た
い
た
。
生
木
三
本
を
立
て
て
、
そ
こ
に
鍋
を
吊
し
、
 

外
で
た
い
た
。

こ
の
枕
め
し
を
死
者
の
枕
の
と
こ
ろ
に
お
く
こ
と
が
一
番
先
だ
っ 

た
。

こ
の
時
の
灰
、
も
え
残
り
を
三
本
辻
に
出
し
た
。(

塩
原)

枕

団

子(

チ
ョ
コ
ダ
ン
ゴ)

ス
エ
ノ
カ
サ(

オ
ツ
ユ
の
お
椀
の
蓋)

に
一
つ

の
白
米
を
石
臼
で
ひ
く
。
石
臼
は
反
対
回
し
に
す
る
。
 

粉
は
臼
の
真
中
に
集
ま
る
。
そ
の
粉
で
チ
ョ
コ
ダ
ン 

ゴ
を
三
組
作
る
。

こ
れ
を
し
ん
ぜ
る
と
死
人
の
枕
を 

取
る
。
楽
に
す
る
と
い
ぅ
。
だ
か
ら
枕
団
子
と
い
、つ
。

枕
団
子
を
ゆ
で
た
汁
は 

枕
飯
の
オ
ツ
ユ
に
す
る
。(

小
平)

米
の
粉
は
石
臼
を
左
回
し
に
し
て(

最
初
だ
け)

、
粉
を
ひ
き
、
庭
に
三
本
マ
タ 

の
棒
を
組
ん
で
、
米
の
粉
の
だ
ん
ご
を
ゆ
で
る
。
そ
の
灰
は
サ
ン
タ
ワ
ラ
パ
シ
に 

の
せ
て
三
本
辻
に
出
す
。
だ
ん
ご
は
二
つ
重
ね
て
死
者
の
枕
元
に
供
ぇ
る
。(

神
梅) 

チ
ョ
コ
ダ
ン
ゴ
は
死
後
す
ぐ
つ
く
り
、
お
ち
ょ
こ
の
上
に
団
子
を
の
せ
る
。
七 

日
七
日
に
つ
く
っ
た
。(

戸
沢)

四
十
九
個
こ
し
ら
ぇ
て
、
葬
式
が
終
わ
る
と
血
の
近
い
人
が
半
紙
に
く
る
ん
で 

も
ら
っ
て
帰
る
。
子
供
に
食
べ
さ
せ
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
い
ぅ
。(

戸
沢)

枕
だ
ん
ご
は
チ
ョ
コ
ダ
ン
ゴ
と
も
い
い
、
二
個
重
ね
て
三
組
作
る
。
水
ノ
ミ
ダ 

ン
コ 

「
七
日
七
日
の
チ
ョ
コ
ダ
ン
コ
」
と
い
っ
て
、
七
日
ご
と
に
基
の
前
に
供
え 

る
。

こ
の
ダ
ン
ゴ
を
下
げ
て
食
べ
る
と
、
か
ぜ
を
ひ
か
な
い
と
い
う
。(

神
梅)

人
か
死
ぬ
と
す
ぐ
枕
め
し
、
枕
た
ん
ご(

三
つ
、
チ
ョ
コ
ダ
ン
ゴ
と
い
う
。
下 

に
チ
ョ
コ
に
し
て
そ
の
上
に
丸
い
ダ
ン
ゴ
を
の
せ
る
の
を
三 

つ 

つ
く
る
わ
け
で 

あ
る)

を
つ
く
る
。
そ
し
て
ナ
ン
ド
に
北
向
き
に
寝
せ
て
二
枚
屛
風
を
逆
さ
に
立 

て
枕
許
に
供
え
た
。

こ
れ
は
葬
式
の
時
ま
で
お
い
て
、
埋
葬
す
る
所
ま
で
持
っ
て 

い
く
。(

浅
原)

㈡

葬 

送

湯
灌 

兄
弟
、
子
供
達
が
や
る
。

ヨ
(

ユ)

モ
ク
ー
湯
沐
—
は
今
夜
六
時
か
ら 

と
い
う
よ
う
に
ツ
ゲ
に
伝
え
さ
せ
る
。
湯
灌
の
湯
は
カ
マ
ド
で
わ
か
す
。
繩
の
夕 

ス
キ
、
オ
ビ
を
着
て
や
る
。(

浅
原)

し
ょ
う
油
樽
に
湯
を
汲
み
、
線
香
を
束
で
い
ぶ
し
な
が
ら
脱
脂
綿
で
男
し
が
上 

の
方
を
、
女
し
が
下
の
方
を
ふ
く
。
ふ
い
た
脱
脂
綿
は
棺
の
下
に
入
れ
る
。
湯
灌 

を
す
る
人
は
血
の
近
い
人
が
や
っ
た
。(

戸
沢)

葬
式
の
前
の
晩
、
隣
組
の
人
が
帰
っ
て
か
ら
、
近
親
者
が
湯
灌
を
し
、
納
棺
を 

す
る
。
男
衆
は
揮
一
つ
に
な
り
、
荒
繩
を
腰
に
巻
き
、
女
衆
は
荒
繩
を
タ
ス
キ
に 

か
け
て
や
る
。
上
半
身
は
男
が
拭
き
、
下
半
身
は
女
か
洗
っ
て
や
る
。

湯
灌
し
た
水
は
川
に
入
ら
な
い
よ
う
に
い
け
る
。
醬
油
樽
は
人
目
に
つ
か
な
い 

よ
う
に
つ
ぷ
す
。(

小
平)

納
戸
の
死
者
の
所
へ
近
身
者
が
集
ま
り
、
遺
体
を
き
れ
い
に
す
る
。
男
は
ふ
ん 

ど
し
姿
で
繩
帯
を
た
て
結
び
に
締
め
、
女
も
薄
着
に
な
り
繩
帯
を
締
め
る
。
や
か 

ん
か
鉄
び
ん
に
水
を
入
れ
て
、
あ
と
か
ら
湯
を
入
れ
て
沸
か
し
、
そ
の
湯
で
ガ
ー 

ゼ
を
濡
ら
し
て
布
団
の
上
の
遺
体
を
は
だ
か
に
し
て
ふ
く
。
線
香
を
た
い
て
匂
い 

を
消
し
、
酒
を
吹
き
か
け
て
遺
体
を
や
っ
て
く
も
む
。
湯
は
し
ょ
う
ゆ
樽
に
入
れ 

て
使
い
、
あ
と
で
親
戚
が
墓
地
へ
運
ん
で
棄
て
た
り
、
底
を
抜
い
て
こ
わ
し
て
、
 

棺
と
一
緒
に
い
け
た
り
す
る
。(

神
梅)

チ
ヨ
コ

ダ
ン
ゴ



ス
テ
バ 

襌
一
本
で
湯
灌
に
使
っ
た
も
の
を
し
ょ
う
油
樽
に
つ
め
て
渡
良
瀬
川 

に
捨
て
て
き
て
、
家
に
帰
っ
て
か
ら
風
呂
に
入
り
、
塩
で
清
め
た
。
ス
テ
バ
は
高
津 

戸
発
電
所
の
近
く
に
あ
っ
た
。
昔
は
馬
の
死
骸
を
捨
て
た
と
こ
ろ
で
間
坂
の
共
有 

山
で
あ
っ
た
。(

戸
沢)

お
通
夜 

昔
は
、
兄
弟
や
子
供
は
起
き
て
い
た
。
葬
式
の
日
ま
で
や
っ
た
。(

小

平)
坊
さ
ん
は
い
い
家
に
し
か
来
な
い
で
、
身
内
の
者
だ
け
で
や
る
。
夜
十
二
時
ご 

ろ
ま
で
。(

神
梅)

タ
ィ
ヤ
の
お
膳 

死
ん
だ
夜(

従
っ
て
子
、
兄
弟
、
親
戚
の
者
な
ど
が
寝
ず
に 

お
通
夜
を
す
る
夜)

湯
灌
を
終
え
て
の
夕
食
を
い
う
。

こ
の
と
き
は
豆
腐
の
厚
揚 

げ
(

ナ
マ
ア
ゲ)

を
お
か
ず
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。(

浅
原)

入
棺 

親
子
兄
弟
な
ど
死
者
に
近
い
も
の
が
立
合
っ
て
納
棺
す
る
。
そ
の
際
、
 

死
者
の
好
ん
で
い
た
も
の
な
ど
入
れ
る
ほ
か
に
、
ズ
タ
袋
を
か
け
さ
せ
、
隠
し
金 

と
い
っ
て
着
物
の
あ
ち
こ
ち
に
銭
を
結
び
つ
け
て
や
る
。
六
文
銭
は
三
途
の
川
の 

渡
し
賃
だ
が
、
こ
の
着
物
に
つ
け
て
い
っ
た
銭
は
、
途
中
で
と
ら
れ
な
い
よ
う
に 

と
い
う
。(

高
津
戸)

以
前
は
立
棺
だ
っ
た
が
、
最
近
は
寝
棺
が
多
い
。
遺
体
の
下
へ
座
布
団
を
入
れ 

た
り
、
回
り
に
又
力
袋
を
か
っ
て
動
か
ぬ
よ
う
に
固
定
す
る
。
棺
の
蓋
は
裁
せ
て 

置
き
、
行
き
会
い
た
い
人
が
い
れ
ば
蓋
を
取
っ
て
会
わ
せ
る
。
棺
巻
き
布
と
、
棺 

か
け
の
布
を
掛
け
て
、
台
の
上
に
前
向
き
に
置
く
。(

神
梅)

棺
は
坐
棺
が
多
い
。
寝
棺
だ
と
死
人
の
足
の
上
に
乗
っ
て
拝
む
こ
と
に
な
る
し
、
 

坐
棺
の
方
が
経
済
的
に
安
い
。(

浅
原)

タ
テ
ガ
ン
が
普
通
で
あ
っ
た
。
土
葬
。(

戸
沢)

経
帷
子
を
左
前
に
着
せ
、
裾
の
と
こ
ろ
に
六
道
銭
を
入
れ
て
や
る
。
六
道
銭
は 

今
で
は
紙
で
で
き
て
い
る
。

そ
の
人
の
生
前
の
好
み
の
物
を
入
れ
て
や
る
〇
煙
草
好
き
に
は
胴
乱
や
キ
セ
ル 

を
入
れ
る
。
た
だ
し
酒
だ
け
は
入
れ
な
い
。
仏
様
が
に
ぎ
や
か
だ
と
か
、
異
常
の 

子
が
生
ま
れ
る
と
い
、っ
。(

小
平)

晒
し
を
一
疋(

二
反)

買
っ
て
き
て
経
帷
子
を
作
る
。
戻
し
針
を
し
な
い
し
、
 

結
び
も
作
ら
な
い
。
物
差
も
使
わ
な
い
。
出
来
上
っ
た
も
の
は
釘
に
掛
け
る
。
だ 

か
ら
新
し
い
着
物
を
釘
に
掛
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。(

小
平)

カ
タ
ビ
ラ
を
縫
う
時
は
麻
の
糸
で
結
び
目
を
つ
く
ら
ず
に
皆
が
寄
っ
て
縫
っ 

た
。(

戸
沢)

カ
ク
シ
ゼ
ニ 

棺
に
は
文
久
銭
を
キ
ョ
ウ
カ
タ
ビ
ラ
の
端
に
麻
で
し
ば
っ
て
入 

れ
て
や
っ
た
。

こ
れ
を
も
っ
て
あ
の
世
に
行
く
の
だ
が
、
途
中
で
み
つ
か
る
と
エ 

ン
マ
様
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
。
死
ん
で
い
っ
て
あ
の
世
で
の
小
遺
銭
で
あ 

る
。
そ
の
他
棺
に
は
普
段
使
っ
て
い
た
も
の
を
入
れ
て
や
る
。(

浅
原)

頭
陀
袋 

頭
陀
袋
の
中
に
は
六
文
銭
を
入
れ
た
。
三
途
の
川
を
渡
る
時
の
渡
り 

賃
が
六
文
だ
と
い
、っ
。
六
文
銭
の
他
に
栗
の
穂
を
入
れ
た
。
粟
の
粒
は
小
さ
い
の 

で
、
死
者
が
そ
れ
を
数
え
て
い
て
シ
ャ
バ
に
帰
っ
て
こ
ら
れ
な
い
ょ
う
に
す
る
た 

め
。(

二
軒
在
家)

死

装

束

遺
体
に
は
男
は
わ
ら
じ
、
女
は
ぞ
う
り
を
は
か
せ
る
。
カ
タ
ビ
ラ
は
さ 

ら
し
布
を
、
し
ま
い
を
結
ば
な
い
で
縫
い
放
し
に
し
て
作
り
、
左
前
に
着
せ
る
。
 

手

甲•

脚
絆
に
杖(

長
さ
約
一m
)

を
持
た
せ
る
。(

神
梅)

飾
り
団
子 

六
個
の
団
子
と
も
い
う
。
前
日
に
作
っ
て
お
き
、
式
の
当
日
に
飾 

る
。
六
升
の
米
を
ひ
い
て
作
っ
た
。
ひ
き
方
は
、
秋
団
子
と
違
っ
て
普
通
で
あ
る
。
 

竹
の
串
に
六
個
の
団
子
を
さ
し
た
も
の
を
六
本
、
両
側
に
供
え
る
の
で
、
団
子 

は
七
十
二
個
に
な
る
。
団
子
は
麦
藁
を
ま
る
め
た
芯
に
つ
け
る
。
芯
の
頭
に
は
色 

紙
で
作
っ
た
花(

赤
で
花
、
青
で
葉
を
作
り
、
竹
を
割
っ
て
は
さ
ん
で
花
の
形
に 

し
た
も
の)

を
さ
す
。(

小
平)

葬
式
の
日
に
、
と
い
だ
米
の
粉
三•

五
升
ま
た
は
四•

五
升
を
こ
ね
て
、
四
十 

九
個
の
飾
り
だ
ん
ご
を
作
る
。
径
一
寸
ぐ
ら
い
の
だ
ん
ご
を
七
個
ず
つ
串
に
さ
し 

て
、
高
さ

30
cm
、
径

15
cm
ほ
ど
の
麦
わ
ら
束
に
さ
し
、
麻
紐
で
し
ば
っ
て
立
て
、
 

上

に

金•

銀
紙
や
色
紙
で
花
を
作
っ
て
か
ぶ
せ
て
飾
る
。
二
つ
作
っ
て
祭
壇
の
前 

に
飾
る
が
、
最
近
は
皿
に
盛
っ
て
供
え
る
家
も
あ
る
。
だ
ん
ご
は
あ
と
で
近
い
親 

戚
や
隣
組
に
配
る
。(

神
梅)



道
具 

葬
列
の
道
具
は
そ
の
日
に
組
の
者
が
作
る
。
前
日
に
は
作
る
な
とV

っ
。
 

午
前
十
時
の
出
棺
だ
と
間
に
合
わ
な
い
の
で
、
出
せ
な
い
時
だ
け
、
前
日
に
用
意 

す
る
。
花

籠(

色
紙
や
小
銭
を
入
れ
る)

、
六
角
塔
婆
、
六
地
蔵
、
四
本
旗
、
穴
回 

り
す
る
竹
と
旗
、
シm

ウ
コ
ウ
バ
ナ(

長
さ

15
cm
ぐ
ら
い
の
竹
に
色
紙
を
付
け
る) 

な
ど
を
作
る
。(

神
梅)

共
有
の
物
が
あ
り
、
使
用
し
た
家
で
預
か
っ
て
置
い
て
、
次
の
家
の
時
に
送
る
。

(

淋
雕)

床
番 

葬
式
の
穴
掘
り
を
床
番
と
い
い
、
六
人
ず
つ
組
ん
で
順
番
に
当
る
。
家 

の
女
衆
が
妊
娠
し
て
い
れ
ば
除
外
さ
れ
る
。(

深
沢)

穴
掘
り
は
穴
掘
帳
面
が
で
き
て
い
て
、
順
番
に
や
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
、
妊 

娠
し
て
い
る
家
は
の
ぞ
く
。
穴
掘
り
は
四
人
で
や
っ
た
。
昔
は
穴
掘
り
銭
を
村
中 

か
ら
集
め
て
歩
き
、
掘
っ
て
く
れ
た
人
に
や
っ
た
。
昭
和
五
年
頃
、
穴
掘
り
銭
は 

一  

銭
で
あ
っ
た
。(

上
桐
原)

穴
掘
り
は
六
人(

四
人
、
五
人
の
所
も
あ
る)

が
、
順
回
り
の
番
で
当
り
、
施 

主
の
決
め
た
所
に
穴
を
掘
る
。
順
番
な
の
で
女
世
帯
で
は
女
も
出
る
。
穴
は
必
ず 

当
日
掘
り
、
ト
メ
穴
は
で
き
な
い
。

穴
掘
り
道
具
は
共
有
物(

非
常
小
屋
に
預
け
て
置
く)

ま
た
は
施
主
の
物
を
使 

う
。
使
っ
た
道
具
は
一
週
間
墓
地
に
置
い
て
、
七
日
に
家
へ
持
っ
て
来
る
。

穴
番
に
は
清
め
の
酒
と
、
ム
ス
ビ•

お
か
ず
も
出
す
か
、
余
す
も
の
で
は
な
い 

の
で
、
小
さ
い
も
の
を
出
し
、
残
さ
ず
食
べ
る
。(

神
梅)

寅

久

保(

第
十
七
区)

一
〜
三
班
で
は
穴
掘
り
順
番
帳
が
あ
っ
て
、
上
の
組
一 

人
、
下
の
組
一
人(

家
族
に
妊
婦
が
あ
る
と
除
く)

、
石
の
多
い
所
に
墓
が
あ
る
と 

四
人
で
掘
る
。
穴
掘
り
は
必
ず
葬
儀
の
そ
の
日
、
朝
か
ら
出
て
掘
り
、
掘
っ
て
お 

く
こ
と
は
し
な
い
。
前
日
に
掘
っ
た
穴
は
ト
メ
ア
ナ
と
い
い
、
い
け
な
い
こ
と
と 

さ
れ
て
い
る
。
葬
式
が
続
い
た
場
合
、
第
一
回
に
掘
っ
て
同
じ
隣
組
内
で
次
の
と 

き
は
掘
ら
な
い
。
同
じ
人
は
続
い
て
掘
ら
ず
、
掘
る
人
が
交
代
す
る
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。
二
つ
あ
る
こ
と
は
三
つ
あ
る
と
い
っ
て
、
同
じ
隣
組
で
二
年
続
い
て
葬 

式
が
あ
っ
た
と
き
、
年
を
越
え
て
も
同
じ
人
が
二
回
続
い
て
掘
る
こ
と
は
し
な
い
。

穴
掘
り
道
具
は
施
主
の
家
の.
ナ

タ•

ト
ウ
グ
ワ•

シ
ャ
ベ 

ル
等
を
用
い
、
使
用 

後
一
七
日
の
間
、
穴
を
掘
っ
た
所
に
置
く
。
オ
キ
ヨ
メ
と
い
っ
て
ツ
マ
ミ
、
酒
を 

出
し
途
中
に
飲
ん
で
作
業
を
す
る
。
穴
掘
り
は
い
や
な
こ
と
な
の
で
順
番
に
し
た 

と
い
、っ
。
穴
掘
り
に
報
酬
は
な
い
。(

浅
原)

村
中
六
十
何
軒
で
順
番
に
穴
掘
り
に
当
る
。
六
人
だ
っ
た
が
、
四
人
に
な
っ
た
。
 

穴
番
に
は
清
め
酒
が
出
て
、
穴
を
掘
る
。
穴
番
が
葬
列
の
時
に
墓
標
を
担
ぎ
、
音 

頭
取
り
に
な
る
。(

神
梅)

穴
っ
堀
り
は
隣
保®

単
位
で
お
こ
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
む
ら
の
上
に
不
幸
が 

あ
っ
た
場
合
に
は
、
下
の
隣
保
班
か
ら
穴
っ
堀
り
が
で
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

む
か
し
は
、
大
勢
の
人
を
た
の
ん
だ
。
以
前
は
二
隣
保
班
の
人
が
出
た
が
、
現
在 

は
一
隣
保
班
の
人
が
出
る
ょ
ぅ
に
な
っ
て
い
る
。

一
回
で
四
、
五
人
で
穴
掘
り
を
し
た
。
穴
っ
堀
り
の
人
が
棺
を
か
つ
い
だ
こ
と 

も

あ
っ
た(

四
人
で
か
つ
ぐ)

。

穴
っ
堀
り
の
人
に
は
、
清

め
(

酒)

を
出
し
た
。
ま
た
、
わ
ら
じ
せ
ん
も
出
し 

た
。(

浅
原)

葬
式
は
穴
ば
ん
が
音
頭
と
り
。
穴
ば
ん
は
隣
組
の
人
と
は
別
に
、
帳
面
が
あ
っ 

て
、
寺
で
決
め
る
。
こ
ん
だ
は
あ
の
人
を
頼
も
ぅ
、

っ
て
こ
と
に
な
る
。
穴
ば
ん 

か
あ
れ
ば
、
全
部
世
話
し
て
く
れ
る
か
ら
ら
く
だ
。
今
で
も
あ
る
。

お
ら
が
方
は
自
然
消
滅
し
た
。(

以
上
中
、
下
神
梅)

穴
掘
り
の
時
に
ボ
ヤ
で
た
き
火
を
す
る
。
墓
を
埋
め
る
時
も
火
を
燃
し
て
、
灰 

を
墓
に
か
け
る
。(

神
梅)

本
膳 

昼
食
を
本
膳
に
し
て
食
べ
て
も
ら
、っ
が
、
ブ
ッ
ツ
ケ
本
膳
に
し
て
早
く 

す
ま
せ
た
り
、
七
日
の
膳
も
、
ブ
ッ
ツ
ケ
ハ
ダ
ン
と
い
っ
て
、
そ
の
日
に
略
し
て 

す
る
家
も
多
い
。
野
辺
送
り
か
ら
帰
っ
て
食
べ
る
。(

神
梅)

葬
式
の
日
の
食
事
と
し
て
、
御
飯
に
豆
腐
汁
と
生
掲
げ
を
出
す
。

こ
れ
を
本
膳 

と
い
、っ
。
手
伝
い
の
人
に
は
、
朝
食
が
わ
り
に
、
ま
た
式
の
前
に
く
る
親
威
に
も 

出
す
。(

小
平)

飯
•

豆
腐
汁•

ガ
ン
モ
ド
キ(

平
椀)
•

煮
豆
な
ど
が
付
く
。
隣
組
の
大
人
も



子
共
も
坐
る
。
膳
椀
は
二
、
三
軒
の
倉
の
あ
る
家
が
持
っ
て
い
て
、
共
同
の
も
の 

i

な
い
。(

神
梅)

オ
チ
ツ
キ
坊
さ
ん
が
来
る
と
、
オ
チ
ツ
キ
と
言
っ
て
団
子
で
汁
粉
を
出
す 

そ
の
後
で
お
茶
を
出
す
。
お
茶
を
下
ガ
る
と
読
経
に
な
る
。(

小
平) 

、
 

坊
さ
ん
が
来
る
と
、
お
茶
を
出
し
、
落
チ
ツ
キ
と
し
て
粉
餅•

吸
い
物
を
出
し 

本
善
こ
坐
っ
て
も
ら
ぅ
。
食
事
後
、
拝
み
始
め
る
。(

神
梅) 

、
 

オ
ベ
ン
ト
ウ
僧
侶
が
お
経
を
あ
げ
て
い
る
間
に
、
重
箱
に
飯
を
入
れ
箸
二 

本
で
隣
組
の
代
表
の
人
が
は
さ
ん
で
参
列
者
全
部
に
や
り
オ
テ
ノ
ク
ボ
で
た
ハ 

る
。(

浅
原)

焼
香i

家
の
中
で
親
族
だ
け
の
焼
香
を
し
、
庭
の
と
こ
ろ
で
外
来
者
の
馨
が 

ち
る
〇
、
ヽ
エ,
ー
 

ノ

葬
儀
の
知
ら
せ 

近
所
の
人
が
念
仏
鉦
を
た
た
い
て
回
る
と
、
村
中
の
人
力
集 

ま
っ
て
参
列
す
る
。(

下
神
梅)

葬
列
の
役
割
役
割
は
前
に
決
ま
っ
て
い
る
。
施

主

が

廣

、
膳
は
そ
のS

 

合
い
。
松
明
と
提
灯
は
身
内
の
人
。
松
明
、
提
灯
、
棺
、
位
牌
膳
の
順
序
で
あ 

るG 
(

小
平) 

,

高
張
提
灯(

身
内
の
者)

、
位

牌
(

後
継
ぎ
の
子
か
、
施
主
が
持
つ)

膳
(

看 

病
し
た
女)

、
六
地
蔵
、
花
籠
、,̂
^

タ
ツ
、
の
ぼ
り
旗
、
棺
(

穴
番
の
人
が
六
人
い 

て
四
人
ず
つ
交
代
し
て
担
ぐ)

、
一
般
の
人
の
順
で
行
列
を
組
む
。
子
の
葬
式
に
は 

親
は
見
送
り
し
な
い
。
露
払
い
は
出
な
い
。(

神
梅)

1

六
地
蔵 

隣
組
み
の
人
が
行
列
の
前
に
墓
へ

2

灯

籠
 

親
戚
の
人

3

四

旗
 

親
戚
の
人

4

花
か
ご 

組
の
人

5

天

蓋
 

目
上
の
人

6

膳 

長
男
の
嫁

7
 

立

牌

,

長
男

8

棺

. 

組
合
の
人

9

墓

標
 

親
戚
代
表

〇 

(

高

賛
)

出
棺 

坊
さ
ん
が
ド
ラ
を
ジ
ャ
ジ
ャ
ン
ボ
ー

ン
と
鳴
ら
す
の
を
合
図
に
出
棺 

と
な
る
。
そ
の
た
め
、
葬
式
の
こ
と
をr

ジ
ャ
ン
ボ
ー

ン
」
と
い
う
。
坊
さ
ん
は 

墓
地
へ
行
か
な
い
が
、
行
く
所
も
ぁ
っ
て
、
そ
こ
で
は
穴
回
り
す
る
い
っ
ぱ
い
ド 

ラ
を
鳴
ら
す
。
出
る
時
に
竹
鳥
居
は
く
ぐ
ら
せ
な+

っ。が
しP
神
梅) 

、
 

親
族
や
組
の
者
が
庭
に
降
り
て
葬
列
を
組
む
。

竜
頭2

、
花
籠2

の
ほ
り4
 

六
地
蔵
、
六§

婆
、
メ
ハ
ジ
キ
な
ど
は
組
の
人
が
作
っ
て
置
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ 

持
ち
、
葬
列
を
組
む
。
庭
に
竹
四
本
を
立
て
て
、
そ
の
回
り
を
三
回
半
回
り
墓 

地
に
行
く
。
家
に
ょ
っ
て
、
墓
地
へ
行
っ
て
か
ら
、
穴
回
り
を
三
回
半
す
る
こ
と 

も
ぁ
る
。(

神
梅)

座
敷
か
ら
緣
側
へ
そ
こ
か
ら
出
棺
す
る
か
、
そ
の
と
き
相
続
人
は
肩
に
サ
ラ
シ 

の
梓
の
ょ
う
な
布
を
か
け
て
出
る
。
嫁
は
頭
に
三
角
の
布(

ツ
ノ
カ
ク
シ)

を
つ
け 

る
。(

浅
原)

’

官i

緣
側
か
ら
出
る
。
庭
で
ア
ナ
マ
ワ
り
と
い
っ
て
左
廻
り
に
三
回
半
廻
っ
た 

そ
こ
で
坊
さ
ん
が
拝
ん
で
引
導
を
わ
た
し
墓
地
へ
行
っ
た
。(

上
桐
原)

親
し
い
男
性
は
紙
で
作
っ
た
カ
ン
ム
り
を
つ
け
る
。
施
主
は
布
の
カ
ン
ム
り
を 

つ
け
る
。(

小
平) 

、
 

ア
ナ
マ
ワ
リ
棺
は
穴
掘
り
の
人
が
か
つ
ぐ
が
、
庭
に
出
て
か
ら
左
廻
り
で
三 

W

り̂

^

る
。

こ
れ
を
ア
ナ
廻
り
と
い
う
。
竹
を
四
本
立
て
、
寺
か
ら
借
り
た
ハ 

夕
を
立
て
そ
の
週
り
を
廻
る
。
そ
の
と
き
行
列
は
ハ
ナ
カ
ゴ
な
ど
持
っ
て
廻
っ
た 

亍
利

7)
頃
番±

曽
呂
が
指
示
す
る
。
そ
し
て
墓
地
に
行
く
に
は
紙
で
作
っ
た
ハ
ナ 

才
をi

n
i

に
は
さ
み
こ
れ
を
は
い
て
行
っ
た
。
肩
に
は
紙
で
作
っ
た
カ
ミ
シ
モ
を 

か
ナ
て
行
く
。

こ
れ
ら
は
墓
地
に
置
い
て
き
た
。(

浅
原)

穴
の
回
り
に
四
本
の
竹
を
立
て
、
半
紙
四
枚
を
張
り
合
わ
せ
た
紙
に
坊
さ
ん
力 

書
い
た
も
の
を
広
げ
て
四
隅
を
カ
ン
ジ
ョ
り
で
止
め
て
蓋
に
す
る
。
葬
列
は
穴
マ 

ワ
リ
を
三
回
半
回
る
。(

神
梅)

庭
で
や
る
。
葉
の
つ
い
た
竹
を
四
本
た
て
、
そ
れ
に
、
車
西
南
北
と
南
無
阿
弥



陀
仏
と
書
い
た
紙
を
張
り
、
こ
の
回
り
を
和
尚
が
先
導
し
て
左
回
り
三
回
半
を
や 

る
。

こ
の
時
、
大
人
の
場
合
に
は
花
籠
を
振
る
。
昔 

は
一
銭
銅
貨
で
、
今
で
は
十
円
銅
貨
。

こ
の
銭
を 

捨
っ
て
鉤
竹
に
吊
る
す
と
緣
起
が
よ
い
と
い
ぅ
。
 

年
寄
り
の
人
の
を
拾
ぅ
と
長
生
き
す
る
と
も
い
、っ
。
 

ま
た
、
種
銭
に
す
る
。
(

小
平)

ま
き
銭
花
か
ご
の
中
に
入
れ
る
金
の
こ
と
で
、

近
親
者
が
出
す
。
今
は
百
円
玉
で
千
円
か
ら
二
千
円
ぐ
ら
い
入
れ
る
。

「
供
養
せ 

ん
」
と
も
い
う
。(

塩
原)

花
籠
の
中
に
文
久
銭
を
い
れ
て
、
ま
い
て
歩
っ
た
。(

間
坂)

ミ
オ
ク
リ 

野
辺
送
り
の
こ
と
を
ミ
オ
ク
リ
と
い
う
。(

戸
沢)

野
辺 

出
棺
し
て
野
辺
に
出
る
時
は
、
馬
を
鳴
か
せ
る
な
、
あ
と
を
引
く
か
ら
。
 

馬
に
は
餅
を
う
ん
と
食
わ
せ
て
お
け
と
い
、っ
。(

神
梅)

墓
地
に
着
く
と
、
穴
の
中
に
棺
を
お
ろ
し
て
土
を
か
け
る
。
埋
め
た
土
の
上
に
、
 

ノ
ベ
の
灰
を
か
け
る
。
ノ
ベ
の
火
は
穴
掘
り
の
時
か
ら
、
ボ
ヤ
を
焼
し
て
お
く
。
 

竹
を
七
つ
に
割
っ
て
貝
ハ
ジ
キ
を
作
っ
て
、
土
の
上
に
六
本
折
り
曲
げ
て
さ
し
、
 

一
本
を
ハ
ジ
ィ
テ
立
て
て
置
く
。
オ
オ
カ
ミ
除
け
、
マ
ミ
除
け
と
い
う
。(

神
梅)

S

 

半
紙
で
草
履
の
形
を
作
り
、靴
の
と
こ
ろ
に
入
れ
て
野
辺
送
り
に
行
く
。
 

そ
の
紙
は
墓
場
に
置
い
て
く
る
。
そ
れ
拾
っ
て
尻
を
ふ
く
と
痔
が
な
お
る
と
い
う
。
 

(

小
平)

出
棺
後 

棺
が
出
る
と
、
竹
笹
の
箒
で
掃
き
出
す
。
掃
き
出
す
の
は
隣
組
の
女 

衆
か
や
る
。
そ
し
て
メ
カ
ィ
を
座
敷
に
転
か
す
。
そ
う
す
る
と
家
族
が
淋
し
く
な 

い
と
い
、っ
。(

小
平)

座
敷
を
親
の
そ
ろ
っ
た
子
供
が
、
男
と
女
で
は
き
出
す
。
隣
組
の
者
が
一
七
日 

の
飾
り
付
け
を
す
る
。(

神
梅)

埋
葬 

棺
を
穴
の
中
に
降
ろ
す
時
は
、
縛
っ
た
繩
を
持
っ
て
下
げ
る
。
そ
の
繩 

を
、
刃
を
向
こ
う
に
向
け
た
刃
物
で
切
る
。
そ
の
後
、
親
族
が
土
を
少
し
埋
め
て
、

あ
と
穴
番
の
者
が
埋
め
る
。X

神
梅)

お
墓
に
行
っ
て
和
尚
が
拝
む
。
棺
を
穴
に
吊
る
し
こ
む
。
そ
こ
で
施
主
が
緣
切 

り
綱
を
切
る
。
線
香
を
一
本
ず
つ
コ
ウ
ロ
ウ
に
さ
し
て
、
土
を
か
け
る
。(

小
平)

埋
葬
す
る
と
相
続
人
が
魔
除
け
の
刀
を
腰
に
さ
し
て
い
っ
た
の
を
抜
き
、
棺
を 

さ
げ
て
い
た
繩
を
切
る
。

エ
ン
キ
り
繩
と
い
ぅ
。
そ
の
あ
と
参
列
者
が
少
し
ず
つ 

土
を
か
け
、
次
で
穴
を
掘
っ
た
人
が
残
り
全
部
を
か
け
る
。
家
に
帰
っ
て
く
る
と 

塩
を
撒
き
、
御
幣
で
ハ
ラ
ィ
、
庭
に
転
が
し
て
お
い
た
臼
に
腰
を
か
け
、
タ
ラ
ィ 

の
水
で
足
を
洗
っ
た
。(

浅
原)

エ
ン
キ
リ 

棺
を
は
こ
ぶ
の
に
使
っ
た
竹
を
ア
ト
ト
り(

相
続
人)

が
切
る
。
 

こ
れ
を
エ
ン
キ
り
と
い
ぅ
。(

戸
沢)

埋
け
る
場
所
に
清
水
が
湧
き
出
た
り
す
る
と
、
棺
の
上
に
大
き
な
石
を
の
せ
て 

浮
き
あ
が
る
の
を
防
い
だ
こ
と
も
あ
る
。(

上
桐
原)

新

墓

の

葬

送

施

設
(

深
沢)

メ
ハ
ジ
キ 

大
ハ
ジ
キ
と
も
い
ぅ
。
埋
葬
後
、
親
戚
の
人
が
帰
る
と
、
隣
組
の 

人
が
や
る
。
竹
を
割
っ
て
、
土
饅
頭
の
上
に
弓
形
に
さ
す
。
そ
の
場
合
、
青
い
の 

が
内
側
に
な
る
よ
ぅ
に
さ
す
。
割
竹
の
中
心
か
ら
荒
繩
で
石
を
さ
げ
る
。
石
の
下 

に
は
お
膳
を
置
い
て
お
く
が
、
石
が
落
ち
て
、
お
膳
が
早
く
こ
わ
れ
る
方
が
よ
い

新墓(深朽)

(長沢利明撮影)



と
い
、っ
。
膳
の
下
に
は
平
ら
な
石
を
置
く
が
、
こ
れ
を
サ
ゴ
石
と
い
ぅ
。

メ
ハ 

ジ
キ
は
墓
荒
し
を
防
ぐ
た
め
に
す
る
。
テ
ン
死
人
を
か
じ
る
と
い
っ
て
一 

霍

が

っ

た

。

以
上
は
狸
原
と
茂
木
の
や
り
方
で
あ
る
が
、
下
の
谷
田
で
は
丸
竹
の
上
部
を 

割
っ
て
さ
す
。
膳
は
メ
ハ
ジ
キ
の
外
に
供
え
る
。

メ
ハ
ジ
キ
は
、
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
き
、
改
め
て
片
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
し 

な
い
。

一
周
忌
に
な
る
と
風
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。(

小
平)

ハ
カ
ナ
オ
ン
を
す
る
と
き
或
は
埋
め
て
す
ぐ
棺
を
か
つ
い
だ
竹
を
四
つ
に
割
っ 

て•

曲
げ
て
メ
ハ
ジ
キ
を
つ
く
っ
て
立
て
る
。
山
犬
に
掘
ら
れ
ぬ
よ
う
に
す
る
の 

で
ぁ
る
。(

浅
原)

葬
式
の
日
に
棺
を
か
つ
い
だ
竹
を
使
っ
て
犬
が
掘
ら
な
い
よ
う
に
メ
ハ
ジ
キ
を 

こ
し
ら
え
た
。

メ
ハ
ジ
キ
は
一
日
だ
け
。(

二
軒
在
家)

竹
を
七
つ
に
割
っ
て
、
六
本
を
曲
げ
て
墓
の
上
に
さ
し
、

一
本
を
は
じ
い
て
立 

て
る
。
盛
り
土
の
上
に
ノ
ベ
の
灰
を
か
け
て
置
く
。(

神
梅)

四
十
九
院(

印)

葬
式
の
前
に
寺
に
い
っ
て
書
い
て
も
ら
う
小
さ
な
塔
婆
で
、
 

七
本
木
と
同
じ
よ
う
な
も
の
、
四
十
九
日
ま
で
每
日
持
っ
て
い
く
、
四
十
九
日
に 

は
七
本
木
を
持
参
し
、
百
日
目
は
塔
婆
の
た
て
は
じ
め
、
三
十
三
年
忌
は
塔
婆
の 

た
て
じ
ま
い
と
い
い
、
杉
塔
婆
を
た
て
る(

高
津
戸)

今
で
は
四
十
九
院
と
い
っ
て
、
土
饅
頭
に
囲
い
を
す
る
。

こ
の
場
合
は
メ
ハ
ジ 

キ
を
し
な
い
。
四
十
九
院
は
丁
寧
な
葬
式
の
と
き
に
や
る
。(

小
平)

ノ
ガ
エ
リ 

野
辺
か
ら
帰
る
と
、
家
の
入
口
に
臼
を
横
に
描
い
た
絵
が
貼
っ
て 

あ
り
、
そ
こ
で
塩
を
ふ
り
か
け
て
、
た
ら
い
で
足
を
洗
う
ま
ね
を
し
て
、
身
を
清 

め
る
。
座
敷
に
上
っ
て
、
清
メ
の
冷
や
酒
を
一
杯
だ
け
飲
む
。(

神
梅)

野
辺
送
り
か
ら
帰
る
と
、
玄
関
先
に
用
意
さ
れ
て
い
る
洗
面
器
の
水
で
手
を
洗 

い
、
塩
で
清
め
る
。
そ
の
後
、
冷
酒
を
盃
に
一
杯
飲
ん
で
も
ら
う
。(

小
平) 

墓
直
し 

今
は
野
辺
か
ら
帰
っ
た
夜
、
身
内
の
者
が
墓
直
し
に
行
く
。
念
仏
の 

水
を
持
っ
て
供
え
に
行
き
、
青
竹
を
七
本
に
割
っ
て
一
本
を
立
て
た
ま
ま
、
他
の 

六
本
を
折
り
曲
げ
て
土
に
さ
し
、
メ
ハ
ジ
キ
を
作
る
。
割
っ
た
竹
を
土
ま
ん
じ
ゅ 

、っ
の
上
に
四
角
に
並
べ
、
正
面
に
横
に
何
本
も
並
べ
て
階
段
を
作
る
。
墓
前
に
花 

を
さ
し
て
き
れ
い
に
飾
る
。
土
ま
ん
じ
ゅ
う
は
高
い
ほ
ど
ょ
い
。
う
ん
と
食
っ
た 

人
だ
と
い
う
。(

神
梅)

四
十
九
位
や
四
方
鳥
居
は
葬
儀
屋
で
買
っ
て
、
墓
の
上
に
置
く
。(

神
梅) 

家
に
帰
っ
て
き
て
客
は
オ
キ
ョ
メ
の
膳
に
つ
く
。
そ
の
間
に
親
戚
の
者
行
っ
て 

ハ
カ
ナ
オ
シ
を
す
る
。

ハ
カ
ナ
オ
シ
は
埋
葬
直
後
に
す
る
家
も
あ
る
。
墓
直
し
に 

行
っ
て
い
る
間
に
、
近
所
の
人
が
残
っ
て
い
て
位
碑
を
飾
り
直
し
た
あ
と
僧
侶
に 

拝
ん
で
も
ら
う
。

こ
れ
を
七
日
の
お
経
と
い
う
。
葬
式
の
次
の
日
を
ナ
ノ
カ
と
い 

い
こ
れ
を
葬
式
の
当
日
や
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
ブ
ッ
ツ
ケ
ナ
ノ
カ
と
い
う
。
従
っ 

て
今
で
は
オ
キ
ヨ
メ
を
や
っ
て
い
る
間
に
七
日
の
お
経
を
あ
げ
る
わ
け
で
あ
る
。
 

(

浅
原)

葬
式
の
夕
方
、
近
親
が
行
っ
て
や
る
。
杉
の
葉
を
持
っ
て
い
っ
て
、
土
饅
頭
の 

回
り
を
囲
い
、
垣
根
を
作
る
。(

小
平)

墓
直
し
の
時
、
川
原
な
ど
か
ら
サ
ゴ
石
を
拾
っ
て
来
て
、
位
牌
の
台
石
と
し
て 

土
盛
り
の
上
に
置
く
。

こ
の
石
は
後
ま
で
残
る
。(

神
梅)

ト
ム
ラ
ィ
の
翌
日
に
墓
な
お
し
を
や
っ
た
。
土
ま
ん
じ
ゅ
う
を
整
地
し
、
杉
の 

葉
を
ふ
せ
て
竹
を
は
さ
む
。(

二
軒
在
家)

七
日
の
膳 

野
辺
送
り
の
間
に
女
衆
が
座
敷
の
用
意
を
し
て
お
く
。
清
め
が
す 

む
と
す
ぐ
に
座
敷
に
上
が
っ
て
も
ら
い
七
日
の
膳
に
な
る
。
和
尚
に
は
そ
の
時
、
 

七
日
の
拝
み
ま
で
し
て
も
ら
う
。,



昔
は
、
魚
は
出
な
か
っ
た
が
、
今
で
は
魚
の
パ
ッ
ク
で
や
る
。
そ
の
他
、
里
芋 

や
キ
ン
ピ
ラ
が
出
る
。

酒
は
最
初
の
一
杯
だ
け
が
冷
酒
で
、
あ
と
は
爛
酒
に
な
る
。

下
手
を
す
る
と
御
祝
儀
以
上
で
、
年
寄
り
の
時
な
ど
は
天
寿
を
全
う
し
た
と
い 

う
の
で
歌
ま
で 
で
る
こ
と
も
あ
る
。

七
日
の
膳
に
坐
っ
た
と
き
、
引
き
物
の
外
に
、
位
牌
と
飾
り
団
子
を
二
つ
ぐ
ら 

い
紙
に
包
ん
で
渡
す
。
位
牌
は
紙
の
も
の
で
、
和
尚
に
頼
ん
で
葬
式
の
時
に
持
っ 

て
き
て
も
ら
う
。(

小
平)

ブ
ツ
ツ
ケ
七
日 

野
辺
送
り
か
ら
帰
る
と
手
を
き
ょ
め
、
家
に
入
る
と
本
膳
が 

出
さ
れ
る
。

こ
れ
を
「
ブ
ッ
ツ
ケ
七
日
」
と
い
、っ
。
七
日
目
に
は
近
所
や
近
い
親 

戚
が
集
ま
っ
て
七
日
の
行
事
を
す
る
。(

塩
原)

四
十
九
杯 

七
日
の
膳
の
あ
と
、
お
布
施
と
引
き
物
の
他
に
、
白
米
を
ス
エ
ノ 

カ

サ(

椀
の
蓋)

で
四
十
九
杯
計
っ
て
、
新
し
く
作
っ
た
晒
の
袋
に
入
れ
て
、
和 

尚
に
持
っ
て
い
っ
て
も
ら
う
。
そ
れ
を
四
十
九
杯
と
言
っ
て
い
る
。
お
寺
で
、
四 

十
九
日
の
間 

新
仏
に
供
え
て
く
れ
る
と
い
う
。(

小
平)

念
仏 

墓
場
か
ら
帰
っ
て
、
ブ
ツ
ツ
ケ
七
日
の
お
経
が
す
ん
で
、
組
の
人
や
親 

戚
の
者
が
念
仏
を
す
る
。
親
戚
や
身
近
の
人
が
、
桶
に
水
を
お
き
、

一
方
コ
ッ
プ 

を
二
つ
三
つ
置
い
て
、
そ
れ
を
コ
ッ
プ
に
入
れ
、
次
で
こ
れ
を
別
の
桶
に
入
れ
る 

と
い
う
事
を
ひ
っ
き
り
な
し
に
繰
返
す
。
音
頭
と
り
が
い
て
十
三
念
仏
が
す
ん
だ 

と
こ
ろ
で
念
仏
ダ
マ
と
い
っ
て
、
強
飯
を
ふ
か
し
た
握
飯
、
煮
し
め
を
配
っ
た
。

(

今
は
お
茶
菓
子
と
な
っ
て
い
る)

こ
れ
は
概
ね
念
仏
の
真
中
頃
で
い
わ
ば
中
休 

み
で
あ
る
。
そ
こ
に
居
る
人
に
も
念
仏
ダ
マ
を
や
る
家
も
あ
る
。
昔
は
念
仏
を
始 

め
る
前
に
カ
ネ
を
た
た
い
た
。

こ
れ
を
聞
い
て
、
念
仏
が
始
ま
る
と
い
う
わ
け
で 

子
供
が
集
ま
っ
た
。

こ
れ
ら
に
も
念
仏
ダ
マ
を
出
し
て
や
り
、
子
供
は
そ
れ
を
楽 

し
み
に
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。(

浅
原)

葬
式
後
の
夕
方
、
男
衆
が
主
体
で
や
る
。
鉦
を
叩
い
て
、
十
三
仏
を
唱
和
す
る
。
 

最
初
三
べ
ん
が
え
し
を
三
回
や
り
、
十
三
仏
を
十
三
回
唱
え
る
。(

小
平)

念
仏 

夕
方
、
身
内
の
者
や
近
所
の
人
が
寄
っ
て
、
念
仏
を
唱
え
る
。
夜
、
近

親
者
が
念
仏
の
水
あ
げ
に
、
墓
参
り
に
行
く
。(

神
梅)

念
仏
玉 

葬
式
を
出
し
た
あ
と
、
念
仏
供
養
を
す
る
が
、
そ
の
時
に
赤
飯
を
握
っ 

て
茶
椀
く
ら
い
の
大
き
さ
の
真
丸
い
念
仏
玉
を
作
り
、
念
仏
を
す
る
人
々
に
配
る
。
 

食
い
き
れ
な
い
ほ
ど
大
き
い
。
最
近
は
ま
ん.
じ
ゅ
う
を
使
う
ょ
う
に
な
っ
た
。(

神 

梅)
六
個
の
団
子
の
あ
ま
り
の
粉
で
念
仏
団
子
を
作
り
、
念
仏
を
申
し
て
く
れ
る
人 

に
配
る
。(

小
平)

あ
と
念
仏
一
七
日
か
ら
四
十
九
日
ま
で
、
念
仏
を
あ
げ
る
。
四
十
九
日
に
餅 

は
つ
か
な
い
。(

深
沢)

喪
服 

男
は
黒
、
女
は
白
無
垢
だ
っ
た
が
、
最
近
は
女
も
黒
と
な
っ
た
。(

神
梅) 

コ
ウ
デ
ン 

コ
ウ
デ
ン
は
金
が
多
か
っ
た
。
必
ず
施
主
に
「線
香
代
で
す
」
と 

言
っ
て
渡
す
の
が
一
般
的
。(

戸
沢)

十
三
仏
葬
式
が
あ
る
と
オ
タ
ナ
ア
ゲ
ま
で
十
三
仏
の
掛
軸
を
か
け
て
お
く
。
 

十
三
仏
の
掛
軸
は
士 

一
区
中
で
つ
か
っ
て
い
る
。(

二
軒
在
家)

位
は
い 

家
か
ら
出
た
兄
弟
は
戒
名
を
紙
に
書
い
て
も
ら
っ
て
い
き
、
自
分
の 

家
の
勝
手
の
流
し
の
隅
に
は
っ
て
お
き
、
水
、
め
し
を
每
日
供
ぇ
、
四
十
九
日
目 

に
仏
壇
の
中
に
入
れ
て
線
香
を
上
げ
た
。(

塩
原)

告
別
式 

以
前
は
祭
壇
が
な
か
っ
た
の
で
、座
敷
に
箱
を
な
ら
べ
て
台
と
し
て
、
 

そ
の
前
で
坊
さ
ん
が
拝
ん
で
引
導
を
渡
し
、
タ
ィ
マ
ツ
を
庭
に
投
げ
た
。
親
族
が 

焼
香
し
て
か
ら
出
棺
に
な
っ
た
。(

神
梅)

火
葬 

五
、
六
年
前
に
赤
城
霊
園
が
で
き
た
影
響
で
、
火
葬
が
は
や
り
出
し
、
土 

葬
は
少
な
く
な
っ
た
。
石
塔
も
カ
ル
ウ
ト
で
組
ん
だ
納
骨
式
に
変
り
つ
つ
あ
る
。
 

(

神
梅}

カ
ル
ウ
ト 

六
、
七
年
前
か
ら
火
葬
に
し
て
お
骨
を
納
め
る
形
式
の
、
カ
ル
ウ 

卜
式
の
石
塔
が
ふ
ぇ
て
来
て
い
る
。(

神
梅)

ハ
カ
バ 

ハ
カ
バ
は
共
同
と
個
人
持
ち
が
あ
り
、
埋
め
る
と
こ
ろ
と
詣
る
と
こ 

ろ
は
同
じ
で
あ
る
。(

二
軒
在
家)



㈢

葬

後

の

祭

り

I

七
日 

親
戚
や
隣
組
の
人
も
お
参
り
す
る
。
チ
ョ
コ
ダ
ン
ゴ
を
作
っ
て
持
っ 

て
い
き
供
え
る
。

七
日
、
七
日
に
お
参
り
す
る
折
の
団
子
は
、
六
個
の
団
子
の
粉
を
取
っ
て
お
い 

て
作
る
。(

小
平)

ヒ
ー
ト
ゼ
ヵ
日
に
は
坊
さ
ん
を
招
き
、
近
所
の
人
も
来
て
墓
参
り
を
す
る
。(

神
梅) 

ヒ
ー
ト
七
い
ま
で
、
每
日
夕
方
墓
へ
灯
り
を
つ
け
墓
参
り
に
行
く
。(

神
梅)

一
七
日
、
身
内
、
隣
組
の
人
が
お
墓
詣
り

昔
は
七
日
毎
に
四
十
九
日
ま
で
丁
寧
に
や
っ
た
。
今
は
三
十
五
日
で
オ
タ
ナ
ア 

ゲ
と
し
て
、
近
し
い
人
を
呼
び
、
集
ま
っ
て
お
寺
を
頼
み
、
拝
ん
で
も
ら
っ
て
焼 

香
す
る
。
昔
は
精
進
料
理
だ
っ
た
。(

浅
原)

百
ケ
日
は
四
十
九
日
に
同
じ
。

一
週 

忌
、
三
年
忌
、
七
年
忌
、
十
三
年
忌
、
十
七
年
忌
、
二
十
三
年
忌
、
三
十
三
年
忌 

で
塔
婆
の
タ
テ
ジ
マ
イ
と
い
い
、
杉
の
木
の
幹
の
頂
上
を
葉
の
つ
い
た
ま
ま®

っ 

て
戒
名
を
書
い
て
も
ら
い
立
て
る
。
三
十
三
年
の
ト
メ
ト
ウ
パ
と
も
い
い 

こ
れ 

は
こ
こ
だ
け
の
習
俗
だ
と
い
っ
て
い
る
。(

浅
原)

シ
ョ
ナ
ノ
カ(

初
七
日)

に
は
近
親
に
話
を
し
て
供
養
す
る
。(

戸
沢)

四
十
九
日(

ま
た
は
三
十
五
日)

坊
さ
ん
を
招
い
て
拝
ん
で
も
ら
う
。
家
の 

人
ゃ
身
内
で
用
意
を
し
て
、
他
人
様
の
手
に
は
か
か
ら
な
い
。
昔
は
餅
を
つ
い
た 

が
、
今
は
ま
ん
じ
ゅ
う
を
配
る
。
 

ィ
ミ* 

ナマ 

こ
れ
で
魂
が
仏
壇
に
上
が
り
、
座
敷
は
壇
払
い
に
な
る
。
忌
切
り
て 

以
後
生 

パ̂?
で
な
く
な
る
。
そ
れ
ま
で
線
香
を
一
本
ず
つ
立
て
た
の
が
、
以
後
は
二
本
ず
つ 

立
て
る
こ
と
に
な
る
。(

神
梅)

四
十
九
日
に
は
、

い
い
家
で
は
忌
切
り
餅
を
つ
い
た
。(

神
梅)

四
十
九
日
の
オ
タ
ナ
ア
ゲ
に
は
酒
を
少
し
飲
む
。

こ
の
日
は
餅
を
つ
し
て
塩
あ 

ん
を
入
れ
た
。

こ
れ
を
親
戚
に
配
っ
た
が
餅
つ
き
の
音
で
死
者
の
魂
が
グ
シ
を
離 

n

る
と
い
う
。
餅
つ
き.
は
必
ず
家
の
中
で
臼
の
音
を
さ
せ
て
や
っ
た
。

こ
れ
で
忌 

か
あ
け
る
と
い
う
。(

戸
沢)

四
十
九
日
は
死
者
は
屋
根
裏
か
ら
離
れ
な
い
か
ら
明
り
は
た
や
し
て
は
し
け
な 

い
。(

桐
原)

死a

刀
供
養 

シ
ョ
ナ
ノ
カ
、
フ
タ
ナ
ノ
カ
、
ミ
ナ
ノ
カ
、
ヨ
ナ
ノ
カ 

ィ
ツ 

ナ
ノ
カ
、
ム
ナ
ノ
カ
、
シ
ジ
ュ
ウ
ク
ニ
チ
と
供
養
す
る
。
墓
に
詣
り
、
チ
ョ
コ
ダ, 

ン
ゴ
を
あ
げ
た
。
シ
ョ
ナ
ノ
カ
と
シ
ジ
ュ
ウ
ク
ニ
チ
に
は
必
ず
お
は
ぎ
を
こ
し
ら 

え
、
来
た
人
に
食
べ
て
も
ら
っ
た
。(

戸
沢)

お
朋
上
げ 

昔
は
四
十
九
日
で
あ
っ
た
が
、
最
近
は
早
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
 

三
十
五
日
と
か
三
七
に
や
る
家
も
多
い
。
し
か
も
日
曜
日
を
利
用
し
て
や
っ
て
し 

ま
ぅ
。(

小
平)

堋
上
げ
餅 

臼
を
四
十
九
日
ま
で
使
用
し
な
い.
で
四
十
九
日
目
に
餅
を
つ
い 

て
、

一
?

皿
あ
ん
入
り
の
も
の
を
二
個
ず
つ
紙
に
包
ん
で
親
類
、
近
所
に
配
る
。
水
引 

き
は
白
黒
の
も
の
を
使
ぅ
。(

塩
原)

⑽

年 

忌

年

忌

一

年

忌
(

一
週
忌) 
•

三
回
忌.

七
年
忌•

十
三
年
忌•

十
七
年
忌• 

二
十
三
年
忌•

二
十
七
年
忌•

三
十
三
年
忌
と
続
く
。
七
年
忌
ぐ
ら
い
た
た
な
い 

と
石
塔
は
立
た
な
い
。(

神
梅)

イ
ッ
シ
ュ
ウ
キ
、
 

三
年
忌
、
七
、
十
三
、
 

二
十
三
、
二
十
七
、
 

二
十
二
年
忌
を
や
っ 

た
。
二
十
二
年
忌
は 

ト
ム
ラ
イ
ジ
メ 
(

卜 

ム
ラ
イ
ア
ゲ
と
も
い 

ぅ)

で
あ
る
。

ト
ム 

ラ
イ
ジ
メ
に
は
杉
の 

芯
木
を
削
っ
て
戒
名 

を
書
い
て
も
ら
っ
た
。

先祖念回御布施帳

(長沢利明撮影)



イ
キ
ト
ウ
バ
と
い
う
。(

戸
沢)

三
十
三
年
忌
ト
ム
ラ
イ
ジ
マ
イ
で
位
牌
を
位
牌
堂
に
入
れ
て
し
ま
う
。
墓
地 

に
シ
ン
ツ
キ
ハ
ト
ウ
バ(

葉
ツ
キ
塔
婆)

を
立
て
る(

神
梅)

塔
婆
の
建
て
じ
ま
い
で
、
枝
つ
き
の
塔
婆
を
建
て
る
。(

小
平)

三
十
三
回
忌
の
盆
に
な
る
と
ト
ム
ラ
イ
ジ
マ
イ
に
位
牌
を
も
し
て
し
ま
っ
た
。

(

桐
原)

先
祖
念
回
御
布
施
帳
、
回

忌

香

料

受

帳

控
(

小
平)

⑸

そ 

の 

他

流
れ
灌
頂
お
産
で
死
ぬ
と
赤
い
旗
を
川
に
立
て
、
皆
が
水
を
か
け
て
白
く
な 

る
と
、
普
通
の
仏
様
と
同
じ
に
な
る
と
い
う
。
赤
い
ま
ま
だ
と
血
の
池
地
獄
が
渡 

れ
ず
、
白
く
な
る
と
渡
れ
る
と
い
う
。(

浅
原)

お
産
で
死
ん
だ
人
、
赤
い
腰
卷
を
道
ば
た
の
堀
に
竹
で
立
て
て
、
通
る
人
が
左 

手
で
ひ
し
ゃ
く
に
水
を
汲
ん
で
か
け
た
。
昔
し
た
の
を
見
た
。(

無
梅)

な
が
め
の
四
丁
目
に
、
四
本
の
柱
が
あ
り
、
赤
い
布
と
ヒ
シ
ャ
ク
が
あ
っ
て
水 

を
通
る
人
が
か
け
て
や
っ
た
。
子
供
の
死
ん
だ
特
な
ど
に
し
た
。(

高
津
戸)

流
れ
灌
頂
と
い
う
言
葉
は
な
い
が
、
実
際
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。(

小
平)

お
産
で
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
川
に
四
方
を
竹
で
さ
し
て
、
赤
い
布
を
麻
で
し 

ば
っ
た
の
を
と
り
つ
け
る
。
そ
ば
に
ひ
し
ゃ
く
と
水
桶
を
置
い
て
お
き
、
通
る
人 

に
水
を
か
け
て
も
ら
っ
た
。(

戸
沢)

産
死
者
が
普
段
身
に
つ
け
て
い
た
肌
着
を
裏
庭
に
つ
る
し
て
お
い
て
家
の
者
が 

朝
晩
乾
か
ぬ
ょ
う
に
濡
ら
し
て
お
い
た
。(

桐
原)

盆
に
産
死
し
た
場
合 

盆
中
に
産
で
な
く
な
っ
た
人
は
地
獄
に
行
っ
て
往
生
で 

き
な
い
と
い
う
の
で
ス
リ
鉢
を
頭
に
か
ぶ
せ
た
。(

桐
原)

暮
、
正
月
に
不
幸
が
あ
っ
た
時 

暮
や
正
月
に
人
が
な
く
な
っ
た
時
は
仮
埋
け 

を
す
る
。
坊
さ
ん
と
組
の
人
に
来
て
も
ら
う
。

ツ
ゲ
は
血
の
つ
な
が
り
の
あ
る
と 

こ
ろ
だ
け
に
し
た
。
枕
団
子
や
枕
飯
は
ち
ゃ
ん
と
こ
し
ら
え
た
。
正
式
な
葬
式
は 

早
く
て
も
正
月
二
日
す
ぎ
に
や
っ
た
。(

戸
沢)

七
日
ザ
ラ
シ 

死
人
の
着
て
い
た
着
物
は
、
家
の
裏
に
北
向
き
に
か
け' 

毎
日 

水
を
か
け
る
。
仏
様
の
ノ
ド
が
乾
か
な
い
ょ
う
に
と
の
意
だ
と
い
う
。(

浅
原) 

葬
式
の
翌
日
、
死
者
の
着
て
い
た
物
を
洗
濯
す
る
。
布
団
の
皮
を
む
い
て
洗
う 

か
、
燃
や
す
。
洗
っ
た
着
物
は
北
向
き
に
乾
し
、
七
日
間
水
を
か
け
る
。(

神
梅) 

耳

ふ

さ

ぎ(

同
齢
者
拘
束)

同
齢
の
人
が
死
ん
だ
時
に
、
二
銭
を
半
紙
に
包 

ん
で
耳
に
つ
け
た
。
そ
れ
を
す
ぐ
幣
束
と
一
緒
に
三
本
辻
に
捨
て
て
き
た
。
人
に 

見
ら
れ
な
い
ょ
う
、
ふ
り
む
か
ず
に
帰
っ
て
く
る
。(

戸
沢)

同
年
輩
の
人
が
死
ぬ
と
、
馬
糞
で
耳
に
蓋
を
し
ろ
と
い
う
。(

小
平)

わ

ら

人

形

一
年
の
中
に
一
軒
で
二
人
亡
く
な
る
と
二
人
目
の
葬
式
の
と
き
わ 

ら
人
形
を
作
り
、
墓
地
に
持
っ
て
行
っ
て
穴
を
掘
り
埋
め
る
。(

塩
原)

生

ま

れ

替

り

死
者
の
背
中
に
字
を
書
い
て
埋
め
た
ら
、
違
う
家
の
子
の
背
中 

に
同
じ
ア
ザ
が
つ
い
て
い
た
と
い
う
。
だ
か
ら
死
者
に
印
し
を
付
け
る
な
、
書
い 

て
や
る
も
の
で
は
な
。(

神
梅)

桐
生
に
手
の
ひ
ら
に
字
を
書
い
て
埋
め
た
ら
、
何
年
か
後
に
そ
の
字
の
書
い
て 

あ
る
子
が
生
ま
れ
た
。
お
墓
の
土
で
洗
っ
た
ら
な
く
な
っ
た
。(

高
津
戸)

蘇
生
し
た
話
塩
原
の
不
動
滝
の
上
の
く
る
ま
や
の
せ
い
や
ん
が
な
く
な
っ 

て
、
組
合
の
人
た
ち
が
買
物
に
行
く
と
か
、
ツ
ゲ
に
行
っ
て
く
れ
る
相
談
を
し
て 

い
た
と
こ
ろ
、
棺
に
入
れ
て
お
い
た
せ
い
や
ん
が
ム
—

ン
と
大
声
を
出
し
て
起
き 

あ
が
っ
た
。
家
に
居
た
人
は
皆
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
明
治
時
代
の
こ
と
だ
と
い
う
。

死

者

と

猫

今
泉
二
三
三
氏
の
何
代
か
前
の
人
が
死
ん
だ
と
き
、
棺
の
上
を
黒 

雲
が
覆
っ
た
の
で
、
自
音
寺
の
和
尚
に
珠
数
で
雲
を
払
っ
て
も
ら
っ
た
ら
、
片
目 

つ
ぶ
れ
た
猫
が
い
た
の
で
、
和
尚
が
猫
に
引
導
を
わ
た
し
た
ら
お
と
な
し
く
な
っ 

た
。(

高
津
戸)

生
前
供
養 

生
前
に
戒
名
を
も
ら
っ
て
お
く
と
長
生
き
を
す
る
と
い
、っ
。
ま
た
、
 

子
孫
が
や
く
ざ
で
も
安
心
し
て
い
ら
れ
る
。
生
き
て
い
る
う
ち
に
自
分
の
葬
式
を 

し
た
人
も
あ
っ
た
。(

高
津
戸)

ホ
カ
ィ 

親
が
死
ぬ
と
、
地
家
へ
嫁
や
聳
に
行
っ
て
い
る
者
、
家
を
出
て
独
立 

し
て
い
る
者
な
ど
が
、
ホ
カ
ィ(

器
の
こ
と)

に
米
三
升
入
れ
て
持
っ
て
来
た
。
建



て
ま
え
の
時
も
同
様
に
し
た
。(

大
間

)々

お
祝
い
の
時
、
餅
を
入
れ
て
持
参
す
る
容
器
で
、
二
個
で
一
駄
と
し
て
馬
の
背 

に
付
け
て
行
く
。(

神
梅)

盆
棚
組
立
式
で
四
隅
に
は
新
竹
を
立
て
、
三
方
を
チ
ガ
ヤ
の
繩
で
周
ら
す
。

こ 

の
上
下
両
段
の
繩
に
ホ
ウ
ズ
キ
、
色
紙
な
ど
を
挾
ん
で
垂
ら
す
。
上
の
段
に
は
生 

の
ウ
ド
ン
を
掛
け
る
。
盆
棚
の
上
の
段
の
端
に
大
き
な
ど
ん
ぶ
り
様
の
器
を
お
き 

ィ
モ
の
葉
を
敷
い
て
、
そ
の
中
に
キ
ュ
ウ
り
、
ナ
ス
な
ど
を
入
れ
、
別
に
水
の
入 

っ
た
壺
を
置
き
、

一
方
ミ
ズ 

ハ
ギ
で
箒
の
形
の
も
の
を
つ
く
っ
て
も
と
を
紙
で
く 

る
み
チ
ガ
ヤ
で
し
ば
っ
た
約
二
十
セ
ン
チ
位
の
も
の
を
つ
く
り
、
こ
れ
の
頭
の
方 

を
ツ
ボ
の
水
で
浸
し
て
、
線
香
を
上
げ
に
来
た
人
が
キ
ュ
ー
り
や
ナ
ス
に
か
け
る
。
 

お
盆
様
に
あ
げ
る
物
は
お
膳
に
乗
せ
て
進
ぜ
る
。

盆
棚
の
下
に
は
チ
ガ
ヤ
で
編
ん
だ
ゴ
ザ
を
敷
き
、
素
焼
の
力〇

ラ
ケ
に
は
、
ボ 

タ
モ
チ
、
煮
付
け
な
ど
上
段
の
と
同
じ
も
の
を
少
量
の
せ
て
進
ぜ
る
。

こ
れ
は
無 

緣

仏
(

石
塔
に
判
ら
な
く
な
っ
た
者)

に
や
る
と
い
っ
て
い
る
。

一
方
一
人
前
に 

な
ら
ず
に
死
ん
だ
者
も
盆
棚
に
上
れ
な
い
と
い
っ
て
下
に
一
緒
に
祀
る
。

こ
の
盆 

棚
の
下
の
仏
様
を
シ
ョ
ウ
り
ュ
ウ
様
と
い
い
、
シ
ョ
ウ
り
ュ
ウ
様
に
あ
げ
ろ
と 

い
っ
て
カ
ウ
ラ
ケ
に
入
れ
て
供
え
る
。(

浅
原)

新
盆 

新
盆
に
は
新
し
い
盆
棚
を
作
る
。

一
代
替
り
の
は
じ
め
に
な
る
。
前
の 

仏
は
古
い
盆
棚
に
置
く
。
し
た
が
っ
て
新
旧
二
つ
の
棚
が
出
来
る
。
シ
ヨ
ウ
レ
ィ

サ
マ
と
い
い
無
縁
仏
を
古
い
棚
の
下
に
お
く
。(

塩
原)

お
盆
様
を
飾
る
。
親
戚
は
ウ
ド
ン
、
フ
、
瀬
戸
物
な
ど
を
持
っ
て
新
盆
見
舞
に. 

来
て
線
香
を
立
て
て
い
く
。
盆
棚
は
組
立
式
で
竹
は
新
ら
し
い
竹
を
用
い
る
。(

浅 

原)
寺
へ
の
あ
げ
も
の
を
す
る
。
昔
は
施
主
が
菅
笠
、
ワ
ラ
ジ
、
草
履
な
ど
を
、
今
は 

こ
ぅ
も
り
を
寺
に
納
め
る
。
寺
か
ら
塔
婆
を
も
ら
っ
て
き
て
、
僧
侶
が
拝
み
に
来 

た
と
き
お
布
施
を
包
む
。(

新
盆
の
塔
婆
は
五
、
六
尺
の
も
の
、
普
通
の
先
祖
代

 々

塔
婆
は
三
尺
の
も
の
。
新
盆
の
と
き
は
両
者
を
立
て
る)

新
盆
迎
え
は
施
主
が
行
く
。
昔
は
提
灯
も
っ
て
本
堂
に
入
っ
た
所
の
前
の
座
敷 

に
あ
る
盆
棚
の
灯
明
か
ら
つ
け
て
来
て
、
自
宅
の
盆
棚
に
移
し
た
。

盆
棚
は
、
チ
ガ
ヤ
を
廻
ら
し
上
の
二
段
に
色
紙
、
ホ
ウ
ズ
キ
を
飾
り
、
棚
に
は 

ス
ィ
カ
、
カ
ボ
チ
ャ
等
を
供
え
、
御
先
祖
様
に
供
え
る
お
膳
は
台
の
上
に
お
く
。
 

棚
の
下
に
は
サ
ト
ィ
モ
の
葉
の
上
に
ボ
タ
モ
チ
を
入
れ
て
供
え
、
ソ
ウ
り
ョ
ウ
様 

に
あ
げ
る
と
い
、っ
。(

無
縁
仏
は
も
と
家
が
あ
っ
た
が
遠
く
に
出
て
誰
も
供
養
す
る 

家
の
な
い
の
を
い
い
、

一
人
前
に
な
ら
な
い
で
死
ん
だ
者
も
盆
棚
に
祀
る
。)
(

長 

尾
根)迎

え
盆 

紋
付
き
の
弓
張
提
灯
、
‘
ロ
ー
ソ
ク
を
持
っ
て
、
寺
の
本
堂
入
口
に
あ 

る
盆
棚
か
ら
火
を
提
灯
に
分
け
て
も
ら
っ
て
く
る
。
途
中
で
消
え
る
と
再
び
寺
で 

も
ら
っ
て
き
た
。
今
は
五
百
円
持
っ
て
行
き
、

マ
ッ
チ
三
本
寺
か
ら
も
ら
っ
て
く 

る
。
家
に
も
ら
っ
て
き
て
盆
棚
の
種
油
の
行
燈
に
と
も
し
三
日
間
は
火
を
絶
や
さ

な
か
っ
た
。(

浅
原)

送
り
盆 

十
六
日
は
墓
地
に
送
り
、
 

盆
棚
の
竹
や
花
な
ど
そ
こ
で
燃
す
。
仏 

様
は
そ
の
煙
で
帰
る
と
い
ぅ
。
ま
た
生 

竹
の
は
ね
た
音
で
仏
様
は
帰
る
の
だ
と 

も
い
ぅ
。
送
迎
に
カ
ド
で
藁
束
を
燃
す 

こ
と
は
し
な
い
。(

浅
原)

イキトウバ(桐原世音寺 

境内)(板橋春夫撮影)

イキトウバ(桐原)

(板橋春夫撮影)



年

中

行

事

は

じ

め

に

大
間
々
の
年
中
行
事
を
見
る
と
、
こ
こ
が
東
毛
地
方
に
あ
っ
て
北
部
は
赤
城
山 

ゃ
黒
保
根
村
に
通
じ
、
勢
多
郡
東
村
に
も
連
ら
な
る
と
い
う
、
地
勢
の
特
色
が
出 

て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
と
の
比
較
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
目
立
っ
た
こ
と
が
ら 

を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
ょ
う
。

正
月
棚
は
ナ
ラ
か
ク
ヌ
ギ
の
木
を
割
っ
て
編
ん
で
棚
を
作
り
、
天
井
か
ら
吊
る 

し
た
と
い
う
が(

塩
原)

、
前
橋
市
城
南
地
区
な
ど
の
や
り
方
と
類
似
し
て
い
る
。
 

利
根
郡
な
ど
の
山
間
部
で
、
松
坂
を
コ
ビ
キ
で
ひ
い
て
一
杯
板
を
棚
に
し
た
の
と 

対
照
的
で
あ
る
。
平
坦
部
に
近
い
地
帯
で
は
入
手
し
易
い
雑
木
を
使
っ
た
も
の
で 

あ
ろ
う
が
、
常
設
の
神
棚
に
な
る
以
前
の
形
を
示
す
も
の
と
い
え
ょ
う
。
な
お
、
 

棚
板
は
二
十
日
正
月
の
朝
、
屋
根
へ
上
げ
て
、
年
神
を
送
り
出
し
た
。

三
が
日
の
食
事
の
家
例
と
し
て
、
里
芋
を
食
べ
る
家
が
あ
り
、
ふ
つ
う
は
二
日 

ご
ろ
ト
ロ 

ロ
汁
を
食
べ
る
風
習
が
多
い
の
に
、
こ
こ
で
は
六
日
ド
ロ
と
い
っ
て
六 

日
に
食
べ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
芋
類
は
稲
作
以
前
か
ら
大
事
な
食
物
と
さ
れ
て 

い
た
の
で
儀
礼
の
日
に
使
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
三
が
日
に
餅
を
食
う
と 

デ
キ
モ
ン(

腫
物)

が
で
き
る
と
い
っ
て
、
餅
を
食
べ
る
こ
と
を
禁
じ
た
家
例
が 

あ
る
。
餅
は
神
へ
の
供
え
物
で
、
供
え
た
後
に
下
げ
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
食
べ
ら 

れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
餅
に
対
す
る
考
え
方
が
現
わ
れ
て
い
る
。•

竹
ぼ
う
き
の
作
り
方
に
ま
で
、
平
年
は
十
二
本
、
ゥ
ル
ゥ
年
は
十
三
本
の
技
を 

使
う
と
い
う
区
別
を
つ
け
て
い
た
の
は
興
味
深
い
。
昔
の
人
が
年
回
り
や
暦
に
深 

い
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

正
月
四
日
の
才
棚
探
シ
に
は
、
三
が
日
に
供
え
た
物
を
下
げ
て
、
四
日
ガ
ユ
に 

作
っ
て
食
べ
た
と
い
う
が
、
正
月
に
は
カ
ユ
や
雑
煮
な
ど
、
祝
い
物
ら
し
か
ら
ぬ 

食
物
を
作
る
例
が
多
い
。

こ
れ
ら
は
直
会(

ナ
オ
ラ
ィ)

に
起
因
す
る
も
の
で 

神
に
供
え
た
物
を
下
げ
て
人
間
が
食
べ
る
食
物
と
し
て
作
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と 

考
え
ら
れ
る
。

山
入
り
が
六
日
と
い
う
の
は
遅
い
方
で
あ
ろ
う
。

こ
の
日
に
十
二
様
に
オ
サ
ゴ 

(

米)

、
オ

ミ

キ(

酒)

、
カ

ケ

オ(

懸
魚)

な
ど
を
供
え
る
。
そ
の
後
、
枯
枝
な 

ど
を
拾
っ
て
来
て
、
湯
を
沸
か
し
て
家
の
神
々
に
供
え
る(

浅
原)

。
県
内
で
は
六 

日
の
行
事
は
六
日
年
と
い
う
だ
け
で
、
行
事
ら
し
い
も
の
が
な
い
所
が
多
く
、
ふ 

つ
う
は
「
六
日
爪
」
と
い
う
が
、
こ
こ
で
は
「
七
日
爪
」
と
い
っ
て
、
七
日
に
爪 

を
切
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
大
正
月
か
ら
小
正
月
へ
移
る
区
切
り
の
日
だ
っ
た
の 

だ
ろ
う
か
。

初
市
は
一
月
七
日
で
、
八
坂
神
社
か
ら
神
輿
を
担
ぎ
出
し
て
飾
る
。
市
神
を
祭 

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
冬
の
神
輿
渡
御
は
あ
ま
り
見
受
け
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

小
正
月
は
東
毛
の
特
色
と
し
て
、
道
祖
神
焼
き(

ド
ン
ド
ン
焼
キ)

が
ほ
と
ん 

ど
見
ら
れ
な
い
。
正
月
の
松
飾
り
の
シ
メ
繩
は
下
げ
た
あ
と
、
ほ
ぐ
し
て
田
植
え 

の
時
に
苗
を
し
ば
る
苗
バ
に
す
る
。
正
月
と
稲
作
と
の
関
連
が
伺
え
る
。
正
月
十 

四
日
は
蚕
の
祝
い
、
十
五
日
は
田
の
祝
い
だ
と
か
、
小
正
月
を
蚕
正
月
と
も
い
い
、
 

十
四
日
に
女
衆
が
針
を
持
つ
と
、
蚕
の
ロ
を
縫
う
と
い
っ
て
禁
じ
ら
れ
る
。
小
正 

月
の
飾
り
物
に
し
た
ケ
ズ
リ
バ
ナ
を
集
め
て
、
養
蚕
ざ
る
の
中
に
入
れ
て
置
き
、
 

春
蚕
の
ハ
シ
リ
ズ
ウ(

最
初
の
熟
蚕)

を
五
、
六
匹
付
け
て
、

マ
ユ
を
作
ら
せ
る 

風
習
は
、
西
毛
の
藤
岡
市
上
日
野
な
ど
に
も
あ
る
が
、
養
蚕
農
家
が
正
月
に
そ
の 

年
の
豊
蚕
を
期
待
し
た
こ
と
か
わ
か
る
。



オ
カ
マ
様(

カ
マ
神)

を
祭
る
こ
と
も
東
毛
地
方
に
著
る
し
い
。
オ
カ
マ
様
は 

三
士 

一
人
の
子
ど
も
が
い
る
と
い
、っ
の
で
、7

ユ
玉
を
ー
ニ
土
ハ
個
以
洁
え
る
も 

の
だ
と
い
わ
れ
る
。
子
だ
く
さ
ん
の
神
と
い
う
点
で
は
北
毛
地
方
の
太
子
様
に
仗 

て
い
る
。
ハ
ラ
ミ
バ
シ
を
わ
ら
で
十
文
字
に
し
ば
っ
て
、
オ
カ
マ
様
に
上
げ
る
と 

歯
痛
が
治
る
と
い
う
が
、
な
ぜ
十
文
字
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
よ
そ
で
も
見
ら
ぞ 

る
こ
と
だ
が
。

正
月
十
五
日
に
お
む
す
び
を
十
二
個
作
っ
て
、

一
つ
一
つ
に
ハ
ラ
ミ
バ
シ
を
突 

き
と
お
し
て
、箕
に
入
れ
て
年
神
様
の
隣
り
の
オ
ミ
タ
マ
様
に
供
え
た
と
い
う
。
こ 

の
よ
う
こ)

て
お
ミ
タ
マ
様
を
小
正
月
に
祭
る
風
習
が
県
内
各
地
に
あ
っ
た
こ
と 

が
わ
か
っ
て
き
た
。
十
五
日
カ
ユ
は
、
柿
の
木
の
皮
を
は
い
で
カ
ユ
を
付
け
て
や 

り
、
実
が
成
る
呪
い
を
し
た
り
、
食
器
な
ど
を
洗
っ
た
水
を
家
の
囲
り
に
ま
い
て 

蛇
.

ム
カ
デ
が
入
ら
な
い
呪
を
し
た
り
す
る
。
十
六
日
は
し
ょ
う
ゆ
飯
を
作
っ
て 

ジ
オ
ウ
様
に
共
え
る
な
ど
、
小
正
月
に
は
多
く
の
行
事
が
入
り
混
ん
で
い
る
。
 

一
月
二
十
日
の
エ
ビ
ス
講
に
つ
い
て
、商
人
の
エ
ビ
ス
様
は
帰
っ
て
来
る
祝
い 

儀
の
エ
ビ
ス
様
は
出
か
け
る
祝
い
と
し
た
り
、
鑒
は
朝
エ
ビ
ス
、
農
家
は
夜 

エ
ビ
ス
と
し
た
り
し
て
、
区
別
し
て
い
る
。
利
益
を
も
た
ら
す
福
神
と
し
て 

生 

活
杉
態
に
応
じ
て
信
仰
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
エ
ビ
ス
様
は
北
向
き
に 

r
こ
り
、

一
段
氐
い
所
に
置
い
た
り
し
て
、
い
じ
め
る
方
が
よ
い
と
い
う
の
も
お 

も
し
ろ
い
。

一
月
二
十
四
日
に
愛
宕
精
進
を
し
て
、
火
伏
せ
の
神
と
し
て
祭
り
下
神
梅
て 

は
寒
中
に
水
ご
り
を
と
っ
た
と
い
う
き
び
し
い
行
事
だ
っ
た
。
ふ
つ
う
は
夏
七
月 

二
十
四
日
の
愛
宕
精
進
が
多
い
の
だ
が
。

節
分
の
豆
ま
き
を
下
神
梅
で
は
大
晦
日
に
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
力 

県 

内
で
は
藤
岡
市
中
島
や
多
野
郡
万
場
町
な
ど
に
も
例
が
あ
る
。
節
分
と
か
年®
 

り
と
か
い
う
こ
と
は
、
年
に
何
回
も
あ
っ
た
も
の
か 

次
第
い
に
二
月
初
め
に
固 

定
し
た
の
で
あ
ろ
う

初
午
に
オ
シ
ラ
祭
り
を
し
て
、
蚕
影
大
明
神
の
掛
地
を
掛
け
て
マ
ユ
玉
や
里
芋 

デ
ン
ガ
ク
を
供
え
て
祝
っ
た
り
、
屋
敷
稲
荷
を
祭
る
が
、
仕
事
を
す
る
な 

火
を

燃
す
な(

火
に
た
た
る
か
ら)

な
ど
と
、
禁
忌
も
厳
し
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
秋
に 

は
屋
敷
祭
り
を
し
な
い
と
v?
っ(

上
神
梅)

。

三
月
節
供
の
ヒ
ナ
祭
り
の
時
、
ヒ
ナ
人
形
を
出
し
て
飾
ら
な
い
と
ヒ
ナ
人
形
か 

泣
く
の
で
、
し
ま
っ
た
ま
ま
に
し
て
置
か
な
い
。
人
形
を
飾
ら
な
け
れ
ば
パ
へ̂
 

す
も
の
だ
と
い
い
、
「
淡
島
様
へ
あ
げ
ま
す
」
と
い
っ
て
流
せ
と
い
う(

塩
原
〇 

ヒ
ナ
人
杉i

本
来
流
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
意
識
が
伺
え
る
伝
承
で
あ
る
。
 

五
月
節
供
の
シ
ョ
ウ
ブ
酒
を
飲
む
と
、
ム
カ
デ
に
刺
さ
れ
な
い
と
い
う
力(

塩 

原)

、
ふ
つ
う
シ
ョ
ウ
ブ
は
蛇
除
け
と
さ
れ
て
る
の
に
、
こ
こ
で
は
ム
カ
デ
除
け
と 

な
っ
て
い
る
。
蛇
も
ム
カ
デ
も
同
類
視
さ
れ
て
い
た
も
の
力
。

七
月
ー
ー
十
八
日
は
ア
フ
り
神
社
の
夏
祭
り
で
、
川
で
水
ご
り
を
と
る
。
川
の
中 

に
一
升
び
ん
を
立
て
て
ま
わ
り
か
ら
水
を
か
け
合
い
一
杯
に
す
る
行
事
で 

雨 

乞
い
と
災
難
除
け
を
祈
る
愉
快
な
祭
り
で
あ
る
。

八
月
一 I

三
日
の
祇
園
祭
り
に
は
、
山
車
に
獅
子
頭
二
個
か
飾
ら
れ
る
ま
ず 

神
馬
が
大
間
々
の
町
内
を
駆
け
抜
け
て
か
ら
、
祭
典
の
儀
式
が
行
な
わ
れ
る
そ 

し
て
神
輿
の
渡
御
と
山
車
の
巡
行
が
あ
る
。
祇
園
祭
り
の
典
形
的
な
形
か
残
っ
て 

い
る
と
い
え
よ
う
。

七
夕
に
は
笹
飾
り
に
対
し
て
、
箕
の
中
に
キ
ュ
ウ
り
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
の 

農
作
物
を
入
れ
て
供
え
る(

上
神
梅)

。
笹
飾
り
は
神
の
ヨ
り
シ
ロ
で
あ
る
と
い
う 

意
識
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
七
夕
か
ら
七
日
間
、
七
晚
焼
き
と
い
っ
て 

夕
方
門
前
で
麦
わ
ら
を
燃
し
て
疫
病
除
け
を
す
る
風
習
が
あ
っ
た
。(

浅
原) 

盆
は
月
遅
れ
の
八
月
に
行
な
う
が
、
盆
棚
は
組
立
式
の
木
の
枠
を
用
意
し
て
十 

三
日
に
表
座
敷
へ
組
み
立
て
る
。
四
隅
に
新
し
い
竹
を
立
て
、
カ
ヤ
の
繩
を
張
り 

回
す
。
棚
の
上
に
新
し
い
ご
ざ
を
敷
き
、
棚
の
奥
は
一
段
高
い
壇
を
置
き
、
位
牌 

を
並
べ
る
。
盆
棚
の
下
に
板
一
枚
分
の
壇
を
作
り
、
チ
ガ
ヤ
と
か
マ
コ
モ
で
編
ん 

だ

ご

ざ

を

敷

い

て

を

祭

る

。(

浅
原)

精
霊
様
の
壇
が
は
っ
き
り
し
た
形 

を
取
っ
て
い
る
の
は
珍
し
い
。

盆
迎
え
に
は
寺
の
盆
棚
か
ら
提
灯
の
灯
を
も
ら
っ
て
来
て
家
の
盆
相
の
灯
に 

移
し
て
迎
え
入
れ
る
が
、
寺
の
遠
い
所
で
は
代
表
が
灯
明
代
を
集
め
て
寺
へ
代
参



し
、
マ
ッ
チ
を
も
ら
っ
て
来
て
各
戸
へ
分
け
、
盆
棚
の
灯
明
へ
灯
を
つ
け
る
形
に 

変
っ
た
。(

長
尾
根)

新
盆
迎
え
に
は
、
寺
へ
笠
と
ぞ
う
り
と
お
金
を
持
っ
て
参
詣
し
、
先
祖
様
に
こ 

れ
で
旅
仕
度
を
し
て
来
て
下
さ
い
と
、
納
め
て
く
る(

神
梅)

。
盆
の
十
三
日
に
は 

盆
魚
を
必
ず
食
べ
る
。
ナ
マ
グ
サ
物
を
食
べ
な
い
と
仏
様
に
ロ
を
吸
わ
れ
る
か
ら 

と
い
う(

長
尾
根)
。
盆
が
純
粋
な
仏
教
行
事
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

十
五
日
夕
方
、
ま
た
は
十
六
日
の
盆
送
り
に
は
、
三
本
辻
へ
盆
棚
に
使
っ
た
笹 

竹
や
ナ
ス
馬
や
花
な
ど
を
各
戸
か
ら
、
持
ち
寄
り
、
麦
わ
ら
な
ど
を
焚
き
付
け
に 

し
て
送
り
火
を
焼
や
す
。
竹
が
は
ね
る
音
に
よ
っ
て
仏
様
が
あ
の
世
へ
出
発
す
る 

と
い
う
。
送
り
火
の
煙
に
乗
っ
て
仏
様
が
帰
る
の
で
、
こ
の
煙
で
身
体
の
悪
い
所 

を
こ
す
っ
て
、
持
っ
て
行
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
呪
う
人
も
い
る
。(

神
梅)

盆
様
に
は
水
を
た
っ
ぷ
り
飲
ん
で
も
ら
う
よ
う
に
、
必
ず
水
を
供
え
る
。
盆
送 

り
の
時
も
、
お
茶
を
供
え
て
か
ら
送
り
出
し
、仏
様
の
茶
椀
に
お
茶
を
入
れ
て
行
っ 

て
、
三
本
辻
で
も
お
茶
を
注
い
で
や
る
。

盆
の
十
六
日
は
馬
屋
肥
い
を
出
し
て
か
ら
遊
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
五
月
十 

六
日
も
同
じ
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
日
は
カ
テ
飯(

五
目
飯)

を
作
っ
て
十
王 

様
に
供
え
る
。

旧
八
月
十
七
日
に
下
神
梅
で
は
山
上
で
百
八
灯
を
す
る
。
本
来
は
盆
の
送
り 

火
だ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

八
朔
に
は
新
嫁
婿
は
、
ゴ
ボ
ウ
や
シ
ョ
ウ
ガ
を
持
っ
て
里
帰
り
を
す
る
。
前
橋 

市
城
南
地
区
で
も
ゴ
ボ
ウ
を
持
参
し
た
の
で
、共
通
し
て
い
る
が
、I
般
に
は
シ
ョ 

ウ
ガ
の
例
が
多
い
。

旧
十
月
十
日
の
十
日
夜
に
は
「九
日
餅
二
十
日
ダ
ン
ゴ
」
と
い
っ
て
、
餅
を
つ 

く
。
餅
は
サ
ィ
ノ
メ
に
切
っ
て
わ
ら
の
ッ
ト
ッ
コ
に
入
れ
て
、
家
の
外
の
稲
荷

•  

地

神•

氏
神•

十
二
様
な
ど
の
神
々
に
供
え
て
回
る
。
ッ
ト
ッ
コ
は
十
本
も
二
十 

本
も
作
る
。
供
え
餅
を
十
個
、
田
や
畑
に
供
え
る
寒
も
あ
る(

浅
原)

。
供
え
餅
は
家 

の
中
の
神
棚•

仏
壇.

米
俵
な
ど
に
も
供
え
る
。(

長
尾
根)

ダ
ン
ゴ
を
桝
に
山
盛 

り
に
し
て
、
床
の
間
の
オ
シ
ラ
様
に
供
え
、
初
午
と
同
様
に
祭
る
家
も
あ
る
。(

下

神
梅)
。
「麦
蒔
き
は
十
日
夜
ま
で
に
し
て
お
け
、
十
日
種
は
お
ろ
す
も
の
で
は
な 

い
。
」
と
い
わ
れ
、
取
り
入
れ•

蒔
き
付
け
の
目
途
に
な
っ
て
い
る
。

麦
蒔
き
が
終
る
と
、
イ
ヌ
コ
ロ
餅
を
つ
い
て
、
畑
の
真
中
に
供
え
て
マ
ク
ラ
プ 

サ
ゲ
に
し
た
所
も
あ
り(

深
沢)

、
十
日
夜
が
収
穫
感
謝
の
祭
り
だ
け
で
な
く
、
麦 

作
と
も
深
い
関
連
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

十
二
月
八
日
は
正
月
の
コ
ト
始
メ
だ
と
い
い
、
木
の
葉
を
入
れ
る
大
籠
を
庭
に 

伏
せ
て
、
ヒ
イ
ラ
ギ
の
枝
を
さ
し
、
ダ
イ
マ
ナ
ク
除
け
に
す
る(

塩
原)
。
籠
の
目 

に
ょ
っ
て
魔
除
け
を
祈
る
も
の
で
、
ふ 

つ
う
は
メ
カ
イ
を
用
い
る
所
が
多
か
っ
た
。
 

以
上
、
気
つ
い
た
こ
と
の
中
か
ら
、
こ
の
地
域
の
特
色
を
示
す
ょ
う
な
も
の
を
、
 

い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
た
。

各
項
目
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
北
部
の
山
村
地
域
か
ら
南
部
の
平
坦
地
域
の
方 

へ
順
に
並
べ
て
、
地
域
の
変
化
を
比
べ
て,
見
る
便
を
考
慮
し
た
。(

関
口
正
巳)

一
 

月

旧
正
月 

明
治
四
十
年
頃
、
旧
暦
か
ら
新
暦
に
変
わ
っ
た
。
旧
正
月
だ
っ
た
頃 

の
方
が
雪
も
た
く
さ
ん
降
っ
て
正
月
ら
し
か
っ
た
。(

塩
原)

正
月
様
正
月
様
は
卯
の
日
の
卯
の
刻
に
帰
る
。(

塩
原)

年
男
そ
の
家
の
主
人
公(

総
領)

か
な
る
。
若
水
を
三
ガ
日
汲
ん
で
来
て
飯 

を
炊
い
た
り
す
る
。(

塩
原)

正
月
中
の
お
神
の
こ
と
を
い
つ
さ
い
と
り
し
き
る
男
性
の
こ
と
を
い
う
。
例
え 

ば
元
旦
に
は
、
若
水
を
汲
み
、
神
に
供
え
る
こ
と
か
ら
お
ろ
す
ま
で
す
る
。(

下 

桐
原)成

人
に
達
し
た
男
子
で
、
た
い
て
い
は
、
そ
の
家
の
大
将
で
あ
る
。
成
人
し
た 

息
子
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
か
わ
る
。
正
月
の
お
カ
ミ
の
こ
と
い
っ
さ
い
や
、
節
分 

の
と
き
に
は
豆
ま
き
を
す
る
。(

上
桐
原)

若
水 

た
き
も
の
を
す
る
の
に
、
主
人
か
早
く
お
き
て
、
ご
は
ん
の
中
に
若
水



を
入
れ
た
。
煮
物
を
す
る
の
に
も
入
れ
て
た
く
。(

神
梅)

若
水
を
く
む
の
を
初
く
み
と
い
っ
て
、
年
男
の
仕
事
で
あ
る
。
神
棚
に
あ
げ
た 

り
、
ゾ
ウ
煮
用
の
水
と
し
て
つ
か
、っ
。
ま
た
湯
を
わ
か
す
。
神
棚
に
供
え
る
の
は 

す
べ
て
年
男
の
役
目
で
、
三
元
日
は
や
っ
た
。

正
月
に
最
初
に
使
用
す
る
火
は
、
豆
ガ
ラ
を
燃
す
。(

小
平)

朝
湯 

各
戸
每
に
た
て
、
年
男
か
ら
順
に
入
っ
た
。
特
に
一
族
な
ど
で
順
に
朝 

湯
を
た
て
る
風
習
は
な
か
っ
た
。(

高
津
戸)

三
力
日
に
、
朝
湯
は
た
て
る
が
、
ィ
ツ
ケ
う
ち
で
の
、
あ
る
い
は
、
近
所
同
志 

で
の
、
朝
湯
の
も
ら
い
っ
こ
の
風
習
は
な
い
。(

下
桐
原)

初
詣
で 

元
旦
に
鎮
守
様
で
あ
る
八
幡
神
社
に
詣
で
る
。(

塩
原)

初
詣
で
は
、
午
前
中
に
す
ま
す
。
昔
は
、
と
う
の
く
ぼ
稲
荷
や
、
八
幡
様
に
集 

ま
っ
た
の
で
、
特
別
な
年
始
ま
わ
り
は
い
ら
な
か
っ
た
。(

上
桐
原)

元
旦
の
朝
に
は
、
先
ず
屋
敷
稲
荷
に
お
参
り
す
る
。
そ
の
あ
と
、
近
く
の
神
社 

に
、
初
詣
で
す
る
。
ど
こ
に
参
る
か
は
、
そ
の
家
で
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
八
の
宮 

に
は
、
戦
時
中
に
は
、
ょ
く
集
ま
っ
た
が
、
現
在
は
、
そ
の
風
習
は
な
い
。(

下
桐 

原)
初
も
う
で
は
一
升
ま
す
に
米
を
入
れ
て
、
地
元
の
神
社
に
行
っ
た
。
元
日
の
朝
。

(

神
梅)

正
月
の
一
日
、
元
山
城
の
跡
に
祀
ら
れ
た
要
害
山
頂
の
神
社
に
お
ま
い
り
す
る
。
 

要
害
神
社
と
い
い
、
高
津
戸
部
落
の
鎮
守
で
あ
る
。
は
じ
め
、
自
音
寺
七
世(

現 

在
二
十
二
世)

の
住
職
高
海
和
尚
が
、
四
国
の
金
比
羅
様
を
勧
請
し
て
来
て
要
害 

山
頂
の
天
主
閣
跡
に
祀
っ
た
。
明
治
に
な
っ
て
赤
城
様
を
合
祀
し
て
、
現
在
の
要 

害
神
社
と
な
っ
た
。
高
津
戸
か
ら
六
キ
ロ
ほ
ど
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
貴
船
さ 

ま
に
初
詣
り
す
る
も
の
も
い
る
。(

高
津
戸)

く
わ
入
れ 

二
日
に
は
、
く
わ
を
も
っ
て
畑
に
で
て
、
か
た
ち
だ
け
の
、
く
わ 

入
れ
を
す
る
。
畑
仕
事
の
は
じ
め
で
あ
る
。(

下
桐
原)

二
日
は
仕
事
始
め
で
、
初
夢
の
日
で
あ
る
。(

小
平)

書
き
初
め 

二
日
に
書
い
て
、
神
棚
や
床
の
間
に
さ
げ
た
。
親
戚
の
ひ
と
や
近

所
の
ひ
と
が
お
客
に
来
た
と
き
、
ほ
め
て
も
ら
っ
て
、
お
年
玉
で
も
も
ら
う
。
こ 

れ
を
燃
す
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。(

下
桐
原)

書
き
初
め
は
二
日
に
や
る
。(

実
際
は
暮
に
や
っ
て
お
く
。) 

懇
意
の
と
こ
ろ
に 

配
っ
て
、
小
遣
い
を
貰
う
。
書
き
初
め
は
十
五
日
正
月
ま
で
飾
っ
て
お
く
。(

小
平) 

初
夢 

二
日
に
は
、
初
夢
を
み
る
た
め
、
紙
で
宝
船
を
お
っ
て
、
枕
の
下
に
お 

い
て
や
す
む
。
ど
ん
な
夢
で
も
ぽ
っ
と
ね
が
え
り
を
す
る
と
、
忘
れ
て
し
ま
う
の 

は
き
た
い
だ
。(

上
桐
原)

元
三
大
師 

正
月
三
日
、,

せ
い
お
ん
じ
の
元
三
大
師
に
は
、
昔
は
、
桐
生
や
足 

尾
か
ら
臨
時
列
車
も
出
て
、
そ
の
に
ぎ
わ
い
は
、
前
橋
の
青
柳
大
師
に
匹
敵
す
る 

も
の
が
あ
っ
た
。
寺
で
は
、
当
日
参
詣
す
る
講
中
に
雑
煮
を
用
意
し
た
。
こ
の
た 

め
に
つ
い
た
も
ち
は
、
二
俵
か
ら
二
俵
半
に
も
な
る
。
講
中
の
宿
を
し
た
藤
生
家
な

ど
も
、
早
朝
か
ら
来
る
ひ
と
に 

は
、
朝
食
を
用
意
す
る
な
ど
来 

客
の
接
待
で
た
い
へ
ん
だ
っ
た
。
 

参
道
や
境
内
に
は
、「ち
よ
い
ち 

よ
い
買
い
な
、何
で
も
買
い
な
。
」
 

と
は
や
し
な
が
ら
、
景
気
を
つ 

け
る
店
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
ち 

よ
い
ち
よ
い
店
と
い
ぅ
。(

下 

桐
原)三

日
は
元
三
大
師
で
、
正
福 

寺
(

天
台
宗)

で
ゴ
マ
を
た
い 

て
祭
る
。
そ
の
ゴ
マ
に
あ
た
る 

と
厄
除
け
に
な
る
。
皆
が
お
参 

り
を
し
て
、
そ
こ
で
飲
み
食
い 

を
す
る
。
ネ
ギ
ヌ
タ
、
キ
ン
ピ 

ラ
な
ど
の
精
進
料
理
で
あ
る
。

(

小
平)

貴船神社の初詣で風景 (塩原)

(長沢利明撮影)



年
始
回
り 

組
合
中
回
る
。
誰
が
一
番
早
か
っ
た
と
か
言
っ
た
。
今
の
よ
う
に 

せ
わ
し
く
回
ら
ず
、
上
が
り
こ
ん
で
一
杯
呑
ん
で
く
る
。
泊
ま
り
こ
ん
だ
り
す
る 

こ
と
も
あ
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
一
日
五
〜
六
軒
回
る
。(

塩
原)

年
始
は
元
旦
に
要
害
神
社(

赤
城
神
社
と
琴
平
様
を
合
祀
し
た
神
社)

に
集
ま
っ 

た
が
、
今
は
公
民
館
で
初
顔
合
せ
を
し
、
こ
の
と
き
は
会
費
も
と
っ
て
酒
も
出
る 

の
で
各
戸
か
ら
一
名
出
て
年
始
を
し
た
。(

高
津
戸)

昔
は
ご
年
始
回
り
を
し
た
が
、
今
は
村
中
が
一
か
所
に
集
ま
っ
て
、
新
年
会
を 

す
る
。
会
費
三
百
円
で
酒
を
飲
む
。(

深
沢)

日
は
定
ま
ら
な
い
。
い
つ
で
も
、
自
分
の
都
合
の
よ
い
日
に
い
く
。
女
の
年
始 

は
、
三
月
の
お
ひ
な
様
ま
で(

四
月
三
日)

い
い
と
い
う
。(

上
桐
原)

年
始
の
品
物
は
茶
や
下
駄
が
多
い
。
正
月
に
は
た
い
て
い
も
ち
ま
わ
り
で
あ
る
。

(

上
神
梅)

寺
へ
の
年
始 

元
旦
の
朝
そ
の
寒
の
主
人
か
一
番
は
じ
め
に
、
お
金
を
包
ん 

で
(

今
は
五
百
円)

年
始
に
行
く
。
こ
れ
を
寺
し
げ
ん
と
い
う
。
こ
の
あ
と
先
達 

さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
年
始
に
行
く
。(

浅
原)

普
通
の
年
始
回
り
は
四
日
を
い
や
が
る
。
寺
の
始
日
で
あ
る
。(

小
平) 

寺
へ
の
年
始
日
は
、
正
月
一
日
で
あ
る
。
ぜ
ん
し
ょ
う
寺
へ
は
、
壇
家
で
は
、
 

金
と
米
を
年
始
と
し
こ
の
と
き
、
藤
生
家
で
は
、
「
お
年
玉
」
と
書
く
。
せ
い
お
ん 

寺
の
壇
家
は
、
「御
年
賀
」
と
書
く
。(

下
桐
原)

寺
の
年
始
は
四
日
に
行
く
。(

塩
原)

四
日
に
坊
さ
ん
か
各
戸
を
年
始
回
り
す
る
。
お
供
を
連
れ
て
来
て
、
シ
ャ
モ
ジ 

を
配
っ
た
が
、
今
は
回
り
切
れ
な
い
。(

深
沢)

一
般
に
は
「
四
日
の
ご
年
始
は
す
る
も
の
で
な
い
」
と
い
う
。(

深
沢)

四
日
は
坊
さ
ん
が
村
中
を
回
る
。
鬼
の
よ
う
な
絵
の
あ
る
お
札
を
配
る
。
お
札 

は
門
口
に
は
っ
て
お
く
。(

小
平)

四
日
は
寺
の
年
始
で
世
音
寺
か
ら
大
師
様
の
御
姿
を
書
い
た
御
符
と
し
ゃ
も
じ 

を
配
り
歩
い
た
。
御
符
は
ト
ボ
グ
チ
に
貼
る
。
四
日
の
夜
に
は
頂
い
た
し
ゃ
も
じ 

を
使
っ
て
家
の
人
た
ち
の
御
飯
を
よ
そ
る
。
す
る
と
一
年
間
病
気
を
し
な
い
で
無

事
に
す
ご
せ
る
と
い
う
。
御
符
は
風
か
な
に
か
で
吹
き
と
ば
さ
れ
て
な
く
な
っ
て 

し
ま
う
と
神
様
が
災
難
を
し
よ
っ
て
い
っ
て
く
れ
た
と
考
え
た
。(

桐
原)

四
日
の
日
に
和
尚
さ
ん
が
ま
わ
っ
て
き
た
。
こ
の
と
き
お
札
と
シ
ャ
モ
ジ
を
く 

れ
た
。
と
き
に
は
高
野
山
の
箸
や
暦
を
く
れ
て
い
っ
た
。(

高
津
戸)

壇
家
か
ら
の
年
始
に
対
す
る
、
寺
か
ら
の
年
始
は
、
四
日
で
、

一
日
に
百
軒
余 

も
ま
わ
る
の
で
、
何
と
い
っ
て
も
、
は
や
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
あ
が
る
家
は
、
 

刖
も
っ
て
決
め
て
お
き
、
た
い
て
い
は
、
玄
関
先
で
あ
い
さ
つ
を
し
て
、
そ
の
ま 

ま
帰
る
。(

下
桐
原)

四
日
は
、
寺
の
年
始
の
日
で
あ
る
。
三
力
日
は
、
坊
さ
ん
の
方
で
神
様
に
遠
慮 

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
四
日
は
、
坊
主
の
年
始
だ
か
ら
、

一
般
の
家
庭
は
ご
年
始 

に
行
く
な
と
い
う
。
盖n

慶
寺
は
、
お
し
ゃ
も
じ
と
暦
に
藤
森
稲
荷
と
い
う
お
札
を 

も
っ
て
く
る
。
こ
ち
ら
は
、
ご
年
頭
と
し
て
、
お
金
を
包
む
。(

上
桐
原)

寺
の
年
始
日
で
あ
る
。
な
べ
か
り
と
も
い
う
。
ヨ-
メ
は
、
実
家
に
帰
っ
て
、
泊
っ 

て
き
て
も
よ
い
。(

上
桐
原)

五
日
正
月 

「
ご
か
に
ち
」
と
は
い
う
が
、
持
別
に
は
何
も
し
な
い
。(

上
桐
原) 

七
草
が
ゆ
の
七
草
を
、
野
に
と
り
に
行
く
日
で
あ
る
。(

下
桐
原)

五
日
か
ら
、
年
始
受
け
、
年
始
ま
わ
り
が
始
ま
る
。

一
月
い
っ
ぱ
い
く
ら
い
だ 

っ
た
。
名
入
れ
の
て
ぬ
ぐ
い
と
塩
釜(

お
菓
子
の
名)

を
持
っ
て
い
っ
た
。(

神
梅) 

門
松 

カ
ィ
ド
の
入
り
口
の
両
は
じ
に
、
松
と
竹
を
立
て
る
。
門
の
そ
ば
で
も 

よ
か
っ
た
。
そ
れ
を
門
松
と
い
っ
た
。

ま
た
、
オ
ク
ザ
シ
キ(

デ
ェ)

の
前
の
庭
に
お
松
を
三
力
所
た
て
る
。
横
に
な 

ら
べ
て
、
松
だ
け
を
立
て
る
。
そ
れ
は
、
オ
マ
ツ
、
メ
マ
ツ
、
コ
マ
ツ
の
三
本
で 

あ
る
。

門
松
や
お
松
を
立
て
る
の
に
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
あ
い
だ
、
 

一
 

夜
か
ざ
り
は
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
、っ
。

お
松
は
一
月
十
四
日
の
あ
さ
、
さ
し
か
え
る
。
そ
の
あ
と
に
は
ま
ゆ
玉
を
さ
し 

た
。(

浅
原)

元
旦
は
門
松
に
ご
は
ん
を
少
し
ず
つ
あ
げ
た
。(

神
梅)



イナリ様に飾られた正月のシメ繩(小平)

(長沢利明撮影)

元旦には庚申様にも幣束をあ

げる(深沢)(長沢利明撮影)

門 松(狸原)

(板橋春夫撮影)

門 松(塩原)

(長沢利明撮影)

墓地に立てられたお松(塩原)

(長沢利明撮影)

三方辻に幣束をたてカマドの灰の包みを置 
く。(塩原) (長沢利明 撮影)



松
飾
り
は
ナ 

ラ
の
木
の
ク
ィ 

を
ぅ
つ
て
、
そ 

れ
に
竹
と
松
を 

つ
け
る
。
松
飾 

り
は
、
門
ジ
メ 

と
い
つ
て
、
ク 

ヌ
ギ
に
シ
メ
を 

は
つ
た
も
の
の 

下
に
作
る
。
門 

ジ
メ
は一

年
中
、

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。
た
だ
し
葬
式
の
時
に
は
と
る
。(

小
平)

ゴ
ボ
ウ
と
サ
ト
ィ
モ
と
ニ
シ
ン
の
オ
ス
ィ
モ
ノ
を
朝
お
松
に
あ
げ
る
。(

小
平) 

稲
荷
さ
ま
の
し
め
な
わ
は
ハ
ッ
チ
ョ
ウ
じ
め
と
い
い
、
な
わ
を
三
ツ
折
り
に
し

て
作
る
。
こ
れ
に 

御
幣
束
を
つ
け
る
。

(

神
梅)

正
月
棚(

十
二 

月
三
十
日
に
作 

る)

ナ
ラ
か
ク 

ヌ
ギ
の
木
を
割
っ 

て
板
に
し
、
こ
れ 

を
棚
に
作
っ
て
天 

井
か
ら
吊
る
す
。
 

こ
の
棚
に
幣
束
を 

一
本
立
て
て
歳
神 

様
を
ま
つ
る
。
正 

月
棚
は
ア
キ
ノ
カ 

〇
 

夕
に
飾
る
も
の
だ
。

Tn

(

塩
原)

正
月
榔
に
カ
キ•

コ
ン
ブ.

炭
な
ど
を
供
え
る
。(

深
沢)

正
月
棚
は
、
部
屋
の
角
に
飾
る
の
で
三
角
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
位
置
は
、
本 

来
は
そ
の
年
の
恵
方
で
毎
年
変
わ
る
が
、
最
近
は
一
定
し
て
、
上
の
棚
に
飾
る
。

棚
に
は 

穴
ヵ
ニ
つ
あ
し
て
い
て 

は
め
こ
み
式
の
鳥
居
を
立
て
、
こ
れ
に
、
 

鳥
居
の
か
た
ち
を
し
た
し
め
繩
を
七
、
五
、
三
に
し
て
結
わ
え
つ
け
る
。
し
め
黽 

に
は
、
板
昆
布
の
中
に
、
住
み
住
み
ょ
い
と
い
っ
て
、
す
み
、
ま
め
に
と
い
っ
て
、
 

大
豆
の
枝
と
jb
頭
つ
き
の
ご
ま
め
を
二
本
入
れ
る
。
や
ぶ
こ
ぅ
じ
を
両
方
に
ま
る 

め
て
結
わ
え
て
、
そ
の
台
と
し
て
、
ゆ
ず
り
葉
と
半
紙
を
折
っ
た
も
の
を
用
意
し
、
 

干
し
柿
を
三
つ
、
そ
の
下
に
み
か
ん
を
さ
し
こ
ん
で
つ
け
る
。
正
月
晒i

、
 

と
れ
て
も 

飾
っ
て
お
い
て
、
二
十
日
正
月
が
終
え
て
か
ら
外
す
。(

下
桐
原)

お
飾
り
は 

オ
シ
メ
の
外
、
ミ
カ
ン
、
コ
ブ
ニ-&

の
カ
ラ
、
ゴ
マ
メ.

ス

ミ(

木 

炭)

、
カ
キ
、
ユ
ズ
り
ハ
、
手
拭
な
ど
で
あ
る
。(

小
平)

三方辻に立てられた幣束(塩原)

(長沢利明撮影)

水田に立てられた幣束(塩原)

(長沢利明撮影)

貴舟&神社境内の小祠に供えられた幣束、オヒ 

ネリ、お守り、供え餅等。一月一日(塩原)

(長沢利明撮影)

畑に立てられた幣束(塩原)

(長沢利明撮影j



家
例
正
月
の
料
理
二

日
〜
三
日)

小
倉
家
で
は
、
ー
ニ
が
日
、
五
日
十
一 

日
、
小
正
月
、
ー
ー
十
日
正
月
、
初
午
に
は
里
芋
と
大
根
の
吸
い
物
を
必
ら
ず
作
り 

雑
煮
を
食
べ
る
。(

塩
沢) 

、

三
が
日
の
朝
食
は
家
に
よ
っ
て
き
ま
り
が
あ
る
。
雑
煮
エ
ン
ギ
、
ソ
バ 

エ
ン
キ 

ウ
ド
ン
エ
ン
ギ
な
ど
の
家
で
は
各
々
、
雑
煮
、
ソ
バ
、
ウ
ド
ン
を
食
べ
る
。
大
晦 

日
に
赤
飯
を
炊
い
て
お
い
て
一
一
が
日
に
食
べ
る
家
も
あ
る
。
ま
た
、
三
が
日
の
う 

ち
に
ト
ロ
を
食
べ
る
と
風
邪
を
ひ
か
ぬ
と
い
う
言
い
伝
え
の
あ
る
家
も
あ
り 

正 

月
の
餅
を
つ
か
な
い
、
二
十
三
夜
餅
以
降
に
餅
を
つ
か
な
い
、
と
い
う
家
も
あ
る
。
 

(

塩
原)

正
月
に
は
ソ
バ
家
例•

赤
飯
家
例•

餅
家
例
な
ど
と
、
家
に
よ
っ
て
決
ま
っ
た 

食
事
を
作
っ
た
。
三
元
日
の
間
は
守
っ
た
。(

深
沢)

正
月
三
ケ
日
の
食
事
は(

話
者
の
家
で
は)

モ
チ
は
食
べ
な
い
。
サ
ト
イ
モ
や 

ご
は
ん
を
食
べ
る
が
、
お
わ
ん
を
、
と
り
変
え
て
使
う
。

昔
の
苦
労
を
忘
れ
な
い
た
め
と
い
い
、
部
落
に
、
何
軒
か
あ
る
。

也
こ
、
ウ
ド
ン
が
食
べ
ら
れ
な
い
家
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ウ
ド
ン
を
持
つ
板
、
 

め
ん
板
を
、
歳
神
様
の
神
棚
と
し
て
使
っ
て
し
ま
う
た
め
。(

神
梅)

正
月
の
食
事
の
は
し
は
、
白
木
の
は
し
を
、
い
ず
く
の
木
で
作
っ
て
、
使
っ
た
。
 

木
は
山
か
ら
年
内
の
う
ち
に
切
っ
て
き
て
、
寒
水
に
ひ
や
し
て
お
い
た
。
そ
う
す 

る
と
皮
が
よ
く
む
け
る
。
そ
れ
を
は
し
の
長
さ
に
切
っ
て
、
は
し
を
作
っ
た
。(

神 

梅) 

'

新
中
イ
ッ
ケ
で
は
三
が
日
の
朝
、
ト
ガ
ズ
飯(

と
が
な
い
飯
を
た
い
た
も
の) 

を
食
べ
る
。
 

, 

ィモズィ 

鏑
木
イ
ッ
ケ
で
は
暮
の
三
十
日
が
ソ
バ
、
大
晦
日
は
飯
、
三
が
日
の
朝
は
芋
吸 

(

芋
•

大
根
の
汁)

で
、
大
晦
日
に
残
し
た
冷
や
飯
を
食
べ
る
。
「
ム
カ
デ
に
か 

じ
らn

な
い
」
と
い
う
。
三
が
日
に
餅
を
食
う
と
デ
キ
モ
ン
が
で
き
る
と
い
い 

四
日
に
な
ら
な
い
と
餅
が
食
べ
ら
れ
な
い
。(

下
神
梅)

星
野
イ
ッ
ケ
は
赤
飯
を
ふ
か
す
。
餅
は
少
な
い
。(

下
神
梅)

反
町
イ
ッ
ケ
は
三
が
日
は
メ
ン
バ
板
が
出
せ
な
い
。
大
晦
日
に
う
ど
ん
を
う
っ

て
置
く
。(

下
神
梅)

家
例
と
し
て
、
大
晦
日
に
炊
い
た
ア
ズ
キ
飯
を
ー
ニ
元
日
の
每
朝
あ
た
た
め
て
食 

ベ
る
家
が
あ
る
。(

小
平)

オ
ゾ
ウ
煮
を
ミ
ソ
汁
で
す
る
家
が
あ
る
。
前
日
か
ら
ミ
ソ
で
サ
ト
ィ
モ
を
ど
ろ 

ど
ろ
に
煮
て
お
い
て
、
そ
れ
に
餅
を
入
れ
る
。
オ
ゾ
ウ
煮
は
、
三
元
日
に
、
十
一 

日
、
十
四
日
、
二
十
日
に
す
る
。
二
十
日
の
ゾ
ウ
煮
は
、
オ
ソ
ナ
エ
の
カ
チ
カ
チ 

の
餅
を
使
用
し
た
。(

小
平)

今
泉
氏
は
二
元
日
は
お
雑
煮
で
四
日
が
そ
ば
、
浅
原
の
宮
田
氏
は
正
月
に
餅
を 

つ
か
な
い
。
ま
た
二
渡
氏
も
餅
を
つ
か
な
い
で
近
所
の
人
が
持
参
し
て
い
っ
た
。
 

こ
の±

き
お
返
し
に
オ
ナ
メ
を
く
れ
た
。(

高
津
戸)

竹
ぼ
う
き 

竹
ぼ
う
き
を
作
る
時
、
ふ
つ
う
の
年
は
竹
の
枝
を
十
二
本
、
う
る 

う
年
は
十
二
本
使
っ
て
、
も
と
を
締
め
た
。(

下
神
梅)

お
年
玉
お
年
玉
を
く
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、年
内
に
か
き
ぞ
め
を
書
き 

年
始
ま
わ
り
に
つ
い
て
い
っ
て
そ
れ
を
出
す
と
、
二
銭
ほ
ど
く
れ
た
。
家
に
は 

か
け
じ
く
、
か
き
ぞ
め
な
ど
が
、
か
け
な
ら
べ
て
あ
っ
た
。(

神
梅)

オ
タ
ナ
サ
ガ
シ(

四
日)

四
日
ガ
ユ
は
ニ
ガ
日
の
供
物
を
さ
げ
て
、
あ
げ
直 

す
。
供
え
餅
を
お
ろ
す
。'(
十
一
日
ま
で
置
く
家
も
あ
る
。)(

塩
原)

三
が
日
に
供
え
た
物
を
下
げ
て
、
• 

一
緒
に
し
て
お
カ
ユ
に
し
て
食
べ
る
。
棚
サ 

ガ
シ
と
い
う
。(

深
沢)

正
月
四
日
に
す
べ
て
の
お
そ
な
え
を
さ
げ
て
、煮
っ
か
え
し
て
あ
げ
た
。(

上
神
梅) 

二
が
日
に
供
え
た
も
の
を
オ
ジ
ャ
に
し
て
食
べ
る
。(

下
神
梅)

四
日
の
棚
ざ
ら
い 

四
日
に
は
、
三
力
日
の
間
、
お
神
に
あ
げ
た
も
の
を
、
お 

じ
や
に
し
て
食
べ
る
。(

上
桐
原)

お
棚
さ
が
し
は
四
日
で
、
オ
ゾ
ウ
煮
の
具
を
ゾ
ウ
ス
ィ
に
し
て
た
ベ
た
。(

小
平) 

年
神
様 

豆
が
ら
、
昆
布
、
炭
を
み
ず
ひ
き
で
し
ば
り
つ
け
て
串
柿
と
み
か
ん 

を
つ
け
て
年
神
様
に
飾
っ
た
。(

上
神
梅)

山
入
り•

十

二

様(

六
日)

正
月
六
日
、
十
二
様
に
オ
カ
シ
ラ
ッ
キ
、
オ
サ 

ゴ
、
盔
、
餅
、
竹
で
作
っ
た
オ
ミ
キ
ス
ズ
ニ
本
を
も
っ
て
行
っ
て
供
え
、
帰
り
に



山
か
ら
カ
レ
ッ
コ(

枯
枝)

一

把
拾
つ
て
き
て
お
湯
を
沸
か
し
、
茶
を
入
れ
、
家 

の
中
の
全
部
の
神
様
に
あ
げ
る
。(

浅
原)

六
日
山
入
を
し
た
、
こ
の
日
ま
で
は
山
へ
入
ら
な
か
つ
た
。

十
二
様
へ
、
も
ち
、
菓
子
、
お
か
し
ら
つ
き
、
お
さ
ご
、
塩
を
も
つ
て
行
つ
て
、
 

清
め
て
か
ら
、
山
へ
入
つ
た
。
お
み
き
す
ず
を
二
本
つ
く
つ
て
、
酒
を
入
れ
て
も
つ 

て
行
つ
た
。
帰
り
に
、
山
の
木(

か
れ
つ
こ)

を
ひ
ろ
つ
て
き
て
、
家
で
お
湯
を 

わ
か
し
て
、
お
茶
を
い
れ
て
、
う
ち
の
中
の
神
様(

神
棚
に
ま
つ
つ
て
あ
る
神
様) 

に
あ
げ
る
。

な
お
、
山
の
神
様
は
、
酒
が
す
き
だ
と
い
う
。(

浅
原)

主
人
が
山
入
り
し
て
、
士 

一
様
に
御
幣
束
を
持
つ
て
い
く
。
ご
ま
め
の
頭
つ
き 

と
お
さ
ご
に
米
を
入
れ
て
持
つ
て
行
き
、
そ
な
え
て
か
ら
仕
事
を
し
た
。
小
正
月 

に
使
、つ
木
、
み
ず
ぶ
さ
の
木
を
切
つ
て
く
る
。

マ
ユ
玉
を
さ
す
木
。(

神
梅) 

山
入
り
は
正
月
六
日
、
正
月
の
仕
事
始
め
に
山
へ
、
オ
サ
ゴ(

散
米)

と
カ
ケ 

才
(

掛
魚)

を
持
つ
て
、
ボ
ク
伐
り
に
行
く
。(

下
神
梅)

六
日
は
、
山
は
じ
め
、
山
入
り
の
日
で
、
山
へ
入
る
ひ
と
が
お
し
め
な
ど
を
持
つ 

て
、
神
を
祀
つ
て
く
る
。(

下
桐
原)

六
日
に
は
山
入
り
と
い
つ
て
、
小
正
月
の
飾
り
物
の
材
料
集
め
を
す
る
。
ボ
ク 

(

白
ハ
ギ
、
水
ブ
サ
、
ノ
デ
ン
ボ
ウ(

ヌ
ル
デ)

を
切
つ
て
く
る
。(

小
平) 

六
日
は
、
寒
の
入
り
で
あ
る
。
こ
の
日
は
、
ま
た
、
消
防
の
出
初
め
式
の
日
で 

も
あ
る
。(

上
桐
原)

六
日
ド
ロ 
•

ト
ロ□

飯
(

六
日)

こ
の
日
は
ト
ロ
ロ 
(

山
芋)

を
食
べ
る
。

(

塩
原)

六
日
ド
ロ
と
い
つ
て
、
夕
食
の
時
、
ト
ロ
ロ
汁
を
御
飯
に
か
け
て
食
べ
る
。
夏 

負
け
し
な
い
し
、
病
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
。(

小
平)

正
月
六
日
に
は
六
日
ド
ロ
と
い
つ
て
、
ト
ロ
ロ
の
御
飯
を
し
た
。
ト
ロ
ロ
は
消 

化
に
ょ
い
の
で
食
べ
た
。(

上
神
梅)

七
日
爪 

正
月
の
七
日
に
七
日
爪
と
つ
て
お
け
ば
、
あ
と
は
い
つ
と
つ
て
も
い 

ぃ
。(

塩
原)

七

草•

七
草
ガ
ユ(

七
日)

本
式
に
は
春
の
七
草
全
部
を
入
れ
て
作
る
。
春 

の
七
草
と
は
、
セ
リ
、
ナ
ズ
ナ
、
ニ
ン
ジ
ン
、
ゴ
ボ
ウ
、
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
、
ス
ズ
ナ
、
 

ス
ズ
シ
ロ 
(

大
根
葉)

で
あ
る
。
普
通
は
ナ
ズ
ナ
だ
け
入
れ
る
。
ナ
ズ
ナ
は
一
つ 

で
七
草
と
い
う
。(

塩
原)

七
草
ガ
ユ
は
七
色
の
草
を
入
れ
て
カ
ユ
を
作
る
。
七
草
は
節
共
の
一
つ
。(

下
tt

梅)
セ
リ
タ
タ
キ
は
主
人
公
が
歳
神
棚
の
前
で
俎
を
叩
く
。
包
丁
を
両
手
に
持
っ
て 

太
鼓
を
叩
く
ょ
う
に
刻
む
。
菜
切
包
丁
で
は
な
く
、
う
ど
ん
包
丁
を
用
い
る
。
唱 

え
ご
と
は 

「ト
ウ
ト
ノ
鳥
卜
、
ニ
ホ
ン
ノ
鳥
が
、
〜
ノ
橋
ヲ
渡
ラ
ヌ
ウ
チ
ニ
、
七 

草
ナ
ズ
ナ
ヲ
〜
」
と
か
、
「七
草
ナ
ズ
ナ
、
ト
ウ
ト
ノ
鳥
ガ
、
ウ
タ
ラ
ヌ
ウ
チ
ニ
、
 

ミ
ズ
ホ
ノ
ク
ニ
ノ
〜
」
と
か
言
う
。(

塩
原)

正
月
五
日
に
ナ
ズ
ナ
、
に
ん
じ
ん
、
大
根
、
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
、
ミ
ョ
ウ
ガ
の
根
、
 

ホ
ト
ケ
ノ
ザ
、
は
こ
べ
の
七
つ
を
と
っ
て
お
き
年
神
様
に
あ
げ
て
お
い
た
。
そ
れ 

を
七
日
の
朝
に
と
っ
て
七
草
粥
を
つ
く
っ
た
。
「
七
草
ナ
ズ
ナ
、
唐
土
ノ
鳥
ガ
日
本 

ノ
土
地 

二
渡
ラ
ヌ
先
ニ
ス
ト
ト
ン
ト
ン
」
と
唱
え
な
が
ら
刻
む
。(

上
神
梅) 

七
草
の
お
か
ゆ
を
作
る
。

「
七
草
ナ
ズ
ナ
の
セ
リ
は
た
き
。
唐
土
の
鳥
が
日
本
の
国
へ
わ
た
ら
ぬ
先
に
、
 

七
草
ナ
ズ
ナ
の
セ
リ
は
た
き
。
」
と
言
っ
て
、
お
か
ゆ
の
中
に
七
草
を
入
れ
て
食
べ 

た
。
こ
の
い
わ
れ
は
、
唐
の
鳥
が
、
昔
鳥
取
県
に
き
た
。
そ
し
て
悪
い
病
気
が
は 

や
っ
た
。
そ
れ
が
飛
ん
で
き
て
、
川
上
で
羽
を
は
た
い
た
ん
で
、
非
常
に
病
人
が 

出
た
。
そ
こ
で
七
草
の
い
ろ
い
ろ
な
草
を
食
べ
た
ら
病
気
が
直
っ
た
と
い
う
の
で
、
 

そ
れ
を
言
っ
た
も
の
だ
。
そ
の
ま
な
板
は
、
柳
の
木
だ
っ
た
の
で
、
お
勝
手
の
台 

所
の
ま
な
板
は
柳
に
し
ろ
と
い
、っ
。(

神
梅)

い
ま
で
も
や
っ
て
い
る
。
セ
リ
、
ナ
ズ
ナ
、
ゴ
ギ
ョ
ウ
、

ハ
コ
ベ
ラ
、
ホ
ト
ケ 

ノ
ザ
、
ス
ズ
ナ
、
ス
ズ
シ
ロ
こ
れ
ぞ
七
草
と
い
い
全
部
そ
ろ
わ
ぬ
と
き
は
、
「ナ
ナ 

ク
サ
」
で
代
用
す
る
。
こ
れ
一
種
で
、
そ
の
役
を
果
す
。
ど
ろ
く
さ
い
、
ギ
ザ
ギ 

ザ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
も
の
が
欠
け
て
も
「ナ
ナ
ク
サ
」
は
必
ず
い
れ
る
。
 

七
草
は
、
前
日
の
六
日
の
寒
の
入
り
に
、
野
に
と
り
に
行
く
。
七
日
の
朝
に
な
っ



て
、
す
ぐ
仕
度
で
き
る(

き
ざ
む)

よ
う
に 

前
の
晚 

ニ
ン
ジ
ン
や
コ
ボ
ウ
と 

と
も
に
、
洗
っ
て
用
意
し
て
お
く
。

春
の
七
草
は
、
セ
リ
、
ナ
ズ
ナ
、
ゴ
ギ
ョ
ウ
、

ハ
コ
ベ
ラ
、
ホ
ト
ケ
ノ
ザ 

ス 

ズ
ナ
、
ス
ズ
シ
ロ
を
い
う
。
五
日
に
、
野
に
七
草
を
と
り
に
行
き
、
六
日
の
夜
に 

は
、
も
う
す
っ
か
り
準
備
を
と
と
の
え
て
お
く
。
七
日
に
は
、
は
や
く
か
ら 

主 

婦
が
起
き
て
、
「
ト
ウ
ド
ノ
ト
り
が
、
ニ
ホ
ン
ノ
シ
マ
ニ
、
ワ
タ
ラ
ヌ
チ
ニ
、
ス
ト 

ト
ン
ト
ン
ト
ン
」
と
、
七
草
ナ
ズ
ナ
の
セ
り
た
た
き
を
す
る
。(

下
桐
原)

七
草
ガ
ユ
は
、
セ
り
、
ナ
ズ
ナ
、
大
根
、
人
参
、
ゴ
ボ
ウ
、

コ
ブ
、
カ
キ
、
フ 

キ
ノ
ト
ウ
な
ど
を
入
れ
る
。
カ
ユ
に
は
塩
気
を
入
れ
な
い
。

一
 
年
の
人
の
い
る
場
合
に
は
、
セ
り
を
家
の
中
に
入
れ
て
は
い
け
な
い
。

一
年 

史
豕
に
入
れ
な
い
。

「唐
土
の
鳥
が
日
本
の
土
地
に
渡
ら
ぬ
先
に
、
七
草
ナ
ズ
ナ
の
セ
り
た
た
き
。
」 

と
ー
ー
ー
ぐ
ら
ハ
や
る
。

マ
ナ
ィ
タ
を
ス
り
コ
ギ
を
た
た
い
た
。
年
男
か
た
た
く 

カ
ユ
と
ど
う
し
て
も
食
え
と
い
う
。

ふ
い
て
食
べ
て
も
よ
い
。(

小
平)

「
ナ
ナ
ク
サ
ナ
ズ
ナ
、
ト
ウ
ド
ノ
ト
リ
が
、

ニ
ホ
ン
ノ
ハ
シ
ヲ
、
ワ
タ
ラ
ヌ
ウ 

チ
ニ
、
ス
ト
ト
ン
ノ
ト
ン
」
と
い
っ
て
、
キ
ウ
リ
板
を
た
た
い
て
音
さ
せ
な
が
ら 

き
ざ
む
。
七
草
が
ゆ
は
疫
病
を
防
ぐ
と
い
う
。(

上
桐
原)

初

市
(

七
日)

こ
の
日
は
、
祇
園
祭
り
の
当
番
町
が
神
輿
を
か
つ
い
で
、

一
 

丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
ま
わ
る
。
夜
の
明
け
な
い
う
ち
に
八
坂
神
社
か
ら
か
つ
ぎ 

出
し
、大
通
り
を
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
か
つ
い
で
ま
わ
し
た
後
、当
番
町
内
に 

飾
っ
て
お̂

。
七
丁
目
は
、
ワ
リ
ダ
シ
と
言
い 

戦
前
ま
で
は
町
内
の
公
の
行
事 

に
は
仲
間
に
入
れ
な
か
っ
た
。
戦
後
祭
事
に
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。(

大 

間

)々初
市
は
、
大
間
々
は
二.

七
、
桐
生
は
三.

八
の
市
で
、
大
間
々
の
一
丁
目
と 

六
丁
目
に
市
が
た
っ
た
。(

高
津
戸)

ク
ワ
ダ
テ(

十
一
日)

サ
ク
タ
テ
は
暮
の
三
十,
日
、
門
松
を
立
て
る
日
に
、
作

神

様(

畑
の
神)

に
も
門 

松
、

を
立
て
る
。
正
月
十
一
日
ま
で
畑
に
入
ら
な
い
が
、
こ
の
日
御
幣
、
お

松
に
オ
サ
ゴ
、
オ
カ
シ
ラ
ツ
キ
を
供
え
る
。
そ
し
て
鍬
で
農
作
物
を
作
る
真
似
を
、
 

家
の
主
人
が
や
る
。
小
平
で
は
ミ
ノ
、
カ
サ
つ
け
て
、
裸
足
に
な
り
、
前
も
っ
て 

き
れ
い
に
洗
っ
て
お
い
た
鍬
で
サ
ク
を
切
る
真
似
を
す
る
と
い
う
。(

浅
原)

こ
の
日
、
お
か
し
ら
つ
き
、
お
さ
ご
を
も
っ
て
は
た
け
へ
行
き
、
暮
(

十
二, 

月
三
十
日)

に
た
て
た
お
松
の
と
こ
ろ
へ
そ
な
え
も
の
を
し
、
そ
の
近
く
の
と
こ 

ろ
を
一
さ
く
で
も
さ
く
を
き
っ
て
き
た
。

こ
れ
は
、
そ
の
家
の
主
人
が
い
っ
て
や 

っ
た
。

(

小
平
の
か
た
い
家
で
は
、
み
の
笠
を
つ
け
て
、
は
だ
し
で
、
鍬
を
あ
ら
っ
て
、
 

は
た
け
へ
行
っ
て
さ
く
た
て
を
し
た
と
い
、っ
。)

そ
の
日
ま
で
は
、
は
た
け
へ
入
ら
な
か
っ
た
。(

浅
原)

畑
に
行
っ
て
二
尺
く
ら
い
サ
ク
を
切
る
。
仕
事
始
め
で
あ
る
。(

塩
原) 

ク
ワ
ダ
テ
は
一
月
十
一
日
、
畑
に
お
松
を
立
て
て
、
サ
ク
切
り
を
三
サ
ク
し
て
、
 

米
一
升•

頭
付
き
の
魚
を
供
え
る
。(

深
沢)

正
月
十
一
日
は
ク
ワ
タ
テ
で
、
箕
の
中
に
一
升
ま
す
を
置
き
米
を
入
れ
る
。
そ 

の
米
を
少
し
と
っ
て
半
紙
に
の
せ
、
頭
つ
き
の
ゴ
マ
メ
ニ
匹
も
の
せ
て
、
田
に
行
っ 

て
あ
げ
て
く
る
。
鍬
で
サ
ク
を
三
ケ
所
く
ら
い
き
る
。
今
で
も
や
っ
て
い
る
。(

上 

神
梅)十

一
日
、
畑
で
さ
く
を
切
る
。
米
を
一
升
持
っ
て
い
き
そ
な
え
、
持
っ
て
帰
っ 

て
床
の
間
に
か
ざ
る
。

こ
の
米
を
十
五
日
の
お
か
ゆ
に
す
る
。
白
か
ゆ
の
家
あ 

ず
き
が
ゆ
の
家
と
あ
る
。(

神
梅)

十
一
日
は
ク
ワ
立
て
て
、
年
神
様
に
あ
げ
た
も
の
を
持
っ
て
い
っ
て
、
サ
ク
を 

切
る
真
似
を
す
る
。
オ
サ
ゴ
も
持
っ
て
い
く
。
主
人
公
の
仕
事
で
あ
る
。

十
一
日
は
ク
ラ
開
き
と
も
い
う
。(

小
平)

正
月
十
一
日
は
十
一
日
正
月
と
も
い
う
。
お
松
を
畑
に
立
て
、
煮
し
め
を
皿
に 

盛
っ
て
上
げ
る
。
畑
に
サ
ク
を
三
サ
ク
切
る
。(

下
神
梅)

蔵

開

キ(

十
一
日)

蔵
の
あ
る
家
は
蔵
を
開
く
。(

浅
原
、
塩
原)

十
一
日
に
鏡
餅
を
、
ぞ
う
に
に
し
て
食
べ
た
。
蔵
を
開
い
た
。(

神
梅)

倉
に
入
っ
て
い
る
コ
メ
、
ム
ギ
な
ど
五
穀
を
閉
じ
て
あ
け
る
と
い
う
。
衣
類
に



ム
シ
が
つ
か
ぬ
よ
ぅ
に
倉
を
ひ
ら
く
日
で
も
あ
る
。(

上
桐
原)

倉
開
き
は
正
月
八
日
、
何
か
し
た
が
不
明
。(

下
神
梅)

 

十二様
.

山
の
神 

(

旧
ー
ー
月
十
ー 

ー
日
ま
だ
は
一
月
十
ー
ー
日)

山
仕
事
を
し 

て
い
る
人
は
、
旧
二
月
十
二
日
に
、
黒
保
根
村
桑
ノ
代
の
十
二
様
へ
お
詣
り
に
行 

く
。(

塩
尺)

十
二
日
は
十
二
様
に
詣
る
。

こ
の
日
は
木
を
切
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い 

十 

二
様
に
お
こ
ら
れ
る
径
我
を
す
る
。

こ
の
日
は
十
二
様
が
木
の
数
を
数
え
る
日
で 

あ
る
と
い
、っ
〇 
(

塩
原) 

、

十
二
日
は
十
二
様
の
日
で
、
そ
の
日
は
山
に
入
ら
な
い 

十

時

に

は 

才 

切
る
な
と
い
、っ
。(

塩
原) 

、

。
 

十
二®
±

山
の
神
で
、
山
に
十
二
山
神
社
の
石
宮
が
あ
る
。
山
へ
入
る
人
力
备
る 

正
月
の
お
松
迎
え
の
時
、
お⑤

•

オ
ミ
キ
ス
ズ•

カ

ケ

オ(

掛
魚)

を
持
っ
て 

一

t

き
、
拝
ん
で
か
ら
、
松
を
取
る
。
才
、、、キ
ス
ズ
は
竹
二
本
を
切
っ
て
麻
で
し 

M

り®

を
入
れ
て
供
え
る
。
カ
ケ
オ
は
ゴ
マ
メ
の
魚
を
使
ぅ
。(

下
神
梅)

士
百
は
山
仕
事
を
す
る
人
が
集
っ
て
祭
り
、昔
は
バ
ン
タ
ィ
モ
チ
も
つ
し
た 

(

高
聿
戸)

十
二
日
は
、
山
仕
事
を
す
る
人
た
ち
の
初
十
二
様
で
あ
る
。
桐

原

に

は

仕
 

奮
寸
門
の
ひ
と
は
い
な
い
。(

下
桐
原) 

。 

十
二
日±

2
q

の
神
様
の
日
で
、
山
仕
事
が
で
き
な
い
。
十
二
講
を
や 

た 

山 

こ
ボ
ン
デ
ン
を
た
て
、
バ
ン
ダ
ィ
餅
を
つ
い
て
食
べ
る
。
炭
火
を
お
こ
し
て
、
砂 

糖
入
り
の
ミ
ソ
を
煮
て
、
そ
れ
を
餅
に
つ
け
て
食
べ
る
。
サ
ン
シ
ョ
の
菜
を
ミ
ソ 

こ
入
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。(

小
平)

十
二
日
は
十
二
様
の
日
で
あ
る
か
ら
、
山
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
。
山
仕
事
を 

さ
け
る
。(

小
平)

正
月

ボ
ハ
迎H

十
四
日
の
朝
、家
の
主
人
が
自
分
の
山
へ
ボ
ク
迎
え
に
行
く
。
根
っ 

こ
ご
と
こ
い
で
も
っ
て
く
る
。
小
正
月
が
終
わ
る
と
そ
れ
を
も
と
の
所
に
植
え
て 

く
る
。(

狸
原)

正
月
飾
り
を
取
る
日
。
玄
関
な
ど
の
松
飾
り
を
は
ず
し
て
稲
荷
様
の
そ
ば
に
て 

も
捨
て
る
。
門
松
の
杭
だ
け
は
残
し
て
お
い
て
十
吾
の
朝
、
カ
ユ
を
供
え
る
。
 

(

塩
原)

松±

、
十
四
日
の
朝
さ
げ
、
カ
キ
花
、
ま
ゆ
玉
と
と
り
か
え
っ
こ
す
る
。
ト
ン 

ド
晓
き
は
し
な
い
。(

上
桐
原) 

 

十
四
日
は
ハ
ナ
カ
キ
で
普
通
二
段
の
も
の
作
る
が
、
大
神
宮
様
に
は
、
十
六 

の
も
の
を
作
っ
た
。

ニ
ワ
ト
コ
の
木
で
作
る
。(

小
平)

一
月
十
四
日
に
正
月
の
か
ざ
り
、
し
め
な
わ
を
さ
げ
る
。
し
め
な
わ
は
ほ
く 

し
て
、
ナ
エ
バ
と
い
っ
て
、
苗
を
し
ば
る
の
に
使
、っ
。
ど
ん
ど
焼
き
は
し
な 

神
さ
ま
の
も
の
だ
か
ら
、
む
だ
に
し
な
い
と
い
ぅ
。(

神
梅)

正
月
十
四
日
に
針
を
持
つ
と
蚕
の
ロ
を
縫
ぅ
と
い
っ
て
お
針
を
し
な
い
。(

上

モ
ノ
ゾ
ク
リ

ヌ

ル

デ
(

ノ

デ

ン

ボ

と

も

い

い

護

摩

を

焚

く

才)

を
肖
っ 

て
、

ハ
ラ
ミ
バ
シ
や
カ
ユ
カ
キ
棒•

木
刀
な
ど
を
作
る
。
木
刀
は
長
さ
二•

五

尺

一  

ま
ど
で
、
つ
ば
の
所
に
ハ
ナ
を
か
い
た
の
を
二
本
作
る
。
蠢

の

ボ

ク

の

所

へ

供

'  

え
て
置
く
。(

上
神
梅) 

 

 

ヌ
レ
デ
ノ
ボ
ウ
刀
と
い
っ
て
、
カ
ユ
カ
キ
棒
と
同
種
の
木
で
作
っ
た
刀
を 

マ 

ユ
玉
を
さ
し
た
木
に
た
て
か
け
て
お
い
た
。
刀
の
柄
の
部
分
は
皮
を
残
し
て
お
い 

て
ベ
ッ
テ
ン
印
を
つ
け
た
。(

小
平)

ニ
ワ
ト
コ
の
木
を
小
正
月
の
三
日
前
に
と
っ
て
き
て
皮
を
む
い
て
蔭
干
し
し
て 

た
。
ニ
ワ
ト
コ
の
木
を
ハ
ナ
カ
キ
ナ
タ
で
削
る
。
十
六
の
段
を
つ
け
る
。(

二 

軒
在
家) 

,

、
 

大
門
か
ら
小
判
や
ハ
ナ
を
売
り
に
来
た
。

ハ
ナ
は
ニ
ワ
ト
コ
や
ノ
ー
テ
ン
オ
ー 

で
乍
る
。
小
判
は
四
日
の
オ
タ
ナ
サ
ガ
シ
の
と
き
下
げ
る
が
、
暮
の
三
十
日
墓
に 

立
て
た
『
松
は
正
月
十
四
日
に
ハ
ナ
を
と
り
か
え
る
。

こ
の
ハ
ナ
は
寒
の
外
グ 

『
公•
を
あ
げ
た
所
に
は
全
部
あ
げ
る
。
そ
し
て
二
十
日
の
風
に
あ
わ
せ
る
な
と- 

っ
て
十
九
日
中
に
さ
げ
る
。
門
松
は
十
四
日
に
さ
げ
る
が
年
神
様
と
大
神
宮
様
の 

オ
マ
ツ
は
二
十
日
ま
で
置
く
。
そ
し
て
正
月
の
オ
タ
ナ
イ
タ'
は
二
十
日
朝
に
そ
の



ま
ま
屋
根
に
あ
げ
る
。
二
十
日
正
月
で
正
月
は
終
り
で
あ
る
。(

浅
原)

小
正
月
を
蚕
正
月
と
も
い
ぅ
。
十
六
段
の 

ハ
ナ
を
初
め
す
べ
て
の 

ハ
ナ
を
集
め 

て
お
い
て
折
っ
て
養
蚕
ザ
ル
の
中
に
入
れ
、
蚕
室
の
隅
に
お
き
春
蚕
の
ハ
シ
リ 

ズ
ー
を

五•

六
匹
つ
け
る
。
蚕
は
繭
を
作
リ
や
す
い
の
で
あ
る
。
繭
を
か
い
た
あ 

と
ハ
ナ
は
畑
で
燃
す
。
蚕
の
足
は
十
六
本
あ
リ
、
蚕
神
を
十
六
善
神
と
い
ぅ
。(

浅 

原)

ハ
ナ
、
ア
ー
ボ
へ
ーボ

は

一
月
十
五
日
に
、

ニ
ワ
ト
コ 

の
木
を
ハ
ナ
カ
キ
ナ
タ
で
削 

っ
て
ハ
ナ
を
作
る
。
ア
ー
ボ 

へ
ー
ボ
は
、
竹
に
ハ
ナ
を
幾 

つ
も
さ
し
た
も
の
で
、
マ
ユ 

玉
も
さ
し
て
つ
け
る
。
こ
れ

は
コ
ヤ
シ
場
に
立
て
て
お
く
。

(

塩
原)

ニ
ワ
ト
コ
を
む
い
て
、
二
段
バ 

ナ
を
か
き
、
屋
敷
稲
荷
様
な
ど
、
 

松
飾
り
し
た
所
に
飾
る
。

ニ
ワ
ト
コ
の
長
い
枝
一
本
に
十 

六
段
の 

ハ
ナ
を
か
い
て
飾
っ
た
り
、
 

ツ
ボ
ミ
を
飾
る
家
も
あ
る
。

大
間
々
に
ハ
ナ
の
市
が
た
っ
て
、
 

小
正
月
の
ハ
ナ
や
マ
ユ
玉
を
買
っ 

た
。(

上
神
梅)
,

正
月
十
四
日
、

ハ
ナ
を
か
い
て
、
 

お
シ
メ
と
一•

緒
に
、
臼
や
墓
地
に 

ま
で
上
げ
た
。

ヌ
ル
デ
の
棒
を
短
く
伐
っ
て
、

皮
を
む
い
た
の
と
、
皮
を
む
か
な
い
の
と
、
十
五
個
く
ら
い
、

ハ
ナ
を
か
い
て
所 

の
枝
に
さ
し
て
、
そ
れ
を
堆
肥
場
に
立
て
た
。
名
は
不
明
。(

下
神
梅)

一
月
十
五
日
に
ハ
ナ
を
か
ざ
る
。

ハ
ナ
は
、

ニ
ワ
ト
コ
の
木
の
皮
を
む
い
て
作 

る
。
神
棚
に
そ
な
え
る
。(

神
梅)

ノ 
ー
デ
ン
ボ
ウ
で{
豕
人
数
た
け
の
ハ
ラ
ミ
ハ
シ
を
作
り 

十
五
日
の
カ
ユ
を
一 

ハ
シ
で
も
食
べ
る
。
カ
ユ
を
食
べ
る
時
に
、
吹
い
て
食
べ
る
と
田
植
え
に
風
が
吹 

く
と
い
っ
て
、
禁
じ
ら
れ
る
。(

下
神
梅)

小
正
月
に
ノ
デ
ン
ボ
ウ
の
皮
を
む
い
て
、
四
つ
割
り
に
し
て
ハ
ラ
ミ
パ
シ
を
つ 

く
る
。
歯
が
痛
い
時
に
藁
で
十
文
字
に
し
ば
っ
て
オ
カ
マ
サ
マ
に
あ
げ
る
と
歯
痛 

が
な
お
る
。(

上
桐
原)

山
へ
行
っ
て
、
ノ
デ
ン
ボ
ウ
の
木
を
切
っ
て
く
る
。
割
っ
て 

ハ
ラ
ミ
ハ
シ
を

作
り
、
十
五
日
の
お
か
ゆ
を
食
べ
る
。
山
く
わ
と
い 

ぅ
、
山
の
木
の
か
ぶ
つ
を
毎
年
こ
し
ら
え
て
お
い
て
、
 

そ
れ
を
ざ
し
き
に
と
っ
て
あ
げ
て
き
れ
い
に
さ
す
。

(

神
梅)

ノ
デ
ン
ボ
ウ
の
木(

ウ
ル
シ
に
似
る)

で
カ
ユ
カ
キ
棒
と
ハ
ラ
ミ
バ
シ
を
作
り
、
 

マ 

ユ
玉
を
は
さ
ん
で
カ
ユ
を
か
き
回
す
。
カ
ユ
カ
キ
棒
は
苗
代
を
作
っ
た
時
に
刺 

し
て
おX

X。

(

塩
原)

オ
シ
ラ
マ
ツ
リ
ー
月
十
三
日
の
晚
、
ま
ゆ
玉
を
こ
し
ら
え
た
。

か
い
こ
に
は
足
が
十
六
本
あ
る
と
い
ぅ
。
前
足
か
六
本
、
腹
に
六
本
、
尻
に
二 

本
あ
る
。
そ
の
た
め
に
か
い
こ
の
足
に
な
ぞ
ら
え
て
十
六
本
ま
い
玉
を
つ
く
る
の 

だ
と
い
、っ
。
特
別
大
き
い
ま
ゆ
玉
を
つ
く
っ
て
、
や
ま
っ
く
わ
に
さ
し
た
。(

浅
原) 

い
い
繭
が
で
き
る
ょ
ぅ
に
と
、
正
月
十
四
日
の
朝
、
家
中
で
米
の
粉
で
繭
玉
を 

こ
し
ら
え
た
。

こ
の
繭
玉
を
ジ
ュ
ウ
ロ
ク
デ
ン
ジ
と
い
っ
た
。
ジ
ュ
ウ
ロ
ク
デ
ン 

ジ
は
ハ
ギ
に
さ
し
て
、

ハ
ナ
と
一
緒
に
神
棚
に
飾
っ
た
。(

狸
原)

マ
ユ
ダ
マ 

粉
は
三
升
位
な
け
れ
ば
足
り
な
か
っ
た
。
十
六
マ
ィ
ダ
マ
が
主
で
、
 

エ
ビ
ス
様
、
大
黒
様
、
作
神
様
等
に
供
え
る
。(

浅
原)

ハ
ナ
を
作
る
と
き
一
本
は
必
ず
十
六
段
の
を
作
る
。
ま
た
マ
ユ
ダ
マ
を
作
る
と

-たけ

ク

ギ

で

さ

す
小正月のジュウロクギ(狸原)

(板橋春夫撮影)

(

ど
ち
ら
が
外
と
い
ぅ
こ
と
は
な
い)

ハ

ラ

ミ

バ

シ



き
十
六
マ
ユ
ダ
マ
と
い
っ
て
特
に
大
き
い
の
を
作
り
、
山
桑
に
さ
す
。
十
六
マ
ユ 

ダ
マ
と
い
う
の
は
蚕
の
足
の
数
に
よ
る
の
で
あ
る
。(

浅
原)

マ
ユ
玉
を
十
五
日
に
ザ
シ
キ
の
ま
ん
中
に
飾
る
。
ボ
ク
の
木(

ヤ
マ
ク
ワ)

を 

二
本
庭
に
値
え
て
お
き
、
小
正
月
の
每
に
交
替
で
根
ご
と
掘
り
起
こ
し
て
き
て
飾 

る
。
終
わ
る
と
ま
た
い
け
て
お
く
。
ナ
ラ
、
シ
ラ
ハ
ギ
の
木
も
用
し
る 

枝
に
マ 

ユ
玉
を
た
く
さ
ん
つ
け
て
飾
る
が
、

コ
バ
ン
と
い
う
餅
米
で
作
っ
た
小
伴
型
の
も 

の
も
つ
け
る
。
五
升
く
ら
い
米
を
ひ
い
て
マ
ユ
玉
を
作
っ
た
。
ま
た
、
子
供
の
お 

も
ち
ゃ
に
マ
ユ
玉
を
ニ
ワ
ト
リ
の
型
な
ど
に
作
っ
た
り
も
し
た
。(

塩
原) 

十
六
メ
エ
ダ
マ
は
十
六
デ
ン
デ
と
い
っ
た
。
ボ
ク
に
さ
し
て
か
ざ
る
。
十
四
日 

は
カ
ザ
リ
つ
け
と
い
う
。(

小
平)

大
き
い
マ
ユ
玉
を
十
六
個
作
っ
て
木
に
つ
け
、
オ
シ
ラ
様
に
あ
げ
る
。(

塩
原) 

山
桑
の
か
ぶ
つ
を
二
つ
取
っ
て
き
て
お
き
、
蚕
室
に
か
ざ
る
。

マ
ユ
ダ
マ
を
十 

三
日
の
晚
に
つ
く
り
、
十
四
日
の
朝
ふ
か
し
て
飾
る
。
大
き
い
マ
ユ
ダ
マ
を
十
六 

固
つ
く
っ
て
小
さ
い
マ
ユ
ダ
マ
と
一
緒
に
ミ
ズ
ブ
サ
の
木
に
さ
し
た
。
ミ
ズ
ブ
サ 

よ
火̂

よ
け
の
木
だ
と
い
う
。
ミ
ズ
ブ
サ
は
梁
の
ま
ん
中
に
つ
る
し
た
。(

二
軒
在 

家) 

、
 

山
桑
を
つ
か
い
、
十
三
日
の
晚
に
米
の
粉
で
繭
の
形
に
こ
し
ら
え
て 

十
四
日 

に
ふ
か
し
て
飾
る
。

一
緒
に
小
判
も
さ
し
た
。
十
四
日
に
正
月
の
お
飾
り
を
と
っ 

て
か
ら
繭
玉
を
あ
げ
た
。
ザ
シ
キ
に
飾
っ
た
。(

上
神
梅)

正
月
十
四
日
に
卵
大
の
十
六
個
の
繭
玉
を
つ
く
り 

小
さ
い
繭
玉
と
ぜ
て 

一
升
マ
ス
に
入
れ
て
、
年
神
様
に
飾
っ
た
。
カ
マ
ガ
ミ
サ
マ
に
は
小
さ
い
繭
玉
を 

三
十
六
個
、
ナ
ラ
の
木
に
さ
し
て
あ
げ
る
。(

上
神
梅)

マ
ユ
玉
は
白
二
個
、
黒
三
十
四
個
、
計
三
十
六
個
の
マ
ユ
玉
を
ミ
ズ
ブ
サ
の
枝 

に
さ
し
て
、
カ
マ
神
の
柱(

水
が
め
の
傍)

に
し
ば
り
付
け
て
供
え
る
。

座
敷
の
マ
ユ
玉
は
山
ク
ワ
か
ナ
ラ
の
ボ
ク(

木)

に
さ
し
て
飾
っ
た
。

シ
ラ
ハ
ギ
の
枝
に
マ
ユ
玉
を
十
十
二
個
さ
し
た
も
の
を
八
組
も
作
っ
て 

大 

神

宮.

年

神•

エ
ビ
ス.

仏

壇.

床
の
間•

便

所•

屋
敷
稲
荷•

水
神
様
な
ど
に 

供
え
る
。

マ
ユ
玉
は
マ
ユ
形
と
丸
形
と
雞
の
形
な
ど
も
作
っ
た
。(

上
神
梅)

十
六
マ
ユ
玉
は
米
の
粉
一
升
で
十
六
個
の
大
き
い
マ
ユ
玉
を
作
り
、
ヵ
キ
の
枝 

に
さ
し
て
、
年
神
様
に
供
え
る
。(

上
神
梅)

一
月
十
四
日
に
マ
ユ
玉
を
ミ
ズ
ブ
サ
の
枝
に
さ
し
て
、
十
二
様
に
供
え
る
。
早 

く
下
げ
ら
れ
る
と
縁
起
が
い
い
、
い
つ
ま
で
も
下
が
ら
な
い
と
よ
く
な
い
と
い
う, 

(

下
神
梅)

十
四
日
に
マ
ユ
玉
を
作
り
、
ボ
ク
に
さ
し
て
飾
り
、
蚕
を
祝
っ
た
。

マ
ユ
玉
を 

ひ
ょ
う
た
ん
形
に
し
て
、
紐
を
付
け
て
吊
る
し
た
。(

下
神
梅)

山
ク
ワ
の
ボ
ク
に
マ
ユ
玉
を
さ
し
て
、
座
敷
に
飾
り
、
箕
に
野
菜•

果
物
な
ど 

を
盛
っ
て
供
え
る
。
オ
シ
ラ
様
と
は
い
わ
な
い
。(

下
神
梅)

正
月
十
三
日
を
、
ま
る
め
正
月
と
い
う
。
ま
ゆ
玉
を
夜
ま
る
め
て
、
十
四
日
の 

朝
ゆ
で
る
。
養
蚕
農
家
で
は
、
大
き
な
十
六
ま
ゆ
玉
を
つ
く
る
。
ナ
ラ
の
根
物
、
 

ヤ
マ
ッ
ク
ワ
、
は
ら
み
箸
も
つ
く
る
。
十
六
団
子
、
十
六
で
ん
じ
と
い
う
。
三
方 

荒_

こ
大
き
な
三
つ
丸
い
も
の
を
そ
な
え
る
。
座
敷
の
真
中
に
こ
ざ
を
し
い
て 

桑
の
ボ
ク(

か
ぶ
つ
、
根
の
あ
る)

を
お
い
て
、
そ
れ
に
つ
る
す
う
ち
も
あ
る
し
、
 

つ
る
さ
な
い
家
も
あ
る
。

い
ま
は
、
も
っ
た
い
な
い
か
ら
か
き
と
り
と
い
っ
て_
 

起
が
い
い
か
ら
、
柿
の
か
ぶ
つ
を
利
用
す
る
。
洗
っ
た
水
を
家
の
ま
わ
り
に
ま
く
。
 

で
き
も
の
が
家
に
入
ら
な
い
。
ぜ
い
た
く
な
ひ
と
は
小
判
を
つ
け
た
。
小
判
を
飾 

ら
な
い
緣
起
の
ひ
と
も
あ
る
。

大
神
宮
の
歳
神
様
に
は
、
特
別
に
ウ
メ
の
ボ
ク
を
と
っ
て
き
て 

ま
ゆ
玉
を
さ 

す
。(

上
桐
原)

ま
る
め
年
越
し
と
い
っ
て
十
三
日
は
、
そ
の
夜
、
小
正
月
の
ま
ゆ
玉
を
ま
る
め 

る
の
で
、
ま
る
め
年
越
し
と
い
う
。(

下
桐
原)

十
三
日
に
マ
ユ
玉
を
作
り
、
十
四
日
の
朝
ふ
か
す
。
年
神
様
の
棚
作
り
で
あ
ま
っ 

た
木
や
門
松
の
回
り
を
お
さ
え
た
木
で
マ
ユ
玉
を
ふ
か
し
た
。

マ
ユ
玉
は
山
グ
ワ
の
木
に
さ
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
家
に
よ
っ
て
は
、
年
神 

康
こ
だ
ナ
は
海
の
木
に
十
二
個
さ
し
て
供
え
た
り
、
そ
の
他
の
神
棚
に
は
ハ
キ
に 

さ
し
て
あ
げ
た
り
す
る
。
そ
の
家
で
は
、
水
ブ
サ
の
木
の
大
き
な
杖
を
使
う
。
門 

公
の
先
を
残
し
て
お
き
、
そ
こ
に
はY
字
型
の
も
の
供
え
る
。



マ
ユ
玉
を
ゆ
で
た
水
を
と
ぎ
れ
さ
せ
ず
に
家
の
回
り
に
ま
く
と
、
蛇
が
入
っ
て 

こ
な
い
と
い
う
。(

小
平)

ま
ゆ
玉
正
月
と
い
っ
て
小
正
月
に
は
、
松
飾
り
を
と
っ
た
後
に
、

ニ
ワ
ト
コ
で 

花
(

か
き
花)

を
作
っ
て
さ
す
。

ま
ゆ
玉
木
に
は
、
最
近
は
、
シ
ラ
ハ
ギ
を
用
い
る
。
昔
は
、
か
ぶ
つ
ご
と
の
も 

の
を
と
っ
て
き
て
、
ま
ゆ
玉
木
と
し
、
座
敷
の
真
ん
中
に
飾
っ
た
。
ま
ゆ
玉
は 

米
の
粉
で
つ
く
り
、
ふ
つ
う
の
も
の
の
ほ
か
に
、
特
大
を
十
六
つ
く
っ
た
が
、
何 

故
十
六
か
は
詳
か
に
し
な
い
。
ま
ゆ
が
あ
る
ょ
う
に
と
、
析
り
を
こ
め
て
つ
く
る 

の
だ
が
、
真
ん
中
が
く
び
れ
て
い
る
の
で
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
粉
は
、
前 

の
年
に
で
た
く
ず
米
を
、
自
分
の
家
で
ひ
く
。
大
き
な
家
で
は
、

一
斗
五
升
も
つ 

く
る
が
、
子
ど
も
が
多
い
と
、
二
升
く
ら
い
は
、
作
っ
て
い
る
う
ち
に
食
べ
て
し 

ま
う
。
ほ
か
に
、
印
刷
し
た
か
ぶ
の
絵
や
、
米
の
粉
で
で
き
た
色
と
味
の
つ
い
た 

小
判
や
大
判
を
市
で
買
っ
て
き
て
飾
る
。(

下
桐
原)

小
正
月
の
飾
り
は
、
十
三
日
の
晚
に
繭
玉
を
作
り
、
桑
の
木
に
さ
し
た
。
エ
ゴ 

ナ
ラ
な
ど
に
も
さ
し
た
。
繭
玉
の
外
に
餅
の
紐
も
つ
く
っ
た
短
ざ
く
と
し
て
か
け 

た
。削

り
花
は
ニ
ワ
ト
コ
の
木
で
つ
く
り
、
十
一
日
に
つ
く
っ
た
。
十
六
段
菊
、

ハ 

ラ
ミ
バ
シ
、
カ
ユ
カ
キ
棒
な
ど
も
作
っ
た
。(

高
津
戸)

オ
カ
マ
サ
マ 

小
正
月
に
ま
ゆ
玉
を
作
っ
て
山
桑
の
木
に
さ
し
て
供
え
る
。

こ 

の
神
様
は
三
十
二
人
の
子
ど
も
が
い
た
と
い
わ
れ
、
「
三
士 

一
上
げ
ろ
」
と
い
わ
れ 

た
。
山
桑
家
の
近
く
に
植
え
て
お
い
て
用
い
る
。
三
本
置
い
て
三
年
に
一
回
ず
つ
使 

用
す
る
。
植
木
鉢
の
ま
ま
供
え
る
。(

塩
沢)

オ
カ
マ
サ
マ
に
は
三
十
六
個
以
上
マ 

ユ
玉
を
あ
げ
る
。
オ
カ
マ
サ
マ
に
は
三
十 

二
人
の
子
洪
が
い
て
、
親
の
分
を
含
め
、
そ
れ
以
上
の
数
を
供
え
る
。(

塩
沢) 

稲
刈
り
の
始
め
に
、
稲
を
一
株
抜
い
て
き
て
オ
カ
マ
様
の
所
に
下
げ
た
。

小
正
月
の
マ
ュ
玉
を
三
十
三
個
—
三
十
六
個
以
上
ミ
ズ
ブ
サ
の
三
段
つ
い
た
枝 

に
さ
し
て
、
オ
カ
マ
様,
の
柱
に
掛
け
た
り
吊
る
し
た
り
し
て
供
え
た
。
十
六
日
に 

下
げ
て
煮
て
、
い
く
ら
か
取
っ
て
置
き
、
二
十
日
正
月
に
煮
て
お
神
に
供
え
た
。

モ
ロ
コ
シ
の
粉
や
黒
い
コ
ゴ
メ
の
ダ
ン
ゴ
も
オ
カ
マ
様
に
供
え
た
。(

下
神
梅) 

若
餅 

正
月
十
四
日
に
新
井
ィ
ッ
ケ
で
餅
を
つ
い
て
供
え
た
り
、
近
所
の
餅
緣 

起
で
な
い
家
に
上
げ
た
。(

下
神
梅)

穴
原
一
家
と
菌
田
一
家
は
正
月
餅
を
つ
か
な
い
。
小
正
月
の
十
三
日
に
つ
い
た
パ 

大
正
月
に
は
、
餅
は
原
則
と
し
て
は
食
べ
な
い
が
、
貰
っ
て
食
べ
る
の
は
ょ
い
。

穴
原
一
家
で
は
十
三
日
に
、
お
ん
か
は
れ
て
餅
を
つ
く
。
そ
の
時
に
始
め
て
才 

ソ
ナ
エ
を
と
り
、
諸
々
の
神
様
に
供
え
る
。
狸
原
で
は
、
遠
藤
一
家
と
星
野
一
家 

で
は
大
正
月
の
餅
は
つ
け
な
い
。(

小
平)

小
正
月
の
も
ち
を
昔
は
、正
月
と
同
じ
く
ら
い 

つ
い
た
。
少
く
て
も
一
人
一 

う
す 
(
三
升
う
す)

位
は
つ
い
た
。
正
月
と
い
っ
て
も
、
他
に
こ
馳
走
か
あ
る
わ 

け
で
な
か
っ
た
か
ら
、
た
く
さ
ん
つ
い
た
の
で
あ
る
。

現
在
は
、

つ
か
ぬ
家
の
方
が
多
い
。(

下
桐
原)

オ
ミ
タ
マ
サ
マ 

正
月
十
三
日
に
む
す
び
を
十
二
個
こ
し
ら
え
、
ひ
と
つ
ひ
と 

つ
に
ハ
ラ
ミ
バ
シ
を
つ
っ
と
す
。
年
神
棚
の
隣
り
に
こ
し
ら
え
た
。
十
八
日
に
さ 

げ
て
、
あ
っ
た
め
粥
を
し
て
食
べ
る
。
風
邪
を
ひ
か
な
い
し
、
金
に
こ
ま
ら
な
い 

と
い
う
。(

上
桐
原)

正
月
十
四
日
に
二
合
五
勺
の
白
い
御
飯
を
た
い
て
お
む
す
び
を
十
二
個
つ
く
っ 

た
。

ニ
ワ
ト
コ
の
木
で
こ
し
ら
え
た
ハ
ラ
ミ
バ
シ
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
む
す
び
に 

さ
し
箕
に
入
れ
て
オ
ミ
タ
マ
サ
マ
に
そ
な
え
た
。
七
八
年
前
ま
で
や
っ
て
い
た
。
 

(

上
神
梅)

年
神
棚
を
作
っ
て
、
年
神
の
隣
に
オ
ミ
タ
マ
様
を
並
べ
、
年
神
と
同
じ
に
進
ぜ 

た
。重

箱
に
ご
飯
を
十
二
個
握
っ
て
、

ハ
ラ
ミ
バ
シ
を
十
二
本
立
て
て
、
オ
ミ
タ
マ 

様
に
供
え
た
。
大
神
宮
の
脇
の
お
札
は
り
の
前
に
供
え
た
が
、
重
箱
を
田
人
ぼ
に 

た
と
え
で
、
稲
株
の
形
だ
と
い
う
。
う
る
う
年
に
は
十
三
本
立
て
た
。(

下
神
梅) 

道
祖
神 

ド
ン
ド
焼
き
は
し
な
い
。
カ
ド
様
は
個
人
ご
と
に
燃
し
た
。
青
面
金 

剛
の
石
碑
は
建
つ
が
、
祭
り
は
し
な
い
。(

深
沢)

ド
ン
ド
焼
き
は
な
し
。
た
だ
、
道
陸
神
は
あ
る
。
ド
ウ
ロ
ク
神
渕
と
い
う
所
に



あ
る
。(

小
平) 

 

ど
ん
ど
ん
焼
き
、
鳥
追
い 

小
正
月
に
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
や
鳥
追
い
の
風
習
は 

な
い
。(

下
桐
原)

十

五

日

ガ

ユ

ー
月
十
五
日
の
朝
、
あ
ず
き
が
ゆ
を
つ
く
っ
た
。

こ
の
あ
ず
き 

w
e
を
食
べ
た
茶
碗
、
う
つ
わ
な
ど
を
洗
っ
た
水
を
、
う
ち
の
ま
わ
り
に
ま
い
た 

こ
う
す
る
と
、
へ
ビ
、
ム
カ
デ
が
家
に
入
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

(

長
尾
根)

十
五
日
ガ
ユ
を
か
き
回
す
カ
ユ
カ
キ
棒
は
と
っ
と
お
い
て
苗
間
の
水
口
に
さ 

す
。

ハ
ラ
ミ
箸
も
と
っ
て
お
き
、
田
植
え
の
時
の
食
事
に
使
う
。
 

' 

ハ
ラ
ミ
箸
に
は
稲
が
よ
く
は
ら
む
よ
う
に
と
い
う
の
と
子
孫
繁
栄
の
意
味
が 

あ
る
。
ま
た
、
カ
ユ
カ
キ
棒
で
女
の
尻
を
た
た
く
と
子
供
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て 

い
る
。

十
五
日
ガ
ユ
は
ふ
い
て
食
べ
て
は
い
け
な
い
。
ふ
く
と
田
植
え
に
風
が
吹
く
と 

い
う
。

カ
ユ
は
普
通
の
も
の
と
ア
ズ
キ
の
も
の
と
、
家
に
よ
っ
て
違
う
。(

小
平) 

h
正
月
に
は
小
豆
ガ
ユ
を
作
る
。

こ
の
カ
ユ
は
吹
い
て
食
う
も
の
で
は
な
し 

(

風
が
吹
く
か
ら)

さ
ま
し
て
食
べ
る
。
小
正
月
の
餅
を
つ
く
。(

塩
原) 

コ
タ
ネ
ガ
ユ 

十
五
日
ガ
ユ
に
は
、
ア
ワ•

ヒ
エ•

小
豆
な
ど
、小
粒
の
も
の
を 

入
れ
る
。
カ
ユ
カ
キ
棒
で
か
き
回
し
て
煮
る
。
ハ
ラ
ミ
バ
シ
を
使
っ
て
食
べ
る
が
、
 

、
ラ
ミ
バ
シ
は
あ
と
で
、
水
田
に
立
て
て
、
穂
バ
ラ
ミ
す
る
よ
う
に
祈
る
。(

深
沢) 

正
月
十
五
日
の
朝
は
粟
の
粥
を
食
べ
た
。
コ
ガ
ネ
で
祝
う
と
い
う
。(

上
相
梅) 

十
五
日
カ
ユ
は
ヌ
デ
ン
ボ
ウ
の
木
で
カ
ユ
カ
キ
棒
を2
本
作
り
、
ア
ズ
キ
ガ
ユ 

をA

ん
回
す
。
米
粒
が
多
く
は
さ
ま
れ
ば
豊
作
だ
と
占
う
。

こ
の
カ
ユ
が
固
け
れ 

ば
豊
作
だ
と
い
う
。

カ
ユ
カ
キ#

は
半
紙
に
く
る
ん
で
神
棚
に
上
げ
て
置
き
、
あ
と
で
苗
代
の
水
口 

•

に
二
本
立
て
る
。
 

、

正
月
十
四
日
は
蚕
の
祝
い
、
十
五
日
は
田
の
祝
い
た
と
い
う(

下
神
梅) 

女

衆

の

年

始

正
月
十
五
、
十
六
日
。(

上
神
梅)

正
月
十
五
日
に
新
婚
夫
婦
は
里
に
行
く
。(

神
梅)

嫁
の
正
月
正
月
十
五
日
で
、餅
に
酒
一
升
添
え
て
嫁
は
里
に
お
客
に
や
っ
た 

(

高
津
戸)

成
木
責
め(

十
五
日)

柿
の
木
の
皮
を
鉈
で
剥
い
で
カ
ユ
を
く
れ
て
や
る
。

(

塩
原)

ジ
オ
ウ
サ
マ(

十
六
日)

一
月
と
盆
の
十
六
日
の
晩
、
し
ょ
う
ゆ
め
し
を
つ 

く
っ
て
、
仏
様
こ
あ
げ
る
。

こ
れ
は
ジ
オ
ウ
サ
マ
に
あ
げ
る
と
い
っ
た
。

ジ
オ
ウ 

サ
マ
が
ど
う
い
う
仏
様
だ
か
わ
か
ら
な
い
。(

長
尾
根)

、、ノ
オ
ウ
ナ
マ
に
は
一
月
十
六
日
醬
油
飯
を
あ
げ
る
。
醬
油
飯
は
仏
様
に
だ
け
あ 

げ
る
も
の
と
い
い
、
盆
の
八
月
十
六
日
の
夕
食
に
も
あ
げ
る
。(

浅
原)

ま
ゆ
か
き 

十
六
日
に
、
小
正
月
に
飾
っ
た
ま
ゆ
玉
を
お
ろ
す
こ
と
。
お
ろ
し 

た
ま
ゆ
玉
は
、
焼
い
て
食
べ
た
り
、
煮
て
食
べ
た
り
す
る
。
相
当
硬
い
も
の
も
、
 

宴
、水
に
冷
し
て
お
く
と
、
や
わ
ら
か
く
な
る
。(

下
桐
原)

十
六
日
は
ま
ゆ
か
き
で
、
小
正
月
に
あ
げ
た
ま
ゆ
玉
は
、
十
六
日
に
さ
げ
る
。
 

さ
げ
た
ま
ゆ
玉
は
、
ほ
う
ろ
く
で
焼
く
。
大
神
宮
様
の
ま
ゆ
玉
は
、
二
十
日
正
月 

に
さ
げ
て
、
煮
て
食
べ
る
。(

上
桐
原)

十
六
日
は
マ
ユ
カ
キ
で
、
ア
ズ
キ
の
つ
ぶ
の
ま
ん
ま
の
オ
シ
ル
コ
を
作
っ
て
た 

ベ
た
。(

小
平
；

十
七
日
は
マ
ユ
カ
キ
と
い
っ
て
繭
玉
を
さ
げ
る
日
で
あ
る
。
繭
玉
木
は
軒
下
に 

集
め
て
お
い
て
、
初
午
に
繭
玉
を
こ
し
ら
え
る
時
に
も
や
す
。(

狸
原)

観
音
様.

石
山
観
音(

十
八
日)

馬
頭
観
世
音
の
ま
つ
り
。
馬
小
屋
に
し
め 

な
わ
を
は
っ
た
。
石

山
(

現
在
前
橋
市
東
大
室
町
、
旧
勢
多
郡
荒
砥
村)

ま
で
馬 

を
つ
れ
て
い
っ
た
。(

神
梅)

石
山
観
音
へ
正
月
十
八
日
に
初
嫁
ゴ
が
お
参
り
し
た
。
馬
持
ち
は
馬
を
連
れ
て 

参
ff
し
た
。
座
布
団
を
三
〜
五
枚
重
ね
て
、
毛
布
で
馬
の
背
に
し
ば
っ
て
飾
り
に 

し
て
、
新
し
い
荷
鞍
を
付
け
て
引
い
た
り
、
乗
っ
た
り
し
て
行
っ
た
。(

下
神
梅) 

馬
の
正
月
は
正
月
十
八
日
で
、
こ
の
日
は
馬
の
敷
藁
を
交
換
し
、
ふ
す
ま
な
ど 

も
多
く
与
え
た
。
餅
も
の
し
は
く
れ
、
石
山
の
観
音
様
に
馬
を
ひ
い
て
お
参
り
に



い
つ
た
。(

高
津
戸)

十
八
ガ
ユ 

十
五
日
の
カ
ユ
を
残
し
て
、
十
八
日
の
朝
食
べ
る
。(

下
神
梅) 

二
十
日
正
月(

二
十
日) 

一
月
二
十
日
で
正
月
が
終
る
と
い
う
。

二
十
日
の
朝
、
正
月
棚
を
そ
の
ま
ま
屋
根
の
上
に
ほ
う
り
あ
げ
て
お
い
た
。(

浅 

原)
小
正
月
に
作
つ
た
マ 

ユ
玉
な
ど
を
煮
て
食
べ
る
。
神
棚
に
も
供
え
る
。(

塩
原) 

二
十
日
正
月
に
桐
生
の
西
の
宮
へ
い
つ
た
。

こ
れ
が
正
月
の
最
後
と
し
、
年
始 

に
親
類
へ
出
か
け
る
の
も
こ
の
日
で
お
わ
り
に
し
た
。(

高
津
戸)

エ
ビ
ス
様
と
カ
ィ
コ
神
様
に
は
正
月
の
お
そ
な
え
を
さ
げ
な
い
で
お
い
て
、
正 

月
二
十
日
に
繭
玉
と
ハ
ナ
を
取
り
か
え
る
。(

狸
原)

え
び
す
講 

あ
き
ん
ど
の
え
び
す
様
は
、

一
月
の
二
十
日
に
帰
つ
て
く
る
と
い 

う
〇農

家
の
え
び
す
様
は
、
旧
十
月
二
十
日
か
え
び
す
こ
う
で
、
こ
の
日
に
帰
つ
て 

く
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
農
家
で
は
、
盛
大
に
え
び
す
講
を
す
る
。(

浅
原)

朝
エ
ビ
ス
と
い
つ
て
エ
ビ
ス
様
を
送
り
出
す
日
。

エ
ビ
ス
大
黒
を
ま
つ
り
、
米 

の
飯
を
炊
い
て
、
鯛
、
サ
ン
マ
な
ど
の
頭
つ
き
の
魚
を
焼
い
て
供
え
る
。

エ
ビ
ス 

様
の
膳
は
左
膳
で
あ
る
。
家
の
主
人
が
こ
れ
を
お
ろ
し
て
頂
く
。
算
盤
、
金
、
家 

計
簿
、
帳
簿
な
ど
も
エ
ビ
ス
様
に
供
え
る
。
身
上
が
良
く
な
つ
た
ら
山
盛
り
に
す 

る
と
い
つ
て
ほ
ん
の
少
し
だ
け
飯
を
あ
げ
る
人
も
い
る
。(

塩
原)

二
十
日
に
は
年
神
様
の
棚
を
片
づ
け
る
。
ま
た
エ
ビ
ス
講
で
も
あ
る
。

エ
ビ
ス 

様
の
旅
立
ち
の
日
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
夜
お
供
え
物
を
し
て
、
希
望
を
の 

べ
る
。
お
供
え
物
は
御
飯
、
ケ
ン
チ
ン
汁
、
オ
カ
シ
ラ
ッ
キ
、

コ
ブ 

マ
キ
、
果
物 

な
ど
で
あ
る
。

一
 

升
マ
ス
に
財
布
を
入
れ
て
あ
げ
て
お
き
、
お
供
え
物
を
幾
ら
で
買
い
ま
す
と 

い
つ
て
さ
げ
る
。
供
え
物
は
家
族
以
外
に
食
べ
さ
せ
る
な
と
い
う
。(

小
平)

二
十
日
正
月
に
は
朝
エ
ビ
ス
で
、
エ
ビ
ス
様
を
棚
か
ら
お
ろ
し
て
き
て
、
御
馳 

走
を
し
た
。(

上
神
梅)

正
月
二
十
日
。
店
は
斬
え
び
す
で
、
農
家
は
、
夜
え
び
す
と
い
う
。(

神
梅)

二
十
日
正
月
は
エ
ビ
ス
様
を
座
敷
に
出
し
て
、
机
の
上
に
祭
り
、I

升
ま
す
に 

有
り
金
を
全
部
入
れ
て
供
え
た
り
、
種
銭
を
入
れ
て
置
い
た
り
す
る
。
春
は
エ
ビ 

ス
様
が
働
き
に
出
る
の
で
、
お
膳
の
ご
飯
は
少
く
盛
り
、
頭
付
の
魚
を
添
え
て
供 

え
る
。
秋
に
は
働
い
て
帰
っ
て
来
る
の
で
、
ご
飯
を
テ
ッ
コ
盛
り
上
げ
て
供
え
る
。, 

と
く
に
サ
ン
マ
の
大
き
い
の
を
、

エ
ビ
ス
講
サ
ン
マ
と
い
っ
て
供
え
る
。

エ
ビ
ス
様
は
南
向
き
を
謙
う
の
で
、
カ
ネ
ノ
テ(

斜
め
北)

に
中
央
に
向
け
る 

か
、
北
向
き
に
す
る
。
人
通
り
が
多
い
所
が
い
い
と
い
う
の
で
、
お
勝
手
に
祭
っ 

た
り
す
る
。(

下
神
梅)

正
月
エ
ベ 

ス
は
あ
き
ん
ど
エ 

ベ 

ス
と
言
っ
て
、
た
い
し
た
ご
ち
そ
う
は
し
な 

か
っ
た
。
床
の
間
へ
か
ざ
り
、
「今
年
は
、
、っ
ん
と
も
う
け
さ
し
て
く
だ
さ
い
」
と 

願
を
か
け
る
。
朝
お
ま
つ
り
す
る
。

エ
ベ
ス
棚
は
神
棚
と
反
対
側
の
北
向
き
の
棚 

に
安
置
し
て
あ
る
。
ふ
だ
ん
北
向
き
に
か
ざ
っ
て
お
き
、
も
う
け
さ
せ
て
く
れ
た 

ら
、

エ
ベ
ス
講
の
時
に
南
向
き
の
床
の
間
に
か
ざ
っ
て
や
る
。

エ
ベ
ス
様
は
、
、っ 

ん
と
い
じ
め
な
い
と
、
も
う
け
さ
せ
て
く
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。(

大
間

)々

二
十
日
え
び
す
は
商
人
か
ま
つ
る
。

一
月
の
え
び
す
様
は
、
こ
れ
か
ら
一
年
か 

せ
ぎ
に
い
く
わ
け
で
、
食
事
も
、
お
そ
ば
か
何
か
そ
ま
つ
な
も
の
で
出
て
行
く
。
 

そ
の
え
び
す
様
を
、
み
お
く
る
日
で
あ
る
。
旅
立
つ
豆
び
す
様
を
、
お
一
い
え
び 

す
こ
う
い
と
呼
ん
で
や
る
の
が
こ
の
日
で
あ
る
。
こ
の
日
旅
立
っ
た
え
び
す
様
は
、
 

旧
の
十
月
の
二
十
日
に
帰
っ
て
く
る
。
灸
び
す
様
は
貧
乏
で
、
大
黒
様
は
金
持
ち 

な
神
様
で
あ
る
。(

上
桐
原)

二
十
日
正
月
に
は
、
モ
チ
は
つ
か
ず
、
ま
ゆ
玉
を
煮
て
食
べ
る
。
ま
ゆ
か
き
の 

と
き
も
、
さ
げ
な
か
っ
た
大
神
宮
様
の
、
ウ
メ
の
ボ
ク
に
さ
し
た
マ
ユ
玉
を
、
こ 

の
日
さ
げ
て
煮
る
。(

上
桐
原)

正
月
二
十
日
は
、

一
年
で
最
初
の
え
び
す
祭
り
で
あ
る
。
え
び
す
様
に
お
頭
つ 

き
を
あ
げ
た
り
、
畑
で
と
れ
た
も
の
を
供
え
れ
ば
、
も
う
そ
れ
で
ご
馳
走
だ
っ
た
。
 

他
に
は
、
い
も
の
煮
こ
ろ
が
し
や
き
ん
ぴ
ら
く
ら
い
だ
っ
た
。(

下
桐
原)

愛

宕

精

進(

一
月
二
十
四
日)

愛
宕
様
祭
り
に
日
を
合
わ
せ
て
、
米
一
升
ず 

つ
持
ち
寄
っ
て
会
食
を
し
て
、
三
食
食
べ
る
。
下
神
梅
に
は
精
進
小
屋
が
あ
り
、



火
を
清
め
る
行
事
だ
と
い
う
。
竹
筒
に
酒
を
入
れ
て
、
オ
サ
ゴ
を
持
っ
て
愛
宕
様 

の
石
宮
に
供
え
る
。

お
精
進
な
の
で
宿
の
女
衆
は
外
に
出
し
て
、
男
衆
が
う
ど
ん
ぶ
ち
ゃ
、
料
理
を 

作
っ
た
。
シ
ン
カ
ン
モ
リ
と
い
っ
て
、
大
皿
に
ニ
ン
ジ
ン•

芋
.

コ
ン
ニ
ヤ
ク. 

ミ
カ
ン•

切
り
イ
カ
な
ど
、
五
品
を
盛
っ
て
、
懐
石
膳
に
並
べ
た
。(

深
沢)

男
衆
が
回
り
番
の
宿
に
集
ま
っ
て
、
米
一
升
、
た
く
あ
ん
な
ど
を
持
ち
寄
り 

愛
宕
大
明
神
の
掛
軸
に
供
え
て
祭
る
。
火
伏
せ
の
神
。
そ
の
席
で
一
年
の
仕
事
を 

と
り
決
め
る
。
村
の
役
、
衛
生
委
員•

道
路
委
員
な
ど
を
選
ぶ
。
新
年
の
初
会
合 

だ
っ
た
。(

中
神
梅)

高
岸
の
山
頂
に
石
宮
も
あ
る
。
戦
後
、
昭
和
二
十
七
年
ご
ろ
ま
で
し
て
い
た
。
 

深
沢
で
は
今
も
す
る
。(

中
神
梅)

下
神
梅
で
は
栃
久
保
十
二
戸
と
下
組
二
十
戸
と
、2
か
所
の
宿
で
会
食
を
す
る
。
 

茶

椀•

箸
な
ど
の
食
器
は
倉
に
預
け
て
あ
る
の
を
使
う
。
ア
ミ
ダ
式
の
く
じ
引
き 

を
し
て
、
お
金
を
出
し
合
っ
て
茶
菓
子
な
ど
を
買
い
、
オ
ゴ
リ
を
す
る
。
「
神
ヲ
カ 

ズ
ケ
ニ
、
ぼ
が
食
ウ
」
と
悪
口
を
い
わ
れ
た
が
、
昔
の
人
は
、
寒
中
な
の
に
沢
の 

水
や
井
戸
水
で
、
水
ご
り
を
と
っ
た
。

入
婿
が
お
#?
衆
(

炊
事
係)

を
す
る
。
婿
や
長
男
が
組
に
入
る
時
は
、
酒
一
升 

持
っ
て
仲
間
入
り
す
る
。

朝
た
い
た
ご
飯
を
全
部
食
べ
な
い
と
、
「
火
ガ
上
ガ
ラ
ナ
イ
」(

全
部
片
付
か
な 

い)

と
い
い
、
鍋
•

釜
を
洗
っ
た
水
ま
で
飲
ん
で
し
ま
う
。
「
火
ガ
上
ガ
ル
」
と 

女
衆
を
入
れ
て
、
夕
食
の
ご
騒
走
を
用
意
し
て
、
オ
ゴ
リ
と
な
る
。

新
し
い
家
が
で
き
る
と
、
と
く
に
順
番
を
抜
い
て
宿
に
す
る
。(

下
神
梅)

シ
マ
イ
正
月(

二
十
八
日)

オ
シ
リ
マ
ク
リ
と
ゆ
い
一
月
二
十
八
日
に
、
子 

共
達
が
人
の
着
物
の
尻
を
ま
く
っ
て
歩
く
。
「
オ
シ
リ
マ
ク
リ
に
御
用
、七
」
な
ど
と 

言
っ
た
。(

塩
原)

し
ま
い
正
月
は
二
十
八
日
、
遊
ぶ
だ
け
。(

下
神
梅)

正
月
二
十
八
日
で
、
こ
の
日
は
不
動
様
の
日
、
し
ま
い
正
月
と
も
い
っ
た
が
、
 

た
い
て
い
二
十
日
ま
で
で
正
月
の
こ
と
は
終
え
た
。(

高
津
戸)

一
月
ー
ー
十
八
日
の
こ
と
を
、
し
ま
い
正
月
と
は
い
わ
な
い
。(

上
桐
原) 

初
絵
売
り 

宝
舟
、
七
福
神
な
ど
目
出
度
い
絵
を
も
っ
て
売
り
に
き
た
。
主
に 

香
具
師
の
人
な
ど
が
売
り
に
き
た
。(

高
津
戸)

門
付 

佐
野
か
ら
獅
子
舞
、
三
河
か
ら
漫
才
が
ょ
く
来
た
。
サ
サ
ラ
な
ど
も
来 

た
。(

塩
原)

畑
入
り 

新
し
い
年
に
、
は
じ
め
て
畑
に
で
る
こ
と
を
、
畑
入
り
と
い
ぅ
が
特 

定
の
日
は
な
い
。(

上
桐
原)

納
戸
の
掃
除 

納
戸
は
三
之
日
掃
除
を
し
な
い
家
が
あ
る
。
そ
の
他
の
部
屋
の 

掃
除
を
す
る
場
合
、
最
初
は
松
で
や
り
、
次
に
ホ
ウ
キ
を
使
用
す
る
家
例
の
家
も 

あ
る
。(

小
平)

二 

月

二
郎
のI

日
(

一
日)

栗
飯
を
炊
く
。
奉
公
人
の
入
れ
替
え
日
。(

塩
原) 

二
月
一
日
は
、
二
郎
の
つ
い
た
ち
で
あ
る
。
あ
わ
の
お
か
ゆ
を
食
っ
た
。(

上
桐 

原)

節

分
(

三
日)

ヤ
キ
カ
ガ
シ 

イ
ワ
シ
の
頭
を
二
つ
、

つ
ば
を
ひ
っ
か
け
な
が
ら
焼
き
、
豆
ガ 

ラ
に
刺
し
て
ト
ボ
ロ
に
刺
し
て
お
く
。
焼
く
時
に
「
七
十
二
色
の
虫
の
ロ
を
焼
き 

申
す
」
「
四
十
二
色
の
こ
ぅ
さ
く
の
虫
を
焼
き
ま
す
」
「
油
虫
の
ロ
を
焼
き
申
す
」 

と
か
唱
え
る
。(

塩
原)

ヤ
カ
ガ
シ
は
、
豆
ガ
ラ
に
イ
ワ
シ
の
頭
を
さ
し
て
や
く
。
「
四
十
二
い
ろ
の
耕
作 

を
害
す
る
虫
の
ロ
を
焼
き
申
す
。
」
と
と
な
え
て
、
ツ
バ
を
か
け
る
。
豆
を
い
っ
て 

い
る
い
っ
ぱ
い
や
っ
て
い
る
。(

小
平)

ヤ
カ
ガ
シ
は
年
取
り
の
豆
を
い
る
時
、
豆
の
木
の
ザ
ン
マ
タ
に
イ
ワ
シ
の
頭
を 

さ
し
て
、
ツ
バ
キ
を
三
度
ト
ッ
ト
ッ
と
か
け
な
が
ら
焼
く
。

こ
の
時
の
唱
え
言
。
 

「
四
十
二
色
の
耕
作
の
虫
の
ロ
を
焼
く
。

耕
作
に
た
か
る
虫
の
ロ
を
焼
き
申
す
。



菜
や
大
根
に
た
か
る
油
虫
の
ロ
を
焼
き
申
す
。

ノ
ミ
、
シ
ラ
ミ
の
ロ
を
焼
き
申
す
。
」

ヤ
カ
ガ
シ
は
玄
関
に
さ
し
て
置
く 
(

深
沢)

イ
ワ
シ
の
頭
を
豆
が
ら
の
木
に
さ
し
て
や
く
。
「耕
作
の
十
二
い
ろ
の
虫
の
ロ
を 

焼
き
申
す
」
と
言
い
な
が
ら
唾
を
ペ
ッ
ペ
ッ
ペ
ッ
と
三
回
は
く
。

こ
の
ヤ
ッ
カ
ガ 

シ
は
ト
ボ
グ
チ
に
さ
し
て
お
く
。(

上
神
梅)

い
わ
し
を
、
豆
の
木
か
、
ヒ
イ
ラ
ギ
の
木
の
枝
の
ふ
た
ま
た
に
な
っ
て
い
る
と 

こ
ろ
に
さ
す
。
頭
を
、
二
つ
さ
し
て
、
節
分
に
ま
く
豆
を
い
り
な
が
ら
、
い
ろ
い 

ろ
な
呪
文
を
と
な
え
る
。

「
油
虫
の
ロ
を
や
き
も
う
す
。
」

と
い
っ
た
風
に
、
「
〜
の
ロ
を
や
き
も
う
す
。
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
イ
ワ
シ
の
頭 

こ
つ
ば
を
か
け
て
、
火
で
あ
ぶ
る
。
豆
が
い
り
終
る
と
同
時
に
戸
口
に
さ
す
。(

神 

梅)
豆
ま
き
ホ
ウ
ロ
ク
で
豆
を
煎
る
。
 

豆
ガ
ラ
、
ナ
ス
ガ
ラ
、
菊
の
カ
ラ 

(

良
い
こ
と
を
聞
く
よ
ぅ
に)

な
ど 

を
焼
く
。
年
男
が
豆
を
ま
く
。
ま
ず 

年
种
様
か
ら
ま
き
、
大

神

宮

家

の 

中
の
神
様
、
外
に
出
て
十
二
様
、
稲 

荷
様
な
ど
に
も
ま
く
。
寒
の
中
は
隅 

か
ら
隅
ま
で
「福
は
内
」
を
二
回
、
 

「鬼
は
外
」
を
一
回
ど
な
っ
て
ま
き 

歩
く
。(

塩
原)

節
分
に
は
鎮
守(

八
王
子
村)

で 

ま
ず
豆
ま
き
を
し
、
家
の
各
部
屋
を 

か
け
声
に
合
わ
せ
て
戸
の
開
閉
を 

き
ち
ん
と
や
る
家
も
あ
る
。

福
茶
は
、
豆
だ
け
の
家
も
あ
る
し
、

豆
に
茶
を
加
え
る
家
も
あ
る
。(

小
平)

節
分
の
豆
は
、
大
豆
の
豆
が
ら
や
菊
の
枝
を
乾
し
て
お
い
た
も
の(

菊
が
ら) 

を
も
し
木
に
し
て
、
「
良
い
こ
と
き
く
か
ら
」
と
唱
え
言
し
な
が
ら
、
大
き
な
ほ
う 

ろ
く
で
煎
る
。
こ
の
と
き
、
イ
ワ
シ
の
頭
を
す
ま
た
に
さ
し
ま
も
の
に
、
三
度
つ 

ば
を
か
け
て
、
「
油
虫
の
ロ
あ
け
申
す
」
と
唱
え
て
、
虫
封
じ
を
す
る
。

煎
っ
た
豆
は
、
歳
男
が
ま
く
が
、
男
が
い
な
け
れ
ば
、
最
近
は
、
女
で
も
子
ど 

も
で
も
ま
く
。
ま
く
場
所
の
順
番
は
、
戸
を
あ
け
て
、
神

棚•

座
敷
と
、
「福
は
内
、
 

鬼
は
外
」
と
唱
え
る
。
ま
き
お
わ
っ
た
ら
、
戸
を
し
め
る
。
つ
ぎ
に
は
、
外
に
出
て 

蚕
室
、
家
畜
小
舎
、
外
(

下)

便
所
、
物
置
、
屋
敷
稲
荷
、
井
戸
神
様
な
ど
に
も 

ま
く
。
夕
方
に
は
、
ど
の
家
で
も
、
競
争
す
る
ょ
う
に
し
て
大
き
な
声
で
ま
い
た
。

ま
い
た
豆
は
、
歳
の
数
だ
け
拾
っ
て
食
べ
る
と
、
丈
夫
に
な
る
と
い
わ
れ
、
子 

ど
も
た
ち
は
、
競
っ
て
拾
っ
た
。
ま
た
、
豆
を
入
れ
た
福
茶
を
飲
み
な
が
ら
、
冬 

至
こ
っ
ナ
た
コ
ズ
の
味
曾
責
を
食
べ
る
。
こ
れ
は
好
き
な
も
の
で
な
い
と
、
何
度
食 

ベ
て
も
、
に
が
く
て
食
べ
な
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
残
っ
た
豆
は
、
袋
に
入
れ
て
、
 

神
棚
や
囲
炉
裏
の
鉤
竹
に
つ
る
し
て
お
き
、
初
雷
様
が
鳴
る
と
き
、
主
人
が
跡
取 

り
の
ね
え
さ
ん
か
の
ど
ち
ら
か
が
と
っ
て
き
て
、
家
族
そ
ろ
っ
て
食
べ
る
。
子
ど 

も
心
に
、
不
思
議
な
こ
と,
を
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。(

下
桐
原)

節
分
の
豆
を
、
ほ
う
ろ
く
で
煎
る
と
き
に
は
、
は
じ
め
は
豆
か
ら
、
足
り
な
い 

と
き
は
ふ
つ
う
の
も
し
き
を
つ
か
う
。
良
い
こ
と
き
く
か
ら
、
借
金
な
す
か
ら
と 

と
な
え
た
り
四
十
何
種
類
の
害
虫
の
口
封
じ
申
す
と
か
、
家
内
安
全
お
願
い
申
す 

と
い
い
な
が
ら
、
イ
ワ
シ
の
頭
に
三
べ
ん
つ
ば
を
は
く
。(

上
桐
原)

二
月
三
日
の
節
分
の
豆
は
、
ほ
う
ろ
く
に
入
れ
て
、
豆
が
ら
を
も
し
て
、
生
豆
の 

な
い
ょ
う
に
い
る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
、
イ
ワ
シ
の
頭
に
つ
ば
を
か
け
な
が
ら
、
 

四
十
何
種
類
の 

〇
〇
〇
の
虫
の
ロ
を
封
じ
申
す
と
三
回
と
な
え
る
。
イ
ワ
シ
の
頭 

は
、
ヒ
イ
ラ
ギ
に
つ
っ
と
お
し
て
と
ぼ
ロ
の
柱
の
割
れ
め
に
さ
す
。

豆
ま
き
を
す
る
の
は
、
成
人
男
子
で
、
ふ
つ
う
は
そ
の
家
の
主
人
か
あ
た
る
。
 

こ
れ
を
節
分
の
歳
男
と
い
う
。
豆
は
、
ま
ず
屋
内
の
大
神
宮
様
な
ど
の
お
神
、
そ 

れ
か
ら
、
部
屋
部
屋
に
ま
く
。
ま
き
お
わ
っ
た
ら
、
玄
関
の
戸
は
、
鬼
は
外
、
福

やっかがし(塩原) (板橋春夫撮影)



は
内
と
い
っ
て
急
い
で
し
め
る
。

つ
い
で
、
外
へ
出
て
か
ら
は
、
稲
荷
様
、
井
戸 

神
様
、
外
便
所
の
順
で
あ
る
。

豆
は
、
自
分
の
年
齢
の
数
だ
け
拾
っ
て
食
べ
る
。
歳
を
と
れ
ば
、
そ
ん
な
に
た 

ん
と
も
食
べ
ら
れ
な
い
の
で
、

56
歳
の
ひ
と
な
ら
ば
、
五
つ
と
六
つ
合
計
十
一
食 

べ
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
福
茶
を
の
む
。

こ
の
と
き
、
冬
至
に
砂
糖
づ
け
か
み
そ
づ 

け
し
た
ゆ
ず
を
食
べ
る
。

拾
っ
た
豆
は
、
袋
に
入
れ
て
、
昔
は
、

い
ろ
り
の
か
き
だ
け
に
つ
る
し
た
が
、
 

い
ま
は
、
神
棚
か
ど
こ
か
に
進
ぜ
て
お
き
、
初
雷
の
と
き
、
袋
を
あ
け
て
、
こ
れ 

を
食
べ
る
。
鬼
の
食
べ
物
を
食
べ
て
い
る
ん
だ
ぞ
、
と
雷
様
を
な
だ
め
、
知
ら
せ 

る
意
味
で
も
あ
ろ
う
か
。(

上
桐
原)

主
人
か
長
男
が
、
神
棚
か
ら
ま
き
始
め
る
。

「福
は
内
、
福
は
内
、
鬼
は
外
」
と
い
う
。
家
中
、
す
み
ず
み
に
ま
い
て
、
神 

社
に
行
っ
て
ま
く
。
納
屋
な
ど
に
も
行
く
。
帰
っ
て
き
た
時
、
「福
の
神
さ
ま
が
入
っ 

て
き
た
よ
」
と
言
っ
て
入
っ
て
い
く
。
そ
し
て
福
茶
を
の
み
、
年
の
数
だ
け
豆
を 

食
べ
た
。
年
を
も
ら
っ
た
人
は
、
そ
の
数
だ
け
。
余
っ
た
豆
は
、
と
っ
て
お
い
て
、
 

初1

田
の
時
、
鬼
が
来
な
い
よ
う
に
食
べ
た
。(

神
梅)

ず
っ
と
前
、
大
晦
日
に
年
取
り
の
豆
ま
き
を
し
た
が
、
ち
よ
っ
と
や
っ
て
、
す 

ぐ
止
め
た
。
話
を
聞
い
た
程
度
で
あ
る
。(

下
神
梅)

ー
ニ
〇
〜
一
三
〇
年
も
前
に
、
川
ゼ
ン
と
伊
勢
松
の
者
が
厄
ば
ら
い
に
し
た
だ 

け
で
、
全
部
で
は
な
い
。(

下
神
梅)

家
で
豆
を
ま
い
て
か
ら
、
神
さ
ま
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
も
う
一
度
ま
い
て
く
る
。
 

厄
年
の
人
は
、

一
つ
年
を
も
ら
っ
て
く
る
。(

神
梅)

豆
節
分
の
豆
は
紙
袋
に
入
れ
て
、
い
ろ
り
の
か
ぎ
竹
に
さ
げ
て
お
い
た
。
初 

夕
立
の
と
き
に
、
だ
し
て
食
べ
る
と
雷
の
難
に
あ
わ
な
い
と
い
う
。(

浅
原)

節
分
に
は
年
の
数
だ
け
豆
を
食
べ
る
。
豆
を
入
れ
た
福
茶
を
飲
む
。
節
分
の
豆 

は
と
っ
て
お
い
て
雷
様
が
鳴
っ
た
時
に
外
に
ま
く
。
「鬼
の
豆
」
と
い
っ
て
茶
袋
に 

入
れ
、
カ
ギ
竹
に
し
ば
っ
て
お
く
。
と
て
も
い
ぶ
臭
く
な
る
。(

塩
原)

豆
ま
き
の
豆
を
鬼
豆
、
福
豆
な
ど
と
い
い
、
あ
と
で
福
茶
に
入
れ
た
り
、
砂
糖

豆
に
し
て
食
べ
た
。
豆
は
自
分
の
年
だ
け
食
べ
る
。

豆
は
紙
に
包
ん
で
、
い
ろ
け
の
カ
ギ
竹
に
吊
る
し
て
置
く
。

初
雷
の
時
に
、
蚊 

屋
の
中
で
食
べ
る
と
、
雷
が
落
ち
な
い
。(

上
神
梅)

年
取
り
の
晚
に
豆
を
い
り
、
そ
の
豆
を
袋
に
入
れ
て
ィ
ロ
り
の
鉤
に
つ
け
て
お 

き
初
雷
の
時
に
食
べ
る
。(

上
神
梅)

豆
を
紙
に
つ
つ
み
、
そ
の
中
に
金
を
入
れ
、
家
の
者
の
頭
や
肩
が
い
た
く
な
ら 

ぬ
ょ
う
に
な
ぜ
て
か
ら
三
本
辻
に
捨
て
て
く
る
。
捨
て
た
ら
後
ろ
を
ふ
り
む
か
ず 

に
帰
っ
て
く
る
。(

上
神
梅)

年
占
い 

と
し
ょ
り
の
豆
を
、
ほ
ど
の
は
じ
で
十
二
粒
や
い
た
。

こ
れ
は
各
家 

で
や
っ
た
。

十
二
粒
の
豆
を
、

一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
月
に
見
立
て
て
、
そ
の
や
け
ぐ
あ 

い
を
見
た
。
赤
く
や
け
た
と
き
に
は
天
気
、
黒
く
や
け
た
と
き
に
は
ど
う
の
と
い
っ 

た
。
豆
を
灰
の
上
に
な
ら
べ
て
や
い
た
。

こ
れ
は
と
し
と
り
の
晚
に
や
っ
た
。

な
お
、
こ
の
日
福
茶
を
飲
ん
だ
。
ま
た
、
冬
至
に
つ
け
て
お
い
た
ユ
ズ
の
み
そ 

づ
け
を
こ
の
と
き
食
べ
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
い
っ
た
。(

浅
原)

豆
を
い
る
時
、
囲
炉
裏
に
豆
を
十
二
個
置
い
て
、
ボ
ウ
ボ
ウ
燃
え
る
と
嵐
が
く 

る
、
そ
の
反
対
は
平
穏
で
あ
る
と
い
う
。(

小
平)

ヒ
ィ
ラ
ギ 

魔
除
け
に
カ
ド
へ
植
え
る
。
墓
地
に
も
植
え
て
あ
る
が
、
何
軒
も 

な
か
っ
た
。(

深
沢)

初

午
(

二
月
初
午
日)

稲
荷
様 

家
の
稲
荷
様
に
旗
を
飾
り
、
赤
飯
を
ふ
か
し
た
り
、

マ
ユ
玉
を
作
っ 

た
り
し
て
供
え
る
。(

塩
原)

団
子
を
ア
ン
コ
に
く
る
ん
だ
も
の
を
作
っ
て
食
べ
る
。(

塩
沢)

初
午
に
仕
事
は
す
る
な
、
火
に
た
た
る
と
い
う
。
色

紙

に

「奉
納
正
一
位
稲
荷 

大
明
神
」
と
書
い
て
旗
を2
本
作
り
、
正
月
の
お
シ
メ
を
飾
っ
た
竹
に
し
ば
り
付 

け
て
、
屋
敷
稲
荷
に
飾
る
。
最
近
は
文
字
を
白
く
抜
い
た
色
紙(

赤
•

青
•

黄
. 

白
の
四
色)

を
売
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
供
え
る
。

屋
敷
稲
荷
は
、
稲
荷
の
ほ
か
に
、
地
神
様
や
八
幡
様
、
天
満
宮
な
ど
が
あ
る
。



秋
に
屋
敷
祭
り
は
し
な
い
。(

上
神
梅)

二
月
の
十
日
か
十
二
日
。
赤
飯
を
た
い
て
、
正
一
位
稲
荷
大
明
神
の
旗
を
書
い 

て
立
て
た
。
し
る
こ
を
作
っ
た
。(

神
梅)

初
午
の
旗
を
杉
森
稲
荷
と
自
分
の
家
の
稲
荷
様
と
両
方
に
た
て
る
。
旗
に
は
、
 

杉
森
稲
荷
大
明
神
、
昭
和
〇
〇
年
二
月
〇
日
初
午
、
〇
〇
氏
と
書
く
。
杉
森
稲
荷 

大
明
神
は
、
無
格
で
あ
る
。(

下
桐
原)

初
午
に
は
、
奉
納
稲
荷
大
明
神
と
書
い
て
あ
げ
る
。(

小
平)

初
午
の
日
に
は
、
針
供
養
を
す
る
。

こ
の
日
、
お
ん
な
の
ひ
と
は
、
針
を
も
つ 

も
の
で
は
な
い
、
ひ
ば
や
い
と
い
ぅ
。
豆
腐
に
、
か
け
針
を
全
部
つ
っ
と
お
し
て
、
 

針
の
御
魂
を
全
部
ま
つ
っ
て
や
っ
て
、
埋
め
る
と
い
ぅ
こ
と
を
し
た
。(

上
桐
原) 

啐«

に
あ
る
オ
シ
ラ
様
を
祀
る
。
ま
た
蚕
影
山
の
掛
軸
に
オ
マ
ィ
ダ
マ
を
供
え 

る
。
 

初
午
に
は
オ
マ
ィ
玉
を
作
っ
て
、
オ
シ
ラ
様
に
供
え
る
。
析
に
入
れ
て
あ
げ
る
。

蚕
に
馬
蹄
形
の
紋
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
馬
に
ふ
ま
れ
て
蚕
に
な
っ
た
か
ら 

だ
と
い
う
。(

小
平)

初
午
の
日
に
は
十
時
ま
で
は
裁
縫
を
す
る
な
と
い
う
。
火
に
た
つ
と
い
っ 

て
、
お
湯
も
わ
か
さ
な
か
っ
た
。(

長
尾
根)

女
衆
が
針
供
養
を
し
、
針
仕
事
を
休
ん
だ
。
火
に
た
た
る
と
い
っ
て
、
茶 

も
立
て
な
か
っ
た
。(

神
梅)

オ
シ
ラ
マ
ツ
リ 

初
午
の
日
に
や
っ
た
。
ま
ゆ
玉
の
ょ
う
な
た
ん
こ
を
作 

り
、
「蚕
影
大
明
神
」
と
い
う
、
か
け
じ
を
か
け
て
、

い
わ
っ
た
。(

神
梅)

初
午
の
前
の
晚
が
オ
シ
ラ
マ
チ
で
、

マ
ユ
玉
を
一
升
ま
す
に
の
せ
ら
れ
る 

だ
け
入
れ
て
、
床
の
間
に
供
え
た
。
里
芋
を
串
に
さ
し
て
つ
な
げ
て
、
砂
糖 

み
そ
を
付
け
て
焼
い
た
芋
レ
ン
ガ
ク
を
供
え
た
。
松
葉
は
い
ぶ
さ
な
い
。
 

(

上
神
梅)

初
午
に
は
ナ
ラ
の
木
に
繭
玉
を
さ
す
。(

上
神
梅)

初
午
の
前
の
晩
、

マ
ユ
形
の
マ
ユ
玉
を
ま
す
に
盛
っ
て
、
床
の
間
の
オ
シ
ラ
様 

に
供
え
る
。

ま
た
、
芋

田

楽(

イ
モ
レ
ン
ガ
ク)

を
作
っ
て
供
え
る
。
芋
を
串
に
数
個
〜
十 

固
も
さ
し
て
、
砂
糖
み
そ(

た
れ)

を
付
け
て
オ
キ
で
焼
い
て
、
二
本
〜
五
本
く 

ら
い
を

nil
に
盛
っ
て
供
え
る
。
焼
く
と
香
ば
し
く
て
ぅ
ま
い
の
で
、
下
げ
て
食
べ 

る
。(

下
神
梅)

火
ニ
タ
ツ
初
午
の
と
き
に
は
、
ま
ゆ
玉
を
一
升
ま
す
に
山
も
り
に
し
て
年 

神
様
の
と
こ
ろ
に
供
え
た
。

初
午
の
日
に
は
、
十
時
ま
で
お
茶
を
飲
ま
な
い
。
ま
た
、
こ
の
晩
に
は
、
風
呂 

も
た
て
な
い
。
初
午
に
仕
事
を
す
る
と
火
に
た
つ(

火
事
に
な
る)

と
い
っ
て
、
 

仕
事
を
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
早
く
初
午
が
来
れ
ば
ょ
い
と
い
っ
た
。(

浅
原)

芋
デ
ン
ガ
ク 

芋
を
ゆ
が
い
て
串
に
さ
し
た
イ
モ
デ
ン
ガ
ク
を
こ
し
ら
え
て
食 

べ
た
。
イ
モ
デ
ン
ガ
ク
に
は
山
椒
と
味
噌
を
す
り
鉢
で
す
っ
て
あ
え
た
山
椒
味
噌 

を
つ
け
た
。
イ
モ
デ
ン
ガ
ク
は
初
午
の
前
の
晚
に
食
べ
、
初
午
に
は
繭
玉
を
屋
敷 

稲
荷
に
そ
な
え
た
。(

上
神
梅)

屋敷森の隅に祀られたイナり様(塩原)
(長沢利明撮影)

長沢イッケのイッケ稲荷(小平)

(長沢利明撮影)



コ
ト
八
日(

八
日)

二
月
の 

コ
ト
日
は
「
コ
ト
じ
ま
い
」
で
あ
る
。
キ
ノ
ハ 

ツ 

カ
ゴ
と
い
う
木
の
葉
を
入
れ
る
大
き
な
カ
ゴ(

直
径
三
尺
、
高
さ
四
尺)

を
庭
に 

か
ぶ
せ
て
置
き
、
ヒ
イ
ラ
ギ
の
大
き
な
枝
一
本
と
イ
ワ
シ
の
頭
を
刺
す
。
ダ
イ
マ 

ナ
ク
を
よ
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ヒ
イ
ラ
ギ
は
家
の
南
の
方
に
植
え
て
お
き
、
 

鬼
門
を
守
る
。(

塩
原)

コ
ト
八
日
は
二
月
八
日
、
十
二
月
八
日
。(

上
神
梅)

こ
と
八
の
日
に
、
「霜
柱
、
氷
の
は
り
に
雪
の
下
駄
、
雨
の
樽
木
に
露
の
ふ
き
く 

さ
」
と
書
い
て
、
か
ぎ
竹
に
つ
る
し
て
お
く
と
、
火
事
に
な
ら
な
い
と
い
う
。

こ 

の
と
き
、
鉄
び
ん
が
鳴
る
と
、
そ
の
年
に
、
天
変
地
異
や
大
火
事
が
あ
る
。(

上
桐 

原)
コ
ト
八
日
に
は
、
ヒ
イ
ラ
ギ
を
メ
カ
イ
に
さ
し
て
竹
竿
に
つ
け
、
門
口
や
表
口 

に
立
て
た
。
目
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
、
ト
ゲ
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
魔
除
け
に
な
る
。
 

草
刈
り
籠
が
ダ
イ
マ
ナ
ク
で
、
メ
カ
イ
は
シ
ョ
ウ
マ
ナ
ク
と
い
う
。

コ
ト
八
日
に
は
針
を
使
わ
な
い
。(

小
平)

ダ
イ
マ
ナ
ク•

小
マ
ナ
ク 

ニ
月
八
日•

十
二
月
八
日
、
メ
カ
イ
を
庭
に
状
せ 

て
、
ヒ
イ
ラ
ギ
を
立
て
て
お
く
。

ダ
イ
マ
ナ
ク
は
大
き
い
籠
、
小
マ
ナ
ク
は
メ
カ
イ
な
ど
小
さ
い
籠
で
、
籠
を
か
ぶ 

し
て
庭
に
置
き
、
ヒ
イ
ラ
ギ
の
枝
を
さ
し
て
、
魔
除
け
に
し
た
。
子
ど
も
の
こ
ろ 

し
た
行
事
。(

深
沢)

大
き
な
草
刈
り
ガ
マ
を
出
し
て
、
そ
れ
に
、
ヒ
イ
ラ
ギ
の
葉
を
さ
し
て
、
庭
に 

立
て
て
お
く
。
ダ
イ
ナ
マ
ク
と
い
う
、
大
き
な
か
ご
を
出
し
て
、
ヒ
イ
ラ
ギ
の
葉 

を
さ
し
て
、
か
ま
を
入
れ
て
、
立
て
て
お
く
。
か
ま
の
刃
を
、
風
の
向
き
に
、
悪 

魔
を
切
る
と
い
う
の
で
、
北
向
き
に
し
て
お
い
た
。(

神
梅)

ダ
イ
ナ
マ
ク
に
、
カ
マ
、
ヒ
イ
ラ
ギ
を
入
れ
て
立
て
た
。(

神
梅)

二
月
八
日
は
コ
ト
八
日
。
水
も
な
ら
さ
ぬ 

コ
ト
八
日
と
い
う
。

こ
の
日
は
「大 

魔
な
く
、
小
魔
な
く
」
と
い
っ
て
ヒ
イ
ラ
ギ
の
木
に
メ
カ
イ
を
さ
し
て
、
庭
先
に 

お
い
て
お
い
た
。(

上
神
梅)

三 

月

雛

市
(

ー
ー
日•

七
日)

三
月
ー
ー
日
。
き
わ
も
の
屋
か
、

一
丁
目
に
雛
市
を
開 

く
。
四
月
三
日
が
節
供
で
あ
る
か
ら
、
三
月
に
入
る
と
二
日
と
七
日
に
開
か
れ
る
。
 

い
わ
ゆ
る
二,

七
の
市
で
嫁
に
や
っ
た
娘
の
長
女
に
贈
る
ヒ
ナ
サ
マ
を
買
い
求
め 

る
。
地
主
の
地
処
に
住
む
タ
ナ
子
た
ち
は
共
同
で
雛
を
買
っ
て
贈
る
。(

大
間

)々 

ヒ
ナ
様
は
大
間
々
に
出
て
買
っ
た
。
小
平
に
ヒ
ナ
市
は
無
か
っ
た
。(

小
平) 

雛

祭

り(

三
日)

大
間
々
に
雛
市
が
立
つ
。
初
節
供
は
ダ
ィ
リ
様
を
飾
る
。
 

昔
は
す
わ
り
雛
ば
か
り
だ
っ
た
。
雛
人
形
は
飾
ら
な
い
と
雛
様
が
泣
く
の
で
し 

ま
っ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
も
の
で
は
な
い
。
飾
ら
な
い
の
だ
っ
た
ら
川
に
流
す
も 

の
だ
。
雛
人
形
を
流
す
時
に
は
「
淡
島
様
へ
あ
げ
ま
す
」
と
言
っ
て
流
す
。(

塩
原) 

餅
を
つ
い
て
草
餅
と
白
餅
の
菱
餅
を
つ
く
り
、
近
所
に
配
っ
た
。
古
い
雛
人
形 

は
川
に
流
し
た
。(

上
神
梅)

ひ
な
段
を
作
り
、
人
形
を
な
ら
べ
て
女
衆
が
祝
う
。

モ
チ
を
つ
い
て
、
男
衆
も 

一  

緒
に
な
っ
て
、

一
日
あ
そ
ぶ
。
お
と
そ
を
い
た
だ
く
。
家
だ
け
で
祝
っ
た
。(

神 

梅)
雛
祭
り
ま
で
が
女
の
御
年
始
と
い
う
。(

小
平)

女
の
子
の
節
句
は
、
旧
で
や
る
の
で
、
四
月
三
日
で
あ
る
。
三
月
二
十
七
日
に 

は
、
大
間
々
に
ひ
な
市
が
立
ち
、
ひ
な
を
出
す
日
は
、
二
十
八
日
と
決
っ
て
い
た
。
 

昔
の
ひ
な
は
、
立
ち
び
な
が
ふ
つ
う
で
、
ひ
な
段
に
は
、
ほ
か
に
、
大
き
さ
が
そ 

れ
ぞ
れ
ち
が
う
五
枚
の
菱
も
ち
や
、
草
も
ち
を
飾
っ
た
。
当
日
は
、
客
呼
び
を
し
、
 

も
ち
、
甘
酒
、
赤
飯
な
ど
で
祝
っ
た
。

女
の
子
の
初
節
句
に
は
、
母
の
実
家
、
近
い
親
戚
、
近
所
で
懇
意
の
家
な
ど
か 

ら
、
ひ
な
人
形
が
贈
ら
れ
る
。
三
月
二
十
七
日
に
、
大
間
々
に
ひ
な
市
が
立
つ
の 

で
、
そ
こ
で
買
う
。
初
節
句
の
人
形
は
、
も
ら
っ
た
ら
、
す
ぐ
飾
る
の
が
ふ
つ
う 

で
あ
る
。
四
日
に
は
、
こ
れ
ら
の
ひ
と
た
ち
を
、
客
と
し
て
招
く
が
、
こ
の
と
き 

は
、
も
う
何
も
も
っ
て
こ
な
い
で
、
お
返
し
は
、
赤
飯
だ
っ
た
。
何
事
に
も
、
祝



い
物
の
お
返
し
は
、
も
ら
っ
た
半
分
く
ら
い
だ
ろ
う
か
、
正
確
に
は
、
勘
定
で
き 

な
い
が
昔
は
、
て
い
ね
い
に
や
っ
た
け
れ
ど
、
今
は
軽
く
す
ま
す
。(

下
桐
原)

贈
答 

三
日
は
ヒ
ナ
節
供
と
い
う
。
長
女
を
祝
う
節
供
で
あ
る
。
次
女
以
下
は 

祝
わ
な
い
。
嫁
の
里
か
ら
雛
人
形
が
贈
ら
れ
る
。
地
主
の
家
で
は
、
タ
ナ
子
の
井 

戸
組
合
か
ら
共
同
で
買
っ
た
雛
人
形
が
贈
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
仲
人
、
親
戚
、
知 

人
な
ど
も
贈
る
。
雛
人
形
で
な
く
、
衣
類
、
衣
類
、
履
物
な
ど
を
贈
る
者
も
あ
る
。
 

贈
っ
て
く
れ
た
家
へ
は
、
四
月
二
日
に
餅
を
つ
い
て
お
返
し
を
し
た
。
節
供
の
料 

理
は
、
海
苔
巻
き
と
稲
荷
ず
し
を
作
る
。
料
理
と
酒
二
合
を
雛
壇
に
そ
な
え
る
。
 

(

大
間

)々

流
し
び
な 

昔
の
ひ
な
人
形
は
、
た
ち
び
な
が
ふ
つ
う
だ
っ
た
。
古
く
な
っ
た 

人
形
は
、
ひ
ま
な
と
き
、
近
く
の
は
や
川(

昔
は
藤
生
沢
川)

に
、
持
ち
主
の
女 

の
子
が
持
っ
て
い
っ
て
流
し
た
。(

下
桐
原)

古
く
な
っ
た
ヒ
ナ
様
は
川
に
流
す
の
が
ょ
い
と
い
う
。(

小
平)

春
彼
岸 

墓
参
り
に
行
く
。(

塩
原)

墓
ま
い
り
を
し
、
だ
ん
ご
と
、
せ
ん
こ
う
を
あ
げ
る
。
墓
そ
う
じ
も
す
る
。
親 

せ
き
が
く
る
。(

神
梅)

「中
日
ボ
タ
モ
チ
食
い
た
く
な
い
が
、
な
ら
ば
半
日
あ
す
び
た
い
」
と
い
う
た
。
 

(

深
沢
、
中
神
梅)

彼
岸
ダ
ン
ゴ 

粒
が
小
さ
い
ダ
ン
ゴ
を
、
中
日
に
多
く
作
っ
た
。
走
り
ロ
に
も 

作
っ
た
。
供
え
た
ダ
ン
ゴ
を
下
げ
て
食
え
ば
、
カ
ゼ
を
引
か
な
い
。(

下
神
梅)

四 

月

赤
城
神
社
例
祭(

三
日)

塩
沢
部
落
の
鎮
守
で
あ
る
赤
城
神
社
の
例
祭
は
、
四
月
三
日
、
十
月
十
九
日
で
あ 

る
。(

塩
沢)

奥
沢

観

音(

三
日)
,

桃
の
節
供
の
時
に
お
参
り
し
た
。(

下
神
梅)

花

ま
つ
り(

八
日)

お
し
ゃ
か
の
花
ま
つ
り
と
い
う
。
お
寺
に
入
っ
て
一
合

か
二
合
入
る
入
れ
物
を
持
っ
て
、
あ
ま
茶
を
も
ら
っ
て
き
た
。
お
し
ゃ
か
さ
ま
の 

像
に
あ
ま
茶
を
か
け
た
。(

神
梅)

八
幡
神
社
例
祭(

十
五
日)

塩
原
部
落
の
鎮
守
神
で
あ
る
八
幡
神
社
の
例
祭
。
 

(

塩
原)

近
戸
神
社
例
祭(

十
五
日)

秋
は
十
月
十
五
日
が
祭
り
日
。(

下
神
梅) 

霜
除
け
観
音(

十
八
日)

霜
除
け
観
音
は
光
栄
寺
に
あ
り
、
四
月
十
八
日
が 

緣
日
と
さ
れ
、
こ
の
日
は
町
中
つ
つ
じ
、
ふ
じ
の
花
が
か
ざ
ら
れ
て
花
観
音
な
ど 

と
も
い
い
。
桑
の
霜
害
を
防
ぐ
信
仰
が
あ
っ
た
。(

大
間
々
一
〜
二
丁
目)

神
梅
神
社
例
祭(

十
九
日)

四
月
十
九
日
は
、
神
梅
神
社
の
祭
日
。
明
治
初 

年
に
、
栃
久
保
の
神
社
の
日
枝
神
社
と
鏑
木
家
の
氏
神
で
あ
る
神
明
宮
が
合
社
し 

て
、
神
梅
神
社
が
で
き
た
。
昔
は
、
盛
ん
で
、
す
も
ぅ
大
会
が
あ
っ
た
。
祭
日
に 

は
、
赤
飯
を
ふ
か
し
て
そ
な
え
、
神
宮
が
来
て
、
の
り
と
を
あ
げ
た
。(

神
梅) 

春
四
月
十
九
日
、
秋
十
月
十
九
日(

旧
九
月
十
九
日)

を
オ
ク
ン
チ
と
い
い
、
 

神

梅
神
社(

日

吉•

神
明
を
合
祠)

の
お
祭
り
を
す
る
。(

中
神
梅)

妙
見
さ
ま(

十
九
日)

北
辰
妙
見
大
菩
薩
と
い
い
北
斗
七
星
を
祭
る
。
三
大 

妙
見
の
一
つ
で
あ
る
。
昔
、
徳
川
家
康
の
遺
言
で
久
能
山
に
葬
っ
た
が
、
分
骨
を 

日
光
東
照
宮
へ
移
し
て
権
現
と
し
て
祭
っ
た
。
天
海
僧
正
が
分
骨
を
持
っ
て
日
光 

裏
街
道
を
通
っ
て
行
く
途
中
、
神
梅
で
一
夜
の
宿
を
と
り
、
も
て
な
さ
れ
た
札
に 

金
の
独
鈷
と
守
り
本
尊
の
妙
見
菩
薩
を
授
け
た
。
そ
れ
を
覚
成
寺
の
境
内
で
祭
る
。
 

元
の
薬
師
堂
の
建
物
を
山
か
ら
お
ろ
し
て
ト
タ
ン
葺
に
し
た
。
な
お
、
天
海
僧
正 

が
来
た
時
に
道
を
踏
み
違
え
た
所
を
「
フ
ン
デ
ガ
エ
」
と
呼
び
、
二
ま
た
道
に
な
っ 

て
い
る
。
そ
こ
に
権
現
様
の
腰
掛
石(

高
さ
六
五
、
た
て
一
三
〇
、
横
九
五
セ
ン 

チ)

が
あ
っ
た
が
、
寺
の
境
内
に
移
し
た
。

妙
見
さ
ま
は
白
蛇
が
か
ら
ま
り
合
っ
て
い
る
木
像
で
あ
る
。
以
前
は
や
ぐ
ら
を 

組
ん
で
盛
大
に
祭
っ
た
。(

上
神
梅)

角
地
蔵
縁
日(

二
十
四
日)

角
地
蔵
は
二
十
四
日
が
縁
日
で
、
回
り
番
で
二 

人
ず
当
番
に
な
っ
て
、
太
鼓
を
た
た
い
て
参
詣
人
を
集
め
、
お
茶
や
煮
物
を
く
れ 

る
。(

上
神
梅)



五 

月

五
月
節
供(

五
日)

子
供
が
強
く
育
つ
ょ
う
に
鯉
の
ぼ
り
、
カ
ブ
ト
、
鍾
馗 

様
な
ど
を
飾
る
。
屋
根
に
シ
ョ
ウ
ブ
と
モ
チ
グ
サ
を
さ
し
て
飾
る
。
菖
蒲
湯
、
菖 

蒲
酒
も
す
る
。
菖
蒲
酒
を
呑
む
と
ム
カ
デ
に
刺
さ
れ
な
い
。(

塩
原)

シ
ョ
ウ
ブ
と
ヨ
モ
ギ
を
軒
先
に
三
ヶ
所
さ
し
た
。
神
棚
、
稲
荷
、
仏
壇
に
も
さ 

し
た
。
こ
の
日
は
シ
ョ
ウ
ブ
湯
に
入
っ
た
。(

上
神
梅)

五
月
五
日
に
は
、
ヨ
モ
ギ
と
シ
ョ
ウ
ブ
を
屋
根
に
さ
す
。
藤
も
さ
す
。
ま
た
力 

ブ
ト
を
新
聞
紙
で
折
っ
た
。

シ
ョ
ウ
ブ
湯
に
入
る
。
シ
ョ
ウ
ブ
酒
は
、
蛇
の
子
を
は
ら
ん
で
い
る
の
を
お
ろ 

す
と
い
う
。(

小
平)

男
の
節
供
、
ご
ん
ち
の
節
供
と
い
う
。
春
蚕
が
近
く
て
急
が
し
い
の
で
、
の
ぼ

り
を
立
て
る
く
ら
い
。
男
の
子
の 

初
節
供
の
家
に
は
、
里
方
や
親
せ 

き
か
ら
大
の
ぼ
り
や
ざ
し
き
の
ぼ 

り
が
送
ら
れ
た
。(

神
梅)

刖
日
か
ら
コ
ワ
メ
シ
を
し
、
ゴ 

ン
ボ
ウ
や
ィ
モ
を
煮
た
り
し
て
御 

馳
走
を
準
備
し
た
。

こ
の
日
は
農 

休
み
で
あ
っ
た
。

ヨ
モ
ギ
と
シ
ョ 

ウ
ブ
を
朝
早
く
と
っ
て
き
て
神
棚 

に
あ
げ
た
り
、
軒
先
に
さ
し
た
り 

し
た
。
夜
は
シ
ョ
ウ
ブ
と
ヨ
モ
ギ 

を
さ
げ
て
シ
ョ
ウ
ブ
湯
を
し
た
。
 

子
供
の
背
中
を
ヨ
モ
ギ
と
シ
ョ
ウ 

ブ

で

「夏
や
み
せ
ん
ょ
ぅ
に
。
悪 

い
病
気
に
た
か
ら
な
い
ょ
ぅ
に
。

神
様
、
仏
様
、
お
稲
荷
さ
ま
、

お
願
い
し
ま
す
。
お
願
い
し
ま
す
。
」
と
三
回
唱
え 

な
が
ら
こ
す
っ
て
や
っ
た
。(

桐
原)

男
の
節
供
と
い
う
。
長
男
だ
け
を
祝
う
。
大
店
の
長
男
は
、
里
親
か
ら
鯉
幟
か 

贈
ら
れ
る
。
吹
流
し
に
は
両
家
の
紋
を
入
れ
る
。
仲
人
や
親
戚
や
知
人
は
、
五
月 

人

形
(

ヒ
ナ
サ
マ
と
は
言
わ
な
い)

を
贈
る
。
鯉
幟
の
上
げ
下
ろ
し
は
店
子
が
行 

な
う
。

こ
の
日
の
料
理
は
赤
飯
と
煮
し
め
で
あ
る
。(

大
間

)々

赤
城

登

山(

八
日)

皆
で
赤
城
山
に
遊
び
に
行
く
。
お
産
を
し
た
人
は
行
っ 

て
は
な
ら
な
い(

塩
原)

赤
城
山
の
五
月
八
日
の
山
開
き
に
は
、
深
沢
六
十
戸
か
ら
、
会
費
百
円
ず
つ
集 

め
て
、
二
人
ず
つ
代
参
が
出
て
赤
城
山
へ
登
る
。
赤

飯•

四
合
び
ん
酒
を
持
っ
て
、
 

小
沼
の
宮
に
供
え
て
く
る
。
十
九
才
の
娘
は
赤
城
山
へ
や
る
も
の
で
は
な
い
と
い 

、っ
。

こ
こ
か
ら
は
、
赤
城
三
里
と
い
っ
た
。(

深
沢)

五
月
八
日
に
は
赤
飯
を
た
い
て
、
竹
筒
に
酒
を
入
れ
て
毎
年
二
人
づ
つ
赤
城
の 

大
沼
ま
で
行
っ
た
。
現
在
で
も
や
っ
て
い
る
。
深
沢
部
落
だ
け
で
廻
り
番
で
や
っ 

て
い
る
。(

上
神
梅)

赤
城
山
の
山
開
き
で
、
五
月
八
日
に
は
大
洞
の
赤
城
神
社(

歩
い
て
参
拝
し
た
。
 

回
り
番n

に2

人
ず
つ
、
代
表
が
出
て
、
春
四
月
の
都
合
の
い
い
日
に
赤
城
山
へ 

登
り
、
悪
病
除
、
五
穀
豊
穣
の
お
礼
を
受
け
て
来
て
、
三
本
辻
に
竹
に
付
け
て
立 

て
る
。(

下
神
梅)

赤
城
登
山
は
五
月
五
日
に
す
る
。
水
沼
か
ら
鳥
居
峠
を
経
て
登
っ
た
。(

桐
原) 

旧
四
月
八
日
に
は
、
藤
を
と
っ
て
来
て
、
軒
に
ふ
い
た
。(

桐
原)

八
十
八
夜
の
別
れ
霜 

山
を
伐
採
す
る
時
、
八
十
八
夜
が
限
度
で
、
そ
れ
か
ら 

は
秋
に
伐
る
。
そ
う
し
な
い
と
芽
が
出
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。(

小
平)

六 

月

忌
日 

每
月
わ
る
い
日
が
あ
る
。
六
月
が
タ
ツ
、
十
月
が
ィ
ヌ
と
い
う
。
 

田
植
は
ウ
と
タ
ツ
の
日
が
わ
る
い
と
い
う
。
ま
た
半
夏
の
日
に
も
田
植
を
し
て

五月節供のショウブとヨモギ(浅原)
(長沢利明撮影)



は
わ
る
い
と
い
う
。

ム
ギ
ま
き
は
、
イ
ヌ
の
日
を
き
ら
う
。(

浅
原)

麦
ま
き
は
戌
の
日
を
き
ら
う
。
田
植
え
は
卯
の
日
と
辰
の
日
は
い
や
が
る
。
ま 

た
地
蔵
日
に
し
て
も
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

小
平)

田
植
え
は
辰
の
日
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
寺
の
田
植
え
を
す
る
日
だ
と
い
う
。
 

こ
の
日
に
田
を
植
え
て
も
、
米
が
取
れ
な
い
と
い
う
。(

深
沢)

イ
ヌ
の
日
に
小
麦
を
蒔
く
な
。
昔
、
弘
法
大
師
が
中
国
に
行
っ
て
、
杖
の
先
に 

小
麦
を
付
け
て
持
っ
て
来
た
。
犬
が
見
付
け
て
吠
え
た
の
で
、
そ
の
犬
を
た
た
い 

た
ら
、
こ
ろ
り
と
死
ん
だ
。
五
戒
の
殺
生
戒
を
犯
し
た
か
ら
、
犬
を
気
の
毒
に
思 

い
、
供
養
す
る
た
め
に
、
イ
ヌ
の
日
に
は
小
麦
を
蒔
か
な
い
。
も
し
取
れ
て
も
そ 

れ
を
食
わ
な
い
人
が
出
る
と
か
、
犬
も
食
わ
な
い
と
か
い
う
。(

深
沢)

八
丁
ジ
メ 

六
月
に
や
っ
た
。
大
き
な
ワ
ラ
ジ
を
作
っ
て
村
の
出
入
口
に
さ
げ 

た
。(

小
平)七 

月

フ
セ
ギ(

一
日)

下
神
梅
と
中
神
梅
の
境
界
で
坊
さ
ん
が
拝
ん
で
か
ら
、
で 

か
い
馬
の
わ
ら
じ
を
下
げ
た
。
径
三
十

cm
も
あ
る
ア
シ
ナ
ガ
の
で
か
い
も
の
を
、
 

村
境
の
道
路
に
繩
を
ま
た
が
せ
て
、
下
げ
て
お
く
と
、
悪
い
者
が
来
て
も
、
お
れ 

ょ
り
で
か
い
足
跡
が
あ
る
の
を
見
て
、
入
っ
て
来
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。
繩
は
栗 

の
木
か
何
か
に
し
ば
っ
た
。(

下
神
梅)

土
用 

う
な
ぎ
と
か
、
ど
じ
ょ
う
と
か
、
な
る
ベ
く
栄
養
の
あ
る
も
の
を
食
べ 

る
。(

塩
原)

土
を
動
か
す
の
は
い
け
な
い
と
い
う
。
土
用
に
は
小
麦
藁
を
燃
す
。(

小
平)

水

ご

り

七
月
二
十
八
日
は
ミ
ズ
ゴ
リ
を
す
る
日
で
あ
る
。

こ
の
日
は
ア
フ
リ 

神
社
の
夏
祭
リ
で
、
村
の
当
番
の
八
戸
か
ら
人
が
出
て
、
神
社
の
前
の
渡
良
瀬
川 

に
入
る
。

一
人
が
一
升,
び
ん
を
川
の
中
に
立
て
、
こ
れ
を
七
人
か
ま
わ
リ
か
ら
水 

を
は
ね
上
げ
て
、
び
ん
の
小
さ
な
ロ
か
ら
中
へ
入
れ
る
。

一
杯
に
な
る
ま
で
水
を

か
け
る
。
雨
乞
い
と
夏
の
災
難
ょ
け
に
す
る
の
だ
と
い
ぅ
。(

高
津
戸)

半
夏
生 

ハ
ン
ゲ
ソ
ウ
を
ト
ボ
ロ
に
さ
げ
た
。(

小
平)

八 

月

祇
園
祭
り
(

一
〜
三
日)

大
間
々
町
の
祇
園
祭
り
は
元
禄
年
間
に
始
ま
っ
た 

と
伝
え
ら
れ
る
。
戦
前
ま
で
は
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
祭
に
参
加
し
た
か
、
七 

丁
目
は
ワ
り
ダ
シ
だ
か
ら
と
い
ぅ
理
由
で
、
参
加
で
き
な
か
っ
た
。
六
丁
が
上
三 

丁
と
下
三
丁
と
に
、
更
に
分
れ
て
い
て
、
上
三
丁
は
ょ
く
ま
と
ま
っ
た
か
、
下
三 

丁
と
は
仲
が
悪
く
、
祭
の
た
び
に
喧
嘩
し
た
。
夜
中
に
山
車
を
ひ
っ
く
り
返
し
に 

行
っ
た
り
し
た
。

七
月
三
十
日
に
当
番
町
内
に
仮
宮
を
設
置
し
、
各
丁
内
に
シ
メ
繩
を
張
り
め
ぐ 

ら
し
、
店
先
に
祭
り
提
灯
を
さ
げ
る
。
祭
り
当
番
は
、
上
と
下
と
交
互
に
し
、

一

大間々祇園祭。仮宮の入魂式八月一日
(大間々) (長沢利明撮影)

大間々祇園祭。樽神輿への入魂式(大間々)

(長沢利明撮影)



丁
目
の
次
が
四
丁
目
、
そ
の
次
が
二
丁
目
に
も
ど
り
、
次 

が
五
丁
目
と
い
ぅ
順
序
で
あ
る
。
頭
番
丁
の
山
車
に
は
獅 

子
頭
二
個
が
飾
ら
れ
る
。

八
月
二
日
の
午
後
に
神
輿
の
渡
御
が
行
な
わ
れ
る
が
、
 

そ
の
前
に
、
味
噌
こ
し
ざ
る
の
中
に
塩
を
入
れ
、
大
道
り 

を
撒
い
て
清
め
、
そ
の
あ
と
綱
で
祓
っ
て
ま
わ
る
。
塩
ま 

き
修
跋
の
あ
と
、
神
馬
の
背
に
幣
束
を
立
て
、
紅
白
の
手 

綱
を
二
本
つ
け
て
片
方
に
十
人
ず
つ
、
ね
じ
り
は
ち
ま
き
、
 

シ
ヤ
ツ
、
サ
ル
マ
タ
、
白
足
袋
と
い
ぅ
い
で
た
ち
の
若
者 

が
手
綱
に
つ
か
ま
っ
て
馬
を
走
ら
せ
、

一
丁
目
か
ら
六
丁

目
ま
で
駆
け
ぬ
け
る
。
こ
れ
が
す
む
と
、
正
午
頃
当
番
丁
に
各
丁
内
の
役
員
、
名 

誉
取
が
集
ま
り
、
仮
宮
で
神
事
を
行
な
ぅ
。
神
主
が
祝
詞
を
奉
上
し
、

一
同
は
玉 

串
奉
奠
を
行
っ
て
儀
式
は
終
る
。

おぎよんのやぐら(大間々町)
(板橋春夫撮影)

子供の樽神輿(大間々祇園祭)

(根岸謙之助撮影)

祇園祭の神輿の渡御(大間々)
(根岸謙之助撮影)

山車の引きまわし(大間々祇園)
(根岸謙之助撮影)

樽神輿への入魂式(大間々)
(長沢利明撮影)

天王宮(文化七年歳六月吉日

(上神梅)(関口正巳撮影)



神
輿
は
白
丁
を
着
た
長
男
十
二
人
が
担
い
だ
。
大
間
々
の
神
輿
は
女
御
輿
だ
か 

ら
あ
ば
れ
ず
、
静
か
に
担
い
で
丁
内
を
渡
御
す
る
。
渡
御
の
順
序
は
次
の
と
お
り 

で
あ
る
。

先
頭
か
ら
、
神
主
、
鉦
、
祭
典
長
、
大
榊
、
大
太
鼓
、
柏
子
木
、
塞
銭
箱
、
地 

区
役
員
代
表
、
稚

児(

一
五
〇
人
ぐ
ら
い
で
山
車
を
引
く)

、
天
狗
、
大
傘
、
本
部 

崇
敬
会
役
員•

招
待
者•

各
区
付
祭
の
山
車
四
台
の
順
で
行
列
を
作
り
大
通
り
を 

練
り
歩
く
。
町
内
に
よ
っ
て
は
、
子
供
神
輿
を
造
っ
て
各
丁
内
の
通
り
を
ま
わ
る 

の
も
あ
る
。
表
通
り
か
ら
裏
通
り
ま
で
く
ま
な
く
、

一
 

軒
一
軒
ま
わ
る
。
昭
和
の 

初
年
ご
ろ
か
ら
子
供
神
輿
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。(

大
間

)々

天

王

様

以

前

、
八
月
一
日
に
祇
園
祭
り
を
し
た
。
石
宮
が
石
の
上
に
あ
り
、
 

「
文
化
七
午
歳
六
月
吉
日
」
と
彫
っ
て
あ
る
。(

深
沢)

農

休

み(

一
日
〜
三
日)

こ
の
三
日
間
、
大
間
々
で
祇
園
祭
が
行
な
わ
れ
て 

お
り
、
仕
事
を
休
ん
で
見
物
に
行
く
。(

塩
原)

農
休
み
は
八
月
一
、
二
、
三
日
で
、
大
間
々
の
ギ
オ
ン
を
見
物
に
出
か
け
る
。

(

小
平)

農
休
み
は
八
月
一
日
〜
三
日
、
村
で
一
斉
に
仕
事
を
休
ん
だ
。(

神
梅) 

貴
船
の
テ
ン
ノ
様(

八
月
一
日)

貴
船
神
社
で
テ
ン
ノ
様
の
祭
が
あ
る
。
お 

菓
子
を
く
れ
た
り
す
る
。(

塩
原)

カ
マ
ノ
ク
チ
ア
ケ(

一
日)

八
月
一
日
を
カ
マ
ノ
ク
チ
ア
ケ
と
い
い
、
こ
の 

日
は
、
地
獄
の
か
ま
の
く
ち
あ
け
で
、
仏
様
が
お
客
に
来
る
日
と
い
う
。
ヤ
キ
モ 

チ
を
や
い
て
仏
様
に
あ
げ
る
が
、
と
く
べ
つ
の
行
事
は
な
い
。(

浅
原)

盆
の
月
の
一
日
の
こ
と
を
、
カ
マ
ノ
ク
チ
が
あ
い
た
と
い
う
。

こ
の
日
の
こ
と 

を
カ
マ
ノ
ク
チ
ア
ケ
と
い
う
。

こ
の
日
は
や
き
も
ち
を
や 
い
て
食
べ 

る
も
の
と
い 

う
。
や
き
も
ち
は
ま
た
仏
様
に
お
供
え
し
た
。
仏
様
が
地
獄
か
ら
で
て
く
る
日
と 

い
っ
た
。(

長
尾
根)

カ
マ
ノ
ロ
ア
キ
は
七
月
一
日
、
盆
月
の
一
日
の
こ
と
。
地
獄
の
カ
マ
の
ロ
が
開 

く
日
な
の
で
焼
餅
を
仏
様
に
供
え
る
。(

塩
原)

カ
マ
ノ
ク
チ
ア
キ
の
名
称
は
い
わ
な
い
。
鬼
の
首
も
許
さ
れ
る
日
で
、
オ
ン
カ

デ
(

公
然
と)

休
め
た
。
焼
キ
餅
は
作
ら
な
い
。(

上
神
梅)

七

夕
(

八
月
七
日
ま
た
は
七
月
七
日)

七
夕
飾
り
は
新
コ
の
竹
で
か
ざ
り
を 

つ
く
っ
た
。
こ
れ
に
短
冊
を
さ
げ
た
。
「
天
の
川
、
七
夕
の.

」
と
い
う
歌
の
文 

句
を
何
枚
に
も
分
け
て
短
冊
に
書
い
た
。
そ
の
ほ
か
、
い
ろ
い
ろ
の
歌
を
書
い
た
。
 

短
冊
に
書
く
墨
は
、
イ
モ
の
葉
の
つ
ゆ
を
あ
つ
め
て
き
て
す
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

か
ざ
り
の
竹
は
、
六
日
の
晚
に
飾
っ
て
、
七
日
の
夕
方
川
へ
な
が
し
た
。
竹
を 

飾
る
場
所
は
緣
側
の
柱
の
と
こ
ろ
。
七
夕
様
に
は
、
、っ
ど
ん
を
あ
げ
た
。

七
夕
の
晩
に
は
、

一
年
に
一
回
お
星
様
が
出
会
い
を
す
る
と
い
う
。

七
夕
の
日
に
は
、
女
衆
が
朝
早
く
水
浴
び
に
行
っ
て
、
あ
た
ま
を
洗
っ
て
き
た 

り
し
た
。

飾
り
の
竹
は
、
う

ら
(

先)

の
一
枝
を
か
い
て
、
大
根
ば
た
け
へ
も
っ
て
行
っ 

て
立
て
て
き
た
。
そ
の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
。(

浅
原)

新
し
い
竹
で
か
ざ
り
も
の
を
つ
く
っ
た
。
こ
れ
に
色
紙
で
短
冊
を
つ
く
っ
た
り
、
 

つ
づ
み
の
か
た
ち
を
つ
く
っ
て
、
竹
に
つ
る
し
た
。
短
冊
に
は
、
百
人
一
首
を
書 

い
た
り
、
自
分
の
願
い
ご
と
、
天
の
川
と
か
七
夕
な
ど
と
書
い
た
。
か
ざ
り
の
竹 

は
六
日
の
晚
に
の
き
下(

ぇ
ん
か
わ
の
中
央)

と
か
、
玄
関
の
と
こ
ろ
へ
立
て
た
。
 

こ
こ
へ
は
う
ど
ん
を
つ
く
っ
て
あ
げ
た
。

こ
の
竹
は
あ
と
で
川
へ
流
し
た
。
 

七
夕
の
日
に
は
川
へ
水
お
ょ
ぎ
に
行
っ
て
、
ネ
ブ
タ
を
な
が
し
た
。

六
日
の
晩
と
、
七
日
に
は
、
桐
生
川
内
の
機
神
様
へ
お
ま
い
り
に
行
っ
た
。(

長

尾
根)竹

に
短
冊
を
飾
る
。
サ
ト
イ
モ
の
葉
に
た
ま
っ
た
汁
を
習
字
の
墨
汁
に
す
る
と
、
 

字
が
上
手
に
な
る
と
い
う
。
箕
の
中
に
キ
ュ
ウ
リ
、
ス
イ
カ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な 

ど
の
農
作
物
を
供
ぇ
た
。(

上
神
梅)

竹
に
か
ざ
り
を
つ
け
る
。
イ
モ
の
葉
の 

つ
ゆ
で
、
墨
を
す
っ
て
字
を
書
く
。
女 

の
子
は
人
形
を
作
る
と
お
針
が
う
ま
く
な
る
。
飾
り
は
、
大
根
を
ま
く
畑
に
持
っ 

て
い
っ
て
さ
し
て
お
く
と
、
虫
が
つ
か
な
い
。(

神
梅)

七
夕
に
芋
っ
葉
の
露
で
墨
を
す
っ
て
、
字
を
書
い
て
上
げ
る
と
、
字
が
上
手
に 

な
る
と
い
う
。
女
の
子
は
人
形
な
ど
を
作
っ
て
上
げ
る
と
、
裁
縫
が
上
手
に
な
る



と
い
う
。

新
粉
で
ゆ
で
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
る
。

「
七
夕
や 

い
つ
来
る
年
も
ゆ
で
ま
ん
じ
ゅ
う
」

ゆ
で
ま
ん
じ
ゅ
う
、
ナ

ス•

キ
ュ
ウ
リ
な
ど
の
野
菜
、
果
物
を
ち
ゃ
ぶ
台
に
上 

げ
て
供
え
る
。
ネ
ブ
タ
や
豆
の
葉
は
供
え
な
い
。
特
別
に
洗
い
事
は
し
な
い
。
天 

道
柱
と
は
い
わ
な
い
。(

上
神
梅)

七
夕
飾
り
は
ぁ
と
で
菜
大
根
の
畑
に
立
て
て
お
く
。(

上
神
梅)

八
月
七
日
は
、
七
夕
祭
り
。
お
お
や
の
家
で
タ
ナ
バ
タ
か
ざ
り
を
す
る
。
店
子 

は
し
な
い
。
子
供
が
、
里
芋
の
葉
に
た
ま
っ
た
水
を
集
め
て
来
て
墨
を
す
り
、
こ 

れ
で
七
夕
か
ざ
り
の
短
冊
に
字
を
書
く
。(

大
間

)々

朝
早
く
起
き
て
ネ
ブ
タ
の
葉
を
流
す
。
新
し
く
出
た
竹
に
、
短
冊
を
切
っ
て
歌 

を
書
い
た
リ
、
天
ノ
川
と
書
い
た
り
し
て
吊
す
。
そ
う
め
ん
、
、っ
ど
ん
を
作
っ
て 

七
夕
様
に
ぁ
げ
る
。
竹
に
ひ
っ
か
け
る
。

こ
の
竹
は
後
で
大
根
畑
だ
の
菜
畑
た
の 

に
立
て
て
お
く
。
芋
の
葉
に
た
ま
っ
た
露
を
硯
に
取
っ
て
字
を
書
く
と
書
道
が
上 

達
す
る
〇

七
夕
に
は
雨
が
降
っ
た
方
が
良
い
。
雨
が
降
る
と
天
ノ
川
の
水
が
増
え
る
。
 

こ
の
日
に
水
を
浴
び
る
と
カ
ッ
パ
に
ひ
か
れ
る
か
ら
泳
ぐ
も
の
で
は
な
い
。

七
夕
に
は
墓 

掃
除
を
す
る
。
 

草
を
刈
る
だ
け 

でW

も
供
え
な 

い
。
今
泉
家
で 

は
ふ
か
し
ま
ん 

じ
ゆ
ぅ
を
作
る
。

(

塩
原)

七
夕
に
は
、
 

竹
に
短
冊
や
ノ 

ロ

シ(

紙
で
作

っ
た
網
状
の
も
の
を
い
う)

を
下
げ
る
。

字
を
里
芋
の
葉
に
た
ま
っ
た
露
で
書
く
と
、
上
達
す
る
と
い
う
。

七
夕
に
水
あ
び
を
し
て
は
い
け
な
い
。
河
童
に
尻
を
抜
か
れ
る
と
い
う
。(

小
平) 

七
夕
に
は
、
雨
が
降
っ
た
方
が
い
い
。
一
緒
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
病
気
が
ふ
え
る
。
 

(

塩
原)

機

神

様(

七
月
七
日)

川
内
の
白
滝
神
社
の
機
神
様
は
七
夕
の
日
に
さ
が
っ 

た
と
い
っ
て
お
詣
り
に
行
く
。
札
を
受
け
て
く
る
。(

塩
原)

七
晩
焼
き 

こ
れ
は
む
か
し
や
っ
た
。

七
夕
か
ら
一
週
間
、
夕
方
、
門
先
で
麦
わ
ら
の
束
を
も
や
し
た
。
子
ど
も
た
ち 

が
や
っ
た
こ
と
で
、
唱
え
ご
と
は
と
く
に
な
か
っ
た
。

疫
病
神
が
入
ら
な
い
ょ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。(

浅
原)

盆
(

十
三
〜
十
六
日)

盆
行
事
は
お
ぼ
え
て
八
月
十
五
日
。(

浅
原) 

盆
は
、
も
と
は
旧
の
七
月
十
五
日
で
あ
っ
た
。

い
つ
か
ら
変
更
に
な
っ
た
か
わ 

か
ら
な
い
が
、
現
在
は
八
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
ま
で
で
あ
る
。(

長
尾
根) 

盆
は
八
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
ま
で
。
農
作
業
の
都
合
で
、

一
年
だ
け
日
取
り 

を
違
え
て
み
た
が
、
結
局
こ
の
日
に
な
っ
て
安
定
し
た
。(

上
神
梅)

盆
の
日
は
昔
は
七
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
ま
で
。
そ
の
後
八
月
二
十
三
日
か
ら 

二
十
六
日
ま
で
と
な
っ
た
が
現
在
で
は
八
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
ま
で
で
あ
る
。
 

お
蚕
の
関
係
で
こ
の
ょ
う
に
変
っ
て
き
た
。
盆
の
日
か
ら
逆
算
し
て
お
蚕
を
掃
き 

立
て
て
き
た
。(

上
神
梅)

旧
の
七
月
を
盆
月
と
い
う
。(

神
梅)

迎
え
火
、
盆

迎

え(

盆
ぶ
ち
、
盆
打
ち)

盆
は
、
十
三
日
の
迎
え
日
か
ら
は 

じ
ま
る
。
お
寺
さ
ん
に
提
灯
を
も
っ
て
迎
え
に1  
仃
く
の
が
、
ふ
つ
う
だ
が
、
お
墓 

に
行
く
家
も
あ
る
。
せ
い
お
ん
寺
で
は
、
提
灯
を
も
っ
て
寺
に
行
き
、
坊
さ
ん
の 

芊
ん
だ
、
ほ1V
ほ
や
の
明
り
を
も
ら
っ
て
つ
け
て
く
る
。

こ
の
と
き
、
墓
参
り
は 

し
な
い
。
た
い
て
い
お
と
な
が
行
く
が
、
養
蚕
が
あ
が
る
ま
ぎ
わ
で
、
農
繁
期
と 

か
ち
あ
う
た
め
、
子
ど
も
が
行
く
と
こ
ろ
も
あ
る
。
子
ど
も
は
、
十
〜
二
十
銭
を 

も
ら
っ
て
、
往
復
一
時
間
く
ら
い
か
け
て
い
っ
た
。
寺
か
ら
は
、
仏
様
の
お
み
や

七夕飾り(上神梅)
(板橋春夫撮影)



げ
と
い
っ
て
、
小
さ
な
半
紙
の
包
み
に
入
れ
た
抹
茶
と
、
み
じ
ん
こ
の
菓
子
を
二
、
 

三
ヶ
も
ら
う
。
禅
宗
の
善
慶
寺
で
は
、
マ
ッ
チ(

二
十
本
く
ら
い)

と
茶
、
そ
れ 

に
如
来
像
の
名
前
を
書
い
た
五
色
の
お
札
を
、5

枚
紙
に
つ
つ
ん
で
く
れ
る
。
帰
っ 

た
ら
、
マ
ッ
チ
は
、
家
に
、
し
け
な
い
ょ
う
に
箱
を
う
つ
し
て
、
お
灯
明
の
そ
ば 

に
お
き
、
盆
中
に
は
、
他
の
マ
ッ
チ
は
つ
か
わ
な
い
。
お
札
は
、
祭
壇
を
飾
っ
た 

と
こ
ろ
に
、
さ
す
。(

上
桐
原')

西
福
寺
門
徒
寺
で
あ
る
六
丁
目
の
西
福
寺
は
、
お
盆
そ
の
も
の
は
や
る
な
と 

い
い
、
盆
迎
え
も
、
何
も
全
然
し
な
い
。
坊
さ
ん
は
、
毎
年
盆
と
彼
岸
に
来
る
が
、
 

盆
棚
も
飾
ら
ず
、
ふ
だ
ん
と
同
じ
で
あ
る
。(

上
桐
原)

新
盆
の
迎
え
方
も
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
ぬ(

上
桐
原)

生
き
盆 

盆
の
十
五
日
に
、
両
親
が
丈
夫
な
う
ち
に
、
ョ
メ
が
、
嫁
ぎ
先
で
で 

き
た
野
菜
や
粉
を
も
っ
て
実
家
に
帰
る
こ
と
。(

上
桐
原)

盆
の
あ
い
だ
は
生
き
物
を
大
事
に
す
る
こ
と
。

盆
の
あ
い
だ
は
、
生
き
物
を
殺
す
な
、
さ
か
な
を
と
る
な
と 

む
か
し
か
ら
い 

わ
れ
て
き
た
。(

長
尾
根)

盆
月
に
な
っ
て
か
ら
な
く
な
っ
た
人
は
、
埋
葬
す
る
と
き
に
、
か
わ
ら
け(

す 

り
ば
ち)

を
あ
た
ま
に
の
せ
た
。

こ
れ
は
、
仏
様
は
お
客
に
来
る
と
い
う
の
に
、
 

な
く
な
っ
た
人
は
反
対
に
行
く
と
い
う
の
で
、
仏
様
に
お
こ
ら
れ
て
、
頭
を
は
た 

か
れ
る
と
い
う
。(

浅

原•

長
尾
根)

盆
中
の
墓
参
り
お
盆
の
最
中
、
仏
様
は
盆
棚
に
来
て
い
る
か
ら
、
墓
地
は
留 

守
に
な
っ
て
い
る
。
特
別
な
お
客
の
ば
あ
い
は
、
例
外
だ
が
、
二
度
行
く
こ
と
は 

ほ
と
ん
ど
な
い
。
十
六
日
の
送
り
盆
に
は
、
墓
参
り
す
る
。(

上
桐
原)

墓
掃
除 

上
桐
原
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
、
家
々
の
墓
地
を
も
っ
て
い
る
。
七
夕 

の
日
に
、
そ
の
家
の
主
人
か
跡
と
り
息
子
が
墓
地
に
行
き
、
墓
掃
除
を
す
る
。
七 

夕
と
盆
と
の
関
連
は
、
不
詳
だ
が
、
七
夕
は
星
ま
つ
り
と
い
う
か
ら 

仏
教
て
あ 

る
と
理
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
七
夕
に
入
っ
た
ら
、
盆
月
だ
か
ら
、
ょ
そ
様
に 

病
気
見
舞
や
お
産
見
舞
い
に
行
く
も
の
で
は
な
い
。(

上
桐
原)

墓
帚
除i

七
夕
前
に
や
っ
た
。
お
そ
く
と
も
七
夕
の
日
の
昼
前
に
や
っ
た
。
墓

掃
除
を
し
て
七
夕
を
む
か
え 

る
こ
と
に
な
る
。
個
人
の
墓 

を
掃
除
し
た
。
ま
た
、
墓

地 

へ
の
道
も
き
れ
い
に
し
た
。

こ
の
辺
で
は
、

一
家
共
有 

の
墓
地
が
多
く
、

一
家
で
は
、
 

一
戸
一
人
ず
つ
出
て
墓
掃
除 

を
し
た
。(

浅
原)

十
日
に
墓
掃
除
を
し
た
。
 

ぅ
ち
の
も
の
だ
け
で
や
る
。

(

長
尾
根)

十
日
に
墓
掃
除
や
道
刈
り 

を
す
る
こ
と
に
き
ま
っ
て
い 

た
。(

小
平)

盆
月
に
な
れ
ば
、
十
三
日 

ま
で
の
適
当
な
日
に
、
各
自

の
墓
地
を
掃
除
す
る
。
七
夕
に
す
る
家
も
あ
り
、
十
一
日
に
共
同
墓
地
を
掃
除
す 

る
組
も
あ
る
。
自
分
の
家
の
墓
地
の
ほ
か
に
、
古
寺
の
墓
も
掃
除
す
る
。
花
立
て 

の
竹
や
香
竹
を
、
二
〇
〜
三
〇

cm
の
長
さ
に
し
て
、
二
本
ず
つ
墓
石
の
前
に
立
て 

る
。(

上
神
梅)

七
月
七
日
の
七
夕
の
日
に
め
い
め
い
が
自
家
の
墓
掃
除
に
行
く
。
ま
た
八
月
十 

一
日
に
は
朝
八
時
頃
、各
戸
一
人
ず
つ
出
て
「中
の
墓
地
」
の
掃
除
を
共
同
で
す
る
。
 

草
を
刈
っ
た
り
、
墓
地
か
ら
大
通
り
に
通
ず
る
道
の
整
理
を
す
る
。

こ
の
地
区
に 

は

「上
の
墓
地
」
と

「中
の
墓
地
」
と
墓
地
が
二
つ
あ
る
。
「上
の
墓
地
」
か
ら
は 

す
ぐ
大
通
り
に
出
ら
れ
る
の
で
共
同
作
業
は
し
な
い
。(

上
神
梅)

道
刈
り 

八
月
十
一
日
に
共
同
で
道
路
を
清
掃
す
る
。•(

上
神
梅)

盆
の
用
意 

十
二
日
に
、
朝
、
草
刈
り
に
行
っ
て
、
盆
花
を
と
っ
て
き
た
。
十 

三
日
は
、
ム
の
足
を
切
る
か
ら
、
行
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
さ
れ
た
。(

神
梅)

8月7日の墓掃除I一軒在豕)
(板橋春夫撮影)



盆
市 

黒
保
根
村
荻
原
で
開
か
れ
た
。
新
暦
八
月
十
二
日
。
盆
市
で
は
盆
棚
に 

飾
る
ゴ
ザ
や
造
花
、
線
香
、
提
灯
、
瀬
戸
物
類
な
ど
が
売
ら
れ
て
い
た
。
小
平
の 

方
か
ら
も
行
っ
た
。(

狸
原)

二
日
と
七
日
が
大
間
々
の
市
日
、、
大
体
こ
の
こ
ろ
大
間
々
の
町
ま
で
盆
の
買
い 

も
の
に
出
か
け
た
。

こ
れ
を
、
盆
買
い
も
ん
と
い
っ
た
。
買
い
も
の
に
行
く
の
は 

女
衆
が
多
か
っ
た
。
買
っ
た
も
の
は
、
盆
迎
ぇ
用
の
提
灯
、
ご
ざ
、
盆
花
、
線
香
、
 

ろ
う
そ
く
な
ど
。

な
お
、
こ
の
と
き
、
子
ど
も
た
ち
の
し
き
せ
も
買
っ
て
き
た
。(

浅
原)

む
か
し
は
、
二
、
七
が
大
間
々
の
市
日
で
、
こ
の
日
大
間
々
へ
盆
買
い
も
ん
に 

行
っ
た
。

買
っ
て
き
た
も
の
は
、
ご
ざ
、
花
、
か
わ
ら
け
な
ど
で
あ
っ
た
。

む
か
し
は
、
桐
生
の
人
が
盆
花
売
り
に
来
た
。
造
花
の
盆
花
で
、
こ
れ
を
一
本 

ず
つ
買
っ
た
。(

長
尾
根)

大
間
々
の
市
へ
行
っ
て
、
盆
ゴ
ザ
、
七
色
紙
、
線
香
、
か
わ
ら
け
、
花
(

造
花)

、
 

ち
ょ
う
ち
ん
な
ど
を
買
っ
て
く
る
。(

塩
原)

盆
買
物
は
ご
ざ
、
盆

花
(

造
花)

、
提

灯
(

新
盆
の
時)

な
ど
を
買
う
。(

上
神

梅)

盆
買
い
も
ん 

は
現
在
で
は
農 

協
で
買
っ
て
い 

る
。
以
前
は
大 

間
々
へ
買
い
に 

行
っ
た
。
大
間 

々
で
は
二.

七 

の
市
が
た
っ
て 

い
た
。(

上
神 

梅)
盆

棚

本
体

は
、
大
工
に
頼
ん
で
作
っ
て
も
ら
う
。

茅
を
刈
っ
て
干
し
て
お
き
繩
に
な
い
、
そ
の
繩
で
竹
を
結
わ
え
る
。
繩
に
色
紙 

を
た
ら
す
。

シ

ン

コ(

そ
の
年
の
竹)

四
本
の
、
枝
三
段
を
残
し
た
も
の
を
繩
で
結
わ
え
て 

作
る
。
色
紙
と
ホ
オ
ズ
キ
を
下
げ
る
。

ナ
ス
で
馬
を
作
る
。
馬
に
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
チ
ン
ケ
を
つ
け
、
芋
の
葉
の
上 

に
お
く
。
そ
の
そ
ば
に
水
鉢
を
置
き
、
ミ
ソ
ハ
ギ
の»

で
馬
の
背
中
に
每
日
水
を 

か
け
て
や
る
。

盆
送
り
に
は
、
シ
ヨ
ィ
ナ
ワ
と
い
っ
て
、
生
の
手
打
ち
ウ
ド
ン
を
チ
ガ
ヤ
の
繩 

に
か
け
る
。

送
え
盆.
の
晩
に
は
、
ト
ウ
ナ
ス
と
フ
を
使
っ
た
料
理
を
作
る
。(

小
平)

盆
棚
は
木
の
枠
が
あ
っ
て
、
盆
の
と
き
に
出
し
て
組
み
立
て
た
。
新
し
い
仏
様 

が
で
た
場
合
に
は
、
盆
棚
を
大
工
に
つ
く
ら
せ
た
。

つ
く
り
か
え
る
場
合
に
は
、
 

盆
の
時
期
を
え
ら
ん
だ
。

盆
棚
を
た
て
る
の
は
十
三
日
の
午
前
中
。
表
座
敷
に
た
て
る
。

棚
の
四
方
に
新
竹
を
立
て
る
。
先
か
ら
三
枝
き
っ
た
も
の
を
立
て
る
。
カ
ヤ
の 

な
わ
を
な
っ
て
ま
わ
り
に
張
っ
た
。
棚
に
は
あ
た
ら
し
い
ご
ざ
を
敷
く
。

棚
の
正
面
の
奥
に
壇
を
つ
く
っ
て
、
そ
こ
へ
位
牌
を
か
ざ
っ
た
。
位
牌
は
全
部 

だ
し
て
か
ざ
っ
た
。

色
紙
で
幣
束
の
ょ
う
な
も
の(

短
冊)

を
つ
く
っ
て
、
棚
の
正
面
の
つ
な
に
さ 

げ
た
。
そ
こ
へ
は
ホ
ウ
ヅ
キ
も
さ
げ
た
。
そ
こ
へ
は
う
ど
ん
の
生
の
も
の
を
さ
げ 

た
。

こ
れ
は
竹
様
の
背
負
い
繩
と
い
う
。

棚
の
下
に
は
板
一
枚
分
の
壇
を
つ
く
っ
た
。
そ
こ
へ
は
、
チ
ガ
ヤ
と
か
マ
コ
モ 

で
つ
く
っ
た
ゴ
ザ
を
し
い
た
。
そ
こ
へ
は
、
一
人
前
に
な
ら
な
い
仏
様(

独
身
者) 

の
位
牌
を
か
ざ
っ
た
。
こ
れ
を
、
シ
ヨ
ウ
り
ヨ
ウ
ボ
ト
ケ
と
か
、
シ
ヨ
ウ
り
ヨ
ウ 

サ
マ
と
い
う
。(

浅
原)

仏
壇
の
前
に
、
ち
ゃ
ぶ
だ
い
を
利
用
し
て
盆
棚
に
す
る
家
も
あ
る
。
ま
た
、
盆 

棚
の
わ
く
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
組
立
て
か
ざ
る
家
も
あ
る
。
ま
わ
り
に
新
と
竹
を

トボグチに盆棚に使うチガヤが

干してある。(狸原)(板橋春夫撮影)



四
本
た
て
、
チ
ガ
ヤ
で
な
っ
た
な
わ
を
三
段
に
は
っ
た
。
な
わ
に
は
色
紙
を
切
っ 

て
ご
幣
の
ょ
う
に
し
て
さ
げ
た
り
、
ホ
ウ
ゾ
キ
を
さ
げ
た
り
し
た
。
棚
の
上
に
は 

ゴ
ザ
を
し
い
て
、
そ
の
上
に
位
牌
を
な
ら
べ
た
。(

長
尾
根)

十
三
日
の
昼
頃
ま
で
に
、
次
の
間
、
ザ
シ
キ
な
ど
に
飾
る
。
組
み
立
て
式
の
棚 

に
ゴ
ザ
を
敷
い
て
、
新
竹
を
四
方
に
立
て
、
節
が
四
段
に
な
る
ょ
う
に
す
る
。(

四 

段
に
す
る
な
と
い
う
家
も
あ
る)

そ
の
竹
に
チ
ガ
ヤ
の
繩
を
張
っ
て
七
色
紙
の
垂 

れ
と
ホ
オ
ズ
キ
を
ぶ
ら
下
げ
る
。

今
は
ア
ラ
盆
で
も
な
け
り
ゃ
本
式
の
棚
は
飾
ら
ぬ
。
仏
壇
に
竹
を
二
本
立
て
て 

略
式
に
す
る
。

ア
ラ
盆
の
時
に
は
新
し
い
組
み
立
て
棚
を
新
調
す
る
。(

塩
原)

八
月
十
三
日
に
盆
棚
を
作
る
。
棚
は
枠
が
組
立
て
式
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

こ 

れ
を
拡
げ
て
据
ぇ
つ
け
る
。

そ
し
て
、
四
方
に
竹
を
チ
ガ
ヤ
で
な
っ
た
な
わ
で
む 

す
び
つ
け
、
前
に
は
色
紙
を
五
箇
所
さ
げ
、
ま
た
ホ
—
ヅ
キ
も
か
ざ
り
つ
け
る
。
 

チ
ガ
ヤ
の
な
わ
は
右
な
わ
で
な
う
。(

左
で
は
な
い)

仏
壇
の
中
の
も
の
は
、
こ
の 

盆
棚
に
全
部
移
し
て
し
ま
い
、
な
に
も
残
さ
な
い
。

無
縁
仏
は
盆
棚
の
前
の
下
の
方
に
低
い
台
を
も
う
け
て
そ
こ
に
ま
つ
る
。

新
盆
の
家
は
盆
棚
を
作
る
。
表
座
敷
の
お
客
に
見
ぇ
る
所
に
作
る
。
組
立
式
の 

棚
が
あ
っ
て
、
竹
を
四
本
回
り
に
立
て
、
チ
ガ
ヤ
の
繩
で
し
ば
る
。
チ
ガ
ヤ
の
繩

に
ホ
ウ
ズ
キ
や
色
紙
を
下
げ
る
。
杉
の
葉
は
下
げ
な
い
。
棚
の
上
に
盆
ご
ざ
を
敷 

き
仏
壇
の
位
牌
を
全
部
出
し
て
並
べ
、
後
ろ
に
掛
軸
を
下
げ
る(

チ
ガ
ヤ
の
敷
き 

物
は
敷
か
な
い)

。

盆
棚
は
組
立
式
で
三
尺
四
方
で
高
さ
六
尺
の
棚
が
ぁ
っ.
て
、
回
り
に
四
本
の
竹 

を
立
て
る
。

こ
の
ご
ろ
は
新
盆
の
家
は
盆
棚
を
作
る
が
、
ふ
つ
う
の
家
で
は
仏
壇 

で
間
に
合
わ
せ
た
り
、
仏
壇
の
前
に
机
を
置
い
て
供
ぇ
物
を
上
げ
て
済
ま
せ
た
り 

す
る
。(

上
神
梅)

戦
争
前
は
盆
棚
を
作
っ
た
か
、
敗
戦
を
機
に
、
世
の
中
か
変
っ
た
と
い
う
の
で
、
 

作
ら
な
く
な
っ
た
。
今
は
略
式
で
、
仏
欄
の
前
に
二
本
竹
を
立
て
る
だ
け
。

か
ざ 

り
を
少
し
す
る
。
昔
は
、
組
み
立
て
て
、
か
ざ
り
を
つ
け
た
。
寺
や
神
社
の
仏
画 

や
字
の
か
け
じ
を
か
け
、

い
は
い
の
他
、
盆
花
、
茶
、
お
は
ぎ
、
も
ら
っ
た
も
の 

を
お
い
た
。
ナ
ス
と
キ
ュ
ウ
り
の
馬
を
お
い
た
。
ナ
ス
を
細
か
く
切
っ
て
、
か
い 

ば
と
い
っ
て
、
ィ
モ
の
葉
に
入
れ
、
萩
の
葉
で
ほ
う
き
を
作
っ
て
、
水
を
ぁ
げ
、
 

ほ
う
き
を
し
め
し
て
、
か
い
ば
を
し
め
し
た
。
上
の
だ
ん
は
大
人
が
い
て
、
下
の 

だ
ん
に
は
子
ど
も
が
い
る
と
い
っ
て
、
盆
棚
の
下
に
机
を
お
き
、
か
ざ
っ
て
や
っ 

た
。(

神
梅)

供
ぇ
物 

ウ
マ
は
ナ
ス
で
つ
く
っ
た
。

こ
れ
に
は
盆
棚
を
か
ざ
る
と
き
に
つ

く
っ
た
。

こ
れ
を
ナ
ス
ウ
マ
と 

い
っ
た
。
盆
中
に
、
ウ
マ
は
壇 

の
上
に
お
い
た
。
足
は
四
本
で
、
 

棒
を
さ
し
た
。
尻
に
は
ト
ウ
モ 

ロ
コ
シ
の
毛
で
し
っ
ぽ
を
つ
け 

た
。
盆
中
、
仏
様
を
お
が
む
と 

き
に
ミ
ソ
ハ
ギ
を
小
束
に
ま
る 

め
た
も
の
を
水
に
ぬ
ら
し
て
、
 

ウ
マ
の
背
に
水
を
か
け
て
や
っ 

た
。仏

様
は
、
ナ
ス
ウ
マ
に
乗
っ

盆 棚(上神梅)

•(関口正巳撮影)

盆 棚(下神梅)

(関口正己撮影)



て
か
え
る
と

い
っ
た
。

シ
ョ
ウ
リ

ョ
ウ
サ
マ
へ 

の
供
ぇ
も
の 

は
、
カ
ツ
ラ 

ケ
(

土
器) 

を
買
っ
て
き 

て
そ
れ
に
の 

せ
て
あ
げ
た
。
 

お
は
ぎ
な
ど

は
小
さ
め
に
つ
く
っ
て
あ
げ
た
。
上
の
仏
様
に
は
、
ふ
つ
ぅ
の
ぅ
つ
わ
に
の
せ
て
、
 

お
膳
で
あ
げ
る
。
上
の
仏
様
へ
あ
げ
た
も
の
は
さ
げ
て
食
べ
る
が
、
シ
ョ
ウ
リ
ョ 

ウ
サ
マ
へ
あ
げ
た
も
の
は
、
あ
げ
っ
ぱ
な
し
に
し
て
お
い
て
、
お
く
〇
ぼ
ん
の
と 

き
に
、
墓
へ
も
っ
て
行
っ
た
。(

浅
原)

盆
棚
の
上
に
は
ど
ん
ぶ
リ
に
ィ
モ
ッ
パ
を
入
れ
て
そ
こ
に
水
を
入
れ
、
山
か
ら 

取
っ
て
き
た
ミ
ソ
ハ
ギ
を
束
ね
て
別
の
皿
に
入
れ
、
ミ
ソ
ハ
ギ
の
束
で
水
を
皿
に

移
す
。
仏
様
に
水
を
あ
げ
る
の
で
あ 

る
。
ま
た
カ
ワ
ラ
ケ
に
ボ
タ
モ
チ
を 

入
れ
て
供
え
る
。

送
り
盆
で
は
ナ
ス
製
の
馬
に
四
足 

を
つ
け
、
、っ
ど
ん
を
の
せ
て
送
り
出 

す
。
墓

地
に
ボ
ン
ダ
ナ
の
竹
な
ど
持 

っ
て
行
っ
て
燃
す
。(

長
尾
根)

盆
棚
の
下
に
台
を
お
い
て
、
そ
の 

上
に
ど
ん
ぶ
り
を
二
つ
な
ら
ベ
た
。
 

片
方
に
水
を
い
れ
、
片
方
は
ィ
モ
の

葉
の
上
に
の
せ
て
、
中
に
ナ
ス
で
つ
く
っ
た
ウ
マ
を
入
れ
て
お
い
た
。

ミ
ソ
ハ
キ
の
小
枝
を
と
っ
て
き
て
、
そ
の
先
を
す
こ
し
切
っ
て 

三
と
こ
ろ
し 

ば
っ
た
も
の
を
つ
く
る
。
そ
れ
を
、
ど
ん
ぶ
り
の
水
に
ひ
た
し
て
、
片
方
の
ど
ん 

ぶ
り
に
水
を
う
つ
し
た
。
こ
れ
は
、
ウ
マ
に
水
を
か
け
て
や
る
こ
と
で
あ
る
。(

水 

手
向
け)

(

ナ
ス
の
ウ
マ
は
、
足
を
マ
ッ
チ
棒
か
し
の
竹
で
つ
く
り
、
し
っ
ぼ
は
ト
ウ
ギ
ミ
の
チ 

ン
ケ)仏

様
は
こ
の
ウ
マ
に
乗
っ
て
き
て
、
ウ
マ
に
乗
っ
て
帰
る
と
い
う
。(

長
尾
根) 

ナ
ス
と
キ
ユ
ウ
り
に
四
本
棒
を
刺
し
て
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
チ
ン
毛
の
シ
ッ
ポ 

を
つ
け
た
馬
を
作
る
。

ボ
タ
モ
チ
、
菓
子
、
果
物
、

ス
ィ
カ
、
ト
ウ
ナ
ス
、
ト
ウ 

モ
ロ
コ
シ
、
う
ど
ん
な
ど
を
供
え
る
。
仏
様
の
食
事
は
十
三
日
の
晚
か
ら
供
え
始 

め
て
、
三
度
三
度
と
り
か
え
る
。(

塩
原)

棚
の
上
や
前
の
机
の
上
に
、
カ
ボ
チ
ャ•

ス

ィ
カ•

ナ
ス
な
ど
の
供
え
物
を
置 

く
〇芋

ッ
葉
を
ハ
ス
の
葉
の
代
用
に
し
て
、
露
受
け
に
敷
き
、
丼
に
水
を
入
れ
て
供 

え
る
。
萩
の
枝
で
丼
の
水
を
散
ら
し
て
、
供
え
物
を
濡
ら
し
た(

子
作
の
頃)

。

ナ
ス
の
馬
を
一
頭
作
り
、
ト
ウ
キ
ビ
の
毛
を
尻
っ
ぽ
に
つ
け
る
。

お
膳
の
箸
は 

萩
を
使
う
家
も
あ
る
。(

上
种
梅)

盆 棚(茂木)
(板橋春夫撮影)

盆 棚(狸原)

(板橋春夫撮影)

盆 棚(上神梅)

(関口正巳撮影)



盆
棚
の
供
え
物
は
膳
に
茶
椀
を
九
個
並
べ
、
六
個
に
は
白
飯
、
三
個
に
は
煮
物 

を
盛
っ
て
供
え
る
。
午
後
白
飯
を
下
げ
て
、
お
茶
を
上
げ
て
か
ら
送
り
出
す
。

ま
た
、
茶
椀
六
個
に
水
を
入
れ
て
、
寺
か
ら
貰
っ
た
茶
の
葉
を
入
れ
て
供
え
る 

家
も
あ
る
。

コ
ッ
フ
に
水
を
汲
ん
で
供
え
る
家
も
あ
る
。

チ
ガ
ヤ
の
繩
を
張
っ
て
、
ホ
ウ
ズ
キ
三
個
ず
つ
下
げ
る
。(

下
神
梅)

盆
花 

造
花
の
盆
花
は
大
間
々
へ
行
っ
て
買
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
、盆
様
へ
飾
っ 

た
。(

盆
棚
の
向
っ
て
左
側
、
位
牌
と
同
じ
壇
に
立
て
て
お
く) 

盆
が
終
る
と
、
仏 

壇
に
供
え
て
お
い
た
。
古
い
盆
花
は
、
盆
の
あ
い
だ
は
盆
棚
の
下
に
飾
っ
て
お
い 

て
、
盆
お
く
り
の
と
き
に
、
送
り
だ
し
た
。

山
か
ら
と
っ
て
く
る
盆
花
は
、
キ
キ
ョ
ウ
、
' 

オ
ミ
ナ
エ
シ
。

ボ

ウ

ズ(

カ
ル
カ 

ヤ)

を
と
っ
て
き
て
あ
げ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
花
瓶
に
さ
し
て
あ
げ
る
。
 

盆
棚
の
柱
に
、
し
ば
り
つ
け
て
あ
げ
る
ぅ
ち
も
あ
る
。(

浅
原)

造
花
の
盆
花
は
大
間
々
へ
行
っ
て
買
っ
て
き
た
。
盆
花
は
每
年
と
っ
て
お
い
て
、

翌
年
は
か
ば
へ
も
っ
て
行
っ
た
。

草
花
は
キ
キm

ウ
と
か
オ
ミ
ナ
エ
シ
を
、
十
三
日
に
と
っ
て
き
て
、
 

盆
棚
に
そ
な
え
た
。(

長
尾
根)

盆
花
は
キ
キ
ョ
ウ
、
カ
ル
カ
ヤ
、
オ
ミ
ナ
エ
シ
な
ど
で
、
秋
の
七
草

を
、
盆
棚
に
飾
っ
た
。

ま
た
、
造
花
の
花
を
、
大
間
々
の
花
屋
が
大
き
な
ザ
マ
を
背
負
っ
て
売
り
に
来 

た
。

ほ
か
に
色
紙
、
カ
ワ
ラ
ケ
、

マ
コ
モ
な
ど
も
持
っ
て
き
た
。
古
い
盆
花
は
、
 

送
り
盆
の
と
き
に
、
も
し
て
し
ま
う
。(

上
桐
原)

山
か
ら
キ
キ
ョ
ウ
、
オ
ミ
ナ
エ
シ
な
ど
の
盆
花
を
取
っ
て
き
て
盆
棚
に
供
え
る
。

(

塩
原)

造
花
の
盆
花
は
大
間
々
か
ら
行
商
の
人
が
売
り
に
く
る
。
草
の
盆
花
は
秋
の
七 

草
を
山
か
ら
採
っ
て
き
て
盆
棚
に
そ
な
え
る
。
き
き
ょ
う
、
お
み
な
え
し
、
な
で 

し
こ
、
か
る
か
や
な
ど
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
盆
送
り
の
時
は
新
し
い
造
花
の
盆 

花
は
仏
壇
に
し
ま
っ
て
お
き
、
去
年
の
も
の
を
燃
や
し
て
し
ま
う
。(

上
神
梅)

盆
花
は
山
へ
キ
キ
ヨ
ウ•

オ
ミ
ナ
エ
シ•

カ
ル
カ

ヤ•

ボ
ウ
ズ
な
ど
を
取
り
に 

行
く
。
前
に
は
上
の
原
に
生
え
て
い
た
が
、
今
は
無
く
な
っ
た
。(

上
神
梅)

無
縁
仏 

シ
ョ
ウ
り
ョ
ウ
様
は
一
人
前
に
な
ら
な
い
子
供
の
霊
で
、
上
に
あ
が 

れ
な
い
。
茅
で
小
さ
な
ゴ
ザ
を
作
り
、
盆
棚
の
下
に
祀
る
。
供
え
物
は
同
じ
。(

小 

平)

盆棚の供え物(小平)
(板橋春夫撮影)

盆 棚(小平)
(長沢利明撮影)

盆棚に飾った十三仏の 
掛軸(上の台)

(板橋春夫撮影)



シ
ョ
ウ
リm

ウ
サ
マ
は
子
ど
も
の
仏
様
の
こ
と
。

こ
の
仏
様
の
位
牌
は
、
ほ
か 

の
仏
様
と
一
緒
に
棚
の
上
に
置
く
か
供
え
も
の
は
棚
の
下
に
す
る
。

こ
こ
へ
は
、
 

小
さ
い
ぼ
た
も
ち
を
つ
く
っ
て
、
か
わ
ら
け
に
の
せ
て
あ
げ
る
。
位
え
も
の
を
す 

る
と
き
に
、
「
シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
サ
マ
に
あ
げ
ま
す
」
と
い
っ
て
あ
げ
る
。(

長
尾
根) 

畑
を
人
か
ら
買
っ
た
時
な
ど
に
隅
に
墓
地
が
つ
い
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ 

が
無
緣
仏
で
、
盆
棚
の
下
に
小
さ
く
供
え
物
を
し
て
ま
つ
る
。(

塩
原)

無
縁
仏
は
行
き
倒
れ
な
ど
の
精
霊
や
、
縁
故
の
な
い
仏
を
い
い
、
無
緣
場
と
い 

う
墓
地
も
あ
る
。
盆
棚
の
下
に
カ
ワ
ラ
ケ
を
置
い
て
、
ボ
タ
餅
を2
個
ぐ
ら
い
供 

え
る
。

「無
縁
仏
が
い
る
か
ら
」
と
い
う
。(

上
神
梅)

留
守
居
仏
位
牌

を

出

し

た

仏

壇

に
も

、
留
守
居
仏
と
言
っ
て
同
じ
供
え
物
を 

す
る
。k

小
平)

盆
の
あ
い
だ
は
、
仏
壇
に
は
留
守
居
仏
と
い
っ
て
お
茶
と
か
ご
ち
そ
う
を
あ
げ 

る
。

こ
こ
へ
は
線
香
と
か
お
あ
か
り
は
あ
げ
な
い
。(

浅
原)

位
牌
を
移
し
た
仏
壇
に
も
盆
棚
同
様
に
、
供
物
を
あ
げ
る
。
留
守
居
仏
が
い
る 

と
い
う
。(

塩
原)

ィ
キ
ミ
タ
マ
は
し
な
い
。

地
蔵
盆
も
し
な
い
。(

上
神
梅)

盆
む
か
え 

遠
い
人
は
十
三
日
の
午
前
中
か
ら
行
く
。

ふ
つ
う
は
十
三
日
の
午 

後
。
だ
れ
で
も
す
き
の
も
の
が
む
か
え
に
行
く
。
む
か
し
は
い
い
着
物
を
着
て
行
っ 

た
。お

寺
へ
は
お
金
と
投
灯
を
も
っ
て
む
か
え
に
行
っ
た
。
提
灯
に
は
お
寺
で
火
を 

つ
け
て
、
墓
へ
は
お
ま
い
り
し
な
い
で
家
へ
直
接
来
た
。
玄
関
か
ら
入
っ
て
、
棚 

に

火
(

行
火
に
火
を
う
つ
し
た)

を
つ
け
た
。

お
茶
を
お
寺
で
く
れ
た
。
そ
れ
を 

も
ら
っ
て
き
て
仏
様
に
お
茶
を
入
れ
て
や
っ
た
。(

門
火
な
し)

こ
の
あ
と
、
夕
飯
を
食
べ
た
。

新
盆
の
場
合
に
は
、
お
寺
へ
草
履
と
笠
と
お
金
を
も
っ
て
行
っ
た
。

こ
れ
は
旅

仕
度
と
い
う
。(

浅
原)

む
か
し
は
十
三
日
に
盆
む
か
え
に
寺(

桐
生
市
の
川
内
町
、
雲
禅
寺) 

ま
で
盆
迎
え
に
行
っ
て
提
灯
に
あ
か
り
を
つ
け
て
き
た
が
、
寺
ま
で
一
里 

も
あ
る
の
で
、
今
は
世
話
人
が
代
表
で
盆
む
か
え
に
行
っ
て
く
れ
る
。
各 

戸
か
ら
、
塔
婆
を
書
く
か
ど
う
か
を
聞
い
て
、
希
望
が
あ
れ
ば
そ
の
代
金 

と
あ
と
は
灯
明
代
と
し
て
五
百
円
ず
つ
あ
つ
め
て
寺
へ
納
め
る
。
寺
か
ら 

は
マ
ッ
チ
を
一
箱
ず
つ
各
戸
へ
ょ
こ
し
た
。

こ
の
マ
ッ
チ
で
盆
棚
の
お
灯 

明
へ
あ
か
り
を
つ
け
た
。
そ
れ
は
そ
こ
の
う
ち
の
お
と
な
の
仕
事
で
あ
る
。
 

こ
れ
が
、
現
在
の
盆
む
か
え
の
か
た
ち
で
あ
る
。

新
盆
の
う
ち
は
十
三
日
に
お
寺
ま
で
盆
む
か
え
に
行
く
。

お
金
と
、
サ 

ィ
ダ
ー
な
ど
の
飲
み
も
の
を
も
っ
て
行
く
。
塔
婆
を
書
い
て
も
ら
っ
て
き 

た
。

む
か
し
は
、
笠
と
ぞ
う
り
を
お
寺
へ
も
っ
て
行
っ
た
と
い
う
。
 

な
お
、
む
か
え
て
き
た
あ
か
り
は
、
緣
側
か
ら
あ
が
っ
て
つ
け
る
の
が 

ふ
つ
う
で
あ
る
。
中
に
は
玄
関
か
ら
入
っ
て
つ
け
る
う
ち
も
あ
る
。
(

長 

尾
根)

盆棚の下に飾るオショウリュウサマ(狸原)

(板橋春夫撮影)

盆棚の下に置かれた無縁仏の供え物(小平)

(長沢利明撮影)



こ
の
村
の
寺
は
三
寺
、
雲

祥

寺(

桐
生
市
川
内
町1
曹
洞
宗)

自

音

寺(

大
間

 々

町
高
津
戸
—
真
言
宗)

日

輪

寺(

大
間
々
町
浅
原
—

天
台
宗)

で
あ
る
。+
盆
迎
え 

は

お

寺

に

役

員(

寺
の
世
話
人)

が

代

表

で

行

き(

元
は
希
望
者
が一

〇

〜

三

〇 

円
持
っ
て)

寺
で
は
マ
ッ
チ
棒
を
三
本
包
ん
で
あ
る
の
を
く
れ
る
。
戦
前
は
米
、
 

戦
後
は
麦
を
一
升
、
寺
か
ら
寄
越
し
た
エ
コ
ウ
袋
に
入
れ
て
持
っ
て
行
く
。(

寺
で 

は
他
村
で
は
米
を
搗
い
て
く
る
の
に
長
尾
根
で
は
搗
い
て
い
な
い
と
い
う
の
で
、
 

そ
れ
で
は
や
ら
な
い
と
い
っ
て
持
っ
て
行
か
な
か
づ
た
事
も
あ
る
。)

寺
の
仏
壇
に 

燈
明
が
つ
い
て
い
て
、
そ
れ
を
も
ら
っ
て
く
る
べ
き
な
の
だ
が
遠
い
の
で
、
燈
明 

の
代
わ
り
に
マ
ッ
チ
三
本
く
れ
た
。
今
は
五
〇
〇
円
を
納
め
る
。

こ
れ
で
寺
で
は 

先
祖
代
々
の
塔
婆
を
つ
く
っ
て
、
十
六
日
に
拝
ん
で
盆
送
り
の
と
き
く
れ
る
。.
遠 

い
か
ら
送
っ
た
あ
と
で
持
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

こ
れ
を
先
に
も
っ
て
く 

る
。
以
前
の
こ
と
、

マ
ッ
チ
三
本
は
馬
鹿
げ
て
い
る
と
い
う
の
で
、
代
表
が
マ
ッ 

チ
小
箱
を
皆
に
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
は
こ
の 

マ
ッ
チ
を
寺
で
作
る
よ 

、っ
に
な
っ
た
。

そ
の
後
五
〇
〇
円
納
め
大
き
い 

マ
ッ
チ
を
寺
で
は
く
れ
る
よ
う
に 

な
っ
た
。

新
盆
の
と
き
寺
へ
の
あ
げ
も
の
は
、
昔
は
施
主
が
菅
笠
、
ワ
ラ
ジ
、
ゾ
ウ
リ
な 

ど
、
今
で
は
コ
ウ
モ
リ
を
納
め
る
。
寺
で
は
塔
婆
を
作
っ
て
く
れ
、
僧
侶
が
拝
み 

に
来
た
と
き
包
む
。
普
通
の
先
祖
代
々
の
塔
婆
は
三
尺
位
の
だ
が
、
新
盆
の
塔
婆 

の
は
五
〜
六
尺
位
の
で
あ
る
。

新
盆
迎
え
は
施
主
が
行
く
。
昔
は
提
灯
を
持
っ
て
、
寺
の
本
堂
を
入
っ
た
所
の 

前
の
座
敷
に
あ
る
盆
棚
の
燈
明
か
ら
火
を
つ
け
て
き
て
、
自
宅
の
盆
棚
に
移
し
た
。
 

盆
棚
は
チ
ガ
ヤ
の
繩
で
囲
み
上
の
二
段
に
は
色
紙•

ホ
オ
ズ
キ
を
飾
り
、
棚
上
に 

は
ス
ィ
カ
、
カ
ボ
チ
ャ
等
を
供
え
る
。

お
膳
は
台
の
上
に
置
く
。

一
 

人
前
に
な
ら 

な
い
で
死
ん
だ
人
も
盆
棚
に
祀
る
。(

長
尾
根)

八
月
十
三
日
、
盆
棚
を
作
っ
て
か
ら
、
寺
へ
盆
迎
え
に
行
く
。
城
の
正
円
寺
ま 

で
、
提
灯
を
持
っ
て
車
で
行
く
。
帰
り
道
に
墓
へ
回
る
。
弓
張
提
灯
に
火
を
つ
け 

て
来
て
、
玄
関
か
ら
入
り
仏
壇
の
明
か
り
を
つ
け
る
。
「
迎
え
に
来
た
よ
」
と
い
っ 

て
迎
え
て
来
て
、
家
へ
着
く
と
、
「
連
れ
て
来
た
よ
」
と
い
う
わ
け
に
な
る
。
迎
え

火
は
焚
か
な
い
。

盆
む
か
え
は
八
月
十
三
日
。
寺

へ

お

包(

金)

を
納
め
て
、
ち
ょ
う
ち
ん
に
火 

を
も
ら
う
。
寺
か
ら
は
、
お
茶
と
菓
子
が
で
る
。
墓
場
へ

行

き

「
お
盆
だ
よ
、
い
っ 

し
ょ
に
行
く
ベ
。
む
か
え
に
き
た
。
」
と
い
っ
て
仏
様
を
連
れ
て
家
に
帰
る
。
門
火 

は
た
か
な
い
。
明
り
は
家
の
玄
関
か
ら
入
る
。

ち
ょ
う
ち
ん
は
盆
棚
の
前
に
か
ざ 

る
。新

盆
の
時
は
お
包
の
ほ
か
に
笠
と
草
履
を
お
寺
に
納
め
る
。(

上
神
梅)

迎
え
は
七
月
十
三
日
に
お
寺
ま
で
行
き
、
ち
ょ
う
ち
ん
に
火
を
つ
け
て
、
家
ま 

で
案
内
し
て
く
る
。
そ
の
火
を
盆
棚
の
灯
明
に
う
つ
す
。
御
先
祖
さ
ま
が
、
ち
ょ 

う
ち
ん
に
入
っ
て
く
る
。(

神
梅)

十
三
日
午
後
、
覚

成

寺(

盆
迎
え
に
行
き
、
お
布
施
を
三
百
〜
五
百
円
も
包
み
、
 

棚
か
ら
提
灯
の
火
を
貰
っ
て
来
る
。(

下
神
様)

八
月
十
三
日
が
、
迎
え
盆
。
朝
盆
棚
を
つ
く
り
、
ぼ
た
餅
を
作
り
、
夕
方
定
紋 

付
き
の
提
灯
を
持
っ
て
、
お
寺
へ
迎
え
に
行
く
。
寺
で
は
、
新
竹
に
つ
る
し
た
高 

灯
籠
を
上
げ
て
お
く
。

こ
れ
を
目
じ
る
し
に
先
祖
の
霊
が
集
ま
っ
て
く
る
。
寺
か 

ら
迎
え
火
を
も
ら
っ
て
提
灯
の
ロ
ー
ソ
ク
に
火
を
う
つ
し
、
墓
に
立
て
た
行
燈
に 

灯
り
を
つ
け
て
、
家
へ
も
ど
っ
て
来
る
。
家
に
入
る
時
、
玄
関
か
ら
入
ら
ず
直
接 

盆
棚
を
祀
っ
た
部
屋
か
ら
上
り
「
こ
ん
ば
ん
わ
」
と
言
っ
て
、
盆
棚
の
ロ
ー
ソ
ク

に
灯
を
移
す
。

(

大
間

)々

新

盆

施

主
 

は
、
な
に
が
し 

か
の
金
と
、̂

 

と
草
履
を
寺
に 

持
っ
て
い
く
。
 

そ
し
て
盆
を
迎 

え
て
く
る
か
、
 

寺
で
は
茶
と
ロ

寺の盆棚(上神梅覚成寺)



—
ソ
ク
を
く
れ
る
。

盆
棚
は
新
盆
の
時
に
直
す
。

(

小
平)

新
盆
の
場
合
も
盆
棚
は
同
じ
で 

あ
っ
た
。

た
だ
ふ
つ
ぅ
と
ち
が
ぅ 

の
は
、
岐
阜
提
灯
を
、
盆
棚
の
前 

に
さ
げ
る
と
か
、
緣
先
に
さ
げ
る 

と
か
し
た
。

新
盆
の
場
合
の
位
牌
は
、
古
い 

仏
様
の
位
牌
の
前
列
の
中
央
に
な 

ら
べ
る
。

盆
中
に
和
尚
さ
ん
が
ま
わ
っ
て 

く
る
の
は
新
盆
の
寒
そ
の
あ
と 

一
般
の
家
を
ま
わ
っ
た
。
盆
棚
の 

前
で
た
だ
お
が
む
だ
け
。
仏
様
に

水
を
か
け
る
ま
ね
を
し
た
。(

浅
原)

新
盆
の
場
合
は
盆
棚
は
同
じ
。
新
し
い
仏
様
は
同
じ
棚
に
な
ら
べ
て
お
く
。

新
し
い
提
灯

(

岐
阜
提
灯) 

を
買
っ
て
、
盆 

棚
の
前
に
つ
る 

し
て
お
く
。(

長 

尾
根)新

盆
用
の
管 

笠•

ぞ
ぅ
り
を 

持
っ
て
、寺
へ
新 

盆
迎
ぇ
に
行
く
、
 

「
こ
れ
を
は
い

て
来
て
下
さ
い
」
と
い
っ
て
ノ
寺
へ
納
め
て
来
る
。(

上
神
梅)

新
盆
見
舞 

昔
は
丼
と
か
麩
、
ウ
ド
ン
な
ど
を
持
っ
て
い
っ
た
。
ウ
ド
ン
を
沢 

山
貰
っ
て
も
か
び
て
し
ま
う
。
今
は
金
に
な
っ
た
。

新
盆
の
時
の
挨
拶
は
「
こ
の
度
は
新
盆
で
お
淋
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
言
う
。
 

普
通
の
盆
に
は
、
「結
構
な
お
盆
様
で
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
挨
拶
す 

る
。(

小
平)

盆
の
あ
い
さ
つ
は
、
け
っ
こ
う
な
お
盆
様
で
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

と 

い
う
。
お
盆
様
が
お
客
に
く
る
の
で
、
こ
の
い
い
方
が
あ
る
。
新
盆
に
は
い
ゎ
ぬ
。
 

(

上
桐
原)

新
盆
の
と
き
に
は
見
舞
客
が
来
る
。
会
葬
に
来
た
人
く
ら
い
は
見
舞
に
来
た
。
 

む
か
し
は
、
麩
と
か
干
う
ど
ん
と
か
、
丼
な
ど
を
も
っ
て
来
た
。
最
近
は
、

コ
ッ 

プ
な
ど
の
器
と
か
、
お
金
を
も
っ
て
く
る
人
が
多
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
む
か
し 

も
今
も
、
新
盆
見
舞
に
来
る
人
は
茶
碗
類
を
も
っ
て
く
る
。

あ
い
さ
つ
は
、
「
結
構
な
盆
様
で
す
。
」
と
い
う
。

お
見
舞
に
行
っ
た
人
は
線
香
を
あ
げ
た
。
近
親
者
は
ご
ち
そ
う
を
食
べ
た
が
、
 

一
般
の
人
は
お
茶
を
飲
ん
で
帰
る
だ
け
。(

浅
原)

ふ
つ
う
の
盆
の
場
合
は
、
親
戚
の
も
の
が
見
舞
に
く
る
。

こ
れ
を
線
香
立
て
に 

来
る
と
い
う
。

こ
の
と
き
の
挨
拶
は
、
「結
構
な
お
盆
様
で
す
。
」
と
い
う
。
も
っ 

て
く
る
も
の
は
、
果
物
と
か
、
砂
糖
と
か
、
お
金
な
ど
。

新
盆
の
場
合
に
は
、葬
式
に
立
ち
あ
っ
た
人
が
来
る
の
が
本
来
の
形
と
い
う
が
、
 

そ
れ
ほ
ど
の
人
は
来
な
い
。
親
戚
の
人
と
か
、
近
ば
の
人
が
来
る
程
度
。

こ
の
と 

き
の
挨
拶
は
、
「新
盆
様
で
お
さ
び
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
」
と
い
う
程
度
。
 

お
見
舞
と
し
て
も
っ
て
く
る
も
の
は
、
む
か
し
は
、
、っ
ど
ん
と
か
輪
麩
、
瀬
戸
物 

(

ど
ん
ぶ
り
と
か
茶
碗
な
ど)

を
も
っ
て
き
た
。
今
は
砂
糖
折
と
か
お
金
。

な
お
、
新
盆
の
と
き
に
は
、
坊
さ
ん
が
来
て
お
が
む
。(

長
尾
根)

ア
ラ
盆
の
あ
っ
た
時
は
棚
も
新
し
く
作
り
か
え
る
。
盆
見
舞
の
あ
い
さ
つ
は
、
 

「
こ
ち
ら
は
ア
ラ
ボ
ン
で
、
お
さ
び
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
言
う
。
新
盆 

見
舞
は
ソ
ウ
メ
ン
を
持
っ
て
い
く
も
の
だ
が
、
今
は
砂
糖
、
金
の
包
み
、

ス
ィ
ヵ

盆の墓詣り(上の台) (板橋春夫 撮影)

新盆棚奥の台上に遺影を飾る。

(下神梅)(関口正巳撮影)



な
ど
を
持
っ
て
い
く
。(

塩
原)

新
盆
の
場
合
、
葬
式
に
立
ち
会
っ
た
範
園
く
ら
い
の
人
た
ち
が
挨
拶
に
行
く
。
 

そ
の
時
、
砂
糖
の
折
箱
を
持
っ
て
い
く
。

こ
れ
に
お
返
え
し
を
す
る
地
区
も
あ
る 

が

深

沢(

上
神
梅)

で
は
お
返
え
し
は
し
な
い
。

挨

拶

は

「新
盆
で
お
さ
び
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
い
う
。
ふ
つ
う
の
盆
の
時 

は

「
け
っ
こ
う
な
お
盆
さ
ま
で
す
ね
。
」
と
い
う
よ
う
な
挨
拶
を
す
る
。(

上
神
梅) 

新
盆
の
家
に
は
、
水
を
た
っ
ぷ
り
飲
ん
で
も
ら
う
と
い
う
の
で
、
ど
ん
ぶ
り
を 

持
っ
て
い
く
。
普
通
の
家
同
士
で
は
、
さ
と
う
を
持
っ
て
い
く
。(

神
梅)

新
盆
見
舞
は
組
合
で
は
十
三
日
、

ふ
つ
う
の
人
は
十
四
日
に
、
新

盆

の

家(

線 

香
あ
げ
に
行
く
。

千
円
く
ら
い
包
ん
で
行
く
。
清
め
に
酒
を
出
す
が
、
精
進
揚
げ 

に
、
キ
ュ
ウ
リ
も
み
、
ナ
ス
も
み
な
ど
の
料
理
が
出
る
。

寺
へ
話
せ
ば
、
坊
さ
ん
が
拝
み
に
回
っ
て
来
る
。

挨

拶

は

「結
好
な
お
盆
様
で
ご
ざ
い
ま
す
」

新

盆

見

舞

は

「
新
盆
で
お
さ
み
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
。(

上
神
梅)

普
通
の
家
で
は
「
お
盆
さ
ま
で
、
さ
ぞ
さ
び
し
い
で
し
ょ
う
ね
え
」
、
新
盆
の
家 

で
は
、
「
さ
ぞ
、
お
さ
び
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
」

と

い

う(

神
梅)

中
日 

七
月
十
五
日
。

下
神
梅
で
は
、

こ
の
日
に
送
っ
た
。(

神
梅)

盆
送
り 

十
六
日
の
午
後
、
お
昼
を
食
べ
て
か
ら
、
墓
ま
で
送
っ
て
行
く
。
盆 

棚
を
か
た
し
て
か
ら
送
っ
て
行
っ
た
。
位
牌
は
仏
壇
に
か
え
し
た
。

、っ
ち
中
で
送
っ
て
行
っ
た
。

お
客
に
来
て
い
る
人
が
い
れ
ば
、
そ
の
人
も
一
緒 

に
送
っ
て
行
っ
た
。
門
火
は
た
か
な
か
っ
た
。

こ
の
と
き
も
っ
て
行
く
も
の
は
、

ム
ギ
わ
ら
、
竹
、
な
わ
、
、っ
ま
、
花
、
シ
ョ 

ウ
リ
ョ
ウ
ボ
ト
ケ
に
あ
げ
た
も
の
。

こ
れ
ら
を
ご
ざ
に
包
ん
で
も
っ
て
行
っ
た
。
 

た
だ
、
ご
ざ
は
、
あ
と
で
も
ち
か
え
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
線
香
、
た
ん
ご
、
水
を 

も
っ
て
行
っ
て
墓
に
あ
げ
て
き
た
。

墓
地
の
空
地
で
燃
し
た
。

こ
の
と
き
竹
が
は
ね
る
と
い
い
と
い
っ
た
。

そ
な
え 

も
の
を
燃
や
す
け
む
り
に
の
っ
て
仏
様
は
か
え
る
と
い
っ
た
。

遠
い
人
は
三
本
辻
ま
で
お
く
っ
て
行
っ
た
。(

浅
原)

十
六
日
の
午
後
、
お
昼
を
食
べ
て
か
ら
送
っ
て
行
く
。
う
ち
中
の
も
の
が
墓
地 

ま
で
送
っ
て
行
く
。

こ
の
と
き
持
っ
て
行
く
も
の
は
、
だ
ん
ご
、
線
香
、
水
、
花

(

前
年
に
買
っ
た
造
花
の
盆
花
も
も
っ
て
行
く)

と
、
盆
棚
の
図
囲
に
立
て
た
青, 

竹
、
ナ
ス
で
つ
く
っ
た
ウ
マ
な
ど
で
あ
る
。
送
り
方
は
家
に
よ
っ
て
方
式
が
ち
が 

う
〇

三
本
辻
で
ム
ギ
わ
ら
と
青
竹
を
も
や
す
家
も
あ
る
し
、
墓
地
で
同
様
に
青
竹
を 

も
や
す
家
も
あ
る
。
三
本
辻
で
青
竹
が
三
回
は
ね
る
ま
で
も
や
し
て
、
そ
れ
か
ら 

墓
ま
で
お
く
っ
て
行
く
家
も
あ
る
。
青
竹
を
も
や
し
た
け
む
り
と
音
に
の
っ
て
、
 

仏
様
は
あ
の
世
へ
帰
る
の
だ
と
い
’っ
て
い
る
。
ナ
ス
で
つ
く
っ
た
ウ
マ
は
、
墓
地 

か
三
本
辻
へ
す
て
て
く
る
。,(

長
尾
根)

送
り
盆
は
三
本
辻
で
竹
そ
の
他
を
燃
す
。
生
の
竹
を
燃
す
と
よ
い
音
が
で
る
。
 

そ
の
音
に
乗
っ
て
仏
様
が
帰
る
と
い
う
。

馬
だ
け
に
は
火
を
つ
け
な
い
で
、
別
の
所
に
置
く
。(

小
平)

送
り
盆
は
十
六
日
の
午
後
墓
地
の
近
く
の
三
本
辻
で
火
を
た
い
て
送
る
。
神
葬 

祭
の
人
も
同
じ
。

迎
え
盆
は
寺
に
行
き
火
を
も
ら
っ
て
来
る
。

神
葬
祭
の
人
は
貴
船
神
社
か
ら
幣
束
を
も
ら
っ
て
来
る
。
塩
原
、
塩
沢
、
穴
原 

に
二
十
三
軒
あ
る
。

十
六
日
の
昼
飯
時
に
「
し
よ
い
繩
」
と
い
っ
て
、
盆
棚
の
竹
に
う
ど
ん
を
ひ
っ 

か
け
る
。

夕
方
、
盆
棚
の
四
方
の
竹
を
ま
と
め
て
サ
ン
ボ
ン
辻
に
持
っ
て
い
っ
て
焼
く
。
 

そ
の
火
で
線
香
を
つ
け
る
。
竹
が
ド
カ
ン
と
鳴
っ
て
、
そ
の
音
と
と
も
に
仏
様
が 

出
発
す
る
。
音
が
大
き
い
ほ
ど
良
い
。
そ
の
あ
と
、
線
香
、
花
、
ボ
タ
モ
チ
を
持
っ 

て
墓
詣
り
に
行
く
。(

塩
原)

盆
送
り
は
八
月
十
六
日
。
最
後
の
う
ど
ん
を
打
っ
て
盆
棚
に
上
げ
て
か
ら
送
り 

出
す
。

む
ぎ
わ
ら
を
燃
や
し
て
門
火
を
た
く
。
き
ゅ
う
り
や
と
う
も
ろ
こ
し
を
そ 

な
え
、
香
炉
を
持
っ
て
き
て
線
香
を
た
て
、
鐘
を
燃
え
つ
き
る
ま
で
叩
き
つ
づ
け 

る
。

こ
の
時
、
な
す
で
馬
を
作
っ
た
も
の
を
そ
な
え
る
。

こ
の
馬
が
供
え
た
も
の



を
運
ん
で
行
く
と
い
う
。
ま
た
、
去
年
の
盆
花
や
、
盆
棚
に
か
ざ
っ
た
も
の
も
一 

緒
に
燃
や
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
か
ら
墓
地
に
行
き
、
線
香
を
た
て
ダ
ン
ゴ
を
上
げ 

る
。送

り
火
は
盆
棚
の
繩
な
ど
を
は
ず
し
て
、
三
本
辻
で
焚
い
て
か
ら
、
墓
へ
送
り 

に
行
く
。

盆
送
り
に
は
三
本
辻
に
麦
わ
ら
を
置
い
て
、
ボ
ン
ボ
ン
と
送
り
火
を
燃
す
。
今 

は
墓
地
の
前
で
燃
す
家
も
ぁ
る
。(

上
神
梅)

送
り
火
は
、
む
ぎ
わ
ら
を
持
っ
て
い
っ
て
た
く
。

か
ざ
り
を
も
や
し
、
竹
が
は 

ね
る
と
そ
の
音
で
御
先
祖
様
が
、
十
万
億
土
に
帰
っ
て
い
く
と
さ
れ
た
。
き
ゅ
う 

り
と
な
す
の
馬
を
そ
ば
こ
に
置
い
て
お
い
た
。(

神
梅)

下
神
梅
で
は
十
五
日
午
後
、
ふ
つ
う
は
十
六
日
午
後
、
盆
送
り
を
す
る
。
朝
ボ 

夕
餅
、
昼
う
ど
ん
を
供
え
て
、
二
時
か
三
時
ご
ろ
、
盆
棚
を
こ
わ
し
て
竹
や
供
え 

物
を
持
っ
て
、
三
本
辻
の
元
地
蔵
様
が
ぁ
っ
た
所(

中
井
の
辻)

に
行
く
。
何
軒

か
モ
ヨ
ッ
テ
集
ま
り 

麦
わ
ら
を
燃
し
つ
け 

竹
•

盆
花 

そ
の
他
を
燃
や
す
。
芋
の
葉
に
の
せ
た
ナ
ス•

キ
ュ
ウ
り

な
ど
の
供
え
物
を
置
く
。
盆
様
に
上
げ
た
お
茶
を
膳
ご
と
持
っ
て
来
て
、

こ
ぼ
し 

て
供
え
る
。
仏
様
が
乗
っ
て
帰
る
ナ
ス•

キ
ュ
ウ
り
の
馬
に
、
餌
と
し
て
ナ
ス
を 

細
か
に
切
っ
て
里
芋
の
葉
に
の
せ
て
出
す
。

十
五
日
に
盆
送
り
す
る
所
も
あ
る
。(

下
神
梅)

十
六
日
に
早
う
ど
ん
で
も
ぶ
っ
て
送
る
。

高
津
戸
橋
で
灯
籠
流
し
を
し
た
こ
と
も
あ
る
。(

上
神
梅)

盆
様
に
供
え
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
送
り
火
で
焼
い
て
食
べ
る
と
、
デ
キ
モ
ン
が 

で
き
な
い
。
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
い
う
。

送
り
火
の
煙
で
顔•

腹•

膝
な
ど
な
で
て
、
痛
み
を
持
っ
て
行
っ
て
も
ら
う
よ 

う
に
呪
う
。

仏
様
の
も
の
は
変
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
、
昔
か
ら
の
古
い
茶
椀
や
銅 

碗
な
ど
を
用
い
て
、
茶
を
供
え
る
。(

下
神
梅)

八
月
十
六
日
が
、
送
り
盆
。
早
お
ひ
る
を
食
べ
て
、
家
の
庭
で
送
り
火
を
た
く
。

盆送りナス馬、茶、盆花、竹を外し 
て送り出す。(下神梅)

(関口正巳撮影)

盆送り、ナス馬、盆花、茶を持ち出して灯明 

と線香をあげ、茶を注ぐ。
(下神梅)(関口正巳撮影)

盆送り(上の台)(板橋春夫 撮影)



盆の飾り物。ナスの背に五円玉がのせられて 
レ、る。(上の台) (板橋春夫 撮影)

盆の飾り物に火をつけるところ。(上の台)
(板橋春夫撮影)

送り盆。川辺で盆棚の竹を焼く。(小平)

(長沢利明撮影)

盆送りもと地蔵様があった辻へ数戸が集まっ 
て送り出す。(下神梅)

盆
棚
の
飾
り
も
の
や
、
供
え
も
の
す
べ
て
を
燃
や
し
て
し
ま
う
。
笹
竹
か
燃
え
る 

時
に
、
ポ
—

ン
ポ
ー
ン
と
音
が
す
る
。

こ
の
音
を
合
図
に
、
ホ
ト
ケ
サ
マ
は
、
煙 

に
乗
っ
て
あ
の
世
へ
帰
っ
て
行
く
。

送
り
火
が
す
む
と
お
寺
へ
行
く
。
新
盆
の
家
で
は
、
道
中
が
暑
い
だ
ろ
う
と
い 

う
の
で
、
菅
笠
、
履
物
を
お
寺
さ
ん
に
上
げ
る
。
親
戚
か
ら
贈
ら
れ
た
岐
阜
提
灯 

な
ど
も
寺
へ
納
め
て
し
ま
う
。(

大
間

)々

正
月
と
盆
の
十
六
日 

こ
の
両
日
に
う
ま
や
ご
い
を
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
 

、っ
ま
や
ご
い
を
出
す
の
は
若
い
衆
で
、

こ
の
仕
事
を
し
て
か
ら
遊
び
に
行
っ
た
。
 

(

浅

原•

長
尾
根)

盆
の
十
六
日
の
晩
に
、
か
て
め
し
を
こ
し
ら
え
て
神
様
？
(

ジ
オ
ウ
サ
マ)

に 

あ
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。(

浅
原)

盆
の
十
六
日
は
出
か
せ
ぎ
人
も
来
て
、
ゆ
っ
く
り
す
る
。
馬
屋
肥
い
を
取
る
日 

で
、
五
目
飯
で
も
作
れ
と
い
い
、
生
臭
物
を
食
べ
て
も
い
い
。
馬
に
は
く
れ
な
い
。

(

上
神
梅)

盆
の
食
習 

盆
に
ボ
タ
餅
、
昼
は
ウ
ド
ン
、
夜
は
米
の
飯
ト
ウ
ナ
ス
汁
ょ
。(

小

平•

長
尾
根)

盆
中
の
食
物
は
、
「
朝
は
ボ
タ
モ
チ
、
昼
間
は
ウ
ド
ン
、
夜
は
コ
メ
の
飯
、
ト
ウ 

ナ
ス
汁
。

お
ら
ち
は
盆
だ
ち
う
に
ナ
ス
の
皮
の
お
じ
や
」
と
、
盆
踊
唄
に
あ
る
。
 

(

上
桐
原)

十
三
日
は
、
朝
と
昼
は
い
つ
も
の
と
お
り
で
、
と
く
ベ 

つ
の
ご
ち
そ
う
は
な
い
。
 

夜
は
い
く
ら
か
ご
ち
そ
う
を
す
る
程
度
。

十
四
日
は
、
朝
は
ぼ
た
も
ち
が
多
い
。
昼
は
う
ど
ん
、
夜
は
ご
は
ん
と
と
う
な 

す
汁
。

十
五
日
の
朝
は
ぼ
た
も
ち
、
昼
は
う
ど
ん
、
夜
は
こ
わ
め
し
。

十
六
日
の
朝
は
ぼ
た
も
ち
、
昼
は
う
ど
ん
。

こ
れ
を
ひ
る
ば
て
え
と
い
う
。
盆 

様
の
し
ょ
い
な
わ
と
い
っ
て
、
盆
棚
の
前
に
か
ざ
る
。
晚
に
は
か
て
め
し
を
す
る
。



十
七
日
は
盆
が
ら
と
い
っ
て
、
半
日
ぐ
ら
い
仕
事
を
休
ん
だ
が
、
と
く
べ
つ
の 

ご
ち
そ
う
は
な
い
。(

浅
原)

十
三
日
…
朝
は
と
く
に
き
ま
り
な
し
。

ふ
だ
ん
と
同
じ
。
昼
も
同
じ
。
夜
は
こ 

は
ん
と
う
ど
ん
。
ト
ウ
ナ
ス
の
に
も
の(

ト
ウ
ナ
ス
は
買
っ
て
あ
げ
た)

。

盆
の
十
三
日
の
晚
に
は
、
か
つ
ぶ
し
を
食
べ
ろ
と
い
わ
れ
た
。

こ
の
と
き
は
魚 

を
買
っ
て
食
べ
た
。
こ
、っ
す
る
と
、
仏
様
に
ロ
を
す
わ
れ
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
、
 

家
中
で
食
べ
た
。
仏
様
は
、
魚
を
き
ら
っ
た
と
い
う
が
、
盆
魚
は
か
な
ら
ず
食
べ 

る
も
の
だ
と
い
っ
た
。
新
盆
の
と
き
に
も
同
様
。

十
四
日
…
朝
は
ぼ
た
も
ち
、
ひ
る
ま
は
う
ど
ん
、
夜
は
米
の
め
し
を
し
た
。

十
五
日
…
朝
は
ぼ
た
も
ち
、
ひ
る
ま
は
う
ど
ん
、
夜
は
米
の
め
し
か
、
あ
り
あ 

わ
せ
の
も
の
。

十
六
日
…
朝
は
す
し
と
か
か
わ
っ
た
も
の
。(

こ
れ
は
ぼ
た
も
ち
で
あ
き
た
か
ら 

で
あ
る
。)

ひ
る
は
、
朝
こ
し
ら
え
た
も
の
で
間
に
あ
わ
せ
る
か
、
、っ
ど
ん
。
よ
る 

は
べ
つ
に
用
意
を
し
な
か
っ
た
。
あ
り
あ
わ
せ
の
も
の
を
食
べ
た
。
な
お
、
夜
、
 

か
て
め
し
を
つ
く
る
う
ち
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
ジ
オ
ウ
サ
マ
に
あ
げ
る
と
い
っ
て
、
 

仏
壇
に
あ
げ
た
。(

長
尾
根)

十
三
日
の
朝
、
昼
は
ふ
つ
う
の
日
と
同
じ
。
夜
は
ご
飯
を
あ
げ
、
ト
ウ
ナ
ス
の 

煮
た
の
を
あ
げ
る
。

こ
の
日
は
、
仏
様
に
ロ
を
す
わ
れ
な
い
よ
う
に
と
、
う
ち
中 

で
さ
か
な
を
食
べ
る
。

十
四
日
の
朝
は
ぼ
た
も
ち
、
昼
は
う
ど
ん
で
、
夜
は
ご
は
ん
と
ト
ウ
ナ
ス
の
煮 

た
も
の
。

十
五
日
の
朝
は
ぼ
た
も
ち
、
昼
は
う
ど
ん
で
、
夜
は
ご
は
ん
と
ト
ウ
ナ
ス
。
 

十
六
日
の
朝
は
ぼ
た
も
ち
、
昼

は

う

ど

ん(

お
ひ
る
ご
は
ん
を
食
べ
て
す
ぐ
盆 

様
を
お
く
り
だ
す
。)

、
夜
は
し
ょ
う
ゆ
め
し
を
た
い
て
仏
壇
に
あ
げ
る
。
こ
れ
は
、
 

ジ
ォ
ウ
サ
マ
に
あ
げ
る
と
い
う
。

十
七
日
の
こ
と
は
ボ
ン
か
ら
と
い
っ
て
、
食
べ
も
の
は
か
わ
っ
た
も
の
は
し
な 

い
が
、
仕
事
を
半
日
休
ん
だ
。

盆
の
十
三
日
の
晚
に
は
、
な
ま
ぐ
さ
も
の 
(

く
さ
い
も
の)

を
食
べ
ろ
と
い
う
。

こ
の
晩
は
、
家
中
の
も
の
が
、
さ
か
な
を
お
か
ず
に
し
て
、
ト
ウ
ナ
ス
を
に
て
食 

べ
た
。

こ
う
す
る
こ
と
は
、
仏
様
に

を
な
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。(

長
尾
根)

盆

の

食

事

は

「
朝
は
ボ
タ
餅
、
昼
間
は
う
ど
ん
、
夜

は
米
の
飯•

ト
ウ
ナ
ス
汁 

よ
」
と
歌
わ
れ
、
盆
の
間
は
こ
の
と
お
り
に
作
る
。(

上
神
梅)

、っ
ど
ん
と
お
は
ぎ
。
朝
は
ぼ
た
も
ち
、
昼
は
う
ど
ん
、
夜
は
ご
は
ん
と
お
は
ぎ
。
 

(

神

笆 

し.
？

盆
の
食
事
は
朝
ボ
タ
餅
、
昼
う
ど
ん
、
夜
白
飯
を
十
四
、
十
五
日
と
続
け
る
。

(

下
神
梅)

盆
踊
り 

盆
踊
り
は
每
晚
や
っ
て
い
る
。
最
近
は
納
涼
お
ど
り
に
な
っ
た
。
出 

し
も
の
は
八
木
節
が
主
で
あ
っ
た
。
八
木
節
の
こ
と
は
、
む
か
し
は
関
東
節
と
い
っ 

た
。

む
か
し
は
石
投
げ
お
ど
り
と
か
田
植
お
ど
り
も
や
っ
た
。
八
木
節
は
四
つ
あ 

し
、
八

つ

あ

し(

八
歩
い
っ
て
も
ど
る
や
り
方)

と
い
っ
て
、
な
に
を
や
っ
て
も 

お
っ
つ
い
た
。(

校
庭
で
や
っ
て
い
る)

。(

浅
原)

盆
踊
り
は
寺
か
神
社
で
行
な
っ
た
。
昭
和
以
前
は
松
源
寺
の
庭
で
、
そ
れ
以
後 

は
貴
船
神
社
、
八
幡
様
で
、
昭
和
二
十
年
以
降
は
学
校
の
校
庭
で
や
っ
て
い
る
。
 

今
は
八
木
節
だ
が
、
ず
っ
と
昔
は
関
東
節
を
や
っ
た
ノ
の
ん
び
り
し
た
感
じ
の
曲 

で
、
文
句
は
同
じ
だ
が
曲
が
異
な
る
。
栃
木
の
方
の
民
謡
で
あ
る
。

踊
り
手
は
村 

の
青
年
達
で
、
ヤ
グ
ラ
を
立
て
て
、
早
々
と
練
習
を
始
め
る
。

昔
は
、
柏
山
、
花
輪
、
川
内
、
小
平
、
仁
田
山
、
新
里
、
諸
町
の
方
ま
で
盆
踊 

り
の
見
物
に
行
っ
た
。
歩
い
て
行
く
の
で
帰
り
が
夜
明
け
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
 

各
地
区
每
に
日
が
ぶ
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
日
を
ず
ら
し
て
や
っ
て
い
た
。(

塩
原) 

盆
踊
り
は
音
頭
取
り
が
太
鼓
を
た
た
い
て
歌
い
、
猫
も
し
ゃ
く
し
も
参
加
し
て 

踊
っ
た
。

堀
米
源
太
も
貴
船
神
社
に
来
た
。

一
時
低
調
に
な
っ
た
が
、
最
近
復
活 

し
て
、
景
品
を
付
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。(

上
神
梅)

盆
踊
り
は
埼
玉
県
の
方
の
口
説
み
た
い
な
う
た
と
八
木
節
。
国
定
忠
治
、
佐
倉 

宗
五
郎
、
乃
木
将
軍
、
〜
づ
く
し
、
宿

め

ぐ

り(

黒
保
根
村
の)

な
ど
。
場
所
は
、
 

寺
や
庭
の
広
い
家
を
借
り
て
や
っ
た
。(

神
梅)



八
木
節
後
援
会
が
で
き
て
、
青
年
に
中
学
生
も
参
加
し
て
踊
る
。>

」
こ
二
、
三 

年
で
青
年
が
勤
め
人
に
な
り
、
最
近
は
中
学
生
が
中
心
に
な
っ
て
や
る
。(

下
神
梅) 

盆
ガ
ラ
八
月
十
七
日
を
昔
は
盆
ガ
ラ
と
い
っ
て
農
休
み
を
し
た
が
、
今
は
お 

蚕
が
あ
っ
て
休
め
な
い
。

盆
中
は
生
ぐ
さ
を
使
う
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
豆
や
豆
腐
な
ど
精
進
料
理
を 

食
べ
る
。(

上
神
梅)

十
七
日
は
盆
ガ
ラ
で
念
仏
を
す
る
。
鉦
を
た
た
き
、
鈴
を
回
し
て
、
「
ナ
ム
ア
ミ 

ダ
ン
ブ
ツ
、
ナ
ム
ア
ン
ダ
」
と
唱
え
な
が
ら
、
每
戸
を
回
る
。
お
金
を
貰
っ
て
、
 

最
後
に
お
寺
に
い
き
、
そ
の
金
で
菓
子
を
買
っ
て
帰
る
。
昔
は
大
人
が
や
っ
た
。
 

今
や
っ
て
い
る
の
は
、
折
の
内
と
中
組
だ
け
で
あ
る
。
昔
は
皆
や
っ
た
。(

小
平) 

十
七
日
は
盆
が
ら
と
い
っ
て
、
午
後
の
半
日
休
ん
だ
。
一
把
線
香
を
庭
に
立
て
、
 

十
玉
様
を
名
ざ
し
て
あ
げ
る
。
夜
は
シ
ョ
ウ
ユ
飯
を
た
く
。
馬
(

牛)

小
舎
の
こ 

や
し
を
だ
す
。(

上
桐
原)

盆
が
ら
に
は
仕
事
を
し
な
い
で
、
休
養
を
と
る
。

両
親
が
い
る
う
ち
は
、
嫁
は
盆
の
う
ち
は
お
客
に
や
ら
れ
な
か
っ
た
。
盆
が
ら 

(

十
七
日)

に
な
っ
て
お
客
に
行
っ
た
。(

上
神
梅)

嫁
に
来
た
年
に
は
、
盆
に
は
里
へ 

帰
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
盆
が
来
る
か 

ら
、
嫁

を
(

盆
前
に)

里
へ
お
客
に
や
れ
と
い
っ
た
。(

浅
原)

盆
中
の
不
幸 

シ
ラ
ジ(

流
れ
か
ん
ち
ょ
う
、
白
と
赤
、
赤
は
ふ
つ
う
の
お
産) 

を
か
ぶ
し
て
お
棺
に
入
れ
る
。
皆
き
て
い
る
の
に
行
っ
て
し
ま
う
の
で
、
避
け
て 

先
へ
送
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
四
十
九
日
に
な
ら
ぬ
も
の
は
皆
シ
ラ
ジ
を
か
ぶ 

せ
て
だ
し
た
。(

上
桐
原)

観

音

様(

十
七
日)

石
尊
様
と
同
じ
日
に
祭
る
。
こ
こ
は
足
尾
路
の
東
三
十 

三
札
所
の
二
十
番
、
如
意
山
観
音
寺
で
、
渡
瀬
川
を
流
れ
て
来
た
と
い
う
石
仏
を 

二
体
祭
っ
て
い
る
。

お
産
と
目
の
神
で
、
ょ
く
お
願
を
か
け
る
。
歓

音•

薬
師
二
体
が
並
ん
で
い
る
。

(

下
神
梅)

九 

月

二
百
十
日(

一
日)

百
八
灯 

赤
城
神
社
に
集
っ
て
、
こ
の
日
に
百
八
灯
を
た
て
た
。
神
社
の
回
り 

に
、
し
の
の
先
に
ろ
う
そ
く
を
立
て
、
火
を
つ
け
た
。
作
物
の
豊
作
を
祈
願
す
る 

の
だ
と
も
い
っ
た
。

こ
れ
は
役
員
の
人
た
ち
が
行
な
っ
た
。(

塩
沢)

(

旧
八
月
十
七
日)

山
上
の
石
尊
大
権
現
の
石
宮
の
所
へ
、
新
井
の
近
所
の 

者
が
百
八
本
の
ろ
う
そ
く
を
持
っ
て
、
回
り
の
木
の
技
に
ろ
う
そ
く
を
さ
し
て
明 

か
り
を
つ
け
て
く
る
。
主
に
子
供
た
ち
が
登
る
が
、
夕
方
、
竹
に
ボ
ロ
を
入
れ
た 

タ
ィ
マ
ツ
に
火
を
つ
け
て
持
っ
て
行
く
。
警
防
団
員
も
火
の
用
心
の
た
め
に
行
く
。

下
の
観
音
様
の
宵
待
で
、
お
参
り
し
て
一
緒
に
祭
る
が
、
こ
ち
ら
で
は
百
八
灯 

は
し
な
い
。

そ
う
そ
く
は
封
筒
を
回
し
て
寄
付
を
集
め
、
近
所
の
人
が
世
話
を
し
て
買
う
。
 

山
上
で
百
八
灯
を
と
も
し
た
あ
と
、
花
火
を
上
げ
て
楽
し
む
。
終
っ
て
、
下
に
お 

り
て
か
ら
、
地
主
新
井
家
の
庭
に
む
し
ろ
を
敷
い
て
、
大
人
は
酒
、
子
供
は
ジ
ユ
ー 

ス
な
ど
で
、

一
杯
飲
む
。

こ
の
行
事
を
し
な
い
と
、
不
幸
が
多
い
と
い
い
、

マ
が 

悪
い
の
で
続
け
て
や
る
。(

下
神
梅)

八
朔(

一
日)

も
と
は
、
ハ
ッ
サ
ク
オ
ド
リ
と
い
っ
て
踊
り
な
ど
も
や
っ
た
。
 

嫁
は
盆
に
は
里
に
帰
ら
ず
に
、
こ
の
日
に
帰
る
。
親
に
何
か
を
持
っ
て
い
く
。(

塩 

原)
ハ
ッ
サ
ク
は
嫁
ぎ
先
で
で
き
た
野
菜
や
粉
を
も
っ
て
、
ヨ
メ
が
実
家
の
両
親
の 

ご
機
嫌
う
か
が
い
に
行
く
日
で
あ
る
。

こ
の
日
の
里
帰
り
は
、
泊
る
こ
と
が
許
さ 

れ
る
。
実
家
か
ら
は
、
竹
で
編
ん
だ
ミ
、
ザ
マ
、
シ
ョ
ウ
ギ
な
ど
を
お
返
し
と
し 

て
、
も
た
せ
る
。(

上
桐
原)

ハ
ッ
サ
ク
は
九
月
一
日
、
婿
が
嫁
の
実
家
へ
ゴ
ボ
ウ
や
シ
ョ
ウ
ガ
を
持
っ
て
お 

客
に
行
く
。
帰
り
に
メ
カ
ィ
や
ザ
ル
を
も
ら
っ
て
来
る
。(

中
神
梅)

嫁
と
り
し
て
、
始
め
て
の 

ハ
ッ
サ
ク
に
は
、
行
く
時
、
ゴ
ボ
ー
を
持
っ
て
っ
た
。



帰
っ
て
く
る
時
に
メ
カ
イ
を
貰
っ
て
き
た
。

「あ
り
ヤ
新
ム
コ
だ
」
な
ん
て
ひ
や
か
さ
れ
る
か
ら
、
嫌
だ
っ
た
。
メ
カ
イ
の 

代
り
に
ザ
ル
で
も
い
い
。
う
ち
は
ゴ
ボ
ー
が
な
く
て
、
買
っ
て
持
っ
て
っ
た
。(

中 

神
梅)ハ

ッ
サ
ク
に
は
葉
シ
ョ
ー
ガ
を
二
束
持
っ
て
く
。
カ
タ
イ
家
が
や
る
。
 

ハ
ッ
サ
ク
に
実
家
へ
行
く
、
な
ん
て
家
は
そ
う
は
な
い
。(

中
•

下
神
梅) 

十

五

夜(
(

旧
八
月
十
五
日)

供
え
物 

オ
マ
ル
と
ス
ス
キ
を
十
五
本
、
野
菜
、
サ
ツ
マ
イ
モ
、
サ
ト
イ
モ
な 

ど
を
お
月
様
に
供
え
る
。
子
供
が
竹
に
釘
針
を
刺
し
た
道
具
を
作
り
、
遠
く
か
ら 

オ
マ 

ル
を
突
き
刺
し
て
取
る
。
こ
れ
を
や
ら
な
い
と
子
供
達
の
仲
間
入
り
が
で
き 

な
い
。
十
五
夜
の
供
え
物
は
子
供
に
さ
げ
ら
れ
た
方
が
良
い
が
、
家
に
よ
っ
て
は 

盗
ま
れ
た
と
い
っ
て
騒
ぐ
。(

塩
原)

十
五
夜
は
お
月
見
大
根(

美
濃
わ
せ)

が
で
き
る
の
で
、
大
根
の
初
を
供
え
る
。
 

子
供
た
ち
が
供
え
物
を
下
げ
に
回
っ
た
。
家
で
は
下
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
戸
を
あ 

け
て
お
き
、
行
く
と
分
け
て
く
れ
た
。
今
の
子
は
欲
し
が
ら
な
く
な
っ
た
。(

上 

神
梅)十

五
夜
に
オ
マ
ル
を
米
の
粉
二
升
で
十
五
個
作
っ
て
供
え
る
。
あ
と
で
切
っ
て 

焼
い
て
食
う
。
代
り
に
ふ
か
し
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
る
家
が
多
い
。

子
供
が
「
下
げ
て
も
い
い
か
い
」
と
回
っ
て
来
る
の
で
、
「
お
月
様
が
下
げ
に
来 

た
」
と
い
っ
て
、
供
え
物
を
分
け
て
や
っ
た
。
十
年
も
前
の
こ
と
。(

深
沢)

八
月
十
五
日
。
山
か
ら
す
す
き
を
と
っ
て
き
て
、
ダ
ン
ゴ
を
十
五
作
っ
て
、
柿 

や
く
り
を
そ
な
え
て
、
月
を
見
る
。
子
ど
も
が
、
竹
の
先
に
針
を
さ
し
た
も
の
を 

持
っ
て
ま
わ
り
、
だ
ん
ご
を
さ
し
た
。
と
ら
れ
る
ほ
う
も
よ
ろ
こ
ん
で
と
ら
れ
て 

や
っ
た
。
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
た
。(

神
梅)

十
五
夜
に
は
、
オ
マ
ル
を
さ
げ
に
い
っ
た
。
竹
に
ク
ギ
の
つ
い
た
も
の
を
使
用 

す
る
。
十
五
夜
を
す
れ
ば
、
十
三
夜
も
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
片
月
見
は
い
け 

な
い
と
い
う
。(

小
平)

社

日

小

泉

、
大
泉
の
社
日
様
は
百
姓
の
神
様
で
、
お
祭
の
時
に
は
農
具
の
市

が
立
つ
。
遠
い
か
ら
あ
ま
り
行
か
な
い
。(

塩
原)

十 

月

神

送

り(

十
月
一
日)

神
送
り
だ
と
い
っ
て
氏
神
様(

八
幡
神
社)

へ
お
詣 

り
に
行
く
。(

塩
原)

オ
ク
ン
チ(

旧
九
月
九
日
、
十
九
日
、
二
十
九
日)

九
月
に
は
三
回
オ
ク
ン 

チ
が
あ
り
、
合
わ
せ
て
ミ
ク
ン
チ
と
い
ぅ
。
赤
飯
を
ふ
か
し
て
早
朝
、
わ
れ
先
に 

と
競
っ
て
八
幡
様
に
あ
げ
に
行
く
。
重
箱
一
杯
持
っ
て
行
っ
て
神
様
の
ロ
に
つ
め 

こ
ん
で
く
る
。
ま
た
、
ク
ン
チ
ナ
ス
と
い
っ
て
ナ
ス
を
煮
て
食
べ
る
。(

塩
原)

オ
ク
ン
チ
は
む
ら
の
氏
神
様
の
秋
ま
つ
り
の
こ
と
。
む
か
し
は
旧
九
月
九
日
、
 

現
在
は
十
月
十
五
日
。

こ
の
日
は
赤
飯
を
つ
く
っ
て
あ
げ
る
。(

浅
原)

は
る
か
昔
の
オ
ク
ン
チ
は
、
九
月
の
九
日
、
十
九
日
、
二
十
九
日
の
三
日
間
だ
っ

た
。
神
明
様
の
お
祭
り
で
、
十
四 

日
、
十
五
日
、
十
六
日
と
三
日
間 

や
っ
た
。
産
土
様
の
お
祭
り
で
、
 

お
コ
ワ
を
ふ
か
す
。

こ
の
日
、
お 

コ
ワ
を
一
番
早
く
神
前
に
あ
げ
た 

ひ
と
に
、
ご
利
益
が
あ
る
と
い
わ 

れ
争
っ
て
あ
げ
た
。
十
二
時
す
ぎ 

れ
ば
、
そ
の
日
の
分
だ
か
ら
と
、
 

十
四
日
は
ょ
い
祭
り
で
、
お
社
に 

日
番
が
と
ま
る
。
十
五
日
は
一
日 

中
、
飲
ん
だ
り
食
っ
た
り
し
、
十 

六
日
は
後
か
た
づ
け
を
し
た
。
現 

在
は
昔
の
気
分
は
な
い
。
(

上
桐 

原)
十
三
夜
(

旧
九
月
十
三
日)

六合神社(上神梅) (関口正巳 撮影)



供
え
物
は
十
五
夜 

と
同
じ
だ
が
ス
ス 

キ
は
十
三
本
。
十 

五
夜
に
よ
そ
の
家 

に
客
に
行
っ
た
ら
、
 

十
三
夜
に
も
行
く
。
 

i
r

見
月
は
す
る
も 

の
で
は
な
い
。

(

塩
原)

十
三
夜
に
は
大

根
、
芋
、

ニ
ン
ジ
ン
、
ゴ
ボ
ウ
な
ど
を
表
の
緣
側
へ 
供
え
る
。
オ
マ
ル
や
う
で
ま 

ん
じ
ゆ
う
も
供
え
る
。(

上
神
梅)

片
見
月
片
見
月
は
悪
い
の
で
、
十
五
夜
を
自
宅
で
見
た
ら
、
十
三
夜
も
自
宅 

で
見
る
ょ
う
に
す
る
。
祭
り
方
は
十
五
夜
と
同
じ
だ
が
、
数
は
三
個
に
す
る
。
(

深 

沢)
十
五
夜
と
十
三
夜 

十
五
夜
に
曇
り
ぁ
れ
ど
、
十
三
夜
に
は
曇
り
な
し
。
十
五 

夜
に
雨
が
降
る
と
大
麦
が
は
ず
れ
る
。
十
三
夜
に
雨
が
降
る
と
小
麦
が
は
ず
れ
る
。
 

十
五
夜
に
は
カ
キ
や
ク
リ
を
供
え
、
ス
ス
キ
を
五
本
か
、
十
五
本
上
げ
る
。
十
三 

夜
に
は
イ
モ•

大
根
を
供
え
、
ス
ス
キ
は
三
本
か
十
三
本
上
げ
る
。(

深
沢)

十
三
夜
は
、
十
五
夜
と
同
じ
ょ
う
な
こ
と
。(

神
梅)

十

一

月

神

迎

え(

十
一
月
一
日)

神
様
が
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
の
で
氏
神
に
お
詣
り
に 

行
く
。(

塩
原)

七

五

三(

十
五
日)

三
歳
と
七
歳
が
帯
と
き
、
女
の
子
。
五
歳
が
ハ
カ
マ
ギ 

で
男
の
子
。
十
一
月
十
五
日
に
神
社
に
お
ま
い
り
し
た
。(

神
梅)

十
一
月
十
五
日
は
七•

五
•

三
の
お
祝
い
。
長
男
と
長
女
だ
け
を
祝
う
。
次
男

次
女
以
下
は
お
祝
い
を
し
な
い
。
親
戚
か
ら
、
女
な
ら
髪
飾
り
、
履
物
、
お
金
な 

ど
を
贈
ら
れ
る
。
お
返
し
に
は
赤
飯
を
た
い
て
重
箱
に
入
れ
、
定
紋
入
り
、
又
は 

鶴
亀
な
ど
の
入
つ
た
袱
紗
を
上
に
乗
せ
て
持
つ
て
行
く
。
重
箱
返
し
に
は
、
豆
と 

つ
け
木
を
中
に
入
れ
る
。(

大
間

)々

十

日

夜(

旧
十
月
十
日)

十
日
夜
に
は
、
わ
ら
の 

つ
と
つ
こ
に
き
り
も
ち
を 

ニ
コ
ず
つ
入
れ
て
、
地
神
様
、
稲
荷
様
、
荒
神
様
、
坂
の
稲
荷
様
な
ど
に
、
名
ざ 

し
で
あ
げ
た
。(

浅
原)

ト
ウ
ヵ
ン
ヤ
と
い
い
、
旧
十
月
十
日
。
も
ち
は
九
日
の
晚
に
つ
い
た
。
四
角
の 

も

の
(

サ
ィ
ノ
メ
ギ
り)

と
、
ま
る
い
の
と
二
色
つ
く
つ
た
。

四
角
の
も
ち
は
、
ニ
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
サ
ィ
ノ
メ
に
き
つ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
わ 

ら
の
つ
と
つ
こ
に
三
コ
ず
つ
包
ん
で
、
む
ら
内
の
神
様
と
か
、
仏
様
に
あ
げ
た(

屋 

敷
の
稲
荷
様
、
神
社
、
墓
場
、
自
分
の
信
心
す
る
神
様
と
か
仏
様
な
ど)

。

ー
ヵ
所 

に
二
本
ず
つ
あ
げ
た
。

ま
る
い
も
ち
は
、
十
コ
つ
と
つ
こ
に
一
列
に
な
ら
べ
て
い
れ
て
、
わ
ら
で
か
ら 

げ
た
。
そ
れ
を
は
た
け
と
か
田
に
あ
げ
た
。

一
つ
ぐ
ら
い
の
こ
し
て
、
あ
と
は
も 

ち
か
え
つ
た
。

も
ち
を
あ
げ
に
行
く
の
は
十
日
の
朝
、
だ
れ
が
あ
げ
に
行
つ
て
も
ょ
い
。
た
だ
、
 

う
ち
の
神
様
に
は
主
人(

と
し
と
り
を
す
る
人)

が
あ
げ
る
。
う
ち
の
中
の
神
仏 

に
は
、
お
は
ち
と
か
皿
に
の
せ
て
、
か
さ
ね
な
い
お
そ
な
え
も
ち
を
あ
げ
た
。
 

う
ち
の
も
の
が
食
べ
た
の
は
、
き
り
も
ち
と
か
あ
ん
ぴ
ん
。

こ
れ
は
神
様
な
ど 

に
は
あ
げ
な
い
。

だ
ん
ご
は
作
ら
な
い
。

麦
ま
き
が
終
る
と
続
い
て
十
日
夜
で
あ
る
。
餅
を
つ
い
て
ニ
セ
ン
チ
位
の
さ
い 

の
め
型
に
切
り
、
二
〜
三
ケ
ッ
ト
ッ
コ
に
入
れ
て
各
神
様(

墓
を
含
め
正
月
の
才 

マ
ッ
を
あ
げ
た
処
全
部
—
井
戸
、
物
置
、
お
稲
荷
様
、
蔵
、
馬
小
屋
等
家
屋
敷
の 

中
、
部
落
の
神
—
に
進
ぜ
る
。

ッ
ト
ッ
コ
は
二
十
位
つ
く
る
。
ま
た
お
供
え
餅
を 

田
、
畑
に
十
ケ
供
え
る
。

こ
れ
は
一
、
ニ
ケ
を
残
し
あ
と
は
持
帰
る
。

こ
の
日
ア 

ン
ピ
ン
餅
も
つ
く
り
、
こ
れ
は
家
族
で
た
べ
る
。

天神様の祭日に立てられたの 
ぼり旗(小平)(長沢利明撮影)



神
様
全
部
に
お
供
え
を
す
る
の
は
、
正
月
に
お
松
、
初

午
(

赤
飯)

節

分
(

大 

豆)

五
月
節
句(

赤
飯
又
は
餅
、
外
に
シ
ョ
ウ
ブ
と
ヨ
モ
ギ
ー
本
ず
つ)

オ
ク
ン 

チ
(

赤
飯)

な
ど
で
あ
る
。(

浅
原)

ト
ウ
カ
ン
ヤ
と
い
う
。
旧
十
月
十
日
に
ま
つ
る
。

「
九
日
餅
に
十
日
だ
こ
」
と
い
い
、
も
ち
は
九
日
の
晚
に
つ
い
た
。
も
ち
の
こ 

と
は
、
ト
ウ
カ
ン
ヤ
モ
チ
と
い
う
。

も
ち
は
、
た
て
よ
こ
ニ
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
厚
さ 

ー  

セ
ン
チ
ぐ
ら
い 

の
大
き
さ
に
切 

つ
て
、
わ
ら
の
つ
と
つ
こ
に
入
れ
て
、
は
た
け
と
田
の
神
様
に
供
え
た
。
も
ち
の 

数
は
、
三
、
五
、
七
、
九
コ
と
い
う
よ
う
に
つ
と
に
入
れ
て
供
え
た
う
ち
も
あ
る 

し
、
二
つ
入
れ
た
う
ち
も
あ
る
。
食
べ
る
も
ち
は
、
あ
ん
ぴ
ん
に
し
た
り
、
き
り 

も

ち
(

ひ
ら
も
ち
と
も
い
う)

に
し
た
。

も
ち
は
、
十
日
の
朝
、
神
仏
に
供
え
た
。
大
体
、
お
正
月
の
と
き
に
お
松
を
あ 

げ
た
と
こ
ろ
に
供
え
た
。
は
た
け
と
田
に
は
、
う
ち
か
ら
近
い
と
こ
ろ
へ
そ
れ
ぞ 

れ
供
え
た
。
供
え
る
の
は
そ
の
家
の
主
人
で
、
十
日
の
朝
に
供
え
た
。

そ
の
ほ
か
に
、
お
そ
な
え
を
神
棚
、
仏
壇
に
供
え
た
。
ま
た
、
台
所
に
積
ん
で 

お
い
た
米
俵
の
上
に
も
お
そ
な
え
を
供
え
た
。

だ
ん
ご
は
、
十
日
の
朝
、
米
の
粉
で
つ
く
つ
た
。

こ
れ
は
う
ち
の
神
様
だ
け
に 

供
え
た
。

餅
を
サ
ィ
の
目
に
切
り
ッ
ト
ッ
コ
に
は
さ
ん
で
田.

畑
に
置
い
た
。
シ
ン
は
藁 

た
け
の
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ー
を
つ
く
り
、
「
十
日
夜
の
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ー
」
と
い
い
な
か
ら 

土
を
は
た
く
。
大
根
が
よ
く
抜
け
る
よ
う
に
と
い
う
の
で
あ
る
。

ッ
ト
ッ
コ
は
十 

二
様
そ
の
他
の
神
様
に
も
あ
げ
た
。
た
べ
る
餅
は
ア
ン
ピ
ン
餅
で
あ
る
。(

長
尾
根)

十
日
夜
は
旧
十
月
十
日
に
す
る
。
九
日
夜
に
米
の
餅
を
つ
い
て
、
つ
け
な
い
家 

に
は
分
け
て
や
つ
た
。
十
日
夜
餅
は
あ
ん
餅•

ひ
ら
餅
な
ど
、
二
、
三
臼
つ
く
。
 

モ
グ
ラ
ッ
プ
サ
ギ
と
い
つ
て
、
餅
を
桑
の
葉
に
の
せ
て
、
畑
に
持
つ
て
行
つ
て
、
 

畑
の
真
中
に
供
え
た
。
畑
の
神
に
供
え
る
も
の
。
大
根
は
供
え
な
い
。

餅
二
個
を
ワ
ラ
ッ
ト
コ
に
挾
ん
で
、
外
の
神
様
に
供
え
て
回
つ
た
。
天

神•

庚 

申
•

八

坂.

屋
敷
稲
荷
な
ど
。(

深
沢)

ト
ウ
カ
ン
ヤ
の
モ
チ
は
九
日
の
夕
方
に
つ
く
。
形
は
家
に
よ
っ
て
違
う
。
話
者 

の
家
で
は
、
切
り
も
ち
を
作
る
。
七
セ
ン
チX

五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き
さ
。
神
棚 

に
丸
い
は
ち
で
、
二
個
ず
つ
。
食
べ
る
も
ち
と
そ
な
え
る
も
ち
は
同
じ
。
特
に
名 

は
な
い
。
丸
い
も
ち
を
そ
な
え
る
家
も
あ
る
。(

神
梅)

の
し
餅
の
断
ち
っ
ぱ
し
を
刻
ん
で
ダ
ン
ゴ
と
ま
ぜ
て
ッ
ト
ッ
コ
に
入
れ
た
も
の 

を
、
十
本
も
十
五
本
も
作
り
、
お
神
に
上
げ
た
。
屋
敷
稲
荷
、
村
の
氏
神
、
そ
の 

他
、
十
二
様
な
ど
に
一
本
ず
つ
上
げ
て
回
っ
た
。(

下
神
梅)

十
日
ダ
ン
ゴ
ト
ウ
カ
ン
ヤ
の
日
に
作
っ
た
米
の
粉
の
ダ
ン
ゴ
。
神
さ
ま
に
あ 

げ
る
が
、
数
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。(

神
梅)

ウ
ル
チ
米
の
粉
で
ダ
ン
ゴ
を
作
り
、
ま
す
に
盛
り
上
げ
て
、
床
の
間
の
オ
シ
ラ 

様
に
上
げ
た
。
初
年
に
同
様
に
し
て
供
え
る
が
、
十
日
夜
に
は
し
な
い
と
い
う
家 

も
あ
る
。
墓
場
に
も
行
っ
て
、
二
粒
ず
つ
ダ
ン
ゴ
を
墓
に
供
え
た
。(

下
神
梅)

九
日
も
ち
、
十
日
団
子(

十
日
夜
モ
チ)

と
い
っ
て
十
日
夜
の
前
日
九
日
に
は
、
 

モ
チ
を
つ
い
て
、
畑
に
供
え
た
り
、
川
端
に
供
え
る
。
十
日
に
は
、
団
子
を
つ
く 

る
。(

上
桐
原)

ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ 

ム
ギ
ま
き
か
終
わ
る
と
す
ぐ
十
日
夜
に
な
る
。

わ
ら
で
っ
ぽ
う
を
つ
く
っ
て
、
子
ど
も
が
庭
な
ど
を
は
た
い
て
あ
る
い
た
。そ 

の
と
き
、
「
十
日
夜
、
わ
ら
で
っ
ぽ
う
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
モ
グ
ラ
よ
け
と
い
う
、
 

モ
グ
ラ
は
こ
の
音
が
き
ら
い
だ
か
ら
と
い
う
。

も
ち
を
つ
い
て
、
さ
い
の
め
に
切
っ
て
、
わ
ら
づ
と
に
ニ
コ
ず
つ
入
れ
て
、
屋 

敷
の
神
様
か
ら
、
む
ら
内
の
神
様(

お
正
月
の
と
き
に
お
ま
つ
を
か
ざ
っ
た
と
こ 

ろ)

ま
で
、
二
十
力
所
ぐ
ら
い
あ
げ
た
。

わ
ら
で
っ
ぽ
う
を
つ
く
っ
て
、
子
ど
も
が
た
た
い
て
あ
る
い
た
。
わ
ら
で
っ
ぽ 

う
は
新
わ
ら
で
つ
く
っ
た
。
中
に
ィ
モ
ガ
ラ
を
入
れ
る
と
い
い
音
が
出
る
と
い
っ 

た
。

こ
れ
は
、
子
ど
も
が
つ
く
っ
た
り
し
た
。
、っ
ち
の
庭
を
た
た
い
た
が
、
近
所 

の
子
ど
も
が
く
る
と
、
よ
そ
へ
も
た
た
き
に
行
っ
た
。
こ
れ
に
は
唱
え
ご
と
が
あ
っ 

た
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。

ム
ギ
に
つ
い
て
は
、
十
日
だ
ね
を
お
ろ
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
理
由



は
わ
か
ら
な
い
。
十
日
夜
ま
で
に
ム
ギ
ま
き
を
し
て
お
け
と
い
っ
た
。

十
日
夜
に
は
モ
グ
ラ
退
治
の
ま
じ
な
い
の
た
め
に
、
わ
ら
で
っ
ぽ
う
で
庭
な
ど 

を
は
た
く
の
だ
と
い
う
。(

浅
原)

十
日
夜
に
は
わ
ら
で
っ
ぽ
う
を
つ
く
っ
た
。
新
わ
ら
を
な
わ
で
し
ば
っ
た
。
中 

に
は
、
い
い
音
が
で
る
よ
う
に
と
、
イ
モ
ガ
ラ
を
入
れ
た
。

こ
れ
は
、
大
人
が
つ 

く
っ
て
や
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
が
、
む
ら
中
た
た
い
て
あ
る
い
た
。

こ
の
と
き
の 

唱
え
ご
と
は
、
「
十
日
夜
の
わ
ら
で
っ
ぽ
う
、
も
ち
く
っ
て
、
ひ
っ
ぱ
た
け
」
と
い 

う
も
の
。

こ
れ
は
、
モ
グ
ラ
を
か
た
め
る
わ
け
だ
と
い
う
。
大
根
は
、
わ
ら
で
っ 

ぽ
う
の
音
を
き
い
て
首
を
も
ち
あ
げ
る
と
か 

ぬ
け
で
る
と
い
っ
た
。

シ
ン
に
イ
モ
ガ
ラ
を
入
れ
た
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ー
を
作
っ
て
、
土
を
た
た
く
。
畑
、
 

田
、
庭
な
ど
。
モ
グ
ラ
退
治
と
も
い
い
、
こ
れ
で
大
根
が
よ
く
伸
び
る
と
も
い
う
。
 

土
を
た
た
く
と
き
の
唱
え
言
は
「ト
ウ
カ
ン
ヤ
、
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ー
、
モ
チ
ク
ッ
チ
ャ
、
 

ブ
ッ
タ
タ
ケ
」
。
そ
し
て
餅
を
小
さ
く
切
っ
て
、
ツ
ト
ッ
コ
に
入
れ
田
の
神
と
畑
の 

神
(

正
月
に
幣
束
を
立
て
、
お
松
を
立
て
た
所)

に
あ
げ
る
。
家
の
人
は
四
角
の 

ノ
シ
モ
チ
を
た
べ
る
。(

長
尾
根)

イ
モ
ガ
ラ
に
藁
を
卷
い
て
、
家
の
庭
を
子
供
ら
が
集
ま
っ
て
叩
く
。
ワ
ラ
デ
ッ 

ポ
ウ
が
ち
ぎ
れ
る
ま
で
叩
く
。

こ
れ
は
モ
グ
ラ
を
退
治
す
る
た
め
の
ま
じ
な
い
で 

あ
る
。

十
日
夜
に
は
わ
ら
と
い
も
が
ら
で
、
わ
ら
鉄
砲
を
作
っ
て
地
面
を
は
た
い
て
回 

っ
た
。も

ぐ
ら
を
防
ぐ
ま
じ
な
い
だ
っ
た
。
も
ぐ
ら
は
土
手
の
中
を
通
し
て
土
手
が 

崩
れ
る
危
険
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
畑
の
虫
を
食
べ
て
く
れ
る
の
で
よ
い
と
も 

い
わ
れ
て
い
た
。(

塩
沢)

新
わ
ら
に
芋
の
ジ
ク
を
一
本
入
れ
て
卷
き
、
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
を
作
っ
て
、
庭
先 

で
地
面
を
た
た
く
。
麦
蒔
き
を
終
え
て
、
モ
グ
ラ
退
治
の
呪
い
に
す
る
。

「
十
日
夜
、
十
日
夜
、
夕
飯
食
っ
て
ぶ
っ
た
た
け
」

大
根
な
ど
は
供
え
な
い
。

旧
十
月
十
日
は
ト
ウ,
カ
ン
ヤ
で
、
子
供
が
藁
に
イ
モ
ガ
ラ
を
入
れ
て
、
藁
鉄
砲

を
つ
く
り
「ト
ウ
カ
ン
ヤ
、
ト
ウ
カ
ン
ヤ
、
ム
グ
ラ
鉄
砲
、
ブ
ッ
パ
ナ
セ
」
と
い 

い
な
が
ら
た
た
い
た
。
も
ぐ
ら
ふ
さ
ぎ
で
あ
る
と
い
う
。(

上
神
梅)

ト
オ
カ
ン
ヤ
に
は
藁
で
こ
し
ら
え
た
藁
鉄
砲
を
四
五
人
で
ト
ッ
カ
ン
、
ト
ッ
カ 

ン

と

「
ト
オ
カ
ン
ヤ
の
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
〜
」
と
唱
え
な
が
ら
打
っ
て
歩
い
た
。
昭 

和
十
年
頃
に
は
イ
モ
ガ
ラ
の
太
い
の
を
と
っ
て
き
て
藁
良
砲
の
か
わ
り
に
や
っ 

た
。

こ
の
頃
は
唱
え
ご
と
は
な
く
な
っ
て
い
た
。(

二
軒
在
家)

ラ
デ
ッ
ポ
—
は
ミ
ョ
ウ
ガ
、
イ
モ
ガ
ラ
を
入
れ
る
。
音
が
ょ
く
な
る
。
そ
の 

音
を
聞
い
て
も
ぐ
ら
が
逃
げ
て
い
く
と
い
う
。
子
ど
も
が
ウ
ラ
デ
ッ
ポ
ー
を
つ
い 

て
、
村
の
各
家
を
ま
わ
っ
て
庭
を
た
た
く
。
家
で
は
、
何
も
出
さ
な
い
。

「
ト
ウ
カ
ン
ヤ
、
ト
ウ
カ
ン
ヤ
、
モ
グ
ラ
モ
チ
は
お
宿
に
か
。
」
と
い
っ
て
ま
わ
っ 

た
。(

神
梅)

子
供
が
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
を
作
っ
て
、
地
面
を
た
た
い
て
回
っ
た
。
「
九
日
餅
二
十 

日
ダ
ン
ゴ
、
サ
ン
ザ
ク
ッ
テ
ブ
ッ
パ
タ
ケ
」
と
唱
え
る
。
家
の
回
り
を
た
た
け
ば
、
 

モ
グ
ラ
が
も
た
せ
な
い(

持
ち
上
げ
な
い)

と
い
う
。(

下
神
梅)

子
ど
も
た
ち
か
、
十
日
夜
、
十
日
夜
の
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
、
と
い
い
な
か
ら
、
 

ラ
鉄
砲
で
地
面
を
た
た
く
。
シ
ョ
ウ
ガ
の
葉
を
芯
に
す
る
と
、
ょ
い
音
が
で
る
。
 

モ
グ
ラ
た
た
き
だ
と
い
、ス
ダ
イ
コ
ン
と
の
関
連
を
い
う
こ
と
も
あ
る
。
使
っ
た 

あ
と
の
ウ
ラ
鉄
砲
は
、
特
定
の
場
所
で
は
な
く
、
そ
こ
ら
に
拾
て
る
。(

上
桐
原) 

大
根
の
年
取
り
ト
ウ
カ
ン
ヤ
の
こ
と
を
「大
根
の
年
取
り
」
と
も
い
う
。
「
コ 

コ
ノ
カ
モ
チ
と
ト
ウ
カ
ダ
ン
ゴ
」
と
い
っ
て
、
九
日
に
餅
を
つ
き
、
十
日
に
は
団 

子
を
作
る
。
切
餅
を
二
個
ず
つ
藁
の
ッ
ト
に
入
れ
、
氏
神
、
大
神
宮
、
機
神
、
稲 

荷
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
所
に
供
え
る
。
十
日
夜
に
は
麦
を
ま
く
も
の
で
は
な
い
。(

塩 

沢)
十
日
夜
に
は
近
所
の
庭
を
回
っ
て
、
「
ト
ウ
カ
ン
ヤ
、
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
、
ヨ
ウ
メ 

シ
ク
ッ
テ
、
ブ
ッ
パ
タ
ケ
」
と
い
っ
て
た
た
く
。

十
日
夜
の
餅
を
つ
く
音
で
大
根
が
育
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

小
平)

十
日
夜
は
大
根
の
年
取
り
と
い
う
。
縁
側
に
は
供
え
な
い
。(

上
神
梅)

ダ
イ
コ
ン
の
年
と
り
で
、
ト
ウ
カ
ン
ヤ
の
も
ち
を
つ
く
時
に
、
か
ら
み
も
ち
を



食
べ
た
。
ま
い
て
百
十
日
く
ら
い
で
と
れ
る
か
ら
、
と
っ
て
食
べ
て
も
い
い
。
 

ト
ウ
カ
ン
ヤ
に
カ
カ
シ
を
立
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ト
ウ
カ
ン
ヤ
に
山
に
の
ぼ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

麦
ま
き
な
ど
で
、
「
十
日
た
ね
は
、
お
ろ
す
も
の
で
は
な
い
」
と
い
わ
れ
た
。
よ 

く
な
い
こ
と
か
あ
る
と
い
っ
て
き
ら
っ
た
。

よ
そ
に
出
て
い
る
人
が
帰
っ
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ 

た
。(

神
梅)

十
日
夜
に
緣
側
の
ハ
ナ(

先
端)

に
ス
ス
キ
や
花
を
飾
り
、
ま
ん
じ
ゅ
う
十
個 

〜
十
五
個
を
供
え
た
。
箕
に
野
菜
を
も
っ
た
り
、
大
根
二
本
入
れ
た
り
、
栗
•

柿
. 

サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
も
供
え
る
。
庭
に
は
供
え
な
い
。(

下
神
梅)

イ
ヌ
コ
ロ
餅 

麦
ま
き
終
わ
っ
た
時
に
、
餅
を
つ
い
て
畑
に
持
っ
て
い
っ
て
供 

え
た
。

モ
グ
ラ
が
も
ぐ
ら
な
い
よ
う
に
、
モ
グ
ラ
プ
サ
ゲ
と
し
て
畑
の
真
中
に
置 

い
て
き
た
。
今
は
ダ
ン
ゴ
を
作
っ
て
汁
粉
に
し
て
食
べ
た
り
、
ふ
か
し
ま
ん
じ
ゅ 

う
を
作
っ
て
食
べ
る
。(

深
沢)

イ
ノ
コ
さ
ま
、
イ
ノ
コ
モ
チ
、
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。(

神
梅)

恵

比

須

講(

二
十
日) 

一
月
二
十
日
は
朝
恵
比
須
。

こ
れ
は
、
え
び
す
さ
ま 

が
商
い
に
出
か
け
る
日
だ
と
い
う
。
朝
、
赤
飯
を
た
い
て
祝
っ
た
。

一
月
の
え
び 

す
こ
う
は
い
そ
が
し
か
っ
た
。

十
月
二
十
日
は
夜
、
米
の
め
し
で
祝
う
。

こ
の
と
き
よ
、
え
び
す
さ
ま
が
帰
っ
て
く
る
の
で
夕
飯
に
ご
ち
そ
う
を
し
た
。
え 

び
す
大
黒
の
掛
軸
を
か
け
て
、
サ
ン
マ(

尾
頭
付)

の
生
を
あ
げ
、
け
ん
ち
ん
汁
、
 

ミ
カ
ン
、
カ
キ
な
ど
を
あ
げ
た
。
え
び
す
講
に
は
た
ね
の
で
る
も
の
を
あ
げ
る
も 

の
だ
と
い
う
。(

浅
原)

十
月
、A

び
す
講
と
い
う
歌
が
あ
る
が
、A

び
す
講
を
実
際
に
や
る
の
は
、
十 

|

月
二
十
日
で
あ
る
。

こ
の
日
に
は
、
ひ
の
み
や
神
社
に
お
ま
い
り
す
る
。
塞
銭 

を
あ
げ
る
ほ
か
に
、
塞
銭
箱
か
ら
こ
ぼ
れ
た
も
の
を
、
種
銭
と
し
て
拾
っ
て
き
て
、
 

翌
年
のA

び
す
講
に
二
倍
に
し
て
か
え
す
。
灸
び
す
様
に
は
、
金
福
の
ご
利
益
が 

あ
る
。
あ
ま
り
ぱ
っ
と
し
な
い
と
、
塞
銭
を
た
ん
と
あ
げ
な
い
か
ら
貧
乏
し
て
い

る
の
か
な
、
な
ど
と
い
う
。
す
る
と
家
内
安
全
以
外
何
も
頼
ん
だ
こ
と
は
な
い
か 

ら
ね
、
と
や
り
返
す
。

家
内
の
お
ま
つ
り
と
し
て
は
、
灸
び
す
様
に
新
鮮
な
タ
ィ(

例
が
少
な
い)

や 

サ
ン
マ
、
い
く
ら
か
の
ご
馳
走
、
そ
れ
に
上
げ
底
し
た
一
升
ま
す
に
、
家
族
そ
れ 

ぞ
れ
が
持
前
の
金
を
お
高
盛
り
に
し
て
あ
げ
た
り
す
る
。
ま
た
、
家
内
の
も
の
同
志 

で
、
家
で
か
ざ
っ
た
さ
さ
げ
も
の
を
買
う
風
習
が
あ
る
。
ご
は
ん
の
お
高
盛
と
か
、
 

鯛
の
お
魚
と
か
、
か
き
あ
げ
と
か
、
お
み
お
つ
け
と
か
を
何
百
万
円
と
値
を
つ
け
、
 

そ
れ
ぞ
れ
買
っ
た
も
の
が
い
た
だ
く
。(

上
桐
原)

エ
ビ
ス
講
は
旧
十
月
二
十
日
、
新
十
一
月
二
十
日
。

春
と
同
じ
。

一
月
二
十
日
に
家
を
出
た
エ
ビ
ス
様
が
稼
い
で
帰
っ
て
き
た
祝
を 

す
る
。
作
物
が
何
で
も
で
き
る
頃
な
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
ご
ち
そ
う
を
作
っ
て
供 

え
る
。
柿
、
け
ん
ち
ん
汁
は
必
ら
ず
あ
げ
る
。(

塩
原)

エ
ビ
ス
講
は
十
一
月
十
九
、
二
十
日
。

こ
の
日
の
前
に
畑
仕
事
を
終
わ
す
ょ
う 

に
、
目
標
を
た
て
る
。(

深
沢)

十
二
月
二
十
日
の
恵
比
寿
講
の
日
は
、
は
だ
か
に
な
ら
な
い
ょ
う
に
と
い
っ
て
、
 

お
湯
に
入
ら
な
か
っ
た
家
が
あ
る
。(

高
津
戸)

正
月
と
秋
の
え
び
す
講
の
と
き
に
は
、桐
生
の
え
び
す
様
へ
お
参
り
に
行
っ
た
。
 

こ
こ
か
ら
、
気
の
あ
っ
た
も
の
と
つ
れ
だ
っ
て
、
あ
る
い
て
行
っ
た
。(

長
尾
根) 

エ
ビ
ス
棚 

え
び
す
様
は
か
せ
ぐ
神
な
の
で
、
台
所
へ
北
向
き
の
棚
を
作
っ
て 

上
げ
る
。
斜
め
に
北
を
向
け
る
。
南
向
き
に
上
げ
る
と
、
金
が
出
る
と
い
う
。
棚 

の
下
は
人
が
通
り
歩
か
な
い
所
が
い
い
。

エ
ビ
ス
講
に
は
床
の
間
で
祭
る
。(

上
神
梅)

エ
ビ
ス
様
に
宝
珠
の
玉
の
形
に
シ
メ
繩
を
作
っ
て
供
え
る
。(

深
沢)

十
二
月

川
ビ
タ
リ
餅(

一
日)

こ
の
日
は
カ
ビ
タ
リ
モ
チ
だ
と
い
っ
て
餅
を
つ
く
。

(

塩
原)



十
二
月
一
日
に
は
、
カ
ワ
ビ
タ
リ
モ
チ
を
つ
く
。
カ
ビ
タ
リ
モ
チ
と
も
い
う
。
モ 

チ
を
つ
く
音
で
、
ネ
ズ
ミ
が
逃
げ
る
。
も
ち
を
供
え
る
場
所
は
、
神
様
、
仏
様
、
お 

か
ま
様
な
ど
で
あ
る
が
、
現
在
は
、
ほ
と
ん
ど
つ
か
な
い
。(

上
桐
原)

カ
ワ
ビ
タ
リ
モ
チ
は
十
二
月
一
日
に
つ
い
て
食
べ
る
も
ち
。
河
童
に
、
お
そ
わ 

れ
な
い
た
め
と
い
う
。

十
二
月
二
十
八
日
に
つ
き
、
正
月
の
し
た
く
と
し
て
い
る
家
も
あ
る
。(

神
梅) 

川
ビ
タ
リ
餅
は
金
子
イ
ッ
ケ
で
し
て
い
た
。(

下
神
梅)

ツ
ジ
ュ
ゥ
餅 

新
井
イ
ッ
ケ
は
正
月
の
餅
が
つ
け
な
い
で
、暮
に
餅
を
つ
い
た
。
 

豆
木
に
餅
を
二
個
つ
け
て
、
ト
ボ
に
さ
し
た
が
、
名
は
不
明
。

サ
マ
ダ
ン
ゴ
に
つ 

い
て
は
知
ら
な
い
と
い
う
。(

下
神
梅)

コ
ト
八
日(

八
日)

春
と
同
じ
。
十
二
月
の
こ
と
日
は
「
コ
ト
始
め
」
で
、
 

正
月
の
こ
と
を
始
め
る
日
。(

塩
原)

事
八
日
は
十
二
月
八
日
、直
径
三
尺
ほ
ど
の
キ
ノ
ハ
ッ
カ
ゴ
に
柊
を
一
本
揷
し
、
 

地
面
に
か
ぶ
せ
て
お
く
。
ダ
イ
マ
ナ
ク
を
ょ
け
る
。(

塩
原)

シ
マ
イ
コ
ト
八
日
。
ヒ
イ
ラ
ギ
を
、
目
か
え
に
さ
し
て
、
目
か
え
を
、
長
竿
の 

上
に
つ
る
す(

い
つ
け
る)

。
こ
の
日
、
来
る
魔
物
の
こ
と
を 

大
目
玉
と
い
っ
た
。
 

か
ま
は
出
さ
な
い
。(

上
桐
原)

霜
月
十
五
日(

十
五
日)

こ
の
日
は
祝
い
日
で
、
な
ん
の
お
祝
い
を
し
て
も

よ
い
と
い
ぅ
。
七
つ 

の
お
び
と
き
も
こ
の 

日
神
社
へ
お
ま
い
り 

に
行
く
。(

浅
原)

十
二
月
十
五
日
を 

シ
モ
ツ
キ
十
五
日
と 

ぃ
ぅ
。(

神
梅)

冬
至(

二
十
二
日)

ユ
ズ
を
と
っ
て
き 

て
風
呂
に
入
れ
る
。

ト
ウ
ジ
ト
ウ
ナ
ス
と
い 

っ
て
ト
ウ
ナ
ス
を
煮
て
食
べ 

る
。n

ン 

ニ 

ャ
ク
も
必
ず
食 

べ
る
。

コ
ン
ニ
ャ
ク
は
土
払
い
と
い
っ
て
腹
の
中
の
泥
を
吸
い
取
る
。
ま
た
、
卜 

ウ
ジ
ソ
バ
と
い
っ
て
ソ
バ
を
食
べ
る
家
も
あ
る
。(

塩
原)

冬
至
と
霜
月
十
五
日
は
暦
を
み
ず
に
い 

い
日
で
あ
る
と
い
う
。
ト
ウ
ナ
ス
を
食 

べ
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
。

ユ
ズ
湯
に
入
る
。

こ
の
日
ユ
ズ
を
ミ
ソ
ヅ
ケ 

に
し
て
、
そ
れ
を
節
分
に
豆
と
一
緒
に
食
べ
る
。
ま
た
、
こ
の
日
に
コ
ン
ニ
ャ
ク 

を
食
べ
る
。
二
年
中
の
砂
は
ら
い
」
と
い
っ
て
、
腹
の
中
の
砂
を
は
ら
う
と
い
う
。
 

(

小
平)

カ
ボ
チ
ャ
を
に
て
食
べ
た
。

コ
ン
ニ
ャ
ク
、

ユ
ズ
も
入
れ
た
。
冬
至I

ト
ウ
ナ 

ス
、

ユ
ズ
ー
ユ
ニ
タ
エ
ル
に
通
ず
る
と
い
う
。(

神
梅)

ス
ス 

ハ
キ 
(•
二
十
三
日)

十
二
月
二
十
三
日
は
日
を
見
な
く
て
よ
い
。
建
前 

で
も
普
請
で
も
何
で
も
し
て
よ
い
。
ス
ス 

ハ
キ
も
大
抵
こ
の
日
に
す
る
。(

塩
原) 

す
す
払
い
は
、
も
ち
つ
き
の
前
日
、
あ
る
い
は
、
前
々
日
に
、
家
中
総
出
で
す 

る
。
ふ
つ
う
は
、
二
十
六
日
で
あ
る
。(

下
桐
原)

ス
ス
ハ
キ
は
十
三
日
が 

I  

般
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
と
い
う
こ
と
は 

な
い
。
竹
で
ホ
ウ
キ
を
作
っ
て
や
る
。
神
棚
か
ら
先
に
特
に
丁
寧
に
や
る
。
そ
の 

年
の
幣
束
を
集
め
て
、
川
に
流
し
た
り
、
屋
敷
稲
荷
に
お
さ
め
た
り
す
る
。(

谷
田) 

す
す
は
ら
い
は
二
十
五
、
六
日
の
都
合
の
い
い
日
に
す
る
。(

神
梅)

煤
払
い
は
冬
至
に
し
た(

十
二
月
の
二
十
一
日
か
二
十
二
日)

。(

高
津
戸)

歳

末

諸

事

暮
の
市 

暮
の
二
、
七

の

市(

十
二
月
二
十
二
日
と
二
十
七
日)

で
正
月
用
品 

を
売
り
出
す
。
ト
ビ
職
の
お
か
し
ら
が
、
門
松
、
輪

飾
(

ウ
ジ
メ
の
こ
と)

な
ど 

を
街
の
一
角
に
小
屋
が
け
し
て
売
る
。•

買
っ
て
来
た
飾
り
も
の
は
二
十
日
に
正
月 

棚
そ
の
他
に
か
ざ
り
つ
け
る
。
輪
飾
り
は
、
稲
荷
様
、
神
棚
、
仏
壇
、
門
口
に
松 

の
枝
と
と
も
に
か
ざ
る
。
て
い
ね
い
な
家
で
は
、
井
戸
、
便
所
、
カ
マ
ド
、
墓
の 

入
口
な
ど
に
も
か
ざ
る
。(

高
津
戸)

事八日のキノノ、ッカゴ(塩原)

(上野勇撮影)



大
間
々
の
暮
の
市
で
、
正
月
の
供
え
物
を
の
せ
る
オ
シ
ラ
キ
を
買
、っ
。(

上
神
梅) 

歳

暮
(

十
五
日
〜
二
十
日)

塩
び
き
シ
ャ
ケ
、
ミ
カ
ン
な
ど
を
贈
る
。
お
返 

し
に
は
ネ
ギ
の
束
で
も
返
す
。
大
体
半
額
く
ら
い
の
も
の
を
返
す
。
返
さ
な
い
家 

も
あ
る
。(

塩
原)

餅

つ

き(

二
十
八
日
、
三
十
日)

ク
ン
チ
モ
チ(

二
十
九
日)

と
ィ
チ
ヤ
モ 

チ
(

三
十
一
日)

は
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
モ
チ
、
ア
ワ
モ
チ
も 

ょ
く
つ
い
た
。(

塩
原)

も
ち
つ
き
は
十
二
月
二
十
八
日
。
九
日
も
ち
は
つ
く
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ 

た
。
十
二
、
三
人
の
家
で
一
俵
は
つ
い
た
。(

神
梅)

餅
つ
き
は
十
二
月
三
十
日
。
臼
の
下
に
藁
を
十
文
字
に
お
き
、
臼
に
は
シ
メ
繩 

を
は
る
。
餅
は
、
米

の

餅(

白
米
だ
け)

、
ツ
キ
マ
ゼ(

米
と
粟

•  _
 
•

蜀,

な
ど 

を
混
合
し
た
も
の)

な
ど
を
つ
く
。
米
の
餅
は
お
供
え
と
、
来
客
用
に
つ
き
、
ツ 

キ
マ
ゼ
餅
は
ふ
だ
ん
家
の
者
の
常
食
用
に
つ
く
。(

高
津
戸)

一
夜
も
ち
を
つ
く
な
と
い
い
、
三
十
一
日
の
も
ち
つ
き
は
避
け
る
。
た
い
て
い

は
、
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
の
あ
い
だ
に
、
つ
き
あ
げ
る
。(

下
桐
原) 

も
ち
つ
き
は
、
二
十
二
日
の
夜
が
い
ち
ば
ん
い
い
。
た
い
て
い

は
、
二
十
八
日
に
つ̂

X
。

二
十
九
日
は 

九
日
も
ち
と
い
ぅ
の
て 

い
け
な
い
。
二
十
日
で
も
よ
い
。

二
十
一
日
の
夜
も
も
ち
つ
き
は 

い
け
な
い
。

一
夜
も
ち
は
、
よ
く
な
い
と
い
ぅ
。(

上
桐
原)

餅
は
二
十
九
日
か
二
十
日
に
つ
く
。(

谷
田)

門
松
迎
ェ(

二
十
八
日
、
三
十
日)

餅
を
つ
く
日
に
、
お
松 

様
も
迎
え
て
く
る
。
ア
キ
ノ
カ
タ
の
山
に
行
っ
て
松
を
切
っ
て
く 

る
。
シ
メ
飾
り
は
家
で
繩
を
な
っ
て
作
る
。
輪
飾
り
は
オ
エ
ビ
ス 

ー
 

様
、
大
黒
様
に
、
シ
メ
は
ミ
カ
ン
、
和
紙
を
つ
け
て
各
所
に
飾
る
。
 

大
神
宮
に
は
コ
ブ
を
つ
け
た
シ
メ
繩
を
飾
る
。(

よ
ろ
こ
ぷ
の
意)

大
間
々
で
はー

ー
十
七
日
か
ら
正
月
市
か
立
ち 

オ
シ
メ
な
ど
を 

売
る
。(

塩
原)

お
松
迎
え
は
日
の
い
い
日
と
方
角
を
み
て
決
め
る
。
二
十
八
日

が
ふ
つ
ぅ
で
あ
る
。(

上
桐
原) 

.

十
二
月
二
十
五
日
。
山
へ
、
お
さ
ご
と
、
ご
ま
め
の
頭
つ
き
を
持
っ
て
行
き
、
 

山
の
神
様
に
お
そ
な
え
し
て
、
松
の
枝
を
切
っ
て
く
る
。
し
ん
は
切
ら
ず
、
枝
を 

と
っ
た
。' (

神
梅)

松
迎
え
は
十
二
月
の
二
十
五
日
頃
山
へ
枝
松
を
と
り
に
い
っ
た
。
ど
こ
の
家
の 

松
で
も
咎
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
オ
サ
ゴ
と
頭
つ
き
を
も
っ
て
山
の
神
様(

石
宮
が 

あ
る)

に
あ
げ
て
か
ら
伐
っ
て
き
た
。
こ
の
山
神
様
を
十
二
様
と
も
呼
ん
で
い
る
。
 

(

高
津
戸)

十
二
月
二
十
五
日
が
、
お
松
迎
え
。
山
へ
入
っ
て
正
月
の
門
松
に
す
る
松
の
枝 

を
伐
っ
て
く
る
。
ど
こ
の
家
の
持
ち
山
の
松
で
も
ょ
い
。
別
に
と
が
め
ら
れ
る
と 

い
ぅ
こ
と
は
な
い
。
オ
サ
ゴ
と
、
お
か
し
ら
つ
き
を
山
の
神
様(

石
宮
が
祀
っ
て 

あ
る)

に
あ
げ
て
か
ら
伐
っ
た
。(

高
津
戸)

二
階
松
が
い
い
と
さ
れ
て
い
る
。

い
い
日(

大
安
日)

と
ア
キ
の
方
を
み
て
松

を

迎

え

る
(

イ
平}

正月用のシメ飾りを売る出店(大間々)
(長沢利明.撮影)

歳末になるとシメ飾りの市が立つ(大間々) 
(長沢利明撮影)



シ
メ
飾
り
わ
ら
で
宝
船
を
作
っ
て
供
え
る
家
も
あ
る
。
宝
珠
の
玉
飾
り
を 

作
っ
て
、

エ
ビ
ス
様
に
上
げ
る
。(

上
神
様)

三
十
日
に
し
め
か
ざ
り
を
す
る
。

一
夜
か
ざ
り
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ 

た
。
う
す
に
も
し
め
な
わ
を
か
ざ
っ
た
。(

神
梅)

し
め
な
わ
作
り
は
十
二
月
二
十
七
日
。
歳
徳
神
、
大
黒
さ
ま
大
神
宮
、
お
い
な 

り
さ
ま
、
他
の
神
様
用
と
四
種
作
っ
た
。(

神
梅)

し
め
飾
り
は
、
二
十
八
日
に
作
り
は
じ
め
、
三
十
日
ま
で
に
は
、
お
飾
り
で
き 

る
ょ
う
に
準
備
す
る
。
藤
生
本
家
で
は
、
ふ
つ
う
の
神
棚
は
ご
ぼ
う
じ
め
を
飾
る
、
 

ま
た
、
每
年
恵
方
の
角
に
.''
三
角
形
の
棚
を
つ
く
っ
て
、
歳
神
様
を
ま
つ
り
、
そ 

の
む
か
い
側
に
御
魂
様
を
ま
つ
る
。
そ
の
三
角
の
棚
に
鳥
居
が
で
き
て
い
て
、
そ 

の
鳥
居
の
か
っ
こ
う
の
し
め
繩
を
つ
く
る
。(

下
桐
原)

松
飾
り
は
一
夜
飾
り
は
良
く
な
い
と
い
っ
て
、
大
み
そ
か
の
日
は
避
け
る
。
ふ 

つ
う
は
、
二
十
八
日
で
あ
る
。
九
の
日
も
き
ら
っ
た
。
主
人
が
、
自
分
の
山
か
共

大黒様のシメ飾り(神梅)
(井野修二撮影)

シメ飾り(ふつうの神様用) 
(神梅)(井野修二*撮影)

歳徳神のシメ飾り(神梅)
(井野修二撮影)

写真のもの

半紙を折ったもの。右が

前になるようにおいた。

•しのの棒

天 井

歳
徳
神



有
山
に
出
か
け
て
、
枝
の
小
さ
い
の
を
と
っ
て
来
る
。
同
じ
日
に,

し
め
繩
や
し 

め
飾
り
も
作
り
は
じ
め
、
三
十
日
ま
で
に
は
、
お
飾
り
で
き
る
よ
う
準
備
す
る
。
 

門
松
を
一
対
と
ほ
か
に
、
屋
内
で
は
、
歳
神
様
、
神
棚
、
大
神
宮
様
、A

び
す 

様
、
か
ま
ど
神
様
、
屋
外
で
は
、
屋
敷
稲
荷
様
、
井
戸
神
様
、
家
畜
小
舎
、
ご
不 

浄
な
ど
に
飾
る
。

現
在
で
は
、
お
そ
ら
く
、
ふ
つ
う
の
家
で
は
、
ひ
と
の
山
か
ら
も
ら
っ
て
ま
で 

す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
神
棚
を
飾
れ
ば
て
ん
に
な
る
。
さ
ら 

に
簡
単
な
の
は
、
門
松
と
、
あ
と
は
床
の
間
に
生
花
て
い
ど
と
な
る
。

神
棚
の
松
は
、
て
い
ね
い
に
は
、
三
尺
く
ら
い
の
ナ
ラ
の
木
の
細
い
の
を
う
ち 

つ
け
た
上
に
、
三
が
い
の
松
を
と
り
つ
け
て
、
し
め
繩
を
一
本
張
る
こ
と
に
な
る
。
 

(

下
桐
原)

上
神
梅
の
福
田
勘
助
家
で
は
餅
つ
き
も
、
お
飾
り
つ
け
も
、
す
べ
て
十
二
月
三 

十
一
日
に
ゃ
っ
た
。
普
通
は
一
夜
飾
り
を
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
が
、
福
田 

家
は
家
例
と
し
て
一
夜
飾
り
で
あ
る
。(

上
神
梅)

正
月
飾
は
冬
至
後
都
合
の
よ
い
日
に
し
た
。
主
に
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
に
す 

る
家
が
多
く
、
正
月
の
餅
を
つ
く
日
に
飾
る
こ
と
大
部
分
で
あ
る
。
オ
シ
メ
を
太 

神
宮
、
恵
比
寿
様
、
竈
神
様
、
機
神
様
に
あ
げ
た
。
竈
神
様
の
と
こ
ろ
は
、
荒
神 

様
の
分
も
あ
げ
る
の
で
二
本
あ
げ
、
機
神
様
は
機
あ
し
に
あ
げ
た
。

門
松
は
、
松
の
外
に
竹
の
シ
ン
コ(

新
竹)

を
あ
げ
る
。

こ
の
外
に
屋
外
で
は 

稲
荷
様
、
庭
、
井
戸
、
物
置
、
倉
な
ど
に
も
飾
っ
た
。(

高
津
戸)

神
棚 

正
月
様
を
ま
つ
る
神
棚
は
、
三
角
板
に
な
っ
て
い
て
、
部
屋
の
隅
の
上 

に
吊
し
た
。
年
に
よ
っ
て
ア
キ
ノ
カ
タ
を
み
て
、
そ
の
方
面
に
吊
し
た
。(

高
津
戸) 

歳
神 

オ
シ
ン
メ
サ
マ(

神
明
宮
—
大
間
々
の
鎮
守)

か
ら
、
伊
勢
神
宮
の
お 

礼
を
受
け
て
来
る
。
歳
徳
神
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
ト
シ
ガ
ミ
サ
マ
は
、
卯
の
日 

の
卯
の
刻
に
来
て
、
卯
の
日
の
卯
の
刻
に
お
帰
り
に
な
る
。(

高
津
戸)

餅
を
供
え
る
神 

年
神
、
大
神
宮
、

エ
ビ
ス
様
、
オ
カ
マ
様
、

コ
ウ
ジ
ン
様
、
 

中
戶
神
様
、
水
神
様
、
稲
荷
様
、
床
の
間
、
玄
関
、
機
織
を
職
業
と
し
て
い
る
家 

で
は
機
神
様
。(

谷
田)

松
を
立
て
な
い
家 

妻
沼
の
聖
天
様
を
信
仰
し
て
い
る
家
で
は
松
で
な
く
ク
ヌ 

ギ
を
立
て
る
。
聖
天
様
を
信
ず
る
と
、
七
代
先
の
福
を
先
取
り
し
て
し
ま
う
と
い 

う
。(

谷
田)

大

晦

日(

三
十
一
日)

ミ
ソ
カ
ソ
バ
を
食
べ
る
。(

塩
原) 

晦
日
ソ
バ
を
食
べ
る
と
小
遣
い
銭
に
困
ら
な
い
と
い
う
。(

小
平)

大
み
そ
か
に
は
そ
う
じ
を
す
る
く
ら
い
。
年
こ
し
そ
ば
を
食
べ
、
早
く
寝
て
し 

ま
う
。
朝
ま
で
お
き
て
い
た
こ
と
は
な
い
。(

神
梅)

ミ
ソ
カ
ッ
パ
ラ
ィ 

年
中
バ
ラ
ィ
と
も
い
っ
て
、
不
幸
の
あ
っ
た
家
で
は
、
成 

満
院
で
幣
束
を
作
っ
て
も
ら
っ
て
、
三
本
辻
に
持
っ
て
い
っ
て
お
さ
め
る
。(

小
平) 

除
夜
の
鐘 

せ
い
お
ん
寺
で
は
、
大
み
そ
か
に
、
住
職
と
近
所
の
若
い
衆
が
除 

夜
の
鐘
を
つ
い
た
。

一
月
三
日
の
お
祭
り
が
あ
る
の
で
、
近
在
の
ひ
と
は
、
元
三 

大
師
と
よ
ん
で
い
る
が
、
子
ど
も
た
ち
は
、
か
ん
が
ん
大
師
と
い
っ
て
い
た
。
鐘 

は
、
戦
時
中
供
出
し
て
、
現
在
は
な
い
。

4J

ん
し
よ
う
寺
は
、
壇
家
の
衆
が
集
ま
り
、
鐘
を
つ
い
て
い
る
。(

下
桐
原) 

オ
シ
ラ
キ 

正
月
神
様
に
食
事
を
お
供
え
す
る
木
の
皿
の
よ
う
な
も
の
で
、
正 

月
前
に
ど
こ
か
ら
か
売
り
に
き
た
。(

高
津
戸)

奉
公
人
の
休
み
十
二
月
の
末
日
か
ら
、
正
月
十
五
、
六
日
ま
で
。
鬼
の
首
も 

許
さ
れ
る
と
い
わ
れ
た
。(

神
梅)



口

頭

伝

承

は

じ

め

に

伝
説
は
、道
玄
の
娘•

伊
勢
こ
ろ
が
し.

腰
掛
石.

狸
石•

念
仏
石.

弘
法
水

•  

桜

峠•

山

中•

オ
ィ
ド
そ
の
他
の
地
名
伝
説
が
集
っ
た
。•

伊
勢
こ
ろ
が
し
は
問
答 

に
勝
っ
て
伊
勢
神
宮
の
御
神
体
を
、
塩
原
に
遷
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
他
に
類 

話
が
あ
れ
ば
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

昔
話
は
、
す
ず
め
と
つ
ば
め•

め
め
ず
と
へ
び•

ほ
と
と
ぎ
す
の
兄
弟.

猿
聱 

入•

蛙
と
猿
の
餅
競
争•

馬
鹿
聳•

和
尚
と
小
僧
な
ど
と
、
雑
煮
、
戌
の
日
に
麦 

蒔
き
を
し
な
い
い
わ
れ
が
集
っ
た
。
「時
鳥
と
兄
弟
」
の
昔
話
は
、
旧
の
四
月
下
旬 

か
ら
五
月
上
旬
に
か
け
て
夜
通
し
鳴
く
時
鳥
の
悲
し
い
声
を
耳
に
す
る
生
活
、
や 

か
て
厳
し
い
田
植
え
期
を
前
に
、
た
ま
た
ま
賞
味
す
べ
き
山
芋
を
掘
っ
て
節
句
を 

祝
う
生
活
を
通
し
て
実
感
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
」(

「昔
話
研
究
入
門
」
三
弥 

井
書
店)

と
い
う
文
を
、
最
近
読
ん
だ
の
で
、
興
味
を
持
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
山 

芋
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
。

怪
異
に
は
、
き
つ
ね•

む
じ
な•

か
っ
ぱ•

山

犬•

人

魂•

あ
ず
き
と
ぎ
が
登 

場
す
る
。
他
で
は
あ
ま
り
出
て
来
な
か
っ
た
む
じ
な
が
、
こ
こ
で
は
顔
を
出
す
。

命
名
の
、
採
集
さ
れ
た
あ
た
名
の
中
に
は
、
ツ
ー
ツ
ー
ト
キ
さ
ん(

ど
ん
な
話 

で
も
す
ぐ
通
ず
る)

へ 

へ
ラ
の
ィ
サ
さ
ん(

い
つ
も
へ
ラ
へ
ラ
笑
っ
て
い
る)

な 

ど
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
名
か
多
い
か
、
中
で
も 

し
ら
み
の
い
き
ど
り
ひ
ょ
う
き
ん 

た
ん
ご
と
呼
ば
れ
る
人
の
、
し
ら
み
を
つ
か
ま
え
る
と
、
赤
城
山
へ
行
っ
て
子
を 

産
ん
で
来
い
と
い
っ
て,
、
逃
が
し
て
や
る
話
は
お
も
し
ろ
い
。

諺
に
は
、

一
種
二
肥
三
手
入
、
家
畜
な
け
れ
ば
肥
料
な
し
、
米
は
土
で
作
れ
麦

は
肥
料
で
作
れ
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
地
と
比
較
し
て
、
農
業
に
関
す
る
も
の 

が
特
に
多
か
っ
た
。

「小
さ
い
時
は
お
父
さ
ん
に
似
て
、
大
き
く
な
る
と
お
母
さ
ん
に
似
る
も
の
な 

ん
ぞ
」
の
答
は
あ
け
び
と
い
う
謎
を
、
私
は
始
め
て
聞
い
た
。
「
こ
と
ば
遊
び
辞
典
」
 

を
見
る
と
、
こ
の
謎
と
同
じ
謎
が
、
津
軽
と
越
後
と
に
あ
る
。
あ
け
び
の
生
え
る 

と
こ
ろ
に
は
、
同
じ
ょ
う
な
謎
が
生
れ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
伝
播
者
が
い
る
も 

の
か
興
味
が
あ
る
。
な
わ
を
手
で
な
う
こ
と
が
な
く
な
れ
ば
「拝
め
ば
拝
む
ほ
ど 

長
く
な
る
も
の
ナ
ー
ニ
」
と
い
う
謎
も
、
使
わ
れ
な
く
な
れ
ば
、
き
せ
る
。
か
ぎ 

竹
の
謎
も
、
や
が
て
は
姿
を
消
す
だ
ろ
う
。

私
が
渡
良
瀬
川
流
域
の
方
言
調
査
に
歩
き
始
め
た
昭
和
十
四
、
五
年
頃
は
、
虫 

の
あ
め
ん
ぼ
の
こ
と
を
、,
足
尾
の
子
ど
も
た
ち(

小
学
六
年
の
男
女)

の
四
四%
 

は
ア
ベ
カ
ワ
と
い
い
、
東
村
の
沢
入
で
は
カ
ヤ
が
四
二％

、
花
輪
で
は
七
四％

、
 

黒
保
根
で
は
二
四％

、
福
岡
で
は
ー
ー％

、
黒
保
根
で
は
カ
ヤ
カ
リ〇

二
九％
)
 

と
も
い
い
、
大
間
々
は
カ
ツ
ブ
シ(

六
〇％
)
 

だ
っ
た
。
そ
の
他
、
川

内•

相

生. 

桐
生
で
は
ほ
と
ん
ど
が
マ
ン
ガ
だ
っ
た
。
し
か
し
二
十
年
経
っ
て
、
同
じ
地
域 

を
廻
っ
て
み
る
と
、
ど
の
地
域
も
、
ア
メ
ン
ボ•

ア
メ
ン
ボ
ー
の
一
色
に
な
っ
て 

し
ま
っ
た
。
今
度
の
調
査
で
は
、
中
下
神
梅
で
カ
ヤ
、
小
平
で
カ
ル
カ
ヤ
の
報
告 

を
得
た
。
カ
ル
カ
ヤ
は
、
私
の
か
つ
て
の
調
査
に
は
、
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
貴
重 

な
も
の
で
あ
る
。
 

(

上

野

勇
)

一
、
伝 

説

道
玄
の
娘 

赤
堀
道
玄
の
可
愛
い
い
娘
、
赤
城
様
を
信
仰
し
て
生
れ
た
の
で



あ
っ
た
。
十
七
才
に
な
っ
て
赤
城
に
行
き
た
い
と
い
う
。
行
か
な
い
ょ
う
に
と
い 

、っ
が
ど
う
し
て
も
行
く
と
い
い
、
し
ょ
う
が
な
い
の
で
連
れ
て
行
っ
た
が
、
沼
に 

入
っ
た
き
り
姿
が
見
え
な
い
の
で
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
。
ひ
と
き
り
た
っ
た
ら
大
蛇 

の
姿
に
な
っ
て
湖
の
中
か
ら
出
て
き
た
。
道
玄
は
金
が
あ
っ
た
か
ら
干
し
て
し
ま 

、っ
と
い
っ
て
干
し
た
。

こ
の
と
き
小
沼
か
ら
粕
川
、
新
里
村
を
流
れ
て
い
る
川
も 

堀
っ
た
の
で
あ
る
。

ど
こ
の
村
で
も
娘
が
十
七
才
の
時
に
は
赤
城
に
登
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
 

そ
し
て
道
玄
の
娘
が
湖
に
入
っ
た
の
は
四
月
八
日
で
あ
っ
た
の
で
、
每
年
一
回
そ 

の
日
に
は
赤
飯
を
た
い
て
重
箱
に
入
れ
、
沼
に
浮
べ
て
や
る
。
す
る
と
ス
ー
ツ
と 

沼
の
真
中
に
渦
を
卷
い
て
入
り
、
あ
と
で
重
箱
は
空
に
な
っ
て
浮
い
て
く
る
と
い 

う
。
道
玄
の
娘
は
大
蛇
の
生
れ
代
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
湧
丸
の
お
寺
に
は
こ
の 

娘
の
用
い
た
帯
が
あ
る
と
い
う
。(

浅
原)

伊
勢
こ
ろ
が
し 

伊
勢
参
り
の
代
参
が
行
く
と
、
今
年
は
上
州
の
人
の
問
答
を 

受
け
る
番
だ
っ
て
、
問
答
っ
て
の
は
、
昔
神
社
仏
閣
で
や
っ
た
。
絶
対
に
向
う
が 

勝
つ
わ
け
に
な
っ
て
い
た
。
負
け
れ
ば
こ
っ
ち
が
い
く
ら
奉
納
す
る
っ
て
、
神
社 

が
奉
納
金
を
取
る
手
だ
て
だ
っ
た
。
そ
の
時
も
問
答
立
て
た
。
そ
の
時
こ
っ
ち
が 

勝
っ
た
。
負
け
れ
ば
御
神
体
を
か
け
る
。

こ
っ
ち
は
千
両
箱
二
つ
。
絶
対
勝
つ
と 

思
っ
て
、
誓
約
書
を
と
り
か
わ
し
た
。
行
司
役
が
上
州
が
勝
ち
だ
と
、
勝
ち
名
の 

り
を
あ
げ
た
。
当
時
連
中
は
こ
れ
が
立
つ
わ
け
だ
。

こ
っ
ち
が
ょ
も
や
勝
つ
わ
け 

が
な
い
。
腕
づ
く
で
取
ろ
う
っ
て
、
忍
者
ま
が
い
の
が
追
手
に
な
っ
て
来
た
。
 

そ
の
当
時
こ
の
川(

渡
良
瀬
川)

に
は
、
橋
が
な
く
て
、
渡
し
な
ん
だ
け
ど
、
こ 

こ
へ
す
ぐ
入
る
と
、
判
る
っ
て
ん
で
、
そ
れ
を
く
ら
ま
す
た
め
に
、
向
の
袈
裟
丸 

山
を
登
っ
て
、
そ
れ
か
ら
こ
っ
ち
へ
移
っ
て
、
八
木
原
通
っ
て
入
っ
て
来
た
。
ど 

こ
を
ど
う
通
っ
て
来
た
か
、
こ
こ
へ
来
て
気
が
ゆ
る
ん
だ
の
か
、
地
元
の
者
も
、
 

そ
の
御
神
体
を
奪
わ
れ
か
か
っ
た
。
そ
の
時
渡
良
瀬
の
河
原
の
渕
で
、
そ
れ
を
切

っ
た
ん
だ
っ
て
。
そ
れ
が
抱
い
た
ま
ま
川
へ
飛
び
降
り
た
。
そ
れ
が 

伊
勢
こ
ろ
が
し
と
い
ぅ
場
所
で
、
お
伊
勢
さ
ん
抱
い
た
ま
ま
飛
び
こ 

ん
だ
か
ら
、
塩
原
に
神
明
の
森
っ
て
あ
っ
た
。
今
は
畑
に
な
っ
て
い 

る
。
そ
こ
へ
持
っ
て
行
っ
て
祭
っ
た
。
当
時
は
立
派
だ
っ
た
。
上
野 

十
二
社
っ
て
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
だ
。
問
答
は
、
身
ぶ
り
手
ま 

ね
で
や
る
。
そ
の
時
は
、
天
文
の
こ
と
が
出
た
。
天
文
の
こ
と
は
専 

門
だ
っ
た
の
が
行
っ
た
。(

塩
原)

大
岩
の
蛇 

大

岩

蛇

が

卷
き
つ
い
て
い
た
。
今
は
埋
ま
っ
ち
ゃ 

っ
て
、
ほ
ん
の
一
部
出
て
い
る
だ
け
で
。
わ
た
し
の
お
ふ
く
ろ
の
じ 

い
さ
ん
が
、
鉄
砲
で
ぶ
っ
た
。

ぶ
ち
は
ぶ
っ
た
が
、
ぶ
ち
は
ぶ
っ
た 

が
と
、
三
日
間
い
い
通
し
て
、
も
っ
こ
や
み
で
死
ん
だ
。(

塩
原)

神
明
様 

伊
勢
の
天
照
皇
大
神
宮
の
ご
神
体
を
ま
つ
っ
て
い
た
。
 

そ
れ
は
、
松
島
小
平
太
信
清
と
い
ぅ
人
の
先
祖
が
伊
勢
に
行
き
問
答 

に
千
両
箱
を
賭
け
、
相
手
が
、
皇
大
神
宮
の
ご
神
体
で
あ
る
曲
玉
、
 

剣
、
鏡
を
賭
け
て
、
勝
っ
た
の
で
持
ち
帰
っ
て
祭
っ
た
と
い
わ
れ
て

伊勢ころがし(塩照) (上野男撮影)

渡良瀬川の対岸か見た伊勢ころがし 
か (上野勇撮影)



い
た
。
地

名

に

「伊
勢
転
し
」 

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ 

を
持
っ
て
来
た
時
、
後
を
つ
け 

て
来
た
人
と
取
り
返
し
を
す
る 

中
に
転
ん
だ
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。
 

ご
神
体
は
、
そ
の
後
盗
ま
れ
た
。

(

塩
原)

渡
良
瀬
川
の
ア
ワ
渕
と
い
う 

と
こ
ろ
に
大
蛇
が
す
ん
で
い
た
。
 

こ
れ
を
先
祖
が
し
と
め
て
家
に 

持
っ
て
来
た
ら
、
み
ん
な
た
ま 

げ
て
腰
を
ぬ
か
し
た
と
い
う
。
 

頭
の
骨
だ
け
を
切
っ
て
保
存
し
、
 

雨
乞
い
に
使
っ
た
が
、
の
ち
新 

里
村
の
常
広
寺
に
収
め
た
と
こ 

ろ
、
同
寺
が
火
災
に
あ
っ
て
い 

っ
し
ょ
に
焼
失
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
。(

桐
原)

妙

見

様(

権
現
様)

の
腰
掛
石 

日
光
に
徳
川
家
康
を
祀
る
時
、
天
海
が
家
康 

の
骨
を
背
負
っ
て
裏
街
道
を
来
た
が
、
坂
を
下
っ
て
右
へ
行
く
か
、
左
へ
行
く
か
、
 

迷
つ
て
フ
ン
デ
ガ
エ
を
し
た
所
が
あ
る
。
そ
こ
を
フ
ン
デ
ガ
エ
と
呼
び
家
号
も
あ 

る
。
道
の
傍
に
天
海
が
腰
掛
け
た
石
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
妙
見
様
を
祭
っ
て
い
た
。
 

今
は
そ
の
石
を
覚
正
寺
の
境
内
に
移
し
て
あ
る
。

妙
見
様
は
亀
に
乗
っ
て
、
地
を
守
る
仏
で
、
天
海
が
寄
進
す
る
た
め
持
っ
て
来 

た
と
い
う
。

天
海
は
金
の
独
話
を
置
い
て
行
っ
た
が
、
今
は
紛
失
し
た
。(

神
梅)

神
梅 

昔
、
安
倍
貞
任
が
そ
む
い
た
の
を
討
つ
た
め
、
源
義
家
が
通
っ
た
時
、
 

土
地
の
人
が
梅
の
花
を,
棒
げ
た
の
で
、
神
梅
と
名
付
け
た
と
い
う
。(

神
梅)

狸
石 

高
瀬
友
平
家
の
裏
に
狸
石
と
呼
ば
れ
て
い
る
平
ら
な
大
石
が
あ
る
。
正 

月
の
飾
り
物
な
ど
は
み
な
、
こ
こ
へ
収
め
た
。(

狸
原)

念
仏
石 

セ
ド
ガ
原
と
桐
原
の
間
の
山
林
中
に
あ
る
。
昔
、
石
が
う
な
り
出
し 

た
の
で
、
尼
さ
ん
が
祈
っ
て
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
書
い
て
供
養
し
た
ら
、
う
な 

ら
な
く
な
っ
た
。(

桐
原)

念
仏
石
の
銘

元
禄
十
二
大
八
月

南
無
阿
弥
陀
仏 

霊
位

梵
怒
禅
定
呃
〇
〇
〇
〇(

桐
原)

八
王
子
様
と
嵯
峨
宮 

小
平
川
を
は
さ
ん
で
二
つ
の
神
社
が
あ
る
が
、
昔
神
様 

同
士
が
戦
争
を
し
て
、
八
王
子
様
が
、
胡
瓜
畑
で
足
を
取
ら
れ
て
敗
け
た
と
い
う
。
 

だ
か
ら
八
王
子
様
の
氏
子
は
胡
瓜
を
作
ら
な
い
。
氏
子
に
は
穴
原
と
い
う
姓
が
多 

い
。(

谷
田)

あ
ま
ん
じ
や
く 

塩
原
に
あ
ま
ん
じ
や
く
と
い
う
地
名
が
あ
る
。
こ
こ
に
祭
っ 

て
あ
る
庚
申
様
は
、
道
ば
た
に
置
く
よ
り
い
ま
少
し
奥
の
方
に
寄
せ
た
方
が
い
い 

だ
ろ
う
と
、
七
八
人
か
か
っ
て
、
や
っ
と
移
し
た
が
、
元
に
戻
り
た
い
と
い
う
の 

で
、
戻
す
時
は
、
実
に
簡
単
に
来
た
。(

塩
原)

薬
師
様
の
弘
伝
水 

弘
伝
水
と
い
う
名
だ
け
で
、
伝
説
は
な
し
。
湧
水
を
わ
か

し
て
鉱
泉
に
し 

て
人
を
入
浴
さ 

せ
た
こ
と
が
あ 

っ
た
が
、
風
義 

を
み
だ
す
と
て 

と
り
や
め
に
な 

っ
た
。(

桐
原)

石
原
の
三
本 

兄

弟

松

石

原 

ミ
ネ
家
に
は
尾

妙見様(権現様)の腰掛石(下神梅覚成寺)

径130 cmX95 cm高65cm (関口正巳 撮影)

あまんじゃくの庚申塔(塩原)

(上野勇撮影)



敷
内
に
大
き
な 

松
が
あ
り
、
火 

事
が
あ
っ
て
も 

登
れ
ば
、
ど
こ 

で
も
見
え
る
と 

い
ぅ
の
が
あ
っ 

た
。

こ
れ
は
三 

本
の
兄
弟
松
で
、
 

上
桐
原
と
間
坂 

に
あ
っ
た
。
大

昔
、
石
原
本
家
か
ら
ワ
カ
サ
レ
に
な
っ
た
時
に
植
ぇ
た
も
の
だ
と̂>

っ
。(

桐
原) 

弘
法
大
師
の
杉 

桐
原
山
際
に
弘
法
大
師
の
杉
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
水
が
た 

ま
っ
て
い
た
。(

桐
原)

メ
ン
ド
リ
畑 

あ
ま
り
税
金
が
高
い
の
で
作
り
き
れ
な
く
な
っ
た
。
誰
も
も
ら 

い
手
も
な
か
っ
た
の
で
メ
ン
ド
り
一
羽
を
つ
け
て
や
っ
た
と
い
う
。(

桐
原)

矢
畑 

手
振
山
で
は
、
上
杉
謙
信
が
手
を
ふ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
山
に
上
杉
が 

こ
も
り
、
要
害
山
と
戦
争
を
し
た
と
き
、
こ
の
畑
に
両
軍
の
矢
が
落
ち
て
来
た
と 

ぃ
う
。(

桐
原)

観
音
堂 

寄
せ
っ
こ
す
る
の
に
、
膳
椀
を
借
り
た
い
と
い
う
と
、
出
し
て
寄
こ 

し
た
が
、
ど
こ
か
で
痛
め
て
な
し
た
ら
、
そ
れ
か
ら
貸
さ
な
く
な
っ
た
。(

塩
原) 

桜
峠 

小
平
か
ら
川
内
へ
ぬ
け
て
、
小
倉
峠
を
越
ぇ
て
桐
生
へ
通
う
道
の
峠
の 

こ
と
。
正
福
寺(

天
台
宗)

と
雲
祥
寺(

曹
洞
宗)

と
の
間
で
も
め
ご
と
が
あ
り
、
 

楼
峠
で
口
論
し
て
福
寺
が
勝
っ
て
、
小
平
の
阿
久
津
家
は
正
福
寺
の
檀
家
に
な
っ 

た
と
い
う
。(

谷
田)

山
中 

大
間
々
の
方
か
ら
見
て
黒
保
根
村
や
東
村
の
方
の
全
体
を
さ
し
て
山
中 

(

さ
ん
ち
ゅ
う)

と
い
う
。
渡
良
瀬
川
流
域
の
黒
川
郷
を
さ
し
て
い
う
。
小
平
で 

も
茂
木
や
狸
原
は
山
中
的
な
所
で
あ
る
。(

谷
田)

オ
ィ
ド 

オ
ィ
ド
は
昔
、
要
害
山
と
手
振
山
と
で
戦
争
が
あ
っ
た
時
分
に
偉
い

人
が
飯
ん
だ
の
で
御
井
戸
と
称
し
て
い
る
。
ま
た
、

一
説
に
は
黒
保
根
村
城
の
河 

久
沢
能
登
守
の
や
か
た
を
攻
め
に
い
く
軍
が
、
良
い
水
は
な
い
か
と
武
士
か
捜
し 

ま
わ
っ
た
と
こ
ろ
、
良
い
水
が
出
て
い
た
の
で
、
そ
こ
の
水
を
さ
し
上
げ
た
。
そ 

れ
で
、
そ
の
井
戸
を
オ
ィ
ド
と
尊
称
し
た
の
で
、
こ
の
地
名
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。
 

オ
ィ
ド
は
桐
原
上
ノ
台
に
あ
る
。(

上
の
台)

白
井
権
八
供
養
の
燈
籠 

粕
川
氏
墓
地
に
あ
り
。
粕
川
家
は
、
白
井
権
八
に
穀 

を
送
っ
て
い
た
の
で
、
権
八
が
殺
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
供
養
の
た
め
に
つ
く
っ
た 

と
云
え
る
。(

桐
原)

桜
田
門
の
変 

う
ち
の
ひ
い
ば
あ
さ
ん
が
店
番
し
て
た
ら
、
わ
た
し
は
江
戸
か 

ら
来
た
。
今
朝
井
伊
掃
部
頭
さ
ま
が
殺
さ
れ
た
っ
て
話
を
聞
い
て
出
発
し
た
。
現
場 

は
見
な
い
。
そ
の
頃
廻
り
く
ね
っ
て
三
十
里
あ
る
。
そ
れ
を
歩
い
て
、
夕
刻
こ
こ 

に
着
い
た
。
ど
こ
へ
行
っ
て
泊
り
か
っ
て
聞
い
た
ら
、
花
輪
へ
行
っ
て
泊
る
。
大 

雪
の
中
を
歩
く
の
が
早
い
か
ら
、
胸
に
つ
け
た
饅
頭
笠
が
落
ち
な
か
っ
た
。(

塩
原) 

カ
ロ
ゥ
ト
畑 

成
満
院
の
上
の
畑
で
、
空
洞
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
宝
物
が
埋
め 

ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
実
際
に
土
方
が
掘
っ
た
こ
と
も
あ
る
。(

小
平)

ミ
ソ
と
小
判 

エ
バ
ラ
大
尽
は
、
軍
用
金
を
運
ぶ
の
に
、
ミ
ソ
に
み
せ
か
け
た 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。(

小
平)

二
、
昔 

話

む
か
し
、
い
ろ
り
ば
た
で
、
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
か
ら
、
む
か
し
ば
な
し
を
聞
い 

た
こ
と
が
あ
る
。
時
期
は
お
も
に
寒
い
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

長
い
話
を
し
て
く
れ
と
い
う
と
、
「
天
上
か
ら
長
い
ふ
ん
ど
し
か
さ
か
っ
て
き 

た
。

い
く
ら
た
ぐ
っ
て
も
、
た
ぐ
っ
て
も
、
た
ぐ
り
き
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
市 

が
栄
え
申
し
た
。
」
と
い
っ
た
。

こ
れ
が
長
い
話
だ
と
い
う
。

話
が
終
る
と
、
「市
が
栄
え
申
し
た
。
」
と
い
う
。

こ
の
辺
で
聞
い
た
む
か
し
ば
な
し
と
し
て
は
つ
ぎ
の
ょ
う
な
も
の
が
あ
る
。
し 

ば
ら
く
の
あ
い
だ
話
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
ま
か
い
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、

あまんじゃくの庚申塔の背面

(塩原) (上野勇撮影)



聞
い
た
こ
と
の
あ
る
話
の
あ
ら
ま
し
を
記
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

〇
ネ
コ
の
は
な
し

お
釈
迦
様
が
病
気
で
寝
て
い
る
と
き
に
、
お
母
さ
ん
が
、
き
ん
ち
ゃ
く
に
入
れ 

て
天
か
ら
薬
を
さ
げ
て
く
れ
た
。
そ
れ
を
ネ
コ
が
と
ん
で
い
っ
て
、
薬
を
食
べ
て 

し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
ネ
コ
は
ど
こ
ま
で
も
お
に
だ
と
い
わ
れ
て
い 

る
。(

吉
原
シ
モ
さ
ん
、
明
治
三
十
二
年
一
月
二
日
、
浅
原
の
生
ま
れ)

〇
ス
ズ
メ
と
ツ
バ
メ
の
は
な
し

む
か
し
、
親
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
ス
ズ
メ
は
着
の
み
着
の
ま
ま
か
け
つ
け 

た
と
い
う
、
と
こ
ろ
が
ツ
バ
メ
は
紅
白
粉
を
つ
け
て
着
か
ざ
っ
て
行
っ
た
の
で
お 

く
れ
た
と
い
う
。

そ
の
た
め
に
、
ス
ズ
メ
は
米
を
さ
ず
か
っ
て
、
米
が
食
べ
ら
れ
る
が
、
ツ
バ
メ 

は
泥
で
巣
を
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。(

吉
原
さ
ん)

昔
、
お
釈
迦
様
の
具
合
が
わ
る
い
時
、
あ
ら
ゆ
る
鳥
に
通
知
が
い
っ
た
。
雀
は 

着
の
み
着
の
ま
ま
、
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
た
。
燕
は
、
ち
ゃ
っ
か
り
お
化
粧
し
て
燕 

尾
服
を
着
て
い
っ
た
。
雀
は
お
か
げ
で
お
釈
迦
様
の
死
に
目
に
会
え
た
が
、
燕
は 

間
に
合
わ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
お
つ
き
の
人
は
、
雀
に
は
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
あ
る
穀
類
を
餌
に
与
え 

て
や
っ
た
。
が
、
燕
の
方
に
は
、
「
お
前
に
や
る
も
の
は
、
地
上
に
は
何
も
な
い
。
」 

と
い
っ
た
。
そ
れ
か
ら
の
ち
、
燕
は
、
寒
い
国
か
ら
暑
い
国
ま
で
飛
び
歩
い
て
、
 

虫
を
食
べ
て
い
る
の
だ
。(

桐
原
深
沢
富
四
郎
さ
ん)

〇
馬
鹿
む
こ
の
は
な
し

馬
鹿
む
こ
が
嫁
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
だ
ん
ご
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
。
 

あ
ま
り
う
ま
か
っ
た
の
で
、
そ
の
名
前
を
聞
い
て
き
た
。
忘
れ
な
い
よ
う
に
家
へ 

帰
る
途
中
、
あ
る
き
な
が
ら
、
「
だ
ん
ご
、
だ
ん
ご
」
と
い
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
 

途
中
に
堀
が
あ
っ
た
の
で
、
「
ど
っ
こ
い
し
よ
」
と
い
っ
て
渡
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の 

あ
と
は
ど
っ
こ
い
し
よ
と
い
い
な
が
ら
家
へ
帰
っ
て
き
た
。
、っ
ち
へ
帰
っ
て
き
て
、

嫁

さ
ん
に
「
ど
っ
こ
い
し
よ
を
つ
く
っ
て
く
れ
」
と
い
っ
た
ら
、
そ
ん
な
も
の
は 

知
ら
な
い
と
い
わ
れ
た
と
い
う
。(

吉
原
さ
ん
の
話)

馬
鹿
む
こ
が
、
あ
つ
い
お
茶
を
こ
う
こ(

沢
庵)

で
か
き
ま
わ
せ
ば
、
お
茶
が 

さ
め
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
風
呂
が
あ
つ
い
と
い
っ
た
ら
、, 

そ
の
む
こ
が
、
こ
、っ
こ
を
も
っ
て
き
た
と
い
う
。(

福
田
ハ
ツ
さ
ん
の
は
な
し
、
明 

治
二
十
六
年
十
月
十
八
日
、
浅
原
の
生
れ)

〇
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
は
な
し

あ
る
と
こ
ろ
に
兄
弟
が
い
た
。
あ
る
と
き
弟
が
兄
に
い
い
も
の(

お
い
し
い
も 

の)

を
く
れ
た
。
兄
は
、
弟
か
こ
ん
な
う
ま
い
も
の
を
く
れ
る
の
な
ら
、
弟
は
ど 

ん
な
い
い
も
の
を
食
べ
て
い
る
ん
だ
ん
ベ
え
と
い
う
の
で
、弟
の
の
ど
を
切
っ
た
。
 

腹
の
中
か
ら
、
山
芋
な
ら
、
あ
お
っ
く
び
と
い
う
ま
ず
い
と
こ
ろ
が
で
て
き
た
。

兄
は
弟
に
申
訳
な
い
と
い
う
の
で
、
わ
び
の
た
め
に
、
「
ぼ
っ
と
つ
っ
き
っ
た
、
 

ぼ
っ
と
つ
っ
き
っ
た
」
と
鳴
く
と
い
う
。

ホ
ト
ト
ギ
ス
の
こ
と
は
ボ
ウ
コ
ン
ド
リ
と
も
い
う
。

こ
の
鳥
は
姿
が
み
え
な
い 

と
い
う
。
夜
中
で
も
鳴
い
て
い
て
、
一
日
に
八
千
八
声
鳴
く
と
い
う
。(

福
田
さ
ん 

の
は
な
し)

〇
ほ
と
と
ぎ
す
の
兄
弟

昔
、
兄
弟
の
ほ
と
と
ぎ
す
が
住
ん
で
い
た
。
兄
は
め
く
ら
だ
っ
た
。
兄
は
ひ
が 

ん
で
、
弟
は
自
分
で
う
ま
い
も
の
食
っ
て
、
自
分
に
は
ま
ず
い
も
の
呉
れ
る
、
と 

い
っ
た
。
そ
こ
で
、
弟
の
の
ど
を
さ
い
て
み
た
ら
、
自
分
よ
り
ま
ず
い
も
の
だ
っ 

た
の
で
、
そ
れ
か
ら
の
ち
、
ボ
ッ
ト 

ツ
ッ
キ
ッ
タ
と
鳴
く
よ
う
に
な
っ
た
。(

桐 

原
深
沢
富
四
郎
さ
ん)

〇
さ
る
む
こ
の
は
な
し

む
か
し
あ
る
と
こ
ろ
に
お
じ
い
さ
ん
が
い
て
、
は
た
け
で
草
む
し
り
を
し
て
い 

た
。
お
じ
い
さ
ん
が
、
「
こ
の
は
た
け
の
草
を
む
し
っ
て
く
れ
れ
ば
、
三
人
い
る
娘 

の
す
き
な
の
を(

嫁
に)

く
れ
る
」
と
い
っ
た
。
そ
れ
を
サ
ル
が
聞
い
て
い
て
、
 

草
を
む
し
っ
て
く
れ
た
。



サ
ル
は
一
番
し
ま
い
の
娘
を
く
れ
て
く
れ
て
く
れ
と
い
っ
て
き
た

お
じ
い
さ
ん
は
末
娘
を
サ
ル
に
嫁
に
く
れ
て
や
っ
た
。

娘
が
実
家
へ
お
客
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。
途
中
に
花
が
咲
い
て
い
た
。
そ
の 

花
を
折
っ
て
く
れ
と
娘
は
サ
ル
に
た
の
ん
だ
。
サ
ル
が
木
に
の
ぼ
っ
て
、
枝
を
さ 

し
て
こ
れ
か
と
い
っ
た
ら
、
娘
は
ま
だ
そ
の
上
だ
と
い
っ
た
。
そ
う
し
て
サ
ル
は 

だ
ん
だ
ん
上
の
方
へ
の
ぼ
っ
て
い
っ
て
、
と
う
と
う
枝
が
折
れ
て
、
サ
ル
は
木
か 

ら
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
サ
ル
は
川
に
流
れ
な
が
ら

「猿
沢
に
流
れ
る
命
は
い
と
は
ね
ど
、
妻
の
気
持
は
無
情
、
無
情
」
 

と
い
っ
た
と
い
う
。(

福
田
さ
ん
の
は
な
し)

こ
の
ほ
か
に
、

ヘ
ビ
婿
の
は
な
し
、
桃
太
郎
の
は
な
し
、
メ
メ
ズ
と
ヘ
ビ
の
は 

な

し
(

む
か
し
は
メ
メ
ズ
に
目
が
あ
り
、

ヘ
ビ
に
は
目
が
な
く
う
た
を
う
た
っ
て 

い
た
。
あ
る
と
き
、
目
と
う
た
を
交
換
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
メ
メ
ズ
は
土
の
中
で 

う
た
を
う
た
い
、
へ
ビ
は
目
が
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。)

利
口
な
小
僧
の
は 

な

し
(

和
尚
の
外
出
し
た
あ
と
で
ぼ
た
も
ち
を
食
べ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
を
仏
像 

が
た
べ
た
こ
と
に
し
て
、
ロ
の
ま
わ
り
に
あ
ん
こ
を
つ
け
て
お
い
た
と
い
う)

な 

ど
が
あ
っ
た
。(

浅
原)

〇
ア
マ
ン
ジ
ャ
ク

昔
、
ア
マ
ン
ジ
ャ
ク
の
父
娘
が
す
ん
で
い
た
。
父
の
誕
生
祝
を
、
娘
は
派
出
に 

し
て
ゃ
ろ
う
と
思
っ
た
。
併
し
、
父
は
、
派
出
に
す
る
と
い
え
ば
、
い
つ
も
何
で 

も
反
対
の
こ
と
を
い
う
父
の
こ
と
だ
か
ら
、
と
い
う
の
で
、
そ
の
時
は
、
誕
生
祝 

よ

i

な
い
方
が
よ
い
、
と
言
っ
た
。
そ
し
た
ら
、
そ
の
時
は
、
そ
の
方
が
よ
い
、
と 

い
う
こ
と
で
、
つ
い
に
お
祝
い
は
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。(

桐
原)

〇

蛙
と
猿

昔
、
昔
、
蛙
と
猿
が
大
間
々
の
市
に
行
っ
た
。
道
に
稲
の
穂
が
落
ち
て
た
ん
て 

そn
を
拾
っ
た
。
そ
こ
で
、
ふ
た
り
で
、
田
ん
ぼ
つ
く
る
べ
や
と
い
う
こ
と
に
な
っ 

て
帰
っ
た
。

さ
て
田
を
耕
そ
う
と
蛙
が
い
い
だ
す
と
猿
は
頭
が
痛
い
、
と
い
っ
て
出
な
い
。

蛙
は
や
む
な
く
ひ
と
り
で
耕
し
た
。
ナ
エ
オ
コ
シ(

種
播
き)

を
し
よ
う
と
蛙
が 

(

う
と
、
袁
は
愎
が
畜
い
、
蛙
さ
ん
や
っ
て
く
れ
や
あ
と
い
う
。

こ
れ
ま
た
蛙
が 

ひ
と
り
で
や
っ
た
。
田
植
え
の
時
も
、
田
の
草
と
り
も
、
何
と
か
か
ん
と
か
理
由 

を
構
え
て
猿
は
働
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
び
に
蛙
は
ひ
と
り
で
仕
事
を
し
た
。
 

稲
は
ど
ん
ど
ん
成
長
し
て
た
い
へ
ん
で
き
が
よ
か
っ
た
。

い
よ
い
よ
刈
ろ
う
と 

し
て
も
、
ま
た
猿
は
駄
目
、
稲
こ
な
し
も
だ
め
、
結
局
、
作
業
と
い
う
作
業
は 

み
ん
な
蛙
が
し
て
し
ま
っ
た
。

い
よ
い
よ
米
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
で
餅
を
つ
い
て
食
ん
べ
や
と
い
う
こ
と
に 

な
っ
て
、
こ
れ
は
ふ
た
り
で
つ
い
た
。
蛙
は
、
仲
良
く
ふ
た
り
で
分
け
よ
う
と
い
っ 

た
が
、
猿
は
、
ひ
と
り
占
め
に
し
よ
う
と
思
っ
て
、
臼
ご
と
荒
神
山
に
担
ぎ
あ
げ
、
 

転
が
り
落
と
し
て
と
っ
た
も
ん
バ
ッ
コ(

が
ち)

に
し
よ
う
と
言
い
出
し
た
。
蛙 

が
反
対
し
て
も
、
お
構
い
な
し
に
ひ
と
り
で
臼
を
荒
神
山
に
背
負
い
上
げ
て
し 

ま
っ
た
。
止
む
な
く
蛙
も
つ
い
て
登
っ
た
。

山
頂
に
つ
く
と
、
「
用
意
、
ド
ン
。
」
で
、
蛙
は
臼
を
転
が
り
落
と
し
て
、
そ
の 

跡
を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
つ
け
て
下
り
た
。
餅
は
臼
か
ら
こ
ぼ
れ
出
し
て
あ
た
り
の 

木
々
に
ひ
っ
か
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
猿
は
、
構
わ
ず
臼
の
あ
と
を
つ 

け
た
。
臼
が
止
っ
た
こ
ろ
に
駆
け
つ
け
た
と
き
に
は
、
臼
は
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
い 

た
。一

方
、
蛙
は
、
木
に
ひ
っ
か
か
っ
た
餅
を
食
べ
食
べ
下
っ
た
。
し
か
し
、
と
っ 

た
も
ん
バ
ッ
コ
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
猿
に
は
権
利
が
な
い
。

い
か
に
も
ほ
し
そ
う 

に
し
て
い
た
が
、
や

が

て

「餅
は
、
縦
に
食
う
も
ん
じ
ゃ
あ
な
い
よ
。
横
に
食
う 

も
ん
だ
。
」
と
い
っ
た
。
蛙

は

「縦
に
食
お
う
が
、
横
に
食
お
う
が
、
お
れ
の
餅
だ 

も
の
、
勝
手
さ
。
」
と
い
っ
て
ひ
と
り
で
食
べ
て
い
た
。(

桐
原
深
沢
富
四
郎
さ
ん) 

む
か
し
ば
な
し
の
結
語

「市
が
さ
け
え
も
う
し
た
」
と
い
う
。(

浅
原)

笑
話 

大
間
々
の
市
は
、
昔
か
ら
二
七
の
市
だ
っ
た
。
昔
、
沼
田
か
ら
大
間
 々

の
市
に
、
馬
を
ひ
い
て
来
た
人
が
い
た
。
そ
の
人
の
股
引
の
間
か
ら
チ
ラ
チ
ラ
出 

て
い
る
も
の
が
あ
る
。
通
行
人
が
言
っ
た
。



「出
た
ね
。
」

そ
の
人
答
え
て

「あ
あ
出
た
よ
。
市
た
も
の
。
」

通

行

人

「
黒
い
ね
」

そ
の
人
の
馬
の
背
に
は
黒
や
き
の
か
け
が
着
い
て
い
た
。
そ
こ
で

そ

の

人

「あ
あ
、
本
や
き
た
よ
。
」

通

行

人r

デ
ッ
ヵ
ィ
ネ
。
」

そ

の

人

「大
一
番
だ
よ
。
」(

桐
原
深
沢
富
四
郎
さ
ん)

戌
の
日
に
麦
ま
き
を
し
な
い
い
わ
れ 

昔
中
国
か
ら
足
の
ひ
ら
を
割
っ
麦
の 

て
、
種
を
つ
め
て
、
わ
ら
じ
を
は
い
て
来
た
。
そ
の
家
で
く
だ
ん
と
い
う
犬
を
飼 

っ
て
い
た
。
犬
が
鳴
く
の
で
切
り
殺
し
た
が
、
く
だ
ん
は
、
人
が
盗
ん
だ
か
ら
鳴 

い
た
の
で
、
う
そ
は
い
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
証
拠
の
し
ま
い
に
も
っ
て
い
っ
て
、
 

う
そ
を
い
わ
な
い
証
拠
に
、
よ
っ
て
く
だ
ん
の
如
し
と
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。

こ 

の
日
蒔
く
と
、
食
わ
な
い
人
が
で
き
る
。(

塩
原)

雑
煮
の
い
わ
れ 

昔
、
と
な
り
の
国
と
戦
争
し
た
時
、
と
な
り
か
ら
虎
を
向
け 

て
よ
こ
し
た
。
そ
れ
で
、
こ
っ
ち
で
は
虎
よ
り
象
が
強
い
か
ら
餅
で
象
を
作
っ
た
。
 

食
べ
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
、
象
の
中
を
え
ぐ
っ
て
煮
て
食
っ
た
の
で
、
餅
を
食 

う
こ
と
を
、
ぞ
う
に
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。(

塩
原)

三
、
怪 

異

狐

の

嫁

入

り

昔
は
よ
く
村
中
の
人
が
狐
の
嫁
入
り
だ
と
い
っ
て
向
う
山
に
明 

が
見
え
た
。

老
人
が
説
明
し
て
く
れ
た
。
「あ
れ
が
長
持
、
ち
ょ
う
ち
ん
持
ち
、
嫁
ご
、
は
さ 

み
箱
な
ど
」
と
聞
い
た
。
日
が
暮
れ
て
宵
の
中
の
一
時
間
ぐ
ら
い
見
え
た
。(

塩
原) 

向
う
の
山
に
あ
か
り
が
見
え
る
が
、
今
頃
お
祝
が
あ
る
わ
け
が
な
い
。
け
れ
ど 

年
寄
り
が
説
明
す
る
。
先
に
行
く
の
が
先
達
だ
。
あ
と
か
ら
行
く
の
が
長
持
か
つ 

い
で
行
く
ん
だ
。
あ
か
り
が
あ
と
先
四
つ
見
え
て
、
そ
う
い
わ
れ
る
と
、
そ
の
通

り
に
見
え
る
。
今
度
は
嫁
御
さ
ん
だ
。
下
か
ら
上
行
く
ま
で
一
時
間
も
か
か
る
。
 

何
十
人
も
火
が
見
え
る
。
日
が
暮
れ
き
っ
た
と
い
う
時
間
、
宵
の
う
ち
だ
。
十
人 

も
十
五
人
も
で
見
る
。(

塩
原)

貴
船
の
山
に
出
た
。(

神
梅)

二
軒
在
家
の
出
は
ず
れ
に
上
ん
ち
と
い
わ
れ
る
家
が
あ
っ
た
。
裏
に
細
い
道
が 

あ
り
、
そ
こ
を
通
る
と
、
と
く
に
雨
の
降
る
晚
な
ど
は
、
フ
ク
、
フ
ク
と
い
う
声 

が
す
る
。
あ
れ
は
何
か
が
化
か
し
て
い
る
の
だ
。

そ
の
近
く
、
夜
な
夜
な
提
燈
が
見
え
た
。
川
面
山
か
ら
要
害
山
に
抜
け
る
あ
た 

り
に
、
狐
の
ヨ
メ
ド
り
と,
い
っ
て
い
た
。
提
燈
は
点
い
た
り
消
え
た
り
し
て
い
た
。
 

(

相
原)

狐
火 

穴
原
で
オ
ト
ウ
カ(

狐)

の
嫁
取
り
を
見
た
。
火
が
チ
カ
チ
カ
チ
カ
チ 

力
と
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
た
。
昭
和
二
十
四
、
五
年
こ 

う
で
あ
る
。(

神
梅)

狐
に
化
さ
れ
た
話 

戦
後
か
ら
来
て
二
十
四
年
間
も
手
伝
っ
て
く
れ
て
家
の
者 

と
同
じ
ょ
う
に
生
活
し
て
い
た
独
身
の
田
中
栄
四
郎
さ
ん
が
、
時
々
、
小
遣
を
ね 

だ
っ
て
は
町
へ
遊
び
に
出
た
が
、
あ
る
時
、
帰
り
に
い
わ
し
を
買
っ
て
来
た
。

次
の
朝
、
自
分
が
昨
夜
地
下
タ
ビ
を
ぬ
い
で
、
風
呂
に
は
い
り
、
た
し
か
に
手 

拭
を
か
け
て
お
い
た
が
誰
か
が
か
た
づ
け
た
か
と
家
中
の
者
に
聞
く
が
、
ど
こ
に 

も
見
つ
か
ら
な
い
。
本
人
は
本
気
で
、
ね
え
ち
ゃ
ん
も
風
呂
に
入
っ
た
わ
け
だ
、
 

確
か
に
見
た
と
言
い
張
っ
た
が
、
見
つ
か
ら
ず
。
友
人
と
昨
夜
来
た
方
に
見
つ
け 

に
出
か
け
た
と
こ
ろ
、
あ
ら
せ
稲
荷
の
近
く
の
杉
林
に
、
ち
ゃ
ん
と
地
下
タ
ビ
が 

そ
ろ
え
て
あ
り
、木
の
枝
に
手
拭
が
か
け
て
、着
て
い
た
ハ
ッ
ピ
ま
で
か
け
て
あ
っ 

た
。

こ
れ
は
狐
に
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

い
わ
し
を
取
ら
れ
た
と
き 

に
裸
に
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。(

塩
原)

夜
中
に
帰
っ
て
く
る
と
、
月
も
な
い
の
に
、
杉
山
の
中
が
明
る
い
。
火
が
も
え 

て
い
る
の
と
も
違
う
の
に
、
ぼ
一
っ
と
明
る
い
。
石
を
投
げ
て
み
た
が
消
え
な
い
。
 

通
り
ぬ
け
た
ら
頭
が
せ
い
せ
い
し
た
が
、
渡
り
出
し
た
ら
、
頭
の
毛
が
後
ろ
に
、
 

ひ
っ
ぱ
ら
れ
る
ょ
う
だ
っ
た
。(

神
梅)



鏑
木
ィ
チ
ゾ
ウ
さ
ん
が
赤
銅
街
道
の
日
光
坂
を
、
え
び
す
講
の
サ
ン
マ
を
買
っ 

て
き
て
、
こ
え
よ
う
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
水
た
ま
り
が
あ
っ
た
。
そ
こ
ま
で
き
た 

ら
、
サ
ン
マ
が
え
ら
く
ピ
ク
ピ
ク
す
る
ん
だ
っ
て
。
そ
れ
で
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
、
 

水
た
ま
り
に
入
れ
て
お
よ
げ
と
い
っ
た
ら
、す
一

っ
と
向
こ
う
へ
行
く
ん
だ
っ
て
。
 

そ
れ
で
み
ん
な
お
よ
が
し
て
、
な
く
な
っ
た
時
気
が 

つ
い
た
が
、も
う
み
ん
な
持
っ 

て
い
か
れ
た
あ
と
だ
っ
た
。(

神
梅)

「
お
お
深
け
え
、
お
お
深
け
え
」
と
い
っ
て
、
山
を
分
け
て
歩
い
て
、
山
奥
に 

入
っ
て
い
く
。(

神
梅)

ム
ジ
ナ
の
嫁
入
り 

水
沼
の
役
場(

黒
保
根
村)

か
ら
見
た
。
し
め
っ
ぽ
い
霧 

雨
が
ふ
っ
た
り
、
霧
雨
が
ま
い
て
い
る
よ
う
な
日
だ
っ
た
。(

神
梅)

む
じ
な
の
話 

む
じ
な
は
、
子
ど
も
が
五
六
人
で
、
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
よ
う
な 

声
を
出
す
が
、
そ
の
う
ち
笑
う
。
そ
の
声
が
も
の
す
ご
く
よ
く
す
る
。
終
戦
後
土 

方
が
石
を
ぶ
ち
割
っ
て
運
ぶ
。
大
勢
人
夫
が
来
て
い
て
、
排
便
を
う
ち
の
下
の
薮 

で
し
た
。
む
じ
な
は
そ
の
排
便
を
食
べ
に
来
る
。
三
月
ぐ
ら
い
続
い
た
。
残
飯
は 

あ
る
し
す
る
の
で
、
む
じ
な
が
ふ
え
た
。
土
方
が
終
っ
た
ら
、
う
ち
の
薮
の
下
に
、
 

む
じ
な
の
た
め
ぐ
そ
っ
て
い
う
で
し
ょ
、
極
端
に
い
う
と
、
三
〇
キ
ロ
も
四
〇
キ 

ロ
も
あ
っ
た
。
古
い
の
や
新
し
い
の
や
。
、っ
ち
の
そ
ば
を
通
っ
て
、
河
原
へ
子
ど 

も
が
、
が
や
が
や
遊
び
に
行
く
。
日
が
暮
れ
ち
ゃ
い
そ
う
な
の
に
、
早
く
帰
ら
な 

い
と
、
う
ち
の
親
が
心
配
す
る
ぞ
、
む
じ
な
と
は
知
ら
な
い
か
ら
、
そ
う
思
っ
て 

い
た
。
そ
の
う
ち
に
、
わ
さ
わ
さ
笑
っ
た
り
、
き
や
あ
き
や
あ
い
っ
た
り
し
て
い 

る
。
ど
う
も
聞
い
て
い
る
と
、
道
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
。
子
ど
も
が
薮
の
中
に
入
っ 

て
い
る
は
ず
が
な
い
。
こ
り
ゃ
む
じ
な
の
い
た
ず
ら
だ
な
と
思
っ
て
、
上
か
ら
大 

き
な
石
を
ま
く
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
、
ぴ
た
り
と
や
ま
っ
た
。
そ
れ
が
幾
日
も
続 

い
た
。

提
灯
ぶ
ら
下
げ
て
便
所
に
行
っ
た
。
兄
貴
達
が
い
ろ
り
の
所
で
、
見
て
い
た
。
 

す
る
と
便
所
通
り
越
し
て
、
階
段
ま
っ
す
ぐ
行
っ
ち
ゃ
う
。
こ
っ
ち
だ
、
こ
っ
ち 

だ
っ
て
い
う
が
、
今
少
し
で
土
手
に
お
っ
こ
ち
る
所
ま
で
、
連
れ
て
行
か
れ
た
。
 

後
で
大
き
な
声
で
ど
な
っ
た
ん
で
判
っ
た
ん
で
、
便
所
で
な
く
て
、
い
く
ら
で
も

先
へ
引
っ
ぱ
ら
れ
ち
ゃ
う
。
む
じ
な
が
、
提
灯
の
蠟
燭
を
食
べ
る
。(

塩
原) 

む
じ
な
は
人
に
化
け
な
い
で
、
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
よ
う
な
声
を
出
す
。

終
戦
後
、
川
で
土
方
が
仕
事
を
し
て
い
た
。
石
運
び
の
作
業
だ
っ
た
が
、
む
じ 

な
は
土
方
の
糞
を
食
べ
に
来
た
。
又
、
弁
当
を
捨
て
た
も
の
も
食
べ
に
来
た
。
あ 

る
と
き
、
が
や
が
や
、
子
ど
も
が
さ
わ
ぐ
よ
う
な
声
が
す
る
。
し
か
し
、
子
ど
も 

が
遊
ぶ
場
所
と
は
違
う
方
向
な
の
で
不
思
議
に
思
っ
た
の
で
わ
ざ
と
大
き
い
石
を 

投
げ
た
ら
声
が
と
ま
っ
た
。
確
か
に
、
し
ゃ
べ
る
よ
う
な
音
を
発
す
る
。(

塩
原) 

河
童 

盆
に
水
あ
び
に
川
に
行
く
と
、
カ
ッ
パ
に
引
き
込
ま
れ
て
、
肛
門
が
開 

い
て
死
ん
で
浮
い
て
く
る
か
ら
川
へ
行
く
な
と
い
わ
れ
た
。(

塩
原)

か
っ
ぱ
の
昇
天 

下
神
梅
の
渡
良
瀬
川
の
ふ
ち
に
、
観
音
寺
と
い
う
お
寺
が 

あ
っ
た
ら
し
い
ん
で
す
ね
。
今
は
、
も
う
な
い
ん
で
す
が
。

そ
の
下
に
、
観
音
寺
ケ
淵
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
か
っ
ぱ
が
住
ん
で
い
た
ん
で 

す
。
竜
も
住
ん
で
い
た
ん
で
す
。

か
っ
ぱ
は
、
ど
う
し
て
も
天
に
の
ぼ
り
た
い
と
い
う
の
で
、
ど
う
い
う
ふ
う
に 

し
た
ら
、
天
に
の
ぼ
れ
る
か
な
あ
と
い
う
の
で
、
い
ろ
い
ろ
考
え
た
す
え
、
竜
神 

に
、
何
か
、
お
ご
っ
そ
う
で
も
持
っ
て
、
話
を
持
ち
こ
ん
で
や
ろ
う
と
い
う
の
で
、
 

い
ろ
い
ろ
ご
ち
そ
う
を
作
っ
て
、
每
日
每
日
持
っ
て
っ
て
。

そ
し
た
ら
、
竜
が
、
わ
か
っ
た
と
。

そ
し
て
、
て
め
え
は
、
い
つ
、
お
れ
が
天
に
の
ぼ
る
か
ら
と
。
お
れ
が
天
に
の 

ぼ
る
時
は
、
あ
た
り
が
す
っ
か
り
暗
く
な
っ
て
く
る
。
霧
が
ず
っ
と
ま
い
て
く
る
。
 

霧
に
の
っ
て
、
お
れ
が
天
に
の
ぼ
る
か
ら
と
。
そ
の
時
は
、
必
ず
お
れ
の
し
っ
ぽ 

に
つ
か
ま
っ
て
、
の
ぼ
れ
と
。

そ
し
た
ら
、
い
く
日
か
た
っ
て
、
霧
が
ま
い
て
き
て
、
霧
の
中
に
、
竜
が
入
っ 

て
い
っ
た
と
い
う
ん
で
す
ね
。

そ
の
時
だ
と
い
う
ん
で
、
し
っ
か
り
と
、
し
っ
ぽ
を
く
わ
え
て
い
っ
た
ん
だ
そ 

、フ
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
竜
が
、

一
生
懸
命
ふ
っ
て
、
ず
一
と
、
ず
一
と
、
い
っ
た
ん 

た
け
ど
、
何
か
お
か
し
い
の
か
、
は
っ
と
思
っ
た
ひ
よ
う
し
に
、
し
っ
ぽ
を
は
な



し
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。

く
わ
え
て
た
し
っ
ぼ
を
、
ロ
を
は
っ
と
あ
い
た
も
ん
だ
か
ら
、
下
へ 

だ
一
ん 

と
、
落
ち
て
き
た
ん
だ
そ
う
で
す
。

そ
い
で
も
そ
の
、
か
っ
ぱ
は
、
さ
ら
は
割
ら
ず
に
、
淵
の
中
に
、
ぽ
か
ん
と
落 

ち
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
、
か
っ
ぱ
は
、

「あ
あ
、
お
れ
は
、
天
に
住
む
も
の
じ
ゃ
な
い
。
こ
の
淵
に
い
る
も
の
だ
な
あ
。
」 

と
言
っ
て
、
始
め
て
、
天
上.
へ
行
く
こ
と
を
や
め
た
そ
う
で
す
。(

神
梅)

人
魂 

ヒ
カ
リ
モ
ン
と
も
い
う
。
兄
貴
は
大
工
で
山
の
方
に
行
っ
て
い
て
一
人 

の
時
、
人
魂
が
出
た
。
ま
た
つ
る
と
い
う
の
が
死
ん
だ
時
は
、
三
人
い
た
が
三
人
と 

も
み
て
青
く
な
っ
て
帰
っ
て
来
た
こ
と
が
あ
る
。
魂
が
遊
び
に
出
る
と
い
う
こ
と 

だ
。
人
魂
は
、
成
年
式
ま
で
に
見
な
け
れ
ば
一
生
見
な
い
も
ん
だ
と
い
う
。(

桐
原) 

十
一
月
末
頃
の
お
じ
い
さ
ん
が
死
ぬ
前
の
日
の
夜
十
時
頃
、
夜
学
の
帰
り
道
で 

人
魂
を
見
た
。

鳥
の
と
び
方
と
は
違
っ
て
い
た
。
高
く
な
く
、
低
く
な
く
、
明
る
く
な
っ
た
玉 

が
見
え
た
。
相
当
の
き
ょ
り
は
あ
っ
た
と
思
う
。(

塩
原)

山
犬
様 

昔
は
山
道
を
来
る
と
、
山
犬
様
に
後
を
付
け
ら
れ
た
。
波
の
花(

塩) 

と
お
散
米
を
出
し
て
置
く
と
、
食
べ
て
帰
っ
た
。
米
つ
き
の
帰
り
道
で
、
馬
が
動 

か
な
い
の
で
見
た
ら
、
山
の
上
か
ら
山
犬
が
見
お
ろ
し
て
い
た
。
そ
の
帰
り
に
も 

山
犬
の
前
を
通
っ
た
が
何
で
も
な
か
っ
た
。
前
で
転
が
る
と
、

ー
 

ロ
に
喰
わ
れ
て 

し
ま
う
。
山
犬
は
夜
十
二
時
前
に
は
い
た
ず
ら
し
な
い
が
、
十
二
時
過
ぎ
る
と
食 

わ
れ
る
と
い
う
。
犬
よ
り
大
き
い
な
り
を
し
て
い
る
。(

神
梅)

あ
ず
き
と
ぎ
ば
ば
あ
の
は
な
し 

晚
方
に
な
る
と
、
橋
の
下
で
、
お
ず
き
と
ぎ 

ば
ば
あ
が
、
「あ
ず
き
と
ご
う
か
、
人
と
っ
て
く
お
う
か
」
と
い
っ
て
い
る
と
い
う
。
 

こ
れ
は
、
夕
方
、
子
ど
も
が
早
く
家
へ
帰
っ
て
く
る
よ
う
に
い
う
わ
け
で
あ
る
〇 

(

浅
原)

犬
の
生
れ
か
わ
り 

大
間
々
の
桐
原
で
、
大
き
い
犬
を
飼
っ
て
い
た
。
あ
る
時
、
 

村
の
若
い
衆
に
、
え
ら
い
し
う
ち
を
受
け
て
殺
さ
れ
た
。
太
郎
と
い
う
犬
、
そ
の 

殺
っ
た
人
が
子
ど
も
に,
太
郎
っ
て
名
を
つ
け
た
。
そ
の
犬
の
生
れ
か
わ
り
だ
。
そ

の
犬
の
脇
の
下
に
痣
が
あ
っ
た
。
そ
の
子
に
も
痣
が
あ
っ
た
。
む
ご
い
こ
と
し
た 

か
ら
、
生
れ
か
わ
っ
て
出
た
。
大
正
年
間
の
話
だ
。(

塩
原)

四
、
命 

名

三
四
次 

男
の
子
で
三
番
め
、
女
も
ま
ぜ
る
と
四
番
め
に
生
ま
れ
た
の
で
、
名 

付
け
た
。(

神
梅)

あ
だ
名

ち
ょ
う
し
の
ふ
く
さ
ん 

歌
で
も
何
で
も
、
調
子
よ
く
自
分
の
調
子
に
合
わ 

せ
る
。

部
隊
長 

で
か
い
こ
と
ば
か
り
い
う
。

陸
軍
そ
う
さ
ん 

始
め
て
陸
軍
に
と
ら
れ
た
。

穴
原
の
八
軒
ぐ
る
わ
に
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
た
名
か
つ
い
て
い
た
。

は
や
が
ね
お
え
え
、
う
ま
か
た
ぜ
ん
と
く
す
け
べ
の
し
ん
と
う 

は
た
や
の 

ゆ
き
さ
ん
こ
び
き
の
お
と
さ
ん
く
り
げ
の
も
た
さ
ん
じ
だ
ま
の
か
っ
つ
あ 

ん
と
な
り
が
ご
け
ど
ん
。

し
ら
み
の
い
き
ど
り
ひ
ょ
う
き
た
ん
ご
と
い
わ
れ
た
人
は
、
奥
沢
丹
後
と
い
う 

人
で
奥
嶽
と
号
し
た
。
し
ら
み
を
つ
か
ま
え
る
と
、
赤
城
山
へ
行
っ
て
子
を
産
ん 

で
来
い
と
逃
が
し
て
や
る
。

〇
ペ
テ
ン
の
ハ
ッ
ち
ゃ
ん

〇
ツ
ー
ツ
ー
の
ト
キ
さ
ん(

ど
ん
な
話
で
も
す
ぐ
通
ず
る)

〇
へ
ヘ
ラ
の
ィ
サ
さ
ん(

い
つ
も
ヘ
ラ
ヘ
ラ
笑
っ
て
い
る)

〇
グ
ィ
飲
み
ジ
ッ
さ
ん(

酒
飲
み)

〇
ジ
ッ
チ
の
ジ
ッ
さ
ん(

ま
じ
め)

〇
ペ
タ
リ
チ
ョ
ー
さ
ん(

餅
屋)

〇
ク
セ
ン
マ
ヒ
ツ
さ
ん 
(

く
せ
馬
を
扱
う
の
か
上
手)

〇

オ
ヒ
ラ
の
セ
ン
さ
ん(

頭
が
平
っ
た
い)

〇
お
茶
菓
子
コ
ー
さ
ん(

お
茶
菓
子
を
は
さ
ま
な
い
と
気
に
い
ら
な
い)



〇
ア
ヤ
メ
の
サ
ダ
さ
ん(

美
男
子
だ
っ
た)

〇
ボ
タ
モ
チ
イ
マ
さ
ん

〇
オ
ニ
ギ
の
ワ
ゴ
さ
ん(

ニ
ギ
リ
ッ
ペ
を
す
る
の
が
く
せ)

〇
キ
タ
ム
キ
タ
へ
イ
さ
ん(

な
ん
で
も
反
対
し
た)

〇
い 

つ
で
も
イ
コ
ネ
ル
フ
ジ
ヤ
の
ト
ラ
さ
ん(

い 

つ
で
も
理
く
つ
を
こ
ね
る) 

〇
ョ
メ
ゴ
の
タ
カ
さ
ん(

い
つ
で
も
長
い
着
物
を
着
て
い
た)

こ
の
人
は
、
毎
朝
東
を
向
い
て
、
次
の
ょ
う
に
唱
え
て
拝
ん
だ
、
「来
れ
災
難
、
 

来
た
ら
ば
来
た
れ
、
逃
が
れ
る
災
難
、
逃
が
ら
せ
給
え
。
」

〇
オ
ハ 

ジ
キ
ツ
ネ
さ
ん(

い
て
え
か
、
と
い
っ
て
、
す
ぐ
人
を
指
先
き
で
は
じ
く) 

〇
ダ
ン
マ
リ
ブ
ン
さ
ん(

し
や
ベ
ら
な
い)

〇
ス
ネ
ナ
ガ
カ
ゾ
—
さ

ん
(

す
ね
が
長
い)

〇
観
音
山
タ
ケ
ゴ
ロ
ー(

芝
居
の
観
音
山
の
役
を
し
て
か
ら)
(

上
神
梅)

人
を
批
評
す
る
こ
と
ば

け
ち
な
人
に
対
し
て
、
ド
ケ
チ
根
性
の
強
い
人
に
は
シ
ブA
、
シ
ブB
な
ど
の 

あ
だ
名
。

ギ
ン
ナ
ガ
シ 

長
裾
や
何
か
着
て
仕
事
に
精
出
さ
な
い
人
。

う
そ
つ
き
な
人
に
対
し
て
千
三
ッ
何
々
さ
ん
、
万
カ
ラ
何
々
さ
ん
な
ど
言
っ
て 

信
用
し
な
い
。
千
い
っ
て
も
ほ
ん
と
う
は
三
つ
き
り
、
万
言
っ
て
も
す
べ
て
空
で 

あ
る
か
ら

ビ
シ
ョ
ッ
タ
ネ
ー 

だ
ら
し
な
い
人

夜
中
の
長
さ
ん 

夜
半
ま
で
カ
セ
イ
だ
人
。(

桐
原)

地

名
(

小
字
名)

手
振
山
、
雷
電
山
、
天
狗
山
、
蚕
影
山
、
な
ぎ
の
く
ぼ
、
 

花
坂
、
お
た
か
も
り
、
上
の
上
、
下
の
山
、
赤
羽
、
上
の
原
、
中
村
、
高
松
、
上 

堂
、
中
堂
、
下
堂
、
荒
瀬
、
下
具
戸
、
あ
ま
の
じ
ゃ
く
。

利
根
郡
利
根
村
の
穴
原
に
対
し
て
、
塩
原
の
穴
原
の
こ
と
を
利
根
の
人
た
ち
が 

「
サ
ト
穴
原
」
と
呼
ん
で
い
た
。
山
に
対
し
て
平
地
の
穴
原
と
い
う
意
味
を
も
っ 

て
い
た
。(

塩
原)

狸
原
と
い
う
地
名
は
狸
が
原
に
い
っ
ぱ
い
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。(

狸
原)

五
、
諺

餅
は
乞
食
に
焼
か
せ
ろ
。
ち
ょ
く
ち
ょ
く
か
え
す
か
ら
。

さ
か
な
の
一
つ
か
え
し
、
餅
の
千
か
え
し
。

あ
ず
き
は
馬
鹿
に
煮
ら
せ
る
。
燃
し
た
り
燃
さ
な
い
で
も
煮
え
る
。
 

う
す
田
で
米
と
れ
、
厚
田
で
藁
と
れ
。

親
の
意
見
と
茄
子
の
花
に
は
無
駄
が
な
い
。

木
も
と
竹
う
ら

木
六
竹
八
塀
十
郎

土
用
に
て
れ
ば
豊
作
。

こ
ご
み
鉈
に
そ
り
鎌
。
柄
を
す
げ
る
時
に
い
う
。
切
れ
味
が
ち
が
う
。
 

こ
ご
み
女
に
そ
り
男
。

土
用
布
子
に
寒
か
た
び
ら
。
桑
原
の
手
入
れ
は
、
夏
の
暑
い
時
に
土
を
よ
せ
、
 

寒
い
時
に
は
さ
ら
す
。

彼
岸
過
ぎ
て
の
麦
の
肥
、
土
用
す
ぎ
て
の
稲
の
肥
。(

塩
原)

〇
あ
ず
き
は
馬
鹿
に
煮
ら
せ
ろ
…
火
を
も
し
た
り
、
消
し
た
り
す
る
の
で
、
よ
く 

煮
る
と
い
う
。

〇
一
種
、
二
肥
、
ご
手
入
れ
…

一
番
の
基
礎
は
種
子
で
あ
る
。
そ
の
つ
ぎ
が
肥
料 

が
大
事
、
あ
と
は
手
入
れ
次
第
で
作
物
は
よ
く
と
れ
る
と
い
う
。

〇
う
す
田
で
米
と
れ
、
厚
田
で
藁
と
れ
…
稲
は
う
す
く
植
え
ろ
と
い
う
こ
と
。
そ 

う
す
る
と
み
は
り
が
い
い
と
い
う(

実
が
と
れ
る)

。
厚
く
植
え
る
と
、
実
が
と
れ 

ず
に
、
わ
ら
か
と
れ
る
と
い
う
こ
と
。

〇
大
雪
に
不
作
な
し
…
雪
が
多
く
降
る
と
水
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
、
特
に
苗
代
に 

関
係
が
あ
る
。

〇
寒
肥
き
き
め
あ
り
…
寒
肥
は
ム
ギ
に
も
桑
に
も
よ
い
。
と
く
に
ム
ギ
作
に
よ
い 

と
い
う
。

〇
家
畜
な
け
れ
ば
肥
料
な
し
…
家
畜
を
飼
育
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
堆
肥
が
で
き



る
。
農
業
を
や
っ
て
い
く
上
に
は
、
堆
肥
と
金
肥
は
両
方
な
け
れ
ば
だ
め
で
あ
る 

と
い
う
。
有
機
質
の
と
こ
ろ
に
は
堆
肥(

だ
ご
え)

が
必
要
で
あ
っ
た
。
堆
肥
の 

入
っ
て
い
る
土
地
は
こ
な
れ
も
よ
か
っ
た
。

〇
寒
九
の
雨
…
寒
に
雨
が
降
る
の
は
悪
い
。

こ
れ
は
あ
た
た
か
い
証
拠
で
あ
る
。
 

雪
の
ほ
う
が
い
い
。
寒
い
霧
が
ま
く
の
も
だ
め
と
い
う
。

〇
木
も
と
竹
う
ら
…
こ
れ
は
、
木
を
割
る
と
き
は
も
と
の
ほ
う
か
ら
割
れ
、
竹
を 

割
る
と
き
に
は
う
ら
の
ほ
う
か
ら
割
れ
と
い
う
こ
と
。

〇
米
は
土
で
作
れ
、
麦
は
肥
料
で
作
れ
…
米
は
地
力
が
な
け
れ
ば
だ
め
と
い
う
こ 

と
、
麦
は
こ
や
し
で
つ
く
れ(

麦
に
は
追
肥
が
き
く
と
い
う
こ
と)

と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。

〇
と
り
入
れ
、
し
つ
け
…
と
り
こ
み
、
し
つ
け
と
も
い
う
。
収
穫
す
べ
き
も
の
は 

早
く
し
て
、
ま
く
も
の
は
早
く
し
ろ
と
い
う
こ
と
。
と
り
こ
み
に
し
て
も
種
ま
き 

に
し
て
も
、
時
期
を
な
く
す
な
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〇
に
お
い
松
茸
、
味
し
め
じ
…
松
茸
は
味
よ
り
に
お
い
が
よ
い
、
味
は
し
め
じ
の 

ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〇
ひ
で
り
に
不
作
な
し
…
雨
ば
か
り
降
っ
て
い
る
と
作
物
は
と
れ
な
い
。
同
じ
な 

ら
照
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
。

〇
麦
の
十
七
刈
り
…
ム
ギ
は
早
く
刈
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
く
ま
で
お
く 

と
品
質
が 
お
ち
て
し
ま
う
と
い
う
。

〇
お
天
道
様
と
米
の
飯
は
つ
い
て
ま
わ
る
…
真
剣
に
仕
事
を
や
れ
ば
、
ど
こ
へ

行 
っ 

て
も
食
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〇
タ
マ
ネ
ギ
の
茎
は
踏
倒
す
と
い
い
…
立
っ
た
ま
ま
だ
と
、
栄
養
か
茎
の
ほ
う
へ 

の
ぼ
る
の
で
、
茎
を
ね
せ
て
、
根
の
ほ
う
へ
栄
養
を
や
れ
と
い
う
こ
と
。

〇
春
雪
は
麦
だ
わ
ら
…
二
月
末
に
雪
が
う
ん
と
降
る
と
麦
が
沢
山
と
れ
る
と
い 

う
。(

長
尾
根)

〇
嫁
は
台
所
か
ら
も
ら
え
、
む
こ
は
財
産
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
ら
え
。(

浅
原) 

〇

桐
生
着
道
楽
、
足
利
の
食
い
道
楽
。(

浅
原)

柿
は
い
じ
め
る
と
成
り
が
い
い
。(

神
梅)

朝
茶
の
む
と
、
今
日
の
難
儀
を
さ
け
ら
れ
る
。

管
原
道
真
が
、
太
宰
府
に
行
く
時
、

一
軒
の
家
に
よ
っ
て
、
茶
を
も
ら
っ
た
。
 

そ
の
お
茶
が
と
て
も
に
が
い
上
に
梅
干
し
が
出
て
、
そ
れ
を
食
べ
て
い
る
間
に
刺 

客
を
や
り
す
ご
し
た
。
そ
こ
で
、
朝
、
茶
を
飲
む
と
い
い
と
い
う
。(

神
梅)

生
木
生
味
噌
五
割
の
損

生
味
噌
食
う
よ
う
じ
ゃ
あ
し
ん
し
よ
は
残
ら
な
い

青
野
の
北
風
三
日
も
も
た
ず

大
霜
の
三
日
目
雨
が
降
る

朝
雨
と
女
の
腕
ま
く
り
に
た
ま
げ
る
な

二
月
の
空
っ
畑(

麦
が
見
え
な
い
く
ら
い
の
方
が
よ
い)

青
田
と
馬
鹿
は
ほ
め
ら
れ
な
い

木
元
竹
ウ
ラ

ト
シ
ョ
リ
ッ
子
はH

文

安
(

桐
原)

青
野
の
北
風H

日
も
も
た
ず

東

雷

雨

降

ら

ず

ミ
カ
ボ
の
三
束
雨

長
ぶ
り
の
夕
空.

良
く
な
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
く
に
梅
雨
の
候
。

鼻
取
半
人
前(

桐
原)-

秋

山

春

里

秋

は

山

、
春
は
里
が
元
気
が
よ
け
れ
ば
、
元
気
は
よ
く
な
る 

隣
り
の
も
の
は
糖
香
煎

親
が
死
ん
で
も
ゴ
ク
休
み

彼
岸
す
ぎ
て
の
麦
の
肥

二
杯
汁
は
馬
鹿
が
吸
う

め
ん
ど
り
が
と
き
を
ふ̂

と
し
ん
し
よ
う
か
つ
ふ
れ
る

遠
く
の
シ
ン
よ
り
近
く
の
他
人

遠
く
の
上
田
よ
り
近
く
の
下
田(

桐
原)

物
臭
者
の
節
供
働
き(

桐
原)



六
、
謎

な
ぞ
な
ぞ
遊
び
を
始
め
る
時
に
は
、
な
ぞ
を
や
る
べ
と
か
、
そ
れ
な
ん
ぞ
、
や 

れ
な
ん
ぞ
と
い
っ
て
か
ら
始
め
る
。
そ
れ
な
ん
ぞ
は
そ
ろ
ば
ん
、
や
れ
な
ん
ぞ
は 

矢
立
て
の
こ
と
で
あ
る
。
答
え
ら
れ
な,
い
時
は
、
な
が
し
た
と
い
う
。(

塩
原)

昼
は
小
屋
の
中
、
夜
は
一
列
に
並
ぶ
も
の
な
ん
ぞ 

雨
戸

小
さ
い
時
は
お
父
さ
ん
に
似
て
、
大
き
く
な
る
と
お
母
さ
ん
に
似
る
も
の
な
ん

ぞ 

あ
け
び

三
里
先
の
大
火
事
な
ん
ぞ 

き

せ

る(

塩
原)

つ
か
う
と
き
に
い
ら
な
く
て
、

つ
か
わ
な
い
と
き
に
用
な
も
の
ナ
ー
ニ 

水 

力
め
の
ふ
た

ー
ツ
目
小
僧
に
足
一
本
ナI

二 

ぬ
い
針

足
一
本
で
立
っ
て
い
る
も
の
ナ
ー

ニ 

山
田
の
か
か
し

拝
め
ば
拝
む
ほ
ど
長
く
な
る
も
の
ナ
ー
ニ 

な
わ

用
の
あ
る
と
き
た
た
か
れ
る
も
の
ナ
ー
ニ 

木
魚

朝
起
き
て
細
い
道
通
る
も
の
ナ
ー
ニ 

雨
戸

朝
、
庭
を
な
ぜ
ま
わ
す
も
の
ナI

二 

竹
ぼ
う
き

い
つ
も
人
の
あ
と
を
つ
い
て
く
る
も
の
ナ
ー
ニ 

か

げ
(

長
尾
根) 

家
中
の
力
持
ち
な
あ
に 

カ
ギ
竹

さ
か
さ
井
戸
か
ら
大
蛇
が
と
び
出
す
、

コ
ブ
ナ
が
と
び
出
す
、
な
あ
に 

力

ギ

竹
(

茂
木)

朝
早
く 

一
本
道
通
る
も
の 

雨
戸

池
に
そ
り
橋
、
ダ
ン
ゴ
チ
ン
コ
な
一
に 

鉄

瓶
(

桐
原)

ア
メ
ン
ボ
カ
ヤ
と
い
う
。(

下
神
梅)

水
ス
マ
シ 

ス
—
メ
ン
。(

下
神
梅) 

、

上
杉
謙
信
の
馬
塔
の
本
の
石
塔
の
所
に
、
上
杉
謙
信
の
首
な
し
馬
が
埋
か
っ

て
い
る
と
い
う
。
「朝
日
が
早
く
あ
た
り
、
夕
日
が
い 

つ
ま
で
も
さ
す
所
」
だ
と
い

う
。
梨
木
館
に
は
上
杉
謙
信
の
馬
の
足
跡
岩
が
あ
る
。(

下
神
梅)

雪
の
日 

学
校
が
高
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
ゲ
タ
じ
ゃ
決
ま
っ
て
こ
ろ
ん
だ
。
 

タ
ビ
ハ
ダ
シ
で
学
校
へ
行
っ
た
。
タ
ビ
も
、
も
も
ひ
き
も
び
っ
し
ょ
り
ぬ
れ
る
。
 

タ
ビ
の
は
き
か
え
を
持
っ
て
っ
た
。(

中
神
梅)

立
っ
う
た
一
月
正
月
松
が
立
つ
。
二
月
は
初
午
旗
が
立
つ
。
三
月
は
節
供
で 

ひ
な
が
立
つ
。
四
月
八
日
に
ゃ
あ
釈
迦
が
立
つ
。
五
月
五
日
は
ぼ
う
や
の
節
供
で 

の
ぼ
り
立
つ
。
六
月
は
天
王
様
で
さ
か
き
立
つ
。
七
月
は
七
夕
祭
り
で
竿
が
立
つ
。
 

八
月
は
十
五
夜
様
で
す
す
き
立
つ
。
九
月
オ
ク
ン
チ
旗
が
立
つ
。
十
月
は
神
無
し 

(

神
有
り
月)

月
で
神
が
立
つ
。
十
一
月
は
霜
月
で
た
つ
ペ
が
た
つ
。
十
二
月
は 

借
金
取
り
が
門
に
立
つ
。(

上
桐
原)

ひ
と
だ
ま 

青
い
よ
う
な
赤
い
よ
う
な
玉
が
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
お
墓
の
方
へ
飛
ん 

で
行
っ
た
の
を
み
た
こ
と
が
あ
る
。
あ
れ
が
、
ひ
と
だ
ま
と
い
う
こ
と
は
、
あ
と 

で
き
い
た
。
そ
う
知
っ
て
い
た
ら
、
も
っ
と
注
意
も
で
き
た
ろ
う
と
残
念
だ
。
ヤ 

マ
ド
リ
の
年
老
い
た
の
も
、
そ
の
尾
を
光
ら
せ
て
飛
翔
す
る
。(

上
桐
原)



芸 

能

ま 

え 

が 

き

大
間
々
町
の
今
回
の
民
俗
芸
能
の
調
査
部
門
で
は
予
測
し
期
待
し
て
い
た
資
料 

が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
地
方
歌
舞
伎
や
人
形
芝
居
は
も
ち
ろ
ん
、
神
楽
や
獅
子
舞 

な
ど
も
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
は
皆
無
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
き
わ
め
て
珍
し 

い
現
象
で
あ
る
。
た
だ
わ
ず
か
に
そ
の
痕
跡
を
さ
ぐ
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
の
で 

あ
る
。

こ
の
点
が
本
地
区
の
芸
能
の
特
色
と
言
え
ば
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
予
想
し
な
か
っ
た
収
穫
が
な
く
は
な
か
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
農
村
歌 

舞
伎
舞
台
で
あ
る
。
し
か
も
利
根
地
方
の
舞
台
と
共
通
す
る
幾
多
の
点
が
判
名
し 

た
。

こ
れ
だ
け
の
舞
台
を
持
ち
な
が
ら
地
芝
居
は
現
存
者
の
記
憶
以
前
に
消
滅
し 

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
旧
大
間
々
町
で
は
祇
園
で
山
車
屋
台
を
利
用
し
て
地
芝 

居
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
文
献
資
料
で
わ
か
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
も
勿
論
現
在
は 

地
芝
居
が
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

民
謡
や
わ
ら
べ
唄
に
つ
い
て
は
別
に
酒
井
調
査
員
の
手
で
進
め
ら
れ
た
が
、
こ 

の
面
で
も
や
は
り
こ
れ
と
い
う
収
穫
は
無
か
っ
た
ょ
う
で
あ
る
。
し
た
か
っ
て
、
 

民
俗
芸
能
で
は
、
主
と
し
て
歌
舞
伎
舞
台
に
つ
い
て
や
や
精
細
な
調
査
が
で
き
た 

に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
他
の
部
門
と
違
い
、
最
早
や
民
俗
芸
能
は
調
査
の
時 

期
を
逸
し
て
し
ま
っ
て
す
べ
て
後
手
に
ま
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
思
が
し
た
。
 

こ
の
こ
と
は
や
が
て
他
の
部
門
に
お
い
て
も
見
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
芸
能 

は
そ
の
消
滅
度
が
い
か
に
も
速
い
。
 

(

萩

原

進
)

一
、
農
村
歌
舞
伎
舞
台

概
観 

群
馬
県
に
お
け
る
農
村
歌
舞
伎
舞
台
の
分
布
は
、
赤
城
山
中
腹
の
勢
多 

郡
と
利
根
郡
、
沼
田
市
、
吾
妻
郡
な
ど
に
多
く
遺
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
山
田 

郡
、
太
田
市
、
新
田
郡
、
桐
生
市
、
邑
楽
郡
、
館
林
市
地
方
の
い
わ
ゆ
る
東
毛
地 

方
に
は
極
め
て
稀
れ
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
本
調
査
地
区
の
旧
福
岡 

村
に
は
現
存
す
る
も
の
が
二
つ
、
す
で
に
取
毀
し
た
も
の
一
つ(

以
上
は
常
設
舞 

台
で
あ
る)

と
組
立
式
舞
台
が
一
つ
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
少
な
く
も
大
正

小平字狸原の歌舞伎舞台平面図

現在の道路
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期
ま
で
は
四
つ
を
数
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
ぅ
に
、
農
村
歌
舞
伎
舞
台
の, 

分
布
か
ら
見
る
限
り
、
大
間
々
町
の
福
岡
地
区
と
黒
保
根
地
区
は
利
根•

吾
妻
郡 

型
の
中
に
入
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
福
岡
地
区
の
舞
台
は
利
根
郡
水
上
町
藤

原
や
昭
和
村
具
之
瀬
に
見
ら
れ 

る
割
拝
殿
型
式
の
舞
台
で
あ
る 

こ
と
が
わ
か
り
興
味
深
い
。
さ 

ら
に
、
水
上
町
藤
原
の
現
存
舞 

台
と
似
た
観
客
席
の
型
式
が
見 

ら
れ
る
な
ど
、
平
坦
部
と
し
て 

の
農
村
歌
舞
伎
舞
台
が
利
根
郡 

方
面
と
共
通
す
る
特
色
が
指
摘 

で
き
る
点
も
大
き
な
特
色
と
い

え
よ
う
。
以
下
個
別
に
調
査
概
要
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

小
平
狸
原
の
舞
台 

現
在
廃
校
と
な
っ
た
旧
福
岡
東
小
学
校
庭
の
南
に
北
面
し 

て
い
る
。
も
と
は
、
校
庭
の
西
側
に
東
面
し
て
建
て
ら
れ
て
い
た
も
の
を
校
庭
の 

拡
張
工
事
の
際
に
移
転
し
た
。
校
庭
の
東
側
は
山
の
傾
斜
地
と
な
っ
て
お
り
、
石 

階
を
登
る
と
馬
頭
観
音
堂
が
西
面
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
屋
根
は
ト
タ
ン
葺
き 

で
左
右
は
切
妻
破
風
造
り
と
な
っ
て
い
る
が
も
と
は
カ
ヤ
葺
き
で
あ
っ
た
と
い 

う
。
移
築
の
際
に
小
屋
組
を
現
在
の
よ
う
に
直
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た 

が
っ
て
屋
根
組
み
は
腕
木
か
ら
上
部
の
梁
は
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
垂
木
は
神
社 

建
築
の
よ
う
に
二
重
垂
木
で
あ
る
か
ら
屋
根
の
張
り
は
大
き
く
外
方
に
仲
で
お
り 

美
し
い
線
を
見
せ
て
い
る
。
間
口
九
ニ
ニ
三
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
四•

七
三
メ
ー
ト 

ル
、
床
の
高
さ
は
九
三
セ
ン
チ
で
あ
る
。
尺
で
は
間
口
五
間
、
奥
行
二
間
半
床 

高
三
尺
の
構
造
で
あ
る
。
正
面
上
部
の
虹
梁
は
巨
木
か
ら
と
っ
た
一
木
で
あ
る
こ

狸原の舞台全景

狸原の舞台(軒組み)

狸原の舞台(内部)

参道と舞台との関係

平地
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舜 n

傾
^
:
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こ
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だ
け
床
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を
は
が
す



と
は
他
の
舞
台
と
同
じ
で
あ
る
。
紅
梁
が
右
と
左
の
柱
に
組
み
込
ま
れ
た 

先
端
の
繰
り
鼻
は
唐
草
の
彫
刻
が
さ
れ
て
い
る
。
建
立
年
代
は
不
詳
で
あ 

る
が
明
治
初
期
か
そ
れ
以
前
と
見
て
ょ
い
で
あ
ろ
ぅ
。

こ
の
舞
台
の
特
色
は
三
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
背
後
に
ま
わ
っ
て
み
る
と 

ょ
く
わ
か
る
か
、
中
央
に
緣
の
下
の
入
口
か
あ
り 

そ
の
入
口
の
上
咅
に

唐
草
の
彫
り
の
あ
る
紅
梁
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
校
庭
の
西
側
に
あ
っ
た
と
き
観
音
堂 

へ 

の
参
直
入
ロ
に
な
っ
て
い
て
、
こ
こ
か
ら
舞
台
を
く
ぐ
っ
て
堂
へ 
往
来
し
た 

構
造
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
割
拝
殿
型
式
の
舞
台
で
あ
る
こ
と 

を
物
語
っ
て
い
る
。
上
図
の
よ
う
に
、
傾
斜
地
に
建
て
ら
れ
、
下
か
ら
登
っ
て
ゆ 

く
と
き
こ
の
舞
台
の
下
を
く
ぐ
っ
て
観
覧
席
に
出
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
も 

の
で
あ
る
。

こ
れ
と
似
た
型
式
が
利
根
郡
水
工
町
綱
子
と
同
郡
昭
和
村
貝
之
瀬
に 

あ
る
。

こ
の
様
式
は
、
社
寺
の
多
く
が
傾
斜
地
に
あ
り
、
そ
の
前
庭
を
利
用
し
て 

舞
台
を
つ
く
る
こ
と
か
ら
思
い
付
い
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
実
際
に
舞
台
を
使
用 

す
る
と
き
は
、
床
板
を
も
と
の
よ
う
に
並
べ
、
割
拝
殿
と
し
て
使
わ
れ
た
通
路
は 

楽
屋
の
出
入
口
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
割
拝
殿
と
い
う
の
は
神
社
の
本 

殿
し
か
な
い
初
期
の
神
社
建
築
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
本
殿
と
一
直
線
エ
に
並 

べ
ら
れ
、
お
籠
り
や
祭
典
の
式
場
と
し
て
使
っ
た
。
後
に
本
殿
と
渡
廊
下
で
接
続

し
て
拝
殿
を
付
け
る
ょ
ぅ
に
な
る
と
割
拝
殿
は
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
利
根
郡
片 

品
村
花
咲
の
武
尊
神
社
、
藤
岡
市
本
郷
の
土
師
神
社
に
は
今
も
古
い
形
式
の
割
拝 

殿
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
寺
院
で
も
、吾
妻
郡
中
之
条
町
は
日
向
見
薬
師
堂
に
も
同
様 

式
の
割
拝
殿
が
あ
る
。(

先
年
解
体
修
理
の
と
き
一
直
線
上
か
ら
外
し
て
右
側
へ
直 

角
に
移
し
た)

小
平
の
舞
台
の
割
拝
殿
型
式
に
は
こ
ぅ
し
た
信
者
の
休
憩
場
、
お 

籠
り
場
と
し
て
の
利
用
目
的
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

第
二
に
本
舞
台
の
特
色
は
、
平
舞
台
の
奥
に
設
え
る
二
重
が
固
定
式
に
な
っ
て 

い
る
こ
と
で
あ
る
。
県
下
の
多
く
の
舞
台
は
、
二

重(

上S

が
固
定
し
て
い
な
い 

で
、
利
用
の
都
度
一
段
高
い
二
重
を
つ
く
る
も
の
が
多
い
が
、
こ
の
舞
台
は
は
じ

狸原の舞台(側面)

狸原の舞台(背後)

狸原舞台の観客席

観
音
堂

石段現存

土間観客席

舞

台



め
か
ら
固
定
し
て
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
例
は
、
利
根
郡
水
上
町
藤
原
の
舞
台
で
見 

ら
れ
た
。
例
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
。

第
ー
ニ
に
は
、
こ
の
舞
台
の
観
覧
席
が
、
正
面
僅
か
の
土
間
を
お
い
て
傾
斜
し
て 

い
る
地
形
を
利
用
し
て
雛
段
式
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る 

こ
と
で
あ
る
。
平
面
図
に
す
る
別
掲
の
よ
う
な
構
造
で
あ
る
。
観
覧
席
の
構
造
で 

は
、
四
国
に
国
の
重
要
民
俗
資
料
に
な
っ
て
い
る
舞
台
が
雛
段
式
と
し
て
有
名
で 

あ
る
。

こ
れ
に
は
ち
ゃ
ん
と
石
で
段
々
の
腰
か
け
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
の 

場
合
は
そ
う
し
た
段
は
見
ら
れ
な
い
が
、
明
ら
か
に
雛
段
式
の
観
覧
席
で
あ
っ
た 

と
見
ら
れ
る
。
こ
の
例
は
第
二
の
特
長
の
例
と
し
て
記
し
た
水
上
町
藤
原
の
舞
台 

に
見
ら
れ
る
。

柱
は
四
隅
の
主
柱
の
ほ
か
に
、
左
と
右
側
面
に
中
間
支
柱
が
二
本
ず
つ
、
背
面

に
も
主
柱
の
間
に
ー
ー
本
の
支
柱
か 

ぁ
る
。
正
面
に
は
も
ち
ろ
ん
柱
は 

現
在
も
な
い
。

つ
く
り
付
け
の
ー
ー 

重
に
も
天
井
の
梁
と
つ
な
い
だ
支 

柱
が
左
右
に
一
本
ず
つ
ぁ
る
。

壁
間
は
す
べ
て
板
の
み
で
壁
を
使

っ
て
い
な
い
。

こ
の
舞
台
が
地
芝
居
に
使
わ
れ
た
の
は
大
正
初
期
ま
で
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ 

の
後
は
買
芝
居
を
や
っ
た
が
、
買
芝
居
は
昭
和
四
十
一
年
頃
ま
で
や
っ
た
。
大
道 

具
の
襖
な
ど
そ
の
と
き
は
あ
っ
た
と
い
う
が
現
在
は
遺
っ
て
い
な
い
。
四
十
一
年 

の
と
き
の
引
幕
は
役
者
の
一
座
が
持
参
し
た
も
の
を
使
っ
た
。
現
在
こ
の
舞
台
の 

中
に
は
地
元
の
人
の
撖
銃
を
競
っ
た
鉄
砲
の
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
り
、
旧
東
小 

学
校
で
使
っ
た
体
操
用
具
や
机
椅
子
な
ど
の
物
置
に
な
っ
て
い
る
が
、
建
物
は
ま 

だ
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
保
存
に
は
十
分
耐
え
る
で
あ
ろ
う
。

浅
原
の
舞
台 

浅
原
の
菅
原
神
社
の
境
内
に
あ
る
農
村
歌
舞
伎
舞
台
で
あ
る
。
 

県
道
の
す
ぐ
脇
に
あ
り
、
神

社(

南
面)

の
左
側
に
東
面
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
 

間
口 

一
〇•

五
七
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
三.

九
三
メ
ー
ト
ル
、
床
高
六
四
セ
ン
チ
で 

あ
る
。
尺
に
換
算
す
る
と
、
間
口
約
五
間
半
、
奥
行
二
間
、
床
高
二
尺
で
あ
る
。
 

小
平
の
舞
台
と
比
べ
る
と
間
口
は
や
や
大
き
く
、
奥
行
は
狭
く
、
床
は
低
い
こ
と 

が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
体
的
に
見
て
美
し
く
見
え
る
。
屋
根
は
も
と
カ
ヤ 

葺
き
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
瓦
で
葺
か
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
勾
配
を
緩
や
か
に
、
 

軒
は
垂
木
を
張
り
出
し
た
た
め
に
建
築
物
と
し
て
も
美
し
く
見
え
る
。
二
重
垂
木 

で
は
な
い
。
建
築
年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
、
小
平
ょ
り
幾
分
古
い
か
も
知
れ
な

浅原の舞台全景

浅原舞台の平面図

浅原の舞台(軒組み)
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道
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舞 

台

作
り
付(

後
補)



い
。
主
柱
は
四
隅
に
四
本
、
左
右 

の
側
面
に
中
間
の
支
柱
が
一
本
ず 

つ
あ
る
。
正
面
は
梁
は
一
木
の
虹 

梁
で
あ
る
が
、
左
右
の
袖
に
支
柱 

を
建
て
て
区
切
っ
て
い
る
の
は
、
 

社
務
所
な
ど
に
利
用
す
る
た
め
の 

改
造
で
あ
ろ
ぅ
。
土
壁
は
使
わ
す 

板
で
三
側
面
が
つ
く
ら
れ
て
い 

る
。
く
わ
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は 

地
元
の
伝
承
者
が
得
ら
れ
ず
わ
か 

ら
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。
 

保
存
状
態
は
極
め
て
ょ
い
。
特
に 

切
妻
の
破
風
な
ど
は
ま
こ
と
に
立 

派
で
あ̂

し
、
軒
の
四
隅
の
肘
木 

の
構
造
が
二
手
先
と
な
っ
て
い
て 

軒
を
長
く
張
り
出
し
て
い
る
点
な

ど
や
は
り
保
存
し
て
ゆ
き
た
い
舞
台
で
あ
る
。

小
平
大
門
の
舞
台
跡
小
平
の
大
門
に
あ
る
嵯
峨
神
社
の
鳥
居
が
県
道
に
接
し 

て
西
則
に
あ
る
が
、
そ
の
鳥
居
か
ら
石
段
を
登
る
と
平
地
に
出
る
。
そ
の
石
段
を 

登
る
と
一
直
線
に
神
社
に
通
ず
る
参
道
が
あ
る
が
、
そ
の
石
段
を
登
り
上
げ
た
と 

こ
ろ
に
歌
舞
伎
舞
台
が
あ
っ
た
。
狸
原
の
舞
台
と
同
じ
く
割
拝
殿
形
式
の
舞
台
で 

あ
っ
た
。
構
造
そ
の
他
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
取
こ
わ
し
た 

の
は
昭
和
三
十
年
頃
と
い
う
か
ら
ま
だ
そ
う
古
い
と
き
で
は
な
か
っ
た
。
平
地
は 

い
ま
田
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
平
地
を
利
用
し
て
歌
舞
伎
舞
台
が
神
社
に
面
し 

て
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
聴
書
に
よ
る
と
、
狸
原
の
も
の
と
同
じ
よ 

う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
大
道
具
な
ど
も
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
。

深
沢
の
組
立
式
舞
台 

上
神
梅
の
深
沢
の
一
番
奥
の
墓
地
の
的
に
舞
台
倉
が
あ

り
、
そ
こ
に
組
立
式
舞
台
が
一
式
あ
っ
た
が
、
大
正
一
〇
年
頃
に
な
く
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
。
組
立
式
舞
台
は
勢
多
郡
の
赤
城
山
中
腹
地
帯
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
 

常
設
舞
台
と
違
い
、
そ
の
都
度
移
動
し
て
ど
こ
で
も
舞
台
が
設
け
ら
れ
る
と
い
う 

こ
と
で
各
地
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
は
富
士
見
村
不
動
堂
に
一
組
あ 

る
。
こ
の
舞
台
の
規
模
そ
の
他
に
つ
い
て
も
全
く
不
詳
で
あ
る
が
、
農
村
歌
舞
伎 

舞
台
の
分
布
上
注
目
さ
れ
る
の 

で
こ
こ
に
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

こ
の
ほ
か
に
、
塩
原
の
赤
城
神
社
境
内
に
歌
舞
伎
舞
台
が
あ
つ
た
が
、
日
露
戦 

争
の
頃
に
解
体
し
て
し
ま
つ
た
と
い
う
。
ま
た
小
平
の
中
組
に
割
拝
殿
形
式
の
舞 

台
が
あ
り
、
通
路
の
渡
り
棒
は
九
尺
位
あ
つ
た
が
、
戦
後
に
な
つ
て
解
体
消
滅
し 

て
し
ま
つ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
を
綜
合
す
る
と
、明
治
末
期
に
は
、
旧
福
岡
村
地
区
に
舞
台
が
五
種
も 

あ
つ
た
こ
と
に
な
り
、
当
時
の
盛
況
だ
け
を
伝
え
て
い
る
。

二
、
人

形

芝

居

人
形
芝
居
に
つ
い
て
は
、
旧
黒
保
根
村
の
深
沢
で
、

一
人
遣
い
の
豆
人
形
の
存 

在
が
確
認
さ
れ
た
に
と
ど
ま
つ
た
。
そ
の
人
形
一
式
は
大
正
十
四
年
の
火
災
の
と 

き
に
消
失
し
た
と
い
、つ
。
黒
保
根
村
地
区
に
は
、
湧
丸
の
豆
人
形
、
清
水
の
三
人
遣 

い
人
形
が
現
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
関
連
で
比
較
で
き
れ
ば
と
思
つ
た
が
や
む 

を
得
な
か
つ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
話
者
の
誰
も
が
知
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
 

「
深
沢
人
形
、
城
神
楽
」
と
い
つ
て
、
昔
、
深
沢
で
は
義
大
夫
に
ょ
る
人
形
芝 

居
を
し
た
。
新
里
へ
も
巡
業
に
行
つ
た
。
酒
を
買
つ
て
出
し
て
、
聞
い
て
も
ら
つ 

た
と
い
う
。
道
具
は
火
事
で
焼
け
て
し
ま
い
、
舞
台
の
材
木
は
残
つ
て
い
る
。
曾 

祖
父
の
頃
身
代
を
つ
ぶ
す
ほ
ど
し
た
と
い
う
が
、
今
の
人
は
知
ら
な
い
。(

深
沢) 

「
深
沢
人
形•

神
梅
義
太
夫
、
神
権
ボ
タ
餅
」
と
い
い
、
神
梅
で
は
ょ
く
食
べ 

た
。(

神
梅)



三
、 
武 

三 

番

下
塩
原
に
、
以
前
白
式
尉
と
黒
式
尉
の
翁
の
面
が
ぁ
っ
た
と
い
ぅ
か
ら
、
こ
の 

地
方
で
式
三
番
が
行
な
わ
れ
て
い
た
痕
跡
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
現 

物
は
散
在
し
て
現
在
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四
、 
大
間
々
の
祇
園

由

来.

徴
証 

大
間
々
町
の
祇
園
は
県
下
で
も
有
名
な
も
の
の
一
つ
で
ぁ
っ 

た
。
高
草
木
家
文
書
や
大
泉
院
記
録
か
ら
見
る
と
寛
永
年
間
か
ら
始
ま
っ
た
も
の 

ら
し
い
。寛

永
六
年
正
月
八
日 

初
市
の
祭
祀

寛
永
九
年
六
月
廿
四
日 

祇
園
の
祭
祀(

八
坂
神
社
日
記)

と
あ
り
、
寛
永
九
年
六
月
二
十
四
日
に
は
す
で
に
祇
園
祭
礼
の
こ
と
か
見
え
る
。
 

大
泉
院
の
神
明
宮
祭
典
日
記
に
は
、
「寛
永
六
年
正
月
八
日
牛
頭
天
王
の
社
を
祭
る 

と
言
ふ
」
と
あ
り
、
市
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
を
祭
っ
た
こ
と
か
わ
か
る
。
八
坂 

神
社
日
記
の
初
市
の
祭
礼
の
意
味
が
牛
頭
天
王
社
を
祀
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が 

わ
か
る
。
同
じ
く
神
明
宮
祭
典
日
記
に
、
寛
永
九
年
六
月
二
十
四
日
に
市
を
立
て 

始
む
、
祭
礼
を
始
む
と
言
ふ
、
と
あ
り
、
祇
園
祭
礼
が
市
神
の
牛
頭
天
王
の
祭
と 

し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

高
草
木
家
文
書
に
ょ
る
と
、
「寛
永
年
中
ょ
り
慶
安
之
頃
迄
は
每
年
御
輿
み
な
か 

は
(

注
み
な
が
わ
む
し
ろ
の
こ
と
か)

に
て
か
り
屋
を
作
り
、
あ
と
へ
幟
な
ど
を 

付
、
黎

初
(

ね
り
は
じ
め)

に
致
候
。
其
外
母
衣
思
ひ
付
こ
し
ら
へ
子
ど
も
を
出 

し
二
三
十
年
は
右
之
通
り
祭
礼
致
候
」(

大
間
々
町
祭
礼
黎
切
り
之
事)

と
あ
り
、
 

当
時
は
す
で
に
仮
屋
を
作
り
、
そ
こ
へ
御
輿
を
お
さ
め
、
幟
な
ど
を
た
て
て
お
ね 

り
を
し
、
母
衣
な
ど
を
身
に
つ
け
て
行
列
を
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
万
治
元 

年
に
江
戸
か
ら
神
輿
を
新
調
を
し
た
が
、
そ
の
と
き
の
祇
園
の
行
列
は
上
町
は
頼

朝
の
富
士
の
巻
狩
の
帰
還
の
行
列
を 

し
、
三
丁
目
四
丁
目
で
は
三
宝
院
門 

跡
あ
ず
ま
下
り
と
い
ぅ
行
列
を
や
り
、
 

山
伏
の
装
束
行
列
、
五
丁
目
六
丁
目 

で
は
子
供
に
母
衣
を
つ
け
さ
せ
て
御 

輿
の
渡
御
を
し
た
と
い
ぅ
。
大
間
 々

町
の
本
町
、
三
丁
目
か
ら
六
丁
目
ご 

と
に
出
し
も
の
を
工
夫
し
て
実
施
し 

て
い
た
。
渡
御
に
は
神
島
が
出
さ
れ 

た
。(

こ
れ
は
祇
園
に
共
通
し
て
い 

る)

こ
の
神
島
は
河
原
毛
の
島
と
定 

め
ら
れ
て
い
た
。

つ
い
で
町
内
を
一 

T

目
二T

目
を
一
組
、
三
、
四T

目 

が
一
組
、
五
、
六T

目
が
一
組
と
な

最近の祇園の山車

最近の祇園風景

最近の山車のおねり



り
、
三
組
に
分
け
て
祭
礼
を
分
担
し
た
。

元
禄
時
代
に
な
る
と
、
十
四
年
六
月
ー
ー
十
四
日
の
祇
園
に
は
じ
め
て
町
内
有
志 

で
踊
狂
言(

芝
居)

が
行
わ
れ
た
。
そ
の
と
き
の
外
題
の
演
し
物
は
大
間
々
に
お 

け
る
地
芝
居
の
最
初
だ
っ
た
ら
し
く

大
間
々
踊
初
り
候
と
て
近
村
よ
り
見
物
の
人
々
来
り
大
評
判
を
と
り
申
候
。
此
時
近
郷 

之
踊
初
に
御
座
候
而
六
月
祭
賑
は
し
く
繁
昌
致
し
、
踊
上
町
よ
り
始
ま
り
申
候
。
 

世
話
人
師
匠
宿 

星
野
仁
兵
衛

(

大
間
々
町
祭
礼
黎
初
り
之
事) 

元
禄
年
間
よ
り
三
組
で
分
担
し
た
も
の
を
上
三
町
、
下
三
町
の
二
組
に
変
ぇ
、
 

祇
園
の
神
幸
は
大
名
行
列
、
花
万
燈
を
加
ぇ
て
は
な
や
か
に
な
っ
た
。

こ
の
上
町 

と
下
町
に
よ
っ
て
一
年
交
替
で
祭
を
主
宰
し
た
。

し
か
し
、
幕
末
か
ら
明
治
初
め
に
か
け
て
衰
微
し
た
が
、
明
治
十
年
後
足
尾
銅 

山
が
古
河
市
兵
衛
の
手
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
る
と
同
時
に
、
銅
の
輸
送
で
活
気
を 

呈
し
た
と
い
ぅ
が
、
そ
の
後
も
ま
た
衰
退
し
た
り
盛
ん
に
な
っ
た
り
し
て
現
在
に 

至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
在
の
祇
園
江
戸
時
代
の
六
月
二
十
四
日
が
、
明
治
以
降
の
太
陽
暦
の
実
施 

以
後
は
七
月
二
十
四
日
と
な
っ
た
が
、
後
に
八
月
一
日
二
日
三
日
に
変
更
と
な
り

現
在
に
至
っ 

て
い
る
。
昔 

は
七
台
の
屋 

台
か
出
た
か
、
 

い
ま
は
ー
ー
台 

し
か
出
さ
れ 

な
い
。
あ
と 

は
ト
ラ
ッ
ク 

に
屋
台
を
載 

せ
て
お
ね
り

を
す
る
。

一

時
牛
車
で
ぁ 

つ
た
が
い
ま 

は
子
供
に
ょ 

つ
て
引
か
れ 

る
。上

三
町

(

一
、
二
、
 

三
丁
目)

と 

下a

町
(

四
、

五
、
六
丁
目)

が
交
代
で
や
っ
た
が
現
在
は
上
三
町
が
主
体
を
な
し
て
下
三
町
は 

補
助
す
る
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
き
た
。
七
丁
目
は
屋
台
を
持
た
ず
「割
出
し
」
と 

ょ
ば
れ
た
。
四
、
五
年
前
に
危
機
に
お
ち
入
っ
た
の
で
五
丁
目
が
中
心
で
保
存
運 

動
を
は
じ
め
、
今
年
で
六
年
目
で
あ
る
。

い
ま
再
び
全
町
の
行
事
に
戻
そ
ぅ
と
努 

力
し
て
い
る
。

屋
台
に
飾
る
人
形
は
ス
サ
ノ
オ
の
尊
、
太
田
道
灌
な
ど
が
多
か
っ
た
。
上
三
町 

組
は
富
士
の
巻
狩
、
下
三
町
は
金
が
な
く
浴
衣
が
け
で
加
わ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
 

昔
か
ら
世
良
田
の
祇
園
、
沼
田
の
祇
園
、
大
間
々
の
祇
園
が
上
州
の
三
大
祇
園
と 

い
わ
れ
た
と
い
ぅ
。

祭
礼
の
模
様
市
神
さ
ま
の
天
王
様
は
昔
は
三
丁
目
に
あ
っ
た
が
、
後
に
神
明 

宮
の
境
内
に
八
坂
神
社
と
し
て
移
さ
れ
た
。
現
在
の
祭
礼
は
つ
ぎ
の
日
程
で
行
わ 

れ
て
い
る
。

七
月
三
十
日 

当
番
町
に
仮
宮
が
つ
く
ら
れ
る
。
順
序
は
賽
を
使
っ
て
決
め 

た
。

八
月
一
日 

午
前
五
時
集
合
し
て
祇
園
の
準
備
に
入
り
、
午
後
五
時
三
十 

分
に
式
典
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
宵
祭
り
、
宵
宮
と
い
っ
て 

仮
宮
に
町
民
は
参
詣
す
る
。

八
月
二
日 

午
後
一
時
集
合
、
午
後
一
時
三
十
分
式
典
の
あ
と
午
後
二
時 

ょ
り
御
輿
渡
御
が
は
じ
ま
り
、

一
丁
目
か
ら
七
丁
目
へ
と
お

神 輿

獅子頭(此獅子)



ね
り
が
行
わ
れ
る
。
午
後
五
時
に
御
輿
の
遷
御
と
な
る
。

こ

の
日
が
本
祭
り
。

八
月
三
日 

午
後
二
時
に
出
発
し
て
「御
礼
参
り
」
を
し
た
あ
と
、
午
後 

五
時
集
合
し
て
五
時
三
十
分
祭
り
を
終
了
す
る
式
典
と
な 

り
、
祭
礼
は
終
了
す
る
。

行
列
の
順
序
は
つ
ぎ
の
よ
ぅ
で
あ
る
。

切
幣
を
持
っ
た
神
宮(

二
人)

—
金

棒(

二
人)

—
祭
典
長
—
大
太
鼓(

二
人) 

—
拍
子
木(

二
人)

—
賽
銭
函
—
地
区
役
員
代
表
—
稚
児(

I

五
〇
人
位)

—
山 

車
と
獅
子
頭
—
天
狗(

一
人)

—
大

傘(

I

人)

—
本
部
役
員
崇
敬
者
代
表
—
招

待
者
—
各
区
の
付
け
祭
の
山
車(

予
定
四
台)

と
な
っ
て
い
る
。
途
中
休
憩
的(

御
旅
所)

は
第
一
区
、
第
五
区
、
第
七
区
の
ー
ー
ー 

力
所
で
あ
る
。

以
前
は
踊
り
屋
台
が
あ
り
、
町
内
ご
と
に
こ
の
屋
台
を
使
っ
て
御
神
楽
を
や
っ 

た
こ
と
も
あ
っ
た
。
曲
目
は
「
に
ん
ば
」
「
ね
ん
ね
ん
」
「
が
く
」
な
ど
で
あ
っ
た
。
 

(

注
こ
の
曲
目
か
ら
み
て
神
楽
の
中
の
火
吹
男
踊
の
系
統
と
見
ら
れ
る)

こ
の
ほ
か
以
前
は
「神

馬(

じ
ん
ば)
」
と
い
っ
て
生
き
た
馬
が
大
き
な
御
幣
束 

を
つ
け
、
天
王
さ
ま
の
渡
御
の
前
に
霧
払
い
と
し
て
一
丁
目
か
ら
七
丁
目
ま
で
駔 

け
っ
た
。
そ
の
あ
と
に
町
民
が
続
い
た
も
の
で
あ
る
。
神
馬
の
出
る
と
き
は
、
大 

榊
が
午
前
九
時
頃
出
て
そ
の
あ
と
に
太
鼓
が
続
き
、
太
鼓
の
あ
と
に
神
馬
が
つ
づ 

い
て
町
内
を
回
っ
た
。

神
明
宮
境
内
の
屋
台 

神
明
宮
の
境
内
に
五
丁
目
で
使
っ
て
い
た
屋
台
が
神
楽

獅子頭(雄獅子)
神楽殿に代用された五丁目 

の屋台

旧五丁目の屋台正面破風

旧五丁目屋台背面の装飾



殿
に
代
用
さ
れ
て
現
存
し
て
い
る
。
昭
和
二
十
二
年
誰
持
で
き
な
く
な
り
神
社
に 

寄
付
し
、
神
楽
殿
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
間
口
二.

八
ニ
メ
ー
ト
ル(

一
間
半) 

奥
行
は
四•

ニ
メ
ー
ト
ル(

二
間
二
尺)

、
軒
高
は
四
メ
ー
ト

ル(

ニ
ニ
尺)

あ
り
、
 

背
の
高
い
祇
園
屋
台
の
特
長
を
見
せ
て
い
る
。
切
妻
造
り
の
屋
根
で
、
破
風
に
は 

み
ご
と
な
二
頭
の
竜
の
半
肉
彫
が
飾
ら
れ
、
そ
の
下
の
虹
梁
も
の
彫
刻
も
、
木
鼻 

も
立
派
で
あ
る
。
背
面
に
は
牡
丹
に
唐
獅
子
の
彫
刻
が
破
風
に
あ
り
、
そ
の
下
に 

あ
か
り
と
り
の
格
子
障
子
が
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
屋
台
に
木
札
が
つ
け
ら 

れ
て
い
る
。
そ
の
札
に
、

大
正
七
年
七
月
吉
日

棟

梁

斎

藤

儀

八 

脇

棟

梁

佐

藤

安

平

鳶
部
青
木
門
二
郎

と
あ
り
、
世
話
人
と
し
て
細
川
栄
太
郎
、
田
村
太
一
、
高
橋
啓
太
郎
、
角
田
歌
次
、
 

栗
田
儀
助
、
藍
原
菊
児
の
名
が
あ
る
。
寄
付
金
は
最
高
四
五
円
、
最
低
一.
円
で
七 

〇
名
の
寄
付
金
で
つ
く
ら
れ
た
。
昭
和
二
十
二
年
六
月
に
神
楽
殿
に
改
造
し
た
と 

き
の
札
に
は

神
楽
殿
改
造

鳶
職
荻
原
盛
太
郎 

工
匠 

荻
原
金
次
郎

宮

司

斎

藤

堯

祐

昭
和
二
十
二
年
六
月

と
あ
る
。
床
に
は
舞
台
で
い
ぅ
二
重(

上
段)

が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
利 

用
し
て
芝
居
や
的
作
事
が
や
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
前
の
祇
園
祭
礼
の 

日
の
豪
華
な
一
面
を
伝
え
て
い
る
珍
し
い
屋
台
で
あ
る
。

こ
の
神
楽
殿
も
現
在
は 

神
楽
が
や
れ
な
く
な
り
、
空
し
く
遺
さ
れ
て
い
る
の
は
惜
し
い
。
五
丁
目
で
は
山 

東
を
失
っ
た
の
で
、
昭
和
二
十
七
年
に
勢
多
郡
新
里
村
山
上
か
ら
現
在
の
も
の
を 

二
万
円
で
買
っ
て
き
て
使
っ
て
い
る
。

神
輿 

神
明
宮
境
内
の
宝
物
庫
に
、
祇
園
祭
礼
に
用
い
る
御
道
具
が
一
括
保
存 

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
御
神
輿
が
あ
る
。
記
録
に
あ
る
万
治
年
間
江
戸
で
買
っ 

た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
新
調
で
あ
ろ
ぅ
と
思
わ
れ
る
が
県
内
で
も
数
少
な

い
立
派
な
も
の
で
あ
る
。

獅
子
頭 

同
じ
く
宝
物
庫
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
雄
雌
二
体
あ
り
、
、
高
さ
雌
獅 

子
が
五
〇
セ
ン
チ
、
雄
獅
子
が
五
ニ
セ
ン
チ
、
奥
行
は
四
六
セ
ン
チ
と
四
八
セ
ン 

チ
あ
る
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
用
材
は
桐
材
と
思
わ
れ
た
が
箱
表
に
は
「
白
檀
」
 

と
あ
る
。
布
張
り
朱
漆
塗
り
で
あ
る
。
二
つ
と
も
頭
の
頂
部
に
写
真
の
よ
う
な
毛
の 

つ
い
た
飾
物
を
つ
け
て
い
る
。
雄
獅
子
は
角
、
雌
獅
子
は
宝
珠
を
載
せ
て
い
る
。
 

唐
草
の
風
呂
敷
も
保
存
さ
れ
て
い
る
。
獅
子
箱
を
収
め
る
箱
に
墨
表
で
、

文
政
十
二
年
丑
六
月
新
造
之

白
檀
獅
子
頭
雄

と
雄
雌
別
々
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
寄
進
者
の
氏
名
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ 

の
獅
子
頭
は
文
政
十
二
年
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
祭
礼
の
と
き
は
今
も 

行
列
の
中
に
加
わ
っ
て
町
中
を
ね
る
。

こ
の
ほ
か
、
渡
御
の
行
列
に
使
わ
れ
る
天
狗
面
、
大
太
鼓
な
ど
も
一
し
ょ
に
保 

存
さ
れ
て
い
る
。

(

資
料
提
供
者
は
高
村
梅
吉
、
石
原
輝
久
、
小
林
惣
左
久
の
三
氏)

五
、
遊 

戯

子
供
の
遊
び 

竹
馬
、
ス
ゴ
ロ
ク
、
オ
テ
ダ
マ
、
オ
ハ
ジ
キ
な
ど
の
ほ
か
、
「
夕 

ケ
ガ
エ
シ
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
。

こ
れ
は
、
竹
の
短
冊
を
四
本
つ
く
り
そ
れ
で 

様
々
な
遊
び
を
し
た
。
十
六
武
蔵
、
紙
鉄
砲
、
杉
鉄
砲
な
ど
も
つ
く
っ
て
遊
ん
だ
。

(

大
間
々
一
〜
二
丁
目)

指
あ
そ
び
左
右
の
指
と
指
を
合
せ
な
が
ら
歌
う
。
子
ど
も
と
子
ど
も
と
喧
嘩 

し
て
、、
薬
屋
さ
ん
が
止
め
て
、
な
か
な
か
と
ま
ら
ね
え
。
人
た
ち
や
笑
う
。
親
た 

ち
や
お
こ
る(

お
ど
す)
(

塩
原)

こ
ま 

よ
く
迴
っ
て
、
こ
ま
の
心
棒
が
一
本
に
見
え
る
の
を
ス
ワ
ル
、
不
規
則 

に
な
っ
て
倒
れ
そ
う
に
な
る
の
を
ミ
ソ
ス
り
と
い
う
。(

塩
原)

フ
ジ
マ
ワ
シ 

藤
の
新
し
い
葉
を
こ
い
で
、
ま
く
と
、
穴
が
で
き
る
。
そ
の
穴



に
さ
わ
ら
な
い
よ
う
に
藤
の
葉
の
板
を
入
れ
る
。
沢
山
入
る
ほ
ど
い
い
。

ペ
タ(

め
ん
こ)

武
者
絵
の
が
多
か
っ
た
。
大
間
々
の
玩
具
屋
か
ら
買
っ
た
。
 

シ
カ
ク
ツ
ぺ
一
、
マ
ル
ツ
ペ
ー
と
あ
る
。
ペ
タ
と
い
っ
て
、
ペ
ー
と
は
い
わ
な
い
。
 

オ

タ

マ(

お
手
玉)

中
に
入
れ
る
の
は
、
と
う
も
ろ
こ
し
、
あ
ず
き
か
一
番 

い
い
。
た
び
の
こ
は
ぜ
を
入
れ
る
と
、
い
い
音
が
す
る
。(

塩
原)

童

戯

男
児 

こ
ま
、
た
こ
、
ビ
—
玉
、
タ
ケ
ン
ガ
エ
シ(

女
の
児
よ
り
男
の
方
が
多
か
っ 

た)

竹
馬
、
ペ

タ

ン(

め
ん
こ)

女
児 

ま
り
つ
き
、
お
手
玉
、
キ
シ
ャ
ゴ
。(

桐
原)

昔
の
子
は
、
今
の
子
ど
も
の
よ
う
に
は
げ
し
く
な
か
っ
た
か
ら
、
女
の
子
は
、
 

赤
い
き
れ
さ
え
み
れ
ば
、
人
形
の
着
物
を
縫
っ
て
く
れ
と
い
、っ
、
貧
し
い
家
で
は
、
 

き
れ
っ
こ
さ
え
な
い
か
ら
、
往
生
す
る
。

一
度
縫
っ
て
や
れ
ば
、
ほ
か
に
、
遊
ぶ 

も
の
も
な
か
っ
た
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
あ
き
ず
に
遊
ん
で
い
た
。

男
の
子
に
は
、
繩
で
木
と
木
を
丈
夫
な
棒
で
し
ば
っ
て
、
ブ
ラ
ン
コ
を
つ
く
っ 

て
や
り
、
誰
に
で
も
か
す
ん
だ
よ
と
い
っ
て
き
か
せ
る
と
、
皆
で
仲
良
く
遊
ん
で 

い
た
。(

下
桐
原)

村
に
来
た
人
々

毒
消
し
や 

新
潟
か
ら

お
き
薬 

富
山
、
大
和
か
ら

ゴ
ゼ 

新
潟
か
ら

ヨ
カ
ヨ
カ
ア
メ
ヤ 

飯
台
を
頭
に
の
せ
、
旗
を
立
て
太
鼓
を
た
た
い
て
廻
っ 

た
ど
こ
か
ら
来
た
か
判
ら
な
い

マ
キ
運
び
職
人 

新

潟

か

ら(

長
尾
根)

他
所
か
ら
来
る
人

ア
メ
ヤ 

ど
こ
か
ら
来
た
か
判
ら
な
い
が
村
に
泊
っ
て
商
売
し
て
い
た
。
 

浄
瑠
璃 

大
間
々
の
大
夫
が
来
た
。
好
き
で
来
る
の
だ
か
ら
無
料(

浅
原)

六
、
そ
の
他
の
芸
能.

娯
楽

獅
子
舞
い 

正
月
に
き
た
。
二
銭
か
一
銭
を
く
れ
た
。
泊
ら
な
か
っ
た
。(

神
梅) 

瞽
女 

新
潟
県
蒲
原
郡
か
ら
や
っ
て
き
た
。
宿
を
し
て
く
れ
る
家
に
泊
っ
た
。
 

二
、
三
人
で
、
中
に
少
し
目
の
見
え
る
人
が
い
た
。
お
セ
キ
さ
ん
と
い
う
人
が
い 

た
。
民
謡
と
口
説
を
や
っ
た
。(

神
梅)

明
治
末
年
ま
で
越
後
蒲
原
郡
か
ら
二
〜
三
人
一
組
で
来
た
。
ゴ
ゼ
が
来
る
と 

唄
っ
て
い
る
間
に
サ
シ(

カ
ン
ジ
ョ
リ
に
文
久
銭
を
入
れ
る)

を
廼
し
、
こ
れ
を 

ゴ
ゼ
に
与
え
た
。
泊
る
家
は
決
っ
て
な
く
、
陽
が
暮
れ
る
と
「
泊
め
て
く
れ
」
と 

い
う
。
す
る
と
「
今
日
は
ゴ
ゼ
が
来
た
か
ら
聞
き
に
来
な
い
か
」
と
触
れ
て
廻
る
。
 

ゴ
ゼ
は
オ
ヒ
ネ
リ
を
お
い
て
、
隣
の
村
に
行
く
。
小
平
で
は
ゴ
ゼ
の
泊
る
家
は
ワ 

サ

ビ

ヤ(

茂
木
、
黒
田
氏)

カ

ヤ(

茂
木
、
鹿
沼
氏)

胡
桃
具
戸
の
福
田
氏
宅
な 

ど
で
あ
っ
た
。(

浅
原)

昭
和
初
期
ま
で
来
た
。
四
、
五
人
連
れ
で
一
人
は
い
く
ら
か
目
の
見
え
る
人
が 

混
っ
て
い
た
。
越
後
の
西
蒲
原
よ
リ
来
た
と
い
っ
た
。
歌
、
じ
ょ
う
る
リ
な
ど
を 

や
り
楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
。(

塩
沢)

少
し
見
え
る
者
か
片
眼
見
え
る
者
が
先
頭
で
来
た
。
宿
で
は
、
か
な
ら
ず
土
間 

に
ね
た
。
食
事
や
お
茶
は
上
で
い
た
だ
く
が
、
休
む
と
き
は
か
な
ら
ず
む
し
ろ
を 

借
り
て
土
間
と
き
ま
っ
て
い
た
。

食
事
に
は
、

コ
ウ
セ
ン
を
背
負
っ
て
来
た
。
湯
や
水
を
も
ら
っ
て
か
い
て
食
べ 

て
い
た
。(

塩
原)

祭
文
語
り 

「
エ
ー
、
デ
ロ
レ
ン
、
デ
ロ
レ
ン
〜
」
と
言
い
な
が
ら
、
ホ
ラ
貝 

を
ふ
い
た
。
間
に
、
国
定
忠
治
な
ど
を
や
っ
た
。

一
晚
人
を
集
め
て
や
り
、
行
っ 

た
人
は
、

化
を
や
っ
た
。(

神
梅)



万

才
(

三
河
万
才)

宿
の
家
に
と
ま
り
、
笠
は
馬
場
の
家
に
あ
ず
け
た
。
大 

夫
の
名
は
沢
井
雄
次
郎
と
い
っ
た
が
、
才
蔵
の
名
は
不
詳
。
愛
知
県
碧
海
郡
か
ら 

来
た
。
宿
の
家
で
は
三
十
銭
か
ら
五
十
銭
、
普
通
の
家
で
十
銭
ほ
ど
を
出
し
た
。
 

懇
意
な
家
に
は
、
豊
川
稲
荷
大
明
神
の
お
札
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。(

神
梅)

村
尽
く
し 

花
輪
か
ら
室
町
ま
で
下
っ
て
行
く
所
の
地
名
を
読
み
こ
ん
だ
歌
が 

あ
る
。
ほ
か
に
、
「
母
と
娘
」
、
「
馬
鹿
と
利
ロ
」(

漫
才)

、
「警
察
官
」
の
歌
な
ど 

が
あ
っ
た
。(

深
沢)

盆
踊
り 

八
木
節
が
盛
ん
で
、
八
月
十
四
、
十
五
日
の 

夜
、
盆
踊
り
の
八
木
節
大
会
が
、
神
梅
八
木
節
受
好
会
の 

主
催
で
行
な
わ
れ
る
。(

神
梅)

機 

織 

唄
(

桐
原
新
井
コ
ト
さ
ん 

明
治
三
四
年
九
月
二
九
日
生) 

〇
中
日
牡
丹
餅
食
い
た
く
な
い
が

な
ら
ば
半
日
あ
す
び
た
い

〇
色
に
持
つ
な
ら 

お
け
や
を
お
持
ち

は
な
れ
ば
な
れ
を
丸
く
す
る

〇
い
き
な
男
だ 

ほ
っ
か
ぶ
り
は
へ
た
よ

ぼ
ん
に
お
出
で
よ
お
せ
て
や
る

〇
あ
ん
な
男
に
ほ
れ
た
じ
ゃ
な
い
が

時
の
せ
い
な
ん
気
の
ま
よ
い

〇
花
の
さ
か
り
に
し
ん
と
め
ら
れ
て

し
お
れ
花
と
は
わ
し
の
こ
と

〇
山
で
赤
い
の
は
つ
つ
じ
に
つ
ば
き

咲
い
て
か
ら
ま
る 

藤
の
花

〇
ゆ
ん
ベ
来
た
の
は
よ
ば
い
と
か
猫
か

猫
が
下
駄
は
い
て 

く
る
も
の
か

〇
な
く
な
な
げ
く
な
日
影
の
も
み
じ

い
く
ら
泣
い
て
も
日
は
照
ら
ぬ

〇,
か
わ
い
が
ら
れ
た 

竹
の
子
で
さ
え
も

い
ま
に
や
割
ら
れ
て
桶
の
た
か

(

注)

新
井
コ
ト
さ
ん
の
年
季
奉
公
は
、
生
産

生
業.

社
会
生
活
に
あ
り

機
織
り
ぅ
た

山
に
な
り
た
い
高
く
ら
山
に

阿

久

津

山

同

日

の

下

に

機
が
織
れ
な
い
機
神
さ
ま
よ

ど
ぅ
ぞ
こ
の
手
か
上
か
る
よ
に

か
わ
い
あ
の
娘
が 

仁
田
山
通
い

桜
峠
が
さ
び
し
か
ろ 

(

細
谷
戸)

八木節大会ビラ
(関口正巳撮影)

盆踊リのヤグラ(神梅)(関口正巳 撮影)

こ
の
辺
か
ら 

音
が
し
た
。

カ
チ
カ
チ
す
る
音

何
か
が
か
ぶ
さ
っ
て
い
た
。

これをふった。 

この調子に合わせて 

ホラ貝をふV、た。 

節をつけて、唄うよ 

うな感じで語った。



民 

家

は

じ

め

に

こ
の
民
家
調
査
は
予
備
調
査
と
本
調
査
の
二
回
に
分
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
予 

備
調
査
は
七
月
中
句
に
二
日
間
の
日
程
で
、
町
教
委
の
小
池
政
之
助
氏
お
よ
び
地 

元
の
文
化
財
調
査
員
の
方
々
の
御
案
内
に
よ
り
お
こ
な
っ
た
。
予
備
調
査
で
は
町 

内
全
域
を
く
ま
な
く
め
ぐ
り
、
主
に
明
治
中
期
以
前
の
民
家
に
た
ち
寄
ら
せ
て
い 

た
だ
き
、昔
の
家
業
お
よ
び
母
屋
の
建
立
に
関
す
る
伝
承
等
を
聞
き
取
り
な
が
ら
、
 

家
の
周
囲
お
よ
び
主
に
ダ
ィ
ド
コ
ロ
内
や
大
黒
柱
等
を
な
が
め
さ
せ
て
い
た
だ
き 

本
調
査
の
対
象
民
家
を
選
定
し
た
。
そ
の
結
果
、
上
毛
電
鉄
線
以
南
は
新
開
地
の 

た
め
本
調
査
対
象
民
家
を
全
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
よ
り
北
部
に
限
ら 

れ
て
し
ま
つ
た
。

大
間
々
町
も
他
の
町
村
と
同
様
に
、
近
年
に
お
け
る
近
代
化
は
顕
著
で
、
道
路 

は
相
当
奥
地
ま
で
舗
装
化
さ
れ
、
廃
家
と
な
っ
た
草
葺
民
家
が
山
間
部
で
目
に 

映
っ
た
。
古
老
の
話
に
よ
る
と
町
内
の
民
家
は
街
路
ぞ
い
の
町
家
を
除
い
て
昔
は 

総
ベ
て
草
葺
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
町
内
全
域
を
廻
っ
て
あ
ま
り
に
も
少
な
く 

な
っ
た
草
葺
民
家
に
驚
か
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
本
調
査
で
は
予
備
調
査
で 

廻
っ
た
草
葺
民
家
は
総
べ
て
対
象
民
家
と
し
て
と
り
上
げ
た
次
第
で
あ
る
。

本
調
査
は
八
月
五
日
〜
八
日
ま
で
に
行
う
こ
と
を
心
掛
け
た
が
、
予
備
調
査
の 

結
果
そ
う
遠
く
な
い
う
ち
に
と
り
こ
わ
し
て
新
築
し
た
い
と
い
う
家
が
い
が
い
に 

多
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
明
治
中
期
以
前
の
民
家
は
で
き
る
だ
け
多
く
本
調
査 

の
対
象
民
家
と
し
て
と
り
上
げ
た
。
そ
の
た
め
本
調
査
の
日
数
は
十
日
を
要
し
た
。
 

な
お
、
本
調
査
に
際
し
て
は
大
間
々
町
文
化
財
調
査
員
板
橋
春
夫
氏
及
び
日
本
大

学
大
学
院
生
田
島
豊
穂
君
に
連
日
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
の
で
こ
こ
に
記
し
て
感 

謝
の
意
を
表
し
ま
す
〇 

(

桑
原 

稔)

一
、
調
査
民
家
の
形
式
分
類
と
編
年

本
調
査
を
行
っ
た
民
家
は
表
—1

に
示
す
四
十
四
棟
で
、
こ
れ
ら
を
平
面
形
式 

よ
り
分
類
す
る
と
八
つ
の
形
式
に
区
分
さ
れ
る
。
四
十
四
棟
の
調
査
民
家
の
う
ち
、
 

伝
承
等
に
よ
り
建
立
年
代
が
判
明
あ
る
い
は
推
定
で
き
た
遺
構
は
二
十
一
棟
に
な 

り
、
そ
の
比
率
は
四
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
。

編
年
は
こ
れ
ら
建
立
年
代
の
判
明
あ
る
い
は
推
定
で
き
た
遺
構
の
原
形
の
示
す 

各
特
徴
と
、
他
の
民
家
の
平
面•

構

造•

細
部
等
を
比
較•

検
討
し
て
編
年
の
指 

標
を
求
め
、
全
体
の
編
年
系
列
を
つ
く
っ
た
の
が
表
—1

で
あ
る
。

こ
こ
に
大
間
々
町
内
に
お
け
る
調
査
農
家
遺
構
の
平
面
形
式
を
溯
源
的
に
順
次 

列
挙
す
る
と
次
の①

〜⑦

の
よ
う
に
な
る
。⑧

は
農
家
で
は
な
く
昔
の
商
家
を
指 

し
、
そ
の
平
面
は
俗
に
「
通
り
庭
式
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
土

間
(

ト
ー
リ
と 

よ
ぶ)

が
表
か
ら
裏
ま
で
縦
長
に
通
じ
て
お
り
、
各
室
は
土
間
に
面
し
て
表
か
ら 

裏
へ
縦
に
配
さ
れ
る
た
め
、
全
体
の
平
面
も
縦
長
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ 

う
な
町
家
は
農
家
と
は
逆
に
古
く
か
ら
人
口
の
密
集
地
に
建
て
ら
れ
、
し
か
も
商 

店
が
多
い
た
め
、
特
に
改
造
が
激
し
く
往
時
の
姿
を
と
ど
め
る
こ
と
は
極
め
て
少 

な
い
。
し
か
し
大
間
々
町
で
は
繁
華
街
の
中
に
数
棟
で
は
あ
る
が
、
古
風
な
感
を 

与
え
る
町
家
を
残
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
往
時
の
風
情
を
ほ
そ
ぼ
そ
と
今
日
に
伝 

え
て
い
る
。

今
回
の
調
査
で
は
四
棟
の
町
家
を
と
り
あ
げ
た
が
、

一
棟
は
改
造
激
し
く
復
原



表 1 大間々 町民家遺構

間取の形 構 造 柱間装置 設備仕上その他

二

階

涵

の

仕

上

堪

i
s
,

ト

コ
^

^

-

 

_
_
_

な

し
( 

ィ
ド
コ
境
黌
あ
り

ザ
ス
キ.
ダwt
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し( 

の
境
全
開
放

ナ
ン
ド
半
閉
鎖/

デ
ー
と

閉

鎖

表

側

全

開

放( 

デ
—
の
壁
あ
い

の
有
無
あ

い 

土

台

な

し

く

の
構
造
せ
が

表
側
軒
ふ
き
下
し
く
 

柱

間

二

Î

表

側

の

一

間

く
 

の

逃

げ

あ

り/ 

大
黒
柱̂

し

町 

家 

多

間

取

型
 

多

間

取

型

不
整
形
田
字
型

喰
違
四
間
取
型 

広

間

型

二

間

取

型

一

間

取

型

所

在

地

所

有

者

正田 猛高津戸 

石原岩三桐！ 

久保田吉松〃 

金子元治長尾根 

正田 猛高津戸 

高瀬好夫小平 

須永武男浅！ 

関口宗佑小平 

穴原和郎 " 
小池考太郎IW 

星野幸作浅原 

小野雅造桐原_ 

高瀬恭平小平 

金子定夫浅原 

高瀬友平小f 
小倉元男塩沢 

小倉玉吉〃 

福田勘助上神梅 

高草木増次塩！ 

小池政之助〃 

深沢順磨 "_ 

星野邦次

鹿沼利夫 _ 

関口三郎司塩原 

赤石 康小平 

深沢豊次浅原 

松島和男塩原 

福田富三寧原 

漸田良一郎塩原 

高草木昭夫〃 

鏑木多真喜上神遂 

高草木春吉塩原 

荻原一郎浅原 
星野清一小平_ 

奥沢 実塩原 

小倉真佐留〃 

星野与市浅原 

水島松次郎塩沢 

藤生二三夫浅原 

小野里公男塩原 

金子正次長尾根 

須永善十郎3 丁目 
野口信三郎〃 

岡直三郎商店|4T§
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の形式分類及び編年表 (M :明治、T :大止、S :昭和の略)

建 染 に つ い て

建 立 に つ い て の 伝 承 等

代

(

紀
)

推

定

建

立

年

4—— 

役

割

な

ど

|  

職

業
.

家

柄

！ 

再
建
さ
れ
た
も
の
4—4- 

建
立
さ
れ
た
ま
、

I  

不 

明
！
'

〇 晨冢19初 旧母屋、現在は養蚕場として使用、13年前77才没の先祖も知らなかったほど古いものだと伝える。

〇 〃 19中 当主(69才)の親が住んでいたが建立については不明。

〇 〃 19初150年以上は経ている。

〇 〃 19中不明
〇 " 20中 持主が移転したため、買い取り 移築した。間取•規模は移築前と全く違わないという。_

〇_______ 〃一 17 中 不 -明 ___________________________________________________________ _

〇 〃 17末不明
〇 " "ダイドコロ部分はおじいさん(M2眸生)が1財の時大改造し2階をつける。他は宗佑さん(T,9年生)より1玳前に建てた。

〇_______J 18 初__________________________________ ________ ____________ _

〇 〃18中この辺では最も古い家であると伝える。 _

〇〃〃 "

〇 〃 19初 当家は雅造氏(T、12年生)で6代目になるという。

〇 〃 19 中__________________________________________________________________________________

〇 〃 //

〇 " 〃

〇 ____ 〃 18 初
〇______名主_____________________________________________________________________________________

〇 "18中 村方覚書帳(正徳6年)により、正徳の頃当家の先祖が名主を勤めていたことが明らかである。

〇 ______農家19中_________________________________________________________________________________

〇 組頭18末
〇 農家19初_

〇 〃 19中 宗平(天保12年生)が当地へ移築して住んだ初代という。

〇 〃 〃

〇 〃 19末 安政6^(1859)生れの人が16才の時結婚してこの家をつくって住んだと伝える。

〇_____"19 中
〇 〃 19末 豊次さんの祖父(T,8年76才没)がたった。建立時期はM中期と伝える。

〇 〃 〃 S.45年75才没の親が移築した。

〇 " " 当主の祖父がM,20年頃移築した。S *10年頃土間の方を3間位もぎとる。

〇 " " 火災にあい、2年前81才没の人が腹にあるとき建ったもの。

〇 〃 〃 M«28年の建立と伝える。

〇 〃 〃 大間々町内でみられた赤城型は当家だけであった。但し福田富三郞は復原すると赤城型になる。

〇 〃20初 前兜造、M.34年生の人が5.6才の時古家を買って移築した。グシはクレグシだったという。 

〇 〃 〃2階で主に養蚕を120貫もとれた。S_2年の建立、建築費2千円、出桁造。

〇 〃 19中 馬 W(M>15年74才没)が建った。年代は祖母(S *8年86才没)が10才の時建ったという。

〇 〃 〃 当主(51才)の3代前に火災にあい建て替えた。

〇_ 〃 19 末
〇 〃 20初 前の家が古くなったのでM.33年に建て替えた。

〇 〃 〃 大正3年(1914)建立、前兜造。

〇 "20中S46年(1941)建立
〇 ______名主18初___________________________________________________________________________________

〇 農家19初S.51年に92才で没した人が20才で嫁に来た時93才のおじいさんがおり、その人が3才の時建替えた。 

商店19末M.28年の大火でもえ、翌年の29年に建ったもの。

// // //

// // n



の
全
く
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
報
告
書
で
は
三
棟
を
と
り
あ
げ
て
お 

ぃ
た
。

① 

一
間
取
の
民
家

② 

二
間
取
の
民
家

③ 

広
間
型
の
民
家

④ 

喰
違
四
間
取
の
民
家

⑤ 

不
整
形
田
字
の
民
家

⑥ 

整
形
田
字
の
民
家

⑦
 

多
間
取
の
民
家(

室
数
が
四
間
以
上
あ
る
も
の)

⑧ 

町
家

次
に
以
上
の
各
形
式
に
つ
い
て
、
そ
の
特
質
を
遺
構
例
を
解
説
し
な
が
ら
順
次

述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ー
ー
、

一
間
取
の
民
家

こ
の
形
式
に
属
す
る
民
家
は
正
田
猛
家
と
石
原
岩
三
家
の
二
棟
が
発
見
さ
れ
、
 

そ
の
復
原
平
面̂

[a
—1

の
よ
う
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
け
る
民
家
の
発
展
を
考
え
る
時
、
そ
の
出
発
点
は
堅
穴
住
居
に
な 

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

円
い
堅
穴
住
居
か
ら
生
成
し
た
民
家
平
面
は
、
次
に
外
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
矩
形 

の
平
面
と
な
り
、
こ
れ
が
直
家
の
出
発
点
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
当
初
の
内
部
は 

堅
穴
住
居
と
同
様
に
土
間
で
あ
り
、
片
側
に
干
草
や
藁
を
ぶ
厚
く
敷
き
つ
め
て
寝 

所
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
や
が
て
土
間
の
一
部
に
こ
ろ
ば
し
根
太
の
床 

を
張
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
束
で
支
え
る
床
上
部
分
に
発
展
し
、
土
間
と
床
上 

部
分
に
分
割
さ
れ
た
一
間
取
の
民
家
が
発
生
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、

一
間
取
の
民
家
は
現
在
残
さ
れ
て
い
る
近
世
民
家 

の
う
ち
で
、
最
も
原
始
的
な
形
態
を
伝
え
る
遺
構
と
し
て
極
め
て
貴
重
で
あ
る
と 

考
え
ら
れ
る
。

正
田
猛
家
は
梁
間
二
間
、桁
行
五
間
で
あ
る
か
ら
建
坪
は
十
坪
で
あ
り
、
ト
ボ
ー 

グ
チ
を
入
る
と
左
手
の
二
間
四
方
を
束
で
支
え
る
板
張
り
の
床
上
と
し
、
他
は
土 

間
と
し
グ
ィ
ド
コ
ロ
と
よ
ん
で
い
る
。
床
上
と
グ
ィ
ド
コ
ロ
の
境
は
建
具
を
用
い 

ず
開
放
と
し
、
構
造
も
極
め
て
単
純
で
古
い
形
式
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
当
家
は 

現
在
、
近
く
に
母
屋
を
新
築
し
、
当
遺
構
は
主
に
蚕
室
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

建
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
十
三
年
前
七
十
七
才
で
亡
く
な
っ
た
先
祖
も
知
ら
な 

か
っ
た
ほ
ど
古
い
も
の
だ
と
伝
え
る
が
、
具
体
的
な
建
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
構
造
及
び
細
部
の
特
徴
な
ど
か
ら
一
九
世
紀
初
期
頃
の
遺
構
で
な
い
か 

と
推
定
さ
れ
る
。

石
原
岩
三
家
は
梁
間
二
間
桁
行
四
半
の
規
模
で
あ
る
か
ら
、
建
坪
は
九
坪
で
あ 

る
。
ト
ボ
ー
グ
チ
は
ダ
イ
ド
コ
の
妻
側
の
外
壁
に
接
し
て
設
け
ら
れ
、
ダ
イ
ド
コ 

と
床
上
の
室
境
で
は
差
鴨
居
を
用
い
て
建
具
を
嵌
め
込
み
、
室
と
土
間
の
間
に
幅 

一
間
の
板
張
部
分
を
設
け
て
、
こ
こ
に
イ
ロ
リ
備
え
て
い
る
。
些
家
は
前
述
の
正 

田
猛
家
ょ
〇
新
し
い
特
徴
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
ょ
そ
十
九
世
紀
中
期 

頃
の
遺
構
と
推
定
す
る
。

近
代
化
の
波
が
農
村
の
隅
々
ま
で
押
し
寄
せ
、
町
内
全
域
を
見
わ
た
し
て
も
草 

屋
根
の
民
家
は
も
は
や
数
え
ら
れ
る
程
の
少
数
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
日
に
お
い

図1 1間取の民家(俱原図)

正田猛家 石原岩三家

室名？ 室名？



て
、
こ
こ
に
と
リ
あ
げ
た
よ
ぅ
な
一
間
取
の
民
家
を
調
査
で
き
た
こ
と
は
奇
跡
に 

等
し
く
、
民
家
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て
全
く
あ
リ
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

三
、
二
間
取
の
民
家

二
間
取
の
民
家
は
三
棟
を
調
査
し
、
そ
れ
ら
の
復
元
平
面
及
び
復
元
断
面
図
は 

図1
2

の
よ
ぅ
で
あ
る
。

久
保
田
吉
松
家
は
梁
間
二
間
、
桁
行
七
間
で
桁
行
方
向
に
二
室
並
べ
た
細
長
い 

造
リ
で
あ
る
。
室
名
は
二
室
と
も
不
明
で
室
境
に
は
中
間(

棟
下)

に
柱
を
建
て 

て
い
る
。
上
手
の
室
境
で
は
建
具
を
嵌
め
込
ん
で
い
る
か
下
手
の
室
と
ダ
ィ
ド
コ 

境
は
建
具
を
用
い
て
お
ら
ず
開
放
さ
れ
て
い
る
。
当
家
の
建
立
年
代
に
つ
い
て
の

伝
承
は
、
当
主
に
よ
れ
ば
一
五
〇
年
以
上
経
て
い
る
も
の
と
い
う
。
建
築
の
各
部 

の
特
徴
か
ら
推
察
し
て
お
よ
そ
一
九
世
紀
初
期
頃
の
遺
構
と
み
て
穏
当
で
あ
ろ 

う
〇金

子
元
治
家
は
梁
間
二
、
五
間
、
桁
行
九
間
で
久
保
田
吉
松
家
よ
り
さ
ら
に
細 

長
い
平
面
を
示
し
て
い
る
。
当
家
も
上
手
と
下
手
の
室
境
及
び
下
手
の
室
と
ダ
イ 

ドn

境
の
棟
下
に
中
住
を
有
し
、
下
手
の
室
と
ダ
イ
ド
コ
境
は
建
具
を
用
い
ず
開 

放
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ト

コ•

オ
シ
イ
レ
を
備
え
下
屋
を
設
け
て
い
る
な
ど
新 

し
い
特
徴
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
久
保
田
吉
松
家
よ
り
新
し
く
、

一
九
世
紀 

中
期
頃
の
遺
構
と
考
え
ら
れ
る
。

正
田
猛
家
は
一
間
取
の
民
家
所
有
者
と
同
一
の
所
有
に
な
る
も
の
で
、
十
年
前 

頃
近
く
に
住
ん
で
い
た
旧
所
有
者
が
移
住
し
て
空
家
と
な
っ
た
た
め
、
そ
の
母
屋 

を
買
い
取
り
、
全
く
旧
態
の
ま
ま
解
体
移
築
し
た
も
の
と
い
い
現
在
は
物
置
に
使 

用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
移
築
年
代
は
二
十
世
紀
中
期
と
な
る
。

久
保
田
吉
松
家
や
金
子
元
治
家
の
よ
う
な
桁
行
方
向
に
並
ん
だ
二
間
取
の
民
家 

は
、
県
内
で
は
め
ず
ら
し
く
、
今
の
と
こ
ろ
他
地
域
で
み
ら
れ
な
い
め
ず
ら
し
い 

形
式
で
あ
る
と
い
え
る
。

正
田
猛
家
の
よ
う
な
二
間
取
の
形
式
は
県
内
他
地
域
で
も
数
多
く
み
ら
れ
る
も 

の
で
、
二
間
取
の
一
般
的
な
形
式
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
二
間
取
の
民
家
は
庶
民
住
宅
の
発
達
史
上
、

一
間
取
の
民
家 

に
次
い
で
発
展
し
た
と
推
察
さ
れ
る
平
面
形
式
と
し
て
、
極
め
て
貴
重
な
有
形
的 

史
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

四
、
広

間

型

の

民

家

調
査
遺
構
四
十
四
棟
の
う
ち
、
十
棟
が
こ
の
形
式
に
属
し
約
二
十
三％

が
広
間 

型
の
平
面
形
式
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

広
間
型
遺
構
の
中
で
最
も
古
い
様
式
を
示
し
て
い
る
の
が
高
瀬
好
夫
家
で
あ 

る
。
高
瀬
好
夫
家
の
規
模
は
梁
間
三
間
半
、
桁
行
八
間
半
余
で
、
そ
の
平
面
は
開

図2 2間取民家(復原図)
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口
部
少
な
く
、
極
め
て
閉
鎖
性
の
強
い
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
デ
ー
の
表 

側
は
半
間
の
開
口
部
を
設
け
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
ナ
ン
ド
は
ジ
ャ
シ
キ
側
に
設 

け
ら
れ
た
半
間
の
出
入
口
以
外
を
土
壁
で
閉
鎖
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

そ
し
て
ナ
ン
ド
の
出
入
口
は
他
よ
り
も
敷
居
を
高
め
て(

痕
跡
で
は
床
上
よ
り
シ 

キ
ィ
メ
デ
上
端
ま
で
四
寸
一
分)

帳
台
構
え
と
し
て
い
た
。
ま
た
ジ
ャ
シ
キ
で
は 

表
側
の
半
分
に
サ
マ
を
設
け
て
い
る
の
も
古
い
手
法
で
あ
る
。

各
室
の
機
能
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
ナ
ン
ド
は
寝
室
に
相
当
す
る
部
屋
で
あ
っ 

た.
。
寝
る
た
め
に
は
暗
く
静
か
な
、
そ
し
て
外
部
か
ら
色
々
な
危
害
を
加
え
ら
れ 

る
心
配
の
な
い
空
間
が
求
め
ら
れ
る
の
は
文
化
程
度
の
低
い
時
代
に
あ
っ
て
は
い 

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
そ
の
よ
う
な
配
慮
か
ら
、
丈
夫
な
土
壁 

を
四
周
に
め
ぐ
ら
し
就
寝
の
た
め
の
小
空
間
を
つ
く
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
寝 

室
内
で
は
干
草
や
藁
を
ぶ
厚
く
敷
き
つ
め
、
こ
の
上
に
横
臥
し
簡
単
な
布
を
か
け 

て
就
寝
し
た
。
ナ
ン
ド
の
出
入
口
で
敷
居
を
一
段
高
く
し
帳
台
構
に
す
る
の
は
、
 

ナ
ン
ド
内
部
に
敷
き
つ
め
た
干
草
や
藁
が
出
入
の
際
外
へ
出
る
の
を
防
ぐ
た
め
に 

考
え
出
さ
れ
た
古
い
建
築
手
法
の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
社
会
が
進
歩
し
、
 

多
く
の
庶
民
が
就
寝
の
際
、
敷
き
ぶ
と
ん
を
敷
き
そ
の
上
に
寝
る
よ
う
に
な
る 

と
、
や
が
て
帳
台
構
え
は
そ
の
必
要
性
を
欠
く
た
め
に
建
築
手
法
か
ら
消
え
て
い 

く
の
で
あ
る
。

当
家
は
建
立
に
関
す
る
記
録
及
び
伝
承
等
を
残
し
て
い
な
い
が
、
平

面•

構 

造
•

細
部
等
の
特
徴
か
ら
十
七
世
紀
中
期
頃
ま
で
溯
る
極
め
て
古
い
遺
構
で
あ
る 

と
推
察
さ
れ
る
。

須
永
武
男
家
は
梁
間
四
間
、
桁
行
九
間
半
の
規
模
を
も
ち
、
デ
ー
表
は
半
分
を 

開
放
し
高
瀬
好
夫
家
よ
り
多
少
開
放
的
に
な
っ
て
い
る
。
ナ
ン
ド
の
出
入
口
は
や 

は
り
帳
台
構
え
と
し
て
い
る
が
、
当
家
の
場
合
は
床
上
よ
り
シ
キ
ィ
の
メ
デ
上
端 

ま
で
九
寸
も
あ
る
高
い
も
の
で
あ
る
。

デ
ー
は
接
客
の
間
と
も
い
わ
れ
、
公
け
の
性
格
を
も
っ
た
空
間
と
考
え
ら
れ
て 

い
る
。
そ
の
た
め
畳
敷
に
さ
れ
る
の
も
こ
の
部
屋
が
最
も
早
く
、
後
に
な
る
と
卜 

コ•

タ
ナ
が
付
け
ら
れ
る
の
も
こ
の
部
屋
で
あ
る
。

調
査
の
結
果
当
家
の
デ
—
は
す
で
に
畳
敷
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ザ
ス
キ
は
家
族
の
居
間
で
あ
り
、
食
事
室
で
あ
り
ユ
カ
上
の
仕
事
場
で
も
あ
る 

が
、
ま
た
日
常
の
軽
い
訪
問
客
の
た
め
の
応
対
に
も
使
用
さ
れ
る
と
い
う
雑
多
な 

兼
用
空
間
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
ザ
ス
キ
に
は
必
ず
ダ
イ
ド
コ
口
寄
り
の
ほ
ぼ
中 

央
に
イ
ロ
り
が
設
け
ら
れ
、
ダ
イ
ド
コ
ロ
と
の
境
で
は
ま
だ
建
具
を
嵌
め
込
ん
で 

お
ら
ず
、
ザ
ス
キ
は
ダ
イ
ド
コ
ロ
と
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い 

る
。
そ
し
て
ザ
ス
キ
表
の
半
分
に
格
子
を
嵌
め
込
み
サ
マ
と
す
る
の
も
古
い
手
法 

で
あ
る
。

当
家
は
建
立
に
つ
い
て
の
記
録
お
よ
び
伝
承
等
も
な
い
が
、
建
築
の
平
面•

構 

造•

細
部
等
の
特
徴
か
ら
十
七
世
紀
末
期
頃
の
遺
構
と
推
定
す
る
。

関
口
宗
佑
家
は
ダ
イ
ド
コ
口
部
を
大
正
三
年(

一
九
一
四)

に
大
改
造
し
、
二 

階
を
増
設
し
て
い
る
た
め
こ
の
部
分
の
復
原
は
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ユ
カ 

上
部
分
の
特
徴
は
須
永
武
男
家
と
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
家
は
須
永
家 

と
ほ
ぼ
同
年
代
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

宗

佑
さ
ん(

大
正
九
年
生)

の
話
に
よ
れ
ば
、

ユ
カ
上
部
分
は
十
三
代
前
に
つ 

く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
家
の
ユ
カ
上
部
分
は
、
十
七
世 

紀
末
期
頃
の
建
立
と
み
れ
ば
穏
当
で
あ
ろ
う
。

穴
原
和
郎
家
は
表
側
の,
柱
を
中
古
に
入
れ
替
え
、
ダ
イ
ド
コ
ロ
の
妻
側
を
四
尺 

五
寸
程
も
ぎ
と
っ
て
い
る
た
め
、
完
全
な
復
原
は
困
難
で
あ
っ
た
が
、
関
口
宗
佑 

家
に
次
ぐ
古
い
遺
構
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
十
八
世
紀
初
期
頃
の
建
立
と 

み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

当
家
は
中
古
に
採
光
の
た
め
妻
側
を
少
し
切
り
上
げ
、
切
り
上
げ
た
妻
側
か
ら 

桁
行
に
約
二
間
の
幅
に
わ
た
っ
て
、
土
間
を
約
三
尺
程
掘
り
下
げ
ハ
タ
バ
と
し
て 

い
る
。
古
老
の
話
に
よ
る
と
、
織
物
を
織
る
場
合
湿
度
を
多
く
す
る
と
織
り
易
い 

の
だ
と
い
い
、
そ
の
た
め
に
織
物
を
織
る
場
所
を
地
面
よ
り
低
く
掘
り
下
げ
、
そ 

こ
で
イ
ザ
り
バ
タ
を
織
っ
た
の
だ
と
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
昔
、
小
平
の 

ハ 

ブ
タ
イ
は
相
当
名
が
知
れ
て
お
り
、
越
後
方
面
か
ら
織
子
が
多
勢
出
稼
ぎ
に
来
た 

の
だ
と
い
い
伝
え
て
い
る
。
当
家
で
は
昭
和
八
、
九
年
頃
ま
で
ダ
イ
ド
コ
ロ
で
機



図3 広間型の民家(復原平面•断面図)

関口宗佑家

高瀬好夫家 須永武男家 八/足W即)豕 小池孝太郎家 星野幸作家 小野雅造家



織
を
し
て
い
た
と
い
う
。

小
池
孝
太
郎
家•

星
野
幸
作
家
は
類
似
し
た
特
徴
を
示
す
遺
構
で
あ
る
。

こ
の 

期
の
遺
構
に
な
る
と
、
デ
ー
表
の
土
壁
が
消
滅
し
、
デ
ー
と
ナ
ン
ド
境
で
は
半
分 

の
土
壁
が
消
滅
し
、
こ
こ
に
建
具
を
入
れ
て
表
側
か
ら
デ
ー
を
通
し
て
で
あ
る
が
、
 

ナ
ン
ド
に
採
光
す
る
よ
う
に
な
る
。

小
池
孝
太
郎
の
ト
ボ
—
グ
チ
の
大
戸
は
郁
戸
の
よ
う
に
内
側
へ
釣
り
上
げ
る 

も
の
で
、
引
戸
の
よ
う
に
引
き
込
む
壁
を
必
要
と
し
な
い
長
所
が
あ
り
、
ト
ボ
ー 

グ
チ
の
新
し
い
開
閉
方
法
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

小
池
孝
太
郎
家•

星
野
幸
作
家
と
も
建
立
に
関
す
る
記
録
及
び
伝
承
を
残
し
て 

い
な
い
が
、
建
築
の
特
徴
か
ら
一
八
世
紀
中
期
頃
の
遺
構
と
推
定
さ
れ
る
。

小
野
雅
造
家
は
小
池
孝
太
郎
家•

星
野
幸
作
家
よ
り
幾
分
新
し
い
遺
構
と
考
え 

ら
れ
る
も
の
で
、
オ
ク
ザ
ス
キ(

デ
—)

と
ナ
ン
ド
境
に
ト
コ
を
設
け
て
い
る
。
 

当
家
に
前
述
の
広
間
型
六
棟
の
遺
構
と
同
様
、
本
百
姓
の
家
柄
で
名
主
等
の
役
職 

を
勤
め
た
家
柄
で
は
な
い
。
し
か
し
オ
ク
ザ
ス
キ(

デ
ー)

に
ト
コ
を
付
け
て
い 

る
こ
と
は
、
時
代
の
進
展
に
よ
っ
て
幕
府
の
禁
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
百
姓
層 

で
は
す
で
に
ト
コ
を
設
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

当
家
は
雅
造
氏(

大
正
十
二
年
生)

で
六
代
目
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

一
 

九
世
紀
初
期
頃
の
遺
構
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

高
瀬
恭
平
家•

金
子
定
夫
家•

高
瀬
友
平
家
は
共
に
類
似
の
特
徴
を
示
す
も
の 

で
、
建
立
年
代
は
一
九
世
紀
中
期
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
時
期
の
遺
構 

に
な
る
と
、
開
放
性
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
デ
ー
と
ザ
ス
キ
境
で
は
中
柱
を
除
去 

し
差
鴨
居
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
大
黒
柱
は
四
面
を
カ
ン
ナ
で
仕
上 

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
土
間
側
に
逃
げ
を
う
っ
て
据
え
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
る
。

大
黒
柱
が
土
間
側
に
逃
げ
る
の
は
、
ザ
ス
キ
に
畳
を
敷
き
つ
め
る
よ
う
に
な
っ 

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
古
い
手
法
は
ザ
ス
キ
と
ダ
イ
ド
コ
ロ
境
の
間
仕
切
芯
に
大
黒 

柱
の
芯
を
合
わ
せ
て
据
え
る
た
め
、
他
の
柱
よ
り
太
い
大
黒
柱
は
ザ
ス
キ
側
に
か 

な
り
は
み
出
す
こ
と
に
な
る
。(

写
真
11
参
照)
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
畳
を
入
れ
よ 

う
と
す
る
場
合
、
大
黒
柱
に
当
る
部
分
の
畳
を
凹
字
形
に
欠
く
か
、
大
黒
柱
自
身 

を
欠
く
か
し
な
け
れ
ば
畳
か
入
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
太
い
大
黒
柱
を
敷 

居
の
内
側
に
合
わ
せ
る
た
め
、
ザ
ス
キ
と
ダ
イ
ド
コ
ロ
境
の
芯
よ
り
幾
分
土
間
側 

へ
寄
せ
て
据
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
大
黒
柱
の
逃
げ 

が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。(

写
真
17
参
照)
。

し
た
が
っ
て
大
間
々
町
の
民
家
の
場
合
、
ザ
ス
キ
に
畳
を
敷
き
つ
め
る
よ
う
に 

な
る
の
は
一
般
の
本
百
姓
民
家
の
場
合
お
よ
そ
一
九
世
紀
中
期
頃
と
み
て
よ
い
で 

あ
ろ
う
。
ザ
ス
キ
に
畳
が
敷
き
つ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
ザ
ス
キ 

に
設
け
ら
れ
て
い
た
イ
ロ
リ
は
ダ
イ
ド
コ
ロ
に
張
り
出
し
た
板
張
り
部
分
に
移
行

図4 広間型の民家(復原平面•断面図)
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す
る
よ
う
に
な
り
、
ザ
ス
キ
と
ダ
イ
ド
コ
ロ
境
に
は
建
具
が
入
っ
て
、
ザ
ス
キ
は 

ダ
イ
ド
コ
ロ
か
ら
独
立
し
た
空
間
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
こ
の
時
期
に
な
る
と
ダ
イ
ド
コ
ロ
の
表
側
に
格
子
棒
を
嵌
め
込
ん
だ
サ 

マ
を
設
け
て
こ
こ
か
ら
採
光
し
、
そ
の
内
側
で
糸
を
ひ
い
た
り
、
機
を
織
っ
た
り 

す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
サ 

マ 

の
内
側
を
今
日
で
も
イ
ト
ヒ
キ
バ 
あ
る
い
は 

ハ 

タ

ハ
(

ハ
タ
ヤ
と
も
よ
ぶ)

と
よ
ん
で
い
る
家
が
多
い
。

五
、
喰
違
四
間
取
の
民
家

広
間
型
の
民
家
に
お
け
る
広
々
と
し
た
ザ
ス
キ
は
作
業
に
適
し
て
い
た
が
、
 

種
々
な
用
途
が
重
な
り
合
っ
て
い
た
た
め
不
便
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
食
事 

中
の
来
客
に
は
困
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
や
が
て
こ
の
ザ
ス
キ
か
ら
、
食 

事
室
の
独
立
が
計
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ザ
ス
キ
が
分
割
さ
れ
て
裏
側
に
チ
ャ
ノ 

マ
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
形
式
が
図
—5

に
示
す
喰
違
四
間
取
の
民 

家
で
あ
る
。

小
倉
元
男
家
は
デ
ー
と
ナ
ン
ド
の
境
を
土
壁
で
閉
鎖
し
、
大
黒
柱
の
逃
げ
も
な 

い
こ
と
な
ど
か
ら
比
較
的
古
い
遺
構
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
デ
ー
に
ト
コ
を
設
け
て 

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
名
主
程
度
の
格
式
の
高
い
家
柄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

小
倉
玉
吉
家
は
名
主
を
勤
め
た
家
柄
と
伝
え
る
が
、
デ
ー
と
ナ
ン
ド
境
は
閉
鎖 

さ
れ
、
ザ
ス
キ
表
に
は
サ
マ
も
残
し
て
い
る
。
し
か
し
デ
ー
と
ナ
ン
ド
境
に
ト
コ 

を
設
け
、
ザ
ス
キ•

ダ
イ
ド
コ
境
の
柱
に
逃
げ
が
あ
る
な
ど
進
ん
だ
手
法
も
示
し 

て
い
る
。

こ
れ
は
名
主
と
い
う
立
場
の
た
め
、
進
ん
だ
手
法
を
受
け
入
れ
易
か
っ 

た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
•

小
倉
元
男
家•

小
倉
玉
吉
家
と
も
建
立
に
関
す
る
記
録•

伝
承
等
を
残
し
て
い 

な
い
。
し
か
し
、
建
築
の
特
徴
及
び
農
村
に
お
け
る
当
時
の
階
層
差
を
考
慮
す
る 

時
、

一
八
世
紀
初
期
頃
の
遺
構
と
考
え
て
も
お
か
し
く
な
い
も
の
と
推
察
す
る
。
 

福
田
勘
助
家
も
名
主
を
勤
め
た
家
柄
で
あ
る
。
オ
ク
り
と
ナ
ン
ド
境
は
幅
一
間 

を
開
放
し
建
具
を
嵌
め
、
こ
の
片
わ
ら
に
ト
コ
を
設
け
て
い
る
。
ま
た
チ
ャ
ノ
マ

図5 喰違4間取の民家(復原平面.断面図)
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の
奥
行
が
広
く
と
ら
れ
て
お
り
、
ザ
ス
キ
の
発
展
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

当
家
も
建
立
に
関
す
る
記
録
及
伝
承
等
を
残
し
て
い
な
い
が
、
建
築
の
特
徴
と
階 

層
差
を
考
慮
し
て
、
十
八
世
紀
中
期
頃
の
遺
構
と
推
定
し
て
お
く
。

高
草
木
増
次
家
は
本
百
姓
層
の
遺
構
で
あ
る
。
デ

ー•

ザ
ス
キ
境
及
び
ザ
ス 

キ
•

チ
ャ
ノ
マ
境
は
中
柱
を
省
略
し
、
差
鴨
居
を
用
い
て
お
り
、
大
黒
柱
は
カ
ン 

ナ
仕
上
げ
と
し
、
逃
げ
も
あ
る
。
当
家
も
建
立
に
関
す
る
記
録
及
び
伝
承
を
残
し 

て
い
な
い
。
し
か
し
建
築
の
特
徴
か
ら
お
よ
そ
十
九
世
紀
中
期
頃
の
遺
構
で
は
な 

い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

六
、
不
整
形
田
字
平
面
の
民
家

喰
違
四
間
取
の
民
家
の
初
期
に
お
け
る
形
式
は
図
—5

の
小
倉
元
男
家
及
び
小 

倉
玉
吉
家
の
よ
う
に
、
ザ
ス
キ
の
裏
側
に
設
け
ら
れ
た
チ
ャ
ノ
マ
の
奥
行
が
せ
ま 

い
た
め
、
チ
ャ
ノ
マ
と
ザ
ス
キ
境
の
間
仕
切
は
ナ
ン
ド
と
デ
ー
境
の
間
仕
切
線
よ 

り
裏
側
へ
ず
れ
て
設
け
ら
れ
る
た
め
に
喰
違
い
を
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

調
査
遺
構
よ
り
推
察
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
大
間
々
町
に
お
け
る
不
整
形
田 

字
の
民
家
は
、
初
期
喰
違
四
間
取
の
民
家
に
お
け
る
ザ
ス
キ
と
チ
ャ
ノ
マ
境
の
間 

仕
切
線
が
、
デ
ー
と
ナ
ン
ド
境
の
間
仕
切
の
延
長
線
上
ま
で
前
進
し
て
生
成
し
た 

形
式
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

本
調
査
で
不
整
形
田
字
の
民
家
に
属
す
る
遺
構
は
十
四
棟
の
調
査
を
行
な
い
、
 

調
査
遺
構
中
の
各
形
式
の
う
ち
で
最
も
多
く
、
約
三
十
二％

に
達
し
た
。

不
整
形
田
字
の
民
家
に
属
す
る
調
査
遺
構
の
中
で
最
も
古
い
遺
構
と
思
わ
れ
る 

も
の
が
、
図
—6

に
掲
げ
た
小
池
政
之
助
家
で
あ
る
。
当
家
は
デ
ー
と
ナ
ン
ド
境 

に
ト
コ
を
設
け
て
い
る
た
め
、
デ
ー
と
ナ
ン
ド
境
は
全
部
開
放
さ
れ
る
ま
で
に 

至
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
ト
コ
が
設
け
ら
れ
る
位
置
と
し
て
、
古
い
も
の
で 

は
デ
ー
と
ナ
ン
ド
境
に
設
備
し
、
新
し
い
も
の
で
は
デ
ー
の
妻
側
に
設
け
ら
れ
る 

の
が
一
般
的
で
あ
る
。
当
家
は
デ
ー •

ザ
シ
キ
の
表
側
及
び
各
室
境
の
間
仕
切
に 

中
柱
を
有
し
、
大
黒
柱
は
土
間
側
を
チ
ョ
ー
ナ
、
他
の
三
面
を
カ
ン
ナ
仕
上
げ
と

し
て
い
る
が
、
逃
げ
は
あ
る
。
ま
た
、
チ
ャ
ノ
マ
の
裏
側
は
総
べ
て
開
放
し
、
ナ 

ン
ド
の
妻
側
に
も
半
間
余
り
の
開
口
部
を
設
け
て
い
る
な
ど
新
し
い
手
法
も
み
ら 

れ
る
。

当
家
は
文
政
十
二
年
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
組
頭
を
勤
め
た
家
柄
で
あ
り
、
大

司 

と
い
う
屋
号
も
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
建
立
に
関
す
る
記
録
や
伝
承
等
は 

残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
階
層
差
を
考
慮
し
た
上
で
建
築
の
名
種
特
徴
か
ら
推
察 

す
る
と
、
お
よ
そ
十
八
世
紀
末
期
頃
の
遺
構
と
推
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

深
沢
順
磨
家
は
デI

と
ナ
ン
ド
境
の
半
分
に
土
壁
を
残
し
、
こ
の
部
分
に
古
い 

様
式
の
名
残
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
以
外
に
お
け
る
内
部
の
室
境
の
間 

仕
切
で
は
、
総
べ
て
の
個
所
で
中
柱
を
省
略
し
差
鴨
居
を
用
い
て
い
る
。
大
黒
柱 

は
四
周
を
カ
ン
ナ
で
仕
上
げ
て
お
り
、
逃
げ
も
あ
る
。
ダ
イ
ド
コ
で
は
ウ
マ
ヤ
を 

裏
側
へ
配
し
、
表
側
の
外
壁
に
サ
マ
を
設
け
て
こ
こ
よ
り
採
光
し
、
サ
マ
の
内
側 

部
分
を
ハ
タ
ヤ
と
よ
ん
で
昔
は
こ
こ
で
機
織
を
し
た
の
だ
と
伝
え
る
。

当
家
も
建
立
に
関
す
る
記
録
や
伝
承
を
残
し
て
い
な
い
の
で
建
築
の
平
面•

構 

造
•

細
部
等
の
持
徴
か
ら
判
断
す
る
と
一
九
世
紀
初
期
頃
の
遺
構
と
推
定
さ
れ 

る
。星

野
邦
次
家
で
は
デ
ー
と
ナ
ン
ド
境
に
土
壁
が
み
ら
れ
ず
、
中
柱
を
有
す
る
が 

建
具
を
嵌
め
込
み
二
間
を
開
放
し
て
い
る
。
デ
ー
と
ザ
ス
キ
境
及
び
ザ
ス
キ
と
ア 

ガ
り
ハ
ナ
境
の
間
仕
切
で
は
中
柱
を
省
略
し
、
差
鴨
居
を
用
い
て
い
る
が
、
デ
ー 

及
び
ザ
ス
キ
の
表
側
で
は
相
変
ら
ず
中
柱
を
有
し
て
い
る
。

大
黒
柱
は
裏
側
と
ダ
イ
ド
コ
口
側
を
チ
ョ
ー
ナ
と
し
、
他
の
二
面
を
カ
ン
ナ
で 

仕
上
げ
て
い
る
が
逃
げ
は
な
い
。
ま
た
、
ト
ボ
ー
グ
チ
よ
り
妻
寄
り
の
二
間
は
下 

屋
ま
で
取
り
込
ん
で
、
表
側
を
サ
マ
と
し
こ
の
内
側
を
イ
ト
ヤ
と
よ
ん
で
お
り
、• 

こ
こ
で
糸
ひ
き
を
し
た
の
だ
と
伝
え
る
。
サ
マ
の
窓
台(

敷
居)

ま
で
の
高
さ
は 

地
上
か
ら
約
二
尺
程
で
、
ザ
グ
り
で
糸
を
ひ
く
高
さ
と
丁
度
合
致
す
る
。

当
家
は
先
祖
の
宗
平(

天
保
十
二
年
生)

と
い
う
人
が
、
古
家
を
買
っ
て
当
地 

へ
移
築
し
て
住
ん
だ
初
代
で
あ
る
と
い
い
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
十
九
世
紀 

中
期
頃
再
建
さ
れ
た
遺
構
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
再
建
さ
れ
た
遺
構
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と
は
い
え
一
九
世
紀
中
期
頃
の
特
徴
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。

鹿
沼
利
夫
家
は
デ
ー
や
ザ
シ
キ
表
ば
か
り
で
な
く
、
各
室
境
に
も
中
柱
を
有
し 

て
い
る
が
、
ダ
イ
ド
コ
ロ
と
床
上
境
に
た
つ
二
本
の
太
い
柱
は
カ
ン
ナ
で
仕
上
げ 

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
本
の
柱
は
逃
げ
を
有
し
て
い
な
い
。
デ
—
と
ナ
ン 

ド
境
で
は
中
古
に
差
鴨
居
を
入
れ
て
中
柱
を
除
去
し
、
差
鴨
居
を
受
け
て
い
る
左 

右
の
柱
の
内
側
に
は
、
板
を
打
ち
つ
け
て
い
る
の
で
こ
の
部
分
に
お
け
る
間
仕
切 

の
復
原
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

当
家
に
お
け
る
新
し
い
特
徴
は
ナ
ン
ド
の
裏
側
を
半
分
開
放
し
、
裏
側
よ
り
ナ 

ン
ド
へ
直
接
光
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

当
家
で
は
建
立
に
関
す
る
記
録
及
び
伝
承
等
を
残
し
て
い
な
い
の
で
、
建
築
に 

お
け
る
各
種
の
特
徴
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、

一
九
世
紀
初
期
頃
ま
で
溯
る
可
能 

性
を
否
定
し
き
れ
な
い
が
、

一
九
世
紀
中
期
頃
の
遺
構
と
推
定
し
て
お
け
ば
無
難 

で
あ
ろ
う
。

関
口
三
郎
司
家
は
デ
ー
と
ナ
ン
ド
境
に
中
柱
を
残
し
て
い
る
が
、
他
の
個
所
の 

間
仕
切
で
は
差
鴨
居
を
用
い
て
中
柱
を
省
略
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
家
は
デ
ー
と 

ジ
ャ
シ
キ
表
に
エ
ン
ガ
ワ
を
設
け
、
エ
ン
ガ
ワ
の
外
側
に
引
き
通
し
の
雨
戸
を
付 

け
て
い
る
。

当
家
は
安
政
六
年(

一
八
五
九)

生
れ
の
人
が
十
六
才
の
時
結
婚
し
、
こ
の
家 

を
新
築
し
て
住
ん
だ
と
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
明
治
八
年(

一
八
七
五)

の
建
立 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
棟
の
上
に
は
昭
和
二
十
五
年
ま
で
草
を
は
や
し
て 

い
た
と
い
う
。

こ
れ
は
土
手
の
芝
を
土
を
付
け
た
ま
ま
、
取
っ
て
き
て
棟
の
上
に 

の
せ
た
も
の
で
、,

ク
レ
グ
シ"

と
よ
ん
で
い
た
と
い
う
。
古
老
の
話
に
よ
る
と
昔 

は
草
葺
家
の
多
く
が
ク
レ
グ
シ
で
あ
っ
た
と
い
う
。

赤
石
康
家
は
デ
—•

ザ
ス
キ
境
と
ザ
ス
キ•

チ
ャ
ノ
マ
境
及
び
ザ
ス
キ•

ダ
イ 

ド
コ
ロ
境
の
中
柱
を
省
略
し
て
い
る
が
、
他
の
部
分
で
は
中
柱
を
残
し
て
い
る
。
 

当
家
は
ザ
ス
キ•

ダ
イ
ド
コ
境
よ
り
桁
行
に
小
黒
柱
ま
で
と
奥
行
は
大
黒•

小
黒 

間
を
結
ぶ
部
分
の
表
側
上
部
に
根
太
天
井
を
張
っ
て
、
六
坪
で
は
あ
る
が
屋
根
裏 

利
用
を
考
え
て
い
る
。

こ
の
屋
根
裏
利
用
の
方
法
は
、
上
屋
柱
の
丈
を
高
め
て
軒

下
端
と
ー
ー
階
床
間
に
丈
の
低
い
開
口
部
を
設
け
て
、
こ
こ
か
ら
採
光
す
る
と
同
時 

に
、
外
か
ら
こ
の
開
口
部
に
ハ
シ
ゴ
を
掛
け
て
上
り
下
り
し
た
も
の
で
、
屋
根
裏 

利

用
(

ー
ー
階
造
り)

の
初
期
的
形
態
を
示
し
て
い
る
。

ト
ボ
ー
グ
チ
の
右
手
で
は
ウ
マ
ヤ
を
梁
間
中
央
部
ま
で
後
退
さ
せ
、
約
四
尺
五 

寸
幅
の
サ
マ
を
開
き
イ
ト
ヒ
キ
バ
の
空
間
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。

当
家
は
建
立
に
関
す
る
記
録
や
伝
承
等
を
残
し
て
い
な
い
。
し
か
し
以
上
の
よ 

う
な
建
築
的
特
徴
や
建
築
の
構
造
及
び
細
部
等
の
特
徴
か
ら
、
お
よ
そ
一
九
世
紀 

中
期
頃
の
遺
構
と
推
定
す
る
。

深
沢
豊
次
家
は
豊
次
氏(

七
十
六
才)

の

祖

父(

大
正
八
年
七
十
八
才
没)

が 

明
治
の
中
期
頃
、
建
立
し
た
も
の
と
伝
え
る
。
外
観
は
草
葺
総
二
階
造
り
に
し
て 

い
る
が
、
二
階
を
利
用
で
き
る
の
は
床
上
部
分
だ
け
で
、
ダ
イ
ド
コ
ロ
の
部
分
は 

天
井
も
張
ら
れ
て
い
な
い
。

明
治
中
期
に
な
っ
て
も
オ
ク
ザ
シ
キ
の
表
側
と
オ
ク
ザ
シ
キ•

ナ
ン
ド
境
に
中 

柱
を
残
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
当
家
は
ウ
マ
ヤ
を 

表
側
の
外
壁
に
接
し
て
設
け
て
お
り
、
ダ
イ
ド
コ
ロ
に
サ
マ
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
 

明
治
中
期
頃
の
農
家
で
あ
っ
て
も
、
ダ
イ
ド
コ
ロ
に
イ
ト
ヒ
キ
バ
や
ハ
タ
バ
を
設 

け
な
か
っ
た
農
家
も
あ
っ
た
一
例
で
あ
る
。

松
島
和
男
家
は
昭
和
四
十
五
年
七
十
五
才
没
の
親
が
移
築
し
た
と
伝
え
る
と
こ 

ろ
か
ら
、
十
九
世
紀
末
期
頃
に
再
建
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
ナ
ン
ド
は
妻 

側
と
裏
側
の
両
方
を
開
放
し
、
薄
暗
い
室
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
脱
し
て
い
る
。

ダ
イ
ド
コ
ロ
で
は
オ
カ
ッ
テ
に
接
す
る
裏
側
を
開
放
し
、
ウ
マ
ヤ
を
裏
側
へ
押 

し
や
っ
て
前
面
の
幅
ー 

ー
間
を
サ
マ
と
し
、
下
屋
ま
で
取
り
込
ん
で
内
側
を
ハ
タ
ヤ 

と
し
て
い
る
。
当
家
は
移
築
当
時
屋
根
裏
利
用
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の 

後
ダ
イ
ド
コ
ロ•

床
上
部
分
と
も
根
太
天
井
を
張
っ
て
、
屋
根
裏
を
利
用
で
き
る 

よ
う
改
造
し
て
い
る
。

福
田
富
二
家
は
当
主
の
祖
父
が
明
治
二
十
年
頃
移
し
た
と
伝
え
、
土
間
は
昭
和 

十
年
頃
妻
側
の
二
間
を
も
ぎ
取
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
い
う
。
デ

ー•

ジ
ャ
シ
キ 

の
表
側
は
も
ち
ろ
ん
、
各
室
境
で
は
総
べ
て
中
柱
を
省
略
し
、
差
鴨
居
を
使
用
し



て
い
る
。
ト
ボ
—
グ
チ
で
は
左
右
の
土
間
部
分
を
下
屋
ま
で
突
き
出
し
て
い
る
た 

め
、
引
大
戸
に
で
き
な
い
の
で
釣
大
戸
に
し
て
い
る
。
当
初
よ
り
二
階
造
り
と
し
、
 

当
初
の
二
階
で
は
土
間•

床
上
境
よ
り
上
手
へ
二
間
の
開
口
部
を
と
り
、
赤
城
型 

の
屋
根
形
式
と
し
て
採
光
し
て
い
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
二
階
の
開
口
都
を
も
っ 

と
広
く
と
っ
て
お
り
、
赤
城
型
の
外
観
を
示
し
て
い
な
い
。

瀬
田
良
一
郎
家
は
火
災
に
あ
い
二
年
前
八
十
ー
オ
没
の
人
が
腹
に
あ
る
時
建
っ 

た
も
の
と
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
明
治
二
十
六
年(

一
八
九
二)

の
建
立
と
い
う 

こ
と
に
な
る
。
各
室
境
で
は
総
べ
て
差
鴨
居
を
使
用
し
、
デ
ー
•

ナ
ン
ド•

ザ
ス 

キ•

チ
ャ
ノ
マ
に
接
す
る
床
上
中
央
部
の
柱
を
長
者
柱
と
よ
び 

ダ
イ
ド
コ
の
表 

側
片
隅
の
イ
ト
ヤ
で
は
サ
マ
鴨
居
の
内
側
に
糸
ひ
き
神
様
の
幣
束
と
並
ん
で
、
 

赤
•

緑
•

白
の
紙
で
つ
く
っ
た
機
神
様
も
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た 

ダ
イ
ド
コ 

の
裏
側
中
央
の
壁
に
は
オ
カ
マ
様(

竈
神
様)

を
ま
つ
っ
た
シ
メ
ナ
ワ
が
多
数
束 

に
な
っ
て
ま
つ
ら
れ
て
い
た
。

高
草
木
昭
夫
家
は
明
治
二
十
八
年(

一
八
九
五)

に
建
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る 

遺
構
で
、
ダ
イ
ド
コ
上
部
の
表
側
半
分
に
根
太
天
井
を
張
っ
て
、
二
階
を
設
け
て 

い
る
。
当
家
は
表
側
だ
け
で
な
く
、
裏
側
に
も
エ
ン
ガ
ワ(

ウ
ラ
エ
ン
と
よ
ぶ) 

を
設
け
、
ナ
ン
ド
の
裏
側
も
全
部
開
放
し
て
い
る
。
ト
ボ
ー
グ
チ
は
釣
大
戸
と
し
、
 

ト
ボ
ー
グ
チ
の
左
右
の
表
側
を
サ
マ
と
し
そ
れ
ぞ
れ
の
内
側
を
イ
ト
ヒ
キ
バ
と
よ 

ん
で
い
る
。

鏑
木
多
真
喜
家
も
高
草
木
昭
夫
家
と
類
似
の
平
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
二
階 

の
設
け
ら
れ
て
い
る
個
所
は
、
大
黒
柱
よ
り
表
側
の
部
分
で
デ
ー•

ザ
ス
キ
境
か 

ら
小
黒
柱
ま
で
の
部
分
で
あ
り
、
こ
の
部
分
に
は
根
太
天
井
を
張
っ
て
い
る
。
外 

観
は
赤
城
型
と
し
ト
ボ
ー
グ
チ
か
ら
上
手
へ
二
間
の
開
口
を
設
け
て 

二
階
へ
採 

光
し
て
い
る
。

当
家
は
調
査
時
に
留
守
で
あ
っ
た
た
め
、
建
立
に
関
す
る
伝
承
等
を
聞
く
こ
と 

が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
建
築
の
特
徴
か
ら
み
て
そ
う
古
い
も
の
で
な
く
、
 

一
九
世
紀
末
期
頃
の
建
立
と
み
て
穏
当
で
あ
ろ
う
。

高
草
木
春
吉
家
は
明
治
三
十
四
年
生
れ
の
人
が
五
、
六
才
の
時
、
古
家
を
買
っ

て
移
築
し
た
も
の
と
伝
え
、
棟
は
ク
レ
グ
シ
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
こ
と
か
ら 

当
家
の
再
建
さ
れ
た
明
治
四
十
年
頃
に
至
っ
て
も
棟
を
ク
レ
グ
シ
で
葺
い
て
い
た 

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

当
家
の
外
観
は
前
兜
造
り
で
あ
り
、
大
間
々
町
内
で
は
後
に
述
べ
る
水
島
松
次 

郎
家
と
共
に
め
ず
ら
し
い
例
で
あ
っ
た
。

荻
原
一
郎
家
は
昭
和
二
年(

一
九
二
七)

に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
建
築
費
は 

二
千
円
で
あ
っ
た
と
い
う
。

切
妻
瓦
葺
総
二
階
で
表
側
は
二
階
の
面
積
を
広
く
取
る
た
め
に
出
桁
造
り
に
し 

て
い
る
。

エ
ン
ガ
ワ
の
上
手
突
当
り
に
内
便
所
を
設
け
、

エ
ン
ガ
ワ
の
下
手
に
は 

二
階
へ
の
階
段
を
付
け
て
い
る
。
ダ
イ
ド
コ
の
表
側
は
総
べ
て
サ
マ
と
し
、
妻
側 

も
開
放
的
に
し
て
い
る
た
め
、
ダ
イ
ド
コ
内
部
は
大
変
明
る
く
な
っ
て
い
る
。
ま 

た
、
ダ
イ
ド
コ
の
表
側
隅
部
で
は
低
い
サ
マ
を
矩
の
手
に
廻
し
て
、
内
側
を
イ
ト 

ヒ
キ
バ
と
よ
ん
で
い
る
。
小
屋
組
は
和
小
屋
に
し
て
い
る
が
、
二
階
も
総
べ
て
サ 

ォ
ブ
チ
天
井
を
張
っ
て
い
る
た
め
、
断
面
図
を
採
取
で
き
な
か
っ
た
。

養
蚕
は
主
に
二
階
で
行
な
い
、

一
回
で
約
百
二
十
貫
も
と
れ
、
普
通
年
に
二
回 

行
な
っ
た
と
い
う
。
当
家
で
は
大
黒
柱
に
対
応
し
て
ダ
イ
ド
コ
中
央
部
に
た
つ
柱 

を
シ
り(

尻)

大
黒
柱
と
よ
び
、
床
上
中
央
に
た
つ
柱
を
チ
ョ
ー
ジ
ャ(

長
者)

柱 

と
よ
ん
で
い
る
。

七
、
整
形
田
字
平
面
の
民
家

こ
の
形
式
の
民
家
平
面
は
表
側
と
裏
側
の
室
の
奥
行
を
等
し
く
と
る
た
め
、
床 

上
の
四
室
は
ほ
ぼ
同
じ
広
さ
の
室
と
な
る(

図
—8

参
照)

。

不
整
形
田
字
の
民
家
平
面
は
い
ず
れ
も
表
側
の
室
の
奥
行
よ
り
、
裏
側
の
室
の 

奥
行
を
狭
く
と
っ
て
い
る
た
め
、
前
後
の
室
の
大
き
さ
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
生
じ 

て
い
る
。
こ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
修
正
し
、
裏
側
の
室
を
表
側
の
室
と
同
じ
広
さ 

に
発
展
さ
せ
た
も
の
が
整
形
田
字
平
面
の
民
家
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
形
式
に
属
す
る
民
家
は
六
棟
を
調
査
し
た
が
、
ど
れ
も
十
九
世
紀
中
期
以



図8 整形田字平面の民家(平面.断面図)

水島松次郎家星野与市家小倉真佐留冢



降
に
建
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
新
し
い
遺
構
で
あ
っ
た
。

星
野
清
一
家
は
小
屋
組
を
改
造
し
、
現
在
瓦
葺
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
昭
和 

三
十
年
頃
に
お
こ
な
っ
た
改
造
に
よ
る
も
の
で
、
改
造
前
は
ク
ズ
ヤ(

草
葺
家) 

で
あ
っ
た
と
い
う
。
当
家
の
建
立
は
昭
和
八
年
に
八
十
六
才
で
亡
く
な
っ
た
先
祖 

が
十
才
の
時
建
っ
た
も
の
と
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
安
政
四
年(

一
八
五
七)

頃 

の
建
立
と
な
る
。
そ
し
て
、
大
工
は
東
村
の
花
輪
に
あ
る
お
寺
を
建
っ
た
大
工
と 

同
じ
人
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。

梁
間
方
向
に
架
け
ら
れ
た
梁
の
、
イ
ロ
リ
の
工
部
に
当
る
と
こ
ろ
に
荒
繩
を
四 

〜
五
回
ま
い
て
い
る
の
が
目
に
映
っ
た
の
で
聞
い
て
み
る
と
、
こ
れ
は
泥
棒
よ
け 

の
ま
じ
な
い
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
土
間
の
イ
ロ
リ
に
近
い
太
い
梁
に
荒
繩
を 

ま
い
た
例
は
、
宮
城
村
や
他
地
区
で
数
例
み
た
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
い
わ
れ
を 

聞
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
初
め
て
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
家
は
母
屋
の
西
に
棟
の 

氐
い
別
棟
の
イ
ト
ヤ
を
有
し
て
お
リ
、
こ
こ
で
は
二
十
年
前
頃
ま
で
、
さ
か
ん
に 

糸
を
ひ
い
た
の
だ
と
い
う(

写
真
39
参
照)

。

奥
沢
実
家
は
当
主(

五
十
ー
オ)

の
三
代
前
に
火
災
に
あ
い
。
建
て
替
え
た
遺 

構
と
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
よ
そ
一
九
世
紀
中
期
頃
の
建
立
と
推
定
さ
れ
る
。
 

床
エ
の
表
側
を
は
じ
め
各
室
境
で
は
差
鴨
居
を
使
用
し
、
ナ
ン
ド
に
ま
で
ト
コ
を 

設
け
、
ナ
ン
ド
の
西
に
便
所
を
付
け
て
い
る
。

小
倉
真
佐
留
家
は
草
葺
二
階
造
リ
で
、

一
九
世
紀
末
期
頃
の
遺
構
と
推
定
さ
れ 

る
も
の
で
あ
る
。
棟
は
ク
レ
グ
シ
と
し
、
調
査
で
訪
れ
た
時
黄
色
い
山
ユ
リ
が
棟 

ェ
で
き
れ
い
に
咲
い
て
い
た
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
地
方
の
草
葺
民
家
は 

当
家
の
よ
う
に
、
土
を
厚
く
つ
け
た
土
手
の
芝
を
棟
に
の
せ
て
、
頂
部
の
雨
も
リ 

を
防
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
残
さ
れ
て
い
る
草
葺
民
家
の
棟
は
、
 

瓦
あ
る
い
は
ト
タ
ン
で
お
お
わ
れ
、
昔
の
面
影
を
伝
え
る
ク
レ
グ
シ
を
見
る
こ
と 

が
で
き
た
の
は
当
家
が
唯
一
の
例
で
あ
っ
た
。

星
野
与
市
家
は
草
葺
総
二
階
出
桁
造
リ
で
、
規
模
も
大
き
い
。
ダ
イ
ド
コ
ロ
の 

表
則
は
稔
ベ 

て
サ
マ
と
し
、
そ
の
内
側
を
イ
ト
ヒ
キ
バ
と
し
て
い
る
。
当
家
は
前 

の
母
屋
が
古
く
な
っ
た.
の
で
明
治
三
十
三
年(

一
九
〇
〇)

に
建
て
替
え
た
も
の

と
伝
え
て
い
る
。

水
島
松
次
郎
家
は
大
正
三
年(

一
九
一
四)

に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
、
草 

葺
前
兜
造
り
の
外
観
を
示
し
て
い
る
。
柱
間
の
内
法
は
十
二
尺
ぴ
っ
た
り
と
し
、
 

ナ
ン
ド•

チ
ャ
ノ
マ
の
裏
側
も
開
放
的
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

藤
生
ニ
ニ
夫
家
は
田
字
平
面
の
間
取
の
ダ
イ
コ
に
チ
ャ/

マ
を
突
き
出
し
た
も 

の
で
、
室
数
は
五
つ
に
な
る
が
、
平
面
の
基
本
は
整
形
田
字
な
の
で
、
整
形
田
字 

平
面
の
民
家
に
含
め
た
わ
け
で
あ
る
。
当
家
は
ロ
ー
カ
を
三
方
に
め
ぐ
ら
し
、
ダ 

イ
ド
コ
の
表
側
は
サ
マ
で
な
く
、
腰
高
の
ガ
ラ
ス
マ
ド
と
し
て
い
る
。
幕
末
に
名 

主
役
を
勤
め
た
家
と
伝
え
る
が
、
母
屋
は
昭
和
十
六
年(

一
九
四
一)

に
建
立
さ 

れ
た
も
の
で
あ
る
。
外
観
は
ト
ボ
ー
グ
チ
よ
り
上
手
を
瓦
葺
出
桁
造
り
の
二
階
と 

し
、
ト
ボ
ー
グ
チ
よ
り
下
手
を
平
家
に
し
て
い
る
。
母
屋
の
南
に
は
道
路
に
面
し 

て
長
屋
門
が
た
ち
、
名
主
の
家
柄
を
し
の
ば
せ
て
い
る
。

八
、
多
間
取
平
面
の
民
家

四
間
取
よ
り
室
数
の
多
い
遺
構
を
分
類
の
都
合
上
多
間
取
平
面
の
民
家
と
仮
称 

し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
調
査
遺
構
四
十
四
棟
の
ぅ
ち
こ
の
形
式
に
相
当
す
る
も
の 

は
図
—9

に
示
す
二
棟
で
あ
っ
た
。

小
野
里
公
男
家
は
名
主
役
を
勤
め
た
家
柄
で
、
ザ
ス
キ
表
に
式
台
を
設
け
、
比 

較
的
古
い
わ
り
に
立
派
な
造
り
を
し
て
い
る
な
ど
、
各
主
の
役
柄
が
建
築
に
も
反 

映
し
て
い
る
。
床
上
は
上
手
一
列
と
次
の
列
を
三
室
つ
づ
き
と
し
た
六
間
取
の
平 

面
を
示
し
、
デ
ー
に
相
当
す
る
室
を
ジ
ョ
ウ
ダ
ン(

上
段)

と
よ
び 

ト

コ•

夕 

ナ
を
付
け
て
い
る
。

差
鴨
居
の
使
用
が
み
ら
れ
ず
、
各
柱
は
一
間
間
隔
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
ジ
ョ 

ウ
ダ
ン
と
ナ
ン
ド
境
の
間
仕
切
は
半
分
を
土
壁
で
閉
鎖
し
、
ダ
イ
ド
コ
ロ
で
は
採 

光
用
の
サ
マ
も
設
け
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
古
風
に
様
式
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は 

建
立
年
代
が
古
い
こ
と
を
示
す
証
拠
で
あ
る
。
ま
た
、
構
造
的
に
は
サ
ス
組
内
に 

棟
束
を
た
て
、
二
階
の
利
用
も
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
も
、
平
面
の
特
徴
と
同
様



に
比
較
的
古
い
造
り
を
示
す
証
拠
で
あ
ろ
ぅ
。

当
家
に
は
明
治
三
十
四
年
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
絵
図
面
と
、
こ
れ
よ
り
か 

な
り
古
い
と
思
わ
れ
る
二
種
の
絵
図
面
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
古
い 

方
の
絵
図
面
に
は
年
号
が
な
く
、
ま
た
痕
跡
と
比
べ
る
と
建
立
当
初
の
も
の
で
も 

な
い
ら
し
い
。

当
家
に
は
名
主
役
に
関
す
る
古
文
書
が
、
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
が
、
母
屋 

の
建
立
に
関
す
る
記
録
や
伝
承
等
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
階
層
差
を
考
慮 

し
た
上
で
、
建
築
の
平
面•

構

造•

細
部
等
の
特
徴
か
ら
建
立
年
代
を
推
定
す
る 

と
お
よ
そ
一
八
世
紀
初
期
頃
ま
で
溯
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
比
較
的
改 

造
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、
名
主
役
宅
と
し
て
貴
重
な
遺
構
で
あ
ろ
ぅ
。

金
子
正
次
家
は
小
野
里
公
男
家
と
全
く
同
様
な
間
取
を
示
す
が
、
規
模
は
一
廻 

り
小
さ
い
。
切
妻
造
り
鉄
板
葺
二
階
家
で
あ
る
が
、
当
初
は
板
葺
で
あ
っ
た
。
ナ

ン
ド
の
裏
に
設
け
ら
れ
て
い
る
細
長
い
室
を
オ
ク
ナ
ン
ド
と
よ
び
、
こ
の
室
は
主 

に
出
産
と
死
者
を
安
置
し
た
室
で
あ
れ
と
い
う
。
チ
ャ
ノ
マ
の
裏
の
細
長
い
室
は 

ウ
エ
ノ
オ
カ
ッ
テ
と
い
い
、
主
に
カ
ッ
テ
用
品
を
収
納
す
る
室
で
あ
る
と
い
う
。

当
家
は
昭
和
五
十
一
年
に
九
十
ニ
オ
で
亡
く
な
っ
た
人
が
ー
ー
十
才
で
嫁
に
来
た 

時
九
十
三
才
の
お
じ
い
さ
ん
が
い
た
が
、
そ
の
お
じ
い
さ
ん
が
三
才
の
時
火
災
に 

あ
い
建
替
え
た
の
が
現
在
の
母
家
で
あ
る
と
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
逆
算
す
る
と 

文
化
十
一
年(

一
八
一
四)

に
建
立
さ
れ
た
遺
構
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

九
、
町 

家

大
間
々
町
の
街
中
に
は
道
路
に
面
し
て
た
つ
古
風
な
瓦
葺
土
蔵
造
り
の
家
が
い 

く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
店
屋
で
表
側
開
口
部
に
格
子
戸
を
嵌
め
、
重 

厚
な
瓦
葺
と
厚
い
白
壁
が
印
象
的
で
あ
る
。

街
中
に
は
住
む
古
老
の
話
に
よ
る
と
、
大
間
々
の
街
は
何
度
と
な
く
大
火
に
見 

舞
わ
れ
て
い
る
た
め
江
戸
時
代
に
入
る
よ
う
な
古
い
建
物
は
な
い
の
だ
と
い
う
。
 

一
番
新
し
い
大
火
は
明
治
二
十
八
年
で
、
こ
の
時
も
相
当
広
い
範
囲
を
灰
に
し
て 

し
ま
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

図
—

10
に
掲
げ
た
三
棟
も
明
治
二
十
八
年
の
大
火
後
、
す
な
わ
ち
明
治
二
十
九 

年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
家
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
街
中
で
古
い
建 

物
の
部
類
に
入
る
の
で
あ
る
。

須
永
善
十
郎
家.

野
口
信
三
郎
家
は
相
接
し
て
た
つ
遺
構
で
、
両
家
と
も
平
面 

が
屈
折
し
て
い
る
。
こ
れ
は
敷
地
が
そ
の
よ
う
に
曲
っ
て
い
る
た
め
に
、敷
地
い
っ 

ぱ
い
に
建
て
る
町
家
は
、
家
の
恰
好
も
敷
地
の
通
り
の
恰
好
に
な
っ
て
し
ま
う
の 

だ
と
い
う
。

町
家
と
は
ふ
つ
う
町
人
の
住
む
家
の
こ
と
を
指
す
が
、
大
間
々
町
の
よ
う
に
街 

道
筋
の
町
人
の
町
は
、
ふ
つ
う
表
通
り
に
面
し
て
商
家
、
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
職 

人
の
家
を
並
べ
た
。
商
家
の
家
は
通
り
に
面
し
た
表
を
店
と
し
、
通
常
低
い
二
階 

を
も
つ
平
入
で
、
一
方
に
片
よ
っ
て
入
口
が
設
け
ら
れ
た
。
入
口
か
ら
は
奥
ま
で
土

図9 多間取平面の民家(平面•断面図)
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間
が
通
じ
、
こ
こ
に
井
戸•

か
ま
ど•

ナ
ガ
シ
な
ど
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
部
屋 

の
配
置
は
一
番
表
側
を
ミ
セ
と
し
、
ミ
セ
の
奥
は
家
族
の
集
る
居
間
的
機
能
を
持 

つ
ナ
カ
ノ
マ
と
な
り
、
奥
へ
行
く
ほ
ど
私
的
性
格
の
強
い
室
が
配
さ
れ
る
。
須
永 

善
十
郎
家.

野
口
信
三
郎
家
は
以
上
の
よ
う
な
町
家
の
特
徴
を
よ
く
受
け
継
い
だ 

平
面
を
示
し
て
お
り
、
た
び
重
な
る
火
災
の
対
策
と
し
て
外
壁
を
土
蔵
造
と
し
、
 

道
路
に
面
し
た
表
側
開
口
部
は
防
火
戸
の
設
備
ま
で
用
意
さ
れ
て
い
る
。

須
永
善
十
郎
家
は
米
屋
で
あ
る
た
め
、
母
家
の
他
に
妻
倉•

文
庫
倉•

中
倉

•  

ミ
ソ
倉•

玄
米
倉
等
が
奥
深
い
敷
地
に
現
在
で
も
所
せ
ま
し
と
並
ん
で
い
る
。
そ 

し
て
店
屋
で
あ
り
な
が
ら
、
両
家
と
も
二
階
で
は
昭
和
初
年
頃
ま
で
養
蚕
を
お
こ 

な
っ
た
と
い
う
。

岡
直
三
郎
商
店
も
明
治
二
十
八
年
の
大
火
後
に
建
て
ら
れ
た
土
蔵
造
平
入
り
の 

店
家
で
あ
る
が
、
通
り
庭
式
の
も
の
で
な
い
。
そ
の
平
面
は
農
家
造
り
と
類
似
し
、
 

桁
行
の
半
分
を
土
間(

ダ
イ
ド
コ
ロ
と
よ
ぶ)

と
し
、
他
を
床
上
と
し
て
そ
の
表 

側
半
分
を
ミ
セ
に
当
て
て
い
る
。
岡
直
三
郎
商
店
は
滋
賀
県
の
出
身(

近
江
商
人)
-
 

で
天
明
七
年
二
月
の
創
業
と
い
う
古
い
酒
造
業
者
で
あ
る
。
会
社
の
組
織
は
支
配 

人
制
度
を
と
り
、
支
配
人
は
単
身
赴
任
を
原
則
と
し
て
い
る
た
め
、
店
は
そ
の
た 

め
の
宿
舎
を
も
含
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
。
恐
ら
く
ミ
セ
の
裏
側
隅
の
室
が
支
配 

人
室
で
あ
り
、
雇
人
達
は
多
勢
で
二
階
に
宿
泊
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

十
、
主
な
柱
の
よ
び
名
に
つ
い
て

民
家
に
は
多
く
柱
が
使
わ
れ
て
お
り
い
ろ
い
ろ
な
よ
び
名
が
付
け
ら
れ
て
い 

る
。
し
か
し
、
今
日
で
は
大
黒
柱
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
以
外
の
柱
名
を
知
る 

人
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
主
な
柱
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
そ 

の
よ
び
名
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

図
—

11
に
お
い
て①

の
柱
は
ミ
ヤ
コ
柱•

チ
ョ
ー
ジ
ャ
柱.

ダ
イ
ジ
ン
柱
な
ど 

と
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
当
地
方
で
は
ミ
ヤ
コ
柱•

チ
ョ
ー
ジ
ャ
柱
な
ど
の
よ
び
名 

が
混
在
し
て
い
る
よ
う
で
、
ダ
イ
ジ
ン
柱
と
よ
ぶ
例
は
一
例
だ
け
で
あ
っ
た
。

図10町家(平面•断面図)
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ミ
ヤ
コ
柱•

チ
ョ
ー
ジ
ャ
柱
な
ど
の
よ
び
名
の
由 

来
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
か
、
こ
こ
で
私
見
を
加 

え
て
そ
の
由
来
に
つ
い
て
解
説
し
て
お
こ
う
。
図
— 

11
に
み
る
と
お
り
、①

の
柱
は
床
上
の
中
心
的
位
置 

に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
上
流
社
会
に
お
け
る
生
活
の 

中
心
は
都(

ミ
ヤ
コ)

で
あ
り
、
庶
民
の
あ
こ
か
れ 

の
地
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
床
上 

の
中
心̂
•

社
会
の
中
心1

都i

ミ
ヤn

丄
ミ
ヤ 

コ 
柱 

(

床
上
中
心
の
柱)

と
い
う
ふ
う
に
変
化
し
て
名
付 

け
ら
れ
た
名
称
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
推
察
す
る
。

ま
た
、
チ
ョ
ー
ジ
ャ
は
「長
者
」
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
、
「都
」
と

「長 

者
」
は
庶
民
の
感
じ
る
イ
メ
ー
ジ
に
何
か
共
通
な
も
の
を
与
え
る
の
で
は
な
い
だ 

今
っ
か
。

図
—
11
に
お
け
る②

の
柱
は
、
ダ
イ
コ
ク
柱
と
よ
ば
れ
、
こ
れ
以
外
の
よ
び
名 

を
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ダ
イ
コ
ク
は
大
黒
と
書
き
、
三
宝
を
愛
し
五
衆
を
ま 

も
り
飲
食
を
満
た
す
神
で
あ
る
「大
黒
天
」
か
ら
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、①

の 

床
上
の
中
心
柱
と
違
っ
て②

の
大
黒
柱
は
家
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
柱
の
こ
と
を 

い
う
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
転
じ
て
世
間
で
俗
に
「大
黒
柱
」
と
い
う
時
は
、

一
家 

あ
る
い
は
団
体
の
中
心
と
な
る
人
物
を
指
す
よ
う
な
言
葉
に
ま
で
そ
の
意
味
か
発 

展
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

③

の
柱
は
大
黒
柱
に
対
応
し
て
土
間
の
中
程
に
た
つ
柱
で
、
シ
ョ
ー
コ
ク
柱

•  

シ
リ
ダ
イ
コ
ク
柱•

フ
ク
ダ
イ
コ
ク
柱
等
の
名
称
で
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
シ
ョ
ー 

コ
ク
柱
と
よ
ば
れ
て
い
る
例
が
普
遍
的
で
あ
っ
た
。
シ
ョ
ー
コ
ク
と
は"

小
黒" 

と
書
く
も
の
と
思
わ
れ
、
大
黒
に
対
比
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
名
称
と 

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
他
に
カ
マ
柱
と
よ
ば
れ
る
柱
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
図
—5

の
福
田
勘
助
家 

の
よ
う
に
、
ダ
イ
ド
コ
ロ
の
裏
側
に
た
つ
上
屋
柱
の
う
ち
、
イ
ロ
リ
に
近
い
柱
を 

カ
マ
柱
と
よ
び
、
カ
マ
柱
に
は
幣
束
を
ゆ
わ
え
て
カ
マ
神
様
を
ま
つ
っ
て
い
た
。

即
ち
、
カ
マ
柱
と
は
「竈
柱
」
と
か
き
、
か
ま
ど
神
を
ま
つ
っ
た
柱
を
指
す
も
の 

と
考
え
ら
れ
る
。

十
一
、
イ
ト
ヒ
キ
バ
及
び
ハ
タ
バ

幕
末
に
建
築
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
遺
構
の
大
多
数
は
土
間
の
表
側
に
低
い
格 

子

窓(

サ
マ
と
よ
ぶ)

を
設
け
、
サ
マ
の
内
側
を
イ
ト
ヒ
キ
バ•

イ
ト
ヤ•

ハ
タ 

ヤ.

ハ
タ
バ
な
ど
と
よ
ん
で
い
る
。
以
上
の
四
つ
の
よ
び
名
の
う
ち
最
も
多
く
聞 

か
れ
た
よ
び
名
は
、
イ
ト
ヒ
キ
バ
で
そ
こ
は
主
に
糸
ひ
き
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
所 

で
、
そ
の
た
め
の
採
光
窓
と
し
て
サ
マ
が
設
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い 

る
。大

間
々
町
内
の
農
家
に
み
ら
れ
る
サ
マ
は
写
真1

の
よ
う
に
低
い
位
置
に
開
口 

し
て
い
る
。
こ
れ
は
ザ
グ
リ
で
糸
を
ひ
く
高
さ
に
サ
マ
台
を
合
わ
せ
た
も
の
で
、
 

イ
ト
キ
バ
と
し
て
合
理
的
な
採
光
方
法
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
低
い
サ
マ
は
県 

内
他
地
域
で
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
、
大
間
々
町
地
域
に
限
っ
て
み
ら
れ
る
イ
ト 

ヒ
キ
バ
用
の
特
有
な
サ
マ
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
サ 

マ
は
い
つ
頃
か
ら
農
家
の
ダ
イ
ド
コ
ロ
表
に
設
け
ら
れ
る
よ
う 

に
な
る
の
か
。
調
査
遺
構
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

調
査
遺
構
の
中
で
土
間
表
に
サ
マ
を
設
け
て
い
る
最
も
古
い
例
は
深
沢
順
磨
家 

で
、建
立
年
代
は
一
九
世
紀
初
期
頃
の
も
の
で
あ
る
。
当
家
は
ウ
マ
ヤ
を
土
間
の
裏 

側
隅
部
に
設
け
、
土
間
表
の
隅
部
を
ハ
タ
ヤ
と
よ
ん
で
、表
側
に
低
い
サ
マ
を
設
け 

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
土
間
表
に
サ
マ
を
開
け
、
イ
ト
ヒ
キ
バ
あ
る
い
は
ハ
タ
ヤ 

を
設
け
て
い
る
例
は
一
九
世
紀
初
期
の
も
の
一
例
、
一
九
世
紀
中
期
の
も
の
六
例
、
 

一
九
世
紀
末
期
の
も
の
七
例
、
二
十
世
紀
初
期
の
も
の
四
例
の
計
十
八
例
で
あ
っ 

た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
当
地
方
に
於
て
、
糸
引
あ
る
い
は
機
織
が
農
家
の
副
業
と 

し
て
お
こ
な
わ
れ
は
じ
ま
る
時
期
が
、I

九
世
紀
初
期
頃
で
、I

九
世
紀
中
期
か 

ら
末
期
に
か
け
て
最
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
建
築
遺
構
を
通
し
て
窺
い
知 

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
農
家
経
営
の
中
に
占
め
る
養
蚕
の
拡
大

図11 什の名称



と
も
深
く
関
連
し
て
お
り
、
養
蚕
空
間
の
確
保
か
ら
出
現
し
た
二
階
造
母
屋
の
出 

現
時
期
と
そ
の
後
の
発
展
期
と
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
ょ
ぅ
で
あ
る
。



有
形
民
俗
資
料

は

じ

め

に

編
集
分
担
項
目
は
有
形
民
俗
資
料
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
共
通
の
聞 

き
と
ひ
調
査
を
担
当
し
て
い
る
た
め
に
、
各
分
野
へ 

の
報
告
は
か
な
り
の
量
を
出 

し
て
も
、
有
形
民
俗
資
料
の
力
—
ド
の
受
取
り
は
極
端
に
少
な
く
、
今
回
は
編
集 

す
る
だ
け
の
分
量
も
な
い
の
で
、
再
調
査
も
で
き
な
い
ま
ま
、
カ
ー
ド
を
並
べ
る

こ
と
に
し
た 

こ
グ
種
諍
垄
グ 

弱
点
を
さ
ら
し
て
し
ま
っ
た
こ 

と
に
な
る
が
、
次
回
調
査
に
お 

い
て
は
十
分
注
意
し
た
い
も
の 

で
あ
る
。
 

(

阪
本
英
一)

桑
ブ
ル
イ

養
蚕
の
稚
蚕
期
に
は
、
桑
の 

葉
を
こ
ま
か
く
刻
ん
で
給
桑
す 

る
か
、
そ
の
と
き
桑
ブ
ル
イ
の 

中
に
入
れ
て
蚕
座
の
上
で
ゆ
す 

っ 

て
平
均
さ
れ
る
よ
ぅ
に
す
る
。
 

掃
立
時
は
も
っ
と
も
目
が
こ
ま 

か
く
、
日
数
が
経
つ
と
や
や
粗 

く
な
る
よ
ぅ
に
三
段
階
く
ら
い 

の
桑
ブ
ル
イ
が
あ
る
。
こ
こ
に 

示
し
た
の
は
粗
い
も
の
で
あ
る
。

ヌ
カ
ブ
ル
ィ

稚
蚕
期
飼
育
で
は
、
蚕
座
を
乾
燥
さ
せ
て
蚕
を
病
気
に
か
か
ら
せ
な
い
よ
う
に 

す
る
た
め
に
、
モ
ミ
ガ
ラ
を
焼
い
て
つ
く
っ
た
ヤ
キ
ヌ
カ
を
ふ
り
か
け
る
こ
と
を 

す
る
こ
と
が
あ
る
。
ヌ
カ
ブ
ル
ィ
は
ヤ
キ
ヌ
カ
を
入
れ
て
ふ
る
い
か
け
る
道
具
で 

あ
る
。

n

 

ノ 

メ

養
蚕
は
、
母
屋
の
二
階
な
ど
の
蚕
室
で
す
る
例
が
多
い
。
蚕
室
に
は
、
コ
ノ
メ 

と
い
わ
れ
る
棚
や
養
蚕
カ
ゴ
を
入
れ
て
、
棚
飼
い
で
行
な
う
こ
と
が
平
均
的
で 

あ
っ
た
。
継
に
十
枚
の
カ
ゴ
が
入
れ
ら
れ
る
棚
が
基
本
で
、
二
列
な
ら
ば
二
十
棚
、
 

三
列
な
ら
ば
三
十
棚
と
い
わ
れ
る
。
県
西
部
で
は
コ
ワ
ク
と
い
う
。

養
蚕
火
鉢

春
蚕
に
火
力
を
使
用
し
て
飼
育
す
る
の
が
普
及
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
ひ
か
く 

的
新
し
い
こ
と
で
、
手
軽
に
火
を
使
う
道
具
と
し
て
養
蚕
火
鉢
が
出
現
す
る
。
 

写
真
の
資
料
は
、
火
鉢
の
緣
が
割
れ
た
た
め
に
、
竹
のb

が
を
か
け
て
補
強
し
た 

も
の
で
あ
る
。
火
鉢
は
太
田
市
南
の
小
泉
焼
き
で
あ
る
。

モ
ジ
ア
ミ

蚕
室
に
コ
ノ
メ
を
か
い
て
、
養
蚕
カ
ゴ
の
中
で
飼
う
カ
ゴ
飼
い
で
は
、
た
ち
ま 

ち
た
ま
っ
て
く
る
蚕
糞
蚕
沙
を
と
る
除
沙
作
業(

ウ
ラ
ト
リ)

に
、
糸
網
を
使
っ 

て
蚕
を
な
く
さ
な
い
よ
う
に
し
た
。
稚
蚕
期
は
こ
ま
か
い
糸
の
モ
ジ
ア
ミ
で
、
壮 

蚕
期
に
な
る
と
、
繩
で
つ
く
っ
た
モ
ジ
ア
ミ(

ワ
ラ
ミ)

を
使
用
す
る
。
最
近
で 

は
ビ
ニ
ー
ル
製
の
も
の
が
主
力
に
な
っ
て
い
る
。

養
蚕
木
鉢

蚕
の
上
簇
時
に
、
熟
蚕
を
一
匹
ず
つ
拾
い
こ
ん
で
入
れ
る
容
器
と
し
て
戦
前
ま

写真1星野与市家のサマ、この内側をイトヒ 
キバという。



で
さ
か
ん
に
使
わ
れ
た
も
の
、
県
内
で
は
、
利
根
郡
下
と
、
吾
妻
郡
六
合
村
で
生 

産
さ
れ
た
の
が
有
名
だ
が
、
写
真
の
資
料
は
、
利
根
系
の
彫
り
方
で
あ
る
。
菊
花 

状
の
彫
り
あ
と
が
美
し
い
。
も
う
一
つ
は
コ
ネ
バ
チ
状
の
彫
り
方
を
し
て
い
る
。
 

マ
ブ
シ
折
り
器

ワ
ラ
製
の
マ
ブ
シ
を
多
用
す
る
地
域
で
は
、
昭
和
初
年
か
ら
シ
マ
ダ
マ
ブ
シ
を 

折
る
マ
ブ
シ
折
り
器
が
普
及
し
は
じ
め
、
手
で
折
っ
て
つ
く
る
マ
ブ
シ
に
か
わ
っ 

て

「
ガ
チ
ャ
ン
ガ
チ
ャ
ン
」
と
能
率
的
に
折
れ
る
の
で
好
評
だ
っ
た
が
、
シ
マ
ダ 

は
一
回
限
り
で
捨
て
る
の
で
そ
の
筋
か
ら
改
良
マ
ブ
シ(

ト
ウ
カ
イ
マ
ブ
シ
も
そ 

の
一
つ)

が
指
導
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
マ
ブ
シ
折
り
器(
B
)

が
導
入
さ
れ
た
。
卜 

ウ
カ
イ
マ
ブ
シ
は
何
回
も
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ス
ブ
ザ
ル

隣
接
の
利
根
村
で
生
産
さ
れ
る
も
の
で
、
桑
を
入
れ
て
も
、
穀
類
を
入
れ
て
も
、
 

食
器
入
れ
に
し
て
も
丈
夫
で
、
使
い
よ
い
万
能
の
ザ
ル
で
、
現
在
も
多
用
さ
れ 

る
。

マ
ユ
カ
ケ
ザ
ル 

竹
製
の
浅
い
ザ
ル
で
、
給
桑
に
も
使
う
家
が
あ
る
が
、
 

マ
ユ
カ
キ
を
す
る
と
き
や
、
マ
ユ
を
入
れ
て
目
方
を
は
か
る
容
器
と
し
て
使
う
こ 

と
か
多
い
。

背

負

子

シ
.3

イ
コ
、
シ
ョ
イ
ダ
イ
と
こ
つ
の
呼
称
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
背
中
が
あ 

た
る
と
こ
ろ
の
下
の
と
こ
ろ
に
あ
る
コ
よ
り
下
が
か
な
り
長
い
こ
と
が
注
目
さ
れ 

る
。
荷
を
つ
け
て
背
負
い
出
す
と
き
や
、
休
息
す
る
と
き
楽
な
よ
う
な
く
ふ
う
で 

あ
ろ
う
。

セ
エ
ブ
ク

背
負
に
袋
と
い
う
こ
と
か
ら
の
呼
称
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
他
の
地
区 

で
ビ
ク
と
か
、
シ
ョ
イ
ヅ
カ
リ
と
よ
ん
で
い
る
草
で
編
ん
た
ナ
ッ
フ
ザ
ッ
ク
で
あ 

る
。
土
地
の
人
も
編
む
と
い
う
が
、
利
根
の
方
の
人
に
編
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
多 

テ

カ

イ

背
中
に
背
負
っ
た
り
肩
に
か
け
る
の
で
な
く
、
腰
に
下
げ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ 

る
。
ま
た
メ
カ
イ
で
な
く
テ
カ
イ
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
も
お
も
し
ろ
い
。

セ
エ
カ
ゴ

背
負
い
籠
が
二
つ
示
さ
れ
た
が
、
大
形
の
も
の
は
草
刈
り
や
、
落
葉
を
背
負
う 

籠
、
や
や
小
さ
目
の
も
の(

人
の
背
負
っ
て
い
る
も
の)

は
、
弁
当
や
肥
料
作
物 

な
ど
を
背
負
う
も
の
と
し
て
必
要
品
で
あ
っ
た
。

イ
モ
カ
キ
グ
ル
マ

イ
モ
は
カ
ゲ
ノ
タ
ワ
ラ
と
い
わ
れ
、食
生
活
の
相
当
の
物
分
を
占
め
て
い
た
が
、
 

食
べ
る
た
め
に
は
よ
く
洗
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
川(

用
水
な
ど)

に
一 

種
の
水
車
を
か
け
、
そ
の
中
に
入
れ
た
イ
モ
が
自
動
的
に
洗
え
る
く
ふ
う
を
し
た
。
 

写
真
は
、
イ
モ
カ
キ
グ
ル
マ
の
軸
を
外
し
て
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

木 

鉢

雑
穀
を
粉
と
し
て
食
べ
る
時
、
こ
ね
鉢
と
し
て
使
用
す
る
木
鉢
は
必
需
品
で
あ 

り
、
ウ
ド
ン•

ヤ
キ
モ
チ.

マ
ン
ジ
ュ
ウ
な
ど
は
こ
の
中
で
こ
ね
ら
れ
、
形
を
つ 

け
ら
れ
て
加
工
さ
れ
た
。
餅
を
つ
い
た
と
き
も
こ
の
中
へ
入
れ
て
処
理
す
る
こ
と 

も
あ
っ
た
。

マ
ル
シ
ョ
ウ
ギ

ス
ズ
竹
で
つ
く
ら
れ
た'
マ
ル
シ
ョ
ウ
ギ
は
、
水
き
り
が
早
く
、
汚
れ
な
い
の
で 

食
器
か
ご
と
し
て
さ
か
ん
に
使
用
さ
れ
て
き
た
。

ユ
ト
ウ

人
寄
せ
を
し
て
食
事
を
提
供
す
る
と
き
に
、
汁
を
注
い
で
歩
い
た
り
、
湯
を
注 

い
で
ま
わ
る
道
具
。
か
っ
て
は
ウ
ド
ン
ブ
ル
マ
イ
は
祝
儀
の
席
に
欠
か
せ
な
い
こ 

と
で
、
ユ
ト
ウ
の
中
に
オ
ス
マ
シ
を
入
れ
て
使
用
す
る
の
で
、
村
の
旧
家
に
は
数 

多
く
用
意
さ
れ
て
い
た
。

オ
シ
ラ
キ

神
仏
へ
食
物
を
供
え
る
た
め
の
器
、ト
チ
の
木
や
そ
の
他
の
木
を
板
に
し
、
ざ
っ 

と
削
っ
た
上
に
も
よ
う
を
彫
り
こ
ん
で
、
盆
前
と
か
、
歳
暮
に
売
り
に
来
た(

市 

で
求
め
る
こ
と
も
あ
る)

。
こ
れ
に
供
え
も
の
を
盛
っ
て
供
え 

祭
り
か
終
る
と
捨



て
た
。桶

ズ
ル
ス

没
落
し
た
旧
家
の
土
蔵
の
片
す
み
に
放
置
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
下
の
方
の
竹 

の
た
が
は
崩
れ
て
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
か
つ
て
は
、
モ
ミ
ス
リ
の
道
具
と 

し
て
さ
か
ん
に
活
や
く
し
た
こ
と
が
あ
る
。
桶
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
 

麦
ぶ
る
い

穀
類
の
選
別
道
具
。
曲
げ
物
の
丸
枠
に
金
網
を
用
い
た
節
が
出
現
す
る
前
に
さ

か
ん
に
使
っ
た
も
の
。

俵
編
み
器

穀
類
を
保
管
、
運
搬
し
た
り
す
る
容
器
と
し
て
の
俵
は
、
農
家
の
人
た
ち
が
冬 

の
農
閑
期
に
自
家
用
分
く
ら
い
は
編
ん
で
お
い
た
も
の
。
脚
は
う
ま
く
み
つ
け
た 

二
又
の
木
を
二
つ
に
挽
き
割
っ
て
、
こ
れ
に
角
材
を
利
用
し
て
繩
を
か
け
る
も
の 

を
つ
く
っ
て
い
る
。
編
み
な
が
ら
落
ち
な
い
よ
う
に
繩
が
は
さ
み
こ
め
る
よ
う
に 

く
ふ
う
し
て
あ
る
こ
と
も
特
色
。
こ
れ
で
炭
俵
も
編
ん
だ
。

モ
ロ
コ
シ
ボ
ウ
キ

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
は
な
い
穂
モ
ロ
コ
シ(

コ
ウ
リ
ヤ
ン
？) 

の
か
ら
を
利
用
し 

て
、
自
家
用
の
ホ
ウ
キ
と
し
て
作
っ
た
も
の
。
茎
を
長
く
利
用
し
て
柄
と
し
た
。
 

一
種
の
草
ボ
ウ
キ
で
あ
る
。

ハ
ナ
カ
キ
ナ
タ

小
正
月
の
と
き
に
つ
く
る
ハ
ナ(

ケ
ズ
リ
バ
ナ)

を
作
る
た
め
の
専
用
の
刃
物
。
 

刃
の
先
端
に
つ
い
て
い
る
カ
ギ
の
と
こ
ろ
が 

ハ
ナ
を
つ
く
る
大
切
な
と
こ
ろ
で
、
 

手
を
の
ば
し
て
向
う
の
方
か
ら
手
前
へ
引
い
て
ハ
ナ
ギ
を
け
ず
っ
て
ハ
ナ
を
作 

る
。
最
近
は
作
る
人
が
少
な
く
な
っ
た
。

大 

鎌

山
の
下
刈
り
等
に
使
用
す
る
大
形
の
鎌
で
、

ー
 

メ
ー
ト
ル
以
上
の
長
い
柄
を
つ 

け
、
夏
山
の
下
刈
り
に
振
っ
た
り
す
る
鎌
。
普
及
し
た
の
は
戦
後
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。

写
真
に
は
ワ
ラ
ジ
も
一
緒
に
写
っ
て
い
る
が
、
大
き
さ
か
ら
見
る
と
馬
の
ウ
ラ

ジ
と
し
て
は
少
し
小
さ
い
感
じ
が
す
る
。
蹄
鉄
を
つ
け
な
か
っ
た
時
代
に
は
欠
か 

せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

タ
カ
ヅ
ナ

竹
を
細
く
加
工
し
て
つ
く
っ
た
繩
。
竹
を
細
く
割
っ
て
も
な
う
こ
と
は
で
き
な 

い
の
で
湯
で
煮
て
か
ら
な
う
と
い
う
が
、
萱
ぶ
き
屋
根
の
な
わ
と
し
て
は
最
高
の 

も
の
。
か
つ
て
は
荒
物
屋
で
も
売
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
見
ら
れ
な
い
。

商
家
の
家
具

大
ぜ
い
の
奉
公
人
を
使
用
し
て
い
た
商
家
で
は
、
奉
公
人
用
の
引
出
し
を
た
く 

さ
ん
つ
け
た
家
具
を
つ
く
り
、
め
い
め
い
の
名
札
を
つ
け
て
使
わ
せ
た
。
ま
た
部 

屋
を
活
用
し
て
使
う
た
め
に
、
階
段
も
「階
段
」
と
し
て
作
ら
ず
、
家
具
と
し
て 

引
き
出
し
の
つ
い
た
階
段
ダ
ン
ス
の
ょ
う
な
も
の
を
利
用
し
た
家
が
多
い
。

一
般 

の
民
家
で
も
や
る
家
か
あ
っ
た
か
例
は
少
な
い
ょ
う
で
あ
る
。

日
掛
貯
金
箱

納
税
用
の
貯
金
と
し
て
、
地
元
の
金
融
機
関
と
特
約
し
て
日
掛
け
貯
金
を
し
た 

時
の
貯
金
箱
、

一
戸
每
に
金
額
を
記
し
、
穴
が
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
現
金
を
入
れ
て 

隣
り
へ
ま
わ
す
し
く
み
だ
っ
た
。



写真2 正田猛家旧母屋(1間取)

写真2 正田猛所有の移築建物(2間取)

写真5 金子元治家(2間取) 

写真5 高瀬好夫家(広間型) 

写真6 須永武男家(広間型) 写真3 旧石原岩三家(1間取)

写真7 関口宗佑家(広間型)(大正2年にダ 
イドコロ部分を改造し2階とする。)

写真4 久保田吉松家(2間取)



写真11小池孝太郎家の大黒柱

大黒柱には逃げがない(室境の芯に柱芯を 
合わせている)ため、他の柱より太い大黒 

柱は敷居の内面より室内へはみ出してしま 

う。このような室へ畳を入れる場合は、当 
家のように畳を凹字形に欠くか、大黒柱の 
畳の当る部分を切り欠くかしなければなら 

ない。このような大黒柱の据え方は古い遺 

構によくみられる特徴である。

写真12星野幸作家(広間型)

写真8 穴原和郎家(広間型)

写真9 穴原和郎家

中古にダイドコロの妻側寄りの土間を幅約 

2間深さ約3尺位掘り下げ、ここでイザり 

バタを織ったこうすると適度に湿気が保て 
て織り易くなるのだというこの写真は掘り 
下げられた部分の土間をみたところ。

写真13小野雅造家(広間型) 写真10小池孝太郎家(広間型)

20年位前にクズヤネをセメント瓦に改造 

したもの



写真14高瀬恭平家(広間型)

写真15高瀬恭平家のイロリ

最近ではイロリを残している 
家が少ない。

写真17金子定夫家の大黒柱
写真nの大黒柱と違って柱芯をダイドコ 
口側に寄せて大黒柱の内面と敷居の内面を 

合わせている。このような大黒柱の据え方 

は新遺構にみられるもので、大黒柱に逃げ 

があるという。こうすることによって大黒 
柱のところで畳を欠かなくても済むように 

なる。

写真18高瀬友平家(広間型)

写真19小倉元男家(喰違4間取,

写真16金子定夫家(広間型)



写真24深沢順麿家(不整形田字平面) 写真 小倉玉吉家(喰違4間取)

写真21福田勘助家(喰違4間取)

クズヤネを大正4年、瓦葺に改める。

写真22高草木増次家(喰違4間取)

写真23小池政之助家(不整形田字平面)

写真25星野邦次家(不整形日I字平面) 

写真26鹿沼利夫家(不整形田字平面) 

写真27関口三郎司家(不整形田字平面) 



写真28関口三郎司家
トボーグチJ:り土間正面をみる。正面の屋 

根と桁の接する部分にシメナワがいっぱい 

下っているが、これは竈神様をまつったも 

の

写真29赤石康家(不整形田字平面)

写真30深沢豊次家(不整形田字平面)

写真31松島和男家(不整形田字平面)

写真32福田富三家(不整形田字平面)

写真33漸田良一郎家(不整形田字平面)

写真34高草木昭夫家(不整形田字平面)



写真41 小倉真佐留家(整形田字平面) 写真37荻原一*郎家(不整形田字平面)

写真38星野清一家(整形田字平面)

昭和30年頃クズヤネを瓦屋根に改造する

写真35鏑木多真喜家(不整形田字平面)

写真40奥沢実家(整形田字平面)

与真39星野清一家にみられた別棟のイト 

ヤ(手前の低い瓦葺建物)

写真36高草木春吉家(不整形田字平面)こ 

の地方ではめずらしい前兜造である。



写真45藤生二三夫家(整形田字平面)

写真46藤生二三夫家の長屋門
当家は幕末に名主役を勤めた家で、この長 

屋にはそれを裏付ける生きた資料である。

写真42小倉真佐留家の大黒柱 

約沢角で四面にカンナがかけ 

られ逃げもある。

写真43星野与市家(整形田字平面)

写真44水島松次郎家(整形田字平面) 

この地方ではめずらし前兜である。

写真47小野里公男家(多間取)

名主役を勤めた古い家柄である。



写真48小野里公男家の式台

写真49金子正次家(多間取)

写真50須永善十郎家(町家)

写真51 野口信三郎家(町家) 

写真52岡道三郎商店(町家) 

写真53奥付酒造店(町家)

当亨は外部の写真撮影だけで、内部の調査 

は行なっていない。

ヌカブルイ(小平)(阪本英一 撮影)



養蚤不鉢(小平)の表と衣
(阪本英一撮影)

コノメ(狸原)(板橋春夫 撮影)

ワラミ(狸原)(板橋春夫)撮影)

オコアゲの時に使うキバチ

(狸原)(板橋春夫撮影)

モジアミ(小平)(阪本英一撮影)

養蚕火鉢(小平)

(阪本英一*撮影)

マブシ折り器B 狸原)

(板橋春夫撮影)



スズザル(小平)
(阪本英一撮影) マブシ折り器A (狸原)

(板橋春夫 撮影)

トウカイマブシ(狸原)(板橋春夫 撮影)

ショイパ'シゴ(上神梅)

(板橋春夫撮影)

マユカケザル(狸原)

(枝橋春夫撮影)

シヨイバシゴ(上神梅)

(板橋春夫 撮影)



テカイとその使用法(卵.原)

(板橋春夫 撮影)

セエカゴ(狸原)

(板橋春夫撮影)

セエブク(狸原)

(板橋春夫撮影)

セX•カゴ(狸原)

(板橋春夫撮影)

キバチ(狸原)

(板橋春夫撮影)

洗し、ザル(神梅)(関「1正じ撮影)



ユトウ(小平)

(阪本英一撮影)

オシラキ(小平)(阪本英一 撮影)

フルイ(小平)(阪本英一 撮影)

イモ洗い車(上神梅)

(関门正じ撮影)

木ズルス(小平)

(阪本英一撮影)

タワラアミキ(小平)

(板橋春夫撮影)

フルイ(小平)(阪本英一 撮影)



モロコシボウキ(狸原)

(板橋春夫撮影)

タカヅナ(竹綱)一(小平)

(阪本英一撮影)

日掛貯金箱(小平) (阪本英一 撮影)

奉公人が使った引出し。(岡直三郎商店)い、 
間々) (板橋春夫撮影)

ウマのワラジと大鎌(浅原)
(板橋春夫撮影)

引出しのついた階段(大間々)

(板橋春夫撮影)

ハナカキナタ(狸原)

(板橋春夫撮影)



——神 ............. 6,32,35
 

ヤタ 49
 

八ッ飯. ...................28
 

ヤッデ 32,80
  

柳のまな板 185
 

屋根 38,81
——替え 39
----ふき 38

 
——ムクリ 95

 
——屋 39,113
矢畑 229  

ヤブ入り 61   
山犬様 234  
山入り 184  
ヤマガンピョウ............ 20  
山グワの木 189  
一の神様..………185,187,223
一の開き 199
やんめ 87  
ゅ行  

 
ユイ 95,112  
結納 141,155  
----おさめ 155  
——金 141  
ユイツギ 100  
夕食 27  
湯灌 142,167  
遊芸人 74  
雪の日 237  
ゆず 86  
----湯 86  
輸送 69
ユト勺 270

 
指遊び 246  
> 78  
—封 t 78  

ょ行 

夜遊び 106,141,151 
良い夢 78  
養蚕 41,43,51  
夜えびす 192  
夜カゴ 269 
夜木鉢 269
夜火鉢 269
ョキ 60  
よそいぎ 5,7  
ョソ村との交際 113
予兆.......................76

 ョッコ 95
 四ツ身 11

 四ツ飯 6,28
 

夜泣き 86
  ョナノカ 174

 
夜ナベ 61,63
夜這い ............. 117,152
ヨビモドシ 164

 ヨムシ  85
 ョメゴ 85

 
のぉ苯 141,160

 
 のお糸 161,162 

  のつとめ 114
 ョメ三年婿八年 142  

 嫁入り支度 12 
  衣裳 153 

   道具 12
 ——前 152

 嫁取り 152
 嫁の着物.................. 7

一の権利 153  

 一の里帰り 162 
 一の正月 191 

 —の生活 152 
 一のつとめ 152 

 一の年季 153 
 一のみやげ 161 

 嫁迎え 157 
 嫁婿の村まわり 162 

 ョリアイ 100 
 ョロ ク 73,95,116 

 ョロケ病 2,68 
 四十九杯 173 

 
ら行  

 ライサマ 77,124 
 雷電木 82 

—よけ 82 

り行

 リガク 65
  利尿済 89

 りゅうば'しら 37 
 料理番 161 

 リンゴ箱 66

る行  
 留守居仏 209 

 るすんぎよう 25 

 
  れ行

 
恋愛 153

 恋愛結婚 153
  -------の仲人 153

 
蓮生坊 25 '

 
ろ行  

 老人クラブ 117
 

六月の忌日 199
  六合神社 120

 六算様 88
 六算除け 88
 -------- の唱えごと 84

 六部.......................74
 炉ばた.................... 36

 —ぶち 36
 

 ゎ行

若衆ギンザ 161
 -a........................................ mo

 若水   179
 —餅 190

 ワジメ(輪飾) 222
 ワセタンバ栗 65

 綿帽子 157
 わたまし 38

  渡瀬川.....................1
 藁市.......................7〇

 わらい話 231
 わらじ 1〇

 ----------cf く り.............. 64
 ワラデッポー 219

 わら人形 175
 ワラビ 20

 ワリダシ 96,186
 ワリムスビ 20

悪い夢 78
綿入れ 8

 ゅ行

 湯灌 ..167
 ユキノシタ 20

湯沐 ........187

ょ行

 ヨメゴのお茶 161,162
 嫁のみやげ 161

 嫁婿の村まわり -162



御鉢の三束雨 76  
ミカンの皮 89  
右ずまい 32  
ミクンチ 217  
ミゴシ 126  

水泳ぎ 150 

水ごり 200
 ミズナ 20
 水ブサ 185

ミズブサの木 36  

 水を大事にした話 105 
 

味噌 25,32,66
 

ミソカソノく 225
  ミソカッパライ..........225

 みそずけ 18
ミソッチル 17  

 
ミソと小判 229

  ミソハギ 206,207
  道刈り 101,204

道普請 102  
 

30
三ツ紋 6  
三ツ身 11  
三ツ峯講 109  

ミツメ 162  
ミツモリ 29 

ミナガワ 54  
ミナノカ 174  
峯八軒 96  

ミノカサ 122  
ミヤコ柱 266  

耳がかゆい 77 
—だれ 87,88 

 
—の異物 90
一ぷさげ 83,143,175  

ミョウガ 20,44
餅 6  

  -------タケ 19,20
  

-------- バカ 19
妙見さま 148 

  -------- の腰掛石 228
苗字分布 114  
民間療法 86  

 
民俗知識 75

 
む行  

 
六日ドロ 185

 無緣物 208
 迎えイチゲン 157

迎えダンス 157  

迎え火 203 
迎え盆 176 
ムカデ 63,66,87,90,123 
麦刈り 47 

— 49 

—作 Q 41
一の諺.................... 47
—の品種 46 

—ふみ 47 
—ぶるい 271 
—まき 46 
—まきを忌む日 47 
—めし 16 
一わら帽子 10 
ムグラ鉄砲 220 

ムコ 152 
ムジナ 85 
------の嫁入り 233 
------の話 233 
虫歯 88 
虫封じ 86 
ムシロ編み 57 
息子たちと戦争 117 
結び方 10 
娘かぶり 15 

 
棟木 38
ムナノカ 174 
村仕事 101 
—尽くし 248  

 
一に来た芸能 113,117
一に来る商人 113 

一に来る職人 113
一の開発 94

 
一の組織 94,98
一の費用 100 

一の役 99
 一の連絡 100 
 一八分 30 
 一まわり仁義 ........141 

 
 め行  

銘仙 9 

めかい 163 
目かご 87,88 

めくら暦 91 
 メッツケガミサン……142,164

目のゴミ 87 
メハジキ 142,171 

メハジャ 171
メマシ 164 

メリンス...................9
メンス...................146
めんどり...................77
メンドリ畑.............. 229
メンパ.....................27

も行

モーカ木綿.................12
モウソウ竹................ 20
モグラ退治.............. 220
-------ンプサギ……22,48,219 
モジアミ................ 269
餅......................... 23
—家例...................184
—ぐさ...................199
一つき...................223
一を供える神............ 225
—をつく日................ 23
—モロコシ................ 44
モッケ病...................88
モトバタヤ................ 55
モノヅクリ.............. 187
喪服...................7,173
モヨッケ水道.............. 30
もらい湯...................39
もりっこおび.............. 10
モリワタシ................ 25
モロコシボウキ.......... 271

--------モチ.............. 23
もんつき................ 5,7

モンペ.....................9

ゃ行

夜学..................... 151
ヤキカガシ(ヤカガシ)……193 
ヤキモチ(焼き餅)•••21,22,202 
ヤギリ(焼き穂)............ 47
厄落し...................151
薬草...................88,90
厄年.....................150
——?.........................................149
厄除け...................150
火傷...................88,89
屋号....................... 68
厄病除け...................32
焼ケ十二...................25
八坂神社.................126
八坂祭...................125
屋敷稲荷…35,119,130,141,151 
——内の木................ 34



 
ふだん着 5,6,8,9

 
フツームスビ 10

 
二日め 162

 
ブッツケナノカ 143,173

 
舟場 69

 
フナ餅 23

 
フナマイダマ 17,24,53

 
フナヤスミ 24,51

 
あぶぎ 11

 
二間取の民家 253

 
冬の仕事 63

 
フレヲマワス 100

 
フルシキ 118

 
風呂組 104

 
——に入る順 39,117

 
----の位置 39

 
へ行  

 
幣束 158

 
兵隊検査 6,150

 
ヘソクリ 95,116

 ヘソの緒 86,144
  

ベタ.................... 133
 

ペタ 247
 ヘッツイ 131
 

別当職 133
 

ヘビ 66,85
 

----の抜け穀 86
 

勉強道具 118
 

便所 32
 

----の神様 132
 

弁天講 109,112
 

——待 112
 

弁当箱 27
 

ほ行 

 
ボウウチ 47

 # 113
一神様 140,143
奉公人 56,61

 
一の苦労 57

 ------の休み 225
ほうそう神送り 83,140
ホウヅキ 176,206

 
ホウヅキの根 148

 
ホウバイ仕事 95,112

 -------- ヅキアイ 95,112
 

坊主結び 10
 

ほおざし 32
 

ホカイ 38,141,155,175

 ホカケ 31,50,141
 

ボク迎え 187
 補習学校 151

 
ボタモチ 21,206,207

 
ホトトギスの兄弟 230

   のはなし 230
 

ほどやき 22
  -------- を作る日 24

 
ホマチ 73,95,170

 
ボラ 44

 
ボロカクシ 39

 
盆 203

 
—市 205

 
一送りの食習 214

 —打ち 203
 —踊り 215,248

—買いもん 205
ーガラ 216

 —ゴザ 205
 

—棚 176,206
 

一中の産死 175
 

一中の不幸 216
  

一中の墓参 203
 

一提灯 203
 

一月 203
 

一の供物 203
 

—の中日 212
 

—のぼたもち 24
 

一の埋葬  .......203
 

—の用意 204
 

—花 203,205
 

一迎え 203,209
 

本善 108
 

ボンゼン 83
本裁 11
ボンデン 125,143

 
ホンビ 162

 
ホンフラン 9

 
 ま行 

 
マイダマ 24

 
マイ葬 171

 前掛...................... 9
まえすべり 10

 
マカナイ方 161

 
まき銭 171

 
枕返し 78

 
—団子 167

 
—直し 166

 一飯 166

  マクリ...................148
 孫だき 146

  呪い(まじない) 82
 マス 18

 まぜごはん 17

   間違い地蔵 135
  町の組織 99

  町家 265
 

町割D............................................. 96
  マッカン 59

 
松を立てない家 225

 間取り 35
 間引 145

 まぶし 53
 マブシ折り器 270

 マミ除け 171
 マムシ 91

マムシ酒 89
 豆まき 194

 マユカケザル 270
 まゆかき 191
 マユダマ ••••53,188

  -------- の販売 55
 マユ玉をゆでた水 189

 魔除け 32
 

まるおび 10
 マルショウギ 270

 マルブキ 38 
  アルマゲ 157

 
まるめ年越し 189

 まわし 116
 

まわし肩 70
 マワタ 14

 
マンガアライ 50 

 マングワ 49
 満光院 125,137

 
万才 248 

 まんじゅう 21,23

 マンダルク 82
 マンドウロク 82

 アンドモウセ 51  

 マンリョウ --80  
 

  み行

  a 163
 

見合 153
 ミウト 161

 
ミオクリ 171 

  ミガキゴ 66
  ミカゲ石 69



八十八夜の祝い 150  
  --------の別れ霜 199

八幡神社例祭 198   

八寸ば 10  

初市 186 
初うぶ毛 86  
初絵売り 193  
初午 192  
ハッカとギョウザ 80  

二十日正月 192 

ノ、'ソカリメン 15 
 八朔 31,163,216

初正月 148  

八将神 138  
初節句 148  

ハッタリ 16  

  初誕生.................. 148
ハッツキトウバ 143  
八丁ジメ 200  
初穂 48  
初詣 180  

 
初夢 78,180
ハナガキ 187  

 
ハナカキナタ 187,271
鼻血 91  

  ハ十ドリ.................. 64
 花祭り 80,198

花むすびぞうり 10,61 

 花嫁衣裳.................. 8
花輪 68  
ハネタキ 113  

はねをつける 155  
バヒフ 88  
馬糞 88  
破魔弓 148  
腹帯 143  
腹下し 89  
原の井戸 103  
原の風 77  
はらみ箸•••24,81,187,188,190  

ハラミ女 143  
ハフマキ 47  
張板 12  

 
針供養 13,196
針箱 12  
春ゴ 51  
春駒 114  
ハルタ 46  

 
榛名の三束雨 76,77
----の雷 76  

春彼岸 198  
 

ハンゲ 50,199 
 ------坊主 50 

ハンタクオビ 8 
バンダイ餅…6,23,25,124,187 
班長 98 
ハンテン 8 
半纒半日 13 

 
馬場平 ；... 132 

 ひ行 

ヒイラギ 32,195 

ヒエ 17 
ヒエメエダマ 44 
火があがる ......... 193 
日掛貯金箱 271 
ヒカリモノ 234 
彼岸ダンゴ 198 
——のボタ餅 24 
ひきわり 15,16 
日暮の明星 84 
備荒食 30 
日乞い 83 

 ヒザムスビ................ 1〇

ヒシ餅 23 
ヒショマイ 53 
左膳 33 

左ずまい 32
ヒッコクリ 1〇

ヒッジサル 34 
ヒッパライ 10 
ひとえもん 8 
ヒトカタケ ........ 16 
ヒトケックリ 46 
ーッ身 11 
ヒトダマ 115,237 
ヒトナノカ 173,174 

---------- の飾りつけ 171 
一間取の民家 255 
ヒト寄せの時 113 
人寄せのときの料理 29 
一人一日の仕事量 109 
雛市 3,197 

ヒナタへビ 66 
ヒナ祭り 197 
ヒノキ笠 10 
火に立つ 196 
火の番組合 102 
火吹竹 150 
火伏せ 166 

------の神.............. 123 
皮ふ病.....................90
広間型の民家............ 253

ヒメコ.....................51
ヒモカワ...................21
ヒヤス...................151
ひやめしぞうり............ 10
百観音...................134
百度参り.................164
百八燈 139,216 
ひよう.....................77
評議会...................100
----員................ 94,100 
病気は気から.............. 91
火よけ.....................39
ひょっとこかぶり.......... 14
ヒヨトリ...................54
ひより下駄.................1〇

月巴料....................41,44

ヒル....................... 85
ひるばてえ................ 21
ヒルメシ...................27
拾い子...................149

ビワ....................... 80
びんかき...................9
びんだし...................9
びんつけ油................ 9

ふ行

フェルト...................1〇

深沢の組立式舞台........ 242
----の大火事............ 102 
----人形................ 242 
ふかしまんじゅう........ 162
フキ...................20,80
ふきごもり................ 39
福岡村..................... 1
武家屋敷...................96
福区長................ 98,99
複合家族.................117
福茶...................88,194
腹痛....................... 88
福豆..................... 195

フジマワシ.............. 246
扶持狩ち.................164
藤森稲荷.................130
不整形田字平面の民家……258 
フダイ...................115
フタケ.....................49
フタナノカ.............. 174



----からのお歳暮........ 154
----とのつき合い.........154
----のお礼...............154 
——のぞうりきらし•••141,154 
——のナナデンボウ•••141,154 
十ン..................................................80
梨木温泉...................70
ナスウマ................ 206
M ..................................................237
名付け...................147
—親.................147

ナツタ.....................49
七色ギモン.............. 149
七草ガュ.................185

七つ坊主...................86
七つ星.....................84
ナナ晚焼き.............. 203
七夜着..................... 11
七日ザラン............ 14,175
浪波節語り.............. 113
十ミノノ、ナ................ 79
菜めし..................... 17
ナレアイ.................153
ナワシロ...................49

なわない.................109
ナンテンの箸.............. 87
........ の葉.............. 89 
ナンド................ 36,144
------の神様............ 132 
......の掃除............ 193

に行

握り飯.....................25
ニコニコの伴天............ 9

二•七の市................ 72
二十三年忌.............. 174
二十三夜様.............. 112
-------マチ.............. 10S
ニシン..................... 1S
日光裏街道................ 6S
二の市.....................66
荷馬車..................... 7C
二番草.....................4G
ニボウトウ................ 21
ニホンゴメ.................K
入棺..................... 16E
孚し歯.................. 86,14E
龜.......................................................3z
ニワオキ...................5]
ニワトコ.............. 90,18-

 
人形芝居................ 242食

 妊娠.................... 143 ノ
 

----しての注意.......... 143 /
----中の夢............... 78 ,
----中の禁忌 145
一と馬の手綱 79

——とほうき 79 
 

一と便所................ 79 £
 一と禁忌............... 78 v

 人足仕事................ 1〇2 j
  

 ぬ行 - 

ヌカブルイ.............. 269 _ 
ヌルデ 187 

 
 ね行 J 

 ネー ロ............................................ 66 ； 
 

ネギの北枕................. 82 (
 

猫供養................... 137 |
 —地蔵 137 

 —のさか毛 77 
 —のはなし 230 

 ネズップサゲ 48 

ネズミ除け................ 85 ; 
 ネバ'土掘リ 66 

 ネブツ 88 
 寝まき 9,12 .  

 年始回り................. 181 
 念仏 173
 ——石 228

——玉 142,173
 

——団子 142
 

 の行 

 
納棺 -142

 
農耕 41

 
農耕の禁忌 81

 
農事暦 91

 
農村歌舞伎舞台 238

 
農休み 23,163,202

 ノガエリ 171
 

ノシ買い 55
 

ノシ取り 73
 

ノゾツコミ酒 161
 

ノッペラボー 85
 

ノ デンボー 24,185,188
 

のどのとげ 87
 

野辺 171
 ノボリコミ 159

  
ノボリ身上 114

 飲み込んだ異物 90 
  ノラクラ 64

 ノラボウ坂 98
 ノリテ'マ 95

  は行

 
歯 86

 
ばあさんかぶり 14

 
羽織.......................7

 
墓掃除 204

 
—直し 142,172
墓場 173

 
——の団子 87

 
袴 7
馬鹿むすこの話 230

60
 

掃立て祝い 54 
 

はきもの 10  
履物の俗信 11

 
バ'クチ 134 

 
馬喰う 42,65

 
ノヽコベ 88 

 
ハサミバコ 157 

 
破傷風 87 

 
ネ主 36 

 
機織り 5,13,43,55

 
----唄 248

 
——の暖房 57

 
 

  機押様 126,138,203

ノヽタケ 46
 畑入り 193

 畑の神 48
 秦野刻煙草 68

 
機屋 56

 ----の休日 57 
----------------------------------------------------------------   の正月と盆 57

  の食事 57

   の賃金 56

   のふんどし 57
   の奉公人 56
   の夜なべ仕事  56

  肌ジュバン 9
  ハタムスビ.. 10

  働き着..................... 8
  85

  一さされ 89
  一の巣 76

  八王子様 120,228

  -------- の祭り 122



地まつり.............. 37,138
地名.....................235
茶の間.....................36
ちゃぶだV、................ 27
茶屋.....................113
中気.......................87
チュウゲン 141,157 
チュウバ...................1〇

中風.......................89
チュウマイ................ 53
長者柱................ 36,266
チョウチン................ 53
チョウムスビ.............. 1〇

ちょいちょい着.......... 5,6
チョコダンゴ............ 174
チョッポマキ.............. 47

つ行

ッキコ.....................66
ッキマゼ餅.............. 223
つけ菜.....................18
漬けもの...................19
ツゲ...................80,166
ッジュウ餅.............. 222
頭陀袋...................168
頭痛.................. 87,89
つばうら...................78
つばき.....................87
ッブシムギ............ 16,50
ッボ庭................ 32,34
ッミッコ.................. 21
つめりつこ................ 22
つわり...................143

て行

出あいイチゲン.......... 158
手打うどん............... 21
デェ.................. 32,36
テカイ.................. 270
デキル...................142
テクノボー.............. 170
テコバコ.................. 89
テッコ盛り.............. 192
手伝い.....................93
デッチ.................... 61:
手っぷり水................ 92
テッポリタンボ.......... 102
針........................14 .

テバタ..................... 55 J
テマッカリ................. 95 )

B寺への年始..............181 

5てんかん.................. 88 
5天気まつり....... 49,83,122 

1天狗様.................. 124 
ミでんぐり返し地蔵........ 86 

 7 --------薬師............ 134 
7天候の予兆................ 76 
)----の予報................ 77 
)デンジ................... 46 
!天神様.................. 120  

 i ----------の祭典............ 120 
!デンシュウロク............ 65 
'天井上げ祝い..............60 
'天南草.................... 90 
テンボシ 78 

 

っ行

十日ダンゴ 219 
十日夜 218

   ------のワラデッポウ……219
  ------餅 23,219 

ドウギミモチ 28 
道玄の娘 226

 
銅蔵 68

 
銅山街道 68

 
トーザン ...... 12

 
冬至 222

 
----のトウナス 90  
----の日の食べもの 88

 
桶ズルス 271

 
道祖神 87,190

 
銅問屋 68

 
道中着 12
トウナス............ 88,163
糖尿病 90
塔婆のタテジマイ 174
トヴモロコシ……17,28,44,223
ドブロク 29 
トボグチ 85,252 
とがくし 9,109 
戸隠様のお札 77 
毒消売り 73,74,113 

トクサ 80 
どくだみ 88 
毒虫 88 
とこあげ 145 
ドコウジン 131 
床とり 161 
床の間.................... 36 
床柱.......................36 

 
L 卜 37バン............ 142,168 
5戸沢.......................99 
年男 179 

［年祝い.................. 150 
;年占い.................. 195  
:歳神.....................225 
1年神様...................195 
'年越しそば................ 86 
1どじようのヒボリ.......... 66

 1-------- は''さみ............ 66  
年とり 195 

34
 

ドテモグラ 6,22,48 
ドドメ 51

 
となえ言 86
トマリゾメ 141,151
トムライ 195

 
 (トムライアゲ) 143

 トメアナ 142
 トメトウバ 143,174

 
ともばらみ 149

 土用 200
 ——みつめ灸 88

 ----餅.................... 23
 トラノオ 46 
 トラム 165

 トリアゲバアサン 144

 --------水 146
 トリムスビ 141,161

 ト ロロ 90,185 
 ドンドン焼き 190

 呑竜がえり 48

  様 86,147

  坊主 83
 

 な行

 
苗クノくリ 49 
苗バ 49 
長尾根 1,96 
長居する客 84 
長生きの相 150 
流しびな ............... 198 
ナカノカイト 128 
中の寺 132 
中宿 152 
長持 12 
流れ灌頂 175 
----星.................... 84 
仲人 154



 
生理帯 146

  
 

セエブク 270
 

石尊様 124439,216
 

赤飯 17
 

----家例 184
 

----をつくる日 23
 

石板 118
 

セチ餅 23
石灰 65
セッタ 10

 
節供の贈答 198

 
——ばたらき 82

 
節分 82

 
——の豆 195

 
セミの脱けがら 88

 
セリタタキ 185

 
世話方 161

 
—役 100

 
善慶寺 204

 
仙台平 6

 
洗濯 9,14

 
------- 5,12

 
先達 126

 
せんてい 81

  
センドモウセ 51,83

 
洗髪 9  
膳箱 26  
センブリ 88

 
ゼンマイ 20

 
染料 67  

そ行 
 

総会 100  
贈答 198  
雑煮のいわれ 232

 
葬儀の知らせ 169,170  
——の日取り 165
葬式の後 165
——の分担 165

 
葬送 167  
葬制 164

 
葬列の役割 170

 
葬式のわらじ 78   
双体道祖神 119,137

 
相談役 98

 
ゾウニエンギ 116

 
ぞうり 83,109,171

 
ソガイ 54

 
俗信 75,76

 そこひ 89
 ソテツ 89
 ソトサン 6,15,16

 外便所 , 34
 ソバ 17,32,44

  ガレイ 184
 

 ——エンギ 116
 染物...................... 13
 反町の薬師様 150

 

 た行 

 
田植え 49,50

 
田植えのときの食事 31

 大火.............................................102
 

大黒 20,36
 

大根のきりぼし 19
 

----の年取り 220
 

——のひば 19
 

——まき 91
 大食漢.................. 114

 
大神宮 138

 
台所の石 76

 
大日堂 132

 
大日様 84

 
堆肥 44

  台風の被害.............. 117
 

大福餅 163
 

ダイマナク 197
 

ダイマナク除け 197
 

タイヤのお膳 142,168
 

タカガイト 97
タカサゴ 160
タカヅナ 271

 たかはり 1〇

 タカミ ..97
 

 39
 

—取 9 66
 たくあん...................18

 竹馬 246
 竹ボウキ 184

 タケヤスミ 51
 タゴイ.................... 45

 だし 26,126
 タスキ.................... 8

  
------結び................ 10

  裁ち板.................... 12
 

タチ餅 148
 駄賃つけ 65

 タツウタ 237
 

タツガシラのノリ 50

辰の日.....................50
タツミ井戸................ 32
タツミカド................ 34
たてかえの手伝............ 39
タテガン(棺)............ 168
タテジマイ............... 143 '
たてば.....................65
タテマタ...................60
タドガイト.…..............97
棚上げ餅.................174
棚ざらい.................184
七夕.....................202
——祭...................203
狸石.....................228
種蒔き.....................41
田の神.....................48
足袋...................11,92
----屋.....................72 
卵を飲んだ蛇.............. 85
多間取平面の民家 ........ 264
魂よび.............. 142,146
タマンマイ........ 53
ため....................... 44
たらい...................5,12
たらし.....................22
------焼き................ 22
タロッペ...................20

俵編み器................ 271
俵神様...................132
ダンゴ................ 21,24
タンス..................... 12
タンジュウ................ 46
誕生..................... 143
——餅...................148
ダンジン柱.............. 266
丹毒の特効薬.............. 89
タンポポ...................88
タンボ.....................46

ち行

近戸神社................. 198

チガヤのゴザ.......... •••176
力石..................... 106
チカラクラベ. ...... 141,151
地震の時刻................ 77
チタケ.....................20
チチグサ...................20
チチババ...................30
血止めの呪い.............. 84
チブク................ 79,145



七年忌 174  
七の市 66  
七の膳 172  
しつけ 79,92 

シニガラス 77  
死人の夢 78  
死の予兆 164  
篠切り 65  
四•八の市 70 

シビレ 87 
  >ブ紙.................... 37

シマイコト八日 222  
シマイ正月 193  
シマダマブシ 270  
シマヘビ 85   

シメ飾り 224  
  

下神梅.................... 1
ジモグリ 66  
シモの病 87,90  
霜よけ観音 134,198  
社会生活 94,117  
ジャガイモ 18,63,88  

シャクリ 86  
蛇頂石 78  

ジャラ 15  
ジャンボムスビ 1〇  

ジャンボン 165  
祝儀M 12  
十五日ガユ 191  

 ------のあづきがゆ 81   
十五夜 23,217 

------の供物 217   
十三夜 23,217  

十三年忌 174  
十三念仏 173  
出棺 170  
——後 171  
小一样 2,60,119,127  
t 一你 128,138,140,143  

------の木 128 

  一の供ぇ物………18?谣 

十二祭 6  
十八ガユ 192  

 
十郎もち 41,48
シュウロクデンジ 188  

 
十六マユ玉 188

 修験 119,137 
主食 15  
出産呪術 3  
正月様 179  

——ffl 183 
----のおかず 18 
----の供えもの 86 
——の不幸 175 
商家の家具 27 
上州の三大祇園 244 
ジョウスイ 49 
ショウズカバアサン 137 
焼香 170 
定済屋 73 
上棟式の唱えごと 84 
商人 65 
正福寺 133,137,150 
ショウブ 199

 --------湯 82,199 
成満院 125,131,137 
醬油 25,32,66,113 
ショゥリゥ様 176
ショウリョウサマ ……207,209 
浄璃 247 
ショイコ(背負子) 270 
ショイダイ 69 
ショイブクロ 67 
食 5 
食事の格 17 
——の作法 92 
——のしつけ 28 
——の量 16 
——の席順 27 

食習あれこれ 29 
食制関係の俗信 29 
諸職 41 
処女会 151 
除夜の鐘 225 
白髪染め 9 
白井権八供養の灯籠 229 
白砂 66 
白滝神社 2 
シラタキ姫 126 
シラハギの枝 189 
鼠大黒 36 
じりやき 21,22 
二郎の一日 193 
シロエン橋 113 

シロカキ 49 
白ナンテンの実 89 
ジンカン皿 29
--------盛り 29,139 
神経痛 90 
信仰 119 

 
身上の評価基準 114

 
——まわし 114,142 
しんぞう病 89,90 
シンツキトウパ' 143

 
新築の家と植木 80 
シンノミ ................. 20

 
神明様 119,151,227 
人力車 69

 
 す行

 
スイカと天ぷら 80  
水車 97  
棚 49  
水道 118  
スートメ 49  

 数代家族 117
 スエノカサ 142,167

 菅原神社 98
 すきぐし 9

 スグアミ 60
 すげ笠 10,160

 スケット 39,64
 スゴヤ(直屋) 252
 スゴロク 246

 スショウ 162
 鈴香神社 132

 ——大明神 123
スズショウギ 67

 ススハキ 222
スズメとツバメの話 230

 すすりだんご 28,44
 ステバ 168
 スブザル 270

住まい 32
炭のこぎり 60 

 炭焼き 43,59

------道具................ 60
 

スリエ 148
 坐り産 140,144

 せ行 

 
生業 41

 
整形田の字平面民家 262

 
精根人 43

 
青年 106

 ----会 106,117,151 
----集団 94,106 
生前供養 175

 
精米 50

 
——PJr.............................................50



つシャリ...................53
五十肩.....................89
小正月...................187
五節供...................163
瞽女(ごぜ)……74,113,114,247 
----のしようべん.......... 74

、子育地蔵...................86
コタネガイ............ 25,191
小平大門の舞台跡........ 242
コトジマイ.............. 123
コトハジメ .............. 123
子どもの遊び............ 246
------------の行動範囲…149 
琴平様-------------------123
コト八日 197,222 
諺....................... 235
子なきは.................114
こなもち.................. 23
コニタ.....................59
子のできない人.......... 145
コノ メ ...................269
コノ メの間................ 54
琥珀....................... 10
ゴノ くユリ....................20
ご飯を食べた茶わん........ 79
ごほ'っぱもち.............. 23
コマ.....................246
コマイ竹...................65
コマカ..................... 16
------餅.................. 16 
ゴマ メ................ 29,143
ゴマヨゴシ................ 20
ゴムグツ...................11
#.......................................................16
ーカイザシキ.......... 36,117
—の祝い.................150
一のめし...................10
子守り...................150
小屋....................... 32
コャシ神さま.............. 21
ゴ c?..................................................53
婚姻..................... 152
——圏...................153
金剛油.....................88
根生大明神.............. 137
'コンニャク................ 88
婚約..................... 154
婚礼の祝儀受帳.......... 157

 

 さ行 

 
細工 67

 
財産のつくりあい 117
西福寺 204

 
歳暮 163,223

 
裁縫 9,13

 
——関係の俗信 ...... 13

 
----の一人前 13

 
材木運び 43

 
歳末諸事 222

 
祭文語り 247

 
嵯峨宮 119,228

 さかな 18
 

坐棺 168
 

作業 91
 サク入れ 47

 
作神様 48

 サクキリ 47
 サクダテ 47

 
桜田門の変 229

 サクラ峠 229
 ザクロの根 89

 酒 161
 鮭 18,19

 サシ萱 38
 さし木 81

 ささひき 166
 さしみのつま 88 

 雑穀食 17

 サツマイモ 18
 ---------- のかんそう 29

 
サトイモ 18

 里ばら七日 30
 サナ -47

 さなだ虫 89
 座盃 160
 サボテン 90

 サノレスベリ 80
 

猿田彦 123
  サルのコシカケ 89

 
猿まわし 114

 
—ムコのはなし 230

 
沢入り 68

 
サワガニ 89

 
三ガ日 80

 
産育に関する禁忌 78

  ------------ 谷信 149
産衆(サンシ) 147
サンダワラ 149

 産見舞 146
 三回忌 174

 
産後の食事 145

 産衆(サンシ) 147 
 三•七の市 70

  三社様 120
 

三十五日 174 
  三十三年忌 174

  サンショ勺 20
 

産泰様 143,150 
  三束雨 2
 山中 229

 サンド蚕 51
  三番草 49

  山王様 124
  三本辻 212

  サンマ 18,19

  ザンマタ 60
  サンミンサン 51

  三夜様 112
  三夜待 112

  サンリンボ   84
 

  し行

  痔 90
  椎葺 20

   の塩づけ 19
 

ジオワサマ(十王様)".3,30,191
 

塩鮭 18
   塩沢 1

 
塩マス 19

  式三番 243
 

式服 7
 敷き物 37

 嗜好品 19 
  ジゴクボシ 77

 
仕事着 5,6,8

 私財 117
 死産児 149 

  死者となまぐさ 30
  ——と猫 175

  シジャスミ 51
  獅子舞 114,247

 

四十肩 89 
  四十九日 173,174

  死装束 168
  自然暦 91

   T*  9
 七•五•三 150,218

 七十七の祝い 150



き行

吾応丸.....................73
祇園祭 3,163,200 
キキョウ................ 208
飢饉の食べ物.............. 30
着ゴザ.....................8
気象の予兆................ 76
きちがいまぶし............ 53
キツネ.....................85
-------ソキ................ 84 
......に化された話...... 232 
------の嫁入り-------- 85,232 
----------火.................................... 232 
絹の市-------------------1,70
きのこのシロ .......... 20,31
キノハツカゴ............ 197
木鉢.....................270
----屋.................... 74 
岐阜提灯................ 211
貴舟S様...................124
——神社.................. 77
——の天王様............ 202
ギボウシ.................. 20
キマムシ.................. 66
着物.......................79
きものの季節による変化……9 
キャラブキ................ 20
旧正月...................179
旧福岡村................ 140
キュウリの水.............. 89
キュウリモミ.............. 19
経帷子...................168
行商.......................73
鏡台....................... 12
共同飲食.................. 29
共有地...................101
----林.................. 101 
清め酒...................166
桐生三尺坊.............. 109
切り傷.....................88
桐の葉.....................88
桐原................ 1,68,98
----員名簿..............107 
....青年共和会.......... 106 
----と沼田---------------108 
----の会旗-------------- 107 
----の活動記録---------- 107 
----の仕事-------------- 106 
----の寄合.............. 107

禁忌 78
近所まわり 154
近親結婚 154 

 
ぎんだし 9
ギンナガシ 235 
ギンナンの実 90 
キントン 161 
キンピラ 19,29 
ギンボウス 48 

 

 く 行  

 クアイ 49 
  

食う競争 31
  

食い合わせの禁忌 79
 

食いぞめ 140,147
 

草刈り 45
 ---------- -W ................................... 101

草取り 49
グシ 38
グシ餅 38 
クズかき 44 
クズ餅 23 

クズ屋根 39 
クズマイ 53 

 
薬売り 73,117
クゾフジの根 30 

 
クチガタメ 141,154
クチナシの実 90 
口封じ 82 
区長 98,99 
区費 100 

 B 76 
組合ヅキアイ 113 

 蔵I珀さ.................. 186
クリカン 59 
クリゴワメシ 17 
栗飯 17 
暮の市 222 
——不幸 175 
くわ入れ 180 
クワダテ 186 
桑切鎌 54 

—コキ 54 
一の根 89 

 —桑餅 6,22,28 

—ブルイ 269 
クンチナス 217 
クンチモチ 223 

 

 

 け行

 
ケサガケ................144

 
けすじ 9

 
下駄 10,92

 
----箱.................... 12

 
結婚式の料理 161

 
結婚年令 153

 
血族結婚 153
結髪 14

 
ケツマンザイ稲荷 114

  
ケヤキ 82

  
下痢 88

  
現在の隠居 ........ 118

 
元三大師 180

 
げんのしようこ 88,89

 
ケンチョン汁 17

 

 こ行

 
小泉焼 269

 
光栄寺 134,150

 
郷倉 97

 
高血圧 89

 
交際 112

 
コウジカビ 54

 
洪水の被害 117

 
講習ガマ 59

 
講集団 94,109

 
ゴウシュウヤ 113

 
庚申講 109

 
----様 109,119,137

 
——塔 110,137

 
——マツリ 109,110

 
---- ^寺 16,110

 
荒神様 138

 
コウデ 49,86,173

 
弘伝水 228

 
弘法大師の杉 229

 
コーモリ様 137

 
--------薬師 135

 
洋傘なおし 113

 
五月節供 199

 
古稀の祝い 150

 
五•九の市 70

  
国防婦人会のたすき 118

 
告別式 173

 
子さずかり 149

 
ゴザイマキ 60
腰あげ 11
一き 10



 
オナメ 26

 
鬼の豆 195

 
おねしょ 91

 
オハオリ男 59

 
オハジキ 246

 < 10
 

オビアキ 140,147
 

オビトキ 5,7,11
 

帯解祝 5
 

オヒヤ神参り 146
 

お百度参り 134,139,142
 

オヒヤマイリ 140,146
 

オビヤキ 144
 オブスナ様 145

 
オブタキごはん 146

 
オブヒボ 10

 
お便所参り 148

 
オベントウ 170

 
オボタテ 146

 お盆 163
 

オマチ女房 161
 

オミキスズ 128,187
 オミタマサマ 190 
 

オミナエシ 208
 オモト 38,80

 主な店....................72
 

母屋 32
 

オンナイチゲン …141,158,162
 

オンナシの年始 191
 

女の子のももひき 10
 

女の仕事 62
 

女のしつけ 93
 

か行 

 
カイコ 51

 ------祝い 58
 

------ のはなし 58
  ------の病気 53

 
カイコビヨウ 54

 
会計 100

 
カイド.................... 32

 
ガイト(ゲート) 94,97

 
カイバ 55

 
買物 73

  
回覧板 100

  
改良マブシ 270

 
蛙と猿 231

 
柿 81
一と秋刀魚 80
—薬師 134

 書き初め 180
 

カキ花 187
 カギ竹 37,80,195

 カクシゼニ 168
  カクスコ 66

 
角地蔵 134

 
各地の市 73

 
神楽 114

 
かくらん 87

 籠屋 113
 駆け落ち 154

 カザリダンゴ 168
  カシ 81

 
カジ 77,84

 カジノキ 80
 

鍛治屋 65
 

カシワ餅 23
  

果樹園芸 65
 

カスリ 12
 カズゾーリ 12.

 
カズノコ 29

 
風の神 83

  ------道り 83
 

風邪の高熱 89
 

火葬 173
 

家族生活 114
 

----の私財 116
かたあげ 11

 カタイタ.................. 60
 

カタショウジン 25
 

カタッケ 20
 

片見月 218
勝抜坂 69
ヵッキリ . .60

 
学校通 -118

 カッブシ 145,146
 -------- ミソ 145
 カッパ 233

 
河童の昇天 233

 門謡い 159
 —送り 159

 
角地歳緣日 198

 門付 193
 門松 181

 ——え 223 
 カニババ(カナババ) 148 

 
 カメヤキ 43

 かぶりもの 10

鎌が風を切る 82
 釜ヵ^1鳥る.................. 84

 かまど 37 ‘
 カマノクチアケ 202
 神送り 83,217

 
—棚 35,225

 
—え 218

 上神梅.................... i
 

一桐原 99
 

髪洗い 14
 

一洗粉 9
 

—結道具 9
 

®.......................... ........................... 76
 

紙屋 65
 

亀印 68
 

カミガミサマ 131
 カヤ 14,81,226

 ——ツリグサ 49,89
 

----場 101
  ——番 60

 カヤ山 60
 カユエンギ 116

 カユカキ棒 187,188,191
 カラウス 30

  M 77
 ガラ焼き 59

 刈りあげ祝い 50
 軽いお産 79

 カルウト 173
カルカヤ 208,226

  カノレマン 65
 

カレイ 116,184
 ネ占レッコ 66

  カロウト畑 229

川 34
川魚 19

  川内村.....................1
 カワラケ 207
  

川ビタリ餅(カビタリ餅)…221
  間食 28
 

官地 101
 

カンヌキ結び 10
 

観音講 133
 

——様 191,216
 

——堂 229
 

神梅 228
 

——義太夫 242
  ——寿会 102

 
——神社 198

 
漢方薬 ........90

 
 



——.........................................105
——番帳................ 105
——を埋める時............ 34
稲作.......................41
稲荷..................... 138
——様.................. 195
イヌコロ餅.............. 221
犬の生れかわり.......... 234
犬の遠吠え................ 77
戌の日................ 48,143

------の麦まき..........232 
稲の品種.................. 48
いのり釘.................. 84
位はい...................173
衣服の俗信................ 14
イブリ.....................60
イボ.......................87
イモウエザクラ............ 74
イモウエッッジ............ 80
イモカキ車............ 31,270
イモガラ.............. 19,220
イモデンガク............ 196
イモヨウカン............ 161
イモはかげの俵............ 18
忌み切り................ 174
--------餅.............. 142 
入れ雲.出し雲............ 76
いろり.....................36
------の禁忌............. 80 
------の席次............ 177 
岩穴観音 122,132 
イワシ.....................19
イワシバ.................. 67
インキマメン............ 116
インキョ................ 114
飲料水.....................30

ぅ行

植木の禁忌................ 80
上杉謙信の馬............ 237
魚雑貨市...................73
うぐいすな................ 44
ワシトラ.................. 34
ウチサン(内三)..... 6,15,16
打ち身.....................90
ウッギ.....................44
ヴデマンジュウ............ 21
ウデモチ.................. 21
うどん................ 17,32
うどん粉.................. 21

 一の食品名 21 
 

うなぎと梅干 80
うぶさ 7,146 
ウブスナ様 147 

 ---------- の笑い 148 
産湯 146 
馬 66,80 
生れかわり 149,175 

梅干 18,19,88,89 
ウラトリ 52,269 

 
ウリッノぐ 20 
うるう年 77 
うろこ雲 76 
噂話 117  

 ぇ行 

エエガエシ 63 
絵かき 113 
易を見る 114 
オシブトン 12 
江戸棲 6 

 
エビス講 3,16,192,221

  ------様 131,138
 ------棚 221 

エボムスビ 10  
  

エンガウナイ 61,109
 

緣起 30,81,95,116
----の良い夢 78 

 エンキリ繩 171 
  

エンジの木 80
 

 ぉ行 

 
ォイド 102,229
大岩の蛇 227

  
大鎌 271

  
大中多まさ 77
大山祇神 25,144
大間々市(イチ)............ 73

 
------の井戸 103

 
------の気質 113

  ------の祇園 243
 

------町の成りたち 95
 

------六人衆 96
 

オオヨギ 13
 

大晦日 225
 

オカイチョウ 73
 

オカシラッキ 128
 

おかず 18
 

お勝手仕事 28
オカボ 44 

  オカマサマ.............. 190
 

オカミアゲ 141
 

オガミヤサン 119,137
 

送リイチゲン 158
  

送リ盆 176
 

オクマンサマ ……123,138,140
 

------------ まぃリ…140,149
 

オクンチ 127,163,217
 

オヶ屋 113 
 オコアゲ 51,54  

オコモリ 119 
 

オサキ 28,179 
------つき 84 

 
 ナ卄ゴ... 130,131,137

ィ ノ 143,146,187

お産 144
 

——のブク 127
 

オシイ.................. 109
 

お七夜 146
 

オシメ 146
 

オシャカ様 122
 

お酌着物 157
  

オシャクコ 160
  

オショウジン 139
 ------------ の食事……25,152

  
おしようばん 158

 
オシラキ ……130,223,225,270

 
オシラサマ 180,189,196

  
オシラ祭 188

  
おすましのだし 26
お先達 138
オタイギ振舞 141,161

 オタカ盛................ 161
 

オタナアゲ•••142,165,173,174
 

------イタ.............. 187
 

------サガシ 184
小平狸原の舞台 239

 オチカヅキ 158
 

オチツキのモチ•••159,161,170
 お乳 148

 
雄蝶雌蝶 160

 
お通夜 142,168

 
オッキリコミ 20,21

 
夫のつわり 140

 
おでき 88

 
お天狗様 64

 
男の子の初節供 82

 
お年玉 184,246

 
オトミマク 140

 
オトミマヶ 143



索 引
 

ぁ行 

 
アーボーヒーボ 188

 
アオジソ 88

 
青大将 76

 
青物市 73

 
赤城おろし 76

 
——神社 2,83,119

 
----様 122

 
——代参 122

 
----の神 123

 
----の雷 76

 
----のむかで 85

 
——山 199

 
——登山 198

 
赤いはんてん 150

 
——帽子 150

 
アカザの杖(つえ) 87

 
赤堀道玄 3

 
赤ん蜂 85

 
赤ん坊のとまりそめ 147

 
アキアゲ.................. 31

 
あきの方 146

 -------- の山 223
 

アクヤ 97
 

アクヤマ 97
 

アゲクサ 49
 

朝雨 76
 

朝エビス 192,221
 

朝草刈り 41,109  
アサヅクリ 45,63 

麻の葉のきもの 144 
朝藤夜繩 80 
浅原 1,98  

----の神仏 132 
 

----の舞台 241
 

朝メシ 27
 

朝焼け 76
 

朝湯 180
足入れ 155
足尾街道 41

 ——糸泉 68
 

----銅 Ul ........................................ 2
 

アジサイ 81
 

足膳 27
  

あしだ 10

アシツカワセ 14
アシナカ 11,83

 
-------ぞうり 11

 アズキトキババアの話……234
 

あずきめし................ 17
  アゼヨク 46

 
愛宕精進 119,123,192

 あだな 234
 頭の毛 14

 暑け 88
 

 あっため粥 190
 小豆がゆ 24,81,109

  の分量 24
 

 ——めし 24
 後産 145

 あとば.................... 10
 穴原共有林 101

 アナマワリ 142,170
 油いり 19

 —祝い....................5
 —みそ 19

 ーモモ 65
  阿夫利神社の祭 124

 雨乞い 2,51,82,83,122

 甘茶 80
 あめ売り 74
 

あまんじゃく 228,231
 アラコ 46

 新盆 176,206
 

 ——見舞 176,211
 ——え 176

 荒物屋 73
 アララギ 89,90

アラレ 76,82
 

アリジゴク 89
  あわせ.................... 8
 

アワ 17,44
 

——餅 17,223
 アンコメンコ 21
 

安産祈願 143
 
 ぃ行 

 イイ(工工) 49
 

 イイガエシ 49

 鋳掛屋 113
 

 生きかえり 149
  

イキトウバ 143

 育児 148
 池の鯉 76

 
医光寺 73 

  居酒屋 65
 石臼 3

  石垣 69
  石工 123

  石原の三本兄弟松 228
  石山観音 191

  衣•食•住 5,7
  衣生活に関する禁忌 79

  伊勢講 109
  ——ころがし 227

  板割り 65
  市 70,73

  イチゲン 141,157
   座敷 158

   まけ 158
  イチゼン飯   79

  胃腸病 89
  一日の食事 27

  一人前の仕事 64,91
 

一年忌 173  一番草 49
 

イチヤモチ 223 
  五日正月 181
 

イッケ 114
 ——稲荷 115,119,128 

  ——の禁忌 115

  ——の結合 114
  一升ツカ 43

 
 ——マキ 43,49

----マスに財布 192 
 五つ紋 6

  
一食の基準 27

 
一周忌 174

 一斗マキ 43,92 
  いつちょうら 9
  イツナノカ 174
  一般座敷 157

 イッポン 20
 井戸 2,32,34,39,94,102

 ——替え 103
 -------------------------------------- 神様 2,34,131,138

  ——組 94,95,102
  ——組合 103

 
——綱 103
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