
口

頭

伝

承

は

じ

め

に

昭
和
三
十
三
年
以
後
続
い
て
い
る
民
俗
調
査
の
都
度
、
す
で
に
口
頭
伝
承
の
調
査 

は
、
手
後
れ
で
あ
る
と
い
わ
れ
つ
づ
け
、
思
わ
れ
つ
づ
け
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
 

た
し
か
に
手
後
れ
で
あ
ろ
う
。
特
に
戦
後
の
変
革
は
、

一
切
を
忘
却
の
彼
方
へ
押
し 

流
し
た
ょ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
永
い
間
語
り
つ
い
で
来
た
尊
い
遺
産
は
、
冷
酷
な 

時
代
の
流
れ
に
も
堪
え
て
、
今
も
な
お
私
た
ち
に
語
り
か
け
て
い
る
こ
と
は
、
数
多 

く
の
収
穫
が
示
し
て
く
れ
る
。

村
主
の
清
水
そ
の
他
の
伝
説
は
、
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。

昔
話
に
、
馬
鹿
聳
の
例
が
多
い
の
は
、
た
ま
た
ま
話
題
に
上
っ
た
か
ら
で
、
こ
の 

地
区
に
、
馬
鹿
聱
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

お
と
か
、
き
つ
ね
、
む
じ
な
の
話
も
多
い
が
、
こ
れ
は
や
が
て
消
え
て
行
く
運
命 

で
、
自
分
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
る
最
後
の
機
会
の
ょ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
 

(

上
野
勇)

一
、
伝 

説

村
主
の
清
水 

昔
、
村
の
百
姓
が
赤
城
山
に
薪
取
り
に
出
か
け
た
が
、
毎
日
一
枝 

の
薪
も
取
ら
れ
ず
に
夕
方
に
な
る
と
帰
っ
て
き
た
。
而
も
い
つ
も
酔
ぱ
ら
っ
て
い
て
、
 

家
族
が
い
く
ら
聞
い
て
も
笑
っ
て
い
る
ば
か
り
。
更
に
真
赤
な
顔
か
ら
は
酒
の
に
お 

い
が
強
く
、
や
が
て
寝
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
次
第
に
こ
の
村
か
ら
赤
城
に
登
っ
て
行 

く
者
が
み
ん
な
こ
う
し
た
状
態
に
な
っ
た
。
元
来
酒
の
嫌
い
な
者
ま
で
、
ロ
の
き
け

な
い
程
酔
っ
て
帰
る
ょ
ぅ
に
な
っ
た
。
不
思
議
に
思
っ
た
村
人
が
、
或
日
あ
と
を
つ 

け
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
薪
取
り
の
男
達
は
、
道
傍
の
芝
生
の
上
に
寝
転
ん
で
、
ど
こ 

か
ら
か
酒
を
一
坏
入
れ
た
カ
メ
を
持
っ
て
き
て
飲
み
始
め
た
。
や
が
て
又
一
人
の
男 

か
カ
メ
を
下
げ
て
く
る
。
み
る
と
小
川
の
渕
か
ら
流
れ
出
る
清
水
を
汲
ん
で
く
る
。
 

そ
こ
で
そ
の
泉
に
降
り
手
で
す
く
っ
て
飲
ん
で
み
る
と
、
歯
に
し
み
る
程
の
冷
い
酒 

で
あ
っ
た
。
薪
取
り
が
み
ん
な
酔
っ
て
帰
る
わ
け
が
判
っ
た
。
後
を
つ
け
た
人
は
馬

の
藁
靴
を
拾
い
、
泉
の
出
口
に 

突
込
ん
で
村
に
帰
っ
た
。

薪
取
り
は
そ
の
日
も
酒
を
腹 

一
坏
飲
ん
で
帰
ろ
ぅ
と
泉
の
処 

に
来
た
が
馬
の
藁
靴
が
突
込
ん 

で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
引
出
し 

て
小
川
に
捨
て
、
カ
メ
ニ
汲
ん 

で
来
た
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
一 

向
に
酔
わ
な
い
で
、
た
だ
寒
気 

が
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ 

か
ら
は
こ
の
清
水
に
酒
の
味
も 

香
り
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た 

と
い
ぅ
。

な
お
昔
こ
こ
に
は
村
主
明
神 

が
祭
っ
て
あ
っ
て
、
村
人
は
こ 

の
泉
を
御
神
水
と
い
い
、
眼
病 

そ
の
他
に
効
き
目
が
あ
る
と
い

何王の清水(泉沢)(池田秀夫 撮影)



つ
て
い
る
。

ス
グ
ロ 

ス
グ
ロ
は
村 

主
と
書
き
、
村
主
神
社
の 

名
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
 

寺
や
泉
、
沼
の
名
に
も
な 

っ
て
い
る
。(

泉
沢)

村

主

の

泉

昔

、
馬
子 

が
山
仕
事
に
行
く
時
、
こ 

こ
で
休
ん
で
は
、
村
の
中 

に
入
っ
て
村
主
の
泉
を
飲 

ん
で
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
い 

た
。
不
思
議
に
思
っ
た
妻 

が
後
を
付
け
て
来
て
、
こ 

の
泉
か
ら
酒
が
出
て
い
る 

こ
と
を
見
付
け
、
怒
っ
て 

馬
の
く
つ
を
突
っ
こ
ん 

だ
。
そ
の
た
め
に
、
酒
が

出
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

大
正
用
水
の
上
の
林
の
中
に
、
き
れ
い
な
清
水
が
湧
き
出
て
い
る
。
付
近
の
家
は 

井
戸
を
掘
っ
て
も
渋
水
で
使
え
な
い
の
で
、
こ
の
村
主
の
泉
を
飲
み
水
や
洗
濯
に 

使
っ
て
い
た
。
大
正
用
水
が
で
き
て
水
脈
を
中
断
さ
れ
た
の
か
、水
の
出
が
悪
く
な
っ 

た
。

こ
の
泉
か
ら
酒
が
出
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、
薬
の
泉
と
も
い
わ
れ
た
。

重

病

人

は

「
ス
グ
ロ
の
水
を
飲
ん
で
死
に
た
い
」
と
い
う
の
で
、
こ
の
水
を
汲
ん 

で
飲
ま
せ
た
。(

泉
沢)

ノ
ラ
ボ
ウ
池 

丁
田
に
ノ
ラ
ボ
ウ(

乞
食)

を
踏
ん
込
ん
で
金
を
取
っ
た
と
い
う 

池
が
あ
っ
て
、
田
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
を
作
る
と
ょ
い
こ
と
が
な
い
、
そ
の
人
の 

妻
が
死
ぬ
と
い
わ
れ
る
。(

泉
沢)

産
泰
神
社 

産
泰
神
社
の
本
殿
の
彫
物
の
鳩(

タ
ヵ
？) 

が
左
甚
五
郎
の
作
な
の

で
、
本
殿
に
雀
が
よ
り
付
か
な
い
と
い
う
。(

下
大
屋)

し
い
ら
ぎ
薬
師 

大
胡
に
し
い
ら
ぎ
薬
師
が
あ
り
、そ
こ
に
一
寸
八
分
の
観
音
様
が 

あ
っ
た
。
洪
水
で
流
さ
れ
て
東
京
ま
で
行
っ
た
。
そ
こ
の
人
が
朝
草
刈
り
に
行
っ
た 

ら
そ
の
草
む
ら
の
中
か
ら
出
て
来
た
。
そ
れ
を
祀
っ
た
の
が
浅
草
の
観
音
様
で
あ
る
。
 

(

西
大
室)

カ
ン
ベ
山 

赤
堀
に
カ
ン
ベ
山
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
昔
そ
こ
の
娘
が
糸
を 

と
っ
て
い
た
ら
、
每
夜
每
夜
い
い
袴
を
は
い
た
若
者
が
通
っ
て
来
る
。
そ
れ
と
気
づ 

い
た
母
親
が
質
し
た
と
こ
ろ
「
每
晚
く
る
ん
だ
が
、
ど
こ
の
人
だ
か
知
ら
な
い
。
あ 

の
人
か
来
る
と
眠
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
。
」
と
答
え
た
。
「
そ
れ
で
は
、
そ
の
人
の
袴 

の
裾
に
、
糸
を
通
し
た
針
を
さ
し
て
お
け
。
」
と
教
え
た
。
そ
の
夜
そ
の
通
り
に
し
て 

お
い
た
。
翌
朝
、
糸
を
頼
り
に
行
っ
て
み
る
と
、
う
な
り
声
と
し
ゃ
べ
る
声
が
聞
え 

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「子
種
は
残
し
て
来
た
か
ら
い
い
け
れ
ど
、
し
よ
う
ぶ
酒
も
残 

し
て
来
て
し
ま
っ
た
。
」
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
娘
は
帰
っ
て
来
て
、
し
よ
、っ 

ぶ
酒
を
飲
む
と
、
ツ
ミ
ザ
ル
に
半
分
ぐ
ら
い
ヤ
マ
カ
ガ
シ
の
子
が
出
て
来
た
。
そ
れ 

が
磯
の
谷
地
の
頭
の
赤
い
ヤ
マ
カ
ガ
シ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
い
う
こ
と 

か
ら
五
月
節
供
の
し
よ
う
ぶ
酒
は
、
女
の
子
に
は
く
れ
る
も
ん
だ
。
そ
う
す
れ
ば
蛇 

に
み
こ
ま
れ
な
い
。(

西
大
室)

千
手
観
世
音 

赤
城
南
面
に
寄
蹟
の
仏
様
が
三
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
前
橋
の
上
に 

「う
め
子
様
」
、
二
之
宮
にr

べ
べ
が
ん
の
ん
」
、
そ
れ
か
ら
赤
堀
の
「き
ま
ら
薬
師
」 

の
三
つ
の
寄
蹟
の
仏
様
が
あ
っ
た
。

そ
の
中
の
、
二

之

宮

の

「
べ
べ
が
ん
の
ん
」
の
話
を
、
先
祖
の
話
で
も
っ
て
し
て 

み
た
い
と
思
う
。

京
都
に
あ
る
公
家
公
家
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
公
家
の
娘
で
、
ひ
と
り
娘
で
、
 

か
た
い
も
の
は
筆
、箸
、
椀
よ
り
外
に
持
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
箱
入
り
娘
が
あ
っ 

た
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
の
家
に
、
忠
義
無
類
の
非
常
に
温
厚
な
き
れ
い
な
男
が
仕
え
て 

い
た
。
と
こ
ろ
が
い
つ
す
ん
か
に
、
隠
れ
た
行
な
い
で
、
二
人
が
恋
仲
に
陥
っ
て
、
 

ふ
ん
で
公
家
様
に
見
つ
か
っ
て
、
不
義
密
通
、
お
家
法
度
だ
と
、
即
時
打
ち
首
に
す 

る
と
か
、
お
家
追
放
だ
と
い
う
、
え
ら
い
お
叱
り
を
受
け
た
。
そ
れ
で
そ
い
つ
を
母
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上
お
内
儀
さ
ん
が
非
常
に
悲
し
く
思
っ
て
、
そ
う
し
て
そ
の
内
儀
が
あ
る
僅
か
な
路 

銀
を
く
れ
て
、
あ
か
ず
の
門
、
裏
木
戸
を
開
け
て
、
あ
る
夜
、
そ
う
っ
と
逃
が
し
て 

や
っ
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
、
椀
箸
よ
り
か
た
い
も
の
は
持
っ
た
こ
と
が
な
い
そ 

の
娘
が
、
脚
絆
手
甲
で
も
っ
て
、
東
海
道
を
歩
く
江
戸
下
り
で
、
江
戸
へ
行
っ
て
、
 

江
戸
の
お
じ
の
所
を
尋
ね
て
、
そ
し
て
そ
の
出
家
に
な
っ
て
も
い
い
し
、
そ
れ
か
ら 

商
人
で
も
い
い
し
、
武
家
な
ら
な
お
い
い
が
、
二
人
が
倖
せ
に
暮
ら
せ
と
い
う
ん
で
、
 

二
人
が
江
戸
へ
行
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
長
の
旅
だ
か
ら
し
て
、

い
や
ど
う
も
、
朝
焼
け
、
日
焼
け
夕 

焼
け
で
、
肌
は
た
だ
れ
る
、
股
は
股
ず
れ
、
毛
は
毛
ず
れ
、
わ
ら
じ
の
足
は
紐
ず
れ 

で
、
や
っ
と
の
こ
と
で
江
戸
へ
か
け
つ
け
た
。

そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
江
戸
の
お
じ
が
、
い
か
に
も
身
な
り
が
違
っ
た
ん
で
、
会
っ 

て
く
れ
な
い
。

こ
れ
で
は
ど
う
も
お
じ
に
す
が
っ
て
名
医
に
か
か
っ
て
丈
夫
に
な
ろ 

う
と
思
っ
て
も
、
と
う
て
い
丈
夫
に
な
れ
な
い
。

こ
れ
は
神
信
心
よ
り
外
に
仕
方
が 

な
い
と
い
う
ん
で
、
そ
れ
で
坂
東
二
十
二
番
の
観
世
音
を
、
出
家
に
な
っ
て
信
仰
し 

た
。
そ
し
て
、
だ
ん
だ
ん
信
仰
し
て
来
て
、
上
州
は
第
十
六
番
の
水
沢
の
観
世
音
へ 

お
願
い
し
て
、
そ
れ
か
ら
今
度
は
前
橋
の
お
渡
橋
を
渡
っ
て
非
常
に
赤
城
南
面
に
観 

世
音
様
の
多
い
所
で
、
そ
の
観
世
音
を
段
々
お
参
り
を
し
て
、
今
井
を
通
っ
て
、
二 

之
宮
の
千
足
橋
ま
で
や
っ
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
時
に
、
二
之
宮
は
千
手
観
世 

音
が
祀
ら
れ
て
、
大
分
賑
や
か
だ
と
い
う
ん
で
、
二
之
宮
へ
行
っ
て
、
観
世
音
様
を 

信
仰
し
て
丈
夫
に
な
ろ
う
と
い
う
ん
で
、
そ
う
し
て
二
之
宮
の
土
地
に
来
た
と
こ
ろ 

が
、
そ
の
茶
屋
で
、
千
足
橋
の
茶
屋
で
腰
を
掛
け
て
、
そ
う
し
て
草
鞋
を
二
野
く
れ 

と
い
う
ん
で
、
橋
の
袂
で
売
っ
て
い
る
爺
や
に
話
し
た
。

そ
れ
で
、
二
人
で
京
を
出
て
か
ら
千
足
だ
な
。
京
都
を
出
て
か
ら
、
二
人
は
、
千 

足
だ
な
と
い
っ
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
、
売
る
人
が
、
今
日
は
こ
れ
で
千
足
売
れ 

切
れ
ま
し
た
よ
っ
て
い
う
ん
で
、
あ
れ
が
千
足
橋
と
い
う
橋
の
名
と
な
っ
た
り
地
名 

に
な
っ
た
。

そ
こ
で
草
鞋
を
は
き
替
え
て
、
あ
の
川
筋
を
段
々
上
へ
の
ぼ
っ
た
と
こ
ろ
が
、
今 

の
岡
元
衛
門
さ
ん
が
家
の
西
方
あ
た
り
に
禊
橋
と
い
う
橋
が
あ
っ
た
。
か
じ
ざ
が
く

さ
い
た
め
に
、
お
そ
そ
を
ゆ
す
い
で
、
か
じ
ざ
を
き
れ
い
に
な
っ
て
、
な
お
も
上
へ 

行
っ
て
、
手
洗
い
橋
と
い
う
ん
で
、
洗
い
橋
で
か
じ
ざ
を
清
め
て
、
そ
し
て
観
世
音 

様
の
前
へ
出
た
。

二
之
宮
神
社
の
前
へ
出
た
。
出
た
と
こ
ろ
が
そ
の
二
之
宮
神
社
の 

前
と
い
う
の
が
、
二
之
宮
山
玉
蔵
院
恵
徳
寺
と
い
う
寺
で
あ
っ
た
。
そ
の
玉
蔵
院
へ 

行
っ
て
、
そ
う
し
て
寺
に
置
い
て
も
ら
っ
て
、
真
剣
そ
の
観
世
音
様
を
信
仰
し
よ
、っ 

と
い
う
ん
で
、し
た
と
こ
ろ
が
、
置
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
ん
で
、
あ
れ
が
玉
蔵 

院
が
置
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
ん
で
、
二
之
宮
山
玉
蔵
院
恵
徳
寺(

お
い
と
く
寺) 

と
な
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
こ
でm

七
、
二
十
一
日
の
願
力
を
か
け
て
、
二
之
宮
の 

千
手
観
世
音
へ
真
剣
に
お
参
り
を
し
た
。
お
参
り
し
た
と
こ
ろ
が
、
ど
う
も
い
っ
く 

ら
た
っ
て
も
観
世
音
様
の
効
き
目
が
な
い
。
そ
れ
で
、
二
人
が
満
願
日
の
晩
に
、
こ 

れ
ほ
ど
真
剣
に
名
仏
信
心
し
て
も
、
そ
れ
で
も
効
力
が
な
い
。
情
な
い
と
い
う
ん
で 

真
剣
に
お
が
ん
だ
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
ど
う
も
観
世
音
様
の
中
が
一
遍
に
真
っ
暗
に 

な
っ
て
、
そ
こ
へ
千
手
観
世
音
が
現
わ
れ
て
、
や
あ
こ
れ
は
ど
う
も
恐
ろ
し
い
と
思
っ 

て
目
を
覚
ま
し
て
み
た
ら
、
二
人
が
抱
き
つ
い
て
い
た
。
そ
こ
で
初
め
て
二
人
で
男 

女
の
味
わ
い
を
再
び
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
が
た
め
に
「
ベ
ベ
観
世
音
」
と
、
 

こ
う
い
う
。

そ
う
し
て
、
そ
の
人
達
は
、
こ
れ
じ
ゃ
よ
か
っ
た
と
す
る
か
ら
、
先
ず
こ
こ
ん
と 

こ
で
静
養
し
て
、
こ
れ
か
ら
そ
の
下
野
「
い
い
づ
か
観
世
音
」
や
、
「
た
ち
き
観
世
音
」 

を
お
参
り
し
て
、
再
び
江
戸
へ
帰
っ
て
、
二
人
で
出
家
に
な
っ
て
、
安
泰
に
暮
そ
う 

と
い
う
ん
で
、
二
人
が
そ
こ
へ
行
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
自
分
の
命
を
つ
め
た
か 

ら
、
そ
の
姫
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
そ
れ
で
、
こ
れ
は
ど
う
も
思
う
こ
と
が
で
き 

な
い
、
会
わ
す
こ
と
は
な
い
、
こ
れ
で
は
早
く
観
世
音
参
り
を
済
ま
し
て
、
江
戸
へ 

帰
っ
て
こ
の
京
の
姫
を
ね
ん
ご
ろ
に
介
抱
す
る
と
い
う
ん
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
玉
蔵 

院
に
置
い
て
も
ら
っ
た
か
ら
、
そ
の
恵
徳
寺
か
ら
鰐
口
が
あ
っ
た
。
そ
の
鰐
口
を
分 

身
し
て
持
ち
帰
ろ
う
と
思
っ
て
、
そ
れ
で
京
都
の
姫
の
錦
の
帯
に
鰐
口
を
引
っ
込
ん 

で
、
そ
い
つ
を
背
負
っ
て
二
人
が
真
剣
に
人
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
夜
中
に
出
て
、
 

ど
ん
ど
ん

«1
を
東
へ
行
っ
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
今
の
桐
生
の
阿
佐
見
沼
の
所 

ま
で
行
っ
た
ら
夜
が
明
け
た
。

こ
れ
じ
ゃ
あ
夜
が
明
け
る
か
ら
し
て
、
咽
喉
も
か
わ



い
た
し
す
る
か
ら
、
顔
で
も
洗
っ
た
り
、
ロ
で
も
ゆ
す
ご
う
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
 

そ
れ
を
背
負
っ
た
ま
ま
に
姫
の
帯
と
鰐
口
と
、
そ
の
男
が
沼
の
藻
屑
に
な
っ
て
、
沼 

の
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
、
そ
い
つ
が
二
之
宮
へ
帰
り
た
い
と
い
う
ん
で
、
二
之
宮
の 

人
が
通
る
つ
う
た
あ
、
沼
で
わ
ん
わ
ん
わ
ん
わ
ん
泣
い
た
。
「
そ
れ
、
二
之
宮
の
人
が 

通
っ
た
ぞ
、
ほ
れ
、
こ
ん
ど
は
ま
た
通
る
ぞ
」
と
い
う
ょ
う
に
、
そ
の
沼
の
鰐
口
が 

泣
く
ん
で
、
こ
れ
は
阿
佐
見
沼
の
七
不
思
議
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
色
恋
の
観
世
音
様
だ
と
、
誰
言
う
と
な
く
非
常 

に
色
恋
に
は
ご
利
益
の
あ
る
観
世
音
様
で
、
必
ず
お
参
り
に
行
く
と
い
う
と
、
そ
の 

二
人
が
色
を
楽
し
ん
で
帰
れ
る
と
、
そ
れ
が
た
め
に
ょ
く
人
が
「
べ
べ
観
世
音
、
ベ 

ベ 
観
世
音
」
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
。

以
上
は
二
之
宮
町
萩
原
在
住
の
内
田
菊
次
さ
ん
の
口
述
し
た
も
の
を
、
内
田
美
智 

子
さ
ん
が
筆
記
し
た
も
の
で
あ
る
。(

二
之
宮)

オ
ク
ラ
屋
敷 

中
島
彦
一
郎
氏
宅
に
か
っ
た
。
芄
井
の
上
納
米
を
保
管
し
て
お
く 

蔵
で
、
前
橋
の
殿
様
が
作
っ
て
く
れ
た
も
の
と
い
う
。(

芄
井)

蚕
影
山
屋
敷 

子
供
達
が
角
力
を
や
っ
た
。
ど
う
し
て
蚕
影
山
屋
敷
と
い
う
か
分 

ら
な
い
。
昔
か
ら
そ
う
い
っ
て
い
る
。(

小
屋
原)

天
狗
の
腰
か
け
松 

近
戸
神
社
に
あ
っ
た
黒
松
で
二
人
で
や
っ
と
抱
け
る
位
の
太 

さ
だ
っ
た
。
上
の
方
で
横
に
枝
張
り
し
て
て
い
た
の
で
、
天
狗
の
腰
か
け
松
と
言
わ 

ま
れ
た
。
昭
和
二
十
九
年
に
伐
っ
た
。(

芄
井)

く
ぐ
り
ま
ど
八
幡
様
を
先
祖
が
鬼
門
除
け
に
建
て
た
。
村
人
に
お
参
り
し
て
も 

ら
う
た
め
、
藤
づ
る
で
く
ぐ
り
ま
ど
を
作
っ
て
お
い
た
。
今

で

も"

く
ぐ
り
ま
ど" 

と
村
人
が
呼
ん
で
い
る
。(

芄
井)

ユ
ニ
ゴ
リ 

櫓
久
保
に
池
が
あ
っ
て
そ
の
あ
た
り
を
い
う
。
そ
の
池
は
も
と
湯
が 

出
て
い
た
と
い
う
が
、
そ
れ
が
に
ご
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
そ
う
い
う
。
そ
こ
で
湯
清 

寺
が
で
き
て
水
は
澄
ん
だ
と
い
う
。(

西
大
室)

女
堀 

女
性
の
天
皇
の
時
代
に
掘
っ
た
の
で
女
堀
と
名
づ
け
た
。
利
根
川
の
水
を 

流
す
こ
と
が
目
的
で
堀
っ
た
。(

富
田)

船
渡
の
松 

上
大
島
に
太
い
松
が
あ
っ
て
こ
う
呼
ん
だ
。
川
に
因
ん
だ
名
前
で
あ 

る
か
ら
昔
は
川
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
。(

小
屋
原)

貸
し
椀
伝
説 

広
瀬
川
の
川
端
に
大
き
な
下
が
り
松
が
あ
っ
た
。
今
は
な
い
。
そ 

こ
が
深
い
の
ろ
に
な
っ
て
い
て
恐
く
て
水
浴
び
も
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
渕
は
竜
宮
ま
で
続
い
て
い
て
、
祝
儀
な
ど
で
膳
椀
が
必
要
な
時
に
紙
に
書
い 

て
そ
こ
に
置
い
て
お
く
と
翌
朝
用
意
し
て
お
い
て
く
れ
た
。
済
ん
で
返
し
て
こ
く
と 

又
貸
し
て
く
れ
た
。

或
る
時
椀
を
傷
つ
け
た
ま
ま
返
し
た
ら
、
そ
れ
以
後
は
貸
し
て
く
れ
な
く
な
っ
た
。

(

下
大
島)

雷
様
の
太
鼓
の
棒 

明
治
の
初
期
、
諏
訪
西
の
割
畑
と
い
い
諏
訪
の
原
に
、
ゴ
ロ 

ゴ

ロ

様(

雷
様)

の
太
鼓
の
棒
が
落
ち
て
い
る
と
い
う
連
絡
が
役
場
に
届
い
た
。
当 

時
は
役
場
が
設
け
ら
れ
た
時
で
何
ん
で
も
吏
員
が
出
張
し
た
。

こ
の
知
ら
せ
を
聞
い 

て
早
速
吏
員
が
か
け
つ
け
発
見
者
の
阿
部
重
蔵
さ
ん
を
連
れ
て
現
場
に
行
っ
た
が
そ 

れ
ら
し
き
も
の
は
な
か
っ
た
。
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
細
か
く
聞
く
と
「
や
わ
ら 

か
い
ょ
う
な
固
い
ょ
う
な
太
鼓
の
棒
だ
っ
た
」
と
確
か
に
落
ち
て
い
た
が
居
な
い
中 

に
取
り
に
来
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
終
っ
た
が
、
村
中
の
さ
わ
ぎ
で
あ
っ
た
。
さ 

わ
ぎ
が
大
き
い
の
で
役
場
で
も
吏
員
を
出
張
さ
せ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
た
。
「
荒
ロ)

名
主
の
家
系 

名
主
が
、
あ
る
問
題
が
あ
っ
て
坊
さ
ん
を
切
っ
た
。
坊
さ
ん
が
袈 

裟
を
掛
け
る
か
ら
待
っ
て
呉
れ
と
い
う
の
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
。
坊
さ
ん
は
袈
裟
を 

掛
け
る
と
切
れ
な
い
、
掛
け
な
い
と
た
だ
の
人
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
名
主
の
字
の
人
に
は
、«

の
人
が
生
ま
れ
る
。
ま
た
、
啞
の
子
が
で 

き
た
り
、
六
本
指
の
子
が
生
ま
れ
た
。(

下
大
島)

増
田
に
片
葉
の
ア
シ
が
あ
る
。(

下
大
島)

ト
ウ
カ
ン
ヤ
をI

日
早
く 

永
明
地
区
の
上
長
磯
で
は
、
ト
ウ
カ
ン
ヤ
を
一
日
早 

る
昔
、
静
御
前
が
、
九
日
の
晩
に
米
野
街
道
に
来
た
の
で
ト
ウ
カ
ン
ヤ
を
一
日
早
く 

し
て
餅
を
食
べ
さ
せ
た
と
い
う
。

閑
と
い
う
姓
が
多
い
の
は
、
静
を
苗
字
に
す
る
の
は
畏
れ
多
い
の
で
、
字
を
改
め



た
の
だ
と
い
う
。(

下
大
島)

赤
堀
道
元
の
娘
の
は
な
し 

昔
か
ら
、
十
六
才
の
娘
は
赤
城
山
へ
行
く
も
の
で
は 

な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
昔
、
赤
堀
道
元
の
娘
が
十
六
の
年
に
赤
城
山
の
小
沼
に
行
っ 

て
大
蛇
に
な
っ
た
と
い
う
。
每
年
、
五
月
八
日
に
な
る
と
、
道
元
の
家
か
ら
赤
飯
を 

重
箱
に
つ
め
て
、小
沼
へ
も
っ
て
行
っ
て
流
す
と
い
つ
の
ま
に
か
、重
箱
が
空
に
な
っ 

て
浮
い
て
く
る
と
い
う
。

こ
の
辺
で
は
、
女
の
子
が
、
立
っ
て
い
て
髪
の
毛
が
か
か
と
の
と
こ
ろ
ま
で
あ
る 

と
、
大
蛇
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
道
元
の
娘
の
髪
の
毛
が
腰
の
ほ
う 

ま
で
さ
が
っ
て
い
て
、
ま
だ
た
る
ん
で
い
た
か
ら
と
い
う
。(

二
之
宮)

十
七
才
の
娘 

赤
堀
道
元
の
十
七
才
の
娘
が
、
赤
城
山
へ
登
っ
て
小
沼
に
水
飲
み 

に
行
っ
て
、
す
す
っ
と
水
中
に
入
っ
て
大
蛇
に
な
っ
た
の
で
は
、
付
い
て
行
っ
た
侍 

女
が
カ
エ
ル
に
な
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
そ
こ
で
十
七
才
の
娘
は
赤
城
山
へ
登 

ら
な
い
。

そ
の
娘
が
五
日
に
お
客
に
来
て
、
昼
寝
を
し
て
い
る
時
、

コ

ケ(

う
ろ
こ)

を
見

た
人
が
い
る
と
か
、
赤
堀
家
に
娘 

の
乗
っ
た
お
駕
籠
が
あ
る
と
か
い 

ぅ
。
最
近
ま
で
五
日
は
赤
飯
を
も 

っ
て
行
っ
て
、
小
沼
に
供
え
た
が
、
 

渦
が
巻
い
て
沈
み
、
重
箱
だ
け
が 

浮
い
て
来
た
と
い
ぅ
。
小
沼
姓
は 

三
つ
巴
紋
で
、別
に
関
係
は
な
い
。
 

(

泉
沢)

赤
堀
家
の
娘
は
、
越
後
か
ら
来 

た
米
つ
き
の
男
と
仲
ょ
く
な
っ 

て
、
か
け
落
ち
し
て
し
ま
っ
た
の 

で
、
小
沼
の
伝
説
に
な
っ
た
と
も 

い
わ
れ
る
。(

泉
沢)

金

の

な

る

木

大

正

五5

六
年

の
こ
ろ
の
話
。
国
学
者 

・
医

者•

書
家
と
し
て 

知
ら
れ
た
井
上
正
香
氏 

の
孫
娘
に
智
恵
遅
れ
の 

子
が
ぁ
っ
た
。

そ
の
家
の
庭
に
梅
の 

木
が
ぁ
っ
た
が
、
そ
の
娘 

が
お
賽
銭
が
こ
の
梅
の 

木
に
と
ん
で
来
て
、
た 

か
り
、
落
ち
る
と
言
い 

だ
し
て
、
こ
れ
を
み
る

人
が
大
勢
集
ま
っ
た
。
話
者
の
中
に
も
そ
れ
を
み
た
人
が
あ
る
。
孫
娘
が
縁
側
に
い 

て

「あ
あ
お
ち
そ
う
だ
、
お
ち
そ
う
だ
、
落
ち
た
。
」
と
い
う
と
、
カ
ラ
ン
と
お
金
が 

落
ち
る
。
五
銭
と
か
一
銭
と
か
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
を
拾
っ
た
人
は
、
自
分 

の
持
っ
て
来
た
お
金
と
と
り
か
え
て
、
持
ち
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
警
察
官
も
調
べ
に 

来
た
が
、
そ
の
時
も
お
金
が
落
ち
た
と
い
う
。
近
く
に
は
、
三
文
商
い
ま
で
出
る
し 

ま
つ
だ
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
そ
ん
な
話
も
消
え
た
。(

西
大
室)

大
前
田
栄
五
郎 

北
冃
の
で
っ
か
い
、
目
の
ぎ
よ
ろ
っ
と
し
た
ひ
と
で
、
よ
く
あ
め 

を
売
り
に
き
た
。
晚
年
が
よ
く
な
く
て
、
な
が
し
ま
の
家
で
面
倒
を
み
て
遊
ん
だ
。
 

子
が
な
か
っ
た
の
で
、
養
子
を
迎
え
た
。
栄
五
郎
の
血
を
ひ
い
た
者
も
あ
る
。(

荒
ロ) 

忠
治
の
笠
杉 

諏
訪
の
南
、
七
四
七
番
地
、
い
ど
み
ず
つ
川
の
所
に
あ
っ
た
し
ん 

と
う
が
な
い
笠
形
で
、
忠
治
が
隠
ね
て
い
た
と
い
う
。

い
ま
は
な
い
。(

荒
ロ)

細
野
権
八
の
碑 

佐
渡
の
国
で
大
前
田
英
五
郎
が
越
後
の
国
へ
渡
ろ
う
と
し
て
難 

儀
し
て
い
た
と
き
、
二
之
宮
の
細
野
権
八
と
い
う
人
が
助
け
て
や
っ
た
こ
と
が
あ
る 

と
い
、っ
。
こ
の
恩
義
に
報
い
る
た
め
に
大
前
田
英
五
郎
が
二
之
宮
赤
城
神
社
境
内
に
、
 

細
野
権
八
の
石
塔
を
建
て
た
と
い
わ
れ
る
。(

飯
土
井)

金のなる木の下にあった天神様(西大室)

(都丸十九一撮影)

大前田英五郎寄進の灯籠。産 

泰道にあり、「田島屋英五」と 

刻んだ銘が削りとられたとい 

う。(下大屋)

(関口正己撮影)



二
、
昔 

話

す
ず
め
と
つ
ば
め 

お
釈
迦
さ
ま
が
病
気
に
な
っ
て
、
そ
の
時
に
生
き
物
に
、
お 

釈
迦
さ
ま
が
病
気
だ
か
ら
っ
て
、
ふ
れ
を
廻
し
た
ら
、
す
ず
め
は
ま
じ
め
だ
か
ら
、
 

す
ぐ
普
段
着
の
ぼ
ろ
の
ま
ま
で
、
駆
け
つ
け
た
ん
だ
っ
て
。

つ
ば
め
は
い
く
ら
病
気 

だ
っ
て
、
こ
の
仕
度
じ
ゃ
い
け
な
い
っ
て
、
綺
麗
に
お
化
粧
し
た
り
、

い
い
着
物
に 

着
換
え
て
、
黒
の
紋
つ
き
で
行
っ
た
か
ら
、
ご
く
が
食
べ
ら
れ
な
い
。
虫
け
ら
し
か 

与
え
ら
れ
な
い
で
、
す
ず
め
は
ね
、
ご
く
食
べ
ら
れ
る
。(

二
之
宮)

ほ
と
と
ぎ
す 

昔
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
兄
弟
が
あ
っ
た
。
弟
が
め
く
ら
で
あ
っ
た
の 

で
、
兄
は
い
つ
も
山
芋
を
堀
っ
て
食
べ
さ
し
て
い
た
。
弟

は

「
兄
さ
ん
は
自
分
で
い 

い
と
こ
ろ
べ
え
た
べ
て
、
お
れ
に
は
ア
ク
ビ(

ア
ズ)

ベ
え
く
れ
る
。
」
と
い
っ
た
。
 

兄
は
そ
れ
で
は
お
れ
の
の
ど
を
さ
い
て
み
よ
、
と
い
っ
た
の
で
、
そ
の
通
り
に
し
て 

み
る
と
、
兄
の
方
か
ら
ア
ク
ビ
ベ
え
出
て
来
た
。
そ
こ
で
ほ
と
と
ぎ
す
は
、

オ
ト
トn

イ
シ
ヤ
ボ
ド
ツ
キ
タ

と
、

一
日
に
八
千
八
声
鳴
き
、
鳴
い
て
血
を
は
く
ん
だ
と
い
う
。

右
は
話
さ
れ
た
通
り
に
記
し
た
が
、
普
通
こ
の
話
は
、
兄
の
方
が
め
く
ら
で
、
弟 

が
養
っ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。(

西
大
室)

天
狗
さ
ま 

赤
城
山
へ
、
栗
と
り
だ
か
何
だ
か
に
行
っ
た
ら
、
日
が
暮
れ
ち
ゃ
っ 

た
。
そ
れ
で
う
ち
へ
帰
る
が
判
ら
な
く
な
っ
て
、
山
だ
か
ら
、
ホ
ー
イ
ホ
ー
イ
呼
び
っ 

こ
し
て
る
ん
が
、
そ
の
う
ち
今
で
い
う
ば
く
ち
で
も
や
っ
て
い
る
所
へ 

で
っ
か
し
た
。
 

天
狗
さ
ま
が
出
て
来
て
、
何
か
や
る
ん
で
、
婆
さ
ん
と
爺
さ
ん
が
、
そ
こ
で
、n
ケ
ッ 

コ
ー
と
い
っ
た
ら
、
朝
に
な
っ
た
っ
て
え
ん
で
、
み
ん
な
天
狗
さ
ま
逃
げ
ち
ゃ
っ
た
。
 

寝
物
語
り
に
、
そ
ん
な
話
聞
か
さ
れ
た
。(

二
之
宮)

馬
鹿
聱 

聳
さ
ん
が
、
実
家
へ
か
何
か
、
お
客
に
来
て
、
、っ
ん
と
お
い
し
い
も
の 

食
べ
た
ん
だ
っ
て
さ
。
そ
れ
が
ぼ
た
餅
な
ん
だ
っ
て
。
ぼ
た
餅
ぼ
た
餅
ぼ
た
餅
っ
て
、
 

い
っ
て
来
た
ん
だ
け
ど
、
川
ど
っ
こ
い
し
よ
っ
て
、
飛
ん
だ
も
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
が 

ぼ
た
餅
じ
ゃ
な
く
、
ち
か
っ
ち
ま
っ
て
、
ど
っ
こ
い
し
よ
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
そ
れ

で
今
度
う
ち
へ
行
づ
て
、
ど
っ
こ
い
し
よ
こ
し
ら
っ
て
く
れ
。
は
じ
め
ど
っ
こ
い
し
よ 

て
っ
て
何
だ
ろ
う
、
ど
っ
こ
い
し
よ
っ
て
何
だ
ろ
う
っ
て
い
っ
た
た
け
れ
ど
、
あ
ん 

ま
り
判
ら
ね
え
ん
で
、
お
婆
さ
ん
を
、
は
た
い
た
か
何
か
し
た
ん
だ
い
ね
。
そ
し
た 

ら
、
見
ろ
、
ぼ
た
餅
の
よ
う
な
こ
ぶ
が
出
た
い
っ
た
ら
、
そ
の
ぼ
た
餅
だ
っ
て
い
っ 

た
。(

二
之
宮)

ば
か
む
こ
の
話 

ば
か
む
こ
が
お
客
に
行
っ
た
。
先
で
う
ま
い
も
の
を
御
馳
走
に 

な
っ
た
が
、
そ
の
名
を
知
ら
な
い
の
で
、
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
こ
れ
こ
れ
」
と
教
え
て 

も
ら
っ
た
。
帰
る
途
中
、
小
川
を
ド
ツn

イ
シ
ヨ
と
ま
た
い
だ
と
こ
ろ
、
そ
の
御
馳 

走
の
名
を
忘
れ
て
、
ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
に
変
っ
て
し
ま
っ
た
。
帰
宅
し
て
家
人
に
「何 

を
御
馳
走
に
な
っ
た
か
」
と
聞
か
れ
て
、
ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
」
と
答
え
た
。
隣
の
家
の 

牛
が
死
ん
だ
の
で
挨
拶
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
口
上
を
教
え
て
も
ら
っ 

た
。
「
牛
が
な
く
な
っ
た
そ
う
で
と
ん
だ
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
牛
は
肉
が
と
れ
る
か 

ら
よ
か
っ
た
。
」
と
い
え
と
教
え
ら
れ
て
挨
拶
し
た
。
別
の
隣
の
家
の
じ
い
さ
ん
が
死 

ん
だ
と
き
、
そ
の
ば
か
む
こ
は
、
や
っ
ぱ
り
「肉
が
と
れ
る
か
ら
よ
か
っ
た
。
」
と
挨 

拶
し
た
。(

西
大
室)

お
嫁
さ
ん
の
う
ち
へ
、
お
客
に
行
っ
た
ら
、
ぼ
た
餅
を
作
っ
て
も
ら
っ
て
、
う
ち 

へ
重
箱
に
入
れ
て
し
よ
っ
て
来
た
。
そ
し
た
ら
、
急
い
で
歩
い
た
の
で
、
中
で
ば
た 

も
ち
の
あ
ん
こ
か
す
れ
て
、
中
の
御
飯
か
出
た
。
、っ
ち
へ
帰
っ
て
来
た
ら
、
う
ち
へ 

帰
っ
て
来
る
ま
で
に
、
捨
て
て
来
た
と
か
な
ん
と
か
、
ぼ
た
餅
も
ら
っ
て
来
た
ん
じ
ゃ 

な
い
ん
か
っ
て
い
う
と
、
ぼ
た
餅
も
ら
っ
て
来
た
ん
だ
け
ど
、
途
中
ま
で
来
る
と
、
 

白
い
歯
出
し
て
、
お
れ
に
か
じ
り
つ
き
そ
う
に
な
っ
た
。(

二
之
宮)

一
人
婆
さ
ん
が
、
暮
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
馬
鹿
聳
か
来
て
、
あ
た
っ
て
い
た
と 

こ
ろ
か
、
だ
ん
だ
ん
き
ん
た
ま
ふ
く
ら
ま
し
て
、
婆
さ
ん
に
お
っ
か.
ふ
せ
よ
う
と
し 

た
と
こ
ろ
が
、
婆
さ
ん
が
、
あ
ち
い
火
を
お
っ
か
け
た
ら
、
キ
ャ
ン
キ
ャ
ン
っ
て
い
っ 

た
。
六
弥
太
に
一
人
婆
さ
ん
が
い
て
、
そ
う
い
う
い
わ
れ
が
あ
っ
た
。(

二
之
宮)

姨
捨
て
山 

六
十
か
、
六
十
五
に
な
る
と
、
姨
捨
て
山
に
捨
て
た
が
、
親
孝
行
の 

子
が
、
お
と
っ
つ
ぁ
ん
を
緣
の
下
に
隠
し
て
お
い
た
。
す
る
と
お
殿
さ
ま
が
灰
で
繩 

を
な
え
っ
て
い
っ
た
が
、
灰
で
繩
は
な
え
な
い
。
そ
れ
で
お
と
っ
つ
ぁ
ん
に
聞
く
と
、



苦
紫
を
固
く
な
っ
て
そ
れ
を
お
殿
さ
ま
に
出
し
た
。(

二
之
宮)

早
足 

前
橋
ま
で
、

一
時
間
く
ら
い
で
往
復
す
る
。
足
が
早
く
な
け
り
ゃ
、
昔
は 

親
分
に
な
れ
な
い
。
扇
を
胸
に
つ
け
て
、
落
ち
な
い
。
東
京
へ
日
帰
り
し
た
。(

二
之 

宮)
居
眠
り 

駒
形
の
方
へ
米
つ
け
て
い
っ
て
、帰
り
に
は
ま
た
買
っ
て
来
る
が
、ず
っ 

と
居
眠
り
し
て
、
馬
に
守
っ
子
さ
れ
な
が
ら
帰
っ
て
来
た
。
農
業
組
合
の
会
議
に
出 

る
が
、
日
が
ら
一
日
居
眠
り
し
た
が
、
そ
の
会
議
は
、
全
部
聞
い
た
人
が
判
ら
な
い 

で
、
居
眠
り
し
て
い
た
人
が
判
る
。
芝
居
も
居
眠
り
し
て
い
て
も
判
る
。(

二
之
宮) 

高
坂
仲
重
郎 

高
坂
先
生
が
永
明
学
校
へ
行
っ
て
る
頃
、
道
歩
き
な
が
ら
、
提
灯 

を
肩
に
さ
し
て
、
そ
の
明
り
で
本
を
読
ん
だ
。
歩
き
な
が
ら
読
ん
で
い
て
、
田
圃
の 

中
に
入
っ
て
出
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
虫
で
も
、
植
物
で
も
、
知
ら
ね
え
も
の. 

は
な
か
っ
た
。
道
を
歩
い
て
い
て
、
あ
れ
は
何
だ
い
、
こ
れ
は
何
だ
い
と
聞
く
と
、
 

み
ん
な
教
え
て
く
れ
た
。
カ
チ
ユ
ー
シ
ャ
の
歌
が
は
や
っ
た
頃
で
、
歌
う
と
、
こ
ら 

こ
ら
と
こ
ご
と
い
っ
た
。(

二
之
宮)

三
、
怪 

異

オ
ト
ウ
カ 

オ
ト
ウ
カ
は
狐
よ
り
大
き
い
も
の
で
赤
い
色
の
毛
を
し
て
い
た
。
現 

在
の
今
井
神
社
と
北
向
の
厄
除
観
音
堂
の
と
こ
ろ
が
オ
ト
ウ
カ
の
巣
だ
っ
た
、
明
治 

の
初
め
に
、
そ
こ
で
、
夜
か
け
ご
と
を
し
、
堂
の
下
に
大
き
い
木
ま
で
行
っ
て
来
る 

こ
と
た
か
オ
ト
ウ
カ
か
群
を
し
て
お
り
じ
や
ま
を
し
て
歩
く
こ
と
か
出
来
な
か
っ 

た
。
当
時
は
や
ぶ
で
も
あ
っ
た
の
で
よ
く
歩
け
な
か
っ
た
。(

今
井)

駒
形
や
前
橋
で
は
、
板
杓
一
本
で
も
、
み
ん
な
買
い
に
行
っ
た
ん
だ
よ
ね
。
ざ
ま 

し
よ
っ
て
買
い
に
行
き
、
柄
杓
も
買
っ
て
来
た
ん
だ
っ
て
。
そ
れ
を
、
こ
う
上
に
揷 

し
て
、
し
よ
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
日
が
短
い
も
ん
だ
か
ら
、
夜
に
な
っ
て
う
ち
へ
行
く 

ん
に
、
ふ
り
か
え
っ
て
見
る
と
、
自
分
の
背
中
に
、
お
と
か
が
お
ぶ
っ
つ
あ
っ
て
る 

ん
だ
っ
て
さ
。
自
分
の
近
所
の
か
ど
ま
で
来
た
ら
、
急
い
で
う
ち
へ
飛
び
こ
も
う
と 

思
っ
て
、
お
っ
か
ね
え
か
ら
、
背
中
を
ふ
り
返
っ
て
み
て
も
、
お
ぶ
っ
つ
あ
っ
て
い

る
よ
う
に
い
る
ん
だ
つ
て
。

こ
れ
じ
や
し
ょ
う
が
ね
え
か
ら
、
く
ぐ
り
を
が
ら
つ
て 

開
け
て
、
か
け
り
込
も
う
と
し
た
ら
、
ど
う
し
て
も
く
び
が
、
お
と
か
の
く
び
が
つ 

か
え
て
入
れ
ね
え
ん
だ
つ
て
、
、つ
ち
へ
帰
つ
て
来
た
ん
だ
か
ら
、
力
ま
か
せ
に
、
ク 

キ
ー
ン
つ
て
入
つ
た
ん
だ
つ
て
。
そ
う
し
た
ら
、
柄
杓
の
く
び
が
ク
キ
ー

ン
つ
て
も 

げ
た
。
そ
れ
で
よ
う
よ
う
お
と
か
が
降
り
た
と
思
つ
た
ら
、
柄
杓
の
く
び
お
つ
か
い 

た
。(

二
之
宮)

わ
し
な
ん
か
少
さ
い
時
に
、
ガ
シ
ャ
ガ
シ
ャ
取
り
に
、
五
六
人
で
行
つ
た
。
み
ん 

な
し
て
提
灯
つ
け
て
行
つ
た
。
ち
ょ
う
ど
ふ
な
休
み
だ
つ
た
ん
で
、
子
守
り
し
て
い 

た
が
、
そ
の
時
は
か
ら
身
で
、
女
堀
に
こ
ん
こ
ん
さ
ま
が
出
る
つ
て
、
今
は
県
道
に 

な
つ
て
い
る
が
、
ず
う
つ
と
そ
の
頃
は
山
だ
つ
た
。
そ
の
山
へ
行
つ
た
。
そ
う
し
た 

ら
ど
う
し
た
ん
だ
か
、
お
と
か
に
化
か
さ
れ
て
、
女
堀
渡
ら
な
き
ゃ
い
い
の
に
、
そ 

れ
渡
つ
ち
ゃ
つ
た
。
北
へ
行
け
ば
、
家
へ
き
ら
れ
る
と
思
つ
た
の
に
、
南
へ
渡
つ 

ち
や
つ
た
。

そ
い
で
車
が
あ
る
で
し
ょ
、
水
車
の
音
が
し
た
ん
で
、
天
神
車
の
音
だ
と
思
つ
て
、
 

あ
の
車
の
音
を
た
よ
つ
て
行
け
ば
、
う
ち
は
そ
れ
よ
り
西
行
け
ば
い
い
。
そ
し
た
ら 

は
し
い
の
方
へ
行
つ
た
。
五
人
だ
か
で
、
全
部
迷
つ
て
し
ま
つ
た
。
蠟
燭
の
火
が
絶 

え
て
し
ま
い
そ
う
に
な
つ
た
。

一
つ
の
提
灯
で
ね
蠟
燭
一
本
、
そ
う
し
た
ら
、
、つ
ち 

の
方
で
は
ガ
シ
ャ
ガ
シ
ャ
取
り
に
行
つ
て
、
五
人
も
迷
い
子
に
な
つ
た
つ
て
ん
で
、
 

ホ
ー
ィ
ホ
ー
ィ
つ
て
な
ん
だ
つ
て
さ
。
わ
し
ら
は
し
い
の
宿
ば
て
の
方
行
つ
ち
ゃ
つ 

て
、
宿
ば
て
の
は
し
い
の
車
を
、
宮
が
い
と
の
車
の
音
を
、
天
神
車
の
音
だ
と
思
つ 

て
、
そ
れ
を
た
よ
り
に
行
つ
た
ら
、
道
へ
出
た
。

こ
の
道
行
け
ば
、
う
ち
へ
行
け
る 

ん
だ
つ
て
、
や
た
ら
南
へ
行
つ
た
ら
、
そ
し
た
ら
提
灯
つ
け
た
自
転
車
で
来
た
人
が
、
 

お
め
た
ち
ど
こ
だ
、
お
れ
た
ち
は
荒
子
だ
よ
つ
て
い
つ
た
ら
、
な
あ
に
こ
ん
た
方
へ 

来
た
、
ガ
シ
ャ
ガ
シ
ャ
取
り
に
来
て
、
こ
ん
な
方
来
ち
ゃ
つ
た
、
こ
こ
は
は
し
い
だ 

ぜ
。
じ
ゃ
お
ら
大
室
な
ん
だ
け
ど
、
荒
子
な
ら
す
ぐ
隣
り
村
な
ん
だ
。
大
室
な
ら
親 

類
が
あ
る
つ
て
、
わ
た
し
が
い
つ
た
ら
、
そ
り
ゃ
ど
こ
ん
ち
だ
。
田
中
和
十
郎
さ
ん 

ち
が
親
戚
だ
つ
て
い
つ
た
ら
、
お
ら
そ
こ
ん
ち
の
す
ぐ
隣
り
だ
。
農
業
会
長
し
た
田 

中
つ
と
む
さ
ん
、
そ
の
お
と
つ
つ
ぁ
ん
、
あ
の
人
が
連
れ
て
来
て
く
れ
た
。
大
室
の



う
ち
へ
来
て
、
拾
い
子
を
し
て
来
た
っ
て
、
夕
食
ベ
ね
え
だ
ろ
う
、
そ
れ
じ
ゃ
ち
ょ 

う
ど
お
蚕
が
休
み
な
の
で
、
ふ
か
し
饅
頭
を
子
ど
も
に
く
れ
て
、
あ
に
さ
ん
が
送
っ 

て
来
た
。
そ
う
し
た
ら
、
み
ん
な
が
探
し
て
い
て
、
ホ
ー
イ
ホ
ー
イ
っ
つ
、っ
声
が
聞 

え
て
来
る
だ
い
ね
。
そ
う
し
た
ら
あ
に
さ
ん
が
、
ホ
ー
イ
子
ど
も
が
い
た 

子
ど
も 

が
い
た
っ
て
。
ど
う
し
て
、
あ
あ
迷
っ
ち
ま
う
ん
だ
ろ
う
ね
。
九
つ
ぐ
ら
い
の
時
だ
。
 

組
中
の
騒
ぎ
だ
っ
た
。
女
堀
渡
ら
な
け
り
ゃ
よ
か
っ
た
。(

二
之
宮)

ア
ブ
ラ
ヤ
に
頼
ま
れ
た
の
で
前
橋
で
カ
ツ
オ
ブ
シ
を
買
っ
て
帰
り
道
、
今
井
の
墓 

地
の
と
こ
ろ
で
墓
場
の
石
が
、
オ
ト
ウ
カ
に
似
て
い
た
の
で
「あ
れ
、
お
か
し
い
ぞ
」 

と
思
っ
て
墓
石
を
な
ぜ
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
と
き
に
ふ
と
こ
ろ
の
中
に
入
れ
て
お 

い
た
カ
ツ
オ
ブ
シ
を
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。(

新
井)

と
う
か
の
嫁
ど
り 

と
う
か
の
嫁
ど
り
が
あ
る
か
ら
、
来
て
み
ろ
っ
て
い
う
か
ら 

出
て
み
た
ら
、
う
ち
は
線
路
が
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
か
ら
、
線
路
を
提
灯
が
上
っ
た
り 

下
っ
た
り
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
通
る
。
ガ
ヤ
ガ
ヤ
ガ
ヤ
ガ
ヤ
。
そ
う
か
と
思
う
と
、
そ
の
提 

灯
が
、
パ
ッ
と
消
え
る
。
ほ
ら
ま
た
つ
く
ぞ
っ
て
、
い
っ
て
見
て
い
る
と
ね
、
そ
れ 

が
ま
た
つ
い
た
。
こ
れ
が
ほ
ん
と
の
お
と
か
の
嫁
ど
り
だ
っ
て
、
し
ば
ら
く
見
て
た
。
 

小
雨
の
降
る
晚
だ
っ
た
。(

二
之
宮)

オ
ト
ウ
カ
山
又
は
イ
ナ
リ
山
と
い
わ
れ
る
山
に
火
の
玉
が
沢
山
見
え
る
と
き
の
こ 

と

を

「
オ
ト
ウ
カ
の
嫁
取
り
」
と
言
っ
た
。
オ
ト
ウ
カ
山
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
十 

日
夜
は
や
ら
な
い
で
、
九
日
夜
に
餅
を
つ
い
て
お
祭
り
を
す
る
。(

今
井)

モ
グ
ラ
ッ
プ
サ
ギ
の
晚
、
ダ
ン
ト
下
に
で
た
。
ち
ょ
う
ど
小
雨
の
降
る
よ
う
な
晚 

だ
っ
た
。
提
燈
が
ポ
ッ
ポ
ッ
ポ
ッ
と
闇
の
中
で
つ
い
て
は
消
え
て
い
っ
た
。

こ
、っ
い 

う
時
に
は
、
オ
ト
カ
が
足
元
に
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
わ
て
て
逃
げ
か
え
っ 

た
。(

泉
沢)

権
現
塚
に
杉
の
大
木
が
あ
り
、
そ
の
う
ら
に
狐
の
巣
が
あ
り
、
又
、
女
屋
の
万
福
寺 

の
う
ら
に
も
杉
の
大
木
が
あ
り
、
両
所
の
狐
が
互
に
嫁
を
も
ら
っ
た
り
、
く
れ
た
り 

し
て
い
た
。
そ
の
嫁
取
り
の
夜
は
狐
か
に
ぎ
や
か
で
、
丑
の
刻
に
行
な
わ
れ
た
。
そ 

の
よ
う
す
は
、
ち
ょ
う
ち
ん
を
つ
け
て
列
び
、
長
持
の
音
が
し
た
り
、
空
が
明
る
く 

見
え
た
り
す
る
が
音
を
た
て
た
り
、
見
物
人
が
さ
わ
ぐ
と
全
然
見
え
な
く
な
っ
た
。

(

荒
ロ)

オ
ト
カ
ッ
ピ 

今
の
広
瀬
団
地
の
あ
た
り
の
領
家
に
出
た
。
夕
方
に
な
る
と
十
も 

二
十
も
並
ん
で
い
た
。
オ
ト
カ
の
嫁
入
り
、
嫁
ど
り
と
い
う
。(

下
大
島) 

狐 

牡
丹
餅
を
し
ょ
っ
て
歩
い
て
い
る
と
、
芄
井
の
中
学
校
の
あ
た
り
で
、
女
に
出 

合
っ
た
。
そ
れ
か
ら
道
が
分
ら
ず
田
圃
の
中
を
歩
い
て
い
て
目
的
地
に
い
け
な
か
っ 

た
。
狐
に
化
か
さ
れ
た
の
だ
。

萩
原
琢
治
さ
ん
は
、
若
い
時
、
夜
遊
び
い
き
、
稲
荷
山
の
り
ヨ
ウ
で
狐
に
化
さ
れ 

た
。

一
晚
中
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
た
。
機
を
織
っ
て
い
る
人
が
い
た
の
で
、
聞
い
た
。
 

そ
こ
で
目
が
さ
め
た
。

狐
の
嫁
入
り
は
、
賑
や
か
で
、
燈
灯
が
い
っ
ぱ
い
い
く
。
後

閑

山(

今
は
団
地) 

で
見
た
こ
と
が
あ
る
。(

下
大
島)

狐
の
人
ま
ね
か
ど
屋
の
阿
部
さ
わ
さ
ん
が
若
い
頃
、
栽
縫
を
習
い
に
師
匠
の
と 

こ
ろ
に
行
っ
て
い
た
が
正
月
近
く
忙
し
い
の
で
夜
中
ま
で
習
い
、
丑
の
刻
に
な
っ
て
し 

ま
っ
た
。
そ
の
時
、
さ
わ
さ
ん
の
仲
良
し
の
友
だ
ち
の
ち
よ
さ
ん
の
声
で
戸
を
た
た 

い

て

「
さ
わ
さ
ん
、
さ
わ
さ
ん
」
と
呼
ぶ
の
で
問
い
返
し
た
が
返
事
が
な
く
、
狐
の 

仕
業
と
わ
か
っ
た
。
狐
は
ま
ね
は
す
る
が
、
返
事
は
出
来
な
い
。(

荒
ロ)

狐
つ
き 

権
現
様
に
は
狐
が
た
く
さ
ん
住
ん
で
い
た
。
あ
る
ば
あ
さ
ん
に
狐
が
つ 

い
と
い
わ
れ
た
の
で
油
揚
げ
を
つ
け
て
送
り
出
し
た
が
、
離
れ
な
い
の
で
鉄
砲
で 

打
っ
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で
、
弥
重
郎
さ
ん
が
た
の
ま
れ
て
、
病
人
の
寝
て
い
る
床 

下
に
、
二
三
発
打
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
病
人
が
大
声
で
「弥
重
鉄
砲
、
く
そ
鉄
砲
」 

と
悪
口
を
言
っ
た
。
見
な
い
で
鉄
砲
を
打
っ
た
人
の
名
前
を
あ
て
る
の
だ
か
ら
確
か 

に
狐
が
つ
い
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。(

荒
ロ)

寝
た
切
り
で
十
日
も
食
事
を
し
な
い
病
人
が
、
急
に
メ
シ
を
食
べ
出
し
て
大
声
を 

出
し
た
り
す
る
。
ア
ブ
ラ
ゲ
を
重
箱
に
入
れ
て
お
く
と
全
部
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
後 

で
見
た
ら
床
下
に
毛
が
一
杯
あ
っ
た
。

赤
堀
の
大
蓮
様
に
コ
ワ
メ
シ
と
ア
ブ
ラ
ゲ
を
供
え
る
と
キ
ツ
ネ
が
離
れ
る
。(

小
屋 

原)
現
在
の
広
瀬
団
地
に
、

い
い
だ
ま
さ
ま
、
又
は
え
い
だ
ま
さ
ま
と
い
わ
れ
る
神
様



が
祭
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
狐
が
お
り
、
か
ま
っ
た
り
す
る
と
す
ぐ
つ
い
て
き
た
。
 

悪
い
こ
と
を
し
た
話
は
な
い
。(

富
田)

あ
る
寒
で
オ
ト
ウ
カ
を
飼
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
え
さ
に
フ
ス
マ
を
か
い
て
く 

れ
た
が
、
こ
の
オ
ト
ウ
カ
が
ウ
ス
ィ
の
人
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
と
い
い
、
オ
ト
ウ
カ 

ツ
キ
に
な
っ
た
人
が
「
野
郎
オ
レ
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
る
が
、
フ
ス
マ
ベ
え(

ば
か 

り)

か
い
て
く
れ
る
の
で
か
な
わ
ね
え
」
と
い
っ
た
の
で
、
新
井
で
飼
っ
て
い
た
才 

ト
ウ
カ
が
つ
い
た
と
わ
か
っ
た
と
い
う
。

シ
ナ
ヤ
ン
と
い
う
人
の
子
ど
も
に
シ
ン
ヤ
ン
と
い
う
人
が
い
た
が
、
シ
ン
ヤ
ン
の 

目
の
悪
い
の
は
キ
ツ
ネ
ツ
キ
の
せ
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
、
ト
ン
ガ
ラ
シ
を
多
量 

に
集
め
て
、
家
を
し
め
き
り
に
し
て
い
ぶ
し
て
や
っ
た
り
し
た
た
め
に
本
も
の
の
盲 

人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
く
し
ゃ
み
が
出
て
も
、
せ
き
が
出
て
も
、
泣
い
て
も
か
ま 

わ
ず
に
い
ぶ
し
た
の
だ
と
い
う
。(

新
井)

む
じ
な 

秋
お
昼
を
食
べ
て
か
ら
、
稲
刈
り
に
行
く
と
、
土
手
の
あ
っ
た
か
い
所 

に
、
日
向
ば
っ
こ
し
て
、
む
じ
な
が
昼
寝
し
て
い
た
。
よ
せ
ば
か
っ
た
も
の
を
、
昼 

寝
を
し
て
る
の
を
、
ひ
げ
を
鎌
で
刈
っ
た
ん
だ
っ
て
、
む
じ
な
は
た
ま
げ
て
、
キ
ャ
— 

キ
ャ
ー
っ
て
逃
げ
て
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
に
か
ま
わ
ず
に
、
そ
れ
か
ら
暗
く
な
る
ま 

で
稲
刈
り
し
て
、
は
一
行
く
べ
や
、
こ
ん
な
に
遅
く
な
っ
た
し
、
腹
も
へ
っ
た
し
、
 

帰
ろ
う
と
し
た
が
、
い
く
ら
歩
い
て
も
、
う
ち
へ
帰
れ
ね
え
ん
だ
っ
て
、
そ
れ
で
弱
っ 

た
な
あ
、
弱
っ
た
な
あ
、
お
っ
か
あ
は
、
お
夕
飯
す
ん
だ
か
ら
先
へ
あ
が
れ
や
っ
て
、
 

お
と
っ
つ
ぁ
ん
一
人
な
ん
だ
っ
て
。
、っ
ち
へ
い
げ
ね
え
で
、
道
が
ど
う
い
う
だ
が
、
 

川
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
川
ん
中
、
ガ
ホ
ガ
ホ
、
ガ
ホ
ガ
ホ
、
ど
う
し
て
こ
の
道
は
、
 

水
が
あ
る
ん
だ
ん
ベ
え
、
大
水
が
出
た
ん
だ
っ
て
。
す
る
と
向
う
か
ら
、
お
と
む
ら 

い
が
来
る
。
弱
っ
た
な
、
向
う
か
ら
葬
式
が
来
て
、

い
や
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
、
田
圃 

げ
え
り
で
、
葬
式
に
行
き
合
う
な
ん
て
。
白
む
く
来
た
人
が
ド
コ
ド
コ
提
灯
さ
げ
て 

来
る
。

こ
の
道
行
け
ば
、
葬
式
に
行
き
会
っ
ち
ゃ
う
。
弱
っ
た
な
、
こ
ん
な
と
こ
ろ 

に
木
が
あ
っ
た
か
な
、
お
葬
式
通
り
過
ご
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
、
木
に

登

っ

て

た

ん. 

だ
っ
て
。
す
る
と
、
こ
こ
ら
で
よ
か
ん
べ
っ
て
、
登
っ
て
る
本
と
根
っ
こ
の
と
こ
ろ 

に
、
穴
を
掘
っ
て
、

い
け
て
、
お
お
く
い
や
な
ん
で
、
木
か
ら
、
ふ
る
い
お
っ
ち
ゃ

た
ん
だ
っ
て
。

ふ
る
い
お
っ
た
ら
、
腰
を
打
っ
て
動
け
な
い
で
さ
、
そ
の
う
ち
誰
か 

が
見
つ
け
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
屋
根
屋
さ
ん
が
聞
か
せ
て
く
れ
た
。(

二
之
宮)

む
じ
な
つ
き 

嫁
が
小
泉
の
実
家
に
お
客
に
行
っ
て
帰
っ
て
来
て
か
ら
だ
ん
だ
ん 

休
が
弱
く
な
り
寝
て
い
た
が
む
じ
な
が
つ
い
た
ら
し
い
と
い
う
の
で
嫁
に
向
っ
て
、
 

ど
こ
か
ら
つ
い
て
き
た
と
問
う
と
「
お
れ
は
堀
の
下
の
お
寺
の
そ
ば
の
山
か
ら
つ
い 

て
き
た
」
「
い
つ
つ
い
た
」
と
問
い
返
す
と
「
お
れ
が
つ
ば
め
を
追
っ
て
い
る
と
じ
や 

ま
を
し
た
か
ら
つ
い
た
」
と
い
い
そ
れ
で
「
七
兵
衛
む
じ
な
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ゎ 

た
。
変
っ
た
こ
と
を
言
い
、
何
ん
で
も
食
べ
、
生
れ
た
赤
子
に
は
乳
は
の
ま
せ
た
。
 

こ
れ
を
落
す
の
に
三
峯
様(

秩
父)

に
行
っ
て
お
願
い
し
、
夜
昼
歩
い
て
来
て
お
仮 

屋
を
作
り
每
日
お
が
ん
で
い
た
ら
だ
ん
だ
ん
落
ち
る
よ
う
に
な
っ
た
。
又
村
の
神
社 

へ
は
丑
の
刻
に
お
参
り
し
た
が
落
ち
る
時
は
、
こ
の
神
社
に
眼
の
光
る
も
の
が
現
れ
、
 

そ
れ
か
ら
は
治
っ
た
。

そ
の
間
、
こ
の
嫁
は
寝
て
い
て
「
今
日
は
、
親
戚
の
〇
〇
が
赤
飯
を
持
っ
て
来
る
」 

と
い
う
と
き
ま
っ
て
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。(

富
田)

女
堀
の
小
峯
の
墓
場
に
む
じ
な
が
住
ん
で
い
た
。
伝
吉
さ
ん
が
む
じ
な
つ
き
に
な 

り
、
近
所
の
人
た
ち
が
、
伝
吉
さ
ん
を
連
れ
て
、
そ
こ
の
む
じ
な
を
つ
か
ま
え
に
行
っ 

た
。
最
初
土
穴
を
掘
っ
た
ら
い
な
い
の
で
よ
く
調
べ
る
と
土
穴
の
中
に
二
階
を
作
っ 

て
か
く
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
つ
か
ま
え
、
伝
吉
さ
ん
を
木
に
つ
る
し
て
お
い
て
、
そ 

の
む
じ
な
の
背
中
に
「
犬
」
と
い
う
字
を
書
き
、
四
つ
足
を
し
ば
り
、
尻
の
肉
を
切 

り
取
っ
て
、
木
に
つ
る
さ
れ
た
ま
ま
の
伝
吉
さ
ん
に
生
の
肉
を
む
り
に
食
べ
さ
せ
た 

と
こ
ろ
「
こ
れ
は
自
分
の
娘(

む
じ
な)

の
肉
だ
、
こ
ん
な
に
つ
ら
い
こ
と
は
な
い
」 

と
い
い
声
を
出
し
て
泣
き
な
が
ら
肉
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
は
治
っ
た
。

つ 

き
も
の
が
あ
っ
た
人
を
た
め
す
に
は
、
ろ
う
そ
く
の
火
を
眼
に
あ
て
て
見
て
、
ひ
と 

み
が
な
け
れ
ば
つ
か
れ
た
証
拠
で
あ
る
。(

今
井)

光
り
も
の 

子
ど
も
の
頃
、
こ
の
西
っ
方
に
桑
原
が
あ
っ
た
。
高
等
一
年
の
時
だ
っ 

た
。
守
っ
子
し
て
、
月
夜
の
晩
に
、
き
わ
切
り
に
出
た
。
お
寺
の
墓
場
か
ら
、
サ
ー 

サ
ー
っ
て
、
光
っ
た
も
の
が
出
て
、
門
の
こ
っ
ち
に
来
た
よ
う
に
見
え
た
。(

二
之
宮)

十
二
天
の
櫸 

じ
ゅ
ん
て
ん
さ
ま
の
木
が
夕
方
に
な
る
と
、
グ
ー
ン
グ
ー
ン
っ
て



う
な
る
。
每
年
春
と
秋
に
鳴
る
。
隣
だ
か
ら
夜
水
汲
み
に
出
る
の
が
こ
わ
い
。
お
姑 

さ
ん
に
い
う
と
、
こ
り
ゃ
ま
た
じ
ゅ
ん
て
ん
さ
ま
が
鳴
き
始
め
た
。

い
や
だ
ね
え
、
 

じ
ゅ
ん
て
ん
さ
ま
の
櫸
が
鳴
く
ん
だ
っ
て
、
櫸
っ
て
い
わ
れ
た
ら
な
お
い
や
に
な
っ 

ち
ゃ
っ
た
。
二
八
年
に
切
っ
た
。

い
ろ
い
ろ
て
ん
ご
う
や
っ
て
み
た
。
石
を
投
げ
る 

と
、
か
な
ら
ず
鳥
が
飛
び
出
す
。
鳥
が
夜
来
て
、
あ
ん
な
と
こ
で
鳴
く
ん
が
、
木
に 

ひ
び
い
て
、
そ
れ
が
秋
と
春
に
き
ま
っ
て
い
る
。
木
こ
り
が
切
っ
た
ら
、
春
は
水
上 

げ
る
ん
で
音
が
し
た
。
秋
は
水
下
げ
る
ん
で
音
が
し
た
。
大
き
い
木
で
、
穴
に
な
っ 

て
い
て
、
ひ
び
い
て
音
が
し
た
。
木
こ
り
が
切
っ
て
始
め
て
判
っ
た
。
春
と
秋
と
、
 

か
な
ら
ず
鳴
い
た
。
耳
を
お
っ
つ
け
る
と
、
ガ
ン
ガ
ン
い
っ
て
い
た
。
遠
く
の
方
ま 

で
聞
え
る
。
月
夜
の
寒
い
晚
な
ん
か
に
鳴
く
。

大
人
が
七
人
で
、
か
か
え
る
。
神
社
が
傷
ん
で
来
た
か
ら
、
そ
れ
を
基
本
に
建
て 

か
え
ベ
え
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、

ー
ニ
月
一
八
日
に
き
ま
っ
て
、
の
こ
ず
り
始
め 

で
、
二
か
月
か
か
っ
た
。
切
る
人
が
夕
丨
ザ
ン
ば
り
だ
ね
。
は
し
ご
一
つ
か
け
る
ん 

じ
ゃ
ね
え
。

み
ん
な
枝
を
お
ろ
し
ち
ゃ
っ
た
。
木
こ
り
は
三
重
県
の
方
か
ら
来
た
。
 

い
く
ら
あ
ん
た
が
た
も
ら
う
だ
っ
て
い
っ
た
ら
、
そ
の
当
時
で
、

一
日
一
五
〇
円
も 

ら
っ
て
い
た
。
大
き
な
古
物
ベ
え
切
っ
て
歩
く
人
だ
。
腐
っ
て
な
く
て
い
い
木
だ
っ 

た
。
し
ん
が
四
つ
あ
る
ん
が
、

一
つ
ら
も
ち
に
一
緒
に
な
っ
た
。
き
た
い
だ
な
っ
て 

い
っ
て
い
た
。

つ
ぎ
め
は
見
え
な
か
っ
た
が
切
っ
た
ら
、
し
ん
が
四
つ
出
た
。
切
り 

ロ
歩
い
て
み
た
ら
、
大
人
が
一
〇
幾
足
あ
っ
た
。
昔
何
か
の
い
わ
れ
で
植
え
た
ん
じ
ゃ 

な
い
か
。
伊

勢

崎•

大
胡
街
道
の
道
の
は
た
、
道
か
ら
二
間
ぐ
ら
い
入
っ
た
と
こ
ろ 

に
あ
る
。
七
百
年
ぐ
ら
い
た
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
、
木
こ
り
が
い
っ
た
。
 

(

二
之
宮)

「
あ
の
世
」
の
夢 

十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
、
吾
妻
に
い
る
子
ど
も
の
と
こ
ろ
へ
行
っ 

て
病
気
に
な
り
、
苦
し
ん
だ
未
に
手
術
を
し
た
晚
、
先
に
死
ん
だ
人
た
ち
が
み
ん
な 

次
々
に
あ
ら
わ
れ
て
来
て
、
「
こ
っ
ち
へ
来
い
や
、
寒
く
も
ね
え
暑
く
も
ね
え
、
と
て 

も
い
い
と
こ
ろ
だ
ょ
」
と
い
う
の
で
湯
の
み
を
突
き
出
し
て
誘
わ
れ
た
。
し
ま
い
に 

は
手
を
ひ
っ
ぱ
る
ょ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
変
な
人
が
一
人
出
て
来
て 

r

バ
カ
メ
、
そ
の
者
は
入
場
券
を
持
っ
て
い
ね
え
か
ら
だ
め
だ
」
と
叱
り
つ
け
ら
れ

た
ら
そ
れ
で
友
だ
ち
の
姿
は
消
え
て
、
目
が
さ
め
た
。
付
き
添
い
で
来
て
い
た
女
の 

子
(

娘)

に

「
じ
い
さ
ん
ど
う
し
た
い
、
ず
い
ぶ
ん
く
る
っ
た
よ
う
に
し
て
い
た
が
」 

と
い
わ
れ
た
が
、
あ
の
ま
ま
友
だ
ち
の
所
へ
行
け
ば
あ
の
世
と
か
い
う
と
こ
ろ
へ 

行
っ
た
の
だ
ろ
う
。(

新
井)

妖
怪
加
藤
と
い
う
人
と
二
人
で
馬
を
曳
い
て
歩
い
て
い
た
と
き
の
こ
と
、

ロ
ー 

ソ
ク
を
ふ
ろ
し
き
に
入
れ
て
首
に
卷
い
て
い
て
、
今
井
の
神
社
の
西
、
小
島
田
の
十
字 

路
の
と
こ
ろ
の
墓
場
ま
で
や
っ
て
来
た
と
き
、
足
下
に
犬
こ
ろ
の
よ
う
な
小
さ
な
も 

の
が
来
て
歩
け
な
く
な
っ
て
困
っ
た
の
で
、
「
オ
ィ
歩
け
ね
え
や
」
と
い
っ
た
ら
、
加 

藤
と
い
う
人
は
「け
っ
と
ば
し
ち
ゃ
え
」
と
い
わ
れ
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
い
っ
た 

と
た
ん
に
ふ
う
っ
と
眠
く
な
っ
て
し
ま
い
、
気
が
つ
い
た
ら
首
に
巻
い
て
い
た
ふ
ろ 

し
き
の
中
の
口
—
ソ
ク
を
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。(

新
井)

ひ
と
だ
ま
戦
争
中
の
こ
と
だ
が
桐
生
の
弟
の
所
へ
赤
紙
が
来
た
の
で
持
っ
て 

行
っ
た
帰
り
に
大
聖
寺
を
過
ぎ
た
富
士
穴
の
と
こ
ろ
へ
来
た
と
こ
ろ
「
シ
ュ
ッ
」
と 

音
が
し
て
大
き
な
の
が
出
て
き
て
ふ
わ
ふ
わ
し
て
向
う
の
方
へ
行
っ
て
消
え
た
が
、
 

消
え
た
と
た
ん
に
チ
ン
ゲ
が
ひ
あ
っ
と
し
た
。(

新
井)

四
、
命 

名

享
保
期
の
地
名 

享
保
十
二
年
の
検
地
帳
に
見
え
る
地
名
は
、
現
在
ま
で
殆
ど
が 

そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
て
い
る
。
長
谷
戸
、
窪
皆
戸
と
い
う
よ
う
な
カ
ィ
ト
、
石
神
井
、
 

打
越
な
ど
が
興
味
あ
る
地
名
で
あ
る
。

笹
場
、
西
原
、
西
久
保
、
の
し
い
ど(

今
は
に
じ
い
ど
と
い
う)

、
堀
合
、
道
塚
、
 

前
原
、
あ
た
ご
、
鎌

原
(

が
ま
は
ら)

、
藤
塚
、
打

越
(

う
ち
こ
し)

、
向

鎌

原(

む 

こ
う
と
い
う)

、
中
新
田
、
下
橋
、
下
新
田
、
長
谷
戸 

長
皆
戸
前 

窪

皆

戸(

今
不 

明)

、
前
田
、
南
屋
敷
、
東
屋
敷
、
松
島
、
石

神

井(

シ
ャ
グ
ジ
様
が
あ
っ
た)

、
音 

ノ
沢
、
道

禄

神(

今
は
ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
い
う)

、
天
神
、
兵

通
(

ヒ
ョ
ウ
ド
ウ
堀
が
あ 

る)

、
石
橋
、
谷
中
、
五
反
田
、
東
田
、
前
原
、
河
岸
屋
敷(

河
岸
と
い
う)

、
下
橋
、
 

三
百
渕
、
萩
原
、
西

橋

下(

シ
タ
と
い
う)

、
沼

端
(

ぬ
ま
ば)

、
稲
荷
橋
、
諏
訪
前
、
 

こ
の
こ
う
べ(

こ
う
べ
と
い
う)

、
樋
越
、
し

み

つ

田(

今
不
明)

、
し

ぼ

井

戸(

し



ぶ
い
ど
と
い
う
。
水
が
吹
き
出
し
じ
く
じ
く
し
て
い
た)
(

小
屋
原)

小
屋
原
と
い
う
地
名 

年
寄
り
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
。

こ
の
辺
に
は
古
利
根
が
流
れ
て
い
た
。
魚
取
り
の
梁
を
掛
け
る
た
め
、
小
屋
掛
け 

を
し
た
の
で
名
が
付
い
た
と
い
う
。(

小
屋
原)

芄
井
と
い
う
地
名
利
根
の
本
流
と
分
れ
て
ウ
チ
ボ
り
が
出
来
、
そ
の
ウ
チ
ボ
り 

が
訛
っ
て
ウ
ツ
ボ
ィ
と
な
っ
た
と
い
う
説
と
、
源
平
以
前
の
落
人
が
、
竹
の
丸
い
う
つ 

ぼ
を
背
負
っ
て
き
て
、
戦
い
が
終
わ
っ
た
後
、
う
つ
ぼ
が
落
ち
て
い
た
の
で
ウ
ツ
ボ 

ィ
と
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。(

芄
井)

上
増
田
の
小
字
名 

復
町
耕
地
、
越
殿
、
八
反
田
、
欠
薬
師
、
前
屋
敷
、
天
神
内 

野
、
篥
場
、
音
根
沢
、
諏
訪
、
久
保
、
天
上
堰
、
藤
の
木
、
鯨
田
、
内
野
、
島
、
大 

塚
田
、
宮
原
、
宮
下
、
地
蔵
堂
、
三
ツ
ロ
、
西
原
、
田
村
屋
敷
、
三
本
松
、
弥
靱
、
 

百
々
、
中
原
、
東
組
。
こ
の
う
ち
現
在
住
居
の
あ
る
所
は
島(

島
組)

、
大

塚

田(

大 

塚
田
組)

、
宮

原
(

宮
原
組)

、
宮

下
(

宮
下
組)

、
東
組
の
五
小
字
で
あ
る
。(

上
増 

田)
下
増
田
の
小
字
名 

上
越
渡
、
越
渡
、
檟
町
、
島
、
常
木
、
中
屋
敷
、
奥
原
、
奥 

原
前
、
奥
原
東
、
古
戸
、
篥
場
、
須
永
西
、
須
永
、
明
屋
敷
、
須
永
東
、
苗
以
、
北 

阿
久
津
、
天
神
、
北
阿
久
津
東
、
中
阿
久
津
、
向
川
、
大
前
保
、
須
永
前
、
前
阿
久 

津
、
萩
林
、
庚
塚
、
下
、
原
(

比
丘
尼
台)

、
宇
貫
。
こ
の
う
ち
現
在
住
居
の
あ
る
所 

は
島
、
中
屋
敷
、
奥
原
、
須
永
、
北
阿
久
津
、
中
阿
久
津
、
前
阿
久
津
、
原
の
八
小 

字
で
あ
る
。(

下
増
田)

シ
ン
チ
大
島 

天
川
大
島
の
こ
と
。
新
し
く
で
き
た
村
で
、各
地
か
ら
の
人
が
入
っ 

た
。駒

形
の
こ
と
は
駒
形
新
田
と
い
う
。

ク
ル
ヴ
は
原
の
ク
ル
ウ
だ
け
に
使
う
。

一
画
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
他
に
は
使 

わ
な
い
。(

下
大
島)

荒
ロ
と
い
う
地
名 

荒
ロ
の
地
名
は
、
「
荒
田
ロ
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
荒
ロ
」 

に
変
わ
っ
た
。
荒

砥

川

も

「
荒
口
川
」
で
あ
っ
た
。(

荒
ロ)

家
の
呼
び
名 

油

屋(

以
前
、
油
を
搾
っ
た
。)

膏

薬

屋(

他
県
ま
で
、
出
来
物
の

薬
を
売
り
に
い
っ
た
。)

本
家
。
新
宅
。
隠
居
ん
ち
。
長
屋
門
。(

小
屋
原)

上
増
田
の
姓
の
分
布

大
塚
田
組 

三
二
姓
。
大
山⑽

、
岡
田⑽

、
木
村⑼

、
田
島⑸

、
斉
田⑷

、
細
野⑶

、
 

矢
島⑶

、
中
村⑵

、
田
尾⑵

、
神
保
、
神
林
、
新
井
、
小
暮
、
鈴
木
、
渡
辺
、
久 

保
原
、
河
原
田
、
二
瓶
、
大
坪
、
南
雲
、
永

、
北
爪
、
大
矢
、
奈
良
、
石
綿
、
 

高
柳
、
小
林
、
片
貝
、
津
田
、
関
口
、
佐
竹
、
山
宮
は
各⑴

で
あ
り
、
大
山
、
岡 

田
、
木
村
の
二
姓
が
古
い
。

島
組 

ー
ニ
姓
。
高
山⑷

、
関
口⑷

、
山
宮⑶

、
古
沢
、
南
沢
、
斉
藤
、
山
田
、
士
ロ 

原
、
斉
田
、
井
野
、
大
山
、
奈
良
は
各⑴

で
あ
り
、
高
山
、
関
口
姓
が
古
い
。
 

宮
下
組 

八
姓
。
奈
良⑺

、
生
形⑵

、
岡
田⑵

、
井
上⑵

、
宮
下
、
飯
野
、
筑
井
、
 

下
山
は
各⑴

で
あ
り
、
奈
良
、
生
形
姓
が
古
い
。

東
組 

九
姓
。
薊⑸

、
筑
井⑸

、
北
爪⑸

、
福
田⑶

、
井
上⑵

、
吉
田⑵

、
南
沢
、
 

久
川
、
鷹
巣
は
各⑴

で
あ
り
、
薊
、
吉
田
姓
が
古
い
。

宮

原

組

ー

ニ

姓

。
奈
良⑽

、
中
島⑽

、
下
山⑺

、
阿
佐
見⑷

、
井
上⑷

、
南
沢⑶

、
 

田
村⑵

、
斉
藤⑵

、
本
川
、
等
々
力
、
谷
口
、
女
屋
は
各⑴

で
あ
り
、
奈
良
、
中 

島
姓
が
古
い
。(

昭

48.

11.
1

現
在
の
住
所
実
態
調
査
に
よ
っ
た)
(

上
増
田) 

上
増
田
の
家
族
数
別
世
帯
数

一
人
家
族
六
世
帯
、
二
人
家
族
九
世
帯
、
二
人
家
族
二
九
世
帯
、
四
人
家
族
五
〇 

世
帯
、
五
人
家
族
四
一
世
帯
、
六
人
家
族
二
七
世
帯
、
七
人
家
族
ニ
ー
世
帯
、
八
人 

家
族
八
世
帯
、
九
人
家
族
二
世
帯

四
人
か
ら
六
人
家
族
の
世
帯
が
大
半
を
し
め
て
い
る
。
上
増
田
は
城
南
地
区
で
一 

番
敬
老
者(

七
〇
才
以
上)

の
多
い
所
だ
と
い
ぅ
。(

昭
48•

11•
1

現
在
の
住
民
実 

態
調
査
に
よ
っ
た)
(

上
増
田)

下
増
田
の
家
族
数
別
世
帯
数

一
人
家
族
八
世
帯
、
二
人
家
族
ー
ニ
世
帯
、
三
人
家
族
二
六
世
帯
、
四
人
家
族
二 

八
世
帯
、
五
人
家
族
五
八
世
帯
、
六
人
家
族
四
〇
世
帯
、
七
人
家
族
一
七
世
帯
、
八 

人
家
族
四
世
帯(

昭

• n
 
•
1

現
在
の
住
民
実
態
調
査
に
よ
っ
た)
(

下
増
田)



下
山
美
人 

上
増
田
に
下
山
姓
は
宮
原
に
七
四
世
帯
宮
下
に
一
世
帯
あ
る
。
下
山 

姓
に
は
美
人
が
多
い
の
で
そ
の
娘
た
ち
を
「
下
山
美
人
」
と
呼
ん
で
い
る
。(

上
増
田) 

阿
久
津.

奥
原
七
騎 

細
野
、
安
田
、
田
村
、
千
本
木
、
板
垣
、
小
林
、
梅
沢
の 

七
姓
で
、
生
ぇ
抜
き
だ
と
い
う
。(

下
増
田)

須
永
五
騎 

柴
崎
、
新
井
、
渡
辺
、
山
田
、
須
永
の
五
姓
で
、
守
護
神
の
若
宮
八 

幡
は
先
祖
を
ま
つ
っ
た
の
だ
と
い
、っ
。(

下
増
田)

命
名 

弥
の
字
を
好
ん
で
つ
け
る
家
が
あ
る
。
弥

市•

弥

文

治•

弥

苗•

弥
寿 

美•

弥

寿

久•

弥

寿

政•
弥

寿

宏•

弥
寿
志
な
ど
。(

二
之
宮)

丈
夫
に
育
つ
よ
う
に
女
で
も
男
の
よ
う
な
名
を
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
。
辰

男•

古 

登
な
ど
。
兵
隊
検
査
の
通
知
が
来
た
の
で
、
び
っ
く
り
し
た
。(

二
之
宮)

あ
だ
名 

お
い
ら
ん.
.

さ
ん 

子
ど
も
が
九
人
く
ら
い
あ
っ
て
も
、
鬢
出
し
て 

綺
麗
に
し
て
い
た
。
お
し
ゃ
れ
こ.
.

さ
ん
。

い
ね
む
り.
.

さ
ん
。
馬
に
乗
っ
て 

も
、

い
ね
む
り
し
て
い
る
。
馬
は
知
っ
て
い
て
、
家
に
帰
る
。(

二
之
宮) 

榛
の
木
デ
—
ジ
ン
大
き
な
榛
の
木
で
、
赤
城
山
か
ら
よ
く
見
ぇ
た
。
羽
鳥
氏
の 

大

も

と(

大
本
家)

に
あ
り
、
そ
の
家
が
こ
、っ
呼
ば
れ
た
。
今
は
枯
れ
て
し
ま
っ
た
。
 

(

究
井)

タ
ミ
コ
ン 

民
さ
ん
と
い
う
人
が
、
神
沢
の
下
の
水
車
の
近
く
の
畑
へ
タ
メ 
(

下 

肥)

を
担
い
で
行
っ
た
と
こ
ろ
オ
ト
ウ
カ
が
眠
っ
て
い
た
の
で
、
オ
ト
ウ
カ
を
た
た 

け
ば
い
い
も
の
を
、
す
ぐ
そ
ば
の
ど
ぢ
べ
た(

地
面)

を
天
び
ん
棒
で
た
た
い
た
も 

の
だ
か
ら
オ
ト
ウ
カ
が
怒
っ
て
ば
か
さ
れ
て
し
ま
い
、
ジ
ャ
ン
ボ
ン
の
ジ
ャ
ラ
ジ
ャ 

ラ
を
一
っ
た
た
め
に
逃
げ
よ
う
と
し
て
も
逃
げ
ら
れ
ず
、
あ
ち
こ
ち
ぐ
る
ぐ
る
や
ら 

さ
れ
て
い
て
、
ウ
ス
ィ
の
人
か
通
り
か
か
る
ま
で
そ
ん
な
こ
と
で
い
た
。
「
タ
ミ
サ
ン 

ど
う
し
た
い
」
と
声
を
か
け
ら
れ
て
気
が
つ
い
た
時
に
は
、
土
手
が
す
り
へ
っ
て
い 

た
と
い
う
。
そ
の
後
も
夜
に
な
る
と
オ
ト
ウ
カ
か
や
っ
て
来
て
ト
ン
ト
ン
と
戸
を
た 

た
く
の
で
こ
り
た
と
い
う
。

こ
ん
な
こ
と
か
ら
タ
ミ
コ
ン
と
い
わ
れ
た
。(

新
井)

五
、
諺

師
走
女
に
ゃ
角
が
出
る 

あ
ま
り
忙
が
し
い
の
でV

っ
。(

芄

井.

二
之
宮) 

こ
ぬ
か
三
升
も
っ
た
ら
む
こ
に
は
行
く
な

も
の
ぐ
さ
も
の
の
節
供
ば
た
ら
き

か
ら
っ
茶
は
麦
捧
打
よ
り
つ
ら
い

今
の
し
ゆ
う
と
は
川
の
中
の
川
流
れ

松
原
ビ
ッ
コ
に
磯
ゴ
ケ
ゾ
ン

(

赤

堀•

西
大
室)

六
、 
謎

な
ぞ 

「
焼
も
ち
」
と

か

け

て

「大
神
楽
」
と
と
く
、
そ

の

心

は

「
吹
い
た
り
、
 

た
た
い
た
り
す
る
」(

富
田)

朝
早
く
起
き
て
、
細
い
道
通
る
も
の
な
あ
に 

戸
。
赤
い
よ
だ
れ
か
け
か
け
て
、
 

く
ね
く
ぐ
る
も
の
な
あ
に
に
わ
と
り
。(

二
之
宮)

な
ぞ
が
と
け
な
い
時
は
、
な
が
し
て
聞
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
。
そ
の
時
は
、
題
を 

出
し
た
人
が
答
を
い
う
。

〇

 

一
之
宮)

ご
ぜ
ん
の
時
、
お
坐
り
し
な
い
で
足
を
出
し
、
ご
ぜ
ん
が
す
む
と
、
お
坐
り
す
る 

も
の
な
あ
に

ち
ゃ
ぶ
だ
い
。(

ち
ゃ
ぶ
だ
い
が
、
は
や
っ
た
時
分
の
も
の)
(

二
之
宮)

七
、 
方

言

そ

の

他

朝
晩
の
挨
拶 

オ
ハ
ヨ
ウ
ゴ
ザ
ィ
マ
ス
。
オ
バ
ン
デ
ガ
ス
。(

小
屋
原)

カ
マ
ギ
ツ
チ
ヨ
と
ト
カ
ゲ 

色
の
黒
い
の
を
カ
マ
ギ
ツ
チ
ヨ
と
い
う
。
柴
色
を
し 

た
の
を
ト
カ
ゲ
と
い
う
。(

小
屋
原)

カ
マ
キ
リ
の
こ
と
を
ハ
ィ
ト
リ
バ 

バ
ア
と
い
う
。
頭
を
す
り
つ
ぶ
す
と
、

ハ
レ
モ 

ノ
ニ
効
く
、
ト
ゲ
も
抜
け
る
。(

下
大
島)

カ
マ
キ
リ
の
こ
と
は
へ 

エ
ト
リ
バ 

バ
ア
と
い
う
。
殺
し
て
腹
か
ら
虫
を
出
し
た
。



(

小
屋
原)

カ
マ
キ
リ
の
こ
と
を
へ
ー
ト
リ
バ 

バ
ア
、
や
せ
て
い
る
人
を
へ
ー
ト
リ
バ 

バ
ア
と 

い
う
。(

下
大
屋)

べ
べ
ズ
キ
ン
カ
ブ
ル
カ
カ
ア
デ
ン
カ
と
い
う
程
で
な
い
が
、
妻
が
意
見
す
る
と 

そ
れ
に
従
う
の
を
い
う
。
オ
ッ
カ
ブ
セ
ン
ラ
レ
テ
ィ
ル
と
も
い
う
。
女
房
の
尻
に
し 

か
れ
て
い
る
男
を
ニ
ホ
ン
ボ
ー
と
も
い
う
母
ち
ゃ
ん
絶
対
、
と
い
う
の
が
カ
カ
ア
デ 

ン
カ
で
あ
る
。(

下
大
屋)

忌
詞 

養
蚕
中
は
、
ね
ず
み
と
い
う
と
聞
え
る
か
ら
、
お
ば
あ
さ
ん
が
来
る
か
ら 

気
を
つ
け
ろ
と
か
、
よ
め
こ
と
い
う
。(

二
之
宮)

酒
落 

ね
こ
の
き
ん
た
ま
で
一
つ
た
の
む 

後

金(

あ
と
き
ん)

。
ね
ず
み
一
匹
く 

ん
ね
え
か
い 

ち

ゅ
う(

焼
酎)

一
杯
。
に
わ
と
り
の
声 

と
と
、
も
う
け
つ
こ
一
。
 

十
五
日
の
粥
で
、
も
ち
あ
ず
け
え
だ
。
熱
く
て
も
吹
い
て
食
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
 

吹
く
と
田
植
え
の
時
に
風
が
吹
く
。(

二
之
宮)

鳥
の
鳴
き
声 

ホ
オ
ジ
ロ
、
テ
ッ
ペ
ン
ィ
チ
ロ
ク
、

ニ
シ
マ
ケ
タ
。

ホ
ト
ト
ギ
ス 

ボ
ト
ツ
ッ
キ
ッ
タ(

小
屋
原)

屁
の
意 

あ
ぶ
の
さ
さ
わ
た
り
、
は
し
ご
つ
ぺ
。(

二
之
宮)

横
サ
ン
ジ
ョ
ゥ 

お
サ
ン
ジ
ョ
様(

星)

が
上
が
る
ま
で
仕
事
を
し
た
。
二
夜
様
、
 

三
夜
様
か
あ
か
る
ま
で
夜
鍋
仕
事
を
す
る
の
で
こ
う
い
う
。(

究
井)

オ
サ
ン
ジ
ョ
様
が
十
一
時
過
ぎ
に
な
る
と
西
の
方
に
引
つ
込
む
。
そ
れ
ま
で
は
每 

晚
仕
事
を
し
た
。(

小
屋
原)
(

下
大
島)

ミ
カ
ボ
の
三
束
雨 

南
の
方
ミ
カ
ボ
の
方
か
ら
来
る
夕
立
は
「
ミ
カ
ボ
の
三
束
雨
」 

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
早
く
て
激
し
か
つ
た
。
と
こ
ろ
が
高
圧
線
が
近
く
を
通
る
よ
う
に 

な
つ
て
か
ら
雷
が
来
な
く
な
つ
た
。(

新
井)

ミ
カ
ボ
か
ら
出
て
来
る
雷
は
三
束
雨
と
い
わ
れ
て
急
に
、
し
か
も
激
し
く
降
つ
た
。
 

あ
る
時
、
ヌ
シ
を
と
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
以
後
は
降
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。(

飯 

土
井)み

か
ぼ
山
の
ほ
う
に
夕
立
が
は
じ
ま
る
と
、
ム
ギ
を
三
束
ま
る
か
な
い
う
ち
に
雨 

が
降
つ
て
く
る
と
い
、つ
。
そ
の
た
め
に
、
黒
い
雲
が
で
て
く
る
し
、
家
へ
に
げ
か
え
つ

た
。

こ
れ
を
み
か
ぼ
の
三
束
雨
と
い
っ
た
。

み
か
ぼ
山
の
主
は
か
ま
か
え
る
で
、
天
降
り
の
神
様
と
い
う
。

こ
れ
は
年
寄
り
の 

は
な
し
だ
が
、
み
か
ぼ
の
山
へ
木
を
き
り
に
行
っ
た
き
こ
り
が
、
山
小
屋
へ
泊
っ
て 

い
た
ら
、
每
夜
山
の
ぬ
し
が
娘
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た0>

あ
る
勇
敢
な
き
こ
り 

が 

そ
の
娘
を
、
ま
さ
か
り
で
う
ち
殺
し
た
。
そ
の
後
は
、
み
か
ぼ
の
三
束
雨
が
な 

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。(

二
之
宮)

方
言

ケ
ブ
ル
種
ま
き
な
ど
で
足
で
土
を
か
け
る
こ
と
。

マ
ネ
ヲ
ヒ
ク 

ケ

ブ

ッ

タ(

足
で
土
を
か
け
た)

上
に
足
で
サ
ク
を
つ
く
る
こ
と 

マ
ネ
ヒ
キ 

鍬

のI

種
、
柄
と
直
角
に
刃
を
つ
け
た
重
い
鍬
で
、
サ
ク
タ
テ
に
使
、っ
。
 

ア
ブ
ノ
メ
ダ
マ 

五
十
銭
銀
貨
の
こ
と
、
ひ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
つ
い
た
名
称 

オ
ワ
り
マ
ケ
し
ま
い
貧
乏

ツ

ゴ

シ

順

送

り

シ
ン
コ
新
し
く
出
た
竹
、
新
竹

シ
ョ
ッ
ペ
ナ
シ 

が
ま
ん
の
き
か
な
い
だ
ら
し
な
い
人
の
こ
と

カ

ブ

ツ

株

、
麦
や
稲
な
ど
の
切
り
株

ト
コ
ロ
ビ
ン
ボ
ウ 

土
地
の
条
件
が
悪
い
こ
と
か
ら
経
営
が
苦
し
い
こ
と
を
い
う
。
 

マ
メ
ボ
ウ
チ 

大
豆
な
ど
の
豆
類
の
脱
毅

ケ
エ
コ
ガ
ミ
サ
マ
蚕
神
様
、
絹
笠
様
の
こ
と

オ

メ

ン

う

ど

ん

カ
ワ
ラ
チ
ゴ
お
き
な
ぐ
さ

ジ
ダ
ン
バ
ニ
ュ
ウ
馬
入
れ
道
の
な
い
田
畑

カ
ワ
ラ
チ
ゴ
お
き
な
ぐ
さ

ジ
ダ
ン
バ
ニ
ュ
ウ
馬
入
れ
道
の
な
い
田
畑

チ
ョ
ウ
バ
コ
ワ
タ
シ 

ニ
月
一
日
の
区
長
の
引
き
継
ぎ

ハ
ン
ト
ウ
班
長

シ
ョ
ウ
ガ
の
セ
ッ
ク 

八
朔
の
節
句
の
こ
と

ミ
チ
ケ
ズ
り
村
の
共
同
作
業
で
道
路
修
理



ホ
リ
ハ
ラ
イ 

用
水
路
の
草
刈
り
、
底
さ
ら
い

パ
ン
ミ
ズ
田
の
水
を
当
番
の
日
を
き
め
て
入
れ
る
こ
と(

荒
子)

く
わ
が
た
の
名
称

ブ
ウ 

雌
の
こ
と
、
ブ
ウ
メ
ス
と
も
い
う
。
 

キ
ン
メ
ス 

雌
の
中
で
も
金
色
の
毛
か
生
え
て
い
る
も
の
を
い
う
。

ズ
リ 

ふ
つ
う
ノ
コ
ギ
リ
と
よ
ば
れ
て
い
る
く
わ
が
た
の
こ
と
。
 

キ
ン
ト
キ 

の
こ
ぎ
り
く
わ
が
た
の
こ
と
。

ク
マ
ガ
イ
お
お
く
わ
が
た

ナ
タ
お
お
イ
わ
が
た

武
田
信
玄
お
お
く
わ
が
た

メ
ス
カ
ブ
か
ぶ
と
む
し
の
雌

オ
ス
カ
ブ
か
ぶ
と
む
し
の
雄

か
ぶ
と
む
し
の
幼
虫
は
コ
ヤ
シ
ム
シ
と
い
わ
れ
る
。(

荒
子)

キ
ナ
ル
は
り
あ
い
が
悪
い
。

ニ 

ハ
ン
ガ
ケ 

ふ
た
ま
た
を
か
け
る
。
二
筋
道
。

ヒ
ノ
ヤ
ガ
ト
オ
イ
砂
糖
を
節
約
し
て
甘
味
が
薄
い
こ
と
を
い
う
。
ヒ
ノ
ヤ
ノ
前
ヲ 

素
通
り
シ
タ
と
も
い
う
。(

飯
土
井)

ツ
ボ
シ
每
年
の
こ
と
。

カ
ン
カ
ン
ガ
デ
ル 

は
か
り
で
重
さ
を
は
か
っ
た
と
き
重
量
の
あ
る
こ
と
。
 

ダ
ラ
ニ 

い 

つ
と
は
な
し
に
つ
づ
く
こ
と
。

イ
チ
ガ
サ
ケ
モ
ツ
物
事
の
終
り
の
こ
と
。

デ
レ
ス
ケ
馬
鹿
な
人
の
こ
と
。

の
ろ
ま
。

オ
チ
ヤ
コ
お
茶
を
の
む
こ
と
。

〇
〇
ヤ
ン 

呼
称
で
、
さ
ん
、
君
な
ど
と
同
じ
。

ア
ギ
馬
な
ど
の
あ
ご
の
こ
と
。

イ
キ
レ
ル
む
し
あ
つ
い
。

イ

ス

カ

ニ

た

い

へ

ん

。

カ
タ
バ
リ
カ
頑
固
の
こ
と
。

ア
ゲ
レ
ヤ
ア
の
せ
る
こ
と
。

ヤ
ベ
ヤ
連
れ
て
行
く
こ
と
。

キ
レ
エ
モ
ン
役
に
立
つ
人
の
こ
と
。

ノ
オ
ナ
シ
役
に
立
た
な
い
者
。

ハ
カ
サ
レ
タ
他
人
に
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
。(

今
井)

ヒ
イ
ボ
り 

田
に
水
を
引
く
と
き
冷
水
を
防
ぐ
た
め
に
作
っ
た
小
さ
い
土
手
、
な
か 

グ
ロ
と
も
い
、っ
。

ザ
ハ
イ 

結
婚
式
の
時
の
進
行
係
の
こ
と
。
「
座
配
」
と
い
ぅ
。
 

オ
オ
ナ
田
畑
の
土
手
の
こ
と
。

バ
ニ
ウ
畑
と
畑
の
境
の
巾
六
尺
の
道
。
「
馬
入
」
。

ウ
ン
マ 

エ 

馬
を
借
り
た
場
お
返
し
に
行
く
こ
と
。

ケ
デ
人
が
着
る
み
の
の
こ
と
。

コ
ウ
バ
シ
イ
焼
も
ち
独
特
の
に
お
い
。

ユ
ヅ
ラ
稲
わ
ら
の
先
を
結
ん
だ
も
の
。(

荒
ロ)



芸 

能

一
、
城
南
地
区
演
劇
関
係
芸
能
の
概
観

こ
の
地
区
を
群
馬
県
の
芸
能
か
ら
み
た
場
合
に
い
く
つ
か
の
特
色
が
あ
げ
ら
れ

る
。
そ
の'

つ
は
、
中
世
か
ら
近
世 

初
期
に
か
け
て
、
神
事
芸
能
と
し
て 

盛
ん
に
行
わ
れ
た
能
狂
言
の
舞
が
県 

下
で
た
だ
ー
ヵ
所
こ
の
地
区
に
遺
っ 

て
い
る
と
い
ぅ
こ
と
で
あ
る
。
人
形 

操
に
よ
る
も
の
が
す
ぐ
近
く
の
前
橋 

市
下
長
磯
に
あ
る
が
、
二
之
宮
地
区 

の
人
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
式
三
番 

は
ま
こ
と
に
貴
重
な
無
形
文
化
財
で 

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
な
ぜ
こ
こ
に 

だ
け
生
き
存
え
た
か
で
あ
る
が
、

一
 

つ
の
条
件
と
し
て
少
く
と
も
明
治
以 

降
鉄
道
が
通
過
せ
ず
、
比
較
的
文
化 

の
波
に
洗
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ 

げ
ら
れ
る
。

一
た
ん
中
絶
し
た
こ
と 

も
あ
っ
た
が
み
ご
と
と
復
活
し
た
の 

は
、
こ
の
土
地
の
人
び
と
の
高
い
文 

化
意
識
も
あ
ず
か
っ
て
大
き
い
と
み 

て
よ
い
。

神
楽
で
は
、
神
社
信
仰
と

太
々
講
と
い
う
民
間
の
信
仰
形
態
の
上
に
立
っ
て
榛
名
神
社
と
並
ん
で
有
名
で
あ
っ 

た
産
奉
神
社
の
太
々
神
楽
を
数
年
研
究
す
る
上
に
多
く
の
問
題
を
示
唆
し
て
い
る
。
 

地
芝
居
の
面
で
は
、
本
県
の
常
設
農
村
歌
舞
伎
舞
台
の
南
限
を
示
す
建
築
物
が
二
つ 

も
現
在
し
て
い
て
、
舞
台
と
い
う
地
名
と
実
存
の
舞
台
の
分
布
を
知
る
上
に
有
力
な 

傍
証
と
な
る
。
人
形
芝
居
で
は
阿
波
国
か
ら
直
接
移
さ
れ
た
と
い
う
系
統
の
は
っ
き 

り
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
阿
波
の
「箱
廻
し
」
の
研
究
の
上
に
重
要 

で
あ
る
。
獅
子
舞
に
お
け
る
二
人
立
ち
の
神
楽
獅
子
は
、
祭
典
と
は
別
に
民
間
年
中 

行
事
と
し
て
遺
さ
れ
て
い
る
悪
魔
払
い
の
二
人
立
獅
子
が
祭
り
と
結
ば
れ
、
神
社
に 

付
属
し
て
い
る
点
に
興
味
が
持
た
れ
る
。

と
に
か
く
、
城
南
地
区
に
お
け
る
芸
能
は
県
下
の
他
の
地
区
の
芸
能
を
説
く
い
く 

つ
か
の
標
準
と
い
う
か
拠
点
に
な
る
も
の
が
多
い
点
に
注
目
さ
れ
る
。
今
回
の
調
査 

報
告
は
比
較
検
討
し
、

一
つ
の
題
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
な 

る
べ
く
調
査
し
た
ま
ま
の
概
説
に
と
ど
め
る
が
、
今
後
芸
能
を
究
明
す
る
上
に
多
く 

の
話
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。(

萩
原 

進)

二
、
二
之
宮
の
式
三
番

各

称

二
之
宮
式
三
番

所
在 

前
橋
市
二
之
宮
町
赤
城
神
社
氏
子
に
ょ
る
二
之
宮
式
三
番
保
存
会
。
 

由

来.

伝
承
中
世
芸
能
と
し
て
の
武
三
番
で
あ
る
が
そ
の
初
め
は
明
ら
か
で
な 

い
。
資
料
の
中
に
万
延
元
年
の
三
番
の
舞
い
方
を
図
示
し
た
も
の
が
あ
る
か
ら
江
戸 

時
代
末
期
に
は
確
か
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
は
時
代
が
下
が
り 

す
ぎ
る
の
で
も
っ
と
古
い
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
確
証
が
な
い
。

二之宮赤城神社境内の歌舞伎舞台と神楽殿の配置を示す



幸
い
、
宝
暦
十 

ー
ー
年
八
月
吉
祥 

日
の
日
付
の
あ 

る

「当
社
御
祭 

礼
無
尽
帳
」(

一  

冊)

が
遺
さ
れ 

て
い
る
。
神
主 

の
六
谷
田
潜
岐 

守
の
名
が
表
紙

に
あ
る
か
ら
二
之
宮
赤
城
神
社
の
六
谷
田(

別
に
六
弥
太)

神
主
の
手
に
ょ
っ
て
記 

録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
頃
二
之
宮
の
上
と
下
で
毎
年
交
代
で 

狂

言
(

式
三
番
の
こ
と
で
あ
ろ
、っ)

を
祭
礼
の
と
き
上
演
し
て
い
た
が
、
そ
の
費
用 

と
し
て
頼
母
子
講
を
え
て'

そ
の
無
尽
の
十
七
両
の
利
子
で
狂
言
を
承
続
し
て
ゆ
き 

た
い
と
い
ぅ
趣
旨
が
書
か
れ
、

こ

れ

を

「
祭
礼
無
尽
」
と
称
し
た
こ
と
も
明
ら
か
で 

あ
る
。

こ
の
無
尽
に
賛
成
し
た
者
一
七
六
名(

追
加
一
名)

で
、
触
元
は
村
役
の
組 

頭
六
人
と
名
主
に
な
っ
て
い
る
。

い
ま
そ
の
趣
旨
の
前
文
を
掲
げ
て
置
く
こ
と
に
す 

る
。宝

暦
十
二
年
午
の
三
月
、
六
谷
田
潜
岐
守
会
所
無
尽
取
立
金
高
拾
七
両
也
当
社
御 

祭
礼
每
年
八
月
十
五
日
御
座
候
。
上
下
隔
年
に
狂
言
御
座
候
。
是
仍
右
之
無
尽
之 

相
加
り
、
頼
母
子
相
済
候
て
後
右
拾
七
両
の
利
足
を
以
、
永
代
狂
言
相
続
致
候
様 

に
仕
度
、
拙
者
ド
モ
相
の
上
如
斯
帳
面
記
置
者
也
。

一
、
狂
言
興
行
世
話
の
儀
、
其
年
の
相
談
の
上
肝
煎
可
相
定
、
尤
祭
礼
本
金
世
話
も 

末
々
寄
合
の
上
相
定
可
申
有
也
。

一
、
比
度
祭
礼
無
尽
の
取
立
申
候
節
の
著
帳
の
通
り
帳
面
に
相
改
、
家
名
共
に
相
印 

申
候
。
為
念
如
件
。

世
話
人
時
役(

組
頭
六
名)

名
主

と
あ
る
。

こ
の
資
料
か
ら
み
る
と
、
二
之
宮
の
式
三
番
は
宝
暦
以
前
か
ら
上
組
下
組

交
代
で
八
月
十
五
日
に
や
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
る
と
、
少
く
も
宝
暦
年
間 

に
は
か
な
り
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
当
時
か
ら
組
持
の
資
金
に
は 

困
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
ち
ょ
う
ど
神
主
の
家
が
事
務
所(

会
所)

で

無

尽(

頼 

母
子
講)

が
行
わ
れ
、
そ
の
取
立
金
が
十
七
両
あ
っ
た
。

こ
の
無
尽
に
式
三
番
の
運 

営
を
か
ら
ま
せ
、
十
七
両
の
利
子
で
永
代
式
三
番
が
相
続
す
る
よ
う
に
し
た
こ
と
が 

わ
か
る
。
祭
の
費
用
全
体
の
中
で
賄
う
の
で
な
く
、
特
別
安
定
し
た
資
金
を
役
定
し 

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
武
三
番
は
赤
城
神
社
に
付
属
し
上
演
さ
れ
て
い
る
の
で
神
社
の
神 

事
芸
能
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
以
前
は
結
婚
式
と
か
家
の 

た
て
ま
え
の
と
き
な
ど
の
慶
事
の
際
に
招
か
れ
て
演
出
し
た
そ
う
で
あ
る
。
式
三
番 

の
発
生
か
ら
考
え
る
と
祭
典
の
余
興
的
行
事
で
は
な
く
、
年
に
一
度
五
穀
豊
穣
、
天 

下
泰
平
を
祈
念
し
て
行
わ
れ
た
独
立
の
神
事
芸
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
こ
の 

伝
承
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
継
続
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
し
ば
し 

ば
中
絶
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
江
戸
時
代
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治 

に
な
る
と
文
明
開
化
、
御
一
新
の
時
今
の
流
れ
で
中
絶
し
た
ら
し
く
、
そ
の
ま
ま
に 

し
て
お
け
ば
姿
を
消
し
て
い
た
。

明
治
二
十
六
年
に
心
あ
る
人
び
と
に
よ
っ
て
再
興 

が
企
て
ら
れ
た
と
き
の
記
録
が
あ
る
の
で
こ
の
と
き
先
ず
復
活
し
た
こ
と
が
わ
か 

る
。
「
明
治
二
十
六
年
三
月
吉
日
式
三
番
」
と
い
う
記
録
で
あ
る
。

ニ
ノ
宮
村
式
三
番
は
往
古
よ
り
有
之
処
、中
絶
シ
テ
既
二
絶
種
ス
ル
ノ
時
節
二
至
。
 

依
テ
村
落
年
寄
之
者
再
起
シ
、
青
年
者
へ
伝
授
ス
ル
ニ
付
左
二
人
名
ヲ
記
。
 

明
治
廿
六
年
三
月

青
年
者 

岡 

多

牧
 

下

境

安

太

郎
 

内

田

長

吉
 

木

村

佐

十
 

内

田

勝

蔵
 

田

中

友

助
 

中

村

猪

吉
 

内

田

錦

三

郎
 

下

境

市

郎

次
 

久

保

田

喜

■

八 

岡 

藤

吉
 

内

田

牧

太
 

田

所

周

士

ロ
 

内

田

宗

丁

「式三番伝授之卷」



岡 

滝
右
衛
門 

久

保

田

半

蔵
 

岡 

五

逸
 

内

田

長

雄
 

久

保

田

庄

太

郎

年

寄

関 

n

 

林

平
 

岡 

重
次
郎 

岡 

滝
五
郎 

下

境

高

蔵
 

内

田

源

太

郎
 

内

田

喜

幸
 

茂

木

弥

平

次
 

内

田

鍋

戦
 

翁 

久

保

田

喜

八
 

千

歳

内

田

牧

田
 

三

番

岡
 

藤

吉
 

-

笛 

久

保

田

半

蔵
(

内

田

錦

三

郎
) 

小

鼓

久

保

田

幸

次

郎

中

鼓

下

境

市

郎

次
 

小

鼓

内

田

長

吉
 

大

鼓

岡
 

滝
右
衛
門 

三

番

岡
 

五

逸
 

翁 

下

境

安

次

郎
 

千

歳

内

田

牧

太
 

三

番

岡
 

太

牧

留 

久

保

田

半

蔵
(

内

田

錦

三

郞
)

小

鼓

下

境

市

郎

次

中

鼓

久

保

田

幸

次

郎

小

鼓

久

保

田

庄

太

郎
(

内

田

長

吉
) 

大

鼓

田

中

友

助
 

三

番

内

田

虎

雄
 

翁 

内

田

長

吉
 

千

歳

岡
 

滝
右
衛
門 

三

番

田

所

周

吉

笛 

久

保

田

半

蔵

小

鼓

久

保

田

喜

八
 

中

鼓

下

境

市

郎

次
 

小

鼓

久

保

田

庄

太

郎
 

大

鼓

田

中

友

助
 

三

番

内

甲

勝

蔵

翁 

内

田

友

助
 

千

歳

下

境

安

次

郎

三

番

内

田

宗

十
 

-

笛 

久
保
田 

半

蔵
 

小
鼓 

久
保
田 

庄
太
郎 

中

鼓

下

境

市

郎

次
 

小

鼓

内

田

長

吉
 

太
鼓 

岡 

滝
右
衛
門 

中

村
 

佐
十
郎 

こ
う
し
て
、
明
治
二
十
六
年
に
再
興
し
た.
が
、
そ
の
後
昭
和
三
年
に
ま
た
中
絶
し
て 

し
ま
い
、
久
し
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
終
戦
後
昭
和
三
十
三
年
再
び
復
興
の
声
が
あ 

が
り
、
三
十
年
と
い
う
長
い
間
中
絶
し
て
い
た
式
三
番
を
な
ん
と
か
再
び
陽
の
目
を 

み
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
な
ん
せ
長
い
間
や
ら
れ
な
か
っ
た 

だ
け
に
そ
の
成
否
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
先
ず
保
存
会
を
結
成
し
て
費
用 

の
面
で
も
後
質
が
で
き
た
こ
と
も
あ
り
、
う
ま
く
進
埗
し
た
。
幸
い
一
切
を
伝
承
し 

て
い
た
岡
実
太
郎
氏
が
い
た
の
で
同
氏
を
中
心
に
練
習
を
し
て
再
興
に
成
功
し
た
。
 

当
時
道
具
は
何
一
つ
無
か
っ
た
の
を
揃
え
て
現
在
の
道
具
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き 

た
。
式
三
番
で
最
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
黒
式
尉
と
白
式
尉
の
翁
面
も
失
わ
れ
て
し 

ま
い
、
面
箱
を
く
ぐ
る
信
仰
の
無
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
現
在
使
用
し
て
い
る 

翁
面
は
黒
は
能
面
で
あ
る
白
は
神
楽
の
面
を
流
用
し
て
い
る
。

上
演
に
当
っ
て
は
昔
か
ら
迫
潔
斎
は
し
な
か
っ
た
。
顔
面
の
隅
取
り
は
昔
は
芝
居 

の
役
者
に
頼
ん
で
ち
ゃ
ん
と
や
っ
た
。
衣
裳
は
座
で
所
有
し
て
い
た
。
記
録
資
料
と 

,
し
て
は
万
延
元
年
の
年
時
を
記
し
た
三
番
叟
の
舞
い
方
を
図
示
し
た
絵
図
、
明
治
四 

年
の
翁
、
千
歳
、
三
番
の
位
置
図
、
三
番
舞
い
方
図
示(

以
上
一
冊
に
綴
込
み)

。
文 

久
二
年
八
月
吉
日
の
「
式
三
番
」
と
表
書
し
た
謡
の
「
翁
」

の
台
本
、
同
じ
く
明
治 

五
年
の
も
の
、
同
じ
く
明
治
二
十
六
年
の
も
の
三
冊(

現
地
久
保
田
恒
太
郎
氏
所
有) 

が
あ
る
。

こ
の
二
冊
を
現
在
の
人
で
も
読
め
る
よ
う
に
書
き
替
え
た
も
の
一
冊(

保 

存
会
所
有
昭
和
四
十
九
年
新
作)

も
同
系
の
資
料
で
あ
る
。
最
も
貴
重
な
の
は
「
式 

三
番
伝
授
之
卷
」
と
い
う
一
卷
本
で
あ
る
。

明
治
時
代
久
し
く
中
絶
し
て
い
た
の
を 

明
治
二
十
六
年
に
復
興
し
、
そ
の
と
き
後
世
へ
正
確
な
式
三
番
の
演
出
に
つ
い
て
伝 

授
す
べ
く
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
当
時
は
本
格
的
な
式
二
番
が
行 

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。



二之宮式三番の翁面

赤城神社S番叟(阿久津宗二 撮影)

現
状 

二
の
宮
赤
城
神
社
の
歌
舞
伎
舞
台
を
そ
の
ま
ま
式
三
番
の
舞
台
と
し
て
利 

用
し
て
い
る
。

一
座
の
構
成
は
つ
ぎ
の
よ
ぅ
で
あ
る
。

太
鼓
一
人
。
鼓
三
人
。
笛
一
人
。
陰
三
人
。
翁
一
人
。
千
歳
一
人
。
三
番
一
人
。
 

赚
子
方
は
舞
台
の
二
重
を
利
用
し
て
正
面
に
向
い
横
に
並
び
、
陰
は
向
て
右
奥
の
隅 

に
位
置
す
る
。
現
在
析
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
昭
和
四
十
九
年
四
月
十
五
日
に
上
演 

し
た
役
割
は
つ
ぎ
の
よ
ぅ
で
あ
る
。

三
番 

岩

上

常

時

翁 

下

境

敏

治

千
歳 

小

鮒

梅

太

郎

笛 

岩

上

秋

雄

太
鼓 

神

沢

弥

度

治

鼓 

中

村

房

太

郎

同 

中

村

勝

治

同 

下

境

喜

久

江

同 

岩

上

千

五

郎

座
配 

久

保

田

恒

太

郎

同 

小

暮

一

郎

陰
謡 

福

田

新

蔵

今
回
の
調
査
で
録
音
し
た
と
き
の
役
割
は
次
の
よ
ぅ
で
あ
っ
た
。

翁 

下

境

敏

治

千
歳 

小

鮒

梅

太

郎

三
番 

岩

上

常

時

笛 

下

境

敏

治

中
鼓 

中

村

勝

治

脇
鼓 

田

中

喜

久

治

同 

下

境

喜

久

衛

陰
謡 

福

田

新

蔵

同 

茂

木

保

良

同 

久

保

田

恒

太

郎

座
配 

小

暮

一

郎

舞
の
組
立
と
進
行
は
、
他
の
式
三
番
と
同
じ
で
あ
る
が
、

い
ま
明
治
四
年
の
式
三 

番
台
本
を
も
と
に
し
て
全
体
の
舞
台
の
筋
を
見
る
こ
と
に
し
よ
ぅ
。
〔

〕(

)

内 

は
著
者
が
便
宜
付
注
的
に
記
し
た
の
で
あ
る
。

目

出

度

始

〔
出
端
〕
 

一
、
笛
し
ら
べ 

ト
ヒ
ヤ
ア
イ
ト
ー
ヒ
ー
ヤ
ヒ
イ

ツ
ツ
ミ
ホ
ホ
タ
ホ
タ
ホ
タ
タ
ホ
ホ

. 

右
ツ
ツ
ミ
ニ
テ
是
よ
り
五
ツ
間
三
ク
サ
リ
ウ
チ
ァ
ゲ 

翁
座
二
い
る
。
千
歳
翁 

の
右
座
二
い
る
。

右
之
通
笛
し
ら
べ
、
千
歳
御
面
箱
持
翁
の
前
二
置
べ
し
。



翁
の
ウ
タ
イA

と
ふ
ど
う
た
ら
り
た
ら
り
ら
ア

た
ら
り
あ
が
り
ら
ら
り
と
ふ

カ
ケ
ウ
タ
イA

ち
り
や
た
ら
り
の
た
ら
り
り
ら
ア

た
ら
り
あ
が
り
ら
ら
り
と
ふ

シ
テ
へ
と
こ
ろ
千
代
迄
お
わ
し
ま
せ

カ
ゲA
我
等
も
千
し
ゃ
う(

秋)

さ
む
ら
お
ふ

シ
テA
鶴
と
繩
と
の
よ
わ
ひ
に
て

カ
ゲA

さ
ひ
わ
ひ
心
に
ま
か
せ
た
り

天
下
び
よ
ふ
し(

天
下
拍
子)

シ
テ
へ
と
ふ
と
ふ
た
ら
り
た
ら
り
ら
あ

カ
ゲ
へ
ち
り
や
た
ら
り
た
ら
り
ら
あ

た
ら
り
あ
が
り
ら
ら
り
と
ふ

〔
千
歳
の
舞
〕

笛 

ヒ
イ
ヤ
ア
ヒ
イ
ウ
チ
あ
げ
ニ
ッ
。
是
よ
り
ヤ
ア

ハ
ア
ホ
ウ
ホ
ウ
ニ
間
二
て
千
歳
立
べ
し

千
歳
シ
テA

な
る
は
滝
の
水
、
な
る
は
滝
の
水
、
日
は
照
る
と
ん
も
ふ

千
歳
翁
の
う
た
を
ゆ
う
て
お
も
て
迄
出
る
べ
し

カ
ゲ
へ
た 

へ
ず
と
ふ
た
り
あ
り
う
と
人
う
ふ
や

シ
テ
へ
た
へ
ず
と
ふ
た
り
常
に
と
ふ
た
り

君
の
ち
と
せ
も
へ
ん
事
も
天
津
乙
女
の
羽
衣
よ
な
る
は
た
き
の
水
、
な
る
は 

た
き
の
水
、
日
は
照
る
と
も

比
間
天
下
び
や
う
し

カ
ゲA

た
え
ず
と
ふ
た
り
あ
り
う
と
ん
と
ふ
や
比
間
扇
の
マ
イ(

舞)

。
笛
長
地
。
ツ 

ツ
ミ
ウ
チ
ア
ゲ
春
ツ

右
之
通
二
て
四
方
が
た
め

千
歳
右
の
座
敷-
一
い
る
ベ
し
。

笛
ヒ
イ
ヤ
ヒ
イ
。
翁
の
ウ
タ
イ

是
よ
り
右
ぇ
通
り
五
ツ
間
ツ
ツ
三

〔翁
の
舞
〕
 

-

翁
シ
テA
あ
げ
な
き
や
と
ん
ど
ふ
や
ア

カ
ゲA

い
ろ
ば
か
り
や
と
ん
と
ふ
や
ア

シ
テA

座
し
て
居
た
れ
ど
も

此
ウ
タ
イI

ー
テ
翁
立
べ
し

カ
ゲA

ま
い
ろ
ふ
れ
ん
げ
り
や
と
ん
ど
ふ
や
ア

比
所

|

一
て
翁
三
番
見
合

比
ウ
タ
イ
ミ
ツ
ツ
ミ
ウ
ツ
ベ
シ
。
是
よ
り
ツ
ツ
ミ
置
也
。

右
之
ウ
タ
イ
ー
ー
て
翁
表
迄
出
べ
し

シ
テ
く
千
早
振
る
神
の
ひ
こ
さ
の
む
か
し
よ
り
、
此
処
ひ
さ
し
か
れ
と
ぞ
い
わ
ひ

此
ウ
タ
ィ
立
て
ウ
タ
ベ 

し

カ
ゲ
へ
そ
ふ
ょ
や
ア
り
い
ち
ゃ 

ア
と
ん
ど
ふ
や
ア 

此
内
ツ
ツ
ミ
九
ツ
ア
り
。
 

.
又
翁
の
み
ぶ
り
あ
り 

シ
テ
へ
お
ょ
そ
千
年
の
鶴
は
万 

歳
楽
と
ぅ
と
ふ
た
り
。
 

ま
た
万
歳
の
池
の
亀
は 

光
(

甲)

に
三
曲
を
い 

た
だ
へ(

い)

た
り
。
な
ぎ 

さ
の
い
さ
ご
さ
く
さ
く 

と
し
て
、
あ
し
た
の
日 

の
色
を
ろ
ふ
す
。
滝
の 

水
哈
々
卜
落
て
夜
の
月 

あ
さ
や
か
に
ぅ
か
ん
だ 

り
。
天

下

太

平

国

か

「式三番伝授之卷」の巻頭



(

寒)

あ
ん
の
ぅ 

(

ん)

の
今
日
の 

御
祈
禱
也
。

比
内
み
ぶ
り
あ
り 

シ
テA
あ
し
わ
ら
や
、
お 

ぢ
よ
の
翁
と
も
な 

り

カ
ゲA
我
は
な
ぢ
よ
の
翁 

と
、七
そ
よ
や

い
つ
く
の
翁
と
ん
ど 

、っ
ヤ
ア
〇
ニ
ツ
間
二 

テそ

の

ふ
や
ん
口
笛 

ヒ
ィ

左
の
袖
を
か
つ
ぎ
是 

よ
り
五
段
都
合
七
ク 

サ
り

是
よ
り
長
地

シ
ラ
へ
千
秋
万
歳
の
よ
ろ
こ
び
の
舞
な
れ
ば
ひ
と
さ
し
ま
お
ふ
。
万
歳
楽

ま
い
お
か
り
。
是
よ
り
右
の
座
敷
二
而
御
面
を
と
り
又
ニ
ッ
間
二
て
翁
入
る
ベ 

し

カ
ゲ
へ
ま
ん
ざ
い
ら
く

シ
テ
へ
ま
ん
ざ
い
ら
く

カ
ゲ
へ
ま
ん
ざ
い
ら
く

シ
テ
ぺ
ま
ん
ざ
い
ら
く

つ
つ
み
置
べ
し

〔
三
番
の
舞
〕

一
、
笛
し
ら
べ 

ヒ
イ
ヤ
ア
ヒ
イ 

此
時
ツ
ツ
ミ
あ
げ
る
。

又
大
ツ
ツ
ミ
出
べ
し
。

右
笛
二
て
三
番
表
迄
出
べ
し
。
此
時
三
番
も
み
出
し
都
合
七
ク
サ
リ
あ
り 

又
三
番
黒
面
二
て
表
二
出
べ
し
。
右
両
人
口
上
掛
合
あ
る
べ
し
。

此
時
千
歳
あ
と
よ
り
表
二
出
べ
し
。
又
三
番
鈴
の
ま
い(

舞)

あ
り

三
番
口
上A
あ
ァ
ら
目
出
度
や
、
物
心
意
た
る
あ
と
の
太
夫
殿
ニ
ー
寸
げ
ん
ざ
ん
申 

さ
ふ

千
歳
口
上A

ち
や
う
ど
ま
い
り
て
候

三
番
口
上A

た
だ
御
た
ち
ぞ

千
歳
口
上A
あ
と
と
お
ふ
せ
候
ほ
ど
に
ず
ひ
ぶ
ん
物
二
心
意
た
る
御
あ
と
の
役
に
罷 

り
立
候

三
番
口
上A

さ
れ
ば
候

千
歳
口
上A

今
日
の
三
番
そ
ふ(

叟)

千
秋
万
歳
は
く
じ
ゃ
う
と
ま
ふ
て
お
り
そ
ひ
、
 

色
の
黒
き
じ
や
う(

尉)

殿

三
番
口
上A
あ
ふ
せ
の
ご
と
く
此
色
の
黒
き
じ
や
う
が
、
今
日
の
三
番
叟
千
秋
万
歳 

竹
は
ん
じ
ゃ
う
と
ま
ひ
納
め
ふ
ず
る
事
な
に
よ
り
も
っ
て
易
、っ
候 

千
歳
口
上A

さ
れ
ば
候

三
番
口
上A
先
あ
と
殿
に
は
元
の
座
敷
へ
お
も
お
も
と
御
直
り
候
ひ 

千
歳
口
上A

そ
れ
か
し
座
敷
へ
直
ろ
ふ
ず
る
事
じ
ゃ
う
殿
の
舞
よ
り
も
う
て
や
す
ふ 

候

三
番
口
上A

さ
れ
ば
候

千
歳
口
上A
先
じ
ゃ
う
殿
の
舞
を
見
申
し
、
其
後
座
敷
へ
直
ろ
う
ず
る
二
て
候• 

三
番
口
上A

イ
イ
ヤ
イ
サ
、
御
直
り
の
ふ
二
は
舞
候
ま
へ(

じ)

千
歳
口
上A

た
だ
た
だ
春
卜
さ
し
御
舞
候
ひ

.

三
番
口
上A

只
々
御
直
り
候
ひ

千
歳
口
上A

あ
ァ
ら
よ
ふ
が
ま
し
や
、
さ
あ
ら
鈴
を
ま
い
ら
せ
ふ

三
番
口
上A

こ
な
た
こ
そ

ヒ
ヨ
ヒ
イ
三
ク
サ
り
。
是
よ
り
鈴
の
ま
い
四
方
が
た
め
あ
り

式三番の三番叟烏飛びの足運びを示した万延元年の文書



〔三
番
鈴
の
舞
〕

以
上
が
謡
曲
「
翁
」
の
歌
詞
を
中
心
と
し
た
演
技
の
経
過
で
あ
る
。
「翁
」
の
問
答 

が
地
方
に
お
い
て
ど
う
変
化
し
て
い
る
か
を
知
る
上
に
も
興
味
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
 

こ
の
舞
の
中
心
で
あ
る
黒
き
尉
の
舞(

三
番
の
舞)

の

揉
(

も)

み
出
し
に
必
ら
ず 

無
く
て
は
な
ら
な
い
。

お
う
さ
い
や
、
お
う
さ
い
、
喜
び
あ
り
や
喜
び
あ
り
、
わ
が
こ
の
処
の
喜
び
は
、
 

ほ
か
へ
は
や
ら
じ
と
も

が
完
全
に
抜
け
て
い
る
。
昭
和
四
十
九
年
に
写
し
た
台
本
に
も
こ
の
一
節
が
脱
け
て 

い
る
。
四
十
九
年
の
台
本
に
は
「
観
世
左
近
太
夫
の
作
っ
た
も
の
と
い
う
意
味
の
こ 

と
が
あ
る
。

こ
の
写
本
の
元
の
台
本
に
そ
う
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
観
世 

流

の

「翁
」
に

は

「
お
う
さ
い
や
…
」
は
脱
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
形
を
使
っ 

て
演
ず
る
前
橋
市
下
長
磯
の
式
三
番
で
は
「
お
お
さ
い
や
…
」
は
入
っ
て
い
る
。

三
、
神 

楽

㈠

西
大
室
産
泰
神
社
の
神
楽

名
称 

産
泰
神
社
の
神
楽

所
在
前
橋
市
西
大
室
町
産
泰
神
社
神
楽
保
存
会

由

来.

伝
承 

県
内
は
も
ち
ろ
ん
近
県
ま
で
安
産
の
神
と
し
て
信
仰
を
あ
つ
め
た 

産
泰
神
社
で
あ
っ
た
か
ら
、
太
々
講
も
早
く
に
発
達
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
現
在 

遺
さ
れ
て
い
る
太
々
神
楽
奉
納
額
を
み
る
と
、
明
和
元
年
の
も
の
か
ら
安
永
十
一
年 

に
勢
多
郡
津
久
田
村
の
も
の
、
文
代
七
年
下
野
国
安
難
郡
秋
山
村
奉
納
の
も
の
、
文 

化
四
年
地
元
荒
口
村
女
人
講
の
も
の
、
文
政
元
年
信
濃
国
高
遠
の
講
中
の
奉
納
な
ど 

が
あ
り
、
往
時
い
か
に
盛
大
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

江
戸
時
代
有
名
な
神 

社
は
信
仰
形
態
の
一
つ
と
し
て
、
太
々
講
に
よ
る
神
楽
の
奉
納
が
行
わ
れ
た
。
こ
と 

に
有
名
で
あ
っ
た
の
は
榛
名
神
社
の
神
楽
講
で
あ
る
が
、
産
泰
神
社
も
か
な
り
盛
ん 

で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
文
政
五
年
正
月
に
書
か
れ
た
『産
泰
詣
之
事
』

に

も

「
程
な
く
太
々
御
神
楽
の
役
人
御
装
束
に
て
楽
器
を
携
列
坐
す
。
既
に
儀
式
備 

り
、
御
神
楽
を
奏
し
奉
る
。
御
講
中
の
座
席
に
は
紫
縮
緬
の
帳
幕
を
張
り
、-
皆
々
謹 

で
拝
覧
す
。
」
と
あ
り
、
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
も 

ち
ろ
ん
こ
の
頃
の
神
楽
の
演
出
者
は
神
職
で
あ
っ
て
氏
子
が
神
楽
を
演
ず
る
ょ
う
に 

な
っ
た
の
は
明
治
時
代
以
降
で
あ
る
。
産
泰
神
社
の
神
楽
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
装
束
や
神
楽
面
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
面
の
い
く
つ
か
に
「
寛 

政
四
年
三
月
」
と
い
う
年
号
の
墨
表
が
か
す
か
に
読
め
た
。
卜
り
ヵ
ブ
ト
の
裏
書
に 

は

「嘉
永
三
年
歳
次
巳
戌
夏
五
月
上
浣
作
之
」
と
あ
り
、
大
部
分
の
衣
裳
や
面
は
江 

戸
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
県
下
の
神
楽
に
関
す
る
道
具
の
研 

究
に
一
つ
の
標
準
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
今
後
他
の
神
楽
と
の
比
較
研
究
を
す
る
手 

が
か
り
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
二
の
宮
赤
城
神
社
の
神
楽
と
ち
が
い
、
信
仰
が
継
続 

し
て
い
た
た
め
に
中
絶
し
な
か
っ
た
。
系
統
的
に
は
里
神
楽
で
あ
る
。

曲
目

〔式
舞
〕

遍

倍
(

返
閉
が
正
し
い)

猿
田

彦
の
舞
で
あ
る
。

四
神
舞
四
方
固
め
の
舞
で
四
人 

と
ー
ー
人
の
ー
ー
つ
の
場
合
が
あ 

る
。
宇
都
女
命
の
舞(

鈿
女
の 

舞)

天
鈿
女
の
神
話
に
よ
る 

舞
で
、
こ
の
曲
目
に
は
歌
が
あ 

る
。

㈠

伊
勢
の
国
天
の
岩
戸
を
押
開 

き
、
神
を
い
さ
め
る
千
代
の 

御
神
楽

n

春
の
花
夏
は
卯
の
花
秋
は 

菊
、
冬
の
紅
葉
も
見
る
ぞ
楽 

し
き

産泰神社の額殿おそらく太々講員の見物の座席であろう



㈢

鶴
亀
の
生
ょ
な
ら
せ
し
御
代
な
れ
ば
、
万
代
迄
も
氏
子
栄
え
ん

(

注)
㈠

の

「
い
さ
め
る
」
は
慰
め
る
と
い
う
意
味
で
、
神
事
芸
能
の
典
舞
を
別
に
「神
い 

さ
め
」
と
い
う
の
り
こ
の
語
か
ら
出
て
い
る
。

岩
戸
の
舞 

天
手
力
男
命
の
岩
戸
開
き
。

火
の
神
の
舞
迦
具
土
命
の
舞

像
儀
の
舞 

大
国
主
命
と
若
彦
命
の
問
答

山
の
神
の
舞
大
山
祇
神
の
舞

弓
矢
の
舞
こ
の
舞
に
歌
が
入
る
。

㈠

千
早
振
る
神
の
瑞
垣
了
張
り
て
、
向
う
悪
魔
を
い
で
や
払
わ
ん

㈡

わ
が
国
の
御
み
宝
と
す
る
弓
を
、
今
日
神
御
前
に
仕
奉
る

㈢

お
く
方
の
鳩
の
峯
ょ
り
万
代
を
、
た
な
が
の
御
代
仕
奉
る

天
児
屋
根
命
の
舞

住
吉
の
舞 

大
蛇
退
治
の
舞

中
入
舞

〔受
嬌
舞
〕

打
出
の
舞 

大
国
主
命
が
袋
と
背
負
っ
て
打
出
の
小
槌
で
い
ろ
い
ろ 

打
出
し
、
最
後
に
お
か
め
を
打
ち
出
し
、
次
に
鬼
が
出
て
豆
撒
き 

を
し
て
退
治
す
る
。

釣
出
し
の
舞 

エ
ビ
ス
が
釣
竿
で
鯉
を
釣
り
上
げ
、
お
伴
が
鯉
を
も 

ら
ぅ
。
お
伴
と
河
童
の
掛
合
い
と
な
り
、
河
童
三
番
が
行
わ
れ 

る
。

大
工
の
舞 

大
工
と
杣
と
出
て
面
白
お
か
し
く
舞
い
踊
る
。
 

刀
鍛
治
の
舞 

前
に
似
て
い
る

玉
取
の
舞
医
療
の
こ
と
を
主
題
に
し
た
舞

稲

荷

の

舞
農

耕

の

舞

。
種
ま
き
か
ら
収
穫
ま
で
の
豊
作
を
祝
ぅ
喜 

劇
風
の
舞

こ
れ
が
、
産
泰
神
社
の
神
楽
曲
目
で
ぁ
る
。
問
答
に
つ
い
て
は
略

す
が
、
パ
ン
ト
マ
ィ
ム
形
式
の
多
い
神
楽
の
中
で
、
産
泰
の
は
神
歌
が
入
り
問
答
が 

入
っ
て
い
る
。
受
嬌
舞
は
他
の
里
神
楽
と
大
同
小
異
で
あ
る
が
特
に
め
ず
ら
し
い
の 

は
釣
出
し
の
舞
に
お
け
る
河
童
三
番
の
親
子
に
式
三
番
の
曲
が
採
入
れ
ら
れ
て
い
る 

こ
と
で
あ
る
。

神
楽
殿 

三
間X

二
間
で
あ
る
。
普
通
二
間X

二
間
が
多
い
が
こ
こ
の
神
楽
殿
は 

南
面
し
た
部
分
の
方
が
一
間
長
い
。
棟
札
は
現
存
し
て
い
な
い
の
で
建
築
年
代
は
不 

明
で
あ
る
。
楽
屋
は
舞
台
の
北
に
一
段
下
げ
た
平
土
間
の
室
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
 

.

も
ち
ろ
ん
他
の
神
楽
殿
と
同
じ
く
舞
台
の
緣
の
下
が
本
式
の
楽
屋
で
あ
り
、

一
段
低 

い
室
は
雛
子
方
の
場
が
正
式
で
あ
る
。
建
築
は
立
派
で
あ
る
。

こ
の
神
楽
殿
の
西
に 

間
口
の
長
い
一
棟
の
建
物
が
あ
る
。
今
は
額
殿
と
ょ
ん
で
い
る
ょ
ぅ
で
あ
る
が
、
本 

来
は
太
々
講
を
奉
納
し
た
講
中
の
見
物
席
で
あ
っ
た
。
同
じ
構
造
が
群
馬
郡
榛
名
町

産泰神社の神楽面

産泰神社の太々神楽(阿久津宗二撮影)



の
榛
名
神
社
に

も
見
ら
れ
る
。

榛
名
神
社
の
場 

合
も
太
々
講
中 

の
奉
納
額
が
一 

杯
掲
げ
ら
れ
て 

い
る
が
、
か
つ 

て
は
こ
こ
が
神 

楽
の
棧
敷
と
し 

て
使
わ
れ
た
も 

の
と
考
え
ら
れ

る
。
先

に

引

用

し

た

『
産
奉
詣
之
額
』

に

あ

る
(

御
講
中
の
座
席
に
は
紫
縮
緬
の
幔 

幕
を
張
り
」

と
あ
る
御
講
中
の
席
が
こ
の
建
物
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
ぅ
し
た
神
楽
殿 

の
建
築
様
式
は
、
年
一
度
の
祭
礼
の
と
き
に
だ
け
上
演
す
る
場
合
は
不
要
で
、
神
楽 

講
を
持
つ
神
社
の
持
徴
で
あ
ろ
ぅ
。_

今
回
の
調
査
で
は
、
愛

嬌

舞

の

「
釣
出
し
」
を
演
じ
て
も
ら
っ
た
。

役
割
は
大
部 

分
若
い
青
年
達
で
あ
っ
た
。

一
部
古
老
が
演
じ
て
く
れ
た
。

〔舞
方
：

夷
さ
ま 

萩

原

文

男

(

二
三)

と

も
 

木

村

高

志

(

ー
ニ)

侍 

天

笠

勝

好

(

二
九)

河

童
 

鯉

登

欽

助

(

七
四)

〔
雛
子
方
〕

大

胴
 

木

村

一

郎

(

四
四)

笛 

鯉

登

初

男

(

四
四)

ツ

ケ
 

萩

原

新

作

(

六
八)

現
在
舞
方
は
若
い
人
が
後
継
者
と
し
て
立
派
に
養
成
さ
れ
た
が
、
離
子
方
が
高
年 

令
化
し
て
お
り
、

こ
の
面
の
後
継
者
対
策
が
望
ま
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
雛
子
の
面

で
も
若
い
世
代
が 

覚
ぇ
つ
つ
あ
り
心 

配
は
な
い
と
い
ぅ 

話
で
あ
っ
た
。

「
釣
出
し
の
舞
」 

は
、
産
奉
神
社
の 

神
楽
の
中
で
も
最 

も
他
と
ち
が
ぅ
喜 

劇
的
要
素
の
多
い 

曲
目
で
あ
る
。

夷

が
的
を
肩
に
し
て
舞
台
に
現
わ
れ
、

一

舞
い
舞
っ
た
あ
と
、
釣
糸
を
舞
台
の
外
に
垂 

ら
し
て
大
き
な
鯉
を
釣
上
げ
る
。

そ
こ
へ
お
伴
が
魚
籠
を
持
っ
て
出
て
き
て
、
夷
に 

鯉
を
呉
れ
と
せ
が
む
。

夷
の
大
国
主
命
は
お
伴
を
い
ろ
い
ろ
と
椰
楡
っ
。

や
っ
と
夷 

か

ら

鯉

と

釣

も

ら

っ

た

お

伴

は

、
釣

垂

れ

て

い

る

う

ち

に

河

童

を

釣

上

げ 

て
し
ま
っ
た
。

こ
の
河
童
と
お
伴
の
お
ど
け
た
や
り
と
り
が
あ
り
、
最
後
に
河
童
に 

舞
を
舞
わ
せ
る
が
、
そ
れ
が
三
番
の
舞
に
な
っ
て
い
る
。
雛
子
は
二
之
宮
赤
城
神
社
の 

式
三
番
の¥

そ
っ
く
り
採
入
れ
て
い
る
。
中
世
芸
能
で
あ
る
武
三
番
の
三
番
叟
が 

「
烏
と
び
」

の
場
面
に
使
わ
れ
る
離
子
が
こ
の
里
神
楽
の
中
に
組
込
ま
れ
て
い
る
と 

い
う
こ
と
は
、
近
接
し
た
地
区
に
行
わ
れ
て
い
る
芸
能
に
与
え
る
影
響
の
一
例
と
し 

て
極
め
て
注
目
さ
れ
る
。
勢
多
郡
北
橘
村
下
南
室
の
神
楽
に
も
三
番
が
あ
る
し
桐
生 

市
広
沢
の
神
楽
に
も
三
番
の
舞
が
あ
る
が
雛
は
能
を
謡
に
お
け
る
雛
子
で
は
な
か
っ 

た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

㈡

二
之
宮
の
神
社

名

称
二
之
宮
赤
城
神
社
氏
子

由
来•

伝
承 

創
始
さ
れ
た
年
代
は
明
ら
か
で
な
い
。
系
統
的
に
は
近
く
の
西
大 

室
の
産
泰
神
社
の
神
楽
と
同
じ
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

明
治
十
六
年
四
月
付
で
群
馬 

県
令
宛
に
提
出
し
た
祭
典
の
余
興
願
書
の
扣
に
よ
る
と
、
四
月
十
五
日
赤
城
神
社
の

産奉神社の神楽殿

産奉神社の河童拍子



二之宮神楽の神楽殿

二之宮神楽の離子方

例
祭
に
つ
き
、
神
庭
に
於
て
午
前
十
時
よ
り
午
後
三
時
ま
で
里
神
楽
を
や
り
た
い
こ 

と
と
、
午
後
二
時
よ
り
五
時
ま
で
神
馬
式
を
や
り
た
い
旨
を
記
載
し
て
い
る
。
神
馬 

式

と

い

う

の

は

流

鏑

馬(

や
ぶ
さ
め)

の
事
で
、
農
馬
六
匹
に
装
束
を
つ
け
神
庭
へ 

良
出
し
、
三
九
の
的
に
矢
を
放
つ
こ
と
と
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
流
鏑
に
使
用 

し
た
鞍
は
六
頭
分
今
も
宝
物
庫
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
撥
や
喰
み
な
ど
も
あ
る
。

四 

月
十
五
日
の
例
大
祭
に
里
神
楽
と
合
わ
せ
て
流
鏑
馬
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る 

が
、
里
神
楽
の
み
遺
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
里
神
楽
も
一
時
廃 

絶
し
て
い
た
。

明
治
末
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
間
の
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
七
年
に
な 

り
復
活
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
代
前
に
神
楽
を
演
じ
た
先
輩
と
師
匠
と
現
役
が
集 

ま
っ
て
、
大
分
乱
れ
て
し
ま
っ
た
里
神
楽
を
本
来
の
正
し
い
も
の
に
直
し
て
復
活
し 

よ
う
と
し
て
練
習
し
て
再
興
し
た
と
い
う
。
現
在
の
は
そ
の
再
興
の
と
き
の
も
の
で 

あ
る
。

こ
の
と
き
に
、
昔
の
ま
ま
の
も
の
と
し
て
再
興
し
た
の
か
、
産
泰.
以
上
の
指

導
で
そ
れ
を
模
し
た
も
の
か
の
経
緯
は
明
ら
か
で
な
い
。

明
治
末
ょ
り
大
正
の 

初
め
頃
ま
で
は
二
之
宮
の
太
々
神
楽
の
講
と
い
う
の
が
周
辺
の
村
々
に
あ
っ
た 

ら
し
く
、

講

の

村

と

し

て

記

録

さ

れ

て

い

る

の

は

、
玉
村
、
三
郷
村
、
赤
堀 

村
、
宮
郷
村
、
宮
城
村
、
殖
蓮
村
、
妥
女
村
、
茂
呂
村
、
木
瀬
村
、
大
胡
村
、
佐 

波
郡
東
村
、
新
里
村
、

荒
砥
村
、
伊
勢
崎
町
、
粕
川
村
、
桂
萱
村
、
前
橋
市
の 

区
域
に
及
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
太
々
講
が
間
接
的
に
は
二
之
宮
の
赤
城
神
社 

の
种
楽
を
支
え
て
き
た
地
区
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

座
の
組
織 

昔

は

「
座
長
」

が
あ
っ
た
が
現
在
は
座
長
制
は
や
っ
て
い
な 

い
。
す

べ

て

神

楽

の

役

員

と

い

っ

て

い

る

。
講
成
員
は
昔
は
世
襲
制
で
あ
っ 

て
、
親
子
方
な
ど
ま
で
分
担
の
受
持
の
家
が
決
っ
て
い
た
そ
う
で
い
る
。

現
在 

は
式
三
番
を
構
成
し
て
い
る
座
員
が
そ
の
ま
ま
構
成
員
と
な
っ
て
維
持
さ
れ
て 

い
る
青
年
層
が
無
関
心
で
あ
っ
て
後
継
者
に
苦
慮
し
て
い
る
。
現
在
の
役
員
は 

次
の
ょ
う
で
あ
る
。

座
長
鈴
木
益
次
、
副
座
長
田
所
周
吉
、
副
座
長
松
井
角
次
、
 

茂
木
弥
八
、
福
田
新
蔵
、
石
川
機
八
、
松
井
市
次
、
久
保
田
喜
一
、
下
境
角
次 

郎
、
岡
定
太
郎
、
中
村
房
太
郎
、
岩-
^

芳
太
郎
。

曲
目 

こ
の
里
神
楽
は
、
大

別

す

る

と

「
お
ね
り
」

「
本
座
」

「
裏
座
」

に
な

っ
て
い
る
。

「
本
座
」

は
他
の
神
楽
で
の
神
事
舞
、
式
舞
に
当
り
、r

裏
座
」

は
同
じ 

く
興
舞
に
当
る
。
も
と
も
と
、
神
事
と
芸
能
は
一
つ
に
な
っ
て
発
生
し
て
き
た
も
の 

で
あ
る
。

し
か
し
、
鎮
魂
を
主
と
し
た
式
舞
は
内
容
に
固
い
も
の
が
多
く
見
て
い
て 

も
厳
粛
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
興

舞

は

神

を

慰

め

る

神

賑(

か
ん
に 

ぎ)

神
遊
び
、
神
い
さ
め
と
い
う
思
想
か
ら
出
た
も
の
で
娯
楽
的
要
素
を
多
分
に
持 

っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

こ
の
娯
楽
的
要
素
が
神
楽
芸
能
か
ら
分
離
し
た
も
の
が
大 

衆
芸
能
の
中
に
独
立
し
て
い
っ
た
。

で
は
つ
ぎ
に
、
三
つ
の
株
成
を
さ
ら
に
こ
ま
か 

く
見
て
ゆ
こ
う
。

〔
お
ね
り
〕

神
楽
殿
ま
で
の
途
中
を
お
ね
り
或
い
は
道
行
と
い
う
。

昔
は
総
の
家
で
風
呂
を
立 

て
て
く
れ
た
の
で
入
浴
し
て
体
を
浄
め
て
か
ら
神
楽
に
か
か
っ
た
が
今
は
や
ら
な 

い
。
「宮
元
」
と
ょ
ば
れ
る
総
代
の
家
か
ら
神
社
ま
で
の
途
中
行
列
を
な
し
て
進
む
。



そ
の
順
序
は
猿
田̂

自
治
会
長
—

神
楽
演
奏
者
—

神
官
—

み
て
ぐ
ら
—

総
代 

氏
子
の
順
で
あ
る
。

こ
の
場
合
猿
田
彦
命
が
先
頭
に
立
つ
の
は
、
神
楽
と
古
事
記
の
神
話
と
の
関
連
が 

多
い
こ
と
か
ら
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
天
孫
降
臨
の
と
き
に
猿
田
彦
が
産
案
内
を 

し
た
と
い
う
伝
説
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

猿

田

彦

と

自

治

会

長

の

間

に

「
三
管
」
と
よ
ば
れ
る
笛
、

シ
ョ
ウ
、

シ
チ
リ
キ
が 

入
り
、
道

行

の

曲

と

し

て

「
越
天
楽
」
と

「
道
ゆ
き
の
曲
」
を
吹
奏
し
な
が
ら
進
ん 

だ
。

み
て
ぐ
ら
は
〇
五
三
繩
に
四
手
を
垂
ら
し
た
長
櫃
で
白
丁
姿
で
担
い
で
ゆ
く
。
 

一：

表
座
〕

天
狗
の
座=

「
猿
田
彦
」
と
も
い
う
。
神

楽

殿

に

現

わ

れ

て

「
四
方
固
め
」
を
や 

る
。
撒
米
を
ま
く
。

雛
子
の
曲
は
三
ツ
拍
子
、
四
つ
拍
子
で
あ
る
。

両
人
の
舞
「
四
神
」
と
も
い
う
。

二
人
で
舞
を
演
ず
る
も
の
で
、
採
物
は
御
教 

ゆ
束
と
鈴
を
使
う
。

雛
子
の
曲
は
三
ツ
拍
子
、
四
つ
拍
子
。

鈿

女
(

う
ず
め)

の
舞=

「
お
か
め
」
と
も
い
う
。

天
照
大
神
が
天
の
岩
戸
に
隠 

れ
た
と
き
、
八
百
万
神
と
な
ん
と
か
外
へ
導
き
出
す
た
め
、
岩
屋
の
前
で
い
ま
の
ス, 

ト
リ
ッ
プ
を
踊
っ
た
の
が
天
鈿
女
命
で
あ
る
。

そ
の
神
話
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
曲 

目
で
大
抵
の
神
楽
座
の
曲
目
に
見
ら
れ
る
。

独
り
舞
で
あ
る
。

雛

子

の

曲

は

「う
ず

め
の
曲
」
。

手
力
雄
命=

 

別

に

「
天
の
岩 

戸
開
き
」
と
も 

い
ぅ
。

こ
の
曲 

目
も
里
神
楽
に 

は
大
抵
見
ら
れ 

る
。

天
照
大
神 

が
鈿
女
命
の
裸 

踊
り
に
興
味
を 

持
つ
て
岩
戸
を

ち
ょ
っ
と
明
け
て
外
を
見
た 

と
き' 

待
っ
て
い
て
一
気
に 

岩
戸
を
押
し
開
い
た
と
こ
ろ 

神
話
の
中
の
力
持
ち
の
神
で 

あ
る
。

こ
の
曲
目
も
、
手
力 

雄
が
天
照
大
神
を
外
に
連
れ 

出
す
と
こ
ろ
を
主
題
と
し
た 

も
の
で
あ
る
。
曲
は
か
ま
く

ら
。大

蛇
退
治
の
舞=

八
岐
の
大
蛇
退
治
。

〔裏
座
〕

打
出
し=

狐
が
出
て
裏
座
の
開
始
と
な
る
。
大
国
主
命
が
中
心
。

釣
り
場
の
舞H
恵
比
須
が
供
奴
を
か
ら
か
う
。

河
童
を
釣
り
出
し
、

河
童
が
三
番
叟
を
舞
、っ
。

鍛
治
屋
の
舞=

鍛
治
屋
が
弟
子
の
向
う
槌
で
刀
を
き
た
え
る
。

f

げ
の
舞=

f
±

げ
て
遊

I

び
興
ず
る
。

種
播
き
の
舞=

農
耕
の
過
程
を
演
ず
る
。

豊
受
神
が
中
心
。

大
工
の
舞=

杣
人
と
大
工
が
出
て
舞
う
。

子
守
り
の
舞=

夫
婦
で
子
守
り
を
し
な
が
ら
練
ひ
ろ
げ
る
コ
ミ
ッ
ク
風
の
も
の
。

〔
表
座
〕

水
継
び
の
舞H
問
答
が
あ
り
、
赤
城
神
社
の
由
緒
を
語
る
。

火
の
神
の
舞H
鉢
と
鈴
を
採
物
に
し
て
舞
。
曲
は
あ
ま
だ
れ
。

山
の
神
の
舞=

大
山
祇
の
神
。

刀
を
使
う
。

曲
は
四
つ
拍
子
。

天

児

屋

根

の

舞(

白
式
舞)

=

採
物
は
扇
。
曲
は
四
つ
拍
子
。

住
吉
の
舞=

御
幣
と
鈴
が
採
物
。

四
つ
拍
子
。

弓

矢

の

舞
(

八
幡
の
舞)
H
武
神
の
舞
。

像
儀
の
舞H
二
人
で
問
答
を
し
な
が
ら
神
社
の
由
来
を
語
る
。

弓
と
千
木
と
笏
が 

採
物
。
曲
は
六
方
を
使
う
。

二之宮赤城神社神楽の神楽面

二之宮赤城神社神楽の 

おかめ面



昔
は
祭
典
の
と
き
十
三
座
を
や
っ
た
が
現
在
は
六
座
し
か
や
ら
な
い
。
な
お
、
鹿 

沼

明

書

『
荒
砥
村
誌
』

に
よ
る
と
、
座
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

〔式
舞
〕

遍

倍
(

へ
ん
ば
い)

。
四
神
舞
。
宇
都
女
の
舞
。
岩
戸
の
舞
。
迦
臭
土
の
舞
。
ぞ
う 

ぎ
の
舞
。

山
の
神
の
舞
。

弓
矢
の
舞
。

天
児
屋
根
の
舞
。
住
吉
の
舞
。
計
九
座
。" 

〔中
入
舞
〕

〔愛
嬌
舞
〕

打
出
の
舞
。
釣
出
し
の
舞
。
大
工
の
舞
。
刀
鍛
治
の
舞
。
玉
取
の
舞
。
稲
荷
の
舞
。
 

計
六
座
。

こ
れ
を
昭
和
七
年
に
再
興
し
た
際
の
記
録
で
あ
る
。

『神
楽
秘
書
』

に
拠
る
と

㈠

猿

田

彦

大

神

の

舞(

四
人)

㈡

四

神

の

舞(

四
人)

㈢

天

鈿

女

命

の

舞(

一
 

人)

㈣

天

手

力

雄

命

の

舞(

一
人)

㈤

水

つ

ぎ

の

舞(

二
人)

㈥

八
岐
大
蛇 

退

治

の

舞(

五
人)

㈦

随

人

の

舞

〇

 

一
人)

㈧

両

神

の

舞
(

二
人)

㈨

天
古 

屋

根

命

の

舞(

一
人)

㈩

八

幡

大

神

の

舞(

一
人) 

(

番

外)

絹
笠
大
神
の
舞 

⑵

山

神

の

舞(

一
人)

S

住

吉

大

神

の

舞(

一
人) 

(

番

外)

大
国
玉
命
若
彦 

命
の
舞 

S

迦

臭

土

の

命

の

舞(

一
人)

S

象

儀

の

舞
(

二
人)

以
下
表
座

㈠

打

出

し

の

舞(

五
人
外
に
一
人)

㈡

種

蒔

の

舞(

三
人)

㈢

刈

取

の

舞(

四 

人)

㈣

釣

場

の

舞
(

四
人)

㈤

河

童

の

舞
㈥

鍛

治

屋

の

舞(

三
人)

㈦

玉 

取

の

舞
(

三
人)

㈧

針

打

の

舞(

三
人)

㈨

大

工

の

舞
(

三
人)

以
上
裏
座

こ
の
な
か
で
絹
笠
大
神
の
舞
は
養
蚕
の
曲
目
で
あ
っ
て
珍
し
い
が
現
在
は
ほ
と
ん

ど
や
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
で
は
実
際
の
演
出
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
曲

目

の

中

に

あ

る

「
釣 

り
場
」
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
釣
上
げ
ら
れ
た
河
童
の
演
ず
る
「
河
童
三
番
」
の
入
っ 

て
い
る
点
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
の
と
き
の
雛
子
に
式
三
番
の
中
の
三
番
の
舞
の
と 

き
の
曲
の
入
っ
て
い
る
こ
と
は
芸
能
の
関
連
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

㈢

泉
沢
の
神
楽
獅
子

名

称
泉
沢
二
人
立
獅
子 

所

在

前

橋

市

泉

沢

町

神

楽

保

存 

会

由

来
.

伝

承

泉

沢

の

虚

空

蔵

神 

社
の
祭
礼
に
付
属
す
る
神
事
芸
能 

と
な
っ
て
い
る
が
昔
は
必
ら
ず
し 

も
祭
典
と
一
体
の
も
の
で
は
な
か 

っ
た
。

む
し
ろ
、
悪
魔
払
い
的
な 

芸
能
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

二 

人
立
獅
子
が
悪
魔
払
い
の
使
と
し 

て
村
の
戸
每
を
め
ぐ
る
例
は
安
中 

市
上
磯
部
新
寺
、
吾
妻
郡
吾
妻
町 

萩
生
な
ど
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
る

か
ら
同
じ
系
統
と
見
て
よ
い
。
す
る
と
他
の
二
例
か
小
正
月
の
年
祝
行
事
と
し
て
行 

わ
れ
て
い
る
戸
每
め
ぐ
り
の
悪
魔
払
い
と
し
て
発
生
し
た
も
の
と
い
う
推
定
が
で
き 

る
。
年

の

始

め

に

障

り

な

祟(

た
た
り)

を
な
す
魔
を
そ
の
家
か
ら
追
い
出
す
と
い 

う
協
同
体
的
な
目
的
を
持
つ
者
が
非
常
に
多
い
。
道
祖
神
祭
り
で
、
吾
妻
郡
長
野
原 

町
広
桑
で
は
大
き
な
御
幣
束
を
持
っ
た
カ
シ
ラ
を
先
頭
に
し
て
一
軒
一
軒
を
め
ぐ
り
、
 

座
敷
の
中
で
こ
の
御
幣
束
を
振
り
、
悪
魔

追

放

を

叫

ん

だ(

大
正
末
期)

し
、
佐
波
郡 

玉
村
町
上
福
島
で
は
今
も
黒
つ
け
祭
り
で
戸
毎
に
悪
魔
払
い
を
し
て
ま
わ
る
。
泉 

沢
の
神
楽
獅
子
も
そ
う
し
た
悪
魔
払
い
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
民
俗
芸
能
史
上
の 

特
長
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
が
演
技
の
中
に
あ
る
長
獅
子
の
よ
う
に
、
最
後
に
虚
空
蔵 

神
社
の
境
内
で
興
舞
と
し
て
の
舞
と
奉
納
し
た
こ
と
か
ら
祭
典
の
余
興
と
結
び
つ
い 

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

上
演
時 

い
ま
は
四
月
一
日
。

以
前
は
九
月
一
日
の
八
朔
に
や
っ
た
。

一
年
だ
け 

実
際
の
八
朔
の
八
月
一
日
に
は
行
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
種
々
の
都
合
で
現
在
の
四

泉沢の神楽獅子



月
一
日
と
な
っ
た
ふ
の
で
あ
る
。

舞
の
構
成 

泉
沢
の
若
衆
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
。

現
在
青
年
団
が
継
承
し 

て
す
っ
か
り
覚
え
て
し
ま
っ
た
。
舞

は

「
四
方
固
め
」
あ

る

い

は

「
庭
舞
い
」
と
い 

う
曲
目
と
、
「
長
獅
子
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
二
つ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
庭
舞
い 

は
戸
每
に
悪
魔
払
い
を
す
る
と
こ
の
曲
目
で
あ
る
。

四

月

一

日
の
当
日
に
戸
ご
に
訪 

れ
る
。
各
戸
で
は
正
座
し
、
撒
米
と
銭
を
用
意
し
て
待
っ
て
い
る
。
先
ず
一
行
の
一 

人
が
、

つ
ぎ
の
唱
え
言
を
い
う
。

い
ざ
や
獅
子
を
参
ら
せ
る
。

獅
子
は
勿
体
な
く
も
、
村

主
(

す
ぐ
ろ)

さ
ん
な 

る
大
明
神
の
お
ん
み
神
楽
。

獅

子

は

三

尺

の

御

を

持

っ

て

悪

を

払

う

。

こ

う

唱

え

「
ア
、
ア
、

ア
」
と
言
っ 

て
天
と
地
を
払
っ
て
か
ら
門
口
を
入
り
、
家
の
中
の
悪
魔
を
払
っ
て
、
家
族
の
一
人 

一
人
の
頭
を
嚙
む
真
似
を
す
る
。

終
る
と
お
賽
銭
と
撒
米
を
一
行
に
進
ぜ
る
。

こ
、っ 

し
て
各
戸
を
め
ぐ
り
歩
く
。

こ

れ

が

「
庭
舞
い
」

で
あ
る
。

戸
毎
の
め
ぐ
り
が
終
る 

と
、
神
社
の
境
内
に
入
り
、
拝
殿
と
か
時
に
は
掛
け
舞
台
を
し
て
「
長
獅
子
」

の
舞 

に
移
る
。
長

獅

子

は

二

人

立

の

獅

子(

各
地
で
神
楽
獅
子
と
い
う)

と
ヒ
ョ
ッ
ト
コ 

に
扮
し
た
四
人
で
演
ず
る
。

泉
沢
の
場
合
は
曲
目
の
演
し
物
は
一
つ
し
か
な
い
。
多 

野
郡
鬼
石
町
法
久
の
神
楽
獅
子
の
よ
う
に
、
居
眠
り
、
毬
遊
び
、
子
守
唄
と
い
っ
た 

多
く
の
動
作
は
な
い
。

は
じ
め
か
ら
無
か
っ
た
の
か
、
途
中
で
略
し
て
し
ま
っ
た
の 

か
明
ら
か
で
な
い
。
泉
沢
の
長
獅
子
は
居
眠
り
の
場
面
だ
け
で
あ
る
。
眠
っ
て
い
る 

獅
子
に
対
し
て
ヒ
ョ
ッ
ト
コ
が
鼻
を
く
す
ぐ
っ
た
り
、
椰
楡
っ
た
り
す
る
。

獅
子
が 

ヒ
ョ
ッ
ト
コ
を
捉
え
よ
う
と
す
る
あ
た
り
が
興
味
の
中
心
で
あ
る
。

二
人
立
ち
で
あ 

る
か
ら
も
ち
ろ
ん
前
足
の
者
と
後
足
の
者
二
人
で
一
匹
の
獅
子
と
な
る
。
途
中
に 

ヒ
ョ
ッ
ト
コ
の
三
番
叟
が
あ
る
。

雛
子
方
は
、
笛
と
太
鼓
の
み
で
あ
る
。

以
前
大
太
鼓
も
使
っ
た
と
い
う
。

こ
の
舞 

の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

ヒ
ョ
ッ
ト
コ
の
舞
の
中
に
二
番
叟
が
あ
り
、
式
二 

番
の
と
き
の
三
番
特
有
の
雛
子
が
入
る
こ
と
で
あ
る
。
城
南
地
区
の
民
俗
芸
能
に
こ 

の

よ

う

に

能

に

お

け

る

「
翁
」

の
三
番
の
曲
が
採
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
十
分
注 

目
し
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。

道
具 

獅

子

頭

はI

人
立
の
獅
子
よ
り
は
る
か
に
大
き
い
。

現

在

新•

旧
二
個
の 

頭
が
あ
る
が
、
旧
い
方
は
高
さ
三
ー
セ
ン
チ/

奥
行
三
五
セ
ン
チ
、
巾
三
八
セ
ン
チ 

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
新
し
い
方
は
高
さ
三
八
セ
ン
チ
、
奥
行
三
ー
セ
ン
チ
、
巾
四 

〇
セ
ン
チ
あ
り
、
旧
い
獅
子
頭
の
方
が
奥
行
が
浅
く
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
高
さ
は
旧 

い
頭
の
方
が
は
る
か
に
大
き
い
。
現
在
使
用
し
て
い
る
も
の
は
三
代
目
と
い
う
か
ら
、
 

最
初
の
頭
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
今
回
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

旧
い
頭
は
朱
と
黒
の 

ウ
ル
シ
で
彩
色
さ
れ
て
お
り
、
耳
は
着
脱
式
に
な
っ
て
い
る
。

頭
の
毛
は
白
麻
を
用 

い
て
い
る
。
被
る
風
呂
敷
は
ほ
か
の
二
人
立
と
内
じ
く
唐
草
の
大
風
呂
敷
で
あ
る
。
 

座
の
構
成 

現
在
の
座
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

〔
獅
子
担
当
〕

カ
シ
ラ 

井

上

登
(

ニ
ー)

本

間

克

美(

二
四)

後

足

別

に

き

ま

っ

て

い

な

い

。

ヒ

ョ

ッ

ト

コ

須

藤

裕

一
(

ニ
ー) 

小

沢

敏

明
(

一
九) 

須

藤

秀

夫
(

二 

〇) 

茂

木

一

雄
(

二
五) 

吉

田

孝

夫(

一
九)

〔_

子
担
当
〕

笛 

喜

楽

茂

雄
(

ニ
ニ) 

須

藤

謙

二
(

一
九)

太
鼓 

青

木

忠

男
(

ニ
ニ) 

青

木

恒

男(

二
〇) 

摩

庭

敏

信
(

一
九)

四
、
地 

芝 

居

H

飯
土
井
の
地
芝
居

由

来
.

伝
承 

現
在
は
飯
土
井
の
地
芝
居
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
農
村
歌
舞
技
舞 

台
は
現
在
し
て
い
る
が(

後
述)

、
昭
和
九
年
に
社
務
所
を
改
造
し
た
と
い
う
か
ら
そ 

れ
以
前
に
芝
居
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
正
末
年
ま
で
や
ら
れ
た
の 

は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
は
す
で
に
買
芝
居
で
地
芝
居
は
演
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
 

そ
の
頃
の
記
憶
に
よ
る
と
、
衣
裳
は
佐
波
郡
赤
堀
村
五
目
牛
の
衣
裳
屋
か
ら
借
り
て 

き
た
。
見
物
席
は
撥
ね
木
で
天
井
を
つ
く
り
、
土
間
は
筵
を
敷
い
た
と
い
、っ
。
関
係
の



地
芝
居
資
料
が
幸
い
集
会
所
に
宛
て
ら
れ 

て
い
る
旧
庵
堂
の
二
階
に
保
存
さ
れ
て
い 

た
。
殊
に
旧
幕
時
代
に
始
ま
る
上
演
の
際 

の
収
支
決
算
簿
や
、
寄
付
金
受
入
帳
簿
、

大
道
具
、
歌
舞
技
の
台
本
、
水
引
幕
、
引
幕
、
大
道
具
の
引
戸
な
ど
が
そ
の
ま
ま
保 

存
さ
れ
て
お
り
、
往
時
の
地
芝
居
が
い
か
に
盛
ん
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
 

こ
と
に
そ
の
都
度
の
諸
帳
簿
は
、
本
県
の
地
芝
居
の
演
劇
社
会
学
の
面
か
ら
研
究
す 

る
場
合
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

最
も
古
い
も
の
は
安
政
三
年
の
花
の
寄
付
金
受
入 

帳
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
が
、
大
別
す
る
と㈠

花
受
帳㈡

買

物

入
用
帳(

会
計
報
告) 

㈢

役
割
帳㈣

花

返

し
(

寄
付
へ
の
返
し)

帳㈤

道
具
立
帳
に
区
分
さ
れ
る
。

こ
れ
ら 

は
地
芝
居
を
や
る
た
び
に
必
ず
調
え
た
帳
簿
と
見
え
る
。
あ
と
安
政
三
、
安
政
五
、
 

安
政
七
、
文
久
三
、
文
久
四
、
慶
応
二
、
明
治
二
年
か
ら
大
体
明
治
末
期
ま
で
が
あ 

る
。

い
ず
れ
も
地
芝
居
の
芸
能
を
支
え
て
い
た
社
会
的
、
経
済
的
な
面
の
研
究
資
料 

と
し
て
重
要
で
あ
る
。

い
ま
そ
の
中
か
ら
特
に
幕
末
期
と
明
治
二
年
あ
た
り
の
帳
簿

か
ら
興
味
ぁ
る
事
項
を
整
理
し
て
み
た
。

㈠

安
政
三
年
の
花
受
帳

最
高
ー
ー
朱
、
大
並
ー
ー
百
文
、
十
六
名
で
一
両
と
い
ぅ
の
も
ぁ
る
。

花
を
入
れ 

た
村
名
を
み
る
と
、
波
志
江
、
今
井
、
新
井
、
石
山
、
下
触
、
東
大
室
、
ー
ー
ノ 

宮

、
西
大
室
、
八
坂
、
宮
子
、
大
室
、
田
中
島
、
下
大
屋
、
下
増
田
、
岡
屋 

鋪
、
赤
堀
下
原
、
中
屋
鋪
、
曲
沢
、
十
ー
ー
天
山
、
宮
貝
戸
、
足
軽
町
、
下
波
志 

江
、
荒
子
、
中
ノ
面
、
五
目
牛
、
西
久
保
、
茂
木
、
大
屋
な
ど
で
総
額
ー
ー
両
三 

朱
と
拾
弐
累
九
百
文
。

こ
の
中
儀
礼
と
し
て
他
の
若
者
連
か
ら
の
も
の
を
み
る 

と
、
下
触
村
若
者
、

ー
 

ー
ノ
宮
村
若
者
、
波
志
江
若
者
、
東
大
室
若
者
、
下
大
屋 

若
者
、

ー

ー
ノ
宮
臼
井
若
者
、
新
井
若
者
、
西
大
室
村
若
者
、
岡
屋
鏑
若
者
、
中
屋 

槌
若
者
、
宮
見
戸
若
者
、

下
波
志
江
若
者
、
西
原
鋪
若
者
、
中
屋
若
者
、
中
ノ 

面
若
者
、
十
ー
ー
天
若
者
、
大
屋
若
者
の
名
が
見
ぇ
る
。

そ
の
他
の
収
入
を
入
れ 

て
五
両
一
分
三
朱
と
六
拾
ー
ー
文
と
な
っ
た
。

㈡

安
政
五
年
の
入
用
帳

太
夫
買
金
一
両
三
分
一
朱
を
は
じ
め
と
し
て
他
は
飲
食
代
で
酒
、
米
、
鰹
節
、
 

豆
腐
、
竹
の
子
、
味
噌
、
醬
油
、
そ
ぅ
め
ん
、
玉
子
な
ど
。

こ
の
計
四
両
ー
ニ
分 

と
七
百
ー
ー
十
七
文
、
花
が
一
両
三
朱
と
十
五
貫
七
百
文
、
差
引
一
両
ー
ー
分
が
不 

足
し
、

こ
れ
を
関
係
者
三
十
人
で
平
等
に
負
担
し
一
人
前
三
百
三
十
文
ず
つ
拠 

出
し
た
。

花
返
し
は
当
日
す
し
、
餅
を
配
っ
た
。

㈢

文
久
三
年
道
具
立
帳

〔
ー
ノ
谷
ニ
ノ
切
〕
門
口
、
小
柴
垣
、
み
の
笠
、
煙
草
、
盆

、
き
せ
る
、
槍
二
本
、
 

短
冊
、
桜
の
枝

〔
同
三
ノ
切
〕
門
口
、
制
札
、
懐
剣
、
切
首
、
鎧
櫃
、
十
手
、
捕
繩
、
笛

、
煙
管
、
 

煙
草
盆
、
采
配
、
腰
掛

〔
甘
四
孝
〕
捨
子
、
鐽

、
挾
み
箱
ニ
ツ
、
下
札
、
籠

、
鎌
、
棒
杭

〔
同
三
ノ
切
〕
養̂

、

つ

い
(

杖
?

、
笠

、
ホ

、
挾
み
吧
、
し
ら
木
の
箱
、
鋤
、
 

鍬

、
煙
管
、
煙
草
盆
、
炬
燧
、
三
宝
、
た
ら
い
、
小
鳥
四
五
羽
、
鳩
、
竹

、
竹
の 

子
、
白
旗
、
腹
切
刀
、
小
束
、
手
洗
石
そ
の
他
。

飯土井の歌舞技舞台

飯土井の義太夫台本



〔恋
女
房
〕
小
柬
、
手
燭
、
わ
り
竹
、
手
向
石
、
そ
の
他

〔
手
習
鏡
〕
煙
草
盆
、
煙
管
、
机
、
文
庫
、
六

字

の

旗(

注
南
無
阿
弥
陀
仏)

、
重 

箱
包
み
、
位
牌
、
そ
の
他

〔
忠
臣
蔵
〕
腰
掛
、
三
宝
、
腹
切
刀
、
桜
の
生
け
花
、
し
き
み
の
枝
、
白
布
、
本

、
 

床
、
な
お
こ
の
ほ
か
俄
、
角
力
大
会
の
帳
面
も
あ
る
。

安
政
三
年
正
月
吉
日
に
風
祭
と
い
ぅ
祭
が
行
わ
れ
、
そ
の
と
き
は
買
芝
居
を
し
た
。
 

一
冊
が
あ
る
。

四
両
二
分
が
芝
居
一
座
を
買
っ
た
金
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
品
物
を
購 

入
し
た
も
の
を
記
帳
し
て
い
る
。

明
治
四
十
二
年
の
芝
居
会
的
世
話
人
に
よ
る
戸
別 

取
立
帳
を
み
る
と 

当
時
の
戸
数
割
等
級
別
に
よ
っ
て
芝
居
の
費
用
を
割
当
て
た
こ 

と
を
示
し
て
い
る
。

一
等
の
家
が
七
円
六
十
銭
、
二
等
五
円
六
十
銭
、
三
等
四
円
六 

十
銭
、
四
等
三
円
八
十
銭
、
五
等
三
円
二
十
銭
、
六
等
二
円
六
十
八
銭
、
七
等
二
円

二
十
銭
以
下
十
四
等
三
十
六
銭
ま
で
に
点
を
つ
け
て
い
る
。

大
道
具
な
ど 

引
幕
が
二
通
り
あ
る
。

一
つ
は
明
治
二
十
二
年
の
年
紀
が
箱
書
に 

あ
る
。

縦
三
メ
ー
ト
ル
ー
〇
、
長
さ
七
メ
ー
ト
ル
四
〇
の
も
の
で
、
寄

進

者

は

「
進 

上 

波
志
江
村
医
士
高
野
藤
庵
」
と
あ
る
。

伊
勢
崎
市
波
志
江
の
医
者
が
寄
贈
し
た 

こ
と
が
わ
か
る
。

一
つ
は
明
治
四
十
二
年
小
鮒
氏
寄
贈
で
、
松
竹
梅
が
六
曲
層
風
の 

図
柄
で
染
め
ら
れ
て
い
る
。

紺

屋

は

「
い
せ
さ
き
稲
葉
製
」

と
あ
る
。

水

引

幕

は

I  

つ
縦
七
八
セ
ン
チ
、
長
さ
九
メ
ー
ト
ル
七
の
反
物
の
並
巾
を
染
め
ぬ
い
て
あ
る
。
舞 

台

の

出

入

口

に

使

ぅ

揚

げ

幕(

切
り
幕)

も
一
つ
保
存
さ
れ
て
い
る
。

引
幕
の
新
調 

か
ら
み
て
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
か
な
り
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と 

が
わ
か
る
。

と
同
時
に
、
そ
の
あ
と
地
芝
居
は
廃
絶
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
安 

達
三
」
や

「
太
十
」

に
使
わ
れ
る
引
戸
は
ま
だ
完
全
に
遺
さ
れ
て
い
る
。

衣
裳
や
力

ツ
ラ
の
類
は
一
切
な
い
。

舞

台

舞

台

は

飯

土

井

神

社 

の
境
内
に
あ
り
、
社
殿
に
対
し 

南
面
し
て
平
行
に
建
て
ら
れ
て 

い
て
他
の
農
村
歌
舞
伎
舞
台
の 

ょ
ぅ
に
直
通
に
配
置
さ
れ
て
い 

な
い
。

五
間
に
三
間
と
い
ぅ
大 

き
さ
で
あ
る
か
ら
他
の
村
の
舞 

台
と
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
。

屋 

根
が
他
の
地
区
の
舞
台
で
は
四 

注
造
が
多
い
が
、
飯
土
井
の
舞 

台
は
切
妻
入
母
屋
造
と
な
っ
て 

お
り
、
屋
根
型
に
特
長
が
あ
る
。
 

破
風
の
構
造
な
ど
か
な
り
ぜ
い 

沢
で
あ
る
。

見
物
席
は
舞
台
の 

前
に
昔
の
ま
ま
の
広
場
と
し
て 

遺
さ
れ
て
い
る
が
、
や
や
傾
斜

飯土井歌舞伎舞台の屛風

飯土井の歌舞伎舞台引幕

飯土井の歌舞伎台舞引幕



を
見
せ
て
い
る
ほ
か
特
別
の
工
夫
は
こ
ら
さ
れ
て
い
な
い
。

義
太
夫
語
り 

飯

土

井
に
は
芸
名
竹
本
理
太
夫(

本
名
吉
田
広
蔵)

と
い
う
義
太 

夫
語
り
が
い
た
。
こ
の
人
物
は
す
ぐ
れ
た
義
太
夫
の
語
り
手
で
沢
山
の
弟
子
を
持
ち
、
 

近
在
近
郷
で
有
名
で
あ
っ
た
。
飯
土
井
の
共
同
墓
地
に
そ
の
墓
が
あ
る
が
、
墓
は
彼 

の
生
存
中
の
大
正
四
年
九
月
に
弟
子
達
五
十
三
名
が
寄
付
し
て
立
派
な
墓
を
建
て
て 

や
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
人
は
そ
れ
か
ら
二
年
後
の
大
正
六
年
十
一
月
二
十
六
日 

七
十
八
歳
で
逝
去
し
た
こ
と
が
追
刻
さ
れ
て
い
る
。

理
太
夫
に
教
え
ら
れ
た
浄
瑠
璃 

語
り
は
相
当
の
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
と
い
う
。
弟
子
の
二
之
宮
の
高
砂
太
夫
に
理
太 

夫
の
芸
名
を
譲
っ
た
あ
と
、
竹
本
理
太
夫
は
理
広
斎
と
称
し
た
と
い
う
。

理
太
夫
の 

師
匠
は
伊
勢
崎
市
田
中
島
の
竹
本
理
太
夫
で
、
師
匠
の
芸
名
を
そ
っ
く
り
譲
ら
れ
て 

二
代
目
竹
本
理
太
夫
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。

二
之
宮
の
高
砂
太
夫
は
本
名 

を
下
境
誉
蔵
と
い
っ
た
。

城
南
地
区
に
は
ほ
か
に
、
西

大

室

の

竹

本

三

輪

太

夫(

本
加
千
吉
良
初
太
郎)

竹 

本

勝

太

夫(

本
名
石
分
勝
次
郎)

、
二
之
宮
に

竹

本

亀

松(

本
名
黒
崎
亀
治
郎)

ら
の 

喉
自
慢
が
い
た
と
い
う
。

義
太
夫
台
本 

集
会
所
に
遺
っ
て
い
る
台
本
は
ほ
と
ん
と
字
本
で
刊
本
は
あ
ま
り 

な
い
。
勘
亭
流
の
台
本
で
は
読
め
な
く
な
っ
た
の
で
読
み
易
く
写
し
か
え
た
も
の
で 

あ
ろ
う
。
写
字
の
一
部
を
掲
げ
る
と
、

奥

州

安

達

原(

二

段

目•

三
段
目)

本

朝

廿

四

孝(

狐

火
•

三

ノ

切•

勘
助
物
語)

仮

名

手

本

忠

臣

蔵(

三
•

四
•

七•

九
の
段
。

明
治
三
十
二
年
か
ら
三
十
三
年
の 

年
号
で
あ
る)

伽

羅

千

代

萩(

二
冊)

御

所

桜

堀

河

夜

討(

二
冊)

桂
川
連
理
の
栅

太

功

記
(

二
冊)

こ
の
台
本
か
ら
み
て
も
ほ
と
ん
ど
時
代
物
が
語
ら
れ
て
い
て
世
話
物
の
少
い
こ
と 

が
わ
か
る
。

世
話
物
は
素
人
に
は
む
ず
か
し
い
の
で
自
然
時
代
物
中
心
と
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

県
内
大
部
分
の
地
芝
居
が
そ
の
傾
向
を
持
っ
て
い
る
の
と
共
通
し
て
い 

る
。

㈡

ー
 

ー
之
宮
の
地
芝
居

由

来
.

伝
承 

二
之
宮
地
区
に
は
現
在
地
芝
居
を
物
語
る
遣
品
や
資
料
は
ほ
と
ん 

ど
な
い
。

た
だ
赤
城
神
社
境
内
に
南
面
し
て
本
社
の
向
っ
て
右
に
西
面
し
た
立
派
な 

常
設
農
村
歌
舞
伎
舞
台
が
遣
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

鹿

沼

明

書

『
荒
砥
村
誌
』

に 

拠
る
と
、
地
芝
居
の
役
者
が
二
之
宮
に
い
て
芸
名
ま
で
持
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
中
村 

重

次

郎
(

本
名
岡
鉄
平)

、
坂

東

鯉

十

郎(

本
名
星
野
孫
八)

が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者 

は
女
形
が
上
手
で
あ
っ
た
。

明
治
四
十
年
十
二
月
に
引
退
興
行
を
行
い
、
二
之
宮
赤 

城
神
社
に
奉
額
を
し
て
い
る
の
も
二
之
宮
の
地
芝
居
の
存
在
を
証
し
て
い
る
。

関
係 

史
料
と
し
て
遺
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
に
明
治
十
六
年
九
月
南
勢
多
郡
ニ
ノ
宮
邨 

宮

西

組

連

中

の

「
俄
諸
費
払
割
賦
記
載
簿
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

「
俄
(

に
わ
か)

」 

と
い
う
の
は
一
般
に
は
俄
狂
言
の
こ
と
で
、
明
治
時
代
に
各
地
で
行
わ
れ
た
が
、
県 

下
で
は
地
芝
居
と
同
じ
に
使
わ
れ
て
い
る
例
が
多
い
の
で
地
芝
居
と
解
さ
れ
る
。

本 

記
録
に
も
最
後
に
歌
舞
伎
の
台
本
が
記
さ
れ
て
い
る
し
、
本
文
中
に
太
夫
ニ
ニ
味
線
、
 

カ
ツ
ラ
師
、
顔
師
御
礼
な
ど
と
い
う
の
も
む
し
ろ
歌
舞
伎
と
解
し
た
い
。

こ
の
史
料 

で
非
常
に
興
味
の
あ
る
の
は
、
警
察
に
無
断
で
興
行
し
た
た
め
に
関
係
者
が
取
調
べ 

ら
れ
、
処
罰
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
地
芝
居
は
弾
圧
を
受
け
、
鑑
札
の
無

い
者
の
興
行
は
罰
せ
ら
れ 

た
。
す
る
と
、
二
之
宮
の 

こ
の
と
き
の
俄
狂
言
は
違 

法
の
も
の
で
ぁ
っ
た
こ
と 

が
わ
か
る
。

こ
ん
な
こ
と 

も
理
由
の
一
つ
で
だ
ん
だ 

ん
衰
退
し
て
い
っ
た
の
で 

ぁ
ろ
ぅ
が
、
地
方
芸
能
史 

料
と
し
て
も
興
味
深
い
の

明治16年の地芝居記録



で
こ
こ
に
掲
げ
て
持
く
。

明
治
十
六
年
九
月
俄
諸
入
費
賦
課

一
金
九
円
也 

太
夫
三
味
引
弐
人
払

一
金
春
円
也 

ヵ
ツ
ラ
師
払

一
金
害
円
甘
銭 

お

は
(

や)

し
払

一
金
八
拾
銭
也 

顔

師

払

一
金
春
円
四
拾
九
銭
也 

林

屋

払

一
金
弐
円
五
拾
九
銭
也 

角

屋

払

一
金
六
拾
害
銭
八
厘 

福
田
幸
助
払

一
金
弐
拾
三
銭
五
厘 

丁

子

や

払

(

力)

一
金
弐
円
六
拾
七
銭
也 

駒
形
宿
佃
屋
払
外

I  
一
諸
売
り
共 

一
金
弐
円
九
拾
三
銭
弐
厘 

伊
セ
サ
キ
買
物

一
金
拾
弐
銭
也 

金
銀
紙
中
村
籴
蔵
払

一
金
弐
銭
也 

同
し
茂
木
善
八
払

外
ー
ー
金
廿
銭
御
礼

一
金
廿
四
銭
也 

中
村
佐
治
郎
払

手

拭

四

筋

一
金
拾
四
銭
也 

岡
与
三
郎
払

諸

品

代

一
金
六
銭
四
厘 

つ
け
き
や
払

一

金

八

銭

八

厘 

中
村
佐
治
郎
払
そ
ふ
り
七
足

一
金
六
拾
九
銭
也 

伊
セ
サ
キ
買
物
払

岡

佐

平

払
•

一
金
春
円
也 

賄
料
小
鮒
吉
五
郎
払

外
金
拾
銭
也
米
春
升
代

一
金
春
円
甘
銭
也 

賄
料
米
弐
升
代

外
二
金
三
拾
六
銭
割
木
代 

中
村
佐
治
郎
払

一

金

春

円

七

銭

也■ 

割
木
賄
八
人
分

岡
与
三
郎
払

一
金
春
円
也 

下

邨

御

礼

一
金
五
拾
銭 

太

夫

御

礼

一
金
春
円
也 

三

味

御

礼

一
金
春
円
也 

顔

師
,
御

礼

一
金
五
拾
銭 

顔

師

御

礼

一
金
春
円
也 

宮
本
連
中
礼 

一
金
六
拾
銭 

床

屋

御

礼
 

一
金
春
円
也 

岡
与
三
郎
御
礼 

一
金
六
拾
銭 

床

屋

御

礼

一
金
壳
円
也 

岡
与
三
郎
御
礼

一
金
春
円
也 

茂
木
太
吉
御
礼

一
金
春
円
五
拾
銭 

中
村
佐
治
郎
御
礼 

一
金
弐
拾
銭 

岡
喜
十
郎
御
礼

一
金
春
円
也 

宮

原

組

I  
一
て
入
花
岡
佐

平
出
し
。

中
村
十
治
郎

一
金
春
円
也 

高
橋
清
太
郎
御
礼
刻
佐
平
出
し 

一
金
春
円
也 

田
中
九
八
御
礼

明治16年無断で興行したと 

いうことで警察に召喚された

費用の記入がある帳面(力)



一
金
弐
円
也 

小
鮒
儀
助
御
礼

一
金
弐
円
也 

岡
滝
十
郎
御
礼

一
金
弐
円
也 

中
村
十
治
郎
御
礼

一
金
五
拾
銭 

中
村
か
つ
御
は
や
し
御
礼

一
金
五
円
也 

伊

勢

崎

警

察

署

罪(

罰)

金

一
金
六
旧
六
拾
七
銭 

伊
勢
崎
警
察
署
諸
費

一
金
弐
拾
銭 

岡
市
五
郎
御
礼

一
金
弐
拾
銭 

田
所
卯
之
吉
席
料
御
礼

一
金
五
拾
銭 

中
村
佐
治
郎
行
燈
御
礼

一
金
七
拾
弐
銭 

伊
勢
崎
警
察
署
ヨ
リ
召
喚
状
史
員
令
料
茂
木 

太
八
立
替

一
金
弐
拾
銭 

田
所
市
治
郎
召
換
状
受
吏
の
者
二
中
飯
出
、
 

比
代
ト
シ
テ
御
礼

一
金
五
銭 

小
鮒
吉
五
郎□
□

行
代

一
金
三
円
也 

宮
子
村
小
鮒
儀
助
殿
之
御
礼

一
金
三
円
廿
弐
銭 

中

村

屋

払

一
金
五
拾
弐
銭
也 

波
志
江
村
角
屋
兼
三
郎
払
茂
木
多
吉
立
替

一
金
三
円
八
拾
五
銭
也 

角
屋
新
平
払

一
金
六
拾
六
銭
也 

は
や
し
や
払

一
金
七
銭
八
厘 

小
酒
屋
幸
助
払

一
金
廿
銭
也 

ょ

し

や

払

合
計
金
七
拾
春
円
七
拾
七
銭
三
厘

(

力)

。

内
遣
合

金
三
円
五
拾
銭
也 

入 

花

金
三
円
八
拾
弐
銭
也 

現
(

原)

米
春
俵
組
四
五
入

金
拾
円
也 

組
内
拾
四
人
世
ハ
方
ょ
り
入
花

三
口
合
金
拾
七
円
六
拾
弐
銭
也

差
引
金
五
拾
四
円
四
拾
五
銭
三
厘 

割
辻

金
四
拾
三
円
九
拾
八
銭
三
厘 

人
名
拾
三
人
出
但
しe
人
二
付
金
三
円
三
拾 

八
銭
四
厘
ッ
ッ

金
八
円
四
拾
七
銭
也 

四
人
出
分
但
し
春
人
二
付
金
弐
円
拾
春
銭
七 

厘
五
毛
ッ
ッ

金
弐
円
也 

岡
儀
造
春
人
出
分

右
之
通
り

明
治
十
六
年
九
月
廿
八
日

来
ル
十
月
十
日
取
立
之
事

茂

木

浅

八

(

以
下
十
七
名
略)

〆

十

八

人

世
ハ
人

富

田

藤

平

(

以
下
十
三
名
略)

俄
が
歌
舞
技
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
、
歌
舞
技
に
近
い 

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
二
之
宮
の
地
芝
居
史
料
と
し
て
は
や
は 

り
興
味
あ
る
も
の
と
い
え
ょ
う
。

㈢

泉
沢
の
地
芝
居

泉
沢
で
は
常
設
舞
台
は
な
く
掛
舞
台
で
や
っ
た
。

昭
和
二
十
年
の
終
戦
の
前
の
四 

月
一
日
に
、
久
し
ぶ
り
に
地
芝
居
を
や
ろ
う
と
い
う
の
で
、
人
形
芝
居
の
赤
城
座
で 

や
っ
て
い
た
人
た
ち
に
教
え
て
も
ら
い
や
っ
た
の
が
最
後
で
あ
る
。
衣
裳
は
な
ん
と 

人
形
芝
居
と
衣
裳
を
使
っ
た
と
い
う
。
義
太
夫
も
ち
ゃ
ん
と
入
り
、
演

し

物

は

「
太 

十
」
「
安
達
三
」
「
忠
臣
蔵
三
段
目
」
「
阿
波
の
鳴
門
」
「
義
儀
千
本
桜
」
「
弥
次
喜
多
道 

中
」
「
い
ざ
り
勝
五
郎
」
な
ど
を
者
か
ら
ょ
く
や
っ
た
と
い
う
。
こ
と
に
東
組
が
主
力 

で
地
芝
居
を
や
り
、
西
組
の
人
た
ち
は
主
と
し
て
新
流
を
や
っ
た
。



五
、
人

形

芝

居

泉
沢
の
人
形
芝
居

名
称
泉
沢
操
人
形
芝
居

所
在
前
橋
市
泉
沢
町

由
来•

伝
承 

明
治
二
十
年
頃
、
四
国
徳
島
県
の
人
上
坂
角
太
郎
と
い
う
人
物
が 

ふ
ら
り
と
村
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
は
じ
め
は
大
胡
町
千
貫
沼
石
井
氏
の
養
殖
業 

の
手
伝
い
と
し
て
働
い
て
い
た
が
、
阿
波
屋
と
い
う
居
酒
屋
を
開
き
、村
民
と
交
わ
っ 

て
い
る
う
ち
に
い
ろ
い
ろ
の
芸
能
を
抜
露
し
た
。
な
か
な
か
の
芸
人
で
あ
っ
た
が
、
 

話
が
人
形
芝
居
に
な
る
と
、
皆
の
衆
が
や
る
意
志
が
あ
る
な
ら
人
形
を
見
つ
け
て
一 

式
揃
え
て
や
る
と
申
出
た
の
で
、
村
の
若
い
衆
は
人
形
芝
居
を
や
っ
て
見
よ
う
と
い 

う
こ
と
で
一
式
の
調
達
方
を
上
坂
と
い
う
人
に
頼
ん
だ
と
い
う
。
し
ば
ら
く
旅
に
出 

た
と
思
う
と
、
間
も
な
く
人
形
の
カ
シ
ラ
を
沢
山
持
っ
て
帰
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
本 

人
を
師
匠
と
し
て
仲
間
が
集
ま
り
人
形
芝
居
の
練
習
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い 

う
。
当
時
義
太
夫
語
り
は
村
内
に
も
近
村
に
も
沢
山
い
た
の
で
人
形
浄
瑠
璃
め
一
座 

が
で
き
て
い
っ
た
。
座

名

を

「赤
城
座
」
と
命
名
し
た
。
こ
の
と
き
上
坂
の
持
っ
て 

き
た
人
形
の
カ
シ
ラ
が
、
徳
島
県
和
田
村(

名
東
郡)

住
の
人
形
師
天
狗
屋
久
吉
の 

作
が
大
部
分
で
あ
っ
た
。
久
吉
は
「天
狗
久
」
と
い
わ
れ
、
阿
波
の
人
形
師
の
中
で 

も
名
人
と
う
た
わ
れ
た
人
で
あ
る
。
淡
路
系
の
カ
シ
ラ
で
あ
る
か
ら
、
関
西
の
大
阪 

あ
た
り
の
カ
シ
ラ
よ
り
一
ま
わ
り
大
き
い
。
江
戸
系
の
カ
シ
ラ
も
も
ち
ろ
ん
淡
路
系 

に
は
及
ば
な
い
。
近
世
の
町
民
が
支
持
し
た
人
形
芝
居
の
全
盛
時
代
に
幾
多
の
名
作 

を
遺
し
た
人
形
師
が
江
戸
時
代
か
ら
居
た
が
、
天
狗
久
は
明
治
期
に
お
け
る
人
形
浄 

瑠
璃
の
カ
シ
ラ
の
作
者
と
し
て
一
頭
地
を
抜
い
て
い
た
。
上
坂
角
太
郎
は
明
治
四
十 

一
年
二
月
十
六
日
に
正
式
荒
砥
村
に
籍
を
移
し
た
。
役
場
の
戸
籍
台
帳
に
よ
る
と
徳 

島
県
美
島
郡
重
清
村
露
口 

ー
ニ
五
番
よ
り
転
籍
し
て
い
る
。
明
治
二
年
十
一
月
十
一 

日
生
と
な
っ
て
い
る
。
四
十
一
年
に
泉
沢
の
石
田
と
み
と
い
う
女
性
と
結
婚
し
、
大

正
十
年
四
月
十
五
日
泉
沢
で
死
亡
し
た
。
昭
和
三
十
年
八
月
に
萩
原
に
よ
っ
て
こ
の 

人
形
カ
シ
ラ
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
徳
島
新
聞
に
伝
え
ら
れ
、
徳
島
の
研
究
家
に 

よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
上
坂
とV

っ
人
物
は
「箱
廻
し
」
の
一
人
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ 

と
で
あ
っ
た
。
「箱
廻
し
」
と
い
う
の
は
、
一
人
で
人
形
を
七
個
も
八
個
も
箱
の
中
に 

入
れ
、
自
分
で
担
い
で
辻
に
立
っ
た
り
、
各
家
を
訪
れ
て
人
形
芝
居
を
や
っ
て
み
せ 

る
旅
芸
人
の
一
種
で
、
明
治
二
十
年
代
ま
で
徳
島
県
か
ら
こ
う
い
う
職
業
芸
人
が
諸 

国
に
出
た
と
い
う
。
浄
瑠
璃
も
自
分
で
語
り
、
三
味
線
を
弾
く
こ
と
の
で
き
る
者
が 

多
か
っ
た
。
し
か
も
、
阿
波
の
箱
廻
し
が
箱
根
峠
を
越
え
た
と
い
う
例
は
極
め
て
稀 

れ
だ
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
も
し
上
坂
が
箱
廻
し
だ
と
す
れ
ば
そ
の
珍
し
い
例
の
一
つ 

に
な
る
。
と
に
か
く
、

一
人
の
阿
波
国
の
住
人
が
は
る
ば
る
泉
沢
村
に
き
て
土
着
し 

た
こ
と
か
ら
こ
の
人
形
芝
居
が
は
じ
ま
り
、
し
か
も
名
人
天
狗
久
の
作
品
を
遺
す
こ 

と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
や
は
り
名
人
と
い
わ
れ
天
狗
久
の
師
匠
で
あ
っ 

た
人
形
富
の
カ
シ
ラ
も
あ
る
。

赤
城
座
は
泉
沢
の
山
田
豊
次
郎
、
喜
楽
長
太
郎
、
吉
田
桝
二
郎
と
い
っ
た
人
が
中 

心
で
結
成
し
、
「赤
城
人
形
大
一
座
」
と
名
乗
っ
て
、
近
村
ま
で
興
行
し
て
歩
い
た
も 

の
でI

時
は
有
名
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
三
人
遣
い
で
淡
路
ま
で
あ
る
か
ら
入
形
も 

大
振
り
で
あ
る
か
ら
演
出
効
果
は
満
点
で
あ
っ
た
。

現
状 

大
正
十
年
頃
を
境
に
し
て
中
絶
し
た
ま
ま
一
式
は
虚
空
蔵
神
社
に
収
納
さ 

れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
昭
和
三
十
年
の
発
見
後
カ
シ
ラ
は
一
時
群
馬
県
立
博
物 

館
に
依
託
し
て
い
た
が
現
在
児
童
文
化
セ
ン
タ
—
に
寄
託
し
て
い
る
。
カ
シ
ラ
は
天 

狗
久
作
の
女
形
カ
シ
ラ
、主
役
カ
シ
ラ
を
は
じ
め
と
し
て
、人
形
富
作
の
カ
シ
ラ
な
ど 

多
数
が
あ
る
。
こ
と
に
女
形
カ
シ
ラ
は
絶
品
で
あ
る
が
傷
み
が
ひ
ど
い
。
今
の
よ
う
に 

補
修
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
外
肩
板
、
胴
輪
、
手
や
足
な
ど
も
あ
り
、
淡
路
系 

の
浄
瑠
璃
人
形
と
し
て
は
県
下
に
そ
の
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。(

萩

原

進
)

六
、
城
南
地
区
の
伝
統
音
楽
と
諸
芸
能

富
田
の
祇
園
雛
子
で
あ
る
が
、神
田
雠
子
と
目
黒
雛
子
の
混
合
し
た
も
の
で
あ
る
。



県
下
の
雛
子
を
み
る
と
き
、

一
つ
の
流
派
の
雛
子(

例
え
ば
神
田
雛
子
だ
け)

の
も 

の
に
少
な
い
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
明
治
期
に
祭
り
雛
子
の
競
演
が
行
な
わ 

れ
、
屋
台
を
引
き
合
わ
し
て
、
な
り
の
よ
い
も
の
で
勝
負
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か 

ら
、
少
し
で
も
な
り
の
よ
い
も
の
を
好
ん
だ
。
そ
れ
が
た
め
に
流
派
の
混
間
し
た
も 

の
が
多
い
の
が
、
県
下
の
雛
子
の
特
徴
と
い
え
る
。
ま
た
民
謡
関
係
で
あ
る
が
、
田 

植
唄
、
棒
打
唄
な
ど
、
城
南
地
区
の
ど
の
村
に
も
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
現
に
こ
れ
ら
の
歌
を
う
た
い
な
か
ら
二
十
数
年
前
ま
で
、
こ
れ
ら
の 

仕
事
に
た
ず
さ
わ
っ
た
方
々
が
多
い
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
特
に
こ
れ
ら
の
歌
は
、
表 

面
的
に
は
、
歌
間
内
容
の
か
た
い
も
の
を
歌
う
が
、
反
面
誠
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
も
の 

が
多
い
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
仕
事
が
過
酷
な
労
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
が 

伺
え
る
。

民
謡
は
、
つ
ら
い
仕
事
に
ま
つ
わ
る
も
の
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
程
、
ユ
ー
モ
ラ 

ス
な
歌
で
あ
る
。

反
面
仕
事
が
楽
な
も
に
ま
つ
わ
る
歌
は
、
か
た
い
う
た
が
多
い
の
で
あ
る
。
ま
た 

こ
の
地
区
の
田
植
唄
は
、
先
歌
と
後
歌
の
音
程
と
、
県
内
地
区
の
田
植
の
過
程
の
比 

較
は
今
後
行
な
っ
て
、
城
南
地
区
の
田
植
唄
の_
系
統
を
み
る
必
要
が
あ
る
。

伝
統
音
楽
と
し
て
、
こ
の
城
南
地
区
に
特
別
す
ぐ
れ
て
い
る
特
徴
あ
る
も
の
は
み 

あ
た
ら
な
い
。
今
後
あ
と
一
歩
深
め
て
調
査
を
行
な
っ
て
み
た
い
考
え
で
あ
る
。

富
田
の
祇
園
雛
子

由
来 

富
田
町
原
中
組
の
祇
園
雛
子
は
、
天
正
十
六
年
富
田
町
の
吉
田
忠
左
衛
門 

の
身
内
の
者
か
、
京
都
か
ら
来
て
教
え
た
と
も
伝
え
て
ら
れ
る
。

古
く
は
大
八
車
よ
り
少
し
大
き
い
車
に
屋
台
を
付
け
て
、
稲
荷
様
ま
で
引
い
て
行 

な
っ
た
と
い
う
が
、
明
治
十
一
年
に
、
稲
荷
様
、
春
日
様
、
赤
城
神
社
を
合
併
し
、
 

三
柱
神
社
と
し
、
こ
の
祭
り
の
十
月
十
六
日
、
十
七
に
行
う
。

古
く
は
屋
台
を
組
む
の
は
、
稲
荷
様
の
拝
殿
で
組
み
立
て
十
六
日
の
宵
晩
に
「
引 

き
寄
せ
」
と
い
い
、
上
組
、
下
組
、
吹
地
な
ど
の
屋
台
の
あ
る
組
か
ら
屋
台
を
引
き 

寄
せ
る
。
屋
台
が
集
ま
る
と
、
オ
タ
ビ
三
日
の
や
り
方
で
ク
ジ
引
き
に
よ
り
、
先
頭

に
た
つ
屋
台
を
決
め
る
。
こ
の
く
じ
引
き
は
ご
く
げ
ん
し
ゅ
く
に
行
な
わ
れ
る
。

先
頭
に
立
つ
屋
台
が
鈕
を
た
た
き
出
さ
な
い
と
、
他
の
屋
台
は
た
た
け
な
い
き
ま 

り
に
な
っ
て
い
た
。

飾
物 

上
州
の
屋
台
雛
子
の
特
徴
は
、
屋
台
の
屋
上
に
武
将
な
ど
の
飾
物
を
す
る 

と
こ
ろ
に
あ
る
。

原
中
組
の
屋
台
の
飾
り
物
は
、
武
州
本
庄
か
ら
借
り
て
来
て
行
な
っ
た
。
義
経
、
 

き
つ
ね
た
だ
の
ぶ
、
鬼
が
島
な
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
下
組
で
は
ほ
と
ん
ど
組
の 

者
が
飾
り
物
を
作
っ
て
屋
台
に
乗
せ
た
。

北
下
組
の
飾
物
を
例
に
み
る
と
、
こ
こ
で
は
手
作
り
で

明
治
四
十
年
十
月
九
日
に 

蓄
音
機
。

明
治
四
十
四
年
十
月
九
勘
平
。

大
正
二
年
十
月
十
七
日 

赤
垣
源
蔵
、
と
っ
く
り
の
別
れ
。

大
正
八
年
十
月
十
七
日
平
和
会
議
。

太
正
十
一
年
十
月
十
七
日
桃
太
郎
鬼
ヶ
島
。

大
正
十
五
年
十
月
十
七
日 

ラ
ジ
オ
。

昭
和
八
年
十
月
十
七
日
国
防
会
議
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
十
七
日
き
つ
ね
た
た
の
ぶ
。

以
後
な
し
。

こ
の
よ
う
に
、
屋
台
の
飾
り
物
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
の
事
象
を
知
る
こ
と
も
出 

き
る
。

引
き
こ 

屋
台
を
引
く
者
を
「
ヒ
キ
コ
」
と
い 

っ
た
。
引
き
こ
は
、
原
中
組
で
は 

村
の
男
衆
は
全
部
出
て
引
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
足
に
わ
ら
じ
を
付
け
す
べ
ら
な 

い
よ
う
に
し
て
行
な
っ
た
。
引
く
者
は
ほ
と
ん
ど
酒
を
飲
ん
で
お
り
、
道
端
に
よ
い 

つ
ぶ
れ
て
い
る
者
も
い
る
程
だ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
祭
り
に
は
特
に
酒
が
多
く
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
村
か
ら
ヨ
メ
を
も
ら 

う
と
、
祭
に
ハ
ナ
を
出
す
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
四
斗
樽
で 

酒
を
あ
け
、
飲
み
ほ
う
だ
い
で
あ
っ
た
。

練
習 

屋
台
を
そ
の
年
に
出
す
か
否
か
は
、
各
組
の
代
表
が
出
て
決
め
た
。
三
組



の
う
ち
、

一
組
がA

?

ば
ん
で
も
、
他
の
二
組
に
同
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 

練
習
が
は
じ
ま
る
と
、
子
ど
も
は
学
校
で
机
を
た
た
い
て
屋
台
の
練
習
が
移
っ
た
。
 

そ
れ
が
た
め
に
、
勉
強
は
ご
く
お
く
れ
た
と
い
う
。
屋
台
の
青
年
が
中
心
だ
が
、
こ 

こ
の
屋
台
は
「青
年
と
子
ど
も
衆
」
の
混
合
で
行
な
う
。
子
ど
も
に
は
大
き
な
丸
太 

を
た
た
か
せ
て
練
習
さ
せ
た
。
あ
る
程
度
出
き
る
よ
う
に
な
る
と 

子
ど
も
一
人
ず 

つ
た
た
か
せ
て
試
験
し
、
で
き
の
よ
い
者
か
ら
、

一
号
組
次
に
二
号
組
三
号
組
と
分 

け
た
。

屋
台
の
サ
ン
テ
コ
、
神
田
離
子
は
子
供
が
当
日
、
屋
台
の
上
で
行
な
っ
た
。
練
習 

は
九
月
末
か
ら
行
な
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

座

数

サ

ン

テ

コ

神

田_

子

大

間

昇

殿
(

笛
は
入
ら
な
い)

サ
ン
テ
コ
ク 

ズ
シ 

神
田
ク
ズ
シ 

鎌
倉
昇
殿(

つ
づ
み
が
入
る)

夜
か
ぐ
ら
籠
ま
る(

三
味
、
 

大
皮
、
小
皮
、
か
入
る)

楽

器

大

胴

一

、
締

太

鼓(

つ
け)

四
、
笛
二
、
証
二
、
小
皮
二
、
大
皮
一
、
三 

味
線
一
、

こ
れ
ら
の
楽
器
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
る
が
、
屋
台
を
引
き
出
す
時
は
サ
ン
テ
コ
。
 

道
中
も
サ
ン
テ
コ
、
止
る
と
夜
神
楽
、
神
社
ま
で
は
神
田
、
サ
ン
テ
コ
で
入
る
。
 

特
徴 

こ
の
雛
子
は
、
神
田
雛
子
系
統
の
も
の
で
あ
る
が
、
目
黒
雛
子
も
混
入
さ 

rl
て
い
る
。
特
に
合
間
に
大
声
で
「
ヤ
ー
オ
ー
」
な
ど
と
掛
声
を
入
れ
る
な
ど
、
は
っ 

き
り
目
黒
雛
子
の
特
徴
を
そ
の
ま
ま
そ
な
え
て
い
る
。

ま
た
一
般
的
に
、
関
東
の_

子
は
、
大
胴
一
、
つ
け
三
、
鉦
一
〜
二
、
笛
一
と
な 

る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
こ
原
中
組
の
雛
子
は
、
そ
れ
ら
に
三
味
線
、
大
皮
、
小 

皮
と
入
っ
て
い
る
の
が
特
に
め
ず
ら
し
い
、
こ
う
し
た
楽
器
類
が
多
く
入
っ
て
い
る 

程
、
そ
の
芸
能
が
、
庶
民
の
生
活
に
み
っ
着
し
て
い
る
な
に
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。
 

屋
台_

子
は
、
町
に
も
村
に
も
盛
大
に
行
な
わ
れ
て
来
た
。
特
に
草
深
い
農
村
地 

威
で
は
、
「宿
」
と
呼
ば
れ
る
処
で
、
は
な
や
か
に
行
な
わ
れ
、
屋
台
に
舞
台
を
作
り 

そ
こ
で
地
芝
居
を
行
な
っ
た
り
、
ま
た
ひ
ょ
っ
と
こ
踊
り
を
行
な
う
な
ど
、
屋
台
喇 

子
は
、
か
つ
て
庶
民
の
心
の
寄
せ
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
芸
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が 

え
る
。

伝
統
音
楽
的
要
素
の
深
い
祭
雛
子
で
あ
る
。

神
楽
や
獅
子
舞
音
楽
の
中
に
も
、
日
本
伝
統
音
楽
の
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き 

る
が
、
祭
雛
子
程
、
そ
の
要
素
の
深
い
も
の
は
な
い
。
形
式
的
に
も
、
屋
台
、
鎌
倉
、
 

昇
殿
、
に
ん
ば
、
神
田
丸
な
ど
と
、
日
本
音
楽
の
形
式
を
解
明
し
て
い
く
上
に
、
西 

洋
音
楽
に
も
ま
さ
る
、
り
っ
ぱ
な
形
式
を
そ
な
え
て
い
る
。

ま
た
演
奏
形
態
や
そ
の
技
功
か
ら
み
て
も
、
屋
台
雛
子
の
演
奏
者
は
、
観
衆
が
熱 

狂
し
て
く
れ
ば
、
現
代
ジ
ャ
ズ
奏
者
が
行
な
う
よ
う
な
「
即
興
演
奏
」
も
行
な
う
の 

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「笛
方
」
の
り
ー
ド
に
よ
る
が
、
楽
符
も
な
く
ロ
か
ら 

耳
へ
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
雛
子
奏
者
が
、
こ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
外
国
音
楽
に
共 

通
す
る
要
素
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
面
の
探
求
が
、
現
在
ま
で
あ
ま
り 

に
も
不
足
し
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
ま
た
屋
台
雛
子
の
演
奏
の
中
で
部
分
の
反 

復
等
が
、
十
数
回
も
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
耳
に
、
少
し
ぎ
こ 

ち
な
く
聞
え
る
が
、
こ
う
し
た
反
復
一
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
屋
台
雛
子
が
す
ぐ
れ 

た
音
楽
的
要
素
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
い
知
れ
る
。

七
、
田 

植 

唄

前
橋
で
田
植
唄
が
歌
わ
れ
た
の
は
、
大
平
洋
戦
争
終
戦
直
後
ま
で
歌
わ
れ
た
。
 

大
正
期
こ
入
っ
て
、
田
植
を
す
る
と
き
に
「
田
植
な
わ
」
の
出
現
を
み
る
と
、
田 

植
仕
事
の
様
式
も
変
っ
た
。
し
か
し
田
植
な
わ
の
な
い
時
代
に
は
、
田
植
仕
事
の
早 

い
者
が
、
先
頭
に
な
っ
て
二
、
三
作
を
担
当
し
て
植
え
、
次
々
に
あ
と
に
続
き
、
声 

好
し
の
者
が
田
植
唄
を
歌
っ
た
。
先
う
た
を
一
人
が
歌
う
と
、
他
の
者
が
掛
け
合
い 

で
後
う
た
を
歌
う
。
掛
け
声
は
田
植
え
仕
事
に
参
加
し
て
い
る
す
ベ
て
の
者
が
う 

た
っ
た
。

田
逋
唭
と
は
、
朝
の
唄
、
昼
の
唄
、
夕
の
唄
、
間
の
唄
な
ど
あ
る
が
、

一

つ
の
田 

に
入
っ
て
朝
の
唄
が
は
じ
ま
る
と
、
そ
の
日
一
枚
が
植
え
終
る
ま
で
「朝
の
唄
」
を 

歌
、っ
。
田
植
唄
が
当
時
田
植
に
参
加
し
た
人
々
に
多
く
歌
わ
れ
知
ら
れ
て
い
る
の
も 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
。



田
植
唄
の
中
に
は
一
般
的
に
歌
わ
れ
て
い
る
歌
詞
内
容
の
も
の
と 

地
芝
居
な 

ど
の
影
響
か
ら
、
忠
臣
蔵
な
ど
を
歌
っ
た
も
の
や
、

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
歌
詞
内
容
の
も 

の
な
ど
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
田
植
仕
事
が
ご
く
大
変
な
こ
と
の
た
め
に
、
少
し
で 

も
仕
事
の
疲
労
度
を
少
な
く
す
る
た
め
に
、
田
植
唄
は
歌
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
、っ
。
田 

植
は
協
同
作
業
で
行
な
わ
れ
、
幾
日
も
田
の
中
に
ひ
た
っ
て
い
る
の
で
、
ひ
え
か
ら 

腰
の
痛
み
が
ひ
ど
く
、
そ
の
う
え
ブ
ユ
に
さ
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
苦
痛
を
と
も
な
う 

の
で
田
植
唄
を
き
い
て
い
る
と
、
あ
き
さ
せ
ず
、
仕
事
の
能
率
の
促
進
を
田
植
唄
に 

よ
っ
て
行
っ
た'
の
で
あ
る
。

玉
村
の
出
口
の
茶
屋
で
ヤ
ー
ハ
ノ
三
味
が
な
る
、
三
味
が
な
る
。

立
ち
寄
り
聞
け
ば
ヤ
ー
ハ
ノ
女
郎
が
ひ
く
。

鎌
倉
の
八
ツ
棟
造
り
、
ヤ
—
ハ
ノ
何
で
ふ
く
、

何
で
ふ
く
、
桧
と
椹
ヤ
ー
ハ
ノ
こ
け
ら
ぶ
き
。

十
七
を
使
に
出
せ
ば
、
ヤ
—

ハ
ノ
橋
が
な
い
、
橋
が
な
い
。

わ
が
身
を
は
し
に
ヤ
ー
ハ
ノ
わ
た
ら
せ
る
。

朝
露
に
髪
結
び
下
げ
て
、
ヤ
ー
ハ
ノ
花
摘
め
ば
、
花
摘
め
ば
。

男
が
招
く
ヤ
—

ハ
ノ
花
が
た
ま
ら
ん
。(

荒
ロ)

朝

の

歌(

朝
露
に
の
歌
で
朝
の
作
業
開
始)

朝
露
に
髪
結
い
あ
げ
て
花
つ
ベ
ば
男
が
色
で
花
は
た
ま
ら
ぬ
。

今
日
の
田
で
目
に
た
つ
殿
は
ど
れ
が
そ
よ
代
か
く
殿
と
は
な
ど
り
よ
。

昼
の
歌(

〇
印
の
歌
か
出
る
と
作
業
を
や
め
て
昼
食
に
す
る)

〇 

今
日
の
田
の
時
打
つ
鐘
は
い
く
つ
打
つ
、
七
つ
も
八
つ
も
九
つ
も
。

十
七
が
昼
寝
の
姿
あ
れ
見
さ
れ
、
ど
ん
す
の
枕
に
綾
の
か
ヤ
ベ
ィ

玉
村
の
女
郎
と
ね
て
は
何
貰
、っ
た
ひ
ぜ
ん
と
か
さ
と
文
貰
う
た
。

早
乙
女
の
尻
さ
す
虫
は
何
虫
だ
頭
の
は
げ
た
元
黒
だ
。

十
七
を
使
い
に
出
せ
ば
山
か
げ
で
お
び
と
け
寝
ろ
と
若
い
衆
が

今
日
の
田
の
今
鳴
る
鐘
は
い
く
つ
鳴
る
七
つ
も
八
つ
も
九
つ
も

玉
村
の
出
口
の
茶
や
で
三
味
が
鳴
る
た
ち
寄
り
聞
け
は
女
郎
が
ひ
く
。

夕
暮
の
歌(

比
の
歌
が
唄
い
出
さ
れ
る
と
作
業
を
終
え
て
田
か
ら
あ
が
る)

夕
暮
れ
に
浜
辺
を
行
け
ば
千
鳥
啼
く
千
鳥
声
く
ら
べ

夕
暮
に
浜
辺
を
行
け
ば
千
鳥
泣
く
も
っ
と
泣
け
泣
け
声
く
ら
べ

お
さ
な
ぶ
り

君
が
田
と
吾
が
田
の
並
び
君
が
田
の
水
、
吾
が
田
に
廻
れ
お
さ
な
ぶ
り(

荒n
)

八
、
棒

打

ち

唄

麦
打
ち
は
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
頃
の
間
に
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
時
間
帯
が 

特
に
麦
の
ノ
ゲ 
(

ノ
ギ)

の
落
ち
が
よ
い
の
で
、
庭
に
大
麦
の
穂
を
二
十
セ
ン
チ
程 

の
厚
さ
に
広
げ
、
近
所
の
家
と
協
同
作
業
で
行
な
っ
た
。
数
人
で
向
い
合
っ
て
麦
打 

ち
棒(

ク
ル
り
棒)

で
打
ち
な
が
ら
、
麦
打
ち
唄
を
歌
っ
た
。
声
好
し
の
者
が
歌
い
、
 

合
い
の
手
は
参
加
者
全
員
で
歌
っ
た
。

一
通
麦
が
打
ち
終
る
と
、
麦
を
足
で
ひ
っ
く 

り
返
し
て
打
っ
た
。
麦
打
ち
も
過
酷
な
労
作
作
業
で
あ
り
、
夏
の
炎
天
下
で
汗
に
ま 

み
れ
、
ノ
ゲ
が
肌
に
つ
い
て
痛
が
ゆ
く
、
こ
ぅ
し
た
苦
痛
な
作
業
を
麦
打
ち
唄
で
お 

ぎ
な
っ
た
。

麦
打
ち
唄
の
中
で
、
特
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
唄
が
多
い
の
も
、
麦
打
ち
仕
事
が
よ
り 

大
変
な
作
業
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。

赤
城
か
ら
沼
田
を
見
れ
ば
、
沼
田
煙
草
は
花
盛
り
。

富
士
の
お
へ
振
袖
き
せ
て
、
奈
良
の
大
仏
様
に
む
こ
と
る
。

お
江
戸
見
た
く
ば
世
良
田
へ
ご
ざ
れ
、
世
良
田
七
宿
七
小
路
。

お
ば
さ
ん
ど
こ
へ
ゆ
く
、
三
升
だ
る
さ
げ
て
、
嫁
の
在
所
へ
孫
だ
き
に
。

お
れ
が
隣
り
の
味
そ
玉
娘
、
嫁
に
行
く
と
て
、
せ
ん
た
く
ま
で
し
た
が
、

へ
そ
が 

出
べ
そ
で
ヤ
レ
き
ら
わ
れ
た
。

へ
そ
の
出
べ
そ
は
ヤ
レ
よ
け
れ
ど
も
、
し
り
が
お
棚
で
や
れ
き
ら
わ
れ
た
。
 

し
り
の
お
棚
は
ヤ
レ
よ
け
れ
ど
も
鼻
が
お
し
し
で
ヤ
レ
き
ら
わ
れ
た
。
 

鼻
の
お
し
し
は
ヤ
レ
よ
け
れ
ど
も
、□

が
わ
に□

で
ヤ
レ
き
ら
わ
れ
た
。

富
士
の
白
雪
は
朝
日
に
と
け
る
、
と
け
て
流
て
れ
三
島
で
落
ち
る
。
三
島
女
郎
衆 

の
ヤ
レ
化
粧
の
水
、

ハ
ー
ギ
ッ
コ
ケ
、
ギ
ッ
コ
ケ
。



浅
間
山
か
ら
鬼
が
尻
出
し
て
、な
た
で
ぷ
つ
切
る
よ
う
な
屁
を
た
れ
た,

ハI

ギ
ッ 

コ
ケ
ギ
ッ
コ
ケ

ど
う
せ
な
ぐ
る
な
ら
大
き
な
こ
と
な
ぐ
れ
、
世
界
質
に
お
い
て
〇
〇
〇
で
も
な
ぐ 

れ
ハ
ー
ギ
ッ
コ
ケ
、
ギ
ッ
コ
ケ

盆
は
ぼ
た
も
ち
、
昼
ま
は
う
ど
ん
、
夜
は
米
の
飯
南
瓜
汁
よ
、

ハ
ー
ギ
ッ
コ
ケ
、
 

ギ
ッ
コ
ケ
。(

荒
ロ)

九
、
わ

ら

ベ

唄

H

ま
り
つ
き
歌

高
い
と
こ
の
た
け
の
こ
、
ひ
く
い
と
こ
の
ひ
き
が
え
る
。

海
ば
た
の
な
ま
ず
つ
子
、
煮
て
も
や
い
て
も
な
ま
ぐ
さ
い
。

う
ち
の
猫
に
く
れ
た
ら
ば
塩
が
か
ら
く
て
た
べ
ら
れ
ぬ

酒
屋
の
き
つ
ね
に
く
れ
た
ら
ば
塩
が
あ
き
く
て
た
べ
ら
れ
た
。

今
ち
よ
い
食
べ
た
い
す
こ
こ
ん
、
こ
ん

て
ん
と
さ
、
て
ん
と
の
お
ぢ
さ
ん
、
ご
ろ
へ
ん
じ

鎌
倉
街
道
通
る
と
き
、
白
鳥
、
黒
鳥
、
真
黒
々
鳥
。

高
崎
、
や
し
ろ
の
、
や
つ
こ
が
米
つ
く
、
粉
糠
が
は
ね
る
。

一
ち
よ
め
こ
め
こ
さ
ん
さ
、
二
ち
よ
め
こ
さ
ん
さ
。

こ
ん
や
く
ぷ
ら
ぷ
ら
一
か
ん
さ
ん

提
灯
ぶ
ら
ぶ
ら
一
か
ん
さ
ん
。

一
す
け
、
二
す
け
、
三
す
け
、
四
す
け

ご
ぼ
う
の
に
つ
け
、
ま
ず
ま
ず
一
か
ん
か
し
ま
し
た
。

お
ば
ん
こ
と
つ
ち
や
は
何
す
る
の

あ
し
た
、
お
よ
め
が
、
来
る
か
ら
ね
。

粟
一
升
、
と
ん
と
こ
と
ん
、
米
一
升
と
ん
と
こ
と
ん

ひ
い
た
り
つ
い
た
り
、
ご
く
ろ
さ
ま
。

朝
起
き
て
、
酒
屋
を
見
れ
ば
十
七
、
八
の
小
娘
が
、

一
杯
お
よ
り
、
お
客
さ
ま
、
二
杯
お
よ
り
お
客
さ
ま

三
杯
目
に
は
肴
が
な
い
と
て
酒
だ
る
る
こ
ろ
が
し
て

ひ
や
ふ
み
や
よ
、
五
つ
む
な
な
や
、
こ
の
と
う

丁
度
一
か
ん
貸
し
ま
し
た
。

内
の
お
婆
さ
ん
、
四
十
九
で
島
田

嫁
に
行
く
と
て
孫
衆
が
笑
う
、
孫
衆
が
笑
う
。

そ
こ
と
う
や
の
林
兵
衛
様
は
何
か
見
た
い
の
に

包
ん
で
、
包
ん
で
、
ゆ
め
の
羽
織
か
た
と
へ
羽
織
が
思
つ
て 

錦
の
鏡
を
鏡
を
、
そ
の
鏡
を
誰
に
や
る
の
じ
ゃ

お
浜
女
郎
衆
に
や
る
の
じ
ゃ
、
や
る
の
じ
ゃ

お
浜
女
郎
衆
は
ど
こ
へ
嫁
に
行
く

す
ず
木
す
ば
ら
へ
嫁
に
ゆ
く
す
ず
木
す
ば
ら
じ
ゃ

松
で
目
を
つ
く
、
茅
で
手
を
切
る
ほ
ん
ご
く
り
よ
ほ
ん
ご
く
り
よ 

下
方
へ
嫁
に
や
る
の
は
夜
機
織
る
の
が
辛
い
よ
、
辛
い
よ

糸
き
れ
て
管
を
見
そ
れ
で
油
し
め
て

と
う
ろ
と
う
ろ
と
も
つ
と
も
さ
う
か
い
な
な
ら
一
匆

そ
こ
円
屋
の
水
屋
の
古T

王
蛇
に
命
を
と
ら
れ
て

そ
の
蛇
は
ど
こ
よ
と
聞
い
た
ら
唐
橘
山
の
青
大
将

木
に
か
ら
ま
り
柳
に
か
ら
ま
り
う
ら
の
椿
に
か
ら
ま
り
。
 

あ
れ
見
い
さ
い
、
向
う
見
い
さ
い
び
よ
う
風
立
て
て
、
す
ご
ろ
く 

す
ご
ろ
く
に
九
番
ま
け
て
二
度
と
打
つ
ま
い
鎌
倉
々
 々

へ
上
る
。
 

雨
宿
々
々
の
ご
古T

王
様
は
ど
こ
へ
お
茶
の
み
に
ご
座
る
か
、
 

お
茶
よ
り
も
、
お
茶
が
し
よ
り
も
か
た
わ
ら
の
嫁
が
目
に
た
つ 

目
に
立
て
ば
、
だ
い
て
ね
や
ん
せ
か
た
わ
ら
の

お
経
箱
枕
に
、
お
経
箱
じ
ゃ
罰
が
あ
た
る
。

袈
裟
と
衣
を
枕
に
、
袈
裟
と
衣
じ
や
髪
が
そ
そ
げ
る

ち
ゃ
ん
と
お
手
々
を
枕
に
朝
起
き
て
宿
を
見
れ
ば



七
つ
姫
が
は
た
巻
く
、
は
た
も
ま
い
た
が
管
も
ま
い
た
が

あ
や
の
か
け
よ
う
を
忘
れ
て
面
白
な
い
と
て
烏
川
へ
身
を
な
げ
た
。

身
は
沈
む
髪
は
浮
き
る
沈
め
て
流
れ
た

お
ん
ど
ろ
泥
々
猫
さ
ん
お
前
と
私
と
蚯
落
し
よ
、っ
。

ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
、
蚯
落
し
よ
う

吉
原
田
圃
の
真
中
で
小
間
物
屋
で
も
始
め
し
ょ
う

一
や
二
、
三
や
四
、
五
の
六
、
七
八
九
十

と
う
か
ら
下
っ
て
お
芋
さ
ん
お
芋
は
一
升
い
く
ら
だ
ね

二
十
五
文
に
ま
け
て
や
る
、
今
ち
ょ
っ
と
ま
け
な
い
か
い
ち
よ
ら
か
ぽ
ん
よ
。
 

お
前
の
こ
と
な
ら
ま
け
て
や
る
隣
の
お
ば
さ
ん
お
茶
の
み
お
い
で

頭
を
切
石
の
は
八
ツ
頭
、
尻
尾
を
切
る
の
は
唐
の
芋

お
ら
が
前
の
白
柳
一
本
柳
に
金
が
な
る

金
の
え
か
ら
、
ひ
し
や
ひ
し
や
と
夕
べ
も
ら
っ
た
花
嫁
御

芸
者
の
座
敷
へ
出
し
た
ら
ば
へ
ち
ょ
へ
ち
ょ
と
お
泣
き
や
る

何
が
不
足
で
お
泣
き
や
る
何
も
不
足
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
縮
緬
着
物
に
血
が
た
れ 

た
、
血
で
は
あ
る
ま
い
紅
だ
ろ
う

洗
い
川
で
洗
っ
て
、
ゆ
す
ぎ
川
で
ゆ
す
い
で
絞
り
川
で
し
ぼ
っ
て

庭
へ
ほ
せ
ば
人
が
見
る
し
背
戸
へ 
干
せ
ば
犬
が
み
る
し

う
ま
や
へ
干
せ
ば
馬
が
み
る
し
、
二
階
へ
ほ
せ
ば

か
ん
か
ち
ね
ず
み
が
巣
を
つ
く
る
。

あ
れ
高
山
新
の
わ
づ
ら
い
の
米
ち
ゃ
ん

を
ず
ら
っ
て
医
者
に
か
よ
と
ほ
ん
ば
く
し
ょ

医
者
も
は
い
し
や
も
私
や
い
や
だ
赤
い
た
す
き
を
ね
い
ち
や
ん
に

は
な
お
の
雪
駄
を
赤
ち
ゃ
ん
に
、
鉄
砲
な
ぎ
な
た
父
さ
ん
に

雨
の
ふ
る
日
も
ち
ゃ
ら
ち
や
ら
と
雪
の
ふ
る
日
も
ち
ゃ
ら
ち
や
ら
と

一
や
二
、
三
や
四
、
五
、
六
、
七
、
八
、
九
、
十
丁
度
一
貫
貸
し
申
し
た
。
 

し
ん
こ
し
ん
で
ん
、
か
み
し
も
祭
り
寺
は
大
寺
坊
さ
ん
一
人

姉
さ
姉
さ
と
か
け
を
と
い
れ
て
、
箱
根
の
山
へ
と
は
せ
を
並
べ
て

お
茶
を
た
て
て
寄
っ
て
お
上
り
、
お
茶
で
も
お
上
り

お
茶
も
煙
草
も
き
ら
い
じ
ゃ
な
い
が
う
ち
の
お
千
代
に
く
れ
た
い
も
の
は

紅
か
白
粉
、
梅
香
の
油
つ
け
て
よ
い
が
役
か
ら
見
れ
ば

髪
が
八
寸
、
島
田
が
四
寸
、
前
の
前
髪
一
丈
五
尺

千
両
万
両
ま
づ
ま
づ
一
貫
貸
し
ま
し
た
。

こ
ん
こ
ん
こ
様
の
お
嫁
に
は
こ
ん
こ
ん
小
袖
が
百
七
つ

こ
れ
ほ
ど
求
め
て
や
る
か
ら
な
お
嫁
に
行
っ
て
も
出
て
く
る
な

朝
は
早
起
き
七
十
五
枚
の
戸
を
あ
け
て
す
ま
か
ら
す
ま
ま
で
掃
き
出
し
て

手
元
の
あ
か
り
で
髪
ゆ
っ
て
じ
じ
さ
ん
、
ば
ば
さ
ん
起
き
さ
っ
せ

今
朝
の
お
か
ず
は
何
じ
や
い
な
、
四
ひ
き
の
油
を
よ
そ
ら
う
か

豆
ふ
一
丁
買
っ
て
来
い
、
千
両
万
両

と
ん
と
ん
た
た
く
は
誰
さ
ん
だ
、
新
町
米
屋
の
お
と
さ
ん
だ

何
来
た
の
、
ぞ
う
り
が
切
れ
て
買
い
に
来
た
今
頃
ぞ
う
り
が
あ
る
も
ん
か 

歯
か
け
下
駄
で
も
は
い
て
行
ぎ
な
び
っ
こ
、
し
や
こ
、
び
っ
こ
、
し
や
こ 

ち
よ
い
と
一
貫
貸
し
ま
し
た
。

あ
の
や
し
ま
の
光
る
も
の
は
月
か
星
か
ほ
た
る
か

月
な
ら
ば
拝
み
ま
す
し
螢
な
ら
ば
手
に
と
る

も
っ
と
も
さ
う
か
い
な
ら
一̂

お
ほ
も
ん
ぐ
ち
か
ら 

あ
げ
や
の
前
ま
で
い
わ
し
わ
た
い
こ
ん
の 

か
い
ご
の
と 

き
に

大
き
な 

き
つ
ね
か 

す
こ
こ
ん
こ
ん 

す
こ
こ
ん
こ
ん

お
ほ
も
ん
ぐ
ち
ぎ
や
ま
ち
み
の
う
ら
た
か
う
ら

米
屋
の
き
み
き
み
道
中
み
ご
と
な
こ
と
は
る
さ
き

向
へ
ば
花
む
ら
さ
き 

相
川 

千
代
川
あ
い
い
ろ
に
そ
め
て

信
濃
の
善
行
寺
や
の
せ
こ
の
せ
や
つ
こ
の
こ
の
せ



あ
れ
み
い
さ
い
向
ふ
見
れ
ば
ほ
か
け
船
が
二
ち
よ
う
続
く 

三
ち
よ
う
続
く

つ
づ
い
た
お
舟
に 

お
女
郎
の
せ
て
お
ん
客
の
せ
て

あ
と
か
ら
や
か
た
押
し
か
け
る
押
し
か
け
る
船
頭
が
と
め
る

と
め
て
も
あ
い
ら
に
ご
し
よ
い
ら
ぬ
ご
し
よ
い
ら
ぬ 

お
ん
ご
し
よ
い
ら
ぬ 

あ
い
ら
に
か
ま
ふ
と
日
が
く
れ
る
日
も
く
れ
よ
う
が
お
月
も
出
よ
う
が

さ
ん
し
き
や
し
き
に
出
て
は
や
す
出
て
は
や
す
お
江
戸
で
は
や
す

お
江
戸
の
名
主
の
仲
む
す
め
色
白
で
桜
色
で
い
ろ
さ
庄
屋
へ
も
ら
わ
れ
て

あ
の
庄
屋
は
だ
て
の
庄
屋
で
何
々
着
せ
て
あ
げ
ま
し
よ
う

絹
袖
に
金
ら
ん
ど
ん
に
あ
や
む
ら
さ
き
か
七
か
さ
ね

七
か
さ
ね 

八
か
さ
ね
そ
ろ
へ
て
染
め
て
お
く
れ
よ
紺
屋
さ
ん

紺
屋
の
や
く
な
ら
染
め
て
も
あ
げ
ま
し
ょ
う
張
っ
て
も
あ
げ
ま
し
ょ
う

お
形
は
何
々
お
つ
け
や
る
う
し
ろ
に
は
雉
子
の
め
ん
ど
り

前
に
は
白
さ
ぎ 

白
ね
ず
み

お
ら
が
後
の
千
松
は 

京
へ
上
っ
て
舟
下
し
舟
は
何
舟 

か
ん
ど
舟

か
ん
ど
に
続
い
て
支
那
ま
で
支
那
の
土
産
は
何
土
産

一
に
香
箱
二
に
つ
づ
ら
三
に
さ
ら
し
の
お
帷
っ
て

誰
に
着
せ
よ
う
と
買
、っ
て
来
た
お
こ
よ
に
着
せ
よ
う
と
買
う
て
来
た

お
こ
よ
が
死
ん
だ
ら
道
心
ぼ
う
道
心
な
ん
ぞ
と
い
う
も
の
は

青
竹 

枯
竹 

枝
に
し
て
は
か
ま
を
は
か
せ
て
墓
ま
い
り

は
て
は
不
思
議
な
鳥
が
な
く 

一
や
二 

三
や
四
、
五
、
六
、
七
、
八
、
九
、
十 

向
う
山
の
な
く
鳥
は
ち
ゆ
う
ち
ゆ
う
鳥̂

>

め
ん
ど
り
か

忠
三
郎
の
み
や
げ
、
な
に
な
に
も
ら
っ
た
銀
の
か
ん
ざ
し
も
ら
っ
た

や
ぶ
の
か
げ
に
置
い
た
ら
ば
忠
々
ね
ず
み
が
ひ
い
て
っ
た

ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
ひ
い
て
っ
た
鎌
倉
街
道
の
真
中
で

一
ぬ
け 

二
ぬ
け 

三
ぬ
け 

さ
く
ら
五
葉
松
や
な
ぎ 

柳
の
下
の
ぼ
う
さ
ん
は 

蜂
に
〇
〇
〇
を
さ
さ
れ
て 

痛
い
と
も
い
は
ず
か
ゆ
い
と
も
い
は
ず
た
だ
泣
く
ば 

か
り

ま
ず
ま
ず
一
か
ん
か
し
ま
し
た(

荒
ロ)

㈡

羽

根

つ

き

歌

お
ひ
よ
、
お
は
よ
、
お
し
め
と
女
郎
と
ど
こ
へ
ご
ざ
る
。

お
江
戸
へ
ご
ざ
る
、
お
江
戸
の
道
で
羽
の
は
え
た
鳥
と
羽
の
は
え
な
い
鳥
と

ぎ
し
、
ぎ
し
、
ば
さ
、
ば
さ
く
る
り
と
は
っ
て
一
か
ん
さ
。

一
人
来
な
、
二
人
来
な
、
三
人
来
た
ら
ば
寄
っ
と
い
で

い
つ
来
て
み
て
も
、
な
な
こ
の
お
び
を

や
の
字
に
し
め
て
、
く
る
り
と
ま
わ
ち
ゃ

I  

貫
せ
。

お
正
月
の
三
日
の
日
、
大
師
様
の
お
祭
り
で

お
ば
さ
ん
の
と
こ
へ
行
っ
た
ら
ば
、
芋
煮
で
つ
ん
出
し
た
。
か
ぶ
を
煮
て
つ
ん 

出
し
た
。
い
ま
ち
も
食
べ
た
い
と
い
っ
た
ら
ば
杓
子
で
顔
を
つ
つ
い
た
。(

荒
ロ) 

「
お
正
月
は
三
日
の
日
、
大
師
様
の
お
祭
り
で
、
お
ば
さ
ん
と
こ
ろ
へ
い
っ
た
ら 

ば
、
い
も
を
煮
て
つ
ん
だ
し
て
、
大
根
煮
て
つ
ん
だ
し
て
、
も
ぅ
ち
っ
と
呉
れ
と
い
っ 

た
な
ら
、
横
目
で
睨
め
た
。
」

羽
根
は
、
ギ
ン
ナ
ン
の
実
に
鶏
の
羽
を
指
し
た
り
、
石
を
紙
で
包
ん
で
縛
っ
た
り 

し
て
つ
い
た
。(

下
大
島)

子
も
り
唄 

子
守
り
っ
て
楽
な
よ
ぅ
で
辛
い
も
の
。
雨
風
吹
く
時
や
宿
は
な
い
。
 

人
の
軒
場
で
日
を
暮
ら
す
。(

下
大
島)

十
、
馬

子

唄

一
に
や
追
分
、
二
に
や
軽
井
沢
、
三
に
や
阪
本
、
ま
ま
な
ら
ぬ
、
ハ
イ
—

ハ
イ 

馬
方
し
な
く
と
も
世
に
営
業
が
な
け
り
ゃ
、
私
が
一
人
立
過
す
ハ
イ
—

ハ
イ 

畜
生
ど
こ
を
通
る
、
木
崎
の
宿
よ
、
端
に
は
狸
の
穴
も
あ
る
、

ハ
イ
ー
ハ
イ 

伊
香
保
出
て
か
ら
水
沢
ま
で
は
、
雨
も
降
ら
ぬ
に
袖
絞
る 

ハ
イ
ー
ハ
イ 

私
や
太
田
の
金
山
育
ち
、
外
に
木
は
な
い
、
松
ば
か
り
ハ
イ
ー
ハ
イ(

荒
ロ)



十
一
、
機 

織 

歌

今
の
は
や
り
の
は
た
お
り
娘
主
と
梭
と
梭
と
藍
み
じ
ん
。

可
愛
い
主
さ
ん
小
筆
で
招
く
私
や
機
織
、
お
さ
で
招
く
。

主
は
正
宗
、
私
や
鲭
刀
主
は
切
れ
て
も
、
私
や
切
れ
ぬ
。(

荒
ロ)

十
二
、
そ
の
他
の
芸
能.

娯
楽

芸
人 

ダ
ィ
ヵ
グ
ラ
は
前
橋
中
町
の
丸
一
が
来
た
。
浪
花
節
、
祭
文
語
り
、
噺
家
、
 

(

天
山
が
来
た)

猿
使
い
な
ど
が
来
た
。

三
河
万
才
が
来
た
。
乞
食
万
才
と
い
、っ
。
二
人
一
組
で
来
て
門
付
を
し
た
。
 

蒲
原
獅
子
は
親
方
一
人
、
子
供
二
人
の
角
兵
衛
獅
子
で
、
親
方
に
な
ぐ
ら
れ
た
り 

可
愛
相
だ
っ
た
。

ゴ
ゼ
は
三
人
一
組
で
一
人
は
目
の
い
い
の
が
い
た
。
杖
に
つ
か
ま
っ
て
饅
頭
笠
を 

か
ぶ
り
着
物
を
尻
ぱ
し
ょ
り
し
て
脚
判
を
卷
い
て
い
た
。
三
味
線
を
背
負
っ
て
来 

た
。
宿
は
大
体
決
ま
っ
て
い
て
一
晚
か
二
晚
と
ま
り
、
そ
こ
で
ゴ
ゼ
歌
を
歌
っ
た
。
 

門
付
け
も
や
っ
た
。
語
り
物
は
人
情
噺
し
で
し
め
っ
ぽ
い
の
が
多
か
っ
た
。(

下
大 

島)祭
文
語
り
、
デ
ロ
レ
ン
が
来
て
、
薬
師
様
に
泊
っ
た
。

シ
ン
舞
い
、
猿
廻
し
も
来
た
。(

小
屋
原)

神
楽
、
三
河
万
歳
、
春
駒
な
ど
も
時
期
時
期
に
や
っ
て
き
た
。

人
形
芝
居
は
き
た
こ
と
は
な
い
。(

荒
ロ)

村
に
来
た
芸
能
人
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
っ
た
。

ゴ
ゼ 

盲
と
そ
の
手
を
ひ
く
人
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
村
に
一
度
に
五
人
も
来
た
こ
と 

が
あ
っ
た
。
三
銭
で
も
五
銭
で
も
く
れ
て
や
る
と
、
い
く
ら
で
も
歌
っ
た
。
た
く 

さ
ん
く
れ
る
と
越
後
獅
子
を
や
っ
た
。
踊
り
も
で
き
た
が
、
こ
の
方
は
目
あ
き
で 

あ
っ
た
。

芝
居 

高
浜
喜
久
義
が
二
の
宮
の
青
果
市
場
へ
ょ
く
来
て
興
行
し
た
。

浪
曲
師•

曲
芸
は㊀

、
左
衛
門
も
来
た
。(

西
大
室)

大
神
楽 

前
橋
の
丸I

興
業
の
大
神
楽
が
、
下
に
は
ょ
く
き
た
も
の
だ
っ
た
。
 

マ
ル
イ
チ
は
前
橋
の
飯
田
の
興
行
師
で
、
一
年
に
二
回
車
を
引
い
て
や
っ
て
き
た
。
 

泊
る
宿
を
求
め
て
、
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
な
演
出
を
や
っ
た
。(

荒
ロ)

祭
文
語
り
は
六
〇
年
前
ま
で
来
た
。
坊
主
の
形
で
あ
り
、
野
坊
主
で
あ
っ
た
。(

荒
ロ) 

丸

I

神
楽 

前
橋
か
ら
来
た
。
昭
和
に
な
っ
て
一
回
、
神
社
が
出
来
た
と
き
頼
ん 

で
来
て
も
ら
っ
た
。(

荒
ロ)

三
河
万
才
六
〇
年
前
ま
で
来
た
。
最
後
は
三
年
つ
づ
け
て
来
て
終
り
に
な
っ
た
。
 

(

荒
ロ)

十
人
ぐ
ら
い
が
一
座
に
な
っ
て
、
二
月
ご
ろ
巡
回
し
て
き
た
。
宿
を
一
軒
き
め
て 

泊
り
、
新
築
な
ど
の
祝
い
事
の
あ
っ
た
家
と
一
晚
い
く
ら
で
契
約
し
て
興
行
し
た
。
 

三
河
万
才
の
ほ
か
、
芝
居
や
民
謡
、
踊
り
な
ど
を
、
座
敷
を
借
り
て
演
じ
た
。
昭
和 

十
一
年
ご
ろ
、
十
円
だ
っ
た
の
を
五
円
に
ま
か
し
て
や
ら
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
楽
器 

は
鼓.

胡
弓.

太
鼓
な
ど
を
用
い
、
か
な
り
エ
ッ
チ
な
こ
と
を
演
じ
た
の
で
人
気
が 

あ
っ
た
。
見
物
人
は
無
料
だ
っ
た
。(

下
大
屋)

正
月
に
か
ぎ
ら
ず
、春
に
な
る
と
每
年
上
の
四
〜
五
軒
に
き
ま
っ
て
や
っ
て
き
た
。
 

重
箱
に
米
を
や
っ
た
り(

お
さ
ご)

、
五
銭
く
ら
い
ひ
ね
っ
て
や
っ
た
。
村
ぅ
ち
を
流 

す
と
つ
ぎ
の
村
へ 

い
っ
た
。
泊
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。(

荒
ロ)

カ
ド
ツ
ケ 

三
河
万
才
、
正
月
の
終
り
か
ら
二
月
に
か
け
て
き
た
。
昼
は
各
家
を 

廻
り
、
夜
は
ヤ
ド
で
や
っ
て
い
た
。(

下
大
屋)

初
正
月
の
ぅ
ち
に
三
河
万
才
が
二
人
組
ん
で
家
々
を
回
っ
た
。
才
蔵
が
米
を
集
め 

た
。(

下
大
屋)

春
駒 

春
、
蚕
の
出
る
前
に
一
人
で
来
た
。
女
だ
っ
た
。
男
は
見
な
い
。
馬
の
頭 

を
持
っ
て
鈴
を
つ
け
て
、
各
家
を
門
付
け
し
て
ま
わ
っ
た
。

春
の
始
め
の
春
駒
な
ん
ぞ
、
蚕
の
繁
昌
、

ハ
ネ
コ
メ
、
マ
イ
コ
メ
な
ど
と
メ
デ
タ 

イ
言
葉
を
言
っ
た
。(

下
大
島)

鈴
を
つ
け
て
「夢
に
み
て
い
た
は
…
…
」
と
歌
い
な
が
ら
た
ま
に
や
っ
て
き
た
。



女
衆
が
二
人
か
三
人
だ
っ
た
。(

富
田)

祭
文
語
り 

観
音
堂
の
中
で
、
デ
エ
ロ
レ
ン
な
ど
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
 

錫
杖
を
か
つ
い
だ
り
、
鳴
ら
し
た
り
し
な
が
ら
、
個
人
の
家
に
泊
る
こ
と
も
あ
っ 

た
。
「
せ
え
も
ん
せ
え
」
な
ん
て
い
っ
た
。(

富
田)

虚
無
僧 

め
だ
っ
た
家
を
え
ら
ん
で
、
尺
八
を
ぷ
う
一
と
や
っ
て
、
門
付
を
し
て 

い
た
。(

荒
ロ)

福
俵 

「
ヒ
ト
コ
ロ
ガ
シ
が
千
俵
」
な
ど
と
い
い
な
が
ら
こ
ろ
が
し
た
。
何
か
芸 

が
あ
る
と
も
ら
い
が
よ
け
い
に
な
っ
た
。(

富
田)

ゴ
ゼ 

戦
前
は
正
月
ご
ろ
、
越
後
か
ら
ゴ
ゼ
が
回
っ
て
来
た
。
宿
を
予
約
し
て
泊 

り
、
荷
物
を
置
い
て
、
か
ら
身
で
家
々
を
回
る
。
子
ど
も
が
ゴ
ゼ
の
手
引
き
を
し
て 

く
る
。
每
年
同
じ
人
が
懇
意
に
な
っ
た
家
へ
来
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ゴ
ゼ
は
中
年 

の
女
で
盲
も
、
眼
あ
き
も
い
た
。
幾
人
か
が
組
ん
で
来
て
、
泉
沢
へ
二
人
、
下
大
屋 

へ 

二
人
な
ど
と
分
か
れ
る
。
昼
間
は
近
所
の
家
々
を
回
り
、
夜
は
宿
に
近
所
の
人
を 

集
め
て
歌
っ
た
。
門
付
の
時
に
一
銭
か
二
銭
く
れ
た
が(

い
く
ら
で
も
よ
い)

、
夜
も 

お
金
を
く
れ
る
人
が
い
た
。
宿
の
寝
泊
り
は
無
料
で
、
ゴ
ゼ
は
固
い
か
ら
色
恋
に
走 

ら
ず
、
男
は
受
け
付
け
な
か
っ
た
。(

下
大
屋)

新

潟(

越
後
の
蒲
原
郡)

か
ら
来
た
。

一
人
眼
の
見
え
る
者
が
い
て
、
二
〜
四
人 

が
一
組
に
な
っ
て
い
る
。
食
事
は
四
人
が
来
れ
ば
四
戸
で
た
べ
、
食
事
を
出
し
た
家 

で
布
団
を
宿
を
す
る
家
に
運
ん
で
寝
る
。
宿
で
唄
を
う
た
い
、
二
十
銭
立
与
え
た
。
 

屋
根
や
の
文
ち
ゃ
ん(

吉
原
文
治
氏
、
親
が
越
後
の
人
で
、
夏
は
越
後
、
冬
は
当
地 

に
住
み
、
後
に
当
地
に
住
み
つ
い
た)

の
家
に
よ
く
泊
っ
て
い
た
。(

下
大
屋) 

二
〜
三
人
が 

一

組
に
な
っ
て
来
た
。
一
人
位
目
の
い
い
人
が
い
る
。
子
供
が
多
い
。
 

大
体
泊
り
つ
け
の
家
が
あ
っ
た
。
固
い
家
に
泊
っ
た
。
大
体
一
晩
で
帰
る
。
 

二
味
線
を
ひ
い
て
淋
し
い
よ
う
な
歌
を
歌
っ
た
。
若
い
衆
が
集
ま
っ
た
。(

小
屋
原) 

決
っ
て
宿
を
す
る
家
が
あ
っ
て
、
泊
っ
て
い
っ
た
。
夜
に
な
る
と
近
所
の
者
が
寄
っ 

て
、
ご
ぜ
の
唄
と
三
味
線
を
き
い
た
。(

荒
ロ)

每
年
き
た
。
同
一
人
物
が
く
る
よ
う
だ
っ
た
。
泊
め
る
と
い
え
ば
、
荷
を
置
い
て 

ひ
と
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
か
せ
い
で
き
て
か
ら
、
宿
に
近
所
の
者
が
集
ま
っ
て
き
て
、

お
茶
で
も
飲
み
な
が
ら
歌
を
き
い
た
。
い
く
ら
か
お
ひ
ね
り
に
し
て
や
つ
た
も
の
だ
。
 

(

富
田)

ゴ
ゼ
が
来
て
村
の
中
に
泊
つ
た
と
き
は
、
宿
に
村
中
が
集
ま
つ
た
。
ゴ
ゼ
の
宿
は 

ほ
ぼ
き
ま
つ
て
い
た
が
、
宿
礼
は
金
で
払
わ
ず
、
ウ
タ
を
歌
つ
て
払
つ
た
も
の
。
も 

ら
つ
た
金
は
出
さ
な
い
と
い
う
ゴ 

ゼ
の
考
え
だ
つ
た
よ
う
で
、
そ
の
時
分
の 

ハ 

ヤ
り 

ウ

タ(

流
行
歌
な
ど
を
歌
つ
た
。)
(

荒
子)

芝
居 

荒
子
の
中
で
も
舞
台
の
人
に
は
、
村
の
名
前
の
通
り
芝
居
の
好
き
な
人
が 

多
く
い
て
や
つ
た
。
大
正
十
三
年
に
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題
の
解
決
が
つ
い
て
、
そ
の 

祝
い
に
芝
居
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
青
年
が
舞
台
つ
く
り
を
し
て
に
ぎ
や
か
に
や
つ 

た
。(

荒
子)

明
治
時
代
に
は
、
飯
土
井
に
は
シ
バ
ヤ
キ
チ
ゲ
エ
が
大
勢
い
て
、|

週
間
通
し
で 

や
つ
た
。
仲
間
が
五
十
三
人
い
て
、
警
察
の
取
締
り
を
受
け
た
の
で
東
京
へ
出
て
行 

き
、
東
京
に
寄
留
し
て
手
続
き
を
し
て
鑑
札
を
受
け
て
や
つ
た
く
ら
い
で
あ
る
。

芝
居
を
や
る
と
き
は
、
ひ
と
ま
わ
り
三
日
、
そ
れ
を
三
回
連
続
す
る
も
の
で
、
舞 

台
か
け
に
は
飯
土
井
だ
け
で
な
く
、
新
井
か
ら
み
ん
な
手
伝
い
に
来
た
。
親
せ
き
だ 

け
で
な
く
、
そ
の
隣
り
近
所
の
人
た
ち
も一

緒
に
来
る
の
で
接
待
も
大
変
だ
つ
た
。
 

ハ
ナ
は
半
返
し
と
い
い
、
返
さ
な
く
て
も
い
い
人
の
分
は
、
金
品
の
額
を
十
倍
に 

し
て
書
き
出
し
、
返
し
て
も
二
倍
に
は
書
き
出
し
て
披
露
し
た
。

ハ
ナ
ガ
エ
シ
は
簡 

略
な
も
の
は
フ
ダ(

金
券)

で
出
し
た
。
舞
台
近
く
に
露
店
が
出
て
い
る
の
で
、
店 

で
買
つ
て
間
に
合
わ
せ
た
こ
と
も
あ
る
。(

飯
土
井)

飯
土
井
で
芝
居
を
や
る
と
き
は
、
小
屋
つ
く
り
の
手
伝
い
に
行
く
。(

新
中)

芝
居
と
雨 

村
で
芝
居
を
や
つ
た
こ
ろ
、芝
居
の
出
し
物
に
よ
つ
て
雨
が
降
つ
た
。
 

特
に
曾
我
物
語
を
や
る
と
雨
が
降
る
と
い
わ
れ
、
あ
れ
る
の
が
つ
ら
い
の
で
、
ロ 
— 

ソ
ク
を
上
げ
て
祀
つ
て
お
い
た
。(

荒
子)

浪
花
節
大
正
時
代
に
青
年
会
で
每
冬
の
よ
う
に
浪
花
節
の
興
行
を
し
た
。
伊
勢 

崎
の
桃
中
軒
菊
之
助
。
花
丸
な
ど
を
連
れ
て
来
て
、
農
家
を
借
り
て
二
晚
も
三
晚
も 

や
つ
た
。(

下
大
屋)

猿
廻 

初
午
の
こ
ろ
、
猿
廻
し
が
回
つ
て
来
た
。
一
銭
く
ら
い
く
れ
た
。(

下
大
屋)



ノ
ラ
ボ
ウ 

乞
食
を
ノ
ラ
ボ
ウ
と
い
い
、
産
泰
神
社
の
お
祭
り
に
は
、
ぶ
つ
か
り 

そ
う
な
ほ
ど
集
ま
っ
た
。
「下
大
屋)

引
っ
ぱ
り
も
ん 

見
せ
物
で
、大
蛇
な
ど
を
持
っ
て
産
泰
神
社
の
お
祭
り
に
来
た
。

(

下
大
屋)

獅
子
舞 

始
め
の
獅
子
は
わ
ら
細
工
で
俵
パ
シ
を
作
っ
て
か
ぶ
り
、
ハ
ィ
繩
で
パ 

ク
パ
ク
さ
せ
て
悪
魔
払
い
に
使
っ
た
。
現
在
、
神
社
に
二
組
あ
る
頭
の
古
い
方
は
京 

都
か
ら
持
っ
て
来
た
も
の
で
、
百
年
以
エ
前
、
二
度
め
は
信
州
か
ら
持
っ
て
来
た
も 

の
で
、
や
や
小
さ
い
。
二
人
立
で
、
前
の
人
が
頭
を
か
ぶ
り
耳
か
ら
鼻
を
吊
り
、
模 

様
ロ
で
く
わ
え
る
。
後
の
人
が
胴
に
入
る
。(

泉
沢)

獅
子
舞
は
シ
モ
の
方
か
ら
、
あ
が
っ
て
く
る
ょ
う
だ
っ
た
。(

荒
ロ)

盆
踊
り 

舞
台
を
か
け
て
や
っ
た
。
学
校
騒
動
、
白
井
権
八
、
国
定
忠
治
、

マ
マ 

コ
三
次
な
ど
を
歌
っ
た
。

関
東
震
災
の
日
に
や
っ
て
い
た
。
東
京
の
火
事
が
見
え
る
訳
が
ね
え
と
言
っ
て
、
 

ポ
ン
プ
を
か
つ
い
で
出
か
け
た
。

旧
勢
多
郡
内
位
の
盆
踊
り
に
は
遊
び
に
行
っ
た
。(

小
屋
原)

義
太
夫 

明
治
ま
で
は
盛
ん
だ
っ
た
。
今
の
年
寄
り
の
親
の
代
に
は
地
芸
居
も 

や
っ
た
。
農
家
で
や
り
、
関
係
の
あ
る
人
は
ハ
ナ
を
包
ん
だ
。
十
銭
包
む
と
三
十
銭 

と
い
う
風
に
三
倍
に
書
い
て
披
露
し
た
。

太
閤
記
の
台
本
な
ど
が
残
っ
て
い
る
。(

小
屋
原)

力
比
べ
上
の
境
内 

に
、
六
角
の
石
塔
だ
の
、
 

真
中
が
ふ
く
れ
て
い
る 

石
だ
の
が
あ
っ
た
。
ど 

れ
も
二
十
五
六
貫
あ
る
。
 

夜
遊
び
に
行
っ
ち
ゃ
、
 

帰
り
に
か
つ
い
だ
。

〇

一
之
宮)

力
く
ら
べ
は
二
十
二

貫
も
あ
る
供
養
塔
で
力
く
ら
べ
を
行
な
っ
た
。
夜
遊
び
の
行
き
や
帰
り
に
か
つ
い
で 

持
歩
い
た
。(

荒
ロ)

、(

今
井)

若
い
衆
は
、
力
が
あ
っ
て
腕
っ
ぷ
し
の
強
い
の
が
自
慢
だ
っ
た
が
、
特
に
い
せ
い 

の
い
い
の
を
あ
ば
れ
と
い
っ
た
。
外
に
は
、
遊
び
に
い
け
な
い
の
で
、
村
う
ち
で
よ 

く
遊
ん
だ
。

つ
ぎ
の
よ
う
な
遊
び
が
あ
る
。

俵
か
つ
ぎ
競
争
、
軍
動
会
で
は
ほ
か
に
、
醬
油
樽
に
水
を
い
れ
て
、
ふ
た
つ
さ
げ 

て
か
け
る
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
腕
に
力
が
な
い
と
足
に
ぶ
つ
か
っ
て
走
れ
な
い
。
 

軍
隊
で
は
、
軍
装
は
六
貫
目
も
あ
っ
た
。
素
手
で
か
け
て
は
お
そ
い
も
の
で
、
軍
装 

す
る
と
は
い
の
が
い
た
が
、
た
い
て
い
そ
れ
は
百
姓
だ
。

力
く
ら
べ
、
す
も
う
や
一
升
ま
す
の
上
に
立
っ
て 

俵
を
か
つ
い
た
り
石
を
か
つ 

い
だ
り
す
る
こ
と
も
や
っ
た
。
石
塔
か
つ
ぎ
は
、
二
十
四
貫
も
あ
る
石
塔
を
か
つ
ぐ 

の
だ
が
、
つ
い
と
か
つ
げ
ば
い
い
の
を
胸
の
と
こ
ろ
で
ゆ
す
る
の
が
い
た
。
あ
れ
は 

余
裕
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
い
て
い
は
半
て
ん
の
襟
を
切
っ
た
り
し
て
、
女
衆
に 

あ
た
ら
れ
た
。(

荒
ロ)

相
撲 

ィ
ン
キ
ョ
の
前
の
方
で
や
る
。
土
俵
を
つ
い
て
や
っ
た
も
の
で
、
我
こ
そ 

は
と
い
う
近
隣
の
村
々
の
力
自
慢
が
や
っ
て
来
た
。
こ
う
し
た
人
た
ち
の
間
で
八
幡 

講
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
殖
蓮
の
人
が
中
心
で
、
こ
の
村
か
ら
も
二
人
入
っ
て
い
て
、
 

大
会
を
や
る
と
み
ん
な
来
た
。
相
撲
甚
句
も
や
っ
た
。

村
の
人
で
八
平
さ
ん
が
新
井
川
、
富
田
の
人
に
は
庚
申
山
と
い
う
人
が
い
た
。(

新

井)
競
馬 

日
露
戦
勝
記
念
に
村
で
二
回
や
っ
た
と
い
う
。(

新
井)

花
火
大
会 

村
の
中
に
花
火
師
が
い
て
、
稲
荷
山
に
花
火
筒
を
二
十
本
く
ら
い
ふ 

せ
て
お
い
て
や
っ
た
と
い
う
。
筒
の
口
径
は
四
寸
二
分
、
ソ
ク
シ
ン
流
と
い
う
流
派 

と
伝
え
ら
れ
、
高
く
上
が
っ
て
下
の
方
ま
で
続
い
て
光
る
も
の
を
つ
く
っ
て
い
た
。
 

火
薬
を
う
ん
と
使
っ
た
花
火
だ
っ
た
。
利
根
と
は
さ
ん
で
東
西
対
抗
を
し
た
こ
と
も 

あ
り
、
日
高
の
お
宮
の
大
会
で
優
勝
し
た
額
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
花
火
で
身
上
を 

終
ら
せ
た
家
も
あ
っ
た
。(

新
井)

映
画
館
の
ハ
ナ 

昭
和
の
初
こ
ろ
ま
で
は
、
映
画
館
に
個
人
で
入
る
よ
り
も
、
団

力石(東大室)

(都丸十九一撮影)



体
で
ま
と
め
て
出
す
と
座
ぷ
と
ん 

を
出
し
て
、
紙
に
書
い
て
貼
り
出
し 

て
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
た
も
の
で
あ 

る
。(

飯
土
井)

和
讃
念
仏
と
同
じ
よ
ぅ
に
老
人 

会
の
人
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
和
讃 

も
か
な
り
盛
ん
で
あ
る
。
ま
た
お
寺 

も
こ
の
人
た
ち
の
指
導
に
当
っ
て
い 

る
。
次
の
和
讃
は
二
子
山
が
「
開
け 

た
と
き
」(

明
治
十
年
、
二
子
山
古
墳 

を
掘
っ
た
時)

作
ら
れ
た
も
の
と
い 

ぅ
。
土
地
に
関
係
の
あ
る
和
讃
な
の 

で
次
に
そ
の
全
文
を
報
告
し
て
お 

く
。(

西
大
室)

き
み
ょ
う
ち
ょ
う
れ
い 

こ
う
づ
け
の 

は
せ
た
の
こ
う
り
お
お
む
ろ
の 

ふ
た
ご
の
や
ま
の
ゆ
ら
い
を
ば 

た
づ
ね
て
み
れ
ば
そ
の
む
か
し 

か
た
じ
け
な
く
も
じ
ん
の
う
は 

十
一
だ
い
の
お
ん
み
か
ど

す
い
に
ん
て
い
の
み
よ
の
こ
と 

あ
つ
ま
の
え
ぞ
を
を
し
し
つ
め 

あ
ま
ね
く
ぷ
ん
か
を
ひ
ろ
め
ん
と

す
め
み
こ
と
よ
き
い
り
ひ
こ
の

み
こ
と
を
は
じ
め 

ご
し
そ
ん
を 

み
む
ろ
わ
け
や
あ
ら
た
わ
け

そ
の
た
の
ぶ
ん
ぶ
の
い
く
さ
び
と

く
た
し
た
ま
ふ
て
す
ま
わ
せ
ば

こ
の
け
の
く
に
は
み
こ
と
ら
の 

お
ん
と
く
あ
ま
ね
く 

お
さ
ま
れ
り 

そ
の
ご
お
よ
そ
に
せ
ん
ね
ん

お
ん
み
さ
さ
ぎ
の
し
れ
ざ
れ
ば 

ち
よ
う
て
い
に
て
は
り
や
う
も
う
の 

く
に
じ
ゆ
う
く
ま
な
く 

し
ら
べ
け
り 

こ
ろ
は
め
い
じ
の 

と
と
せ
あ
き 

ま
へ
ふ
た
ご
を
ほ
り
た
る
に 

あ
ま
た
の
ど
き
や
は
に
わ
な
ど

ご
だ
い
の
し
な
じ
な 

い
で
に
け
り 

と
ど
け
に
よ
り
て
な
い
む
し
よ
う 

く
な
い
し
よ
う
な
ど 

そ
の
す
じ
の 

か
か
り
の
ひ
と
や 

が
く
し
ゃ
た
ち 

と̂

と
を
し
ら
べ 

な
し
た
ま
ふ 

ぜ
ん
ご
の
ふ
た
ご
は
み
な
と
も
に 

は
や
し
の
な
か
に
し
づ
ま
り
て 

な
か
の
ふ
た
ご
は
ご
り
や
う
な
る 

ね
ま
に
つ
つ
ま
れ
こ
う
ご
う
し 

ふ
た
ご
の
や
ま
の 

そ
の
ひ
が
し 

ご
れ
い
じ
ん
じ
ゃ
の
さ
い
じ
ん
は 

み
に
む
ろ
わ
け
の
み
こ
と
に
て 

い
つ
き
ま
つ
ら
れ 

お
は
し
け
り 

二
子
の
や
ま
は
三
つ
あ
り 

ま
へ
な
か
あ
と
の
み
つ
に
あ
り 

か
た
ち
は
い
づ
れ
も 

お
な
じ
に
て 

ぜ
ん
ぽ
う
ご
え
ん
の 

た
か
き
つ
か 

そ
の
い
し
む
ろ
の
つ
き
か
た
や

二子山由来和讃の一部(西大呈)



い
で
た
る
し
な
に
て
ふ
た
ご
こ
そ

と
う
と
き
か
た
の 

み
さ
さ
ぎ
と

す
い
て
い
す
る
に
か
た
か
ら
ず

ろ
う
じ
ん
か
い
の
ひ
と
び
と
は

く
る
と
し
ご
と
の
ひ
が
ん
い
に

ご
こ
く
の
か
み
と
た
ふ
と
み
て

ね
ん
ぶ
つ
と
な
へ
あ
げ
る
な
り

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
あ
み
だ
ぶ
つ

I

伝
流
小
太
刀 

浅
山
一
伝
一
故
が
編
み
出
し
た
流
派
で
、
赤
堀
の
本
間
派
の
も 

の
よ
り
上
位
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
招
ば
れ
て
行
っ
て
も
上
座
に
つ
い
た
と
い
う
。
 

本
間
か
ら
頭
を
下
げ
て
目
録
を
見
せ
て
も
ら
い
に
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。(

文
書 

は
石
綿
家
に
あ
る)
(

飯
土
井)

子
供
の
遊
び 

竹
馬
。
独
楽
回
し
。
鞠
つ
き
。
お
手
玉
。
細
螺
。
ィ
ロ
ハ
ガ
ル
タ
。
 

モ
ン
ヅ
ケ(

ト
ッ
コ
の
こ
と
。
皮
の
ま
ま
の
落
花
生
を
一
つ
ず 
つ
か
け
て
や
っ
た
。) 

タ
コ
上
げ
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
や
る
。

コ
マ
夏
を
除
い
て
よ
く
や
っ
た
。

ネ
ッ
ク
ィ 

木
の
棒
で
つ
く
り
、
角
が
出
る
よ
う
に
し
た
。

ブ
ッ
ツ
ケ 

メ
ン
コ
の
こ
と
で
、
戸
な
ど
に
ぶ
つ
け
て
返
っ
て
来
た
も
の
が
相
手
の 

も
の
に
ぶ
つ
か
る
と
勝
っ
た
。

オ
コ
シ 

ブ
ッ
ツ
ケ
の
か
わ
り
に
下
に
あ
る
相
手
の
も
の
を
へ
ガ
ス(

裏
返
し
す
る) 

と
勝
て
る
。

竹
ト
ン
ボ 

葬
式
の
と
き
な
ど
に
ハ 

ヤ
カ
ゴ
な
ど
を
つ
く
っ
た
残
り
の
竹
で
大
人
た 

ち
が
つ
く
っ
て
く
れ
た
も
の
。(

荒
子)

ハ
ジ
キ
昔
は
し
た
。
動
物
に
握
ら
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
。(

下
大
島) 

子
供
喧
嘩 

川
を
は
さ
ん
で
石
の
投
げ
っ
こ
を
や
っ
た
。
山
王
の
猿
っ
子
な
ど
と 

相
手
を
馬
鹿
に
し
た
。(

下
大
島)

草
花
の
遊
び 

お
寺
や
神
社
の
庭
で
、
ご
ざ
を
し
い
て
ハ
ッ
パ
で
ワ
ン
コ
を
作
っ 

て
、
松
バ
を
ハ
シ
に
お
客
さ
ん
ご
っ
こ
を
し
た
。(

富
田)

ぶ
っ
ち
め 

ま
わ
り
が
山
だ
っ
た
か
ら
、
ぶ
っ
ち
め
を
た
く
さ
ん
し
か
け
た
。
学 

校
が
え
り
に
は
、
ぶ
っ
ち
め
ま
わ
り
で
く
ら
く
な
づ
た
。(

荒
ロ)

竹
馬 

て
ん
か
お
と
し
を
ょ
く
や
っ
た
。
ま
た
、
年
上
の
者
が
大
将
に
な
っ
て
、

「
ど
こ
ま
で
も
お
れ
の
後
を
つ
い
て
こ
い
」
な
ど
と
い
っ
て
、

一
列
に
な
っ
て
強 

行
軍
を
や
っ
た
。
た
い
て
い
小
さ
い
子
は
途
中
で
お
ち
て
し
ま
っ
て
、
泣
き
た
い 

ほ
ど
だ
っ
た
。(

荒
ロ)

竹
ト
ン
ボ 

か
わ
か
し
た
竹
で
こ
し
ら
え
る
。
な
れ
な
い
と
小
刀
で
手
を
切
る
こ 

と
が
あ
っ
た
。(

荒
ロ)

ネ
ッ
ク
イ 

ょ
そ
ん
ち
の
山
の
木
を
切
っ
と
ば
し
て
、
ネ
ッ
ク
イ
を
つ
く
っ
て
遊 

ん
だ
。
お
も
し
ろ
い
か
ら
、
半
日
く
ら
い
ネ
ッ
ク
イ
の
し
ど
お
し
だ
。(

荒
ロ) 

あ

て

字
®
-

の
字
を
書
い
て
、
そ
の
上
に
砂
を
か
ぶ
せ
、
ぷ
っ
ぷ
っ
と
吹
く
と®
 

が
で
て
く
る
。
そ
ん
な
風
に
遊
び
な
が
ら
、
学
校
に
行
け
ぬ
子
供
も
字
を
お
ぼ
え 

た
。

親
が
そ
ろ
っ
て
い
れ
ば
、
学
校
へ
行
く
こ
と
も
で
き
た
が
、
学
校
へ
行
く
こ
と
も 

な
け
れ
ば
、
お
ば
あ
さ
ん
が
針
し
ご
と
を
し
て
い
る
か
た
わ
ら
で
、
遊
ぶ
こ
と
が 

多
か
っ
た
。(

富
田)

草
博
奕 

子
供
の
遊
び
で
、
草
を
刈
っ
て
、
山
に
し
た
も
の
の
中
に
繩
の
輪
を
入 

れ
て
、
こ
れ
に
鎌
を
さ
し
て
当
て
た
も
の
が
草
の
山
全
部
を
自
分
の
も
の
と
す
る 

こ
と
が
で
き
る
。
大
当
て
し
た
も
の
は
、
自
分
で
は
草
を
刈
ら
ず
に
籠
一
杯
に
し 

た
。
馬
の
飼
料
の
草
を
刈
る
の
は
、
子
供
の
仕
事
で
あ
っ
た
。(

下
鉄
団)

着
せ
か
え
小
切
れ
で
人
形
の
着
物
を
こ
し
ら
え
た
。
と
ぅ
も
ろ
こ
し
の
あ
る
時 

期
に
は
、
と
ぅ
も
ろ
こ
し
の
皮
で
着
も
の
を
着
せ
て
、
毛
で
頭
の
髪
を
こ
し
ら
え 

た
。(

富
田)

あ
だ
名 

多
く
は
な
い
。
村
が
大
き
く
な
い
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な 

r  

〇
せ
ん
ま
ん
や
ん(

二
代
の
名
前
を
つ
づ
け
て)

、
す
だ
れ
、
も
ち
や
も
と
ひ
げ
。(

荒

n
)男

の
子
の
遊
び 

兵
隊
ご
っ
こ
、
竹
ト
ン
ボ
、
竹
馬
、
ズ
ン
グ
リ
ゴ 

マ(

木
で
作
っ



た
。
金
の
心
棒
、
麻
糸
で
紐
を
作
っ
て
回
す
。
遅
く
ま
で
回
っ
た
方
が
勝
ち
。
相
手 

の
コ
マ
に
ぶ
っ
つ
け
る
。)

。
水
デ
ッ
ポ
ウ
、

ハ
ジ
キ
デ
ッ
ポ
ウ
、
紙
デ
ッ
ポ
ウ(

竹 

薮
に
あ
る
、
り
ユ
ウ
ノ
ヒ
ゲ
の
実
を
入
れ
て
つ
。)

ケ
ッ
ト
バ
シ(

シ
ン
ゴ
を
か
い
て
、
 

片
足
で
ケ
ッ
ト
バ
シ
を
〇
印
の
中
に
入
れ
る
。)
(

下
大
島)

明
治
十
三
年
四
月
座
敷
浄
瑠
理
興
行
願

座
敷
浄
瑠
理
興
行
願

東
京
府
下
品
川
区
南
品
川
六
丁
目
弐
百
拾
七
番
地

鶴

沢

清

六

外

三

名

一
、
木
戸
銭 

大
人
弐
銭
、
小
人
春
銭

右
之
者
相
雇
当
村
四
拾
四
番
地
木
村
庄
助
宅
ニ
テ
本
月
六
日
ノ
夜
ョ
リ
同
八
日
夜
迄 

三
夜
間
興
行
仕
度
木
戸
銭
之
儀
ハ
前
書
之
通
申
請
御
規
則
之
趣
堅
ク
相
守
リ
税
金
御 

上
納
可
仕
候
就
テ
ハ
不
取
締
無
之
様
且
火
之
元
別
而
注
意
可
仕
候
間
何
卒
右
願
之
趣 

御
聞
済
被
成
下
度
此
段
奉
願
上
候
以
上

南
勢
多
郡
下
大
屋
村

願
人 

木

村

庄

助

©

明
治
十
三
年
五
月
四
日

楫
取
群
馬
県
令
殿

前
書
願
之
趣
相
違
無
御
座
候
間
奥
印
仕
候
也戸

長 

阿

部

章

作

®

願
之
趣
聞
届
候
条
不
取
締
無
之
様
可
致
事

但
所
管
郡
役
所
へ
届
出
日
税
上
納
可
致
事

明
治
十
ー
ニ
年
五
月
四
日

浮
節
興
行
御
願

御
管
下
西
群
馬
郡
高
崎
新
田
町
弐
百
四
拾
八
番
地吉

川

繁

吉

外

弐

名

一
、
木
戸
銭 

大
人
春
銭
六
厘
、
小
人
八
厘

右
之
者
相
雇
当
村
第
弐
拾
春
番
地
木
村
六
郎
次
宅
ヲ
借
受
本
月
廿
四
日
夜
ヨ
リ
廿
八 

日
夜
迄
五
夜
之
間
浮
節
興
行
仕
度
木
戸
銭
之
儀
ハ
前
書
之
通
リ
申
請
御
規
則
之
趣
堅 

ク
相
守
り
税
金
御
上
納
可
仕
候
就
テ
ハ
不
取
締
無
之
様
且
火
之
元
別
而
注
意
可
仕
候 

間
何
卒
右
願
之
趣
御
聞
済
し
被
成
下
度
此
段
奉
願
上
候
以
上

南
勢
多
郡
下
大
屋
村

願
人 

鯉

登

将

曹

®

明
治
十
三
年
四
月
廿
ー
ー
日

楫
取
群
馬
県
令
殿

前
書
之
通
申
出
候 
二 
付
奥
印
仕
候
也

戸
長 

阿

部

章

作

®

願
之
趣
聞
届
候
条
不
取
締
無
之
様
可
致
事

但
所
管
郡
役
所
へ
届
出
日
税
上
納
可
致
事

明
治
十
ー
ニ
年
四
月
廿
ー
ー
日 

(

下
大
屋
区
有
文
書) 

明
治
四
十1

1

年
三
月
下
大
屋
村
祭
典
に
付
規
約

荒
砥
村
大
字
下
大
屋
村
神
社
祭
典
二
付
燈
籠
連
ヲ
設
ケ
左
ノ
規
約
ヲ
置
ク

第

一

条

一
、
燈
籠
連
ハ
大
字
本
村
之
祭
典
費
ヲ
以
テ
神
社
祭
典
ヲ 

提
灯
又
ハ
燈
籠 

献
之
前
後
取
方
付
ヲ
ナ
ス
ヲ
以
テ
道
二
定
式
ト
ス

但
シ
費
用
ハ
神
社
祭
典
費
ヨ
リ
支
払
フ
ル
モ
ノ
ニ
テ
持
役
ハ
社
惣
代
是
ヲ
担
任

木馬(キウマ)子ども手製のもの

(阿久津宗二撮影)



タ
ル
事第

二

条

一
、
燈
籠
連
之
年
齢
ハ
拾
五
才
以
上
弐
拾
才
限
リ
且
ツ
他
ヨ
リ
養
子
ト
ナ
リ
タ
ル
者 

ハ
弐
拾
五
オ
ニ
満
タ
ザ
ル
ハ*
害
ケ
年
ヲ
限
リ
加
名
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
シ
加
名
ス
ル 

ハ
月
日
産
泰
神
社
祭
日
ヲ
以
テ
是
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス 

第

三

条

一
、
 

前
二
条
ノ
場
合
ニ
ヨ
リ
其
年
限
内
二
於
テ
不
正
ノ
所
意
ア
ル
ト
認
ル
ト
キ
ハ

I  

応
連
中
二
於
テ
説
論
シ
若
シ
止
マ
ル
ト
キ
ハ
総
員
之
決
議
ヨ
リ
除
名
ス
ル
モ
ノ
ナ 

ル
ベ
シ

但
シ
除
名
者
二
対
シ
後
日
朋
友
之
交
リ
ヲ
ナ
サ
ザ
ル
事

第

四

条

二
例
年
祭
日
ハ
左
ノ
順
次
ニ
ヨ
リ

1
、

産
泰
神
社 

春
秋
弐
期
ト
ス

二
、
 

八
坂
神
社 

七
月
拾
五
日
ト
ス

三
、
 

諏
訪
神
社 

八
月
弐
拾
七
日
ト
ス

御
神
燈
費
春
度
分
諸
費
金
弐
円
ト
ス

以
上
記
載
之
外
ハ
臨
時
祭
典
ト
ス
例
年
之
祭
日
ハ
例
年
之
祭
典
方
法
二
依
ル
モ
ノ
ト 

ス
若
シ
変
更
セ
ン
ト
セ
シ
ト
キ
ハ 

其
旨
担
任
者
へ 

屈
出
担
任
者
ノ
同
意
ヲ
以
テ
ス
若 

シ
同
意
ナ
ク
シ
テ
猥
リ
ニ
行
フ
事
ヲ
禁
ズ

第

五

条

一
、
燈
籠
連
ハ
他
ノ
大
字
二
於
テ
芝
居
又
ハ
諸
祭
典
二
付
キ
招
待
二
出
頭
ス
ル
ト
キ 

ハ 

其
入
花
金
祭
典
費
中
ヨ
リ
負
担
セ
ラ
ル 
ル
ヲ
以
テ
独
立
ノ
権
利
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス 

但
シ
本
典
ノ
場
合
ヲ
明
知
シ
他
人
集
合
又
ハ
旅
行
者
へ
対
シ
猥
二
暴
行
又
ハ
悪 

ロ
ヲ
ナ
ス
事
ヲ
禁
ズ

第

六

条

.

前
五
条
之
理
由
ヲ
永
久
二
継
続
ス
ル
ノ
目
的
ト
シ
テ
每
年
加
名
及
退
各
ス
ル
時 

之
ヲ
良
続
シ
後
任
者
へ 

言
伝
へ 

置
ク
モ
ノ
ト
ス

但
シ
後
任
者
ハ
前
任
者
ノ
相
続
者
ナ
ル
ヲ
以
テ
認
知
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

右
之
条
ヲ
大
字
協
儀
之
上
是
ヲ
定
ム

明
治
四
拾
弐
年
参
月
参
拾
日

社
惣
代 

萩

原

常

五

郎
㉚

岡

田

連

太

郎
㉚

八

木

原

福

太

郎
㉚

裏
書明

治
四
十
ー
ー
年
三
月
結
定

下
大

屋

村

燈

籠

連

規 

(

下
大
屋
区
有
文
書)



民 

家

は

じ

め

に

前
橋
市
城
南
地
区
は
、
地
区
内
の
ほ
ぼ
中
央
を
東
西
に
国
道
五
〇
号
線
が
は
し
り
、
 

国
道
は
近
年
特
に
自
動
車
の
往
来
が
激
し
く
、
朝
夕
は
前
橋
市
中
心
部
へ
の
通
勤
者 

の
自
家
用
車
も
加
わ
っ
て
、
信
号
待
ち
の
車
が
蜿
々
と
長
蛇
の
列
を
つ
く
る
あ
り
さ 

ま
で
あ
る
。

今
回
城
南
地
区
の
民
家
調
査
に
入
っ
て
、
ま
ず
、
骨
を
折
っ
た
の
は
、
明
治
初
年 

か
ら
江
戸
時
代
に
溯
る
民
家
を
探
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

近
代
化
が
著
し
く
、
極
め
て
め
ず
ら
し
く
な
っ
た
草
葺
農
家
を
探
し
あ
て
、
第
一 

表
に
掲
げ
た
各
家
の
調
査
を
行
な
っ
た
。
表
中
の
石
綿
益
太
郎
家
は
昭
和
四
十
五
年 

と
り
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
が
、
解
体
直
前
に
記
録
を
と
っ
て
お
い
た
の
で
、
 

そ
れ
を
使
用
し
た
。

第1表地域別による調査民家の棟数

:g

 

調
査
民
家
の
所
有
者 

1 II

棟
数 

飯

土

井
 

石
綿
益
太
郎•

石
綿
啓
作 

2
 

二

之

宮
 

田 

所 

増 

穂 

1
 

荒 

子 

高
坂
喜
久
治•

森
下
わ
さ
子 

2
 

泉 

沢 

茂 

木 

真

太

郎
 

1
 

富 

田 

柿 

沼 

彦

一

郎
 

1
 

下

大

屋
 

萩 

原 

唯 

雄 

1

合 

計 

8

調
査
に
あ
た
っ
て
、
暑
い
中
を
連
日
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
木
村
行
正
氏
に
感
謝 

す
る
と
と
も
に
、
農
繁
多
忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
の
隅
々
ま
で
快
く
見
せ
て
い 

た
だ
い
た
各
家
の
持
主
に
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
 

(

桑
原
稔)

一
、
調
査
遺
構
の
分
類

第
一
表
に
掲
げ
た
八
棟
の
調
査
民
家
を
復
原
平
面
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
次
の 

よ
ぅ
に
な
る
。

⑴
 

広
間
型
…
…
高
坂
喜
久
治
家•

田
所
増
穂
家•

森
下
わ
さ
こ
家 

⑵

喰
違
四
間
取
型
…
…
石
綿
啓
作
家

⑶
 

田
字
型
…
…
茂
木
真
太
郎
家•

石
綿
益
太
郎
家•

萩
原
唯
雄
家

⑷

五
間
取
型
…
…
柿
沼
彦
一
家

次
に
以
上
の
各
形
式
に
属
す
る
民
家
を
順
次
説
明
す
る
。

㈠

広 

間

広
間
型
は
全
国
的
に
広
く
分
布
す
る
古
民
家
の
代
表
的
間
取
で
あ
る
が
、
本
県
で 

も
平
野
部
に
分
布
す
る
古
民
家
の
代
表
的
な
平
面
形
式
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
で
は 

八
棟
中
、
三
棟
が
広
間
型
の
平
面
形
式
で
あ
っ
た
。

1

高
坂
喜
久
治
家

三
棟
の
広
間
型
遺
構
中
で
最
も
古
い
も
の
と
思
わ
れ
、
復
原
す
る
こ
と
古
民
家
の 

特
徴
で
あ
る
閉
鎖
性
が
最
も
強
く
、
ダ
ィ
ド
コ
に
は
上
屋
柱
が
一
間
ご
と
に
た
っ
て 

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

当
家
の
平
面
お
よ
び
構
成
の
特
徴
は
、
宮
城
村
大
字
柏
倉
に
あ
る
阿
久
沢
秀
夫
家



(

国
指
定
重
要
文
化
財)

の
そ
れ
と
よ
く
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
阿
久
沢
秀 

夫
家
と
同
年
代
頃
の
十
七
世
紀
中
期
か
ら
末
期
頃
の
建
築
と
思
わ
れ
る
。

当
家
に
伝
わ
る
い
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
先
祖
は
武
田
信
玄
の
率
い
る
武
田
軍
の
四 

天
王
の
一
人
、
高
坂
弾
正
忠
昌
信
と
伝
え
る
。
高
坂
弾
正
忠
昌
信
は
弘
治
二
年 
(

一
 

五
五
六)

信
州
川
中
島
の
海
津
城
主
で
、
九
千
貫
を
領
し
た
と
い
わ
れ
、
特
に
永
禄 

四

年
(

一
五
六
一)

の

r

川
中
島
の
戦
」
の
と
き
、
上
杉
謙
信
の
率
い
る
越
後
軍
の 

殿
り
隊
を
き
り
崩
し
た
こ
と
で
勇
名
を
馳
せ
た
。
ま
た
、
「
甲
陽
軍
鑑
」
の
原
本
は
彼 

の
作
と
い
わ
れ
、
天

正

六

年(

一
五
七
八)

に
没
し
て
い
る
。

荒
子
町
に
落
ち
つ
い
た
初
代
は
、
海
津
城
主
、
高
坂
弾
正
忠
昌
信
の
孫
「
与
五
右 

衛
門
」
と
い
わ
れ
、
当
地
に
高
坂
の
姓
を
名
乗
る
家
が
四
十
数
軒
ほ
ど
あ
る
が
、
そ

れ
ら
の
草
分
け
と
伝
え
て
い
る
。

当
家
の
建
築
年
代
は
、
前
述
の
よ
ぅ
に
建
築
的
立
場
か
ら
み
て
も
十
七
世
紀
に
溯 

る
と
こ
ろ
か
ら
、

い
い
伝
え
の
と
お
り
、
高
坂
弾
正
忠
昌
信
の
孫
「
与
五
右
衛
門
」 

が
建
立
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

2

田
所
増
穂
家

復

原

平

面(

図
—

こ

に

よ

れ

ば

、
柱
間
装
置
は
高
坂
喜
久
治
家
に
次
い
で
閉
鎖 

的
で
あ
る
。
例
え
ば
オ
ク
り(

コ
ザ)

こ
表
側
は
半
分
を
土
壁
と
し
、
残

り

を"

サ 

マ"
(

註1
)
と
す
る
が
、
ザ
シ
キ
表
は
高
坂
喜
久
治
家
に
あ
っ
た
土
壁
の
部
分
を
も
開 

放
と
し
、
前
面
に
総
べ
て
建
具
を
入
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
ザ
シ
キ 

と
コ
ザ
境
の
間
仕
切
で
は
、
差

鴨

居(
註2
)
を
使
用
し
て
中
柱
を
除
去
す
る
新
し
い 

架
構
法
を
採
用
し
て
い
る
。

梁
間
は
高
坂
喜
久
治
家
と
同
じ
四
間
で
あ
る
が
、
表
側
に
半
間
の
ノ
キ
シ
タ
を
設 

け
て
い
る
た
め
、
ナ
ン
ド
と
ザ
シ
キ
の
分
だ
け
せ
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

ダ
ィ
ド
コ
内
は
裏
側
に
釜
柱(
註1

が
一
本
独
立
し
て
た
っ
て
い
る
だ
け
で
、
高 

坂
喜
久
治
家
の
よ
ぅ
に
多
く
独
立
柱
が
た
っ
て
い
な
い
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
裏
側 

で
は
柱
間
に
梁
を
入
れ
て
中
間
の
柱
を
抜
き
取
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
表
側
で
は 

ノ
キ
シ
タ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
外
壁
が
半
間
後
退
し
、
本
来
な
ら
ダ
ィ
ド
コ 

内
に
独
立
す
べ
き
上
屋
柱
に
外
壁
が
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

当
家
は
今
日
で
も
家
号
を"

問
屋"

と
い
い
、
江
戸
時
代
に
問
屋
を
し
て
い
た
旧 

家
で
あ
る
。
屋
敷
の
南
側
に
は
立
派
な
草
葺
の
門
と
土
蔵
が
接
し
て
た
っ
て
お
り
、
 

問
屋
の
時
代
を
し
の
ば
せ
て
い
る
。

当
家
に
は
建
築
年
代
を
証
明
す
る
古
文
書
や
い
い
伝
え
な
ど
全
く
残
さ
れ
て
い
な 

い
が
、
建
築
様
式
か
ら
判
断
し
て
十
八
世
紀
初
期
頃
の
建
立
と
推
定
さ
れ
る
古
い
遺 

構
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

3

森
下
わ
さ
こ
家

当
家
は
前
述
の
田
所
増
穂
家
よ
り
さ
ら
に
開
放
的
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
コ
ザ 

と
ナ
ン
ド
境
は
こ
れ
ま
で
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
が
、
当
家
で
は
半
分
を
開
放
し
建
具
を 

入
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ナ
ン
ド
は
ザ
シ
キ
と
コ
ザ
の
二
方
向
か
ら
出
入
が
可

図一1、広間型復原図(平面図•断面図)

高坂喜久治家 田所増穂家 森下わさこ豕



能
と
な
り
、
ナ
ン
ド
へ
の
採
光
条
件
も
そ
れ
だ
け
よ
く
な
っ
て
い
る
。

ナ
ン
ド
の
機
能
は
寝
室
で
あ
る
た
め
、
古
く
は
出
入
口
を
除
い
た
他
の
部
分
を
土 

壁
で
お
お
い
、
暗
く
落
着
の
あ
る
静
か
な
部
屋
と
し
た
。
し
か
し
次
第
に
社
会
生
活 

が
向
上
す
る
と
明
る
い
活
気
の
あ
る
空
間
が
要
求
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
ナ
ン
ド
に
限 

ら
ず
各
室
が
時
代
と
と
も
に
除
々
に
開
放
さ
れ
て
ゆ
く
の
が
民
家
の
持
つ
特
徴
で
あ 

る
。コ

ザ
の
機
能
は
客
室
に
相
当
す
る
た
め
、
当
家
で
は
西
側
に
ト
コ
と
ト
ダ
ナ
が
設 

け
ら
れ
て
い
る
。

ザ
シ
キ
は
中
央
部
の
ダ
イ
ド
コ
寄
り
に
イ
ロ
リ
を
設
け
、
こ
の
イ
ロ
リ
を
囲
ん
で
、
 

家
族
の
団
ら
ん
や
軽
い
来
客
の
接
待
が
行
な
わ
れ
た
室
で
あ
る
が
、
ま
た
、
養
蚕
も 

主
に
こ
の
室
で
行
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
脱
穀
さ
れ
た
籾
は
湿
気
を
さ
け
る
た
め
ザ 

シ
キ
に
山
積
し
、
ダ
イ
ド
コ
で
籾
摺
し
た
原
米
も
や
は
り
ザ
シ
キ
に
山
積
み
さ
れ
た
。
 

こ
の
よ
う
に
広
間
型
に
お
け
る
ザ
シ
キ
は
、
居
住
空
間
で
あ
り
な
が
ら
生
産
空
間
で 

も
あ
っ
た
た
め
、
機
能
的
に
ダ
イ
ド
コ
と
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
。
故
に
広
間
型 

に
お
け
る
ザ
シ
キ
と
ダ
イ
ド
コ
境
は
ど
れ
も
建
具
を
入
れ
て
い
な
い
。

当
家
は
ダ
イ
ド
コ
の
裏
側
の
上
屋•

下
屋
境
に
太
い
梁
を
入
れ
て
上
屋
柱
を
省
略 

し
て
い
る
点
が
構
造
的
に
新
し
い
点
で
あ
る
。

当
家
も
建
築
に
関
す
る
記
録
や
い
い
伝
え
は
な
い
が
、
建
築
様
式
か
ら
一
八
世
紀 

末
期
頃
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

㈡

喰
違
四
間
取
型

1

石
綿
啓
作
家

広
間
型
に
お
け
る
ザ
シ
キ
の
裏
側
に
奥
行
の
浅
い
小
室
を
設
け
た
も
の
が
喰
違
四 

間
取
型
で
、
広
間
型
が
発
展
し
て
生
ま
れ
た
形
式
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

当
家
は
ダ
イ
ド
コ
の
上
部
に
二
階
を
設
け
、
ダ
イ
ド
コ
の
上
部
前
面
の
屋
根
を
中 

央
よ
り
妻
桁
ま
で
切
り
落
し
た
め
ず
ら
し
い
か
っ
こ
う
の
屋
根
形
式
を
つ
く
り
、
こ 

こ
よ
り
二
階
れ
採
光
し
て
い
る
。

コ
ザ
と
ナ
ン
ド
境
の,
間
仕
切
で
は
土
壁
の
部
分
が
消
滅
し
、
総
べ
て
建
具
に
な
っ

て
い
る
な
ど
広
間
型
の
新
し
い
遺
構
よ
り
さ
ら
に
開
放
的
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
 

コ
ザ
と
ザ
シ
キ
の
前
面
に
は
当
初
よ
り
ヌ
レ
エ
ン
形
式
の
エ
ン
ガ
ワ
が
設
け
ら
れ
て 

ぃ
た
。

当
家
は
平
面
お
よ
び
構
造
の
特
徴
か
ら
、

一
九
世
紀
中
期
頃
に
建
立
さ
れ
た
遺
構 

と
推
定
さ
れ
る
。

㈢

田 

字 

型

1

茂
木
真
太
郎
家

当
家
は
田
字
型
で
は
古
い
遺
構
に
入
る
も
の
で
、
表
ザ
シ
キ
の
前
面
に
は
サ
マ
を 

残
し
て
お
り
、n

ザ
表
と
コ
ザ
、
ナ
ン
ド
境
お
よ
び
ヵ
ン
ド
、
裏
ザ
シ
キ
境
の
各
間 

仕
切
に
中
柱
を
た
て
て
い
る
。
ま
た
、
ダ
ィ
ド
コ
と
表
ザ
シ
キ
境
の
間
仕
切
に
は
建 

具
を
入
れ
て
い
る
が
、
ダ
ィ
ド
コ
、
裏
ザ
シ
キ
境
で
は
建
具
を
入
れ
ず
旧
態
を
残
し 

て
い
る
。

小
屋
組
は
特
殊
な
架
構
を
し
て
小
屋
裏
を
利
用
で
き
る
よ
ぅ
に
考
え
ら
れ
て
い
る 

が
、
正
式
な
二
階
屋
の
造
り
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
屋
根
は
赤
城
型
の
初
期
の 

形
式
を
示
し
て
い
る
。

当
家
は
以
上
の
よ
ぅ
な
平
面
お
よ
び
構
造
の
様
式
か
ら
お
よ
そ
一
八
世
記
末
期
か 

ら
一
九
世
紀
初
期
頃
に
建
築
さ
れ
た
遺
構
と
推
定
さ
れ
る
。

当
家
は
家
号
を"

鴻
ノ
池"

と
い
い
、
江
戸
時
代
に
は
「
組
頭J  

役
を
勤
め
て
い 

た
も
の
で
、
そ
れ
を
証
す
る
「
田
畑
水
帳
」
等
が
残
さ
れ
て
い
る
。■

石綿啓作家 

図一2、喰違四間取型復原図 

(平面図•断面図)



2

石
綿
益
太
郎
家

当
家
の
ザ
シ
キ
表
は
、
差
鴨
居
を
使
用
し
て
中
柱
を
省
略
し
、
ナ
ン
ド
と
チ
ヤ
ノ 

マ
境
の
間
仕
切
で
も
同
様
に
差
鴨
居
を
使
用
し
て
中
柱
を
省
略
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 

コ
ザ
表
と
コ
ザ•

ナ
ン
ド
境
の
間
仕
切
で
は
相
変
ら
ず
中
柱
を
た
て
て
い
る
た
め
差 

鴨
居
を
用
い
て
い
な
い
。

当
家
の
屋
根
形
式
は
「
前
破
風
造
り
」
と
い
い
大
変
風
格
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 

屋
根
の
前
面
中
央
部
に
城
の
天
守
閣
を
思
わ
せ
る
大
き
な
千
鳥
破
風
を
設
け
た
も
の 

で
、
当
家
の
格
式
を
建
築
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

当
家
の
先
祖
は
江
戸
時
代
、
代
々
大
名
主
を
勤
め
た
家
柄
で
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ 

れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
中
期
に
活
躍
し
た
先
祖
の
石
綿
儀
八
富
章
は
、
勢
多
郡
宮
城 

村
鼻
毛
石
に
あ
っ
た
剣
道
の
名
門
、
北

爪

道

場(

註4
)

に
入
門
し
、
長
年
血
の
に 

じ
む
ょ
ぅ
な
努
力
が
み
の
っ
て
、
宝

暦

八

年(

一
七
五
八)

北
爪
道
場
か
ら
剣
道
師 

範
の
免
許
皆
伝
を
受
け
た
。

武
士
で
な
い
者
が
剣
道
師
範
の
免
許
皆
伝
を
受
け
る
の
は
、
当
時
大
変
む
ず
か
し 

か
っ
た
ら
し
く
、
免
許
を
受
け
る
の
に
先
立
っ
て
、
儀
八
富
章
の
母
親
は
な
ん
と
三

百
万
遍
と
い
う
驚
異
的
な
「
願
掛
け
」
を
行
な
っ
て
い
る
。
当
家
の
西
側
、
道
路
端 

に
は
こ
の
願
掛
け
を
伝
え
る
石
碑
が
今
日
で
も
家
、
屋
敷
を
見
守
る
か
の
よ
う
に 

立
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
儀
八
富
章
は
前
橋
藩
の
剣
道
指
南
役
に
登
用
さ
れ
、
多
く
の
門
人
を
育 

て
た
と
い
う
。

当
家
に
伝
わ
る
い
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
年
間
伊
勢
崎
藩
に
属
す
る
隣
村
と
石 

綿
家
が
名
主
を
す
る
飯
土
井
村(

旗
本
領)

と
の
間
に
水
利
権
を
め
ぐ
る
争
い
が
起
っ 

た
が
、
当
村
の
方
が
勝
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
争
い
に
負
け
た
人
た
ち
の
腹
い
せ 

に
よ
っ
て
放
火
さ
れ
、
石
綿
家
は
全
焼
し
た
。
そ
し
て
、
宝

暦

二

年(

一
七
五
二) 

に
儀
八
富
章
の
父
親
が
建
っ
た
の
が
、
前
破
風
造
り
の
住
居
で
あ
る
と
伝
え
る
が
、
 

建
築
様
式
か
ら
推
察
す
ふ
と
も
っ
と
新
し
い
よ
う
で
あ
る
。

民
家
に
お
け
る
前
破
風
造
り
は
他
に
み
ら
れ
な
い
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
時 

代
の
波
と
生
活
様
式
の
変
化
に
追
い
つ
げ
ず
、
関
係
者
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
昭
和
四 

十
五
年
十
二
月
と
り
こ
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
掲
げ
た
当
家 

の
記
録
は
と
り
こ
わ
さ
れ
る
前
に
調
査
し
た
記
録
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

㈣

五

間

取

型

1

柿
沼
彦I

郎
家

当
家
は
桁
行
約
十
、
五
間
、
梁
間
約
五
間
で
民
家
と
し
て
は
規
模
が
大
き
い
部
類 

に
入
る
。

平
面
形
式
の
基
本
形
は
、
田
字
型
に
入
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ナ
ン
ド

石綿益太郎家

茂木真太郎家

柿沼彦一郎家

図一4、五間取型復原図 

(平面図、断面図)



高坂喜久治家(広間型)

高坂喜久治家、トボーグチの 
すぐ内側に立つ上屋柱(袖摺柱)

高坂喜久治家、ダイドコの裏側に立つ 

上屋柱(釜柱)近Gこみえる「シメナ 
ワ」は釜神様をまつったもの。

の
裏
に
奥
行
一
聞€

「
オ
サ
ン
ベ
ヤ
」
を
設
け
て
い
る
の
で
、
五
間
取
型
と
し
た
。

ダ
イ
ド
コ
で
は
ウ
マ
ヤ
を
裏
側
寄
り
に
設
け
、
ウ
マ
ヤ
の
前
面
を
「
ウ
マ
ヤ
マ
エ
」 

と
呼
び
、
表
側
に
サ
マ
を
設
け
て
こ
こ
よ
り
採
光
し
、
こ
こ
で
主
に
糸
を
訪
い
だ
。
 

ま
た
、
ウ
マ
ヤ
に
接
し
て
東
側
に
は
ト
ボ
ー
グ
と
区
別
し
て
、
ウ
マ
ヤ
グ
チ
が
設
け 

ら
れ
、
主
に
人
間
の
出
入
す
る
ト
ボ
グ
チ
と
馬
の
出
入
の
た
め
の
ウ
マ
ヤ
グ
チ
が
別 

個
に
設
け
ら
れ
て
い
る
の
も
新
し
い
方
法
で
あ
る
。

部
屋
境
の
柱
間
は
ど
れ
も
二
間
に
と
ら
れ
、
中
柱
を
除
去
し
て
差
鴨
居
を
用
い
て 

い
る
。

ダ
イ
ド
コ
に
は
「
ア
ガ
リ
ハ
ナ
」
が
張
ら
れ
、
奥
の
方
に
イ
ロ
リ
が
設
け
ら
れ
て
、
 

裏
ザ
シ
キ•

ア
ガ
リ
ハ
ナ
間
の
間
仕
切
に
は
建
具
も
入
っ
て
い
る
な
ど
新
し
い
手
法 

が
随
所
に
み
ら
る
る
。

架
構
で
は
サ
ス
受
梁
を
二
階
床
よ
り
七
尺
以
上
も
上
に
架
け
て
広
い
二
階
を
造
り 

出
し
、
屋
根
は
赤
城
型
と
し
て
南
面
中
央
部
よ
り
採
光
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
当
家
は
民
家
と
し
て
は
、
最
も
新
し
い
様
式
を
示
し
、
民
家
に
お 

け
る
一
つ
の
完
成
さ
れ
た
姿
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
い
伝
え
に
よ
れ
ば
当
家
の
建
築
は
、
明
治
二
年
に
着
工
し
、
同
六
年
に
完
成
し 

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
完
成
以
来
今
年
で
百
一
年
目
に
当
る
。(

桑
原 

稔) 

「註
」

1 
.

窓
の
一
種
で
、
窓
台
の
高
さ
を
床
面
か
ら
約
一
、
五
尺
ほ
ど
高
め
て
、
こ
の
上
部
に
格 

子
棒
を
は
め
た
窓
の
こ
と
。

2 
.

中
間
に
あ
る
柱
を
取
り
除
く
た
め
に
、
梁
を
か
ね
た
背
の
高
い
鴨
居
を
使
用
し 

中
間 

に
た
つ
べ
き
柱
を
、
こ
の
鴨
居
の
上
に
の
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
梁
を
か
ね
た
背
の
高
い
鴨
居 

の
こ
と
を
い
う
。

3 
.

こ
の
柱
の
近
く
に
昔
は
カ
マ
ド
が
す
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
来
た
名 

称
で
あ
ろ
う
。
時
に
は
こ
の
柱
に
釜
神
様
を
ま
つ
っ
て
い
る
家
も
あ
る
。

4 
.

勢
多
郡
宮
城
村
鼻
毛
石
に
は
現
在
の
子
孫
が
お
り
、
当
主
は
北
爪
政
則
氏
で
あ
る
。
道 

場
は
当
主
頭
則
氏
に
な
っ
て
か
ら
閉
鎖
し
た
と
い
う
。
当
家
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治•

大 

正•

昭
和
の
初
年
頃
ま
で
剣
道
場
を
開
き
、
神
道
流•

荒
木
流•

一
伝
流
を
伝
え
た
。



田所増穂家

「問屋」の時代をしのばせる草葺の門と土蔵

石綿啓作家(喰違四間取型)

土間上部を2階とし、2階の開口部を中央より土間

部の妻桁まで広くとっている。

田所増穂家(広間型)

石綿啓作家の大黒柱 田所増穂家の釜柱

森下わさこ家(広間型)



柿沼彦一郎家の大黒柱太く立

派なものである。

茂木真太郎家(田字側)

屋根の形式は2階開口部の背が大変低く初期の「赤 

城型」を示すものである。

柿沼彦一郎家の「トコ」と「トコワキ」

石綿益太郎家(田字型)

屋根前面の中央に千鳥破風を設けたもので「前破風 

造り」とレ、V、大変めずらしVゝ屋根形式であった。 

昭和45年12月とりこわされてしまレ、現存しな 

い。

柿沼彦一郎家の2階、高いところに小屋梁が架けら 

れ、内部は広々としている。

柿沼彦一*郎家(五間取型)

2階開口部の背が高く、幅も広くとられ発達した「赤 

城型」の屋根形式を示す。



有
形
民
俗
資
料

は

じ

め

に

調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
当
初
か
ら
生
産•

生
業
に
関
係
し
た
用
具
、
特
に
農
耕
、
 

養
蚕
に
関
す
る
用
具
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
あ
た
る
こ
と
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
分
類 

も
次
の
よ
う
に
し
た
。

一
、
直
接
の
農
耕
用
具

ー
ー
、
脱
穀
調
精
用
具

三
、 
運
搬
具

四
、 
養
蚕
用
具

五
、 
製
糸
用
具

丄
ハ
、
わ
ら
加
工
用
具

城
南
地
区
は
、
地
理
的
に
は
中
毛
に
属
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
赤
城
の
南
麗
に
位 

置
す
る
天
水
場
の
農
村
地
帯
で
あ
る
た
め
、
農
具
の
中
に
も
そ
れ
が
現
れ
て
い
る
。
 

即
ち
、
桑
園
の
中
耕
に
用
い
ら
れ
る
ク
ワ
バ
ラ
マ
ン
ノ
ウ
で
、
一
般
的
に
は
テ
ン
ガ
、
 

ェ
ン
ガ
を
使
用
す
る
中
で
の
所
見
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
こ
の
ひ
ろ
が
り
を
追
求
し 

て
み
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
開
こ
ん
用
具
と
し
て
の
ク
ロ
ク
ワ
も
、
ト
ウ
グ
ワ(

唐 

鍬)

と
の
関
係
が
問
題
と
な
ろ
う
。
ナ
ツ
マ
ン
ガ
と
ア
キ
マ
ン
ガ
、
ヒ
ト
リ
マ
ン
ガ
、
 

フ
リ
マ
ン
ガ
も
興
味
を
ひ
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。

脱
穀
用
具
の
ク
ル
リ
棒
の
こ
と
を
ボ
ウ
チ
ボ
ウ
と
い
う
こ
と
は
、
城
南
地
区
で
初 

め
て
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
棒
打
ち
の
棒
が
ク
ル
リ
棒
に
な
っ
て
も
、
そ
の
名
称 

が
そ
の
ま
ま
ク
ル
リ
棒
に
う
け
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
に
お
ど
ろ
い
た
わ
け
で
あ
る
。

養
蚕
具
の
中
で
は
、
桑
の
葉
を
も
い
で
蚕
に
く
れ
る
た
め
に
使
っ
た
桑
も
ぎ
ぼ
う 

ち
ょ
う
が
あ
る
。
古
く
は
、
枝
を
切
る
た
め
に
使
っ
た
桑
切
り
鎌
あ
た
り
を
転
用
し 

た
と
み
ら
れ
る
中
で
、
専
用
の
ほ
う
ち
ょ
う
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
お
ど
ろ
き
で
あ 

る
。
ま
た
桑
を
入
れ
て
運
ぶ
エ
カ
キ(

一
種
の
背
負
い
か
ご)

が
、
嫁
の
お
節
句
の

贈
答
に
関
係
し
、
タ
ナ
モ
ン
ゲ
エ
シ
と
し
て
実
家
か
ら
贈
ら
れ
る
こ
と
は
、
養
蚕
地 

帯
ら
し
い
習
俗
で
あ
り
、東
毛
な
ど
で
箕
を
贈
る
も
の
と
対
比
さ
れ
る
事
例
で
あ
る
。

伊
勢
崎
、
前
橋
に
は
さ
ま
れ
て
、
早
く
か
ら
糸
ひ
き
や
賃
機
が
さ
か
ん
に
行
な
わ 

れ
た
こ
の
地
区
で
、
製
糸
、
機
織
り
に
関
す
る
用
具
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
用 

具
か
大
き
い
た
め
、不
用
に
な
っ
た
時
点
で
早
々
に
処
分
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
、
 

オ
サ
の
よ
う
に
上
棟
式
の
祝
い
品
と
し
て
棟
木
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
姿
を
消
し
た
の 

も
あ
る
。

本
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
飯
土
井
の
石
綿
信
雄
氏
方
に
所
蔵
さ
れ
る
農
具
そ
の
他 

の
資
料
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
付
記
し
た
い
。(

阪
本
英
一)

一
、
直
接
の
農
耕
用
具

ク
ロ
ク
ワ 

畑
専
門
で
、
開
こ
ん
用
や
、
桑
根
っ
子
掘
り
に
使
、っ
鍬
。
よ
く
切
れ 

て
扱
い
良
さ
か
ら
さ
か
ん
に
使
わ
れ
た
。
刃
先
が
減
る
と
ボ
ウ
ヤ
へ
行
っ
て
サ
キ
ガ 

ケ
を
し
て
も
ら
っ
て
使
、っ
。
柄
と
刃
の
角
度
は
か
な
り
大
き
い
。

開
こ
ん
鍬 

ク
ロ
ク
ワ
の
後
に
入
っ
て
来
た
も
の
で
、
ト
ウ
グ
ワ
と
ほ
ぼ
同
じ
よ 

う
で
あ
る
が
刃
の
巾
が
広
い
。
開
こ
ん
と
桑
根
っ
子
掘
り
の
道
具
。

ト
ウ
グ
ワ
ふ
つ
う
に
使
用
さ
れ
る
道
具
で
、
ご
ぼ
う
や
に
ん
じ
ん
を
掘
る
も
の
。

柄
の
長
さ
九
〇•

〇

ク
ワ
バ
ラ
マ
ン
ノ
ウ 

ク
ワ
バ
ラ(

桑
園)

専
門
の
マ
ン
ノ
ウ
で
、
ク
ワ
バ
ラ
の 

サ
ク
キ
り(

中
耕)

を
す
る
道
具
。
昔
は
、
春
(

六
月)

と

秋(

十
二
月)

の
二
回 

中
耕
を
し
た
が
、
最
近
は
春
も
二
月
に
一
回
や
る
だ
け
で
土
の
中(

草
を
埋
め
こ
む 

こ
と
も
な
く
な
っ
た
。

柄
の
長
さ
ー
ニ
〇
、
刃
は
三
本
、
四

〇

cm
。

テ
ン
ガ 

農
作
業
一
般
に
使
用
さ
れ
る
。
フ
ロ
鍬
で
柄
の
長
さ
ー
ニ
四•

五
、
刃 

の
長
さ
四
五
cm
。

イ
モ
ホ
リ
マ
ン
ノ
ウ
里
芋
、
さ
つ
ま
芋
、
じ
ゃ
が
芋
、
こ
ん
に
ゃ
く
芋
な
ど
の 

芋
掘
り
用
の
万
能
鍬
。
耕
、っ
ん
機
や
テ
ン
ガ
で
掘
る
よ
り
も
芋
を
い
た
め
ず
、
し
か



クワバラマンノワ(飯土井)

(阪本英一撮影)
開こん鍬(阪本英一撮景多) クロクワ(飯土井)

(阪本英一撮影)

柄グワ(下大屋)(関口正己 撮影)

シャクシ(鋤)(飯土井)(阪本英一撮影)

テンガークワキソゲがついている(飯土井) 

(阪本英一撮影)

イモホリマンノワ(飯土井)

(阪本英一撮影)



も
能
率
的
で
あ
る
。

柄

一

〇

四

、
刃

二

五

柄
鍬 

小
豆
や
大
豆
畑
を
う
な
っ
た
り
、
ア
キ
ッ
パ
タ
ケ
ウ
ナ
ィ
と
い
っ
て
大
根 

な
ど
を
ま̂

畑
を
す
き
起
こ
し
た
道
具
。
ひ
と
さ̂

を
往
復
し
て
や
る
も
の
で
、

一
 

日
一
人
で
二
反
く
ら
い
や
れ
た
。
柄
の
つ
け
根
の
方
に
ク7

キ
ソ
ゲ
と
よ
ば
れ
る
竹 

べ
ら
を
つ
け
て
お
い
て
、
刃
に
つ
い
た
土
を
落
し
て
作
業
し
た
。
足
を
か
け
る
と
こ 

ろ
の
フ
ミ
板
が
あ
る
方
が
使
い
良
か
っ
た
。

柄

一

七

〇

、
刃 

九
八

シ
ャ
ク
シ
ズ
キ 

ス
キ
が
シ
ャ
ク
シ
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
あ 

る
。
明
治•

大

正
(

末
こ
ろ
ま
で)

使
用
し
た
も
の
で
、
中
央
の
く
さ
び
の
位
置
を 

上
下
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
深
く
も
浅
く
も
す
き
お
こ
せ
る
。
ま
た
左
右
の
両
方
に
す 

き
返
す
こ
と
が
で
き
る
。

チ
ョ
ウ
ナ 

シ
ャ
ク
シ
ズ
キ
の
後
、
大
正
末
か
ら
昭
和
二
十
年
こ
ろ
ま
で
使
用
さ 

れ
た
ス
キ
で
、
大
工
の
使
う
チ
ョ
ウ
ナ
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
名
が
つ
い
た
。
小
形 

化
し
て
扱
い
よ
く
な
っ
た
が
、

一
方
ガ
エ
シ
し
か
で
き
な
い
の
で
、
田
の
中
を
円
形• 

に
お
こ
し
て
ま
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ナ
ツ
マ
ン
ガ 

田
植
え
の
と
き
は
、
飯
土
井
の
辺
で
は
田
を
二
回
か
く
と
い
う
。
 

す
き
お
こ
し
た
田
に
水
を
は
り
、
マ
ン
ガ
で
田
を
か
い
て
ア
ラ
ク
レ
を
し
て
か
ら
水 

を
し
ぼ
り
、
再
び
す
き
お
こ
し
て(

ナ
カ
ス
キ)

か
ら
肥
料
を
ふ
っ
て
、
も
う
一
度 

水
を
は
り
こ
ん
で
仕
上
げ
の
シ
ロ
カ
キ
を
し
て
よ
う
や
く
田
植
え
に
な
る
。
田
が
固 

く 

水
も
不
足
す
る
の
で
こ
う
や
っ
て
水
も
ち
を
よ
く
し
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。
水 

の
あ
る
中
で
田
を
か
く
用
具
で
あ
る
た
め
刃
が
短
か
く
つ
く
ら
れ
、
秋
の
麦
ま
き
に 

使
、っ
マ
ン
ガ
と
区
別
す
る
た
め
に
ナ
ツ
マ
ン
ガ
と
い
わ
れ
る
。

柄 

六
五•

〇

樊

巾

九

丁

五

刃 

I

五
•

〇

ア
キ
マ
ン
ガ 

麦
ま
き
の
整
地
作
業
の
と
き
に
使
、っ
用
具
。
す
き
お
こ
し
た
田
を 

ア
キ
マ
ン
ガ
で
お
こ
し
て
こ
な
し
、
そ
の
後
ズ
リ
マ
ン
ガ
と
よ
ば
れ
る
重
い
も
の
を 

使
っ
て
仕
上
げ
を
す
る
。
ナ
ツ
マ
ン
ガ
と
ち
が
い
、
水
の
な
い
と
こ
ろ
で
か
く
の
で

刃
か
長
く
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

柄 

六
五•

二

最
大
巾
九
三.

〇

刃 

一
九•

五

ハ
ヤ
オ
カ
ケ
ニ
五

cm(
木
製)

フ
リ
マ
ン
ガ 

苗
代
づ
く
り(

オ
カ
苗
代)

の
と
き
な
ど
に
、
マ
ン
ガ
で
砕
土
し 

た
あ
と
、
さ
ら
に
こ
ま
か
く
砕
く
た
め
に
使
用
す
る
も
の
。
環
に
ひ
も
を
つ
け
、
二 

人
で
向
き
合
っ
て
な
わ
の
長
さ
を
そ
ろ
え
、
気
を
合
わ
せ
て
左
右
に
ふ
り
、
か

に
の' 

よ
う
に
横
に
進
む
も
の
で
、
夫
婦
マ
ン
ガ
と
も
い
わ
れ
る
。

五
三•

六X

七
七•

五

cm

刃
は
九
本
三
列
、
八
本
二
列

ヒ
ト
リ
マ
ン
ガ 

三
月
の
彼
岸
こ
ろ
、
麦
畑
の
中
に
残
っ
て
い
る
オ
カ
ボ
の
カ
ッ 

パ
を
こ
な
し
て
出
す
と
き
に
使
、っ
。
両
手
で
マ
ン
ガ
の
柄
を
に
ぎ
っ
て
左
右
に
ふ
っ 

て
、
オ
カ
ボ
の
カ
ッ
パ
を
う
か
す(

は
じ
き
出
す)

よ
う
に
た
た
き
、
そ
の
後
は
ム 

ツ
ゴ 
(

ロ
ッ
ポ
ン
ゴ)

で
か
き
集
め
て
畑
の
外
へ
出
す
。

柄

四

八
•

五

高
さ
六
〇•

〇

横

六

丁

〇

ト
ロ
ホ
リ 

ヤ
マ
イ
モ
掘
り
や
ク
ネ
ユ
イ
の
と
き
の
小
さ
な
穴
を
掘
っ
た
り
す
る 

平
鍬
。
ト
ロ
イ
モ(

ヤ
マ
イ
モ)

掘
り
の
鍬
と
い
う
こ
と
か
ら
ト
ロ
ホ
リ
の
名
が
つ 

い
て
い
る
。

全
長
一
三
二.

五

刃

巾

六
•

五
、
刃

長

一

〇
•

五

cm

ム
ツ
ゴ 

ロ
ッ
ポ
ン
ゴ
と
も
よ
ば
れ
る
が
、
六
本
の
刃
を
も
つ
こ
と
か
ら
つ
い
た 

名
称
。
鍬
や
ア
サ
ク
ワ(

く
さ
か
き)

で
掘
り
お
こ
し
た
草
を
か
き
よ
せ
て
集
め
る 

道
具
。柄

ー

ニ

六

、
巾

ニ

ニ

、
刃
の
長
さ
七
cm

ニ
ホ
ン
ゴ 

ニ
本
の
刃
を
も
つ
の
で
ニ
ホ
ン
ゴ
。
カ
ナ
コ
マ
デ
と
よ
ば
れ
る
一
つ



コマンガ(上増田)(中村和三郎撮影)

トロホリ(飯土井)(阪本英一撮影)

ムツゴ(飯土井)(阪本英一撮影) 

チョウナ(鋤)(飯土井)

(阪本英一撮影)

ナツマンガ(飯土井)(阪本英一撮影)

アキマンガ(飯土井)(阪本英一撮影)

オオブリマンガ(上増田)(中村和三郎 撮影)



で
、
刃
が
馬
蹄
形
に
な
っ
て
お
り
使
用
法
は
サ
ン
ボ
ン
ゴ
と
同
じ
で
あ
る
が
、
馬
小 

屋
の
敷
き
わ
ら
を
出
し
た
り
、
堆
肥
を
扱
っ
た
り
す
る
と
き
に
も
使
用
さ
れ
る
。

柄

ー

ニ

八

、
刃

一

五
•

〇

cm

オ
カ
ナ
エ
カ
キ 

オ
カ
ナ
エ
シ
ロ 
(

水
を
入
れ
ず
に
つ
く
っ
た
苗
代)

を
つ
く
っ 

て
、
種
も
み
を
ま
く
と
、
そ
の
上
に
土
を
か
な
り
の
厚
さ
に
か
け
て
種
も
み
を
か
く 

す
よ
う
に
覆
、っ
の
で
、
芽
が
出
る
と
か
ぶ
せ
た
土
を
か
き
と
り
、
同
時
に
草
と
り
を 

し
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
に
使
、っ
道
具
が
オ
カ
ナ
エ
カ
キ
で
、
麦
さ
く
の
間
に
ま
い 

た
オ
カ
ボ
の
場
合
に
は
、
ふ
た
っ
葉
く
ら
い
に
な
っ
た
と
き
に
こ
れ
で
か
く
と
草
が 

は
え
な
く
て
よ
い
。
板
に
釘
を
う
っ
て
自
分
で
つ
く
る
。
柄
は
大
き
い
の
も
あ
る
が
、
 

片
手
で
使
え
る
小
さ
い
の
も
あ
る
と
い
う
。

柄

一

三

八

刃 

二
寸
く
ぎ
を
三
列
ほ
ど
に
打
つ

二
九•

五X

八
•

五

cm

タ
コ 

新
田
を
つ
く
っ
た
と
き
に
土
手
を
し
め
て
ク
レ(

芝
草)

を
植
え
る
と
き 

に
使
、っ
。
土
手
が
ぬ
け
て
し
ま
っ
た
と
き
も
こ
れ
で
つ
い
て
固
め
る
。
木
は
ひ
の
き 

の
丸
太
で
、
柄
は
先
の
方
で
ひ
ろ
が
る
よ
う
に
つ
け
て
お
く
。

一
人
使
い
の
道
具
で 

あ
る
。全

長

一

〇

〇

本

体

経

ニ

ニ•

五

長

五

〇

ジ
ョ
リ
ン
川
砂
利
を
さ
ら
っ
て
と
っ
た
り
、
春
秋
の
道
普
請
な
ど
で
使
、っ
の
に 

都
合
の
い
い
道
具
。

つ
る
の
と
こ
ろ
を
一
方
の
手
で
か
け
て
つ
る
を
上
下
し
て
刃
の 

角
度
を
変
え
て
使
え
る
よ
う
に
、
つ
る
は
柄
に
固
定
し
な
い
で
動
く
よ
う
に
し
て
あ 

る
。
ト
ウ
が
編
み
こ
ん
で
あ
る
の
で
水
の
こ
け
が
よ
い
。

柄

八

〇

、
刃

二

四

ジ
ョ
リ
ン 

ト
ウ
を
使
っ
た
も
の
よ
り
ず
っ
と
最
近
の
も
の
。
重
い
の
で
力
は
入 

る
が
、
砂
利
道
を
か
く
に
も
、
水
の
中
の
も
の
を
上
げ
る
に
も
、
角
度
の
調
節
も
で 

き
な
い
の
で
ぐ
あ
い
が
悪
い
。

柄

九

〇

刃

二

四
•

五

ガ
ン
ヅ
メ 

飯
土
井
辺
は
用
水
の
未
端
に
あ
た
り
、
水
に
苦
労
し
つ
づ
け
た
米
作 

り
を
し
て
き
た
。
田
植
え
の
と
き
水
を
入
れ
た
程
度
で
、
田
の
中
が
ひ
び
割
れ
、
雑 

草
が

一

面
に
は
び
こ
る
夏
に
は
、
養
蚕
以
外
は
す
べ
て
田
の
草
と
り
を
す
る
こ
と
も 

あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
と
き
ガ
ン
ヅ
メ
が
頼
り
で
あ
っ
た
。

柄

三

刃

一

五
(

曲
が
り
部
分
一 

〇

cm)

ア
サ
ク
ワ 

草
と
り
専
門
の
農
具
。
刃
が
七
寸(

ニ

ー

cm) 

く
ら
い
が
仕
事
が
し 

や
す
い
と
い
う
。

一
日
ア
サ
ク
ワ
で
畑
を
か
け
ば
、
相
当
量
の
仕
事
が
で
き
る
。

柄 

ー
ニ
八 

ニ

ニ
•

五

刃 

二
〇•

五 

ニ
ー

刃

巾

六
•

五 

七
•

〇

尺
タ
テ
ナ
ワ
田
畑
の
サ
ク
を
た
て
る
と
き
に
サ
ク
巾
を
き
め
る
た
め
の
目
盛
り 

を
棒
に
つ
け
て
あ
り
、
こ
れ
で
尺
棒
を
兼
ね
さ
せ
て
い
る
。
ナ
ワ
は
ミ
ゴ
ナ
ワ
を
使 

う
〇

尺
棒
は
ー
ニ
六
cm

田
植
え
な
わ 

田
植
え
を
す
る
と
き
、
さ
く
を
き
め
る
た
め
に
目
印
の
な
わ
を 

は
っ
て
や
る
が
、
水
の
中
で
も
し
っ
か
り
は
っ
て
お
け
る
金
属
製
の
田
植
え
繩
を
使 

う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ひ
か
く
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
足
が|

本
の
も
の
と
二
本 

の
も
の
が
あ
る
。(

上
増
田)

シ
ャ
ク
リ
棒
田
植
え
の
と
き
、
植
え
つ
け
の
さ
く
巾
を
は
か
る
も
の
さ
し
に
あ 

た
る
の
が
シ
ャ
ク
リ
棒
で
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
田
植
え
繩
を
は
る
。(

上
増
田)

鎌
カ
ケ
鎌
に
も
草
刈
り
鎌
、
麦
刈
り
鎌
、
桑
刈
り
鎌
、
稲
刈
り
鎌
な
ど
各
種
、
 

多
数
使
用
す
る
の
で
、
そ
の
保
管
に
い
ろ
い
ろ
の
工
夫
が
あ
る
。
板
に
切
り
こ
み
を 

つ
く
っ
て
こ
れ
に
か
け
る
の
や
、
麦
わ
ら
を
束
ね
て
こ
れ
に
さ
す
も
の
の
外
、
刀
架 

の
よ
う
に
鎌
を
か
け
る
の
も
つ
く
ら
れ
、
安
全
、
べ
ん
り
な
よ
う
に
し
て
い
る
。

カ
マ 

戦
後
、
酪
農
を
や
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
入
っ
て
来
た
カ
マ
で
、
牧
草
刈



オカナエカキ(飯土井)(阪本英一撮影)

ジョリン(飯土井)(阪本英一撮影)

ガンヅメ(飯土井)(阪本英一撮影)

ニホンゴ(飯土井)

(阪本英一撮影)

タコ(飯土井)

(阪本英一撮影)

ジョリン(飯土井)

(阪本英一撮影)



田植え繩(上増田)

(中村和三郎撮影)

尺たて繩(飯土井) 

(阪本英一撮影) 

アサクワ(飯土井)
(阪本英一撮影)

カマ(飯土井)(阪本英一 撮影)

牧草ガマ(飯土井)(阪本英一撮影)

シャクリ棒h田植に使う(上増田) 

(中村和三郎撮影)

鎌かけ(下大屋)上から1、草刈り鎌、2〜5、水刈 

り鎌、6、稲刈り鎌、7、桑切り鎌(関口正己 撮影)



り
に
使
う
も
の
。

柄 

I

八
〇

刃 

三
一

刃

巾

七

cm

牧
草
ガ
マ 

五
年
ほ
ど
前
か
ら
使
い
出
し
た
ヨ
—
ロ
ッ
パ
系
の
カ
マ
で
、
両
手
で 

に
ぎ
る
柄
が
つ
い
て
い
て
、
腰
を
立
て
た
ま
ま
で
牧
草
を
刈
る
こ
と
が
で
き
る
。
砥 

石
も
専
用
の
も
の
が
つ
い
て
い
る
。

柄

一

四

七

刃

七

六

cm

二
、
脱

穀.

調
整
用
具

カ
ナ
ゴ
キ 

千
歯
こ
き
の
こ
と
は
カ
ナ
ゴ
キ
と
い
い
、
足
ふ
み
脱
穀
機
の
普
及
す 

る
以
前(

大
正
こ
ろ
ま
で)

は
こ
れ
で
稲
こ
き
を
し
た
。
こ
れ
は
、r

若
狭
国
産
寺
川 

別
撰
正
鋼
請
合
」
と
銘
が
あ
り
、
木
製
の
ふ
た
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ 

る
。

巾 

六
一

刃
長 

ニ
ニ•

三

刃
の
広
が
り 

三
二.

二
(

刃
数
ー
ニ
本)

ボ
ウ
チ
ボ
ウ
ク
ル
り
棒
と
も
い
う
と
い
う
が
、
一
般
に
は
ボ
ウ
チ
ボ
ウ
と
い
う
。
 

麦
•

大

豆•

小
豆
の
脱
穀
用
具
。
暑
い
日
に
、
庭
へ
麦
を
ひ
ろ
げ
て
ま
わ
り
か
ら
並 

ん
で
打
ち
、
ぶ
ち
き
る
と
円
形
に
足
で
か
い
て
返
し
て
乾
か
し
て
お
き
、
さ
ら
に
打
っ 

た
。
こ
れ
を
ふ
る
い
で
ふ
る
っ
て
、
唐
箕
に
か
け
て
比
上
げ
、
俵
づ
く
り
を
し
た
。
 

大
正
末
こ
ろ
ま
で
使
っ
た
。

柄
(

竹)

一
六
二
、
く

る

り

二

〇•

五

棒 

ー
ニ
〇

フ
ル
イ 

ス
ズ
竹
製
の
フ
ル
イ
で
あ
る
が
、
近
年
使
っ
て
い
な
い
の
で
何
を
選
別 

す
る
た
め
に
使
っ
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。
フ
ル
イ
の
目
か
ら
み
て
米•

麦

用
と
み
ら
れ
る
。

経 

四
二•

五

高

さ

一

〇
•

五

目 

〇 •

四
〜
〇•

五

cm

ア
メ
ブ
ル
イ 

大
豆
の
収
か
く
の
と
き
、
ボ
ウ
ウ
チ
ボ
ウ
で
ぶ
っ
た
豆
を
、
ア
メ 

ブ
ル
イ
を
使
っ
て
ふ
る
っ
て
調
整
す
る
。
ス
ズ
竹
で
編
ん
で
あ
り
、
軽
い
が
丈
夫
な 

も
の
で
あ
る
。

径 

六
〇
〜
六
一

高
さ

ニ

ーT

五

目 

一
 
•

八

cm

ケ
ブ
ル
イ.

ス
ナ
ブ
ル
イ 

フ
ル
イ(

篩)

に
も
何
種
類
が
あ
っ
て
、
小
麦
粉
を 

ふ
る
う
コ
ナ
ブ
ル
イ•

養
蚕
に
使
、っ
石
灰
ブ
ル
イ
、
米
や
麦
の
中
に
入
っ
た
砂
を
ふ 

る
う
た
め
の
砂.
ブ
ル
イ
、
麦
を
ふ
る
う
麦
ブ
ル
イ
、
豆
の
豆
ブ
ル
イ
な
ど
で
、
そ
れ 

ぞ
れ
大
き
さ
、
篩
の
目
の
大
き
さ
で
ち
が
う
。
ま
た
ス
ズ
竹
製
、
布
ア
ミ
、
金
ア
ミ 

な
ど
の
ち
が
い
も
あ
る
。(

上
増
田)

万
石 

米
の
選
別
に
使
用
さ
れ
る
用
具
。(

下
増
田)

斗
ま
す
と
斗
か
き
棒 

穀
類
を
重
さ
で
な
く
、
量
目
で
俵
装
し
た
り
、
取
引
き
し 

た
り
す
る
と
き
に
は
、|

斗
と
い
う
量
が
さ
か
ん
に
使
用
さ
れ
、
マ
ス
の
上
を
水
平 

に
す
る
た
め
の
棒(

斗
か
き
棒)

と
組
み
合
わ
せ
て
一
斗
ま
す(

斗
ま
す)

が
使
わ 

れ
た
。斗

ま

す

径

三

一T

〇

高
さ
二
七•

五

棒 

長
さ
四
四•

五

径

六

ニ

ー

石
臼
粉
ひ
き
臼
で
、
大
正
の
こ
ろ
、
赤
堀
村
の
品
田
石
材
店
で
注
文
生
産
し
た 

も
の
、
少
し
小
さ
め
で
石
下
の
穀
を
入
れ
る
部
分
が
浅
く
、
下
臼
は
底
部
が
や
や
未 

広
が
り
に
な
っ
て
い
る
。

上

径

二

九
•

五



斗析(下増田)

(中村和三郎撮影)

斗ますと斗かき棒(下大室)(関口正己 撮影)

左の二つがケブルイ、右がスナブルイ(上増田) 

(中村和三郎撮影)

万石(下増田)

(中村和三郎撮影)

棒打ち(上増田)

(中村和三郎撮影)

マメフルイ(飯土井)(阪本英一撮影)

石臼(飯土井)(阪本英一撮影)

カナゴキ(飯土井)(阪本英一撮影)

文
久
三
癸
亥
正
月
吉
日
求
之 

□

壺
尺
五
分

升
か
き

二
寸
六
分 

春
斗
入深

五
寸
八
分
八
厘 

上
野
国
勢
多
郡

下
増
田
村

板
垣
伊
右
衛
門



高

さ

一

四
 

(

下
臼)

二 

(

上
臼)

三
六 

(

柄
を
つ
け
た

場
合)

カ
ナ
ツ
ノ 

メ
ド
ウ
シ
と
も
い
い
、
 

タ
ワ
ラ
ゴ
サ
ィ(

俵
装)

を
す
る
と
き 

に
繩
を
通
す
た
め
の
針
に
あ
た
る
も
の 

で
、

エ
ゴ
、
ま
た
は
ウ
シ
コ
ロ
シ(

マ 

ユ
ミ)

の
木
を
使
用
し
て
自
分
で
つ 

く
る
。
メ
ド
ウ
シ
作
業
は
雨
の
日
と
き 

ま
っ
て
お
り
、
秋
の
雨
降
り
の
日
に
、
 

二
階
に
上
っ
て
や
っ
た
。
少
し
曲
っ
た 

木
を
使
ぃ
、
全
長
ニ
ー
〜
二
三

cm
、

一

方
が
長
く
、
両
端
は
尖
る
が
、
穴
に
近
い
方
が
尻
に
な
る
。

三
、
運 

搬 

具

ツ
ミ
ザ
マ 

田
畑
で
堆
肥
を
ツ
ム(

ま
く) 

た
め
に
使
用
す
る
か
ご
の
こ
と
を
ツ 

ミ
ザ
マ
と
い
う
。
底
に
ナ
ワ
を
つ
け
て
左
手
を
か
け
る
よ
う
に
し
、
肩
か
ら
は
カ
タ 

カ
ケ
ナ
ワ
を
か
け
て
ツ
ミ
ザ
マ
の
前
の
方
に
ひ
っ
か
け
て
安
定
さ
せ
て
使
、っ
。

カ
タ 

カ
ケ
ナ
ワ
は
、
雨
の
日
に
編
む
も
の
で
、
三
本
の
わ
ら
で
ク
ミ
に
編
む(

真
田
ひ
も 

に
す
る)

の
で
肩
に
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
し
て
あ
る
。

口

径

四

四

、
深

さ

二

六

ジ
ュ
ウ
ロ
ウ
タ
！

籠
を
背
負
う
時
背
中
に
あ
て
て
用
い
る
わ
ら
製
の
用
具
。
両 

手
を
通
し
て
着
用
で
き
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
、

一
見
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
コ
風
の
も
の
。
 

(

泉
沢)た

て

五

五

巾 

二
四

カ
サ
カ
ケ
繩
草
刈
り
籠
の
上
部
に
二
本
の
な
わ
を
つ
け
て
お
き
、
草
を
籠
に
山 

に
な
る
よ
う
に
積
む
と(

カ
サ
ヲ
カ
ケ
ル)

こ
れ
を
し
ば
る
の
に
用
い
る
。(

泉
沢) 

ヤ
リ 

杉
丸
太
を
利
用
し
、
両
端
を
と
が
ら
せ
た
も,
の
で
、
麦̂84
や
稲
束
、
あ
る 

い
は
草
束
な
ど
を
集
め
た
り
す
る
と
き
に
使
う
道
具
。
稲
束
に
突
き
さ
し
て
両
方
に 

つ
け
て
担
ぐ
の
で
竹
で
つ
く
る
こ
と
も
あ
る
。

長

さ

一

九

五
•

五

ニ
ナ
ィ
モ
ッ
コ 

担
架
式
に
二
人
で
運
搬
す
る
用
具
で
、
家
の
中
に
あ
っ
た
馬
小 

屋
か
ら
厩
肥
を
運
び
出
す
作
業
に
使
用
す
る
こ
と
が
中
心
に
な
っ
た
。
柄
は
杉
丸
太
、
 

ア
ミ
部
分
は
繩
で
編
む
が
、も
と
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
次
の
も
の
を
つ
く
る
と5

、っ
。
 

柄

の

長

さ

二

三

五

ア

ミ

巾
 

八
七

長 

九
八

ビ
ク 

麦
ま
き
肥
運
搬
に
使
、っ
馬
用
の
運
搬
具
。
馬
の
荷
鞍
の
上
に
の
せ
、
ナ
ワ 

ア
ミ
を
下
に
下
げ
て
、
ツ
ミ
ザ
ル
に
八
杯
ず
つ
入
れ
て
運
搬
し
、
お
ろ
す
と
き
は
同 

時
に
下
の
ロ
を
あ
け
て
落
す
。(

積
み
こ
む
と
き
は
一
方
に
突
っ
か
い
棒
を
し
て
お
い 

て
交
互
に
つ
め
る)

。
こ
の
ビ
ク
に
は
、
ハ
シ
ゴ
と
よ
ば
れ
る
木
枠
の
部
分
の
中
央
に 

支
柱
を
入
れ
ず
、

ニ
ナ
ワ
の
廃
物
を
利
用
し
て
い
る
の
が
珍
し
い
。

一
四
一 X

五

二.

五

荷
鞍
馬
の
背
に
の
せ
て
固
定
し
、
堆
肥
を
運
ぶ
ビ
ク
を
つ
け
た
り
、
木
の
葉
を 

運
ぶ
コ
ノ
ハ
モ
ッ
コ
な
ど
を
つ
け
て
運
搬
し
た
。(

下
増
田)

シ
ロ
グ
ラ
田
植
え
な
ど
で
鋤
や
代
鍬
を
使
、っ
と
き
に
馬
に
背
負
わ
せ
る
鞍
。
主 

要
な
部
分
の
木
は
コ
ウ
カ
ン
ボ
ウ(

ネ
ブ
タ)

を
使
い
、

マ
ン
ガ
や
オ
ン
ガ
を
ひ
か 

せ
る
た
め
の
な
わ
の
端
は
、
シ
ロ
グ
ラ
の
前
の
方
に
ア
ソ
ビ
と
し
て
卷
き
つ
け
て
お 

く
。

こ
の
な
わ
の
こ
と
は
ハ
ヤ
オ
ナ
ウ
と
い
い
、
正
月
十
一
日
に
、
ダ
ィ
ド
コ
に
ハ 

シ
ゴ
を
お
い
て
そ
こ
に
な
わ
を
下
げ
て
な
い
、
な
っ
た
部
分
を
ハ
シ
ゴ
の
コ
マ
の
向 

う
に
下
け
て
ゆ
よ
う
に
す
る
の
を
き
ま
り
と
し
た
。

馬
の
ハ
モ 

馬
耕
用
の
用
具
で
、
馬
の
首
に
つ
け
て
鋤
を
ひ
か
せ
る
の
に
使
っ
た
。

(

下
増
田)

カナツノ(メドウシ)(飯土井)

(阪本英一撮影)



になレ、もっこ(飯土井)(阪本英一 撮影)

びく(飯土井)(阪本英一撮影)

馬の荷ぐら(下増田)(中村和三郎 撮影)

しろ鞍(飯土井)(阪本英一撮影) 

堆肥用の籠(下大室) 

(関口正己撮影)

ジュロータとカサカケ繩(下大屋)

(関口正己撮影)

やり(飯土井)(阪本英一撮影)



四
、
養

蚕

用

具

蚕
棚 

条
桑
育
が
普
及
す
る
以
前
は
す
べ
て
ヵ
ゴ
飼
い
だ
っ
た
の
で
、
家
の
中
に 

蚕
室
を
つ
く
り
、
蚕
棚
を
組
み
立
て
て
飼
っ
た
。
蚕
枠
を
立
て
、
竹
を
な
わ
で
結
び 

と
め
て
組
み
立
て
る
も
の
が
中
心
で
、
一
列
十
段
の
も
の
を
二
列
の
と
き
は
二
十
棚
、
 

三
列
な
ら
二
十
棚
と
し
た
。
最
近
は
稚
蚕
期
と
、
上
簇
に
使
わ
れ
る
程
度
。

ヵ
ゴ
台 

養
蚕
時
、
給
桑
や
ウ
ラ
ト
り(

除
沙)

作
業
に
使
用
す
る
台
。
ひ
ろ
が 

り
す
ぎ
な
い
ょ
ぅ
に
な
わ
を
つ
け
て
高
さ
を
調
節
し
て
い
る
。
ウ
ラ
ト
り
作
業
に
は 

二
台
必
要
。

ィ
キ
ヌ
キ 

蚕
室
の
天
井
に
か
け
て(

二
階
に)

室
内
の
悪
い
空
気
を
ぬ
く
道
具
。
 

下
の
温
度
に
ょ
り
、
ィ
キ
ヌ
キ
の
上
に
ふ
た
を
か
け
た
り
、
と
っ
た
り
し
て
調
節
す 

る
。

底

部

三

六
•

三X

二

九•

一

上

部

一

九
•

八X

 

一
六•

八

-

高

さ

六

〇
•

〇

cm

種
箱 

蚕
種
保
存
用
の
箱
。
こ
の
中
に
タ
ネ
紙
を
さ
し
こ
ん
で
春
ま
で
保
存
す
る
。
 

自
家
製
と
み
ら
れ
、
中
の
ヒ
ゴ
は
欠
損
し
て
い
る
。
蓋
に
墨
書
が
あ
る
。
「
明
治
参
拾 

三
歳
四
月
拾
七
日
新
製
、群
馬
県
勢
多
郡
荒
砥
村
大
字
飯
土
井
、
石
綿
養
蚕
家
器
具
」

た

て

二

九

よ

こ

四

〇•

五

高

さ

三

〇

掃
立
て
羽
根
蚕
種
の
掃
立
て
に
使
う
羽
根
ぼ
う
き
で
、
タ
ネ
紙
の
上
に
生
え
て 

き

た

ケ

ゴ(

蟻
蚕)

を
蚕
座
に
掃
き
お
ろ
す
も
の
。
鷹
の
羽
根
が
最̂
^

と
い
う
。
 

小 

全

長

四
-
•

〇

柄 

ー
ー 
•

五

大 

全

長

四

九
•

〇

柄 

一
三•

〇

飼
育
箱 

稚
蚕
、
特
に
一
齢
ffl
の
飼
育
に
使
わ
れ
る
箱
で
、
側
は
松
ま
た
は
杉
材 

で
箱
と
し
、
底
に
は
ト
タ
ン
板
を
は
つ
て
つ
く
る
。
大
工
に
頼
ん
で
つ
く
つ
て
も
ら 

う
こ
と
が
多
い
が
、
器
用
な
人
は
自
分
で
も
つ
く
る
。
二
齢
に
な
る
と
カ
ゴ
に
入
れ 

て
飼
う
。

た

て

六

〇
••
〇

よ

こ

九

〇
•

五

深

さ

一

〇
•

二

桑
き
り
ぼ
う
ち
ょ
う 

か
つ
て
さ
か
ん
に
養
蚕
を
し
て
い
た
当
時
、
稚
蚕
飼
育
に 

は
、
桑
の
葉
を
こ
ま
か
く
刻
ん
で
く
れ
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
の
ほ
う
ち
ょ
う
。
刃 

の
四
角
の
も
の
は
全
長
三
五•

〇
、
三
角
の
も
の
三
七•

〇

cm

桑
も
ぎ
ぼ
う
ち
ょ
う
春
蚕
の
五
齢
と
も
な
る
と
給
桑
が
大
変
に
な
る
が
大
正
未 

年
こ
ろ
ま
で
は
、
桑
こ
き
の
良
い
も
の
が
な
く
、
カ
ゴ
飼
い
用
の
桑
は
、
昼
も
夜
も
、
 

桑
も
ぎ
ぼ
う
ち
ょ
う
で
枝
は
ら
い
を
し
て
も
い
で
く
れ
た
。
長
さ
三
〇
〜
三
二

cm

桑
こ
き 

ほ
う
ち
ょ
う
で
桑
も
ぎ
を
し
た
苦
労
か
ら
の
発
展
で
、
桑
の
枝
を
桑
こ 

き
で
は
さ
ん
で
、
こ
い
て
枝
お
と
し
を
す
る
よ
う
に
な
つ
て
相
当
能
率
的
に
な
つ
た
。
 

小
さ
い
も
の
が
全
長
一
三.

五
、
大
き
い
の
は
一
五•

三

cm

桑
ぶ
る
い 

か
つ
て
の
養
蚕
で
は
、
桑
を
こ
ま
か
く
刻
ん
で
く
れ
る
飼
育
法
が
さ 

か
ん
で
、
給
桑
用
の
桑
ぶ
る
い(

篩)

が
使
わ
れ
た
。

一
齢
、
二
齢
、
三
齢
に
応
じ 

た
篩
が
あ
り
こ
の
中
に
刻
ん
だ
桑
を
入
れ
て
ふ
る
う
よ
う
に
し
て
給
桑
し
た
。

馬のハモ(下増田)

(中村和三郎撮影)



飼育箱(飯土井) イキヌキ(飯土井) 蚕棚(下大屋)

(阪本英一 撮影) (阪本英一 撮影) (関口正己 撮影)

羽根ぼうき(飯土井)(阪本英一 撮影)

桑切りぼうちょう(下増田)(中村和三郎 撮影)

かご台とかご(飯土井)(阪本英一 撮影)

桑もぎぼうちょう(飯土井)(阪本英一 撮影) 種箱(飯土井)(阪本英一 撮影)



桑くれざる(1貫匁用)(飯土井) 

(阪本英一撮影)

木鉢、径28.3、高4.3 (下大屋) 

(関口正己撮影)

エカキ摘み桑を入れる(下増田)

(中村和三郎撮影)

桑こき(飯土井)(阪本英一撮影)

桑ぶるい、右から1令、2令、3令用(飯土井) 

(阪本英一撮影)

一
齢
用 

径

一

九

深

さ

八
•

五

cm
目
は
六
匪

二
齢
用 

径

二

〇

深

さ

九•

〇

cm
目

は

一

cm

三
齢
用 

径
ニ
ー
〜
ニ
ニ

cm
深

さ

二
•

五

cm

篩

目

二

cm
、
何
れ
も
六
角
形

エ

カ

キ(

ク
ワ
ト
リ
カ
キ)

養
蚕
用
具
の
一
つ
で
、
摘
み
桑
を
入
れ
る
か
ご
。
 

大
正
時
代
に
は
ザ
マ
を
使
っ
て
い
た
が
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
は
エ
カ
キ
を
使
、っ
よ 

、っ
に
な
っ
た
。
ザ
マ
よ
り
軽
く
て
、
ケ

ツ
(

底)

が
し
っ
か
り
し
て
い
て
こ
わ
れ
ず 

ら
く
て
使
い
よ
い
。
底
は
ア
ジ
ロ
に
編
み
、
ま
わ
り
は
カ
ゴ
ア
ミ
に
し
て
あ
る
。(

お 

節
句
の
と
き
の
実
寒
か
ら
の
お
か
え
し-
-

タ
ナ
モ
ン
ゲ 

エ
シ
に
は
エ
カ
キ
を
贈
る 

の
が
多
い)
(

飯
土
井)

底

部

四

九

口
径
六
〇
〜
六
一

高

さ

六

三

桑
く
れ
ざ
る 

村
内
の
竹
か
ご
屋
に
注
文
し
て
生
産
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
、
桑



の
葉
を
入
れ
て
給
桑
の
と
き
に
使
、っ
外
、

マ
ユ
カ
キ
に
も
使
用
す
る
。

七
百
匁
ザ
ル

口

径

四

〇
(

底
径
三
二)

高

さ

二

四

一
貫
匁
ザ
ル

口

径

四

七
(

底
径
二
八)

高

さ

二

七

木
鉢 

蚕
の
上
簇
用
に
用
い
る
道
具
。
荒
物
屋
な
ど
か
ら
買
い
求
め
て
使
用
。
二 

点
ぁ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
直
径
は
、
三
ー
ニ
ー
、
三

〇•

七
、
二

九•

五

cm
。
最
近
は 

ア
ル
ミ
製
や
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。

五
、
製

糸

用

具

ワ
タ
ク
リ 

栽
培
し
た
綿
の
実
を
と
る
道
具
。
ク
サ
ビ
を
使
っ
て
嚙
み
合
わ
せ
の 

調
節
を
す
る
。
戦
時
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
物
資
不
足
時
代
に
活
用
さ
れ
た
。(

下 

増
田)戦

時
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
し
ば
ら
く
の
間
、
木
綿
づ
く
り
を
し
て
、
ワ
タ
ク
リ 

で
綿
を
と
っ
た
が
、
ふ
と
ん
綿
に
し
た
。(

飯
土
井)

糸
ひ
き
鍋 

座
繰
り
で
糸
ひ
き
を
し
た
当
時
使
用
し
た
鍋
。
鉄
製
で
、
朝
顔
型
で 

未
広
が
り
の
ょ
ぅ
に
浅
く
て
ロ
が
広
い
。
口
径
三
四•

七

cm

座
繰
り
糸
枠
に
卷
き
と
る
と
き
に
ア
ヤ
を
と
る
首
ふ
り
の
つ
か
な
い
も
の
で
、
 

糸
と
り
の
外
に
揚
げ
返
し
用
と
し
て
多
用
し
た
と
い
ぅ
。

高

さ

二

八
•

五
、
た

て

二

八
•

五

横 

四

四.
o

cm(
柄
と
も)

座
繰
り 

上
州
座
繰
り
の 

一
般
的
な
も
の
で
、
ア
ヤ
を
と
る
首
ふ
り
は
歯
車
を
用 

い
ず
、
動
力
を
伝
え
る
芯
棒
に
丸
い
輪
を
つ
け
、
み
ぞ
を
切
っ
た
も
の
を
利
用
し
て 

い
る
。

つ
づ
み
棒
は
ぁ
る
が
つ
づ
み
は
な
い
。

た

て

一

四
•

二

よ

こ

三

四•

七

高

さ

一

七
•

五

牛

首

揚

げ

返

し

や

、
糸
巻
き
の
と
き
に
糸
枠
を
か
け
て
お
く
道
具
。

台

板

た

て

三

二
.

八

よ

こ

ニ

ー 
•

〇

厚

さ

五•

五
〜
三•

六

•

柱 

二

五•

八

首 

二

〇.

五

cm

ヒ
ロ
メ
キ 

グ
ル
メ
キ
と
も
よ
ん
だ
と
い
ぅ
が
ヒ
ロ
メ
キ
が
一
般
的
呼
称
。
糸
の 

揚
げ
返
し
や
卷
き
と
り
の
と
き
に
使
、っ
も
の
。

高

さ

四

七

巾 

七
•

五

横 

六

六•

八

cm

ノ
シ
ア
ゲ
枠
座
繰
り
で
糸
と
り
を
す
る
と
き
、
鍋
の
緣
に
接
し
て
立
て
て
お
き
、
 

糸
の
ロ
を
み
つ
け
た
り
、
薄
皮
ま
ゆ
に
な
っ
た
り
し
て
出
る
ノ
シ(

緒
糸
な
ど
く
ず 

糸)

を
卷
き
つ
け
た
糸
枠
と
台
。

高

さ

九

六
•

五
(

下
部
は
杭
状)

首 

二

六•

〇

糸
ま
き
車 

前
橋
市
城
南
地
区
は
、
織
物
の
町
伊
勢
崎
に
近
く
さ
か
ん
に
賃
機
を 

や
っ
て
い
た
時
期
が
あ
る
。

こ
れ
は
糸
車
の
輪
に
竹
を
使
い
、
ひ
も
を
編
ん
で
い
た 

も
の
で
あ
る
が
、
い
ま
で
は
ひ
も
が
な
く
な
り
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。(

下
増 

田)
糸
車 

機
織
り
の
と
き
、
緯
糸
を
ク
ダ
に
卷
き
と
る
作
業(

ク
ダ
マ
キ)

に
使
っ 

た
糸
ま
き
車
、
ひ
か
く
的
新
し
い
も
の
。

全

長
(,
台)

八
四

巾 

一
六.

四
〜
三
四•

七

糸

車
(

径)

五
一 

丁

七

cm

ィ
ザ
リ
バ
タ 

明
治
時
代
に
は
使
わ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
が
、
仕
上
が
り
が
て



牛首(飯土井)

(阪本英一撮影)

綿繰り(下増田)

(中村和三郎撮影)

座繰り(飯土井)(阪本英一 撮影)

糸車(飯土井)(阪本英一撮影)

糸とり鍋(飯土井)(阪本英一 撮影)

座繰り(飯土井)(阪本英一撮影)

い
ね
い
で
、
台
機̂

1

っ
か
り
し
た
角
材
を
用
い
て
、
腰
か
け
板
の
下
に
物
入
れ
箱 

を
兼
ね
る
箱
を
つ
く
り
、
腰
か
け
板
を
外
す
と
そ
の
中
に
オ
サ•

ヒ•

シ
ン
シ
、
腰 

帯
な
ど
を
格
納
で
き
る
よ
う
に
く
ふ
う
し
て
あ
っ
て
、
使
い
よ
く
し
て
あ
る
。
オ
サ 

ヅ
カ
は
あ
る
が
オ
サ
は
見
当
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
、
当
地
方
で
家
を
新
築
す
る
際
、
 

上
棟
祝
い
に
あ
た
っ
て
オ
サ
を
、
他
の
女
の
持
ち
物
と一

緒
に
結
び
つ
け
て
祝
う
こ 

と
が
行
な
わ
れ
る
の
で
、
そ
う
し
た
時
に
く
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
な
く
な
っ
た
の
だ 

ろ
う
と
い
う
。
 

(

飯
土
井)

た

て

ー

ー

四

よ
こ 

六
六

高
さ 

八

六•

五



丄ハ、
わ
ら
加
工
用
具

蚕
網
っ
く
り
台 

養
蚕
用
具
の
中
で
も
ア
ミ
類
は
、
カ
ゴ
飼
い
を
し
て
い
た
と
き 

は
每
日
の
よ
う
に
ア
ミ
を
使
っ
て
ウ
ラ
ト
リ
を
す
る
の
で
、
稚
蚕
期
用
の
ィ
ト
ア
ミ
、
 

壮
蚕
期
用
の
ナ
ワ
ア
ミ
を
さ
か
ん
に
利
用
し
た
。
蚕
綱
つ
く
り
台
は
、
ナ
ワ
ア
ミ
を 

つ
く
る
た
め
の
台
で
、
夜
な
べ
に
な
っ
た
細
な
わ
を
こ
れ
に
か
け
て
編
ん
だ
も
の
。
 

釘
は
各
二
九
本
、
長
さ
一
七
一 
•

五

cm

ま
ぶ
し
折
り 

手
折
り
の
シ
マ
ダ
マ
ブ
シ
を
折
る
道
具
。
針
金
の
間
に
生
ず
な
わ 

を
入
れ
て
お
き
、
ま
ぶ
し
に
す
る
わ
ら
を
入
れ
て
火
ば
し
の
よ
う
な
も
の
を
使
っ
て 

手
前
の
方
に
折
り
ま
げ
、
さ
ら
に
火
ば
し
を
入
れ
て
向
う
の
方
に
折
り
曲
げ
る
。
交 

互
に
曲
げ
て
最
後
は
ハ
ゴ
ィ
タ
で
打
っ
て
ひ
も
で
し
ば
っ
て
仕
上
げ
と
な
る
。

ム
シ
ロ
オ
リ 

ム
シ
ロ
の
中
で
も
養
蚕
用
に
使
、っ
ミ
ナ
ガ
ワ
ム
シ
ロ
は
、
農
閑
期 

に
各
家
庭
で
織
っ
て
間
に
合
わ
せ
た
。
麻
糸
を
用
意
し
て
オ
サ
に
通
し
て
ム
シ
ロ
オ 

り
に
か
け
、
に
ぎ
り
を
持
っ
て
手
首
を
上
下
す
る
と
糸
の
ア
ヤ
が
と
れ
、
サ
ン
ゴ
と 

よ
ば
れ
る
竹
の
棒
で
わ
ら
を
交
互
に
入
れ
て
織
り
上
げ
た
。(

下
大
屋)

ぞ
う
り
づ
く
り
台 

ぞ
う
り
を
つ
く
る
と
き
、
両
足
の
親
指
に
な
わ
を
か
け
て 

ひ
っ
ぱ
る
こ
と
が
原
形
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
道
具
に
し
た
の
が
ぞ
う
り
づ
く
り
台
で
、

こ
れ
な
ら
ば
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
ぞ
ぅ
り
の
仕
上
が
り
も
固
く
で
き
る
。
ムロ 

板
に
は
柄
鍬
の
板(

エ
ン
ガ
ベ
ッ
タ)

を
再
利
用
し
て
い
る
。(

下
増
田)

ワ
ラ
ハ
タ
キ 

カ
ケ
ヤ
と
も
い
ぅ
が
、主
と
し
て
ワ
ラ
ハ
タ
キ
に
使
用
し
た
も
の
。
 

ヒ
ィ
ラ
ギ
の
木
を
使
っ
て
つ
く
っ
て
あ
る
の
で
珍
し
く
、
ヒ
ィ
ラ
ギ
材
は
絶
対
に
割 

れ
な
い
と
い
わ
れ
る
。

柄

九

二
二

九•

五

径

一

六

丄

五
•

五

cm

ノシアゲ枠(飯土井)

(阪本英一撮影)

糸まきぐるま(下増田)

(中村和三郎撮影)

いざりばた(飯土井)

(阪本英一撮影)

蚕網作り台(下大屋)

(関口正已撮影)



ワラハタキ(飯土井)

(阪本英一撮影)

まぶしおりとたたき板(飯土井)

(阪本英一撮影)

ムシロオり下大屋(中束彰子 撮影)

草覆を作るのに用いた道具、台にはエンガ 

ベッタを使っている。(下増田)

(中村和三郎撮影)



資 

料

1

荒
砥
村
郷
土
史

2

木
瀬
と
其
の
附
近
の
子
供
組

3

赤
城
大
明
神
実
記

4

赤
城
従
行

5

赤
城
信
仰
に
関
す
る
伝
承

6

産
泰
詣
之
事

1

荒
砥
村
郷
土
史

伝 

説

大

字

富
田
村
少
将
塚

「
聞
見
漫
録
」
に
言
う
。(

信
沢
右
近
衛
少
将
直
隆
卿
妻
弥
生
長
男
三
代
丸)

同
村 

南
端
に
少
将
塚
あ
る
を
聞
く
。
昭
和
六
年
下
富
田
水
車
業
大
島
卷
司
氏
の
案
内
に 

依
っ
て
此
の
塚
を
見
る
。
安
永
年
間
信
沢
先
祖
神
を
奉
上
刻
す
。
建
一
尺
六
寸
石
に 

三
位
帽
子
を
着
せ
し
人
形
像
あ
り
。
た
し
か
に
公
家
方
な
ら
ん
。
思
う
に
信
沢
家
は 

古
昔
上
富
田
、
此
処
は
下
富
田
南
端
也
、
実
に
信
沢
の
祖
な
ら
ば
掃
除
手
入
も
な
く 

不
敬
の
事
、
全
く
の
公
家
を
宿
泊
し
、
死
人
を
荒
砥
川
西
岸
に
埋
葬
な
す
も
の
と
考 

う
と
。
又
別
に
伝
え
る
所
に
依
る
と
、
富
田
の
東
南
端
、
荒
砥
川
の
西
ほ
と
り
に
少 

将
塚
と
い
う
小
塚
が
あ
る
。
信
沢
右
近
衛
少
将
高
家
卿
の
墳
墓
と
称
し
て
い
る
。(

或 

は
延
沢
に
作
る)

之
れ
応
仁
乱
後
、
朝
廷
の
御
衰
微
甚
だ
し
く
諸
国
に
流
浪
し
て
野 

に
下
っ
た
。
高
家
卿
も
諸
国
放
浪
の
末
、
こ
の
地
に
止
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
高
家 

卿
の
長
子
に
御
代
丸
と
云
う
人
が
あ
っ
た
。
天
正
年
間
に
及
び
族
類
繁
延
し
、
富
田 

村
を
作
し
た
も
の
と
い
う
。(

現
今
の
下
富
田
の
地
な
ら
ん)

そ
う
し
て
一
宇
を
建
立 

し
、
正
法
院
と
言
っ
た
。
な
お
氏
神
春
日
明
神
を
祭
り
地
方
の
豪
族
と
な
る
。(

正
法

•

院
は
天
保
十
ー
ニ
年
焼
失
し
、
東

原
(

中
組)

の
地
に
移
す
。
現
、
持
地
山
延
命
寿
正 

法
院
之
な
り
。
春
日
社
は
明
治
十
年
束
原
の
地
に
移
し
、
現
在
の
三
柱
神
社
と
な
っ 

た
。
現
に
少
将
塚
は
富
田
村
の
祖
と
し
て
里
人
崇
敬
し
、
塚
の
草
木
を
伐
り
、
或
は 

塚
を
く
ず
す
こ
と
を
し
な
い
。
若
し
塚
地
を
汚
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
、
神
罰
が 

あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
二
、
三
年
前
或
る
青
年
、
塚
の
雑
木
を
伐
る
や
忽
ち
重
病
に
か 

か
り
、
家
人
に
も
死
ぬ
も
の
が
で
き
た
と
言
う
よ
り
、

一
指
も
触
れ
ず
、
塚
に
昇
る 

道
も
な
く
雑
木
は
繁
茂
の
ま
ま
で
あ
る
。
因
に
信
沢
氏
の
系
図
等
は
下
富
田
の
塩
沢 

重
次
氏
の
家
に
保
存
せ
ら
れ
て
あ
る
と
言
う
。

梅

花

桜

天

神

西
大
室
字
地
田
栗
に
菅
公
を
祀
れ
る
天
神
様
が
あ
っ
た
。

明
治
四
十
三
年
西
大
室 

神
社
へ
合
祀
す
。
老
松
の
茂
る
邱
上
に
岩
石
重
畳
し
て
其
の
上
に
宮
が
立
て
ら
れ
て 

居
た
？
此
の
境
内
に
梅
の
木
を
植
付
け
る
と
一
、
二
年
に
し
て
桜
に
化
す
と
言
う
伝 

説
よ
り
、
こ
の
天
神
を
梅
花
桜
天
神
と
称
し
た
。
現
に
梅
を
植
え
る
と
桜
樹
の
如
く 

化
し
、
桜
に
似
た
花
梗
長
き
花
を
開
く
の
で
あ
る
。
土
質
の
た
め
か
。

阿

弥

陀

井

戸

大
字
下
大
屋
中
部
柳
井
戸
と
称
し
、
地
、
清
水
湧
出
せ
り
。
安
永
年
間
馬
場
弥
平 

の
祖
先
用
水
の
便
に
供
せ
ん
と
掘
り
し
た
仏
石(

板
碑)

出
す
。
青
石
に
し
て
丈
一 

尺
三
寸
幅
五
寸
五
分
、
厚
さ
七
分
、
蓮
花
の
上
に
梵
字
あ
り
。
其
の
下
に
康
安
二
年 

十
一
月
日
と
記
せ
り
。
依
っ
て
寺
僧
に
一
見
せ
し
め
し
に
阿
弥
陀
井
な
り
と
云
え
り
。
 

爾
後
里
人
阿
弥
陀
井
と
唱
え
、
柳
井
戸
の
名
称
消
滅
す
る
に
至
れ
り
。

虚

空

蔵

と

鰻

大
字
泉
沢
の
住
民
は
古
昔
よ
り
決
し
て
鰻
を
食
す
こ
と
な
し
。

こ
れ
泉
沢
円
明
寺 

に
虚
空
蔵
菩
薩
安
置
せ
ら
れ
、
こ
の
菩
薩
は
鰻
を
以
て
着
属
と
な
す
。
故
に
鰻
を
食 

う
者
は
其
の
罰
を
蒙
り
て
失
明
す
る
も
の
と
迷
信
あ
る
を
以
て
な
り
。
偶
々
鰻
を
捕 

う
る
も
虚
空
蔵
鰻
の
池
に
放
つ
。

片

葉

の

葭

大
字
二
之
宮
南
部
に
片
葉
葭
と
て
茎
の
一
方
に
の
み
葉
を
生
ず
る
葭
あ
り
。
古
来 

よ
り
伝
説
に
、
此
は
も
と
利
根
の
流
れ
に
て
増
田
が
渕
と
称
し
た
り
。
昔
此
処
へ
赤



城
家
業
の
娘
を
就
め
し
に
、
其
れ
ょ
り
此
の
姫
の
怒
霊
に
て
片
葉
の
葭
を
生
ず
と
云

う
〇金 

糞 

沼

大
字
二
之
宮
に
あ
り
。
此
処
は
も
と
沢
な
り
し
が
、
こ
れ
を
距
る
西
北
約
二
丁
ば 

か
り
な
る
処
に
、
櫸
の
大
樹
あ
り
。
其
の
う
ち
に
大
蛇
棲
息
し
、
時
々
こ
の
沢
に
来 

り
て
水
を
飲
め
り
。
里
人
い
た
く
之
を
恐
れ
、
鉄
は
蛇
に
毒
な
れ
ば
と
て
其
の
来
る 

を
避
く
る
が
為
に
此
処
に
多
く
の
金
糞
を
捨
て
た
り
。
後
此
処
に
溜
井
を
ほ
り
て
此 

の
溜
井
を
金
糞
沼
と
称
す
。

村

主

の

清

水

昔
い
つ
の
頃
か
里
の
百
姓
が
赤
城
へ
薪
取
に
出
か
け
た
が
每
日
一
枝
の
薪
取
ら
ず 

に
夕
方
に
な
っ
て
は
帰
っ
て
来
た
。
お
ま
け
に
ぐ
で
ん
ぐ
で
ん
に
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
家 

の
者
が
何
を
聞
い
て
も
た
た
、
に
や
に
や
笑
っ
て
い
る
ば
か
り
。
そ
う
し
て
し
ま
い 

に
は
真
赤
な
顔
か
ら
く
さ
い
酒
の
息
を
は
き
な
が
ら
ぐ
う
ぐ
う
と8

入
っ
し
ま
っ 

た
。
其
れ
が
一
人
や
二
人
や
ぎ
り
で
は
な
い
。
其
の
村
か
ら
赤
城
へ
登
っ
て
行
く
者 

は
誰
も
彼
も
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
生
れ
つ
き
お
酒
の
嫌
な
者
で
さ
え
、
ロ
の
き
け
な 

い
程
酔
っ
て
帰
っ
た
。
村
の
人
達
は
不
思
議
に
思
っ
て
或
る
日
の
事
そ
っ
と
薪
取
の 

後
を
つ
け
て
来
て
み
た
。
と
こ
ろ
が
薪
取
の
男
達
は
皆
道
傍
の
芝
の
上
に
寝
こ
ろ
ん 

で
、
ど
こ
か
ら
か
い
っ
ぱ
い
お
酒
を
い
れ
た
甕
を
も
っ
て
来
て
飲
み
は
じ
め
た
。
後 

を
つ
け
て
来
た
人
は
、
こ
ん
な
処
に
酒
屋
が
あ
る
の
か
し
ら
と
思
っ
て
様
子
を
見
て 

い
る
と
、
又
一
人
の
男
が
甕
を
さ
げ
て
酒
を
と
り
に
行
く
ら
し
い
。
そ
っ
と
そ
の
男 

の
後
を
つ
け
て
行
っ
て
み
る
と
小
川
の
渕
か
ら
流
れ
出
る
清
水
を
甕
に
く
ん
で
帰
っ 

た
。
後
を
つ
け
て
来
た
人
は
、
其
の
泉
の
傍
へ
行
っ
て
手
に
清
水
を
摘
ん
で
ど
っ
く 

り
の

ー

ロ
の
ん
で
み
た
。
不
思
議
に
も
其
れ
は
歯
に
し
み
通
る
程
冷
た
い
処
の
酒
で 

あ
っ
た
。
薪
取
が
一
枝
の
薪
も
取
ら
ず
に
、
皆
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
帰
る
わ
け
が
わ
か
っ 

た
の
で
、
そ
の
人
は
落
ち
て
い
た
馬
の
藁
靴
を
拾
い
泉
の
出
口
へ
突
込
ん
で
と
っ
と 

と
村
へ
帰
っ
て
来
た
。
今
日
も
お
い
し
い
お
酒
を
腹
一
杯
飲
ん
で
帰
ろ
う
と
薪
取
の 

男
達
は
三
度
目
の
酒
を
汲
み
に
来
た
。
け
れ
ど
泉
の
ロ
に
馬
の
藁
靴
が
突
込
ん
で
あ 

る
の
で
ぶ
つ
ぶ
つ
言
い
な
が
ら
其
れ
を
引
き
出
し
て
小
川
の
中
へ
捨
て
た
。
清

こ
ん
こ
ん
と一

層
勢
ょ
く
流
れ
出
し
た
の
で
又I

ぱ
い
甕
に
く
ん
で
来
た
。
し
か
し 

こ
の
三
度
目
の
清
水
を
の
ん
で
は
、
ち
っ
と
も
酔
わ
な
い
ば
か
り
か
今
ま
で
い
い
気 

持
に
酔
っ
て
来
た
の
か
す
っ
か
り
醒
め
て
し
ま
っ
た'b

ぶ
る
ぶ
る
寒
気
が
し
て
き
た
。
 

之
は
き
っ
と
三
度
目
に
汲
み
に
行
っ
た
男
が
い
ぢ
わ
る
を
し
て
あ
の
清
水
を
と
ら
ず 

に
た
た
の
水
を
汲
ん
で
来
た
に
ち
が
い
な
い
と-

回
は
腹
を
立
て
て
清
水
へ
行
っ
て 

み
た
。
そ
う
し
て
め
い
め
い
清
水
を
飲
ん
で
見
た
が
ど
う
し
た
こ
と
か
、
も
う
誰
に 

も
お
酒
の
味
は
し
な
か
っ
た
。

俚 

諺

い
た
だ
く
も
の
は
夏
も
小
袖
。

坊
主
だ
ま
せ
ば
七
代
た
た
る
。

い
り
ま
め
に
花
。

ぼ
た
餅
を
背
負
っ
て
砂
糖
の
木
に
の
ぼ
る
。

屁
と
火
事
は
も
と
か
ら
さ
わ
ぐ
。

鳥
な
き
里
の
蝙
蝠
。

豆
腐
に
か
す
が
ひ
。

提
灯
に
釣
鐘
。 

提
灯
持
ち
は
あ
と
に
た
た
ず
。

盗
人
に
鍵
。

男
は
度
胸
坊
主
は
お
経
。

河
童
の
河
流
れ
。

金
持
ち
と
掃
き
溜
め
は
た
ま̂

ほ
ど
汚
な
い
。

用
心
は
臆
病
に
せ
ょ
。

宵
張
り
の
朝
寝
坊
。

鷹
は
死
す
と
も
穂
を
つ
ま
ず
。

爪
で
拾
っ
て
箕
で
こ
ぼ
す
。

牛
の
小
便
十
八
町
牛
の
尻
が
い
。

親
は
死
ん
で
も
食
休
み
。



お
だ
て
も
っ
こ
に
ゃ
乗
り
た
く
な
い
。

紺
屋
の
あ
さ
っ
て
力

小
姑
一
人
は
鬼
千
疋
。

麻
の
中
の
く

百
日
の
説
法
屁I

つ
。

貧
の
宵
っ
ぱ
り
長
者
の
朝
起
き
。

方 

言

(

方

言
) 

(

標
準
語) 

(

備

考
)

イ
—
ダ
ニ
ー 

よ
い
の
だ

イ
キ
ハ
ル 

え
ら
ぶ
る

イ
ケ
ル 

埋
め
る

イ
シ
ッ
コ
ロ 

石 

石
の
塊

イ
ッ
カ
ル 

乗
る

イ
ッ
ケ
ル 

載
せ
る

イ
ッ
テ
ン
ベ
ヤ 

行
っ
て
み
よ
ぅ

イ
ッ
ペ
イ 

沢
山

イ
ビ 

指

イ
キ
レ
ル 

む
し
暑
い

イ
ヌ
カ
ニ 

大
変

イ
ビ
ー 

け
む
い

イ
ヤ
シ
ン
ボ
ウ 

い
や
し
い
人 

意
地
き
た
な
い
こ
と 

イ
ブ
セ
ー 

危
な
い

ハ
カ
セ
ル 

他
人
を
だ
ま
す

ハ
グ 

奇
数•

撮
わ
ぬ•

め
く
る

ハ
グ
レ
ル 

迷
ぅ

ハ
ッ
ク
リ
ケ
ス 

強
く
叩
く 

張
り
ひ
っ
く
り
返
す
の
訛 

ハ
ツ
ハ 

タ
バ
コ 

吸
う
音
よ
り
出
る

ハ
シ
ャ
グ 

乾
く•

浮
か
れ
る

ニ
シ 

お
前

ホ
ウ
タ
ロ 

螢

ホ
キ
ル 

萠
え
出
る

ホ
ソ
ッ
コ 

細
紐

ホ
ダ 

そ
ぅ
だ

ボ
ッ
コ
ム 

入
れ
る

ホ
ジ
ル 

掘
る

ボ
ッ
コ
レ
ル 

壊
れ
る

ボ
ッ
ト 

偶
然
に

ポ
ン
ツ
ク 

平
凡

ホ
ウ
ッ
コ 

頰
冠
り

ヘ
ア 

蠅

ヘ
ア
ー 

灰

ヘ
ア
ー
ル 

入
る

へ
ー
ル 

吠
え
る

へ
コ
タ
レ
ル 

挫
け
る 

凹
み
垂
れ
る
こ
と 

ヘ
ッ
ポ
コ 

拙
劣

へ
ゲ 

ひ
げ

ベ
ッ
ト
ゥ 

蛙

ヘ
ッ
タ 

物
の
底

ド
ド
メ 

桑
の
実

ト

ホ

丨

F

ロ

ト
マ
ル 

果
実
が
熟
す
る

ト
ウ
サ
ン
バ
ッ
コ 

通
さ
ぬ

ド
ウ
ヅ
ク 

打
つ

チ
ミ
タ
イ 

つ
め
た
い

チ
ョ
チ
ョ
バ
コ 

蝶



チ
ョ
チ
ョ
ラ 

落
着
か
ぬ

チ
ョ
キ 

落
着
か
ぬ
こ
と

チ
ョ
ッ
キ
ラ 

恰
度

チ
ャ
ゾ
ッ
ペ 

茶
菓
子

チ
ク
ラ
ッ
ペ 

虚
偽

チ
ン
コ
ィ 

小
さ
い

ジ
ャ
ン
ボ
ン 

葬
式

ヌ
ク
テ
ィ 

暖
か
い

ヌ
カ
ス 

寧
っ

ヌ
カ
リ
ッ
タ
マ 

ぬ
か
る
み

オ
コ
サ
マ 

蚕

オ
サ
ゴ 

散
米

オ
シ
メ 

お
む
つ

オ
シ
ー 

み
そ
汁

オ
タ
マ
ン
ゲ
ロ 

お
た
ま
じ
や
く
し

オ
ッ
カ
ネI
 

恐
ろ
し
い

オ
カ
マ
ケ
ナ
ン
シ
ョ 

お
嫁
ぎ
な
さ
い

オ
ッ
ペ
ナ
ス 

貶
す

オ
ッ
チ
ャ
レ
ル 

叱
ら
れ
る

オ
ッ
パ
シ
ッ
タ 

行
っ
て
し
ま
っ
た

オ
ッ
チ
チ
メ
タ 

お
し
つ
け
た

オ
ッ
ク
デ
ル 

折
る

オ
ッ
ペ
シ
ョ
ル 

折
る

オ
バ
ン
シ 

炊
事
婦

オ
ヒ
ャ
ラ
カ
ス 

嘲
弄

オ
ー
キ
ニ 

甚
だ
し
く

オ
ラ
ン
ゲ
ー 

私
の
家 

お
い
ら
の
家 

オ
サ
ン
カ
ラ 

虚
偽
の
事

オ
ヤ
ゲ
ナ
イ 

可
哀
そ
ぅ

オ
コ
ン
デ
ョ 

意
地
悪
き
人

ワ
ッ
チ 

私

ワ
リ
メ
シ 

碾
割
麦
の
入
っ
た
飯

ガ
イ
ロ 

蛙

カ
ク
ネ
ッ
コ 

か
く
れ
ん
ぼ

カ
ジ
ケ
ル 

凍
え
る

カ
ッ
ク
ラ
セ
ル 

人
を
打
つ

カ
ッ
コ 

下
駄

カ
ッ
タ
ル
イ 

だ
る
い

カ
ッ
パ
ク 

掘
る

カ
ッ
ペ
ナ
ス 

非
難
す
る

カ
マ
ギ
ッ
チ
ョ 

か
ま
き
り

カ
ン
カ
ラ 

空
き
か
ん

ガ
ン
シ
ョ 

ご
ざ
い
ま
し
ょ
ぅ

カ
ン
ナ
メ
ル 

な
め
る 

か
き
な
め
る 

カ
セ
イ
デ 

急
い
で

カ
ナ
ヘ
ビ 

蜥

蜴
(

ト
カ
ゲ)

カ
ゲ
ン 

病
気

ヨ
タ
ヲ
ス
ル 

悪
事
を
す
る

ヨ
ッ
ピ
テ 

徹
夜
し
て

ダ
ル
マ 

娼
婦

タ
ラ
ツ 

馬
鹿
者

ソ
ッ
ケ
ッ
タ 

お
ど
ろ
い
た

ソ
べ
ー
ル 

ふ
ざ
け
る

ソ
ラ
ッ
ペ 

噓

ヅ
ナ
イ 

大
き
い

ツ
ノ
ッ
ポ
イ 

尖
る



ッ
ヨ 

露

ッ
ン
モ
ス 

燃
や
す

ッ
ラ
ヌ
キ 

納
税

ネ
ン
ジ
ン 

人
蔘

ナ
イ
ゴ 

い
な
ご

ナ
カ
ン
ベ 

ま
い

ナ
ン
シ
ヨ 

な
さ
い

ナ
タ 

巡
査

ナ
リ
ン
ボ
ー 

癩
患
者

ラ
ン
ト
バ 

墓
場

ム
シ 

ね
え 

老
人
が
主
と
し
て
言
う 

ウ
ナ
リ
ッ
ケ
ル 

脅
す
こ
と

ウ
ヌ 

汝

ノ
ノ
コ 

綿
入
れ

ノ
ッ
ペ
リ 

な
め
ら
か 

延
べ
の
音
便

ノ
ラ
ボ
ウ 

乞
食

ノ
ン
ノ
ン
サ
マ 

ー
人
前
に
足
ら
ぬ
人

グ
イ
ラ 

無
理
に

グ
シ 

棟
木

ク
タ
バ
リ 

ば
か
ば
か
し
い

ク
ッ
ッ
ケ
ル 

炊
き
つ
け
る

ク
ビ
ッ
カ
カ
リ 

益
死
者

ク
ド 

か
ま
ど

ク
ネ 

垣
根

ヤ
ア
べ
一 

行
き
ま
し
ょ
ぅ

ヤ
シ
ン
ボ 

食
い
し
ん
^'
ぅ

ャ
マ 

森

ャ
ッ
コ
イ 

柔
ら
か
ぃ

ヤ 
ッ

ス
 

ッ

コ 

っ

ヤ
ベ 

行
け 

行
く
の
命
令

ヤ
ン 

さ
ん

ヤ
ッ
ト
コ
セ
イ 

蟬
の
幼
虫

ヤ
ッ
チ
ュー

ト 

忽
ち

マ4

ッ
タ 

死
ん
だ

マ
ギ
メ 

眉
毛

マ
メ
ッ
チ
ヨ 

小
さ
い

マ
ン
カ
ラ 

噓

マ
ン
パ
チ 

噓

マ
ケ
ッ
チ
ョ 

過
失
の
事 

北
部
方
面 

ゲ
イ
ロ
ッ
パ 

お
お
ば
こ

ゲ
ー
ニ 

強
く

ブ
ル
キ 

巡
査

コ
キ
ノ
メ
ス 

叱
り
つ
け
る

コ
チ
ョ
ハ
ン 

中
間
の
食
事

ゴ
ロ
ゴ
ロ
サ
マ 

雷

コ
ワ
イ 

疲
れ
た

ゴ
テ
ッ
パ
ラ 

た
く
さ
ん

エ
ス
カ
ニ 

大
変

エ
ン
ダ
ラ 

不
規
律

デ
ー 

感
動
を
表
わ
す 

デI

で
っ
か
い
な 

デ
ホ 

で
た
ら
め

デ
レ
ス
ケ 

馬
鹿

デ
ン
ボ•

デ
木 

偽
り

ア
シ
コ 

足
跡

ア
ン
モ 

餅

ア
テ
コ
ト
モ
ナ
イ 

途
方
も
な
い



ア
リ
ャ
コ
リ
ャ 

あ
べ
こ
べ

ア
ン
チ
ャ
ネ
ー 

心
配
は
な
い

ア
ク
ト 

踵

サ
ガ
ネ
ル 

探
す

ザ
マ 

背
負
籠

サ
ル
ッ
コ 

袖
無
半
天

キ
ツ
チ
ョ 

馬
追
虫

キ
ジ
リ 

薪
置
場

メ
カ
ィ 

目̂

メ
ド 

小
さ
い
穴

メ
ゲ
ル 

呆
れ
る

ミ
ヤ
マ 

日
蔭
山

ジ
ク
ナ
シ 

意
気
地
無
し

シ
コ
ー
ド
ル 

気
ど
る

シ
ブ
ツ
カ
キ 

吝
嗇
家

シ
ョ
ウ
タ
レ 

す
っ
か
り
濡
れ
る

シ
ラ
デ 

す
り
ば
ち

ジ
ン
ジ
キ 

摺
鉢

シ
ョ
ツ
ペ
—
ナ
シ 

じ
ょ
ぅ
だ
ん

ヒ
ョ
ウ
ゲ
ル 

ふ
ざ
け
る

ヒ
シ
テ
ィ 

ー
日

ヒ
ダ
ル
ィ 

空
腹
な
事

モ
—
ゾ
ー 

軽
卒
に
急
ぐ
人

モ
デ
ョ
ッ
ケ
ー 

可
愛
い
い

セ
テ
ゴ 

兄 

背
の
子

セ
ッ
テ
ィ 

貧
し
い

セ
ツ
テ
ョ
ー 

厄
介
な
こ
と

※

昭
和
十
四
年
十
月
三
十
日

編
輯•

荒
砥
第
二
尋
常
高
等
小
学
校
郷
土
史
調
査
研
究
部
員

2
 

木
瀬
と
其
の
附
近
の
子
供
達

|

、
木
瀬
村
芄
井

ィ

組

織

小
学
五
年
か
ら
中
学
二
年
ま
で
、
中
学
三
年
に
な
る
と
止
め
る
。

ロ 

行

事

灯 

籠 

近
戸
神
社
内
石
尊
大
権
現
、(

祗
園
祭
の
時
七
月
廿
八
日)
(

祗
園
の
前 

夜
神
社
に
と
ま
る)

近
戸
神
社
、
四
月
三
日(

こ
の
日
は
村
中
で
神
楽
を
す
る
。)

十
月
十 

七
日
、(

オ
ク
ン
チ
は
寺
院
本
堂
に
と
ま
る
。
初
午
の
晩
に
は
泊
ら
ず
。) 

金
銭
関
係
、
每
戸
寄
進
を
ぅ
け
に
歩
く
寄
進
が
足
ら
な
か
っ
た
と
き
は 

氏
子
総
代
の
人
が
金
を
出
し
て
く
れ
る
。

天
神
講
各
小
字
毎
に
す
る
。
宿
は
年
長
者
の
家
、
翌
朝
素
足
で
近
戸
神
社
境
内 

の
天
神
宮
に
参
拝
す
る
。

ハ
公
認
の
悪
戦

泥
合
戦 

昔
は
下
長
機
と
し
た
が
今
は
し
な
い
。

I
I、

木
瀬
村
上
増
田

A

字
大
塚
田

ィ

組

織

小
学
生
、
中
学
生
男
の
全
部
、
任
意
入
会
中
学
三
年
生
か
親
分
。

ロ 

行

事

灯 

籠 

諏
訪
神
社(

浅
間
神
社)

七
月
廿
七
日
、
十
月
十
七
日

世

話

人(

当
番
制)

の
人
が
一
切
の
世
話
を
し
て
く
れ
、
金
は
大
塚
田 

中
で
出
す
。
子
供
は
灯
籠
を
つ
け
る
の
み
。

天
神
講
翌
朝
諏
訪
神
社
内
の
末
社
天
神
宮
に
御
参
り
す
る
。

B
 

字
宮
下



イ

組

織

小
学
一
年
か
ら
中
学
三
年
ま
で

ロ 

仕

事

灯 

籠 

十
月
九
日
、
お
せ
ん
じ
ゅ
様(

千
手
観
音
、
近
戸
神
社
境
内
に
あ
り) 

を
お
ま
つ
り
す
る
。

費
用
は
每
戸
寄
進
に
ょ
る
。
大
人
が
助
言
す
る
。(

係
の
人
は
每
年
交
代) 

天
神
講 

小
学
一
年
か
ら
中
学
三
年
ま
で
翌
朝
千
手
観
音
に
お
参
り
す
る
。
 

C

字
、
宮
下

灯

籠

天

神

様

D

字
、
東
組

灯

籠

し

り

や

き

薬

師

E

字
、
宮
原

イ

組

織

学
年
、
年
齢
不
問

ロ 

行

事

灯

籠

薬

師
(

昼
は
奉
納
相
模
を
し
た
が
、
タ
タ
り
が
あ
り
薬
師
様
は
勝
負
事 

が
き
ら
い
だ
と
い
ぅ
の
で
今
は
し
な
い)

天
王
様(

八
坂
宮)

大
人
の
人
が
世
話
を
し
て
く
れ
る
。
費
用
は
村
の 

方
か
ら
出
し
て
く
れ
る
。

天
神
講
六
年
以
上
中
学
三
年
ま
で

F

大
字
全
体
と
し
て

イ

組
織
小
学
一
年
ょ
り
中
学
三
年
ま
で

ロ 

行

事

大
学
全
体
と
し
て
近
戸
神
社
の
灯
籠
を
つ
け
る
。
氏
子
総
代
が
金
を
心
配
し
て
く 

れ
る
。

◎

小
学
が
自
治
的
織
織
を
も
っ
て
い
る
事
子
供
が
そ
の
役
目
を
祭
礼
方
面
で
果
し
て 

い
る
。

◎

鎮
守
が
大
字
統
一
の
目
標
と
し
て
の
役
目
を
果
し
て
い
る
事
。

三
、 
木
瀬
村
大
字
下
増
田

A
 

中
屋
敷
、
奥
原

〇
神
社
掃
除
、
小
学
三
年
以
上
の
男
性

日
曜
每
に
す
る
。

灯
籠
も
天
神
講
も
な
し(

戦
後)

〇

子
供
は
学
校
の
行
事
以
外
に
村
の
行
事
に
参
加
し
て
い
な
い
。

B

阿

久
津
須
永

ィ

組

織

四
年
以
上
中
学
三
年
ま
で

ロ 

行

事

日
曜
每
に
墓
地
の
清
掃
を
す
る
。
但
し
須
永
で
は
一
月
に
一
回
程
度
。(

戦
後
に
や 

り
だ
し
た)

◎

下
増
田
で
は
戦
後
子
供
組
の
機
能
が
全
く
無
力
化
し
て
い
る
。

四
、 
木
瀬
村
小
屋
原

〇

現
在
子
供
は
神
社
掃
除
を
す
る
程
度

天
神
講 

昔
は
子
供
が
関
係
し
て
い
た
。

一
晩
宿
が
家
に
泊
っ
て
翌
朝
未
明
天
神 

様
に
御
我
ザ
に
き
た
。
今
は
大
人
が
や
っ
て
い
る
。

◎

小
屋
原
も
下
増
田
と
同
様
戦
後
子
供
組
の
機
能
が
著
し
く
感
じ
た
ょ
ぅ
で
あ
る
。

五
、 
荒
砥
村
荒
子

灯

籠

薬

師

八

月

七

日

庚
甲
様(

猿
田
彦)

十
月
十
五
日

神
社 

以
上
別
に
と
ま
ら
な
い
。

〇

小
学
三
年
以
上
小
学
六
年
ま
で
、

一
切
大
人
は
関
与
せ
ず
子
供
が
全
部
す
る
ょ
ぅ 

に
な
っ
て
い
る
。
村
中
お
礼
を
も
っ
て
巡
っ
て
金
を
集
め
る
。(

木
暮
元
夫
君
談)

六
、 
荒
砥
村
荒
ロ

ィ

組

織

小
学
三
年
か
ら
中
学
三
年
迄
の
男
、

一
戸
一
人
。

ロ 

行

事



ド
ン
ド
ン
焼 

十
月
十
七
日
の
晚
神
社
で
す
る
。
每
戸
ま
わ
っ
て
薪
一
束
宛
も
ら 

い
、
十
七
日
の
晚
神
社
で
燃
し
、
そ
の
夜
泊
る
。
翌
朝
村
の
人
の 

上
げ
る
赤
飯
た
べ
て
帰
る
。

灯 

籠 

大
黒
様 

二
月
十
四
日

観

音

様(

村
祭)

ハ
公
認
の
悪
戯

お
ぜ
ん
さ
げ
、
十
五
夜
に
お
月
様
に
あ
げ
た
も
の
を
盗
む
。(

塚
田
光
君
談)

子
供
の
民
俗
あ
れ
こ
れ

I

、
村
人
へ
の
挨
拶

朝
夕
の
挨
拶
、
天
気
の
仁
義
。
た
っ
た
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
が
村
人
へ
の
仲
間
入 

り
の
し
る
し
。
昔
は
高
等
小
学
を
今
は
中
学
を
卒
業
し
て
か
ら
早
速
そ
れ
だ
け
は
実 

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
輩
達
も
卒
業
と
同
時
に
実
行
し
た
の
だ
と
い
う
概
念 

が
こ
の
不
文
律
の
生
活
の
規
則
を
次
々
に
新
し
い
世
代
に
お
し
す
す
め
て
行
く
。

「X
X

さ
ん
は
体
は
小
さ
い
が
仲
々
ジ
ン
ギ
の
仕
方
が
う
ま
い
。
」
こ
れ
は
卒
業
ま 

も
な
い
頃
村
人
達
の
間
に
き
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、X
X

さ
ん
の
そ
の
挨
拶
が
す
っ 

か
り
板
に
つ
い
て
も
う
誰
に
も
奇
妙
に
感
ぜ
ら
れ
な
く
な
っ
た
時X
X

さ
ん
に
は 

す
っ
か
り
村
人
と
し
て
の
一
人
前
の
資
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、 
神
式
結
婚
と
子
供

祝
儀
の
あ
る
客
に
最
も
力
と
な
っ
て
く
れ
る
の
は
伍
組
の
人
々
で
あ
る
。
伍
組
と 

い
っ
て
も
必
ず
し
も
五
軒
と
は
限
ら
ず
六
、
七
軒
の
場
合
も
あ
る
。
そ
の
伍
組
の
中 

か
ら
晴
の
儀
式
に
立
会
、っ
二
人
の
男
女
の
児
童
が
選
ば
れ
る
。
こ
の
男
蝶
女®

と
な 

る
子
供
は
二
親
が
撮
っ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、 
花
嫁
に
対
す
る
悪
戯

〇
花
嫁
へ
の
罵
声

〇

花
嫁
へ
の
妨
害

四
、 
葬
式
の
日
に

人
が
死
ん
だ
場
合
そ
の
人
の
小
遣
銭
は
葬
式
の
日
に
竹
で
編
ん
だ
丸
い
籠(

竿
の

先
に
つ
け
る)

の
中
に
入
れ
、
何
回
か
庭
先
と
墓
地
の
広
場
で
振
っ
て
そ
の
金
を
お 

と
す
。
こ
れ
は
そ
の
時
に
来
た
子
供
に
自
由
に
拾
わ
せ
る
。
死
人
が
成
仏
す
る
と
云
っ 

て
家
人
は
喜
ぶ
。
又
拾
っ
た
金
は
家
へ 
持
ち
帰
ら
ず
す
ぐ
そ
の
足
で
使
っ
て
し
ま
う
。

五
、
子
供
と
言
葉

「
オ
ス
」
と
い
う
こ
と

戦
時
中
予
科
練
生
が
使
っ
た
朝
の
挨
拶(

お
早
う
ご
ざ
い
ま
すi

お
早
う
す
丄 

オ
ッ
ス)

だ
と
い
う
こ
の
言
葉
は
ま
だ
村
の
此
所
彼
処
で
聞
か
れ
る
。
極
く
親
し
い 

者
が
あ
え
ば
「
オ
ス
」
を
は
じ
め
に
云
い
か
わ
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
。
何
か
事 

が
う
ま
く
行
っ
た
場
合
な
ど
「お
い
オ
ス
じ
ゃ
ね
え
か
」
な
ど
次
第
に
挨
拶
と
し
て 

の
言
葉
か
ら
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
間
も
草
刈
の
子
達
の
間
で
二
人
の
事 

が
き
か
れ
た
。
二
、
二
人
の
も
の
が
草
刈
を
し
て
い
る
処
へ
彼
等
の
友
達
が
や
っ
て 

来

て

「
オ
ス
」
と
云
っ
た
ら
相
手
の
も
の
は
「
メ
ス
」
と
答
え
た
。
た
く
ま
し
い
言 

葉
の
前
衛
戦
士
と
し
て
の
子
供
を
こ
こ
で
も
発
見
し
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

「
ア
マ
イ
」
と

「
開
戦
」
、r

ゴ
イ
ロ
」
と

「
タ
イ
ム
」

戦
後
間
も
な
く
の
事
、
子
供
達
が
陣
取
り
を
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
ゲ
ー
ム
を 

始
め
る
時
「開
戦
」
と
云
っ
て
い
た
。
最
近
は
そ
の
様
な
遊
び
も
な
く
な
っ
た
と
見 

え
そ
う
云
う
事
も
聞
か
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
私
達
が
も
と
よ
く
使
っ
た
「
ア 

マ
イ
」
と
い
う
言
葉
は
も
う
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

の

「開 

戦
」
と
い
う
言
葉
が
従
来
の
「
ア
マ
イ
」
と
云
う
言
葉
に
代
っ
て
使
わ
れ
た
の
も
戦 

争
の
影
響
が
子
供
達
の
世
界
に
即
し
た
一
つ
の
現
象
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
と
私
達
が
鬼
ゴ
ッ
コ
を
す
る
時
分
は
野
球
で
い
う
「
タ
イ
ム
」
と
い
う
事
を 

「
ゴ
イ
ロ
」
と
云
へ
た
が
今
で
は
「
ゴ
イ
ロ
」
は
全
く
忘
れ
ら
れ
て
皆
「
タ
イ
ム
、
 

タ
イ
ム
」
と
云
っ
て
い
る
。
先
日
九
〜
十
才
位
の
子
供
に
「
ゴ
イ
ロ
」
と
い
う
言
葉 

を
知
っ
て
い
る
か
と
質
問
し
た
ら
「そ
れ
は
英
語
か
」
と
反
問
さ
れ
て
驚
い
た
。
木 

瀬
村
東
上
野
小
中
学
生
に
つ
い
て
調
べ
た
ら
「
ゴ
イ
ロ
」
を
知
っ
て
い
た
の
は
六
年 

生
以
上
の
み
で
あ
っ
た
。
之
は
六
年
以
上
は
戦
時
中
に
入
学
し
て
そ
う
い
う
遊
び
を 

し
て
い
た
が
戦
後
急
に
そ
れ
が
止
ん
で
し
ま
っ
た
故
で
あ
る
事
が
知
れ
た
。

時
流
の
ま
に
ま
に
生
き
て
ゆ
く
子
供
達
の
姿
を
知
っ
た
。(

一
九
二
〇•

三)



戦
後
の
言
葉

戦
後
の
混
乱
時
村
の
青
年
達
の
間
で
言
葉
が
相
当
荒
ん
だ
。
青
年
と
交
渉
の
多
い 

子
供
達
が
こ
の
影
響
を
受
け
た
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
も
日
時
の
経
た
現 

在
で
は
も
う
日
常
の
言
葉
と
し
て
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
小
学
二
、
三
年
生
の 

間
に
そ
ん
な
言
葉
の
聞
か
れ
る
事
は
、
た
と
え
子
供
達
が
新
奇
な
も
の
に
対
す
る
憧 

憬
の
念
に
満
ち
て
い
る
と
は
云
え
ま
だ
荒
ん
だ
世
相
を
子
供
達
の
間
に
み
る
よ
う
な 

気
が
し
て
な
ら
な
い
。

次
に
そ
のI

、
二
に
つ
い
て
抜
き
書
き
を
し
て
み
る
。

1̂
1

一口
 

葉 

意 

味

ヤ
バ
ィ 

都
合
が
悪
い

ゴ
ロ 

喧
嘩

ゴ
ロ
マ
ク 

喧
嘩
す
る
こ
と

ヤ
キ
イ
レ
几 

な
ぐ
る
こ
と

シ
ケ
テ
ル 

け
ち
ん
ぼ
う
の
こ
と

ィ
ツ
コ 

百
円

大
ィ
ッ
コ 

千
円

オ
シ
ン 

お
金
の
こ
と

ヤ

リ(

勢
多•

粕
川) 

一
の
こ
と

フ

リ(

び

) 

二
の
こ
と

チ

ギ(
"
 

) 

三
の
こ
と

シ
ャ
リ 

米

ナ
ガ
シ
ャ
リ(

粕
川) 

う
ど
ん

サ
ー
コ
ー 

盗
み
の
こ
と

ハ
ッ
パ
カ
ケ
ル 

な
ぐ
る
こ
と

ペ
テ
ン 

頭
脳
の
こ
と

サ
ー
コ
ー
ス
ル 

盗
む
こ
と

ズ
ラ
カ
ル 

逃
げ
る

ト
ン
ズ
ラ
ス
ル 

逃
げ
る
こ
と

ゴ
ツ
イ 

強
い
こ
と
大
き
い
事

ハ
ク
イ 

美
し
い
こ
と

マ
ブ
イ 

"

テ
ッ
カ
リ 

マ
ッ
チ

モ

ク(

主
と
し
て
上
級
生) 

煙
草

ス

ケ(

主
と
し
て
中
学
生
以
上) 

娘

ヤ

レ(

り) 

青
年

ヤ
ジ 

親
父

サ
マ
ジ
イ 

"

イ
ン
キ
ョ
ウ 

先

生(

教
員)

サ
イ
チI
 

小
さ
い
こ
と

カ
イ
ダ
イ 

大
き
い
こ
と

こ
の
他
事
物
又
は
地
名
を
ア
ベ
コ
べ
に
云
う(

例
高
崎 

サ
キ
タ
カ)

、
又
言
葉
を 

略

し

て(

主
に
終
り
の
言
葉
の
み)

云

う(

例
前
橋 

バ
シ)

六
、 
子
供
の
村
の
自
治
へ
の
参
加

〇
危
険
物
箱
の
設
置
と
そ
の
処
理

(

木
瀬•

女

屋•

上
増
田•

東
上
野•

下
増
田.

駒
形)

青
年
団
で
で
て
い
る 

処
も
あ
る
。

〇

墓
地
の
清
掃(

木
瀬
下
増
田)

女
屋
で
は
女
子H

冃
年
が
し
て
い
る

〇
神
社
の
清
掃

(

木
瀬
、
女
屋
、
駒
形
、
上
長
磯
、
下
長
磯)

〇
害
虫
駆
除

こ
れ
は
少
年
団
や
学
校
の
関
係
で
大
部
分
の
字
で
し
て
い
た
。

七
、 
子
供
の
遊
び(

主
と
し
て
木
瀬
村)

か
く
ね
く
し
ょ(

か
く
れ
ん
ぼ)

か
く
れ
ん
ぼ
の
か
く
れ
る
者
と
み
つ
け
る
も
の
は
ジ
ャ
ン
ケ
ン(

チ
ッ
カ
と
い
う) 

で
き
め
る
。



も
し
い
つ
ま
で
も
か
く
れ
た
も
の
が
み
つ
か
ら
な
い
と
き
は
み
つ
け
る
も
の
が
大 

き
な
声
で
「鬼
に
子
を
く
れ
た
」
と
云
い
、
か
く
れ
た
者
が
出
て
来
る
時
「チ
ュ
ッ 

チ
ュ
ツ
と
云
わ
な
い
と
子
を
と
る
ぞ
」
と
云
う
。
か
く
れ
た
も
の
は
そ
の
通
り
す
る
。
 

そ
し
て
又
同
じ
メ
ン
パ
ー
で
か
く
れ
ん
ぼ
す
る
。

鬼
ご
っ
こ

や
は
り
ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
鬼
を
き
め
る
。
も
し
逃
げ
る
者
が
事
故
あ
る
時
は
「
ゴ
イ 

ロ
」
と
鬼
に
向
っ
て
云
う
。
そ
う
す
れ
ば
鬼
は
そ
の
人
は
つ
か
ま
え
な
い
。
又
ゲ
ー 

ム
に
参
加
す
る
時
は
「ナ
シ
タ
」
と
云
う
。

天
下
落
し

こ
れ
に
は
二
通
り
の
方
法
が
あ
る
。

一
つ
の
方
法
は
日
当
り
の
ょ
い
と
こ
ろ
な
ど 

に
横
に
一
列
に
並
び
手
拭
を
二
つ
折
り
に
し
て
一
人
の
も
の
が
と
る
側
に
立
ち
並
ん 

で
い
る
者
に
両
手
を
上
向
き
に
し
て
軽
く
も
た
せ
、
片
手
で
急
に
そ
の
手
拭
を
上
か 

ら
手
を
ふ
り
お
ろ
し
て
う
ば
い
と
る
。
防
ぐ
方
は
と
ら
れ
ま
い
と
し
て
急
に
手
拭
を 

握
っ
た
り
放
し
た
り
す
る
。
も
し
と
る
方
が
勝
て
ば
そ
の
次
の
者
に
移
り
同
様
な
こ 

と
を
く
り
か
え
す
。
も
し
と
れ
な
い
時
は
両
人
の
位
置
は
交
代
さ
れ
、
今
迄
の
と
る 

方
の
者
が
勝
っ
た
者
の
位
置
に
つ
き
勝
っ
た
者
は
順
に
「
天
下
」
に
向
っ
て
攻
め
て
行 

く
。
尚
天
下
は
初
め
ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
き
め
て
そ
の
列
と
離
れ
た
処
に
位
置
し
て
い
る
。
 

列
で
一
番
強
い
者
が
最
後
に
天
下
に
対
す
る
挑
戦
者
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
天 

下
に
勝
て
ば
天
下
に
な
れ
る
が
負
け
れ
ば
逆
も
ど
り
で
あ
る
。
二
、
三
回
天
下
の
地
位 

を
守
り
得
れ
ば
一
番
強
い
者
を
「子
分
」
と
し
て
招
き
ょ
せ
自
己
の
防
壁
と
す
る
。
 

従
っ
て
子
分
の
処
で
負
け
た
ら
又
逆
戻
り
で
あ
る
。
も
し
子
分
天
下
二
人
共
負
け
れ 

ば
両
者
共
其
の
地
位
を
追
わ
れ
る
。

今
一
つ
の
方
法
は
手
拭
を
用
い
ず
ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
勝
抜
い
て
行
く
。
ゲ
ー
ム
の
進 

行
は
前
同
様
。

ゴ
ロ
イ

ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
二
組
に
分
け
互
に
右
手
を
以
て
切
り
合
い
を
す
る
。
ゲ
ー
ム
始
め 

の

時

「
ア
マ
—
イ
」
と
云
い
休
む
時
に
は
「
ゴ
イ
ロ
」
と
い
う
。
相
打
は
ジ
ャ
ン
ケ 

ン
で
勝
負
を
き
め
る
。
一
方
の
子
が
相
手
の
体
の
部
分
に
触
れ
れ
ば
「
タ
ダ
」
と
云
っ

て
相
手
は
文
句
な
し
に
「
コD

サ
レ
タ
」
こ
と
と
な
る
。

ブ
ッ
ツ
ケ(

ペ
ン
チ)

も
し
絵
が
剥
け
又
破
け
て
い
る
場
合
そ
れ
が
半
分
以
上
の
破
壊
の
時
は
「通
行
」

し
な
い
。タ

マ(

ビ
—
玉)

玉
の
大
き
さ
及
び
中
の
模
様
に
よ
っ
て
一
回
玉
、
二
回
玉
、
三
回
玉
、
四
回
玉
と 

い
う
階
級
が
あ
り
一
回
玉
同
志
な
ら
当
れ
ば
そ
の
ま
ま
と
れ
る
が
一
回
玉
で
三
回
玉 

を
と
る
に
は
三
回
あ
て
な
け
れ
ば
と
れ
な
い
。
大
き
い
玉
で
小
さ
い
玉
に
あ
て
た
時 

は
そ
の
ま
ま
と
れ
る
。

鬼

虫
(

甲
虫)

と
り

甲
虫
は
夫
々
女
、
ナ
タ
、
ノ
コ
ギ
り
、
武
田
、
上
杉
と
い
う
名
称
が
つ
け
ら
れ
、
 

そ
の
順
に
成
長
進
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
強
さ
は
こ
の
逆
で
上
杉
、
武 

田
か
ら
ノ
コ
ギ
り
、
ナ
タ
女
と
弱
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

釘
さ
し

か

ぎ(

名
称
は
っ
き
り
せ
ず)

ガ
エ
ロ
ッ
パ
の
茎(

花
の)

を
二
つ
に
折
り
ツ
バ
や
砂
を
つ
け
て
強
く
し
て
二
人 

で
引
合
い
強
さ
を
競
う
。

字
か
く
し
、
棒
か
く
し

ド
カ
ン

上
図
の
如
き
形
に
砂
を
も
り
、
棒
き
れ
の
小
さ
い
の
を
四
、
五
本
宛
用
意
し
そ
の 

中
一
本
を
「
地
雷
」
と
し
て
互
に
相
手
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
任
意
の
場
所
に 

埋
め
て
お
く
。(

そ
の
時
は
交
代
に
う
し
ろ
を
向
い
て
い
る
。)

地
雷
を
埋
め
終
る
と 

ジ
ャ
ン
ケ
ン
を
し
て
通
路
を
棒
を
さ
し
乍
ら
自
由
に
歩
き
ま
わ
り
任
意
の
処
で
止 

ま
っ
て
そ
こ
へ 

つ
き
さ
し
て
お
く
。
次
々
と
そ
の
よ
う
に
し
て
も
し
相
手
の
地
雷
の 

上
を
通
れ
ば
敵
側
に
と
ら
れ
る
。
早
く
棒
の
な
く
な
っ
た
方
が
負
と
す
る
。
又
相
手 

方
に
地
雷
の
在
り
処
を
知
ら
れ
た
時
も
鬼
と
な
る
。
地
雷
の
上
を
通
っ
た
時
「ド
ヵ 

ン
」
と
い
う
の
で
か
く
呼
ぶ
。

後 

記



本
ノ
ー
ト
は
、
井
田
安
雄
さ
ん
の
前
橋
高
校
在
学
中
の
民
俗
採
訪
帳
のI

部
分
で 

あ
り
ま
す
。
上
毛
民
俗
の
会
会
員
、
諸
賢
の
此
の
方
面(

子
供
民
俗)

の
御
研
究
へ 

の
資
料
と
し
て
、
同
君
に
御
願
い
し
て
発
表
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
井
田
さ
ん
か 

ら
は
会
員
諸
賢
の
充
分
な
る
御
批
判
を
仰
ぎ
た
と
の
申
添
か
あ
り
ま
し
た
。

今
後
も
会
員
各
位
か
ら
此
種
採
集
帳
の
御
発
表
を
乞
い
相
互
協
力
の
実
を
あ
げ
て 

ゆ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

上
毛
民
俗
会
同
人
記 

(

昭
和
25
年5

月
20
日
発
行 

上
毛
民
俗
ノ
ー
ト
第
一
輯
、
井
田
安
雄
稿
な
お
、
ガ
り 

版
刷
り
の
も
の
で
あ
る
が
、
今
井
善
一
郎
氏
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。)

3

赤
城
大
明
神
実
記

目 

録

一
家
成
公
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京
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叛
之(
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脱
力)
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胡
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室

一
三
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之
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渕
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沈
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事
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髪 
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御
病
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事
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事
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継
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科
江
被
捨
事
幷
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根
津
望
月
打
死
之
事

一
 

野
田
伊
香
保
上
京
之
事

一
家
成
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赤
城
大
明
神
卜
被
設
事

一
三
人
之
姫
君
二
宮
三
社
大
明
神
卜
被
設
事

赤
城
大
明
神
実
記

夫
我
朝
ハ
神
国
ニ
テ
何
れ
之
神
々
も
御
利
生
之
あ
ら
ざ
る
ハ
な
し
。
爰
二
上
野
国 

赤
城
山
大
明
神
の
由
来
を
委
尋
奉
る
に
人
王
十
七
代
仁
徳
天
王
の
御
時
、
上
野
国
勢 

多
郡
深
津
之
城
主
高
野
部
之
右
大
将
家
成
公
卜
申
奉
る
ハ
上
野
舂
ケ
国
之
主
ニ
テ
萬 

民
草
木
之
な
び
く
が
如
く
随
け
り
、
シ
カ
ル
ニ
た
ぐ
ひ
な
き
姫
君
三
人
持
セ
た
ま
至

け
り 

第
一 

女
を
い
さ
よ
の
君
、
第
二
を
八
弥
重
の
君
、
第
三
を
桜
の
御
前
と
テ
ふ 

よ
ふ
の
か
ん
は
セ
、
柳
の
ま
ゆ
、
い
と□

ん
ゼ
ぅ
な
る
御
姿
、
扨
又
家
の
執
見
ニ
ハ 

伊̂
!

保
蔵
人
貞
俊
、
野
田
之
三
良
重
則
、
大
室
政
勝
、
大
胡
四
郎
重
持
、
脇
五
郎
重 

綱
、
山
上
八
郎
重
勝
其
外
普
代
外
様
之
諸
士
参
勤
怠
ら
ず
、
扨
其
頃
ハ
五
畿
七
道
の 

御
城
主
年
番
二
相
勤
〆
帝
を
守
護
シ
奉
け
る
、
家
成
公
御
薹
所
二
も
仰
け
る•
ハ
我
今 

年
当
番
ニ
テ
都
江
登
り
候
故
三
人
之
子
供
能
き
に
な
ぐ
さ
め
く
れ
と
申
置
、
野
田
の 

三
都
重
利
を
御
供
ニ
テ
都
を
さ
し
て
登
り
け
る
、
御
薹
所
ハ
見
送
り
テ
余
り
の
事
に 

四
万
の
け
し
き
を
御
覧
被
遊
兄
弟
の
者
へ
仰
き
け
ら
れ
け
る
、
今
度
我
夫
の
御
留 

主
い
と
さ
び
し
く
殊
二
い
つ
御
帰
城
な
さ
る
、
や
と
只
ぼ
ふ
ゼ
ん
と
見
へ
た
も
ふ
、
 

姫
君
達
ハ
き
こ
し
め
し
、
是
ハ
い
か
な
る
仰
か
な
、
今
を
初
ぬ
御
留
主
故
さ
の
み
御 

心
を
い
た
ま
セ
た
も
ふ
な
、
や
が
て
かA

ら
セ
た
も
ふ
ら
ん
と
供
々
い
た
わ
り
た
ま 

至
ど
も
、
あ
わ
れ
な
る
か
な
比
の
方
是
の
ミ
積
り
た
ま
へ
け
ん
、
ふ
シ
ぎ
に
心
く
る 

は
シ
く
も
た
へ
た
も
ふ
ぞ
い
た
わ
し
さ
、
姫
君
達
ハ
取
す
が
り
是
の
ふ
い
か
に
母
上 

さ
ま
、
父
上
の
御
留
主
二
も
し
も
の
事
が
あ
る
時
ハ
我
々
供
ハ
い
か
な
ら
ん
、
必
死 

で
た
ま
わ
る
な
と
い
た
わ
り
な
げ
き
す
、
む
れ
ど
そ
の
か
へ
さ
ら
に
あ
ら
ざ
れ
ハ
、
 

御
薹
所
ハ
か
を
あ
け
、
こ
れ
の
ふ
い
か
に
姫
共
よ
、
自
此
世
に
運
つ
き
て
迷
度
の
旅 

へ
行
程
に
か
な
ら
ず
な
げ
く
事
な
か
れ
、
我
つ
ま
か
灸
ら
セ
た
ま
へ
な
バ
さ
灸
期
の 

次
第
申
立
、
世
に
ま
、
母
の
あ
る
な
ら
へ
、
後
の
親
を
大
切
二
孝
々
尽
シ
申
べ
し
、
 

伊
香
保•

大

胡•

大
室
を
此
姫
共
の
行
末
を
よ
き
に
見
そ
だ
て
く
れ
よ
と
て
、
な
み 

だ
と
共
二
暇
乞
し
草
葉
の
露
と
消
た
も
ふ
、
人
々
御
死
が̂

に
取
付
て
十
方
沮
に
く 

れ
た
ま
い
年
も
足
ら
わ
ぬ
我
々
を
捨
置
き
た
も
ふ
、
な
さ
け
な
や
、
我
等
も
連
行
た 

ま
わ
れ
と
も
だ 

へ
な
げ
か
セ
た
ま
い
け
る
、
お
そ
ば
に
あ
り
合
人
々
も
御
道
利
様
や 

と
斗
二
而
し
ば
し
沮
に
く
れ
け
る
が
、
わ
ざ
と
い
さ
め
の
こ̂

は
げ
ま
し
い
か
程
な 

げ
き
た
も
ふ
と
も
死
生
の
程
わ
ゼ
ひ
も
な
し
、
ぐ
す
の
い
た
り
に
侯
と
お
ん
な
き
が 

ら
を
い
だ
き
ユ
ケ
野
辺
の
け
む
り
と
な
し
た
も
ふ
、
御
僧
あ
ま
た
供
養
し
テ
お
ん
と 

む
ら
へ
の
あ
わ
れ
さ
わ
姫
君
い
は
爰
に
む
か
わ
せ
た
ま
へ
、
悲
歎
の
沮
に
お
ん
袖
を 

し
ぼ
り
ツ
、
香
花
さ-

け
よ
き
に
ぼ
た 

へ
を
と
い
た
も
ふ
御
有
様
ぞ
あ
わ
れ
な
り



家
成
公
御
下
向-
再
継
母
謀
叛
之
事

是
ハ
さ
て
置
キ
右
大
将
家
成
公
早
其
年
も
く
れ
け
れ
バ
君
よ
り
御
暇
た
ま
わ
り 

て
、
早
都
を
バ
あ
と
に
見
て
道
中
筋
も
つ
ゝ
が
な
く
深
津
の
城
に
つ
き
た
ま
灸
バ
、
 

姫
君
初
〆
め
の
と
た
ち
お
と
ら
じ
と
出
向
へ
御
悦
の
か
き
り
な
し
、
悦
な
か
ば
に
姫 

君
達
ffl
父

上

に

取

付

て

只

さ

め

と

な

げ

か

る

、
、
父
上
仰
ら
る
ゝ
よ
ふ
我
目
出 

度
かA

り
し
に
沮
の
い
ろ
ハ
何
事
ぞ
、
い
か
に̂

^

と
の
た
ま
へ
バ
姫
君
達
も
漸

 々

沮
に
む
せ
ぶ
か
を
ゝ
あ
け
、
母
上
さ
ま
に
す
き
お
く
れ
便
り
な
ぎ
さ
の
小
夜
千
鳥 

今
父
上
の
御
顔
を
見
る
二 

つ
け
い
と
、、ゝ
お
も
へ
の
ま
さ
る
お
り
、
あ
ら
な
つ
か
し
の 

母
上
さ
ま
と
一
度
に
わ
っ
と
な
き
た
ま
ら
、
お
ん
心
ね
の
い
た
わ
し
さ
、
父
上
仰
ら 

る

、
よ
ふ
さ
ら
バ
病
所
二
ま
灸
ら
ん
と
弥
重
の
上
の
あ
な
ひ
に
て
御
病
所
さ
し
て
出 

ら
る
ゝ
、
既
二
か
し
こ
に
な
り
ぬ
れ
バ
家
成
公
是
ガ
妻
の
無
所
な
る
か
と
香
花
た
む 

け
し
づ-
^

と
下
向
被
成
け
る
、
か
く
て
月
日
も
立
ぬ
れ
ば
一
門
達
も
集
り
て
い
か 

に
御
家
に
御
薹
所
無
て
ハ
叶
ま
ぢ
、
幸
信
州
更
科
の
次
郎
の
妹
に
て
勝
の
前
と
申
こ 

そ
よ
ふ
が
ん
び
れ
い
に
ま
し
ま
セ
ば
此
姫
君
を
向
ひ
ん
と
相
談
と
み
に
き
わ
ま
れ 

バ
、
急
き
使
者
を
ぞ
立
に
け
る
、
更
科
殿
も
き
こ
し
め
し
吉
日
を
灸
ら
ミ
夫5

深
津 

の
城
へ
送
け
る
、
人
々
数
多
立
出
て
奥
御
殿
江
し
ゃ
う
じ
ツ
ゝ
酒A

ん
の
御
座
ぞ
に 

ぎ
わ
し
き
、
す
で
に
年
月
過
キ
ぬ
れ
バ
御
薹
所
ハ
御
く
わ
い
た
灸
、
は
や
り
ん
月
二 

も
な
り
ぬ
れ
ハ
玉
の
よ
ふ
な
る
若
君
を
や
す
や
す
と
御
た
ん
生
、
御
名
を
八
王
丸
と 

付
た
も
ふ
、
は
や
七
オ
ニ
成
り
た
ま
へ
ば
そ
れ
が
し
わ
当
番
ニ
テ
都
へ
登
り
申
な
り
、
 

三
人
の
姫
や
八
王
丸
を
随
分
よ
き
に
見
そ
だ
て
候
へ
と
此
の
方
に
も
暇
乞
し
て
都
を 

さ
し
て
登
り
け
る
、
か
く
て
都
に
成
ぬ
れ
バ
い
そ
ぎ
参
勤
被
成
け
る
、
皇
帝
御
き
げ 

ん
不
斜
な
ん
じ
ハ
姫
を
三
人
持
シ
と
き
く
、
姉
ハ
常
陸
の
中
将
、
妹
ハ
武
蔵
の
小
将
、
 

末
ハ
上
総
の
さ
い
し
や
う
二
め
合
す
べ
し
と
の
た
ま
灸
ば
、
家
成
公
面
ほ
く
身
に
余 

り
難
有
し
と
り
ゃ
う
し
ゃ
う
し
本
国
さ
し
て
下
向
あ
る
、
最
早
国
二
も
な
り
け
れ
ば 

御
薹
所
近
付
テ
か
よ
ふ
か
よ
ふ
の
次
第
也
、
家
の
面
ぼ
く
身
の
栄
花
、
西
上
州
デ
姫 

共
に
得
さ
ん
と
思
ふ
や
先
一
門
を
集
メ
御
祝
儀
の
盃
な
す
へ
し
と
、
野

田•

伊
香
保 

其
外
御
普
代
外
様
の
面
々
い
と
御
盃
を
た
ま
わ
り
て
御
悦
ハ
限
り
な
し
、
扨
光
陰
ハ 

矢
の
如
し
、
既
二
其
も
く
れ
け
れ
バ
家
成
公
仰
出
さ
れ
け
る
ハ
、
我
又
都
へ
登
故
政

道
に
お
こ
た
り
な
く
取
計
へ
と
の
た
ま
い
ば
野
田•

伊
香
保
御
供
二
て
都
へ
こ
そ
は 

登
り
け
る
、
跡
に
ぅ
と
り
北
の
方
思
ま
わ
セ
バ
ま
わ
す
程
あ
の
姫
共
二
西
上
外
を
得 

さ
す
る
ハ
何
共
無
念
の
至
り
な
り
、
何
卒
か
れ
ら
を
失
な
わ
ん
と
根
津•

望
月
を
召 

出
し
な
ん
じ
ら
を
よ
び
し
わ
余
の
儀
に
あ
ら
ず
、
そ
の
し
さ
い
わ
三
人
の
姫
を
害
し 

上
州
春
ケ
国
を
八
王
丸
に
灸
さ
セ
ん
と
思
な
り
、
姫
共
の
事
な
ん
じ
ら
両
人
ニ
テ
能 

に
計
へ
申
べ
し
と
仰
け
る
、
根

津•

望
月
ハ
こ
わ
一
大
事
な
る
仰
か
な
、
さ
れ
と
も 

大

胡•

大
室
ハ
当
家
普
代
の
者
な
れ
バ
か
れ
ら
の
所
存
計
か
た
し
、
早
速
右
ノ
次
第 

を
卬
付
ら
れ
、
も
し
い
な
と
申
バ
其
座
を
さ
ら
ず
打
と
り
て
申
と
事
も
な
げ
に
申
上 

け
れ
バ
、
御
薹
所
は
御
機
嫌
不
浅
大
胡•

大
室
両
人
を
召
出
さ
れ
け
れ
バ
何
事
な
ら 

ん
と
御
前
へ
し
こ
ふ
致
シ
け
れ
ハ
根
津
望
月
言
を
揃
へ
申
よ
ふ
、
此
度
三
人
之
姫
を 

害
し
候
て
御
ほ
ふ
び
ハ
の
ぞ
み
通
に
得
さ
セ
ん
と
申
け
れ
バ
、
両
人
ハ
け
し
き
を
損 

ジ
君
ヨ
り
高
録
を
い
た
、、、
き
あ
り
な
が
ら
主
君
へ
て
き
と
ふ
い
わ
れ
な
し
、
生
根
け 

が
れ
し
畜
生
侍
、I

座
も
け
が
れ
と
た
ゝ
ん
と
セ
し
が
根
津
望
月
大
灸
に
い
か
り
大 

事
を
あ
か
し
か
灸
し
た
な
ら
後
日
の
さ
ま
た
げ
、
そ
れ
あ
ま
す
な
と
声
掛
ケ
れ
ハ
か 

く
し
置
キ
タ
ル
廿
五
騎
、
弓
手
女
手
に
お
っ
と
り
卷
両
人
さ
わ
が
ず
、
籾
行
々
敷
振 

舞
か
な
、
た
と
へ
何
万
騎
ニ
テ
向
共
忠
義
の
切
先
お
ぼA

し
れ
と
両
人
左
右
に
立
わ 

か
れ
、
四
方
へ
さ
ッ
と
押
散
す
、
矢
ば
セ
の
五
郎
と
な
の
り
か
け
貳
人
目
掛
ケ
て
切 

か

、
る
、
心
へ
た
り
と
わ
た
り
合
三
の
大
刀
に
て
ま
っ
か
ふ
わ
り
ニ
ツ
に
切
ら
れ
死 

て
け
り
、
諏
訪
の
三
郎
あ
ま
さ
じ
と
飛
で
か
ゝ
る
を
車
ぎ
り
手
島
の
七
郎
こ
ら
灸
か 

ね
、
獅
子
の
あ
れ
た
る
い
き
を
灸
に
て
四
郎
が
首
を
打
お
と
す
、
政
勝
今
ハ
只
害
人 

七
郎
に
渡
行
上
段
下
段
ひ
ぢ
つ
を
つ
く
し
て
た
ゝ
か
へ
け
る
、
七
郎
大
刀
請
は
づ
し 

首
筋
き
ら
れ
て
た
を
れ
け
る
、
根
津
望
月
は
が
み
を
な
し
か
ゝ
れ
や
か
っ
れ
と
下
知 

す
れ
ハ
大
勢
一
度
に
ど
っ
と
よ
セ
、
引
ッ
つ
か
ん
で
人
つ
ぶ
で
冬
の
嵐
の
木
之
は
武 

者
皆
ち
り
ち
り
に
逃
ぅ
セ
け
り
、
大
室
政
勝
申
よ
ふ
我
数
ケ
所
の
疵
を
受
ケ
人
手
に 

か
,

り
死
セ
ん
よ
り
い
さ
ぎ
よ
ふ
さ
し
ち
が
灸
、
名
を
末
代
に
残
ん
と
重
持
目
掛
ケ 

て
つ
き
通
し
勇
者
の
さ
灸
ご
い
さ
ぎ
よ
し

三
人
の
姫
君
増
田
ノ
渕
江
沈
る
事

规
わ
釵
よ
り
出
て
釵
を□
□

あ
だ
も
情
も
我
身
ヨ
り
我
身
を
か
灸
さ
ず
と
や
、
天



の
道
た
る
人
ハ
天
ヨ
リ
是
ヲ
生
ず
と
い
ふ
事
稀
な
る
か
な
、
爰
に
高
野
辺
の
天
道
み 

だ
り
の
御
計
へ 

ニ
テ
三
人
の
姫
君
を
渕
江
沈
ん
と
仰
け
る
、
二
人
ハ
は
ッ
と
承
り
よ 

く
に
心
の
ひ
か
さ
れ
て
姫
君
た
ち
を
い
ざ
な
へ 

つ
ゝ
増
田
を
さ
し
て
い
そ
き
け
る
、
 

野
辺
の
け
し
き
を
御
ら
ん
あ
り
て
さ'
、ゝ
め
き
あ̂

る
ぞ
い
た
わ
し
哉 

後
の
あ
わ
れ 

ぞ
増
田
な
る
渕
辺
へ
こ
そ
わ
つ
き
に
け
る
、
根
津
の
判
官
申
様
都
の
父
君
の
仰
に
ハ 

ち
ぶ
さ
の
母
に
は
な
れ
し
よ
り
お
の
が
心
の
よ
こ
し
ま
に
、
日
天
江
き
セ
い
を
か
け 

ち
ぶ
さ
を
て
ふ
ぶ
く
す
る
と
き
く
、
か
ゝ
る
不
道.
の
も
の
な
れ
ば
し
つ
め
に
か
け
よ 

と
仰
に
つ
き
御
じ
ん
ゼ
ラ
に
此
渕
へ
御
し
づ
み
た
ま
灸
と
申
け
る
、
姫
君
達
ハ
お
ど 

ろ
き
た
ま
灸
い
か
に
父
上
の
お
ふ
セ
と
て
ゆ
め
に
も
し
ら
ぬ 

む
し□

の
つ
み
し
ぬ 

る
命
ハ
お
し
ま
ね
ど
心
得
が
た
き
お
ふ
セ
か
な
、
い
か
さ
ま
け̂

母
の
計
ひ
に
て 

か

、
る
ぅ
き
め
を
見
る
事
か
、
我
々
む
な
し
く
な
る
な
ら
ば
父
の
な
げ
き
わ
い
か
な 

ら
ん
、
世
の
中
に
け
い
子
け
い
母
ハ
計
ひ
ほ
ど
か
な
し
き
事
の
あ
る
べ
き
か
と
御
沮 

に
く
れ
な
が
ら
、
こ
れ
の
ふ
い
か
に
人
々
よ
、
自
春
人
此
渕
江
み
く
づ
と
な
し
て
姫
君 

を
助
て
た
べ
と
と
り
す
が
り
な
げ
き
し
と
ふ
ぞ
道
利
な
り
、
姫
君
今
ハ 

是
迄
と
西
江 

向
ひ
て
手
を
合
セ
南
無
十
方
三
世
仏
、
め
い
ど
に
ま
し
ま
す
母
上
と
ー
ツ
は
ち
す
の 

れ
ん
た
い
に
す
く
ひ
と
ら
セ
た
ま
わ
れ
と
御
目
を
と
ぢ
て
ま
ち
た
ま
へ
ば
、
な
さ
け 

を
し
ら
ぬ
人
非
人
、
渕
の
そ
こ
至
と
つ
ま
込
し
ハ
目
を
あ
て
ら
れ
ぬ
次
第
な
り
、
根 

津
望
月
ハ
悦
て
深
津
の
御
所
へ
帰
り
け
る
、
天
道
孝
子
を
捨
た
ま
わ
ず
観
音
地
蔵
化 

身
二
て
ハ
た
焱
龍
王
頭
に
さ
ゝ
げ
大
木
の
根
に
直
し
置
キ
渕
の
そ
こ
に
ぞ
入
二
け 

る
、
姫
君
ゆ
め
の
心
地
ニ
テ
只
ほ
ふ
ゼ
ん
と
お
わ
し
け
る
、
か

、
る
所
へ
衣
か
ん
正 

敷
神
たA

の
天
下
ら
セ
た
ま
灸
つ
ゝ
汝
等
ま
さ
し
く
千
手
観
音•

地
蔵
菩
薩
の
再
来 

に
て
衆
生
を
守
ら
セ
た
も
ふ
方
便
に
よ
り
、
か
り
に
人
界
に
生
じ
た
り
、
父
上
も
衆 

生
を
守
り
た
も
ふ
べ
し
、
ま
ろ+
ハ
是
天
照
大
神
の
本
地
大
日
如
来
と
光
を
散
し
ぅ
た 

も
ふ
、
人
々
信
心
き
も
に
め
い
じ
御
あ
と
三
度
礼
拝
し
宿
有
方
へ
と
た
と
り
行
、
日 

も
西
山
に
か
た
む
け
ば
今
宵
い
づ
く
に
あ
か
さ
ん
と
あ
な
た
こ
な
た
を
見
た
ま
灸 

ば
、
し
づ
が
い
お
り
に
立
煙
芝
の
あ
み
戸
に
立
寄
て
、
行
く
れ
し
旅
の
者
一
夜
の
や 

ど
を
か
し
て
た
ベ
と
の
た
ま
へ
ば
、
主
じ
夫
婦 

ハ
立
出
て
扨
々
や
さ
し
き
女
郎
達
、
 

只
人
と
ハ
思
わ
れ
ぬ
、
牛
部
屋
同
前
の
此
の
い
お
り
も
っ
た
灸
な
し
、
外
二
御
宿
を

召
た
ま
へ
と
申
け
る
、
姫
君
是
を
聞
た
ま
へ
必
ず
く
る
し
く
候
わ
ん
、
ひ
ら
に
宿
を 

と
の
た
ま
灸
バ
左
様
な
れ
バ
お
ん
入
と
臼
を
な
ら
べ
其
上
に
板
戸
を
の
セ
あ
ら
こ
も 

し
き
姫
君
達
を
し
ゃ
ぅ
じ
ま
い
ら
す
る
、
其
の
時
ョ
リ
し
て
此
里
を
臼
井
の
郷
と
申 

と
か
や
、
夜
も
し
ら
し
ら
と
明
ぬ
れ
バ
何
卒
都
へ
は
や
登
り
父
上
様
へ
此
の
事
を
申 

上
ん
と
思
召
、
主
夫
婦
に
暇
乞
し
て
出
た
も
ふ
、
右
大
将
家
成
公
も
す
で
に
月
日
も 

過
去
て
は
や
御
帰
城
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
御
薹
若
君
出
向
へ
御
悦
の
か
き
り
な
り
、
家 

成
公
の
お
ほ
セ
に
ハ
姫
君
ハ
何
れ
に
ぞ
か
れ
ら
も
よ
ん
で
祝
セ
よ
と
の
た
ま
灸
ば
、
 

北
の
方
聞
召
さ
れ
御
留
主
ニ
テ
か
わ
り
し
事
の
あ
る
も
の
か
な
、
姫
共
ハ
北
の
山
ョ 

り
大
天
狗
飛
来
り
無
二
無
三
二
ひ
っ
さ
ら
灸
行
方
し
れ
ず
な
り
け
れ
ば
、
大

胡•

大 

室
両
人
も
あ
と
を
し
と
ふ
て
お
い
行
し
が
か
れ
ら
も
天
狗
の
為
メ
に
相
果
候
と
語
り 

け
る
、
な
に
ぐ
ひ
ん
め
が
さ
ら
灸
し
と
ふ
び
ん
之
次
第
を
き
く
事
や
と
御
沮
に
く
れ 

け
る
が
、
に
く
き
天
狗
の
し
わ
ざ
か
な
、
よ
し
此
の
上
ハ
赤
城
山
に
お
し
よ
せ
天
狗 

に
あ
だ
を
む
く
い
ん
と
已
に
用
意
ぞ
し
た
り
け
り
、
集
る
勢
ハ
た
れ
た
れ
ぞ
、
関
の 

重
郎
国
勝•

田
面
ノ
與
市
重
勝•

生
次
九
郎
武
重•

山
上
八
郎
を
始
メ
と
し
て
赤
城 

山
へ
ぞ
お
し
よ
せ
け
る
、
既
二
山
二
も
な
り
ぬ
れ
バ
あ
な
た
こ
な
た
と
尋
ぬ
る
に
行 

方
更
に
知
れ
さ
れ
ば
し
ば
し
こ
ゝ
灸
と
陳
を
取
り
ま
く
を
打
三
日
間
滞
留
被
成
け 

る
、
夫
故
此
所
を
三
夜
沢
ハ
社
大
明
神
と
い
わ
ひ
こ
め
ら
れ
た
ま
へ
し
ぞ
、
あ
り
が 

た
き
次
第
な
り

家
成
公
赤
城
山
ニ
テ
御
他
界
之
事

幷
二
八
王
丸
殿
鬌
髪
之
事

寒
成
公
深
山
江
火
を
掛
ケ
た
ま
へ
共
姫
君
之
お
ん
行
い
知
れ
ざ
れ
バ
、
い
か
に
当 

山
の
天
狗
共
我
領
地
二
住
な
が
ら
わ
れ
ら
に
て
き
と
ふ
い
わ
れ
な
し
、
三
人
の
女
子 

共
只
今
こ
ゝ
へ
出
さ
ず
ん
ば
一
々
ぅ
き
め
を
み
セ
く
れ
ん
と
い
か
り
に
御
声
高
ら
か 

に
よ
ば
わ
っ
て
、
尚
山
深
く
入
た
も
ふ
、
と
あ
る
所
に
ま
く
打
セ
し
ば
ら
く
休
居
た 

ま
へ
し
が
御
身
も
つ
か
れ
御
心
持
常
な
ら
す
、
人
々
大
灸
に
お
ど
ろ
き
て
か
灸
ほ
ふ 

尽
し
候
へ
ど
も
其
かA

更
に
ま
し
ま
さ
ず
、
我
は
か
な
く
成
な
ら
ば
高
野
辺
の
家
ハ 

八
王
丸
に
テ
相
続
す
べ
し
、
囲
の
政
道
つ
ゝ
が
な
く
た
の
み
置
事
、
是
斗
り
と
又
よ 

わ
よ
わ
と
見
へ
た
も
ふ
、
か
ゝ
る
所
へ
天
狗
共
御
前
ま
ぢ
か
く
飛
来
り
我
々
わ
当
山



の
天
狗
共
ニ
テ
候
也
、
姫
君
の
事
わ
我
々
の
し
わ
ざ
に
候
わ
ず
、
全
ク
継
母
の
斗
へ 

に
て
増
田
の
渕
へ
沁
め
候
と
申
け
り
、
扨
我
々
わ
子
細
有
て
周
防
国
へ
ま
焱
り
け
り 

し
が
お
ん
い
き
と
ふ
り
お
も
灸
や
ら
れ
、
早
速
参
上
仕
君
此
所
に
て
御
病
死
被
成
候 

は
当
山
の
神
と
祝
申
さ
ん
と
言
ツ"

い 

つ
と
も
な
し
に
飛
去
り
シ 

ハ
し.
ゃ
う
し
な
り 

け
る
次
第
也
、
去
程
に
八
王
丸
君
ハ
姉
君
達
の
御
菩
提
を
と
む
ら
わ
ん
と
思
召
、
ひ 

そ
か
に
御
所
を
出
た
ま
へ
お
ん
い
た
わ
し
の
旅
の
そ
ら
い
と
ぐ
お
も
へ 

ハ
増
田
な
る 

渕
辺
に
こ
そ
わ
つ
き
た
も
へ
、
八
王
丸
君
里
人
に
近
付
て
過
キ
つ
る
こ
そ
此
の
渕
へ 

い
ふ
に
や
さ
し
き
女
郎
達
を
沈
メ
た
も
ふ
と
き
か
さ
る
か
と
と
灸
パ
、
里
人
さ
ん
候 

深
津
之
御
所
ョ
り
女
郎
衆
四
人
沈
め
に
掛
ケ
ら
れ
し
と
聞
て
、
若
君
さ
て
ハ
う
た
が 

灸
あ
ら
じ
と
て
渕
の
き
わ
灸
さ
し
の
ぞ
き
、
是
の
ふ
、
い
か
に
姉
君
達
邪
見
の
母
の 

計
へ 

二
て
此
の
渕
へ
沈
め
ら
れ
た
ま
う
と
き
、
、
明
け
く
れ
か
な
し
さ
身
に
あ
ま
り 

母
上
と
ー
ツ
で
な
い
申
訳
ケ
、
只
今
お
ん
な
き
跡
の
御
菩
提
を
と
む
ら
わ
ん
と
は
る 

ば
る
た
づ
ね
まA

り
た
り
、
必
ズ
必
ズ
わ
た
く
し
お
ば
う
ら
み
た
も
ふ
な
と
な
み
だ 

な
が
ら
に
南
無
十
方
三
世
仏
、
何
卒
姉
君
達
成
仏
な
さ
し
め
た
ま
へ
や
と
寺(

立
寄
、
 

上
人
を
御
頼
ミ
ち
す
じ
と
な
セ
し
黒
髪
を
四
方
浄
土
と
そ
り
こ
ほ
ち
、
渕
の
辺
へ
寺 

を
立
さ
び
し
き
住
居
を
な
さ
れ
し
ハ
お
ん
い
た
わ
し
き
次
第
也
、
い
か
な
る
前
世
の 

約
束
か
つ
も
り
つ
も
り
て
病
と
な
り
、
か
し
づ
く
も
の
も
な
き
ま
ゝ
に
今
を
限
り
の 

お
ん
く
る
し
さ
、
辞
世
の
お
ん
う
た
、
諸
共
に
す
く
わ
せ
た
ま
灸
弥
陀
如
来
、
誠
の 

道
に
い
れ
た
ま
灸
と
十
四
才
を
一
期
と
な
し
つ
い
に
む
な
し
く
な
り
た
も
ふ 

里
人 

数
多
集
り
て
お
ん
な
き
が
ら
を
取
納
メ
お
ん
と
む
ら
灸
も
不
浅
、
末
世
末
代
此
の
君 

を
八
王
子
大
権
現
と
い
わ
ひ
け
る

深
津
城
之
事 

幷
二
根
津
望
月
打
死
之
事

御
家
形
に
は
若
君
の
見
へ
た
ま
わ
ね
ば
あ
な
た
こ
な
た
と
た
づ
ね
け
る
、
お
ん
行 

方
の
知
れ
ざ
れ
ば
御
薹
ハ
余
り
の
か
な
し
さ
に
あ
こ
が
れ
こ
が
れ
地
二
伏
し
て
、
も 

だ
へ
な
げ
か
セ
た
まA

け
る
、女
中
数
多
の
い
さ
め
に
て
一
間
に
こ
そ
セ
入
た
も
ふ
、
 

兼
テ
仕
組
し
野
田•

伊
香
保
三
千
余
人
を
引
卒
し
深
津
を
さ
し
て
を
し
寄
セ
け
る
、
 

根
津
望
月
驚
き
て
御
薹
所
の
御
前
に
進
み
か
ょ
ふ
か
ょ
ふ
の
次
第
故
一
先
信
州
更
科 

殿
へ
落
た
ま
へ
と
、
郎
等
共
ヲ
は
揃
へ
信
州
さ
し
て
お
ち
行
け
る 

す
き
も
あ
ら
セ

づ
野
田•

伊
香
保
三
千
余
人
一
同
に
と
き
を
と
ハ
と
ぞ
あ
げ
に
け
る
、
城
内
二
て
も 

さ
わ
ぎ
た
ち
時
の
声
も
し
づ
ま
れ
バ
野
田
の
三
郎
重
持I

さ
ん
に
か
け
寄
て
、

い
か 

に
望
月
お
の
れ
が
悪
心
ゆ
灸
高
野
辺
の
家
を
た
灸
て
ハ
な
す
事
き
ッ
く
い
チ
萬
也
、
 

御
薹
が
首
打
て
渡
し
な
ん
じ
わ
い
さ
ぎ
よ
く
切
腹
い
た
セ
、
さ
な
く
ば
我
々
ろ
う
ゼ 

き
セ
ん
と
よ
ば
わ
れ
ば
望
月
大
蔵
や
ぐ
ら
の
上
ヨ
リ
、
事
お
か
し
や
、
野

田•

伊
香 

保
鯨
を
蟻
が
ね
ら
ふ
が
如
し
、
そ
れ
も
の
共
打
取
と
下
知
す
れ
ば
は
や
り
き
っ
た
る 

若
者
共
ぬ
き
つ
れ
つ
れ
切
て
出
、
て
き
も
み
か
た
も
入
り
み
た
れ
火
花
を
散
し
て 

た
っ
か
灸
り
、
此
の
時
寄
手
の
陳
所
ヨ
り
六
尺
ゆ
ふ
よ
の
男
貳
人
し
ず
し
ず
と
立
出 

る
、
那
波
七
郎
重
春•

安
田
源
内
北
国
也
、
我
と
思
わ
ん
も
の
あ
ら
ば
手
並
を
見
セ 

ん
と
仁
王
立
城
内
ヨ
り
も
信
濃
五
郎
是
を
見
て
、

一
門
次
に
打
か
ゝ
る
、
那

波•

安 

田
事
と
も
セ
ず
は
ら
り
は
ら
り
と
な
ぎ
立
れ
ば
信
濃
五
郎
兄
弟
も
て
あ
ら
ま
し
ぞ
見 

に
け
る
、
又
々
城
内
ヨ
り
市
川
五
郎
と
名
の
り
か
け
両
人
目
掛
ケ
て
切
か
ゝ
る
、
こ 

こ
ろ
灸
安
田
に
打
た
れ
け
る
、
小

林•

源
田
に
か
け
来
り
安
田
が
首
を
水
も
た
ま
ら 

ず
打
落
す
、
七
郎
重
春
は
っ
と
思
い
小
林
が
も
ろ
す
ね
な
ぎ
た
を
し
首
打
落
立
上
る 

間
次
す
か
づ
弓
お
っ
と
り
は
な
す
矢
先
に
は
な
ま
た
づ
、
秀
国
が
む
な
い
た
に
は
っ 

し
と
立
き
う
所
の
深
手
に
た
ま
り
か
ね
、
つ
灸
に
む
な
し
く
な
り
け
る
、
山
上
八
郎 

是
を
見
て
飛
が
如
く
に
か
け
来
り
間
次
が
首
を
打
落
シ
多
勢
の
中
い
わ
っ
て
入
、
は 

ら
り
は
ら
り
と
な
ぎ
立
る
、
手
本
二
当
る
無
者
共
廿
三
人
打
て
と
る
、
身
方
の
源
ハ 

是
を
見
テ
天
晴
な
る
振
舞
ぞ
と
走
り
か
ゝ
っ
テ
む
ん
ず
と
組
押
伏
セ
ん
と
す
る
所 

へ
、
八
郎
笑
て
申
よ
ふ
、
と
て
も
わ
れ
に
ハ
叶
ま
じ
、
念
仏
も
ふ
セ
と
言
な
が
ら
弓 

手
の
か
た
灸
な
ぎ
た
お
す
、
判
官
今
ハ
是
ま
で
と
飛
か
、
ッ
テ
ち
ゃ
う
と
打
心
得
た 

り
と
請
流
し
こ
こ
を
セ
ん
と
ゝ
た
ゝ
か
焱
け
り
、
根
津
も
元
ヨ
り
つ
わ
者
ニ
テ
さ
す 

が
の
八
郎
も
て
あ
ま
し
、
伊
香
保
の
蔵
人
判
官
に
渡
り
合
火
花
を
散
し
て
た
っ
か
灸 

け
る
、
山
上
八
郎
後5

判
官
が
首
打
落
す
、
望
月
大
蔵
是
ま
デ
と
獅
子
ふ
ん
じ
ん
の 

い
か
り
を
な
し
両
人
目
掛
ケ
テ
き
り
か
ゝ
る
、
さ
れ
と
も
横
し
ま
無
法
の
剣
ぎ
ふ
し 

ぎ
に
天
地
め
い
ど
ふ
し
大
地
い
ど
ふ
と
た
を
れ
け
り
、
誠
に
し
ん
じ
ん
き
も
に
め
い 

じ
天
を
拝
し
地
を
は
い
し
、
首
か
き
き
っ
て
た
つ
所
へ
打
も
ら
さ
れ
の
ぞ
ふ
兵
共
一 

度
二
ど
ふ
と
込
入
を
、
山
上
ま
か
べ
を
い
散
す
、
野

田•

伊
香
保
家
形
之
内
江
か
け
入



て
御
薹
の
有
か
た
づ
ぬ
る
に
行
方
更
に
し
れ
ざ
れ
バ
、
其
時
手
お
灸
の
侍
に
ハ
山
川 

兵

蔵•

佐
川
太
郎•

ま
た
の
五
郎•

田
面
の
與
市
四
人
の
者
共
今
を
か
ぎ
り
の
深
手 

也
、
野

田•

伊

香
保•

山

上•

ま
か
べ
其
の
外
も
チ
鶴
萬
亀
税
ひ
よ
ろ
こ
び
、
信
濃 

の
国
い
趣
き
け
る

継
母
更
科
山
へ
捨
ら
る
ゝ
事

幷
二
家
成
公
赤
城
大
明
神
と
被
設
事

扨
も
其
の
後
北
の
方
信
濃
の
国
更
科
家
へ
ぞ
ま
灸
り
し
が
四
郎
五
郎
の
兄
弟
ニ
テ 

世
を
納
メ
テ
ぞ
く
ら
し
け
る
、
人
々
し
あ
へ
を
定
メ
ッ
ゝ
世
の
中
に
継
子
継
母
の
有 

な
れ
と
沈
〆
に
掛
ケ
し
た
め
し
な
し
、
か
ゝ
る
邪
見
の
其
人
を
か
く
ま
灸
を
か
ば
高 

野
辺
の
郎
等
共
の
恨
を
な
さ
ん
ハ
必
定
也
、
し
ょ
セ
ん
世
上
の
み
せ
し
め
に
奥
山
へ 

捨
た
ま
ぅ
、
自
作
し
つ
み
な
れ
と
し
ん
い
の
ほ
の
ふ
も
い
あ
が
り
何
卒
し
て
四
郎
五 

郎
を
と
り
こ
ろ
し
て
た
ま
わ
れ
と
も
っ
た
へ
な
く
も
日
天
へ
き
セ
灸
お
か
け
て
い
の 

り
け
る
、
か
ゝ
る
所
に
天
地
俄
に
め
い
と
ふ
し
て
東
の
方
ヨ
リ
黒
雲
一
村
棚
引
渡
り
、
 

家
成
公
十
丈
余
り
大
鹿
に
め
さ
セ
ら
れ
い
か
に
か
つ
ら
三
人
の
姫
共
を
よ
く
も
沈
メ 

に
か
け
し
よ
な 

其
の
上
我
を
も
た
ば
か
り
て
な
き
も
の
に
セ
ん
計
事
な
ん
じ
か
い 

き
の
あ
る
内
に
セ
め
て
仇
を
む
く
わ
ん
と
、
大
石
取
て
な
げ
つ
け
た
ま
灸
バ
な
に
か 

わ
以
テ
た
ま
へ
き
、
み
じ
ん
に
く
だ
け
て
死
た
り
け
り
、
其
時
ヨ
リ
シ
テ
此
の
処
を 

姨
捨
山
と
も
ふ
す
な
り
、
扨
又
三
人
の
姫
君
ハ
都
の
そ
ら
を
立
出
て
本
国
い
ぞ
帰
ら 

る
ゝ
、
渕
名
の
宿
と
ゆ
ふ
所
に
し
は
し
や
す
ら
い
た
まA

し
が
、
め
の
と
あ
を
灸
の 

病
死
よ
り
姫
君
達
ハ
と
ほ
ふ
に
く
れ
父
家
成
様
ハ
我
々
の
事
を
な
げ
か
れ
て
、
赤
城 

山
の
奥
に
て
空
シ
く
お
な
り
被
成
し
と
何
卒
赤
城
山
へ
た
づ
ね
行
、
セ
め
て
の
事
に 

お
ん
は
か 

へ
さ
ん
拝
セ
ん
も
の
と
か
の
地
を
さ
し
て
い
そ
き
行
、
大
屋
の
里
と
言
所 

に
一
夜
を
明
か
さ
セ
た
ま
へ
ケ
る
、
其
時
此
の
地
二
三
泰
大
明
神
と
い
お
ふ
也
、
既 

二
其
夜
も
あ
け
ぬ
れ
ば
赤
城
山
へ
と
い
そ
ぎ
け
る
、
漸
赤
城
へ
た
づ
ね
行
何
国
に
お 

は
か
の
有
事
ぞ
、
そ
こ
よ
こ
ゝ
よ
と
さ
ま
よ
い
ば
ふ
し
ぎ
や
そ
ば
の
岩
間
よ
り
牛e
 

頭
あ
ら
わ
れ
て
山
奥
さ
し
て
あ
ゆ
み
行
、
人
々
ふ
し
ぎ
に
思
召
跡
を
し
と
ふ
て
行
に 

け
る
、
く
だ
ん
の
牛
ハ
其
の
ま
ゝ
に
消
が
如
ク
に
ぅ
せ
に
け
り
、
去
に
よ
っ
て
此
の 

所
を
牛
石
坂
と
ぞ
申
也
、
扨
ハ
墓
所
ハ
爰
な
ら
ん
と
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
見
た
ま̂

バ

草
木
し
げ
り
し
御
墓
あ
り
、
姫
君
達
ハ
伏
し
お
が
み
お
が
み
し
ば
し
前
後
も
わ
か
ぬ 

お
り
、
た
ち
ま
ち
天
地
め
至
と
ふ
し
右
大
将
家
成
公
昔
の
御
姿
あ
り
あ
り
と
水
の
上 

に
ぞ
あ
ら
わ
れ
た
ま
へ
、
そ
れ
な
る
ハ
姫
共
か
、
我
父
家
成
や
、
邪
見
の
母
の
計
ひ 

に
て
さ
ぞ
や
浮
目
に
あ
焱
つ
ら
ん
、
某
ハ
扨
果
て
衆
生
を
守
ら
セ
ん
と
十
丈
程
の
大 

じ
ゃ
に
召
さ
れ
、
池
の
中
い
ぞ
入
に
け
る
。
人
々
か
ん
る
い
き
も
に
め
灸
じ
な
ご
り 

お
し
や
と
お
ん
跡
を
三
拝
し
涙
な
が
ら
に
立
い
で
ゝ
、
ニ
ノ
宮
と
い
ふ
所
に
住
居
を 

な
し
て
居
た
ま
灸
し
が
元
是
仏
の
化
身
ニ
テ
衆
生
を
す
く
わ
ん
為
メ
な
れ
ば
、
履
中 

三
年
壬
寅
七
月
十
五
日
に
兄
弟
三
人
諸
共
にI

ツ
所
に
は
か
な
く
な
り
た
も
ふ
、
 

か
ゝ
る
お
り
し
も
野
田•

伊
香
保
あ
な
た
こ
な
た
と
た
づ
ね
し
が
こ
、
に
来
り
問
ひ 

け
れ
バ
、
三
人
共
に
む
な
し
く
な
ら
セ
た
まA

し
と
き
く
ょ
り
な
み
だ
に
く
れ
け
る
、
 

今
は
な
げ
く
も
セ
ん
な
し
と
お
ん
な
き
が
ら
を
取
納
メ
、
扨
そ
れ
ょ
り
も
両
人
ハ
更 

科
殿
へ
し
こ
ふ
し
と
事
の
次
第
を
申
上
、
都
へ
登
り
さ
ん
だ
灸
し
右
之
趣
き
言
上
し 

皇
帝
ふ
び
ん
に
思
召
、
前
代
未
聞
の
事
な
れ
ば
其
儘
に
も
捨
置
れ
ず
右
大
将
家
成
ハ 

赤
城
正
一
位
大
明
神
と
い
わ
灸
申
へ
し
、
又
三
人
の
姫
共
ハ
ニ
宮
三
社
大
明
神
と
い 

わ
灸
申
へ
し
と
お
ゝ
セ
渡
さ
れ
け
り

群
馬
県
上
野
国
南
勢
多
郡
荒
砥
村
大
字
二
宮
之
住 

内

田

嘉

造

蔵

書 

本
書
は
伊
勢
崎
市
立
図
書
館
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
。

赤
城
神
社
縁
起
は
他
に
次
の
も
の
が
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
。

㈠
 

岡
田
希
雄
氏
蔵
「
上
野
国
赤
城
山
御
本
地
」(

室
町
時
代
物
語
集
(-))

所
収 

㈡
 

白
井
永
二
氏
旧
蔵
「
上
野
国
赤
城
山
之
本
地
」(

東
洋
文
庫
文
「神
道
集
」
所 

収)

㈢
 

粕
川
村
女
渕
竜
光
寺
蔵
「
上
野
国
赤
城
山
正
一
位
大
明
神
御
本
地
」 

㈣
 

粕
川
村
女
渕
鎌
塚
酉
次
郎
氏
蔵
「上
野
国
赤
城
山
正
一
位
大
明
神
御
本
地
」 

(

伝
承
文
学
資
料
集
第
一
輯
「神
道
物
語
集㈠

」
所
収)

㈤
 

粕
川
村
真
下
嘉
一
氏
蔵
「
赤
城
山
神
宮
本
地
伝
」(

同
前
所
収)

㈥
 

佐
波
郡
東
村
国
定
諏
訪
正
男
氏
蔵
「
赤
城
山
大
明
神
御
本
地
」

㈦

前
橋
市
二
之
宮
町
赤
城
神
社
蔵
「
赤
城
大
明
神
御
本
地
緣
起
」

㈧
 

伊
勢
崎
市
立
図
書
館
蔵
「
赤
城
大
明
神
実
記
」



こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
福
田
晃
氏
『
「
赤
城
山
御
本
地
」
諸
本
の
伝
承
』 

(

大
谷
女
子
大
学
紀̂

く
第
二
号
、
昭
和
四
十
三
年
四
月)

に
あ
る
。㈠

〜㈧

ま
で
の 

諸
本
は
同
稿
に
よ
る
。

本
資
料
は
井
田
安
雄
所
蔵
の
コ
ピ
ー
を
丑
木
幸
男
か
筆
写
し
た
。(
)

内
の
註
は 

丑
木
が
あ
た
っ
た
。

4

赤

城

従

行
(

三
十
一
歳)

題
名 

写
本
ノ
マ
、
、
但

シ

「
玉
能
御
声
」
二

「安
永
六
年
丁
酉
、
冬
十
月
三
十
日
、
 

赤
城
従
行
」
卜
記
シ
タ
ル
表
紙
ノ
写
シ
ア
レ
バ
原
本
名
卜
考
へ
ラ
ル
。
 

範
囲
自
安
永
六
年
十
月
三
十
日
至
同
十
一
月
三
日
。

原
本 

現
存
セ
ズ
、
「
玉
能
御
声
」
解

題

二

「高
山
大
人
赤
城
従
行
、
安
永
六
年
丁
酉 

十
月
三
十
日
よ
り
お
な
し
く
十
一
月
十
九
日
に
至
る
の
記
、
冊
子
の
か
た
ち 

前
図
の
如
く
、
原
紙
四
つ
折
、
横
本
十
二
葉
に
し
て
終
る
」
ト
ア
レ
バ
当
時 

ハ
所
在
セ
ル
コ
ト
確
実
ナ
リ
。

写

本

ィ

静

嘉

堂

文

庫

所

蔵

「高
山
仲
繩
紀
行
集
」
所
収̂

^

幕
末
ノ
頃
常
陸
国 

筑
波
郡
小
田
村
ノ
長
島
尉
信
ノ
筆
写
二
係
ル
モ
ノ
、
長
島
ハ
高
山
彦
九 

郎
ノ
友
人
築
又
七
ヨ
リ
友
人
相
良
一
雄
ヲ
介
シ
テ
借
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト 

考
へ
ラ
ル
、小
宮
山
楓
軒
蔵
書
ノ 

ー
ト
シ
テ
静
嘉
堂
二
移
リ
シ
ト
ィ
フ
、
 

校
訂
二
於
ケ
ル
異
本
ト
ナ
ス
。

ロ 

「玉
能
御
声
」
卷
十
一
所
収
—
筆
写
径
路
ハ
長
島
尉
信
本
ヲ
再
写
ス
。
 

内
容 

郷
里
二
近
ク
而
モ
崇
敬
セ
シ
赤
城
神
社
二
詣
デ
ル
タ
メ
叔
父
剣
持
長
蔵
正
業 

卜
共
二
登
山
参
拝
シ
テ
帰
宅
ス
ル
マ
デ
ノ
記
事
ニ
シ
テ
、
「
赤
城
行
」
卜
併
セ 

テ
参
照
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。

赤
城
従
行
自
安
永
六
年
十
一
月
一
日
至
同
三
日

安
永
六
年
、
丁
酉
、
冬
十
一
月
朔
日
に
赤
城
の
神
社
を
拝
し
奉
ら
ん
と
正
業
叔
父 

思
ひ
立
給
ひ
我
も
従
行
の
定
あ
り
ぬ
、
こ
れ
に
よ
り
て
十
月
三
十
日
と
く
よ
り
起
き

家
人
に
旅
の
糧
な
と
し
た
ゝ
め
し
め
叔
父
至
り
給
ふ
を
待
奉
り
ぬ
、
ま
た
夜
半
過
る 

頃
に
て
暫
し
て
鶏
告
け
け
る
、
我
こ
た
ひ
の
み
に
し
も
あ
ら
ぬ
と
い
ね
侍
り
て
も
旅 

立
の
時
は
ね
む
る
こ
と
あ
た
は
す
、(

中
略)

旅
装
ひ
し
て
叔
父
を
待
奉
り
け
る
に
辰
の
時
斗
に
則
正
を
具
せ
ら
れ
隠
宅
に
到
り 

給
ふ
、
例
の
如
く
祖
母
公
盃
を
賜
る
、
我
荷
を
負
ひ
出
て
立
ち
侍
る
、
両
家
み
な
門 

外
に
送
り
給
ふ
、
漆
橋
を
経
て
由
良
村
た
い
み
や
な
る
を
過
き
大
道
へ
出
ッ
、
西
方 

へ
一
丁
斗
ゆ
き
店
二
三
軒
是5

乾
へ
さ
し
細
道
へ
入
、
稲
荷
の
社
を
右
に
見
正
へ
行 

き
原
ニ
ッ
経
て
脇
屋
に
至
る
、
観
音
を
左
に
見̂
！
®

地
に
か
ゝ
れ
バ
西
に
ハ
遠
く
信
州 

浅
間
け
ふ
り
は
な
く
て
雪
白
々
と
み
へ
東
ハ
ち
か
く
金
山(

中
略)

小
金
井
村
の
人
寒
を
す
き
笠
括
野
に
か
ゝ
る(

中
略)

原
の
中
程̂

M

へ
き
れ
大
原
道
、
右
ハ
大
間
々
の
道
大
原
の
宿
江
出
て
、
右
に
金 

性
寺
少
ゆ
き
左
長
建
寺
宿
の
左
近
江
や
と
い
ふ
酒
店
に
休
ひ
糧
を
ひ
ら
き
酒
の
み
時 

を
移
す
、
八
ッ
時
頃
宿
の
上
左
大
湖
道
あ
り
左
に
大
原
寺
を
見
行
左
へ
転
し
百
頭
村 

人
家
ニ
ニ
軒
左
伊
勢
崎
右
ハ
大
間
々
桐
生
江
の
道
な
り
、
間
の
谷
村
を
過
北
に
大
豆 

の
岡
を
見
天
神
山
を
右
に
見
西
鹿
田
へ
か
ゝ
り
ゆ
く
、
間
の
谷
村
ハ
佐
位
郡
に
し
て 

こ

、
ハ
新
田
郡
也
、
香
林
村
へ
到
る
是
も
佐
位
郡
也
、
里

つ

、
き
に
て
野
村
是5

勢 

田
郡
也
、
武
井
村
入
口
小
鷹
宮
あ
り
、
小
林
村
に
至
る
、
右
石
宮
司
の
社
是
を
過
て 

左
へ
行
き
松
林
を
乾
に
見
其
所
に
到
れ
ハ
道
の
側
に
大
岩
ニ
ッ
あ
り
、
松
林
に
入
猶 

乾
に
ゆ
け
ハ
膳
村
龍
原
寺
南
向
也
、
門
前
の
松
敷
樹
其
中
三
株
す
く
れ
て
奇
也
、
美 

な
り
、
般
若
台
の
碑
石
大
也
、
龍
燈
桜
二
か
い
斗
古
木
に
し
て
い
と
ょ
し
、
大
門
閉 

ぢ
た
り
、
洞
宗
に
て
葷
酒
山
門
に
入
を
許
さ
す
、
門 <

く

 
小
サ
き
石
橋
を
過
ぎ
小
高 

き
所
に
小
堂
み
ゆ
、
大
門
の
脇
に
鐘
楼
在
、
庭
に
白
藤
樹
当
寺
の
名
木
と
、
又
い
て 

ぅ
の
大
木
二
か
い
余
有
へ
し
、
叔
父
と
ゝ
も
に
見
出
て
月
田
村
に
出
ッ
、
右
に
近
戸 

大
明
神
の
鳥
居
有
、
こ

、
に
た
て
る
石
に
穴
あ
り
、
又
四
角
な
る
小
穴
を
ほ
り
た
る 

ハ
何
の
用
か
し
ら
す
、
左
畠
中
に
古
墳
有
何
人
の
墓
な
る
か
大
ィ
也
、
月
田
の
人
里 

を
す
き
川
あ
り
糟
川
と
い
ふ
小
野
湖A

流
れ
出
、
土
人
の
日
、
赤
城
の
裾
野
今
年
六 

月
始
大
水
こ
、
も
と
も
水
の
為
に
新
谷
川
を
な
す
と
語
る
、
川
原
の
中
新
た
に
流
の 

あ
と
あ
り
、
是
を
過
き
馬
場
村
に
至
る
人
家
南
北
に
連
な
る
、

一
尺
余
の
溝
里
中
を



流
て
き
よ
し
、
す
へ
て
膳
の
辺5

こ
な
た
の
流
み
な
い
さ
き
よ
し
、
赤
城
の
山
中
よ 

り
出
れ
ハ
也
、
暮
に
馬
場
村
の
酒
店
に
休
ふ
酒
な
し
、
旅
中
の
興
こ
ゝ
に
つ
き
家
よ 

り
持
し
た
る
糧
の
あ
ま
り
を
出
し
叔
父
と
わ
か
ち
食
し
て
飢
を
救
ふ
、
田
家
の
旅
行 

飲
食
に
乏
し
き
事
常
に
か
く
の
如
し
、
此
所5

西
少
シ
南
へ
下
り
四
里
前
橋
艮
四
里 

花
輪
也
、
深
沢
へ
出
て
行
深
沢
へ
二
里
と
そ
、
前
橋
へ
ハ
大
湖
へ
出
て
行
是S
 
一
里 

也
、
馬
場
を
出
苗
か
嶋
是5

三
夜
沢
江
一
里
の
ぼ
り
也
、
苗
か
嶋
石
多
く
出
ツ
、
水
車 

の
所
を
過
右
滝
沢
道
也
、
左
を
な
た
ら
に
の
ほ
り
て
下
り
又
上
り
て
下
り
て
流
れ
あ 

り
道
者
此
所
に
お
ゐ
て
石
を
つ
み
浮
図
氏
の
さ
い
の
川
原
に
な
ら
ふ
、
我
あ
や
ま
り 

こ
ろ
ぶ
、
叔
父
ハ
我
を
以
て
前
者
の
戒
と
し
て
つ
ま
つ
き
給
ハ
す
、
暗
夜
や
ぅ
や
く 

に
た
と
り
一
丁
斗
の
ほ
り
赤
城
の
大
門
に
至
る
、
大
門
を
右
へ
上
り
石
の
華
表
六
尺 

斗
こ
ゝ
に
頭
巾
を
と
り
礼
し
て
入
土
に
こ
し
か
け
し
ハ
ら
く
休
、
惣
門
に
至
又
礼
し 

て
入
西
講
の
社
家
板
橋
備
後
守
か
宅
を
尋
て
入
洗
足
し
浴
室
に
上
り
主
板
橋
氏
出 

ぬ
、
我
こ
ゝ
に
宿
る
と
杉
下
氏
へ
通
し
給
へ
と
い
へ 

ハ
板
橋
氏
諾
し
て
告
く
、
湯
に 

入
て
後
杉
下
氏
陶
器
に
酒
を
た
ゝ
へ
て
到
る
、
子
山
城
は
檀
廻
に
出
自
ハ
太
々
の
講 

及
ひ
別
社
の
事
に
つ
き
潔
斎
し
て
居
れ
ハ
響
鷹
し
難
し
、
主
人
板
橋
ハ
族
の
事
な
れ 

ハ
私
宅
に
宿
り
給
ひ
し
と
思
召
心
安
打
解
給
へ
と
い
ふ
、
彼
か
あ
つ
き
に
感
し
酒
を 

受
け
て
赤
城
の
別
社
を
問
ハ
杉
下
氏
日
、
下
大
屋
村
子
安
明
神
産
婦
の
祈
を
以
今
は 

ん
昌
也
、
殊
に
松
平
千
太
郎
殿
信
仰
在
且
郷
里
の
村
民
参
し
是6

南
三
里
斗
是 

赤
城
神
社
の
別
社
也
、
又
赤
城
神
社̂

®

四
里
斗
に
ニ
ノ
宮
在
是
も
当
社
の
別
社
に 

て
年
に
二
度
当
山
へ 

み
ゆ
き
あ
り
四
月
展
の
日
十
一
月
辰
の
日
也
、
み
ゆ
き
上
り
に 

ハ
大
湖
柏̂

！へ
か
ゝ
る
、
因
て
柏
倉
に
御
腰
か
け
の
森
と
い
ふ
あ
り
、

一
丁
五
段
の 

除
地
、
下
向
の
道
ハ
花
か
石
と
い
ふ
を
経
給
ふ
、
こ
ゝ
に
も
御
こ
し
か
け
田
と
て
一 

畝
十
五
歩
の
除
地
あ
り
、
秋
稲
未
か
ら
ざ
る
時
ハ
稲
の
上
に
御
腰
を
休
給
ふ
、
柏
倉 

昔
ハ
牧
野
駿
河
守
殿
領
分
の
時
ハ
御
こ
し
か
け
へ
十
二
俵
の
助
力
あ
り
ぬ
、
ニ
ノ
宮 

神
主
田
所
石
見
六
谷
田
讃
岐
別
当
ハ
大
湖
二
宮
山
玉
蔵
院
と
い
ふ
、
今
は
別
当
を
放 

ち
や
め
社
家
唯
一
に
帰
し
た
る
故
也
、
玉
蔵
院
ハ
真
言
宗
に
て
ニ
ノ
宮
の
実
物
亀
腹 

の
玉
と
て
名
玉
を
納
め
た
り
、
或
時
社
家
、
社
再
興
の
為
実
物
を
開
帳
し
侍
ら
ん
と 

申
に
付
か
の
名
玉
を
ひ
ら
く
是5

社
家
に
と
ゝ
め
て
返
さ
す
、
其
後
別
当
あ
ま
た
ゝ

ひ
返
し
納
め
ん
と
乞
共
返
さ
す
、
且
ッ
日
、
当
社
の
実
物
を
寺
院
の
為
に
押
領
せ
ら 

る
今
本
に
返
る
也
と
て
返
さ
す
、
遂
に
神
主
の
蔵
と
成
、
又
弁
慶
か
薙
刀
也
と
て
穂 

先
三
尺
ー
ー
寸
成
か
あ
り
、
か
の
亀
腹
玉
ハ
亀
の
ハ
ら5

出
し
と
い
ふ
、
ー
 

ー
ノ
宮
の
社 

地
佳
也
、
参s
f
 
へ
し
と
杉
下
氏
語
る
、
暫
し
て
封
馬
守
殿
帰
る
、
我
も
叔
父
も
座 

を
送
り
侍
り
ぬ
、
今
日
道
の
記
悉
く
記
さ
す
、
丙
申
赤
城
行
に
く
わ
し
、
細
谷
村o

K

 

原
へ
三
里
大
原5

膳
へ
三
里
膳5

三
夜
沢
へ
二
里
、
今
日
三
夜
沢
江
着
し
頃
ハ
五
ッ 

前
也
し
、
苗
か
嶋
く#

れ
た
り
、
社
家
板
橋
氏
大
椀
に
茶
漬
焼
し
ほ
を
添
て
出
す
例 

の
餅
小
豆
に
て
煮
た
る
も
出
ッ
、
其
後
飯
に
汁
添
出
ッ
、
坐
頭
二
人
三
絃
を
ほ
と
こ 

す
、
叔
父
銭
を
賜
ふ
、
終
夜
三
絃
に
て
賑
ふ
、
板
橋
氏
の
宅
庚
申
に
後
れ
今
夜
待
る 

也
、
今
日
ハ
三
十
日
壬
戌
也
、
天
気
殊
に
ぅ
る
ハ
し
、

十
一
月
、
癸
亥
朔
、
五
ッ
時
に
浴
し
袴
着
板
橋
氏
案
内
に
て
赤
城
明
神
宮
へS

K

 

東
社4

き
に
拝
し
奉
る
、
是
東
社
の
社
家
か
案
内
故
也
、
西
社
を
拝
し
末
社
こ
と 

こ
と
く
拝
礼
し
叔
父
を
す
、
め
西
の
方
三
丁
斗
龍
神
の
硯
石
大
サ
ニ
間
半
に
五
間
斗 

上
に
水
あ
る
を
見
、
西
社
の
後
杉
の
大
樹
十
囲
斗
成
、
又
子
供
末
社
さ
い
銭
を
争
ひ 

と
り
且
ッ
半
鐘
を
つ
か
し
め
て
銭
を
と
る
、
板
橋
氏
案
内
の
時
ハ
浄
衣
袖
長
を
着
し 

社
上
に
拝
さ
し
む
、
か
れ
ハ
さ
き
へ
帰
る
、
我
杉
下
氏
へ
よ
る
他
行
也
、
我
昨
夜
の 

礼
を
述
一
百
銅
を
お
と
し
物
と
す
、
九
ッ
過
る
頃
立
て
滝
沢
の
方
へ
趣
く
、
叔
父
板 

橋
氏
へ
南
鑛
一
片
を
お
と
し
物
と
し
旅
装
し
東
社
の
脇5

山
を
こ
え
東
へ
行
川
を
わ 

た
り
艮
方
へ
の
ほ
る
、
石
の
こ
ろ
び
か,

り
た
る
所
を
す
き
右
へ
三
丁
斗
入
て
下
る
、
 

是5

北
へ
川
を
さ
か
の
ぼ
り
ゆ
く
、
去
冬
ハ
九
渡
に
て
滝
沢
不
動
堂
へ
到
り
け
る
か 

此
度
ハ
ニ
十
度
斗
わ
た
り
や
ぅ
や
く
到
る
、
是
今
年
六
月
初
の
大
水
の
故
と
覚
ゆ
、
 

是
よ
り
叔
父
と
ゝ
も
に
大
滝
を
み
る
、
俗
十
六
丈
と
称
す
、
実
は
十
四
丈
六
尺
七
寸 

と
聞
へ
し
、
石
を
わ
た
り
こ
し
難
所
な
り
、
お
と
し
物
石
上
に
置
至
る
、
行
人
の
な 

き
も
か
、
る
時
に
は
よ
し
、
不
動
堂£

八
丁
に
し
て
滝
あ
り
、
是
よ
り
真
北
へ
さ
し 

ゆ
く
、
是
よ
り
南
二
里
に
し
て
六
ッ
半
斗
苗
か
嶋
に
至
る
、
途
夜
に
入
て
若
き
も
の 

二
人
に
あ
ふ
、
こ
れ
ハ
滝
沢
に
こ
の
夜
こ
も
る
人
也
と
い
ふ
、
苗
か
嶋
の
旧
館
人
吾 

妻
左
次
右
衛
門
所
に
や
と
る
、
二
夜
沢5

滝
沢
へ
一
里
半
も
あ
る
へ
し
、
今
日
の
記 

事
も
丙
申
赤
城
行
に
譲
り
て
省
く
、
苗
か
嶋̂

K

屋
産
泰
明
神
へ
坤
方
へ
一
里
半
斗
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巽
石
山
観
音.4

半
里
斗
石
山
ょ
り
坤
方
一
里
斗
ー 

ー
ノ
宮
也
、
苗
ケ
嶋5

石
山
へ 

二
里
南
也
、
ー
 

ー
ノ
宮
ハ
三
里
也
、宿
の
主
の
祖
先
ハ
新
田
由
良
氏
の
臣
金
山
落
城
の

 ゝ

ち
花
輪
へ
越
え
暫
住
し
の
ち
こ
ゝ
に
住
す
と
い
へ
り
、
姓
ハ
東
宮
氏
家
内
和
睦
に
し 

て
一
郷
に
富
め
り
、
家
人
の
交
い
と
ょ
し
、
去
冬
宿
し
侍
り
ま
た
今
夜
も
こ
ゝ
を
も 

つ
て
や
と
る(

中
略)

(

以
下
高
山
彦
九
郎
全
集
第一

卷)

5

赤
城
信
仰
に
関
す
る
伝
承

赤
城
様
の
こ
と 

む
か
し
の
人
の
は
な
し
に
、
赤
城
様
は
農
耕
の
神
と
い
ぅ
。
社 

の
な
い
時
代
に
は
、
三
夜
沢
の
神
社
の
奥
に
あ
る
櫃
石
を
お
が
ん
で
い
た
と
い
ぅ
。

そ
こ
へ
秋
に
ご
神
体
を
お
く
っ
て
行
き
、
春
に
な
る
と
む
か
え
に
行
っ
た
と
い
う
い 

い
伝
え
が
あ
る
。
春
に
な
る
と
里
へ
出
て
農
業
を
み
る
。
と
り
い
れ
が
終
る
と
赤
城 

へ
帰
る
の
で
お
く
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
。

こ
れ
は
農
作
業
の
は
じ
ま
る
時
期
と
お 

わ
る
時
期
に
あ
た
る
と
い
う
。
お
ぼ
え
て
櫃
石
へ
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。(

二
之
宮)

赤
城
神
社
の
お
き
せ
か
え 

六
十
年
に
一
度
壬
子
の
年
に
ご
神
体
の
神
衣
の
お
き 

せ
か
え
の
行
事
が
あ
る
。
最
近
で
は
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
二
十
三
日
に
こ
の
行
事 

が
お
こ
な
わ
れ
た
。
木
綿
を
と
っ
て
、
そ
の
日
の
う
ち
に
つ
む
い
で
、
織
っ
て
、
そ 

れ
を
縫
っ
て
、

一
日
の
中
に
仕
上
げ
る
も
の
と
い
う
。
神
衣
を
縫
う
も
の
は
地
元
の 

年
寄
り
の
女
の
人(

若
い
女
衆
は
体
が
け
が
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
だ
め
と
い
う) 

が
三
人
。
上
•

中
.

下
位
か
ら
一
人
ず
つ
代
表
の
も
の
が
出
て
、
三
人
で
ひ
と
つ
の 

着
物
を
縫
っ
た
。
大
き
さ
は
丈
が
一
尺
五
寸
ぐ
ら
い
。
材
料
は
さ
ら
さ
な
い
木
綿(

み

ざ
ら
し
の
木
綿)

。

ぅ
ら
お
も
て
同
じ
あ
わ
せ
を
つ
く
っ 

た
。
白
い
着
物
を
一
枚
と
、
そ
の
上
に
着
せ
る
四
角
の
も 

の
を
縫
っ
た
。

朝
飯
を
食
べ
て
か
ら
仕
事
を
は
じ
め
、
夜
の
八
時
ご
ろ 

ま
で
か
、
っ
た
。
部
屋
を
し
め
き
っ
て
、

マ
ス
ク
を
し
、
 

白
い
着
物
を
着
、

エ
プ
ロ
ン
を
か
け
、
白
足
袋
を
は
い
て 

つ
く
っ
た
。
針
や
糸
も
あ
た
ら
し
い
も
の
を
つ
か
っ
た
。

着
せ
か
ぇ
は
、
丑
の
刻
に
、
巫
女(

わ
か
い
女
の
人
が
二 

人)

で
や
っ
た
。(

二
之
宮)

赤
城
神
社
の
縁
故
者
む
か
し
、
二
之
宮
の
各
組
に
は 

そ
れ
ぞ
れ
神
社
が
ま
つ
っ
て
あ
っ
た
。
各
神
社
に
は
そ
の 

お
守
り
役
を
し
て
い
た
人
た
ち(

家)

が
い
た
。
明
治
四 

十
年
ご
ろ
組
の
神
様
が
赤
城
神
社
へ
合
併
し
た
た
め
に
、
 

そ
れ
ら
の
人
た
ち
も
赤
城
神
社
の
緣
故
者
と
し
て
、
神
社 

の
行
事
の
と
き
に
は
特
別
の
役
割
を
果
す
ょ
ぅ
に
な
っ 

た
。
赤
城
神
社
の
緣
故
者
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
は
、
節
分 

の
年
男
を
代
々
つ
と
め
て
い
る
岩
上
源
太
郎
家
の
ほ
か

おねりの行列(随神門へ向う各種団体の代表者たち)

おねり行事の行列(二之宮赤城神社)

(阿久津宗二撮影)



に
、
次
の
人
た
ち
で
あ
る
。

永
井
弁
造
家
、
長
井
光
雄
家
、
松
井
時
次
家
、
松
井
洋
子
家
、
岡
盛
太
家
、
鈴
木 

和
久
家
。

こ
の
う
ち
、
閣

家

は

「
天
神
様
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
天
神
宮
の
関
係
者
で
あ
る
。
 

鈴
木
家
は
十
二
天
様
の
関
係
者
と
い
う
。(

二
之
宮)

三
夜
沢
の
小
豆 

こ
の
辺
で
は
、
三
夜
沢
の
小
豆
は
早
く
に
ぇ
る
と
い
う
。
小
豆 

を
に
る
と
き
に
、r
三
夜
沢
の
小
豆
」
と
い
つ
て
か
き
ま
わ
し
な
が
ら
に
る
と
早
く
に 

え
る
と
い
つ
て
い
る
。

ご
神
幸
の
と
き
に
、
三
夜
沢
の
赤
城
神
社
へ
小
豆
料
と
し
、
お
金
を
つ
つ
ん
で
行
つ 

た
。
最
近
は
千
円
で
あ
る
。(

二
之
宮)

節
分
祭
の
年
男 

節
分
の
日
に
、
赤
城
神
社
で
節
分
祭
を
す
る
。
そ
の
と
き
年
男 

に
な
る
の
に
、
每
年
岩
上
源
太
郎
家
の
も
の
と
き
ま
つ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
同 

家
が
二
之
宮
で
は
い
わ
ゆ
る
旧
家
で
あ
り
、
本
家
様
の
家
で
あ
る
か
ら
と
い
う
。
節 

分
祭
の
と
き
に
は
、
こ
の
年
男
が
来
な
い
と
、
と
り
の
行
事
が
は
じ
ま
ら
な
い
と
い 

わ
れ
て
い
る
。

節
分
祭
の
参
加
者
は
、
年
男
の
ほ
か
に
、
神
主
、
神
社
総
代
、
自
治
会
の
役
員
、
 

神
社
の
緣
故
者
な
ど
で
あ
る
。(

二
之
宮)

赤
城
神
社
の
春
ま
つ
り 

四
月
十
五•

十
六
日
、
こ
の
日
が
二
之
宮
赤
城
神
社
の 

春
の
大
祭
で
あ
る
。
祭
り
に
先
立
つ
て
、
宮
元
の
神
社
総
代(

四
年
交
代)

の
家
か 

ら
神
社
ま
で
、
お
ね
り
と
い
う
行
事
が
あ
る
。
時
刻
は
十
五
日
の
十
時
か
ら
。
お
ね 

り

列

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

猿
田
彦

太

郎(

一
人)

—
二

管
(

三
人)
I

笛
•

太

鼓
(

笛
一
人 

太
鼓
二
人) 

I

神

官
(

一
人)

—
自
治
会
長
—
神
社
総
代
—
緣
故
者
、
市
会
議
員
、
各
種
団
体 

の
長

猿
田
彦
大
神
は
、
三
十
才
代
の
お
神
楽
師
が
紛
し
鋅
を
も
つ
て
行
列
の
先
頭
に
立 

つ
。
道
案
内
の
役
で
あ
る
。
三
管
は
、
笙
、
横

笛
(

り
ゅ
う
て
き)

、
ひ
ち
り
き
の
順 

で
、
こ
れ
も
お
神
楽
師
が
つ
と
め
る
。
二
十
才
か
ら
四
十
才
ぐ
ら
い
の
も
の
が
こ
の 

役
を
つ
と
め
る
の
が
今
ま
で
の
し
き
た
り
で
あ
る
が
、
現
在
は
都
合
で
六
十
才
前
後

の
も
の
が
つ
と
め
て
い
る
。
笛
太
鼓
も
お
神
楽
師
が
つ
と
め
て
い
る
。
太
鼓
は
小
だ 

い
こ
に
、
し
め
だ
い
こ
。
む
か
し
、
伊
勢
崎
、
波
志
江
芄
井
な
ど
に
頼
ま
れ
て
行
く 

と
き
に
は
、
三
管
に
代
っ
て
、
こ
の
人
た
ち
が
そ
の
役
を
つ
と
め
た
。

行
列
は
総
代
の
家
か
ら
随
神
門
の
と
こ
ろ
ま
で
ね
っ
て
行
く
。
門
の
と
こ
ろ
で
み 

こ
し
が
加
わ
る
。
み
こ
し
を
か
つ
ぐ
の
に
は
く
ち
ょ
う
二
人
。

こ
れ
は
白
装
束
で
、
 

神
社
の
縁
故
者
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
の
中
で
、
都
合
の
つ
く
も
の
が
つ
と
め
た
。

こ 

の
と
き
ほ
か
の
神
主
も
加
わ
る
。
ま
た
、
ほ
か
の
神
社
の
総
代
の
も
の
も
行
列
に
加 

わ

る(

各
種
団
体
の
長
の
と
こ
ろ)

。
行
列
は
参
道
を
通
っ
て
社
殿
の
中
に
入
る
。
楽 

師
の
う
ち
、
三
管
の
も
の
は
拝
殿
に
入
り
、
ほ
か
の
も
の
に
神
楽
殿
に
行
く
。
み
こ 

し
も
社
殿
に
入
る
。
神
主
や
各
種
関
係
の
代
表
名
も
拝
殿
に
入
る
が
、
そ
れ
ら
の
人 

た
ち
は
社
殿
の
東
側
に
す
わ
り
、
神
社
関
係
の
人
た
ち
は
西
側
に
す
わ
る
。

こ
の
あ 

と
ご
祈
禱
が
お
こ
な
わ
れ
、
約
一
時
間
で
式
は
終
る
。

こ
の
あ
と
お
祭
り
が
は
じ
ま
る
。(

二
之
宮)

ご
神
幸
赤
城
神
社
に
は
春
と
秋
の
二
回
ご
神
幸
の
行
事
が
あ
る
。
春
は
三
月
末 

の
午
の
日
に
神
様
は
出
か
け
て
、
四
月
初
の
辰
の
日
に
帰
っ
て
来
る
と
い
う
。
秋
は 

十
一
月
末
の
午
の
日
に
出
か
け
て
、
十
二
月
初
の
辰
の
日
に
帰
っ
て
来
る
と
い
う
。
 

春
と
秋
の
二
回
、
同
じ
問
答
の
行
事
を
し
て
い
る
。

当
日
の
前
の
晩
か
ら
明
け
方(

う
し
み
つ
ど
き)

に
か
け
て
、
矢
を
射
る
行
事
が 

あ
る
。
こ
れ
を
四
方
が
た
め
と
い
、っ
。
弓
と
矢
は
総
代
が
前
日
に
神
社
で
つ
く
っ
た
。
 

矢
は
千
本
つ
く
っ
た
。
材
料
は
ヵ
ヤ
の
茎(

芯)

。
矢
羽
は
低
を
き
っ
て
つ
く
る
。
長 

さ
は
十
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
。
弓
は
ク
ワ
ゼ
で
つ
く
る
。
大
き
さ
は
二
十
セ
ン
チ
ぐ
ら 

い
。
弓
は
下
宿
と
上
宿
に
分
け
て
射
る
。
射
る
の
は
神
主
、
矢
持
ち
と
し
て
助
手
が 

一
人
つ
い
て
い
る
。

こ
れ
は
総
代
の
も
の
が
每
年
交
代
で
つ
と
め
た
。
弓
を
射
る
時 

間
は
丑
の
刻
に
神
主
が
お
が
ん
で
か
ら
で
、
夜
中
の
十
二
時
か
ら
二
時
ご
ろ
ま
で
の 

あ
い
だ
で
あ
る
。
弓
を
射
る
場
所
は
、
神
社
の
南
側
の
東
と
西
と
南
の
道
路
に
沿
っ 

て
三
方
で
、
大
体
五
百
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
あ
い
だ
で
あ
る
。
は
じ
め
は
神
社
の
東 

側

の
ト
メ
バ(

も
と
の
内
田
医
院
の
前)

ま
で
矢
を
射
な
が
ら
行
く
。

つ
ぎ
に
神
社 

の

西(
ktl̂
) 

へ
同
じ
よ
う
に
射
な
が
ら
行
く
。
そ
の
次
に
下
宿(

神
社
の
南
側
で



二
之
宮
小
学
校
の
北
側)

へ
射
な
が
ら
行
く
。
弓
を
射
る
か
た
ち
は
、
神
主
が
ひ
と 

あ
し
ず
つ
、
体
の
左
右
に
斜
下
へ
む
け
て
射
る
。
弓
を
射
る
時
間
は
大
体
二
時
間
ぐ 

ら
い
か
か
つ
た
。
む
か
し
か
ら
、
こ
の
弓
を
射
る
行
事
に
出
く
わ
し
た
も
の
は
、
よ 

く
な
い
と
言
つ
て
い
る
。
ま
た
、
神
様
は
、
弓
を
射
て
い
る
あ
い
だ
に
、
ひ
と
り
で 

三
夜
沢
の
赤
城
神
社
へ
出
か
け
て
し
ま
う
と
い
つ
て
い
る
。

こ
の
と
き
、
神
様
が
留 

守
に
な
る
の
で
し
め
繩
を
境
内
に
は
つ
て
、
誰
も
境
内
に
は
入
れ
な
い
よ
う
に
し
て 

い
る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
に
は
、
大
声
を
出
し
て
も
い
け
な
い
と
い
つ
て
い
る
。
し 

め
繩
は
神
社
の
鳥
居
の
西
と
東
、
五
百
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
あ
い
だ
に
張
る
。
ま
た 

拝
殿
に
も
張
つ
た
。
神
様
が
出
か
け
る
と
き
に
、
し
め
繩
を
切
つ
た
。

神
様
は
、
春
の
場
合
に
は
、
三
月
の
末
の
午
の
日
に
出
か
け
て
、
四
月
の
初
め
辰 

の
日
に
帰
つ
て
来
る
。
早
い
と
き
に
は
三
日
ぐ
ら
い
で
帰
つ
て
来
る
。
神
様
は
の
ぼ 

る
と
き
は
ひ
と
り
で
行
く
と
い
つ
て
、
む
ら
み
ん
な
だ
れ
も
つ
い
て
行
か
な
い
。
神 

様
が
帰
つ
て
く
る
と
き
に
む
か
え
に
行
く
。
神
様
が
三
夜
沢
の
赤
城
神
社
へ
出
か
け 

る
こ
と
を
お
の
ぼ
り
と
か
ご
神
幸
と
い
う
。

む
か
し
は
神
様
の
お
む
か
え
に
は
、
む
ら
の
人
が
大
勢
で
つ
い
て
い
つ
た(

氏
子 

が
全
部
つ
い
て
行
つ
た)

。
行
列
は
、
二
宮
神
社
と
い
う
錦
の
旗
を
先
頭
に
し
て
、
そ 

の
あ
と
に
白
装
束
の
お
み
こ
し
か
つ
ぎ(

わ
ら
じ
を
は
い
て
い
み)

の
か
つ
ぐ
こ
し 

(

長
持
の
よ
う
な
か
た
ち)

が
続
き
、
そ
の
あ
と
に
氏
子
が
お
と
も
で
つ
い
て
行
つ 

た
。

こ
し
を
か
つ
ぐ
も
の
は
二
人
で
交
代
で
か
つ
い
だ
。
最
近
は
十
五
名
が
車
で
行 

く
。
各

位
(

九
位)

か
ら
代
表
が
一
名
ず
つ
、
総
代
が
一
名
、
神
主
一
名
、
自
治
会 

の
総
員
三
名
。

ご
神
幸
の
コ
—
ス
は
、大
胡
街
道
を
の
ぼ
つ
て
行
つ
た
。
荒
子
—
荒
ロ
—
泉
沢
—
大 

胡
—
柏
倉
—
三
夜
沢
の
順
に
の
ぼ
つ
て
行
つ
た
。
大
胡
で
は
近
戸
神
社
へ
寄
つ
て
休 

ん
だ
。
近
戸
様
の
拝
殿
に
み
こ
し
を
供
え
て
、
大
胡
の
神
主
が
お
が
ん
だ
。
そ
の
と 

き
お
供
で
行
つ
た
も
の
は
、
整
列
し
て
お
が
み
に
参
加
し
た
。(

お
は
ら
い
を
し
て
も 

ら
つ
た)

。
大
胡
の
町
を
行
列
が
通
る
と
き
、
大
胡
の
人
た
ち
は
お
さ
い
せ
ん
を
あ
げ 

て
く
れ
た
。
町
の
人
た
ち
は
、
ご
神
幸
の
行
列
が
通
る
と
、
「
二
之
宮
さ
ん
が
通
る
」 

と
い
つ
た
。

柏
倉
に
は
オ
コ
シ
カ
ケ(

お
腰
掛)

と
い
う
と
こ
が
あ
り
、
そ
こ
に
石
宮
が
あ
り
、
 

ま
た
石
が
あ
っ
て
、
こ
し
を
の
せ
る
ょ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
行
列
は
休
ん
だ
。
 

地
元
の
阿
久
沢
一
家
の
人
た
ち(

十
五
、
六
人
ぐ
ら
い)

が
出
て
、
接
待
を
し
て
く 

れ
た
。
重
箱
に
ご
ち
そ
う
を
入
れ
て
も
っ
て
き
て
く
れ
、
酒
さ
か
な
で
も
て
な
し
て 

く
れ
る
。

こ
こ
に
は
二
之
宮
の
赤
城
神
社
の
水
田
が
一
反
五
畝
ほ
ど
あ
り
、
ま
た
、
 

山
林
が
二
、
三
町
ほ
ど
あ
っ
て
、
そ
の
管
理
を
阿
久
沢
家
で
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か 

に
も
関
係
が
あ
っ
て
、
阿
久
沢
家
で
世
話
を
し
て
く
れ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
三
十
分 

ぐ
ら
い
休
ん
で
か
ら
三
夜
沢
へ
む
か
う
。

三
夜
沢
の
赤
城
神
社
へ
つ
く
と
、
は
っ
て
あ
っ
た
し
め
を
神
主
が
き
る
。

こ
し
を 

神
殿
に
入
れ
て
、
代
表
者
だ
け
が
拝
殿
に
の
ぼ
り
、祭
典
に
参
加
す
る
。
ご
神
体
に 

は
神
主
以
外
は
手
を
ふ
れ
さ
せ
な
か
っ
た
。
お
と
も
に
外
で
整
列
し
て
ま
っ
て
い
る
。
 

お
が
み
が
お
わ
る
と
、
直
食
と
な
る
。

こ
れ
に
は
お
と
も
の
人
た
ち
も
参
加
し
た
。
 

直
会
が
終
る
と
神
主
の
家
で
昼
食
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
。
む
か
し
は
ぼ
た
も
ち
を 

も
ら
っ
て
食
べ
た
。
そ
の
あ
と
そ
の
日
の
う
ち
に
同
じ
コ
ー
ス
を
通
っ
て
帰
っ
て
く 

る
。
帰
り
に
は
、
ど
こ
へ
も
寄
ら
ず
に
帰
っ
て
来
た
。

二
之
宮
の
神
社
へ 

つ
く
と
、
神
主
が
ご
神
体
を
お
が
ん
で
本
殿
へ
ま
つ
り
こ
ん
で 

終
り
と
な
る
。

も
と
は
、
行
列
に
つ
い
て
行
っ
た
人
に
は
夕
飯
が
出
た
。

秋
の
場
合
も
行
事
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
行
列
に
つ
い
て
い
く
メ
ン
バ
ー 

は
交
代
す
る
。

ご

神

体(

矛
と
幣
束
を
こ
し
の
中
に
入
れ
た
も
の)

は
春
と
秋
の
二
回
、
三
夜
沢 

の
赤
城
神
社
へ
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。(

二
之
宮)

山
開
き
五
月
五
日
は
三
夜
沢
の
赤
城
神
社
の
祭
日
、
五
月
八
日
は
赤
城
の
山
開 

き
で
、
大
洞
の
赤
城
神
社
の
祭
日
。

こ
の
辺
の
人
た
ち
は
、
む
か
し
、
五
月
五
日
に 

三
夜
沢
の
赤
城
神
社
へ
お
ま
つ
り
に
行
っ
た
と
い
う
が
、
現
在
は
行
か
な
い
。
五
月 

八
日
の
山
開
き
に
は
大
洞
へ
は
行
か
な
い
。(

二
之
宮)

二
宮
赤
城
神
社
の
夏
越
の
行
事 

每
年
七
月
三
十
一
日
に
、
二
之
宮
赤
城
神
社
で

夏
越
の
行
事
が
あ
る
。
む
ら
で
は
こ
の
行
事
を
ナ
ゴ
シ
と
ょ
ん
で
い
る
。
三
、
四
日



前
に
チ
ガ
ヤ
を
と
っ
て
干
し
て
お
く
。
チ
ガ
ヤ
を
と
り
に
行
く
の
は
当
番
の
も
の
。
 

ど
こ
か
ら
と
っ
て
き
て
も
よ
い
。

祭
日
の
当
日
神
社
総
代(

組
か
ら
一
人
ず
つ
、
九
人)

が
出
て
、
チ
ガ
ヤ
で
繩
を 

な
う
。
輪
は
生
の
チ
ガ
ヤ
で
つ
く
る
。
大
き
さ
は
長
径•

短
径
が
そ
れ
ぞ
れ
四
尺
と 

三
尺
ぐ
ら
い
。
生
竹
を
二
本
立
て
て
、
そ
の
間
に
輪
を
ゆ
わ
い
つ
け
る
。
輪
が
出
来 

あ
が
る
と
、
む
か
し
は
茅
の
輪
の
と
こ
ろ
で
神
主
が
来
て
お
が
ん
だ
が
、
現
在
は
拝 

殿
の
中
で
お
が
む
。

こ
の
と
き
だ
け
は
、
神
主
は
南
向
き
に
な
っ
て
お
が
む
。
お
が 

み
が
お
わ
る
と
、
神
主
が
先
に
た
っ
て
、
輪
の
中
に
十
字
に
張
っ
て
あ
る
繩
を
は
さ 

み
で
き
る
。
神
主
が
先
頭
に
な
っ
て
輪
を
く
ぐ
る
。
そ
の
あ
と
総
代
や
む
ら
の
役
員 

や
む
ら
の
人
た
ち(

子
ど
も
が
多
い)

が
輪
を
く
ぐ
る
。
氏
子
が
全
部
出
て
輪
く
ぐ 

り
を
す
る
の
か
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
か
、
最
近
は
神
社
の
と
し
よ
り
と
か
子
ど
も
か 

く
ぐ
る
程
度
。

輪
く
ぐ
り
は
厄
病
よ
け
と
い
う
。
は
や
り
や
ま
い
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う 

行
事
で
あ
る
。

輪
く
ぐ
り
が
終
る
と
、
茅
の
輪
を
は
ず
し
て
子
ど
も
に
か
つ
が
せ
て
、
新
堀
ま
で 

も
っ
て
行
く
。
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら
行
列
を
つ
く
っ
て
行
っ
た
。
な
が
す
前
に
神 

主
が
お
が
ん
だ
。
む
か
し
は
、
宮
川
へ
も
っ
て
行
っ
て
な
が
し
た
と
い
う
。

輪
を
な
が
し
終
っ
て
か
ら
、
世
話
人
た
ち
は
神
社
へ
帰
っ
て
き
て
、
な
お
ら
い
を 

し
て
行
事
は
終
り
と
な
る
。(

二
之
宮)

十
五
夜
ま
っ
り 

赤
城
神
社
の
前
に
八
幡
さ
ま
が
あ
っ
た
。
十
五
夜
ま
つ
り
は
八 

幡
さ
ま
の
お
ま
つ
り
で
あ
っ
た
。

明
治
の
末
ご
ろ
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。

ま
つ
り
の
七
日
前
か
ら
準
備
を
し
た
。
馬
の
手
入
れ
を
し
た
り
、
身
を
清
め
た
り 

し
て
い
た
。
こ
の
間
は
男
だ
け
で
に
た
き
を
し
女
の
煮
た
も
の
は
口
に
し
な
か
っ
た
。
 

十
五
夜
の
ま
つ
り
は
、
宿
を
ね
り
あ
る
く
行
列
と
馬
の
競
走
を
す
る
や
ぶ
さ
み(

流 

鏑
馬)

の
二
つ
の
内
容
に
わ
か
れ
て
い
た
。

二
之
宮
全
体
を
三
つ
に
わ
け
、

一
の
的
、
二
の
的
、
三
の
的
と
い
う
組
を
つ
く
っ 

て
い
た
。

こ
の
組
み
合
わ
せ
は
代
々
一
定
で
あ
っ
た
。
家
の
組
み
合
わ
せ
は
家
並
で 

は
な
く
、
と
び
と
び
で
あ
っ
た
。

一
の
的
の
家
は
む
か
し
か
ら
の
家
と
さ
れ
て
い
た

よ
う
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
的
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
順
番
に
宿
の
家
を
き
め
、
当
番
の
家 

で
ご
ち
そ
う
を
つ
く
っ
て
出
し
た
。
そ
の
宿
の
こ
と
を
花
宿
と
い
っ
た
。
宿
で
は
身 

上
が
狂
う
く
ら
い
か
か
り
が
し
た
と
い
う
。
当
番
の
家
で
馬
を
出
し
た
。
馬
の
い
な 

い
家
で
は
借
り
て
出
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
的
か
ら
二
頭
ず
つ
の
馬
が
で
た(

計
六
頭)
。

行
列
は
大
名
行
列
の
よ
う
な
も
の
で
、

一
の
的
、
二
の
的
、
三
の
的
の
順
に
行
列 

を
つ
く
っ
た
。

馬
継
場
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
的
ご
と
に
き
ま
っ
て
い
た
。

一
の
的
の 

馬
継
場
は
、
と
め
ば
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
宿
の
一
番
東
側
に
あ
た
る
と
こ 

ろ
で
あ
っ
た
。
二
の
的
の
馬
継
場
は
、
神
社
の
南
で
、
学
校
ど
お
り
と
い
わ
れ
て
い 

る
と
こ
ろ
で
、
二
之
宮
小
学
校
の
裏
に
鳥
居
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
下
大
門
と 

い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
二
の
的
の
馬
継
場
は
、
宿
の
西
の
端
で
、
磯
部
家
の
裏
の 

あ
た
り
で
あ
っ
た
。

各
馬
継
場
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
馬
つ
な
ぎ
の
か
か
り
が
い
た
。

二
の
的
と
三
の
的
の 

馬
つ
な
ぎ
の
係
が
、
出
場
の
用
意
が
出
来
る
と
、

一
の
的
の
と
こ
ろ
へ
用
意
が
出
来 

た
か
ら
是
非
出
て
く
れ
と
、
両
方
と
も
七
度
も
む
か
え
に
行
っ
た
。

一
の
的
で
は
六 

度
も
こ
と
わ
り
、
七
度
目
に
は
じ
め
て
出
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
を
七 

度
の
む
か
え
と
い
っ
た
。

馬
は
各
組
と
も
二
頭
ず
つ
出
た
が
、

一
の
的
の
馬
の
う
ち
、

一
頭
に
は
、
ご
神
体 

が
の
せ
て
あ
っ
た
。
そ
の
馬
が
先
頭
に
立
っ
て
八
幡
様
の
前
に
な
ら
ん
で
ま
つ
り
に 

な
っ
た
。

行
列
は
三
つ
の
組
と
も
同
じ
か
た
ち
で
あ
っ
た
。
行
列
の
構
成
は
人
体
つ
ぎ
の
と 

お
り
で
あ
っ
た(

む
か
し
の
行
事
で
あ
る
の
で
話
者
に
よ
り
若
手
順
序
が
ち
が
っ
て 

い
る)

。
ぞ
う
り
も
ち(

一
人)

—
は
さ
み
ば
こ
か
つ
ぎ(

二
人)

—
し
ゃ
ぐ
ま
も
ち(

二 

人)

—
や

り

も

ち(

二
人)
I

む

こ
(

そ
の
年
に
む
こ
に
な
っ
た
も
の
、
人
数
は 

年
に
よ
っ
て
ち
が
う)

—
ま

ん

ど

う(

一
人)

—
、っ

ま(

二
足
馬
主
四
人)

む
こ
は
も
ん
つ
き
、
は
お
り
は
か
ま
じ
た
く
で
弓
矢
を
も
っ
て
つ
い
て
行
っ
た
。
 

行
列
に
参
加
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
の
お
ま
つ
り
の
か
ん
ば
ん
ぎ
も
ん
を
着



た
。

一
の
的
か
ら㊀

、
二
の
的
な
ら0

い
う
よ
う
に
、
し
る
し
が
つ
い
て
い
た
。
 

馬
に
は
や
ぐ
ら
を
^)
わ
い
つ
け
て
、
そ
こ
へ
あ
と
と
り
の
十
才
以
下
の
子
ど
も
を
の 

せ
、
馬
の
ロ
も
ち(

大
人)

が
馬
を
ひ
い
た
。
そ
の
ほ
か
ぞ
う
り
も
ち
な
ど
参
加
者 

は
小
学
校
へ
出
て
い
る
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ
た
、
先
頭
の
ぞ
う
り
も
ち
が
「や
っ
こ 

ら
せ
え
の
よ
い
よ
い
」
と
い
う
と
、
あ
と
の
も
の
が
そ
ろ
っ
て
同
じ
こ
と
を
い
っ
た
。
 

行
列
は
神
社
の
前
の
宿
を
西
か
ら
東
へ
ね
り
あ
る
い
た
。
同
じ
と
こ
ろ
を
三
ま
わ
り 

行
列
が
終
っ
て
か
ら
や
ぶ
さ
み(

流
鏑
馬)

の
行
事
が
あ
っ
た
。
馬
を
宿
の
西
か 

ら
東
に
走
ら
せ
る
行
事
で
あ
り
、
こ
れ
を
や
ぶ
さ
み
と
い
っ
た
。
馬
を
走
ら
せ
る
と 

こ
ろ
は
、
神
社
の
西
の
田
中
商
店
の
と
こ
ろ
あ
た
り
か
ら
と
め
ば
な
べ
の
あ
い
だ
で 

あ
っ
た
。
馬
は
一
の
的
は
、I
馬
は
ご
神
体
を
の
せ
て
い
る
の
で
出
場
せ
ず
、
二
の 

的
、
三
の
的
か
ら
二
頭
ず
つ
合
せ
て
五
頭
の
馬
が
出
場
し
た
。
馬
を
走
ら
せ
る
道
に 

は
、
ま
つ
り
が
近
づ
く
と
、
石
を
入
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
ま
た
、
出
場 

す
る
馬
は
ま
つ
り
の
前
に
は
け
い
こ
を
し
た
り
、
石
山
観
音(

佐
波
郡
赤
堀
村)

へ 

お
ま
い
り
に
つ
れ
て
行
っ
た
り
し
た
。
走
る
と
き
に
は
、
一
つ
的
の
馬
は
、
二
の
的
、
 

三
の
的
の
馬
よ
り
先
に
出
て
い
た
。
ほ
か
の
馬
に
絶
対
に
負
け
な
い
よ
う
に
な
っ
て 

い
た
。
馬
に
の
る
の
は
、
こ
の
と
き
は
お
と
な
で
あ
っ
た
。
競
走
が
す
む
と
こ
の
ま 

つ
り
は
終
り
に
な
る
。
十
五
夜
の
日
の
昼
間
の
行
事
で
あ
っ
た
。

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
的
で
、
宿
へ
よ
ば
れ
て
い
く
と
き
に
は
、
大
豆
と
お
金
を
も
っ 

て
行
っ
た
。
そ
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
家
ご
と
に
べ
つ
に
き
め
て
あ
っ
た
。

む
か
し
の
人
の
は
な
し
で
は
、
二
之
宮
の
こ
の
お
ま
つ
り
の
日
に
は
、
四
里
四
方 

の
ひ
と
よ
せ
と
い
っ
た
と
い
う
。
こ
の
日
に
よ
そ
で
な
に
か
行
事
を
し
よ
う
と
し
て 

も
、
差
し
と
め
て
さ
せ
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
。(

二
之
宮)

八
幡
宮
祭
典
議
定
書

明
治
三
十
八
年
旧
八
月
廿
六
日
的
一
統
協
議
之
上
左
之
通
り
議
定
ス

第

春

条

祭
典
器
具
一
式
明
年
旧
六
月
中
二
修
繕
ヲ
了
ス
ル
事

第

弐

条

次
号
ノ
花
宿
ハ
本
日
柚
籤
シ
今
後
ハ
柚
籤
ヲ
要
セ
ズ
シ
テ
順
次
相
勤
メ
申
ス
ベ
ク

但
シ
左
頃
ノ
通
り
連
名
ハ
其
年
每
二
繰
り
下
ゲ
記
載
ス
ル
事

第

三

祭

花
宿
ヲ
補
助
ス
ル
為
メ
左
記
ノ
通
り
大
豆
及
金
銭
ヲ
花
作
り
当
日
各
自
持
参
ス
ル 

但
シ®

馬
祭
典
ヲ
執
行
ス
ル
時
ハ
大
豆
及
金
銭
ヲ
出
シ
引
馬
祭
典
ヲ
ナ
ス
際
ハ 

大
豆
ノ
ミ
ヲ
持
参
ス
ル
事

大
豆
六
升
及
金
参
拾
銭(

三
名
連
名•

氏
名
省
略)

大
豆
四
升
及
金
弐
拾
銭(

七
名
連
名)

大
豆
参
升
及
金
拾
五
銭(

五
名
連
名)

大
豆
弐
升
及
金
拾
銭(

四
名
連
名)

大
豆
春
升
及
金
拾
銭(

五
名
連
名)

年
々
令
拾
銭
ツ
、
(

二
名
連
名)

計
大
豆
七
斗
四
升

金
参
円
九
拾
銭 

以

上

第

四

条

先
重
馬
ハ
的
一
統
ノ
持
チ
神
流
馬
ハ
花
宿
持
チ
ニ
テ
飼
料
の
為
し
引
馬
ノ
際
ハ
的 

ノ
中
ヨ
リ
出
馬
し
大
豆
弐
斗
及
金
七
拾
五
銭
ヲ
平
均
謝
礼
ヲ
ナ
ス
事

但
シ
万
ー
ニ
モ
臨
時
ノ
起
リ
タ
ル
時
ハ
的
一
統
ノ
協
議
ヲ
開
キ
尚
ホ
駔
馬
ヲ
行 

ぅ
際
他
ヨ
リ
ー
頭
位
入
シ
タ
ル
時
に
金
五
拾
銭
ノ
謝
礼
ヲ
渡
ス
事

第

五

条

注
連
切
礼
ト
シ
テ
金
拾
銭
散
米
春
升
ヲ
馬
爪
切
料
ト
シ
テ
金
拾
銭
ヲ
含
ム
モ
ノ
ト 

ス
第

六

条

金
春
円
の
馬
ロ
附
四
人
ノ
謝
礼
二
金
参
拾
銭
ヲ
奴
六
人
二
平
均
分
与
ヲ
為
ス
モ
ノ

ト
ス第

七

条

金
拾
円
也
無
利
足
ヲ
以
テ
祭
典
ヲ
道
具
二
附
渡
シ
其
翌
年
ノ
花
宿
二
順
次
送
金
ス



ル
モ
ノ
ト
ス

似
シ
当
花
宿
主
前
後
宿
主
ノ
外-
一
立
会
人
二
人
以
上
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
ス 

第

八

条

基
本
金
ハ
的
一
統
協
議
ノ
上-
ー
ア
ラ
ザ
レ
バ
如
何
ナ
ル
場
合
ヨ
リ
ス
ル
モ
分
取
ス 

ル
ハ
勿
論
仕
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第

九

条

花
作
り
祝
ト
シ
テ
凡
ソ
ー
人
二
対
ス
ル
冷
豆
腐
春
挺
卜
見
積
リ
テ
参
拾
挺
及
御
神 

酒
士 P

升
ヲ
饗
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第

拾

条

石
山
祝
ト
シ
テ
金
六
拾
銭
ヲ
両
度
二
馬
掛
リ
四
人
二
渡
ス
モ
ノ
ト
ス

右
条
々
之
通
り
的
一
統
協
議
之
上
決
定
致
シ
候
上
ハ
本
年
ヨ
リ
末
番
二
至
ル
間
ハ 

如
何
ナ
ル
事
情
ヲ
生
ズ
ル
共
変
更
ス
ル
事
ヲ
得
ズ
因
テ
茲
二
捺
印
ス
ル
モ
ノ
也

一
之
的
連
名

六

弥

太

馬

次

郎
㉚

富

田

臺

二

郎
@
 

下

境

竹

蔵
®

長

井

志

ん
©
 

遠

藤

楠

治
@

下

境

—

年

㉚

長

井

才

吉
©

田

所

八

重

吉
©
 

長

嶋

久

四

郎
©

永

井

敬

太
®

轟 

左

蔵

®
 

田

所

石

藤
©

下

境

喜

四

郎
©
 

下

境

安

次

郎
©

浦

野

き

ち

下
境
善
四
郎

永

井

政

吉
©

下

境

四

五

吉
©

田

所

勇

八
®

富

田

福

太

郎
©

長

嶋

勝

次

郎
@

小

暮

善

平

@

富

田

元

恵

小

暮

伊

三

郎
©

石

川

圃

六

下

境

市

郎

次
©

下

境

勇

蔵

@

右
之
通
り
也

明
治
参
拾
八
年
旧
八
月
廿
六
日

花

宿
 

六
弥
太
馬
次
郎

筆
耕
名 

田

所

石

蔵
(

二
之
宮)

(

表
紙)大

正
拾
春
年
八
月
参
拾
春
日

冠
婚
葬
祭
二
関
ス
ル

宮
西
組
総
会
決
議

大
正
拾
春
年
八
月
参
拾
日
宮
西
組
総
会
決
議

一
冠
婚
葬
祭
等
凡
テ
振
舞
等
ハ
三
区
従
前
之
組
ヲ
組
直
シ
北
組
拾
春
戸
中
組
春
戸
下 

以
拾
戸
ト
ス

一
納
税
組
モ
其
通
リ
改
正
ス



一
協
議
員
組
モ
組
直
し
各
振
舞
組
ヲ
武
分
ニ
ス
ル
事

一
埋
葬
穴
掘
ハ
宮
西
組
中
共
通
春
回
四
人
宛
順
番
二
務
ム
ル
事

一
葬
式
ノ
清
浄
ハ
庭
場
二
徳
利(

二
合
位)

春
本
穴
掘
ハ
従
前
ノ
墓
地
二
贈
ル
事
ヲ 

廃
し
膳
部
二
徳
利(

二
合
位)

弐
本
冷
酒
ニ
テ
ス
ル
事

埋
葬
穴
掘
順
組(

氏
名
省
略)
(

二
之
宮)

6

産

泰

詣

之

事

今

井

村

の

故

人

青

木

安

蔵

本
編
の
筆
者
は
、
前
橋
田
町
辺
よ
り
出
立
ち
て
勢
多
郡
荒
砥
村
の
産
泰
神
社
に
詣 

で
し
を
、
常
時
流
行
せ
し
往
来
風
の
文
章
に
綴
り
た
る
も
の
に
て
、
其
の
道
順
、
沿 

道
の
神
社
仏
閣
の
所
在
、
地
理
の
一
班
も
窺
わ
れ
、
又
産
泰
社
の
流
行
神
た
り
し
様 

な
ど
も
見
え
て
面
白
き
も
の
な
れ
ば
木
瀬
村
上
増
田
の
岡
田
家
よ
り
借
覚
し
て
写
し 

取
り
、
以
て
こ
ゝ
に
掲
ぐ
。(

豊
国
生)

新
玉
の
年
の
始
の
晨
に
は
女
子
小
供
の
取
々
に
手
毬
羽
つ
く
賑
ひ
に
連
て
勇
み
し 

初
午
の
行
衛
も
見
え
ぬ
花
曇
、
桃
の
節
句
の
暖
や
雛
祭
の
戯
れ
に
遊
び
暮
せ
し
行
楽 

に
お
も
ひ
立
候
産
泰
詣
之
事
、
待
れ
ば
遠
き
十
五
日
、
い
つ
い
つ
よ
り
も
天
気
快
晴 

に
し
て
朝
陽
赫
々
た
り
、
水
魚
の
友
達
申
合
、
酒
肴
弁
当
等
取
持
せ
、
思
ひ
思
ひ
の 

衣
装
花
の
ご
と
く
身
を
筋
り
、
日
と
諸
共
に
出
た
っ
て
先
前
橋
惣
鎮
守
連
雀
町
八
幡 

大
菩
薩
を
伏
拝
み
、
夫
よ
り
伊
勢
屋
鋪
、
是
者
大
日
本
国
の
守
護
神•

勢
州
渡
会
の 

郡
山
田
に
御
垂
跡
な
さ
し
め
給
ふ
天
照
御
神
、
内
外
の
御
宮
を
此
所
に
移
さ
せ
給
ふ 

を
参
拝
し
、
並
に
祗
園
牛
頭
天
王
に
参
り
、
夫
よ
り
本
町
鍛
冶
町
白
銀
町
田
町
片
貝 

町
天
河
町
同
新
町
十
八
郷
檟
町
萱
町
横
町
紺
屋
町
竪
町
広
瀬
岸
細
沢
町
仲
間
町
愛
宕 

町
田
新
町
向
町
、
是
等
は
聞
の
み
に
し
て
桑
町
よ
り
板
屋
町
に
懸
り
広
瀬
川
を
打
渡 

り
諏
訪
町
を
出
放
て
向
の
方
は
栗
嶋
と
申
す
村
な
り
、
左
の
方
は
三
俣
村
行
程
に 

浩
々
た
る
田
圃
に
一
字
の
石
宮
殿
あ
り
、
白
山
大
権
現
と
申
て
諸
々
の
歯
の
煩
立
願 

す
る
時
は
治
せ
ず
と
言
ふ
事
な
し
、
是
は
片
貝
村
と
上
泉
村
両
村
の
其
間
に
挾
ま
れ

て
江
木
村
の
分
地
に
て
不
思
議
成
事
な
り
最
早
上
泉
天
神
橋
に
就
に
け
り
、
是
は
往 

昔
司
平
大
臣
の
悪
逆
を
も
っ
て
菅
相
丞
筑
土
太
宰
府
へ
配
流
被
為
し
御
時
、
召
仕
の 

童
子
流
浪
致
し
て
此
処
に
乗
り
し
其
折
柄
、
君
秘
蔵
せ
ら
れ
し
は
芬
木
と
い
へ
る
梅 

をJ

粒
持
参
し
植
育
て
花
咲
春
を
待
て
徒
然
を
慰
め
け
る
、
彼
梅
開
き
け
れ
ば
其
香 

敷
里
に
匂
ふ
、
依
而
諸
人
是
を
賞
翫
す
、
此
木
の
も
と
に
天
神
宮
を
祭
り
、
元
の
ご 

と
く
仕
え
し
と
な
り
、
故
に
天
神
橋
と
名
付
給
ふ
、
当
時
当
所
の
祭
礼
に
さ
さ
ら
を 

い
営
、
其
唄
に
春
く
れ
は
天
神
橋
の
梅
の
花
薫
る
と
ぅ
た
ひ
舞
し
を
今
の
世
ま
で
も 

取
用
ひ
る
と
か
や
承
る
と
委
し
い
訳
は
赤
坂
や
卒
に
三
筋
の
道
あ
り
て
右
は
伊
勢
崎 

境
中
瀬
の
渡
り
江
戸
道
な
り
、
左
は
大
胡
大
間
々
桐
生
日
光
山
奥
州
へ
の
道
な
り
、
 

中
は
行
玉
産
泰
道
事
答
ん
も
上
泉
の
果
は
今
夜
と
寝
込
塚
、
睦
音
茂
る
芝
原
に
暫
く 

休
み
、
夫
よ
り
如
意
寺
境
内
に
立
せ
給
ふ
地
蔵
尊
を
伏
拝
み
、
寺
沢
川
の
流
れ
を
渡 

り
堀
の
下
よ
り
堤
を
通
り
、
江
木
村
の
鎮
守
六
所
大
明
神
の
朝
日
の
松
は
除
所
に
見 

て
地
蔵
峠
を
打
越
て
、
行
ば
名
に
負
ふ
富
田
村
、
潤
田
ケ
谷
で
芹
菜
摘
小
供
遊
の
時 

花
唄
、
優
き
声
の
美
敷
さ
、
聞
に
赤
城
の
麓
な
る
湯
沢
と
申
処
よ
り
流
出
る
荒
泜
川 

を
ば
徒
渡
、
荒
口
村
は
素
通
り
に
、
行
ば
程
な
く
荒
子
村
、
鶴
餌
原
の
猫
草
に
、
ち 

い
と
も
隙
は
欠
ず
し
て
、
急
と
す
れ
ど
日
は
闌
て
戻
り
の
人
に
大
屋
村
、
除
立
ら
れ 

ぬ
程
近
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
振
鈴
の
音
幽
に
き
こ
え
、
賓
前
の
旗
は
霊
風
に
き
、
参 

詣
の
貴
財
は
蹴
立
る
土
煙
の
に
翩
飜
た
り
、
所
の
番
人
は
非
常
を
禁
め
、
夫
か
ら
か 

ら
と
笊
を
振
、
乞
食
非
人
は
袖
袂
に
槌
て
喜
捨
を
請
ひ
、
盲
人
手
な
へ
足
な
へ
は
、
 

諧
ぬ
者
を
御
助
あ
れ
と
嘆
願
す
、茶
屋
茶
屋
に
は
二
九
鰛
鈍
蕎
麦
大
平
卓
袱
床
具
伊
丹 

諸
白
御
取
肴
芹
煮
鍋
焼
鴨
南
蛮
諸
国
名
葉
刻
卸
御
呑
料
羅
煮
餅
汁
粉
餅
京
御
菓
子 

品
々
浮
布
真
粉
煉
羊
甘
砂
糖
饅
頭
米
饅
頭
鉢
附
御
茶
漬
壺
膳
飯
名
物
醆
御
休
所
と
思 

ひ
思
ひ
の
鑑
板
を
掛
な
ら
べ
、
茶
屋
の
女
は
前
垂
櫸
に
身
を
約
ひ
御
休
あ
れ
と
呼
懸 

る
御
山
の
賑
ひ
誠
に
晨
動
の
ご
と
く
、
手
水
石
に
は
大
願
成
就
年
号
月
日
国
処
家
苗 

実
名
を
印
せ
し
手
布
巾
は
人
に
知
ら
れ
て
乾
間
も
な
し
、
御
鳥
居
の
額
は
紺
地
に
金 

の
御
勅
筆
な
り
、
永
代
常
夜
の
石
燈
籠
は
油
流
れ
て
地
を
浸
し
、
鈴
の
緒
に
は
我
勝 

の
手
が
余
り
、
老
衰
足
弱
は
取
得
が
た
し
、
只
一
心
不
乱
に
拝
礼
し
、
指
方
よ
り
奉 

納
の
絵
馬
提
灯
は
向
拝
殿
に
置
余
り
、
禰
宜
は
衣
冠
に
て
三
種
の
御
秩
を
読
上
げ
奉



る
、
随
身
の
役
人
は
安
産
御
守
を
差
出
し
給
ふ
、
参
供
参
銭
は
秋
風
に
木
葉
の
散
る 

ご
と
く
、
御
宮
の
御
造
営
は
金
銀
殊
玉
を
以
て
彫
た
れ
ば
天
日
に
輝
て
煌
々
た
り
、
 

御
本
社
の
後
は
巌
石
峨
々
と
し
て
高
く
聳
、

一
片
の
雲
の
上
に
峙
、
岩
の
間
の
松
の 

古
木
は
緑
の
色
を
含
て
枝
を
垂
、
誠
に
姑
射
山
の
風
景
も
か
く
や
ら
ん
と
一
覧
し
、
 

踵
を
転
じ
て
金
毘
羅
大
権
現
と
夫
婦
妹
背
の
御
守
神
を
伏
拝
み 

程
な
く
太
々
御
神 

楽
の
役
人
御
装
束
に
て
楽
器
を
携
列
座
す
、
既
に
儀
式
備
り
御
神
楽
を
奏
し
奉
る
、
 

御
講
中
の
座
席
に
は
紫
縮
緬
の
幔
幕
を
張
り
、
皆
々
謹
而
拝
覧
す
、
御
社
内
の
結
構 

難
有
事
共
言
語
に
述
が
た
し
、
日
頃
の
念
ひ
心
願
成
就
あ
な
目
出
度
希
礼
。

文
政
五
年
午
正
月

右
之
書
、
落
字
誤
り
等
数
多
有
之
処
、
悪
筆
の
字
性
も
た
ら
ぬ
耻
か
し
さ
、
見 

る
人•

舌
の
添
作
し
、
何
れ
の
こ
と
も
免
じ
給
ふ
べ
し

青

木

安

蔵
 

今
井
村
青
木
安
蔵
殿
ょ
り
寄
贈
王
塚
田
文
庫

(

上
毛
文
化
第
七
卷
第
一
号
、
昭
和
十
七
年
一
月
発
行
ょ
り)

二
宮
神
社
鳥
鐘
名

奉
寄
進
鳥
鐘
ー 

ロ

上
野
州
勢
多
郡
赤
城
山
神
宮
寺

正
一
位

虚
空
蔵(

小
沼)

千
手
観
音(

大
沼)

二
宮
大
明
神
待
室
前
下

地

蔵(

地
蔵
嶽)

元
和
九
暦
鶉
首
大
渕
献
十
月
吉
辰

願
主
六
谷
田
左
衛
門
応
業
繁

前
長
井
内
蔵
之
介
繁
次

長
井
喜
左
衛
門
尉

鋳
師
大
工

埜
州
天
命
住
太
五
郎
左
衛
門

御
代
官
小
野
田
勘
右
衛
門
尉

国
定
村
光
明
寺
林
永

慈
眼
院
宝
昭

大
泉
坊
重
尊

泰
住
坊
暁

西
倉
山
坊
春
光

御
代
官
水
沢
内
膳
正

山
王
堂
村
福
島
与
右
衛
門

新
井
村
長
谷
何
徳
右
衛
門
尉

笠
十
郷
小
松
何
村
秋
山
将
監
尉

松
井
右
近
尉

八
坂
村
阿
久
津
藤
左
衛
門
尉

赤
石
郷
武
士
弥
右
衛
門

泉
女
各
々
諸
旦
那
衆

一
、
竜
頭
二
〇
セ
ン
チ

ー
ー
、
鐘
身 

ー
 

メ
ー
ト
ル
七
九

三
、 
鐘
円
周
七
〇•

五
セ
ン
チ

四
、 
五
乳
粒
式
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 ハントウ 92
 はんてん 7

ハンゲンドン 16
バンミズ 37

 
ヒイヌキ祝い 44
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  冬ざく 33
  富士講 109
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  ニッアガリ 45

  ブッッケ 308
  ブッチメ 63

 不動さま 142
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  135,136
  不祝儀 91,110

  フリマンガ 281,283
  分家 12
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  ヘソノオ 148
  へっつい 25

  ヘッタ 146
  へヒ’ 19,34

 べべズキン 240
 べべがんのん 229

  ヘヤ 25
  弁当 19

 疱瘡 80

  ホーソウ送り 80
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  ホーソ～•みせ 125
  ボウチボウ 33,288
 

棒うち唄…… ........................ 263
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  方言 240,241,301-304
  本家•分家 114

  ホコカブリ、フッコ 8
  ぼたもち 17,28,103

 I宝登山の講 109



 
節分祭 317  

セツチンメエリ 144  

節句歳暮 225  

せなご 111  
セリタタキ -••192

 
膳ギリ......................100  
千手観世音 141,230  

染色.......................... 11  

洗濯 13  

先達........................ 1〇9  

そうでん祭り 54
 

そだぐね no  
ソダ 60

 
相続........................ Hl  

葬制........................ 171 
葬列 176  

た行 
 

タアラツ17 ロガシ 68
 

ダイドコ 274
 

田植 15,40  

田才直え唄 262,263 
田木直え着物................... 1〇  

田ネ直の食事 41 
大家族 113  

大黒柱 25 
太々神楽 125  

大神楽 267  

太子講 105  

太々講 105  

大根の年取り 220  

大正用水 97 
竹ぐね 20 
タコづき 20,22

 
代参(人)................. 1〇8  

タスキ........................ 9  
タチブルマイ 108

 
タヅクリ 168

 
タツの日 41

 
脱殼..........................43

 
タテドウシ 171
七夕 211
タナモンゲエシ 170

 
タノモンゲエシ 184

 
田草取り 41  
田の神様............... 134

 
タノくコ 17

 
だいばよけ 53

 
大7V車 131

 
摑巴 42

 Kょび......................172

 溜井.......................... 95
 田休み 43

 タメシ 13
 タワラゴシャイ 43

 タワラッペシ 156
 中気 79

 チカズキ 166
 地蔵様 139
 近戸神代 128

 チガヤの繩 213
 力石 118

 加匕ベ 269
 力ごめ 148

 地芝居 205,254〜257
 乳づけ 154
 チブク(チボク) 150

地まつり 20
 

 ちゅうや帯 7
 

 帳箱渡し 93
 チョウパシ 77

 
 チョイチョイ着 1〇

 
 チョウチン 47
 17 

 長命 121
 チョウナ 283

 ちょうまげ 1〇

 チョンマゲ 11
 チンゲ 7S

零機 57 
 告げ 173

 
 つけもの 19

 筒粥 109,189
 ツジュウダンゴ 16,46,223

 
 ツットコ 145

 'ソトッコ 145
 'ソノくキノヽツケ 73

 
 つぼ山 134

 it念仏 184,209
 ツミザマ 290

 
ツメッコ...................... 15

 
つるし柿...................... 17

 デーデッコ 125
 デガワリ 199

 デキモン 78
 I 天神講 ……104,199,225,304,305

 
天神......................130

 
てつこう......................9

 寺の田t直 41
 

 デビタリ 92
 

天水田 36

  デングリケーシ 13
  電灯 25

  天道念仏  204,202,218
  天王様 130,131

  テンガ 102
  ド' 61

  トオリ 29
  とうかのよめとり 235
  道祖神 122,195

  ドウモト 29
  灯籠 98

  トウロッ子 157
  トウロウツケ 98,130

 
灯籠連 126 

  棟梁ぉくり  22
 

 十日夜 184
 十日夜 219

通し水 89
  冬至 225

 
 盗難除け 107

  土方 29
 
 毒消し 116

  とげぬき 83
  年男 186

 
 年神様 185

  年神棚 185
  年取り -200

  トシトク神 185
  年始 115

  年祝 157,158
  トボロ 148

  どぶろく 17
  

  ドブハライ 91
  土用 208

  富山のくすりうり 116
  トリアゲバアサン 146,151

  トリイダ 35
  トロホリ 283

  トリムスビ 165,167
  ドンドン焼き 194,306

 

  な行
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  ナガシモト 146,147
  +休 A.........................................43

  夏越の行事 127,222

  

  なごし 127

  梨の品種 55
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ゲコウイワイ 108
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ケブルイ•スナブルイ 288
 

講 99,105,109
 

洪水 116
 

'講中 107
 

香典 115
 

コウリヤン 14
 

庚申講(様) 99
 

庚申塔(待)-101,102,103,222
 

庚申の日 17
 

こうじ味噌 18
 

蚕影山 134
 

虚空蔵と鰻 299
 

コケノカゴ 47
 

コザ' 25
 

五社稲荷 124,129
 

コジッコメ 185
 

小正月 193
 コジョハン 13,14

 
五十人講 107

 
ご神幸 317
ゴゼ --268 

 
子育地蔵 139,209

 
こたつ 26

 
伍長 91

 甲手(コウデ) 82
 

コデナワ 59
 

コト八日 202
 

子どもの遊び 271
 

コビル 41
 

子待講 105
 

小麦の品種 ...... 212
 

コモタズ 145
 

五目飯 104
 

こやし 28
 

コヤシバ 33
 

ゴリョウさま 132
 

コワメシ 74
 

コワリやきもち 7,15
 

婚姻圏 144
 

さ行  

 
裁縫.......................... 12

 祭笠......................68
 

祭文語り 268
 

魚トリ 61
 

サカヤキ 156
 

作柄 35

 サクたて 192
 座繰り 295

 笹びき 172
 里神楽 251

 サツマムロ 19
 ザッコスクイ 62

 サナ 32
 サナブチ 33
 サナブルイ 45

 ザル 86 
 猿廻し 268 

さんし 146
 山王様 129

 三十三枚よせ 156
  産麵 ……122,124,144,147,184

 産泰講 105,206
 

産泰詣 322
 

赫道........................ 64
 サンテコ 262

 
三番ザク 33

 産婦の食事 149
 さんぷく 土用 52

 
三宝荒神 87,209

 
三夜様 ...............105

 
サンヤヅキ 20,22
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 十二講 103

 
 ジューハッテ 125

 数珠廻し 212
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 シャクシヅキ 177,283
 シャクトリひろい 50

 
石尊様 209

 シャノくズレ 12
 社倉 31

 社日講 101,103,204
 ジャンボン 41

 弐三番叟 242,248
 ジギョウ 22 

 字かくし 308
芝くれ 37
ジダグリ 130 

 ジダンバニュウ 37 
 

シツケ……: 121
 じなんぼ 111 

 シビブトン 25,147
 しびれ 80 

 シブクレ屋 58

  しまい正月 199
  ジマッリ 21

  シモグイコク 72
  じゅばん...................... 7

  十八日ガュ 197
 十五夜 217

  十三夜...................... 218
 十五夜まつり 319
  助成講 106

 
定使い 94

 
城峯  107

 シノギ........................ 13
 正月棚

  職人.......................... 58
 ショウズカバアサン 142

  ショウユ組合 18
 

上棟^;........................ 20
 食料野草 16 , 

  ショウブモチ草 206
  ショウズカバアサン 142

 ジョリン 285
 姑つとめ 161

 霜よけ 76
 しょうぶ(酒.風呂) 207

 
ジリヤキ 15 

  ジリヤキ地蔵 16,209
 

汁かけめし 74
  シログラ 290

  シロムギ 32
 

咨郎の一日 159  茯搔き.................... 39
 

ジランギ 84 
  シ17ス八日 223

 
震災 90

 新宅 111
 水車 24,43
  水害 116

  水利 35,89
 

ス'―b ノ...................... 84
 すじまい 223

 すすはき 225
 ススリだんご 7,16

 スクイアミ 62
村主の清水 228,229,300
すけっと 111

 スネッキリ 32
 

すまし汁 14
 セイコン水 37

 赤飯 17
 セキつくり 97

 節句 153



 
オジャ.......................... 14

 
お産見舞 151

 
お節供の料理 17

 
オソウデン祭り 51

 
オタキアゲ 109

 
オタナアゲ 145

 
お棚さがし 190
おたばこぼん 10 

 
オタナサゲ 197

 
オトウカ 234

 
オトカッピ................. 235

 
男蝶•女蝶 168

 
オッカア 108

 
おつけ 14

 
鬼っ子 156  
鬼虫 308  
おなめ 14,18
おねり 251 

 
おばご 111
お七夜 151  
オヒキ 19
オヒャクドフミ 145,172
オビンズル様 134
あふ(札)だ 108
オブスナ笑い 154 
オボタテメシ 150 
オボヤキ 129,144,152 
大みそか 226 
オマチニョウボー 165 
お松迎え 225 
大麦の品種 32 
オメガンサマ 71 
表座 252 
才山ヅキ 66 
オンカ 113 
講 109  

か行 

R 20 
カイガリ 95 
開懇 29
かいこ祝い 50
蚕カゴ 47
蚕棚 292
蚕種 47 

蚕びよう 46
蚕の病気 47
蚕ヤスミ 47
ガエロッパ 308
かき根 20  
ガキボトケ 181

 神楽 248
 かくらん 81 

 
 かくねっしょ 307,308

 かげ膳 1,9 
 カケナ 16

 
 かさかけつ子 157
 

笠薬師 138
 

貸し椀伝説 231
 カタアゲ 13

 家畜の棟類 50,51
 

 片葉の葭 299
 片袖 13
 カツガレタ 118

 ガッタン 119
 かてめし 14 

カドイレ 144,145
 カドツケ 267

カナゴイ 123
 カナゴキ 33,43,288
 カナババ 153,154 

かねつき祝い 129,168
 カネツキ田 35

 カノエサルの日 100
カブリギ 181 
釜しき 19 
カマド 25,278 力'マカケ......................45

 
カマギッチョ 240 
カマuマゼ 33

 
釜の口あき 208 
カミゴクシ 84,148 
雷様の大鼓の棒 231 
粥占 74 
カユカキ棒 183,193,196

 
カラ 32 
カラス 34
カリハライ 60,97
カリバリ 175

 家例  113,188 
川干し 61

 かんけい 86
 

乾燥W 17
 ガンヅメ 285
 観音寺 136
 カンベ山 229

 祗園雛子 261 
祗園祭 304

 ききせかえの行事 127 
北上五社稲荷 129

 義太夫 257
 狐つ¥ 235

吉凶.......................... 73
絹笠様 122,125,201 
tの実........................ 16
甲子大黒.................... 136
忌木.......................... 26
キマラ薬師..................138
肝いれ........................ 93
着物をたつ日..................12
共同炊事...................... 40
共同田ネ直................. 40,111
共同農社....................110
共有地........................ 94
行商...........................69
行商人........................ 64
キュウジソコ................ 125
キュウリモミ............... 131
キヨウカタビラ............. 174
きりぼし...................... 17
金糞黒沼....................300
うンマラ薬師................. 77
食初め...................... 153
釘さし...................... 308
くぐり........................ 80
くさ...........................83
草刈り........................ 97
グシ...........................77
グシ(ゴシ)餅...........20,22
クズカキ...................... 27
M................................................ 78
釋売*9.........................................70
ロか^ため.................... 163
クダマキ...................... 58
区長引継...................... 93
クチボソ...................... 61
クッッキアイ............... 161
組長.......................... 91
倉開き...................... 192
ぐりぼう...................... 53
クルリ棒....................281
クレコモ........................36
暮の市........................ 68
ツロ............................ 42
クロクワ....................281
クロヌリ...................... 39
桑市...................... 50,68
桑こきぼうちよう...........292
クワバラマンノウ...........281
桑ぶるい....................292
桑の品種....................四八

桑の仕立方....................49
芸人...................... 69,267
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赤城さま 122

 
赤城信仰 122

 
赤城神社 127

 
赤城従行 314

 
赤城神代のおきせかえ 316

 
赤城大明神実記 309,313

 
赤城神社のおのぼり 222

 
アガリハナ 278

 
アキアゲ 45

  
アキアゲ..... :............... 34

 アキマンガ 281,283
 

アキツ田 108
 

秋葉様 132
 

轍事........................60
 

浅間講 105
足入レ 144,145  

 
あしだ ................ 84

 
アシナカゾーリ 8

 アズキガユ 17,195
 

あそび 116
 

東街道 64
 

あぜかき 38
 

アッヶ 83
あつけあたり 81

 
アツタカ山 72

 
アナップサギ 35

 
アナツポリパン 177

 
アナバシ -91

 
アナマワリ 176

 あばれ......................118
 

アブラッポリ 97
あぶらもち 218,223

 
雨乞い 37,76

 アマサヶマツリ 132
 

阿弥陀井戸 299
 

阿弥陀仏 142
 

雨正月 38
 アメブルイ 288
 

あめ屋 69
 新盆 214,215
 

袷(あわせ) 12
 

アンコロ餅 100
 

安産の神 146
 

イイッギ 94
 いきざし ............................. 82
 生き盆 215

 イキボンブルマイ.......170,215
イキヌキ 292 

 イザリバタ 295 

 イジメ 154
 石山観音 197
 いじゃりばた 12

 伊勢講、伊勢参り 108 
 7¢................................................68 
 一人前...................... 160 

 イチバングサ 42 
 一夜かざり 226 

イッヶ 112,113 
イッソン 94 

 井戸 21 
 糸とり 11 
 稲荷 129 

 稲荷まつり 223,224 
 稲の品種 34,35 

 イヌツパジキ 177 
 イヌの日 100 
 いのりくぎ 77 

 位牌わけ 180 
 イブシ飼い 27,47 

 イブルシ 60 
 イボ 82 

 イモホリマンノウ 281
 イヤサカ 168 

 いろり 25 
 イワタオビ 146 

隠居 111,112 
 インキョメン 112 

 氏子藤代 93 
 うちうち 114 

 ウデマンジュウ 15
 ウデマンジュウを作る日 17 

 うどん 15 
 ウブスナガラ 162 

ウブタテ•サマ 144,150 
 産湯 150 

馬市 54 
 馬エー 27 

馬のエー返し 54 
 馬のくせ  53 
 馬の飼料.......;. ............-53 

 馬のワラジ 53 
 馬屋 51 
 うまやこやだし 52 

ウマノクツゴ 59 

ウマヤマエ................. 278
贼........................ 204
梅干し........................ 18
ウメズメ .................... 145
裏座........................ 252
うろこのもの..................13
エイ.................. 15
工工....................110,111
エーノウブルマイ...........163
エカキ...................... 294
エナ........................ 148
エビス講.............14,183,222
えぼ.......................... 83
エンガ7 ................................. 276
おいだし念仏............... 176
オイハガ...................... 63
近江商人.................... 116
オーシメナイ............... 225
オカオガクシ...........185,186
オカシラツキ................. 57
お飾りがえ.............. ..193
おかず........................ -15
オカナエカキ............... 285
ぉ神ぉくり................. 218
オカマ様の下げ穂............. 45
オカマノルスンギョウ…184,219 
オカリヤ................. 66,108
オガン...................... 146
オガンショバタシ...........109
おきりこみ.................... 14
オキバリ................. 61,62
オキンマラ……................ 71
オクンチ ........ 97,99,127,128

184,217,304 
おこあげ餅....................50
オコウコ...................... 19
オコト八日................. 223
オコマャ................. 25,148
おさえ........................ 14
オサイセン............. 125,130
オサキ....................74,77
オサゴ....................15,146
オサナブリ............. 16,40,44
オサンベヤ................. 278
オシメ .........  226
オシャリ...................... 47
オショウバン............... 168
オシロイ薬師...... 123,137,138
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