
信 

仰

本
章
で
扱
、っ
お
も
な
内
容
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
 

神
社
祭
祀

〇
鎮
守
神
と
む
ら
の
諸
神•

神
社
の
別
当

二
、
 

民
俗
信
仰

〇
講•

榛
名
と
峠
の
信
仰•
山
の
神
信
仰
、
屋
敷

内

の

神•

屋

内

の

神•

諸 

祈

願•

小
祠
類

三
、
 

俗 

信

〇
俗
信•

つ
き
も
の•

怪
異

四
、
 

仏
教
民
俗

〇
村
の
寺
院•

観
音
信
仰•

薬
師
信
仰•
地
蔵
信
仰•

そ
の
他
の
仏
教
信
仰 

各
調
査
員
か
ら
報
告
さ
れ
た
内
容
は
、
や
や
統
一
を
欠
く
点
が
み
ら
れ
た
。
と
く 

に
仏
教
民
俗
関
係
の
資
料
が
す
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
調
査
員
の
関
心
の
も
ち
方
や 

調
査
日
程
の
関
係
等
で
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

報
告
さ
れ
た
内
容
を
便
宜
上
右
の
と
お
り
に
章
節
に
分
類
し
て
み
た
。
こ
の
中
で
、
 

比
較
的
ま
と
ま
っ
た
資
料
の
あ
つ
ま
っ
た
の
は
、
屋
敷
神
と
オ
シ
り
ヨ
ウ
サ
マ
こ
の 

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
神

社(

鎮
守
神)

信
仰
に
関
連
し
て
の
ベ
ッ
ト
ウ
の
事
例
が
、
 

三
力
所
で
み
ら
れ
た
こ
と
も
注
目
す
べ
き
こ
と
の
ょ
う
に
思
わ
れ
る
。
榛
名
信
仰
に 

つ
い
て
は
、
今
回
の
調
査
の
重
点
目
標
の
ひ
と
つ
を
し
て
期
待
し
て
い
た
が
、
思
い 

の
ほ
か
資
料
が
あ
つ
ま
ら
な
か
っ
た
。
最
近
は
榛
名
神
社
と
の
む
す
び
つ
き
も
弱 

ま
っ
て
い
る
ょ
う
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
調
査
不
足
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
天 

狗
信
仰
に
つ
い
て
も
、
十
日
夜
の
行
事
と
の
む
す
び
つ
き
な
ど
、
今
ま
で
の
他
地
区 

の
調
査
で
は
例
を
み
な
か
っ
た
内
容
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
産
泰
信
仰
が
や
や
広
範 

囲
に
み
ら
れ
た
こ
と
、
各
コ
ー
チ
な
ど
に
あ
る
坪
井
戸
と
そ
こ
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る 

弁
天
様
の
こ
と
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

以
下
、
二
、
三
の
特
徴
的
な
こ
と
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

屋
敷
神
は
、
県
内
で
は
稲
荷
を
ま
つ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
倉
渕
村
で
は
稲 

荷
の
ほ
か
に
、
八
幡
神
や
オ
シ
り
ョ
ウ
サ
マ
を
ま
つ
っ
て
い
る
か
た
ち
が
み
ら
れ
る 

こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
と
く
に
、
オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
を
ま
つ
る
か
た
ち
は
、
各
大 

字
に
そ
の
例
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
特
色
を
あ
げ
る
と
つ
ぎ
の
ょ
う
に
な
ろ
う
。

⑦
 

オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
を
ま
つ
っ
て
い
る
の
は
、
む
ら
の
中
で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
旧 

家
」
で
あ
る
こ
と
。

®
 

オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
は
、
稲
荷
様
と
な
ら
べ
て
ま
つ
ら
れ
て
あ
る
が
、
先
祖
様 

を
ま
つ 

っ
て
い
る
と
い
う
考
え
が
み
ら
れ
る
こ
と
、

©

オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
は
た
た
る
と
い
う
性
格
が
み
ら
れ
る
こ
と
。

@
 

オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
は
、
屋
敷
祭
り
と
同
じ
日
に
ま
つ
ら
れ
る
が
、
供
え
る
も 

の
に
、
若
干
の
ち
が
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
。

®
 

「
ご
神
体
」
に
卵
塔
が
多
い
が
、
石
宮
や
自
然
石
を
た
て
て
い
る
場
合
も
み 

ら
れ
る
こ
と
。

オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
ま
だ
調
査
が
進
行
中
で
あ
る
の
で
、
 

本
項
で
は
関
係
資
料
を
な
ら
べ
る
だ
け
に
し
て
お
く
。
本
村
の
場
合
と
同
じ
ょ
う
な 

オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
を
ま
つ
っ
て
い
る
の
に
、
今
の
と
こ
ろ
、
本
村
に
隣
接
す
る
吾
妻 

町
の
例
を
知
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
、
関
連
の
あ
る
資
料
と
し
て
は
利
根
郡 

昭
和
村
生
越
の
諏
訪
神
社
境
内
に
あ
る
享
保
八
年(

一
七
二
三)

建
立
の
小
さ
な
石 

宮

に

「
死
霊
之
氏
神
」
と
あ
る
も
の
や
、
藤
岡
市̂

K

塚
の
小
林
小
五
郎
家
の
「
年 

中
行
事
」
記

録
(

弘
化
年
間
ご
ろ
の
も
の
と
い
う)

に
、
冬
至
前
の
午
の
日
に
「
死 

霊
祭
り
」
を
す
る
と
あ
る
。
中
大
塚
の
場
合
は
、
オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
は
小
林
家
の
墓 

地
内
に
あ
り
、
小
さ
な
石
塔
の
上
に
自
然
石
を
立
て
て
ま
つ
っ
て
あ
る
と
い
う
。
屋 

敷
祭
り
と
同
じ
日
に
、
石
塔
の
と
こ
ろ
に
四
本
の
竹
を
立
て
、
し
め
を
は
っ
て
、
稲



荷

様
(

屋
敷
神)

と
同
じ
も
の(

赤

飯•

尾
頭
付
き
の
ィ
ワ
シ
ニ
匹
、
生
豆
腐)

を

供
え
る
と
い
、っ
。
な
お
、
同
地
区
で
も
、
オ
シ
リ
ョ
ワ
サ
マ
を
ま
つ
る
の
に
「
旧
家
」

二
、
三
軒
で
あ
る
と
い
う
し
、
ま
た
、
盆
の
と
き
、
盆
棚
の
下
に
先
祖
様
と
は
べ
つ 

に
ま
つ
る
仏
様
の
こ
と
も
、
オ
シ
リ
ョ
ワ
サ
マ
と
よ
ん
で
い
る
と
い
う
、
生
越
の
「
死 

霊
之
氏
神
」
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、む
ら
で
の
具
体
的
な
信
仰
内
容
に
つ
い
て
は
未
調 

査
で
あ
る
が
、
こ
の
信
仰
の
年
代
を
知
る
上
で
は
、
比
較
的
古
い
資
料
と
し
て
貴
重 

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
倉

淵

村

の

「
オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
」
を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
か
、
水 

沼
で
は
、
「生

霊•

死
霊
」
の
話
を
聞
い
て
い
る
。
権
田
字
小
倉
の
原
田
一
家
の
稲 

荷
様
の
わ
き
に
は
「
死
霊
塔
」(

大
正
四
年
九
月
建
立)

が
建
て
ら
れ
て
あ
る
。
前
記 

の
生
越
や
中
大
塚
の
「
死
霊
」
の
例
と
合
せ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
倉

淵

村

の

「
オ
シ 

リ
ョ
ウ
サ
マ
」
も
、
「
死
霊
様
」
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ

の

「
オ
シ
リ
ョ
ウ
サ 

マ
」
の
信
仰
内
容
を
み
る
と
、
各
地
区
と
も
前
記
の
よ
う
に
共
通
点
が
多
い
。

こ
の 

点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
あ
る
時
期
に
、
先
祖
祭
り
に
つ
い
て
の
、
流
行
的
な
動
き 

が
あ
っ
た
よ
う
に
も
う
け
と
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
今
後
、
も
っ
と
他
地
区
の
資
料
を 

あ
つ
め
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
屋
敷
祭
り
を
、
年
末
に
二
回
あ
る
い
は
三
回
お
こ
な
う
と
い
う
か
た
ち
も 

珍
し
い
例
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
水

沼•

川

浦•

岩
永
の
三
地
区
の
神
社
に
関
連
し
て
、
ベ
ッ

ト

ウ(

別 

当)

と
い
う
家
の
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
み
た
い
。

こ
れ
は
、
有
力
な
社
寺
に
関
係 

あ
る
別
当
と
は
性
格
が
ち
が
う
よ
う
で
、
神

社
(

小
祠)

に
と
く
に
関
係
の
深
い
家 

の
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
ま
つ
り
の
と
き
の
獅
子
舞
の
屋
を
つ
と
め
た 

り
す
る
家
の
こ
と
で
あ
る
。
水
沼
の
場
合
に
は
、

む
ら
の
鎮
守
様
の
ほ
か
に
、
コ
ー 

チ
に
あ
る
小
祠
ま
で
ベ
ッ
ト
ウ
が
き
め
て
あ
る
。
た
だ
一
部
に
年
番
の
ベ
ッ
ト
ウ
役 

を
つ
と
め
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
ふ
つ
う
は
世
襲
で
あ
っ
た
。
神
社
と
の
結
び
つ
き 

は
、
先
祖
が
ま
つ
っ
て
い
た
神
社
が
む
ら
の
鎮
守
様
に
昇
格
し
た(

で
あ
ろ
う)

と 

い
う
か
た
ち
や
、
神
社
持
の
土
地
を
借
り
て
い
た
と
か
、
買
っ
た
と
か
い
う
緣
故
に 

よ
っ
て
、
ま
つ
り
の
と
き
の
世
話
役(

ベ
ッ
ト
ウ)

を
つ
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
ベ
ッ
ト
ウ
役
の
負
担
は
大
巾
に
軽
減
さ
れ
て
い
る
が
、
 

か
っ
て
は
大
変
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
川
浦
の
場
合
に
は
、
昭
和 

二
十
七
年
に
、
当
事
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
、
山
林
あ
る
い
は
現
金
を
む
ら(

神
社) 

に
支
払
う
こ
と
を
条
件
に
し
て
、
ベ
ッ
ト
ウ
役
の
解
消
を
許
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で 

は
、
む
か
し
、
神
社
持
ち
の
地
所
を
安
く
払
い
下
げ
る
か
わ
り
に
、
年
々
の
祭
り
の 

世
話
を
す
る
こ
と
を
条
件
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
ベ
ッ
ト
ウ
役
は
、
旧
烏
淵
村
の
三
大
字
の
み
に
あ
っ
て
、
旧
倉
田
村
の
二
大 

字
に
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
三
之
倉
のF

榛
名
神
社
の
獅
子
舞
の
ふ 

り
こ
み
高
は
毎
年
き
ま
っ
て
い
た(

神
社
の
隣
り
の
戸
塚
一
男
家)

が
、
と
く
に
ベ
ッ 

ト
ウ
と
は
い
っ
て
い
な
い
、
な
お
、
ベ
ッ
ト
ウ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
倉
淵
村
の
例
に
い 

近
い
も
の
が
、吾
妻
郡
中
之
条
町
吾
妻
町
、群
馬
郡
榛
名
町
の
一
部
に
み
ら
れ
る
。
利
根 

郡
水
上
町
藤
原
で
も
、
神
社
の
世
話
人
に
あ
た
る
役
の
こ
と
を
ベ
ッ
ト
ウ
と
い
っ
て 

い
る
。

こ
こ
で
は
ま
た
、
そ
れ
と
は
べ
つ
に
、
秋
祭
り
の
と
き
に
、
む
ら
の
人
た
ち 

が
赤
飯
と
オ
シ
ト
ギ
を
特
っ
て
神
社
へ
お
ま
い
り
に
行
く
が
、
そ
の
と
き
供
え
た
も 

の
を
子
ど
も
た
ち
が
さ
げ
る
こ
と
を
、
オ
ベ 

ッ
ト
ウ
と
い
っ
て
い
る
。
オ
ベ 

ッ
ト
ウ 

の
お
こ
わ
か
オ
シ
ト
ギ
と
い
い
、

こ
れ
を
食
べ
る
と
、
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
い
っ
て 

い
る
。(

こ
の
場
合
、
オ
ベ
ッ
ト
ウ
と
は
べ
つ
の
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
か)

十
日
夜
に
、
天
狗
様
に
サ
ワ
の
も
ち
と
か
き
り
も
ち
を
あ
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

年
中
行
事
の
項
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
日
は
、
山
へ
登
っ
た
り
、
山
の 

神
に
供
え
も
の
を
す
る
と
い
う
例
が
多
野
郡
下
に
み
ら
れ
る
し
、
吾
妻
町
矢
倉
で
は
、
 

十
日
夜
の
供
え
餅
は
百
八
つ
の
き
り
も
ち
だ
と
い
う
。

こ
の,
点
に
つ
い
て
は
、
十
日 

夜
の
性
格
そ
の
も
の
の
検
討
の
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

川
浦
の
浅
間
神
社
や
、
岩
氷
の
北
野
神
社
の
湯
立
て
の
行
事
に
つ
い
て
は
、
貴
重

な
資
料
と
い
え
よ
う
。

産
泰
信
仰
に
つ
い
て
は
、
幕
末
こ
ろ
か
ら
の
石
碑
類
が
み
ら
れ
る
が
、
前
橋
市
下 

大
屋
町
に
鎮
座
す
る
産
泰
神
社
の
信
仰
圏
の
、
両
毛
地
方
へ
の
ひ
ろ
が
り
と
み
る
こ 

と
が
で
き
よ
う
か
。
ま
た
、
産
泰
講
が
、
女
衆
だ
け
の
集
ま
り
と
し
て
、
信
仰
の
組 

織
と
と
も
に
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
な
組
織
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
き
て
い
る
こ



と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

七
社
ま
い
り
の
鳥
居
も
お
も
し
ろ
い
資
料
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
群 

馬
郡
誌
」

の

中

に

「
七
ヶ
所
ま
い
り
」
の
こ
と
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
彼
岸
の 

中
日
に
「
『
七
ヶ
所
ま
い
り
』
と
い
ひ
て
神
社
の
鳥
居
七
つ
を
潜
れ
ば
長
病
な
く
安
楽 

往
生
す
る
こ
と
を
得
る
と
し
真
面
目
に
之
を
行
う
も
の
あ
り
。
」
と
あ
る
。
岩
氷
あ
た 

り
で
は
、
こ
の
行
事
を
同
じ
く
、
彼
岸
の
中
日
に
「
ナ
ナ
ト
コ
マ
ィ
り
」
と
い
っ
て
、
 

七
つ
の
鳥
居
を
く
ぐ
る
習
俗
が
あ
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
長
野
県
に
も
同
じ
よ
う
な 

習
俗
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

榛
名
信
仰
に
つ
い
て
は
、
本
村
に
も
古
社
を
考
え
ら
れ
て
い
る
権
田
の
椿
名
神
社 

や
、
三
之
倉
の
戸
榛
名
神
社
が
ま
つ
ら
れ
て
い
て
、
古
く
か
ら
の
榛
名
信
仰
の
定
着 

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
神
社
信
仰
と
は
べ
つ
に
、
い
わ
ば
、
民
俗 

的
な
榛
名
信
仰
と
し
て
は
、
榛
名
御
帥
の
東
村(

春
祈
禱)

や
、
五
月
五
日
の
山
開 

き
、
五
月
八
日
の
烏
帽
子
岳
の
稲
場
様
の
ご
緑
日
、
五
月
十
五
日
の
榛
名
神
社
の
お 

祭
り
、
六
月
五
日
の
綜
祭
り
の
と
き
の
参
拝
や
、
榛
名
神
社
へ
の
雨
乞
い
な
ど
、
本 

村
と
榛
名
神
社
と
の
結
び
つ
き
は
強
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し 

た
い
こ
と
は
、
地
区
に
よ
っ
て
は
、
峠
の
御
帥(

碓
氷
峠
の
熊
野
神
社)

と
の
春
祈
禱 

の
交
代
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
萩
生
の
法
帥
さ
ん
の
春
祈
禱
の
担
当
地
区
の
分
布
な
ど
、
 

信
仰
面
で
の
変
化
で
あ
る
。
春
祈
禱
を
こ
こ
三.

四
年
の
間
に
と
り
や
め
に
し
て
い 

る
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、最
近
の
む
ら
の
人
た
ち
の
信
仰
面
で
の
動
き
と
し
て
注
意
し
て 

み
て
お
き
た
い
。
な
お
、
榛
名
の
東
麓
地
方
と
西
麓
地
方
と
の
、
榛
名
信
仰
の
ち
が 

い
も
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ

の

点

「
榛
東
村
の
民
俗
」
と
対
象
さ
れ
た
い
。

三
之
倉
の
石
上
神
社
や
、
水
沼
の
古
布
神
社(

水
沼
神
社)

に
つ
い
て
は
、
石
上 

神
宮
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
石
上
神
社
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
に 

も
資
料
が
あ
げ
て
あ
る
し
、
土
地
の
人
た
ち
の
伝
承
に
も
大
社
の
石
上
神
宮
の
分
社 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
古
布
社
も
、
布

瑠

社(

ふ
る
の
や
し
ろ)

で 

あ
ろ
う
と
し
て
、
そ
れ
も
石
上
神
宮
と
の
関
連
が
注
が
れ
て
い
る(

尾
崎
喜
左
雄
博 

士) 

が
、
本
稿
で
は
聞
書
き
に
よ
る
資
料
で
あ
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
ふ
れ 

て
い
な
い
。

道
祖
神
関
係
の
資
料
も
、
石
造
遺
物
の
中
に
も
、
権
田
の
熊
久
保
に
あ
る
寛
永
二 

年 
{

一
六
二
五)

建
立
の
双
体
道
祖
神
像
を
は
じ
め
と
し
て
、
古
い
資
料
も
多
く
、
 

立
派
で
あ
る
。
民
間
信
仰
と
の
関
係
が
ど
の
程
度
あ
っ
た
か
、
現
行
の
道
祖
神
信
仰 

が
ど
の
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
か
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
は
考
慮
し 

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。(

く
わ
し
く
は
年
中
行
事
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い)

仏
教
関
係
の
信
仰
に
つ
い
て
は
、
全
般
的
に
資
料
が
す
く
な
か
っ
た
。

か
つ
て
は
、
水
沼
の
観
音
様
が
、
か
な
り
広
い
信
仰
圏
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ 

て
い
る
が
、
馬
の
飼
育
が
な
く
な
っ
た
こ
と
や
、
信
仰
心
の
一
般
的
な
衰
退
に
よ
っ 

て
、
最
近
は
む
か
し
ほ
ど
の
参
詣
人
は
な
い
と
い
う
が
、
現
在
で
も
、
緣
日
に
は
人 

出
も
か
な
り
あ
る
と
い
う
。

そ
の
む
ら
が
信
州
へ
の
通
路
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
馬
の 

往
来
も
さ
か
ん
で
あ
っ
た
し
、
日
常
の
生
活
の
中
で
も
、
馬
の
利
用
は
多
か
っ
た
。
 

そ
の
た
め
か
、
本
社
で
は
、
各
地
に
馬
頭
観
音
像(

石
造)

が
多
く
み
ら
れ
る
。

ー
ヶ 

所
に
十
体
以
上
の
馬
頭
観
音
塔
が
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
往
時
の
街
道
の
面
影
を
伝 

え
て
い
る
し
、
こ
の
信
仰
の
さ
か
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

行
人
塚
の
伝
承
も
、
本
社
で
は
各
地
に
み
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
れ
も
本
村
の
信
仰 

の
一
つ
の
特
色
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
各
調
査
員
よ
り
報
告
さ
れ
た
資
料
を
も
と
に
し
て
、
倉
渕
村
の
信
仰
の
特 

色
に
つ
い
て
記
し
て
み
た
。
も
と
よ
り
、
短
時
日
の
調
査
で
あ
っ
た
の
で
内
容
的
に 

不
足
の
点
や
、
不
明
の
点
も
多
い
。

今
後
の
話
題
を
多
く
残
し
た
ま
ま
で
、
ま
と
め
と
し
た
い
。(

井
田 

安
雄)

一
、
神

社

祭

祀

㈠

供
守
神
と
む
ら
の
諸
神

石
上
神
社
の
由
緒
を
示
す
机 

宝
物
箱
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
書
類
が
あ
り
、
大
和 

の
石
上
神
社
か
ら
明
治
期
に
勧
請
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。



是
ハ
大
和
国
官
幣
社

石
上
大
社
ョ
り
受
ル 

表
書

明

治

十

五

年

正

月

瀛
都
鏡
辺
都
鏡
八
握
剣 

生
玉
死
反
玉
足
玉
道
反
玉Y

お
礼
の
中
の
文
字

蛇
比
礼
蜂
比
礼
品
々
比
礼

浅
間
神
社
川
浦
字
宮
原
に
あ
り
、
二
月
と
十
月
の
十
五
日
が
祭
日
、
御
湯
立
の 

行
事
が
あ
っ
た
。
白
衣
の
五
人
の
女
性
が
竹
枝
で
湯
釜
の
湯
を
ふ
り
か
け
た
。(

島
山) 

月
並
神
社
所
在
は
ょ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
烏
口
に
似
た
岩
ょ
り
水
が
流
れ
出
て
、
 

こ
の
水
で
牛
王
札
は
書
い
た
と
い
、っ
。
こ
の
水
が
烏
川
の
水
源
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(

島
山)

福

森

様

三

之

倉

上 

宿
の
戸
塚
達
也
氏
屋
敷 

裏
に
あ
り
、
以
前
は
は 

っ
き
り
わ
か
ら
な
い
石 

で
あ
っ
た
の
を
刻
み
な 

お
し
た
と
い
ぅ
。
高
さ 

二
四
セ
ン
チ
、
子
授
の 

願
か
け
が
あ
り
、
願
果

し
は
ノ
ボ
り
を
あ
げ 

た
。
そ
の
石
に
つ
ぎ
の 

文
字
が
刻
ま
れ
て
ぃ 

る
。福

森
の
頭
は
き
づ
で

あ
る
け
れ
ど

心
配
す
る
な
世
次
生
す
ぞ 

戸

浪
(

三
之
倉)

水
沼
の
布
留
ぬ
の
神
社 

温
井
が
焼
け
た
と
き
、
布
が
空
を
と
ん
で
い
っ
て
現
在 

の
土
地
の
杉
の
木
に
か
か
っ
た
の
で
そ
こ
え
神
社
を
祀
っ
た
。
そ
の
た
め
温
井
の
神 

社
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
家
は
、

い
ま
で
も
水
沼
の
神
社
の
祭
り
に
は
酒
を
持
参
し
て 

い
っ
た
。(

島
山)

古
布
神
社 

水
沼
全
体
の
鎮
守
様
で
あ
る
。
祭
神
社
は
経
津
之
命
。
む
か
し
か
ら 

の
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
そ
こ
で
は
綿
を
つ
く
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
 

神
社
の
祭
神
が
綿
の
実
の
た
め
に
目
を
悪
く
し
た
の
で
、
水
沼
で
は
綿
を
つ
く
れ
な 

い
と
い
う
。
綿
を
つ
く
る
と
年
ま
わ
り
か
わ
る
い
と
い
う
。

祭
日
は
も
と
は
旧
九
月
十
九
日
、
現
在
は
新
の
十
月
十
九
日
。(

水
沼)

諏
訪
様 

下
水
沼
に
ま
つ
っ
て
あ
る
。
む
か
し
は
四
月
二
十
七
日
が
祭
日(

春
祭 

り)

。む
か
し
、
武
田
領
に
な
っ
た
と
き
に
諏
訪
様
を
ま
つ
っ
た
と
い
う
。
上
下
の
諏
訪

石上神社(近藤義雄撮影)

福 守 様(都丸十九一撮影)

古 布 神 社(撮影岸栄)



様
を
ま
つ
っ
た
。
武
田
氏
は
、
諏
訪
様
の
お
か
げ
で
勢
力
を
の
ば
す
こ
と
が
で
き
た 

と
い
う
の
で
、
各
村
に
諏
訪
様
を
ま
つ
っ
た
も
の
と
い
う
。(

水
沼
下
水
沼)

相
問
に
も
諏
訪
様
が
ま
つ
っ
て
あ
る
が
、
祭
日
は
四
月
二
十
七
日
、
以
前
は
八
月 

二
十
七
日
。(

相
問)

稲
荷
様 

神
社
に
稲
荷
様
が
ま
つ
っ
て
あ
る
。
そ
こ
へ
は
旧
十
一
月
一
日
に
お
ま 

い
り
に
行
く
。
そ
の
日
は
、
神
様
が
出
雲
か
ら
お
帰
り
に
な
る
日
だ
と
い
、っ
。
’
(

水
沼 

中
郷)雷

電
様 

む
か
し
、
水
沼
の
お
寺
に
か
み
な
り
が
落
ち
た
。
本
堂
が
や
け
た
こ
と 

が
あ
っ'
た
。
そ
こ
で
、
か
み
な
り
ょ
け
と
し
て
、
雷
電
様
を
ま
つ
っ
た
と
い
う
。
 

雷
電
様
へ
お
ま
い
り
に
来
る
人
は
、
う
ま
ぐ
つ
を
奉
納
し
た
。(

水
沼)

天
王
様 

七
月
十
五
日
が
天
王
ま
つ
り
。

こ
こ
へ
は
每
年
、
キ
ュ
ウ
リ
の
初
も
の
を
し
ん
ぜ
る
。(

水
沼)

淡

島

様

中
尾
に
あ
る
お
産
の
神
様
で
あ
る
。
祭
日
は
も
と
は
三
月
二
十
八
日
。
 

現
在
は
四
月
十
日
。
産
泰
様
と
同
じ
日
に
ま
つ
っ
て
い
る
。(

水
沼)

愛
宕
様 

大
谷
戸
に
ま
つ
っ
て
あ
る
、
十
二
様
、
稲
荷
様
と
一
緒
に
一
月
二
十
四 

日
に
お
ま
つ
り
を
し
て
い
る
。(

水
沼
大
谷
戸)

岩
氷
の
神
社 

岩
氷
は
七
班
に
分
れ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
班
に
神
社
が
あ
る
。
 

岩
氷•

川
浦
地
区
が
氏
子
と
な
っ
て
い
る
の
は
浅
間
神
社
で
あ
る
。

一
班
宮
原 

薬
師
様

こ

班

下

道

一

取

三

班

霞
1
 
?

卩>

四

班

上

村 

愛
宕
様

五

班

湯

が

沢•

小
橋•

下
村•

四
ッ
目
町

稲
荷
様•

観
音
様

六

班

石

津 

白
山
様

七
班 

本
丸•

上
野•

相
間
川•

田
中

北
野
神
社

こ
の
う
ち
五
班
の
稲
荷
様•

観
音
様
は
ィ
ナ
リ
組•

カ
ン
ノ
ン
組
と
明
確
に
ま
つ

る
人
が
別
れ
て
お
り
社
会
生
活
の
面
ま
で
規
制
し
て
い
る
。

ィ
ナ
り
組
は
下
村
の
塚
越
姓
の
み
が
入
っ
て
お
り
、
ヵ
ン
ノ
ン
組
は
小
橋•

下
村 

の
原
田
姓
が
中
心
と
な
り
塚
越
姓
もJ

部
入
っ
て
い
る
。
住
所
が
離
れ
て
い
て
も
ィ 

ナ
り
組
に
入
っ
て
い
る
人
も
い
る
。(

岩
氷)

浅
間
神
社 

烏
川
に
迫
っ
た
川
浦
富
士
山
の
峯
に
砦
が
あ
り
、
大
明
神
の
砦
と
も 

駒
形
城
と
も
い
い
、
本
丸
、
二
の
丸
、
帯
曲
輪
の
跡
が
明
確
に
残
っ
て
い
る
。
天
正 

十
年
頃
に
真
田
昌
幸
が
北
条
勢
の
侵
攻
に
備
え
て
築
城
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
本
丸
跡
に
石
宮
が
あ
り
、
そ
れ
を
奥
宮
と
し
麓
に
本
殿
が
あ
る
。
中
世
の
五 

輪
塔
や
宝
筐
印
塔
も
あ
り
古
く
か
ら
信
仰
さ
れ
霊
場
と
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
 

中
腹
に
役
小
角
や
釈
迦
像
も
あ
り
或
は
修
験
道
の
関
係
地
か
と
も
思
わ
れ
る
。

祭
神
は
盤
長
姫
命
で
と
木
花
開
耶
姫
命
あ
る
。

縁
起
に
ょ
る
と
大
永
三
年
霜
月
十
五
日
に
本
殿
の
あ
る
所
に
祠
を
建
て
朝
間
大
明 

神
と
し
、
元
和
二
年
に
石
宮
を
建
て
、
寛
永
七
年
に
社
殿
を
造
立
、
享
保
八
年
に
京 

都
か
ら
神
位
を
う
け
、
こ
の
時
に
浅
間
大
明
神
と
し
た
。
明
治
十
五
年
に
火
災
に
あ 

い
、
十
八
年
に
再
建
し
た
。

四
月
三
日
と
十
一
月
二
十
三
日
が
祭
典
で
川
浦
と
岩
氷
の
氏
子
が
ま
つ
る
。
神
官 

は
高
崎
の
八
幡
様
の
竹
林
氏
が
兼
務
し
て
い
る
。

本
殿
前
の
手
洗
鉢
に
「享
保
八
癸
卯
年
七
月
日
」
と
あ
り
、
参
道
や
石
段
を
修
築 

し
て
神
位
を
う
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

村
誌
に
は
湯
立
を
や
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

炎
上
以
前(

明
治
十
五
年
以
前)

ハ
祭
典
当
日
御
湯
立
卜
称
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
、
大 

釜
ニ
テ
湯
ヲ
沸
シ
白
衣
ノ
五 

女
竹
枝
ヲ
両
手
二
持
チ
熱
湯
ヲ
攪
拌
シ
テ
四
周
二
散 

布
シ
、
次
ギ
ー
ー
之
ヲ
面
部
二
当
テ
黙
禱
久
シ
ウ
シ
テ
後
本
村
ー
ヶ
年
間
ノ
吉
凶
禍
福 

ヲ
予
言
セ
リ
と
言
フ

北
野
神
社
に
も
湯
立
の
釜
が
あ
っ
た
と
い
う
。

現
在
邑
楽
郡
大
泉
町
の
社
日
神
社
で
行
な
っ
て
い
る
ク
ガ
タ
チ
と
ほ
ぼ
同
様
の 

神
事
で
あ
り
、
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。(

岩
氷)

浅

間

神

社

岩
氷
に
あ
る
浅
間
神
社
は
、
現
在
川
浦
と
岩
氷
の
住
民
を
氏
子
と
し



て
も
つ
。
昔
は
、
烏
渕
村
の 

村
社
で
あ
っ
た
。
川
浦
で
は
、

桑
本
甲
と
宮
原
乙
と
か
ら
村
総
代
が
出
て
い
る
。
祭
典
は
、
春
は
四
月
三
日
、
秋
は 

十
一
月
ー
ー
十
三
日
で
あ
る
。
露
店
な
ど
は
数
が
少
な
い
。
川
浦
地
区
で
は
、
ヵ
ミ
の 

衆
は
地
元
に
お
諏
訪
様
が
あ
る
の
で
、
あ
ま
り
お
参
り
に
行
か
な
い
よ
ぅ
だ
。(

川 

浦)
椿
名
神
社 

春
、
四
月
三
日
、
秋
、
十
一
月
一
壬
一
日
が
祭
典
。
神
楽
は
二
回
や
っ 

た
。
神
楽
を
指
導
し
て
く
れ
た
の
は
、
高
崎
市
上
小
槁
町
の
静
野
さ
ん
と
い
ぅ
人
で 

あ
る
。
上
小
槁
町
の
稲
荷
様(

祭
り
は
三
月
十
五
日)

の
神
楽
は
今
で
も
盛
ん
で
あ 

る
。椿

名
神
社
の
向
っ
て
右
側
が
神
楽
殿
、
左
側
に
は
産
泰
様
や
十
二
様
の
石
宮
が
あ 

り
、
銀
杏
と
杉
が
抱
き
合
っ
て
い
る
大
木
の
下
に
道
祖
神
が
あ
る
。
本
殿
右
裏
に
は
、
 

地
神
様
と
金
毘
羅
様
の
石
宮
が
あ
る
。
神
主
は
、
八
幡
の
八
幡
宮
か
ら
く
る
。

椿
名
神
社
の 

御
神
体
は
丸
い 

石
で
あ
る
。

(

第
六
区)

シ
ャ
グ
チ
シ 

ャ
マ
鳴
石
地 

区
に
あ
る
石
宮 

で
、
頼
朝
公
が 

御
飯
を
食
べ
る 

と
き
に
、
シ
ヤ 

ク
シ
を
立
て
た 

と
こ
ろ
と
伝
え 

て
い
る
。(

第 

六
区)天

王

様

池 

田
屋
旅
館
の
脇 

に
あ
る
。
特
に 

お
祭
り
な
し
。
 

池
田
屋
の
神
様 

で
あ
る
。(

第
六 

区)
八

幡

様

花 

輪
、
鉄
火
、
高 

座
の
人
達
が
祭

る
。
祭
日
は
九
月
十
五
日
。
お
宮
を
掃
除
し
て
、
オ
ン
ベ
ロ
を
新
し
く
し
て
お
祭
り 

す
る八

幡
様
の
境
内
に
は
、
諏
訪
様
、
産
泰
様
、
不
動
様
な
ど
合
祀
さ
れ
て
い
る
が
、
 

以
前
に
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

椿名神社 (佐藤 清撮影)

椿名神社裏の地神様と金比羅様

(佐藤 清撮影)

椿名神社境内にある産泰様や十二様などの石宮

(佐藤 清撮影)

花輪•鉄火•高座で祭る八幡様 

(佐藤 清撮影)



八
幡
様
に
向
っ
て
左
側
に
、
年
号
の
刻
ま
れ
た
石
宮
が
六
つ
あ
り
、
お
宮
側
か
ら
、
 

天
保
七
年
、
文
政
四
年
、
文
化
二
年
、
寛
政
六
年
甲
寅
天
、
享
保
十
五
歳
、
宝
暦
十 

二
年
の
順
に
並
ん
で
い
る
。
宝
暦
十
二
年
の
石
宮
に
は
、
花
輪
村
の
銘
が
あ
る
。

八
幡
様
の
祭
祀
は
二
つ
の
部
落
で
や
る
が
、
道
祖
神
、
天
神
講
な
ど
は
、
花
輪
が 

別
で
、
鉄
火
、
高
座
が
一
緒
に
し
た
。(

第
六
区)

諏
訪
神
社 

中
原
に
あ
る
。
現
在
は
舗
装
道
路
な
ど
が
で
き
て
ず
い
ぶ
ん
狭
く 

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、も
と
は
学
校
と
の
間
に
あ
る
道
路
を
含
め
た
一
画
が
境
内
で
、
 

鳥
居
は
ち
ょ
う
ど
道
路
の
中
央
に
あ
た
る
。
境
内
に
は
杉
な
ど
大
き
な
木
が
た
く
さ 

ん
あ
っ
た
。
あ
る
夏
、
鳥
居
の
す
ぐ
そ
ば
の
木
に
雷
が
落
ち
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の 

木
を
あ
と
で
切
り
倒
し
た
と
き
に
は
大
き
な
う
ろ
が
あ
っ
た
が
、
モ
モ
ン
ガ
な
ど
も 

住
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
現
在
の
鳥
居
の
わ
き
に
あ
る
百
万
遍
の
燈
籠
は
享
保
年
間
の 

も
の
で
あ
る
。

川
浦
地
区
の
住
民
全
ベ
て
が
氏
子
に
な
っ
て
い
て
、
祭
典
は
春
秋
二
回
、
四
月
二 

十
日
と
十
月
一
日
に
行
な
う
。
秋
の
祭
り
は
も
と
は
九
月
十
五
日
だ
っ
た
が
、
上
ノ 

山
な
ど
に
伝
染
病
が
で
て
と
り
や
め
に
な
っ
た
こ
と
と
晩
秋
蚕
と
の
関
係
で
現
行
の 

よ
う
に
変
更
に
な
っ
た
。
当
日
は
獅
子
舞
か
出
る
。
獅
子
舞
は
指
定
さ
れ
た
も
の
か 

稽
古
し
演
じ
る
。
家
々
で
は
赤
飯
を
た
い
て
祝
、っ
。(

川
浦)

お
諏
訪
様
は
元
和
二
年
に
鎮
座
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
現
在
の
御
神
体
は
、
 

享
保
二
十
年
十
一
月
十
六
日
に
、
信
州
の
諏
訪
大
社
か
ら
拝
受
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

明
治
に
な
っ
て
か
ら
神
社
統
合
政
策
で
、
も
と
は
む
ら
每
に
あ
っ
た
神
社
を
諏
訪
神 

社
に
多
数
合
祀
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。(

川
浦)

諏
訪
神
社
秋
の
祭
典 

諏
訪
神
社
の
秋
の
祭
り
は
も
と
は
九
月
十
五
日
だ
っ
た

が
、
晚
秋
蚕
の
関
係
で
忙
し
い
ひ
と
も
多
い
の
で
現
在
で
は
十
月
一
日
に
変
更
し
て 

行
な
っ
て
い
る
。(

川
浦)

諏
訪
様
の
祭
り
に
毎
戸-

て
カ
サ
ボ
コ
を
く
れ
る
。(

七
区)

オ
ク
マ
ン
様 

四
月
十
五
日
は
、
木
の
下
の
オ
ク
マ
ン
様
の
お
祭
り
日
で
あ
る
。
 

(

川
浦)

相
満
神
社 

相
馬
村
の
お
ぼ
す
な
さ
ま
に
、
相
満
大
神
と
い
ぅ
軸
が
偶
然
あ
っ
た 

の
で
、
そ
れ
を
い
た
だ
い
て
来
た
。
十
一
月
二
十
三
日
の
勤
労
感
謝
の
日
と
、
四
月 

三
日
の
榛
名
神
社
の
お
祭
の
日
と
、
二
回
お
祭
し
て
い
る
。(

相
満)

神
穴 

三
之
倉
の
戸
榛
名
神
社
に
は
ご
神
体
の
奥
に
ほ
ら
穴
が
あ
る
と
い
わ
れ
て 

い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「神
社
由
緒
調
査
書
」(

明
治
三
十
五
年
、
県
学
事 

文
書
課
保
管)

に
ょ
れ
ば
つ
ぎ
の
ょ
ぅ
に
記
し
て
あ
る
。

本
社
ノ
裏
ラ
子
丑
ノ
方
ー
ー
神
穴
卜
称
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
、
其
奥
行
ノ
深
キ
事
幾
何
ナ 

ル
ヲ
知
ル
能
ハ
ス
、
古
来
ヨ
リ
ノ
ロ
碑
二
此
神
穴
遠
ク
榛
名
神
社
ノ
本
殿
ノ
裏
ラ 

二
通
ス
ト
、
己
レ
ラ
ノ
故
二
因
ミ

戸

椿

名

神

社
(

撮

影

岸

栄
) 

シ
ャ
、
中
古
戶
春
名
神
社
ト
セ
シ

な
お
、
権
田
の
岩
下
の
ィ
ワ
ノ 

観
音
の
ほ
ら
穴
も
榛
名
湖
に
通
じ 

て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

㈡

神

社

の

別

当

水
沼
神
社
の
祭
典
と
別
当 

祭 

典
は
十
月
十
九
日
で
あ
る
か
、
そ 

の
前
に
関
係
者
が
寄
っ
て
相
談
を 

す
る
。
こ
れ
を
、
お
ま
つ
り
よ
り 

あ
い
と
い
ぅ
。
十
月
二
日
に
、
三 

地

区(

中
尾•

相
間•

中
郷)

の 

代
表
が
ょ
っ
て
、
お
祭
り
の
打
合

相満神社の掛軸

(梱繭)

(関口正己撮影)



せ
を
開
く
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
公
民
館
に
、
代
表
者
が
あ
つ
ま
っ
て
相
談
を
し
て
、
そ
の
結
果
を 

も
っ
て
、
別
当
の
家
へ
行
っ
て
、
そ
の
年
の
祭
り
の
内
容
に
つ
い
て
相
談
を
す
る
。
 

こ
と
し
は
獅
子
舞
を
す
る
と
か
、
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
ど
を
話
し
合
う
。

別
当
の
家
は
二
軒
あ
っ
て
、

一
年
交
代
で
つ
と
め
て
い
る
。
現
在
の
世
帯
主
は
、
 

関
口
博
さ
ん
と
同
喜
平
さ
ん
の
と
こ
ろ
。
む
か
し
か
ら
代
々
こ
の
役
を
つ
と
め
て
い 

る
と
い
う
。
相
間
の
中
の
落
合
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
本
分
家
で
隣
り
あ
っ
て 

い
る
。
同
地
区
の
旧
家
で
あ
る
。

お
祭
り
の
と
き
に
獅
子
を
ふ
る
こ
と
が
き
ま
る
と
関
係
者
が
け
い
こ
を
す
る
。
そ 

の
接
待
な
ど
も
別
当
の
家
で
や
っ
て
い
る
。
獅
子
の
け
い
こ
は
五
日
か
ら
一
晚
お
き 

に
や
っ
た
。

お
祭
り
の
前
の
晚(

宵
祭)

に
獅
子
舞
を
す
る
。
獅
子
舞
を
す
る
の
は
中
尾•

相 

間
•

大
谷
戸
の
も
の
。
お
獅
子
を
ふ
り
だ
す
の
は
、
大
谷
戸
の
宿(

五
軒
で
ま
わ
り 

番)

で
あ
る
が
、
ふ
り
こ
む
の
は
別
当
の
家
。
お
獅
子
を
ふ
り
こ
ん
だ
あ
と
、
獅
子 

舞
の
人
た
ち
は
衣
装
を
ぬ
い
で
別
当
の
家
に
置
く
。
そ
れ
を
別
当
の
家
で
は
川
に
さ 

ら
し
て
洗
っ
て
、
長
持
の
中
に
し
ま
っ
て
置
く
。

祭
り
の
当
日
に
は
神
主
、
世
話
人
な
ど
の
接
待
を
す
る
。

十
月
二
十
三
日
が
お
祭
り
勘
定
の
日
で
、
祭
り
の
費
用
を
計
算
し
た
。
こ
れ
も
別 

当
の
家
で
や
っ
た
。
最
近
は
公
会
堂
で
や
っ
て
い
る
。

な
お
、
祭
り
の
と
き
と
か
、
お
祭
り
勘
定
の
と
き
に
は
、
甘
酒
を
つ
く
っ
て
振
舞
っ 

た
が
、
そ
れ
も
別
当
の
家
で
つ
く
っ
た
。
最
近
は
、
甘
酒
を
や
め
て
、
ふ
つ
う
の
酒 

に
し
て
い
る
。
ま
た
、
お
祭
り
の
と
き
に
供
え
る
も
ち
も
別
当
の
寒
で
つ
い
て
た
し 

た
。神

社
に
は
山
と
田
が
あ
っ
た
。
そ
の
登
記
上
の
名
義
人
が
別
当
の
家
で
あ
っ
た
と 

い
、っ
。(

水
沼)

別

当(

オ
ベ
ッ
ト
ウ)

倉
渕
村
内
の
別
当
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
水
沼
で 

は
つ
ぎ
の
諸
家
に
別
当
が
置
か
れ
て
い
た
。

天

狗

様

…
小
池
右
京
家
と
小
池
要
家
。

淡

島

様

…
上
原
茂
家
。

地

神

様
(

石
宮)

…
小
池
要
家
。

諏 

訪 

様
…
原
田
サ
ィ
家
と
原
田
忠
一
郎
家
。

水
沼
神
社
…
関
口
博
家
と
関
口
喜
平
家
。

別
当
の
う
ち
、
片
方
で
不
幸
の
あ
っ
た
場
合
に
は
交
代
で
き
る
ょ
う
に
、
別
当
は
、
 

二
軒
で
つ
と
め
る
の
が
ほ
ん
と
う
だ
と
い
う
。(

水
沼)

川
浦
の
鎮
守
様
は
諏
訪
神
社
。
こ
こ
の
別
当
は
も
と
三
軒
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
二 

軒
と
な
る
。
宮
下
茂_

と
宮
下
宇
金
次
家
。
昭
和
二
十
七
年
に
、
両
家
の
申
出
に 

ょ
り
別
当
を
解
消
し
て
い
る
。
宮
下
茂_

は
先
々
代
を
弥
一
郎
と
い
っ
て
い
た
。
 

こ
こ
で
は
獅
子
舞
を
春
と
秋
の2

回
し
た
が
、
こ
の
獅
子
舞
の
練
習
、
獅
子
の
ふ
り 

だ
し
、
ふ
り
こ
み
な
ど
も
別
当
の
家
で
し
た
。(

現
在
は
公
民
館)
(

川
浦)

岩
氷
で
は
、
鎮
守
様
は
天
満
宮(

北
野
神
社)

。
こ
こ
の
別
当
は
原
田
栄
太
郎
家
。
 

別
当
の
家
の
土
蔵
に
梅
鉢
の
紋
が
つ
い
て
い
る
し
、
土
蔵
の
中
に
は
、
お
湯
立
て
に 

つ
か
う
釜
、
古
い
の
ぼ
り
、
鈴
な
ど
が
し
ま
っ
て
あ
る
。
天
満
宮
は
、
も
と
原
田
家 

の
屋
敷
神
で
あ
っ
た
と
い
う
。
別
当
は
そ
の
村
に
と
く
に
関
係
の
深
い
家
の
も
の
が 

つ
と
め
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

岩
氷)

二
、
民

俗

信

仰

㈠

講

代
参
講 

峠
講
、
三
ッ
峯
、
成
田
、
伊
勢
、
日
野
の
天
狗
様
、
少
林
山
、
古
峯
が 

原
な
ど
が
あ
っ
た
。(

下
郷)

榛
名
講 

川
浦
に
は
榛
名
神
社
は
な
い
が
、
戦
争
当
時
ま
で
榛
名
講
が
あ
っ
て 

や
っ
て
い
た
。
講
は
、
川
浦
の
中
に
い
く
つ
か
あ
り
、
希
望
者
で
つ
く
っ
た
も
の
で
、
 

代
参
の
者
は
坊
に
行
き
、
納
め
金
を
す
る
と
講
員
の
数
だ
け
の
お
札
を
く
れ
て
、
神 

官
が
拝
み
、
神¥

上
げ
て
来
た
。
近
く
て
も
泊
っ
て
、
お
神
酒
や
夕
飯
を
も
ら
っ 

て
来
た
も
の
で
あ
る
。



村
へ
帰
っ
て
か
ら
は
、
代
参
の
者
が
講
員
の
と
こ
ろ
へ
お
札
を
配
る
だ
け
で
、
お 

日
待
ち
は
し
な
か
っ
た
。
お
札
は
特
別
な
こ
と
な
し
に
神
だ
な
へ
上
げ
て
そ
の
家
な 

り
の
お
ま
つ
り
を
し
たX

X

ら
い
で
あ
る
。(

川
浦)

お
日
待
ち 

十
二
講
、
庚
申
講
、
地
神
構
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
毎
月
ど
れ
か
あ
る 

の
で
、
講
員
の
家
で
宿
を
す
る
の
も
、
ど
の
家
も
ど
れ
かI

つ
が
あ
た
る
こ
と
に
な 

る
。
も
と
は
、

ー
ー
尸
当
り
米
を
五
〜
七
合
ず
つ
持
ち
寄
り
で
や
っ
た
が(

現
在
は 

ま
か
せ)

、
経
費
は
出
す
が
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
貯
金
を
し
て
、
旅
行
積
立
金
に
な
っ
て 

い
る
。
村
の
子
ど
も
は
、
み
ん
な
お
日
待
ち
に
招
ぶ
の
で
、
男
衆
ょ
り
も
大
勢
で
に 

ぎ
や
か
な
も
の
だ
っ
た
。(

川
浦
矢
陸)

庚
申
講 

庚
申
講
は
、
各
地
区
に
い
く
組
も
あ
り
、
七
、
八
人
で
組
ん
で
や
っ
て 

い
る
。

庚
申
講
は
七
、
八
人
で
組
ん
で
や
っ
て
い
る
。

庚
申
待
を
す
る
時
期
は
、
お
も
に
農
閑
期
で
あ
る
。
ヵ
ノ
エ
サ
ル
の
日
に
や
る
。
 

サ
ル
の
日
が
庚
申
様
の
日
と
い
ぅ
。
本
来
は
六
人
講
と
い
っ
て
、
年
六
回
、

ー
ヵ
月 

お
き
に
や
る
の
が
た
て
ま
え
で
あ
る
が
、
農
繁
期
は
さ
け
て
い
る
。
八
人
の
と
こ
ろ 

は
年
に
八
回
や
る(

中
郷
下
水
沼
の
場
合)

。

一
月
は
め
で
た
い
月
で
あ
る
の
で
や
ら
な
い
。
六
、
七
、
八
月
は
い
そ
が
し
い
の 

で
や
ら
な
い
。

宿
は
く
じ
び
き
で
き
め
る
。
オ
ク
ジ
と
い
っ
て
、
前
夜
日
に
く
じ
び
き
を
し
て
宿 

を
き
め
る
。

忙
し
い
と
き
は
、
お
た
が
い
に
は
な
し
あ
っ
て
日
を
き
め
る
。

終
戦
後
は
、
春
と
秋
だ
け
や
っ
て
い
る
。

庚
申
待
の
晚
に
地
震
が
あ
る
と
、
火
に
た
つ
と
い
っ
て
い
や
が
っ
た
。
そ
の
た
め 

に
食
事
を
す
る
と
す
ぐ
に
掛
軸
を
は
ず
し
て
し
ま
ぅ
。
ま
た
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
た 

家
で
は
庚
申
待
は
遠
慮
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

米
は
四
合
ず
つ
も
ち
ょ
せ
る
。
四
合
ま
す
が
あ
っ
て
当
番
の
人
が
連
絡
を
し
な
が 

ら
あ
つ
め
て
あ
る
い
た
。,
ご
飯
は
し
ら
め
し
。
お
か
ず
は
さ
か
な
類
は
つ
か
わ
な
い
。
 

て
ん
ぷ
ら
、
に
ま
め
、
い
も
が
ら
の
に
た
も
の
で
あ
っ
た
。
お
た
か
も
り
に
し
て
食

べ
た
。
む
か
し
は
、
お
た
が
い
に
強
い
つ
て
し
た
、
こ
れ
を
お
し
い
と
い
つ
た
。
帯
を 

ゆ
る
め
て
く
え
な
く
な
る
ま
で
食
べ
た
と
い
う
。
膳
で
二
回
食
べ
た
。

I  

度
食
べ
て 

一
旦
箸
を
お
い
て
そ
の
あ
と
ま
た
食
べ
た
。
お
は
ち
を
だ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
、
自
分
で 

よ
そ
つ
て
食
べ
た
。
神
様
の
ご
飯
を
い
た
だ
く
の
だ
と
い
つ
て
、
お
た
か
も
り
に
し 

て
食
べ
た
。
庚
申
様
の
ご
飯
は
、
残
し
て
は
い
け
な
い
と
い
つ
て
、
時
間
を
か
け
て 

食
べ
た
。
お
庚
申
様
の
と
き
は
、
食
べ
す
ぎ
は
な
い
。

い
く
ら
食
べ
て
も
あ
た
ら
な 

い
と
い
つ
た
。

庚
申
様
の
と
き
に
は
、
庚
申
様
の
掛
軸
を
か
ざ
り
、
そ
の
前
に
、
庚
申
様
の
名
入 

れ
の
お
膳
、
お
椀
を
だ
し
て
、
ご
ち
そ
う
を
そ
な
え
た
。
お
が
む
と
き
に
は
お
灯
明 

を
つ
け
て
線
香
を
あ
げ
る
。
酒
は
飲
ま
な
か
つ
た
が
、
最
近
は
宿
に
よ
つ
て
は
出
す 

家
も
あ
る
。

‘な
お
、
寒
申
は
し
な
い
と
い
い
、
寒
に
入
れ
ば
庚
申
待
は
し
な
い
。
冬
至
前
と
、
 

二
月
の
節
分
が
す
ん
で
か
ら
や
つ
て
い
る
。
庚
申
様
と
正
月
様
と
は
仲
が
わ
る
い
と 

い
い
、
正
月
中
は
、
庚
申
様
の
掛
軸
を
ど
こ
か
へ
し
ま
つ
て
お
く
。(

水
沼)

庚
神
様
は
百
姓
の
神
で
あ
る
。
ま
た
運
の
神
、
仕
事
の
神
と
も
い
う
。
ナ
マ
グ
サ
は 

し
な
い
。
「庚
申
様
の
フ
ン
ダ
キ
み
て
え
な
顔
を
し
て
生
意
気
い
う
な
」
と
い
う
。
料 

理
は
宿
の
人
が
つ
く
る
が
、
普
通
女
は
手
を
出
す
な
と
い
う
。

一
方
で
は
女
が
料
理

を
作
る
部
落

も
あ
っ
て
、

こ
の
場
合
ケ 

ガ
レ
か
あ
る 

と
月
を
か
え 

る
。
食
事
を 

し
た
あ
と
休 

ん
で
山
盛
り

の
オ
シ
ィ 

(

無
理
ぐ
い) 

さ
せ
る
。
そ

百庚申 浅間神社境内(岩氷)

(丑木幸男撮影)



し
て
お
そ
く
ま
で
話
を
す
る
。
「話
は
お
庚
申
の
夜
に
し
ろ
」
と

い
う(

上
村)

庚
申
さ
ん
は
仏
と
信
じ
ら
れ
て 
い
る
。

庚
申
さ
ま
は
地
震
が
す
る
と
も
う
一
回
や
り
直
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の 

で
、
す
べ
て
の
準
備
が
で
き
て
、
お
膳
に
つ
け
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
進
ぜ
な
い
。

進
ぜ
る
と
す
ぐ
に
下
げ
て
、
宿
の
主
人
が
そ
の
膳
で
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

庚
申
に
は
お
高
盛
を
す
る
。
飯
杓
子
を
ぬ
ら
し
て
盛
り
つ
け
て
、
箸
の
高
さ
ま
で 

と
し
て
た
べ
さ
せ
る
が
、
、っ
ど
ん
の
と
き
に
は
、
オ
カ
サ
で
五
椀
か
六
椀
に
な
る
の 

で
、
こ
れ
を
食
い
き
る
の
が
大
変
だ
っ
た
。

酒
は
一
升
と
き
ま
っ
て
い
る
が
、
宿
ま
か
せ
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
二
升
、
三
升 

と
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
わ
か
ら
な
い
。(

川
浦)

庚
申
講
の
と
き
に
は
昔
は
一
人
七
合
ず
つ
の
米
を
持
ち
寄
り
、
宿
で
料
理
を
し
て 

食
べ
た
。
宿
は
交
代
で
行
な
っ
た
。
「
オ
タ
カ
モ
り
」
「
オ
シ
を
出
す
」
と
い
わ
れ
、
 

椀
に
飯
を
高
盛
に
も
り
食
べ
さ
せ
た
。
若
い
も
の
や
子
供
は
お
ど
か
さ
れ
て
、
オ
タ 

カ
モ
り
を
食
べ
ら
れ
な
い
と
大
き
く
な
っ
て
嫁
さ
ん
を
も
ら
え
な
い
ぞ
と
お
ど
か
さ 

れ
た
。(

七
区)

地
神
講 

相
吉
全
体
で
行
な
う
。
彼
岸
の
前
後
の
社
日
に
す
る
。
こ
の
日
は
畑
へ 

入
る
と
足
が
曲
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
今
で
も
社
日
に
は
土
地
を
動
か
し
て
は
悪
い 

と
い
う
。
芋
を
掘
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
時
も
、
前
日
に
掘
っ
て
お
く
ょ
う
に
す
る
。
地
神 

講
に
は
、
部
落
内
の
人
が
ヤ
ド
に
寄
っ
て
一
ぱ
い
や
り
、

一
飯
食
べ
る
。(

一
区)

地
神
様
は
三
月
の
社
日
の
日
に
ま
つ
る
。
こ
の
日
は
畑
の
土
を
動
か
す
な
、
畑
へ 

入
る
な
と
い
う
。
そ
れ
を
お
か
す
と
足
か
曲
る
と
い
わ
れ
た
。
地
神
講
も
あ
り 

こ 

の
日
は
お
日
待
を
し
た
。(

島
山)

下
郷
の
朝
香
家
で
は
、
こ
の
日
畑
の
中
央
に
紙
を
す
い
て
赤
飯
を
あ
げ
た
。
鍬
な 

ど
の
農
具
も
こ
の
日
は
洗
っ
て
使
用
し
な
か
っ
た
。(

下
郷
、
島
山)

下
水
沼
に
は
地
神
講
が
あ
る
。
烏
川
の
近
く
の
畑
の
す
み
の
道
ば
た
に
祭
ら
れ
て 

い
る
。
祭
る
日
は
社
日
で
こ
の
日
に
は
畑
に
は
い
る
な
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
畑 

の
神
様
が
、
田
の
神
様
に
な
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。(

二
区)

地
神
講
は
春•

秋
の
社
日
の
と
き
に
、

コ
ー
チ
の
中
の
希
望
者(

農
家)

が
ょ
っ 

て
お
こ
な
っ
て
い
た
。
現
在
は
春
だ
け
。
以
前
は
二
十
人
ぐ
ら
い
の
も
の
が
参
加
し 

て
い
た
が
、
現
在
は
五
、
六
人
。
地
神
様
は
百
姓
の
神
様
だ
と
い
っ
て
い
る
。

春
は
、
地
神
様
が
来
た
晚
に
寄
っ
て
お
ま
つ
り
を
す
る
。
秋
は
社
日
の
前
の
晚
に 

お
ま
つ
り
を
し
て
い
た
。

庚申待宿

(権田)

(阪本英一撮影)
庚申掛軸

(川浦西ケ渕) 

(阪本英一撮影)

坊峯の庚申塔(京和之年) 
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ご
ち
そ
う
は
あ
ず
き
が
ゆ
。
米
を
五
合
ぐ
ら
い
も
ち
ょ
せ
た
。
小
豆
は
宿
で
だ
し 

た
。(

水
沼)

昔
は
、
春
秋
の
社
日
に
地
神
さ
ん
の
お
日
待
ち
を
し
た
。
夜
、
宿
に
集
ま
り
、
掛 

軸
を
か
け
、
線
香
を
た
て
て
拝
ん
で
か
ら
や
る
も
の
で
、
き
り
は
ぎ
を
し
て
供
え
る
。
 

血
ぶ
く
を
き
ら
う
の
で
、
子
ど
も
か
生
ま
れ
て
間
も
な
い
人
は
出
ら
れ
な
い
が
、
葬 

式
の
方
は
か
ま
わ
な
い
。
り
ょ
う
ぶ
な
の
で
差
支
え
な
い
。

矢
陸
は
い
ま
も
春
秋
や
っ
て
い
る
が
、そ
の
他
の
組
は
春
だ
け
に
な
っ
た
。(

川
浦) 

川
浦
の
赤
竹
、
西
ヶ
渕
、
矢
陸
に
は
地
神
講
、
お
ひ
ま
ち
が
あ
り
、
米
を
持
ち
合 

せ
に
し
め
を
つ
く
っ
て
ま
つ
る
。
社
日
の
日
に
祭
る
。(

七
区)

⑵

榛
名
と
峠(

熊
野)

の
信
仰

榛
名
信
仰 

普
通
は
峠
様
が
や
っ
て
来
た
が
、
し
だ
い
に
来
な
く
な
っ
た
。
戦
争 

中
は
榛
名
山
に
日
参
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
戦
争
に
負
け
て
し
ま
っ
た
の
で
そ
れ
か 

ら
あ
ま
り
お
参
り
に
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
五
月
五
日
の
山
開
き 

に
は
行
っ
て
お
神̂
^

あ
げ
て
来
た
。
お
払
い
を
し
て
も
ら
い
、
御
札
を
も
ら
っ
て

来
た
。
オ
シ
ン
コ
が
名
物
だ 

っ
た
の
で
買
っ
て
き
た
。
丄ハ 

月
五
日
の
粽
祭
り
に
も
行
っ 

た
。
五
月
末
に
は
ビ
ン
グ
シ 

岳
の
お
稲
荷
様
に
行
っ
て
豊 

蚕
を
祈
り
、
お
白
狐
と
お
金 

を
借
り
て
き
た
。
お
白
狐
は 

倍
に
し
て
返
す
の
で
あ
る
。

(

一

区)

春
祈
禱
三
月
彼
岸
前
に 

榛
名
の
御
師
を
た
の
ん
で
お 

日
待
を
し
た
。
御
師
は
宿
に 

昼
過
ぎ
に
や
っ
て
く
る
。
く

る
と
す
ぐ
御
幣
ず
く
り
を
し
、
祭
壇
に
弓
の
的
を
つ

く
る
。
部
屋
に
は
四
方
に
青
竹
を
た
て
、
七
五
三
繩
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
の
中
で
夜
丑 

之
刻
に
引
き
弓
の
儀
式
を
す
る
。
こ
の
と
き
は
部
屋
を
真
暗
に
し
、
祭
壇
の
的
に
弓 

を
射
る
。
的
と
い
っ
て
も
戸
板
な
ど
た
て
た
も
の
で
悪
魔
を
射
る
の
だ
と
い
う
。
お 

日-
待
講
は
十
軒
単
位
位
い
で
、
宿
は
一
年
交
替
、
榛
名
の
御
師
の
外
に
村
の
神
主
が 

し
た
こ
と
も
あ
る
。(

下
郷)

榛
名
神
社 

五
月
五
日
の
節
供
に
神
楽
を
す
る
の
で
お
参
り
に
行
っ
た
。
こ
の
後 

農
作
業
が
忙
し
く
な
り
、
出
か
け
る
こ
と
の
し
ま
い
だ
と
い
う
の
で
行
っ
た
。

六
月
五
日
の
チ
マ
キ
に
も
行
っ
た
。
チ
マ
キ
と
オ
シ
ン
コ•

白
砂
糖
が
一
皿
に 

あ
っ
た
。
白
砂
糖
の
珍
ら
し
い
頃
で
お
い
し
か
っ
た
。
参
拝
者
に
神
社
で
く
れ
た
。
 

茶
店
で
も
一
皿
二
十
銭
で
売
っ
て
い
た
。(

岩
氷)

春
祈
禱(

三
月
か
ら
四
月
こ
ろ)

と
秋
あ
げ(

十
一
月
か
ら
十
二
月
の
は
じ
め
ご 

ろ)

の
二
回
ま
わ
っ
て
き
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
祭
曲
ハ
の
前
の
日
か
ら
泊
り
こ
み
で
き 

て
、
き
り
は
ぎ
を
し
た
。

む
か
し
は
、
碓
氷
峠
の
御
師
が
春
祈
禱
に
き
た
、

一
晚
中
、
東
の
空
が
し
ら
む
ま 

で
お
が
ん
で
い
た
。
烏
午
王
の
お
札
を
も
っ
て
き
た
。
そ
の
後
榛
名
神
社
の
御
師
が 

来
る
ょ
う
に
な
っ
た
。
も
と
は
一
軒
一
軒
ま
わ
っ
て
祈
禱
を
し
た
が
、
の
ち
三•

四 

軒
ま
と
ま
っ
て
祈
禱
を
う
け
て
い
た
。

秋
あ
げ
に
は
、
榛
名
神
社
の
御
師
が
む
か
し
か
ら
来
て
い
た
。
米
が
と
れ
た
か
ら 

と
米
を
や
っ
た
り
、
豆
が
と
れ
た
か
ら
と
豆
を
や
っ
た
り
し
た
。
秋
バ
ッ
と
い
っ
て
、
 

秋
の
初
も
の
を
あ
げ
た
も
の
。

一
軒
あ
た
り
三
合
か
四
合
ぐ
ら
い
で
、
と
く
に
き
ま 

り
は
な
か
っ
た
。
御
師
は
「
秋
バ
ツ
を
あ
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
て
き
た
。
お
札
を 

も
ら
っ
て
き
た
。

最
近
は
来
て
い
な
い
。
む
ら
の
中
に
も
、1

生
の
神
主
さ
ん
を
た
の
む
人
も
あ
る 

し
、
榛
名
の
御
師
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ.
代
表
者
が
春
祈
禱
を
し
て
も
ら
い
に
行
っ
て
い 

る
の
も
あ
る
。

春
祈
禱
は
、
立
春
の
あ
と(

節
が
か
え
っ
て
か
ら)

に
し
て
も
ら
、っ
。
以
前
は
、
一
軒 

一
軒
ま
わ
っ
て
お
が
ん
で
く
れ
た
が
、
そ
の
後
は
、数
軒
ご
と
に
組
ん
で
お
が
ん
で
も

春祈禱のお札(花輪)

(佐藤 清撮影)



ら
い
、
現
在
で
は
、
代 

表
者
が
榛
名
ま
で
お
が 

ん
で
も
ら
い
に
行
っ
て 

い
る
組
も
あ
る
。

春
祈
禱
は
、
神
様
の 

お
こ
ろ
も
が
え
と
い
っ 

て
、
お
し
め(

こ
じ
こ 

め
と
い
う)

を
、
毎
年 

あ
た
ら
し
く
つ
く
り
か 

え
て
も
ら
う
行
事
で
あ 

る
。こ

の
と
き
、
こ
じ
こ 

め
を
か
え
て
も
ら
う
と 

こ
ろ
は
、
中
尾
の
下
田 

利
重
家
の
場
合
は
つ
ぎ 

の
と
お
り
で
あ
る
。

天
照
皇
大
神
宮
様

(

神
棚)

四
方
が
た
め 

(

部
屋
の
四
隅
に
お
札 

を
は
る)

、天
道
柱(

緣

側
の
真
中
に
あ
る
柱)

、
か
ま
が
み
さ
ま
、
荒
神
様
、
ぅ
ま
や
が
み
さ
ま
、
井
戸
神 

様
、
く
ら
の
神
様
、
稲
荷
様
、
便
所
神
様
、
十

二
様(

こ
れ
は
山
に
あ
る
が
、
十
二 

様
の
分
と
し
て
つ
く
っ
て
も
ら
ぅ)

な
ど
。(

水
沼)

峠
様 

三
之
倉
へ
は
榛
名
の
御
師
が
来
た
が
、
水
沼
、
下
三
之
倉
へ
は
峠
様
が
来 

た
。
大
体
年
二
回
位
で
あ
る
。
春
は
三
月
に
春
祈
禱
に
来
た
。

一
軒
一
軒
別
別
で
な 

く
、
四
〜
五
軒
ず
つ
纏
め
て
御
幣
の
コ
ロ
モ
ガ
エ(

新
し
い
も
の
と
と
り
か
え
る) 

を
し
た
。
特
別
に
頼
む
と
ヤ
ギ
ト
ウ(

夜
祈
禱)

と
称
し
て
丑
の
刻
に
祈
禱
も
し
て 

く
れ
た
。

一
切
の
明
り
を
消
し
て
、
屋
敷
に
戸
板
を
置
き
、
之
に
放
つ
も
の
で
、
魔

除
け
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
等
は
、
金
で
礼
を
し
た
。
宿
で
は
神
棚
に 

野
菜
と
オ
サ
ゴ
、
干
柿
と
田
づ
く
り
と
い
つ
て
頭
つ
き
の
を
あ
げ
た
。
田
づ
く
り
は 

山
の
神
の
好
物
で
オ
コ
ジ
ョ
と
も
い
つ
た
。
御
師
は
そ
の
時
千
羽
烏
な
ど
の
お
礼
を 

持
つ
て
来
た
。
こ
の
お
礼
を
ケ
ー
カ
キ
棒
に
挾
ん
で
苗
代
の
水
口
に
立
て
る
者
も
あ 

り
、
ト
ボ
ー
ロ
に
は
つ
て
お
く
る̂
^

あ
つ
た
。

秋
に
は
権
現
様
の
お
札
を
持
つ
て
来
て
各
戸
を
巡
り
米
を
集
め
て
い
つ
た
。
こ
れ 

を
モ
ミ
バ
ツ
ウ
と
い
う
。
量
は
一
軒
一
升
以
上
だ
が
、
中
に
は
三
升
も
出
す
家
も
あ 

り
、
全
体
で
は
三
俵
ぐ
ら
い
に
な
つ
た
。
こ
れ
を
玄
米
に
す
る
と
一
、
五
俵
、
こ
れ 

を
背
負
つ
て
い
つ
た
。
後
に
は
金
に
か
え
た
。
籾
の
と
き
に
は
一
晚
の
う
ち
に
ス
ル 

ス
で
ひ
い
た
。

千
羽
烏
の
午
王
札
は
、
害
虫
除
け
に
ょ
い
と
い
わ
れ
、

一
羽
は
逆
さ
の
も
の
が
あ 

り
、
そ
れ
が
ご
利
益
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

御
師
は
供
を
つ
れ
て
く
る
の
が
普
通
で
あ
つ
た
が
あ
る
時
は
供
を
つ
れ
ず
に
一
人 

で
や
つ
て
来
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ
こ
で
あ
る
人
が

お
し
な
ら
ば
つ
が
ひ
は
な
れ
ぬ
四
羽
六
羽

ひ
と
り
く
る
の
は
あ
ひ
る
だ
ん
ベ
え

と
歌
い
か
け
た
ら

雨
風
や
夜
半
の
嵐
の
は
げ
し
さ
に

お
し
の
つ
が
い
も
ひ
と
り
く
る
な
り

と
答
え
た
と
い
う
。(

一
区
島
山)

碓
氷
峠
か
ら
も
と
は
春
祈
禱
に
来
た
。
夜
一
晚
中
東
の
空
が
白
ら
む
ま
で
お
が
ん 

で
い
た
。
御
師
は
カ
ラ
ス
ゴ
ら
の
お
札
を
も
つ
て
き
た
。
こ
の
こ
ろ
榛
名
神
社
の
御 

師
は
秋
だ
け
来
て
い
た
。(

水
沼)

川
浦
は
峠
さ
ま
の
領
分
で
、
峠
の
熊
野
神
社
の
御
師
が
、
春
ま
つ
り(

三
月
こ
ろ)

、
 

秋
ま
つ
り(

十
二
月
に
な
る)

と
い
う
の
で
每
年
お
礼
を
持
つ
て
や
つ
て
来
た
。(

原 

田
保
太
郎
氏
方
に
な
る)

春
祈
禱
も
こ
の
と
き
受
け
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
時
、
キ
り
ハ
ギ
、
筒
粥
の
札
、
 

カ
ラ
ス
午
王
、
峠
さ
ま
の
お
札
を
一
諸
に
持
つ
て
来
る
。(

川
浦)

天上にある万除け一区 

(阿部 孝撮影)

門戸守護札(榛名神社)

春祈禱の際配られる二区

(阿部 孝撮影)



㈢

山

の

神

信

仰

十
二
様
十
ー 

ー
様
は
山
の
神
様
。
男
の
神
様
と
い
ぅ
。

山
に
仕
事
を
す
る
人
が
ま
つ
る
掛
軸
に
は
、
「大
山
祗
命
」
と
あ
る
。
む
ら
の
人
が 

ま
つ
る
掛
軸
に
は
、
「
十
二
大
明
神
」
と
あ
り
。

中
尾
で
は
、
十
二
様
の
講
が
あ
っ
て
、
月
の
十
二
日
に
お
ま
つ
り
を
し
て
い
る
。
 

む
か
し
は
、
十
二
月
十
二
日
に
ょ
っ
て
く
じ
び
き
を
し
て
、
各
月
の
宿
を
き
め
た
。
 

同
じ
日
が
三
回
つ
づ
け
て
あ
る
と
、
そ
の
家
は
赤
飯
を
し
た
。

七
、
八
人
で
組
ん
で
十
二
講
を
し
て
い
る
。

十
二
講
の
と
き
に
は
米
を
五
合
ず
つ
あ
つ
め
る
。
こ
の
た
め
に
五
合
ま
す
が
で
き 

て
い
る
。
五
目
飯
を
し
て
祝
、っ
。
ふ
だ
ん
、
ウ
サ
ギ
で
も
と
っ
た
と
き
に
は
、
十
二 

様
を
お
が
む
べ
き
と
い
っ
て
、
十
二
講
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
ぅ
。(

水
沼) 

山
仕
事
を
し
て
い
た
人
た
ち
は
十
二
日
に
バ
ン
ダ
ィ
モ
チ
を
つ
く
っ
て
食
べ
た
。

株
の
上
で
、
ぅ 

る
ち
米
を
、
ま 

さ
か
り
の
頭
で 

つ
い
て
も
ち
を 

つ
く
っ
た
。
ぁ 

ん
を
入
れ
て
食 

べ
た
。
か
た
ち 

は
て
き
と
ぅ
で 

ぁ
っ
た
。(

水 

沼)
十
ー 

ー
様
は
山 

仕
事
を
す
る
人 

が
信
仰
す
る
。
 

百
姓
で
も
山
を 

山
を
も
っ
て
い

る
人 

が
多
い
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
祀
っ
て
い
る
。
月
一
回
十
二
日
に
祀
る
。
 

十
二
戸
以
上
あ
る
と
二
本
ア
イ
ブ
キ(

間
月
、
都
合
の
よ
い
月
と
い
う
意)

と
い
う 

ク
ジ
を
作
り
、
十
一
月
、
十
二
月
に
四
回
祀
る
。
十
二
様
は
マ
サ
カ
リ
を
持
っ
て
い 

る
。
男
の
神
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
そ
の
掛
軸
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
掲
げ
て
祀
る
。(

上 

村)
十
二
様
は
山
の
神
の
こ
と
で
、
正
月
二
日
に
農
家
の
山
入
り
の
と
き
、
正
月
餅
を 

進
ぜ
る
。
組
内
の
山
仕
事
を
す
る
人(

農
家
で
も
山
仕
事
を
す
る)

板
を
ひ
く
キ
コ 

リ
な
ど
が
十
二
講
を
つ
く
っ
て
、
十
二
日
に
バ
ン
ダ
イ
餅(

ひ
い
た
板
の
端
で
ウ
ル 

ゴ
メ
を
マ
サ
キ
リ
で
つ
い
て
く
る)

を
供
え
る
。
山
の
神
は
男
性
で
、
女
は
祭
ら
ず
、
 

バ
ン
ダ
イ
餅
も
男
が
つ
く
。
好
物
は
オ
コ
ジ
ョ
で
、
富
山
の
薬
売
り
が
も
っ
て
き
た
。

(

下
道)

山
の
神
は
十
二
様
と
い
う
。
ヤ
マ
ド(

山
仕
事)

を
や
っ
て
い
る
人
は
、
山
は
じ 

め
(

初
山
入
り)

だ
け
で
な
く
、
每
月
十
二
様
を
祭
る
。
自
宅
の
神
棚
に
十
二
様
が 

あ
り
、
十
一
日
の
晚
に
は
必
ず
オ
ハ
ギ
を
作
っ
て
進
ぜ
、
「
ヤ
マ
ド
に
怪
我
を
し
な
い 

よ
う
に
。
」
と
折
る
。
男
衆
は
酒
を
呑
ん
だ
。
十
二
日
に
は
山
仕
事
に
で
た
。
十
一
日 

の
晚
に
ど
う
し
て
も
都
合
が
悪
い
場
合
に
は
十
一
日
の
夜
に
お
祭
り
を
し
た
。

三
本
出(

三
股)

の
木
は
十
二
様
が
い
る
か
ら
切
る
な
と
い
う
。
三
股
の
木
に
は
、
 

十
二
様
が
来
て
遊
ぶ
と
も
い
う
。
ど
う
し
て
も
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
シ

十二様のお札上の山七区

(阿部 孝撮影)

山仕事をする家の神亂 向って左側が十二様(花輪)

(佐藤 清撮影)

山の神像(川浦西ケ渕)

(阪本英一撮影)



ン
ト
ウ(

神
主)

に 

お
が
ん
で
も
ら
う
。

(

第
六
区)

押

平(

ウ
ス
ン
デ 

ィ
ラ)

の
山
の
神
の 

お
祭
り
は
四
月
十
二 

日
で
、
む
か
し
は
獅 

子
が
で
た
。
道
具
は 

残
っ
て
い
る
が
、
今 

は
や
ら
な
い
。(

六 

区)

十
二
さ
ま
は
十
一
月
十
五
日
が
祭
り
で
、
昔
は
講
が
あ
り
、
村
中
で
お
日
待
ち
を 

し
た
。
昔
か
ら
の
ボ
ン
デ
ン
に
も
あ
る
。(

川
浦
、
矢
陸)

山
の
神
の
石
宮
が
相
満
に
あ
っ
た
の
を
こ
ち
ら
の
山
に
移
し
た
。
山
仕f

す
る 

人
は
月
の
十
二
日
に
お
祭
り
し
た
。

コ
ビ
キ
が
木
の
株
つ
の
上
で
バ
ン
ダ
イ
餅
を
つ
く
。
ウ
ル
米
を
ふ
か
し
、

コ
マ
サ 

キ
り
の
背
で
つ
く
が
、
ヒ
ネ
り
餅
み
た
い
に
し
て
つ
い
て
の
し
、
太
さ
一
寸
ぐ
ら
い 

に
し
て
長
く
伸
ば
し
、
糸
を
水
に
浸
し
た
が
ら
ん
で
、
適
当
な
長
さ
に
ヒ
ョ
イ
ヒ
ョ 

イ
切
る
。
そ
れ
に
あ
ん
こ
を
付
け
た
り
、
ミ
ソ
を
付
け
て
焼
い
て
食
っ
た
り
し
た
。
 

一
日
中
お
祝
い
を
し
て
、
そ
の
餅
を
も
っ
て
娘
の
家
へ
遊
び
に
行
っ
た
り
し
た
。(

陣 

田)
オ
コ
ジ
ョ 

山
の
神
様
は
オ
コ
ジ
ョ
が
大
好
き
で
あ
る
。
供
え
る
の
に
右
手
で
し 

ょ
ぅ
と
思
っ
た
ら
、
左
手
を
さ
っ
と
出
し
、
山
の
神
様
が
ド
ギ
マ
ギ
し
て
い
る
す
き 

に
右
手
で
供
え
る
も
の
だ
と
い
ぅ
。(

第
一
区
島
山)

㈣

屋

敷

内

の

神

屋
敷
内
の
神 

こ
れ
は
家
に
ょ
っ
て
ち
が
、っ
。
水
沼
の
下
田
利
重
家
で
は
、
井
戸 

神
、
屋
敷
稲
荷
、
土
蔵
の
神
様
、
外
便
所
の
便
所
神
様
を
ま
つ
っ
て
い
る
。
同
家
に

は
、
稲
荷
様
の
と
こ
ろ
に
、
石
宮
と
ワ
ラ
宮
と
あ
る
が
石
宮
は
屋
敷
神
、
ワ
ラ
宮(

ホ 

ク
ラ)

は
先
祖
様
を
ま
つ
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
〇'

稲
荷
様
と
な
ら
ん
で
、
八
幡
様
と
か
、
不
動
様
、
あ
る
い
は
オ
ン
リ
ョ
ウ
サ
マ
な 

ど
を
ま
つ
っ
て
い
る
家
も
あ
る
。

な
お
、
つ
ぼ
や
ま
に
は
と
く
に
神
様
を
ま
つ
っ
て
い
る
と
は
い
っ
て
い
な
い
が
、
 

屋
敷
ま
つ
リ
の
と
き
に
オ
ン
ベ
ロ
を
こ
し
ら
え
て
、
一
緒
に
し
ん
ぜ
て
い
る
。(

水
沼) 

屋
敷
神 

石
上
の
追
川
博
氏
方
の
屋
敷
神
の
配
置
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。(

写
真 

参
照)

1

、
「
御
先
祖
様
」
と
言
っ
て
い
る
石
碑
。
銘

に

「若
宮
八
幡
」
「慶
応
二
丙
寅
年
十 

一
月
吉
日
」
「追
川
庄
蔵
」
等
と
あ
リ
。
子
供
が
次
々
と
死
ん
で
育
た
な
い
の
で
建
立 

し
た
と
い
ぅ
家
伝
が
あ
る
。2
 - 3

は
自
然
石
。4

、
薦
呂
。5

、
石
宮
。6

、
 

 □
7

、
銘
に
「梵
字
、
先
祖
万
霊
等
、
寛
保
四
子
年
三
月
吉
祥
日
、
施
主
庄
左
衛
門
」
 

と
あ
る
。8

、
五
輪
塔
不
完
全
品
。9

、
天
神
宮
。
こ
の
屋
敷
神
の
祭
日
は
十
二
月

十二講宿(川浦西ケ渕) 

(阪本英一撮影)

追川博氏方屋敷神1区
(都丸十九一撮影)
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十
五
日
。(

一
区)

下
郷
追
川
博
氏
屋
敷
神 

屋
敷
の
西
北
の
地
に
屋
敷
稲
荷
の
ほ
か
に
自
然
石
と
と

も
に
高
さ
八
八
セ
ン
チ
の
石
塔
の
よ
う
な
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

保
四
子
年
施
主

ア 

先
祖
万
旲
等

三
月
吉
祥
日
庄
左
衛
門

こ
こ
で
は
オ
シ
リ
ョ
ウ
様
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
万
霊
供
養
塔
の
よ
う
な
も
の 

で
あ
る
が
、
先
祖
の
供
養
を
屋
敷
神
と
な
ら
べ
て
建
立
し
て
い
る
。(

下
郷)

屋
敷
祭
り 

屋
敷
稲
荷
を
祭
る
。
普
通
は
十
二
月
十
五
日
に
一
回
赤
飯
と
お
か
し 

ら
を
供
え
て
祭
る
か
、
三
回
祭
る
寒
も
あ
る
。
十
二
月
一
日
、
十
五
日
、
二
十
八
日 

の
で
供
え
る
も
の
は
一
回
の
家
と
同
じ
で
あ
る
。(

二
区)屋

敷
稲
荷
の
ま
つ
り
は
、

一
 

回
の
家
、
二
回
の
家
、
三
回
の 

家

と

つ

の

か

た

ち

が

あ

る 

が
、

一
回
の
場
合
が
多
い
。

こ 

の
と
き
お
し
め
を
は
り
か
え 

る
。一

回
の
場
合
に
旧
十
一
月

一  

日
。

こ
の
日
は
神
様
が
出
雲
か 

ら
帰
っ
て
く
る
日
で
あ
る
と
い 

ぅ
〇二

回•

三
回
の
場
合
に
は
、
 

一
日
の
ほ
か
は
、
あ
と
は
い
い 

日
を
み
て
や
る
が
、
十
五
日
を
、
 

伏
見
の
稲
荷
様
か
ら
位
を
も
ら 

っ
て
来
た
日
と
し
て
や
っ
て
い

る
家
も
あ
る
。
三
回
の
場
合
に
は
、

一
日
の
ほ
か
は
い
い
日
を
え
ら
ん
で
や
る
が
、
 

冬
至
前
に
は
す
ま
せ
ろ
と
い
う
。

屋
敷
ま
つ
り
の
と
き
に
供
え
る-
く)
の
は
、
赤

飯•

豆

腐•

か
し
ら
つ
き(

い
わ
し) 

二

匹(

一
対)

。
豆
腐
は
す
み
を
き
っ
て
あ
げ
る
。
な
お
、
稲
荷
様
の
ほ
か
に
八
幡
様 

と
オ
シ
り
ヨ
ウ
サ
マ
を
ま
つ
っ
て
い
る
家
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
三
社
と
も 

同
じ
も
の
を
あ
げ
る
家
も
あ
る
し
、
八
幡
様
に
は
稲
荷
様
と
同
じ
も
の
を
あ
げ
る
が
、
 

オ
シ
り
ヨ
ウ
サ
マ
に
は
赤
飯
だ
け
あ
げ
る
家
も
あ
る
。

初
午
の
と
き
に
も
、
屋
敷
稲
荷
を
ま
つ
る
。
ま
ゆ
だ
ま
を
つ
く
っ
て
あ
げ
る
が
、
 

オ
シ
り
ヨ
ウ
サ
マ
に
は
な
に
も
あ
げ
な
い
。(

水
沼)

石
宮
の
な
い
場
合
は
、
仮
の
ウ
ラ
製
で
十
二
月
十
五
日
即
ち
祭
日
の
昼
間
に
造
る 

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

祭
り
は
こ
の
日
の
夜
。
供
物
は
コ
ウ
メ
シ
、
カ
シ
ラ
ツ
キ
ニ 

匹
、
豆
腐
を
四
角
に
切
っ
た
の
を
二
切
を
そ
れ
ぞ
れ
紙
に
の
せ
て
進
ぜ
、
そ
れ
ら
を 

少
し
残
し
て
も
っ
て
き
て
オ
ミ
ゴ
ク
と
す
る
。

オ
ン
ベ
ロ
は
、
篠
を
切
っ
て
先
を
二 

つ
に
割
り
、
そ
れ
に
さ
し
は
さ
み
、
こ
れ
を
二
本
づ
つ
お
宮
、
そ
の
わ
き
の
十
二
様 

な
ど
に
供
え
る
。
隣
に
あ
る
里
芋
の
形
を
し
た
石
は
、
川
浦
の
方
で
オ
シ
ラ(

オ
シ 

ロ) 

様
と
い
う
。

こ
の
地
区
で
は
い
わ
な
い
。(

下
道)

な
お
屋
敷
稲
荷
は
大
概
の
家
に
あ
る
が
、
オ
シ
ロ
様
は
特
別
な
家
に
あ
る
も
の
だ
、
 

と
い
う
人
と
、
こ
の
村
に
は
な
い
、

み
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
人
が
多
い
。(

下
道) 

屋
敷
神
は
屋
敷
裏
の
石
宮
又
は
藁
ぶ
き
の
お
仮
屋
。

十
二
月
十
五
日
、
赤
飯
と
ィ
ワ
シ
を
進
ぜ
る
。
本
丸
で
は
オ
ン
ベ
ロ
を
作
り
、
ィ 

ナ
リ
様
、
氏

神
(

元
神
様)

に
進
ぜ
る
。(

下
村)

屋
敷
稲
荷
は
寒
の
中
を
見
え
る
位
置
に
つ
く
る
と
繁
栄
す
る
が
、
反
対
の
向
き
で 

あ
っ
た
り
す
る
と
不
吉
た
と
い
う
。

屋
敷
ま
つ
り
は
川
浦
は
、
ほ
と
ん
ど
十
二
月
十
五
日
に
す
る
。
霜
月
十
五
日
と
い 

う
の
が
き
ま
り
で
、
旧
暦
で
や
る
と
翌
年
の
正
月
に
な
っ
て
し
ま
い
、
餅
を
つ
い
て 

ご
ち
そ
う
を
食
っ
て
い
る
時
に
、
屋
敷
ま
つ
り
の
お
こ
わ
を
ふ
か
す
の
も
変
な
こ
と 

だ
か
ら
と
い
う
の
で
十
二
月
十
五
日
に
す
る
こ
と
に
き
め
た
と
い
う
。(

川
浦)

矢
陸
で
は
、
屋
敷
ま
つ
り
は
十
二
月
十
七
日
に
す
る
。

い
つ
の
頃
か
、
十
二
月
十

屋敷稲荷と姫金神(三之倉)

(都丸十九一撮影)



オシロウサマ(島山)

(都丸十九一撮景多)

オシロサマ(相吉)

(都丸十九一撮影)

若宮八幡(島山)

(都丸十九一撮影)

五
日
の
祭
り
の
日
に
大
火
事
を
お
こ
し
て
お
祭
り
が
で
き 

な
い
年
が
あ
り
そ
れ
以
後
は
二
日
お
く
れ
の
十
七
日
に
や 

る
こ
と
に
な
っ
た
。(

川

浦•

矢
陸)

屋
敷
稲
荷
の
ま
つ
り
は
十
二
月
十
五
日
に
す
る
。
稲
荷

さ
ま
に
お
供
え
し
た
ら
後
を
ふ
り
返
っ
て
は
い
け
な
い
。(

川
浦)

屋
敷
祭
り
は
十
一
月
一
日
、
十
五
日
、
二
十
五
日
の
三
回
祭
っ
た
。
現
在
は
細
貝 

戸
に
四
軒
だ
け
三
回
祭
る
家
が
あ
る
。

一
日
は
赤
飯
、
十
五
日
、
二
十
五
日
は
小
豆 

め
し
で
祝
っ
。
大
部
分
の
家
は
十
五
日
に
お
ま
つ
り
を
す
る
だ
け
と
な
っ
た
。(

七
区) 

屋
敷
稲
荷
を
祭
る
家
は
八
軒
あ
る
が
、
お
仮
屋
を
作
る
も
の
は
な
い
。
神
様
祭
る 

よ
り
鰐
口
祭
る
方
が
い
そ
が
し
い
。(

相
満)

オ
カ
リ
ヤ 

屋
敷
ま
つ
り
に
は
、
石
宮
の
隣
り
に
小
さ
な
お
か
り
や
を
つ
く
る
。
 

粗
相
の
も
の
で
よ
く
、
ふ
だ
ん
の
く
ら
し
の
中
で
も
、
粗
末
な
家
の
こ
と
を
「
オ
カ 

り
ヤ
の
よ
う
だ
」
と
い
い
、
「
オ
カ
り
ヤ
こ
せ
え
た
」
と
い
う
時
は
、
小
さ
い
ワ
ラ
の 

小
屋
の
こ
と
を
い
う
。(

川
浦)

若
宮
八
幡
諏
訪
神
社
境
内
に
あ
る
石
碑
。
「
若
宮
八
幡
明
治
丁
歳
三
月
吉
辰
」 

と
刻
し
て
あ
る
。
上
野
直
一
氏
が
建
て
た
も
の
で
、
子
育
て
の
神
と
い
う
。(

一
区) 

オ
シ
ロ
ゥ
サ
マ 

野

石
(

自
然
石)

を
拾
っ
て
来
て
、
屋
敷
神
の
近
く
に
置
き
、
 

四
月
に
シ
メ
を
は
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

祭
る
家
と
祭
ら
な
い
家
が
あ
り
、
最
近 

の
家
に
は
全
然
な
い
。
上
野
松
五
郎
氏
は
「
御
氏
霊
」
だ
と
い
う
。(

一
区
島
山)

相
吉
に
は
オ
シ
ロ
サ
マ
は
ひ
と
つ
あ
る
。
石
宮
で
、
飯
島
マ
ケ
の
も
の
で
あ
る
と 

い
う
。
昔
、
坊
さ
ん
が
こ
の
土
地
に
来
た
が
、
村
の
人
と
お
も
し
ろ
く
な
い
こ
と
が 

あ
っ
た
。
村
人
が
そ
の
坊
さ
ん
を
殺
し
て
埋
め
た
と
こ
ろ
と
い
う
。(

一
区)

お
死
霊
様
は
相
吉
の
飯
島
久
活
郎
氏
持
地
の
一
角
に
あ
る
。
昔
は
道
路
端
に
あ
っ 

た
と
い
う
。
今
は
杉
の
大
き
な
枯
れ
た
あ
と
に
石
宮
と
な
っ
て
い
る
。

オ
シ
ロ
ウ
サ 

マ
と
呼
び
、
正
月
に
は
お
餅
も
供
え
た
。
そ
の
由
来
は
、
昔
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
尋 

ね
て
き
た
坊
さ
ん
が
あ
り
、
部
落
の
人
と
面
白
く
な
く
、
人
々
が
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
 

そ
の
霊
を
慰
め
こ
こ
に
葬
っ
た
と
い
う
。(

相
吉)

オ
ン
リ
ョ
ウ
サ
マ
は
む
ら
の
な
か
で
も
古
い
家
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
屋
敷
の
裏 

に
、
ィ
ナ
リ
サ
マ
と
な
ら
ん
で
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
家
に
ょ
っ
て
形
は
ち
が
う
が
、
 

自
然
石
の
場
合
も
あ
る
し
卵
塔
が
た
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
は
屋
敷
を
守
る
先
祖
様
と
い
わ
れ
、
ィ
ナ
リ
サ
マ
と
は
き
っ
て 

も
き
れ
な
い
仲
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
お
ま
つ
り
も
、
屋
敷
祭
り
の
と
き
に
一
諸



中沢イッケの屋敷神 中央後の竹にシメ網をした 

下にオシリョウ様の石を祭る(陳田)

(関口正己撮影)

オシロウ様(高さ50cm) 元文五庚申歳七月吉日 

シメ網で図ってある。(亀沢)

(関口正己撮影)

オシリョウさま——寛政H年 

(川浦西ケ渕)

(阪本英一撮影)

に
ま
つ
っ
て
い
る
。
供
え
も
の
は
、
ィ
ナ
リ
サ
マ
と
同
じ
家
も
あ
る
し
、
赤
飯
し
か 

あ
げ
な
い
家
も
あ
る
。

夜
泣
き
を
す
る
子
ど
も
が
あ
る
と
、
オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
に
お
願
を
か
け
る
。
歌
よ 

み
を
し
て
、
な
お
っ
た
ら
そ
こ
へ
水
を
あ
げ
る
と
い
う
お
ま
じ
な
い
を
す
る
。
歌
は 

つ
ぎ
の
と
お
り
。

「
猿
沢
の
、
池
の
ほ
と
り
に
泣
く
き
つ
ね
、
お
の
れ
泣
け
ど
も
、
わ
が
子
泣
か
す 

な
」

コ
ン
コ
ン
と
い
う
。

こ
れ
を
半
紙
に
書
い
て
、
子
ど
も
の
ね
ど
こ
の
下
に
は
さ
ん
で
お
い
た
。
夜
泣
き 

が
と
ま
っ
た
ら
、
オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
に
水
を
あ
げ
る
と
い
う
。

本
家
に
オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
が
ま
つ
ら
れ
て
い
て
も
、
新
し
く
分
家
し
た
場
合
に
は
、
 

オ
シ
リ
ョ
ウ
サ
マ
は
ま
つ
ら
れ
て
い
な
い
。

む
か
し
、
生
き
リ
よ
う
が
た
た
る
と
か
、
死
リ
よ
う
が
た
た
る
と
い
っ
て
、
そ
の 

場
合
に
は
、
先
祖
様
を
お
が
め
と
い
っ
た
。(

水
沼
合
間)

オ
シ
ロ
サ
マ
は
お
稲
荷
さ
ま
よ
り
ご
先
祖
様(

古
く
か
ら 

ま
つ
ら
れ
て
い
る
と
い
ぅ
こ
と)

だ
と
か
、
ほ
ん
も
の
だ 

と
い
ぅ
の
で
、
稲
荷
ま
つ
り
の
と
き
に
赤
飯
を
あ
げ
る
の
だ 

と
い
、っ
。(

水
沼
下
水
沼)

オ
シ
ロ
ー
様
は
そ
の
形
か
ら
一
名
ィ
モ
ガ
ミ
様
と
も
い

う
。
屋
敷
内
に
は
石
宮
の
屋
敷
稲
荷
を
祀
る
。

石
宮
の
な
い
家
で
は
藁
の
お
仮
屋
を 

造
っ
て
い
る
が
、
そ
の
隣
に
並
べ
て
石
製
の
オ
シ
ロ
ー
様
を
祀
っ
て
い
る
。
十
二
月 

十
五
日
、
赤
飯
、
鰯
、
豆
腐
を
す
っ
て
ま
る
め
、
お
供
え
に
し
て
進
ぜ
る
。
最
近
の 

分
家
に
は
、
、お
稲
荷
様
の
み
あ
っ
て
、
オ
シ
ロ
ー
様
は
祀
っ
て
い
な
い
。
塚
越
家
の 

新

宅
の
場
合(

今
は
屋
敷
が
な
い
が)

石
宮
の
屋
敷
稲
荷
は
、
の
東
に
南
向
き 

に
あ
り
、
こ
れ
に
は
左
右
に
「
文
政
二
卯
年
正
月
吉
日
、
願
主
」
裏

面

に

「
川
浦
下 

組
•

塚
越
新
左
衛
門
」

の
銘
が
み
ら
れ
る
。

な
お
、
昭
和
二
十
七
年
に
九
十
六
才
で
死
ん
だ
母
親
か
ら
「
死
ん
で
三
十
三
年
た 

つ
と
神
様
に
な
る
か
、
こ
の
と
き
ト
ム
ラ
ィ
ア
ゲ
を
す
る
。

こ
れ
を
オ
シ
ロ 
ー
様
と 

い
う
」
と
聞
い
て
い
る
と
い
う
。(

下
村)

オ
シ
ロ
サ
マ
は
屋
敷
稲
荷
の
脇
に
祭
ら
れ
て
い
る
丸
い
石
を
い
う
。

ハ
ヤ
リ
ヤ
マ 

ィ
を
治
す
神
で
あ
る
と
い
、っ
。
十
二
月
十
五
日
の
屋
敷
祭
り
に
お
赤
飯
は
あ
げ
る
が
、
 

稲
荷
様
と
違
っ
て
、
オ
ト
ウ
フ
と
オ
カ
シ
ラ
ッ
キ
は
あ
げ
な
い
。(

六
区)



原
田
多
三
郎
氏
方
の
オ
シ
リ 

ョ
ウ
サ
マ
は
、
屋
敷
か
ら
は
田 

ん
ぼ
を
へ
だ
て
た
東
の
畑
の
北 

側
に
ぁ
る
も
の
で
古
冋
さ
三
十 

七

cm
、
最

大

径

約

二

十

五

cm 

の
も
の
で
、
年
号
が
ぁ
り
「
寛 

政
十
一
年
八
月
吉
日
」
と
記
さ 

れ
て
い
る
。

屋
敷
ま
つ
り
の
と
き
に
お
ま 

つ
り
を
す
る
も
の
で
お
こ
わ
な 

ど
を
進
ぜ
た
と
き
は
後
を
ふ
り 

向
い
て
は
い
け
な
い
と
き
つ
く 

い
わ
れ
て
い
る
。

ふ
り
む
く
と 

さ
げ
て
く
れ
な
い
と
い
ぅ
。
 

(

川
浦)

オ
シ
リ
ヨ
ウ
さ
ま
の
た
た
り 

西
ヶ
渕
原
田
多
三
郎
氏
方
の
オ
シ
リ
ヨ
ウ
さ
ま
に
、
 

近
所
の
婦
人
が
每
朝
お
茶
を
供
え
に
行
く
ょ
ぅ
に
な
っ
た
の
で
、
わ
け
を
聞
い
た
と 

こ
ろ
「
体
の
ぐ
あ
い
が
悪
く
な
っ
た
の
で
易
に
見
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
が
、
オ
シ
リ
ヨ 

ウ
サ
マ
が
た
た
っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
た
の
で
お
茶
を
進
ぜ
に
来
た
の
だ
と
い
ぅ
話 

だ
っ
た
。
し
ば
ら
く
の
間
進
ぜ
て
い
た
。
そ
の
婦
人
の
病
気
は
シ
ラ
チ
だ
っ
た
。(

川 

浦)
屋
敷
稲
荷
の
脇
に
並
べ
て
オ
シ
ロ
ウ
様
を
ま
つ
る
。
覚
え
て
か
ら
作
っ
た
も
の
は 

な
い
か
ら
明
治
時
代
以
前
の
も
の
。
頭
の
丸
い
も
の
、
尖
っ
た
も
の
、
平
べ
っ
た
い 

も
の
な
ど
が
あ
る
。
坂
上
村
に
も
あ
る
。
吾
妻
町
大
沢
高
橋
哲
次
家
に
も
あ
る
。

家
を
守
っ
て
く
れ
る
神
で
、
蛇
だ
と
か
毛
虫
だ
と
か
の
虫
の
仲
間
が
死
ん
だ
の
を 

祭
る
神
だ
と
い
、っ
。
祭
る
訳
は
聞
か
な
か
っ
た
。

カ
ゼ
で
も
ひ
く
と
、
お
茶
を
持
っ
て
一
週
間
も
拝
む
と
治
る
の
で
、
子
供
の
こ
ろ 

ょ
く
や
っ
た
。(

陣
田)

オ
シ
ロ
ー
サ
マ
は
芋
型
の
石
で
、
屋
敷
を
守
る
。
十
ー 

ー
月
十
五
日
お
仮
屋
を
藁
で 

立
て
祭
る
。
大
概
の
家
に
あ
る
。(

長
井)

細
尾
の
あ
る
人
が
山
へ
カ
ヤ
刈
り
に
行
っ
て
け
が
を
し
た
。

お
が
む
人
に
見
て
も 

ら
っ
た
と
こ
ろ
が
、
屋
敷
に
ま
つ
っ
て
い
た
オ
シ
ロ
さ
ま
を
ま
つ
ら
な
く
な
っ
た
た 

め
だ
と
い
わ
れ
た
。
そ
の
家
で
は
、
火
事
に
あ
っ
て
、
オ
シ
ロ
さ
ま
が
や
け
て
い
な 

く
な
っ
た
た
め
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
家
は
、
細
尾
で
一
番
古
い
家
だ
と
い
う
。
 

(

川
浦
字
矢
陸)

お
が
む
人
が
死
霊
の
た
た
り
だ
と
い
っ
た
病
人
が
で
た
と
き
な
ど
に
、
そ
れ
は
、
 

オ
シ
り
ヨ
ウ
さ
ま
の
た
た
り
だ
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
と
き
に
は
、
オ
シ 

り
ヨ
ウ
さ
ま
に
お
茶
を
あ
げ
ろ
と
い
わ
れ
た
と
い
う
。

む
か
し
、

い
い
う
ち
で
オ
シ
り
ヨ
ウ
さ
ま
を
こ
し
ら
え
た
の
だ
と
い
う
。
新
し
く 

分
れ
た
う
ち
で
は
、
オ
シ
り
ヨ
ウ
さ
ま
を
ま
つ
っ
て
い
な
い
。

お
ま
つ
り
は
、
十
二 

月
十
五
日
の
屋
敷
ま
つ
り
の
と
き
。(

川
浦
字
桑
字
本)

川
浦
の
矢
陸
は
現
在
二
十
軒
。
こ
の
う
ち
オ
シ
り
ヨ
ウ
さ
ま
を
ま
つ
っ
て
い
る
の 

は
四
軒
だ
け
、
々
れ
ぞ
れ
の
一
家
の
本
家
筋
の
家
の
こ
こ
で
は
、
こ
の
む
ら
へ
一
番 

先
に
入
っ
た
家
の
先
祖
を
ま
つ
っ
た
の
が
オ
シ
り
ヨ
ウ
さ
ま
だ
と
い
っ
て
い
る
。

才 

シ
り
ヨ
ウ
さ
ま
を
ま
つ
っ
て
い
る
の
は
つ
ぎ
の
家
で
、
ま
つ
り
は
、
十
二
月
十
七
日 

の
屋
敷
ま
つ
り
の
日
。

伊
井
栄
太
郎
家•

伊
井
七
郎
家•

原
田
敬
次
家•

松
井
晃
家
。

な
お
、
こ
こ
で
は
、
む
か
し
、
十
二
月
十
五
日
同
晩
に
火
事
が
あ
っ
て
屋
敷
ま
つ 

り
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
以
後
、
十
七
日
に
屋
敷
ま
つ
り
を
や
る
ょ 

う
に
な
っ
た
と
い
う
。(

川
浦
字
矢
陸)

㈤

屋

内

の

神

荒
神
様
正
月
の
お
か
ざ
り
、
春
祈
禱
の
と
き
の
き
り
は
ぎ
を
あ
げ
る
く
ら
い
で
、
 

と
く
べ
つ
の
お
ま
つ
り
の
日
は
な
い
。
た
だ
、
ふ
だ
ん
、
荒
神
様
を
お
こ
ら
せ
る
と 

け
が
を
す
る
と
か
、
荒
神
様
の
た
た
り
は
ひ
ど
い
と
い
っ
て
い
る
。(

水
沼)

荒
神
様
は
身
上(

財
産)

を
守
る
神
様
で
、
ミ
ソ
を
焼
く
と
荒
神
様
が
い
や
が
る
。

オシローサマと鬼子母神(長井)

(上野 勇撮影)



「
ぜ
い
た
く
す
る
と
荒
神
様
に
お
こ
ら
れ
る
」
と
い
う
。

ミ
ソ
を
焼
く
と
香
ば
し
く 

て
う
ま
い
の
で
、
ぜ
い
た
く
だ
つ
た
の
で
あ
る
。(

陣
田)

釜
神
様
お
正
月
の
お
か
ざ
り
と
、
春
祈
禱
の
と
き
の
き
り
は
ぎ
を
か
ざ
る
程
度 

で
、
特
別
の
お
ま
つ
り
は
し
て
い
な
い
。(

水
沼)

釜
神
様
に
は
、
稲
刈
り
の
と
き
に
、
刈
り
あ
げ
た
い
い
稲
を
一
株
と
つ
て
来
て
、
 

カ
マ
神
様
に
し
ん
ぜ
る
家
も
あ
る
。(

川
浦)

う
ま
や
が
み
さ
ま 

台
所
の
う
ま
や
の
と
こ
ろ
に
ま
つ
つ
て
あ
る
が
、
現
在
で
は 

お
正
月
と
か
春
祈
禱
の
と
き
に
お
か
ざ
り
を
す
る
以
外
は
、
と
く
に
ま
つ
る
よ
う
な 

こ
と
は
し
て
い
な
い
。(

水
沼)

天®

 

縁
側
の
中
央
の
と
こ
ろ
に
柱
。
春
祈
禱
の
と
き
に
は
、
こ
こ
に
も
き
り 

は
ぎ
を
か
ざ
る
。

ま
た
、
七
夕
、
十
五
夜
、
十
三
夜
の
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
と
き
に
お
そ
な
え 

す
る
も
の
と
同
じ
も
の
を
、
天
道
柱
の
と
こ
ろ
に
一
つ
し
ん
ぜ
る
。
天
道
様
の
お
か 

げ
で
、
百
姓
仕
事
を
や
つ
て
い
け
る
と
い
う
気
持
で
お
そ
な
え
を
す
る
も
の
と
い 

う
。(

水
沼)

水
神 

水
神
様
の
丸
い
石
を
拾
つ
て
来
て
、
神
棚
の
お
札
の
台
に
す
る
。(

陣
田)

㈥

諸 

祈 

願

七
社
ま
い
り
の
鳥
居 

北
野
神
社
の
鳥
居
の
中
央
の
表
裏
に
三
つ
ず
つ
鳥
居
が
刻

ま
れ
て
あ
り
、
本
体
と
合
わ
せ
て
七
つ
の
鳥
居
を
表
わ
し
て
い
る
。

銘
が
次
の
よ
う
に
あ
る
。

于
時
明
治
二
十
六
年
稔
仲
夏
吉
辰

碓
永
郡
烏
渕
村
大
字
川
浦
村

施

主

年

八

拾

八

令 

原
田
幸
吉

年
八
拾
九
才 

婦

エ

ィ

発
起
人
年
六
拾
参 

婦

ヤ

ヲ

五
斎
重
嗣
書(

花
押) 

(

岩
永)

豊
蚕
祈
願 

東
横
野
の
サ
ギ
の
宮
に
豊
蚕
祈
願
に
行
く
。

こ
の
神
社
は
蛇
神
で
、

養
蚕
の
時
ネ
ズ
ミ
が
蚕
を
食
ぅ
の
を
防
い
で
く
れ
る
と
い
っ
て
お
札
を
受
け
て
き 

た
。
サ
ギ
の
宮
に
は
へ
ビ
が
た
く
さ
ん
い
る
が
、
養
蚕
を
守
る
と
い
っ
て
、
誰
も
か 

ま
わ
な
か
っ
た
か
ら
、

へ
ビ
が
緣
の
上
に
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
再
三
あ
っ
た
。

ま
た
白
い 

ハ 

ビ
も
見
た
こ
と
が 

あ
る
。
お
札
を
買
ぅ
と
養
蚕
守 

護
の
た
め
に
へ
ビ
が
つ
い
て
来 

る
。

つ
い
て
来
た
か
ど
ぅ
か
は 

川
を
渡
る
時
、
川
原
の
石
を
見 

れ
ば
わ
か
る
。

石
に
水
が
つ
い 

て
い
れ
ば
へ
ビ
が
来
た
の
で
あ 

る
〇 
(

第
一
区)

小
正
月
の
マ
ィ
ダ
マ
を
作
る 

時
、
も
ち
で
細
長
い
も
の
を
作 

つ
て
ボ
ク
に
さ
し
て
わ
た
し
た 

も
の
を
サ
ギ
ノ
ミ
ヤ
サ
マ
と
い 

、っ
。

へ
ビ
を
表
わ
す
も
の
を
い 

い
、
ネ
ズ
ミ
除
け
で
あ
る
。

(

川
浦)

雨

乞

ひ
 

で
り
が
続
く 

と
、
村
中
み 

ん
な
で
榛
名 

山
へ
行
く
こ 

と
が
あ
っ
た 

か
、
水
を
も 

ら
つ
て
く
る 

こ
と
も
な
く 

遊
び
に
行
っ

七社まいりの鳥居北野神社(岩氷)

(丑木幸男撮影)

七社まいりの鳥居

表裏に三つずつ鳥居を刻み、本 

体と合わせて七つの鳥居を表わ 

している。(岩氷北野神社境内) 

(丑木幸男撮景多)



た
く
ら
い
の
こ
と
で
、
「
榛
名
山
で
シ
ン
ト
サ
ン
が
拝
ん
で
柄
杓
で
水
を
か
け
る
」
と 

い
う
話
を
聞
い
た
程
度
と
い
う
。

実
際
に
村
の
中
で
雨
乞
い
を
し
た
こ
と
は
な
い
。(

川
浦)

天
気
ま
つ
り 

と
り
入
れ
ど
き
な
ど
に
雨
天
が
長
く
続
い
た
と
き
に
は
、
雨
が
早 

く
や
む
ょ
う
に
と
、
村
の
人
た
ち
が
天
狗
様
の
と
こ
ろ
に
あ
つ
ま
っ
て
、
天
気
ま
つ 

り
を
や
っ
た
。(

水
沼
中
尾)

日
参
戦
争
中
は
榛
名
神
社
に
日
参
し
た
。
武
運
長
久
を
祈
っ
て
。

一
年
半
ぐ
ら 

い
は
続
い
た
ろ
う
。

こ
ん
な
に
日
参
し
た
の
に
戦
争
に
負
け
た
と
い
っ
て
、
そ
れ
か 

ら
榛
名
様
に
お
詣
り
す
る
度
数
は
減
っ
た
。

戦
争
中
は
上
野
十
二
社(

県
社)

参
り
も
し
た
し
、
千
人
針
も
区
全
体
と
し
て
つ 

く
っ
て
送
っ
た
。(

一
区)

願
か
け 

榛
名
山
の
ビ
ン
グ
シ
稲
荷
に
は
、
金
を
借
り
て
き
て
倍
に
し
て
な
し
た
。
 

迦
葉
山
に
行
っ
て
お
天
狗
様
を
借
り
て
来
た
。(

一
区)

小 

祠 

類

天
狗
様 

中
尾
の
天
狗
様
は
十
日
夜
の
と
き
に
お
ま
つ
り
を
し
て
い
る
。

旧
十
月
九
日
の
晚
に
も
ち
を
つ
く
。
も
ち
を
さ
い
切
っ
た
も
の
百
八
コ
を
重
箱
に 

入
れ
て
、
十
日
の
朝
早
く
天
狗
様
へ
お
ま
い
り
に
行
っ
て
投
げ
る
。
天
狗
様
の
お
宮 

の
う
ら
か
ら
、
屋
敷
ご
し
に
そ
の
も
ち
を
投
げ
る
。
投
げ
る
時
に
「
大
天
狗
様
に
あ 

げ

ま

す(

し
ん
ぜ
ま
す)

。
小
天
狗
に
あ
げ
ま
す
。
」
と
声
を
か
け
な
が
ら
投
げ
た
。
 

こ
れ
を
、
子
供
た
ち
が
ひ
ろ
っ
て
、
う
ち
へ
も
ち
か
え
っ
て
、
お
み
ご
く
と
し
て
食 

べ
た
。
ま
た
、
も
ち
は
、
境
内
の
ほ
か
の
神
様
に
は
、
き
り
も
ち
を
二
こ
ず
つ
あ
げ 

て/
\

る
〇

天
狗
様
に
は
、
き
り
も
ち
の
ほ
か
に
、
長
さ
二
、
三
尺
、
巾
一
寸
ぐ
ら
い
の
も
ち 

(

サ
ワ
モ
チ
と
い
う)

を
二
枚
重
ね
て
持
っ
て
行
っ
て
し
ん
ぜ
る
。
天
狗
様
の
お
宮 

の
屋
根
に
か
け
る
。
そ
れ
を
さ
げ
て
、
う
ち
へ
も
ち
か
え
っ
て
、
お
み
ご
く
と
し
て 

食
べ
た
。

な
お
、
で

き

ご

と(

死
者
の
出
た
場
合)

が
あ
っ
た
家(

ー
マ
ケ)

で
、
四
十
九

日
た
た
な
い
場
合
に
は
、

エ
ン
ニ
ン
と
い
つ
て
こ
の
と
き
は
天
狗
様
へ
は
お
ま
つ
り 

し
な
い
。(

水
沼
中
尾)

中
郷
の
場
合
に
は
、
旧
十
月
九
日
の
晚
に
も
ち
を
サ
ィ
ノ
メ
に
切
つ
た
の
を
重
箱 

に
入
れ
て
、
天
狗
様
に
あ
げ
て
く
る
。
も
ち
の
数
は
特
に
き
ま
つ
て
い
な
い
。
昔
は 

つ
と
つ
こ
に
入
れ
て
も
つ
て
行
つ
て
あ
げ
た
と
い
ぅ
。
神
社
の
境
内
に
あ
る
諏
訪 

様
、
稲
荷
様
、
秋
葉
様
な
ど
に
も
お
ま
つ
り
し
て
、
も
ち
を
二
、
三
コ
あ
げ
て
く
る
。
 

ま
た
、
天
狗
の
サ
ワ
モ
チ
を
二
枚
も
つ
て
行
つ
て
あ
げ
て
、
ま
た
、
さ
げ
て
家
へ
も 

ち
か
え
る
。(

水
沼
中
郷)

下
水
沼
の
場
合
に
は
、
も
ち
の
ほ
か
に
赤
飯
を
重
箱
に
つ
め
て
も
つ
て
い
く
。(

水

沼
下
水
沢)

天
狗
は
十
二
月
八
日
に
お
祭
す
る
が
、
お
天
狗
様
で
は
不
思
議
の
こ
と
が
あ
る
。
 

泊
つ
て
い
る
と
夜
中
に
「
フ
ワ
フ
ウ
フ
ワ
、
ド
シ
ー
ン
」
と
で
か
い
音
が
し
た
。
峯 

の
お
天
狗
様
が
音
を
た
て
る
。(

陳
場)

産
泰
様 

中
尾
に
あ
る
お
産
の
神
様
、
祭
日
は
、
淡
島
様
と
同
じ
で
四
月
十
日
。
 

他
村
か
ら
も
お
ま
つ
り
に
く
る
。
安
産
の
祈
願
を
し
て
、
安
産
で,
あ
つ
た
ら
お
札
と 

し
て
旗
を
も
つ
て
い
つ
て
納
め
る
。(

水
沼)

産
泰
様
は
オ
ブ
ス
ナ
様(

椿
名
神
社)

の
境
内
に
あ
る
石
宮
で
、
三
月
二
十
八
日 

に
お
参
り
に
い
く
。

花

輪•

鉄

火•

高
座
で
祭
る
八
幡
様
の
境
内
に
も
石
宮
の
産
泰
様
が
あ
る
。

こ
こ 

に
は
講
が
あ
り
、
二
月
に
話
し
合
い
で
日
を
決
め
て
や
つ
て
い
る
。
女
衆
が
全
員
お 

参
り
す
る
。
そ
の
際
、
繩
を
な
つ
て
持
つ
て
い
き
、
シ
メ
を
張
つ
て
、
オ
ミ
キ
ス
ズ 

を
供
え
る
。

オ
ミ
キ
ス
ズ
は
、
切
り
口
を
斜
め
に
し
た
竹
二
本
を
半
紙
で
つ
つ
み
、
 

水
引
き
で
結
わ
え
た
も
の
で
、
中
に
酒
を
入
れ
て
供
え
る
。
そ
の
後
は
宿
に
集
ま
つ 

て
ス
シ
や
ゴ
モ
ク
メ
シ
を
作
つ
て
食
べ
る
。
米
は
持
ち
寄
り
で
、
宿
は
輪
番
制
で
あ 

る
。(

第
六
区)

産
の
神
と
し
て
は
矢
陸
に
産
泰
様
が
あ
り
、
安
産
祈
願
に
行
つ
た
。
高
崎
に
は
「
才 

ボ
ロ
ウ
サ
マ
」
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
人
形
を
借
り
て
き
て
、
だ
き
ね
す
れ
ば
、
子
供 

が
出
来
る
。
又
、
安
産
に
な
る
と
さ
れ
、
返
す
と
き
は
二
体
に
し
て
返
し
た
。



十
二
様
は
十
二
人
の
子
を
産
ん
だ
が
、
み
ん
な
軽
か
っ
た
し
、
丈
夫
に
育
っ
た
と 

い
わ
れ
て
お
り
、
炭
焼
の
女
性
は
、
み
な
軽
か
っ
た
の
で
十
二
様
を
信
仰
す
れ
ば
ょ 

い
と
聞
い
て
い
る
。

便
所
の
神
様
は
、
便
所
を
き
れ
い
に
し
て
お
け
ば
美
人
を
産
せ
て
く
れ
る
と
い
わ 

れ
て
い
た
。
軽
く
産
む
た
め
に
は
、
ほ
う
き
を
洗
っ
て
逆
に
立
て
れ
ば
ょ
い
。(

七
区) 

道
祖
神
子
供
組
が
中
心
で
正
月
十
四
日
朝
ど
ん
ど
ん
焼
を
行
な
う
。
こ
の
と
き
一 

同
が
控
え
て
い
る
宿
が
決
ま
っ
て
い
る
。
男
は
十
五
、
二
十
五
、
四
士 

一、女
は
十
三
、
 

十
九
、
三
十
三
の
各
年
令
の
人
が
厄
年
で
、
厄
落
し
に
み
か
ん
、
お
金
を
投
げ
る
。

ど
ん
ど
ん
焼
の
火
で
ま
ゆ
玉
を
焼
い
て
食
べ
る
と
風
邪
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
。
 

松
の
も
え
残
り
を
屋
根
に
上
げ
て
お
く
と
火
防
に
な
る
と
も
い
う
。
又
、
ぬ
る
で
の 

木
で
作
っ
た
刀
を
、
こ
の
火
で
焼
い
て
家
の
入
口
に
置
く
と
魔
除
け
に
な
る
。
た
ち 

と
も
い
う
。(

二
区)

双
体
道
祖
神 

川
浦
に
あ
る
双
体
道
祖
神
は
享
保
年
間
の
も
の
が
多
い
が
、
そ
の 

理
由
は
不
明
で
あ
る
。
村
の
発
展
を
期
し
た
も
の
や
若
い
男(

夫)

が
結
婚
し
て
お 

前
を
大
事
に
す
る
と
そ
の
恋
人
や
妻
に
捧
げ
た
も
の
も
あ
る
。
材
石
は
こ
の
地
域
の 

も
の
ら
し
い
。
刻
ん
だ
も
の
は
職
業
的
な
石
工
だ
け
で
な
く
ふ
つ
う
の
人
が
丹
精
こ 

め
て
作
っ
た
ら
し
い
も
の
が
多
数
あ
る
。(

川
浦)

座
主
の
森 

む
か
し
戦
争
で
榛
名
の
座
主
が
こ
の
地
で
戦
死
し
た
と
い
う
。

こ
の

近
く
の
上
野
み
や 

子

さ

ん

の

家

で 

は
、
こ
の
座
主
の 

森
の
西
の
竹
や
ぶ 

か
ら
お
姿
岩
に
あ 

げ
る
梵
天
の
竹
を 

榛
名
神
社
に
奉
納 

し
て
き
た
。

こ
の 

と
き
は
サ
ラ
シ
ー 

反
を
竹
に
巻
い
て

持
っ
て
い
っ
た
。
現
在
座
主
の
森
に
は
南
北
朝
時
代
頃
の
板
碑
が
二
面
と
板
碑
残
欠
、
 

石
棒
な
ど
が
立
て
ら
れ
、
石
燈
籠
に
は
「安
永
三
年
午
ノ
五
月
は
、

奉
納
御
宝
前
、
 

石
神
村
中
」
と
あ
る
。(

下
郷)

三
、
俗 

信

㈠

俗 

信

三
隣
亡 

三
隣
亡
を
信
仰
し
た
人
は
、
欲
し
い
物
が
あ
れ
ば
、

こ
わ
飯
を
ふ
か
し 

て
ご
幣
束
を
立
て
て
置
け
ば
来
る
と
い
、っ
。
人
に
見
付
か
れ
ば
駄
目
に
な
る
。
三
隣
亡 

除
け
に
は
、猿
田
彦
大
神
を
信
仰
者
の
方
へ
向
け
て
立
て
れ
ば
除
け
ら
れ
る
。
三
隣 

亡
の
日
に
そ
の
家
に
行
く
と
わ
か
る
。
三
回
見
た
が
、
人
に
わ
か
れ
ば
効
か
な
く
な 

る
。
あ
べ
こ
べ
を
食
う
こ
と
に
な
る
。
身
上
を
つ
く
る
に
は
三
隣
亡
の
方
が
よ
い
。

(

陳
田)

三
隣
亡
を
信
ず
る
人
は
、
変
り
物
を
こ
し
ら
え
て
近
所
に
配
る
が
、
そ
れ
を
食
べ 

て
は
い
け
な
い
。
上
権
田
に
三
隣
亡
を
祭
る
家
が
あ
っ
た
と
い
う
。
三
隣
亡
に
対
し 

て
は
猿
田
彦
を
祭
る
と
よ
い
。

三
隣
亡
は
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
だ
と
も
い
う
。
大
晦
日
に
、
三
隣
亡
の
家
で
は
飯
櫃
を 

シ
ャ
モ
ジ
で
た
た
く
。
す
る
と
オ
サ
キ(

三
隣
亡)

が
寄
っ
て
く
る
と
い
う
。

だ
か 

ら
シ
ャ
モ
ジ
で
飯
櫃
を
は
た
い
て
は
い
け
な
い
。(

六
区)

お
百
度 

大
病
人
が
で
る
と
、
部
落
の
人
み
ん
な
が
神
社
へ
行
っ
て
お
百
度
を
ふ 

ん
だ
。
き
ざ
は
し
ま
で
降
り
て
は
、
拝
殿
に
向
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
、
綱
(

ず
っ
と 

前
は
麻)

の
葉
を
百
枚
用
意
し
て
お
い
て
、
拝
む
た
び
に
一
枚
ず
つ
置
い
て
来
た
。
 

(

一
区)

願
を
か
け
て
近
所
の
神
社
で
す
る
。
あ
る
い
は
天
神
様
の
七
つ
鳥
居
を
く
ぐ
る
。
 

一
 

つ
く
ぐ
る
と
七
回
分
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。(

本
丸)

シ
ョ
ゥ
ジ
ン
バ 

き
れ
い
な
水
が
出
る
所
で
、
死
に
ぎ
わ
の
病
人
が
そ
こ
の
水
が 

飲
み
た
い
と
い
う
。

こ
ま
か
い
水
な
の
か
、
の
ど
に
つ
か
え
な
い
。(

陣
場)

三之倉神明宮の道祖神

(近藤義雄撮影)



塩
断
ち 

酒
た
ち
、
タ
バ
コ
を
た
っ
て
祈
願
す
る
こ
と
も
あ
る
。(

一
区) 

蔭
膳 

兵
隊
に
行
っ
た
り
、
伊
勢
参
り
の
家
族
が
あ
る
と
蔭
膳
を
す
え
た
。
そ
の 

人
が
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
膳
に
御
飯
を
盛
っ
て
床
の
向
に
お
い
た
。(

一
区)

ア
ガ
タ 

明
治
の
末
ご
ろ
ま
で
ア
ガ
タ
と
い
わ
れ
る
女
の
人
が
米
た
。

こ
の
人
は 

箱
を
風
呂
敷
に
包
ん
で
背
負
っ
て
き
た
。

一
人
で
来
た
。

死
ん
だ
人
に
あ
い
た
い
と
い
う
と
呼
び
だ
し
て
く
れ
た
。
箱
の
上
に
茶
碗
を
の
せ 

て
話
し
が
途
切
れ
そ
う
に
な
る
と
、
茶
碗
に
水
を
入
れ
て
、
ワ
ラ
ミ
ゴ
で
水
を
か
き 

ま
わ
し
た
。
そ
う
す
る
と
ま
た
、
は
な
し
が
続
い
た
。(

川
浦)

つ

き

も

の

オ
サ
キ
使
い 

金
を
残
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
某
家
は
オ
サ
キ
使
い
だ
と
い
い
、
 

そ
れ
は
他
家
に
行
っ
て
、
お
金
、
米
な
ど
を
全
部
運
ん
で
く
る
と
い
、っ
。(

本
丸) 

形
は
い
た
ち
の
小
さ
い
の
に
似
て
い
る
。
多
く
ふ
え
て
困
る
。
よ
そ
の
家
へ
行
っ 

て
、
う
ど
ん
粉
を
一
箱
ぐ
ら
い
持
っ
て
来
る
。
杓
子
を
呉
れ
る
と
つ
い
て
行
く
。
親 

神
が
封
じ
て
い
け
た
が
、
今
で
も
そ
こ
を
掘
れ
ば
出
る
。(

長
井)

山
犬
様 

山
犬
様
は
十
二
様
の
お
使
い
だ
。(

オ
コ
ジ
ョ
に
つ
い
て
は
聞
か
な
い)

。
 

榛
名
山
の
奥
り
に
山
犬
様
が
巣
を
こ
さ
え
て
子
を
育
て
た
。

こ
わ
飯
や
ご
馳
走
を 

持
っ
て
行
っ
て
置
い
て
来
る
。
あ
る
日
、
女
衆
が
子
ど
も
を
お
ぶ
っ
て
行
き
、
山
犬 

様
の
穴
を
の
ぞ
い
た
ら
、
そ
の
拍
子
に
背
中
の
子
が
転
が
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
困
っ 

て
家
に
戻
っ
て
来
た
ら
、
そ
の
晚
子
の
鳴
く
音
が
す
る
。
出
て
見
た
ら
そ
の
子
が
ち
ゃ 

ん
と
来
て
い
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
。(

陣
田)

㈢

怪 

異

怪
異 

中
沢
高
次
馬
方
が
馬
を
引
い
て
坂
を
登
っ
て
き
た
時
、

コ
ン
坊
生
が
先
を 

歩
い
て
行
く
の
で
、
馬
を
急
が
せ
れ
ば
先
方
も
急
ぐ
し
、
静
か
に
行
く
と
先
方
も
静 

か
に
歩
い
た
と
い
う
。(

陣
田)

木
を
削
る
音 

宮
ゲ
ー
ト
の
奥
り
で
一
晩
中
サ
キ
ヤ
マ
様
を
削
る
音
が
、
コ
ツ
ー 

ン
、

コ
ツ
ー

ン
と
す
る
の
を
聞
い
た
。(

陣
田)

狐
火 

戦
時
中
の
こ
と
、
亀
沢
の
友
さ
ん
の
前
の
田
ん
ぼ
で
灰
焼
き
を
し
て
い
る 

の
を
見
た
。
先
方
に
行
っ
て
、
人
に
聞
い
た
ら
誰
も
焼
い
て
い
な
い
と
い
う
。
帰
り 

が
け
に
見
た
ら
ま
だ
焼
い
て
い
た
。
そ
の
時
、
大
畑
の
真
中
で
狐
が
鳴
い
て
い
た
。
 

次
ぐ
日
に
見
た
ら
火
の
跡
も
な
い
。
狐
は
悪
い
こ
と
す
る
時
は
ケ
ー
ケ
—
と
鳴
く
。
 

n

ン
コ
ン
鳴
き
の
方
が
よ
い
。
今
も
狐
は
い
る
が
化
か
す
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。(

陣 

田)
大
沢
道
の
上
の
大
曲
り
の
所
で
は
、
自
動
車
が
ラ
ィ
ト
を
つ
け
て
飛
ん
で
来
る
が
、
 

光
は
明
る
く
な
い
し
、
音
も
し
な
い,
。

み
ん
な
が
不
思
議
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う 

場
所
だ
っ
た
。
戦
前
の
こ
と
だ
。(

陣
田)

光
り
物 

墓
の
前
に
い
た
ら
、
自
分
の
影
が
前
に
写
る
の
で
、
振
り
返
っ
た
ら
稲 

光
の
固
ま
り
が
後
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
二
回
ほ
ど
見
た
。
狐
は
光
が
も
た
な
い 

(

自
分
だ
け
光
る
が
照
ら
さ
な
い)

と
い
う
が
、
あ
れ
は
影
ッ
ブ
シ
が
写
っ
た
。(

陣 

田)
中
沢
須
摩
さ
ん(

明
治
二
十
五
年
生)

が
十
四
才
の
時
、
正
月
十
四
日
道
陸
神
に 

ミ
カ
ン
を
投
げ
て
厄
落
と
し
す
る
の
を
、
子
供
が
拾
い
に
行
っ
た
が
、
後
の
山
か
ら
直 

径

二

十

cm
ぐ
ら
い
の
光
り
玉
が
出
て
、
畑
で
ぽ
っ
か
り
消
ぇ
た
。
光
り
物
は
十
五
才 

前
に
見
る
と
、
そ
の
人
は
一
生
見
る
と
い
う
が
、
ほ
ん
と
う
に
よ
く
み
た
。

オ

カ

シ

ア

キ

十
七
才
の
春
に
親
父
が
仕
事
に
連
れ
て
行
っ
た
。
岩
鼻
の
大
柏
木
の
天
神
様(

観 

音
か)

に
泊
り
こ
ん
だ
ら
、
キ
ツ
ネ
ノ
嫁
取
り
を
見
た
の
で
寝
ら
れ
や
し
な
か
っ
た
。
 

上
ノ
原
の
雑
木
林
に
提
灯
が
二
つ
三
つ
つ
い
た
と
思
っ
た
ら
、
そ
の
う
ち
二
十
も
三 

十
も
上
の
方
に
つ
い
て
、
き
れ
い
だ
っ
た
。
幾
人
も
で
見
た
。
そ
こ
で
は
二
回
見
た 

が
、
そ
れ
き
り
キ
ツ
ネ
ノ
嫁
取
り
は
見
な
い
。(

陣
田)

火
の
柱 

宮
ゲ
—
卜
の
奥
り
、
御
所
ゲ
—
卜
に
登
る
道
を
、
油
ゲ
を
買
っ
て
シ
ョ 

ィ
ビ
ク
に
入
れ
て
し
ょ
っ
て
き
た
ら
、
火
の
手
が
上
が
り
だ
ん
だ
ん
で
っ
か
く
な
り
、

一
 

丈
も
二
丈
も
伸
び
て
立
っ
て
い
る
。
囲
り
は
少
し
も
明
る
く
な
く
て
、
火
の
手
だ 

け
が
高
く
上
っ
て
い
る
。
灰
な
ん
か
焼
い
て
た
所
で
、
キ
ツ
ネ
火
だ
っ
た
。(

陣
田)

亀
沢
の
百
香
供
養
塔
下
の
田
ん
ぼ
に
直
径
一m
、
高

さ

十m
ぐ
ら
い
の
火
の
柱
が 

立
ち
、
上
の
方
か
ら
だ
ん
だ
ん
消
ぇ
た
が
、
き
れ
い
な
も
の
だ
っ
た
。(

陣
田)



あ
る
夜
、
こ
こ
の
ケ
ー
ド
の
井
戸
っ
尻
に
提
灯
が
ふ
わ
ん
ふ
わ
ん
浮
い
て
田
ん
ぼ 

の
方
へ
移
っ
て
行
っ
た
。

消
え
る
と
淋
し
い
。
十
五
夜
月
の
二
つ
も
三
つ
も
寄
っ
た 

く
ら
い
の
大
き
い
の
も
見
た
。
そ
こ
に
い
る
皆
の
者
が
見
た
。

人
玉
は
人
が
死
ぬ
ご
と
ぐ
ら
い
に
ょ
く
見
た
が
、
今
は
見
な
く
な
っ
た
。(

陣
田) 

戦
時
中
に
中
沢
清
和(

？)

が
戦
死
し
た
時
、

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ヤ
か
ら
光
り
玉
が
来 

て
、
ケ
ヤ
キ
の
枝
に
泊
っ
て
い
て
消
え
な
か
っ
た
。
え
ら
い
も
の
だ
っ
た
。(

陣
甶)

四
、
仏
教
民
俗

㈠

村

の

寺

院

明
治
十
二
年
の
「
寺
院
明
細
帳
」
に
ょ
る
と
、
本
村
内
の
寺
院
は
つ
ぎ
の
と
お
り 

で
あ
る
。

宗

派

名

寺

院

名

t—
—
1

本 

尊 

所 

在 

地

I

備 

考

真

言

宗

祐

全

寺

大

日

如

来

三

ノ

會

字

上

野

谷

方
 

I
縣
醜
秘
鯉
獅
法
印

"

福

薩
 

〃

ー

ラ

i

t

 

年

"
 

利$

 

"
 

川
浦
学
校 

j 
t
 

境
内
仏
堂
北
向
堂

"
 

蓮

華

院

阿

弥

陀

如

来 

水
沼
字
中
郷 

(

本
尊
観
世
音)

し

,
L 

開
基
延
徳
元
己
丙
年
五
月
十
ffi 

曹

洞

宗

全

透

院

釈

迦

牟

尼

仏

三

ノ

會

字

栗

崎 

日

境

内

仏

堂

、
地
蔵
堂
、
観 

音
堂

"
 

東
善
寺 

"
 

権
田
村
字
元
村

〃 

観

音

堂

観
 

音

岩

氷

村

字

本

丸

〃 

大

日

堂

大

日

如

来
 

ひ

祐
全
寺
四
五
〜
六
名
の
檀
下
が
あ
っ
た
が
今
は
無
住
。
共
有
林
が
た
く
さ
ん 

あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
ゴ
ル
フ
場
に
売
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
ほ
か
に
寺
は
な
い
。
そ
こ
で
他
の
住
民
は
二
区
に
あ
る
全
透
院
檀
下
と
な
り
、

祐
全
寺
檀
下
の
者
は
、
水
沼
の
蓮
華
院
に
頼
ん
で
い
る
。
な
お
島
山•

相
吉
は
も
と 

も
と
蓮
華
院
檀
下
で
あ
る
。(

一
区)

n

観

音

信

仰

十I

面
観
音
火
防
の
観
音
様
と
い
わ
れ
、
西
ケ
渕
で
は
よ
く
信
仰
し
た
の
で
火 

事
が
な
い
。

一
月
二
十
日
の
祭
り
に
絵
馬
を
上
げ
る
。(

七
区)

水
沼
の
観
音
正
月
十
七
日
に
さ
か
り
、
十
六
日
の
夜
か
ら
十
七
日
に
か
け
て
馬 

を
ひ
い
て
お
詣
り
に
い
っ
た
。
吾
妻
、
安
中
方
面
か
ら
も
き
た
。
信
州
別
所
の
観
音 

と
水
沼
観
音
は
兄
弟
の
観
音
様
と
も
い
い
北
向
に
ま
つ
ら
れ
て
あ
る
。(

下
郷)

厄
除
観
音
は
蓮
草
院
の
境
内
に
ま
つ
っ
て
あ
る
。

こ
こ
の
観
音
様
は
、
信
州
の
別 

所
の
観
音
様
と
き
よ
ぅ
だ
い
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

緣,
日
は
一
月
十
六
日
の
晚
か
ら
十
七
日
に
か
け
て
と
、
八
月
十
六
日
の
晚
か
ら
十 

七
日
に
か
け
て
。

二
月
の
節
分
の
晚
に
は
厄
落
し
を
や
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
戦
後
か
ら
の
行
事
で
あ 

る
。(

会
費
を
払
っ
て
参
加
す
る)

な
お
む
か
し
は
四
月
一
七
日
に
も
観
音
様-
に
お
ま
つ
り
に
来
る
人
が
多
く
、
農
道 

具
な
ど
を
売
る
店
も
で
た
ほ
ど
だ
っ
た
。

こ
こ
の
観
音
様
は
諸
難
よ
け
の
ご
利
益
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
よ
そ
む
ら
か
ら
も
お

ま
つ
り
に
来
る
人 

が
多
か
っ
た
。

緣
日
の
と
き
に 

は
、
こ
の
近
辺
か 

ら
馬
を
つ
れ
て
お 

ま
つ
り
に
来
た
。
 

厄
除
観
音
で
ぁ
っ 

た
が
、
馬
の
神
様 

と
し
て
も
信
ffl
が 

ぁ
つ
か
っ
た
。

水沼観音(撮影岸栄)



(

水
沼)

水
沼
の
観
音
様
は
正
月
十
六•

十
七
日
が
緣
日
。
十
六
日
を
夜
観
音
、
十
七
日
を 

昼
観
音
と
い
う
。

馬
を
飼
っ
て
い
る
人
は
馬
を
連
れ
て
い
っ
た
。
地
蔵
峠
を
越
え
て 

遠
方
か
ら
き
た
。

露
店
が
出
、
演
歌
師
が
バ
ィ
オ
リ
ン
を
弾
き
、
「
俺
は
川
原
の
枯
薄
」
な
ど
を
唄
い
、
 

賑
や
か
な
も
の
で
あ
る
。(

第
六
区)

馬
頭
観
音 

馬
を
な
く
し
た
と
き
に
、
馬
頭
観
音
の
供
養
塔
を
立
て
て
供
養
し
た
。
 

烏
川
の
河
原
に
う
ふ
す
る
山(

神
社
免)

が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ソ
ン
マ
ス
テ
バ
と
い 

、っ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

馬
が
死
ぬ
と
、
そ
こ
へ
も
っ
て
い
っ
て
す
て
た
。

な
お
、
埼
玉
の
上
岡
の
観
音
様
へ
は
、
馬
を
飼
っ
て
い
る
う
ち
の
も
の
が
お
ま
い 

り
に
行
っ
た
。
絵
馬
と
か
、
笹
を
買
っ
て
き
た
。

馬
が
病
む
と
そ
の
笹
を
食
べ
さ
せ 

た
。(

水
沼)

火
伏
せ
の
観
音
様 

西
ケ
渕
の
観
音
様
は
火
伏
せ
の
観
音
様
で
、
馬
が
眷
族
で
あ 

る
。

正
月
の
二
十
日
が
祭
礼
で
あ
る
。
昔
は
農
業
を
や
っ
て
い
る
家
に
は
、
二
頭
位 

の
馬
が
い
た
か
ら
、
村
中
の
も
の
が
馬
を
お
詣
り
に
連
れ
て
く
る
と
、
た
い
へ
ん
な 

に
ぎ
や
か
さ
だ
っ
た
。
観
音
堂
の
近
く
で
男
こ
ど
も
が
、
太
鼓
た
た
い
て
は
や
す
と
、
 

こ
れ
に
帰
り
が
け
の
馬
が
驚
く
の
が
、
見
て
い
て
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
正
月
の
こ 

と
と
て
、
御
年
始
も
兼
ね
た
の
で
、
ヨ
ビ
ッ
コ
は
た
い
し
た
人
出
だ
っ
た
。(

川
浦) 

㈢

薬

師

信

.

仰

薬
師
様 

め
の
薬
師
様
と
言
わ
れ
眠
病
祈
願
の
人
が
多
く
参
拝
す
る
。
「
め
」
と
い 

く
つ
も
書
い
た
の
を
あ
げ
た
。(

岩
氷)

薬
師
様
は
眼
の
神
様
で
、
オ
ガ
ン
シ
ョ
を
か
け
る
。(

第
六
区)

薬
師
様 

上
ノ
山
の
薬
師
様
の
緣
日
は
三
月
八
日
で
あ
る
。
同
じ
川
浦
で
も
シ
モ 

か
ら
お
ま
い
り
す
る
ひ
と
は
少
な
い
。(

川
浦)

g

地

蔵

信

仰

地

坂

下

の

地

蔵

様

は

子

育

て

地

蔵

と

い

わ

れ

て

い

る

。
子
供
が
弱
か
っ
た

り
す
る
と
、
赤
色
の
腹
が
け 

や
帽
子
を
あ
げ
る
。
緣
日
は 

四
月
十
七
日
。
子
供
が
マ
メ 

に
育
つ
ょ
ぅ
に
と
い
っ
て
、
 

豆
の
粉
の
餅
を
作
る
。
緣
日 

に
は
露
店
が
出
た
り
、
芸
人 

を
呼
ん
だ
り
し
て
賑
っ
た
。
 

処
女
会
や
婦
人
会
が
、
ア
ヤ 

メ
団
子
や
カ
シ
ワ
餅
を
売
っ 

た
り
し
た
が
、
前
も
っ
て
注 

文
し
て
お
か
な
け
れ
ば
買
え 

な
か
っ
た
。

地
蔵
様
は
も
と
も
と
下
平 

の
九
衛
門
さ
ん
の
所
有
で
あ 

っ
た
。

こ
の
人
に
三
人
の
男 

の
子
が
あ
り
、
上
の
二
人
は 

立
派
に
身
代
を
築
い
た
が
、
 

末
の
太
郎
兵
衛
さ
ん
は
酒
呑

み
で
、
家
屋
敷
と 

地
蔵
様
も
売
っ
て 

し
ま
っ
た
。

い
つ 

か
地
蔵
様
は
高
崎 

の
九
蔵
町
の
フ
ジ 

サ
キ
と
い
ぅ
醬
油 

屋
の
奥
庭
に
あ
っ 

た
と
い
ぅ
。
と
こ 

ろ
が
、

「
権
田
に 

帰
り
た
ぃ
、
帰
り

薬 師 様(岩氷)(丑木幸男撮影)

坂下の子育て地蔵様

(佐藤 清撮影)



た
い
」
と
地
蔵
様
が
夢
枕
に 

た
っ
た
の
で
、
貰
っ
て
き
た 

と
い
、っ
。
ま
た
、
室
田
の
上 

山
に
い
っ
て
い
て
、
夢
枕
に 

た
つ
の
で
連
れ
か
え
っ
た
と 

も
伝
え
る
。

近
在
で
は
霊
験 

あ
ら
た
か
を
伝
え
る
地
蔵
様 

で
あ
る
。(

第
六
区)

地
蔵
様
に
は
子
供
の
病
気 

の
お
願
に
頭
巾
や
ヨ
ダ
レ
カ 

ケ
を
上
げ
る
。(

陣

場)

⑸

そ
の
他
の
仏
教
信
仰

不

動

様

丸

山

太

茂

氏

宅 

の
裏
手
に
不
動
様
の
お
堂
か 

あ
る
。

こ
の
お
堂
は
三
代
目 

の
人
が
建
立
し
た
も
の
で
あ 

る

が

不

動

様

を

祭

っ

た

の

は
、
初
代
の
順
峰 

様
で
あ
る
。

丸
山 

太
茂
氏
は
四
代
目 

で
あ
る
。

順
峰
様 

は
近
江
の
三
井
寺 

か
ら
笈
を
背
負
つ 

て
権
田
に
き
た
と 

い
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
笈
は
お
堂
の 

中
に
現
存
し
て
い

る
。

順
峰
様
は
、

マ
ル
ヤ
の
姓
で
あ
る
丸
山
を
貰
っ
て
権
田
に
住
み
、
近
所
の
子
供 

達
に
文
字
を
教
え
た
り
し
た
。

坂
下
の
子
育
て
地
蔵
様
の
と
こ
ろ
に
あ
る
祭
り
の
時 

の
詰
め
所
は
、
順
峰
様
の
家
を
寄
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

不
動
様
の
祭
日
は
三
月
二
十
八
日
で
あ
る
。

祭
日
に
は
、
護
摩
を
た
い
て
祈
禱
を 

し
た
。

村
中
の
人
が
集
ま
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
病
人
な
ど
が
き 

て
お
祈
り
を
し
て
も
ら
っ
た
。

祭
日
に
は
ホ
ラ
貝
を
吹
く
が
、
そ
う
す
る
と
、
天
地
の
神
々
、
日
本
中
の
神
々
が
、

そ
こ
に
集
ま 

る
の
だ
と
い 

わ
れ
て
い
る
。

(

第
六
区)

不
動
様 

四
月
二
十
八 

日
は
、
矢
陸 

の
お
不
動
様 

の
祭
り
で
あ 

る
。

昔
は
、
 

よ
び
っ
こ
を 

し
た
の
で
た 

い
し
た
に
ぎ 

わ
い
だ
っ
た
。

(

川
浦)

マ
リ
シ
テ 

ン

マ

リ

シ
 

テ
ン
を
お
が 

む
と
頭
が
よ 

X
X

な
る
と
か
、
 

競
争
に
勝
つ

地 蔵 堂(全透院) (近藤義雄撮影)

丸山太茂氏宅の不動様

(佐藤 清撮影)

マリシテン(第六区)

(佐藤 清撮影)

弁天さま(川浦、矢陸)

安政9年建立(阪本 英一 撮影)



と
か
い
ぅ
。

天
神
様
の
と 

こ
ろ
の
マ
リ
シ
テ
ン
は
願 

い
ご
と
が
か
な
ぅ
と
い
つ 

て
い
る
。(

第
六
区)

三

隣

亡

は

マ

ル

シ

テ

ン(

摩
利
支
天)

こ
れ
を
ま
つ
る
人
が
向
う
三
軒
を
と
り
つ 

く
す
勢
い
が
あ
る
の
で
、
三
隣
亡
除
け
に
は
そ
れ
よ
り
強
い
マ
ル
シ
テ
ン
さ
ま
を
ま 

つ
る
の
が
い
い
と
い
う
の
で
、
三
隣
亡
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ら
ず
マ
ル
シ
テ
ン
を 

ま
つ
る
。(

川
浦)

弁
天
様 

中
尾
の
坪
井
戸
の
わ
き
に
あ
る
。

坪
井
戸
と
い
う
の
は
、
小
さ
い
わ
き 

水
の
こ
と
を
い
い
、
も
と
は
の
み
水
に
つ
か
っ
た
。

こ
こ
は
、
弁
天
様
を
ま
つ
っ
て
い
る
の
で
、
ど
ん
な
に
日
照
り
の
と
き
で
も
、

こ 

の
水
は
絶
え
る
こ
と
が
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

水
沼
中
尾)

弁
天
様
の
石
像
に
首
が
か
け
て
い
た
の
で
、
埋
め
よ
う
と
し
た
ら
、
そ
の
施
主
が 

病
み
出
し
た
。

一
か
月
か
か
っ
て
首
を
見
付
け
た
ら
病
気
が
治
っ
た
。

石
で
造
っ
た 

も
の
で
も
魂
が
入
っ
て
い
る
の
で
バ
カ
に
で
き
な
い
。

そ

こ

に

は

「
弁
天
」

の
地
名 

が
あ
り
、
埋
め
た
て
て
地
な
ら
し
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
弁
天
様
が
施
主
に
た
た
っ 

た
の
は
、
施
主
に
す
が
ろ
う
と
し
た
わ
け
だ
。
今
は
お
堂
に
行
っ
て
い
る
。(

陣

田)

大
師
様 

倉
渕
の
谷
に
は
二
十
一
か
所
に
大
師
様(

弘
法
大
師) 

を
ま
つ
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

た
い
て
い
旧
道
添
い
で
あ
る
。
島
山 

の
大
師
様
は
部
落
中
央
の
道
端
に
小
さ
な
お
堂
が
あ
り
、
そ
の
中
に 

坐
像
の
大
師
の
石
像
が
あ
っ
た
。

土
屋
一
族
の
墓
地
に
も
大
師
堂
が
あ
る
。

こ
こ
に
は
正
面
に
聖
徳 

太

子

像
(

立
像)

が
あ
り
、
そ
の
左
右
に
弘
法
大
師
像
が
あ
る
。

向 

っ
て
右
は
三
十
五
セ
ン
チ
、

一
木
造
、
左
は
三
十
セ
ン
チ
の
石
像
で 

両
者
と
も
坐
像
。

こ
の
堂
は
、
先
祖
が
四
国
の
霊
場
巡
り
を
し
て
帰 

っ
て
か
ら
作
っ
た
と
い
ぅ
。

聖
徳
太
子
像
に
は
つ
ぎ
の
よ
ぅ
な
墨 

書
銘
が
背
面
に
あ
る
。

前
橋
北
の
八
木
の
く
し

大

仏

師

栗

原

定
運
作
之

嘉
永
三
戌
五
月
一
日

な
お
、

こ
の
堂
内
に
は
、
葬
儀
に
用
い
る
黒
塗
り
の
龍
頭
が
あ
り
、
十
五
石
仏
も 

堂
前
に
あ
る
。(

島

山)

相
吉
の
太
子
様
は
大
島
に
あ
っ
た
の
を
あ
げ
た
。

二
十
一
大
師
と
い
っ
て
毎
月
二 

十
一
日
に
お
祭
り
し
た
。
室
田
に
は
石
芋
の
弘
法
様
と
い
う
の
が
あ
る
。

弘
法
様
に 

里
芋
を
石
い
も
と
い
っ
て
あ
げ
な
か
っ
た
ら
芋
が
石
に
な
っ
た
と
い
う
。

今
で
も 

八
ッ
頭
芋
の
よ
う
な
石
が
あ
る
。(

相
吉)

シ
オ
ヅ
カ
ノ
ジ
ィ
サ
ン

村

で

石

像

を

造

る

こ

と

に

な

り

、
榛
名
山
の
ス
モ
ウ
岳 

か
ら
石
像
の
ア
ラ
ド
リ
を
し
よ
っ
て
来
た
。

山
口
定
右
衛
門
家
で
、
名
を
磨
り
こ
ん 

で
く
れ
れ
ば
し
よ
っ
て
来
る
と
い
っ
て
、
先
祖
が
し
よ
っ
て
来
た
と
い
う
。

彫
刻
が 

い
い
が
、

シ
ョ
ウ
ジ
ン
バ
と
い
う
所
で
刻
ん
だ
ら
し
い
。

堂
の
モ
ミ
ジ
の
大
木
が
邪
魔
で
伐
っ
た
ら
、
枝
が
当
っ
て
石
像
の
首
が
も
げ
た
。
 

風
邪
を
ひ
い
た
時
、

コ
ウ
セ
ン
を
こ
さ
え
て
行
っ
て
な
め
さ
せ
る
と
治
る
と
い
う
の 

で
、

石
像
は
始
終
ロ
に
コ
ウ
セ
ン
を
く
っ
つ
け
て
い
た
。

こ
の
き
り
は
し
な
い
。

シ
ョ
ウ
ヅ
カ
ノ
ジ
ィ
サ
ン
を
エ
ン
マ
様
と
も
い
う
。(

陣

田)

聖徳太子(中央)弘法大師(左右)(島山)

(近藤義雄撮影)

島山の大師様

(近藤義雄撮影)



ホ
ウ
ト
ウ
様 

鉄
父
の
石
井
誠
太
郎
さ
ん
の
祖
父
で
あ
る
富
次
郎
さ
ん
が
建
て
た 

も
の
で
、
地
元
で
は
ホ
ウ
ト
ウ
様
と
呼
び
、
目
の
神
様
と
し
て
信
仰
し
て
い
る
。

お 

祭
り
は
十
月
十
五
日
に
石
井
さ
ん
宅
で
や
る
。

オ
ン
ベ
ロ 
(

御
幣)

を
こ
し
ら
え
て 

あ
げ
る
。

碑
の
字
は
、
身
延
山
の
七
十
四
代
の
日
鑑
が
書
い
た
も
の
だ
と
い
ぅ
。

石
井
さ
ん 

宅
は
、
東

善

寺
(

曹
洞
宗)

の
檀
家
だ
が
、
お
じ
い
さ
ん
の
一
代
だ
け
は
日
蓮
宗
の 

信
者
で
あ
っ
た
。(

第
六
区)

行
人
さ
ま 

中
原
、
中
村
、
上
の
山
の
三
か
所
に
三
人
の
行
人
さ
ま
が
ま
つ
ら
れ 

て
い
る
。

む
か
し
姉
妹
三
人
が
行
人
様
と
し
て
や
っ
て
来
て
、

こ

の

三

力

所

に

生 

き
埋
め
に
な
っ
た
も
の
を
い
ぅ
。

一
番
大
き
い
姉
が
穴
の
中
で
長
く
生
き
て
い
た
と 

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

互
い
に
見
え
る
所
に
三
角
に
な
る
ょ
ぅ
に
あ
っ
て
、
大
変
あ
ら 

た
か
な
神
で
そ
こ
の
木
の
杉
っ
葉
も
持
っ
て
来
て
燃
さ
な
い
く
ら
い
に
し
て
ま
っ 

た
。

公
民
館
近
く
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
行
人
さ
ん
は
、

石
宮
が
二
つ
あ
り
、
も
と 

め
ぐ
り
が
一
丈
一
尺
く
ら
い
の
大
木
が
あ
っ
て
、
切
り
株
が
い
ま
も
残
っ
て
い
る
。

每
年
、

土
用
の
丑
の
日
が
ま
つ
り
の 

日
で
、
キ
り
ハ
ギ
、

ボ
ン
デ
ン
を
立
て
、
 

シ
ン
ト
さ
ん
が
拝
む
。

中
沢
文
吾
さ
ん 

の
家
で
管
理
し
、
何
か
供
え
る
が
、
村 

の
人
は
立
ち
会
わ
な
い
。(

川
浦)

二
十
二
夜
様

坂

下

の

河

野

さ

ん

の 

裏
手
に
あ
る
が
、

こ
れ
は
最
近
建
て
た 

も
の
で
あ
る
。
女
衆
と
目
の
神
様
で
あ 

る
と
い
ぅ
。(

第
六
区)

二

十

三

夜

待

女

衆

が

月

の

あ

が

る 

の
を
家
の
中
で
待
っ
て
い
て
、
月
が
あ 

が
る
ま
で
話
し
合
っ
て
い
た
が
、
と
く 

に
儀
式
的
な
ま
つ
り
は
な
い
。(

相
吉)

二
十
三
日
夜
の
、
女
衆
が
集
り
サ
ン 

ヤ
サ
マ
を
信
仰
す
る
。

菓
子
や
米
の
粉 

の
だ
ん
ご
を
供
え
、
月
が
昇
る
ま
で
待 

ち
、
昇
る
と
全
員
で
お
が
ん
で
別
れ
る
。
 

サ
ン
ヤ
サ
マ
を
信
仰
す
る
と
利
口
の
子 

供
が
生
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

七
区)

シウヅカのジイサン

(ロに団子が入れてある)(二区) 

(阿部 孝撮影)

行人さま(川浦随原)

(阪本英一撮影)

歡撮 

様
清

ウ卜
藤 

ゥ

(te

ホ二十二夜様(坂下)

(佐藤 清撮影)



人

の

一

生

今
度
の
調
査
で
し
き
り
に
思
わ
れ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
急
速
な
習
俗
の
風
化
と 

変
容
は
何
を
契
機
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
現
象
的
に 

は
、
戦
争
を
、
経
済
の
急
速
な
膨
張
に
よ
る
物
質
文
明
の
滲
透
を
、
実
に
膨
大
な
か 

た

ち

で

の

マ

ス•

メ
デ
ィ
ア
の
発
達
等
々
に
よ
る
生
活
文
化
の
根
抵
か
ら
す
る
変
容 

や
ら
を
あ
げ
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
し
か
し
だ
、
そ
れ
ら
が
あ
つ 

X
X

お
お
わ
れ
た
あ
と
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
部
分
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
り
、
あ 

る
い
は
、
と
う
に
姿
を
消
し
た
と
思
わ
れ
た
も
の
が
、
突
如
と
し
て
日
常
に
せ
せ
り 

だ
し
て
く
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
日
常
を
つ
き
や
ぶ
る
と
い
う
逆
説
が
確
か
に
あ 

る
。

わ
た
し
は
む
し
ろ
後
者
の
よ
う
な
も
の
を
、

こ
の
問
い
に
せ
ま
る
重
要
な
要
因 

と
お
さ
え
て
み
た
い
。

も
し
か
し
た
ら
、
そ
れ
は
す
で
に
宗
教
、
あ
る
い
は
観
念
の 

領
域
の
問
題
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
の
方
法
で
は
つ
か
み
え
な
い
部
分
の
方
が
多
い
の 

か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
人
の
一
生
の
習
俗
と
し
て
と
り
扱
、っ
も
の
は
、

こ
れ
ま
で
の
調
査
と
同
様 

に

誕

生•

年

祝•

青

年

集

団•

婚

姻•

葬
制
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
冠
婚
葬
祭
」
の 

「
祭
」
を
と
り
の
ぞ
い
た
も
の
が
こ
の
項
目
で
扱
わ
れ
る
領
域
で
あ
る
。

部
立
に
つ 

い
て
は
こ
れ
ま
で
の
報
告
書
に
な
ら
う
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
ら
の
習
俗
は
、
社
会
生 

活•

信
仰
あ
る
い
は
年
中
行
事
と
関
連
す
る
も
の
が
多
い
の
で
、

こ
れ
ら
の
章
を
も 

併
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

誕

生
•

年

祝•

青

年

集

団•

婚

姻
•

葬
制
な
ど
人
の
一
生
に
関
す
る
習
俗
は
、
あ 

ら
ゆ
る
習
俗
が
こ
こ
数
十
年
の
間
に
大
き
く
変
容
し
、
あ
る
い
は
消
滅
し
て
い
く
傾 

向
に
あ
る
中
で
、
比
較
的
風
化
の
少
な
い
部
分
か
も
知
れ
ぬ
。

そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う 

時
代
の
変
遷
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
慶
事
だ
け
は
お
ち
る
こ
と
な
く
反
復
さ
れ
て

いX
X

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
説
明
し
き
れ
な
い
け 

れ
ど
、

ひ
と
は
お
め
で
た
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
習
俗
が
急
速
に
あ
ら
た
ま
る 

こ
と
に
平
気
で
は
い
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
の
だ
。

こ
れ
は
お
め
で
た
い
こ
と
は
反 

復f

る
に
直
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
く
り
か
え
し
に 

耐
え
る
こ
と
だ
け
が
価
値
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
。

婚
姻
の
習
俗
で
、
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
は
、
ト
ム
コ
の
役
割
で
あ
る
。

御
祝 

儀
に
直
接
関
連
し
た
も
の
だ
け
で
も
、
く
れ
方
も
ら
い
方
双
方
の
ト
ム
コ
が
む
ら
境 

で
顔
を
合
わ
せ
る
嫁
と
そ
の
荷
物
の
ウ
ケ
ト
り
ワ
タ
シ
を
は
じ
め
と
し
て
、
三
三
九 

度
の
席
に
お
け
る
謡
い
、
す
ぐ
そ
の
あ
と
の
ト
ム
コ
結
び
、
ト
ム
コ
座
敷
な
ど
が
あ 

る
。

こ
こ
に
は
あ
げ
ぬ
が
台
所
な
ど

一

裏
方
の
仕
事
い
っ
さ
い
も
ま
た
ト
ム
コ
の
も
の 

で
あ
る
。

い
ま
あ
げ
た
ト
ム
コ
結
び
や
婚
約
成
立
時
の
ト
ム
コ
に
対
す
る
他
人
の
挨 

拶
な
ど
は
、
そ
の
意
味
を
か
ん
が
え
る
と
き
い
た
く
象
徴
的
で
あ
る
。
昔
は
御
祝
儀 

の
席
に
あ
ば
れ
こ
む
青
年
も
あ
っ
た
と
か
で
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
至
れ
ば
、
仲
人 

の
面
目
は
丸
つ
ぶ
れ
と
な
る
か
ら
、

こ
れ
ら
の
仁
義
は
実
に
き
ち
ょ
う
め
ん
に
行
な 

わ
れ
た
。

御
祝
儀
は
旅
館
や
公
民
館
で
行
な
う
こ
と
が
普
通
に
な
っ
て
い
る
現
在
で 

も
、
仲
人
の
役
割
は
い
さ
さ
か
も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
。

ま
た
興
味
深
い
も
の
と
し 

て
、
他
の
部
落
へ
の
転
出
後
に
も
ト
ム
コ
と
し
て
の
つ
な
が
り
は
続
く
と
い
う
報
告 

が
あ
る
。

ト
ム
コ
に
つ
い
て
は
、
既
刊
の
民
俗
誌
が
、
そ
の
特
徴
と
し
て
同
年
齢
集 

団
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
今
次
の
調
査
の
範
囲
で
は
、
そ
の
こ
と
に
は 

ど
の
報
告
も
否
定
的
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
共
通
項
と
し
て
、
隣
り
組
で
親
族
を
除 

い
た
他
が
ト
ム
コ
で
あ
る
と
い
う
、
地
縁
性
だ
け
を
い
っ
て
お
く
。

通
婚
圏
に
つ
い
て
は
、
む
ら
に
よ
り
あ
る
一
定
の
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

例 

え
ば
、
川
浦
の
西
ヶ
淵
で
は
一
定
期
そ
の
嫁
の
半
ば
を
碓
氷
郡
松
井
田
町
か
ら
迎
え 

て
い
る
。

兄
弟
、
姉
妹
の
と
り
か
え
っ
こ
の
例
も
き
い
た
。

ま

た

、

カ
ミ
の
部
落



ほ
ど
嫁
を
里
に
求
め
、
嫁

ぎ

先

に

い

て

も

「
米
粒
ほ
ど
も
シ
モ
に
往
け
」

と
い
う
。
 

逆

に

「
嫁
を
カ
ミ
に
求
め
れ
ば
は
ず
れ
は
な
い
」
と
い
う
い
い
方
も
あ
る
。

あ
る
空 

間
に
生
活
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
が
ど
ん
な
に
奥
山
で
あ
ろ
う
と
乾
い
た
不 

毛
の
荒
蕪
地
で
あ
ろ
う
と
、
住
め
ば
都
と
い
う
や
つ
で
あ
る
。

価
値
の
序
列
な
ど
と 

い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。

だ
が
、
他
者
と
の
異
和
を
覚
え
た
と
き
か
ら
そ 

れ
か
生
ま
れ
、
幻
想
で
し
か
な
か
っ
た
も
の
が
恒
常
化
し
、
あ
た
か
も
実
体
あ
る
も 

の
の
よ
う
に
の
さ
ば
り
だ
し
て
く
る
。

こ
の
村
で
も
近
代
に
な
る
と
、
講
中
で
の
参 

詣
の
帰
途
で
良
縁
を
得
た
り
、
兵
役
に
つ
い
た
土
地
で
恋
愛
結
婚
を
す
る
も
の
が
で 

た
り
で
、

こ
の
神
話
は
と
う
の
む
か
し
に
く
ず
れ
て
い
る
。

生
活
圏
の
極
度
に
せ
ま
か
っ
た
時
代
の
常
と
し
て
、
外
部
か
ら
の
わ
ず
か
な
刺
激 

に
つ
い
て
も
、
実
に
敏
感
な
反
応
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は
文
物
だ
け
で
は
な
く
人 

と
の
交
流
な
ど
様
々
で
あ
る
。

こ
こ
で
念
の
た
め
に
い
え
ば
、
そ
の
せ
ま
さ
は
決
し 

て
強
い
ら
れ
た
も
の
と
ば
か
り
い
え
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

ま
た
、
当
然
の 

こ
と
な
が
ら
人
々
に
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
充
ち
た
り
た
空
間
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
特
殊
な
場
合
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
青
年
の
場
合
に
そ 

の
典
型
が
み
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
む
ら
に
や
っ
て
く
る
芸
人
や
商
人
、
と
り
わ
け
越 

後
か
ら
の
瞽
女
や
越
中
か
ら
の
娘
薬
売
り
な
ど
と
の
つ
な
が
り
に
は
ほ
ほ
え
ま
し
い 

も
の
が
あ
っ
た
。

現
に
迎
え
ら
れ
て
か
の
地
で
豊
か
に
暮
し
を
た
て
て
い
る
も
の
が 

あ
る
。

水
祝
い
と
お
や
お
や
は
す
べ
て
の
む
ら
に
み
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

旧
行
政 

区
に
か
か
わ
り
な
く
こ
れ
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

ど
き
つ 

い

婿
(

嫁)

い
じ
め
で
は
な
い
よ
う
だ
。

現
在
も
地
区
に
よ
っ
て
は
開
業
医
の
い
な
い
と
こ
ろ
の
あ
る
村
で
あ
る
か
ら
、
交 

通
の
便
の
悪
い
時
代
に
お
い
て
は
、
病
人
の
発
生
は
む
ら
を
あ
げ
て
の
大
騒
動
で 

あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
報
告
が
い
く
ら
か
あ
る
。

ま
た
、
同 

種
の
も
の
と
し
て
出
産
の
際
の
妊
婦
の
危
険
の
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
野
良
や
山 

で
生
ま
れ
た
こ
ど
も
の
名
前
に
こ
め
ら
れ
た
周
囲
の
も
の
の
願
い
や
そ
の
後
の
健
や 

力
な
成
長
の
こ
と
を
き̂

と
こ
こ
ろ
か
や
す
ま
る
。

こ
の
項
目
に
つ
い
て
も
、
戦
争
の
影
響
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
要
因
の
ひ
と
つ
で 

あ
る
。

死
の
領
域
に
つ
い
て
た
だ
に
観
念
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
己
れ
の
す
ぐ
隣 

に
あ
る
も
の
と
し
て
こ
ん
な
に
も
実
感
し
た
世
代
は
あ
と
に
も
さ
き
に
も
な
い
こ
と 

だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
戦
争
期
に
お
け
る
お
ん
な
た
ち
の
生
き
方
だ
が
、
そ
れ
は
も
つ 

と
こ
れ
ま
で
と
は
ち
が
つ
た
角
度
で
扱
わ
れ
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

出
征
し
た 

も
の
に
か
げ
膳
を
す
え
な
か
つ
た
家
族
は
な
か
ろ
う
し
、
そ
の
無
事
を
祈
つ
て
産
土 

様
に
お
願
し
ょ
を
か
け
た
り
、
お
百
度
参
り
を
し
な
か
つ
た
母
や
妻
や
妹(

姉)

や
娘 

は
ま
れ
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
奇
妙
な
こ
と
だ
が
、

出

征

し

た

も

の

は

「
往
つ
て
参 

り
ま
す
」
で
は
な
く
、
「
往
き
ま
す
」
と
の
み
い
い
お
い
て
、
家
郷
を
あ
と
に
し
て
い 

る
の
だ
。
「
先
立
つ
て
不
幸
」
を
強
い
ら
れ
た
も
の
の
親
た
ち
は
い
ま
あ
ま
り
に
長
く 

生
き
す
ぎ
た
と
思
つ
て
い
る
。

ト
ム
コ
は
、
ご
不
幸
に
際
し
て
は
葬
礼
ト
ム
コ
と
呼
ば
れ
て
、

こ
こ
で
も
重
要
な 

役
割
を
果
す
。

御
祝
儀
の
ト
ム
コ
と
全
く
同
じ
構
成
員
で
あ
り
な
が
ら
、

こ
れ
を
ホ 

ウ
ベ
ー
と
呼
ぶ
地
区
が
あ
る
。

葬
制
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
古
い
習
俗
が
現
在
も
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 

例
え
ば
、
野
辺
の
送
り
の
あ
と
の
ト
ム
コ
に
よ
る
お
念
仏
が
き
ち
ん
と
行
な
わ
れ
て 

い
る
む
ら
が
多
い
。

ま
た
。

こ
の
村
で
も
、
三
十
三
回
忌
の
枝
つ
き
塔
婆
の
こ
と
が 

き
か
れ
た
。

最
後
の
年
忌
を
お
え
る
と
、
死
者
は
オ
シ
り
ョ
ウ
サ
マ
と
呼
ば
れ
、
そ 

の
家
の
ご
先
祖
様
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
。

屋
敷
稲
荷
の
傍
に
鎮
座
す
る
卵
型
の
石
塔 

か
そ
れ
で
あ
る
。

オ
シ
り
ョ
ウ
サ
マ
の
あ
る
寒
か
か
な
ら
ず
し
も
古
い
寒
と
は
い
え 

な
い
よ
う
だ
。

こ
の
年
は
安
楽
死
の
こ
と
が
し
き
り
に
い
わ
れ
た
年
で
あ
つ
た
。

三
代
あ
る
い
は
四
代
の
同
居
す
る
複
合
家
族
が
む
ら
の
家
族
の
中
心
を
し
め
て
い 

た
時
代
に
は
多
く
の
民
俗
は
永
遠
不
易
の
相
貌
を
も
つ
て
い
た
。

そ
れ
は
長
老
が
そ 

う
な
す
こ
と
を
強
い
る
か
ら
で
は
な
く
し
て
、
若
輩
が
そ
れ
ら
を
う
け
い
れ
よ
う
と 

す
る
か
ら
で
あ
る
。

七
五
三
の
祝
い
や
成
人
式
が
今
年
は
い
よ
い
よ
華
麗
に
な
さ
れ 

た
。

ひ
と
は
社
会
の
習
慣
の
な
か
に
あ
る
と
き
も
つ
と
も
安¥

る
の
だ
ろ
う
か
。
 

(

朝
岡
紀
三
男)



一
、
誕 

生

㈠

妊 

娠

妊
娠
の
知
識 

嫁
入
る
直
前
に
な
っ
て
か
ら
、
母
あ
る
い
は
祖
母
か
ら
教
え
て
も 

ら
う
。(

川
浦)

初
め
て
の
妊
娠 

あ
ま
り
に
腹
が
痛
い
の
で
、
母
に
軽
井
沢
の
は
り
居
に
連
れ
て 

い
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
寒
い
の
で
ひ
な
た
ぼ
っ
こ
を
し
て
い
た
ら
、
ま 

た
痛
く
な
っ
た
。

ど
ん
な
だ
と
母
に
説
明
を
求
め
ら
れ
た
の
で
「
下
腹
の
あ
た
り
が 

ビ
ク
ビ
ク
し
て
ム
シ
ガ
は
ね
る
よ
う
だ
、
ム
シ
な
ら
も
う
や
め
て
く
る
は
ず
だ
け
ど
、
 

そ
ん
な
に
は
痛
く
な
い
」
と
い
う
と
、
「
そ
う
じ
ゃ
あ
、
お
め
え
あ
れ
じ
ゃ
あ
ね
え
か
、
 

ま
ち
が
い
な
し
だ
。
は
り
に
行
く
の
は
や
め
ベ
え
。
」
と
い
わ
れ
た
。
四
ヶ
月
め
の
こ 

と
だ
っ
た
。

月
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
か
ら
、
ご
は
ん
の
匂
い
が
と
て
も
嫌
い
だ
っ
た
。

特
に 

姑

さ

ま

に

言

わ

な

く

て

も

察

し

て

く

れ

た

。

梅
干
し
で
も
、
み
か
ん
で
も
好
き
な 

も
の
を
食
べ
ろ
、
と
言
わ
れ
た
。(

七
ッ
石)

妊
娠
を
誰
に
知
ら
せ
る
か 

姑
や
実
家
の
母
よ
り
夫
の
方
が
安
直
に
話
せ
る
よ
う 

だ
。

夫

が

そ

の

母

に

「
は
じ
ま
っ
た
っ
て
い
う
よ
」
な

ど

と

し

ら

せ

る

と

姑

は

「
そ 

う
き
ゃ
あ
、

い
い
じ
ゃ
あ
ね
え
か
」
な
ど
と
う
け
た
。(

川
浦)

先
ず
姑
に
打
ち
明
け
る
。
姑
の
い
な
い
家
で
は
、
近
所
の
年
寄
り
に
様
子
を
聞
く
。
 

姑
は
嫁
か
ら
妊
娠
を
知
ら
さ
れ
る
と
、
嫁
の
里
に
連
絡
す
る
。(

二
区)

腹
帯 

妊
娠
五
か
月
目
の
戌
の
日
に
、
卜
り
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
に
し
め
て
も
ら
う
。
 

帯
の
長
さ
は
七
尺
五
寸
三
分
に
す
る
。

つ
ま
り
、
七
•

五
•

三
と
い
う
エ
ン
ギ
を
か 

つ
ぐ
の
で
あ
る
。
こ
の
帯
は
晒
木
綿
で
、
「
犬
」
と
い
う
字
を
書
く
。
安
産
の
ま
じ
な 

い
で
あ
る
。
腹
帯
は
姑
が
買
っ
て
や
る
。
家
で
は
赤
飯
を
炊
い
て
、
産
泰
様
に
あ
げ
、
 

帯
を
し
め
て
く
れ
た
卜
り
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
を
招
い
て
ご
ち
そ
う
を
出
す
。
産
泰
様
は 

鎮
守
の
森
の
境
内
に
石
の
祠
が
祀
っ
て
あ
る
。(

二
区)

五
月
目
の
戌
の
日
に
す
る
と
産
が
軽
く
す
む
。(

六
区)

五
力
月
に
入
っ
た
戌
の
日
に
腹
帯
を
し
め
た
。

一
丈
の
晒
を
卷
く
。

姑
さ
ま
か
水 

天
宮
さ
ま
、
産
泰
様
を
お
が
ん
で
く
れ
る
。(

七
ッ
石)

腹
帯
を
し
め
る
の
は
妊
娠
五
力
月
め
の
戌
の
日
が
良
い
と
い
わ
れ
、
普
通
は
産
婆 

に
し
め
て
も
ら
う
。

長

さ

は

さ

ら

し

で

一

丈(

七
尺
五
寸
と
も
い
う)

は
必
要
だ
。
 

夫
の
禅
を
用
い
る
と
つ
わ
り
が
軽
く
な
る
、
と
い
う
。
小
祝
様
か
ら
腹
帯
を
借
り
る 

と
い
う
の
は
知
ら
な
い
。(

桑

本)

妊
娠
中
の
禁
忌 

妊
娠
し
た
女
姓
が
火
事
場
を
見
る
と
、
そ
の
時
な
ぜ
た
所
が
赤 

あ
ざ
に
な
る
。

ま
た
、
死
ん
だ
人
を
見
た
時
は
黒
あ
ざ
が
で
き
る
。

も
し
、
ど
う
し
て
も
見
な
く 

て
は
な
ら
な
い
時
は
、
懐
中
に
鏡
を
入
れ
て
お
く
。(

川
浦)

火
事
を
見
た
り
、•

お
葬
式
を
見
た
り
す
る
と
、
ア
ザ
を
持
っ
た
子
が
で
き
る
か
ら 

懐
中
鏡
を
帯
の
間
に
入
れ
て
い
た
。(

七
ッ
石)

-

火
事
を
見
る
と
赤
い
ア
ザ
の
子
が
で
き
る
。
人
が
死
ん
だ
ん
を
見
る
と
黒
い
ア
ザ 

の

子

が

で

き

る(

関
沢)

妊
娠
し
て
い
る
時
、

火
事
を
見
る
と
、
生
ま
れ
る
子
に
赤
い
ア
ザ
が
で
き
、
死
人 

を
見
る
と
ア
オ
ア
ザ
の
あ
る
子
が 
で
き
る
。

親
戚
の
人
の
場
合
は
ア
ザ
が
か
げ
に
で
る
が
、
他
人
の
場
合
に
は
顔
に
で
る
と
い 

う
。

だ
か
ら
妊
婦
は
何
事
が
あ
っ
て
も
、
、っ
っ
か
り
と
び
だ
す
な
と
い
う
。

鏡
を
持
っ
て
い
れ
ば
、

こ
の
ア
ザ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

鏡
に
う
つ
っ
て
子
供 

に
、っ
つ
ら
な
い
。(

六
区)

お
産 

腹
が
痛
く
な
る
と
部
屋
の
た
た
み
を
ひ
っ
た
て
て
、
そ
こ
に
わ
ら
を
敷
い 

て
お
産
を
し
た
。
近
所
の
お
ば
あ
さ
ん
に
や
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
家
の
お
ば
あ
さ
ん
に 

と
り
上
げ
て
も
ら
、っ
。

自
分
で
と
り
上
げ
た
人
も
か
な
り
い
た
ょ
う
で
、
生
ま
れ
る 

直
前
ま
で
働
い
て
い
て
、
そ
の
時
に
な
っ
て
夫
が
湯
を
わ
か
し
、
産
婦
が
自
分
で
へ 

ソ
ノ
緒
を
切
っ
て
と
り
上
げ
た
。

ょ
く
し
た
も
の
で
そ
れ
で
も
り
っ
ぱ
に
育
っ
た
。
 

(

川
浦)

初
め
て
の
子
は
、
実
家
に
帰
っ
て
出
産
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

約
ー
ヵ
月
、
親



子
は
そ
こ
で
生
活
を
し
て
、

二
月
め
に
婿
家
に
も
ど
る
の
だ
っ
た
。

現
在
で
は
、
殆 

ん
ど
実
家
に
帰
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
ま
た
帰
っ
て
も
産
院
で
す
る
こ
と
が
多
い
。
 

(

川
浦)

初
産
の
場
合 

産
気
づ
く
と
夫
を
遊
び
に
出
し
た
。

こ
れ
は
夫
が
い
な
い
と
お
産 

が
軽
く
す
む
と
さ
れ
て
お
り
、
初
産
に
夫
が
お
る
と
、
二
回
目
以
降
も
夫
が
い
な
い 

と
お
産
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。(

七
区)

暗
い
ナ
ン
ド
部
屋
で
生
む
。

ラ
ン
プ
を
つ
け
て
い
た
。

畳
を
し
っ
た
っ
て
、
ワ
ラ 

を
う
ん
と
し
き
、
そ
の
上
に
ボ
ロ
を
お
い
て
生
ん
だ
。

昔
は
コ
タ
ツ
ヤ
グ
ラ
に
つ
か 

ま
っ
て
生
ん
た
も
の
で
あ
る
。(

六
区)

昔
の
お
産
は
座
産
で
あ
る
。

畳
を
上
げ
て
、
む
し
ろ
を
敷
き
、
そ
の
上
に
寝
か
せ 

て
わ
ら
く
び
を
開
い
て
、
そ
の
上
に
産
み
お
と
す
。(

川
浦)

近
所
に
手
な
れ
た
年
寄
り
か
い
て
、
お
産
を
手
つ
だ
い
、
子
を
と
り
あ
げ
て
く
れ
た
。
 

卜
り
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
と
言
う
。

水
沼
の
お
里
バ
ア
サ
ン
は
多
勢
の
子
を
と
り
あ
げ
た 

の
で
有
名
で
あ
る
。

お
産
は
普
通
の
家
で
は
、
初
子
の
と
き
に
は
嫁
の
里
で
産
む
。
 

姑
が
、
お
産
に
必
要
な
も
の
一
切
を
持
っ
て
、
嫁
を
つ
れ
て
、
嫁
の
実
家
へ
行
く
。
 

二
度
か
ら
は
、
嫁
ぎ
先
で
生
む
。(

二
区)

む
か
し
の
人
が
ィ
ジ
メ
み
た
い
な
、
丸
い
大
き
な
ザ
ル
の
中
で
オ
ツ
ブ
サ
マ(

突
っ 

伏
し
て)

で
生
む
の
を
子
ど
も
の
頃
み
た
。

私
は
掛
け
ぶ
と
ん
を
固
く
丸
め
、
し
っ 

か
り
ニ
ヵ
所
し
ば
っ
て
、
そ
れ
に
お
っ
か
か
っ
て
生
ん
だ
。
取
上
げ
ば
あ
さ
ん
が
「
そ 

ら
、

い
き
め
」
な
ど
と
掛
声
を
か
け
て
生
ま
せ
て
く
れ
た
。

手
伝
い
の
人
が
後
か
ら
腹
を
抱
い
て
く
れ
た
。

昭

和

十

三

年

に

最

後

の

子

を

生

ん

だ

時

だ

け

産

婆

さ

ん

を

頼

み

寝

て

生

ん

だ

(

七
ッ
石),

畳

を

上

げ

て

ぐ

れ

た(

粗
末
な)

ふ

と

ん

を

敷

い

て

シ

ビ(

藁
を
す
ぐ
っ
た
ハ
ヵ 

マ
、
柔
か
く
て
い
い)

を
置
き
、

油
紙
を
す
い
た
ょ
う
な
こ
と
を
し
て
産
ん
だ
。

三 

日
も
寝
れ
ば
い
い
式
だ
っ
た
。(

関
沢)

姑
さ
ま
が
面
倒
み
て
く
れ
た
。

着
も
の
を
縫
っ
た
裁
ち
！
^

ど
袋
に
入
れ
て
と
っ 

と
い
て
、
そ
れ
を
敷
い
て
生
ん
だ
。

一
週
間
寝
て
い
た
。

二
十
間
仕
事
を
し
な
く
も

い
い
と
言
わ
れ
た
。

オ
マ
マ
は
別
釜
で
煮
て
貰
っ
た(

上
石
津)

お
産
が
始
ま
る
と
家
人
も
し
き
り
に
産
泰
様
を
拝
む
。

お
産
の
苦
労
は
体
の
大
き 

い
小
さ
い
に
か
か
わ
り
な
く
あ
る
が
、
小
さ
い
人
の
方
か
苦
労
す
る
よ
う
だ
。

軽
い 

人
な
ら
ば
、
陣
痛
が
始
ま
っ
て
三
回
か
四
回
や
め
ば
生
む
。
普
通
は
三
回
位
で
出
来 

る
。
「
障
子
の
骨
が
み
え
る
う
ち
は
、
駄
目
だ
」
と
い
、っ
。
お
産
の
時
、
夫
は
家
に
い 

な
い
方
が
い
い
と
い
っ
て
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
と
、
家
人
に
追
い
出
さ
れ
て
し
ま 

う
。

初
子
の
時
、
夫
が
傍
に
い
る
と
、
そ
れ
が
く
せ
に
な
っ
て
、

つ
ぎ
の
出
産
に
も 

い
な
い
と
、
出
来
な
い
と
も
い
う
。

夫
に
あ
ま
っ
た
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
な 

け
れ
ば
、
も
う
苦
に
な
ら
な
い
で
、
う
そ
の
よ
う
に
軽
く
す
む
と
い
う
。(

川
浦)

難
産
の
場
合
は
、
産
婆
を
よ
び
、
様
子
を
知
っ
て
い
る
近
隣
の
年
寄
り
に
手
つ
だ
っ 

て
も
ら
う
。

男
は
産
室
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

産
室
は
す
べ
て
畳
を
あ
げ
て
あ 

り
、
布
団
を
つ
み
重
ね
た
中
に
よ
り
か
か
っ
て
お
産
を
し
た
。(

二
区)

お

産

の

場

所

産

室

と

し

て

は

、
お
く
り
の
部
屋
、
な
ん
ど
と
呼
ぶ
部
屋
が
使
わ 

れ
る
の
が
並
日
通
で
あ
る
。
夫
は
、
産
室
に
は
入
っ
て
は
い
け
な
い
。
ま
た
、
山
へ
行
っ 

て
は
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
る
の
は
、
夫
も
け
が
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。(

川
浦)

お
産
は
奥
の
部
屋
で
し
た
。

む
か
し
は
、
畳
を
あ
げ
て
、
わ
ら
を
し
い
て
、
お
産 

を
し
た
と
い
う
。

む
か
し
は
坐
産
で
あ
っ
た
。(

水
沼)

お
産
は
オ
ク
リ
の
デ
ー
で
す
る
。

畳
を
二
枚
は
い
で
、

む
し
ろ
を
敷
き
、
そ
の
上 

に
灰
を
撒
き
、

油
紙
を
お
い
て
、
更
に
ボ
ロ
を
お
き
、

ふ
と
ん
を
高
く
重
ね
、

こ
れ 

に
よ
り
か
か
る
坐
産
で
あ
る
。

初
産
の
と
き
夫
が
い
る
と
、
あ
と
も
夫
が
い
な
い
と
生
ま
れ
な
い
。

余
計
に
や
む 

か
ら
居
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
。

ホ
ウ
キ
を
ま
た
ぐ
と
お
産
が
重
く
な
る
と
い
う
。(

下
村)

出
産
と
夫 

お
産
の
と
き
に
旦
邦
は
そ
の
場
に
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
、っ
。

お 

産
が
長
び
く
と
い
わ
れ
た
。(

水
沼)

お

産

の

神

様

産

泰

様

と

淡

島

様

。

産
泰
様
は
安
産
の
神
様
で
あ
る
。

大
胡
の
近
く
の
産
泰
様
へ
は
、

こ
の
辺
か
ら
も 

お
ま
い
り
に
行
っ
た
人
も
あ
る
。



便
所
は
、
き
れ
い
に
し
て 

おX
X

と
、

い
い
子
か
う
ま
れ 

る
と
い
っ
た
。

お
産
の
と
き
に
は
、

-!:••
神 

様
が
一
番
先
に
や
っ
て
く
る 

と
い
う
。

ふ
だ
ん
で
も
、
座 

敷
卜,

rfr
は
ま
た
ぐ
も
の
で
は
な 

い
と
い
っ
て
い
る
。

と
く
に 

女
の
子
に
対
し
て
は
や
か
ま 

し
く
い
っ
て
い
る
。

夼
は
下 

に
お
く
も
の
で
は
な
い
。

か 

け
て
お
く
も
の
だ
と
い
う
。
 

(

水
沼)

お
産
の
神
様
に
福
守
大
明 

神
が
あ
る
。
寺
の
門
前
に
福

守
様
の
石
像
が
祝
っ
て
あ
り
、
子
供
が
欲
し
い
夫
婦
は
こ
こ
へ
お
ま
い
り
し
て
願
を 

か
け
る
。

そ

の

際

「
願
成
就
」
と
か
い
た
の
ぼ
り
旗
を
立
て
て
く
る
。(

二
区)

産
泰
様
は
お
産
の
神
様
で
、
西
ヶ
渕
は
石
山
に
大
き
い
石
宮
が
あ
る
。

三
月
十
五 

日
が
お
祭
り
で
あ
る
。
産
泰
様
は
部
落
毎
に
祭
っ
て
い
る
。(

川
浦)

桑
本
に
は
産
泰
様
は
な
か
っ
た
が
、
ヵ
ミ
の
方
の
川
原
に
平
た
い
い
い
石
が
あ
っ 

た
の
を
む
ら
の
も
の
が
み
つ
け
、
「
ぅ
ち
の
む
ら
に
は
産
泰
様
が
な
い
の
で
こ
れ
を
つ 

く
る
ベ
え
。
」
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
切
り
つ
け
て
こ
さ
え
た
。
今
か
ら
五
十
四
年
前
の 

こ
と
で
あ
る
。

現
在
は
、
天
神
様
、
稲
荷
様
と
並
ん
で
い
て
、

二
月
二
十
八
日
が
お 

祭
り
で
あ
る
。

こ
の
日
に
は
、
女
衆
が
ご
馳
走
を
つ
く
っ
て
も
ち
ょ
っ
て
お
参
り
に 

行
く
。(

川
浦)

産
泰
様 

三
月
二
十
八
日
に
、
む
ら
の
女
衆
が
店
へ
ょ
っ
て
も
ち
を
つ
い
て
祝
っ 

た
。

産
泰
様
は
お
産
の
神
様
。

参
加
者
は
、
嫁
に
な
っ
た
人
か
ら
、
新
し
い
嫁
が
く
る
前
の
主
婦
ま
で
、
新
し
く

嫁
を
も
ら
っ
た
人
は
嫁
さ
ん
と
交
代
す
る
。

姑
は
嫁
を
宿
へ
つ
れ
て
行
っ
て
お
ね
が 

い
し
た
。

昼
食
を
食
べ
て
か
ら
、
米
五
合
と
あ
ず
き
一
合
を
も
っ
て
宿
へ
あ
つ
ま
っ
た
。
も
ち 

は
、
嫁
に
き
た
て
の
人
が
つ
い
た(

ち
ょ
っ
と
つ
く
ま
ね
を
す
る
程
度
で
あ
っ
た)

。
 

も
ち
は
二
う
す
ぐ
ら
い 

つ
い
た
。

一
人
前
あ
ん
ぴ
ん
も
ち
が
十
五
コ
ぐ
ら
い
は
で
き 

た
。

も
ち
を
夕
飯
に
食
べ
た
り
、
あ
ま
っ
た
の
を
家
へ
も
ち
か
え
っ
た
り
し
た
。

宿
で
は
産
泰
様
の
掛
軸
を
か
け
て
お
が
ん
だ
。

ご
神
酒
は
ち
ょ
っ
と
い
た
だ
く
程 

度
。女

衆
が
あ
つ
ま
っ
て
、
す
き
な
話
し
を
す
る
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
。

も
と
は
こ
の
と
き
む
ら
う
ち
の
産
泰
様(

石
宮)

へ
お
ま
い
り
に
行
っ
た
が
、
大 

正
十
二
年
に
掛
軸
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
か
ら
は
、
そ
れ
を
お
か
ん
で
、
お
ま
つ
り 

に
は
行
か
な
く
な
っ
た
。

な
お
、
家
と
か
、
近
親
者
に
不
幸
の
あ
っ
た
場
合
に
は
、
四
十
九
日
で
も
す
ま
な 

い
と
、
産
泰
講
に
参
加
し
な
か
っ
た
。(

水
沼
相
間)

産
泰
様
は
お
産
の
神
様
、
掛
軸
を
か
け
て
、

ロ
ー

ソ
ク
を
あ
げ
た
り
、
線
香
を
あ 

げ
た
り
し
て
お
が
ん
だ
。

こ
の
と
き
の
ロ
—

ソ
ク
の
燃
え
き
ら
な
い
の
を
持
ち
か 

え
っ
て
、
お
産
の
と
き
に
つ
け
る
と
、

こ
れ
が
燃
え
き
る
ま
で
に
お
産
が
出
来
る
と 

ぃ
っ
た
。

自
分
の
代
り
の
も
の
が
で
き
る
ま
で
は
、
脱
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
 

嫁
を
も
ら
う
ま
で
は
、
年
を
と
っ
て
も
産
泰
講
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 

(

水
沼)

産

泰

講
(

三
月
二
十
八
日)

参
加
者
は
嫁
さ
ん
、
昼

食

を

す

ま

せ

て

か

ら

宿(

交 

代
で
し
た)

に
あ
つ
ま
っ
た
。

む
か
し
は
、
夜
の
九
時
ご
ろ
会
食
を
し
て
い
た
。

現 

在
は
、
月
に
五
百
円
ず
つ
の
積
立
を
し
て
、
近
く
の
温
泉
へ
一
泊
旅
行
を
し
て
い
る 

(

川
原
湯
と
か
伊
香
保
温
泉
な
ど)

。

む
か
し
は
、
米
を
五
合
ぐ
ら
い
ず
つ
も
ち
ょ
っ
た
り
、
お
金
を
だ
し
た
り
し
て
、
 

す
し
を
つ
く
っ
て
食
べ
た
り
、
も
ち
か
え
っ
た
り
し
た
。

産
婆 

と
り
あ
げ
ば
あ
さ
ん
と
い
っ
た
。

む
か
し
は
、
素
人
の
人
が
産
婆
の
役
を

産 泰 様(右端) 

銘 明治-一年寅2月吉日 底ヌケヒシャクを 

供えて祈る(亀沢)(関口 正己撮影)



や
っ
て
く
れ
た
。

お
礼
は
、
お
七
夜
の
と
き
に
、
よ
ん
で
お
祝
い
を
し
て
や
っ
た
。

そ
の
あ
と
は
ほ 

と
ん
ど
か
ま
わ
な
か
っ
た
。

産
婆
さ
ん
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
子
ど
も
が
見
送 

り
に
行
っ
た
。(

水
沼)

産

婆

の

原

田

モ

ン

さ

ん(

明
治
二
十
六
年
生
れ)

は
十
七
才
で
嫁
に
来
て
、
姑
が 

四
十
六
才
で
お
産
を
す
る
の
で
姑
に
教
わ
り
な
が
ら
と
り
上
げ
た
。

ま
だ
若
か
っ
た 

の
で
取
り
上
げ
て
三
日
間
も
食
事
が
出
来
な
い
ほ
ど
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。

山
の
中 

な
の
で
産
婆
が
お
ら
ず
素
人
が
み
な
産
婆
の
事
を
行
な
っ
た
。

モ
ン
さ
ん
は
そ
れ
か 

ら
現
在
ま
で
八
十
人
か
ら
取
り
上
げ
た
。

最
初
の
双
子
の
と
き
は
一
人
だ
と
思
っ
て 

取
り
上
げ
た
ら
二
人
に
な
っ
た
の
で
驚
い
た
。(

七
区)

産
婆
は
、
お
産
の
あ
と
、

一
週
間
は
湯
を
つ
か
わ
せ
に
通
う
。

お
七
夜
が
過
ぎ
て 

も
、

二
日
位
は
通
り
が
か
り
な
が
ら
、
「
赤
ん
坊
は
、
ど
う
だ
い
。
」
な
ん
て
声
を
か 

け
て
く
れ
る
。
産
婆
へ
の
お
礼
は
、
昭
和
〇
〇
年
こ
ろ
で
、
二
十
円
だ
っ
た
。
ま
た
、
 

反
物
で
一
反
く
ら
い
す
る
家
も
あ
る
。(

川
浦)

へ
そ
の
緒 

へ
そ
の
緒
は
て
ひ
と
く
び(

て
ふ
た
つ
と
も
て
い
っ
そ
く
と
も
い
う) 

の
と
こ
ろ
を
麻
繩
で
し
ば
っ
て
血
の
出
な
い
よ
う
に
し
て
か
ら
は
さ
み
で
切
る
。

へ 

そ
の
緒
が
長
す
ぎ
て
と
ぐ
ろ
を
卷
い
た
よ
う
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
腹
ま 

き
に
し
ば
っ
て
動
か
な
い
よ
う
に
し
な
い
と
血
が
出
て
し
ま
う
。

四
日
め
と
い
え
ば
た
い
て
い
も
げ
る
も
の
で
、
五
日
め
の
朝
お
湯
を
つ
か
わ
せ
る 

時
み
れ
ば
、
例
外
な
く
と
れ
て
い
る
。

産
婆
は
近
所
な
ら
二
週
間
く
ら
い
お
湯
を
つ 

か
わ
せ
に
通
っ
て
く
れ
る
。(

川
浦)

二
つ
折
り
に
し
て
一
握
の
部
分
に
麻
を
固
く
卷
き
つ
け
て
端
を
は
さ
み
で
切
っ 

た
。
「
こ
い
そ
く
」
に
し
て
切
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
原
田
モ
ン
さ
ん
は
姑
の
お
産
に 

手
伝
っ
た
が
、

こ
の
ヘ
ソ
の
緒
を
切
る
時
は
夢
中
で
姑
に
叱
ら
れ
な
が
ら
や
っ
と
取 

り
上
げ
た
。

こ
れ
が
機
会
で
一
生
産
婆
を
務
め
た
。(

七
区)

竹
の
刀
で
切
る
。

切
っ
た
あ
と
を
焼
酎
で
消
毒
し
、
乾
い
て
自
然
に
お
ち
る
と
、
 

臍
の
緒
を
紙
に
包
み
、
名
を
書
い
て
、
タ
ン
ス
の
中
に
し
ま
っ
て
お
く
。

こ
れ
は
薬 

用
と
す
る
。(

二
区)

ヘ
ソ
ノ
オ
は
紙
に
く
る
ん
で
た
ん
す
の
中
な
ど
に
し
ま
っ
て
お
い
た
。

そ
れ
を
女 

の
子
の
場/k
ロ
に
は
、
嫁
に
行
く
と
き
に
も
た
せ
て
や
っ
た
。
あ
と
ま
で
大
事
に
し
ま 

っ
て
お
い
て
、
腹
の
い
た
む
と
き
に
な
め
れ
ば
い
い
と
か
い
っ
た
。(

水
沼)

ヘ
ソ
ノ
オ
は
部
屋
に
つ
る
し
て
お
い
た
。(

下
村)

後
産 

赤
ん
坊
を
と
り
あ
げ
な
い
う
ち
に
、
産
婆
は
腹
帯
を
し
っ
か
り
と
し
め
る 

よ
う
に
す
る
。

そ
う
し
な
い
と
後
の
も
の
が
つ
き
あ
げ
て
し
ま
う
。

後
の
も
の
は
と 

ぼ
く
ち
へ
い
け
た
が
、
そ
の
理
由
は
丈
夫
で
生
き
て
い
る
も
の
の
付
属
品
だ
か
ら
、
 

人
間
の
住
む
所
か
ら
近
い
所
が
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

現
在
で
は
お
墓
の
は
し
、
前 

で
の
方
の
手
水
を
置
く
所
に
持
っ
て
行
く
こ
と
が
多
い
。(

川
浦)

後
産
は
産
泰
様
の
す
ぐ
下
の
所
に
埋
め
る
場
所
が
あ
り
、
そ
こ
へ
持
っ
て
行
っ
て 

埋
め
る
。(

二
区)

後
の
も
の
は
、
山
の
あ
る
家
で
は
、

山
な
ら
ど
こ
で
も
よ
い
が
、
な
る
べ
く
深
く 

掘
っ
て
埋
め
る
。

そ
の
上
を
、

ヘ
ビ
が
渡
る
と
、
そ
の
赤
ん
坊
は
成
長
し
て
か
ら
へ 

ビ
を
こ
わ
が
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
ィ
ヌ
な
ど
に
掘
り
出
さ
れ
る
と
、
あ
と
か
ら 

生
ま
れ
る
弟
妹
た
ち
が
病
弱
に
な
る
と
も
い
う
。(

川
浦)

の
ち
の
も
の
は
、
床
下
に
穴
を
掘
り
、
そ
の
中
に
埋
め
て
そ
の
上
に
か
つ
を
ぶ
し 

を
の
せ
更
に
そ
の
上
に
石
を
置
い
た
。
昔
は
娘
で
子
を
産
む
と
桑
原
に
埋
め
る
こ
と 

に
な
っ
て
い
た
。(

七
区)

後
産
は
塩
と
オ
サ
ゴ
、
ゴ 

マ
メ
を
一
緒
に
包
を
込
ん
で
戸
ボ
ー

ロ
な
ど
人
が
出
入 

り
す
る
所
に
埋
め
た
。

お
墓
へ
持
っ
て
っ
た
り
し
て
も
い
い
。(

七
ツ
石)

ノ
チ
ノ
モ
ノ
は
オ
ー
ト

グ

チ
(

大
ト
ボ
ロ) 

の
石
の
下
に
う
め
る
。

子
供
が
あ
ま 

り
夜
泣
く
の
で
調
べ
て
み
た
ら
、

ノ
チ
ノ
モ
ノ
が
ほ
ら
れ
て
い
た
。(

六
区)

ノ
チ
ザ
ン
は
床
下
に
い
け
た
り
、
山
に
持
っ
て
行
っ
て
埋
め
る
。(

下
村)

エ
ナ
と
か
、

の
ち
の
も
の
も
床
下
に
い
け
た
。(

水
沼)

カ
ナ
バ
バ 

胎
便
の
こ
と
。

生
後
三
日
位
で
乳
が
出
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
マ
ク
リ
を 

飲
ま
せ
た
。

マ
ク
リ
は
医
者
が
く
れ
、
綿
に
く
る
ん
で
乳
房
の
よ
う
に
し
て
、
乳
の 

代
り
に
な
め
さ
せ
た
。(

下
村)



カ
ナ
バ
バ
は
お
む
つ
を
洗
い
な
が
ら
す
て
た
。(

水
沼)

産

後

の

食

事

お

産

が

あ

る

と

実

家

で

は

米

三

升

位

を

、
重
箱
に
入
れ
て
持
っ
て 

き
て
く
れ
る
。

産
後
一
週
間
位
は
米
の
飯
で
、
そ
の
あ
と
麦
飯
と
な
る
。

お
か
ず
は 

ナ

イ

リ(

菜
を
ゆ
で
て
カ
ツ
ブ 

シ

を

入

れ

た

も

の)

、
お
つ
ゆ
は
カ
ン
ピ
ョ
ウ
入
り 

で
、
油
物
は
眼
に
悪
い
と
い
い
、
砂
糖
は
乳
が
上
る
と
い
っ
て
避
け
た
。
産
後
は
一 

週
間
位
休
む
。

三
週
間
も
休
む
の
は
、
よ
く
休
む
人
で
あ
る
。(

下
村)

お
産
衆
は
食
べ
る
も
の
が
な
い
。

お
か
い
に
カ
ツ
ブ
シ
味
噌
、
そ
れ
に
フ
の
お
つ 

ゆ
位
。

四
つ
足
、
生
も
の
は
い
け
な
い
。

野
菜
も
食
べ
る
と
赤
ン
坊
が
青
い
便
を
す 

る
か
ら
、
悪
い
と
言
い
一
週
間
位
は
食
べ
ら
れ
な
い
。

そ
れ
か
ら
で
も
野
菜
は
煮
て 

食
べ
る
。(

七
ツ
石)

産
後
食
べ
て
も
よ
い
も
の
は
、
か
つ
ぶ
し
、
麩
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
悪
い
も
の
は
、
 

さ
ん
ま
、
か
ぼ
ち
や
、
柿
が
あ
っ
た
。

柿
は
、
は
ら
ん
だ
と
き
は
よ
い
が
、
産
後
柿 

を
食
べ
、
ず
く
し
の
よ
ぅ
な
体
に
な
っ
て
死
ん
だ
人
が
お
る
の
で
悪
い
と
さ
れ
て
い 

た
。(

川
浦)

油
も
の
、

カ
ラ
イ
も
の
は
食
べ
て
は
い
け
な
い
。

柿
は
ひ
え
る
か
ら
と
い
っ
て
百 

日
の
間
食
べ
な
い
。

ナ
ス
は
ナ
ス
ビ
が
さ
が
る
か
ら
だ
め
。

水
も
飲
ん
で
は
い
け
な 

い
。

ゼ
ン
マ
イ
を
買
っ
て
お
い
て
ミ
ソ
で
食
べ
た
。

越
後
か
ら
く
る
本
ゼ
ン
マ
イ
は 

古
冋
か
っ
た
。(

六
区)

よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
一
度
だ
け
お
か
ゆ
で
、
そ
の
後
は
普
段
の
食
事
が
と 

れ
る
。

産
後
の
ひ
だ
ち
が
わ
る
い
と
二
日
か
ら
三
日
は
お
か
ゆ
に
な
る
。

ま
た
、

一
 

週
間
は
お
か
ゆ
と
つ
ゆ
だ
け
し
か
食
べ
な
い
所
も
あ
る
。(

川
浦)

産
婦
の
入
浴 

始
め
て
湯
に
入
る
時
、
カ
マ
の
火
を
き
れ
に
か
き
出
し
て
、
火
の 

気
の
な
い
様
に
掃
除
し
て
か
ら
入
っ
た
。

ヒ
ゲ
シ
様
に
悪
い
か
ら
。(

七
ツ
石)

産
の
禁
忌 

お
産
の
あ
と
二
十
一
日
間
は
神
様
に
詣
ら
な
い
。

身
体
が
ケ
ガ
レ
て 

い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
正
月
に
は
オ
タ
ナ
の
下
に
行
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
ぅ
。
 

(

下
村)

生
れ
た
子
は
ケ
ガ
レ
が
無
い
が
サ
ン
シ
は
二
十
一
日
と
か
、
百
日
ケ
ガ
レ
て
る
、
 

と
か
言
っ
た
。

よ
ご
れ
も
の
は
日
の
当
る
所
に
干
し
ち
や
い
け
な
い
。

月
の
も
の
の

時
で
も
同
じ
で
人
の
目
に
つ
か
な
い
蔭
の
方
に
干
す
。

ま
た
ケ
ガ
レ
て
い
る
か
ら
神
棚
へ
進
ぜ
も
の
な
ど
も
し
な
い
。

サ
ン
シ
は
便
所
の
掃
除
を
よ
く
す
る
と
キ
リ
ョ
ー
の
い
い
子
か
で
き
る
、
と
言
っ 

た
。(

七
ツ
石)

㈡

生

児

儀

礼

産
湯 

使
っ
た
後
は
、
床
下
に
捨
て
る
。

陽
に
当
て
て
は
い
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(

二
区)

産
湯
は
、
そ
の
部
屋
の
床
下
に
穴
を
掘
っ
て
い
け
た
と
い
う
。(

水
沼) 

産
湯
は
日
の
あ
た
ら
な
い
と
こ
ろ
に
捨
て
る
。(

六
区)

初
湯
は
年
寄
り
が
床
下
に
穴
を
掘
っ
て
、
ま
け
て
く
れ
た
。(

下
村)

家
か
ら
ち
よ
っ
と
離
れ
た
所
に
穴
を
掘
っ
て
捨
て
る
。(

川
浦)

初
産
湯
は
、
す
っ
か
り
波
立
た
な
く
な
っ
て
か
ら
捨
て
な
い
と
、
赤
ん
坊
が
乳
を 

上
げ
る
と
い
、っ
。
家
の
床
下
や
家
か
ら
ち
よ
っ
と
離
れ
た
所
に
穴
を
掘
っ
て
捨
て
る
。
 

(

川
浦)

初
湯
は
床
下
に
捨
て
る
。
普
通
一
週
間
産
湯
を
浴
せ
る
が
二
十
一
日
間
入
れ
る
と 

丈
夫
に
育
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

な
お
湯
の
中
に
卵
を
入
れ
て
浴
び
せ
る
と
皮
ふ
が 

な
め
ら
か
に
な
る
と
い
わ
れ
て
た
。(

七
区)

う
ぶ
め
し 

子
ど
も
か
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
、

一
生
い 

い
く
ら
し
か
で
き
る
よ
う
に 

と
、

一
升
の
米
の
め
し
を
炊
い
た
。

こ
れ
は
、
そ
の
時
に
居
合
せ
た
、

手
の
あ
い
て 

い
る
も
の
が
、
だ
れ
で
も
炊
い
た
。

こ
れ
を
う
ぶ
め
し
と
い
い
、
そ
こ
に
居
る
人
た 

ち
(

産
婦
も
ふ
く
め
て)

が
一
緒
に
食
べ
た
。(

水
沼)

子

か

生

れ

る

と
す
ぐ
オ
ボ
ダ
テ(

白
い
ご
は
ん)

を
煮
る
。

マ
メ
に
育
つ
よ
う
に 

大
豆
を
一
握
り
入
れ
て
煮
て
誰
で
も
く
る
人
に
な
る
べ
く
大
勢
の
人
に
食
べ
て
貰 

、っ
。

世
間
が
広
く
な
る
、
と
い
う
。(

七
ツ
石)

う
ぶ
め
し
と
い
っ
て
赤
ん
坊
が
生
ま
れ
る
と
、
家
族
の
も
の
が
産
土
様
や
稲
荷
様 

に
炊
き
た
て
の
飯
を
進
ぜ
る
。
ま
た
。
心
配
し
て
寄
っ
て
く
れ
た
周
囲
の
も
の
に
も
、
 

い
っ
し
よ
に
食
べ
て
も
ら
う
。(

川
浦)



お
産
見
舞 

五
日
と
か
七
日
の
奇
数
の
日
に
や
る
。
フ
と
か
カ
ン
ピ
ョ
ウ
を
持
っ 

て
い
く
。(

六
区)

お
は
ち
の
米
初
子
の
場
合
に
は
、
出
産
の
知
ら
せ
が
あ
る
と
、
嫁
の
里
の
母
親 

は
す
ぐ
米
を
も
っ
て
や
っ
て
き
た
。
初
孫
だ
か
ら
と
て
、
米
を
三
升
ぐ
ら
い
、
お
は 

ち
に
入
れ
て
も
っ
て
き
た
。(

水
沼)

産
着 

サ
ラ
シ
の
ジ
バ
ン
コ
、
麻
の
葉
の
着
も
の
、
ひ
と
え
も
ん
を
二
、
三
枚
こ 

わ
し
て
シ
メ
シ
を
作
っ
て
お
く
。
麻
の
葉
の
き
も
の
を
一
枚
は
着
せ
る
も
ん
だ
。
 

真
綿
を
丸
く
の
ば
し
て
綿
帽
子
を
か
ぶ
せ
る
。

ホ
ー
ズ
キ
に
穴
を
あ
け
ガ
—
ゼ
で
包
ん
で
汁
を
飲
ま
せ
る
。
ホ
ー
ズ
キ
虫
に
な
ら 

な
い
。(

七
ツ
石)

赤
ん
坊
が
生
ま
れ
る
と
、
産
湯
を
つ
か
っ
て
か
ら
産
着
を
き
せ
た
。

こ
れ
は
嫁
が 

用
意
し
て
お
い
た
が
、嫁
の
里
の
母
親
と
か
、う
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
な
ど
も
つ
く
っ 

て
お
い
て
く
れ
た
。(

水
沼)

祝
い
着 

は
じ
め
て
の
子
ど
も
に
は
、
男
の
子
で
も
、
女
の
子
で
も
、
嫁
の
実
家 

で
祝
い
の
着
物
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
。
三
つ
紋
と
か
、
五
つ
紋
つ
き
の
か
さ
ね(

二 

枚)

を
つ
く
っ
て
く
れ
た
。
そ
れ
を
、
お
便
所
ま
い
り
の
と
き
に
、
赤
ん
坊
に
き
せ 

て
ま
わ
っ
た
。
嫁
の
里
で
は
、
御
七
夜
に
ま
に
あ
う
ょ
う
に
つ
く
っ
て
く
れ
た
の
で 

あ
る
。(

水
沼)

赤
ん
坊
が
生
ま
れ
れ
ば
、
祝
い
着
と
し
て
嫁(

母
親)

の
実
家
か
ら
赤
ん
坊
に
、
 

着
物
一
揃
い
、
寝
せ
て
お
く
蒲
団
、
ね
ん
ね
こ
、
お
む
つ
を
送
る
の
が
現
在
で
は
普 

通
で
あ
る
。
し
か
し
、
昔
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
孫
に
作
っ
て
や
る
の
は
や
は
り
数
が 

少
な
か
っ
た(

川
浦)

お
七
夜 

赤
飯
を
ふ
か
し
て
産
婆
に
と
ど
け
る
。
産
婆
も
は
あ
こ
れ
で
大
丈
夫
だ 

か
ら
あ
し
た
っ
か
ら
来
ね
え
、
と
い
、っ
。(

川
浦)

う
ぶ
毛 

お
七
夜
に
は
初
め
て
か
み
そ
り
を
使
い
、
う
ぶ
毛
を
そ
っ
た
。
そ
の
う 

ち
の
何
本
か
を
産
泰
様
に
進
ぜ
て
残
し
て
お
く
。
そ
り
て
は
だ
れ
で
も
か
み
そ
り
の 

使
え
る
も
の
が
や
っ
た
。
最
近
は
す
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
っ
た
あ
と
、
氏
神
様
に
お 

参
り
す
る
。(

川
浦)

、っ
ぶ
毛
は
二
十
一
日
目
に
剃
る
。
こ
の
日
を
オ
ボ
ヤ
が
明
け
る
と
い
い 

こ
の
う 

ぶ
毛
を
通
り
か
か
っ
た
牛
の
背
に
の
せ
て
や
る
と
、
そ
の
子
が
丈
夫
に
育
つ
と
さ
れ 

て
い
た
。(

七
区)

命
名
お
七
夜
の
と
き
に
名
前
を
つ
け
た
。

三
つ
名
前
を
つ
く
っ
て
お
い
て
、
紙
に
書
い
て
、

一
升
ま
す
に
入
れ
て
、
稲
荷
様 

(

屋
敷
神)

に
し
ん
ぜ
て
お
い
て
、
そ
れ
を
、
、っ
ち
の
子
ど
も
に
ひ
か
せ
た
。

一
升 

ま
す
に
入
れ
た
の
は
、

一
生
よ
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
名
前
が
き
ま
る 

と
、
半
紙
に
書
い
て
、
神
棚
の
下
と
か
、
あ
る
い
は
茶
の
間
の
正
面
の
柱
に
は
っ
て 

ぉ
ぃ
た
。

よ
そ
の
人
に
名
前
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
に
は
、
お 

祝

い(

ひ
あ
が
り)

の
と
き
に
、
祝
い
の
品
物
を
お
く
っ
た
。(

水
沼)

名
は
生
後
一
週
間
し
て
つ
け
る
。
名
を
書
い
た
札
を
数
枚
一
升
析
に
入
れ
て
神
棚 

に
上
げ
、
そ
れ
か
ら
子
供
に
名
札
を
引
か
せ
て
き
め
る
。(

二
区)

お
七
夜
に
名
前
を
つ
け
る
。
普
通
、
そ
こ
の
家
の
オ
ジ
ィ
サ
ン
あ
た
り
が
、
三
つ 

名
前
を
書
い
て
、
升
に
入
れ
て
神
棚
に
供
え
て
か
ら
子
供
に
ひ
か
せ
る
。
名
前
が
き 

ま
る
と
大
黒
柱
に
は
り
つ
け
る
。

丸
屋
の
オ
ジ
ィ
サ
ン
が
よ
く
近
所
の
子
の
名
を
つ
け
た
。(

六
区)

ヒ
ト
ヒ
チ
ャ
に
、
権
田
に
法
印
が
い
て
、
こ
れ
に
つ
け
て
も
ら
っ
た
が
、
ほ
と
ん 

ど
は
本
な
ど
見
た
り
、
長
生
き
し
た
人
や
実
家
の
祖
父
に
つ
け
て
も
ら
う
。(

下
村) 

赤
ん
坊
の
名
前
は
、
お
そ
く
と
も
お
七
夜
ま
で
に
つ
け
る
。
む
ら
に
よ
っ
て
違
う 

が
、
産
婆
に
つ
け
て
も
ら
う
こ
と
が
多
い
。
三
之
倉
に
名
付
の
上
手
な
医
者
が
い
て
、
 

そ
の
人
に
頼
む
こ
と
も
あ
る
。
ひ
の
え
う
ま
に
生
ま
れ
た
女
の
子
や
、
両
親
が
厄
年 

に
生
ま
れ
た
子
で
も
、
こ
と
さ
ら
な
配
慮
は
し
な
い
。(

川
浦)

知
り
あ
い
の
神
官
や
坊
さ
ん
な
ど
に
命
名
の
こ
と
を
頼
む
と
、
三
つ
の
名
前
を
用 

意
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
を
析
に
入
れ
て
神
棚
に
上
げ
て
お
き
、
赤
ん
坊
の
祖
母
や
兄
弟 

に
引
い
て
も
ら
う
。
決
っ
た
ら
、
名
前
を
父
親
が
半
紙
に
清
書
し
て
神
棚
に
下
げ
る
。
 

(

川
浦)

両
親
の
ど
ち
ら
か
が
、
厄
年
に
生
れ
た
子
に
は
、
男
の
子
な
ら
女
の
名
前
を
、
女



の
子
な
ら
男
の
名
前
を
つ
け
る
と
よ
い
と
い
っ
た
。(

川
浦)

役
場
名
と
通
称 

役
場
や
学
校
で
の
オ
モ
テ
名
と
む
ら
う
ち
の
通
称
と
二
つ
の
名 

前
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
梨
本
の
原
田
チ
ョ
さ
ん
は
、
幼
い
こ
ろ
体
が 

弱
か
っ
た
が
、
方
円
様
に
名
前
が
良
す
ぎ
て
弱
い
の
だ
と
い
わ
れ
、
仮
り
名
を
ハ 

マ 

と
つ
け
た
。
同
様
の
例
に
は
、
〇
〇
り
キ
さ
ん(

お
み
ず)

が
い
る
。
女
子
に
多
く
、
 

男
子
に
は
殆
ん
ど
例
が
な
い
。(

川
浦)

便
所
ま
い
り 

お
七
夜
の
日
に
、
と
り
あ
げ
て
く
れ
た
お
ば
あ
さ
ん(

お
産
婆
さ 

ん)

が
、
つ
れ
て
、
隣
近
所
三
軒
の
便
所
ま
い
り
を
し
た
。
こ
の
と
き
、
お
米
を
炒
っ 

て
も
っ
て
行
っ
て
、
よ
そ
の
家
の
い
ろ
り
の
隅
に
、
お
さ
ご
の
よ
う
に
ま
い
た(

お 

米
を
炒
っ
た
の
は
、
生
え
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と)
。
ま
た
、
へ
っ
つ
い
の
す
み
で 

赤
ん
坊
に
お
化
粧
を
し
て
も
ら
っ
た
。(

冰
沼)

七
日
め
に
は
、
産
婆
が
赤
ん
坊
を
だ
い
て
、
近
所
の
家
の
お
便
所
ま
い
り
を
し
お 

ひ
ね
り
に
し
た
お
さ
ご
を
そ
な
え
る
。
お
と
な
う
家
は
、
橋
を
渡
ら
な
い
で
三
軒
と 

い
、っ
が
、
た
い
て
い
は
向
う
三
軒
両
隣
り
に
い
く
こ
と
に
な
る
。
産
婆
と
は
こ
の
日 

で
緣
が
切
れ
る
。(

川
浦)

便
所
ま
い
り
に
は
橋
を
渡
ら
ず
に
行
け
と
い
っ
た
。

む
か
し
は
、
こ
の
と
き
に
、
ひ
た
い
に
「
犬
」
と
い
う
字
を
筆
で
書
い
て
も
ら
っ 

た
。
こ
れ
は
、
犬
に
あ
わ
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。(

水
沼
中
郷
下 

水
沼)お

七
夜
に
セ
ッ
チ
ン
詣
り
を
す
る
。
姑
が
赤
ん
坊
を
抱
い
て
、
近
隣
の
家
の
便
所 

に
お
ま
い
り
す
る
。
子
供
の
額
に
「
犬
」
と
い
う
字
を
童
日
き
、
オ
サ
ゴ
を
お
ひ
ね
り 

に
し
て
便
所
の
神
様
に
供
え
る
。(

二
区)

お
七
夜
に
は
セ
ッ
チ
ン
参
り
を
す
る
。
両
隣
り
の
便
所
に
オ
サ
ゴ
を
持
っ
て
い
く
。
 

橋
を
渡
っ
て
は
い
け
な
い
。

サ
ラ
シ
に
赤
い
エ
り
の
つ
い
た
ウ
ブ
ギ
を
赤
ん
坊
の
頭
か
ら
か
ぶ
せ
て
、
オ
サ
ン 

バ
が
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
る
。
そ
の
ウ
ブ
ギ
は
サ
ン
バ
の
贈
り
物
で
、
お
返
し
に
は
、
 

下
駄
、
草
履
、
腹
巻
な
ど
を
や
る
。(

六
区)

せ
っ
ち
ん
ま
い
り
と
い
う
。
お
七
夜
の
日
に
し
た
。(

最
近
は
ほ
と
ん
ど
し
な
く

な
っ
た)

自
分
の
家
の
便
所
と
、
む
こ
う
三
軒
両
隣
と
い
っ
て
、
三
軒
の
家
の
便
所
を
あ
か 

ん
ぼ
を
つ
れ
て
ま
わ
っ
た
。

こ
の
と
き
、
米
と
い
っ
た
豆
を
お
ひ
ね
り
に
し
て
も
っ
て
行
っ
て
、
い
ろ
り
の
四 

隅
を
、
お
ひ
ね
り
で
押
し
て
く
る
。
こ
の
と
き
い
ろ
り
の
隅
を
赤
ん
坊
に
さ
わ
ら
せ 

る
。
そ
の
あ
と
、
お
ひ
ね
り
を
便
所
へ
も
っ
て
行
っ
て
投
げ
て
く
る
。
三
軒
と
も
同 

じ
こ
と
を
し
た
。

セ
ッ
チ
ン
マ
イ•
リ
に
は
晒
に
赤
い
衿
を
つ
け
た
ジ
バ
ン
コ
み
た
い
な
の
を
オ
ボ
ギ 

の
上
に
か
け
て
、
自
分
の
家
と
橋
を
渡
ら
ず
に
近
所
二
軒
の
便
所
を
回
る
。
ヒ
タ
イ 

に
口
紅
で
赤
い
星
を
二
つ
つ
け
オ
サ
ゴ
と
塩
を
持
っ
て
い
く
。
お
コ
ワ
を
ふ
か
す
。
 

産
見
舞
は
イ
ワ
シ
の
カ
ン
ズ
メ
や
カ
ン
ピ
ョ
ー
な
ど
持
ち
歩
く
。(

七
ツ
石)

産
後
一
週
間
。
近
所
の
三
軒
の
便
所
を
、
オ
サ
ゴ
、
ゴ
マ
メ
を
持
っ
て
、
シ
ュ
ウ 

卜
が
抱
い
て
詣
る
。
最
近
は
こ
れ
を
略
し
て
、
自
宅
の
便
所
に
詣
る
人
も
い
る
。(

下 

村)
ひ
あ
が
り 

お
産
を
し
て
二
十
一
日
た
つ
と
、
ひ
あ
が
り
と
い
う
。

こ
の
日
う
ぶ 

の
神
様
が
ど
く 
(

よ
そ
へ
行
く)

と
い
う
。
さ
ん
し(

産
婦)

は
お
き
て
床
を
片
づ 

け
る
。
こ
の
日
か
ら
、
家
族
と
一
緒
に
食
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ふ
つ
う
は
、
お
七
夜
が
す
ぎ
る
と
、
産
婦
は
起
き
て
い
た
。
し
か
し
、
座
敷
へ
来 

る
な
と
か
、
神
様
の
下
へ
く
る
な
と
か
、
お
天
道
様
に
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
、
菅
笠 

を
か
ぶ
っ
て
外
へ
出
ろ
と
か
、
手
拭
を
か
ぶ
っ
て
出
ろ
と
い
わ
れ
て
い
た
。
産
婦
の 

と
こ
ろ
へ
、
お
か
ゆ
を
も
っ
て
く
る
に
も
家
族
の
も
の
が 

ー
 

ロ
食
べ
て
か
ら
も
っ
て 

き

た

い

お
茶
を
も
っ
て
く
る
と
き
も
、

一
口
の
ん
で
か
ら
も
っ
て
き
た
。

神
社
へ
も
、
百
日
ぐ
ら
い
た
た
な
い
と
、
お
ま
い
り
に
行
か
な
か
っ
た
。
よ
そ
へ 

も
あ
ま
り
行
か
な
か
っ
た
。

お
産
を
す
る
と
、
家
族
の
も
の
は
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
は
庚
申
待
に
も
参
加
し 

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。(

水
沼)

出
産
後
二
十
一
日
目
の
ヒ
ア
ガ
リ
ま
で
里
に
い
る
。
二
十
一
日
目
に
嫁
ぎ
先
へ
帰 

り
、
そ
こ
で
ヒ
ア
ガ
リ
祝
い
を
す
る
。
お
産
の
祝
儀
を
も
ら
っ
た
家
へ
適
当
な
品
物



を
買
い
求
め
て
お
返
し
を
し
、
近
親
者
を
招
じ
て
ご
ち
そ
う
す
る
。(

二
区)

お
ぼ
や
あ
け 

出
産
後
二
十
一
日
め
に
赤
飯
を
炊
い
て
産
部
屋
が
あ
け
た
こ
と
を 

祝
う
。
そ
れ
ま
で
赤
ん
坊
の
母
は
産
婦
と
し
て
あ
つ
か
う
。(

川
浦)

オ
ビ
ヤ
キ
は
二
十
一
日
目
に
す
る
。
お
赤
飯
を
ふ
か
す
。
お
産
見
舞
を
貰
っ
た
家 

に
、
お
赤
飯
を
一
重
箱
お
返
し
に
す
る
。(

六
区)

オ
ビ
ア
キ
に
は
ト
バ
ル
ナ
様
に
お
宮
詣
り
。
フ
ジ
絹
や
メ
リ
ン
ス
の
重
ね
の
き
も 

の
な
ど
抱
い
た
上
か
ら
か
け
る
。

産
見
舞
を
貫
っ
た
家
へ
お
こ
わ
を
返
す
。
「
ヒ
ア
ガ
リ
し
た
か
ら
、
わ
ざ
と
お
返
し 

申
し
ま
す
」
と
言
う
。
重
箱
に
は
豆
な
ど
入
れ
て
返
す
。(

七
ツ
石)

産
後
二
十
一
日
間
は
穢
れ
て
い
る
か
ら
風
呂
に
も
入
ら
な
い
。
二
十
一
日
目
に 

産
屋
明
け
と
な
り
、
宮
詣
り
す
る
。
こ
の
日
赤
ん
坊
も
湯
を
つ
か
わ
せ
る
。
大
き
く 

育
つ
よ
う
に
と
、
な
る
た
け
大
き
な
桶
で
湯
を
つ
か
う
。(

二
区)

お
宮
ま
い
り 

せ
っ
ち
ん
ま
い
り
の
こ
ろ
に
行
く
。
屋
敷
の
稲
荷
様
も
お
ま
い
り 

し
た
。

お
七
夜
で
な
く
、
二
十
一
日
目(

ひ
あ
が
り
の
と
き)

に
お
ま
い
り
に
行
く
場
合 

も
あ
っ
た
。
き
ち
ん
と
し
た
仕
事
を
し
て
行
っ
た
。

つ
れ
て
い
く
の
は
お
ば
あ
さ
ん 

と
か
う
ち
の
も
の
。(

水
沼)

お
宮
参
り 

誕
生
か
ら
百
日
目
に
は
、
産
土
様
に
お
参
り
に
行
く
。
赤
ん
坊
は
穢 

れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
日
ま
で
神
棚
様
に
参
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
家
族
も
同 

様
で
、

一
月
く
ら
い
は
神
仏
へ
の
参
詣
を
ひ
か
え
る
。(

川
浦)

孫
だ
き 

産
後
二
十
一
日
目(

ひ
あ
が
り
の
日)

に
、
嫁
の
里
の
母
親
が
、
孫
だ 

き
に
く
る
。
こ
の
と
き
、
着
物
を
こ
し
ら
え
て
も
っ
て
く
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
 

着
物
の
ほ
か
に
、
お
金
を
も
っ
て
き
た
。(

水
沼)

母
方
の
祖
母
が
や
っ
て
来
て
、
初
め
て
孫
を
抱
く
こ
と
を
い
、っ
。
孫
見
と
も
い
う
。
 

(

川
浦)

赤
抱
き 

誕
生
し
て
六
日
め
の
赤
抱
き
は
、
枕
団
子
が
六
つ
な
の
で
嫌
わ
れ
る
。
 

あ
と
は
い
つ
で
も
よ
い
が
、

一
日
と
七
日
め
を
さ
け
る
家
も
あ
る
。
最
近
で
は
、
ど 

の
日
で
も
あ
ま
り
気
に
し
な
く
な
っ
た
。
こ
の
日
は
、
近
所
の
婦
人
た
ち
が
布
や
う

ぶ
着
を
持
っ
て
、
お
祝
い
に
来
る
。
こ
の
時
、
「
丈
夫
そ
う
な
子
だ
」
と

か

「
か
わ
い 

い
子
だ
」
と
か
と
最
冋
級
の
こ
と
ば
で
ほ
め
る
。(

川
浦)

お
祝
い
を
持
っ
て
、
赤
ん
坊
を
見
に
行
く
こ
と
を
赤
見
と
い
う
。(

川
浦)

食
い
初
め 

赤
ん
坊
に
初
め
て
も
の
を
食
べ
さ
せ
る
日
は
、
女
の
子
の
方
が
早
く 

百

日(

百
十
日)

め
で
、
男
の
子
は
百
と
十
日(

百
二
十
日)

め
で
あ
る
。
こ
の
日 

は
、
白
米
の
飯
を
炊
い
て
、
膳
を
つ
く
り
、
産
土
様
に
進
ぜ
る
。
こ
の
時
期
の
赤
ん 

坊
は
ご
は
ん
つ
ぶ
を
一
粒
い
れ
て
も
、
ま
だ
も
ぐ
も
ぐ
や
る
だ
け
で
、
め
っ
た
に
く 

ん
の
む
子
は
な
く
、
三
粒
食
ベ
れ
ば
ょ
い
ほ
う
だ
。(

川
浦)

女
は
早
生
で
生
れ
て
百
十
日
目
、
男
は
お
く
で
百
二
十
日
目
に
食
初
め
を
す
る
。
 

膳
に
赤
飯
を
盛
り
オ
ブ
ノ
神
様
に
供
え
て
か
ら
一
、
二
粒
食
べ
さ
せ
る
。(

川
浦) 

女
が
百
十
日
、
男
が
百
二
十
日
。
飯
、
汁
、
オ
ヵ
シ
ラ
ツ
キ
を
普
通
の
茶
ワ
ン
に 

入
れ
て
や
っ
た
。
食
べ
な
く
て
も
必
ず
入
れ
て
や
っ
た
。(

六
区)

食
い
ぞ
め
は
女
の
子
は
百
十
日
目
に
、
男
の
子
は
百
十
五
日
目
に
す
る
。
ご
は
ん 

を
た
い
て
、
あ
た
ら
し
い
茶
わ
ん
と
箸
を
つ
か
っ
て
お
膳
を
つ
く
っ
て
や
っ
た
。
そ 

れ
は
床
の
間
へ
あ
げ
て
お
く
。

な
お
、
中
尾
の
今
井
家
で
は
、
こ
の
と
き
、
女
の
子
の
場
合
に
は
針
坊
主
を
、
男 

の
子
の
場
合
に
は
硯
と
筆
を
、
お
膳
の
上
に
の
せ
て
や
っ
た
。(

水
沼)

男
は
百
十
日
目
、
女
は
そ
れ
ょ
り
お
そ
い
。
食
膳
食
器
は
、
子
供
用
の
小
型
の
も 

の
を
町
で
買
っ
て
く
る
。

一
人
前
の
膳
を
仕
立
て
、
飯
粒
一
個
を
赤
ん
坊
の
ロ
の
中 

に
入
れ
て
や
る
。
こ
の
日
、
川
原
か
ら
小
石
を
拾
っ
て
来
て
、
き
れ
い
に
洗
い
清
め 

た
も
の
を
赤
ん
坊
の
ロ
に
入
れ
て
嚙
ま
せ
る
。
歯
が
丈
夫
に
生
え
る
ょ
う
に
と
の
ま 

じ
な
い
で
あ
る
。
里
か
ら
は
、
お
頭
つ
き
で
祝
儀
一
式
を
持
参
し
て
嫁
の
両
親
が
お 

祝
い
に
や
っ
て
く
る
。(

二
区)

男
の
子
ー
ー
五
日
。
女
の
子
一
〇
五
日
。
女
の
子
の
場
合
な
ら
お
善
ご
し
ら
え
し 

て
裁
ち
板
の
上
に
上
げ
る
。
お
善
に
は
針
も
の
せ
て
お
く
。

白
い
ご
は
ん
、
ま
た
は
赤
飯
を
た
い
て
豆
腐
汁
、
切
り
身
な
ど
わ
ざ
と
つ
け
、
新 

し
い
茶
碗
に
軽
く
盛
る
。

一
粒
ロ
に
入
れ
て
や
る
。

チ
ン
ゲ
を
残
し
て
頭
を
す
る
。(

七
ツ
石)



赤
ん
坊
の
イ
チ
ゲ
ン 

生
ま
れ
て
か
ら
三
月
目
に
赤
ん
坊
へ
、
母
親
の
里
へ
お
客 

に
行
く
。
新
し
い
着
物
を
着
せ
て
行
っ
た
。
こ
れ
を
赤
ん
坊
の
イ
チ
ゲ
ン
と
い
い
、
 

孫
を
イ
チ
ゲ
ン
に
や
っ
た
と
い
っ
た
。
こ
の
と
き
、
赤
飯
を
も
た
せ
て
や
っ
た
。(

水 

沼)
母
親
は
、
出
産
後
、
三
力
月
の
あ
い
だ
は
、
三
月
に
身
切
る
と
い
っ
て
、
実
家
に 

帰
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
は
じ
め
て
実
家
に
赤
ん
坊
を
連
れ
て
行
く
こ
と
を
、
 

赤
ん
坊
の
オ
イ
チ
ゲ
ン
と
い
う
。(

川
浦)

む
か
し
は
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
も
三
力
月
く
ら
い
た
た
な
い
と
、
大
橋
を
渡
る
な 

と
か
、
お
客
に
行
く
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
。
ま
た
、
生
ま
れ
て
三
力
月
以
内
に
、
 

三
月
か
か
り
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
よ
そ
へ
泊
っ
て
こ
い
と
い
わ
れ
た
。
た
と
え
、
 

隣
り
の
家
へ
行
っ
て
泊
っ
て
く
る
の
で
も
よ
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
初
子
の
と
き
だ
け 

で
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。(

水
沼)

捨
て
子 

親
が
ヤ
ク
年
に
生
れ
た
子
や
弱
い
子
は
チ
ョ
—
ッ
ペ
シ(

サ
ン
ダ
ワ
ラ) 

に
の
せ
て
三
本
辻
に
捨
て
て
く
る
。
前
以
っ
て
頼
ん
で
置
い
た
仮
り
親
に
拾
っ
て
貰 

う
〇仮

り
親
は
オ
ト
ナ
に
な
る
ま
で
年
始
に
行
く
位
。(

七
ツ
石)

う
ま
れ
つ
き
身
体
の
弱
い
子
は
、
誰
か
に
拾
っ
て
も
ら
う
と
丈
夫
に
育
つ
と
い
う
。
 

西
ケ
渕
に
一
例
あ
る
。
そ
の
赤
ん
坊
は
う
ま
れ
つ
き
弱
く
て
育
つ
ま
い
と
い
わ
れ
た 

の
で
、
適
当
な
拾
い
親
を
選
ん
で
「
こ
れ
こ
れ
の
事
情
で
い
つ
い
つ
か
に
赤
ん
坊
を 

捨
て
る
か
ら
拾
っ
て
下
さ
い
。
」
と
頼
み
、
当
日
、
大
き
な
も
み
じ
の
木
の
下
に
赤
飯 

を
重
箱
に
入
れ
て
「
こ
れ
を
食
っ
て
丈
夫
に
育
っ
て
お
く
れ
」
と
捨
て
た
赤
ん
坊
の 

傍
に
置
く
。
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
拾
い
親
が
や
っ
て
来
て
、
自
分
の
家
に
連
れ
て
行 

く
。
そ
こ
で
拾
い
親
の
子
と
し
て
数
時
間
を
す
ご
し
て
か
ら
生
家
に
も
ど
る
。I

晚 

泊
め
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
拾
い
親
と
の
関
係
は
、
生
涯
続
く
の
が
普
通
で
、
そ 

の
子
ど
も
た
ち
と
は
兄
弟(

姉
妹)

同
様
の
つ
き
あ
い
を
す
る
し
、
親
が
な
く
な
れ 

ば
か
た
み
分
け
も
く
れ
る
。(

川
浦)

弱
い
子
は
捨
子
を
し
た
。
上
手
に
子
ど
も
を
育
て
た
人
に
た
の
ん
で
ひ
ろ
っ
て
も 

ら
っ
た
。
捨
て
る
と
こ
ろ
は
三
本
辻
。
そ
こ
へ
む
し
ろ
を
敷
い
て
お
い
た
。
着
物
を

き
せ
、
枕
を
お
い
て
す
て
た
。
拾
っ
て
も
ら
う
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
た
の
ん
で
お
い 

た
。
自
分
の
家
よ
り
目
下
の
も
の
に
拾
っ
て
も
ら
え
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
下
か
ら 

あ
か
る
と
い
う
こ
と
で 

出
世
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

拾
っ
た
人
は
、
ひ
と
っ
き
り
う
ち
へ 

つ
れ
て
き
て
し
ば
ら
く
お
い
て
か
ら
、
つ
れ 

も
ど
し
て
も
ら
っ
た
。
も
ら
い
に
き
た
と
き
に
、
お
土
産
と
し
て
、
菓
子
を
も
た
せ 

て
や
っ
た
。

拾
っ
て
く
れ
た
人
の
こ
と
を
、
拾
い
親
と
い
い
、
そ
の
あ
と
も
つ
き
あ
う
。
そ
の 

う
ち
に
子
ど
も
が
い
れ
ば
、
兄
弟
の
つ
き
あ
い
を
す
る
。(

水
沼)

ト
ツ
キ
ト
ウ
バ
生
れ
て
十
月
目
で
歯
が
は
え
る
と
三
本
辻
に
捨
て
て
お
き
、
人 

に
拾
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
家
か
ら
子
ど
も
を
も
ら
っ
て
来
る
。
又
、
弱
い
子
の
場
合 

も
同
じ
こ
と
を
す
る
。
双
子
は
別
に
何
に
も
し
な
い
。
け
さ
か
け
っ
子
は
他
人
に
く 

れ
れ
ば
育
つ
と
い
わ
れ
て
い
た
。(

七
区)

生
後
十
月
目
に
歯
が
は
え
る
と
、
ト
ウ
バ
に
な
る
と
い
っ
て
、
子
供
を
三
本
辻
に 

捨
て
る
。
拾
い
親
に
は
三
節
供
ぐ
ら
い
は
つ
け
と
ど
け
を
す
る
。(

六
区)

子
供
が
生
後
十
か
月
目
に
歯
の
生
え
た
時
は
、
十
月
と
う
ば
と
言
っ
て
わ
か
死
に 

す
る
の
で
、
三
本
辻
へ
捨
て
て
、
他
人
に
拾
っ
て
も
ら
う
。
又
、
子
供
が
何
人
か
生 

ま
れ
て
、

一
人
も
丈
夫
に
育
た
な
い
時
に
も
捨
て
児
を
す
る
。
母
親
が
三
十
三
の
厄 

年
の
時
に
も
捨
て
児
を
し
て
拾
っ
て
も
ら
う
。
拾
い
親
に
は
家
族
と
し
て
つ
き
合
っ 

て
も
ら
う
。(

二
区)

六
月
歯
、
十
月
歯
は
よ
く
な
い
と
い
っ
た
。(

水
沼)

百
反
着
物 

体
の
弱
い
子
に
は
、
反
物
の
切
れ
は
し
で
着
物
を
作
っ
て
着
せ
た
。
 

(

六
区)

厄
年
の
子 

役
に
立
つ
と
い
う
。(

六
区)

ひ
よ
わ
な
子 

名
前
を
か
え
る
と
よ
い
。(

六
区)

初
歩
き 

お
誕
生
ま
で
に
は
た
い
て
い
の
子
が
歩
け
る
よ
う
に
な
る
。
昔
は
、
全 

般
に
お
く
て
だ
っ
た
よ
う
だ
。
最
近
の
赤
ん
坊
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
も
う
袖
口 

か
ら
手
を
出
し
た
り
、
ロ
を
チ
ュ
ッ
チ
ュ
ッ
と
す
う
よ
う
な
ま
ね
も
す
る
。
昔
は
、
 

お
っ
か
な
か
っ
て
手
を
出
さ
な
か
っ
た
。
ず
い
分
度
胸
が
良
く
な
っ
た
。(

川
浦)



誕
生
祝
い 

お
誕
生
ま
で
に
た
い
て
い
の
子
は
歩
け
る
も
の
だ
が
、
ま
だ
歩
け
ぬ 

子
も
い
る
。
こ
の
日
に
は
餅
を
つ
い
て
風
呂
敷
や
重
箱
に
入
れ
て
背
負
わ
せ
る
。
そ 

の
と
き
、
背
負
っ
た
餅
を
尻
に
ぶ
つ
け
た
り
、
歩
け
な
い
子
は
早
く
歩
け
る
よ
う
に
、
 

も
う
歩
く
子
は
丈
夫
に
歩
け
る
よ
う
に
と
の
願
い
を
こ
め
て
わ
ざ
と
押
し
て
こ
ろ 

が
す
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
餅
の
あ
ん
は
、
甘
く
み
ら
れ
る
と
い
っ
て
、
甘
く
し
な 

い
の
が
ふ
つ
う
で
塩
あ
ん
で
あ
る
。(

川
浦)

シ
オ
ア
ン
の
餅
を
つ
く
。
そ
し
て
親
類
や
オ
ボ
タ
テ(

出
産
見
舞
、
お
祝
い
と
し 

て
反
物
、
布
な
ど
が
多
い)

を
も
ら
っ
た
家
に
配
る
。
ま
た
、
赤
坊
を
ミ
に
入
れ
て
、
 

餅
三
〜
五
ケ
背
負
わ
せ
、
赤
ん
坊
の
尻
に
餅
を
ぶ
つ
け
る
。(

下
村)

誕
生
祝
い
の
と
き
に
は
餅
を
つ
い
て
祝
っ
た
。
赤
ん
坊
を
箕
の
中
に
立
た
せ
て
、
 

餅
を
背
負
わ
せ
て
、
餅
を
し
り
に
ぶ
つ
け
た
。
誕
生
日
に
餅
を
背
負
っ
て
あ
る
け
る 

子
は
え
ら
い
と
い
っ
た
。

誕
生
祝
い
に
は
、
嫁
の
里
の
親
、
仲
人
、
近
し
い
人(

マ
ケ
程
度)

を
よ
ん
だ
。
 

誕
生
も
ち
は
、
誕
生
の
お
祝
い
を
く
れ
た
と
こ
ろ
へ
く
ば
っ
た(

里
方
、
近
所
、
 

兄
弟
、
仲
人
、
お
じ
、
お
ば
。
場
合
に
よ
っ
て
は
い
と
こ
の
と
こ
ろ
も)
(

水
沼)

最
初
の
誕
生
祝
い
に
は
誕
生
餅
を
つ
い
て
、
子
供
に
背
負
わ
せ
る
。
こ
れ
を
力
餅 

と
い
う
。
力
餅
は
子
供
が
尻
を
つ
く
ま
で
、
数
を
加
え
て
背
負
わ
せ
る
。
こ
の
日
親 

戚
の
者
を
招
い
て
ご
ち
そ
う
し
、
祝
い
を
も
ら
っ
た
近
隣
へ
、
お
返
し
の
餅
を
配
る
。
.

(

二
区)

誕
生
祝
い
に
は
餅
を
つ
き
、
あ
ん
ぴ
ん
に
し
て
近
所
に
配
る
。
子
ど
も
に
風
呂
し 

き
で
餅
を
背
負
わ
せ
て
、
箕
の
中
に
立
た
た
せ
、
早
く
大
き
く
な
れ
と
尻
を
た
た
く
。
 

(

七
区)

初
誕
生
に
は
子
供
に
お
餅
を
背
負
わ
せ
て
、
箕
の
中
に
立
た
せ
、
そ
の
後
、
餅
を 

お
ろ
し
て
子
供
の
尻
に
ぶ
っ
つ
け
る
。(

六
区)

白
い
餅
と
赤
い
食
紅
を
入
れ
た
紅
白
の
ア
ン
コ
餅
を
作
る
。
奇
数
に
し
て
親
類
や 

近
所
へ
配
る
。

ミ
の
中
に
座
ら
せ
、
風
呂
敷
に
包
ん
だ
餅
を
十
個
位
し
ょ
わ
せ
る
。

餅
を
貰
、っ
と
タ
ビ
、
ゲ
タ
、
ズ
ッ
ク
靴
な
ど
足
に
は
く
も
の
を
持
っ
て
き
て
く
れ

る
。(

七
ツ
石)

初
正
月 

女
の
子
な
ら
羽
子
板
。
男
の
子
に
は
シ
ョ
—
キ
ダ
ィ
ジ
ン
の
掛
け
じ
く 

を
や
る
。(

七
ツ
石)

初
節
句 

お
ひ
な
様
を
買
っ
て
贈
る
。(

女
の
子)

男
の
子
に
は
鯉
の
ぼ
り
や
座
敷 

の
ぼ
り
を
や
る
。

お
節
句
ゲ
ー
シ
は
別
に
し
な
い
。
向
、っ
で
子
が
で
き
た
時
す
れ
ば
い
い
。(

七
ツ
石) 

女
の
子
の
初
節
句
に
は
座
り
雛
を
た
い
て
い
権
田
で
買
い
求
め
て
送
っ
た
。
親
戚 

の
ば
あ
い
に
は
尺
も
の
だ
っ
た
。
結
婚
す
る
と
き
に
は
婚
家
へ
持
参
す
る
の
が
ふ
つ 

う
だ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
日
は
嫁
の
里
帰
り
で
き
る
日
で
、
タ
ラ
の
ひ
ぼ
し
を
土
産 

に
泊
っ
て
き
た
。(

川
浦)

五
月
の
節
句
に
は
、
実
家
か
ら
、
鯉
の
ぼ
り
、
吹
流
し
、
人
形
な
ど
を
送
る
。
初 

子
の
場
合
に
は
、
は
ず
む
の
が
普
通
で
、
二
、
三
男
と
は
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
。
 

(

川
浦)

㈢

育 

児

ま
く
り
赤
ん
坊
が
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
、
ま
く
り
を
く
れ
た
。
こ
れ
は
医
者
で
も 

ら
っ
て
き
た
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
砂
糖
水
を
、
ま
わ
た
と
か
ガ
ー
ゼ
に
ふ
く
ま
せ 

た
。
ま
た
、
ホ
ウ
ズ
キ
を
な
め
さ
せ
た(

ま
わ
た
を
か
ぶ
せ
て)
。
こ
れ
に
虫
が
き
れ 

る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。(

水
沼)

赤
ん
坊
に
マ
ク
り
を
の
ま
せ
た
り
、
マ
ク
リ
の
代
り
に
初
め
て
出
る
黄
色
い
母
乳 

を
飲
ま
せ
た
。(

七
ツ
石)

乳
く
れ 

さ
と
う
湯
と
実
母
散
を
飲
ま
せ
る
と
三
日
か
ら
五
日
目
ぐ
ら
い
に
は
乳 

か
出
る
よ
う
に
な
る
。
最
初
は
さ
水
の
よ
う
な
も
の
か
出
る
。
そ
の
間
赤
子
は
飲
め 

な
い
が
腹
の
中
で
飲
ん
で
い
る
か
ら
、
大
丈
夫
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
二
日
間
ぐ
ら
い 

は
、
カ
ナ
ボ
ボ
と
い
わ
れ
る
黒
い
便
が
出
た
。(

七
区)

乳
首
に
う
ま
く
吸
い
つ
け
ぬ
赤
ん
坊
に
は
ホ
オ
ズ
キ
を
ふ
く
ま
せ
た
。
ホ
オ
ズ
キ 

は
ま
た
虫
切
ら
し
に
も
食
べ
さ
せ
る
が
、
こ
れ
は
現
在
で
も
老
人
の
い
る
家
で
は 

や
っ
て
い
る
。(

川
浦)



男
の
子
が
生
ま
れ
る
と
、
近
所
の
婦
人
で
近
ご
ろ
女
の
子
を
出
産
し
た
人
か
ら
乳 

を
も
ら
う
。
ま
た
、
乳
を
飲
ま
せ
る
前
に
、
虫
が
お
き
な
い
と
か
虫
封
じ
に
な
る
と 

い
っ
て
、
ホ
オ
ズ
キ
の
実
を
吸
わ
せ
た
。(

川
浦)

乳
の
不
足
乳
の
出
が
は
か
ば
か
し
く
な
い
と
き
に
は
、
鯉
や
も
ち
米
の
よ
う
な 

も
の
を
食
べ
る
と
、
た
い
て
い
効
果
が
あ
っ
た
。(

川
浦)

末
熟
児 

な
な
つ
き
で
は
、
な
か
な
か
育
ち
に
く
い
が
内
臓
か
丈
夫
な
ら
育
つ
。
 

一
般
に
男
の
子
よ
り
女
の
子
の
方
が
早
く
生
ま
れ
る
も
の
で
、
こ
こ
の
つ
き
な
ら
も 

う
し
っ
か
り
と
育
つ
。(

川
浦)

い
じ
め 

わ
ら
で
作
っ
た
も
の
は
上
製
だ
っ
た
が
、
か
ご
で
つ
く
る
こ
と
が
多 

か
っ
た
。
底
に
は
わ
ら
を
、
そ
の
上
に
や
わ
ら
か
い
着
物
や
布
な
ど
を
敷
い
た
。
手 

の
少
い
農
家
に
は
便
利
な
も
の
で
、
赤
ん
坊
を
い
れ
て
お
け
ば
ひ
っ
く
り
か
え
る
こ 

と
も
な
い
か
ら
、
そ
ん
な
に
遠
く
で
な
け
れ
ば
、
日
の
当
た
る
緣
側
に
お
い
て
、
近 

所
の
畑
で
み
な
が
ら
仕
事
も
で
き
る
。
歩
け
る
よ
う
に
な
る
ま
で
い
れ
た
も
の
で
、
 

よ
く
い
れ
て
一
年
と
い
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
。(

川
浦)

子
守
り 

面
倒
を
み
て
く
れ
る
年
よ
り
や
相
応
の
年
齢
の
こ
ど
も
か
家
に
い
な
い 

と
き
に
は
、
近
所
の
子
を
頼
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
大
き
な
家
で
は
遠
く
か
ら
の 

子
ど
も
を
頼
む
こ
と
も
あ
っ
た
。(

川
浦)

農
業
を
大
き
く
や
っ
て
い
た
り
し
て
、
て
の
な
い
家
で
は
、
小
学
校
を
出
た
か
出 

な
い
か
く
ら
い
の
女
の
子
を
子
守
り
と
し
て
頼
む
。
よ
そ
村
の
小
さ
な
子
を
頼
ん
だ 

場
合
に
は
、
住
み
込
ま
せ
て
、
学
校
に
出
し
て
や
り
、
盆
に
は
、
着
物
、
下
駄
な
ど 

を
や
っ
た
。
赤
ん
坊
が
三
つ
く
ら
い
に
な
る
ま
で
い
て
も
ら
っ
た
。(

川
浦)

産
毛
と
呑
竜
坊
主
、っ
ぶ
げ
は
一
回
は
す
る
も
の
だ
と
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
男
も 

女
も
同
じ
、
チ
ン
ゲ
は
残
し
て
お
い
た
。
こ
ろ
ん
だ
と
き
に
、
、っ
ぶ
の
神
様
が
チ
ン 

ゲ
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
お
こ
し
て
く
れ
る
と
い
っ
た
。
大
き
く
な
っ
て(

七
つ
ぐ
ら
い) 

か
ら
チ
ン
ゲ
を
そ
っ
て
、
太
田
の
呑
竜
様
へ
も
っ
て
い
く
も
の
だ
と
い
っ
た
。
こ
れ 

を
、
呑
竜
坊
主
と
か
、
七
つ
坊
主
と
い
っ
た
。

七
つ
に
な
る
と
呑
竜
様
へ
お
ま
い
り
に
行
っ
た
。
弱
い
子
ど
も
は
丈
夫
に
育
つ
よ 

う
に
と
、
呑
竜
様
に
、
七
つ
坊
主
に
し
ま
す
と
い
っ
て
お
願
を
か
け
た
。(

七
つ
に
な
っ

た
ら
、
お
願
ば
た
し
に
行
く
か
ら
と
い
っ
て
お
願
を
か
け
た
。)

そ
の
と
き
、
呑
竜
様 

へ
は
、
チ
ン
ゲ
を
ひ
と
し
ば
り
に
し
て
も
っ
て
行
っ
て
あ
げ
た
。
な
お
、
七
つ
に
な
っ 

て
か
ら
、
高
崎
の
成
田
山
へ
お
ま
い
り
に
行
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。

な
お
、
、っ
ぶ
げ
は
、
人
に
ふ
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
つ
ぼ
山
へ
も
っ
て
行
っ
て
捨
て 

た
。

つ
ぼ
山
に
は
神
様
が
い
る
と
い
っ
た
。(

水
沼)

七
つ
坊
主 

昔
は
七
つ
に
な
る
と
、
み
ん
な
誰
で
も
坊
主
に
な
っ
た
。
し
か
し
体 

の
弱
い
子
は
と
く
に
必
ず
し
た
。
刷
っ
た
髪
の
毛
は
タ
カ
ダ
ナ(

神
棚)

に
上
げ
た
。
 

そ
の
際
チ
ン
ゲ
は
残
し
た
。
そ
の
チ
ン
ゲ
を
抜
く
と
鼻
血
が
止
ま
る
と
い
っ
た
り
、
 

転
ん
だ
と
き
ウ
ブ
ス
ナ
様
が
チ
ン
ゲ
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
お
こ
し
て
く
れ
る
と
い
っ
た
り 

し
た
。

話
者
の
一
人
は
、
人
力
車
に
乗
っ
て
太
田
の
呑
竜
様
に
行
き
願
果
し
を
し
て
来
た
。
 

(

一
区)

七
つ
坊
主
と
い
っ 

て
オ
ガ
ン
シ
ョ
バ
タ
シ
ま
で
は
、
女
の
子
で
も
髪
を
の
ば
さ
な 

か
っ
た
。

チ
ン
ゲ
だ
け
は
残
し
て
お
く
が
、
鼻
血
の
と
き
抜
く
と
よ
い
と
い
う
。(

六
区) 

七
つ
坊
主
と
言
い
、
小
学
校
に
上
る
ま
で
は
、
頭
を
か
み
そ
り
で
剃
る
。
し
か
し
、
 

ボ
ン
ノ
ク
ボ
の
所
だ
け
は
、
剃
り
残
し
て
お
く
。
チ
ン
ゲ
と
言
い
、
子
供
が
鼻
血
を 

出
し
た
時
に
こ
の
毛
を
抜
く
と
止
ま
る
。(

二
区)

太
田
の
呑
竜
様
に
丈
夫
に
育
つ
よ
う
に
お
が
ん
し
よ
う
を
立
て
た
子
は
、
う
な
じ 

の
毛
を
残
し
て
七
才
ま
で
坊
主
頭
で
す
ご
し
た
。(

川
浦)

二
、
年 

祝 

い

仲
間
入
り 

二
月
十
一
日
の
行
事
契
約
の
日
に
、
赤
ん
坊
の
名
を
披
露
し
、
酒
一 

升
を
買
っ
て
、
子
供
を
村
人
の
仲
間
に
入
れ
て
も
ら
う
。(

二
区)

昔
は
、
小
学
校
を
卒̂

る
と
、
ど
ん
な
に
な
り
は
小
さ
く
て
も
一
人
前
に
扱 

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
む
ら
の
け
い
や
く
の
時
に
、
酒
一
升
と
餅
を
持
っ
て
両
親
と 

一
緒
に
挨
拶
す
る
。(

川
浦)



七
五
三 

七
五
三
の
祝
い
は
、
豊
か
な
家
で
な
い
と
き
ち
ん
と
祝
う
わ
け
に
は
い 

か
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
戦
争
の
時
代
に
も
し
て
は
い
た
。
男
の
子
の
五
才
の
祝
い
に 

は
戦
闘
帽
な
ど
か
ぶ
る
も
の
も
い
た
。
ど
こ
の
家
で
も
華
や
か
に
祝
、っ
ょ
う
に
な
っ 

た
の
は
こ
の
十
年
ほ
ど
だ
ろ
う
。(

川
浦)

初
潮 

初
潮
の
こ
と
は
、
母
親
か
ら
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
い
ざ
と
な
っ
て
も 

そ
ん
な
に
お
ど
ろ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
晩
は
、
赤
飯
で
祝
っ
て
く
れ
た
。
お
と
な
に 

な
っ
た
喜
び
を
か
み
し
め
な
が
ら
床
に
つ
い
た
。
た
い
て
い
は
高
等
科
に
な
っ
て
か 

ら
だ
っ
た
。
現
在
で
は
、
早
い
も
の
で
は
小
学
校
の
中
学
年
か
ら
あ
る
と
い
う
か
ら
、
 

時
代
と
と
も
に
子
ど
も
の
成
熟
も
ず
い
ぶ
ん
と
は
や
ま
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。(

川 

浦)
腰
卷
祝
い
女
児
は
十
三
才
の
厄
年
に
な
る
と
、
大
人
に
な
っ
た
と
し
て
腰
巻
き 

を
着
せ
る
。(

下
村)

成
人
式
昔
は
そ
ん
な
に
祝
わ
な
か
っ
た
。
村
で
成
人
式
を
主
宰
す
る
ょ
う
に 

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
は
じ
め
は
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
服
装
も
昭
和
三
十
五
年
頃
か 

ら
、
女
子
は
振
袖
で
装
う
の
が
普
通
と
な
り
、
急
速
に
華
や
か
に
な
っ
た
。
昭
和
五 

十
年
に
は
、す
っ
か
り
新
調
す
る
と
二
十
五
〜
三
十
万
円
に
て
が
と
ど
い
た
と
い
う
。
 

(

川
浦)

厄
年
女
の
厄
年
、
十
九
に
三
三
才
。

男
、
二
五
、
四
二
、
こ
の
前
後
、
前
厄
、
後
厄
と
い
う
。

一
月
十
四
日
の
道
陸
神 

焼
き
の
時
、
み
か
ん
な
ど
投
げ
て
厄
払
い
す
る
。
そ
の
他
「
水
沼
の
北
向
き
の
観
音 

様
」
を
拝
み
に
行
く
人
も
あ
る
。
何
か
事
が
あ
っ
た
時
、
厄
年
だ
か
ら
、
と
思
い
つ 

い
て
気
を
つ
け
る
位
で
別
に
い
そ
が
し
い
か
ら
か
ま
わ
な
い
。

節
分
に
少
林
山
へ
拝
み
に
行
く
人
も
い
る
。(

七
ツ
石)

男
子
は
十
五
、
二
十
五
、
四
十
ニ
オ
、
女
子
は
十
二
、
十
九
、
三
十
三
才
。
厄
年 

の
者
は
全
員
小
正
月
の
十
四
日
夜
、
村
の
三
本
辻
で
ミ
カ
ン
を
投
げ
る
。
こ
れ
を
子 

供
達
が
拾
い
に
集
ま
る
。
お
金
を
年
の
数
だ
け
投
げ
る
人
も
い
る
。
他
人
に
拾
っ
て 

も
ら
う
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
家
の
者
が
拾
う
と
、
厄
を
拾
い
込
む
こ
と
に
な
る
。
 

子
供
達
は
、
今
年
は
誰
々
が
厄
年
か
と
あ
ら
か
じ
め
聞
い
て
廻
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(

下
村)

男
十
五
、
ー
ー
十
五
、
四
十
ー
ー
オ
。
女
十
ー
ニ
、I

九
、
三
十
三
才
。
両
方
三
回
ず
つ 

で
終
る
。
厄
年
の
人
は
厄
除
け
に
、
正
月
十
四
日
、
ド
ウ
ロ
ク
神
の
前
で
、
年
の
数 

だ
け
ミ
カ
ン
を
投
げ
る
。
銭
を
投
げ
る
人
も
い
る
。
「
厄
を
の
が
し
て
く
ん
ど
」
と
銭 

を
道
祖
神
に
進
ぜ
て
、
拾
い
に
出
て
い
る
人
に
投
げ
て
く
れ
る
。
今
は
ミ
カ
ン
が
多 

ぃ
。(

陣
田)

厄
年
は
、
男
一
五
、
ー
ー
五
、
四
ー 

ー
オ
で
女
は
一
三
、

一
九
、
ー
ニ
三
才
で
昔
は
さ
さ 

や
か
に
み
か
ん
を
投
げ
た
が
、
最
近
は
大
箱
で
道
祖
神
に
供
え
、
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
の 

終
っ
た
後
で
投
げ
る
。

西
ヶ
渕
で
は
、
二
五
才
以
上
の
厄
年
の
者
は
、
酒
一
升
を
持
っ
て
行
っ
て
供
え
た
。
 

四
ニ
オ
の
人
は
二
升
持
っ
て
来
る
の
で
飲
み
き
れ
ず
、
と
っ
て
お
い
て
二
月
ー
ー
日 

の
ケ
イ
ヤ
ク
に
使
っ
た
り
し
て
い
る
。(

川
浦)

女
の
厄
年
は
十
二
、
十
九
、
三
十
二
歳
、
男
は
十
五
、
二
十
五
、
四
十
二
、
六
十 

歳
で
あ
る
。

厄
落
し
は
ど
ん
ど
ん
焼
き
の
日
に
、
道
祖
神
様
に
み
か
ん
、
す
る
め
、
も
ち
、
酒 

な
ど
を
進
ぜ
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
が
終
わ
っ
た
あ
と
で
集
ま
っ
た
人
々
に
配
る
。
矢
陸 

で
は
、
現
在
、
中
学
生
が
そ
の
配
分
の
権
限
を
も
つ
。
豆
を
年
齢
の
数
だ
け
紙
に
く 

る
ん
で
供
え
る
こ
と
も
し
た
。
西
ヶ
渕
で
は
、
二
十
五
、
四
十
二
歳
の
男
た
ち
は
酒 

を
び
ん
で
飲
み
ま
わ
す
。
そ
の
場
で
飲
み
き
ら
ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
、
封
を
切
ら
ず 

に
と
っ
て
お
い
て
二
月
の
ケ
イ
ヤ
ク
に
ま
わ
す
。
男
女
と
も
シ
マ
イ
厄
年
の
も
の
は 

供
物
を
奮
発
す
る
の
が
普
通
だ
が
、
こ
の
年
齢
に
な
れ
ば
懐
工
合
も
ょ
く
な
る
か
ら 

で
あ
ろ
う
か
。
せ
ま
い
む
ら
の
中
の
こ
と
だ
か
ら
、
今
年
は
誰
と
誰
と
が
あ
た
る
は 

ず
だ
な
ど
と
勘
定
し
て
い
る
の
で
、
厄
落
し
は
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
 

何
か
あ
る
と
、
ほ
お
れ
み
た
こ
と
か
、
人
並
み
の
こ
と
を
し
て
い
な
い
か
ら
そ
う
い 

う
こ
と
に
な
ら
あ
ね
、
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
る
。
良
い
こ
と
は
い
っ
て
く
れ
な
い 

け
れ
ど
、
話
の
種
が
な
い
か
ら
悪
い
こ
と
は
す
ぐ
で
る
。(

川
浦)

還
暦
の
祝
い 

子
ど
も
が
祝
っ
て
く
れ
る
。(

川
浦)

古
稀
の
祝
い 

近
頃
は
長
命
の
人
が
多
い
の
で
、
古
稀
の
祝
い
は
た
い
て
い
や
る
。



他
人
は
呼
ば
な
い
で
、
子
ど
も
が
祝
っ
て
く
れ
る
の
か
普
通
で
あ
る
。(

川
浦) 

喜
寿
の
祝
い
七
十
七
才
の
人
は
、
吹
竹
を
つ
く
り
、
水
引
き
で
し
ば
っ
て
親
し 

い
人
に
贈
る
。

吹
竹
は
、
い
せ
い
よ
く
な
る(

病
気
に
な
ら
な
い)

と
か
、
つ
ん
ぼ
に
な
ら
な
い 

し
る
し
と
い
う
。

も
ら
っ
た
人
は
、
も
ら
い
っ
ぱ
な
し
で
よ
い
。(

川
浦)

米
寿
の
祝
い
八
十
八
才
の
米
寿
と
い
う
祝
い
は
め
っ
た
に
な
い
。
ま
た
お
祝
い 

を
す
る
と
死
ぬ
例
が
多
い
と
い
う
の
で
や
ら
な
い
方
が
い
い
と
い
う
人
も
い
る
。
 

祝
い
は
子
ど
も
が
し
て
く
れ
る
も
の
で
、
赤
い
帽
子
や
、
じ
ゅ
ば
ん
を
つ
く
っ
て 

も
ら
う
。
親
せ
き
や
近
所
の
人
を
招
い
て
祝
、っ
。(

川
浦)

金
婚
式 

子
ど
も
が
し
て
く
れ
る
も
の
で
、
や
る
例
は
少
な
い
。(

川
浦)

三
、
青

年

集

団

補
習
学
校
小
学
校
を
卒
業
し
て
す
っ
か
り
学
校
と
緣
が
切
れ
た
わ
け
で
は
な 

く
、
夜
間
は
每
日
補
習
学
校
へ
通
っ
て
実
用
的
な
勉
強
を
し
た
。
指
導
は
小
学
校
の 

先
生
が
担
当
し
、
二
年
間
通
う
と
免•
状
を
く
れ
た
。
こ
の
頃
か
ら
、
男
子
は
青
年
会 

に
加
入
し
た
。(

川
浦)

青
年
会 

青
年
会
は
特
に
成
文
化
し
て
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
小
学
校
卒
業 

と
同
時
に
誰
も
が
義
務
的
に
は
い
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
い
う
感
じ
を
も
っ
て 

い
た
。
年
に
五
銭
の
会
費
で
入
隊
な
ど
の
適
齢
期
の
も
の
は
免
除
さ
れ
た
。(

川
浦) 

青
年
会
の
山 

川
浦
に
は
青
年
会
の
山
と
い
う
の
が
あ
る
。
山
林
台
帳
の
整
理
の 

と
き
碓
永
郡
と
群
馬
郡
と
の
境
に
約
一
町
歩
の
所
有
主
不
明
の
空
地
が
で
き
た
の
を 

当
時
の
会
長
が
措
置
し
て
青
年
会
の
所
有
と
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
一
部
を
売
り
四
百 

七
十
円
を
碓
永
産
業
銀
行
に
貯
蓄
し
た
。

最
近
で
は
公
民
館
建
設
に
五
十
万
円
、
幼
稚
園
建
設
に
五
十
万
円
な
ど
公
共
施
設 

の
建
築
の
際
に
こ
の
貯
金
を
お
ろ
し
、
青
年
会
と
し
て
寄
託
し
て
い
る
。(

川
浦) 

青
年
会
の
行
事 

青
年
会
主
催
の
行
事
と
し
て
は
、
秋
に
は
郡
の
運
動
会
で
里
見

村
の
小
学
校
へ
出
か
け
た
り
、
江
の
島
、
鎌
倉
へ
の
旅
行
、
弁
当
付
で
三
十
六
銭
だ
っ 

た
。
農
産
物
品
評
会
や
記
念
植
樹
な
ど
も
や
っ
た
。(

川
浦)

三
山
旅
行 

青
年
会
の
恒
例
の
行
事
の
一
つ
に
三
山
旅
行
と
い
っ
て
上
毛
三
山
を 

四
日
間
で
ま
わ
る
旅
行
が
あ
っ
た
。
ま
だ
肌
寒
い
四
月
十
二
日
の
夜
半
十
時
頃
む
ら 

を
出
発
し
、
地
蔵
峠
を
経
て
松
井
田
に
出
て
妙
義
山
に
登
る
。
こ
こ
で
は
中
の
岳
神 

社
に
参
拝
し
た
あ
と
大
砲
岩
に
全
員
が
登
る
。
こ
の
あ
と
磯
部
か
ら
汽
車
に
乗
り
、
 

安
中
、
高
崎
を
経
て
前
橋
の
本
町
油
屋
旅
館
に
旅
装
を
解
く
。
あ
く
る
朝
は
三
時
起 

き
で
赤
城
山
に
向
う
。
赤
城
神
社
に
参
拝
を
す
ま
せ
た
あ
と
西
斜
面
を
渋
川
に
く 

だ
っ
て
、
電
車
で
伊
香
保
に
着
く
。
こ
の
夜
は
石
坂
旅
館
に
泊
る
。
最
後
の
日
は
伊 

香
保
か
ら
榛̂

！湖
畔
を
径
由
し
て
榛
名
神
社
に
詣
で
川
浦
に
至
る
。
実
に
三
泊
四
日 

の
行
程
で
あ
っ
た
。(

川
浦)

農
産
物
品
評
会 

青
年
会
主
催
の
恒
例
行
事
の
一
つ
で
、
毎
年
秋
に
行
な
い
こ
こ 

で
の
収
入
は
会
の
維
持
費
に
あ
て
ら
れ
た
。
ほ
か
に
畑
を
借
り
て
馬
鈴
薯
を
つ
く
っ 

た
り
、
ま
ゆ
や
桑
を
売
っ
た
代
金
、
村
有
林
の
下
刈
り
に
で
た
り
し
て
維
持
費
を
つ 

く
っ
た
。(

川
浦)

演
芸
会 

秋
の
祭
り
に
は
、
む
ら
每
に
青
年
会
が
中
心
に
な
っ
て
演
芸
会
を
や
っ 

た
。
田
圃
の
よ
う
な
所
に
舞
台
を
作
っ
て
、
踊
り
や
よ
そ
村
の
器
用
な
人
を
頼
ん
で 

八
木
節
な
ど
を
や
っ
た
。(

川
浦)

青
年
の
た
ま
り
場
夜
に
な
る
と
、
む
ら
う
ち
の
店
な
ど
に
集
ま
っ
て
、
そ
こ
を 

た
ま
り
場
と
し
た
。(

川
浦)

青
年
の
遊
び
青
年
た
ち
は
、
お
祭
り
に
は
相
撲
、
弓
な
ど
を
や
る
の
が
楽
し
み 

だ
っ
た
。
弓
は
、
師
匠
な
し
の
自
己
流
で
、
一
時
し
き
り
に
は
や
っ
た
。
基
本
を
習
っ 

て
い
な
い
の
で
矢
を
折
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
か
多
く
、
そ
の
か
か
り
か
た
い
へ
ん 

だ
っ
た
の
で
、
い
つ
と
は
な
し
に
す
る
も
の
も
な
く
な
っ
た
。
か
る
た
は
、
百
人 

一  

首
を
や
っ
た
。
小
学
校
を
卒
え
て
も
、
よ
そ
に
遊
び
に
行
く
と
い
う
こ
と
が
容
易
で 

な
か
っ
た
の
で
た
い
て
い
の
こ
と
に
は
夢
中
に
な
れ
た
。(

川
浦)

夜
遊
び 

若
い
衆
は
毎
晩
夜
遊
び
に
よ
そ
村
へ
出
た
。
仲
間
と
組
ん
で
団
体
で 

行
っ
た
が
、
ワ
ィ
ワ
ィ
騒
い
で
い
る
だ
け
で
、
悪
い
こ
と
は
し
な
い
。(

陣
場)



夜
遊
び
は
地
蔵
峠
を
越
し
て
、
坂
本
ま
で
遊
び
に
行
く
。(

長
井)

昼
間
は
ひ
ま
な
し
に
働
い
た
が
、
仕
事
が
す
め
ば
夜
は
個
人
個
人
勝
手
に
お
し
歩 

い
た
。
元
気
な
若
い
も
の
は
夕
飯
を
食
べ
て
か
ら
坂
本
あ
た
り
ま
で
遊
び
に
で
か
け
、
 

ど
の
家
で
も
馬
を
飼
っ
て
い
た
の
で
、
つ
ぐ
朝
の
朝
草
刈
り
に
間
に
合
、っ
よ
う
に
夜 

ど
お
し
歩
い
て
帰
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
、
な
か
に
は
朝
草
刈
り
に
間
違
っ
て
鎌
の
つ 

も
り
で
風
呂
場
の
火
ふ
き
竹
を
も
っ
て
い
っ
て
困
っ
た
よ
う
な
ひ
と
も
い
る
。
こ
ん 

な
遊
び
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

一
年
に
ほ
ん
の
一
、
二
度
だ
。
 

(

川
浦)

若
い
と
き
は
、
夕
飯
食
べ
て
板
鼻
ま
で
お
女
郎
買
い
に
行
っ
て
、
夜
が
あ
け
る
前 

に
帰
っ
て
き
て
、
つ
ぐ
日
は
一
日
ち
ゃ
ん
と
仕
事
を
す
ま
せ
た
と
い
う
人
も
あ
る
。
 

だ
か
ら
ほ
と
ん
ど
寝
す
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
畑
を
う
な
う
ば
あ
い
は
、

一
日
二
つ 

か
と
か
三
つ
か
と
か
一
人
前
の
量
は
決
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
こ
な
し 

た
と
い
う
の
で
あ
る
。(

川
浦)

信
州
の
岩
室
田
ま
で
、
朝
で
て
峠
を
越
し
て
、
お
女
郎
買
い
し
て
、
陽
の
あ
る
う 

ち
に
帰
っ
て
き
た
と
い
う
。
昔
の
も
の
は
強
か
っ
た
。(

川
浦)

ヨ
ア
ソ
ビ
は
若
衆
が
村
祭
り
の
夜
な
ど
に
し
て
い
た
。
ノ
ゾ
ッ
コ
ミ
程
度
で
、
昔 

は
女
郎
買
い
に
、
風
戸
峠
を
越
え
て
板
鼻
、
地
蔵
峠
を
越
え
て
坂
本
な
ど
に
出
掛
け 

た
。
ま
た
糸
ひ
き
娘(

セ
り
か
娘
を
た
の
ん
で
ザ
グ
り
を
ひ
か
せ
た
。
困
ら
な
い
寒 

の
娘
も
や
っ
て
い
た
。
概
ね
十
六
、
七
才
〜
二
十
五
才
位
の
者
で
、
榛
名
町
や
坂
上 

村
か
ら
来
た
の
も
い
た)

か
九
時
〜
十
、
十
一
時
ま
で 

マ
ユ
を
煮
て
い
る
と
、
そ
こ 

に
男
が
遊
び
に
来
た
。
そ
し
て
両
人
が
よ
く
な
る
の
も
あ
り
、
そ
の
場
限
り
の
も
あ
っ 

た
。(

上
村)

ヨ
バ
ィ 

あ
る
人
が
夜
這
い
に
行
っ
た
。
暗
い
中
で
オ
ッ
キ
り
コ
ミ
の
入
っ
て
い 

る
大
ナ
ベ 

の
つ
る
を
着
も
の
の
す
そ
で
引
っ
か
け
て
、
ズ
ル
ズ
ル
引
き
づ
っ
て
音
を 

た
て
て
し
ま
っ
た
。
「
オ
ッ
キ
り
コ
ミ
は
食
っ
て
も
い
い
が
ナ
ベ
だ
け
ゃ
置
い
て
け
」
 

と
と
な
ら
れ
、
あ
わ
て
て
逃
げ
出
し
た
そ
う
だ
。(

カ
ジ
ャ)

ま
た
あ
る
人
は
、
う
ま
く
望
み
を
遂
げ
て
外
へ
出
た
ら
、
こ
れ
か
ら
入
る
男
が
い 

て
ガ
ッ
カ
り
し
た
そ
う
だ
。(

中
石
津)

ヨ
バ
イ
の
こ
と
を
オ
オ
ヌ
ス
ッ
ト
と
も
い
つ
た
。

兵
隊
検
査
前
の
若
衆
が
や
つ
て
い
た
。
「
ョ
バ
イ
の
で
き
ね
え
の
は
ろ
く
な
若
い
衆 

で
は
な
い
」
と
さ
え
い
わ
れ
た
。
明
治
の
頃
、
日
露
戦
争
前
に
、
六
本
木
駐
在
が
こ 

の
村
に
来
て
か
ら
き
び
し
く
な
り
、
そ
れ
以
後
は
や
ら
な
く
な
つ
た
。
思
う
娘
の
家 

を
ノ
ゾ
ッ
コ
ミ
を
し
た
り
、
昼
間
連
絡
を
と
つ
て
お
い
て
赴
い
た
り
、
直
接
話
を
し 

て
い
く
の
も
あ
つ
た
。
親
し
く
な
る
前
は
、
不
意
に
押
か
け
る
の
も
あ
り
、
親
に
は 

み
つ
か
ら
な
か
つ
た
。(

上
村)

兵
隊
検
査 

甲
種
合
格
だ
と
巾
を
き
か
せ
る
が
家
へ
帰
つ
て
く
る
と
し
な
び
る
。
 

フ
ン
ド
シ
か
ら
全
部
新
し
い
も
の
を
着
て
行
つ
た
。(

中
石
津)

四
、
婚 

姻

㈠

む
か
し
の
婚
姻

恋
愛 

二
人
で
歩
く
と
村
の
人
は
笑
つ
た
。
恋
愛
は
わ
ず
か
で
、
親
ま
か
せ
の
結 

婚
が
多
か
つ
た
。
村
中
の
人
二
人
が
仲
よ
く
な
つ
て
、
逃
げ
る
の
が
み
つ
か
り
「家 

に
来
て
い
ろ
」
と
ー
ヶ
月
も
居
候
さ
せ
て
夫
婦
に
さ
せ
た
例
も
あ
る
。(

上
村)

家
が
近
所
な
ど
で
幼
な
じ
み
だ
つ
た
男
女
が
、
年
ご
ろ
に
な
つ
て
、
双
方
で
好
き 

あ
つ
て
、
結
婚
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
も
、
恋
愛
な
ど
と
か
つ
こ
う
の
良
い 

言
葉
は
つ
か
わ
な
か
つ
た
。
く
つ
つ
い
た
な
ん
て
い
つ
た
。(

川
浦)

ち
よ
つ
か
い
の
早
い
人
は
、
自
分
で
見
つ
け
る
。
今
は
職
場
結
婚
で
見
つ
け
て
来 

る
も
の
が
多
い
。(

長
井)

娘
の
と
り
つ
こ 

他
部
落
の
者
と
仲
よ
く
な
り
娘
を
と
り
に
く
る
と
、
「
ヒ
ト
の
セ 

ン
ゼ
エ
を
荒
す
」
と
い
つ
て
石
を
ぶ
つ
け
た
。(

上
村)

イ
ト
コ
ッ
カ
ワ
セ 

昔
は
近
親
結
婚
も
か
な
り
あ
つ
た
。
従
兄
弟
姉
妹
の
結
婚
を 

イ
ト
コ
ツ
カ
ワ
セ
と
い
い
、
親
戚
が
ふ
え
な
い
し
、
簡
単
で
よ
い
と
さ
れ
た
。(

上
村) 

と
り
か
え
つ
こ 

嫁
が
妹
の
素
直
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
、
実
家
の
跡
取
り
息
子 

で
あ
る
兄
や
弟
に
推
し
よ
う
す
る
な
ど
し
て
、
婚
姻
が
ま
と
ま
る
こ
と
が
あ
る
。
こ



の
よ
う
に
二
軒
の
家
の
兄
弟
姉
妹
の
間
で
、
嫁
入
り
や
婿
取
り
が
相
互
に
二
組
以
上 

行
な
わ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
組
合
せ
は
、
ほ
ん
と
う
に
仲
が
良
く
、
深 

い
親
戚
づ
き
あ
い
と
な
る
。
婚
姻
圏
の
広
狭
と
は
直
接
関
係
は
な
い
。(

川
浦)

な
お
る 

戦
争
の
時
代
に
は
、
結
婚
し
て
間
も
な
く
出
征
し
た
夫
が
戦
病
死
し
た 

と
き
な
ど
に
、
農
家
で
は
、
夫
の
弟
と
再
婚
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
い
う
。
 

そ
の
後
に
も
同
様
の
例
が
み
ら
れ
る
。
ど
の
夫
婦
も
皆
う
ま
く
い
っ
て
い
る
。(

川
浦) 

婚
姻
圏 

昔
は
親
戚
あ
る
い
は
村
内
間
の
結
婚
が
多
か
っ
た
が
、そ
の
他
は
隣
村
、
 

榛
名
町
室
田
、
吾
妻
郡
坂
上
村
、
碓
氷
郡
九
十
九
村
な
ど
と
結
ん
だ
。(

上
村) 

通
婚
圏
は
村
内
や
坂
上
な
ど
足
で
歩
け
る
範
囲
で
、
遠
く
も
細
野
ぐ
ら
い
で
あ
っ 

た
。(

六
区)

多
く
は
倉
田
村
と
烏
渕
村
の
間
で
の
婚
姻
が
多
か
っ
た
。
嫁
は
山
地
か
ら
も
ら
え 

と
い
い
、
坂
上
か
ら
の
嫁
さ
ん
は
よ
く
稼
い
で
い
い
嫁
さ
ん
だ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
か 

ら
坂
上
へ
や
る
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
吾
妻
の
方
か
ら
は
町
へ
近
い
と
い
う
の 

で
納
得
し
て
来
る
。

碓
氷
の
方
へ
嫁
に
行
く
も
の
は
多
く
「
米
粒
の
タ
ケ
で
も
下
へ
や
れ
」
と
い
っ
て 

い
た
。
碓
氷
か
ら
来
る
の
は
少
な
か
っ
た
。(

川
浦)

通
婚
区
域
は
ふ
ん
ど
し
の
た
け
で
も
、
上
に
昇
る
な
と
い
っ
て
、
下
り
た
が
る
の 

が
人
情
で
、
山
の
中
は
、
け
ぎ
ら
い
す
る
。(

長
井)

㈡

婚

姻

の

条

件

嫁
の
年
齢 

嫁
の
と
し
が
一
つ
多
け
れ
ば
、
金
の
わ
ら
じ
を
は
い
て
も
探
せ
と
い 

う
。
同
様
の
こ
と
は
、
婿
が
長
男
で
、
嫁
が
末
っ
子
の
場
合
に
も
い
う
。(

川
浦)

一
 

つ
年
上
の
女
は
、
ヵ
ネ
、
タ
ィ
コ
で
も
さ
が
し
て
も
な
か
な
か
な
い
。
末
っ
子 

の
男
に
、
長
女
の
一
つ
上
が
一
番
よ
い
。(

六
区)

ヨ
メ
ト
ウ
メ
と
い
っ
て
四
つ
違
う
人
は
、
相
性
が
悪
い
と
い
う
。(

六
区) 

仲
人 

結
婚
話
が
途
中
ま
で
進
ん
で
成
立
し
な
い
場
合
、
仲
人
は
責
任
を
と
る
。
 

ス
リ
コ
ギ
で 

ハ
ラ
を
切
る
と
い
う
が
、
こ
れ
で
腹
は
切
れ
な
い
か
ら
、
何
と
か
ま
と 

め
る
。(

上
村)

ネ

ド
リ(

話
を
決
め
る
人)

と
ザ
シ
キ
仲
人
と
別
の
場
合
も
あ
っ
た
。

仲
人
ナ
ナ
ウ
ソ
と
い
う
。(

六
区)

座
敷
仲
人 

婚
姻
に
つ
い
て
の
い
っ
さ
い
の
仲
介
を
す
る
仲
人
で
は
な
く
、
二
人 

が
前
々
か
ら
仲
が
良
か
っ
た
相
思
相
愛
の
場
合
の
仲
人
を
い
う
。
た
い
て
い
は
む
こ 

方
の
親
が
適
当
な
人
を
物
色
し
て
依
頼
す
る
。(

川
浦)

二
人
の
橋
渡
し
は
誰
か
が
し
て
も
、
座
敷
仲
人
に
あ
と
の
ご
祝
儀
を
頼
む
場
合
が 

あ
る
。
ふ
つ
う
貰
う
人
の
施
主
が
仲
人
を
頼
む
。(

陳
田)

仲
人
の
あ
い
さ
つ 

結
婚
話
が
き
ま
る
と
、
仲
人
は
く
れ
方
、
も
ら
い
方
両
方
の 

ト
ム
コ
の
家
を
全
部
ま
わ
っ
て
あ
い
さ
つ
を
す
る
。
こ
れ
は
「
何
か
支
障
が
あ
っ
た 

と
き
は
、
ト

ム
コ(

お
他
人
さ
ま)

に
お
世
話
に
な
リ
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で 

村 

の
人
た
ち
に
納
得
し
て
も
ら
っ
て
話
を
ま
と
め
る
わ
け
で
あ
る
。(

川
浦)

水
ヲ
サ
ス 

テ
ム
ス
ビ
が
で
き
て
か
ら
で
も
、
緣
談
を
こ
わ
そ
う
と
し
て
、
先
方 

の
悪
口
を
い
っ
て
止
さ
せ
る
場
合
も
あ
る
。
話
が
こ
わ
れ
る
と
、
「仲
人
は
シ
ャ
ク
シ 

デ
腹
ヲ
切
ラ
ネ
バ
ナ
ラ
ナ
ィ
」
と
い
う
。(
陣
田)

中
人
礼 

貰
い
方
は
反
物
の
上
に
金
を
包
む
。
く
れ
方
は
酒
を
台
に
し
て
金
を
包 

む
。
大
体
貰
い
方
が
多
く
す
る
。
ト
ン
ビ
ノ
ハ
ネ
と
言
う
。(

七
ツ
石)

ト
ン
ビ
ノ
ハ
ネ
と
い
う
の
は
仲
人
へ
の
お
礼
の
こ
と
で
あ
る
。

お
礼
と
し
て
酒
一
升
と
赤
飯
を
持
っ
て
い
く
。
仲
人
は
自
分
の
と
こ
ろ
で
赤
飯
を 

ふ
か
し
て
、
貰
っ
た
赤
飯
に
た
し
て
、
親
威
や
組
内
に
配
る
。(

六
区)

式
が
無
事
に
す
む
と
、
貰
い
方
か
ら
親
が
仲
人
へ
お
礼
に
行
く
。
赤
飯
を
ホ
ケ
エ 

に
入
れ
て
、
御
礼
の
金
包
み
を
持
っ
て
行
く
が
、
こ
れ
を
ト
ン
ビ
ノ
ハ
ネ
と
い
う
。
 

あ
ま
リ
オ
オ
ク
で
な
く
少
し
く
れ
る
か
ら
か
。
赤
飯
は
ム
ラ
へ
配
る
か
、
わ
ざ
と
才 

テ
ノ
ク
ボ
に
な
る
。(

陣
田)

仲
人
へ
の
仲
介
の
お
礼
は
、
お
金
で
し
た
。
こ
れ
を
「
ト
ン
ビ
の
ハ
ネ
」
と
い
う 

が
、
な
ぜ
そ
う
い
う
か
わ
か
ら
ぬ
。
そ
の
後
の
仲
人
と
の
つ
き
あ
い
は
、
年
末
の
お 

歳
暮
と
新
年
の
御
年
始
く
ら
い
で
、
三
年
も
続
け
ば
い
い
方
だ
。
仲
人
の
側
か
ら
新 

婚
夫
婦
に
は
特
に
何
か
を
贈
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。(

川
浦)

仲
人
へ
の
挨
拶 

結
婚
後
、
嫁
婿
が
二
、
三
年
は
盆
、
正
月
、
五
節
供
な
ど
に
挨



拶
に
行
く
。
子
ど
も
が
で
き
る
ま
で
行
く
と
も
い
う
。
五
節
供
は
正
月
、
三
月
三
日
、
 

五
月
五
日
、

ハ
ッ
サ
ク
な
ど
で
、
七
夕
は
節
供
で
は
な
い
。

正
月
は
膳
餅(

膳
を
当
て
て
四
角
に
切
っ
た
餅)

を
三
枚
持
っ
て
行
く
。
三
月
は 

菱
餅
、
五
月
は
コ
ワ
飯
に
タ
ラ
の
頭
付
き
、

ハ
ッ
サ
ク
は
思
い
思
い
の
も
の
を
持
っ 

て
行
く
。
ナ
ベ
カ
リ
は
し
な
い
。(

陣
田)

㈢

婚 

約

タ
ル
タ
テ(

樽
入
れ)

年
ご
ろ
の
男
女
、
双
方
を
知
っ
て
い
る
も
の
が
仲
介
に 

た
っ
て
、
初
め
に
話
を
ヨ
メ
の
方
に
持
っ
て
行
き
、r

こ
れ
こ
れ
の
人
が
あ
る
け
れ
ど
、
 

こ
っ
ち
の
家
の
娘
に
良
い
と
思
う
が
行
っ
て
み
な
い
か
」
な
ど
と
き
〇
だ
す
。
そ
う 

こ
う
し
て
話
が
進
ん
で
、
双
方
で
良
緣
で
結
構
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
仲
人
が 

間
に
た
っ
て
、
タ
ル
を
立
て
る
。

ヨ
メ
と
ム
コ
と
双
方
で
、
本
当
に
良
い
と
決
め
た 

か
と
い
う
カ
タ
メ
の
意
味
を
も
つ
。
当
事
者
の
家
族
と
お
じ
さ
ん
位
が
出
席
す
る
。
 

仲
人
は
、
酒
と
す
る
め
を
持
参
す
る
。
も
ら
い
方
の
方
か
ら
は
ヨ
メ
の
家
へ
「
一
牛 

い
ら
れ
る
ょ
う
に
」
と
酒
一
升
を
持
っ
て
い
く
。
昔
は
、
ど
ん
な
に
め
で
た
い
席
で 

も
、
こ
の
日
そ
れ
だ
け
し
か
飲
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
あ
と
、
仲
人
は
、
双
方
の
隣
り 

組
を
ま
わ
っ
て
「
私
は
こ
の
た
び
、
緣
あ
っ
てA

男
とB

子
の
仲
の
と
り
も
ち
を
し 

た
。
も
し
、
ご
異
存
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
申
し
出
下
さ
い
。
」
と
挨
拶
し
た
。
そ
う 

や
っ
て
ま
る
く
お
さ
ま
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
あ
と
で
式
の
席
に
男
が
あ
ば
れ
て
来
た 

り
、
嫁
が
す
ぐ
逃
げ
た
り
と
い
う
例
が
昔
は
ょ
く
あ
っ
た
の
で
、
仲
人
は
本
気
だ
っ 

た
。

仲
人
は
こ
れ
ま
で
が
た
い
へ
ん
で
、
草
履
が
す
り
切
れ
る
ま
で
三
里
か
四
里
の 

道
を
、
五
度
か
六
度
ほ
ど
も
通
う
の
が
常
だ
っ
た
。
タ
ル
が
入
っ
て
も
、相
互
の
往
来 

は
め
っ
た
に
な
か
っ
た
。
結
婚
式
ま
で
一
度
も
ま
と
も
に
自
分
の
生
涯
の
伴
侶
に
な 

る
も
の
の
顔
を
見
た
こ
と
の
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
。(

川
浦)

タ
ル
タ
テ
は
タ
ル
ィ
レ
と
も
い
う
。
仲
人
は
ま
ず
貰
い
方
に
行
く
。
貰
い
方
に
は 

親
戚
が
集
ま
っ
て
い
る
の
で
、
挨
拶
を
し
て
呉
れ
方
に
行
く
。
呉
れ
方
で
も
親
戚
が 

集
ま
っ
て
お
り
、
仲
人
は
持
参
の
酒
を
出
し
て
申
し
入
れ
を
す
る
。
そ
こ
で
カ
タ
メ 

の
盃
が
あ
り
、
婚
約
成
立
と
な
る
。
そ
の
後
、
呉
れ
方
の
主
人
と
仲
人
は
組
内
を
回
っ

て
婚
約
成
立
の
挨
拶
を
す
る
。
そ
の
際
、®

が
わ
り
に
、
仲
人
の
名
前
の
入
っ
た 

手
拭
を
持
っ
て
い
く
。
タ
ル
タ
テ
の
後
は
親
類
づ
き
合
い
と
な
り
、
お
歳
暮
な
ど
の 

贈
答
も
す
る
。(

六
区)

ま
ず
見
合
い
し
て
、

い
い
と
な
っ
た
ら
タ
ル
ダ
テ(

樽
入
れ)

に
な
る
。
仲
人
が 

樽
酒
一
升
と
ス
ル
メ
ニ
枚
持
っ
て
く
る
。
娘
も
酒
を
飲
ま
さ
れ
る
が
こ
の
時
酒
を
飲 

む
と
後
で
嫌
だ
と
言
え
な
い
。

ウ

ワ

キ

ン(

結
納
金)

な
ど
取
決
め
、
無
事
に
す
ん
だ
あ
い
さ
つ
を
仲
人
は
ム
コ 

側
に
行
っ
て
話
す
。(

七
ツ
石)

タ
ル
タ
テ(

樽
入
れ)

は
婚
約
の
成
立
を
い
、っ
。
仲
人
が
酒
一
升
、
ス
ル
メ
を
持
っ 

て
行
き
、
呉
れ
方
で
は
近
親
者
が
集
ま
る
。

一
升
は
神
棚
に
あ
げ
た
あ
と
お
ろ
し
て 

娘
に
飲
ま
せ
る
。

こ
れ
で
娘
は
承
知
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
結
納
の
日
、
御
祝 

儀
の
日
取
り
、
娘
の
都
合
を
き
い
て
相
談
し
て
お
い
て
く
れ
と
い
う
。

次
で
も
ら
い 

方
の
家
に
行
っ
て
報
告
す
る
。
仲
人
に
は
妹
を
出
し
て
承
知
さ
せ
、
式
の
時
に
は
姉 

が
出
て
、
こ
れ
は
話
が
違
う
と
な
っ
て
駄
目
に
な
っ
た
話
も
あ
る
。(

上
村)

テ
ム
ス
ビ
と
も
い
う
。
仲
人
が
酒
一
升
吊
る
っ
て
嫁
の
家
へ
行
き
、
親
戚
が
寄
っ 

て
嫁
に
く
れ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
。
昔
は
一
升
樽
を
持
っ
て
行
っ
た
。
話
が
決
ま 

る
と
、
兄
弟
や
近
所
を
呼
ん
で
ご
馳
走
し
、
そ
の
酒
を
残
さ
ず
飲
ん
で
し
ま
う
。

日 

取
り
も
そ
こ
で
決
め
る
。(

陣
田)

結
納 

も
ら
い
方
の
方
で
、
結
婚
式
で
嫁
の
着
る
い
っ
さ
い
を
、
仲
人
が
お
伴
を 

連
れ
て
持
っ
て
行
っ
た
。
お
伴
は
、
も
ら
い
方
の
家
の
奉
公
人
か
、
し
じ
ゅ
う
来
て 

手
伝
っ
て
く
れ
る
ょ
う
な
気
安
く
頼
め
る
人
に
お
願
い
し
た
。
結
納
目
録
は
、
麻
、
 

す
る
め
、
扇
子
一
対
な
ど
で
あ
っ
た
。
麻
は
、
真
白
な
も
の
だ
か
ら
白
髪
に
な
る
ま 

で
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
す
る
め
は
、
腰
の
曲
か
る
ま
で
、
扇
子
は
、
末
広
か
り
の 

繁
栄
を
意
味
す
る
。
結
納
か
ら
結
婚
ま
で
は
半
年
位
で
、
五
月
に
タ
ル
が
入
れ
ば
十 

月
に
式
を
す
る
の
が
昔
通
だ
っ
た
。(

川
浦)

結
納
お
さ
め
は
、
話
が
決
る
と
ょ
い
日
を
選
ん
で
す
る
。
金
を
受
取
ら
ぬ
家
も
あ 

る
。(

上
村)

結
納
は
式
の
前
日
に
納
め
る
。

ヤ
ナ
ギ
ダ
ル
と
目
緑
を
持
っ
て
仲
人
が
い
く
。
目



緑
は
シ
ン
シ
ョ
ウ
に
応
じ
て
色
々
で
あ
る
。(

六
区)

イ
ー
ノ
ー
の
金
や
品
を
渡
し
て
、
娘
の
都
合
の
い
い
日
を
選
ん
で
ご
祝
儀
の
日
ど 

り
を
決
め
る
。

オ
イ
チ
ゲ
ン
や
お
客
の
人
数
な
ど
も
話
し
合
っ
て
決
め
る
。

ム
コ
が
た
で
イ
ー
ノ
ー
着(

江
戸
褛)

を
作
っ
て
く
れ
る
。
ま
た
は
江
戸
褛
は
身 

近
な
人
の
を
借
り
て
、
そ
の
代
り
重
ね
の
道
中
着
を
作
っ
て
く
れ
る
時
も
あ
る
。(

七 

ッ
石)祝

イ
納
メ 

ご
祝
儀
の
三
日
か
、

一
週
間
ぐ
ら
い
前
の
日
の
い
い
時
、
仲
人
が
嫁 

の
支
度
の
目
緑
や
親
戚
の
名
を
書
い
た
親
戚
目
緑
と
結
納
金
を
、
貰
い
方
か
ら
く
れ 

方
へ
納
め
る
結
納
オ
サ
メ
と
も
い
う
。(

陣
田)

嫁
入
り
前
の
教
育
嫁
入
り
前
の
娘
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
と
し
て
は
、
お
膳
箱
を 

運
ぶ
に
も
、
シ
ュ
ウ
ト
さ
ん
の
膳
箱
を
下
に
し
て
は
い
け
な
い
。
必
ら
ず
上
に
す
る 

こ
と
。

シ
ュ
ウ
ト
さ
ん
が
寝
た
ら
、
ふ
と
ん
ぐ
ら
い
か
け
て
や
る
よ
う
に
と
い
う
こ 

と
で
あ
る
。(

川
浦)

㈣

嫁 

入 

り

嫁
入
り
道
具 

大
正
の
こ
ろ
の
嫁
入
り
道
具
は
、
桐
の
タ
ン
ス
、
長
持
、
夜
具
ふ 

と

ん

一

組(

袖
の
あ
る
夜
具)

、
小
さ
い
鏡
台
、
裁
ち
板
、
張
板
を
も
っ
て
来
た
。

昭
和
三
五
年
こ
ろ
に
は
、
タ
ン
ス
、
ベ
ビ
—
ダ
ン
ス
、
下
駄
箱
、

一
番
行
季
、
裁 

ち
板
、
張
板
、
タ
ラ
イ
、
ふ
と
ん
一
組
に
な
っ
た
。

現
在
は
た
く
さ
ん
持
っ
て
く
る
。(

川
浦)

嫁
の
荷
物 

両
者
が
近
所
な
ら
荷
物
は
嫁
と
一
緒
に
く
る
。
離
れ
て
い
る
場
合
、
 

嫁
の
家
か
ら
荷
物
を
運
ぶ
。
そ
の
運
搬
具
は
、
馬
か
ら
人
、
更
に
馬
車
と
変
っ
た
。
 

(

上
村)

嫁
入
り
の
髪
型
嫁
の
嫁
入
る
時
の
髪
型
は
、
島
田
で
は
な
く
、
ほ
ん
だ
ま
げ
で 

あ
る
。(

川
浦)

嫁
入
り 

馬
の
背
の
両
脇
に
た
ん
す
を
付
け
、
真
中
に
嫁
が
坐
っ
て
、
馬
の
鈴
を 

チ
ャ
ラ
コ
ン
、
チ
ャ
ラ
コ
ン
鳴
ら
し
な
が
ら
来
た
。

馬
は
腹
卷
や
着
物
を
付
け
て
、
 

ふ
さ
を
垂
ら
し
て
き
れ
い
に
飾
り
た
て
た
。
一
見
の
客
が
手
に
手
に
提
灯(

弓
張
り)

を
持
っ
て
来
た
。

こ
ち
ら
か
ら
お
迎
え
に
出
る
人
は
ム
ラ
の
境
ま
で
行
き
、

一
行
を 

案
内
し
て
来
た
。

一
行
は
史
栢
で
一
休
み
し
て
、
嫁
だ
け
を
ト
モ
コ
衆
が
案
内
し
て
聳
の
家
に
入
れ 

る
。(

陣
田)

嫁
入
り
は
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
ち
ょ
う
ち
ん
を
つ
け
、
尻
は
し
ょ
り
を
し
て
行
列 

を
つ
く
っ
て
歩
い
て
来
た
。

坂
上
か
ら
来
た
嫁
の
道
中
は
、
嫁
が
馬
に
乗
り
、
お
伴
が
両
掛
け
を
抱
い
て
来
た
。
 

(

川
浦)

嫁
迎
え
呉
れ
方
の
ト
モ
コ
は
嫁
入
り
道
具
を
運
ん
で
く
る
。
貰
い
方
か
ら
は
、
 

弓
張
り
提
灯
を
持
っ
て
、
隣
り
組
の
人
と
ト
モ
コ
連
が
迎
え
に
で
る
。
そ
の
時
、

ス 

ル
メ
と
酒
一
升
を
必
ず
持
参
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
貰
い
方
で
気
を
き 

か
せ
る
。

仲
人
は
両
方
の
間
に
入
っ
て
挨
拶
を
す
る
が
、
こ
れ
は
大
切
で
あ
る
。
挨
拶
が
悪 

い
か
ら
嫁
を
渡
せ
な
い
な
ど
と
い
う
騒
ぎ
も
、
ま
れ
に
は
起
き
る
。
特
に
ト
モ
コ
は
、
 

実
際
に
式
を
取
り
仕
切
る
役
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
腹
を
立
て
ら
れ
た
ら
大
変
で
あ 

る
。
酒
を
忘
れ
た
と
い
う
の
で
、
仲
人
が
あ
わ
て
て
、
貰
い
方
に
と
ん
で
き
た
と
い 

う
話
も
あ
る
。(

六
区)

出

迎

え(

ウ
ケ
ト
リ
ワ
タ
シ)

と
い
っ
て
嫁
を
迎
え
る
と
き
は
、
も
ら
い
方
で
は 

ト
ム
コ
が
ち
ょ
う
ち
ん
を
つ
け
て
村
外
れ
ま
で
出
迎
え
に
出
る
。
酒
二
升
く
ら
い
を 

用
意
し
て
行
き
、
く
れ
方
か
ら
の
行
列
を
出
迎
え
て
酒
を
渡
し
、
花
嫁
を
引
渡
し
て 

も
ら
っ
て
来
る
。
花
嫁
行
列
は
そ
の
ま
ま
寒
ま
で
送
っ
て
来
る
こ
と
も
あ
っ
た
。(

川 

浦)
行
列
迎
え
と
い
っ
て
結
婚
式
の
日
に
は
、
も
ら
い
方
の
方
で
は
、
嫁
入
り
が
ど
ん 

な
近
場
か
ら
で
も
、
嫁
の
行
列
を
途
中
ま
で
若
い
も
の
が
四
、
五
人
し
て
丸
い
印
に 

紋
を
つ
け
た
提
燈
を
つ
け
て
迎
え
に
で
た
。
そ
こ
で
嫁
の
う
け
わ
た
し
と
嫁
入
道
具 

の
う
け
わ
た
し
が
あ
っ
て
、
ご
く
ろ
う
さ
ん
と
送
っ
て
来
て
く
れ
た
人
々
に
酒
を
出 

し
て
も
て
な
す
。

こ
の
あ
と
嫁
方
か
ら
は
、
ィ
チ
ゲ
ン
座
敷
に
臨
む
七
、
八
人
が
迎 

え
の
も
の
た
ち
と
合
流
し
て
新
た
な
行
列
を
つ
く
り
、
夕
暮
れ
の
道
を
婿
の
家
に
む



か
う
。(

川
浦)

仲
人
は
酒
一
升(

ウ
ケ
ト
リ
ワ
タ
シ
の
酒
と
い
い
、
持
帰
っ
て
飲
む)

と
ス
ル
メ 

を
持
っ
て
き
て
渡
す
。
嫁
方
の
ト
モ
コ
が
嫁
を
送
っ
て
き
て
、
婿
方
の
ト
モ
コ
に
渡 

す
と
帰
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
村
境
で
行
な
わ
れ
、
嫁
と
荷
物
を
責
任
も
っ
て
受 

渡
し
を
す
る
わ
け
で
、
こ
の
と
き
仲
人
は
う
ま
く
橋
渡
し
を
す
る
。
渡
す
方
は
わ
が 

ま
ま
を
い
っ
て
、
仲
人
の
人
柄
を
み
る
。
黒
い
も
の
を
白
い
と
い
わ
れ
て
も
、
仲
人 

は
理
屈
を
い
わ
な
い
で
ま
る
く
お
さ
め
る
よ
う
で
な
い
と
つ
と
ま
ら
な
い
。
ト
モ
コ 

か
両
者
飲
ん
で
い
て
ク
ソ
リ
ク
ツ
を
い
っ
て
も
、
こ
れ
を
ま
る
く
お
さ
め
る
。
ト
モ 

コ
は
権
威
が
あ
り
、
仲
人
は
低
姿
勢
で
あ
る
。
仲
人
と
い
う
の
は
、
も
ら
い
さ
え
す 

れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
お
勝
手
に
行
っ
て
ま
で
お
じ
ぎ
を
す
る
と
い
う
。(

上
村)

橋
の
所
か
、
辻
ま
で
組
の
男
の
人
が
迎
え
に
出
る
弓
張
り
ぢ
ょ
う
ち
ん
を
持
っ
て
。
 

嫁
ご
は
土
産
の
酒
一
升
を
若
い
衆
に
差
し
出
す
。

一
応
受
け
て
、
あ
と
で
サ
ン
ヤ
の 

座
敷
で
飲
む
。(

七
ツ
石)

ト
ム
コ 

コ

ム
ラ(

小
村̂

^

小
字)

の
隣
り
組
の
人
た
ち
の
こ
と
を
ト
ム
コ
と 

い
う
。
親
族
を
ぬ
い
た
他
の
人
た
ち
は
み
ん
な
ト
ム
コ
で
、
冠
婚
葬
祭
の
よ
う
な
で 

き
ご
と
は
、
村
の
世
話
人
と
ト
ム
コ
に
「
お
ま
か
せ
し
ま
す
」
と
い
っ
て
施
主
が
ま 

か
せ
れ
ば
、
主
人
が
テ
エ
ザ
シ
キ
に
座
っ
て
い
て
も
み
ん
な
ト
ム
コ
が
や
っ
て
く
れ 

た
。(

川
浦)

ト
モ
コ
は
シ
モ
で
い
う
隣
り
組
、
隣
ぽ
班
の
こ
と
で
、
「
友
子
」
の
字
を
あ
て
る
こ 

と
が
あ
る
。
年
齢
に
は
関
係
な
く
、
そ
の
規
模
も
コ
ウ
チ
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ 

る
。
結
婚
式
や
葬
式
に
は
重
要
な
役
割
を
果
す
。(

川
浦)

ト
ム
コ
の
総
代
か
各
小
字
に
一
名
い
る
。
祝
儀
、
不
祝
儀
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
。
 

そ
の
人
が
立
会
え
ば
全
部
の
ト
ム
コ
が
立
会
っ
た
こ
と
に
な
る
。

模
ノ
木
で
は
、
ソ 

ウ
レ
ィ
ト
ム
コ
と
葬
式
の
際
は
言
う
。
ト
ム
コ
は
結
婚
式
で
は
、
う
た
い
と
か
取
り 

結
び
な
ど
を
す
る
。(

川
浦)

ト
モ
コ
に
は
新
郎
と
上
下
の
年
令
差
の
な
い
人
が
数
人
頼
ま
れ
る
。
ト
モ
コ
は
、
 

ト
モ
コ
ガ
シ
ラ
を
中
心
ね
式
の
世
話
を
す
る
。
ト
リ
ム
ス
ビ
の
時
、
謡
を
し
た
り
、
 

ィ
チ
ゲ
ン
役
者(

嫁
、
ま
た
は
婿
の
親
戚
で
酔
っ
た
人)

を
自
宅
ま
で
送
り
帰
し
た

り
す
る
。
宴
の
最
後
は
ト
モn

座
敷
で
、
呑
み
放
題
で
あ
っ
た
。
嫁
御
が
、
着
物
を 

着
換
え
て
お
酌
に
で
る
。(

六
区)

ト
モn

と
し
て
ほ
ん
と
に
仲
の
い
い
友
だ
ち
を
招
い
た
。(

七
ツ
石)

ト
ム
コ
は
結
婚
式
の
際
嫁
を
迎
え
に
出
る
が
、

一
元
の
座
敷
で
は
縁
側
に
座
る
の 

み
で
座
敷
に
は
座
わ
ら
せ
な
か
っ
た
。
昔
は
三+

名
ぐ
ら
い
だ
っ
た
が
現
在
は
九
名 

か
十
名
ぐ
ら
い
で
隣
近
所
の
家
か
ら
一
名
づ
つ
出
て
務
め
る
。

三
三
九
度
の
際
に
最
初
に
ト
ム
コ
が
う
た
い
を
行
な
い
、

式
が
は
じ
ま
る
。
終
り 

に
も
ト
ム
コ
の
う
た
い
が
あ
る
。
最

後

に

「
嫁
渡
し
」
が
無
事
に
出
来
た
と
い
う
こ 

と

で

散

に

な

る

。

昔
は
緣
側
か
ら
嫁
が
座
敷
に
上
が
る
と
こ
ろ
で
、
ト
ム
コ
が
ち
ょ
う
ち
ん
で
尻
を 

三
回
打
っ
て
座
敷
に
入
れ
た
。
ト
ム
コ
は
祝
儀
、
葬
式
に
関
係
が
あ
っ
た
。(

川
浦) 

ト
ム
コ
は
御
祝
儀
の
と
き
に
立
ち
合
、っ
近
所
の
人
で
、
し
か
も
若
い
人
で
あ
る
。
 

水
沼
で
は
男
だ
け
で
、
ワ
カ
ィ
モ
ン
ガ
シ
ラ(

複
数)

を
い
う
場
合
も
あ
る
。
下
三 

之
倉
で
は
女
も
ト
ム
コ
が
あ
る
。
御
祝
儀
の
取
り
む
す
び
後
に
ト
ム
コ
座
敷
が
設
け 

ら
れ
る
。
二

区
)

婚
礼
の
時
、
一
軒
一
人
出
る
の
が
ト
モ
コ
で
、
聳
と
同
じ
年
と
は
限
ら
ず
、
年
令
は 

ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

ふ
つ
う
は
村
の
オ
ヤ
ジ
デ
ェ(

戸
主)

や
ト
モ
コ
に
な
る
。
組 

の
仕
事
を
手
伝
、っ
の
が
ト
モ
コ
で
、
婚
礼
や
建
テ
マ 

エ
な
ど
の
祝
い
事
は
ト
モ
コ
が 

出
る
。
葬
式
の
時
は
ホ
ウ
ベ 

エ
と
い
っ
て
、
手
伝
い
に
出
る(

陣
田)

下
新
屋
敷
で
不
幸
か
あ
っ
た
と
き
、
上
新
屋
敷
の
手
伝
い
で
も
手
不
足
の
場
合
は
、
 

下
道
か
ら
ト
モ
コ
が
く
る
。
手
の
足
り
な
い
と
き
は
、
ど
こ
の
部
落
が
ト
モ
コ
に
な 

る
と
い
う
こ
と
は
決
っ
て
い
る
。
然
し
よ
っ
て
も
ら
う
力
が
な
い
時
は
、
ト
モ
コ
を 

頼
ま
な
い
。

御
祝
儀
の
時
は
ト
モ
コ
ゼ
ィ
が
嫁
を
川
境
ま
で
迎
え
に
い
く
。

こ
こ
で
嫁
を
荷
物 

の
受
け
渡
し
を
す
る
。
こ
の
と
き
仲
人
が
酒
を
も
っ
て
き
て
、
ト
モ
コ
に
荷
物
運
び
、
 

ト
リ
ム
ス
ビ
な
ど
を
頼
む
。
ト
モ
コ
が
預
っ
て
婚
家
ま
で
連
れ
て
き
て
、
式
を
あ
げ 

る
の
で
あ
る
。(

上
村)

結
婚
式
の
と
き
、
カ
ネ
ッ
ケ
の
日
に
招
待
さ
れ
た
者
全
部
が
ト
モ
コ
で
あ
り
、



ト
モ
コ
は
嫁
の
受
渡
し
の
権
限
が
あ
る
。
ト
モ
コ
同
志
で
受
渡
し
を
す
る
。
仲
人
が 

気
に
入
ら
な
い
か
ら
渡
さ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
葬
式
の
と
き
は
ト
モ
コ
と
い 

わ
ず
ホI

ベI

と
い
う
。(

庚
申
組
の
人
が
穴
掘
り
す
る
と
決
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ 

る
—

こ
れ
は
松
井
田
、
行
田
に
も
あ
る
—
葬
式
の
出
た
家
の
属
す
る
庚
申
組
の
穴
掘 

り
を
す
る
も
の
で
、
他
の
庚
申
組
に
頼
む
こ
と
は
な
い
。

こ
の
庚
申
組
は
二
月
に
ク 

ジ
を
ひ
い
て
庚
申
待
を
す
る
人
達
で
あ
る
が
、
他
の
部
落
例
え
ば
上
野
に
新
宅
に
出 

て
も
、_

の
あ
る
本
丸
の
庚
申
組
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
庚
申
組
は
血
縁 

関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る)

ト
モ
コ
は
祝
儀
の
と
き
だ
け
用
い
る
。

こ
の
と
き
ト
モ
コ
ム
ス
ビ
が
あ
る
。
親
や 

嫁
は
出
な
い
で
婿
が
入
っ
て
、
円
座
の
人
々
が
盃
を
二
つ
三
つ
四
つ
と
両
方
か
ら
廻 

す
。

こ
み
合
っ
て
結
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
人
前
に
な
っ
た
の
で
、
ト

モ

コ(

村 

の
人
と
い
う
意
も
あ
ら
わ
す)

の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と
で
、

一
戸
の
代
表
と
し
て 

の
男
と
い
う
意
義
が
あ
る
。(

上
村)

中
宿 

嫁
は
す
ぐ
婚
嫁
に
入
る
の
で
は
な
く
、
史
但
で
休
む
。
史
栢
は
婚
家
を
通 

り
越
さ
な
い
家
に
頼
む
。

モ
ド
ル
の
は
よ
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

史
栢
で
は
オ
チ
ツ
キ
と
い
っ
て
オ
ス
シ
を
だ
す
。(

六
区)

夕
方
四
時
か
五
時
頃
、
嫁
の
行
列
は
婿
の
家
近
く
に
来
る
と
、
婿
の
家
の
ク
ダ
リ 

の
家
に
史
栢
を
と
る
。
そ
こ
で
嫁
は
髪
直
し
を
し
、
嫁
方
の
つ
き
そ
い
の
人
々
は
休 

息
す
る
。$

栢
に
な
れ
る
家
に
つ
い
て
は
特
に
条
件
の
限
定
は
な
い
。
中
宿
を
と
れ 

ぬ
場
合
は
、
当
家
の
別
の
部
屋
に
控
え
の
間
を
と
る
。(

川
浦)

真
直
ぐ
嫁
が
た
へ
行
か
ず
、
他
人
の
家
で
も
、
親
戚
で
も
史
但
を
頼
む
。
そ
こ
で 

座
敷
か
で
き
る
ま
で
待
っ
て
る
。(

七
ツ
石)

嫁
入
り
に
は
、
着
物
を
着
て
し
た
く
を
し
た
の
が
尻
は
し
よ
り
で
、
弓
は
り
ち
よ 

う
ち
ん
を
も
っ
て
歩
い
て
来
る
の
で
史
但
に
入
っ
て
休
む
。
中
宿
で
は
オ
チ
ツ
キ
と 

い
う
の
で
お
茶
と
ボ
タ
モ
チ
を
出
す
。(

川
浦)

ご
祝
儀
が
重
な
る
場
合
同
じ
晩
に
も
う
一
つ
ご
祝
儀
が
あ
っ
た
。

二
組
が
か
ち 

合
、っ
と
勝
ち
負
け
が
つ
く
か
ら
と
、

逢
わ
な
い
様
に
双
方
で
時
間
を
打
ち
合
せ
た 

り
、
回
り
道
し
た
。
も
う
一
組
の
人
は
子
が
出
来
な
い
そ
う
だ
か
ら
、
負
け
た
だ
ん

ベ
。(

七
ッ
石)

入
家
式 

嫁
は
座
敷
か
ら
入
る
。
こ
の
と
き
緣
側
で
雄
蝶
、
雌
蝶
は
タ
イ
マ
ツ(

才 

ガ
ラ
で
作
っ
た
一
握
り
位
の
太
さ
、
長
さ
は
一 
•

五
尺
位
の
も
の
、
先
に
赤
い
紙
を 

つ
け
て
い
る)

で
尻
を
た
た
く
。
嫁
は
奥
の
方
の
上
座
、
婿
は
下
座
に
坐
る
。
な
お 

こ
れ
よ
り
先
、
弓
張
提
灯
、
馬
、
女
仲
人
に
連
れ
ら
れ
た
嫁
、
嫁
の
イ
チ
ゲ
ン
な
ど 

を
、
近
所
の
家
に
あ
て
て
あ
る
中
宿
に
入
れ
、
そ
の
間
に
荷
物
は
婿
の
家
に
入
る
型
、
 

村
の
人
が
嫁
だ
け
か
り
て
き
て
結
婚
式
を
す
る
の
も
あ
る
。(

上
村)

ガ
ド
に
入
る
と
こ
ろ
で
、
赤
い

オ
ガ

ラ(

赤
い
色
紙
を
卷
い
た
オ
ガ
ラ)

で
嫁
の 

尻
を
た
た
く
。(

六
区)

オ
チ
ョ
ー
メ
チ
ョ
ー
が
戸
口
に
立
っ
て
い
て
、
嫁
ご
が
戸
口
を
入
る
時
、
オ
ガ
ラ 

の
棒
で
嫁
ご
の
尻
を
た
た
く
。
姑
さ
ま
に
手
を
と
ら
れ
て
座
敷
へ
入
る
。(

七
ツ
石) 

嫁
の
入
家
の
と
き
、
お
仲
人
が
連
れ
て
縁
側
か
ら
入
る
。

こ
の
と
き
オ
チ
ョ
ウ
メ 

チ
ョ
ウ
の
子
ど
も
が
タ
イ
マ
ツ
で
、
嫁
の
尻
を
た
た
く
。(

川
浦)

嫁
は
奥
座
敷
の
お
も
て
の
緣
側
か
ら
入
る
。
入
る
と
き
に
、
嫁
の
尻
を
弓
張
提
燈 

で
た
た
い
た
り(

梨
子
本)

、
カ
ヤ
で
鳥
居
を
つ
く
っ
て
そ
こ
を
く
ぐ
ら
せ
た(

西
が 

渕)

。
か
た
い
所
で
謡
い
込
み
を
す
る
所
も
多
か
っ
た
。(

川
浦)

嫁
が
緣
側
か
ら
上
る
時
、

ム
ラ
の
ト
モ
コ
の
一
人
が
タ
イ
マ
ツ(

提
灯)

で
嫁
の 

お
尻
を
た
た
く
。
は
た
き
込
む
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
で
は
杵
を
ま
た
い
だ
り
、
ト
ボ 

盃
を
か
わ
し
た
り
し
な
い
。(

陣
田)

オ
チ
ョ
ウ
、
メ
チ
ョ
ウ 

隣
り
組
の
両
親
の
あ
る
幼
い
男
女
を
頼
ん
だ
。(

川
浦) 

お
待
ち
女
房 

嫁
の
連
れ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
二
人
。
若
い
程
よ
い
と
い
わ
れ
、
 

三
十
才
位
の
者
が
な
る
。(

上
村)

卜
り
ム
ス
ビ
の
式
に
、
近
所
の
嫁
さ
ん
を
二
人
た
の
ん
で
、

マ
チ
女
房
に
な
っ
て 

も
ら
っ
た
。
嫁
さ
ん
の
仕
事
と
同
じ
よ
う
な
仕
度(

嫁
さ
ん
を
ま
か
し
て
は
い
け
な 

い
と
い
う
の
で
、
す
こ
し
お
ち
る
程
度
の
仕
度
を
し
た)

で
、
そ
の
席
に
出
た
。
嫁 

さ
ん
の
つ
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。(

水
沼)

嫁
ご
と
同
じ
支
度
を
し
た
お
待
ち
女
房
が
二
人
座
っ
て
い
る
。

ア
ゲ
ボ
ー
シ
を
か 

ぶ
ら
な
い
だ
け
。
あ
ん
ま
り
き
れ
い
過
ぎ
て
も
こ
ま
る
。



島
台
を
中
心
に
三
つ
重
ね
の
盃
で
三
々
九
度
の
盃
事
を
す
る
。
謡
を
し
な
が
ら
。
 

(

七
ッ
石)

ト
リ
ム
ス
ビ 

開
式 

姚
子
の
つ
ぎ
合
せ 

女
蝶
は
片
膝
を
立
て
先
に
つ
ぎ
、
次 

に
男
蝶
立
っ
て
つ
ぎ
返
す
。
さ
ら
に
も
ぅ
一
度
女
蝶
つ
ぎ
返
す
。

か
く
て
双
方
の
酒 

が
混
じ
る
。

三
三
九
度
の
式 

最
初
男
蝶
は
聳
の
、
女
蝶
は
嫁
の
前
に
座
る
。

1

小
盃
に
て
一
回
つ
ぎ
、
肴
を
は
さ
む
。

〇 

謡

い

「高
砂
」
終
っ
て
、
二
回
つ
ぐ
。

姚
子
の
つ
ぎ
合
せ
。
女
蝶
男
蝶
共
铫
子
と
盃
を
持
っ
て
位
置
の
交
換
を
す
る
。
そ 

の
途
中
、
島
台
の
側
面
に
て
第
一
回
と
同
じ
方
法
で
行
な
ぅ
。
行
違
い
の
時
、
何
時 

も
女
蝶
は
内
側
を
通
る
。

2

中
盃
に
て
一
回
つ
ぐ
。
肴
を
は
さ
む
。

〇

謡

い

「
四
海
波
」
終
っ
て
、
二
回
つ
ぐ
。

铫
子
の
つ
ぎ
合
せ
。
ま
た
位
置
の
交
換
。
途
中
は
前
回
と
同
様
に
行
な
う
。

3

大
盃
一
回
つ
ぎ
、
肴
を
は
さ
む
。

〇

謡

い

「
庭
の
砂
」
終
っ
て
、
二
回
つ
ぐ
。

こ
れ
に
て
二
三
九
度
は
終
る
。
父
母
を
呼
び
伸
人
よ
り
父
母
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
挨 

拶
を
す
る
。

「
村
の
人
の
お
世
話
に
な
り
、

目
出
度
く
三
二
九
度
の
式
も
終
了
し
ま 

し
た
。

依
っ
て
、
嫁
(

聲)

を
御
両
親
に
お
引
き
渡
し
い
た
し
ま
す
。」

〇

謡

い

「
千
秋
楽
」

中
盃
に
て
一
回
仲
人
に
つ
ぐ
。
肴
は
さ
む
。

〇

謡

い

「
永
き
命
」
終
っ
て
、
二
回
さ
す
。

中
盃
に
て
父
母
に
一
回
さ
す
。
肴
は
さ
む
。

〇 

謡

い

「
千
代
も
か
わ
ら
じ
」
終
っ
て
、
二
回
さ
す
。

父
母
一
同
に
挨
拶
。

(

原
田
栄
太
郎
氏
「
婚
礼
の
こ
と
」
に
よ
る) 

結
婚
の
卜
り
ム
ス
ビ
に
、
ト
ム
コ
の
世
話
人
が
立
会
っ
て
司
会
を
し
、
三
々
九
度 

の
盃
も
や
ら
せ
る
。
お
酌
に
は
、
ト
ム
コ
の
中
の
夫
婦
そ
ろ
っ
て
い
る
家
の
子
ど
も 

を
頼
ん
で
や
ら
せ
る
。

ト
リ
ム
ス
ビ
に
は
、
ト
ム
コ
は
並
ん
で
い
て
謡
を
し
、
手
じ
め
を
す
る
。(

川
浦) 

取
り
結
び
の
式
で
は
嫁
が
正
面
床
の
間
、
お
待
ち
女
房
が
左
、
仲
人
が
右
に
座
り
、
 

座
敷
の
真
中
に
蓬
萊
山
を
飾
る
。
小
さ
い
男
女
の
雄
蝶•

雌
蝶
が
出
て
盃
に
三
三
九 

度
に
酒
を
注
ぐ
。
ト
モ
コ
が
謡
い
を
う
た
、っ
。
三
三
九
度
は
三
つ
重
ね
の
盃
を
取
り
、
 

一
つ
盃
を
三
回
に
飲
む
。
テ
ン
パ
ィ(

上
の
盃)

は
一
生
に
一
回
、
こ
の
時
だ
け
使
っ 

て
飲
む
。
ほ
か
の
人
は
中
盃
。
大
盃
に
つ
い
で
飲
ま
せ
る
。
囲
り
に
は
ト
モ
コ
。
世 

話
人
ら
が
十
四
、
五
人
も
座
っ
て
い
た
。
今
は
八
人
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
。(

陣
田) 

結
婚
式
の
時
、
床
の
間
に
飾
る
島
台(

蓬
萊
山)

の
鶴
は
紙
で
作
り
、
亀
は
大
根 

で
作
る
。

ニ
ボ
シ
を
真
中
で
折
り
、
大
根
に
さ
し
亀
の
頭
と
尾
に
す
る
。(

六
区) 

魚
ハ
サ
ミ 

式
の
と
き
雄
蝶
、
雌
蝶
は
、
三
度
酒
を
注
ぐ
度
に
魚
ハ
サ
ミ
を
す
る
。
 

こ
れ
は
女
仲
人
が
紙
を
出
し
て
脇
に
置
き
、
そ
れ
に
魚
を
お
く
。
そ
し
て
盃
に
酒
を

三三九度の席

(原田栄太郎氏「婚礼のこと」による)

註
女
蝶
は
何
時
も
大
型
の
盃
台
を
持
つ

聲
•

嫁
共
仲
人
の
右
に
座
る

床
の
間
左
の
座
敝
の
場
合
は
こ
の
反
対
に
着
席

待
女
房

待
女
房

女
仲
人 

嫁

床

の

間

台島

聳

男
仲
人

盃
三
ッ
組

す

る

め

麵 

のラ

子組

男
蝶

女
蝶



注
ぎ
、
飲
む
と
次
に
魚
を
は
さ
み
、
次
で
嫁•

婿
は
盃
を
交
換
す
る
。

こ
れ
を
く
り 

返
す
。(

上
村)

三
三
九
度
の
盃
の
時
、
肴
を
は
さ
む
。
嫁
と
婿
は
こ
れ
を
紙
で
と
る
。
こ
れ
を
食
っ 

た
と
い
う
の
で
話
に
な
る
。(

六
区)

謡
い 

昔
は
か
た
い
所
で
は
謡
い
込
み
な
ど
も
や
っ
た
が
、
現
在
で
は
式
の
場
だ 

け
で
謡
う
。
謡
い
の
練
習
は
年
に
一
度
元
日
の
朝
稽
古(

公
民
館
で)

し
て
い
る
。
 

長

老

が

「
四
海
の
波
…
…
。
」
と
謡
い
初
め
を
し
、

一
同
が
そ
の
あ
と
に
つ
づ
く
。
は 

じ
め
て
の
も
の
も
、
謡
ぇ
る
も
の
の
あ
と
に
つ
い
て
な
ん
と
か
う
た
い
こ
な
せ
る
よ 

う
に
な
る
。(

川
浦)

お
高
も
り
の
飯 

取
り
結
び
の
式
が
終
わ
る
と
、
お
座
敷
に
な
り
、
親
碗
に
お
高 

も
り
の
飯
を
嫁
に
出
す
。
嫁
が
飯
に
箸
を
付
け
る
と
、
ト
モ
コ
が
脇
か
ら
ふ
ん
だ
く
っ 

て
、
大
神
宮
様
の
棚
に
進
ぜ
る
。

こ
の
飯
を
他
人
に
食
わ
れ
る
と
嫁
を
盗
ま
れ
る
と 

い
う
の
で
、
必
ず®

が
翌
朝
食
べ
る
。

お
高
も
り
の
飯
の
あ
と
、
ふ
つ
う
の
膳
が
出
る
。

(

陣
田)

ト
モ
コ
ム
ス
ビ 

婿
が
一
人
前
に
な
っ
て
仲
間
入
り
す
る
意
味
で
、
三
•

三
.

九 

度
の
式
の
す
ぐ
あ
と
、下
座
に
坐
っ
て
い
る
婿
が
、
隣
組
兼
ト
モ
コ
の
人
々
と
円
座
に 

並
び
、
盃
を
左
右
と
交
互
に
廻
す
。
そ
し
て
最
後
に
手
を
た
た
い
て
終
る
。
ト
モ
コ 

ム
ス
ビ
の
あ
と
イ
ザ
ゲ
ン
ザ
シ
キ
と
な
る
。
ト
モ
コ
め
仕
事
は
こ
れ
で
終
っ
た
わ
け 

で
あ
る
。
ト
モ
コ
ザ
シ
キ
は
、
幾
度
座
敷
も
あ
る
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
イ
チ 

ゲ
ン
ザ
シ
キ
の
前
に
や
る
部
落(

四
班
〜
七
班)

も
あ
れ
ば
あ
と
に
や
る
部
落 
(

一
 

班
〜
三
班)

も
あ
り
、
地
域
に
よ
っ
て
異
る
よ
う
で
あ
る
。(

上
村)

ト
ム
コ
結
び
と
い
っ
て
三
三
九
度
の
式
の
す
ぐ
あ
と
で
、
聳
を
中
心
に
ト
ム
コ
が 

輪
に
な
っ
て
す
わ
り
、
三
つ
の
盃
で
飲
み
ま
わ
し
、
聳
の
と
こ
ろ
で
結
ぶ
。(

川
浦)

婚
礼
の
場
合
の
客
座
敷 

こ
の
場
合
に
は
、
客
に
格
付
が
あ
っ
た
。
大
体
次
の
と 

お
り
で
あ
る
。
 

'

く
れ
祝
儀
の
場
合
、
む
か
ぇ
イ
チ
ゲ
ン
の
座
敷
が
一
番
。
つ
ぎ
が
、
親
戚
の
人
な
ど 

イ
チ
ゲ
ン
に
行
か
な
か
っ
た
人
た
ち
の
座
敷
、
三
番
目
が
友
人
関
係
者
な
ど
。
隣
組

の
人
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
座
敷
に
、
お
相
伴
と
し
て
適
当
に
わ
り
こ
ん
だ
。(

以
上
三 

座
敷
に
な
る)

も
ら
い
祝
儀
の
場
合
、

一
番
は
じ
め
に
ト
ム
コ
の
人
た
ち
が
ち
よ
っ
と
ご
ち
そ
ぅ 

に
な
る
。
つ
ぎ
に
お
客
座
敷(

小
ざ
し
き)

と
な
る
。
こ
れ
は
三
時
間
ぐ
ら
い
か
か
っ 

た
。

こ
の
接
待
を
し
て
い
る
あ
い
だ
に
嫁
の
着
く
時
間
と
な
る
。
嫁
が
く
る
と
、
お 

く
り
イ
チ
ゲ
ン
の
座
敷
と
な
る
。

こ
れ
が
一
番
い
い
客
で
あ
る
。
最
後
に
、
も
、っ
一 

度
ト
ム
コ
の
人
た
ち
の
座
敷
と
な
る
。
も
ら
い
方
の
場
合
は
、
以
上
四
座
敷
と
な
り
、
 

く
れ
祝
儀
の
場
合
よ
り
も
、
客
の
人
数
は
多
く
な
る
。(

水
沼)

イ
チ
ゲ
ン
座
敷 

も
ら
い
方
が
朝
十
時
頃
ア
サ
イ
チ
ゲ
ン(

婿
と
婿
の
近
親•

兄 

弟
•

従
兄
弟•

伯
•

叔
父
母
な
ど
十
人
位)

に
行
き
、
ご
馳
走
に
な
っ
て
、
帰
っ
て 

く
る
と
、
も
ら
い
方
で
は
座
敷
が
始
ま
っ
て
い
る
。
座
敷
は
普
通
三
座
敷
あ
り
、
普 

通
の
来
客
の
が
二
座
敷(

一

組

は

ト

モ

コ

及

び

こ

れ

に

る

者

、
も
ぅ
一
組
は
親 

類
、
友
人
、
仕
事
関
係
者
、
役
を
も
っ
て
い
る
人)

オ
イ
チ
ゲ
ン
座
敷
が
一
座
敷(

貰 

い
方
、
呉
れ
方
の
イ
チ
ゲ
ン
合
せ
て)

で
あ
る
。
イ
チ
ゲ
ン
は
概
ね
十
人
前
後
で
、
 

普
通
は
貰
い
方
は
呉
れ
方
よ
り
一
、

二
人
多
い
。(

上
村)

迎
え
イ
チ
ゲ
ン
と
し
て
貰
い
方
か
ら
、
仲
人
、
婿
、
近
親
が
嫁
の
家
に
行
き
、
宴 

会
を
す
る
。
宴
が
お
わ
る
と
仲
人
が
残
っ
て
そ
の
他
は
帰
っ
て
く
る
。(

六
区)

卜
り
ム
ス
ビ
の
後
は
イ
チ
ゲ
ン
座
敷
に
な
る
が
、
隣
組
長
が
卜
り
モ
チ
を
す
る
。
 

イ
チ
ゲ
ン
は
、
イ
チ
ゲ
ン
目
録
を
持
っ
て
い
く
。

こ
の
宴
は
、
ツ
モ
リ
ザ
カ
ナ(

青 

菜
に
カ
ツ
ブ
シ
を
か
け
た
も
の)

が
出
て
終
る
。
ツ
モ
り
ザ
カ
ナ
は
両
側
か
ら
出
て
、
 

真
中
で
結
ぶ
形
に
な
る
。(

六
区)

オ
イ
チ
ゲ
ン
は
嫁
、

ム
コ
の
兄
弟
と
か
親
の
兄
弟
が
七
人
九
人
十
一
人
と
奇
数
の 

人
数
に
す
る
。

朝
、
チ
ョ
イ
ト
ー
杯
酒
を
飲
ん
で
、
食
べ
て
か
ら
揃
っ
て
嫁
む
か
え
に
行
く
。•

嫁
が
た
で
は
オ
イ
チ
ゲ
ン
様
に
あ
る
っ
た
け
の
御
馳
走
を
出
す
。
お
相
伴
が
下
座 

に
つ
い
て
座
持
ち
を
す
る
。

酒
が
出
て
、
お
吸
い
も
の
が
出
る
。
三
通
り
位
出
る
の 

は
い
い
家
。
キ
ン
ピ
ラ
、
数
の
子
は
つ
き
も
の
。
む
し
り
魚
、
鯉
が
姿
の
ま
ま
二
匹 

位
出
る
。



お
給
仕
の
娘
が
と
っ
て
く
れ
る
。
青
い
も
の
が
出
る
と
オ
ツ
モ
リ
の
合
図
に
な
る
。
 

ホ
ン
パ
ン
と
言
い
、
た
い
が
い
ソ
バ
が
出
る
。(

七
ツ
石)

ト
リ
ム
ス
ビ
が
す
む
ま
で
は
イ
チ
ゲ
ン
はi

栢
で
待
っ
て
い
る
。
す
む
と
、
袴
を 

つ
け
て
並
ん
で
、
弓
は
り
ち
ょ
う
ち
ん
を
持
っ
て
イ
チ
ゲ
ン
ザ
シ
キ
に
出
た
。(

川
浦) 

イ
チ
ゲ
ン
座
敷
の
客
の
数
は
、
嫁
方
婿
方
双
方
と
も
に
五
人
、
五
人
位
が
ふ
つ
う 

だ
が
、
ど
う
し
て
も
も
ら
い
御
祝
儀
の
方
が
く
れ
御
祝
儀
よ
り
多
く
な
る
よ
う
だ
。
 

双
方
の
イ
チ
ゲ
ン
の
客
同
志
で
話
し
が
は
ず
む
と
、

一
時
間
や
二
時
間
は
た
ち
ま
ち 

た
っ
て
、
帰
る
の
は
十
一
時
頃
に
な
る
。(

川
浦)

女
イ
チ
ゲ
ン 

ふ
つ
う
、
結
婚
式
の
と
き
に
は
、
イ
チ
ゲ
ン
と
し
て
嫁
の
母
親
な 

ど
は
、
参
加
し
な
い
の
が
た
て
ま
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
男
衆
が
い
な
い
と
か
都
合 

に
よ
っ
て
男
衆
が
参
加
で
き
な
い
場
合
に
は
、
男
の
イ
チ
ゲ
ン
に
ま
じ
っ
て
い
く
こ 

と
が
あ
る
。

こ
の
場
合
に
、
女

イ

チ

ゲ

ン

何

名

と

、
客
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
た
。
 

(

水
沼)

ト
ム
コ
の
座
敷 

ト
リ
ム
ス
ビ
が
す
み
、
く
れ
方
の
イ
チ
ゲ
ン
が
帰
っ
た
後
で
卜 

ム
コ
の
座
敷
と
い
う
の
が
あ
る
。

コ

ム
ラ(

部
落)

の
男
衆
と
、
イ
チ
ゲ
ン
に
行
っ 

た
人
の
奥
さ
ん
た
ち
の
座
敷
で
、
し
た
く
を
と
っ
た
花
嫁
が
酒
を
つ
ぐ
こ
と
に
な
る
。
 

ト
ム
コ
ザ
シ
キ
は
一
番
最
後
の
ザ
シ
キ
に
な
る
の
で
夜
が
明
け
た
こ
と
も
少
な
く
な 

い
。
昔
は
イ
タ
ミ
ダ
ル(

四
斗
樽)

を
二
本
も
上
げ
て
飲
み
ほ
う
だ
い
飲
ん
で
、
そ 

の
あ
げ
く
に
け
ん
か
を
し
た
リ
し
て
、
本
膳
を
出
そ
う
に
も
出
せ
ず
、
ぐ
ず
を
い
っ 

て
い
る
の
で
困
っ
た
も
の
で
あ
る
。

最
近
は
、
公
民
館
や
旅
館
な
ど
で
結
婚
式
を
や
る
と
こ
ろ
が
ふ
え
た
の
で
、
ト
ム 

コ
ザ
シ
キ
も
変
っ
て
来
た
が
、
矢
陸
の
場
合
に
は
ト
ム
コ
代
表
を
四
人
招
ベ
ば
、
こ 

の
人
が
コ
ー
チ(

村
—
部
落)

代
表
と
い
う
こ
と
で
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い 

う
。(

川
浦)

ト
ム
コ
座
敷
は
嫁
、
婿
が
招
待
役
と
な
っ
て
、
ト
モ
コ
連
に
酒
を
つ
ぎ
、
そ
の
労 

を
ね
ぎ
ら
う
。(

六
区)

ノ
ゾ
ッ
コ
ミ 

取
リ
結
ビ
の
式
が
す
ん
で
か
ら
、
若
い
衆
や
子
ど
も
が
、
座
敷
の 

障
子
に
穴
を
あ
け
て
嫁
を
の
ぞ
っ
こ
む
。
な
る
べ
く
障
子
に
穴
を
あ
け
た
方
が
縁
起

が
い
：；
。
あ
ま
り
悪
い
こ
と
を
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
酒
一
升
ぐ
ら
い
庭
へ
出
し
て
置 

き
飲
ま
せ
る
。(
陣
田)

サ
ン
ヤ
の
座
敷 

お
客
座
敷
な
ど
一
切
の
用
が
す
ん
だ
ら
サ
ン
ヤ
の
座
敷
に
な

る
。男

の
象
徴
を
大
根
で
作
っ
て
嫁
ご
に
、
女
の
も
の
を
ネ
ギ
に
割
れ
目
な
ど
入
れ
て 

ム
コ
に
。

中
身
の
な
い
空
っ
ぽ
の
コ
モ
ッ
カ
ブ
リ
を
舅
さ
ま
に
、
塩
び
き
の
頭
と
尾
だ
け
本 

も
の
で
身
は
藁
を
置
い
た
魚
を
姑
さ
ま
に
「
浜
が
大
漁
で
い
い
魚
が
と
れ
た
か
ら
、
 

こ
の
酒
で
祝
っ
て
お
く
ん
な
さ
い
。
若
い
衆
の
お
土
産
で
す
」
と
言
っ
て
差
出
す
。
 

そ
し
て
明
け
方
ま
で
心
お
き
な
く
酒
を
飲
む
。
女
衆
や
子
ど
も
が
大
笑
い
し
な
が
ら 

見
物
す
る
。
お
勝
手
の
女
衆
は
嫁
の
入
れ
る
お
茶
を
の
み
、
お
土
産
の
菓
子
な
ど
夜 

食
に
食
べ
て
帰
る
。
「
よ
め
ご
の
お
茶
」
と
い
う
。

家
の
衆
は
寝
る
間
は
な
い
。(

七
ッ
石)

よ
め
ご
の
お
茶 

す
べ
て
の
こ
と
が
終
っ
て
か
ら
、
嫁
が
実
家
か
ら
持
っ
て
き
た 

茶
菓
で
、
近
所
の
ひ
と
た
ち
の
労
を
ね
ぎ
ら
、っ
。(

川
浦)

嫁
の
お
茶
と
い
っ
て
宴
が
終
わ
る
と
嫁
が
組
内
の
人
に
お
茶
と
お
茶
菓
子
を
だ 

す
。(

六
区)

ヨ
メ
ゴ
の
ふ
と
ん 

結
婚
式
の
夜
の
ヨ
メ
ゴ
の
ふ
と
ん
は
、
シ
ュ
ウ
ト
が
敷
い
て 

く
れ
る
。

こ
の
日
以
後
敷
い
て
も
ら
う
こ
と
は
な
い
。

こ
の
日
は
す
べ
て
イ
イ
ナ
リ 

(

す
べ
て
相
手
の
い
う
通
り)

で
あ
る
。(

川
浦)

嫁
入
っ
た
晚
だ
け
は
、
し
ゅ
う
と
め
さ
ん
が
嫁
の
床
を
し
い
て
く
れ
る
。
現
在
で 

も
、
何
か
楽
を
さ
せ
て
も
ら
う
とr

ヨ
メ
ゴ
に
行
っ
た
晚
の
よ
う
だ
。
」
と
い
う
い
い 

方
が
で
て
き
て
笑
い
あ
う
。(

川
浦)

ヨ
メ
ゴ
ネ
セ 

結
婚
式
の
あ
と
婿
、
嫁
を
一
緒
に
ね
せ
る
。
近
所
の
ト
モ
コ(

既 

婚
者)

の
若
い
男
女
一
人
ず
つ
が
立
会
い
、
ね
せ
る
の
を
み
て
帰
っ
た
と
い
う
。(

本 

丸)
カ
ネ
ッ
ケ
祝
い
式
の
翌
日
、
オ
コ
ワ
を
ふ
か
し
て
ホ
カ
イ
に
入
れ
て
、
嫁
の
実 

寒
に
持
っ
て
い
く
。
す
る
と
、
ア
ト
タ
ズ
ネ
と
い
っ
て
、
嫁
の
方
か
ら
一
番
近
い
人



が
挨
拶
に
く
る
。

こ
の
日
に
嫁
は
マ
ル
マ
ゲ
に
結
い
、
氏
神
に
お
参
り
し
て
か
ら
、
村
回
り
を
す
る
。
 

こ
の
時
に
は
姑
が
一
緒
に
い
く
。(

六
区)

カ
ネ
ッ
ケ
祝
い
は
結
婚
式
二
日
目
。
ト
モ
コ
、
近
親
を
呼
ん
で
赤
飯
を
ふ
か
し
て 

祝
っ
た
。(

上
村)

祝
い
式
の
翌
日
を
カ
ネ
ッ
ケ
の
祝
い
と
い
う
。

こ
の
日
、
嫁
の
里
か
ら
、
赤
飯
を 

も
っ
て
、
嫁
の
お
ば
さ
ん
と
か
、
女
の
き
ょ
う
だ
い
が
き
た
。

こ
れ
を
、
ア
ト
タ
ズ 

ネ
と
い
っ
た
。(

水
沼)

昔
は
カ
ネ
ッ
ケ
祝
い
と
い
っ
て
歯
を
黒
く
染
め
た
そ
う
だ
。
姑
が
嫁
を
連
れ
、
手 

ぬ
ぐ
い
に
名
前
を
書
い
た
の
を
配
り
な
が
ら
組
合
を
回
る
。

カ
ネ
ッ
ケ
の
オ
コ
ワ
を
ホ
ケ
ー
に
入
れ
、
若
い
衆
に
で
も
前
以
っ
て
嫁
の
里
へ
と 

ど
け
さ
せ
て
お
く
。(

向
う
の
手
伝
い
の
人
が
食
べ
る
。
お
金
を
の
し
袋
に
入
れ
て
返 

す
。
姑
が
若
夫
婦
を
送
っ
て
里
帰
り
す
る
。)(

七
ッ
石)

ム
ラ
マ
ワ
リ 

式
の
翌
日
、
嫁
は
ご
支
度
を
し
て
お
袋
が
連
れ
て
部
落
の
ト
ム
コ 

の
家
だ
け
挨
拶
に
回
る
。
昔
は
十
六
軒
全
部
回
っ
た
が
、
今
は
半
分
の
八
軒
だ
け
回 

る
。

こ
の
時
に
名
入
れ
手
ぬ
ぐ
い
を
名
刺
代
り
に
配
る
。(

陣
田)

結
婚
式
の
翌
朝
は
、
女
し
ゅ
う
と
が
嫁
を
つ
れ
て
、
隣
組
に
手
ぬ
ぐ
い
を
持
っ
て 

あ
い
さ
つ
ま
わ
り
し
た
。

そ
の
あ
と
、
新
婚
夫
婦
は
ふ
か
し
た
赤
飯
を
も
っ
て
ふ
た
り
で
嫁
の
実
家
に
行
く
。
 

実
家
で
あ
い
さ
つ
を
す
ま
せ
て
か
ら
、
男
し
ゅ
う
と
が
婿
を
つ
れ
て
嫁
の
む
ら
う
ち 

の
親
戚
と
隣
組
に
、
名
前
の
入
っ
た
手
ぬ
ぐ
い
を
名
刺
が
わ
り
に
持
っ
て
あ
い
さ
つ 

ま
わ
り
す
る
。

こ
れ
を
村
廻
り
と
い
う
。(

川
浦)

女
イ
チ
ゲ
ン 

結
婚
式
の
翌
日
、
イ
チ
ゲ
ン
の
客
の
奥
さ
ん
た
ち
が
や
っ
て
く
る
。
 

こ
れ
を
女
イ
チ
ゲ
ン
と
も
後
た
ず
ね
と
も
い
う
。(

川
浦)

里
帰
り 

三
日
目
、
婿
同
伴
で
嫁
が
里
帰
り
を
す
る
。
そ
の
時
、
婿
の
父
親
と
兄 

弟
が
一
緒
に
い
く
。
兄
弟
が
、.
赤
飯
を
ホ
カ
イ
に
入
れ
て
し
ょ
っ
て
い
く
。

こ
れ
を 

オ
ト
モ
が
つ
い
て
い
く
と
い
う
。

嫁
の
実
家
で
は
、
御
祝
儀
と
同
じ
お
膳
が
で
る
。
宴
が
終
る
と
、
嫁
の
父
親
が
送
っ

て
き
て
、
隣
り
組
に
挨
拶
回
り
を
す
る
。

こ
こ
で
仲
人
礼
を
す
る
。
仲
人
礼
の
貰
い
方
、
呉
れ
方
の
割
合
は
、
七
、
三
と
か 

六
、
四
と
か
、
話
し
合
い
で
決
め
る
。(

六
区)

結
婚
式
の
翌
日
を
ゴ
ダ
ン
、
ヵ
ネ
ッ
ケ
と
い
い
、
近
所
の
女
の
人
た
ち
を
招
く
。
 

こ
の
日
に
里
帰
り
を
す
る
が
日
帰
り
で
行
な
っ
た
。
泊
る
と
蚕
が
は
ず
れ
る
と
い
い 

ど
ん
な
に
遅
く
て
も
歩
い
て
帰
っ
た
。(

七
区)

お
里
帰
り
と
い
い
、
三
日
目
、
仲
人
婿
の
母
親
を
共
に
嫁
の
実
家
に
行
く
。

日
帰 

り
で
あ
っ
て
嫁
の
親
が
つ
い
て
く
る
。
ア
ト
タ
ヅ
ネ
と
い
い
、
嫁
の
両
親
に
手
土
産
を 

持
っ
て
行
く
。(

上
村)

式
の
三
日
目
に
、
嫁
は
ヒ
ザ
ナ
オ
シ
と
し
て
里
へ
帰
っ
た
。

こ
の
と
き
、
む
こ
も 

一
緒
に
行
っ
た
。
隣
近
所
へ
あ
い
さ
つ
ま
わ
り
を
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
、
嫁
の
両
親
が
嫁
を
お
く
っ
て
き
た
。
男
親
だ
け
が
、
と
つ
ぎ
先
の
近 

所
ま
わ
り
を
し
た
。
名
刺
を
も
っ
て
、
い
た
ら
ぬ
娘
だ
が
、
よ
ろ
し
く
お
ね
が
い
し 

ま
す
と
、
あ
い
さ
つ
ま
わ
り
を
し
た
。(

水
沼)

嫁
の
里
帰
り
と
い
っ
て
第
三
日
目
、
新
婚
夫
婦
と
姑
夫
婦
と
二
組
の
夫
婦
で
嫁
の 

実
家
に
行
く
。(

川
浦)

式
後
五
日
ぐ
ら
い
た
っ
て
か
ら
、
嫁
は
ヒ
ザ
ナ
オ
シ
に
実
家
へ
行
く
。
聳
と
一
緒 

に
親
が
連
れ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
男
親
で
も
女
親
で
も
い
い
。

ふ
つ
ぅ
泊 

ら
な
い
が
、
泊
る
こ
と
も
あ
る
。
帰
る
時
に
実
家
の
親
が
、
ア
ト
タ
ズ
ネ
と
い
っ
て 

嫁
に
付
い
て
く
る
。

ア
ト
タ
ズ
ネ
は
別
の
日
に
、
親
戚
が
来
る
こ
と
も
あ
る
。
里
帰 

り
に
は
赤
飯
を
ホ
ケ
エ
に
入
れ
て
し
ょ
っ
て
行
っ
た
。(

陣
田)

⑸

そ 

の 

他

嫁
の
里
帰
り
一
月
四
日
を
ヨ
メ
の
ご
年
始
日
と
い
ぅ
。
四
角
の
バ
ン
モ
チ
を
三 

枚
ゆ
わ
え
て
も
っ
て
い
く
。

こ
の
上
に
お
金(

昭
和
の
は
じ
め
の
こ
ろ
は
五
十
銭
ぐ 

ら
い
、
お
年
玉
の
袋
に
入
れ
て
い
っ
た)

を
の
せ
て
い
っ
た
。
お
金
に
は
、
「
御
年
賀
」 

と
書
い
て
も
っ
て
い
っ
た
。
嫁
に
き
て
二
年
ぐ
ら
い
は
、
む
こ
も
一
緒
に
行
っ
た
。
 

子
ど
も
で
も
生
ま
れ
る
と
、
む
こ
は
行
か
な
く
な
る
。

一
月
六
日
を
ま
る
め
年
と
い



い
、
こ
の
日
は
、
お
と
し
と
り
だ
か
ら
、
里
へ
帰
っ
て
い
る
嫁
も
六
日
に
は
か
な
ら 

ず
帰
っ
て
く
る
も
の
だ
と
い
っ
た
。

三
月
三
日
の
お
節
供
に
は
、
ひ
し
も
ち
と
お
金
を
も
っ
て
行
っ
た
。
お
金
の
袋
に 

は
、
「
御
節
供
」
と
書
い
て
も
っ
て
行
っ
た(

金
額
は
、
昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
で
五
十 

銭
ぐ
ら
い)

。

一
月
と
同
じ
く
、

し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
は
、
む
こ
も
一
緒
に
行
っ
た
。

四
月
の
む
ら
ま
つ
り
の
と
き
に
は
、
里
へ
お
客
に
行
っ
た
。

こ
の
と
き
は
、
節
供 

の
場
合
と
ち
が
っ
て
お
金
は
も
っ
て
行
か
ず
に
、
お
菓
子
を
も
っ
て
行
っ
た
。

五
月
五
日
の
お
節
供
の
と
き
は
、
タ
ラ
の
干
物
を
も
っ
て
い
っ
た
。
三
月
と
同
じ 

く
、
「
御
節
供
」
と
か
い
て
、
お
金
を
も
っ
て
行
っ
た
。
む
こ
は
一 
•

二
年
よ
め
と
一 

緒
に
行
っ
た
。

農
休
み
は
、
麦
刈
り
が
す
む
と
、
農
協
で
日
を
き
め
て
二
日
間
や
っ
た
。
時
期
は 

年
に
よ
っ
て
ち
が
う
が
、
七
月
二
十
日
ご
ろ
。

こ
の
と
き
に
は
、
お
茶
菓
子
と
か
、
 

お
ま
ん
じ
ゅ
う
を
も
っ
て
行
っ
た
。

こ
の
場
合
は
、
あ
そ
び
に
行
く
と
い
う
気
持
で 

あ
っ
た
。

彼
岸
と
か
盆
の
と
き
に
は
、
親
の
あ
る
う
ち
は
、
里
へ
行
か
な
く
て
も
よ
い
と
い 

わ
れ
て
い
る
。

九
月
一
日
の
八
朔
の
節
供
に
は
、
お
客
に
行
く
人
も
あ
っ
た
が
、
と
く
に
行
か
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
い
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
頃
は
、
晚
秋
蚕
が
で
る
の
で
忙
し
か
っ 

た
。秋

の
ま
つ
り
は
十
月
な
か
ば
ご
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
に
は
里
へ
お
客
に
行
っ 

た
。

こ
の
と
き
は
、
持
っ
て
行
く
も
の
は
べ
つ
に
き
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
 

お
金
も
、
べ
つ
に
包
ん
で
は
い
か
な
か
っ
た
。

お
歳
暮
に
は
、
塩
び
き
の
さ
け
を
も
っ
て
行
っ
た
。

こ
れ
は
、
親
の
あ
る
う
ち
は 

行
く
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
仲
人
の
と
こ
ろ
へ
は
、
子
ど
も
の
で
き
る
ま
で
は
ご
年
始
と
お
歳
暮
は
も 

っ
て
行
け
と
い
わ
れ
て
い
る
。

嫁
が
里
へ
帰
る
と
き
に
は
、
小
づ
か
い
を
も
ら
っ
て
行
っ
た
り
里
の
親
か
ら
も
小 

づ
か
い
を
も
ら
っ
た
り
、
お
土
産
を
も
ら
っ
た
り
し
た
。

里
帰
り
の
と
き
に
、
里
の
親
の
と
こ
ろ
へ
お
金
を
も
っ
て
行
く
の
は
、
正
月
と
節 

供
の
と
き
の
三
回
。(

水
沼)

嫁
が
実
家
に
帰
る
日

正
月
四
日 

餅
を
持
っ
て
い
く
。

正

月

十

五

日

小

正

茂

三
月
三
日 

節
句
、
菱
餅
を
持
っ
て
い
く
。

五
月
五
日 

節
句
、
水
引
き
を
か
け
た
開
き
の
タ
ラ
三
枚
を
持
た
せ
る
。

七

月

二

十

日

前

後

二

日

農

休

み

九
月
一
日 

八
朔
、
赤
飯
を
持
っ
て
い
く
。

そ
の
他
実
家
の
部
落
の
お
祭
り
な
ど
。(

上
村)

嫁
の
里
に
帰
れ
る
日
は
正
月
四
日
、
三
月
の
節
供
、
彼
岸
、
農
休
み
、
盆
、
八
朔
の 

節
供
、
春
秋
の
祭
。(

六
区)

嫁
の
里
帰
り
は
年
始
、
節
句
、
五
日
の
節
句
、
お
祭
、
八
朔
か
お
盆
、
お
歳
暮
位
。

(

七
ッ
石)

正
月
四
日
は
、
一
尺
角
の
鏡
も
ち
二
枚
に
金
を
い
っ
け
て
、
女
衆
が
里
帰
り
す
る
。
 

(

川
浦)

正
月
六
日
を
六
日
の
年
と
り
と
い
う
。
実
家
に
帰
っ
た
嫁
を
長
逗
留
さ
せ
ぬ
た
め 

に
婚
家
に
帰
る
ょ
う
に
さ
せ
た
の
が
由
来
で
あ
る
ら
し
い
。(

川
浦)

嫁
は
三
月
の
節
供
に
は
、
赤
い
餅
を
は
さ
ん
だ 

一  

尺
四
方
の
ひ
し
も
ち
三
枚
と
頭 

つ
き
の
さ
ん
ま
の
開
き
十
枚
、
そ
れ
に
手
ぬ
ぐ
い
を
そ
え
て
里
帰
り
す
る
。
ま
た
、
 

五
月
の
節
句
に
は
、
赤
飯
と
た
ら
の
開
き
二
枚
を
持
っ
て
里
帰
り
す
る
。(

川
浦)

嫁
が
お
客
に
行
く
の
は
節
供
、
お
祭
り
、
雨
で
仕
事
が
で
き
な
い
日
な
ど
。
盆
に 

は
墓
参
り
に
行
く
。

マ
キ
ア
ゲ•

ア
キ
ア
ゲ
な
ど
の
き
ま
り
の
日
は
別
に
な
い
。
ィ 

キ
ミ
タ
マ
も
聞
か
な
い
。(

陳
田)

八
？̂
に
は
嫁
は
重
箱
に
入
れ
た
赤
飯
を
も
っ
て
里
帰
り
す
る
。
嫁
が
里
帰
り
で
き 

る
一
年
で
最
後
の
機
会
の
節
供
な
の
で
泣
き
節
供
と
も
い
う
。(

川
浦)

嫁
ノ
ッ
ト
メ 

「
嫁
ノ
オ
ッ
ト
メ
十
年
」
と
い
っ
て
、
十
年
も
た
て
ば
嫁
の
権
利 

が
こ
く
な
る
。
子
ど
も
が
で
き
る
ま
で
は
大
事
に
し
て
、
子
が
で
き
る
と
ク
サ
ビ
に



な
る
の
で
、
だ
ん
だ
ん
無
理
し
て
仕
事
を
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
嫁
も
子
ど
も
が
で 

き
る
と
慾
か
出
て
く
る
。
身
上
回
し
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
実
寒
に
は
行
か
な
い
。
 

(

陳
田)

I

人
前
の
嫁 

む
か
し
は
、
五
升
だ
き
の
鍋
が
も
ち
あ
げ
ら
れ
な
い
と
、

一
人
前 

の
嫁
ご
に
は
な
れ
な
い
と
い
わ
れ
た
。

い
ろ
り
の
か
ぎ
竹
か
ら
鍋
を
お
ろ
し
た
の
で 

あ
る
。
そ
れ
が
で
き
な
い
と
、

一
人
前
で
な
い
と
い
わ
れ
た
。
ま
た
、
機
織
が
出
来 

な
い
と
嫁
に
は
行
け
な
い
と
も
い
わ
れ
た
。
む
か
し
、
機
織
が
で
き
な
く
て
、
追
い 

だ
さ
れ
た
嫁
が
あ
り
、

つ
ぎ
に
き
た
嫁
は
機
場
か
ら
来
た
の
で
、
機
織
が
出
来
る
と 

喜
ん
だ
と
い
う
話
し
も
あ
る
。

こ
と
わ
ざ
に
「
一
機
二
針
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
機
織
と
針
仕
事
が
出
来
る
こ
と 

が
、
女
の
つ
と
め
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
日
中
、
機
織
を
し
て
い
る
と
、
便
所 

へ
行
っ
て
も
か
か
む
こ
と
も
出
来
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。

分
家
の
も
も
ひ
き
と
か
、
じ
ゅ
ば
ん
を
つ
く
る
の
も
、
嫁
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
た
。

(

水
沼)

お
や
お
や
一
月
十
四
日
に
は
、
前
年
結
婚
し
た
む
ら
の
嫁
さ
ん
に
、
男
の
も
の 

を
お
膳
に
の
っ
け
て
進
ぜ
る
。
重
い
ほ
ど
大
き
な
も
の
に
水
引
き
を
か
け
て
、
う
や 

う
や
し
く
捧
げ
た
。(

川
浦)

オ
ヤ
オ
ヤ
は
、
結
婚
後
の
最
初
の
一
月
十
四
日
の
晚
に
や
る
行
事
。

ヌ
ル
デ
の
木 

で
作
っ
た
大
き
な
男
根
に
水
引
き
を
つ
け
て
、
ト
モ
コ
ガ
シ
ラ
を
中
心
と
し
た
ト
モ 

コ
連
が
、
新
婚
家
庭
に
繰
り
込
む
。
昔
、
婿
の
場
合
な
ど
、
持
っ
て
歩
か
せ
、
戸
別 

訪
問
ま
で
し
た
話
が
あ
る
。
そ
の
後
ト
モ
コ
同
士
で
一
杯
や
る
。

オ
ヤ
オ
ヤ
の
晩
に
、
近
所
の
子
供
達
は
そ
の
家
に
い
き
、
「
オ
ヤ
オ
ヤ
、
オ
ヤ
オ
ヤ
。
」 

と
騒
い
で
お
金
を
貰
っ
た
。

用
済
み
の
男
根
は
、
庚
申
様
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
納
め
た
。

ト
モ
コ
は
、
結
婚
式
に
お
い
て
、
強
い
権
限
を
持
つ
。
式
の
一
週
間
位
前
か
ら
、
 

卜
り
ム
ス
ビ
の
「
ト
コ
ロ
高
砂
」
を
練
習
し
た
り
、
ま
た
雄
蝶
、
雌
蝶
な
ど
を
決
め 

る
。(

六
区)

水
祝
い
一
月
十
五
日
の
晚
、
前
の
年
に
結
婚
し
た
家
へ
、

コ
—
チ
の
人
た
ち
が

行
っ
て
、
新
婚
の
嫁
婿
の
祝
い
を
し
た
。

こ
れ
は
、
昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
ま
で
行
な 

わ
れ
た
行
事
で
あ
っ
た
。
新
婚
の
家
全
部
で
、
こ
の
祝
い
を
や
っ
た
の
で
は
な
く
、
 

そ
の
中
で
大
き
な
家
を
見
当
を
つ
け
て
や
っ
た
も
の
で
あ
る
。

水
祝
い
を
す
る
か
ら
と
い
っ
て
施
主
が
、

コ
ー
チ
内
を
全
戸
ま
わ
っ
て
ょ
ん
だ
。
 

各
戸
金
を
出
し
あ
っ
て
、
酒
二
本
と
ス
ル
メ
を
買
っ
て
も
っ
て
行
っ
た
。
出
席
す
る 

の
は
わ
か
い
も
の
。

座
敷
で
は
、
正
面
に
、
正
装
し
た
嫁•

婿
•

両

親•

仲
人
を
着
席
さ
せ
る
。
そ 

の
前
で
出
席-
者
(

わ
か
い
も
の)

が
め
で
た
い
謡(

高
砂
、
四
海
波
、
祝
い
の
い
さ 

ご
、
千
秋
楽
な
ど
、
四
つ
か
二
つ)

を
う
た
っ
た
。

こ
の
け
い
が
一
月
二
日
の
謡
い 

初
め
。
大
体
四
十
人
か
ら
五
十
人
ぐ
ら
い
の
も
の
が
参
加
し
た
。

こ
の
あ
と
、
婿
と
舅
と
仲
人(

分)

の
三
人
を
、
参
列
者
が
三
回
胴
あ
げ
す
る
。
 

女
衆
は
そ
の
場
か
ら
に
げ
だ
す
。
胴
あ
げ
が
終
る
と
、
「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」 

と
い
っ
て
、
酒
宴
と
な
る
。(

水
沼)

水
祝
い
と
い
っ
て
矢
陸
で
は
、

一
月
十
四
日
の
ど
ん
ど
ん
焼
き
の
晚
、
ど
ん
ど
ん 

焼
き
に
行
っ
て
帰
っ
て
来
て
か
ら
、
婿
さ
ん
の
家
の
庭
で
紋
付
き
で
正
装
し
た
前
年 

と
今
年
結
婚
し
た
婿
さ
ん
が
一
列
に
な
っ
て
順
に
歩
く
と
、
ま
わ
り
に
集
っ
た
も
の 

た
ち
が
手
桶
の
水
を
か
け
て
水
祝
い
を
し
た
。
前
の
も
の
が
も
た
も
た
し
て
い
る
と 

後
の
者
に
大
量
に
水
が
か
か
る
の
で
皆
緊
張
し
た
顔
つ
き
で
歩
い
た
。(

川
浦)

母
親
の
お
客
く
れ
方
の
母
親
は
、
孫
で
も
生
ま
れ
る
と
、
お
祝
い
の
品
物
を
も
っ 

て
、
嫁
の
と
つ
ぎ
先
へ
お
客
に
行
っ
た
。

ま
た
、
も
ら
い
方
の
女
親
は
、
嫁
の
里
の
お
ま
つ
り
の
と
き
な
ど
に
、
嫁
の
里
へ 

お
客
に
行
っ
た
。(

水
沼)

離
縁 

持
っ
て
き
た
も
の
だ
け
は
返
す
が
金
な
ん
か
出
さ
な
い
だ
ろ
う
。

道
具
な
ん
か
放
り
出
さ
れ
て
鏡
台
な
ん
か
こ
わ
さ
れ
た
人
も
い
る
そ
う
だ
。
そ
れ 

ぞ
れ
の
事
情
に
も
ょ
る(

七
ツ
石)

カ
リ
ブ
ン 

特
殊
な
例
と
し
て
、
家
に
病
人
が
あ
っ
て
附
添
い
が
い
な
い
と
か
、
 

手
不
足
の
と
き
な
ど
カ
リ
ブ 

ン
で
手
伝
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
る
。(

上
村)



五
、
葬 

制

㈠

病
気•

死
の
予
兆•

死

急
病
人 

川
浦
の
よ
う
な
山
村
で
は
、
急
病
人
が
で
る
の
が
い
ち
ば
ん
た
い
へ
ん 

な
こ
と
だ
つ
た
。
病
人
は
何
と
し
て
も
病
院
の
あ
る
高
崎
ま
で
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。
病
人
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
親
類
か
ら
隣
り
組
が
皆
寄
つ
て
戸
板
を
用 

意
し
て
提
燈
に
ま
も
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
前
後
を
二
人
し
て
か
つ
い
で
出
発
し
た
。
 

八
里
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
か
ら
身
で
行
つ
て
も
難
儀
な
行
程
で
、
そ
れ
に
病
人
が
で 

る
の
は
、
た
い
て
い
夜
の
こ
と
だ
か
ら
そ
の
苦
労
は
並
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
電 

信
柱
二
本
行
つ
た
と
こ
ろ
で
交
代
と
い
う
具
合
に
し
な
い
と
と
て
も
つ
づ
く
も
の
で 

は
な
い
。
高
崎
ま
で
か
つ
ぐ
の
は
重
病
人
だ
か
ら
、
そ
ん
な
に
お
お
く
く
い
く
い
と 

い
せ
い
を
つ
け
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
君
が
代
橋
が
み
ぇ
る
頃
に
は
、
よ
く
よ
く
い 

や
に
な
る
も
の
だ
つ
た
。

い
や
だ
と
い
つ
て
も
病
人
は
で
る
も
の
で
い
く
度
も
か
つ 

い
で
い
つ
た
。(

川
浦)

祈
と
う
、
易 

家
内
に
病
人
の
で
た
ば
あ
い
に
は
困
つ
た
と
き
の
神
だ
の
み
で
、
 

祈
と
う
師
や
易
者
に
み
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
つ
た
。
村
、つ
ち
に
は
い
な
か
つ
た
の
で 

そ
と
む
ら
に
で
か
け
た
。(

川
浦)

お
百
度
ま
い
り 

病
気
が
長
引
く
と
よ
く
家
族
や
近
親
の
も
の
が
、
お
百
度
ま
い 

り
を
し
た
。
参

る

の

は

身

近

な

神

社

だ

が

、
川
浦
で
は
諏
訪
神
社
へ
ま
い
る
も 

の
が
多
か
つ
た
。
ま
た
、

い
よ
い
よ
と
な
る
と
、
人
数
を
頼
ん
で
産
土
様
に
も
お
願 

い
し
た
。
十
人
で
組
ん
で
や
れ
ば
十
回
ず
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

戦
争
の
時
代
に
は
、
病
人
の
あ
る
家
だ
け
で
な
く
出
征
兵
士
の
あ
る
家
で
は
、
そ 

の
無
事
を
祈
り
た
い
て
い
の
留
守
家
族
が
や
つ
て
い
た
。
か
け
膳
も
供
ぇ
た
。(

川
浦) 

予

兆

烏

が

「
ア
ウ
ア
ウ
ア
ウ
…
…
」
と
鳴
く
と
人
が
死
ぬ
。
堂
の
屋
根
の
上
で 

烏
が
鳴
い
た
と
き
、
尻
の
方
角
の
人
が
死
ぬ
。
川
浦
で
は
一
人
死
ぬ
と
三
人
つ
づ
け 

て
死
ぬ
と
か
、
女
の
人
が
先
に
死
ん
で
口
開
を
す
る
と
つ
づ
け
て
三
人
死
ぬ
と
い
わ

れ
て
い
た
。(

七
区)

女
の
人
が
死
ぬ
と
寺
の
お
勝
手
に
、
男
の
人
が
死
ぬ
と
本
堂
に
い
く
と
い
う
。(

六

区)
魂
呼
び 

病
人
が
今
日
明
日
の
命
と
い
う
と
き
は
よ
く
魂
呼
び(

呼
び
返
し)

を 

し
た
。
と
く
に
も
、
七
、
八
つ
の
幼
児
の
不
幸
の
と
き
の
若
い
両
親
や
祖
母
な
ど
が 

そ
の
こ
の
枕
も
と
で
悲
鳴
を
あ
げ
る
よ
う
な
声
で
本
気
に
な
っ
て
こ
ど
も
の
名
ま
え 

を
呼
ん
だ
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
不
思
議
と
き
ま
っ
て
夜
半
の
こ
と
で
、
実
に
耳
に
通 

じ
る
声
だ
っ
た
。
呼
び
つ
づ
け
る
親
も
疲
れ
る
し
、
耳
に
残
る
こ
と
ば
で
近
所
の
ご 

不
幸
で
も
み
ん
な
か
な
し
く
き
い
た
。

屋
根
に
の
ぼ
っ
て
名
を
呼
ぶ
と
い
う
の
も
き
い
た
こ
と
が
あ
る
。(

川
浦)

つ
る
べ
井
戸
の
あ
る
家
で
は
、
井
戸
の
と
こ
ろ
で
、
ト
モ
コ
が
蛇
の
目
傘
を
さ
し 

て
、
病
ん
で
い
る
も
の
の
名
を
呼
ん
だ
。(

川
浦)

さ
さ
が
く
し.

お
顔
が
く
し 

臨
終
を
見
届
け
る
と
、
す
ぐ
家
族
の
も
の
は
、
神 

棚
に
笹
の
葉
を
あ
げ
る
。
そ
の
あ
と
扉
を
締
め
、
半
紙
で
封
を
す
る
。
ま
た
、
門
口 

に
は
、
灰
を
入
れ
た
ち
ょ
う
べ
し
を
置
き
、
そ
の
上
に
お
は
ら
い
を
の
せ
る
。(

川
浦) 

お
顔
が
く
し
と
い
っ
て
人
が
死
ぬ
と
、
笹
で
神
棚
を
か
く
す
。(

六
区)

高
棚
を
サ
サ
で
か
く
す
。
サ
サ
を
切
っ
て
き
て
立
て
て
神
様
を
か
く
し
て
や
る
。
 

ひ
と
七
日
位
、
そ
う
し
て
お
く
。(

七
ツ
石)

枕
な
お
し
死
ん
だ
人
は
北
枕
に
寝
か
せ
て
布
団
の
上
に
刃
も
の
を
の
せ
る
。
あ 

れ
ば
刀
を
、
普
通
ヵ
マ
を
の
せ
る
。(

七
ツ
石)

枕

飯

死

者

の

枕

元

に

は

、
枕
飯
と
枕
団
子
を
供
え
る
。

こ
れ
は
米
を
と
か
ず
に 

炊
く
の
で
黒
い
飯
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
で
、
白
い
飯
に
け
ぶ
が
え
し
を
そ
え
て
供
え 

る
。(

川
浦)

死
者
の
枕
も
と
に
そ
な
え
る
枕
め
し
は
玄
米
を
炊
く
。
あ
と
で
白
米
と
か
え
る
と 

い
う
ふ
う
な
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
墓
地
ま
で
も
っ
て
い
く
。
お
棺
を
埋 

葬
し
た
あ
と
仏
前
に
は
白
米
を
そ
な
え
る
。
死
者
へ
の
そ
な
え
も
の
は
お
膳
の
し
た 

く
に
し
て
も
、
お
つ
ゆ
と
ご
は
ん
が
ひ
っ
く
り
か
え
し
に
と
い
っ
た
よ
う
に
左
ま
え 

に
す
る
。(

川
浦)



枕
団
子 

玄
米
を
粉
に
ひ
い
て
、
戸
外
で
火
を
燃
や
し
て
作
る
。

こ
れ
に
使
用
し 

た
鍋
釜
の
類
は
、
ひ
と
七
日
の
間
は
家
の
中
に
入
れ
な
い
で
お
く
。(

二
区)

枕
団
子
は
玄
米
の
粉
で
六
つ
つ
く
る
。
何
故
六
つ
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
 

六
地
蔵
あ
た
り
と
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
何
ご
と
に
よ
ら
ず
「
六
」
と 

い
う
数
字
は
き
ら
わ
れ
る
よ
う
だ
。(

川
浦)

枕

団

子.

枕
飯 

飯
茶
ワ
ン
ー
杯
の
玄
米
で
、
六
つ
の
団
子
を
作
る
。
そ
の
煮
汁 

で
、
オ
ツ
ィ
の
オ
ワ
ン
ー
杯
の
玄
米
を
炊
い
て
枕
飯
に
す
る
。
枕
飯
に
は
オ
ハ
シ
を 

二
本
立
て
る
。
左
膳
と
い
っ
て
、
ゴ
ハ
ン
を
右
に
置
き
、
お
膳
の
向
き
を
逆
に
す
る
。
 

枕
団
子
と
枕
飯
は
、
屋
根
の
外
で
炊
く
。
使
用
し
た
ナ
ベ
や
ゴ
ト
ク
は
一
週
間
使 

用
し
な
い
。(

六
区)

ト
モ
コ 

隣

組
(

七
•

八
戸)

で
間
に
合
わ
な
い
と
き
、
手
が
足
り
な
い
と
き
、
 

次
の
組
に
た
の
ん
だ
り
、
た
す
け
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
お
互
い
さ
ま
の
こ
と
で
あ
る
。
 

例
ぇ
ば
稲
荷
組
で
葬
祭
は
行
な
う
が
、
そ
の
次
の
組
を
ト
モ
コ
と
い
う
。

こ
の
場
合 

観
音
組
で
あ
る
。
年
令
に
は
関
係
な
く
、
戸
が
単
位
で
一
戸
一
人
主
人
が
出
る
。
卜 

モ
コ
を
ア
ナ
ホ
リ
組
と
も
い
い
、
葬
式
の
時
は
ア
ナ
ホ
リ
役
と
決
っ
て
い
た
。
最
近 

は
不
祝
儀
以
外
に
は
、
ト
モ
コ
の
つ
き
あ
い
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。

組 

名 

部

落

名
 

ィ

ツ

ケ

愛 

宕 

上 

村 

塚 

越

八 

幡 

下 

道 

塚 

越

諏 

訪 

下 

道 

桜
井
、
塚
越
、
堀
米

薬 

師 

宮 

原 

村 

中

稲 

荷 

下 

村 

塚 

越

観 

音 

下 

村 

原 

田

白 

山 

石 

津

下

諏

訪
 

下

屋

敷
 

塚 

越

天 

神 

本 

丸 

原 

田

そ
し
て
例
ぇ
ば
新
屋
敷
か
らA

部
落
に
移
っ
た
人
は
、A

部
落
と
だ
け
で
な
く
、
 

も
と
の
新
屋
敷
と
も
併
せ 

つ
き
あ
い
を
す
る
。(

下
村)

ト
ム
コ 

こ
う
い
う
間
違
い
か
で
き
た
か
ら
お
願
し
ま
す
。
と
組
の
人
に
ま
ず
話 

し
て
近
所
の
人
に
頼
む
。
組
の
人
が
あ
い
さ
つ
に
く
る
。
「
長
い
こ
と
ご
苦
労
し
て 

貰
っ
た
け
ど
、
つ
い
間
違
い
が
あ
り
ま
し
て
」
「
長
く
病
ん
だ
け
ど
つ
い
丈
夫
に
な
れ 

な
く
て
お
気
の
毒
な
事
を
し
ま
し
た
」
と
言
、っ
。
そ
し
て
親
威
へ
告
げ
に
行
っ
て
貰
っ 

た
り
近
所
の
人
に
全
部
任
せ
て
頼
む
。
施
主
は
口
だ
し
し
な
い
。

組
の
人
は
い
そ
が
し
い
。
診
断
書
を
貰
い
に
行
き
、
お
寺
へ
行
っ
た
り
、
役
場
へ 

行
っ
た
り
、
材
料
を
買
っ
て
き
て
カ
ン
箱
を
作
る
。
花
カ
ゴ
や
ト
ー
ロ
ー
を
竹
で
作 

る
な
ど
。

穴
掘
り
の
人
に
は
冷
や
酒
と
盃
を
持
っ
て
行
き
、
ち
ょ
っ
と
し
た
サ
カ
ナ
も
共
に 

持
っ
て
行
っ
て
き
ょ
め
る
。
穴
を
掘
っ
た
道
具
は
ひ
と
七
日
ま
で
墓
に
お
い
と
く
。
 

(

七
ッ
石)

葬
式
が
あ
る
と
、
ツ
ゲ
に
行
っ
た
り
、

ハ
ナ
を
つ
く
り
、
穴
を
掘
る
こ
と
、
ヒ
キ 

モ
ノ
の
世
話
を
し
た
り
し
て
、

一
切
の
こ
と
を
み
ん
な
ト
ム
コ
が
や
る
。
最
近
は
、
 

葬
儀
屋
が
多
く
の
こ
と
を
や
っ
て
く
れ
る
の
で
か
ん
た
ん
に
な
っ
た
。(

川
浦) 

ホ
ウ
ベ
エ 

葬
式
の
時
は
、
村
の
戸
主
が
一
軒
一
人
出
て
手
伝
い
、
輿
の
支
度
、
 

花
こ
し
ら
え
、
告
ゲ
な
ど
の
用
を
す
る
。
同
じ
戸
主
だ
が
ト
モ
コ
と
は
い
わ
な
い
。
 

(

陣
田)

葬
式
の
仕
事
は
い
っ
さ
い
近
隣
の
ホ
ウ
ベ 

エ
が
や
っ
て
く
れ
る
。
家
の
中
の
仕
事 

は

隣

組(

例
え
ば
上
宿
の
ホ
ウ
ベ 

エ)

の
者
が
や
る
。
墓
の
穴
掘
り
そ
の
他
外
の
仕 

事
は
次
の
隣
組(

例
え
ば
中
宿
の
ホ
ウ
ベ 

エ)

が
や
っ
て
く
れ
る
。
穴
掘
り
の
道
具 

は
初
七
日
ま
で
放
置
し
て
お
く
。
上
宿
の
ホ
ウ
ベ 

エ
は
中
宿
の
ホ
ウ
ベ 

エ
に
酒
一
升 

を
買
っ
て
肴
を
添
え
て
持
っ
て
行
き
労
を
ね
ぎ
ら
う
。
野
辺
送
り
が
終
る
と
上
宿
の 

者
は
帰
っ
て
し
ま
う
が
、
中
宿
の
者
が
野
辺
送
り
の
後
始
末
を
す
る
。(

二
区)

告
げ 

必
ず
二
人
で
い
く
。
告
げ
に
は
施
主
の
家
で
一
杯
だ
す
。
ま
た
、
告
げ
に 

き
た
人
に
は
食
事
を
だ
す
こ
と
に
き
ま
っ
て
い
た
。
告
げ
の
人
の
顔
を
み
て
か
ら
飯 

を
炊
い
た
の
で
、
む
ら
す
手
間
か
な
く
、
ネ
ー

ズ

ク

ィ(

シ
ン
の
あ
る
飯)

を
食
わ 

せ
た
と
い
う
話
も
あ
る
。(

六
区)

病
人
が
亡
く
な
っ
た
ら
す
ぐ
隣
り
組
へ
連
絡
し
、
葬
い
の
こ
と
い
っ
さ
い
を
依
頼



す
る
。
依
頼
さ 

れ
た
方
で
は
、
 

ふ
た
り一

組
と 

な

っ
て
知
人
や 

親
族
に
つ
げ
に 

い
く
。

ふ
た
り 

で
組
を
つ
く
る 

の.
は
、
途
中
で 

何
か
こ
と
あ
る 

こ
と
を
予
想
し 

て
で
あ
る
。
地

元
の
近
い
親
類
な
ど
に
は
と
し
ょ
り
が
連
絡
す
る
。(

川
浦)

先
ず
お
寺
へ
行
く
。
友
引
と
寅
の
日
は
避
け
る
。
告
げ
は
組
内
の
者
が
使
者
す
べ 

て
を
引
き
受
け
、
二
人
ひ
と
組
と
な
っ
て
行
く
。
告
げ
を
受
け
た
家
で
は
食
事
を
出 

し
て
労
を
ね
ぎ
ら
う
。
今
は
、
施
主
が
告
げ
に
行
っ
て
く
れ
る
使
者
に
金
を
わ
た
し 

て

「
お
清
め
を
し
て
下
さ
い
」
と
言
い
、
告
げ
を
受
け
た
家
で
は
お
茶
を
出
す
て
い 

ど
で
、
食
事
は
出
さ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。(

二
区)

ツ
ゲ
は
二
人
で
組
ん
で
行
く
。

ツ
ゲ
が
行
っ
た
家
は
、
き
ょ
め
の
酒
と
ご
は
ん
を 

出
す
。(

七
ッ
石)

葬
具 

お
棺
の
ほ
か
い
っ
さ
い
の
葬
具
は
、
む
ら
む
ら
に
揃
っ
て
い
る
。

西
ヶ
渕 

で
は
観
音
堂
に
お
さ
め
て
あ
る
か
、
上
の
山
の
人
た
ち
も
こ
れ
を
使
用
す
る
権
利
か 

あ
る
。
使
用
料
は
、
長
い
あ
い
だ
五
百
円
だ
っ
た
。(

川
浦)

お
棺
お
棺
は
た
て
棺
で
、
い
ま
で
も
む
ら
う
ち
で
つ
く
る
。
建
具
職
は
西
ヶ
渕 

に
は
二
軒
あ
っ
た
。
材
料
は
ス
ギ
で
あ
る
。
そ
の
他
の
道
具
も
隣
り
組
み
で
器
用
に 

こ
し
ら
え
た
。(

川
浦)

棺
は
、
材
料
を
だ
し
て
、
大
工
や
建
具
屋
に
作
っ
て
も
ら
う
。(

六
区)

銘
旗 

銘
旗
も
ト
モ
コ
が
作
る
。
喪
主
が
一
本
、
兄
弟
が
三
人
い
れ
ば
、
長
男
が 

一
本
、
二
、
三
男
が
一
本
、
野
辺
の
石
塔
に
立
て
る
も
の
が
一
本
と
合
計
四
本
を
作
っ

て
も
ら
う
。(

川
浦)

送
り
旗
ど
こ
か
の
お
宮
や
お
寺
に
願
か
け
を
し
て
、
そ
の
人
が
願
果
し
が
で
き 

な
い
時
は
送
り
旗
を
つ
く
る
。
そ
の
旗
に
は
目
的
の
社
寺
名
を
書
い
て
お
き
、
こ
れ 

を
路
傍
に
立
て
て
お
く
と
、
そ
の
方
向
に
行
く
旅
人
が
次
々
に
そ
の
旗
を
担
い
で
ゆ 

き 

つ
い
に
は
そ
の
社
寺
に
達
す
る
と
い
う
。
子
供
の
こ
ろ
、
ょ

く

「
身
延
山
」
な 

ど
と
書
い
た
旗
を
み
か
け
た
も
の
だ
。(

一
区
野
口
佐
五
平
氏
談)

お
こ
し 

昔
は
葬
い
の
あ
る
每
に
お
こ
し
を
作
っ
た
。
葬
儀
の
終
っ
た
あ
と
、
お 

こ
し
は
墓
の
上
に
か
ぶ
せ
る
ょ
う
に
置
い
た
。
三
十
五
日
位
ま
で
は
每
日
線
香
を
立 

て
に
行
く
の
で
そ
の
ま
ま
置
く
け
れ
ど
、
そ
の
後
は
ま
だ
形
が
整
っ
て
い
て
も
か
ま 

わ
ず
燃
し
て
し
ま
う
。
現
在
は
む
ら
共
有
の
お
こ
し
な
の
で
葬
儀
の
終
わ
っ
た
あ
と 

は
持
ち
帰
る
。(

川
浦)

穴
掘
り 

墓
の
穴
掘
り
や
埋
葬
も
ト
モ
コ
が
や
る
。
死
者
の
近
緣
の
も
の
た
ち
は
、
 

少
し
埋
め
た
だ
け
で
、
仁
義
な
ど
を¢

4
-

た
め
に
、
早
々
に
家
へ
も
ど
る
の
で
、
墓 

地
に
最
後
ま
で
残
る
の
は
隣
り
組
の
も
の
た
ち
だ
け
で
あ
る
。(

川
浦)

年
令
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
。

ア
ナ
ホ
リ
は
必
ず
ト
モ
コ
が
す
る
。
ま
た
オ
ハ
カ
の 

組
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
墓
の
掃
除
、
穴
掘
り
は
交
代
で
や
る
。(

下
道)

昔
は
、
バ
ン
タ
と
い
っ
て
穴
掘
り
専
門
の
人
が
い
た
。
坊
さ
ん
の
送
り
迎
え
も
し 

た
。
そ
の
人
は
普
通
の
座
敷
に
坐
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
祝
儀
、
不
祝
儀
に
も
下
座 

に
坐
っ
た
。(

六
区)

通
夜
親
威
や
近
所
の
人
が
集
ま
り
線
香
を
絶
や
さ
ぬ
様
に
す
る
。
交
替
で
少
し 

は
寝
る
。(

七
ツ
石)

葬
式
の
日 

友
引
と
寅
の
日
だ
け
は
避
け
る
。
寅
は
千
里
往
っ
て
帰
え
る
、
と
い
っ 

て
い
や
が
る
。
ふ
つ
う
の
日
並
び
な
ら
ば
、
亡
く
な
っ
た
そ
の
日
に
い
っ
さ
い
の
仕 

度
を
整
え
、
夜
に
は
通
夜
を
し
、
翌
日
が
葬
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
運
わ
る
く 

友
引
と
寅
の
日
と
続
き
三
日
く
ら
い
葬
い
の
出
な
い
こ
と
も
あ
る
。(

川
浦)

盆
前
の
葬
式
盆
前
四
十
九
日
以
後
死
ん
だ
人
に
は
シ
ラ
ジ
を
か
ぶ
せ
て
葬
る
。
 

地
獄
の
亡
者
に
頭
を
た
た
か
れ
る
か
ら
。(

一
区)

盆
前
に
人
が
死
ぬ
と
、
人
が
来
る
の
に
死
ぬ
と
い
っ
て
、
来
る
仏
様
が
頭
を
叩
く

島山土屋家墓地内太子堂の葬具

(近藤義雄撮影)



の
で
、
お
や
げ
ね
え(

か
わ
い
そ
う)

の
で
、
し

ら

じ(

擂
り
鉢)

を
か
ぶ
せ
て
埋 

め
た
。(

長
井)

盆
中
の
葬
式 

特
別
な
こ
と
も
な
く
ふ
つ
う
に
や
る
。
死
者
に
は
、
盆
中
は
先
祖 

が
帰
る
の
に
家
か
ら
出
て
行
く
と
帰
っ
て
く
る
先
祖
に
途
中
で
頭
を
た
た
か
れ
な
い 

よ
う
に
と
頭
に
皿
を
か
ぶ
せ
る
。(

川
浦)

湯
か
ん
近
親
が
立
ち
合
、っ
。
冷
酒
で
仏
さ
ま
に
霧
を
吹
き
か
け
、
線
香
を
た
き
、
 

冷
酒
を
飲
ん
で
か
ら
一
同
と
っ
つ
く
。(

七
ツ
石)

ニ
ッ
カ.
ン 

シ
ョ
イ
ダ
ル
の
古
い
の
に
逆
さ
水(

水
に
湯
を
入
れ
る)

を
つ
く
っ 

て
や
る
。
男
衆
が
麻
を
タ
ス
キ
に
か
け
、
サ
ル
マ
タ
ー
つ
に
な
っ
て
や
る
。
女
衆
は 

手
を
出
さ
ず
、
線
香
を
持
っ
て
ナ
ン
マ
イ
ダ
、
ナ
ン
マ
イ
ダ
と
唱
え
る
。

ニ
ッ
カ
ン
が
終
る
と
、

ハ
ダ
シ
で
烏
川
に
い
き
、
川
の
下
で
体
を
洗
っ
て
帰
る
。
 

ニ
ッ
カ
ン
に
使
用
し
た
も
の
は
烏
川
に
流
し
て
し
ま
う
。(

六
区)

納
棺 

仏
さ
ま
が
普
段
着
て
た
着
も
の
の
衿̂

と
っ
て
、
そ
の
衿
を
帯
に
し
て
腰 

に
巻
い
て
結
ん
で
や
る
。

キ
ョ
ー
カ
タ
ビ
ラ
を
左
前
に
着
せ
る
。
タ
ビ
の
底
を
と
っ
た
ワ
ラ
ジ
ガ
ケ
を
は
か 

せ
、
ワ
ラ
ジ
を
は
か
せ
る
。
キ
ヤ
ハ
ン
を
つ
け
る
。

ヒ
タ
イ
に
三
角
の
白
布
を
つ
け 

麻
糸
で
し
ば
る
。
ズ
タ
袋
を
首
に
か
け
る
。
石
で
釘
を
打
つ
真
似
を
す
る
。(

七
ツ
石)

着
物
は
着
せ
て
や
る
の
で
は
な
く
、
ま
わ
り
に
つ
け
て
や
る
。
女
性
に
は
白
足
袋
、
 

男
性
に
は
紺
足
袋
を
こ
は
ぜ
の
部
分
を
裂
い
て
は
か
せ
、
そ
の
上
に
わ
ら
じ
か
ぞ
う 

り
を
は
か
せ
る
。
ま
た
、
棺
の
中
に
は
酒
や
羊
羹
な
ど
生
前
好
き
だ
っ
た
も
の
、
六 

文
銭
や
近
親
の
も
の
が
い
く
ら
か
の
か
く
し
銭
な
ど
を
入
れ
て
や
る
。(

川
浦)

お
棺
は
た
て
棺
で
、
死
者
は
、
手
を
組
ま
せ
、
た
て
ひ
ざ
の
姿
勢(

ま
た
は
あ
ぐ 

ら
を
か
か
せ
て)

で
納
め
る
が
、
年
よ
り
の
大
き
い
ひ
と
な
ど
は
納
め
る
の
に
な
か 

な
か
く
ろ
う
す
る
。
棺
の
中
に
は
、
底
の
部
分
に
死
体
か
ら
分
泌
物
や
水
が
で
て
も
、
 

吸
い
取
れ
る
よ
う
に
、
紙
を
敷
い
て
そ
の
上
に
焼
き
灰
を
い
れ
る
。
薬
な
ど
を
多
量 

に
飲
ん
で
い
る
と
き
に
は
、
死
後
相
当
量
の
体
液
が
で
る
。
姿
勢
を
安
定
さ
せ
る
た 

め
に
、
枕
や
圃
団
も
み
が
ら
、
鉋
く
ず
な
ど
を
、
す
き
間
の
充
塡
物
と
し
て
い
れ
る
。
 

枕
は
そ
ん
な
に
大
き
い
も
の
で
は
な
い
。(

川
浦)

経
か
た
び
ら
は
、
は
さ
み
を
使
わ
ず
に
手
で
引
き
さ
い
て
裁
ち
、
麻
糸
で
縫
い
、
 

結
び
目
を
つ
け
な
い
。
死
者
に
は
経
か
た
び
ら
を
着
せ
、
底
を
抜
い
た
足
袋
を
は
か 

せ
、
手

甲•

脚
絆
を
し
て
わ
ら
じ
を
は
か
せ
杖
を
持
た
せ
る
。
首
に
は
ヅ
タ
袋
を
か 

け
、
中
に
六
文
銭
を
入
れ
る
。
三
途
の
川
を
渡
る
時
の
渡
〇
賃
で
あ
る
と
い
う
。(

二 

区)
死
ん
だ
人
の
キ
ョ
ー
カ
タ
ビ
ラ
や
フ
ン
ド
シ
は
近
親
が
縫
、っ
。
す
べ
て
麻
で
縫
い
、
 

糸
の
ケ
ツ
を
結
ば
な
い
。

晒
で
ズ
タ
袋
を
縫
う
。
真
中
を
縫
っ
て
袋
を
二
つ
に
分
け
、
片
方
に
米
を
、
片
方 

に
米
ヌ
カ
と
六
文
銭
を
入
れ
る
。
か
く
しt

人
に
見
ら
れ
な
い
様
に
し
て
持
た
せ 

る
。
鋏
を
使
わ
な
い
で
縫
う
。

縫
っ
た
針
は
近
所
の
人
が
貰
っ
て
い
く
。
「
お
針
の
手
が
上
る
」
と
喜
ぶ
。(

七
ツ

石)
一
反
の
サ
ラ
シ
を
買
っ
て
、
キ
ョ
ウ
カ
タ
ビ
ラ
、
テ
ツ
コ
ウ
、
キ
ャ
ハ
ン
、
ズ
タ 

袋
を
作
っ
て
着
せ
る
。
作
る
場
合
麻
糸
で
縫
い
、

モ
ド
シ
針
は
し
な
い
。
ま
た
結
び 

目
は
作
ら
な
い
。

仏
が
普
段
着
て
い
た
着
物
の
エ
リ
を
、

ハ
サ
ミ
を
使
わ
な
い
で
や
ぶ
き
、
帯
に
し 

て
や
る
。
足
袋
は
底
を
抜
い
て
は
か
せ
る
。

キ
ョ
ウ
カ
タ
ビ
ラ
に
カ
ク
シ
銭
を
つ
け
て
や
る
。(

六
区)

棺
の
中
に
、
針
道
具
、
煙
草
な
ど
、
日
常
好
き
だ
っ
た
も
の
を
入
れ
て
や
る
。(

六

区)

㈡

葬 

送

寺 

川
浦
に
長
く
住
む
人
た
ち
の
菩
提
寺
は
、
三
之
倉
に
あ
る
曹
洞
宗
の
全
透
院 

で
あ
る
。(

川
浦)

墓
地 

寺
(

三
ノ
倉
の
全
透
院)

で
は
な
く
、
個
人
の
家
あ
る
い
は
親
族
每
に
畑 

の
か
た
す
み
と
か
裏
山
な
ど
に
あ
る
。(

川
浦)

で
は
の
飯 

別
れ
の
箸 

坊
さ
ん
の
お
経
が
始
ま
る
と
、
重
箱
に
入
っ
た
飯
が
会 

葬
者
の
あ
い
だ
に
ま
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
を
、
一
本
の
箸
で
、
ー
ー
、
三
粒
ず
つ
手
に
と
っ



て
食
べ
る
。
近
親
者
だ
け
が
一
粒
と
る
所
も
あ
る
。
ま
た
、
葬
列
が
出
発
す
る
直
前 

に
す
る
所
も
あ
る
。
こ
の
共
食
の
こ
と
を
、
で
は
の
飯
と
か
別
れ
の
飯
と
い
う
。(

川 

浦)
出
棺 

坊
さ
ん
が
経
を
ょ
む
。
親
し
い
者
か
ら
線
香
を
上
げ
る
。
途
中 

二 

本
ば 

し
」
が
出
る
。
重
箱
に
入
れ
た
白
い
ご
は
ん
を
一
本
ば
し
で
は
さ
ん
で
オ
テ
ノ
ク
ボ 

に
と
っ
て
食
べ
る
。

二
粒
で
も
三
粒
で
も
く
っ
つ
い
て
く
れ
ば
い
い
。

香
箱
を
回
し
て
皆
が
お
が
む
。
棺
に
釘
を
打
っ
て
ナ
ワ
を
か
け
る
。
 

組
合
衆
が
役
割
り
を
書
い
て
は
り
出
し
読
み
上
げ
る
か
ら
そ
れ
に
従
、っ
。

金
剛
杖
を
渡
す
。

®

は
緣
側
か
ら
出
る
。
,

子
が
弓
を
持
っ
て_

が
出
る
時
、家
の
屋
根
峯
に
向
け
て
失
を
射
る
。(

七
ツ
石) 

野
辺
の
送
り 

み
な
野
辺
の
送
り
と
い
っ
て
、
墓
ま
で
行
列
を
し
た
て
て
い
っ
た 

も
の
た
。
近
親
者
は
送
り
の
す
ん
だ
あ
と
は
帰
る
こ
と
か
多
い
か
、
と
ま
る
も
の
も 

あ
る
。
隣
り
ぐ
み
の
ひ
と
は
そ
の
ま
ま
い
の
こ
る
。(

川
浦)

棺
付
き 

棺
を
担
ぐ
の
は
仏
の
子
ど
も
た
ち
で
、
い
な
い
時
は
孫
に
す
る
。
昔
は
、
 

子
ど
も
を
五
人
欲
し
い
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
棺
に
四
人
、
位
牌
持
ち
一
人
で
合 

計
五
人
と
な
り
、
こ
れ
だ
け
で
葬
式
に
な
る
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
い
、っ
。(

川 

浦)
葬
列 

出
棺
の
と
き
、
ト
ム
コ
の
世
話
人
が
役
付
き
を
読
み
上
げ
て
葬
列
を
つ
く 

る
。
次
の
ょ
う
な
順
に
な
る
。

銘 

旗 

こ
ん
い
な
人
、
ト
ム
コ
の
中
の
年
長
者
が
も
つ
。

六

地

蔵
 

先
に
持
っ
て
行
く
、
い
と
こ

先

灯

籠
 

道
教
ぇ
に
行
く
。
親
族

前 

旗

花

か

ご
 

二
本
つ
く
り
、
小
銭
を
入
れ
て
辻
々
で
ふ
っ
て
ま
く
。
親
戚
の
考

造 

花 

親
戚
の
者
の
中
で
婦
人

弓 

孫
に
あ
た
る
子
ど
も
の
役

松 

明 

親
族

香 

箱 

あ
と
と
り
の
娘
か
妹

写 

真 

子
ど
も
、
あ
と
と
り
の
弟
た
ち

膳 

あ
と
と
り
の
嫁

位 

牌 

あ
と
と
り

棺
付(

柩) 

せ
が
れ
た
ち
、
い
な
い
と
き
は
孫
た
ち
が
担
ぐ
。

天 

蓋 

地
分
け
の
者(

新
宅
の
場
合
は
本
家)

後 

旗 

親
族

弔 

旗 

ト
ムn

花 

輪 

ト
ム
コ 

(

川
浦) 

野
辺
送
り
の
葬
列
の
順
序
は
灯
籠
が
一
番
先
に
立
つ
。

こ
れ
は
道
案
内
で
あ
る
。
 

そ
の
次
が
花
籠
、
前
旗
、
花
輪
の
順
に
並
ぶ
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
隣
り
組
の
者
が 

持
つ
。

次
に
弓
、
た
い
ま
つ
、
香
箱
、
お
膳
、
位
牌
、
写
真
、
棺
桶
、
墓
標
、
後
旗
、
 

五
色
旗
の
順
に
続
く
。

一
家
の
主
人
公(

父)

が
死
ん
だ
場
合
、
弓
と
た
い
ま
つ
は 

孫
が
持
つ
。
香
箱
は
次
男
の
嫁
、
枕
団
子
を
の
せ
た
お
膳
は
長
男
の
嫁
、
位
牌
は
長 

男
、
写
真
は
次
男
が
持
つ
。

棺
は
嫁
に
行
っ
た
娘
の
聳
が
か
つ
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い 

る
。(

二
区)

ソ
デ 

ナ
ミ
ダ
カ
ク
シ
と
も
い
う
。
膳

持

ち(

後
取
り
の
嫁)

が
、
野
辺
送
り
に 

か
が
る
。
四
角
の
サ
ラ
シ
を
二
つ
に
折
っ
て
三
角
形
に
し
、

一
方
を
麻
糸.
で
縫
っ
て 

く
る
。
サ
ラ
シ
ー
反
で
、
死
者
の
装
束
も
、
ソ
デ
も
全
て
間
に
合
う
。

位

牌

持

ち(

長
男)

と
棺
を
か
つ
ぐ
人
達
は
三
角
形
の
サ
ラ
シ
を
頭
に
巻
く
。
呼 

び
名
は
特
に
な
い
。
三
角
形
の
二
つ
の
頂
点
を
麻
糸
で
と
め
て
作
る
。(

六
区)

墓
地
で
の
儀
式 

葬
列
が
墓
地
に
到
着
す
る
と
、
弓
矢
を
持
っ
た
も
の(

老
人
な 

ら
そ
の
孫)

が
、

一
本
の
矢
を
空
に
む
か
っ
て
射
る
。
そ
の
あ
と
、
か
つ
い
で
き
た 

お
こ
し
を
左
ま
わ
り
に
四
、
五

回
(

三
回
と
も
い
う)

ま
わ
し
て
か
ら
、
据
え
台
の 

上
に
置
く
。

こ
れ
は
死
者
が
再
び
こ
の
世
に
帰
っ
て
来
ら
れ
な
い
ょ
う
に
す
る
意
味 

が
あ
る
。
据
え
た
お
こ
し
の
前
に
ご
ざ
を
敷
き
、
お
坊
さ
ん
が
最
後
の
読
経(

野
送 

り
の
経)

を
す
る
。
そ
れ
を
囲
ん
で
親
類
縁
者
、
隣
組
一
同
が
冥
福
を
祈
る
。
そ
の 

あ
と
、
近
親
の
も
の
か
ら
焼
香
に
う
つ
る
。(

川
浦)



引
導 

引
導
渡
す
と
き
、
坊
さ
ん
の
真
正
面
と
真
後
に
い
て
は
い
け
な
い
。

引
導 

を
渡
さ
れ
る
か
ら
と
い
う
。(

六
区)

土
葬 

現
在
も
土
葬
が
多
い
、
次
第
に
火
葬
が
ふ
え
て
い
る
。(

川
浦)

埋
葬 

掘
っ
た
穴
に
棺
を
お
さ
め
る
と
、
小
つ
ぶ
の
も
の
か
ら
順
に
土
を
か
ぶ
せ 

て
埋
め
て
い
き
、
最
後
に
大
き
な
石
を
の
せ
、
そ
の
上
に
お
こ
し
を
置
く
。
周
囲
に 

は
、
龍
頭
、
花
龍
、
燈
ろ
う
な
ど
を
立
て
る
。
旗
は
持
ち
帰
る
。
旗
を
立
て
る
所
も 

あ
る
。
お
こ
し
は
、
現
在
む
ら
共
有
の
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
日
に
持
ち
帰
り
、
か
わ 

り
に
も
が
り
を
作
る
。(

川
浦)

モ
ガ
リ 

土
葬
の
場
合
に
、
盛
り
土
の
ま
わ
り
に
図
の
よ
う
に
、
割 

 

っ
た
竹
を
折
り
ま
げ
て
か
こ
む
。

 

ま
た
盛
り
土
の
き
わ
に
、
竜
頭
、
花
か
ご
、
燈
龍
な
ど
を
あ
ら
な
わ 

で
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
し
ば
っ
て
立
て
て
お
い
た
。
は
じ
め
の
一
週
間 

は
、
墓
参
り
を
す
る
と
き
に
、
そ
れ
ら
の
葬
具
を
一
本
一
本
抜
い
て
く 

る
。
ま
た
、
六
角
塔
婆
を
も
り
土
の
う
し
ろ
に
さ
し
て
お
く
が
、
そ
れ 

を
、

一
七
日
の
あ
い
だ
墓
参
り
に
行
く
た
び
に
う
ち
こ
ん
で
き
た
。

な
お
、
も
り
土
の
上
に
た
て
て
お
い
た
も
の
は
、
四
十
九
日
に
は
、
き
れ
い
に
片 

付
け
て
し
ま
う
。(

水
沼)

婿
、
嫁
な
ど
一
人
前
に
な
ら
な
い
で
死
ぬ
と
、
墓
の
上
に
、
獣
が
入
ら
ぬ
よ
う
に
、
 

竹
を
割
っ
て

(ID
型
の
オ
ハ
ジ
キ
を
さ
し
、
真
中
に
弓
の
つ
る
で
径
十
セ
ン
チ
位
の
石 

を
つ
る
す
。

こ
れ
を
モ
ガ
り
と
い
う
。(

本
丸)

む
ら
共
有
の
お
こ
し
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
、
お
こ
し
を
墓
の
上
に
置
か
な
く 

な
っ
て
か
ら
は
、
も
が
り
を
作
っ
て
野
犬
な
ど
の
い
た
ず
ら
を
防
ぐ
。
昔
は
テ
ン
マ 

ル
と
い
う
け
も
の
が
た
く
さ
ん
い
て
、
埋
葬
が
あ
る
と
必
ら
ず
そ
の
晚
や
っ
て
来
て
、
 

墓
を
あ
ば
く
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
作
っ
た
の
が
起
源
だ
と
い 

う
。
も
が
り
は
、
竹
を
五
尺
位
の
長
さ
に
切
っ
た
の
を
細
く
割
っ
て
、
竹
の
し
な
う 

性
質
を
利
用
し
て
、
中
央
の
所
で
交
差
す
る
よ
う
に
丸
く
輪
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ 

て
両
先
端
を
土
の
中
に
さ
し
入
れ
る
。
テ
ン
マ
ル
が
気
づ
か
ず
に
握
れ
ば
、
ぴ
ん
と 

と
が
っ
た
先
端
が
は
ね
て
、
け
も
の
を
払
う
の
で
い
た
ず
ら
を
防
ぐ
こ
と
が
出
来
る
。

し
っ
か
り
先
端
を
土
中
に
さ
し
て
あ
る
か
ら 

余
程
の
不
注
意
で
も
し
て
い
な
け
れ 

ば
、
人
の
傷
つ
く
こ
と
は
な
い
。
四
十
九
日
で
取
り
除
く
所
が
多
か
っ
た
。(

川
浦) 

モ
ガ
り
と
は
土
葬
の
あ
と
の
土
マ
ン
ジ
ユ
ウ
の
上
に
、
竹
を
割
っ
て
弓
形
に
さ
し 

た
も
の
。
山
犬
や
テ
ン
マ
ル
が
墓
を
あ
ら
そ
う
と
し
た
時
に
は
じ
く
た
め
で
あ
る
。
 

四
十
九
日
に
と
る
。
モ
ガ
り
か
あ
ら
さ
れ
た
な
ど
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。(

六
区) 

野
辺
送
り
のi

 

三
本
辻
に
捨
て
る
。
拾
っ
て
く
る
と
蚕
が
あ
た
る
と
い
う
。
 

(

六
区)

野
帰
り 

戸
ボ
—
ロ
に
タ
ラ
イ
の
絵
を
か
い
た
紙
を
は
り
、
片
足
突
っ
こ
む
真
似 

を
す
る
。(

七
ツ
石)

野
辺
送
り
の
あ
と
の
清
め
野
辺
送
り
か
ら
帰
っ
て
く
る
人
々
の
た
め
に
、
家
の 

表
に
は
、
水
を
入
れ
た
た
ら
い
、
お
払
い
の
札
と
皿
に
入
れ
た
塩
が
も
ち
う
す
の
上 

に
の
せ
て
用
意
し
て
あ
る
。
お
こ
し
を
か
つ
い
だ
り
し
た
肉
身
の
も
の
た
ち
は
、
少 

し
埋
め
る
と
、
家
で
仁
義
な
ど
を
申
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
手
早
に
家
へ
も 

ど
る
。¥

た
ら
い
で
足
を
洗
、っ
か
た
ち
だ
け
し
て
清
め
、
手
を
洗
、っ
が
、
埋
め
人 

は
途
中
で
手
を
洗
っ
て
も
、
い
ま
い
ち
ど
か
な
ら
ず
す
る
。
さ
ら
に
お
札
と
塩
で
清 

め
る
。
す
っ
か
り
清
め
て
か
ら
、
家
に
入
る
。
現
在
で
は
、
う
す
は
紙
に
絵
を
描
い 

て
お
く
だ
け
の
所
が
多
い
。(

川
浦)

野
辺
送
り
か
ら
帰
る
と
、
ト
ボ
グ
チ
で
清
め
を
す
る
。
タ
チ
ウ
ス
を
さ
か
さ
に
し 

た
上
の
塩
と
、
タ
ラ
イ
に
く
ん
だ
水
で
清
め
る
。
タ
ラ
イ
に
は
足
を
入
れ
る
。(

六
区) 

忌
あ
け
の
経 

野
辺
送
り
の
あ
と
、
オ
シ
ョ
ウ
が
も
うr

度
お
経
を
あ
げ
る
。
そ 

の
あ
と
、
お
寺
座
敷
に
な
る
。(

六
区)

お
寺
ざ
し
き
も
う
一
度
お
経
を
上
げ
「
お
寺
ざ
し
き
」
と
言
い
坊
さ
ん
に
食
事 

を
出
す
。
親
し
い
者
、
四
、
五
人
が
お
と
も
に
座
り
話
相
手
を
す
る
。(

七
ツ
石) 

オ
ッ
シ
ャ
ン
座
敷
で
院
号
代
が
わ
か
る
。
壇
徒
総
代
に
聞
い
て
も
ら
う
。(

六
区) 

ケ
ム
ゲ
エ
シ 

紙
を
折
っ
て
、

ハ
サ
ミ
を
入
れ 

複
雑
な
紋
称
を
つ
く
り
オ
ヤ 

ワ
ン
に
卷
き
、
御
飯
を
入
れ
て
、
新
仏
に
供
え
る
。

こ
れ
を
ケ
ム
ゲ
エ
シ
と
い
う
。
 

オ
ッ
シ
ャ
ン
座
敷
の
時
に
供
え
る
。(

六
区)

お
念
仏 

葬
い
終
了
後
、
近
親
者
の
う
ち
遠
方
の
も
の
が
帰
っ
た
あ
と
も
、
隣
り



組
の
人
た
ち
は
そ
の
ま
ま
残
り
、
清
め
の
座
敷
の
始
ま
る
前
、
約
一
時
間
に
わ
た
っ 

て
お
念
仏
と
い
う
も
の
を
す
る
。

一
軒
に
ひ
と
り
ず
つ
親
戚
に
な
っ
て
い
る
場
合
に 

は
、
も
っ
と
参
会
す
る
。
十
三
仏
の
掛
軸
を
掛
け
て
、
中
央
に
ホ
ト
ケ
の
写
真
を
か 

ざ
り
、
そ
こ
に
仮
り
の
祭
壇
に
設
け
る
。
は
じ
ま
り
に
、

一
本
線
香
を
立
て
て
鐘
、
 

太
鼓
を
た
た
き
、
お
念
仏
を-

。

鐘
と
太
鼓
は
、
お
念
仏
申
し
な
が
ら
、
そ
れ
に 

合
わ
せ
て
た
た
き
つ
づ
け
る
。
は
じ
め
の
線
香
が
な
く
な
り
そ
う
に
な
っ
た
ら
、

つ 

ぎ
の
線
香
を
立
て
る
。
立
て
た
ら
ひ
と
き
り
に
し
て
、
ま
た
、

つ
ぎ
の
お
念
仏
が
は 

じ
ま
る
。
短
か
け
れ
ば
一
本
、
年
よ
り
な
ら
長
く
し
ろ
と
い
っ
て
、
十
三
本
、
二
十 

一
 

本
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

ひ
と
き
り
に
は
三
十
回
ほ
ど
も
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ッ
」 

を
く
り
か
え
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
最
後
の
念
仏
は
「じ
ゅ
う
お
う
じ
っ
た
い
な
む
あ
み 

だ
ぶ
つ
」
と
結
ぶ
。
中
休
み
に
は
、
念
仏
玉
を
く
れ
る
。
お
念
仏
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
 

ホ
ト
ケ
様
に
ロ
を
吸
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
、
升
に
か
い
た
か
つ
お
節
を 

チ
ョ
ツ
チ
ョ
ツ
と
食
、っ
。

こ
れ
を
す
る
と
生
グ
サ
を
食
っ
た
わ
け
に
な
り
、
以
後
生 

グ
サ
を
食
っ
て
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
広
い
座
敷
だ
が
大
勢
の
人
た
ち
が
寄
っ 

て
長
時
間
の
お
念
仏
を
や
る
の
で
、
終
わ
っ
て
か
ら
も
、
鐘
、
太
鼓
の
音
、
お
念
仏 

の
声
が
耳
に
つ
い
て
は
な
れ
な
い
。
お
念
仏
が
一
日
の
最
後
の
仕
事
で
、
こ
れ
が
す 

む
と
そ
の
日
の
隣
り
組
も
解
放
さ
れ
る
。
た
い
へ
ん
ご
苦
労
願
っ
た
ひ
と
の
な
か
に 

は
、
つ
ぎ
の
日
ま
た
呼
ば
れ
て
行
く
ひ
と
も
あ
る
。(

川
浦)

野
辺
送
り
が
す
ん
だ
後
、
ト
ム
コ
の
人
全
部
が
座
敷
に
坐
っ
て
ト
ン
ツ
ク
ト
ン
と 

念
仏
を
す
る
。
ト
ム
コ
の
大
仕
事
で
、

一
本
線
香
の
終
る
ま
で
念
仏
を
い
う
。
組
に 

よ
っ
て
ち
が
い
が
あ
り
、
線
香
を
十
三
本
の
所
と
、
十
九
本
、
二
十
一
本
の
と
こ
ろ 

が
あ
っ
て
、
線
香
を
立
て
る
人
は
そ
れ
を
専
門
に
や
り
、
最

後

の

一

本
分
だ
け
「
ジ
ュ 

ウ
オ
ウ
ジ
ッ
タ
イ 

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

で
あ
る
。(

川
浦)

お
寺
さ
ん
が
帰
っ
た
あ
と
男
衆
が
念
仏
を
す
る
。
ナ
ン
マ
イ
ダ
ブ
ッ
、
ナ
ン
マ
イ 

ダ
、
と
鐘
を
は
た
い
て
唱
え
る
。

途
中
、
ナ
カ
イ
レ
の
時
に
お
茶
と
菓
子
、
念
仏
玉
白
い
オ
コ
ワ
が
出
る
。

オ
コ
ワ 

は
手
に
取
っ
て
オ
テ
ノ
ク
ボ
で
食
べ
る
。
天
ぷ
ら
は
つ
き
も
の
で
、
た
い
て
い
の
時

に
出
る
。(

七
ツ
石)

念
仏
玉 

お
念
仏
の
中
休
み
の
と
き
、
お
念
仏
玉
と
い
っ
て
、
あ
ず
き
を
混
ぜ
な 

い
白
蒸
し
の
お
こ
わ
飯
を
食
べ
る
。

こ
れ
は
、
残
す
と
よ
く
な
い
の
で
、
残
っ
た
も 

の
は
、
参
会
者
に
握
り
飯
に
し
て
持
た
せ
る
。(

川
浦)

念
仏
玉
は
お
念
仏
の
中
休
み
の
と
き
く
れ
る
米
の
粉
を
ふ
か
し
て
作
っ
た
菓
子
を 

い
う
。
最
近
は
念
仏
玉
の
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
用
意
さ
れ
て
、
派
手
に
な
る
傾
向
が 

あ
る
。(

川
浦)

念
仏
を
唱
え
る
途
中
に
中
休
み
を
す
る
。

こ
の
時
に
も
ち
米
を
使
っ
て
ふ
か
し
た 

も
の
を
ネ
ン
ブ
ツ
ダ
マ
と
し
て
出
す
。
あ
ん
こ
を
入
れ
な
い
白
い
も
の
だ
っ
た
。
最 

近
は
、
菓
子
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
の
も
の
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。(

川
浦)

な
ま
ぐ
さ 

葬
儀
の
あ
と
の
念
仏
が
終
っ
た
と
き
、
カ
ツ
ブ
シ
を
か
い
て
マ
ス
ニ 

升
桝)

の
中
へ
入
れ
て
出
し
、
こ
れ
を
ち
ょ
い
っ
と
つ
ま
ん
で
食
べ
る
。

こ
れ
で
ナ 

マ
グ
サ
を
食
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
「
仏
に
ロ
を
す
わ
れ
な
い
」
と
い
う
。(

川
浦)

お
清
め 

葬
式
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
ト
モ
コ
に
は
、
そ
の
晚
に
清
め
酒
で
労
を
ね 

ぎ
ら
う
。
食
事
は
う
ど
ん
に
す
る
こ
と
が
多
く
、
魚
な
ど
は
良
く
な
い 

の
で
出
さ
な 

い
。
ま
た
、
う
ど
ん
だ
け
は
絶
対
に
出
さ
ぬ
所
が
あ
る
。
穴
掘
り
の
道
具
を
造
っ
て 

く
れ
た
人
た
ち
に
は
、
清
め
の
酒
を
出
す
。

こ
れ
は
一
升
と
決
っ
て
い
た
。
野
辺
送 

り
に
行
っ
て
く
れ
た
人
た
ち
に
も
、
御
飯
を
食
べ
て
も
ら
う
。
ま
た
、
う
ど
ん
だ
け 

は
絶
対
に
出
さ
ぬ
所
が
あ
る
。(

川
浦)

㈢

死
後
の
供
養•

そ
の
他

寺
参
り
坊
さ
ん
に
対
す
る
お
礼
参
り
で
あ
る
。
葬
式
の
翌
日
に
近
親
者
が
何
名 

か
で
、
遺

物•
(

着
物
な
ど)

と
お̂

g

を
持
っ
て
寺
に
い
く
。
帰
り
に
は
ど
こ
か 

(

料
理
店
な
ど)

に
寄
っ
て
清
め
を
や
る
。(

六
区)

翌
日
は
片
附
け
を
す
る
。
「
親
戚
の
オ
テ
ラ
マ
ィ
り
」
を
す
る
。
本
人
が
日
頃
着
て 

い
た
着
も
の
で
も
台
に
し
て
お
布
施
を
持
っ
て
お
寺
さ
ん
へ
お
礼
に
行
く
。(

七
ツ 

石)
年
内
の
ま
つ
り
と
禁
忌 

年
内
の
ま
つ
り
と
し
て
は
、
初
七
日
、
三
十
五
日
、
四



十
九
日
、
百
か
日
を
す
る
。

こ
の
間
、
家
族
は
喪
に
服
す
わ
け
だ
が
、
食
物
や
着
る 

物
の
制
限
な
ど
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
殆
ん
ど
し
な
い
。
お
ま
つ
り
の
時
、
坊
さ 

ん
は
特
別
頼
ま
な
け
れ
ば
拝
ん
で
く
れ
な
い
。
お
盆
と
春
秋
の
彼
岸
の
頃
な
ら
、
来 

て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
。(

川
浦)

初
七
日
も
と
は
て
い
ね
い
に
や
っ
た
が
、
最
近
は
翌
日
初
七
日
を
や
る
よ
う
に 

な
り
、
家
に
よ
っ
て
は
、
葬
礼
の
晩
に
ナ
ノ
カ
を
や
っ
て
し
ま
う
。(

川
浦)

初
七
日
は
、
世
話
に
な
っ
た
隣
り
組
、
と
り
わ
け
女
衆
を
呼
ん
で
、
線
香
を
立
て 

て
も
ら
っ
た
り
、
食
べ
て
も
ら
う
位
で
、
こ
れ
と
い
っ
た
特
別
な
こ
と
は
し
な
い
。
 

(

川
浦)

一
 

七
日
ま
で
は
毎
日
お
参
り
を
す
る
。

一
七
日
に
は
オ
ハ
ギ
を
作
っ
て
組
内
に
く 

¥
6  

つ /

〇

七
日
、
七
日
に
は
ダ
ン
ゴ
を
持
っ
て
お
参
り
す
る
。(

六
区)

ひ
と
な
の
か
位
、
朝
の
片
附
け
が
す
ん
だ
頃
、
組
合
い
の
女
衆
が
お
線
香
た
て
に 

行
く
、
お
茶
を
の
ん
で
別
れ
る
。

七
日
ご
と
に
家
の
者
が
お
が
み
、
四
十
九
日
に
餅
を
つ
く
。(

七
ツ
石)

四
十
九
日 

餅
を
つ
い
て
隣
組
に
配
り
お
が
む
。

こ
の
音
を
聞
い
て
死
ん
だ
人
が 

屋
根
峯
を
は
な
れ
る
か
ら
「
四
十
九
日
の
餅
だ
け
は
音
を
さ
せ
る
も
ン
だ
」
と
言
う
。
 

(

七
ッ
石)

四
十
九
日
の
餅
を
お
寺
に
持
っ
て
い
く
。
し
ょ
っ
ぱ
い
ア
ン
コ
の
餅
で
、
四
十
九 

個
届
け
る
訳
だ
が
、
今
は
十
個
ぐ
ら
い
で
あ
る
。(

六
区)

忌

明

け

喪

中

に

は

、
魚
を
食
べ
ぬ
よ
う
に
し
、
神
様
に
は
お
茶
も
あ
げ
ら
れ
な 

い
。
ま
た
、
人

中
(

お
め
で
た
い
席)

に
も
出
ぬ
よ
う
に
身
を
つ
つ
し
む
。
忌
明
け 

は
、
七
日
め
で
あ
る
が
、
死
者
に
近
し
い
も
の
は
、
そ
の
関
係
の
濃
淡
に
よ
っ
て
異 

な
る
。
近
緣
の
も
の
に
つ
い
て
は
四
十
九
日
、
両
親
は
百
日
、
兄
弟
と
子
は
二
十
日 

で
明
け
る
と
い
う
。
ま
た
、
忌
明
け
に
は
、
近
親
を
呼
ぶ
。
餅
を
つ
き
、
野
辺
送
り 

に
来
て
く
れ
た
人
た
ち
の
も
と
に
配
る
。
一
同
そ
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
お
墓
参
り
し
、
 

団
子
を
供
え
る
。(

川
浦)

形
身
配
け
ひ
と
七
日
ま
で
は
隣
組
の
者
が
每
日
墓
ま
い
り
し
て
、
四
十
九
日
の

忌
み
明
け
に
は
餅
を
つ
い
て
、
親
戚
や
隣
り
組
の
人
を
招
い
て
ご
ち
そ
う
を
出
す
。
 

近
親
者
に
は
こ
の
日
に
形
身
配
け
を
す
る
。(

ー
ー
区)

葬
式
の
あ
っ
た
家
の
正
月 

年
末
近
く
に
、
葬
式
の
出
た
家
で
は
、
百
日
経
た
ぬ 

と
正
月
を
迎
え
ら
れ
な
い
が
、

一
夜
九
十
日
払
い
を
す
れ
ば
よ
い
。

オ
ク
り
ノ
デ
イ 

に
、
繩
を
わ
た
し
て
し
め
と
し
た
ー
ー
本
の
竹
を
立
て
る
。
そ
の
下
を
家
族
の
も
の
か 

九
十
回
住
復
す
る
と
、

一
夜
で
九
十
日
の
穢
れ
を
払
う
こ
と
に
な
り
、
正
月
が
迎
え 

ら
れ
る
。

年
賀
状
を
出
す
こ
と
や
新
年
の
挨
拶
を
し
た
り
受
け
た
り
も
し
な
い
の
か
普
通 

で
、
年
内
に
そ
の
旨
を
し
た
た
め
た
葉
書
を
知
人
に
発
送
し
、
喪
中
で
あ
る
こ
と
の 

挨
拶
を
す
る
。(

川
浦)

年
忌 

年

忌
(

年
会)

は
、

一
年
、
三
年
、
七
年
、
十
三
年
、
十
七
年
、
二
十
三 

年
、
二
十
七
年
、
三
十
三
年
と
あ
り
、
て
い
ね
い
な
人
は
み
ん
な
や
っ
た
。
全
部
に 

坊
さ
ん
を
よ
ぶ
わ
け
で
も
な
い
が
、
近
親
の
者
を
招
ん
で
や
る
。(

川
浦)

年
忌
は
、

一
年
忌
、
三
年
忌
、
七
年
忌
、
十
三
年
忌
、
十
七
年
忌
、
二
十
三
年
忌
、
 

二
十
七
年
忌
、
一
一+

一
年
忌
を
す
る
。
寺
か
ら
は
、
年
忌
每
に
塔
婆
を
も
ら
う
。
坊 

主
は
特
別
に
頼
ま
な
け
れ
ば
拝
み
に
来
て
く
れ
な
い
。(

川
浦)

つ
ぐ
年
、
イ
ツ
セ
イ
キ
を
す
る
。
そ
の 

つ
ぐ
年
は
三
年
忌
を
す
る
。
そ
う
し
て
七
年 

忌
、
十
三
年
忌
、
十
七
年
忌
、
三
十
三
年
忌
で
終
る
。
(

七
ツ
石)

三
士 1

1

年
忌 

三
十
三
年
忌
に
は
と
む
ら
い
上
げ
と
い
っ
て
、
杉
の
木
で
枝
塔
婆 

を
立
て
る
。(

川
浦)

三
十
三
年
の
あ
げ
塔
婆
と
い
っ
て
、
朴
の
木
の
股
木
を
立
て
、
お
寺
さ
ん
を
あ
げ
、
 

お
が
ん
で
も
ら
っ
た
。
今
は
四
寸
角
六
尺
ぐ
ら
い
の
角
塔
婆
を
あ
げ
る
。(

長
井) 

ト
メ
ト
ウ
バ 

三
十
三
年
忌
に
は
、
ト
ム
コ
を
招
き
、
坊
さ
ん
も
よ
ん
で
法
事
を 

す
る
。
年
会
の
終
っ
た
し
る
し
に
ふ
つ
う
の
塔
婆
よ
り
大
き
く
て
、
上
部
に
切
り
こ 

み
の
あ
る
塔
婆
を
立
て
る
。(

枝
つ
き
塔
婆
と
か
、
葉
つ
き
塔
婆
の
例
は
な
い)

三
十
三
年
た
つ
と
寺
と
の
緣
が
切
れ
る
の
で
、
家
で
お
ま
つ
り
す
る
の
で
オ
シ 

り
ョ
ウ
サ
マ
に
な
る
。
だ
か
ら
新
し
い
家
に
は
オ
シ
り
ョ
ウ
サ
マ
は
な
い
。(

川
浦) 

枝
ト
ウ
バ 

三
十
三
年
忌
の
ト
ム
ラ
イ
ア
ゲ
に
、
ホ
ウ
の
木
の
枝
の
出
て
い
る
の



を
た
て
る
。(

六
区)

幼
い
も
の
の
葬
式 

幼
児
や
独
身
の
も
の
な
ど
い
ち
に
ん
ま
え
に
な
ら
ぬ
も
の
の 

葬
い
は
、
い
っ
ぱ
ん
に
簡
単
に
す
ま
せ
る
よ
う
に
す
る
。
大
げ
さ
に
す
る
と
、
か
え
っ 

て
そ
の
両
親(

そ
の
家)

に
対
し
て
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
と
い
う
。(

川
浦)

お
産
で
死
ん
だ
人
の
供
養 

流
れ
灌
頂
と
は
い
わ
な
い
。
緋
木
綿
の
ョ
ス
マ
を
し 

ば
っ
て
、
川
の
一
寸
逆
流
し
た
と
こ
ろ
に
た
て
て
、
ヒ
シ
ヤ
ク
を
二
つ
置
き
、
水
を 

か
け
る
。
色
か
さ
め
て
く
る
と
成
仏
で
き
る
と
い
う
。

子
供
を
生
ま
な
い
う
ち
に
死
ん
だ
場
合
に
は
、
お
葬
式
を
二
つ
に
し
て
だ
す
も
の 

で
あ
る
。(

六
区)

流
れ
灌
頂
産
後
の
死
者
に
す
る
流
れ
灌
頂
を
み
た
事
は
あ
る
が
、
何
と
い
っ
て 

い
た
か
知
ら
な
い
。(

I

区)

嫁
の
実
家
の
葬
儀
実
家
の
父
母
が
な
く
な
る
と
、
こ
ち
ら
の
隣
り
組
の
人
た
ち 

も
、
嫁
の
実
家
に
ジ
ン
ギ
に
行
っ
た
。(

一
区)

無
縁
仏 

川
流
れ
や
行
き
倒
れ
の
者
で
、
身
も
と
不
明
の
者
は
、
お
寺
の
門
の
外 

の
一
角
に
葬
り
、
墓
参
の
つ
い
で
に
村
人
が
線
香
な
ど
を
あ
げ
る
。
家
が
絶
え
て
、
 

墓
詣
り
す
る
者
の
な
く
な
っ
た
仏
も
、
無
緣
仏
と
し
て
扱
わ
れ
る
。(

二
区)

男
性
が
妻
を
娶
ら
な
い
う
ち
に
死
ん
だ
場
合
、
こ
れ
を
無
緣
仏
と
い
う
。(

川
浦) 

耳
っ
ぷ
さ
ぎ 

同
年
齢
の
も
の
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
馬
ぐ
そ
で
耳
を
ふ
さ 

い
で
忌
み
た
ち
を
す
る
。
「悪
い
こ
と
聞
く
な
」
な
ど
と
、
と
な
え
言
を
三
回
す
る
も 

の
も
あ
っ
た
。

こ
ぬ
か
団
子
を
耳
に
は
さ
め
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
何
こ
と
に
よ
ら 

ず
同
年
齢
の
も
の
の
不
幸
は
気
に
な
る
も
の
で
あ
る
。(

川
浦)

同
年
令
の
人
が
死
ぬ
と
耳
に
マ
グ
ソ
を
つ
け
、
耳
き
く
な
耳
き
く
な
と
い
う
。
子 

ど
も
に
は
必
ず
し
て
や
っ
た
。(

六
区)

ミ
ミ
ッ
プ
サ
ギ
と
い
っ
て
同
年
の
人
が
死
ん
だ
と
き
は
、
馬
糞
を
紙
に
包
ん
で
耳 

に
あ
て
る
。(

一
区)

耳
フ
サ
ギ
と
い
っ
て
同
じ
年
の
人
が
死
ん
だ
場
合
、
馬
の
糞
で
耳
を
は
た
い
た
。

(

本
丸)

同
年
の
者
が
死
ぬ
と
、
耳
っ
ぷ
さ
げ
と
い
っ
て
、
馬
糞
を
耳
に
あ
て
た
。(

長
井)

両
墓
制 

埋
め
墓
と
詣
り
墓
と
別
に
な
っ
て
い
て
、
詣
り
墓
は
全
透
院
の
墓
地
に 

あ
る
。

こ
れ
は
山
の
急
な
斜
面
に
段
を
作
っ
て
墓
地
を
設
け
て
あ
り
、
狭
い
斜
面
の 

段
上
に
石
塔
が
並
ん
で
い
る
。
埋
め
墓
は
畑
の
隅
な
ど
に
あ
る
。
死
体
は
こ
こ
に
埋 

め
る
。(

二
区)



年

中

行

事

は

じ

め

に

倉
渕
村
は
吾
妻
郡
と
碓
永
郡
の
境
に
当
た
る
の
で
、
両
地
方
か
ら
の
交
流
が
風
習 

の
中
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
特
色
の
あ
る
行
事
に
触
れ
て
み
よ
う
。

正
月
に
は
神
様
が
衣
替
え
を
す
る
た
め
、
神
主
か
ら
十
七
体
も
の
多
数
の
幣
束
を 

作
っ
て
も
ら
い
丁
寧
に
祭
る
家
が
目
立
つ
。
年
男
が
若
水
を
汲
ん
で
わ
か
す
の
に
、
 

豆
木
を
燃
や
す
家
も
あ
り
縁
起
の
よ
い
も
の
を
選
ん
で
い
た
り
、
初
参
り
に
ゥ
ブ
ス 

ナ
様
へ
オ
サ
ン
銭
の
ほ
か
に
お
散
米
を
ま
く
よ
う
な
古
風
も
残
っ
て
い
る
。

六

日

年(

正
月
六
日)

に
掃
除
を
し
な
い
、
掃
き
出
さ
な
い
な
ど
と
慎
し
ん
で
い 

る
例
も
見
ら
れ
る
。"

山
の
神
を
十
二
様
と
呼
ん
で
幣
束
を
神
棚
に
上
げ
て
お
く
家
が
多
い
の
は
、
山
村 

の
た
め
に
山
仕
事
が
多
く
て
、
山
神
を
信
仰
し
十
二
講
が
盛
ん
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ 

う
〇小

正
月
の 

ハ 

ナ
な
ど
を
作
っ
た
ヌ
リ
デ
ン
ボ
ウ
の
残
り
を
束
ね
て
タ
ワ
ラ
木
と
し 

て
カ
マ
神
に
供
え
て
置
き
、
田
植
え
の
時
に
赤
飯
を
ふ
か
す
燃
し
木
に
し
て
い
た
り
、
 

ハ
ラ
ミ
バ
シ
で
こ
の
赤
飯
を
食
べ
た
り
し
た
。
ま
た
、
作
っ
た
ワ
キ
ザ
シ
を
あ
と
で 

み
そ
を
か
く
時
に
使
っ
た
り
、
鎌
の
柄
に
し
て
蛇
除
け
を
願
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ 

り
、
特
殊
の
呪
物
と
し
て
霊
力
を
信
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

マ 

ユ
玉
飾
り
の
時
に
鷺
ノ
宮
と
い
う
細
長
い
餅
の
切
れ
を
、

マ 

ユ
玉
木
の
枝
か
ら 

枝
に
渡
し
て
蛇
神
を
表
わ
し
、
鼠
除
け
を
祈
っ
て
い
る
。
安
中
市
東
横
野
の
鷺
ノ
官 

を
祭
る
も
の
か
。
十
日
夜
に
水
沼
中
尾
で
サ
ワ
餅
と
い
う
細
長
い
餅
を
天
狗
様
に
供 

え
る
例
と
対
照
的
で
興
味
深
い
。

道
祖
神
の
夜
、
ト

モ

コ(

同
年
令
集
団)

の
者
が
新
築
祝
い
を
し
て
く
れ
た
り
、

新
婚
者
の
水
祝
い
を
し
て
や
っ
た
り
す
る
例
は
、
よ
そ
に
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
風
習 

で
あ
る
。
水
祝
い
に
つ
い
て
は
松
井
田
町
坂
本
地
区
で
も
報
告
さ
れ
、
道
祖
神
に
才 

キ
ン
マ
ラ
を
奉
納
す
る
西
上
州
に
残
っ
て
い
た
奇
習
と
い
え
よ
う
。
道
陸
神
焼
の
火 

中
に
道
祖
神
の
石
像
を
投
げ
こ
む
た
め
、
崩
れ
た
の
で
亀
沢
で
は
大
正
十
三
年
に
新 

造
し
て
い
る
が
、
反
対
に
隣
り
の
熊
久
保
に
は
県
内
最
古
の
在
銘
と
い
う
寛
永
二
年 

の
双
体
道
祖
神
が
残
っ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

エ
ビ
ス•

大
黒
を
祭
る
所
が
神
棚
の
下
の
仏
壇
よ
り
さ
ら
に
一
段
下
の
戸
棚
の
中 

に
作
り
付
け
に
な
っ
て
い
る
家
が
見
ら
れ
る
。

エ
ビ
ス
様
は
ふ
つ
う
の
神
棚
よ
り
一 

段
下
に
祭
る
が
、
こ
ん
な
に
徹
底
し
て
い
る
の
は
珍
し
い
。

四
月
八
日
に
虫
除
け
の
呪
文
を
書
い
た
札
を
逆
さ
に
し
て
戸
口
に
貼
る
の
は
、
藤 

岡
市
上
日
野
で
も
見
ら
れ
、
新
禱
師
が
広
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
月
五
日
の
節
供
に
山
祭
り
を
し
て
榛
名
湖
畔
に
遊
ぶ
風
習
は
、
旧
四
月
八
日
の 

山
祭
り
の
名
残
り
か
ら
今
風
の
山
開
き
に
つ
な
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

秋
十
月
の
神
無
月
に
神
様
が
出
雲
へ
集
ま
る
時
、
こ
こ
の
留
守
居
神
は
金
比
羅
様 

に
な
っ
て
い
て
、
長

虫
(

蛇)

の
た
め
一
足
遅
れ
た
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
北 

毛
で
は
諏
訪
様
が
蛇
体
の
た
め
遅
れ
て
留
守
居
神
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
の
と
よ
く 

似
て
い
る
。

十
日
夜
の
供
え
餅
を
サ
ィ
ノ
メ
に
切
っ
て
ツ
ト
ッ
コ
に
入
れ
て
十
二
様(

山
の
神) 

な
ど
に
供
え
た
り
、
サ
ワ
餅
と
い
う
一
寸
巾
で
二
、
三
尺
の
長
さ
の
餅
を
天
狗
様
に 

供
え
た
り
す
る
例(

水
沼
中
尾)

は
、
十
日
夜
が
山
の
神
祭
り
だ
っ
た
こ
と
を
表
わ 

し
て
い
る
。

ま
た
、
田
の
カ
エ
ル
と
畑
の
カ
エ
ル
に
そ
れ
ぞ
れ
米
の
餅
と
粟
の
餅
を
供
え
た
と 

い
う
が
水
沼
の
例
も
収
穫
感
謝
の
祭
で
あ
っ
て
、
田
や
畑
の
神
も
こ
の
日
に
祭
ら
れ 

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
十
日
夜
が
田
の
神(

カ
エ
ル)

と

山

の

神(

天
狗)



と
両
方
を
祭
る
日
だ
っ
た
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
。

十
二
月
十
五
日
の
屋
敷
祭
り
に
オ
シ
リ
ョ
ウ
様
に
米
の
粉
を
こ
ね
た
オ
シ
ト
ギ
を 

供
え
る(

岩
永)

家
が
あ
る
。
オ
シ
リ
ョ
ウ
様
に
つ
い
て
は
倉
渕
村
だ
け
の
例
が
報 

告
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
も
っ
と
広
が
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
り
つ
つ
あ 

る
。
藤
岡
市̂

K
塚
小
林
家
で
墓
の
入
り
口
に
シ
ロ
ウ
様
と
い
う
自
然
石
を
屋
敷
祭 

り
の
日
に
祭
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、
今
後
の
分
布
調
査
が
期
待
さ
れ
る
。

十
二
月
二
十
七
日
を
ヨ
ゴ
レ
年
と
い
い
、
女
と
馬
の
年
取
リ
と
も
い
っ
て
、
ス
ス 

ハ
キ
を
し
た
リ
、
お
松
迎
エ
を
し
た
リ
し
て
、
正
月
の
準
備
を
す
る
大
事
な
日
と
な
っ 

て
い
る
の
は
、
実
際
的
な
行
事
で
あ
る
。
ふ
つ
う
十
三
日
が
ス
ス
ハ
キ
の
日
と
さ
れ 

る
の
は
、
今
で
は
早
過
ぎ
よ
う
。

大
晦
日
に
主
人
が
便
所
で
年
取
リ
を
し
た
と
い
う
家
例(

二
区)

も
あ
っ
た
が
、
 

実
態
を
知
リ
た
い
。

な
お
、
各
項
の
記
述
は
奥
の
方
の
部
落
か
ら
低
い
方
へ
と
並
べ
て
、
行
事
の
変
化 

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
考
慮
し
た
。(

関
口
正
巳)

一
 

月

元 

日

年
神 

卯
の
日
卯
の
刻
に
正
月
様
は
あ
が
る
と
い
い
、
早
く
上
が
る
年
は
陽
気
が 

よ
い
と
い
う
。(

亀
沢)

正
月
前
に
年
神
様
の
、
お
札
を
注
文
し
て
、
榛
名
神
社
の
世
話
人
が
伊
勢
か
ら
受 

け
て
そ
ろ
え
て
お
き
、
部
落
の
代
表
が
迎
え
て
き
て
各
家
々
に
配
っ
た
。
現
在
は
天 

理
教
の
人
が
持
っ
て
き
て
く
れ
る
。(

亀
沢)

正
月
に
神
様
の
衣
替
え
を
す
る
た
め
、
新
し
い
お
札
を
萩
生
の
神
主
に
頼
ん
で 

切
っ
て
も
ら
う
。
正
月
様
、
十
二
様
な
ど
全
部
で
十
七
体
作
っ
て
も
ら
い
、

一
括
し 

て
も
ら
う
。
古
い
お
札
は
燃
す
。(

陣
田)

年
神
様
は
普
段
の
神
棚
に
お
迎
え
す
る
。
特
別
に
は
作
ら
な
い
。(

六
区)

正
月
様(

年
神
様)

は
榛
名
山
か
ら
十
二
月
十
五
日
く
る
。
古
く
は
二
十
日
過
ぎ 

だ
っ
た
。
神
社
の
世
話
人
が
各
戸
へ
は
配
る
。
こ
の
と
き
皇
太
神
官
、
歳
神
様
、
お 

抜
い
の
二
通
り
が
配
ら
れ
る
。(

下
郷)

年
神
棚 

新
し
い
枝
を
吊
る
家
も
あ
る
。(

陣
田)

正
月
棚
は
新
し
い
板
で
つ
く
り
、
吉
方
に
向
け
て
吊
す
。(

下
郷)

正
月
棚
は
杉
材
の
オ
タ
ナ
が
あ
り
毎
年
同
じ
も
の
を
使
い
、
座
敷
の
正
面
に
向
け 

吊
す
。
ア
キ
ノ
カ
タ
と
か
方
角
に
つ
い
て
は
言
わ
な
い
。

オ
タ
ナ
の
前
に
新
し
い
竹
で
カ
ケ
モ
ン
ザ
オ
を
渡
し
て
コ
ブ
、
ス
ル
メ
、
イ
カ
、
 

カ
チ
グ
り
、
イ
ワ
シ
、
ホ
シ
柿
、
フ
キ
、
ダ
イ
ダ
イ
、
シ
オ
ビ
キ
、
ク
り
と
マ
り
な 

ど
緣
起
の
ょ
い
も
の
を
さ
げ
た
。
ク
り
と
マ
り
は
ク
り
マ
リ(

身
上
マ
ワ
シ)

が
ょ 

く
な
る
様
に
と
の
意
味
で
あ
る
。

オ
タ
ナ
に
年
神
様
の
掛
軸
や
お
札
、
お
供
ぇ
を
あ
げ
た
。
お
札
は
伊
勢
神
社
丄
高 

崎
の
八
幡
神
社i

浅
間
神
社
を
経
て
各
家
庭
に
配
ら
れ
る
。(

岩
氷)

正
月
棚
は
每
年
、
板
を
あ
た
ら
し
く
買
っ
て
き
て
か
ざ
っ
た
。
棚
は
尺
巾
で
、
長 

さ
に
六
尺
ぐ
ら
い
。

正
月
棚
は
、
お
も
て
ざ
し
き
の
神
棚
の
と
な
り
に
か
ざ
る
。
正
月
棚
は
、
神
棚
と 

か
ぎ
の
手
に
、
東
向
き
に
か
ざ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

む
か
し
は
、
神
様
の
前
に
は
、
お
か
お
か
く
し
と
い
う
、
お
し
め
を
は
っ
た
。

正
月
棚
へ
は
、
ご
ち
そ
う
に
正
月
二
十
日
ま
で
あ
げ
た
。
お
棚
は
、

一
月
二
十
日 

に
こ
わ
し
た
。(

水
沼)

正
月
飾
コ
ジ
ッ
コ
メ 

大
小
あ
り
、
外
は
小
。

七
五
三 

臼
、
風
呂
桶
、
手
桶
な
ど
に
ま
く
。

オ
カ
オ
ガ
ク
シ 

太
神
宮
様
、
二
方
荒
神
な
ど
に
ま
く
。

宝
珠
の
玉 

玄
闖

大
オ
カ
ザ
り 

座
敷
。(

下
郷)

お
飾
り
は
年
神
棚
の
前
の
竿
に
、
ミ
カ
ン•

イ
ワ
シ•

ス
ル
メ.

コ
ン
ブ•

力 

キ
•

ア
サ•
手
ぬ
ぐ
い•

マ 

ユ
な
ど
七
種
の
物
を
吊
る
す
。

マ 

ユ
は
養
蚕
の
あ
と
、
 

七
俱
く
ら
い
を
ひ
ろ
っ
て
神
棚
の
前
に
下
げ
て
置
く
。(

亀
沢)



し
ん
じ
ん
棚(

神
棚)

の
前
に
ニ
メ
—
ト
ル
く
ら
い
の
竹
を
か
け
て
棚
を
つ
く
り
、
 

松
を
飾
り
、
シ
メ
を
張
る
。
み
か
ん
、
だ
い
だ
い
、
こ
ぶ
、
い
わ
し
な
ど
を
横
に
つ 

る
し
た
竹
に
さ
げ
る
。
日
清
、
日
露
戦
争
の
頃
は
、
粟
は
勝
ち
粟
だ
な
ど
と
い
っ
て 

つ
る
し
た
り
、
縁
起
も
の
で
ク
ル
ク
ル
ま
わ
る
か
ら
と
い
っ
て
お
っ
つ
る
べ
て
進
ぜ 

る
。(

川
浦)

供
え
物
は
供
え
餅
を
神
棚.

エ
ビ
ス
大
黒•

仏
壇
に
別
々
に
供
え
る
。(

亀
沢) 

年
男 

家
の
若
い
男
で
、
賄
い
の
で
き
る
者
が
な
り
、
三
が
日
ま
で
は
、
供
え
物 

や
お
雑
煮
を
作
る
。
御
膳
の
ま
か
な
い
を
し
て
朝
食
が
食
べ
ら
れ
る
ょ
う
に
し
て
、
 

重
箱
に
入
れ
て
神
棚•

稲
荷
様•
門
松
な
ど
の
松
の
枝
に
進
ぜ
て
回
る
。
朝
晩
供
え 

る
。
そ
の
あ
と
で
雑
煮
を
食
べ
る
。(

亀
沢)

年
男
は
長
男
が
十
五
才
に
な
る
と
長
男
に
や
ら
せ
る
。
そ
れ
ま
で
は
主
人
が
す
る
。
 

三
力
日
は
年
男
が
い
っ
さ
い
や
っ
て
女
衆
に
は
手
を
出
さ
せ
な
い
こ
と
が
原
則
で
あ 

る
が
、
仲
々
そ
う
も
い
か
ず
女
衆
に
や
っ
て
も
ら
う
。

新
し
い
手
桶
で
井
戸
か
川
か
ら
若
水
を
汲
み
、
座
敷
の
ィ
ロ
り
で
豆
木
で
火
を
燃 

し
て
湯
を
沸
し
神
棚
に
お
茶
を
進
ぜ
る
。
こ
れ
は
年
男
が
必
ず
や
る
。(

岩
永)

ト
シ
オ
ト
コ
と
言
い
、
男
衆
が
早
起
き
し
て
神
棚
に
供
え
物
を
進
ぜ
る
。
お
そ
く 

も
三
時
に
は
起
き
て
朝
湯
を
わ
か
す
。
フ
ン
ド
シ
か
ら
全
部
新
し
い
も
の
に
着
替
え 

て
お
灯
明
や
お
神
酒
な
ど
上
げ
る(

七
ツ
石)

馬
小
屋
、
屋
敷
神
様
、
お
稲
荷
様
、
物
置
、
便
所
な
ど
外
か
ら
供
え
物
を
上
げ
て 

家
の
中
の
神
棚
に̂t

る
。(

築
地)

う
ち
の
惣
領
が
年
男
を
つ
と
め
た
。

十
二
月
三
十
一
日
の
夕
方
、
マ
メ
ガ
ラ
を
用
意
し
て
、
元
旦
の
朝
、
そ
れ
を
つ
か
っ 

て
お
湯
を
わ
か
し
た
り
ぞ
う
に
を
に
た
り
し
た
。
こ
れ
は
、
ま
め
に
な
る
ょ
う
に
と 

い
う
意
味
で
あ
っ
た
。

元
旦
の
朝
に
は
、
井
戸
か
ら
水
を
汲
ん
で
き
て(

若
水
と
い
う)

、
こ
れ
で
顔
を
洗
っ 

た
り
、
お
湯
を
わ
か
り
た
り
、
雑
煮
を
に
た
り
し
た
。

三
が
日
の
に
た
き
は
み
な
年
男
が
し
た
。(

水
沼)

年
男
は
各
家
の
主
人
が
な
る
。
大
晦
日
の
晩
か
ら
用
意
し
て
お
い
て
、
朝
一
番
早

X
X

起
き
て
コ
ッ
プ
ー
杯
の
若
水
を
汲
み
正
月
様
を
祀
る
。
三
ケ
日
の
食
事
は
、
女
の 

手
を
借
り
ず
に
年
男
が
す
る
。
ご
み
の
類
は
一
か
所
に
ま
と
め
て
お
き
、
四
日
の
朝 

掃
き
出
す
。(

二
区)

年
男
は
主
人
が
な
る
。
朝
火
打
石
で
火
を
つ
け
た
昔
は
年
男
が
食
事
も
三
が
日
は 

つ
く
っ
た
。
こ
の
と
き
朝
の
火
は
豆
が
ら
で
た
き
つ
け
た
。(

下
郷)

年
男
は
若
水
を
く
み
、
豆
の
木
で
火
を
つ
け
、
お
茶
を
わ
か
す
。
ま
た
門
松
な
ど 

に
餅
を
し
ん
ぜ
る
。

三
箇
日
は
女
が
開
放
さ
れ
る
。(

六
区)

若
水 

年
男
が
汲
ん
で
、
お
茶
を
い
れ
て
供
ぇ
る
。(

亀
沢)

朝
湯
元
日
の
朝
今
は
夜
が
明
け
る
明
け
な
い
ぅ
ち
に
早
く
起
き
て
風
呂
を
た
て
、
 

年
男
が
先
に
入
る
。
そ
れ
か
ら
家
の
男
衆
が
入
っ
て
、
女
衆
が
後
か
ら
入
る
。
入
浴 

後
、
朝
食
を
そ
ろ
っ
て
食
べ
る
。
風
呂
に
近
所
の
人
を
呼
び
っ
こ
は
し
な
い
。(

亀
沢) 

朝
湯
は
下
ク
ル
ワ
の
鉱
泉
の
湯
を
汲
ん
で
き
て
何
軒
か
で
入
り
っ
こ
し
た
。(

岩 

氷)
朝
湯
は
年
男
か
ら
順
に
入
り
、
女
性
は
男
の
子
供
ょ
り
後
に
入
っ
た
。(

下
郷) 

初
参
り 

元
日
の
朝
、
榛
名
神
社
へ
参
拝
に
行
き
帰
り
に
東
禅
寺
へ
寄
っ
て
来
る
。
 

お
サ
ン
銭
や
お
散
米
を
持
っ
て
行
く
。
寺
へ
は
年
始
を
持
っ
て
行
く
。
最
近
は
除
夜 

の
鐘
と
同
時
に
参
拝
す
る
者
も
い
る
。(

亀
沢)

除
夜
の
鐘
が
な
る
と
同
時
に
、、っ
ま
れ
お
ぶ
ろ
な
さ
ま
へ
一
番
ま
い
り
に
行
っ
た
。
 

お
ま
い
り
に
行
く
と
き
に
は
、
風
呂
に
入
っ
て
体
を
清
め
、
い
い
仕
度
を
し
て
行
っ 

た
。
お
さ
ご
と
お
さ
い
せ
ん
を
あ
げ
て
、
新
年
の
無f

 
祈
っ
た
。(

水
沼)

年
始
回
り 

元
日
に
神
社
へ
参
拝
す
る
前
に
村
内
を
回
っ
て
年
始
を
し
た
。
隣
り 

か
ら
始
め
て
各
戸
を
挨
拶
し
て
回
る
。
男
衆
だ
け
が
回
っ
た
。(

亀
沢)

年
始
参
り
は
浅
間
神
社
へ
お
参
り
し
て
か
ら
岩
氷
内
全
戸
を
ま
わ
っ
た
。
ケ
ー
ヤ 

ク
に
出
ら
れ
る
男
衆
は
全
部
出
た
。
刀
を
差
し
て
歩
い
た
。

前
年
に
死
人
の
あ
っ
た
家
は
門
松
を
立
て
て
お
ら
ず
、
そ
こ
へ
は
行
か
な
い
。(

岩 

氷)
新
年
会 

元
旦
に
は
、
男
衆
が
一
戸
一
人
ず
つ
、
明
け
六
つ
の
鐘
を
合
図
に
お
寺



(

全
透
院)

へ
往
き
、
帰
り
に
は
浅
間
神
社
に
お
参
り
し
た
。
む
ら
で
ま
と
め
て
区 

長
が
御
年
始
と
し
て
、
神
社
に
は
お
寒
銭
を
あ
げ
る
。
ま
た
、
そ
の
あ
と
公
会
堂
で 

新
年
会
を
す
る
。(

川
浦)

年
始
ま
わ
り(

元
旦)

を
現
在
は
省
略
し
て
、

所
に
あ
つ
ま
っ
て
、
新
年
の 

あ
い
さ
つ
を
か
わ
し
て
い
る
。
む
か
し
は
、
十
五
才
以
上
の
男
子
は
、
む
ら(

曲
輪
、
 

三
十
戸)

中
を
、

一
戸
一
戸
年
始
ま
わ
り
を
し
た
。
う
ち
の
も
の
の
う
ち
一
人(

そ 

の
、っ
ち
の
主
人)

が
、
お
寺
へ
新
年
の
あ
い
さ
つ
に
行
っ
た
。(

水
沼)

年
始
は
元
日
に
一
戸
一
名
お
昼
を
食
べ
て
か
ら
上
ノ
谷
戸
に
集
り
、
神
社
と
寺
へ 

も
い
っ
た
。
昔
は
每
戸
廻
り
歩
い
た
。
寺
へ
は
二
日
に
い
く
部
落
も
あ
る
。(

下
郷) 

家
例 

上
野
に
い
た
原
田
元
吉
氏
の
家
は
主
婦
だ
け
が
三
が
日
に
ゾ
ウ
ニ
を
食
べ 

ら
れ
な
い
。
主
人
等
は
ゾ
ウ
ニ
を
食
べ
て
主
婦
だ
け
ソ
バ
を
う
っ
て
食
べ
た
。
朝
食 

の
み
で
あ
る
。

強
盗
に
三
回
入
ら
れ
て
か
ら
そ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
。(

岩
氷)

安
*
-

原
市
の
柏
屋
は
、
主
人
が
便
所
で
三
が
日
の
朝
食
を
食
べ
た
。
昔
先
祖
が 

便
所
へ
逃
げ
込
ん
で
助
か
っ
た
か
ら
と
い
う
。(

下
郷)

初
正
月
子
の
初
正
月
に
は
親
元
か
ら
掛
軸
を
持
っ
て
行
く
。
男
の
子
な
ら
男
の 

絵
、
女
の
子
な
ら
女
の
絵
を
描
い
た
も
の
で
、
名
称
は
な
い
。
羽
子
板
の
こ
と
も
あ 

る
。(

陳
田)

初
絵
売
り
元
日
の
朝
ゲ
に
売
り
に
来
た
〇(

亀
沢)

二 

日

仕
事
始
め 

山
へ
行
き
、
ナ
タ
で
マ
ユ
玉
木
を
伐
っ
て
来
る
。(

亀
沢)

仕
事
は
じ
め
で
、
こ
の
日
は
わ
ざ
っ
と(

少
し)

で
も
仕
事
を
し
た
。
山
仕
事
を 

す
る
人
は
山
へ
行
っ
て
、
野
良
仕
事
を
す
る
人
は
野
良
へ
出
て
、
お
も
い
お
も
い
の 

仕
事
を
は
じ
め
た
。(

水
沼)

山
入
り 

十
二
様
へ
お
参
り
を
し
お
供
え
を
進
ぜ
た
。
帰
り
に
マ
ィ
ダ
マ
木
に
す 

る
山
桑
や
作
り
も
の
に
使
う
ヌ
ル
デ
ン
ボ
ウ
を
切
っ
て
く
る
。(

岩
氷)

正
月
の
二
日
は
山
入
り
と
い
い
、
山
の
仕
事
の
始
め
の
日
で
、
山
仕
事
を
し
て
も

し
な
く
て
も
、
神
棚
に
進
ぜ
た
お
供
え
を
一
つ
持
っ
て
ま
ゆ
玉
木(

ヤ
マ
ッ
カ
、
ヤ 

マ
ッ
ク
ワ)

を
切
り
に
行
く
。
山
に
着
い
た
ら
、
お
供
え
は
木
の
か
ぶ
つ
の
上
に
紙 

を
し
い
て
そ
の
上
に
置
く
。
年
に
ょ
っ
て
方
角
の
良
い
山
に
行
く
。(

川
浦)

初
山
入
り
は
一
月
二
日
に
す
る
。
こ
と
は
じ
め
、
山
は
じ
め
と
も
い
う
。
半
紙
を 

持
っ
て
い
き
、
半
分
に
切
る
。

一
方
で
オ
ン
ベ
ロ 
(

御
幣)

を
作
り
、
も
う
一
方
に 

は
、
供
え
物
を
の
せ
る
。
供
え
物
は
、
オ
サ
ゴ
、
ゴ
マ
メ 
(

煮
干
し)

二
つ
、

一
つ 

の
餅
を
二
つ
に
切
っ
た
も
の
で
あ
る
。
オ
ン
ベ
ロ
の
下
に
供
え
物
を
し
た
後
、
「
今
年 

一
年
無
事
に
山
仕
事
を
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
。
」
と
祈
る
。
供
え
物
は
幾
日
も
た
た
な 

い
の
に
無
く
な
る
。

今
年
は
こ
の
山
で
仕
事
を
す
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
山
に
山
の
神
の
祠
が
あ
れ
ば 

そ
こ
で
や
り
、
無
い
場
合
に
は
、
適
当
な
木
に
オ
ン
ベ
ロ
を
結
わ
え
て
や
れ
ば
ょ
い
。
 

三
日
な
不
浄
と
い
っ
て
、
む
し
ろ
き
り
も
な
く
い
い
日
で
あ
る
が
、
年
の
始
め
で 

あ
る
か
ら
山
仕
事
は
し
な
い
。

四
日
は
お
寺
の
御
年
始
だ
か
ら
や
ら
な
い
。

五
日
か
ら
山
仕
事
を
し
た
が
、
本
格
的
に
は
八
日
か
ら
で
あ
る
。(

六
区) 

山
入
り
で
仕
事
始
め
に
山
へ
行
っ
て
少
し
働
い
て
く
る(

カ
ジ
ャ)

む
か
し
十
四
軒
あ
っ
た
が
、
山
仕
事
を
し
な
い
家
は
三
軒
位
だ
っ
た(

七
ツ
石) 

山
入
り
の
お
し
め
を
つ
く
っ
て
お
い
て
、
こ
の
日
、
も
ち
、
お
さ
ご
、
お
た
る
に 

入
れ
た
神
酒
、
尾
頭
付
の
さ
か
な(

も
ち
と
お
さ
ご
を
も
っ
て
い
く
の
が
ふ
つ
う) 

を
も
っ
て
、
山
へ
行
く
、
十
二
様
を
ま
つ
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
へ
、
お
し
め
を
は
っ
て 

そ
こ
へ
も
ち
な
ど
を
お
そ
な
え
し
た
。
そ
の
年
の
恵
方
に
む
か
っ
て
お
ま
つ
り
を
す 

る
。
山
入
り
の
行
事
を
す
る
の
に
、
そ
の
家
の
主
人
で
、
こ
の
と
き
、
小
正
月
の
マ 

ユ
ダ
マ
木
を
切
っ
て
き
た
。(

水
沼)

二
日
は
山
始
め
、
小
正
月
の
山
桑
を
き
り
に
い
く
。
仕
事
始
め
と
も
い
う
。
こ
の 

日
初
買
い
に
高
崎
ま
で
い
っ
た
人
も
い
る
。
材
木
や
炭
は
旗
を
立
て
て
下
っ
て
い
っ 

た
。
こ
の
と
き
は
馬
に
も
飾
り
つ
け
を
し
た
。(

下
郷)

書
初
め 

二
日
に
す
る
わ
け
だ
け
ど
、
親
類
中
に
配
る
の
で
暮
か
ら
正
月
に
か
け 

て
沢
山
書
い
た
。
持
っ
て
行
く
と
ミ
カ
ン
や
小
遣
い
を
く
れ
た
。
行
く
と
座
敷
一
杯



に
な
る
程
来
て
い
た
。(

岩
氷)

謡
い
初
め
一
月
二
日
は
、
祝
い
事
の
あ
っ
た
家
を
宿
と
し
て
謡
い
を
し
た
。
こ 

の
日
は
流
行
歌
な
ど
唄
う
と
お
こ
ら
れ
た
。
御
祝
儀
の
と
き
若
衆
で
謡
い
に
出
ら
れ 

る
人
は
二
親
揃
っ
て
い
る
家
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
た
。(

相
吉)

三 

日

縁
起 

三
が
日
の
う
ち
に
ト
ロ 

ロ
を
食
べ
な
い
と
ハ 

ラ
ワ
タ
が
く
さ
る
と
い
う
。

(

亀
沢)

元
日
か
ら
さ
ん
が
に
ち
に
か
け
て
は
、
女
衆
は
神
様
に
あ
げ
る
供
え
物
に
は
手
を 

つ
け
な
い
で
、
年
男
と
い
っ
て
男
衆
が
朝
い
ち
ば
ん
に
早
く
起
き
て
、
若
水
汲
み
か 

ら
ご
飯
の
仕
度
、
お
正
月
様
へ
の
供
え
物
の
あ
げ
お
ろ
し
ま
で
、
い
っ
さ
い
を
手
際 

よ
く
さ
ば
く
。
す
っ
か
り
用
意
の
出
来
た
こ
ろ
、
女
衆
が
呼
ば
れ
る
。
さ
ん
が
に
ち 

の
食
べ
物
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
家
例
は
な
く
、
ど
の
家
も
お
雑
煮
に
決
っ
て
い
る 

よ
う
だ
。
と
そ
な
ん
ぞ
は
、
昔
は
普
通
の
家
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
か
た
い
家
で 

は
、
さ
ん
が
に
ち
は
決
し
て
座
敷
は
は
き
出
さ
な
か
っ
た
。
福
を
は
き
出
す
と
い
っ 

て
き
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
三
日
の
間
に
男
衆
は
年
始
ま
わ
り
を
す
ま
せ
る
。
四
〜
五 

日
は
女
衆
の
年
始
ま
わ
り
の
日
で
あ
る
。(

川
浦)

三
ガ
日
は
仏
壇
の
戸
は
閉
め
て
お
く
。
四
日
の
朝
開
け
る
。(

岩
氷)

正
月
三
日
は
山
仕
事
を
し
て
い
る
も
の
は
組
合
の
元
締
め
の
家
に
年
始
に
行
き
ご 

馳
走
に
な
る
。(

川
浦)

不
浄
日
だ
か
ら
よ
そ
へ
出
な
い
。(

カ
ジ
ャ)

三
箇
日
の
食
事 

朝
は
お
雑
煮
が
普
通
。
昼
、
夜
は
き
ま
っ
て
い
な
い
。
塚
越
一 

家
で
は
、
朝
が
ソ
バ
、
昼
が
餅
、
晩
が
御
飯
と
き
ま
っ
て
い
る
。

三
箇
日
の
食
事
の
内
一
回
は
ト
ロ 

ロ
を
食
べ
る
。
長
い
自
然
薯
を
暮
に
掘
っ
て
お 

く
。(

六
区)

四 

日

才
棚
探
シ 

神
棚
に
供
え
た
物
を
下
げ
て
煮
込
ん
で
、
神
様
に
供
え
る
。(

亀
沢)

四
日
は
お
棚
さ
が
し
で
、
神
棚
に
さ
ん
が
に
ち
あ
げ
た
お
餅
を
下
げ
て
、
雑
炊
に 

し
て
食
べ
た
。(

川
浦)

お
棚
餅
と
い
っ
て
、
の
し
た
餅
を
賽
の
目
に
切
っ
た
の
を
、
三
箇
日
神
棚
に
供
え 

る
。
餅
と
オ
ツ 

ユ
の
具
を
一
緒
に
し
て
三
力
間
供
え
る
と
お
山
に
な
る
。
そ
れ
を
さ 

げ
て
、
「
お
棚
さ
が
し
」
の
オ
ジ
ャ
に
し
て
食
べ
る
と
と
て
も
う
ま
い
。(

六
区) 

正
月
四
日
は
お
棚
さ
が
し
で
あ
る
。
三
力
日
の
間
正
月
様
に
供
え
た
も
の
を
さ
げ 

て
、
お
じ
や
に
し
て
食
べ
る
。
お
寺
の
坊
主
が
年
始
ま
わ
り
に
来
る
の
を
、
主
人
か 

家
で
待
ち
受
け
る
。(

二
区)

寺
の
年
始
寺
か
ら
坊
さ
ん
が
お
供
を
連
れ
て
年
始
回
り
に
来
る
。
お
供
が
各
戸 

を
回
っ
て
お
札
を
置
い
て
行
き
、
坊
さ
ん
は
通
っ
て
行
く
だ
け
で
あ
る
。(

亀
沢) 

「全
透
院
御
年
始
」
と
住
職
が
小
僧
を
連
れ
て
年
始
ま
わ
り
を
し
た
。
「
お
寺
さ
ん 

が
来
る
か
ら
緣
側
に
ご
ざ
を
敷
い
て
お
け
」
と
言
わ
れ
丁
重
に
年
始
を
受
け
た
。
 

今
は
車
で
来
て
壇
徒
総
代
の
家
に
行
く
だ
け
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
。(

岩
氷) 

東
#
!

寺
の
御
年
始
。(

六
区)

寺
の
年
始
は
一
月
の
四
日
と
き
ま
っ
て
い
る
。
和
尚
さ
ん
が
毎
戸
ま
わ
っ
た
。
お 

札
を
も
っ
て
「
蓮
華
院
ご
年
頭
」
と
い
っ
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
は
、
縁
側
に 

ご
ざ
を
し
い
て
ま
っ
て
い
た
。

な
お
、

一
月
四
日
に
は
、
「坊
さ
ん
に
お
そ
な
え
の
顔
を
見
せ
る
な
」
と
い
っ
て
、
 

坊
さ
ん
の
く
る
前
に
朝
げ(

朝
の
う
ち)

に
お
茶
な
ど
を
正
月
棚
に
し
ん
ぜ
て
、
お 

そ
な
え
も
ち
は
さ
げ
て
し
ま
っ
た
。(

水
沼)

寺
の
年
始
で
、
寺
う
け
は
緣
側
で
し
た
。
こ
の
と
き
新
調
の
ご
ざ
を
敷
い
て
札
う 

け
を
す
る
。
寺
か
ら
は
シ
ャ
モ
ジ
と
お
札
か
配
ら
れ
た
。(

下
郷)

嫁
婿
の
年
始 

四
日
に
嫁
婿
の
夫
婦
が
揃
っ
て
親
も
と
へ
膳
の
餅(

四
角
の
大
判) 

三
枚
持
っ
て
年
始
に
来
る
。
結
婚
後
、
五
—
七
年
ぐ
ら
い
ま
で
の
者
が
来
る
が
、
親 

が
な
く
な
る
と
、
膳
の
餅
は
持
っ
て
来
な
い
。
ま
た
、
一
見
を
し
て
い
な
い
場
合
は
、
 

組
内
を
回
る
。(

亀
沢)

正
月
四
日
は
嫁•

婿
の
ご
年
始
の
日
、
膳
餅
を
持
っ
て
実
家
へ
お
客
に
い
く
。
近 

所
へ
は
振
舞
わ
な
い
。(

陳
田)



嫁
の
お
客
に
行
く
日
。
夫
婦
揃
っ
て
、
ゼ
ン
の
餅(

四
角
の
餅)

を
三
枚
お
土
産 

と
し
て
持
っ
て
行
く
。(

六
区)

正
月
三
ガ
日
の
あ
い
だ
は
、
朝
•

昼•

晚
に
正
月
棚
に
あ
げ
た
も
の
を
さ
げ
ず
に 

お
い
た
。
そ
れ
を
、
四
日
の
朝
、
坊
さ
ん
が
ご
年
始
に
く
る
前
に
さ
げ
て
、
な
べ
で 

煮
て
食
べ
た
。(

水
沼)

四
日
は
年
始
回
り
。
揃
っ
て
村
中
を
回
る
。
四
角
な
「
ゼ
ン
の
モ
チ
」
三
枚
と
「
サ 

ケ
の
切
り
身
二
き
れ
」
を
持
っ
て
夫
婦
で
嫁
の
里
方
へ
い
く
。(

七
ツ
石)

こ
の
日
、
嫁
は
も
ち(

四
角
の
も
ち)

を
三
枚
、
水
引
き
で
ゆ
わ
え
て
、
里
へ
も
っ 

て
行
っ
た
。
三
枚
の
も
ち
の
う
ち
、
真
中
に
入
れ
た
の
は
ア
ワ
の
も
ち
で
あ
っ
た
。
 

里
が
え
り
し
た
嫁
は
、
六
日
ま
で
に
は
帰
っ
て
く
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
た
。(

水
沼) 

四
日
は
お
棚
さ
が
し
、
嫁
の
年
始
と
も
い
う
。
朝
元
日
か
ら
三
日
ま
で
お
供
え
し 

た
も
の
を
下
げ
て
雑
水
を
作
っ
て
食
べ
た
。
嫁
は
四
角
の
餅
を
三
枚
紙
に
包
み
、
松 

の
葉
と
書
い
た
袋
に
金
を
入
れ
て
土
産
に
持
参
し
、
六
日
の
夕
方
ま
で
里
に
帰
れ
た
。
 

(

下
郷)

五 

日

セ
リ
ツ
ミ 

「
七
草
ゾ
ー
セ
ー
」
の
セ
り
を
と
っ
て
く
る
。

一
夜
ゼ
り
は
い
け
な 

い
、
と
い
う
か
ら(

七
ツ
石)

七
種
ガ
ユ
の
セ
り
を
と
る
日
で
あ
る
。
六
日
に
と
る
の
は
、

一
夜
ゼ
り
と
い
っ
て 

い
や
が
る
。(

六
区)

六 

日

六
日
年 

六
日
は
七
草
の
前
の
晚
で
、
ご
ち
そ
う
を
食
べ
る
。

い
わ
れ
は
不
明
。

(

亀
沢)

元
日
は
秘
除
を
し
な
い
。
は
き
出
す
こ
と
は
し
な
い
。
「
は
っ
こ
め
、
は
っ
こ
め
、
 

こ
が
ね
も
こ
つ
ぶ
も
は
っ
こ
め
、
は
っ
こ
め
」
と
言
い
な
が
ら
松
の
枝
で
は
っ
こ
む
。
 

»

で
も
す
る
。(

岩
永)

こ
の
日
は
と
し
と
り
。
正
月
棚
に
ご
は
ん
を
あ
げ
る
だ
け
。

な
お
、
四
日
に
里
帰
り
し
た
嫁
は
、
六
日
ま
で
に
は
、
か
な
ら
ず
帰
っ
て
く
る
も 

の
と
さ
れ
た
。
「
ニ
カ
所
で
と
し
を
と
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
。(

水
沼)

正
月
六
日
は
、
年
と
り
で
あ
る
。
神
棚
に
御
神
酒
を
あ
げ
、
ご
ち
そ
う
を
作
っ
て 

食
べ
る
。(

ー
ー
区)

六
日
年
取
に
は
尾
頭
付
き
と
野
菜
汁
を
食
べ
る
。(

六
区)

ま
る
め
年
は
正
月
六
日
の
六
日
年
の
こ
と
。
こ
の
日
山
仕
事
も
は
じ
め
た
。
木
び 

き
な
ど
が
集
っ
て
こ
の
日
は
お
祝
い
し
た
。(

下
郷)

七 

日

七
草 

小
豆
粥
に
セ
リ•

コ
ン
ブ•

ニ
ン
ジ
ン.

ゴ
ボ
ウ•

ィ
カ
な
ど
を
入
れ
て 

七
草
が
ゆ
を
作
る
。
昔
は
神
棚
の
前
で
こ
れ
ら
の
物
を
た
た
い
た
り
、
唱
え
言
を
言
っ 

た
と
い
う
。(

亀
沢)

七
種
ガ
ユ
を
食
べ
る
。
具
が
七
種
類
。
セ
リ
、
ナ
ズ
ナ
、
大
根
、
人
参
、
切
昆
布
、
 

小
豆
、
餅
な
ど
で
七
種
類
に
な
れ
ば
よ
い
。

セ
リ
を
切
る
時
、
包
丁
や
金
火
箸
で
、
マ
ナ
板
を
た
た
き
な
が
ら
、
「
七
種
、
ナ
ズ 

ナ
、
唐
土
の
鳥
が
日
本
の
土
地
に
渡
ら
ぬ
先
に
、
は
し
た
た
け
。
」
と
く
り
か
え
し
と 

な
え
る
。

母
親
の
と
な
え
言
を
聞
い
て
「そ
ら
オ
シ
ヤ
ギ
リ(

離
す
こ
と)

が
は
じ
ま
っ
た 

ぞ
。
」
と
い
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。(

六
区)

七
草
ガ
ユ
に
使
う
春
の
七
草
は
揃
わ
な
い
。

コ
ブ•

米•

大

根•

小

豆.

セ
リ
な 

ど
七
色
入
れ
ば
い
い
。
セ
リ
は
必
ず
入
る
が
一
夜
ゼ
リ
は
よ
く
な
い
と
い
う
。
六
日 

に
と
っ
て
き
て
も
家
の
中
に
入
れ
ず
に
お
き
、
六
日
の
午
後
十
二
時
を
過
ぎ
れ
ば
家 

の
中
に
入
れ
る
。

マ
ナ
ィ
タ
の
上
で
包
丁
で
叩
き
な
が
ら
「
七
草
ナ
ズ
ナ
唐
土
の
鳥 

が
渡
ら
ぬ
先
に
ハ
シ
タ
タ
ケ
、

ハ
シ
タ
タ
ケ
」
と
歌
っ
。(

岩
氷)

七
草
が
ゆ
に
七
草
を
全
部
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
は
よ
ほ
ど
本
気
で
も
む
ず
か
し 

い
。
そ
れ
で
も
、
ち
ゃ
ん
と
す
る
家
で
は
い
く
ら
か
で
も
集
め
、
朝
早
く
か
ら
母
親 

が
台
所
で
、
「
七
草
な
ず
な
、
……

」
と
歌
い
な
が
ら
、
ほ
う
ち
よ
う
で
七
草
を
と
ん 

と
ん
と
き
ざ
む
音
で
子
ど
も
た
ち
は
目
が
さ
め
る
の
で
あ
る
。
七
草
が
ゆ
の
か
わ
り



に
、
あ
ず
き
が
ゆ
を
作
る
家
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
西
ケ
渕
の
原
田
東
一
郎
さ
ん
の 

家
で
は
、
元
日
か
ら
し
ん
じ
ん
棚
な
ど
に
供
え
る
木
鉢
と
は
別
の
器
に
、
あ
ず
き
か 

ゆ
を
入
れ
て
、
正
月
の
供
え
物
と
同
じ
よ
う
に
、
十
二
様(

十
二
の
神
様)

に
進
ぜ 

る
。(

川
浦)

七
草
に
は
門
松
を
さ
げ
て
七
草
が
ゆ
を
食
べ
る(

川
浦)

七
草
は
「
七
草
な
づ
な
な
に
た
た
く
、
唐
土
の
鳥
と
日
本
の
鳥
と
、
渡
ら
ぬ
う
ち 

に
は
し
た
た
け
」
と
言
い
な
が
ら
セ
リ
を
刻
む
。

正
月
の
神
棚
に
飾
っ
た
コ
ブ
、
ィ
カ
の
足
、
人
参
、
大
根
、
モ
チ
、
米
、
塩
、
な 

ど
で
七
い
ろ
に
な
る
。(

七
ツ
石)

野
菜
だ
け
七
い
ろ
入
れ
る
。(

概
屋)

七
色
の
草
を
入
れ
て
お
か
ゆ
を
つ
く
っ
た
。
お
か
ゆ
の
中
に
は
、
あ
ず
き
、
大
豆
、
 

米
な
ど
を
ふ
く
め
て
七
色
の
も
の
を
入
れ
た
。

お
か
ゆ
を
煮
る
前
に
、
セ
リ
を
包
丁
の
背
の
ほ
う
で
た
た
き
な
が
ら
、
「
七
草
ナ
ズ 

ナI
」
と
唱
え
ご
と
を
と
な
え
た
。(

水
沼)

七
草
が
ゆ
を
作
っ
て
食
べ
る
。
「
七
草
ナ
ズ
ナ
、
唐
土
の
鳥
と
日
本
の
土
地
に
渡
ら 

ぬ
さ
き
に
、
し
っ
た
た
け
し
っ
た
た
け
」
と
唱
え
な
が
ら
、
厄
丁
の
み
ね
の
方
で
、
 

せ
り
、
な
ず
な
等
七
種
類
の
草
を
た
た
く
。(

二
区)

朝

「
七
草
な
ず
な
…
…
」
の
歌
を
う
た
い
な
が
ら
七
草
が
ゆ
を
つ
く
っ
た
。
七
草 

と
い
っ
て
も
セ
リ
、
コ
ブ
、
ィ
カ
、
人
参
な
ど
で
七
種
に
な
れ
ば
よ
か
っ
た
。
こ
の 

日
外
飾
り
は
は
ず
す
。
ま
た
、
こ
の
日
か
ら
は
菜
類
を
食
べ
て
も
よ
い
と
い
う
。(

下 

郷)
七
日
は
小
林
山
の
縁
日
で
六
日
の
夜
か
ら
歩
い
て
い
っ
た
。
草
履
か
下
駄
を
は
い 

て
い
っ
た
。
室
田
、
上
山
、
里
見
、
板
鼻
を
ぬ
け
て
い
く
。

三
年
続
け
る
と
運
が
良
い
と
い
う
。(

六
区)

十

一

日

鍬
立
テ 

畑
に
鍬
を
持
っ
て
行
っ
て
、
松
を
立
て
供
え
餅
一
組(

二
個)

を
進
ぜ 

て
、
鍬
を
立
て
る
ま
ね
を
す
る
。
土
が
カ
ン
カ
ン
に
凍
っ
て
い
て
た
て
ら
れ
な
い
こ

と
が
多
い
。(

亀
沢)

鍬
入
れ
は
畑
に
オ
ン
ベ
ロ
を
立
て
て
お
供
え
を
進
ぜ
て
一
鍬
入
れ
る
だ
け
で
あ 

る
。
畑
が
凍
っ
て
い
て
切
れ
な
い
。(

岩
氷)

さ
く
た
て
に
は
は
た
け
へ
お
し
め
を
も
っ
て
い
っ
て
か
ざ
〇
、
そ
こ
へ
、
お
さ
ご
、
 

大
豆
、
さ
か
な
を
も
っ
て
い
っ
て
お
そ
な
え
を
し
た
。
お
た
な
の
お
松
の
一
番
下
の 

枝
を
と
っ
て
い
っ
て
、
は
た
け
に
た
て
、
さ
く
き
リ
の
ま
ね
を
し
て
く
る
。
こ
れ
は 

主
人
が
し
て
く
る
。(

水
沼)

一
月
四
日
に
さ
げ
て
お
い
た
も
ち
を
き
っ
て
焼
い
た
の
を
二
か
け
、
頭
付
の
さ
か 

な
、
田
作
な
ど
を
お
さ
ご
と
一
緒
に
一
升
ま
す
に
入
れ
て
は
た
け
へ
も
っ
て
行
っ
た
。
 

二
尺
ぐ
ら
い
の
さ
く
を
三
さ
く
き
っ
て
、
ま
ん
中
の
さ
く
の
と
こ
ろ
に
、
そ
な
え
も 

の
を
し
、
お
ん
べ
ろ
を
立
て
た
。(

水
沼)

正
月
十
一
日
の
倉
開
き
の
日
に
、
門
松
に
新
し
い
ご
幣
を
つ
け
、
畑
に
持
っ
て
行 

き
、
お
供
え
物
を
し
て
、
さ
く
を
三
さ
く
切
る
。
こ
れ
を
鍬
立
て
と
呼
ん
で
い
る
。
 

(

二
区)

倉
開
き
と
い
っ
て
、
お
供
餅
の
雑
煮
を
食
べ
る
。(

六
区)

倉
開
き
を
、
鍬
立
て
と
も
い
う
。
正
月
の
お
供
餅
を
焼
い
て
析
に
入
れ
吉
方
の
高 

棚
に
あ
げ
、
そ
れ
を
お
松
を
も
っ
て
い
っ
て
畑
に
立
て
、
五
穀
豊
穣
を
祝
っ
た
。(

下 

郷)
會
開
き 

十
一
日
ま
で
は
、
倉
を
ひ
ら
く
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
。
こ
の
日
は 

じ
め
て
倉
を
開
い
て
、
こ
く
も
ん
を
だ
し
た
。
十
一
日
ま
で
に
つ
か
う
も
の
は 

前
 々

か
ら
用
意
し
て
お
け
と
い
わ
れ
た
。(

水
沼)

大
食
会
正
月
十
一
日
に
青
年
会
で
各
自
、
米
三
合
と
金
を
出
し
合
い
、
五
目
め 

し
を
作
リ
大
食
会
を
開
い
た
。
鳥
や
う
さ
ぎ
な
ど
も
使
っ
た
料
理
を
す
る
。
天
神
講 

で
は
米
二
合
を
出
し
て
五
目
め
し
、
産
泰
講
で
も
米
二
合
で
行
な
う
が
、
あ
ま
る
と 

「
に
ぎ
り
め
し
」
に
し
て
返
し
た
。(

二
区)

十
二
さ
ま
の
宵
祭
で
若
い
衆
か
一
晚
中
た
い
こ
を
た
た
い
て
お
か
む
。(

関
沢)



十

二

日

十
二
様
昔
は
山
仕
事 

す
る
人
が
、
神
棚
に
十
二 

様
を
祭
る
宿
に
寄
っ
て
、
 

お
札
を
切
っ
て
お
神
酒
や 

魚
を
進
ぜ
て
祭
っ
た
。
山 

の
神
は
十
二
日
以
外
は
祭 

ら
な
い
。

各
戸
に
山
の
神(

十
ー 

ー
様)

の
お
札
が
あ
る
。(

亀
沢)

十
二
さ
ま
の
お
祭
。
み
ん
な
で
十
二
さ
ま
を
拝
み
に
行
く 
(

関
沢)

正
月
十
二
日
に
は
、
山
仕
事
を
す
る
人
は
初
十
二
様
を
祝
、っ
。
こ
の
日
は
元
締
か 

ら
も
酒
肴
が
出
る
。(

川
浦)

十
二
講(

一
月
十
二
日)

、
山
を
も
っ
て
い
る
人
と
か
、
山
仕
事
を
し
て
い
る
人
が
、
 

宿
に
よ
っ
て
十
二
様
を
ま
つ
っ
た
。
中
尾
に
は
二
組
あ
る
。
十
二
枚
の
掛
軸
を
さ
げ 

て
ま
つ
っ
た
。
組
に
は
、
十
二
様
の
ま
す
も
あ
っ
て
、
こ
れ
で
も
ち
よ
せ
る
米
を
は 

か
っ
た
。(

水
沼)

十
二
講
で
、
隣
り
組
単
位
に
十
二
様
に
御
幣
束
を
あ
げ
、
お
日
待
ち
を
し
た
。(

下

郷)

十

三

日

飾
り
替
え 

十
四
日
の
前
に
日
の
よ
い
日
に
飾
り
替
え
を
す
る
。
十
一
日
か
ら
十 

三
日
の
ぅ
ち
に
松
飾
り
を
は
ず
し
て
、
マ
ユ
玉
を
飾
る
。(

亀
沢)

ヵ
マ
ド
の
お
飾
り
の
松
を
残
し
て
置
い
て
、
初
雷
の
時
に
外
で
燃
す
と
、
雷
が
遠 

く
へ
行
く
と
い
ぅ
。(

亀
沢)

十
三
日
に
は
マ 

ユ
玉
を
作
っ
て
お
松
の
あ
っ
た
所
に
飾
る
。

マ 

ユ
玉
木
は
二
日
の 

初
山
入
り
の
時
切
っ
て
、持
っ
て
き
て
お
く
。(

六
区)

十
二
日
の
オ
マ
ィ
玉
を
煮
た
水
を
家
の
四
方
に
ま
く
。
家
難
除
け
に
な
る
。(

六
区)

小
正
月
の
作
り
物
は
ヌ
リ
デ
ン
ボ
ウ
の
木
を
削
っ
て
、
テ
ン
ガ•

マ
ン
ガ•

エ
ン 

ガ
•

ヨ
ッ
ゴ
な
ど
の
農
具
や
立
臼
の
形
ま
で
作
る
。
ヌ
リ
デ
ン
ボ
ウ
の
木
の 

マ
キ 

(

薪)

を
束
ね
て
タ
ワ
ラ
ギ
と
い
い
、
皮
を
む
い
た
の
や
む
か
な
い
の
を
ま
ぜ
て
、
 

カ
マ
神
様
の
所
に
供
え
て
置
く
。
牛
や
馬
の
湯
を
湧
か
す
大
釜
を
吊
る
し
て
置
く
所 

に
置
く
家
も
あ
る
。
あ
と
で
田
植
え
の
オ
コ
ウ(

赤
飯)

を
ふ
か
す
時
に
燃
し
木
に 

使
う
。(

小
倉)

小
正
月
の
飾
り
物
は
ホ
ウ
の
木
に
掛
け
る
。(

陳
田)

小
正
月
に
か
ざ
る
エ
ン
ガ•

テ
ン
ガ.

ア
ワ
ボ
ヒ
エ
ボ
は
ヌ
リ
デ
ン
ボ
ウ
で
つ
く 

る
。(

川
浦)

十
三
日
は
大
正
月
と
小
正
月
の
境
の
日
、
門
松
を
取
リ
お
棚
が
え
を
す
る
。(

七
ッ

石)
モ
ノ
作
り 

ホ
ダ
レ
は
ホ
ダ
レ
売
り
が
来
て
そ
れ
を
買
う
こ
と
も
あ
る
が
、

ハ 

シ 

の
木
で
作
っ
た
。

エ
ン
ガ
や
テ
ン
ガ
の
農
具
を
作
っ
た
。

ア
ワ
ボ•

ヒ
エ
ボ
を
真
竹
に
さ
し
て
堆
肥
の
コ
ィ
ヤ 

マ
に
さ
し
た
り
、
大
黒
柱
や 

勝
手
の
柱
に
し
ば
っ
た
。

ワ
キ
ザ
シ
を
ヌ
ル
デ
で
作
っ
て
神
棚
に
お
い
た
。
道
祖
神
焼
き
で
焼
い
た
。
ミ
ソ 

を
か
く
時
に
こ
の
ワ
キ
ザ
シ
を
使
う
と
い
い
ミ
ソ
に
な
る
。
鎌
の
柄
に
す
る
と
よ
く 

切
れ
る
。
鎌
の
柄
に
な
り
そ
う
な
反
り
ぐ
あ
い
の
い
い
の
を
選
ん
で
ワ
キ
ザ
シ
を 

作
っ
た
。

ケ
ー
カ
キ
棒
も
ヌ
ル
デ
で
作
っ
た
。
頭
の
所
を
四
ッ
割
り
に
し
て
マ 

ユ
ダ
マ
を
入 

れ
た
。
後
で
苗
代
の
水
口
に
さ
し
た
。

ハ
ラ
ミ
バ
シ
も
ヌ
ル
デ
で
作
り
、
十
五
日
ガ
ユ
を
こ
れ
で
食
べ
る
。
吹
い
て
食
べ 

る
と
田
植
に
風
が
吹
く
と
い
う
の
で
吹
い
て
食
べ
て
は
い
け
な
い
。(

岩
氷)

モ
ノ
ッ
ク
リ
は
正
月
十
三
日
。

ハ
ラ
ミ
バ
シ
、
ケ
ー
カ
キ
棒
二
本(

十
五
日
粥
に 

用
い
た
あ
と
神
棚
に
置
き
、
田
植
の
時
、
烏
の
お
札
を
は
さ
ん
で
、
田
の
水
口
に
さ 

す)

ヤ
ッ
ト
ー
ニ
〜
三
本(

十
四
日
朝
オ
マ
ユ
ダ
マ
を
も
っ
て
ド
ー
ロ
ク
ジ
ン
焼
き 

に
行
く
と
き
、
子
供
の
数
だ
け
持
っ
て
行
っ
て
焼
き
、
子
供
が
遊
ぶ
。
こ
の
あ
と
軒

(上)十 二 様

(下)エビス•大黒像(陳田)
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下
に
置
き
、
災
難
、
盗
難
除
け
と
す
る)
(

岩
氷)

カ
ユ
カ
キ
棒
は
一
月
十
五
日
の
ア
ズ
キ
ガ
ユ
を
ケ
ー
カ
キ
棒
で
か
ん
回
し
て
、
神 

棚
に
進
ぜ
て
置
い
た
。

農
道
具 

小
正
月
十
二
、
三
日
ご
ろ
ヌ
リ
デ
ン
ボ
ウ
の
木
で
テ
グ
ワ
や
キ
ネ
な
ど 

農
道
具
の
形
を
作
っ
て
年
神
棚
に
供
え
た
。
余
っ
た
ヌ
リ
デ
ン
ボ
ウ
は
集
め
て
俵
の 

形
に
し
ば
リ
、
夕〇

ラ
ギ
と
い
っ
た
。
あ
と
で
田
植
え
の
赤
飯
を
ふ
か
す
時
に
、
た 

き
木
に
し
て
燃
し
た
。(

長
井)

も
の
づ
く
リ
は
、
テ
ン
ガ
、
カ
エ
カ
キ
ボ
、

ハ
ラ
ミ
バ
シ
、
ア
！
>

ボ
ウ
、
ヒ
エ 

ボ
ウ
、
脇
差
な
ど
つ
く
り
、
脇
差
は
オ
ッ
カ
ド
の
木
で
つ
く
り
、
翌
日
道
祖
神
の
火 

で
焼
く
と
き
フ
ジ
の 

つ
る
を
ま
い
て
焼
い
た
。
そ
の
あ
と
戸
口
や
神
棚
に
あ
げ
て
お 

い
た
。(

下
郷)

十
三
日
に
お
松
を
は
ず
す
。

一
月
二
日
の
仕
事
は
じ
め
の
日
に
、
山
か
ら
ま
ゆ
玉 

木
(

ツ
ヅ
グ
サ
の
木
が
本
当)

な
ど
を
き
っ
て
き
た
。
十
三
日
に
米
の
粉
で
も
ち
を 

つ
い
た
。
ま
ゆ
玉
を
つ
く
っ
て
、
ま
ゆ
玉
木
に
さ
し
た
。
ま
た
、
こ
の
日
は
、
ヌ
ル 

デ
ン
ボ
ウ
の
木
で
、
手
鍬
、
え
ん
が
、
臼
、
杵
な
ど
百
姓
道
具
や
、
わ
き
ざ
し(

ヌ 

ル
デ
ン
ボ
ウ
の
木
に
ふ
じ
の
つ
る
を
ま
い
た
も
の)

け
え
か
き
棒 

ハ
ラ
ミ
バ
シ
な 

ど
を
つ
く
っ
た
。(

水
沼)

ハ
ナ 

ヌ
ル
デ
の
木
の
皮
を
む
い
て
、
鎌
や
な
た
で
ハ
ナ
を
搔
い
た
。
ホ
ダ
レ
を 

売
り
に
来
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
を
マ
ユ
玉
の
所
へ
並
べ
て
飾
る
。(

亀
沢)

ハ

を

か

く

た

め

ハ 

ナ
カ
キ
ナ
タ
や
ホ
ダ
レ
カ 

キ
の
あ
る
家
も
あ
る
が
、
 

ナ
タ
の
先
で
も
か
け
る
。
 

(

亀
沢)

ヌ
リ
デ
ン
ボ
ウ
を
細
か 

く
割
っ
て
、
ホ
ダ
レ
ナ
タ 

で
削
っ
て
ハ
ナ(

ホ
ダ
レ) 

を
か
く
。
山
正
月
十
三
日

か
十
四
日
に
つ
く
る
。(

陳
田)

ハ
ギ
の
木
の
皮
を
む
い
て
け
ず
っ
て
つ
く
る
。
黄
色
の
木
の
肌
が
美
し
い
。
 

ア
ワ
バ
ナ
、
ヒ
エ
バ
ナ
を
つ
く
る
。(

川
浦)

ハ
ラ
ミ
箸 

小
正
月
に
田
植
え
の
人
足
分
く
ら
い
作
っ
て
、神
棚
に
取
っ
て
置
く
。
 

田
植
え
の
時
に
、
お
祝
い
だ
か
ら
こ
の
ハ
ラ
ミ
箸
を
使
っ
て
食
べ
物
を
取
っ
て
食
べ 

る(

一
応
使
、っ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
)

。こ
の 

ハ
ラ
ミ
箸
を
十
文
字
に
組
ん
で
苗
マ(

苗 

代)

に
さ
し
て
置
く
と
、
稲
の
実
が
う
ま
く
ふ
く
れ
て
み
の
る
と
い
う
。(

亀
沢)

昔
は
ヌ
リ
デ
ン
ボ
ウ
で
ホ
バ
ラ
ミ
バ
シ
を
作
っ
た
。
田
植
え
に
人
足
を
頼
む
人
数 

分
だ
け
作
っ
て
置
く
。
田
植
え
の
時
に
出
た
赤
飯
は
、
こ
の
ハ
シ
で
必
ず
一
口
食
べ 

て
か
ら
、
普
通
の
箸
を
使
う
ょ
う
に
し
た
。
使
っ
た
ホ
バ
ラ
ミ
バ
シ
は
ナ
エ 

マ
(

苗 

代)

の
緣
に
立
て
た
。(

長
井)

コ
メ
ゴ
メ
の
木
の
新
ズ
エ(

新
し
く
育
っ
た
木)

を
切
っ
て
来
て
、
も
ち
つ
き
を 

し
た
熱
湯
の
中
に
入
れ
て
ゆ
で
て
か
ら
皮
を
む
い
て
箸
を
つ
く
る
。
正
月
一
日
に
は 

こ
れ
で
食
べ
た
。
ま
た
田
植
え
の
と
き
に
大
ぜ
い
の
人
を
頼
ん
で
も
こ
れ
で
食
べ
さ 

せ
た
。(

川
浦)

ハ
ラ
ミ
バ
シ
は
、
う
ち
に
ょ
っ
て
数
が
ち
が
っ
た
。
家
族
の
人
数
分
と
田
植
の
手 

伝
い
に
き
て
く
れ
る
人
の
人
数
分
と
を
あ
わ
せ
て
つ
く
っ
た
。(

田
植
の
と
き
に
、
ハ 

ラ
ミ
バ
シ
で
田
植
の
赤
飯
を
食
べ
て
も
ら
っ
た)

ま
ゆ
玉
は
、
お
松
を
さ
げ
た
あ
と
に
あ
げ
た(

水
沼)

ア
ー
ボ
ヒ
ー
ボ 

カ
マ
神
の
所
に
進
ぜ
て
置
い
た
。
あ
ま
り
作
ら
な
い
し
、
こ
や 

し
場
の
所
へ
は
立
て
な
か
っ
た
。(

亀
沢)

ア
ー
ボ•

ヒ
—
ボ
と
い
う
の
を
つ
く
っ
て
、
堆
肥
の
上
に
さ
し
た
。
ヌ
ン
デ
ン
ボ 

ウ
の
木
の
は
を
む
い
て
白
く
し
た
の
を
アI

ボ
と
し
、
皮
を
半
分
だ
け
む
い
た
の
を 

ヒ
ー
ボ
と
し
た
。(

水
沼)

正
月
十
三
日
に
、
家
の
主
人
は
、
二
本
の
ヌ
ル
ギ
で
、
ア
ワ
ボ•

ヒ
エ
ボ
を
作
っ 

た
。
ア
ワ
ボ
は
ヌ
ル
デ
の
皮
を
む
く
が
、
ヒ
エ
ボ
は
む
か
な
い
。
出
来
あ
が
っ
た
ア 

ワ
ボ
、
ヒ
エ
ボ
は
、
二
本
と
も
こ
え
に
わ
の
た
い
ひ
し
ゃ
の
一
番
上
に
さ
し
た
。(

川 

浦)

ホダレナタ

長さ17cm (刃渡7.5 cm)(陳田) 
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ア
ー
ボ
は
ヌ
リ
デ
ン
ボ
ウ(

ヌ
ル
デ)

の
木
の
皮
を
む
い
た
も
の
、
ヒ
ー
ボ
は
皮 

を
む
か
な
い
も
の
。

コ
エ(

堆
肥)

に
さ
し
た
。(

六
区)

マ
ユ
玉 

女
衆
が
米
の
粉
を
こ
ね
て
丸
め
て
ダ
ン
ゴ
を
作
り
ふ
か
す
。
十
六
マ
ユ 

玉
と
い
っ
て
、
粉
一
升
を
こ
ね
て
里
芋
の
形
、
マ
ユ
の
形
、
鳥
の
形
、
ソ
ロ
バ
ン
玉 

の
形
な
ど
合
わ
せ
て
十
六
個
作
る
。
ほ
か
に
ふ
つ
う
の
丸
い
ダ
ン
ゴ
も
作
る
。
こ
れ 

ら
を
マ 

ユ
玉
木
の
ボ
ク
に
さ
し
て
飾
る
。

マ 

ユ
玉
木
は
シ
ナ
コ
ミ
が
あ
っ
て
よ
く
し 

な
う
枝
が
よ
い
。
大
き
い
ボ
ク
に
粉
一
斗
分
も
作
っ
た
マ
ユ
玉
を
さ
し
て
、
座
敷
の 

柱
に
結
び
付
け
て
飾
っ
た
。
神
棚
や
二
階
に
も
飾
っ
た
。(

亀
沢)

マ 

ユ
玉
は
ヒ
エ
の
ダ
ン
ゴ
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
ダ
ン
ゴ
も
作
っ
た
。
ボ
ク
に
さ
し 

て
乾
か
す
と
お
い
し
い
。(

亀
沢)

お
ま
ゆ
玉
は
、
蚕
の
神
で
、
お
蚕
が
当
る
よ
う
に
農
家
で
は
祈
り
を
こ
め
て
作
っ 

た
。
形
は
十
六
ま
ゆ
玉
と
い
っ
て
、
ま
ゆ
の
形
の
も
の
、
そ
ろ
ば
ん
や
小
判
の
形
の 

大
き
な
も
の
を
十
六
と
、
ふ
つ
う
の
丸
い
形
の
も
の
を
た
く
さ
ん
作
っ
た
。
出
来
た 

ら
ま
ゆ
玉
木
に
さ
し
、
小
さ
な
方
は
、
正
月
棚
の
大
正
月
に
は
門
松
を
立
て
た
両
わ 

き
の
所
に
、
十
六
ま
ゆ
玉
は
神
棚
の
中
央
に
進
ぜ
た
。
み
ご
と
な
た
わ
ん
だ
枝
ぶ
り 

に
花
が
咲
い
た
よ
う
に
し
だ
れ
る
。
粉
は
、
石
う
す
で
前
の
年
の
暮
れ
に
、
家
で
挽 

い
た
も
の
で
、
子
ど
も
の
い
る
家
で
は
、
男
親
が
、
そ
ん
な
に
作
る
の
か
い
と
い
う 

と
、
女
親
が
、
子
ど
も
が
お
い
し
が
っ
て
食
べ
る
の
だ
か
ら
、
楽
し
み
に
し
て
い
る 

の
だ
か
ら
、
と
い
っ
て
、
多
い
家
で
は
一
斗
五
升
も
作
っ
た
。
十
二
日
に
は
、
朝
か 

ら
ま
る
め
て
、
、っ
で
て
、
さ
し
て
と
女
衆
の
一
日
仕
事
で
あ
っ
た
。(

川
浦)

カ
マ
ド
の
神
に
供
え
る
マ
イ
ダ
マ
は
、
ミ
ズ
ブ
サ
で
さ
し
た
も
の
を
上
げ
る
。(

川

浦)
十
六
メ
エ
玉
は
十
三
日
に
百
姓
屋
で
つ
く
る
。
普
通
の
よ
り
大
き
く
マ 

ユ
の
形
を 

し
た
の
も
あ
る
。(

六
区)

ヒ
エ
メ
エ
玉
は
馬
屋
に
さ
し
た
。(

六
区)

十
二
日
に
マ
イ
ダ
マ
を
作
り
十
三
日
の
オ
カ
ザ
リ
カ
エ
に
マ
イ
ダ
マ
木
に
さ
し
て 

飾
っ
た
。
座
敷
に
白
い
マ
イ
ダ
マ
を
さ
し
、
台
所
に
は
ヒ
エ
で
作
っ
た
黒
い
マ
イ
ダ 

マ
を
さ
し
た
。
道
祖
神
焼
き
で 

マ
イ
ダ 
マ
を
焼
い
て
食
べ
る
と
虫
歯
に
な
ら
な
い
。

(

岩
氷)

十
六
ま
い
だ
ま
と
っ
の
は
、
か
い
こ
を
す
る
う
ち
で
つ
く
っ
た
。
大
き
い
ま
い 

玉
を
十
六
コ
、
そ
ろ
ば
ん
玉
の
よ
う
な
か
た
ち
の
も
の
を
つ
く
っ
て
、
ク7

の
株
に 

さ
し
た
。
そ
れ
は
、
座
敷
に
か
ざ
っ
た
が
、
ま
ゆ
が
沢
山
と
れ
る
よ
う
に
と
い
う
意 

味
で
あ
っ
た
。

ま
ゆ
玉
木
に
は
、
も
ち
の
き
っ
ぱ
し(

あ
ら
れ)

を
さ
す
う
ち
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
 

む
か
し
は
、
辻
占
と
い
う
の
を
売
り
に
来
た
。
こ
れ
を
ま
ゆ
玉
木
に
か
ざ
り
と
し
て 

つ
る
し
た
。

ふ
つ
う
の
ま
ゆ
玉
を
さ
し
て
か
ざ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
ゆ
玉
の
数
に
は
と
く
に
き
ま 

り
は
な
か
っ
た
。(

水
沼)

マ
イ
ダ
マ
木
は
毎
年
同
じ
株
か
ら
新
芽
が
出
て
い
い
株
に
な
る
か
ら
ひ
と
つ
所
の 

同
じ
株
を
切
っ
て
く
る
。

マ
イ
ダ
マ
に
し
た
り
イ
モ
の
形
に
し
た
り
、
ホ
ウ
シ
の
玉 

に
作
っ
た
。
昔
は
一
俵
も
米
の
粉
を
ひ
い
て
作
っ
た
。(

七
ツ
石)

男
衆
は
ハ
ギ
の
木
を
う
で
て
ク
ソ
ッ
皮
を
と
り
、
ヵ
マ
で
け
づ
っ
て
花
を
作
る
。

(

七
ッ
石)

小
正
月
に
使
う
ま
ゆ
玉
木
は
、
山

桑(

や
ま
っ
か
、
や
ま
っ
く
わ)

で
あ
る
。
前 

年
の
う
ち
に
、
こ
れ
は
と
思
う
木
を
選
ん
で
、
か
ぶ
つ
に
ね
ら
い
を
定
め
て
切
り
き 

ず
を
つ
け
て
お
き
、
正
月
二
日
の
山
仕
事
初
め
の
時
切
っ
て
く
る
。(

川
浦)

十
三
日
は
正
月
の
飾
り
替
の
日
、
マ
ユ
玉
を
米
の
粉
で
つ
く
り
大
木
、
小
木
に
さ 

し
て
供
え
る
。
大
木
は
山
桑
の
木
で
座
敷
に
飾
る
。
小
木
は
山
桑
の
枝
で
お
松
を
あ 

げ
た
神
々
に
供
え
る
。
十
六
の
マ
ユ
玉
も
つ
く
っ
た
。

十
七
の 

マ 

ユ
玉
と
い
う
の
は
、
の
し
餅
を
切
っ
た
の
と
丸
い
の
を
ま
ぜ
て
十
七
さ 

し
た
。(

下
郷)

若
餅 

小
正
月
に
若
餅
を
つ
く
。
そ
れ
で
お
供
え
餅
を
作
っ
て
供
え
る
。
大
正
月 

ほ
ど
は
た
く
さ
ん
つ
か
な
い
。

つ
い
た
餅
の
方
が
機
械
で
練
っ
た
餅
よ
り
う
ま
い
。
 

の
し
餅
や
あ
ん
ぴ
ん
餅(

塩

あ

ん

や

砂

ん
)

に
す
る
。
供
え
餅
は
一
年
が
十
二 

か
月
な
の
で
十
二
組
作
っ
て
、
神
棚
か
ら
馬
屋
、
ヵ
マ
神
、
稲
荷
様
な
ど
の
神
様
に 

供
え
る
。(

亀
沢)



若
餅
は
米
ィ
ッ
ソ
の
ほ
か
に 

キ
ミ•

ア
ワ
な
ど
で
も
つ
い 

た
。(

亀
沢)

鷺
ノ
宮
小
正
月
の
マ
ユ
玉 

を
飾
る
時
、
餅
の
切
れ
っ
ぱ
し 

を
細
長
く
切
っ
て
枝
か
ら
枝
へ 

渡
し
て
掛
け
る
。
こ
れ
を
「
鷺 

の
宮
」
と
い
い
、
蛇
神
様
で
蚕 

に
鼠
が
つ
か
な
い
呪
い
に
す
る 

と
い
う
。
鷺
の
宮
は
蛇
神
様
で 

秩
父(

？)

に
あ
り
、
お
札
も
あ 

っ
た
。
鼠
を
取
っ
て
食
べ
て
し 

ま
う
神
様
だ
と
い
う
。(

亀
沢) 

田
植
行
事
の
ま
ね
を
し
た
。
 

(

亀
沢)

の
し
餅
の
切
れ
っ
ぱ
し
を
長
く
切
っ
て
、
枝
か
ら
枝
へ
渡
す
。
鷺
の
宮(

安*
 

東
横
野)

の
蛇
神
様
を
祭
る
と
い
ぅ
。、(

陳
田)

絹
笠
様
瓦
の
ょ
ぅ
に
焼
い
た
像
、
高
さ

24
cm
、
幅

11.5
cm
、
厚
さ8

cm
。
神
棚
に 

祭
る
。(

陳
田)十

四

日

小
正
月
大
正
月
は
一
日
か
ら
十
三
日
ま
で
で
、
十
四
日
か
ら
小
正
月
に
な
る
。

(

亀
沢)

十
四
日
は
小
正
月
の
年
始
廻
り
の
日
、
朝
道
祖
神
小
屋
を
燃
し
た
。
年
始
廻
り
は
、
 

た
い
て
い
十
四
日
か
ら
十
七
日
ま
で
に
す
ま
せ
た
が
、
遅
い
と
き
は
二
十
八
日
の
不 

動
様
の
日
ま
で
ょ
か
っ
た
。(

下
郷)

新
築
祝
い
正
月
十
四
日
の
晚
、家
を
新
築
し
た
祝
い
を
ト
モ
コ
で
し
て
く
れ
る
。
 

そ
の
家
か
ら
も
酒
を
出
す
。

こ
の
日
に
謡
初
め
を
す
る
。

ト
モ
コ
は
上
下
三
歳
違
い
ぐ
ら
い
ま
で
の
男
友
だ
ち
が
組
む
の
で
、
部
落
に
は
幾 

組
も
あ
っ
た
。
ご
祝
儀
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
組
で
、

一
つ
の
ご
祝
儀
に
は
一
組
の 

ト
モ
コ
が
あ
た
る
。
グ
ル
ー
プ
の
人
が
全
部
結
婚
す
る
ま
で
の
期
間
の
組
織
で
、

一
 

回
り
す
る
とS

然
に
消
滅
す
る
。(

長
井)

水
祝
い 

正
月
十
四
日
に
新
し
く
結
婚
し
た
家
に
ト
ム
コ
が
寄
っ
て
、
取
り
結
び 

と
同
じ
儀
式
を
練
習
し
て
、
謡
い
を
習
っ
た
。(

陳
田)

ヌ
り
デ
の
大
き
い
も
の
で
キ
ン 

マ
ラ
を
二
本
つ
く
っ
て
水
引
き
で
し
ば
り
、
ド
ン 

ド
ン
ヤ
キ
の
と
き
に
村
の
人
た
ち
が
並
ん
で
い
る
中
を
、
羽
織
り
袴
で
正
装
し
た
ム 

コ
サ
ン
が
通
る
。
村
人
た
ち
は
ム
コ
サ
ン
に
水
を
か
け
る
が
、
変
っ
た
ム
コ
サ
ン
に 

は
た
く
さ
ん
水
を
か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
後
宿
の
家
に
行
き
夫
婦
を
座
に
つ 

け
さ
せ,

嫁
に
オ
キ
ン
マ
ラ
を
抱
か
せ
て
祝
っ
た
。
水
を
た
っ
ぷ
り
か
け
ら
れ
た
人 

は
た
た
み
が
び
っ
し
ょ
り
に
な
っ
た
人
も
い
る
と
い
う
。
オ
キ
ン
マ
ラ
は
膳
の
上
に 

の
せ
て
祝
っ
た
こ
と
も
あ
る
。(

川
浦)

正
月
十
四
日
の
晩
に
、
新
し
い
嫁
の
家
に
ヌ
ル
デ
で
作
っ
た
キ
ン
マ
ラ
サ
マ
を 

持
っ
て
多
勢
で
行
く
と
そ
の
家
で
酒
や
ご
ち
そ
う
を
出
し
て
く
れ
た
。
キ
ン
マ
ラ
サ 

マ
は
男
根
に
似
て
い
る
も
の
で
一
本
持
っ
て
行
く
だ
け
。
ミ
ズ
祝
い
と
も
い
う
。(

七 

区)
水
祝
い(

一
月
十
四
日
夜)

は
二
尸
一
人
ず
つ
集
合
し
、
祝
樽
に
頭
付
の
肴
、
ヌ 

ル
デ
の
木
で
作
っ
た
男
根
を
籠
の
中
に
馬
の
沓
と
釣
る
し
、
「女
房
々
々
」
と
連
呼
し
、
 

S

の
頭
上
に
籠
を
か
ぶ
せ
て
祝
詞
を
述
べ
祝
の
品
を
出
す
。
新
婦
礼
を
述
べ
両
親 

に
披
露
す
る
。
両
親
謡
曲
を
う
た
う
。

婿
を
饗
応
す
べ
く
定
め
た
る
家
に
到
り
、
桶
に
水
を
湛
え
笹
舂
を
入
れ
た
も
の
を 

道
路
の
両
側
に
お
き
、
前
年
の
婿
が
相
伴
し
て
前
に
通
過
、
忽
ち
左
右
か
ら
笹
箒
で 

一
斉
に
水
を
か
け
る
。
婿
は
服
を
改
め
て
一
同
に
膳
を
饗
応
す
る
。
西
ケ
渕
で
行
な 

わ
れ
た
。

一
月
十
五
日
、

一
戸•
一
人
出
て
一
銭
宛
集
め
、
他
村
ょ
り
来
た
新
婿
の
家
に
集
ま 

り
。
酒
一
升
、
吸
い
物(

汁
粉
ま
た
は
雑
煮)

、
肴
で
饗
応
す
。

一
回
謡
を
う
た
い
、

十二様(左)とキヌガサ様(中央の像)(陣田)

(撮影関口正巳)



酒
を
飲
み
祝
う
。
終
れ
ば
婿•

舅
を
胴
上
げ
し
て
祝
う
。(

水
沼
村
中
郷
の
み
行
な
う

郷
土
誌)

マ
ル
メ
ド
シ 

十
四
日
の
晚
お
棚
に
し
ん
ぜ
る
。
オ
ム
ス
ビ
を
十
二
個
作
っ
て
、
 

ハ
ラ
ミ
箸
で
神
棚
に
供
え
る
。(

六
区)

鼠
除
け 

正
月
十
四
日
夜
オ
シ
リ
ョ
ウ
様
に
ご
飯
を
進
ぜ
て
ょ
く
拝
ん
で
置
く 

と
、
鼠
が
い
た
ず
ら
し
な
い
と
い
う
。
鼠
の
こ
と
を
忌
ん
で
ヨ
メ
ゴ
と
い
う
。

オ
シ 

リ
ョ
ウ
様
は
屋
敷
稲
荷
の
脇
に
芋
み
た
い
な
形
に
立
て
て
あ
る
碑
の
こ
と
で
あ
る
。
 

(

長
井)

道
陸
神
焼
キ 

正
月
の
飾
り
松
を
集
め
て
、
松
小
屋
を
組
ん
で
お
き
、
十
四
日
の 

夕
飯
後
集
ま
っ
て
焼
い
た
。(

長
井
は
朝
食
前
、
甚
田
で
は
夕
食
前
に
焼
く
。
甚
田
で 

は
そ
こ
の
オ
キ
火
を
家
に
持
っ
て
来
て
夕
飯
を
た
く
。)

道
口
ク
神
焼
き
の
火
の
中
に
道
口
ク
神
の
石
像
を
投
げ
こ
ん
で
焼
く
の
で
、
古
い 

物
は
は
ね
て
し
ま
っ
た
の
で
、
大
正
十
三
年
一
月
に
新
し
く
作
っ
た
。

こ
の
火
で
マ 

ユ
玉
を
焼
い
て
、
家
内
の
人
数
だ
け
食
べ
る
と
ム
シ
歯
に
な
ら
な
い
と
い
う
。
近
所 

の
人
と
も
取
り
替
え
て
食
べ
る
。(

亀
沢)

道
口
ク
神
焼
キ
の
火
で
、
書
初
を
も
や
す
。
う
ん
と
高
く
上
が
る
と
字
が
上
手
に 

な
る
と
い
う
。(

亀
沢)

ド
ン
ド
ン
焼
き
は
一
月
十
四
日
晩
に
皆
が
出
て
松
飾
リ
を
燃
や
す
。
厄
年
の
子(

十 

三

才•

十
九
才)

が
ミ
カ
ン
を
投
げ
る
。

こ
の
火
で
マ
ユ
玉
を
焼
い
て
食
べ
る
。

ヌ 

リ
デ
の
木
の
皮
を
む
き
、
藤
の
皮
を
巻
い
て
火
で
焦
が
し
て
模
様
を
入
れ
た
キ
ッ
ポ 

ウ
(

刀)

を
作
リ
、
ト
ボ
グ
チ(

玄
関)

の
上
に
上
げ
て
魔
除
け
と
す
る
。(

熊
久
保)

県
内
最
古
の
道
祖
神
像
は
「
寛
永
二
年
二
丑
十
一
月
吉
日
」
と
刻
ま
れ
た
双
体
道 

祖
神
で
、
高
さ
五
二

cm
、
幅

三

七

cm
の
舟
型
で
熊
久
保
に
あ
る
。
昔
は
ド
ン
ド
ン
焼 

キ
を
し
た
が
、
最
近
は
門
松
が
少
な
い
の
で
あ
ま
リ
燃
さ
な
い
。(

熊
久
保)

ど
ん
ど
ん
焼
き
ど
ん
ど
ん
焼
き
は
、
正
月
十
四
日
で
、
川
浦
で
は
大
体
夜
で
あ 

る
。

こ
の
時
焼
く
も
の
は
、
道
陸
神
小
屋
、
ま
ゆ
玉
、
も
ち
、
書
き
初
め
、
女
子
の 

落
ち
毛
、
き
っ
ぽ
う
な
ど
で
あ
る
。

ま
ゆ
玉
は
、
煙
で
よ
く
焼
い
た
も
の
を
食
べ
れ
ば
、
体
が
丈
夫
に
な
る
と
い
わ
れ 

た
。童

日
き
初
め
は
、
長
い
竹
の
棒
に
さ
し
て
古
冋
く
か
か
げ
な
が
ら
焼
い
た
も
の
で
、
遠 

く
へ
舞
っ
て
行
く
ほ
ど
手
が
あ
が
る
と
い
っ
た
。

女
の
子
の
落
ち
毛
は
、

一
年
中
の
も
の
を
集
め
て
お
い
て
、
紙
に
つ
つ
ん
で
燃
し 

た
。
煙
に
ま
か
せ
て
焼
き
き
る
と
、
頭
が
痛
く
な
ら
な
い
と
い
う
。(

川
浦)

各
部
落
で
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
の
小
屋
を
つ
く
っ
て
中
に
入
れ
る
よ
う
に
し
て
、
甘
酒 

を
つ
く
っ
て
飲
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。
川
浦
で
は
夕
方(

夕
め
し
前
と
後
と
が
あ
る)

燃
す
。
「奉
納
道
祖
神
」 

と
い
ぅ
の
ぼ
り
を
書
い 

て
上
げ
た
こ
と
も
あ 

る
。(

川
浦)

道
陸
神
小
屋
は
、
場 

所U

庚
申
塚
か
道
陸
神 

場
で
、
ど
こ
に
も
竹
や 

ぶ
が
あ
っ
た
か
ら
む 

ら
で
大
き
な
竹
を
十
本 

位
出
し
て
く
れ
て
、
そ

新しい道祖神

大正13年1月建立、オミキスズが 

供えてある。古い石像はドンド焼に 

くベて崩れたので子の無い親2人で 

建立。(亀沢)(撮影関口正巳)

道祖神

寛永2年(1625)銘で県内最 

古。(高52 cm巾37 cm)(熊 

久保)(撮影関口正巳)



れ
を
支
え
に
し
て
組
み
立
て
た
。
子
供
が
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
、
大
人
が
手
伝
っ
た
。
 

高
さ
は
一
丈
半
位
で
、
小
屋
の
中
は
た
た
み
二
じ
ょ
う
位
の
広
さ
だ
っ
た
。
そ
の 

周
囲
に
真
ん
中
に
こ
ん
ろ
を
す
え
て
、
餅
を
持
ち
寄
っ
た
子
ど
も
た
ち
か
雑
煮
や
お 

し
る
こ
な
ど
を
し
て
食
べ
た
り
遊
ん
だ
り
し
た
。
ま
た
、
太
鼓
を
た
た
い
た
り
す
る 

と
、
通
り
が
か
っ
た
馬
が
驚
い
て
跳
ね
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
 

男
の
子
た
ち
は
お
も
し
ろ
が
っ
て
一
層
た
た
い
た
。

こ
ん
な
騒
ぎ
が
二
晩
か
ら
三
晚 

続
い
た
。
桑
本
で
は
、
道
陸
神
小
屋
に
浮
浪
人
が
夜
暖
を
と
り
に
入
り
、
あ
や
ま
っ 

て
燃
し
て
し
ま
っ
て
か
ら
は
、
作
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
。
他
の
む
ら
で
も
、
作
っ
て 

も
す
ぐ
燃
し
て
し
ま
う
よ
う
に
な
っ
た
。(

川
浦)

朝
、
道
陸
神
小
屋
を
燃
す
。
そ
の
火
に
あ
た
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
い
う
。

厄 

お
と
し
の
人(

男I

二
十
五•

四
十
二I

、
女I

十
九
、
三
十
三
—)

か
み
か
ん
な 

ど
を
持
っ
て
い
き
、
皆
に
く
ば
る
。

道
陸
神
小
屋
は
、
大
正
月
が
終
っ
て
、
お
飾
り
か
え
で
取
っ
た
松
や
竹
、
ワ
ラ
を 

使
っ
て
作
る
。

十
四
日
の
晚
、
厄
お
と
し
を
す
る
人
は
、
自
分
の
身
に
つ
い
た
も
の
を
つ
つ
ん
で 

水
引
き
を
か
け
、
ま
た
お
金
を
自
分
の
数
だ
け
つ
つ
ん
で
、
三
本
辻
に
そ
っ
と
お
い 

て
く
る
場
合
も
あ
る
。
拾
っ
た
人
は
、
お
金
は
家
に
持
ち
こ
ま
ず
に
つ
か
っ
て
し
ま 

う
。
着
物
は
持
ち
こ
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
。
誰
さ
ん
の
厄
お
と
し
で
拾
っ
た
な
ど
と 

ぃ
っ
た
。

権
田
、
三
ノ
倉
は
十
四
日
の
朝
燃
す
が
、
川
浦
で
は
十
四
日
の
晩
に
焼
す
.0 

道
祖
神
の
火
で
、
童
日
き
初
め
を
燃
す
と
、
手
が
あ
が
る
と
い
う
。

女
の
人
は
、
オ

チ

毛(

髪
を
す
い
た
時
に
抜
け
た
毛)

を
紙
の
袋
に
入
れ
て
お
い 

て
、
燃
す
。

ヌ
ル
デ
ン
ボ
ウ
の
木
を
四
つ
切
り
に
し
て
、
刀
の
大
小
を
作
り
、
そ
れ
に
フ
ジ
ヅ 

ル
を
卷
き
、
焼
く
。

フ
ジ
ヅ
ル
を
卷
く
と
白
黒
の
紋
様
が
つ
く
。
そ
の
刀
は
神
棚
に 

あ
げ
て
お
く
。
そ
の
刀
に
よ
っ
て
泥
棒
が
動
け
な
く
な
る
と
い
う
。
そ
の
刀
は
ヤ
ッ 

ト
ウ
と
も
い
い
、
ト
ボ
グ
チ
の
カ
モ
ィ
に
も
お
い
た
。(

六
区)

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
小
屋
を
各
班
で
一
つ
位
ず
つ
作
る
。
道
祖
神
の
近
く
で
広
い
場
所

が
あ
れ
ば
す
る
が
た
い
が
い
田
の
中
で
す
る
。

竹
を
芯
に
し
て
松
を
七
本
立
て
と
か
を
か
ぶ
せ
、
竹
を
ま
わ
り
に
お
き7

ラ
を
ま 

わ
し
竹
で
押
え
て
繩
で
結
ぶ
。
七
草
頃
か
ら
作
り
始
め
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
小
屋
の
中
で 

子
供
が
甘
酒•

汁

粉•

田¥

作
っ
て
食
べ
て
遊
ん
だ
。

十
四
日
の
朝
大
正
月
の
お
松
を
ひ
い
て
き
て
燃
し
た
。

書
初
め
を
焼
い
て
そ
の
煙
が
上
が
る
と
習
字
の
手
が
あ
が
る
。

お
松
の
も
え
さ
し
は
屋
根
に
あ
げ
る
と
火
伏
せ
に
な
る
。

マ
イ
ダ
マ
を
焼
い
て
食
べ
る
と
虫
歯
に
な
ら
な
い
。(

岩
氷)

学
校
っ
子
が
正
月
飾
り
の
松
を
持
っ
て
行
く
の
で
代
り
に
オ
サ
イ
セ
ン
を
や
る
。
 

小
屋
を
作
り
、
そ
の
中
の
い
ろ
り
で
汁
粉
な
ど
作
っ
て
食
べ
る(

関
沢)

十
四
日
の
朝
早
く
「
ド
ー 

ロ
ク
ジ
ン
を
燃
し
ま
す
よ
、
早
く
起
き
て
き
て
お
く
れ
」 

と
学
校
っ
子
が
村
中
ふ
れ
て
歩
く
。
お
と
な
も
餅
だ
の
マ
イ
ダ
マ
を
持
っ
て
行
っ
て 

焼
い
て
食
べ
る
。

手
習
い
し
た
紙
を
燃
し
て
、
う
ん
と
高
く
上
る
と
「手
が
上
る
」
と
言
っ
て
喜
ぶ
。

(

七
ッ
石)

ド
ン
ド
ン
ヤ
キ(

一
月
十
四
日)

に
は
む
ら
の
子
ど
も
た
ち
が
、
お
か
ざ
り
の
お 

松
な
ど
を
あ
つ
め
て
あ
る
い
た
。
子
ど
も
が
ま
わ
っ
て
く
る
と
、
各
家
で
は
子
ど
も 

に
、
小
づ
か
い
を
く
れ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
中
学
三
年
生
が
親
方
で
、
下
級
生
の
も 

の
は
、
オ
ヤ
カ
タ
の
い
う
こ
と
を
よ
く
き
い
て
働
い
た
。
道
祖
神
小
屋
の
と
き
に
は
、
 

よ
く
先
輩
の
い
う
こ
と
を
き
く
も
の
だ
と
、
む
か
し
か
ら
い
わ
れ
て
き
た
。

お
松
と
か
お
か
ざ
り
を
あ
つ
め
て
く
る
と
、
む
ら
の
中
の
あ
い
て
い
る
田
を
か
り 

て
、
小
屋
を
つ
く
っ
た
。
以
前
は
、
水
沼
全
体
で
、
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
の
小
屋
を
八
力 

所
つ
く
っ
た
。
中
郷
で
ー
カ
所
、
下
水
沼
で
ー
カ
所
、
中
尾
で
ー
カ
所
、
大
谷
戸
で 

ー
カ
所
、
相
間
で
四
力
所(

の
ち
に
三
力
所)

。
小
屋
は
大
小
二
つ
つ
く
っ
た
。
小
さ 

い
ほ
う
の
小
屋
の
こ
と
を
、
「
タ
マ
ガ
シ
小
屋
」
と
い
っ
て
、
こ
ち
ら
を
十
四
日
の
早 

朝
先
に
も
や
し
て
、
太
鼓
を
な
ら
し
て
合
図
を
し
て
む
ら
の
人
を
よ
ん
だ
。

夜
、
小
屋
の
中
で
、
子
ど
も
た
ち
に
コ
ン
ニ
ャ
ク
の
ひ
っ
ぱ
た
き
と
か
、
し
る
こ 

な
ど
を
つ
く
っ
て
食
べ
た
。
最
近
は
、
小
屋
で
は
あ
ぶ
な
い
と
い
う
の
で
、
む
ら
の



中
で
宿
を
き
め
て
、
そ
こ
の
う
ち
で
ご
ち
そ
う
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

小
屋
に
火
を
つ
け
る
の
は
十
四
日
の
夜
明
け
、
は
じ
め
に
小
さ
い
ほ
う
の
小
屋
に 

火
を
つ
け
た
。
む
ら
の
人
が
集
っ
て
く
る
と
、
大
き
い
小
屋
に
も
火
を
つ
け
た
。

む
ら
の
人
た
ち
は
、
ま
い
玉
を
棒
の
先
に
つ
け
て
き
て
、
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
の
火
で 

や
い
て
も
ち
か
え
っ
た
。
ま
い
玉
は
オ
ミ
ゴ
ク
だ
と
い
っ
て
食
べ
る
。

こ
れ
を
食
べ 

る
と
、
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
か
、
病
気
を
し
な
い
と
い
っ
た
。
ま
た
、
ド
ン
ド
ン
ヤ 

キ
の
火
に
あ
た
っ
て
も
、
体
が
丈
夫
に
な
る
と
い
っ
た
。

子
ど
も
た
ち
は
、
半
紙
を
棒
の
先
に
つ
け
て
も
っ
て
き
た(

旗)

。
こ
れ
を
、
ド
ン 

ド
ン
ヤ
キ
の
火
で
も
や
し
て
、
半
紙
か
高
く
も
え
あ
か
る
ほ
ど
ょ
い
、
字
か
上
手
に 

な
る
と
い
っ
た
。

ヌ
ル
デ
で
つ
く
っ
た
カ
タ
ナ(

ワ
キ
ザ
シ
と
も
い
う)

を
二
本
も
っ
て
い
っ
て
、
 

ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
の
火
で
や
い
た
。

ヌ
ル
デ
の
木
の
皮
を
む
い
て
、7

ジ
の
つ
る
を
ま 

い
て
や
く
。7

ジ
の
つ
る
の
ま
い
て
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
や
け
ず
に
白
く
な
っ
て
い
る 

の
で
、
や
け
た
と
こ
ろ
が
黒
で
、
白
と
黒
の
し
ま
模
様
が
で
き
る
。
そ
れ
を
神
棚
に 

あ
げ
て
お
い
で
。

こ
の
わ
き
ざ
し
を
、
節
分
の 

豆

ま

き

の

と

き

に

、
ワ
キ
ザ
シ
と 

て
、
二
本
腰
に
さ
し
て
、
家
の
ま
わ
り
に
、
豆
を
ま
い
た
。
そ
の
あ
と
ま
た
、
ワ
キ 

ザ
シ
は
神
棚
に
あ
げ
て
お
い
た
。
そ
の
ワ
シ
ザ
シ
を
あ
と
で
、
短
く
き
っ
て
、
小
さ

い
鎌
の
柄
に
し
た
。

マ
ム
シ
よ
け
に
な
る
と
い
つ
た
。(

水
沼)

正
月
十
四
日
は
ド
ン
ド
ン
焼
き
。
七
草
の
飾
り
か
え
の
時
、
は
ず
し
て
お
い
た
お 

松
を
、
子
供
か
十
三
日
の
夕
方
集
め
、
ド
ー

ロ
ク
ジ
ン
小
舍
を
作
る
。

こ
の
小
舍
の 

中
で
、
十
三
日
の
晚
は
お
こ
も
り
す
る
。
も
と
は
若
者
組
で
主
催
し
た
。
子
供
達
は 

十
三
日
の
夕
方
、
お
松
を
集
め
て
家
々
を
ま
わ
る
時
、
福
の
神
の
お
札
と
箸
と
マ
ッ 

チ
を
配
り
、
ド
ン
ド
ン
焼
き
の
寄
付
を
つ
の
つ
た
。
「福
の
神
舞
い
こ
め
」
を
唱
え
な 

が
ら
各
家
を
訪
問
す
る
が
、
寄
付
を
し
ぶ
る
家
に
は
「
厄
病
神
舞
い
こ
め
」
な
ど
と 

悪
口
を
言
つ
た
。
子
供
達
は
集
め
た
金
で
菓
子
を
買
い
、
ご
ち
そ
ぅ
を
作
つ
て
、
ド
ー 

ロ
ク
ジ
ン
小
舎
で
食
べ
た
。
翌
十
四
日
の
朝
、
こ
の
小
舎
に
火
を
放
つ
て
焼
や
し
た
。
 

(

二
区)

相
吉
の
飯
島
家
の
墓
地
に
二
神
併
列
型
の
道
祖
神
の
石
像
が
あ
り
、
そ
の
前
の
お 

堂
の
北
に
文
字
道
祖
神
も
あ
る
。

道
祖
神
ま
つ
り
は
、
正
月
二
日
か
ら
子
供
た
ち
が
は
じ
め
た
。
今
は
流
さ
れ
た
が
、
 

以
前
は
道
陸
神
場
と
い
ぅ
の
が
あ
り
、
そ
こ
へ
竹
な
ど
伐
つ
て
き
て
七
草
ま
で
に
小 

屋
を
つ
く
つ
た
。
小
屋
が
で
き
あ
が
る
と
、
そ
の
晚
は
オ
シ
ル
コ
を
小
屋
の
中
で
食 

べ
た
。
七
草
の
と
き
に
子
供
の
松
集
め
が
は
じ
ま
る
。

こ
の
と
き
お
金
も
い
た
だ
い 

て
き
た
。

小
屋
つ
く
り
は
子
供
だ
け
で
つ
く
り
、
道
祖
神
子
は
今
年
学
校
へ
入
学
す
る
子
ど 

も
が
上
で
十
五
才
ま
で
で
組
織
し
、
年
令
に
よ
る
特
別
な
名
称
は
な
い
が
、
年
長
者 

が
指
揮
を
し
て
每
日
仕
事
を
し
た
。

小
屋
を
焼
く
の
は
十
四
日
の
朝
で
、太
鼓
を
叩
く
の
で
ド
ン
ド
ン
焼
き
と
い
つ
た
。
 

早
い
頃
は
二
時
頃
太
鼓
で
起
し
て
あ
る
き
「
早
く
起
き
ね
え
と
道
祖
神
が
燃
え
る
よ
」 

と
い
つ
て
あ
る
い
た
。

い
よ
い
よ
燃
す
と
き
、
子
供
達
は
ヤ
ン
ヤ
、
ヤ
ン
ヤ
と
大
声 

を
あ
げ
た
。

こ
の
火
で
マ
ユ
玉
を
焼
い
た
り
し
た
。
こ
の
火
に
あ
た
る
と
風
邪
を
ひ 

力
な
い
と
い
い
。

こ
の
と
き
か
ら
女
の
子
も
火
の
そ
ば
に
き
て
も
よ
か
つ
た
。

道
祖
神
の
神
様
は
夫
婦
神
様
で
、
男
は
猿
田
彦
命
、
女
は
天
鈿
女
命
と
い
い
、
耳 

だ
れ
の
お
願
を
か
け
た
。
治
れ
ば
竹
杓
子
を
あ
げ
た
。

道
祖
神
祭
り
の
と
き
は
、
竹
な
ど
伐
つ
て
も
と
が
め
ら
れ
な
か
つ
た
。
太
い
竹
な

道祖神
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ど
は
子
供
が
早
く
か
ら
目
を
つ
け
て
お
い 

て
、
ど
こ
の
家
の
で
も
も
ら
っ
て
来
ら
れ 

た
。(

相
吉)

キ
ッ
ポ
ウ
道
祖
神
焼
き
に
は
ヌ
ル
デ
の 

木
で
刀
を
作
る
。

こ
れ
を
キ
ッ
ポ
ウ
と
い 

い
、
長
さ
九
〇

cm
、
刃
渡
り
六
一 
•

五

cm
。
 

ド
ン
ド
ン
焼
き
の
火
で
こ
が
し
て
き
て
、
軒 

下
に
あ
げ
て
お
く
と
魔
除
け
に
な
る
。(

陳 

田)
キ
ッ
ポ
ウ
は
ヌ
ル
デ
の
皮
を
む
い
て
刀
の 

形
を
作
り
、
皮
を
ま
き
付
け
て
ド
ン
ド
ン
焼 

の
火
で
焦
が
し
て
黒
く
し
て
形
を
作
り
、
家 

の
ト
ボ
グ
チ
へ
上
げ
て
置
く
。
大
小
二
本
作 

る
家
も
あ
る
。
悪
魔
除
け
に
な
る
。
家
の
中

へ
蛇
が
入
る
と
、
こ
の
キ
ッ
ポ
ウ
で
追
い
出
せ
ば
入
ら
な
い
と
い
ぅ
。(

長
井)

ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
の
と
き
に
キ
ツ
ポ
ウ
を
つ
く
る
。

ヌ
ル
デ
ン
ボ
ウ
の
木
を
使
い
、
 

ツ
バ
の
部
分
を
残
し
て
皮
を
け
ず
り
、
ナ

ウ
(

藤
の
つ
る
や
繩)

を
卷
い
て
カ
タ
を 

つ
く
り
、
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
の
火
で
あ
ぶ
っ
て
ヤ
キ
を
入
れ
て
家
に
持
ち
帰
り
、
玄
関 

の
上
に
架
け
た
り
、
神
だ
な
に
上
げ
る
人
も
い
る
。
鴨
居
の
上
の
刀
架
に
か
け
る
人 

も
い
る
。
魔
除
け
で
あ
る
。(

川
浦)

鳥
追
い 

昔
は
祭
り
太
鼓
を
若
者
が
た
た
い
た
。
宿
番
に
大
太
鼓•

小
太
鼓
が
置 

い
て
あ
る
。
今
は
し
な
い
。(

亀
沢)

厄
落
ト
シ 

道
口
ク
神
焼
キ
の
時
、
厄
年
の
人(

男
十
五
、
二
十
五
、
四
十
ニ
オ
、
 

女
十
三
、
十
九
、
三
十
三
才)

は
、
年
の
数
だ
け
大
豆
を
持
っ
て
い
っ
て
進
ぜ
た
。
 

今
は
ミ
カ
ン
に
替
っ
て
、
ミ
カ
ン
箱
に
一
箱
と
か
半
分
と
か
持
っ
て
行
っ
て
ま
い
た 

り
、
銭
を
ま
い
た
り
す
る
。(

亀
沢)

厄
年
の
人
は
正
月
十
四
日
夜
の
ど
ん
ど
ん
焼
き
の 
場
で
松
を
焼
く
と
き
み
か
ん
や 

お
金
を
包
ん
で
投
げ
た
り
、
落
花
生
を
配
っ
た
り
す
る
。
男
衆
は
酒
の
一
升
も
ふ
る

ま
う
。(

川
浦)

厄
落
ト
シ
は
十
四
日
の
晚
に
す
る
。

厄
年
に
あ
た
る
人
が
三
本
辻
で
ミ
カ
ン
、
お 

金
を
投
げ
る
。
帰
り
は
違
う
道
を
通
っ
て
来
る
。
す
ぐ
に
帰
ら
ず
し
ば
ら
く
村
う
ち 

を
ま
わ
っ
て
く
る
。
家
族
は
そ
れ
を
拾
っ
て
は
い
け
な
い
。

厄
年
は
男
十
五
、
二
十
五
、
四
十
ニ
オ
、
女
十
三
、
十
九
、
三
十
三
才
で
あ
る
。

(

岩
氷)

厄
年
の
も
の
は
一
月
十
四
日
に
、
大
体
、
隣
組
単
位
ぐ
ら
い
で
、
二

本

辻(

道
祖 

神
や
き
を
し
た
近
く)

で
、
ヤ
ク
オ
ト
シ
を
し
た
。

ミ
カ
ン
と
か
、
お
金
を
な
げ
た 

程
度
。
子
ど
も
た
ち
が
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
ひ
ろ
っ
た
。(

水
沼)

十

五

日

小
豆
ガ
ユ 

小
正
月
の
小
豆
ガ
ユ
は
さ
ま
し
て
食
べ
る
。
熱
く
て
も
吹
い
て
食
べ 

る
と
、
田
植
に
風
が
吹
く
と
い
っ
て
嫌
が
る
。(

亀
沢)

小
豆
ガ
ィ
は
、
ハ
ラ
ミ
バ
シ
で
食
べ
る
。
吹
い
て
食
べ
て
は
い
け
な
い
。(

七
ツ
石) 

小
豆
ガ
ユ
を
食
べ
る
。
吹
い
て
食
べ
て
は
い
け
な
い
。
大
風
が
吹
く
の
で
い
け
な 

ケ
ー
カ
キ
棒
で
カ
ユ
を
か
き
ま
わ
す
。
棒
は
ヌ
ル
デ
を
四
つ
に
割
り
、

マ
ユ
玉
を 

は
さ
む
。

ケ
ー
カ
キ
棒
は
神
棚
に
あ
げ
て
お
き
、
苗
間
の
入
口
に
さ
す
。

カ
ユ
は
ハ
ラ
ミ
箸
で
食
べ
る
。(

六
区)

カ
ユ
カ
キ
棒 

ヌ
ル
デ
の
木
の
元
を
十
の
字
に
割
っ
て
、
わ
ら
で
い
わ
え
て(

結 

ん
で)

置
き
、
十
五
日
の
朝
の
か
ゆ
を
か
き
回
し
た
。(.
亀
沢)

十
五
日
の
朝
、
小
豆
ガ
ユ
を
に
る
。
か
ゆ
か
き
棒(

ま
ゆ
玉
を
は
さ
む)

で
か
ゆ 

を
か
き
ま
わ
す
。
十
五
日
に
朝
寝
を
し
て
、
お
か
ゆ
を
ふ
い
て
食
べ
る
と
、
田
植
の 

と
き
に
風
が
吹
く
と
い
っ
た
。

こ
の
日
、
な

り

こ

玉(

果
物
の
な
る
木)

に
、
な
た
で
き
ず
を
つ
け
る
ま
ね
を
し 

て
、
「
な
る
か
、
な
ら
ぬ
か
、
な
れ
ば
お
か
ゆ
を
し
ん
ぜ
る
」
と
い
っ
た
。
カ
キ
の
木 

な
ど
に
お
か
ゆ
を
あ
げ
た
。

ま
た
、
ま
ゆ
玉
を
ゆ
で
た
水
を
、
う
ち
の
四
隅
に
ま
い
た
。

ヘ
ビ
ょ
け
と
か
い
っ
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た
。な

お
、
か
ゆ
か
き
棒
は
、
神
棚
に
あ
げ
て
お
い
て
、
苗
代
を
す
る
と
き
に
、
苗
間 

の
水
口
に
二
本
た
て
た
。(

水
沼)

十
五
日
は
小
正
月
休
み
、
小
豆
粥
を
つ
く
り
家
の
ま
わ
り
に
ま
い
た
。
成
木
嘖
め 

な
ど
は
し
な
か
っ
た
。(

下
郷)

蛇
よ
け
に
は
鋸
を
や
す
り
で
と
い
で
出
た
鉄
の
粉
を
家
の
回
り
に
ま
く
と
、
蛇
が 

家
に
入
ら
な
い
と
い
う
。
時
期
は
か
ま
わ
な
い
。(

亀
沢)

十

六

日

ヤ
ブ
入
り 

年
始
日
に
な
っ
て
い
る
。
囚
人
だ
っ
て
一
日
は
許
さ
れ
る
日
だ
と
い 

う
。
奉
公
人
も
家
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。(

亀
沢)

マ
ユ
カ
キ 

小
正
月
十
七
、
八
日
に
ボ
ク
の 

マ
ユ
玉
を
も
い
で
、
樽
な
ど
に
入
れ 

て
置
く
。
あ
ま
り
乾
燥
し
な
い
よ
う
に
し
て
お
き
、
お
や
つ
に
食
べ
る
。

マ
ユ
玉
は
寒
の
水
に
浸
し
て
お
く
と
か
び
が
き
な
い
。(

亀
沢)

マ
ユ
玉
は
家
の
者
が
食
べ
る
が
、
人
に
も
出
し
て
食
べ
て
も
ら
う
。(

亀
沢) 

十
六
日
は
マ
ィ
カ
キ
。

水
沼
へ
馬
を
引
い
て
行
っ
て
馬
頭
観
音
を
拝
ん
で
き
た
。(

カ
ジ
ャ)

十
六
日
に
お
た
な
さ
が
し
と
か
ま
ゆ
か
き
と
か
い
っ
て
、
お
そ
な
え
し
た
ま
ゆ
玉 

と
か
お
そ
な
え
も
ち
を
全
部
さ
げ
た
。
な
お
、
正
月
棚
は
、
二
十
日
正
月
ま
で
さ
げ 

て
お
く
。(

水
沼)

ま
ゆ
玉
か
き
と
い
っ
て
一
月
十
六
日
は
、
小
正
月
に
飾
っ
た
ま
ゆ
玉
を
枝
か
ら
と 

る
。
朝
、
ひ
と
り
い
く
つ
か
ず
つ
の
割
で
う
で
る
。
、っ
で
あ
が
っ
た
ら
、
茶
碗
に
よ 

そ
っ
て
、
醬
油
や
砂
糖
な
ど
好
み
の
も
の
を
つ
け
て
食
べ
る
。
残
り
の
も
の
は
、
子 

ど
も
が
大
き
く
な
っ
て
不
要
に
な
っ
た
い
じ
め
で
、
内
側
を
き
れ
い
な
紙
で
張
っ
た 

も
の
な
ど
に
入
れ
て
し
ま
っ
て
お
く
。
子
ど
も
が
外
か
ら
帰
っ
た
り
、
き
つ
い
寒
さ 

の
夜
な
ど
に
、
母
親
が
出
し
て
き
て
、
囲
炉
裏
の
ぬ
く
ベ
の
中
に
入
れ
、
灰
を
か
ぶ 

せ
て
焼
い
て
く
れ
る
。
焼
け
た
ら
灰
を
払
っ
て
、
食
べ
る
の
だ
が
、
何
と
も
い
い
よ 

う
の
な
い
こ
お
ば
し
さ
だ
っ
た
。
何
も
つ
け
な
く
て
も
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
う
ま
か
っ
た
。

あ
と
で
作
っ
た
ま
ゆ
玉
で
は
、

い
く
ら
こ
ろ
が
し
て
も
こ
の
味
は
で
な
か
っ
た
。

い 

く
に
ち
か
で
も
一
度
寒
の
中
で
あ
た
ら
な
い
と
だ
め
な
の
で
あ
る
。
何
と
い
っ
て
も
、
 

灰
を
ぽ
ん
ぽ
ん
と
た
た
く
だ
け
な
の
で
、
食
い
な
れ
ぬ
も
の
が
ち
ゅ
ぅ
ち
ょ
す
る
と
、
 

灰
は
消
毒
し
て
あ
る
、
そ
ん
なふ

/
'

っ
で
は
神
様
の
バ
チ
が
あ
た
る
な
ど
と
年
よ
り
は 

い
っ
た
。(

川
浦)

十
六
日
は
ま
ゆ
か
き
と
い
っ
て
十
三
日
に
つ
く
っ
た
ま
ゆ
玉
を
も
ぎ
と
る
日(

下

郷)

十

七

日

観
音
様
水
沼
の
厄
除
観
音
の
緣
日
で
、
十
六
日
の
晩
か
ら
十
七
日
に
か
け
て
、
 

ご
年
始
に
き
た
。
十
六
日
の
晩
が
に
ぎ
や
か
で
だ
る
ま
市
が
た
っ
た
。(

水
沼)

一
月
十
七
日
は
北
向
観
音
様
の
緣
日
、
こ
こ
に
馬
の
神
様
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
 

近
在
の
人
が
、
馬
を
つ
れ
て
お
ま
い
り
に
き
た
。

埼
玉
の
上
岡
の
観
音
様
へ
は
、
人
間
だ
け
が
行
っ
て
、
馬
は
お
ま
つ
り
に
は
行
か 

な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
絵
馬
と
か
サ
サ
を
買
っ
て
き
た
。
馬
が
病
気
を
し
た
と
き 

に
は
、
こ
の
サ
サ
を
馬
に
く
れ
た
。(

水
沼)

十

八

日

馬
頭
観
音 

信
州
戸
倉
観
音
か
ら
ご
神
体
を
貰
っ
て
来
て
下
の
観
音
様
へ
祭
り
、
 

そ
こ
へ
馬
を
引
い
て
お
サ
ゴ(

米)

を
持
っ
て
参
詣
し
た
。
亀
沢
の
大
井
朝
五
郎
家 

に
馬
の
世
話
を
す
る
人(

伯
楽
様)

が
い
て
お
祭
り
を
し
て
、
野
石
の
碑
に
き
り
つ 

け
て
あ
る
。(

亀
沢)

マ
ユ
ネ
リ 

十
八
日
は
マ
ユ
ネ
り
の
日
、
ま
ゆ
玉
を
ゆ
で
て
砂
糖
を
入
れ
て
食
べ 

る
。(

下
郷)

正
月
十
八
日
は
、

マ
ユ
ね
り
と
い
っ
て
、
小
正
月
に
神
棚
に
供
え
た
お
ま
ゆ
玉
を 

さ
げ
る
日
で
あ
る
。(

川
浦)

柿
の
木
な
ど
に
な
た
で
傷
を
つ
け
る
と
な
る
と
い
ぅ
。
十
八
日
に
マ 

ユ
カ
キ
し
て 

マ
ユ
玉
を
ゆ
で
た
湯
を
柿
の
木
に
か
け
て
「
ナ
ル
カ
、
ナ
ラ
ネ
エ
カ
、
ナ
り
マ
ス
、



ナ
リ
マ
ス
」
と
い
う
と
、
必
ず
よ
く
な
る
よ 

う
に
な
っ
た
と
い
う
。(

亀
沢)

二

十

日

二
十
日
正
月 

し
ま
い
正
月
で
年
始
が
残
っ
て
れ
ば
こ
の
日
に
行
く
。
「
二
十
日
正 

月
が
過
ぎ
た
か
ら
ご
年
始
は
き
な
か
ん
ベ
」
と

い

う(

七
ツ
石)

三
月
三
日
ま
で
年
始
は
い
い
そ
う
だ
。(

中
石
津)

二
十
日
正
月
え
び
す
講•

し
め
え
正
月
と
も
い
う
。
こ
の
日
、
お
た
な(

正
月
棚) 

を
は
ず
す
。(

水
沼)

エ
ビ
ス
講 

朝
エ
ビ
ス
様
が
働
き
に
行
く
の
を
祝
っ
て
、
机
を
出
し
て
エ
ビ
ス
様 

を
の
せ
、
膳
椀
を
供
え
、
酒
•

魚
(

サ
ン
マ
の
頭
付)

を
進
ぜ
る
。
エ
ビ
ス
様
は
木
か 

壁
で
作
っ
て
あ
る
の
を
、
行
商
が
売
り
に
来
る
。
掛
軸
は
な
い
。

正
月
に
は
稼
ぎ
に 

行
く
の
で
金
は
進
ぜ
な
い
。(

亀
沢)

サ
ィ
川
で
は
二
十
日
観
音
を
祭
る
。(

亀
沢)

朝
エ
ビ
ス
と
い
っ
て
、

エ
ビ
ス
様
に
、
尾
頭
付
、
朝
御
飯
、
御
神
酒
を
供
え
る
。
 

ェ
ビ
ス
様
か
働
き
に
い
く
の
だ
か
ら
資
金
を
持
た
し
て
や
る
と
い
っ
て
金
を
供
え 

る
。
小
銭
も
お
釣
銭
と
し
て
供
え
る
。(

六
区)

立
ち
エ
ビ
ス
だ
か
ら
朝
早
く
す
る(

カ
ジ
ャ)

え
び
す
講
は
、
商
人
の
場
合
は
、
朝
や
り
、
農
家
の
場
合
は
夜
や
る
も
の
だ
と
い

、つ
。
ぅ
ち
中
の
あ
り
金
を
え 

び
す
様
に
あ
げ
た
。

こ
の
日 

は
、
集
金
人
が
き
た
り
、
行 

商
の
人
が
き
て
も
、
現
金
は

だ
す
も
の
て
は
な
い
と
いV

た,
(

冰

一
月
二
十
日
は
送
り
え
び
す
、
十
二
月
二
十
日
は
迎
え
え
び
す
と
い
い
、
商
人
の 

家
で
は
、

一
月
二
十
日
は
朝
え
び
す
と
い
い
、
朝
お
祝
い
を
し
た
。(

相
吉)

エ
ビ
ス
棚 

座
敷
の
神
棚
の
下
に
仏
壇
が
あ
り
そ
の
斜
め
下
の
戸
棚
の
内
に
エ
ビ 

ス
大
黒
を
祭
る
家
が
多
い
。
こ
の
土
地
の
建
具
屋
が
作
り
付
け
の
戸
棚
に
作
る
。(

亀 

沢)
エ
ビ
ス
大
黒
は
神
棚
の
下
の
戸
棚
の
最
も
下
の
方
に
入
れ
て
置
く
。

明
治
27.

28 

年
ご
ろ
建
て
た
家
で
、
作
り
付
け
の
よ
ぅ
に
、
上
か
ら
神
棚•

仏

だ
ん•

エ
ビ
ス
棚 

の
順
に
な
っ
て
い
る
。(

陣
田)

二
十
日
コ
ウ
セ
ン 

ニ
十
日
正
月
に
コ
ウ
セ
ン
を
作
っ
て
家
の
ま
わ
り
に
ま
く
と 

蛇
よ
け
に
な
る
。

松
飾
り
の
立
っ
て
い
た
穴
は
埋
め
ず
に
お
い
て
、
そ
こ
に
コ
ウ
セ
ン
を
ま
く
。(

岩

氷)

エビス•大黒

1升ますの中に入れてある 

(陣田)(撮影関口正己)

(下段)エビス.大黒の棚 

(上段)神 棚 

(中段)仏 壇(亀沢)

(撮影関口正己)

エビス.大黒棚(下段) 神棚の下の戸棚に祭ら 

れた。 仏壇よりもやや低く位置する。

(撮影関口正己)



蛇
ょ
け
と
し
て
、
二 

十
日
正
月
に
コ
ウ
セ
ン
を
家
の
ま
わ
り
に
ま
い
た
。
「
蛇
も
ム 

カ 

デ
も
ど
一
け
ど
け
、
オ

ラ

が(

不
明)

ナ
タ
ガ
マ
三
丁
、
カ
マ
三
丁
」
な
ど
と
言 

っ
た
。(

岩
氷)

二
十
日
に
脇
差
を
さ
し
て
家
の
四
周
に
香
煎
を
ま
い
た
。
そ
の
時

r

へ
一
び
も
む
か
で
も
ど
け
一
け
ど
け

お
れ
は
か
じ
ゃ
の
め
一
ぼ
こ
り
」

と
唱
え
た
。(

第
一
区)

二
十
日
正
月
に
は
雑
煮
を
お
供
え
し
て
正
月
棚
を
こ
わ
し
、
脇

差
(

十
三
日
に
つ 

く
っ
た
棒)

を
さ
し
て
キ
ナ
コ(

大
豆
を
い
っ
て
攪
い
た
も
の)

を
家
の
め
ぐ
り
に 

ま
く
。

こ
の
と
き
説
え
ご
と
と
し
て
「
蛇
も
百
足
ど
け
ど
け
、
お
ら
あ
火
事
の
ま
い 

ぼ
こ
り
」
と
い
っ
て
ま
い
た
。

こ
の
日
井
戸
つ
る
べ
の
繩
を
な
い
な
ど
も
し
た
。(

下
郷)

ー
ー
十
五

日

天
神
講 

子
供
が
宿
に
寄
っ
て
、
賄
い
を
し
て
も
ら
っ
て
食
べ
、
向
こ
う
山
の
天 

神
様
に
書
初
め
を
納
め
て
祝
、っ
。

も
と
は
四
月
ー
ー
十
五
日
に
祭
っ
た
が
、
田
の
苗
マ
が
忙
し
い
の
で
正
月
に
変
更
し 

た
。(

亀
沢)

子
供
の
天
神
講
の
日
、
近
年
は
学
校
の
休
み
の
都
合
で
十
二
月
の
う
ち
に
天
神
講 

を
し
て
し
ま
う
の
で
正
月
は
し
な
く
な
っ
た
。(

下
郷)

二

十

八

日

終
い
正
月 

年
始
を
す
べ
て
行
な
っ
た
。
「
二
十
八
日
ノ
尻
マ
ク
リ
」
と
い
っ
た
。

(

亀̂
}

部
落
に
ょ
っ
て
は
ー
ー
十
八
日
に
初
不
動
を
祭
る
。(

亀
沢) 

し
め
え
正
月
は
不
動
様
の
日
で
も
ぁ
る
。(

水
沼)

不
動
様
祭
り 

水
沼
で
は
中
尾
だ
け
で
や
る
。

不
動
様
は
火
伏 

せ
の
神
様
。(

水
沼)

川
浦
の
不
動
様
の
緣
日
。
不
動
様
は
火
伏
せ
の
神
様
で
ぁ
る
。
 

(

六
区)

旧
暦
の
一
月
二
十
八
日
は
相
吉
の
不
動
様
の
祭
り
で
、
ノ
ボ
リ 

を
立
て
判
紋
付(

ハ
ン
モ
ン
ツ
キH

ト
ッ
コ)

に
菓
子
を
は
っ
た 

り
し
て
楽
し
ん
だ
。(

相
吉)

二
十
八
日
は
不
動
様
の
日
、榛
名
町
室
田
の
滝
不
動
へ
お
参
り 

に
い
く
人
が
多
か
っ
た
。(

下
郷)

初
肥 

そ
の
年
に
は
じ
め
て
コ
エ(

堆
肥)

を
出
す
日
は
き
ま 

っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
日
に
は
御
馳
走
を
す
る
。(

六
区)

天満宮の拝殿(亀沢)

(撮影関口正己)

天 神 宮(亀沢)

(撮影関口正己)



二 

月

四 

日
(

節
分)

豆
ま
き
年
取
り
を
す
る
。
夕
飯
前
に
豆
を
ほ
う
ろ
く
で
煎
っ
て
、
神
棚
に
上
げ 

て
か
ら
豆
マ
キ
を
し
て
夕
飯
に
す
る
。

ヤ
カ
ガ
シ
は
作
ら
な
い
。

豆
マ
キ
は
お
棚
の
前
か
ら
ま
き
始
め
る
。
家
の
内
へ
「
福
ハ
内
」
、
家
の
外
へ
「鬼 

ハ
外
」
と
ま
く
。
残
っ
た
鬼
ノ
豆
は
お
棚
に
上
げ
て
置
い
た
り
、

紙
に
包
ん
で
い
ろ 

り
の 

カ
ギ
竹
に
吊
る
し
て
お
く
。
雷
様
が
鳴
っ
た
時
に
鬼
ノ
豆
を
食
べ
る
と
遠
く
へ 

行
く
と
い
う
。(

亀
沢)

節
分
に
は
豆
の
木
で
箸
を
作
っ
て
、
ほ
う
ろ
く
の
大
豆
を
か
き
ま
ぜ
な
が
ら
煎
る
。
 

一
度
煎
っ
た
も
の
を
、
生
ま
で
は
い
か
ぬ
と
必
ら
ず
二
度
煎
る
。
煎
れ
た
豆
は
、
し 

ん
じ
ん
棚
に
進
ぜ
て
か
ら
、
祈
の
中
に
入
れ
て
主
人
が
ま
い
た
。
ま
き
方
は
、
「福
は 

う
ち
、
鬼
は
そ
と
」
と
い
い
な
が
ら
、
先
ず
神
棚
に
ま
き
、
家
の
中
を
一
巡
し
て
か 

ら
、
外
を
ま
く
。
す
っ
か
り
ま
き
終
わ
る
と
、
ま
い
た
も
の
を
ひ
ろ
っ
て
年
の
数
ほ 

ど
食
べ
る
と
、
か
ぜ
を
ひ
か
ぬ
か
ら
と
い
っ
て
食
べ
た
り
、
福
茶
な
ど
と
い
っ
て
飲 

ん
だ
り
す
る
。
ま
た
、
豆
を
十
二
粒
囲
炉
裏
に
く
ベ
て
、
そ
の
燃
え
よ
う
に
よ
っ
て
、
 

何
月
に
風
が
吹
く
と
か
、
こ
れ
は
黒
く
な
っ
た
か
ら
雨
が
降
る
と
か
い
っ
た
。
ほ
ん 

と
う
に
昔
の
人
は
う
そ
は
つ
か
ぬ
も
の
だ
と
子
ど
も
心
に
感
心
し
た
。
雷
よ
け
に
、
 

夏
ま
で
袋
に
入
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
も
し
た
。(

川
浦)

豆
ま
き
の
豆
を
い
る
時
に
、
豆
の
木
を
三
角
形
に
折
っ
た
の
で
か
き
ま
わ
す
。
「福 

は
内
、
鬼
は
外
」
が
す
ん
だ
あ
と
、
豆
は
カ
ギ
竹
に
つ
る
し
て
お
き
、
初
雷
の
と
き 

に
自
分
の
年
だ
け
食
べ
る
と
よ
い
。

三
又
の
豆
の
木
に
、
正
月
様
に
し
ん
ぜ
た
ィ
ワ
シ
の
頭
を
さ
し
、
豆
を
い
る
囲
炉 

裏
の
火
で
焼
く
。
そ

れ

に

「
苗
も
大
根
も
虫
も
た
か
る
な
」
と
唱
え
る
。

節
分
に
早
く
寝
る
と
白
髪
に
な
る
と
い
、っ
。(

六
区)

節
分
の
ま
め
ま
き
は
各
戸
で
や
る
。
豆
は
ホ
ウ
ロ
ク
で
炒
っ
た
。
豆
を
炒
り
な
が

ら
、
イ
ワ
レ
の
頭
を
豆
の
木
の
二
又
が
さ
し
た
の
を
や
い
た
。

こ
れ
を
ヤ
キ
ガ
シ
ラ 

と
い
い
、
主
人
が
や
い
た
。
こ
の
と
き
の
唱
え
ご
と
は
、
「
四
十
二
色
の
耕
作
の
虫
の 

か
し
ら
を
や
き
申
す
」
と
い
い
つ
ば
を
か
け
な
が
ら
や
い
た
。

ヤ
キ
ガ
シ
ラ
は
、
家 

の
入
口
の
と
こ
ろ
に
さ
し
て
お
く
。

豆
ま
き
は
主
人
が
す
る
。
神
棚
の
前
か
ら
は
じ
め
て
、
各
部
屋
、
井
戸
、
お
正
月 

に
お
松
を
か
ざ
っ
た
と
こ
ろ
を
順
に
ま
い
て
あ
る
い
た
。
こ
の
と
き
の
唱
え
ご
と
は
、
 

「福
は
内
、
福
は
内
、
鬼
は
外
」
。

ま
い
た
豆
は
、
家
族
の
も
の
が
ひ
ろ
っ
て
食
べ
た
が
、
こ
れ
は
、
自
分
の
年
の
数 

だ
け
食
べ
る
も
の
と
い
っ
た
。

の
こ
り
の
豆
を
と
っ
て
お
い
て
、
初
雷
の
と
き
に
食
べ
れ
ば
、
か
み
な
り
よ
け
に 

な
る
と
い
う
。

こ
れ
を
オ
ニ
の
豆
と
い
っ
た
。(

水
沼)

ホ
ー 

ロ
ク
で
豆
を
煎
り
、

一
升
マ
ス
に
入
れ
て
高
棚
に
進
ぜ
る
。

こ
の
時
、
立
ち 

臼
の
長
さ
に
切
っ
た
カ
ヤ
を
三
角
に
折
っ
た
も
の
で
豆
を
か
ん
ま
し
な
が
ら
煎
る
。
 

堅
い
家
じ
ゃ
三
回
く
り
返
し
て
い
る
。

よ
く
煎
る
と
「
フ
が
切
れ
て
い
い
」(

七
ツ
石)

部
屋
の
窓
を
全
部
開
け
、
神
棚
の
前
、
デ
ー
、
お
勝
手
、
台
所
、
屋
敷
い
な
り
、
 

便
所
な
ど
に
豆
を
ま
く
。
「鬼
は
外
鬼
は
外
、
福
は
内
福
は
内
」
と
言
う
。
年
の
数
だ 

け
豆
を
拾
っ
て
食
べ
る
。

残
っ
た
豆
を
紙
に
包
み
、
カ
ギ
竹
に
し
ば
り
つ
け
て
お
き
、
春
一
番
の
雷
が
鳴
っ 

た
時
に
食
べ
る
。(

関
沢)

マ
イ
ダ
マ
を
さ
し
た
サ
ン
マ
タ
の
木
に
イ
ワ
シ
の
頭
と
尾
を
さ
し
ツ
バ
を
か
け
な 

が

ら

「
四
十
い
く
つ
の
虫
を
や
く
」
と
言
、っ
。

「鬼
の
豆
を
食
わ
ね
え
と
ハ
ラ
ワ
タ
が
か
び
る
」
と
言
っ
た
も
ン
だ
。

日
が
引
っ 

込
ん
だ
ら
す
ぐ
や
る
。
よ
そ
ん
ち
よ
り
早
く
や
り
た
が
っ
た
も
ン
だ
。(

糚
屋)

米
の
め
し
に
豆
腐
汁
を
作
る
。

シ
ョ
ー
ビ
キ
で
も
焼
く
。(

七
ツ
石)

年
男
が
豆
ま
き
を
す
る
。
先
ず
神
棚
に
「福
は
う
ち
」
と
言
っ
て
豆
を
ま
き
、
そ 

れ
か
ら
部
屋
の
戸
を
あ
け
て
各
々
「福
は
う
ち
」
と
言
い
な
が
ら
家
じ
ゅ
う
の
各
部 

屋
に
豆
を
ま
く
。
最
後
に
戸
を
あ
け
て
外
に
向
か
っ
て
「鬼
は
そ
と
」
と
言
い
な
が



ら
豆
を
投
げ
て
、
 

す
ぐ
戸
を
し
め 

る
。

こ
の
豆
を
と 

っ
て
お
い
て
、
初 

雷
が
鳴
る
と
家
中 

の
者
が
食
べ
て
、
 

雷
除
け
の
ま
じ
な 

い
と
す
る
。
(

二 

区)

鬼
の
豆
節
分
の
鬼
の
豆
の
残
り
を
袋
に
入
れ
て
神
棚
に
上
げ
て
置
く
。
ナ
ル
ヵ 

ミ

様
(

雷)

が
最
初
に
鳴
っ
た
時
に
食
べ
る
と
、
落
ち
な
い
と
い
う
。(

陣
田)

豆
を
紙
に
包
ん
で
ヵ
ギ
竹
に
吊
る
し
て
お
い
て
初
雷
に
食
べ
る
。(

岩
氷)

天
気
占
い 

節
分
焼
キ
と
い
っ
て
、
豆
ま
き
の
晚
に
イ
ロ
リ
に
一
年
中
の
豆
を
十 

二
粒
並
べ
て
置
き
、
同
じ
燃
し
木
で
あ
ぶ
っ
て
い
て
、
焦
げ
て
燃
え
つ
く
順
で
い
く 

月
は
よ
い
と
か
、
わ
る
い
と
か
い
う
。
早
く
燃
し
つ
く
と
わ
る
い
。(

亀
沢)

豆
を
十
二
個
イ
ロ
リ
に
入
れ
て
焼
け
具
合
で
そ
の
月
の
天
気
予
報
と
す
る
。
豆
が 

黒
く
な
れ
ば
雨
、
白
い
と
天
気
、
中
間
だ
と
雨
と
晴
が
半
々
と
な
る
。(

岩
氷)

煎
っ
た
豆
十
二
粒
を
い
ろ
り
の
ぬ
く
ベ
え
の
中
に
さ
く
を
引
い
て
お
き
、
焦
げ
具 

合
に
よ
っ
て
天
気
を
占
っ
た
。
黒
く
焦
げ
た
か
ら
日
照
り
だ
、
と
か
言
っ
た
。(

築
地) 

出
替
り 

二
月
二
日
は
出
替
り
の
日
だ
が
、
出
替
り
と
い
う
言
葉
は
伝
え
ら
れ
て 

な
い
。
し

か

し

「
盆
が
き
な
く
も
正
月
が
き
な
く
も
二
月
二
日
が
く
れ
ば
よ
い
」
と 

い
う
歌
が
あ
り
、
暇
が
で
た
。
奉
公
人
は
二
月
二
日
だ
け
は
主
人
公
と
同
じ
く
取
扱 

わ
れ
、
こ
の
日
の
あ
つ
か
い
が
悪
い
と
奉
公
を
や
め
さ
せ
ら
れ
る
と
感
じ
と
っ
た
。
 

下
男
下
女
は
昔
は
義
理
が
た
く
死
ぬ
ま
で
交
際
し
て
い
た
。(

相
吉)

二
月
二
日
は
出
替
り
で
、
奉
公
人
の
契
約
を
替
え
る
。(

烏
渕
村
郷
土
誌)

七 

日

初
ケ
イ
ヤ
ク 

宿
に
寄
っ
て
村
の
諸
役
の
取
り
決
め
を
し
て
、
酒
を
一
杯
飲
ん
で

お
祝
い
し
た
。

こ
の
こ
ろ
は
積
雪
が
多
く
て
外
の
仕
事
が
で
き
な
い
の
で
、
ケ
イ
ヤ 

ク
を
し
た
。(

亀
沢)

餅
ケ
イ
ヤ
ク
で
二
月
七
、
八
両
日
は
一
戸
一
人
出
て
遊
ぶ(

泊
ら
な
い)

。
米
一
升. 

小
豆
一
升
を
ー 

ロ
と
し
て
十
三
個
の
餅
を
作
り
、夕
飯
に
食
べ
て
一
晚
中
遊
ん
だ
が
、
 

酒
を
飲
ん
で
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
あ
と
は
け
ん
か
に
な
っ
た
。
多
く
暴
れ
る
人
が
い
る
と 

皆
で
と
っ 

つ
か
ま
え
て
ネ
コ
卷
き
に
し
て
動
け
な
く
し
た
。

ケ
イ
ヤ
ク
は
ム
ラ
の
一
年
中
の
規
約
を
決
め
る
こ
と
で
、
そ
の
あ
と
懇
談
会
に 

な
っ
た
。(

陣
田)

二
月
十
一
日
は
、
村
の
規
約
を
き
め
る
契
約
の
日
、
満
十
五
才
に
な
る
と
こ
の
契 

約
に
加
入
さ
せ
ら
れ
た
。(

退
会
は
四
十
ニ
オ
ま
で
で
、
子
供
が
十
五
才
に
達
し
な
い 

と
ぬ
け
ら
れ
な
か
っ
た)

そ
の
と
き
は
父
親
が
酒
を
一
升
世
話
人
の
と
こ
ろ
へ
も
っ 

て

い

き

「
今
年
か
ら
悴
を
若
衆
の
仲
間
に
入
れ
て
も
ら
い
た
い
」
と
頼
ん
だ
。

入
っ 

て
二
〜
二
年
は
下
座
に
い
て
カ
ン
タ
ロ
ウ(

酒
の
か
ん)

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

こ
の
と
き
の
会
議
は
ギ
ジ
会(

議
事
会)

と
い
っ
て
、

一
年
中
の
あ
っ
た
こ
と
を 

世
話
人
が
書
き
と
め
て
お
き
、
若
衆
仲
間
の
も
の
で
不
埒
な
事
を
し
た
者
が
あ
る
と
、
 

大
勢
の
前
に
座
ら
せ
て
お
き
、
そ
の
行
動
を
公
に
し
て
お
説
教
を
し
て
、
三
年
間
は 

カ
ン
タ
ロ
ウ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
世
話
人
は
二
人
で
、
 

投
票
で
き
め
た
こ
と
も
あ
る
。

ハ
バ
の
き
い
た
人
が
選
ば
れ
た
。

二
月
十
二
日
も
契
約
と
い
ぅ
が
、
こ
の
日
は
餅
契
約
と
い
い
、
小
豆
の
あ
ん
粉
を 

沢
山
つ
く
り
、
女
衆
も
ま
じ
り
ア
ン
コ
を
顔
に
ぬ
り
つ
け
っ
こ
し
た
。

こ
の
日
は
他 

村
の
者
で
も
部
落
に
き
た
人
に
は
ア
ン
コ
を
ぬ
っ
た
。

こ
の
と
き
の
宿
は
祝
い
ご
と 

の
あ
っ
た
家
が
あ
て
ら
れ
餅
を
つ
い
た
。
餅
は
五
合
を
一
枚
に
し
、
そ
れ
を
十
二
か 

ら
十
四
に
わ
け
、
十
二
半
か
十
二
四
半
の
割
合
で
分
け
て
や
っ
た
。(

相
吉)

八 

日

オ
コ
ト 

こ
と
は
じ
め
、
こ
と
じ
ま
い
は
特
に
伝
え
て
い
な
い
。(

相
吉)

月
の
八
日 

月
の
八
日
は
悪
い
日
と
い
、っ
。

八
の
つ
く
日(

八
、
十
八
、
二
十
八
日)

に
は
旅
に
出
る
の
を
さ
け
た
。
医
者
に

節分の豆

紙に包み神棚の上へ(陳田)

(撮影関口正己)



行
く
の
も
さ
け
た
と
い
う
。

こ
の
日
は
、
日
帰
り
は
い
い
が
、
泊
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
。(

水
沼) 

針
供
養 

女
衆
が
針
を
使
わ
な
い
日
、
別
に
何
も
し
な
い
。(

亀
沢)

針
供
養
は
お
裁
縫
の
女
の
人
達
が
や
る
。
欠
け
た
針
を
豆
腐
に
さ
し
、

一
日
中
針 

を
使
わ
な
い
。

お
針
の
先
生
の
と
こ
ろ
に
女
の
人
達
が
集
ま
り
、
お
茶
を
の
む
程
度 

で
あ
る
が
、

一
般
の
家
で
も
針
だ
け
は
使
わ
な
い
。(

六
区)

初

午

の
 

日

初
午 

長
井
の
百
庚
申
の
す
ぐ
上
に
あ
る
稲
荷
様
へ
お
参
り
す
る
。
狐
の
姿
を
壁 

(

粘
土) 

で
作
っ
て
あ
る
の
を
取
り
替
え
て
く
る
。
大
々
的
に
賑
わ
っ
た
。
三
月
二 

十
八
日
に
も
祭
る
。(

亀
沢)

初
午
に
は
馬
肥
い
を
多
少
で
も
出
す
も
の
だ
と
い
う
。(

亀
沢)

初
午
の
日
に
は
、
赤
飯
を
た
き
、
お
ま
ゆ
玉
を
あ
げ
る
。
お
稲
荷
様
の
あ
る
赤
竹 

で
は
、
現
在
で
も
盛
ん
で
、
宿
を
決
め
て
お
ま
つ
り
を
す
る
。(

川
浦)

初
午
は
ひ
の 

つ
か
な
い
午
の
日
に
す
る
。
ひ
の
え
午
を
さ
け
、
き
の
え
午
に
す
る
。
 

米
の
粉
を
ひ
い
て
マ
ィ
ダ
マ
を
作
る
。
七
つ
組
の
一
番
大
き
い
メ
ン
パ
に
入
れ
て
高 

棚
に
進
ぜ
る
。
塩
あ
ん
の
う
で
ま
ん
じ
ゆ
う
や
み
そ
あ
ん
の
ま
ん
じ
ゆ
う
を
作
っ
た
。
 

(

七
ッ
石)

む
か
し
は
仕
事
を
休
ん
で
遊
ん
だ
。
大
正
の
初
め
頃
ま
で
。(

中
石
津)

か
た
い
う
ち
で
は
、
こ
の
日
ま
い
玉
を
つ
く
っ
て
神
様
に
し
ん
ぜ
た
。
一
番
先
に
、
 

稲

荷

様(

屋
敷
神)

に
し
ん
ぜ
た
。
ま
い
玉
は
、
め
ん
ば
に
入
れ
て
あ
げ
た
。

こ
れ 

は
朝
の
行
事
で
、
か
い
こ
か
あ
た
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。(

水
沼)

初
午
は
各
自
の
寒
の
屋
敷
稲
荷
を
祭
る
く
ら
い
で
あ
る
。
屋
敷
稲
荷
は
家
に
よ
っ 

て
京
都
か
ら
正
一
位
の
稲
荷
を
分
け
て
も
ら
っ
て
き
た
寒
も
あ
り
、
正
一
位
の
正
式 

の
稲
荷
で
な
い
と
石
宮
に
は
祝
ら
な
か
っ
た
。
正
一
位
の
稲
荷
を
も
つ
家
は
部
落
で 

二
軒
し
か
な
く
、
そ
の
稲
荷
様
は
祈
願
す
る
と
他
よ
り
も
効
果
が
あ
る
と
い
う
。
飯 

島
家
の
も
の
は
正
一
位
の
た
め
遠
く
か
ら
お
参
り
に
き
た
こ
と
も
あ
る
。(

相
吉)

涅
槃
会 

二
月
十
五
日
に
、
お
寺
で
小
さ
な
オ
マ
ィ
玉
を
く
れ
た
。
そ
れ
を
食
べ

る
と
マ
ム
シ
に
食
わ
れ
な
い
と
い
う
。(

六
区)

三 

月

三 

日

ヒ
ナ
祭
り
一
週
間
前
か
ら
座
敷
へ
ヒ
ナ
段
を
出
し
て
、
座
り
ビ
ナ
を
飾
る
。
上 

段
に
内
裏
様
を
置
き
、
供
え
物
を
進
ぜ
る
。
菱

餅•

煮

物•

黄
粉
に
砂
糖
を
混
ぜ
た 

物
な
の
で
、
ウ
メ
ビ
ラ
と
い
う
塗
り
物
の
皿
に
黄
粉
を
入
れ
て
進
ぜ
る
。
菱
餅
は
ヨ 

モ
ギ
餅
や
色
付
け
餅
に
し
て
、
青
•

赤
•

白
色
な
ど
十
枚
ぐ
ら
い
を
重
ね
て
、
お
供 

え
餅
一
重
ね
の
上
に
の
せ
て
供
え
る
。

お
供
え
餅
が
大
き
い
と
ジ
ン
ジ
ク
し
て(

釣
り
合
っ
て)

大
き
い
菱
餅
を
の
せ
て 

供
え
る
。(

亀
沢)

お
ひ
な
様
は
二
月
二
十
八
日
に
飾
る
。
三
月
一
日
に
餅
を
つ
く
。

ヒ
シ
餅
は
七
重 

ね
に
す
る
。

二
枚
ず
つ
小
さ
く
重
ね
て
梅
の
蕾
で
も
さ
す
。

一
日
だ
け
遊
ぶ
。
チ
ン 

コ
ロ 
(

ネ
コ
柳)

で
も
と
っ
て
き
て
飾
る
。(

七
ツ
石)

ひ
と
重
ね
の
ヒ
シ
餅
に
水
引
を
か
け
、
タ
ラ
の
干
も
の
二
枚
持
っ
て
嫁
の
里
へ
夫 

婦
で
泊
り
に
行
く
。

一
晩
か
二
晚
泊
っ
て
く
る
。(

七
ッ
石)

し
ま
う
時
は
お
茶•

す

し•

お
煮
し
め
な
ど
上
げ
て
か
ら
し
ま
う
。(

糚
屋) 

三
月
三
日
は
雛
節
供
で
、
初
め
て
の
子
に
は
嫁
の
実
家
か
ら
雛
を
持
っ
て
い
く
。
 

お
返
し
に
は
、嫁
が
実
家
に
帰
る
と
き
、
菱
餅
三
枚
と
餅
の
上
に
金
を
つ
つ
ん
で
持
っ 

て
い
く
。

雛
は
、
室
田
の
雛
市
で
買
う
。
石
津
の
十
一
屋
で
も
売
っ
た
。(

六
区)

も
ち
を
つ
い
て
ひ
な
様
に
あ
げ
る
。
親
が
健
康
の
う
ち
は
、
嫁

に

「
の
の
字
の
も 

ち
」
と
い
っ
て
、
ひ
し
も
ち
を
二
枚
も
っ
て
里
へ
お
客
に
行
っ
た
。

子
ど
も
の
初
節
供
に
は
、
嫁
の
里
か
ら
内
裏
様
を
お
く
っ
た
。
親
戚
と
か
知
人
か 

ら
も
、
お
ひ
な
さ
ま
を
お
く
ら
れ
た
。

古
く
な
っ
た
お
ひ
な
様
は
、
お
天
狗
様
の
と
こ
ろ
へ
も
っ
て
い
っ
て
あ
げ
た
。(

水



沼)
三
月
の
節
供
は
二
月
二
十
八
日
か
ら
雛
様
を
飾
り
は
じ
め
た
。
八
日
ま
で
每
朝
お 

供
え
を
し
、
八
日
の
日
に
し
ま
っ
た
。
八
日
の
日
を
八
日
の
節
供
と
も
い
ぅ
。
菱
餅 

は
三
枚
づ
つ
組
ん
で
十
二
重
ね
か
十
五
重
ね
が
ょ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
嫁
の
家
へ 

は
二
人
で
揃
っ
て
菱
餅
を
持
っ
て
い
っ
た
。(

相
吉)

ヒ
ナ
市 

中
之
条
や
原
市
の
ヒ
ナ
市
へ
ヒ
ナ
人
形
を
買
い
に
行
っ
た
が
、
最
近
は 

商
店
で
売
っ
て
い
る
。(

亀
沢)

初
節
供 

子
が
生
ま
れ
て
初
節
供
に
は
、
女
の
子
な
ら
三
月
に
ヒ
ナ
人
形
、
男
の 

子
な
ら
五
月
に
鯉
ノ
ボ
リ
を
親
元
か
ら
贈
る
。
嫁
の
初
節
供
に
は
別
に
贈
ら
な
い
。
 

(

陳
田)

実
寒
か
ら
嫁
の
と
こ
ろ
へ
ヒ
ナ
様
を
贈
る
。
女
の
子
ど
も
か
で
き
て
か
ら
お
祝
い 

に
贈
る
場
合
が
多
い
。
内
裏
様
一
揃
い
な
ど
を
買
っ
て
や
る
の
で
、
子
ど
も
が
多
い 

と
親
は
大
変
で
あ
る
。(

亀
沢)

嫁
は
菱
餅
を
持
っ
て
実
家
へ
お
客
に
来
る
。

一
、
二
年
は
婿
を
連
れ
て
来
る
が
、
 

あ
と
は
子
ど
も
を
連
れ
て
く
る
。
泊
っ
て
行
く
。
お
返
し
に
は
時
期
の
も
の
を
返
す
。
 

(

亀
沢)

ヒ
ナ
送
り 

古
い
ヒ
ナ
人
形
は
屋
敷
稲
荷
へ
納
め
た
。(

亀
沢)

古
く
な
っ
た
雛
は
産
土
様
や
稲
荷
様
の
と
こ
ろ
に
お
さ
め
る
。
達
磨
な
ど
も
そ
ぅ 

す
る
。(

六
区)十

五

日

屋
敷
ィ
ナ
リ
三
月
十
五
日
に
祭
り
、

コ
ワ
飯
を
進
ぜ
て
拝
ん
だ
。(

陳
田)

風
除
け 

月
日
は
記
憶
し
て
い
な
い
が
、
庭
に
南
向
き
に
竿
の
先
に
鎌
を
立
て
て 

風
除
け
と
し
た
。

風
神
様
を
切
る
。(

岩
氷)

彼 

岸

入
り
口
変
わ
り
物
を
作
っ
て
仏
様
に
供
え
る
。

中
日 

お
堂
へ
二
戸
一
人
ず
つ
男
衆
が
集
ま
っ
て
お
念
物
を
十
二
べ
ん
唱
え
る
。

昔
は
数
珠
を
回
し
た
が
今
は
回
さ
な
い
。
宿
番
の
者
が
供
え
物
を
持
っ
て
行
く
。
小 

豆
を
入
れ
な
い
オ
ミ
ゴ
ク(

強
飯)

を
ふ
か
し
て
、
オ
テ
ノ
ク
ボ
で
分
け
て
食
べ
る
。
 

(

亀
沢)

春
秋
と
も
、
彼
岸
の
あ
け
ロ
の
日
に
墓
参
り
に
行
く
。

あ

ら

彼

の

場

合

に

は

、
そ
の
う
ち
に
関
係
の
あ
る
人
は
、
お
線
香
あ
げ
に
い
っ 

た
。
お
寺
へ
は
、
お
金
と
か
品
物
を
も
っ
て
行
っ
た
。
塔
婆
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
、
 

あ
け
ロ
の
日
に
墓
参
り
に
行
っ
て
た
て
て
き
た
。
墓
参
り
に
は
、
だ
ん
ご
を
も
っ
て 

行
っ
て
全
部
の
石
塔
の
と
こ
ろ
に
あ
げ
る
。

だ
ん
ご
は
数
多
く
も
っ
て
い
く
も
の
だ 

と
い
っ
た
。(

水
沼)

彼
岸
に
は
お
寺(

全
透
院)

に
お
ま
い
り
す
る
。
中
日
は
お
は
ぎ
を
つ
く
る
の
が 

普
通
で
、
新
彼
岸
に
は
別
に
ち
ょ
っ
と
ご
馳
走
を
つ
く
る
。(

川
浦)

先
祖
代
々
と
年
忌
に
あ
た
っ
た
人
の
塔
婆
を
た
て
る
。
中
日
に
は
ボ
タ
モ
チ
を
作 

る
。中

日
ボ
タ
モ
チ
お
ん
で
も
ね
え(

あ
た
り
前
で
あ
り
が
た
く
な
い
意)

な
ど
と
い 

う
。(

六
区)

入
り
口
の
日
は
あ
ず
き
め
し
を
煮
る
。
お
中
日
は
ボ
タ
モ
チ
を
作
る
。(

七
ツ
石) 

「
盆
々
と
待
っ
て
も
盆
は
た
だ
三
日
、
く
さ
れ
彼
岸
が
七
日
あ
る
」
と
言
う
。(

概 

屋)
寺
で
塔
婆
を
貰
い
セ
ガ
キ
を
し
て
貰
い
、
墓
へ
持
っ
て
行
っ
て
立
て
る
。(

中
石
津) 

ア
キ
ロ 

墓
地
へ
お
参
り
し
て
ダ
ン
ゴ
を
供
え
る
。
ダ
ン
ゴ
は
米
の
粉
を
こ
ね
て 

丸
め
、
上
を
ち
ょ
っ
と
ひ
っ
こ
め
た
形
に
す
る
。
親
威
に
墓
参
り
に
行
く
の
は
ア
キ 

ロ
に
す
ま
せ
る
。(

亀
沢)

念
仏 

春
秋
の
彼
岸
に
、
村
の
お
堂
に
集
ま
っ
て
お
念
仏
を
し
た
。

こ
の
日
に
、
 

お
念
仏
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
子
ど
も
た
ち
は
ご
ち
そ
う
を
も
ら
っ
た
り
し
て
楽
し 

か
っ
た
。(

川
浦)

念
仏
供
養
塔
に
は
「
文
化
十
二
年
十
二
月
吉
日
、
上
野
国
関
沢
講
中
」
と
あ
る
。
 

お
中
日
の
前
日
、
日
の
沈
む
頃
堂
内
を
掃
除
し
て
若
い
衆
や
子
ど
も
が
集
ま
っ
て 

一
晚
中
天
と
う
念
仏
を
す
る
。
甘
酒
と
五
目
飯
を
男
が
作
っ
て
夜
食
と
し
お
灯
明
と



線
香
の
煙
を
絶
や
さ
ず
、
太
鼓
と
鐘
を
休
ま
ず
打
ち
鳴
ら
す
。
朝
に
な
る
と
村
の
人 

も
加
わ
る
。
「
天
と
う
念
仏
ナ
ン
マ
イ
ダ
ー
」
と
と
な
え
る
。
村
の
世
話
人
か
供
え
る 

マ
イ
ダ
マ(

念
仏
玉)

を
薄
く
切
っ
て
オ
ミ
ゴ
ク
と
し
た
。
「
中
日
祈
禱
大
念
仏
」
と 

書
い
た
お
札
と
共
に
配
っ
て
お
が
ん
だ
。(

築
地
、
関
沢)

春
と
秋
の
彼
岸
の
中
日
に
、
不
動
様
の
お
堂
に
、
む

ら

中(

中
尾
の
人
だ
け)

の 

人
が
、

一
戸
一
人
ず
つ(

男
衆)

あ
つ
ま
っ
て
、
百
万
遍
の
数
珠
ま
わ
し
を
し
た
。
 

数
珠
を
ま
わ
し
な
が
ら
「
ナ
ン
マ
イ
ダ
ブ
ッ
」
と
唱
え
ご
と
を
し
た
。
数
珠
に
は
大 

き
い
珠
が
つ
い
て
い
る
が
、
大
き
い
珠
が
ま
わ
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
数
珠
を
い
た 

だ
い
て
、
お
じ
ぎ
を
し
た
。

な
お
、
む
ら
の
人
が
、
に
し
め
な
ど
の
ご
ち
そ
う
を
も
っ
て
き
て
く
れ
た
。
そ
れ 

を
も
ら
っ
て
食
べ
る
の
が
た
の
し
み
で
、
子
ど
も
た
ち
も
お
堂
へ
あ
つ
ま
っ
て
き
た
。
 

(

水
沼)

社

日.

地
神
様
の
祭
り 

地
神
講
が
あ
っ
て
宿
番
に
寄
っ
て
接
待
を
す
る
。(

亀 

沢)
社
日
は
地
神
様
の
日
で
、
田
に
は
入
っ
て
は
い
け
な
い
。

土
を
動
か
し
て
は
い
け 

な
い
。(

岩
氷)

社
日
は
畠
の
神
様
の
祭
り
の
日
で
、
仕
事
を
休
む
。
地
神
講
を
や
っ
た
。(

六
区) 

社
日
の
日
は
、
地
神
様
の
ま
つ
り
の
日
と
い
う
。

こ
の
日
は
、
は
た
け
へ
行
っ
て 

掘
り
ま
わ
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
お
祝
い
な
ど
特
別
に
し
な
か
っ
た
。(

水
沼)

四 

月

三 

日

春
祭 

椿
名
神
社
の
春
祭
に
氏
子
総
代
が
各
コ
ウ
チ
か
ら
一
人
ず
つ
出
る
。
末
社 

は
天
神•

十

二•

観
音
な
ど
が
天
神
様
の
所
に
合
祠
し
て
あ
り
、
一
緒
の
日
に
祭
る
。

吾
妻
町
萩
生
か
ら
来
る
神
道
さ
ん
に
拝
ん
で
も
ら
う
。

一
戸
一
人
ず
つ
出
て
宿
番 

が
世
話
を
す
る
。
春

秋

二

回(

四
月
三
日•

十
一
月
二
十
三
日)

祭
る
。(

亀
沢)

八 

日

お
釈
迦
様
東
善
寺
で
お
祭
り
す
る
。(

亀
沢)

お
釈
迦
様
の
誕
生
日
。
お

寺(

東
善
寺)

で
甘
茶
を
く
れ
る
。
今
は
五
月
に
す
る
。

(

六
区)

「
ハ
ナ
ッ
ク
ソ
モ
チ
」
と
い
い
、
モ
チ
グ
サ
餅
を
つ
く
。(

七
ッ
石)

お
し
ゃ
か
さ
ま
の
日(

四
月
八
日)

、
観
音
様
に
お
釈
迦
様
が
ま
つ
っ
て
あ
る
。
現 

在
は
、
こ
の
日
、
年
輩
の
人
が
お
ま
い
り
に
行
く
だ
け
。
む
か
し
は
、
こ
の
日
甘
茶 

を
の
み
に
、
お
寺
へ
行
っ
た
。

レ
ン
ゲ
の
花
で
屋
根
を
こ
し
ら
え
て
か
ざ
り
、
甘
茶 

を
お
釈
迦
様
に
か
け
て
、
甘
茶
を
飲
ん
で
き
た
。(

水
沼
中
尾)

虫
除
け 

四
月
八
日
は
お
釈
迦
様
の
誕
生
日
で
、
「
千
早
ふ
る
卯
月
八
日
は
吉
日 

ょ
、
神
長
虫
の
ご
せ
い
ば
り
か
な
」
と
書
い
た
札
を
戸
口
な
ど
に
さ
か
さ
に
し
て
帖
っ 

た
。

こ
の
日
藤
の
花
を
軒
に
さ
し
た
り
し
た
。(

相
吉)

十 

日

淡
島
様 

前
の
日
に
境
内
の
榀
除
を
し
、
の
ぼ
り
を
た
て
た
。(

水
沼)

十

一

日

十
二
様 

お
十
二
様
の
祭
り
で
あ
る
。
村
の
共
有
地
で
あ
る
ゴ
り
ョ
ウ
の
山
に 

祀
っ
て
あ
る
。
祭

世

話(

当
番
の
者)

が
お
宮
の
掃
除
を
す
る
。
村
の
者
は
酒
肴
と 

お
赤
飯
を
持
参
し
て
飲
食
を
す
る
。
昔
は
盛
大
な
祭
り
で
、
踊
り
を
お
ど
っ
た
り
、
 

餅
を
つ
い
て
、
投
げ
て
子
供
に
拾
わ
せ
た
り
し
た
。(

二
区)

十

五

日

戸
榛
名
神
社
の
お
祭
、
春
は
別
に
や
ら
な
い
。(

ヵ
ジ
ャ
、
七
ッ
石
、
関
沢)

二

十

五

日

宝
箇
和
尚 

松
井
田
の
寺
か
ら
来
た
人
と
も
い
い
、
お
堂
に
い
て
、
野
石
で
宝
篋



塔
を
建
て
い
っ
さ
い
の
書
物
も
埋
け
た
。
拝
む
と
雷
が
遠
く
へ
行
く
と
い
、っ
。(

亀
沢)

二

十

七

日

諏
訪
祭
四
月
二
十
七
日
は
諏
訪
祭
り
の
日
で
、
甘
酒
を
各
戸
で
わ
か
し
て
ふ
る 

ま
っ
た
。
神
様
へ
は
竹
を
二
本
組
ん
で
し
ば
り
、
そ
れ
に
甘
酒
を
入
れ
て
お
供
え
し 

た
。
神
社
へ
は
餅
も
お
供
え
し
た
。(

相
吉)

旧
四
月
十
七
日

ト
ウ
シ
ョ
ウ
様
に
し
ん
ぜ
る
と
い
っ
て
、
藤
の
花
を
貰
っ
た
。
そ
れ
を
戸
口
や
神 

棚
に
あ
げ
た
。(

六
区)

野
火
ツ
ケ 

彼
岸
か
ら
お
節
供
ま
で
の
間
に
杏
岳
の
草
刈
り
場
に
火
を
つ
け
る
。
 

共
有
の
草
刈
り
場
の
、
か
っ
ぽ
し
た
所
に
回
り
か
ら
火
を
つ
け
て
、
皆
で
家
へ
帰
っ 

て
く
る
。
家
へ
着
く
頃
に
は
き
れ
い
に
焼
け
て
、
春
に
い
い
草
が
生
え
る
。(

関
沢)

五 

月

二 

日

八
十
八
夜 

霜
が
来
な
い
ょ
ぅ
に
祈
る
が
、
名
だ
け
で
何
も
し
な
い
。

こ
の
辺
で 

は
五
月
二
十
八
日
ご
ろ
ま
で
安
心
つ
か
な
い
。(

亀
沢)

五
月
二
日
頃
、
八
十
八
夜
の
声
を
聞
く
と
豆
、
ア
ズ
キ
を
ま
く
。(

カ
ジ
ャ
、
築
地) 

八

十

八

夜(

五
月
二
日
か
ら)

に
は
べ
つ
に
行
事
は
な
い
。

こ
の
こ
ろ
小
豆
を
ま 

け
ば
ょ
い
と
い
っ
た
。
小
豆
の
ま
き
は
じ
め
で
あ
っ
た
。(

水
沢)

五 

日

端
午
の
節
供 

昔
は
ヨ
モ
ギ•

シ
ョ
ウ
ブ
を
屋
根
下
に
飾
っ
た
り
、

フ
ジ
の
花
を 

軒
に
飾
っ
た
り
し
た
。

赤
飯
や
餅
を
作
っ
て
供
え
る
。
嫁
が
相
餅
に
タ
ラ
の
干
物
を
み
や
げ
物
に
し
て
お

客
に
来
る
。

昔
は
鐘
鬼
大
神
の
絵
な
ど
を
描
い
た
ノ
ボ
リ
旗
を
立
て
た
が
、
戦
時
中
に
衣
類
不

足
で
使
っ
て
し
ま
い
、
最
近
は
鯉
ノ
ボ
リ
に
な
っ
た
。

二
、
三
日
た
っ
て
か
ら
旗
ジ
マ
ィ
を
す
る
。(

亀
沢)

節
供
に
は
吹
流
し
、
武
者
の
ぼ
リ
を
立
て
、
鯉
の
ぼ
り
は
余
リ
な
か
っ
た
。

の
ぼ 

リ
に
は
く
れ
る
家
と
貰
う
家
の
紋
を
入
れ
た
。
一
軒
で
も
十
本
も
二
十
本
も
立
て
た
。
 

(

岩
氷)

シ3

ウ
ブ
と
モ
チ
グ
サ(

ヨ
モ
ギ)

を
屋
根
に
さ
し
て
魔
除
け
と
す
る
。
ま
た
シ3 

ウ
ブ
湯
に
入
る
と
疫
病
に
あ
た
ら
な
い
と
い
う
。

長
男
の
初
節
供
に
は
、
ノ
ボ
リ
や
紙
の
鯉
を
贈
っ
た
。
今
で
は
人
形
に
な
っ
て
い 

る
。(

六
区)

端
午
の
節
供
は
男
の
子
の
節
供
、
こ
の
と
き
、
ヨ
メ
ギ
と
シ
ョ
ウ
ブ
で
屋
根
ふ
き 

を
し
た
。
家
の
入
口
に
ニ
ヵ
所
、
土
蔵
の
入
口
な
ど
に
も
ヨ
モ
ギ
、
シ
ョ
ウ
ブ
を
さ 

し
た
。
神
棚
に
も
し
ん
ぜ
た
。
夜
、
シ
ョ
ウ
ブ
湯
を
た
て
て
入
っ
た
。
由
来
は
わ
か 

ら
な
い
が
、
こ
れ
は
虫
ょ
け
と
い
う
。

ご
ち
そ
う
は
赤
飯
。

初
節
供
の
場
合
に
は
、
嫁
の
里
か
ら
吹
き
流
し
を
お
く
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
場
合
、
 

嫁
の
里
と
、
と
つ
ぎ
先
双
方
の
家
紋
を
つ
け
た
。
と
つ
ぎ
先
の
家
紋
の
ほ
う
を
上
に 

つ
け
た
。
親
戚
か
ら
も
の
ぼ
リ
と
か
、
ひ
な
人
形
を
お
く
っ
て
く
れ
る
。

五
月
の
節
供
に
も
、
嫁
は
里
帰
リ
を
し
た
。

こ
の
と
き
は
、
赤
飯
と
た
ら
の
ひ
ら 

き
を
も
っ
て
行
っ
た
。

五
月
八
日
は
、
八
日
節
供
と
い
っ
て
、
そ
の
日
に
は
、
の
ぼ
リ
な
ど
は
し
ま
う
も 

の
と
さ
れ
た
。
旗
ざ
お
は
、
近
所
の
も
の
が
助
け
あ
っ
て
た
て
た
リ
、
た
お
し
た
リ 

し
た
。(

水
沼)

シ
ョ
ウ
ブ
節
供
に
シ
ョ
ウ
ブ
湯
に
入
っ
た
。

•

シ
ョ
ウ
ブ
と
ヨ
モ
ギ
を
屋
根
に
さ
し
た
。

娘
が
蛇
に
み
こ
ま
れ
て
蛇
に
入
リ
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
シ
ョ
ウ
ブ
湯
に 

入
っ
た
ら
蛇
が
出
た
。
そ
れ
か
ら
シ
ョ
ウ
ブ
湯
に
入
る
様
に
な
っ
た
。(

岩
氷)



ヨ
モ
ギ
と
シ
ョ
ウ
ブ
を
古
冋
棚
に
上
げ
、
屋
根
の
端
ッ
コ
に
も
三
力
所
上
げ
、

シ
ョ 

ウ
ブ
酒
を
飲
む
。(

築
地)

カ
ン
カ
ン
シ
ョ
ウ
ブ
と
ヨ
モ
ギ
を
家
の
軒
に
さ
す
。
神
功
皇
后
が
朝
鮮
征
伐
に 

行
っ
た
時
、
シ
ョ
ウ
ブ
で
子
供
を
と
り
あ
げ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

シ
ョ
ウ
ブ
と
ヨ
モ 

ギ
を
束
ね
て
風
呂
に
入
れ
、

シ
ョ
ウ
ブ
湯
を
た
て
て
入
る
。
神
功
皇
后
か
入
っ
た
か 

ら
だ
と
い
う
。

こ
の
日
、
初
子
に
は
鯉
の
ぼ
り
、
内
飾
り
な
ど
を
親
戚
の
も
の
が
贈 

る
。
お
返
し
に
は
カ
シ7

餅
を
作
っ
て
配
る
。
又
、
こ
の
日
に
は
村
の
老
若
男
女
は 

榛
名
神
社
に
お
詣
り
し
、
榛
名
湖
畔
に
ご
ち
そ
う
を
持
ち
寄
っ
て
遊
ん
だ
。

湖
畔
で 

は
木
部
姫
神
社
の
お
祭
り
が
あ
る
。

こ
の
神
社
の
祭
神
の
木
部
姫
は
、
山
名
の
殿
さ 

ま
の
姫
君
で
、
榛
名
山
に
登
り
、
湖
に
身
を
投
げ
て
蛇
に
な
り
、
腰
元
は
蟹
に
な
っ 

た
と
い
う
。(

二
区)

贈
答 

男
の
子
が
で
き
た
時
は
、
鯉
ノ
ボ
リ
や
ノ
ボ
リ
旗
を
贈
る
。

ノ
ボ
リ
旗 

に
はW

い
方
の
紋
を
上 

に
、
く
れ
方
の
方
を
下
に
染
め
出
し
て
や
っ
た
。(

亀
沢) 

節
供
の
お
返
し
は
、
三
月
に
は
梅
餅
、
五
月
に
は
柏
餅
と
決
ま
っ
た
ょ
う
な
も
の 

で
あ
る
。(

六
区)

昔

か

ら

「
や
っ
た
り
、
と
っ
た
り
節
供
餅
」
と
い
わ
れ
、
嫁
を
実
家
に
返
す
と
き 

餅
を
持
た
せ
た
。
実
家
で
も
餅
を
お
返
し
に
持
た
せ
た
。
五
月
五
日
は
た
ら
の
干
物 

を
持
っ
て
行
っ
た
。
八
朔
の
節
句
に
は
葉
し
±-
う
が
を
持
っ
て
い
っ
た
。(

二
区)

五
月
節
供
に
は
タ
ラ
の
干
物
を
二
枚
位
と
赤
飯
を
も
っ
て
嫁
の
家
へ
い
っ
た
。
 

こ
の
日
孫
の
で
き
た
年
な
ど
は
二
十
八
日
か
ら
ノ
ボ
リ
を
立
て
て
食
事
を
供
え 

た
。

シ
ョ
ウ
ブ
と
ょ
も
ぎ
を
屋
根
裏
に
さ
し
た
。
そ
の
い
わ
れ
は
、
神
功
皇
后
が
三 

韓
征
伐
の
と
き
屋
根
を
ふ
い
て
い
た
か
ら
と
い
う
。
シ
ョ
ウ
ブ
湯
も
立
て
た
。(

相 

吉)
山
祭
り 

榛
名
山
の
ス
モ
ウ
が
岳
に
椿
名
神
社
の
奥
の
院
が
あ
る
。

こ
こ
に
天
狗 

様
を
祭
り
、
権
田
か
ら
十

km
は
あ
る
。
ま
た
、
権
田
の
デ
ス
の
上
ノ
窪
の
清
水
が
出 

る
所
に
も
奥
の
院
が
あ
り
、
元
椿
名
神
社
が
あ
っ
た
と
い
う
。

権
田
の
マ
ス
池
の
そ
ば
の
観
音
様
に
態
谷
次
郎
を
祭
る
。

こ
れ
ら
の
三
か
所
の
山 

祭
り
が
五
日
の
節
供
に
あ
る
。
権
田
の
中
で
当
番
の
村
の
世
話
番
が
卷
き
わ
ら
の
お

札
を
さ
し
て
ボ
ン
デ
ン
を
一
本
作
り
、
納
め
に
行
く
。(

亀
沢)

ゴ
ン
チ
の
節
句
に
榛
名
へ
行
く
。
若
い
し
や
子
ど
も
が
遊
び
に
行
き
、
ト
コ
ロ
天 

や
お
し
ん
こ
を
食
べ
る
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
。
天
神
峠
を
越
し
て
行
っ
た
。(

中
石
津)

六 

月

一
 

日

氷
餅 

お
正
月
の
お
そ
な
え
も
ち
を
し
み
ら
か
せ
て
お
い
た
。
こ
れ
を
、
こ
の
日
、
 

ほ
う
ろ
く
で
焼
い
た
。
そ
れ
に
砂
糖
を
つ
け
た
り
し
て
食
べ
た
。

べ
つ
に
と
く
べ
つ 

の
由
来
は
き
い
て
い
な
い
が
、
こ
の
日
に
は
、
天
皇
陛
下
も
も
ち
を
お
食
べ
に
な
る 

と
い
わ
れ
て
い
る
。(

水
沼)

六
月
一
日
は
、
正
月
の
お
供
え
餅
を
寒
水
に
漬
け
て
、
干
し
て
お
い
た
氷
餅
を
焼 

い
て
食
べ
る
と
生
水
、
か
き
氷
な
ど
食
べ
て
も
腹
痛
を
起
さ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
 

こ
の
餅
の
こ
と
を
シ
シ
モ
チ
と
い
う
。(

二
区)

振 

舞

新
婚
後
始
め
て
の
六
月
に
、
貰
い
方
の
両
親.

新
夫
婦
が
振
舞
の
印
を
携
え
く
れ 

方
に
行
き
、
近

親
者•

仲
人
を
招
き
て
酒
食
を
響
応
す
る
。(

烏
渕
村
郷
土
誌)

養 

蚕

フ
ナ
モ
チ 

蚕
が
三
眠
の
と
き
、
フ
ナ
モ
チ
を
つ
い
て
祝
っ
た
。
と
な
り
近
所
と 

か
、
近
く
の
親
戚
な
ど
へ
も
ち
を
も
っ
て
行
っ
た
。(

水
沼)

田

植

え

苗
マ
ヘ
ffi
代)

四
月
二
十
七
、
八
日
ご
ろ
作
る
。
苗
代
餅
や
お
ハ
ギ
を
作
っ
て 

夕
飯
に
食
べ
た
。

田
植
え 

六
月
七
日
—
十
五
日
ご
ろ
に
す
る
が
、
ィ
エj

で
手
間
を
交
換
し
合
う
。



一
人
前
の
仕
事
は
一
日
に
四
畝
歩
の
苗
を
取
っ
て
植
え
る
の
が
基
準
で
、
馬
や
牛
は

二
人
前
と
し
て
計
算
し
た
。

男
衆
が
馬
や
牛
で
耕
や
し
、

ス
キ
起
シ•

ア
ラ
ク
レ•

ウ
エ
シ
ロ
を
か
き
、
女
衆 

が
田
植
え
を
す
る
。
苗
マ
は
最
後
に
植
え
る
。

一
番
あ
と
で
田
植
え
を
終
っ
た
人
の
こ
と
を
「
マ
ン
ガ
洗
ィ
」
と
い
う
。

田
植
え 

が
終
る
と
、
手
伝
っ
て
く
れ
た
人
に
一
杯
酒
を
飲
ん
で
も
ら
う
。

田
植
え
は
深
く
植
え
る
こ
と
を
嫌
、っ
。
苗
は
軽
く
し
ば
ら
な
い
と
苗
が
カ
ズ
ム(

色 

が
変
る)

の
で
嫌
う
。(

亀
沢)

六
月
二
十
日
頃
ま
で
に
田
植
え
を
終
ら
せ
る
。(

関
沢
、
築
地
、
カ
ジ
ャ)

七 

月

2
 

日

¥
1
 

こ
の
日
は
田
植
を
す
る
な
と
い
う
。
ど
う
し
て
も
植
え
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
と
き
は
、
苗
を
三
株
さ
か
さ
に
植
え
て
か
ら
植
え
ろ
と
い
う
。(

相
吉)

、

中 

旬

農
休
み 

七
月
十
三
、
四
日
、
ま
た
は
麦
を
作
れ
ば
十
九
ニ
ー
十
日
ご
ろ
遅
く
に 

な
る
。

ふ
か
し
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
っ
て
祝
う
。(

亀
沢)

十
九
日
〜
二
十
日
頃
農
休
み
、
農
休
み
を
目
標
に
働
き
、
一
番
通
し
を
終
ら
せ
る
。
 

タ
ン
サ
ン 

マ
ン
ジ
ュ
ー
を
作
る
。
嫁
は
里
帰
り
。
新
し
い
ひ
と
え
も
ん
、
さ
ん
尺
、
 

下
駄
か
草
履
を
買
っ
て
も
ら
う
。(

七
ツ
石)

七
月
中
の
適
当
な
日
を
二
日
間
、
村
で
き
め
る
。
ウ
デ 

マ
ン
ジ
ュ
ウ(

タ
ン
サ
ン 

マ
ン
ジ
ュ
ウ)

を
作
っ
て
食
べ
る
。(

六
区)

農
休
み
は
も
と
は
七
月
十
二
、
十
四
日
、
農
協
か
ら
連
絡
が
あ
っ
て
、
農
休
み
を 

し
て
い
る
。

日
は
、
農
作
業
の
進
行
状
況
を
み
な
が
ら
き
め
た
。

田
植
が
終
っ
て
一 

番

ど

お

し(

第
一
回
の
手
入
れ
の
こ
と
、
ム
ギ
を
と
っ
て
か
ら
、
大
豆
と
か
、
ア
ズ

キ
な
ど
を
ま
い
て
か
ら
、
そ
の
草
っ
退
治
を
し
て
か
ら)

の
あ
と
、

一
日
は
日
曜
日 

を
含
め
て
、
ー
ー
十
日
ご
ろ
に
農
休
み
を
し
て
い
る
。

う
ち
の
仕
事
が
間
に
あ
う
か
ぎ
り
、
嫁
は
里
帰
り
を
し
た
。

ム
ギ
を
と
っ
て
新
し 

い
粉
で
ま
ん
じ
ゅ
う
で
も
つ
く
っ
て
も
っ
て
行
っ
た
。
嫁
は
、
五
月
か
ら
里
帰
り
を 

し
て
い
る
の
で
、
こ
の
と
き
、
里
へ
帰
っ
て
農
休
み
を
楽
し
ん
で
き
た
。(

水
沼)

農
休
み
は
役
場
と
農
協
で
き
め
た
日
に
休
む
。

こ
の
日
は
朝
草
刈
り
は
ー
ー
駄
刈
っ 

て
あ
と
は
遊
ん
で
も
ょ
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。
普
通
の
日
は
朝
飯
前
に
一
駄
の
草
を 

刈
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か•
っ
た
。(

相
吉)

ヒ
ト
ガ
ダ 

ヒ
ト
ガ
タ

人
形 

戦
前
農
休
み
の
こ
ろ
、
榛
名
神
社
で
人
形
を
配
り
、
そ
れ
で
身
体
を
な
で 

て
氏
子
総
代
が
集
め
て
、
人

別
(

お
さ
ん
銭
、

一
枚
一
銭
く
ら
い)

を
取
っ
て
、
神 

社
で
お
祓
い
を
し
た
。(

亀
沢)

ヒ
ト
ガ
タ

権
田
椿
名
神
社(

村
社)

か
ら
人
形
が
各
部
落
に
届
く
。
そ
れ
で
家
族
の
身
体
を 

な
で
て
、
神
社
の
裏
の
川
か
ら
烏
川
へ
流
し
た
。
村
長
が
代
表
で
立
ち
合
、っ
。(

長
井)

七
月
の
二
十
日
近
所
に
、
椿
名
神
社
か
ら
半
紙
に
人
形
を
切
っ
て
、
各
部
落
に
ょ

こ
す
。
自
分
の
体
を
な
ぜ
て
、
 

椿
名
神
社
に
持
っ
て
行
っ
て
、
 

烏
川
に
流
し
た
。(

長
井)

夏
越
し
農
休
み
前
に
家
族 

の
枚
数
だ
け
ヒ
ト
ガ
タ
を
配
っ 

た
。
そ
れ
に
年
令
を
奎
日
き
体
を 

ふ
き
銭
を
ー
ー
銭
位
つ
け
て
八
幡 

様
へ
持
っ
て
い
っ
て
、
お
が
ん 

で
流
し
た
。
神
社
で
ミ
ソ
ギ
祭 

り
を
し
た
。(

岩
氷)

天

王

様(

七
月
十
五
日) 

こ
こ
で
は
か
つ
ぐ
こ
と
は
な 

い
。(

水
沼
中
尾)

フ
セ
ギ
の
札
部
落
の
境
木

フセギの札

境木にシメ繩がかけてある。(陳田) 

(撮影関口正己)



に
シ
メ
繩
を
下
げ
、
悪
病
除
け
の
た
め
フ
セ
ギ
の
札
を
吊
る
。(

陳
田)

土 

用

丑
の
日 

ウ
ナ
ギ
を
食
べ
る
。
餅
は
つ
か
な
い
。
土
用
干
し
で
衣
類
を
干
す
。(

亀

沢)
七
月
の
土
用
の
丑
の
日
に
川
へ
行
っ
て
泳
ぐ
。
桃
投
げ
と
い
っ
て
、
桃
を
川
に
投 

げ
て
、
子
供
に
拾
わ
せ
る
。

こ
の
日
に
、
セ
ン
ブ
リ
、
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
、
ド
ク
ダ 

ミ
な
ど
の
野
草
を
採
集
に
行
き
、
か
げ
ほ
し
に
し
て
お
い
て
薬
用
と
す
る
。(

二
区)

丑
精
進
土
用
の
丑
の
日
に
十
王
堂
で
大
日
様
の
お
祭
〇
を
し
た
。
甘
酒
を
作
っ 

て
参
拝
者
に
配
っ
た
。(

岩
氷)

百
万
遍 

土
ょ
う
の
三
日
目
に
子
供
達
か
不
動
様
に
集
っ
て
太
鼓
と
証
を
叩
い
て 

念
仏
を
説
え
る
。
昔
は
珠
数
も
ま
わ
し
た
。

こ
の
日
寺
か
ら
お
札
を
も
ら
っ
て
き
て 

そ
れ
を
辻
に
立
て
た
。
念
仏
は
、
こ
こ
で
は
南
無
阿
弥
陀
仏
だ
け
で
、
他
地
区
で
は 

十
三
仏
な
ど
説
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。(

相
吉)

八 

月

一
 

日

カ
マ
ノ
ク
チ
ア
ケ 

八
月
一
日
は
仏
様
が
地
獄
の
カ
マ
の
ロ
か
ら
出
立
し
て
来
る 

日
で
、
焼
き
餅
な
ど
の
丸
メ
モ
ノ
を
作
っ
て
供
え
た
。(

陳
田)

釜
ノ
ロ
明
キ
に
は
朝
の
う
ち
に
墓
掃
除
を
し
、
午
后
は
村
の
道
普
請
と
き
ま
っ
て 

い
る
。(

相
吉)

焼
キ
餅
を
焼
い
て
仏
様
に
進
ぜ
る
。

先
祖
が
地
獄
の
釜
の
蓋
を
取
っ
て
、

一
日
か
ら
盆
の
お
客
に
出
て
来
る
。
も
し
、
 

一
日
か
ら
盆
ま
で
に
死
ん
だ
者
に
は
頭
に
シ
ラ
ジ(

す
り
鉢)

を
か
ぶ
せ
て
埋
め
る
。
 

そ
れ
は
途
中
で
先
祖
に
行
き
合
い
、
「
オ
ラ
は
家
へ
お
客
に
来
る
の
に
テ
メ
エ
は
行
く 

の
か
」
と
頭
を
た
た
か
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。(

亀
沢)

八
月
一
日
は
、
八
朔
の
節
句
で
、
地
獄
の
か
ま
が
あ
く
と
い
う
。
や
き
も
ち
を
や 

い
て
お
先
祖
様
に
進
ぜ
る
。

こ
の
日
、
嫁
は
重
箱
に
入
れ
た
赤
飯
を
も
っ
て
里
帰
り 

す
る
。
嫁
が
里
帰
り
で
き
る
最
後
の
機
会
の
節
供
な
の
で
泣
き
節
供
と
も
い
う
。(

川 

浦)
カ
マ
ノ
ロ
ア
ケ
で
、
ヤ
キ
モ
チ
を
仏
様
に
し
ん
ぜ
た
。
道
中
食
べ
る
よ
う
に
と
い 

う
の
で
供
え
る
。
今
で
も
や
っ
て
い
る
。(

六
区)

や
き
餅
を
作
っ
て
カ
マ
神
様
に
上
げ
る
。

カ
マ
神
様
が
地
獄
か
ら
や
き
餅
を
食
い 

な
が
ら
く
る
か
ら
。(

七
ツ
石)

こ
の
日
に
墓
の
掃
除
を
す
る
人
も
あ
る
。(

築
地)

こ
の
日
オ
ヤ
キ(

ほ
う
ろ
く
で
や
く) 

を
や
い
て
、
仏
様
に
あ
げ
る
。

ヤ
キ
モ
チ 

は
、
仏
様
の
お
弁
当
と
い
う(

ヤ
キ
モ
チ
は
、
十
日
た
っ
て
も
、
十
五
日
た
っ
て
も 

い
た
ま
な
い)

。

こ
の
日
、
墓
地
の
清
掃
を
す
る
家
も
あ
る(

七
日
に
墓
掃
除
を
す
る
家
も
あ
る)

。
 

む
か
し
の
人
の
は
な
し
に
よ
る
と
、
仏
様
は
、
こ
の
日
地
獄
か
ら
出
て
く
る
、
七 

日
間
か
か
っ
て
天
の
川
を
渡
る
と
い
う
。
七
日
に
七
夕
を
し
て
祝
、っ
。
こ
の
と
き
は
、
 

水
と
線
香
を
あ
げ
、
ま
ん
じ
ゅ
う
を
こ
し
ら
え
て
、
仏
様
に
し
ん
ぜ
る
。(

水
沼)

シ
ラ
ジ 

盆
月
に
入
り
、
盆
前
に
人
が
死
ぬ
と
、
頭
に
シ
ラ
ジ(

す
り
鉢)

を
か 

ぶ
せ
て
埋
け
た
。
そ
れ
は
途
中
で
祖
先
に
行
き
合
っ
た
時
「
オ
ラ
は
ウ
チ
へ
帰
る
の 

に
お
前
は
行
く
の
か
」
と
頭
を
は
た
か
れ
て
オ
ヤ
ゲ
ナ
ィ
か
ら
、
頭
に
シ
ラ
ジ
を
か 

ぶ
せ
て
埋
め
て
や
る
と
い
う
。(

長
井)

焼
き
餅
を
焼
い
て
仏
に
供
え
た
。

地
獄
の
釜
の
蓋
を
ぶ
ち
破
っ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
な
る
べ
く
固
く
焼
け
と
い
う
。
 

釜
の
口
あ
き
か
ら
仏
が
地
獄
か
ら
帰
っ
て
く
る
。

地
獄
ま
で
の
道
は
一
三
〇
里
あ 

り
一
日
二
十
里
で
来
る
。

こ
の
日
以
後
死
ん
だ
人
に
は
頭
に
シ
ラ
ジ
の
絵
を
は
り
つ
け
る
。
仏
が
み
ん
な 

帰
っ
て
来
る
の
に
地
獄
へ
行
く
と
い
う
の
で
は
り
と
ば
さ
れ
る
か
ら
。
盆
仏
に
は
シ 

ラ
ジ
を
か
ぶ
せ
ろ
と
い
う
。(

岩
氷)

百
万
遍 

綱
取
で
は
八
月
一
日
の
昼
す
ぎ
か
ら
部
落
の
人
が
堂
に
集
っ
て
百
万
遍



を
唱
え
る
。
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
、
ナ
ム
ア
ミ
ダ
」
と
。
線
香
一
本
立
て
て
そ
の
燃
え 

て
い
る
間
中
唱
え
続
け
、
燃
え
尽
き
る
と
一
休
み
し
て
夕
刻
ま
で
行
な
う
。

終
っ
て 

次
の
よ
う
札
を
各
戸
に
配
り
、
か
つ
部
落
の
四
周
の
境
及
び
道
祖
神
に
？
札
を
青
竹 

に
つ
け
て
立
て
る
。

こ
れ
を
す
る
と
厄
病
が
入
ら
ぬ
と
い
う
。

(

梵
字) 

三

寶

院

^

奉

修

百

万

遍

審 

祈
攸

慈

眼

院

原
谷
戸•

上
谷
戸
で
は
子
供
が
集
ま
っ
て
同
様
に
し
た
が
、
子
供
の
数
が
少
く
な 

り
、
今
年
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
ら̂
'

い
。
.

落
合
で
は
、
大
人
た
ち
が
、
午
前
中
道
掃
除
を
し
て
午
後
百
万
遍
を
行
な
ぅ
。

今

年
も
し
た
が
、
夕
刻
酒
を
の
ん
だ
。

石
上
だ
け
は
珠
数
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
繰
り
な
が
ら
唱
え
た
が
、
す 

で
に
廃
絶
し
、
珠
数
も
失
わ
れ
た
。(

一
区)

七 

日

七
夕 

竹
に
色
紙
を
付
け
て
飾
り
、
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
っ
て
供
え
る
。
七
夕
飾 

り
は
川
へ
流
さ
な
い
で
、
大
根
畑
へ
持
っ
て
行
っ
て
立
て
る
と
、
虫
が
つ
か
な
い
と 

い
う
。(

亀
沢)

七
夕
に
は
天
神
様
の
草
刈
り
を
す
る
。
そ
の
時
付
属
の
山
林
の
下
刈
り
も
す
る
。

(

亀
沢)

七

夕

は

「
七
回
水
を
浴
び
て
、
七
回
食
べ
る
日
」
と
い
い
、
炭
酸
ま
ん
じ
ゅ
う
を 

ふ
か
し
て
食
べ
る
。

川
か
ら
ネ
ブ
ッ
タ
の
木
を
取
っ
て
来
て
、
頭
や
身
体
を
ふ
い
て 

川
へ
流
し
た
。
七
夕
を
過
ぎ
る
と
夜
が
長
く
な
る
の
で
、
眠
気
を
は
ら
う
た
め
と
い 

う
。
ネ
ブ
ッ
タ
を
七
夕
に
飾
る
家
も
あ
っ
た
。(

長
井)

七
夕
飾
り
は
竹
に
「
天
の
川
」
「
桂
川
」
な
ど
と
書
い
て
吊
る
し
た
り
、
色
紙
で
ナ 

ス
や
提
灯
の
形
を
作
っ
て
吊
し
た
り
す
る
。
別
に
供
え
物
は
し
な
い
。

七
夕
に
朝
早
く
墓
掃
除
を
す
る
。(

長
井)

七
夕
に
は
七
回
水
を
浴
び
て
、
七
回
食
べ
る
。
大
人
は
休
み
、
墓
地
の
掃
除
を
す

百 万 遍(綱取A)
(撮影都丸十九一)

百 万 遍(綱取B)
(撮影都丸十九-J

百 万 遍(綱取C)
(撮影都丸十九一)



る
。
炭
酸
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
る
。
竹
に
天
の
川
桂
川
な
ど
と
書
い
て
さ
げ
る
。
ね
ぶ 

た
を
と
っ
て
来
て
、
体
中
な
ぜ
て
か
ら
流
す
。(

長
井)

七
夕
は
八
月
七
日
で
あ
る
。
六
日
の
早
朝
畑
の
サ
ト
ィ
モ
の
葉
に
た
ま
っ
た
水
を 

と
っ
て
き
て
、
墨
を
す
る
。
短
冊
や
折
り
鶴
、
あ
み
な
ど
を
こ
し
ら
え
て
、
切
っ
た 

ば
か
り
の
青
竹
に
つ
る
す
。
八
日
の
朝
お
と
な
が
七
夕
飾
り
を
大
根
畑
に
持
っ
て 

い
っ
て
さ
す
。
大
根
に
虫
が
つ
か
ぬ
と
い
う
。(

川
浦)

新
竹
を
切
っ
て
き
て
、
子
供
達
が
色
紙
に
字
を
書
い
て
飾
る
。
「
七

夕

や
•
う
で
ま 

A

じ
ゅ
う
」
な
ど
と
い
う
の
も
あ
る
。

竹
は
七
日
に
カ
ラ
ス
川
に
流
す
。
そ
の
際
ウ
ラ
は
切
り
と
っ
て
お
き
、
後
で
大
根 

畠
に
立
て
た
。
そ
う
す
る
と
大
根
を
虫
が
食
わ
な
い
と
い
う
。

七
夕
に
髪
を
洗
、っ
と
よ
い
と
い
う
。
七
夕
に
は
川
の
水
で
洗
っ
て
も
よ
く
お
ち
る 

と
い
う
。

七
夕
に
は
七
回
水
あ
び
を
す
る
。(

六
区)

竹
に
色
紙•

短
冊
を
下
げ
る
。
里
ィ
モ
の
葉
の
露
で
墨
を
す
っ
て
書
く
と
手
が
あ 

が
る
。

竹
は
川
に
流
す
。
又
大
根
畑
に
立
て
る
と
虫
よ
け
に
な
る
。

短
冊
を
タ
ン
ス
に
入
れ
る
と
虫
が
つ
か
な
い
。

七
夕
竹
の
下
に
新
し
い
着
物
を
供
え
る
。
供
え
た
着
物
を
着
る
と
美
人
に
な
る
。
 

「
七
夕
様
に
あ
げ
る
う
ち
は
着
る
ん
じ
ゃ
ね
え
」
と
言
わ
れ
た
。

「
七
回
あ
び
て
七
回
食
え
」
と
水
浴
び
を
七
度
し
て
、
タ
ン
サ
ン
マ
ン
ジ
ュ
ウ
を 

食
べ
た
。

こ
の
日
に
墓
掃
除
を
す
る
。

メ
ズ
ラ
畑
に
入
る
な
と
か
は
言
わ
な
い
。(

岩
氷)

新
竹
を
切
っ
て
き
て
七
夕
を
か
ざ
る
。
タ
ン
サ
ン
マ
ン
ジ
ュ
ー
、
、っ
ど
ん
な
ど
作 

る
。
「
ナ
ナ
タ
ビ
食
っ
て
ナ
ナ
タ
ビ
浴
び
ろ
」
と
子
ど
も
か
喜
ん
で
タ
ラ
フ
ク
食
っ
て 

水
浴
び
す
る
。(

関
沢)

六
日
の
夕
方
飾
り
、
七
日
に
一
日
遊
ん
で
夕
方
子
ど
も
が
川
へ 

流
す
。

枝
の
い
い
竹
を
切
っ
て
大
根
畑
へ
持
っ
て
っ
て
さ
し
て
お
く
。(

七
ツ
石)

竹
か
ざ
り
を
つ
く
る
。
短
冊
を
つ
く
っ
て
か
ざ
っ
た
。
イ
モ
の
葉
を
つ
ゆ
で
す
み 

を
す
っ
て
、
短
冊
に
字
を
か
く
と
、
字
が
上
達
す
る
と
い
う
。

こ
の
日
、
ま
ん
じ
ゅ
う
を
つ
く
っ
て
、
線
香
、
水
と
一
緒
に
、
か
ざ
り
竹
の
前
に
、
 

机
を
だ
し
て
お
そ
な
え
し
た
。

七
夕
の
日
に
、
墓
掃
除
を
す
る(

共
有
墓
地)

。

七
夕
の
か
ざ
り
竹
は
、
川
へ
流
す
家
も
あ
る
し
、
大
根

ば

た

け(

菜
大
根
を
ま
っ 

た
は
た
け)

へ
も
っ
て
行
っ
て
た
て
る
家
も
あ
る
。
虫
ょ
け
に
な
る
と
い
、っ
。(

水
沼) 

七
月
七
日
が
今
は
八
月
七
日
で
、
こ
の
日
は
七
夕
を
た
て
、
水
浴
び
を
し
た
。
七 

回
あ
び
る
の
だ
な
ど
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
日
は
エ
ゴ
の
実
と
ネ
ブ
タ(

ネ
ム)

の 

葉
を
潰
し
て
川
へ 

流
す
と
、
魚
が
目
に
し
み
て
浮
い
て
き
て
と
れ
た
。(

相
吉) 

十
三
日
〜
十
六
日

盆
用
意 

盆
買
物
は
権
田
へ
行
っ
て
盆
ご
ざ
や
盆
花(

造
花)

を
買
っ
て
来
る
。
 

盆
市
は
た
た
な
い
、
行
商
で
間
に
合
う
。

山
か
ら
ア
ワ
バ
ナ•

オ
ミ
ナ
エ
シ
な
ど
の
盆
花
を
取
っ
て
来
て
飾
っ
た
が
、
最
近 

は
家
の
近
所
の
花
を
飾
る
。

墓
掃
除
は
盆
の
来
る
日
の
朝
す
る
人
か
多
い
。(

亀
沢)

盆
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
ト
ン
ボ
や
セ
ミ
な
ど
の
生
き
も
の
は
と
る
な
と
い
っ
た 

ト
ン
ボ
ゃ
セ
ミ
に
、
仏
さ
ま
が
乗
っ
て
く
る
か
ら
だ
と
い
う
。
ト
ン
ボ
な
ど
か
と
ん 

で
く
る
と
、
仏
様
が
乗
っ
て
き
た
ぞ
と
い
っ
た
。(

水
沼)

馬
を
飼
っ
て
い
た
こ
ろ
は
、
盆
の
十
四
日
の
朝
、
草
の
二
駄
が
り
を
し
た
。
朝
、
 

暗
い
う
ち
に
出
か
け
て
草
を
刈
っ
て
き
て
、
も
う
一
度
草
刈
り
に
で
た
。
む
か
し
は 

そ
う
し
な
い
と
、
馬
の
え
さ
が
間
に
あ
わ
な
か
っ
た
も
の
と
い
い
、
草
を
刈
ら
な
い 

と
、
親
か
ら
遊
び
の
許
し
が
で
な
か
っ
た
。(

水
沼)

盆
棚 

ふ
つ
う
仏
壇
の
前
に
作
る
が
、
新
盆
な
ら
デ
ェ
に
作
る
。

ス
イ
カ•

キ
ュ 

ウ

リ.

ナ
ス
な
ど
の
果
物
類
や
、
お
水
を
コ
ッ
プ
に
入
れ
て
供
え
る
。
う
ど
ん
は
茶 

椀
に
盛
っ
て
供
え
る
。
生
う
ど
ん
を
シ
ョ
イ
繩
と
い
っ
て
、
十
四
日
晚
に
盆
棚
に
掛 

け
て
お
く
。



盆
迎
え
の
日
に
キ
ュ
ウ
リ
や
ナ
ス
で
馬
の
形
を
作
り
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
毛
で 

尾
ッ
ポ
を
付
け
て
供
え
る
。(

亀
沢)

竹
を
四
隅
に
立
て
柱
と
し
て
盆
棚
を
作
る
。
竹
に
繩
を
め
ぐ
ら
し
て
檜
の
葉
を
四 

力

所•

ウ
ド
ン
を
ニ
カ
所
に
下
げ
る
。
棚
に
位
碑
を
出
す
。
仏
壇
の
オ
ル
ス
イ
様
と 

し
て
本
尊
の
阿
弥
陀
様
を
仏
壇
に
お
い
て
お
き
、
そ
れ
以
外
は
全
部
盆
棚
に
出
す
。

ナ
ス
と
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
を
作
る
。
そ
の
飼
料
と
し
て
イ
モ
の
葉
に
ナ
ス
を
サ
イ
ノ 

メ
に
切
っ
た
の
を
あ
げ
る
。
、っ
で
る
前
の
ウ
ド
ン
は
馬
の
シ
ョ
イ
ナ
ウ
に
な
る
。

里
イ

モ•

大
豆
を
根
つ
き
の
ま
ま
あ
げ
る
。
菓
物
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
'.
ス
イ
カ
を 

あ
げ
る
。

下
の
段
に
は
無
緣
仏
を
お
く
。

ガ
キ
シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
様
と
い
う
。

死
ん
で
か
ら
四
十
九
日
す
ぎ
な
い
と
盆
棚
に
は
あ
げ
な
い
。(

岩
氷)

盆
棚
は
、
十
三
日
の
迎
え
盆
の
夕
方
ま
で
に
は
作
る
よ
う
に
す
る
。
青
竹
を
四
本 

切
っ
て
四
隅
に
立
て
て
柱
と
す
る
。
柱
と
柱
を
繩
目
每
に
ヒ
ノ
キ
の
葉
を
二
枚
重
ね 

て
み
と
こ
か
よ
と
こ
飾
っ
た
繩
で
結
ぶ
。
ま
た
繩
に
は
、
全
体
に
生
ま
の
ま
ま
の
う 

ど
ん
を
シ
ョ
イ
ナ
ウ
の
よ
う
に
か
け
る
。(

川
浦)

無
縁
仏 

子
ど
も
の
仏
や
よ
そ
か
ら
家
に
来
て
や
っ
か
い
に
な
っ
て
い
た
者
、
緣 

故
の
な
い
人
の
仏
な
ど
は
、
盆
棚
の
一
段
下
へ
祭
リ
、
別
に
供
え
物
を
す
る
。(

亀
沢) 

十
三
日
に
盆
棚
を
結
う
。

一
段
低
く
し
て
無
縁
仏
の
壇
を
ゆ
う
。(

関
沢)

盆

迎

え(

十
三
日)

カ
ド
へ
線
香
立
て
て
、
迎
え
火
を
た
く
。
盆
提
灯
の
明
か 

リ
を
つ
け
て
き
て
、
盆
棚
に
上
げ
て
お
水
を
汲
ん
で
進
ぜ
て
、
線
香
を
上
げ
る
。
夕 

飯
な
ど
も
進
ぜ
る
。(

亀
沢)

盆
迎
え
は
十
三
日
の
夕
食
前
に
門
口
で
迎
え
る
。
門
口
で
麦
ウ
ラ
を
た
い
て
そ
の 

煙
に
乗
っ
て
先
祖
様
が
来
る
。
そ
の
火
で
線
香
と
提
灯
を
つ
け
る
。
又
、
そ
の
火
で 

体
を
あ
ふ
っ
て
「
ネ

モ

ノ.

ハ
レ
モ
ノ 
•

デ
キ
ル
ナ
」
と
言
う
。

ミ
ソ
ハ
ギ
で
火
を
消
す
。

先
祖
様
が
来
て
見
せ
る
の
だ
か
ら
家
の
中
を
き
れ
い
に
し
て
お
け
と
言
わ
れ
た
。
 

秋
蚕
の
最
中
で
忙
し
く
て
し
ょ
う
が
な
い
時
分
で
あ
る
。(

岩
氷)

門
口
で
麦
わ
ら
を
燃

L.
て
盆
様
を
迎
え
る
。(

七
ツ
石)

盆
迎
え

は

寺(

全
透
院)

に
は
行
か
な
い
で
、
暮
地
で
麦
わ
ら
を
燃
し
て
迎
え
て 

い
た
が
、
現

在

は

門(

か
ど)

や
、
家
の
近
く
の
三
本
辻
で
か
が
り
火
を
た
い
て
迎 

え
る
。
そ
の
火
を
提
灯
に
移
し
て
家
の
中
に
運
び
入
れ
、
仏
壇
に
水
を
く
ん
で
線
香 

に
火
を
つ
け
る
。
新
盆
の
場
合
も
同
じ
様
に
し
て
迎
え
る
が
、
親
戚
や
知
人
が
多
く 

集
ま
る
。(

川
浦)

八
月
十
三
日
の
夕
方
迎
え
火
を
す
る
。
門
で
麦
ワ
ラ
を
た
き
、
そ
の
火
で
ロ
—
ソ 

ク
を
灯
し
、
さ
ら
に
盆
棚
に
移
す
。(

六
区)

盆
行
事 

盆
花
、
お
も
に
キ
キ
ョ
ウ
を
山
か
ら
と
っ
て
き
た
。
ほ
か
に
、
ア
ワ
バ 

ナ
、
ヒ
エ
バ
ナ
、
山
ユ
り
な
ど
も
と
っ
て
き
た
。
以
前
は
、
朝
草
刈
り
を
し
た
の
で 

そ
の
か
わ
り
に
盆
花
を
と
っ
て
き
た
。(

水
沼)

盆
棚
は
組
立
式
に
な
っ
て
い
る
。
棚
の
四
隅
に
青
竹
を
た
て
た
。
盆
ご
ざ
に
、
新 

し
く
買
っ
て
く
る
。
か
た
い
家
で
は
、
千
カ
ヤ
で
な
わ
を
な
い
、
盆
棚
の
前
に
し
め 

な
わ
と
し
て
か
ざ
っ
た
。
棚
の
ま
わ
り
は
ヒ
ノ
キ
と
か
、
杉
の
葉
で
か
ざ
っ
た
。
棚 

の
上
に
位
牌
を
か
ざ
っ
た
。
盆
棚
は
表
座
敷
に
た
て
た
。

無
縁
仏
の
こ
と
は
ム
エ
ン
サ
マ
と
い
う
。
盆
棚
の
下
に
ィ
モ(

里
ィ
モ)

の
葉
を 

お
き
、
そ
こ
へ
お
そ
な
え
も
の
を
し
た
。
現
在
は
、
茶
わ
ん
で
そ
な
え
も
の
を
し
て 

い
る
。(

水
沼)

盆
む
か
え
は
十
三
日
の
晚
。
墓
地
ま
で
む
か
え
に
行
く
家
も
あ
る
し
、
か
ど
先
で
、
 

ム
ギ
わ
ら(

一
杷)

に
火
を
つ
け
て
、
む
か
え
火
を
た
い
て
む
か
え
る
家
も
あ
る
。
 

そ
の
火
を
提
灯
に
う
つ
し
て
、
仏
さ
ま
を
む
か
え
る
。
そ
の
火
を
緣
側
か
ら
あ
が
っ 

て
、
盆
棚
の
あ
か
り
に
う
つ
し
た
。(

水
沼)

盆
中
の
ご
ち
そ
う
、
十
四
日
の
朝
は
ぼ
た
も
ち
、
昼
間
は
う
ど
ん
、
夜
に
米
の
め 

し

。十
五
日
は
、
朝
は
ふ
か
し
ま
ん
じ
ゅ
う
、
昼
間
は
う
ど
ん
が
ふ
つ
う
、
夜
は
ご
は 

ん
。十

六
日
は
と
く
に
き
ま
り
は
な
い
。(

水
沼)

る
す
ぼ
と
け
の
こ
と
は
、
お
る
す
い
さ
ま
と
い
う
。
仏
だ
ん
に
、
盆
様
に
あ
げ
た 

も
の
と
同
じ
も
の
を
お
供
え
し
た
。



う
ど
ん
の
わ
の
ひ
ろ
い
の
を
、
生
の
ま
ま
で
、
盆
棚
の
正
面
の
し
め
な
わ
に
二
本 

か
け
た
。
そ
れ
は
、
盆
様
の
馬
の
し
よ
い
な
わ
だ
と
い
う
。(

水
沼)

十
四
日
の
盆
の
野
ま
わ
り
、
家
の
も
の
が
だ
れ
で
も
、
な
に
も
も
た
ず
に
野
ま
わ 

り
を
し
て
く
る
。

こ
れ
に
、
今
年
も
い
い
百
姓
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
先
祖 

様
を
野
良
へ 

つ
れ
て
行
っ
て
見
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、
盆
様
の
野
ま
わ
り
と
い
っ
て 

い
る
。
こ
の
か
え
り
に
、
大

豆•

里
い
も•

ナ

ス•

キ
ュ
ウ
り
な
ど
を
と
っ
て
き
た
。
 

こ
れ
は
洗
っ
て
、
盆
様
に
お
そ
な
え
を
し
た
。(

水
沼)

十
三
日
は
迎
え
盆
で
、
門
火
で
火
を
つ
け
て
き
て
新
し
く
つ
く
っ
た
盆
棚
に
火
を 

あ
げ
た
。
盆
棚
は
新
竹
四
本
を
た
て
て
つ
く
り
、
無
縁
仏
は
下
に
ま
つ
っ
た
。
新
盆 

で
も
坊
さ
ん
は
頼
ま
な
い
と
来
な
い
。
新
盆
ま
い
り
は
線
香
と
乾
う
ど
ん
を
持
っ
て 

い
っ
た
。
十
四
日
に
は
キ
ュ
ウ
り
や
ナ
ス
で
馬
を
つ
く
り
、
そ

の
タ
ズ
ナ(

手
綱) 

や
お
盆
様
の
し
よ
い
繩
と
い
っ
て
う
ど
ん
を
馬
に
か
け
て
や
っ
た
り
し
た
。
送
り
盆 

は
十
五
日
の
晩
で
、
全
部
村
の
人
が
揃
う
ま
で
お
待
っ
て
い
て
、
集
合
が
終
る
と
花 

火
を
あ
げ
て
解
散
し
た
。
盆
内
の
食
事
は
、
十
四
日
は
ご
飯
に
ぼ
た
も
ち
、
十
五
日 

は
ま
ん
じ
ゅ
う
。
十
六
日
は
盆
が
ら
と
い
っ
て
き
ま
っ
て
い
な
い
。(

相
吉)

お
客 

「
盆
三
日
、
帰
り
こ
し
子
の
に
ぎ
わ
し
く
、
香
華
た
く
場
も
な
か
り
け
り
」 

と
い
う
歌
が
あ
る
が
、
ふ
ん
と
に
そ
の
通
り
で
、
昔
の
人
は
い
い
事
を
言
っ
た
も
ん 

だ
と
感
心
す
る
。

此
の
頃
で
も
嫁
は
実
家
へ
客
に
行
く
し
、
外
へ
出
て
る
娘
た
ち
が
家
族
を
連
れ
て 

く
る
の
で
賑
や
か
だ
。(

概
屋)

野
ま
わ
り 

盆
の
十
五
日
に
、
「
野
ま
わ
り
に
い
っ
て
く
ベ
え
。
」
と
、
キ
ュ
ウ
り 

や
ナ
ス
な
ど
を
と
っ
て
き
て
仏
様
に
供
え
る
。(

六
区)

新
盆 

新
盆
の
時
、
親

類•

縁
故
関
係
者
が
お
棚
参
り
に
来
る
。
「
盆
様
で
お
め
で 

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
い
っ
て
挨
拶
を
す
る
。
昔
は
干
し
う
ど
ん
や
ふ
な
ど
を
持
っ 

て
来
た
の
で
、
酒
•

魚
を
出
し
て
も
て
な
す
。

盆
様
に
魚
を
食
べ
れ
ば
仏
様
に
く
ち
び
る
を
吸
わ
れ
な
い
か
ら
、
魚
を
食
べ
た
方 

が
よ
い
と
い
う
。
仏
様
は
ナ
マ
グ
サ
物
を
嫌
う
か
ら
魚
は
進
ぜ
な
く
も
、
食
べ
た
方 

が
よ
ぃ
。

新
盆
提
灯
は
盆
提
灯
と
区
別
し
な
い
で
用
意
し
て
吊
る
す
。
高
灯
籠
は
し
な
い
。

(

亀
沢)

新
盆
さ
ま
の
家
へ
う
ど
ん
二
わ
位
持
っ
て
行
きr

結
構
な
お
盆
さ
ま
で
」
と
言
い
、
 

あ
と
は
ロ
の
中
で
ゴ
ニ
ョ
ゴ
ニ
ョ
言
っ
て
す
ま
す
。(

七
ツ
石)

新
盆
の
場
合
は
、
べ
つ
に
棚
は
つ
く
ら
な
い
。
そ
な
え
も
の
も
ふ
つ
う
の
盆
の
場 

合
と
同
じ
、
新
盆
の
場
合
に
は
、
親
威
か
ら
、
新
し
い
小
田
原
提
灯
が
お
く
ら
れ
る
。
 

そ
れ
を
盆
棚
の
前
に
、
も
ら
っ
た
だ
け
さ
げ
て
お
い
た
。
最
近
は
提
灯
で
な
く
、
灯 

籠
(

電
気
仕
掛
に
な
っ
て
い
る)

の
場
合
が
多
く
な
っ
た
。

新
盆
の
家
へ
は
、
親
威
と
か
近
所
の
人
な
ど
が
お
見
舞
に
き
て
く
れ
る
。
手
土
産 

を
も
っ
て
、
線
香
だ
て
に
く
る
の
が
ふ
つ
う
。

こ
の
と
き
の
あ
い
さ
つ
は
「
お
ぼ
ん 

さ
ま
で
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」(

水
沼)

新
盆
の
あ
い
さ
つ
と
ご
不
幸
の
と
き
の
あ
い
さ
つ
は
誰
も
苦
手
な
も
の
で
、
「
新
盆 

だ
そ
う
で
す
け
ど
……

。
」
と
だ
け
い
っ
て
、
た
い
て
い
あ
と
は
ロ
の
中
で
に
ご
し
て 

し
ま
う
。(

川
浦)

送
り
盆 

十
五
日
晚
、
盆
様
に
盆
茶
を
入
れ
て
進
ぜ
て
、
提
灯
の
火
を
つ
け
て
、
 

カ
ド
へ
送
り
出
す
。

カ
ド
で
麦
わ
ら
に
提
灯
の
火
を
移
し
て
送
り
火
を
燃
や
す
。
翌 

日
は
仏
様
に
は
日
が
わ
る
い
の
か
、
十
五
日
の
晚
に
た
た
せ
る
。

十
六
日
朝
、
盆
棚
を
こ
わ
し
て
墓
地
へ
送
り
出
す
。

だ
ん
ご
を
作
っ
て
墓
地
へ
供 

え
、
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
を
持
っ
て
行
く
。(

亀
沢)

送
り
盆
は
十
六
日
で
、
キ
ゥ
リ
の
ま
が
っ
た
ょ
う
な
や
つ
に
チ
ガ
ヤ
で
足
を
つ
け 

て
馬
を
つ
く
り
、
そ
れ
に
乗
せ
て
お
盆
様
を
送
り
出
す
。
馬
で
は
な
く
牛
が
ほ
ん
と 

う
の
ょ
う
だ
。
十
五
日
の
晚
に
送
り
出
す
家
も
あ
る
。(

川
浦)

十
六
日
に
は
ナ
ス
で
馬
を
つ
く
り
、
迎
え
盆
と
同
じ
に
門
に
置
く
。(

川
浦)

キ
ゥ
リ
の
ケ
ツ
に
モ
ロ
コ
シ
の
毛
を
さ
し
、
足
を
四
本
さ
し
た
馬
を
つ
く
る
。
ウ 

ド
ン
を
作
っ
て
弁
当
を
し
ば
る
背
負
い
繩
に
す
る
。
里
芋
の
葉
っ
ぱ
に
包
ん
で
、
夕 

食
後
、
お
茶
を
進
ぜ
て
、
自
分
で
も
飲
ん
で
か
ら
送
り
火
を
た
く
。

迎
え
る
時
は
夕
方
早
く
。
送
る
時
は
夕
飯
後
、
お
そ
く
燃
す
。
「
早
く
こ
の

{t-
ぶ
に 

乗
っ
て
帰
り
な
」
と
言
っ
て
燃
や
す(

七
ツ
石)



竹
は
川
へ
流
し
た
り
、
ヤ
ブ
へ
置
い
た
り
す
る
。(

七
ツ
石)

お
く
り
ぼ
ん
は
十
五
日
の
晚
で
あ
る
。
こ
の
日
は
早
く
夕
飯
を
つ
く
っ
て
、
盆
棚 

か
ら
あ
か
り
を
ロ
ー
ソ
ク
に
う
つ
し
て
、
門
先
の
む
ぎ
わ
ら
に
つ
け
た
。
こ
の
け
む 

り
に
乗
っ
て
、
仏
様
は
か
え
る
と
い
う
。
ナ
ス
、
キ
ュ
ー
り
の
馬
を
つ
く
っ
て
お
く 

り
だ
し
た
。
盆
棚
に
か
ざ
っ
た
造
花
も
、
こ
の
と
き
一
緒
に
お
く
り
だ
し
た
。

十
六
日
の
朝
、
盆
棚
を
こ
わ
し
て(

片
付
け
て)

墓
参
り
に
行
く
。
だ
ん
ご
を
つ 

く
っ
て
、
家
中
で
墓
参
り
に
行
く
。
支
度
は
い
い
き
も
の
。(

水
沼)

盆
の
食
事 

十
四
日
の
朝
は
ボ
タ
モ
チ
、
昼
ウ
ド
ン
、
十
五
日
の
朝
は
マ
ン
ジ
ュ 

ウ
、
昼
ウ
ド
ン
に
決
ま
っ
て
い
る
。
盆
棚
の
前
で
食
べ
る
。

「生
臭
を
食
べ
な
い
と
盆
様
に
ロ
を
吸
わ
れ
る
」
と
言
っ
て
盆
魚
を
食
べ
る
。

盆
様
に
は
二
膳
に
四
人
分
を
供
え
る
。
箸
の
代
り
に
フ
ロ
ウ(

ィ
ン
ゲ
ン)

を
置 

く
。
盆
棚
の
前
で
お
盆
様
に
お
椀
を
シ
ラ
ジ
で
洗
う
。(

岩
水)

昼
は
た
い
て
い
ウ
ド
ン
を
食
べ
る
。(

築
地)

盆
の
力17

り
モ
ノ
と
し
て
盆
の
十
四
日
に
は
お
は
ぎ
、
十
五
日
に
は
う
ど
ん
を
つ

く
る
。(

川
浦)

盆
の
十
六
日
罪
を
犯 

し
て
し
ば
ら
れ
る
者
で
も 

こ
の
一
日
は
許
さ
れ
る
と 

い
ぅ
。(

亀
沢)

盆
中
の
禁
忌
子
ど
も 

た
ち
に
は
、
盆
中
は
チ
ヨ 

ウ
や
ト
ン
ボ
は
採
る
な
と 

い
ぅ。

(

川
浦)

盆
の
仏
壇
仏
壇
は
留 

守
だ
か
ら
何
も
供
え
な 

い
。(

六
区)

盆
踊
り
昔
は
亀
沢
で

も
小
倉
で
も
盆
踊
り
を
し

盆 踊 り

とき 8月14 -15 HPM7時半
ところ総合庁舎

主催倉渕村青年団(2区)

(撮影阿部 孝)

た
。
今
は
倉
渕
村
全
体
が
学
校
の
所
の
広
場
で
や
る
。(

亀
沢)

盆
踊
り
は
昔
、
若
い
衆
が
や
っ
た
。(

六
区)

ど
こ
か
で
盆
踊
り
し
て
る
か
ら
歩
い
て
行
っ
て
踊
っ
て
遊
ん
だ
。
そ
の
あ
と
寝
ず 

に
朝
草
刈
り
に
行
っ
て
き
た
。(

カ
ジ
ャ)

盆
お
ど
り
は
盆
の
十
四•

十
五
日
に
も
し
て
い
る
。
も
と
は
、
部
落
ご
と
に
や
っ 

た
。
場
所
は
学
校
の
庭
と
か
、
観
音
さ
ま
な
ど
広
い
と
こ
ろ
。
前
は
青
年
会
が
主
催 

し
て
い
た
が
、
最
近
は
婦
人
会
が
中
心
に
な
っ
て
や
っ
て
い
る
。(

水
沼)

「盆
々
と
祭
る
盆
は
た
だ
三
日
、
く
さ
れ
彼
岸
は
七
日
あ
る
」
と
歌
ぅ
。(

小
倉)

二

十

七

日

諏
訪
様 

こ
の
日
は
諏
訪
様
の
祭
日
で
二
百
十
日
と
な
ら
ん
で
、
あ
れ
日
と
い
わ 

れ
た
。(

水
沼)

九 

月

一
 

日

二
百
十
日 

男
衆
が
出
て
道
刈
り
を
し
て
、
無
事
を
祝
っ
て
集
荷
場
に
寄
っ
て
酒 

を
一
杯
飲
む
。(

亀
沢)

二
百
十
日
に
は
赤
飯
を
ふ
か
す
。(

六
区)

二
百
十
日
に
は
仕
事
を
休
み
、
タ
ン
サ
ン
マ
ン
ジ
ユ
ー
で
も
作
っ
て
食
べ
る
。
 

「社
日
ば
っ
か
り
畑
へ
入
る
な
」
と
言
っ
た
。(

中
石
津
、
七
ツ
石)

二
百
十
日
は
、
む
か
し
か
ら
荒
れ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
日
や
く
日
を
の
が 

れ
る
と
い
っ
て
、
ま
ん
じ
ゅ
ぅ
を
つ
く
る
家
も
あ
っ
た
。
家
に
ょ
っ
て
は
、
赤
飯
と 

か
、
す
し
と
か
を
つ
く
っ
た
。
と
く
べ
つ
の
行
事
は
な
い
。
む
か
し
は
、
こ
の
日
に 

や
く
日
だ
か
ら
と
て
仕
事
を
や
す
ん
で
あ
そ
ん
だ
。(

水
沼)

旧
九
月
一
日



八
朔 

は
っ
さ
く
の
お
節
句
、
嫁
ご
が
里
帰
り
。
別
に
何
も
持
た
な
い
。(

中
石
津
、

糚
屋)八

朔
は
嫁
の
里
帰
り
の
日
で
あ
る
。
赤
飯
と
シ
ョ
ウ
ガ
を
み
や
げ
に
持
っ
て
い
く
。

(

岩
永)

九
月
一
日
は
八
朔
の
節
供
で
、
新
し
い
嫁
に
里
帰
り
を
さ
せ
る
。(

六
区) 

八

朔(

九
月
一
日)

に
は
嫁
に
き
て
、
二
、
三
年
ぐ
ら
い
は
、
嫁
は
里
帰
り
を
し 

た
。
お
土
産
と
し
て
も
っ
て
行
っ
た
も
の
は
、
そ
の
と
き
の
で
き
あ
い
の
も
の
で
、
 

ま
ん
じ
ゆ
う
と
か
、
赤
飯
な
ど
。(

水
沼)

旧
八
月
十
五
日

十
五
夜 

ま
ん
じ
ゆ
う
や
お
ハ
ギ
を
重
箱
の
中
に
入
れ
、
野
菜
を
箕
の
中
に
入
れ
て
、
 

廊
下
へ
出
し
て
月
に
供
え
る
。
そ
の
晚
だ
け
は
子
ど
も
が
取
り
に
来
て
も
よ
か
っ
た
。
 

お
月
様
が
下
げ
に
来
た
と
い
っ
て
と
が
め
な
い
で
喜
ん
で
い
る
家
も
あ
る
。
子
ど
も 

は
篠
の
先
を
削
っ
て
、
突
い
て
取
る
の
が
、
お
も
し
ろ
く
て
、
そ
っ
と
取
っ
た
。

十
五
夜
に
は
大
豆•

里
芋
な
ど
を
供
え
る
。
十
三
夜
と
同
じ
よ
う
に
供
え
る
。(

亀

沢)
十
五
夜
に
お
て
ま
る
を
つ
く
る
家
も
あ
る
が
、
ま
ん
じ
ゆ
う
を
つ
く
る
こ
と
が
多 

い
。
こ
の
晚
は
子
ど
も
た
ち
が
ま
ん
じ
ゆ
う
や
季
節
の
も
の
を
、
長
い
竹
の
先
に
細 

ェ
を
し
た
棒
で
さ
げ
に
歩
い
た
が
、
だ
れ
も
文
句
を
い
う
こ
と
な
く
許
さ
れ
た
。
年 

長
の
も
の
は
遠
く
の
ム
ラ
ま
で
で
か
け
た
。(

川
浦)

ス
ス
キ
、
花
、
フ
カ
シ
マ
ン
ジ
ュ
ウ
十
五
個
。
そ
の
他
箕
の
中
に
野
菜
や
ナ
シ
な 

ど
の
丸
い
も
の
を
入
れ
て
供
え
る
。
供
え
た
物
は
、
子
供
達
が
さ
げ
た
方
が
よ
い
。
 

(

六
区)

「
十
五
夜
に
曇
り
あ
れ
ど
も
十
三
夜
は
曇
り
な
し
」
と
い
う
。
十
五
夜
に
は
大
体 

降
る
。
十
三
夜
は
小
麦
の
神
様
だ
か
ら
十
三
夜
に
降
る
と
小
麦
が
は
ず
れ
る
。
十
五 

夜
に
つ
い
て
は
言
わ
な
い
。

マ
ン
ジ
ュ
ウ
や
柿
な
ど
を
ミ
の
中
に
入
れ
て
月
に
供
え
た
。
そ
れ
を
子
供
が
オ
ン 

力
に
下
げ
て
歩
い
た
。
棒
の
先
に
釘
を
さ
し
て
マ
ン
ジ
ュ
ウ
な
ど
を
突
き
さ
し
た
。

子
供
が
下
げ
た
方
が
い
い
。(

岩
永)

ま
ぐ
じ
ゆ
ぅ
を
つ
く
っ
て
、
十
五
コ
お
月
さ
ま
に
あ
げ
る
。
ま
た
、
カ
キ
と
か
里 

い
も
な
ど
を
あ
げ
た
。

ス
ス
キ
を
と
っ
て
き
て
あ
げ
る
。

十
五
夜
の
晚
に
晴
れ
る
と
、
大

麦•

小
麦
が
あ
た
る
ど
い
っ
た
。
「
十
五
夜
に
曇
り 

あ
れ
ど
も
、
十
三
夜
に
曇
り
な
し
」
と
い
わ
れ
、
十
五
夜
は
た
い
て
い
晴
れ
な
い
も 

の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

お
そ
な
え
し
た
も
の
は
、
近
所
の
子
ど
も
が
さ
げ
に
き
た
。(

水
沼)

「
十
五
夜
に
曇
れ
ば
小
麦
が
は
づ
れ
る
」
と
言
っ
た
。
十
五
夜
に
曇
り
な
し
、
い 

や
、
十
三
夜
に
曇
り
な
し
と
言
ぅ
の
だ
、
と
ち
ょ
っ
と
混
乱
あ
り
。

一
升
び
ん
に
ス
ス
キ
野
菊
を
さ
し
て
進
ぜ
る
。
ミ
の
中
に
葉
っ
ぱ
を
つ
け
た
大
根 

や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
柿
、
サ
ツ
マ
ィ
モ
な
ど
入
れ
て
上
げ
る
。

香
ろ
を
出
し
て
お
線
香
も
上
げ
る(

以
上
七
ツ
石)

竹
に
釘
を
さ
し
た
も
の
を
持
っ
て
子
ど
も
が
盗
み
に
き
た
が
今
は
こ
ん
な
ゲ
ビ
タ 

真
似
を
す
る
も
の
は
い
な
く
な
っ
た
。(

築
地)

十 

九 

日

オ
ク
ン
チ 

水
沼
神
社
の
お
祭
り
で
獅
子
舞
が
出
た
。
永
く
や
め
て
い
た
が
最
近 

復
活
し
た
。

水
沼
に
親
類
が
あ
れ
ば
行
っ
た
り
、
夜
遊
び
に
行
っ
た
。(

岩
氷)

オ
ク
ン
チ
は
ハ
ジ
メ 
•

ナ
カ•

シ
マ
ィ
と
三
度
や
っ
た
。
こ
の
日
は
仕
事
を
休
み
、
 

赤
飯
か
寿
司
を
つ
く
っ
て
祝
っ
た
。(

川
浦)

オ
ク
ン
チ(

十
月
十
九
日)

は
ナ
カ
ノ
ク
ン
チ
が
お
ぶ
ろ
な
さ
ま
の
お
ま
つ
り
の 

日
で
あ
る
。

十
八
日
の
後
に
お
獅
子(

獅
子
舞)

を
し
て
い
る
。
獅
子
頭
は
三
つ
あ
る
。
お
ま 

つ
り
の
と
き
に
は
、
さ
か
ぼ
こ
と
山
車
を
だ
す
。

オ
ク
ン
チ
に
は
赤
飯
を
つ
く
っ
た
。
こ
の
日
に
は
親
威
の
も
の
を
ょ
ん
で
祝
っ
た
。
 

(

水
沼) 

_ 

スH
お
九
日
は
九
月
九
日•

十
九
日•

二
十
九
日
を
初
九
日•

中
ノ
九
日•

末
ノ
九
日



と
い
い
、
餅
を
つ
き
ワ
ラ
ヅ
ト
に
入
れ
て
神
に
捧
げ
る
。(

烏
渕
村
郷
土
誌)

十 

月

一
日(

ま
た
は
旧
十
月
一
日)

神
送
り 

権
田
の
オ
ブ
ス
ナ
様
に
お
参
り
に
行
く
。
緣
結
び
の
神
な
の
で
若
い
人 

は
い
い
緣
が
あ
る
よ
う
に
よ
く
拝
ん
で
こ
い
と
い
う
。

ル
ス
神
は
知
ら
な
い
。(

亀
沢)

神
様
の
お
立
ち
で
神
様
へ
お
参
り
に
行
っ
た
。
留
守
神
は
お
稲
荷
様
で
あ
る
。(

岩

氷)
旧
十
月
一
日
に
は
オ
ブ
ス
ナ
様
に
ま
だ
暗
い
う
ち
に
お
参
り
に
い
っ
た
。
出
雲
に 

お
立
ち
に
な
る
の
で
お
見
送
り
す
る
た
め
で
あ
る
。(

六
区)

神
お
く
り(

旧
十
月
一
日)

で
、
こ
の
日
は
、
神
様
が
出
雲
へ
行
か
れ
る
日
だ
と 

い
う
の
で
、
む
ら
の
人
た
ち
は
、
朝
早
く
、
、っ
ぶ
す
な
様
へ
お
ま
い
り
に
行
っ
た
。
 

(

水
沼)

十
月
一
日
は
お
諏
訪
様
の
神
送
り
と
い
っ
て
、
神
様
が
出
雲
に
旅
立
つ
の
を
送
る 

の
だ
と
い
う
。
神
社
へ
オ
サ
ゴ
を
持
っ
て
い
っ
て
お
詣
り
し
た
。(

相
吉)

神
無
月
の
留
守
神 

旧
十
月
の
ー
ヵ
月
間
は
、
神
様
が
出
雲
へ
出
か
け
て
い
る
の 

で
、
神
無
月
と
い
う
が
、
こ
の
あ
い
だ
、
留
守
居
を
し
て
い
る
神
様
も
い
る
。
こ
の 

辺
で
は
、
金
比
羅
様
が
留
守
居
を
し
て
い
る
神
様
だ
と
い
う
。
金
比
羅
様
は
、
長
虫 

で
一
足
お
く
れ
た
た
め
に
、
出
雲
へ
行
っ
た
け
れ
ど
も
、
よ
せ
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た 

と
い
う
。
金
比
羅
様
に
は
、
べ
つ
に
四
国
に
神
社
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

こ
の
辺
で
は
、
ふ
だ
ん
、
会
合
に
お
く
れ
て
く
る
と
「
や
つ
は
金
比
羅
ま
い
り
だ
」
 

と
い
う
。(

水
沼)

旧
九
月
十
三
日

十
三
夜 

「
十
五
夜
に
は
曇
り
あ
る
と
も
、
十
三
夜
に
は
曇
り
な
し
」
と
い
い
、

十
三
夜
に
曇
る
と
麦
ま
き
の
時
期
な
の
で
、
麦
が
は
ず
れ
る
と
い
、っ
。
柿
を
進
ぜ
る
。

(

亀
沢)

十
三
夜
に
は
ス
ス
キ
は
上
げ
な
い
、
里
芋
や
サ
ツ
マ
ィ
モ
な
ど
を
進
ぜ
た
。(

亀
沢) 

十
三
夜
に
は
フ
カ
シ
マ
ン
ジ
ョ
ウ
十
三
個
供
え
る
。
そ
の
他
は
十
五
夜
と
同
じ
で 

あ
る
。(

六
区)

十
三
夜(

旧
九
月
十
三
日)

に
は
白
め
し
を
し
ん
ぜ
る
家
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
晴 

れ
る
よ
う
に
と
い
う
願
い
で
あ
る
。
ま
た
、
ま
ん
じ
ゆ
う
を
つ
く
っ
て
あ
げ
る
家
も 

る
。
十
三
夜
に
は
葉
付
の
大
根
を
そ
な
え
る
。(

水
沼)

神
む
か
え(

旧
十
一
月
一
日)

神
様
が
出
雲
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
い
う
の
で
、
む 

ら
の
神
社
へ
お
ま
い
り
に
行
っ
た
。

こ
の
あ
と
、
や
し
き
ま
つ
り
を
す
る
。
夕
は
ん
の
と
き
に
、
赤
飯
を
ふ
か
し
た
。
 

神
様
が
お
か
え
り
に
な
る
ま
で
に
ホ
コ
ラ
を
ゆ
っ
た(

つ
く
っ
た)
。
ワ
ラ
と
か
カ
ヤ 

で
つ
く
っ
た
。
石
宮
で
あ
る
家
で
も
か
な
ら
ず
、
わ
ら
で
お
か
り
や
を
つ
く
る
も
の 

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

や
し
き
か
み
さ
ま
に
お
そ
な
え
す
る
も
の
に
は
、
赤
飯•

尾
頭
付
き•

と
う
ふ• 

ご
神
酒(

お
み
き
す
ず
を
竹
で
つ
く
り
、
そ
の
中
に
酒
を
入
れ
、
サ
カ
キ
の
小
枝
を 

さ
し
た
。
こ
れ
を
二
本
あ
げ
た)
。
や
し
き
神
様(

稲
荷
様)

に
あ
げ
た
も
の
は
、
早 

く
さ
げ
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
い
い
、
ロ
が
つ
け
て
な
い
と
、
お
こ
ん
こ
ん
様 

が
、
息
を
ひ
っ
か
け
な
か
っ
た
と
い
っ
て
、
張
り
合
い
の
わ
る
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

(

水
沼)

十 

一
 

月

旧
十
一
月
一
日

神
迎
え 

十
一
月
一
日
に
帰
っ
て
来
る
。
神
社
へ
お
迎
え
に
行
っ
た
。
帰
っ
て
来 

て
屋
敷
ま
つ
り
を
す
る
。
お
稲
荷
様
が
留
守
居
を
し
て
い
た
の
で
ま
つ
る
。(

岩
氷) 

旧
十
一
月
一
日
に
オ
ブ
ス
ナ
様
に
お
参
り
し
た
。
出
雲
か
ら
帰
ら
れ
る
の
を
お
迎



え
す
る
た
め
で
あ
る
。(

六
区)

十
一
月
一
日
は
神
迎
え
と
い
い
、
出
雲
か
ら
帰
っ
て
く
る
神
様
を
火
を
た
い
て
お 

迎
え
し
た
。
こ
の
日
は
十
二
様
の
と
こ
ろ
で
村
中
集
っ
て
き
て
お
迎
え
し
た
。
お
迎 

え
と
い
っ
て
も
火
を
た
く
位
で
と
く
に
儀
式
的
な
こ
と
は
な
い
。(

相
吉)

イ
ネ
の
穂 

稲
刈
り
の
時
に
、
穂
を
付
け
た
株
ご
と
こ
い
で
来
る
家
も
あ
る
。(

亀

沢)
穴
ッ
プ
サ
ゲ 

麦
ま
き
が
終
る
と
、餅•

お
ハ
ギ
な
ど
の
ご
ち
そ
う
を
作
っ
た
が
、
 

穴
ッ
プ
サ
ゲ
と
い
っ
て
も
畑
に
は
出
さ
な
い
。(

亀
沢)

旧
十
月
十
日

十
日
夜.

ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ 

わ
ら
た
ば
を
作
っ
て
地
面
を
た
た
い
て
回
る
と
、
モ 

グ
ラ
が
起
こ
さ
な
い
と
い
う
。
ミ
ョ
ウ
ガ
の
か
ら
を
わ
ら
の
中
に
入
れ
て
繩
で
卷
く 

と
音
が
違
う
。
よ
そ
の
家
に
も
幾
人
か
組
ん
で
、
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
を
た
た
き
に
い
く 

が
、
祝
儀
は
出
さ
れ
な
い
。

唱
え
言
「
十
日
夜
十
日
夜
、
十
日
ノ
晚
ハ
イ
イ
モ
ン
ダ
、
朝
ソ
バ
キ
リ
ニ
昼
ダ
ン
ゴ
、
 

夕
飯
食
ッ
テ
ブ
ッ
タ
タ
ケ
」

ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
は
す
て
て
し
ま
う
。(

亀
沢)

わ
ら
で
っ
ぽ
う
は
芯
を
稲
わ
ら
で
つ
つ
み
、
そ
の
上
を
フ
ジ
ズ
ル
で
結
わ
え
た
。
 

芯
に
は
重
い
ミ
ョ
ウ
ガ
の
葉
や
イ
モ
ガ
ラ
を
入
れ
、
上
手
に
こ
し
ら
え
る
と
い
い
音 

が
で
た
。

子
供
た
ち
は
夜
に
な
る
と
、
そ
れ
を
持
っ
て
家
々
を
訪
ね
、
庭

で

「
十
日
夜
、
十 

日
の
晚
は
い
い
夜
だ
、
夕
(

よ
い)

め
し
食
っ
て
ぶ
っ
た
た
け
」
と
大
声
で
い
い
な 

が
ら
た
た
い
た
。
ど
ん
な
大
勢
で
は
た
た
い
て
も
う
る
さ
い
と
は
い
わ
な
か
っ
た
。
 

も
ぐ
ら
を
追
い
は
ら
う
の
が
目
的
だ
と
も
い
う
。(

川
浦)

旧
十
月
十
日
は
ト
ウ
カ
ン
ヤ
で
、
新
藁
に
ミ
ョ
ウ
ガ
を
入
れ
て
卷
き
、
庭
を
た
た 

い
た
。

モ
グ
ラ
が
畠
を
お
こ
さ
な
い
よ
う
に
た
た
く
の
で
あ
る
。
そ
の
時
「
ト
ウ
カ 

ン
ヤ
、
ト
ウ
カ
ン
ヤ
、
十
日
の
晚
は
い
い
晚
だ
、
朝
ソ
バ
キ
リ
に
昼
ダ
ン
ゴ
、
ヨ
ウ 

(

夕)

飯
食
っ
ち
ゃ
ぶ
っ
た
っ
け
。
」
と
唱
え
る
。(

六
区)

ト
ー
カ
ン
ヤ
は
ミ
ョ
ー
ガ
の
か
ら
を
藁
で
包
み
、
藤
づ
る
で
し
っ
か
〇
卷
い
た
も 

の
で
、
ぶ
っ
た
た
く
。

モ
グ
ラ
が
土
を
お
こ
す
か
ら
地
面
を
た
た
ぐ
。

「
ト
オ
カ
ン
ヤ
、
ト
オ
カ
ン
ヤ
、
朝
そ
ば
き
り
に
昼
だ
ん
ご
、
ょ
う
め
し
く
っ
て 

ぶ
っ
た
た
け
」
と
言
う(

築
地
、
中
石
津)

旧
十
月
十
日
。
ミ
ョ
ウ
ガ
の
幹
を
入
れ
た
ワ
ラ
ッ
ト
を
作
り
、
そ
の
先
を
な
っ
て
、
 

も
と
を
フ
ジ
で
堅
く
卷
い
て
、
こ
れ
で
地
面
を
た
た
く
。
そ
の
時
の
唱
え
言
は
、

「
ト
ウ
カ
ン
ヤ
ト
ウ
カ
ン
ヤ
ト
ウ
カ
ノ
バ
ン
ハ 

ィ
ィ
モ
ン
ダ
ア
サ
ソ
バ
キ 

リ
デ
ヒ
ル
ダ
ン
ゴ 

ヨ
ウ
メ
シ
ク
ッ
チ
ヤ
ブ
ッ
タ
タ
ケ
」

こ
の
日
餅
を
つ
い
て
、
小
さ
く
セ
ー
ノ
メ
に
切
っ
て
、
ワ
ラ
ッ
ト
の
中
に
入
れ
、
 

十
二
様
、
お
稲
荷
様
そ
の
他
の
神
々
に
進
ぜ
歩
い
た
。
ま
た
緣
側
に
は
ミ
を
出
し
、
 

こ
れ
に
御
飯
、
煮
物
な
ど
を
お
き
、
お
月
様
に
供
え
た
。
ミ
の
外
側
に
は
新
ら
し
い 

藁
束
を
立
て
て
お
く
。(

下
村)

十
日
夜(

旧
十
月
十
日)

お
供
え
餅
を
作
り
、
箕
に
入
れ
て
俵
の
上
に
供
え
る
。
 

小
児
は
ミ
ョ
ウ
ガ
を
芯
に
入
れ
ワ
ラ
を
巻
き
固
め
て
大
地
を
打
つ
。(

烏
渕
村
郷
土 

誌)
供
え
物 

サ
ワ
モ
チ
を
ミ
の
中
に
入
れ
て
供
え
た
。
小
さ
く
切
っ
た
モ
チ
を
重
箱 

に
入
れ
て
百
八
個
を
天
狗
様
に
供
え
た
。

天
狗
以
外
へ
は
ッ
ト
ッ
コ
に
入
れ
て
供
え
た
。(

岩
氷)

十
日
夜
の
お
そ
な
え
は
田
の
ゲ
エ
ロ 
(

カ
エ
ル)

と
、
は
た
け
の
ゲ
エ
ロ
が
け
ん 

か
を
す
る
と
い
う
の
で
、
米
の
も
ち(

白
い
も
ち
田
の
カ
エ
ル
の
も
ち)

と
ア
ワ
の 

も
ち(

き
い
ろ
い
も
ち
は
た
け
の
カ
エ
ル
の
も
ち)

の
二
色
の
お
そ
な
え
を
つ
く
っ
て
、
 

あ
げ
た
。(

水
沼)

十
日
夜
に
は
ワ
ラ
ヅ
ト
で 
モ
グ
ラ
ょ
け
を
し
た
。

「
十
日
夜
、
十
日
夜
、
十
日
の
晚
は
い
い
晚
だ
、
ヨ
ノ
メ
シ
食
っ
ち
ゃ
ぶ
っ
ぱ
た
け
」 

と
歌
い
な
が
ら
各
家
の
庭
先
を
ま
わ
っ
た
。
新
し
く
嫁
、
聳
の
来
た
家
に
は
必
ら 

ず
行
っ
た
。
別
に
何
も
貰
い
は
し
な
か
っ
た
。

サ
ワ
モ
チ
を
天
狗
様
に
供
え
た
。

一
寸
位
の
巾
の
長
い
モ
チ
を
お
り
た
た
ん
で
ワ 

ラ
の
ッ
ト
ッ
コ
に
入
れ
た
の
を
、
角
落
山
大
権
限
の
里
宮
で
あ
る
天
狗
山
の
鳥
居
の



所
に
供
え
て
き
た
。
サ
ワ
モ
チ
の
他
は
サ
ィ
ノ
メ
に
切
つ
て
供
え
た
。

人
の
進
ぜ
た
の
を
子
供
が
下
げ
て
き
た
。(

岩
氷)

十
日
夜
に
は
九
日
の
晚
に
も
ち
を
つ
く
。
そ
の
も
ち
を
、
十
日
の
朝
に
き
つ
て
、
 

百
八
コ
わ
ら
の
つ
と
つ
こ
ま
た
は
重
箱
の
中
に
入
れ
て
天
狗
様
へ
も
つ
て
い
つ
て
あ 

げ
る
。
ほ
か 

の
神
様
に
も
三
〜
五
コ
ぐ
ら
い
ず
つ
あ
げ
る
。
ま
た
、
サ
ワ
モ
チ
と
い
う 

の
を
も
つ
て
い
つ
て
、
天
狗
様
の
お
宮
の
屋
根
に
か
け
た
。
サ
ワ
も
ち
は
長
さ
が
二
〜 

三
尺
、
巾
一
寸
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、
二
枚
か
さ
ね
て
も
つ
て
い
き
、
天
狗
様
に
あ
げ
て 

t

ら
、
ま
た
う
ち
へ 

も
ち
か
え
る
。
こ
れ
は
、
う
ち
の
も
の
が
お
み
ご
く
と
し
て
食 

ベ.
こ
。
き
り
も
ち
は
、
天
狗
様
の
お
宮
の
う
し
ろ
か
ら
、
尾
根
ご
し
に
投
げ
る
。
そ 

「大
天
狗
様
に
あ
げ
ま
す
。
小
天
狗
様
に
あ
げ
ま
す
」
と
声
を
か
け
て
な
げ
た
。
そ 

の
と
き
の
も
ち
は
、
む
ら
の
子
ど
も
が
ひ
ろ
つ
て
う
ち
へ
も
ち
か
え
つ
て
、
お
み
ご 

く
と
し
て
食
べ
た
。
も
ち
は
、
天
狗
様
の
と
こ
ろ
に
あ
る
ほ
か
の
神
様
に
も
あ
げ
た
。
 

や
く
ょ
け
の
た
め
と
い
う
。

な
お
、
天
狗
様
へ
も
ち
を
あ
げ
る
場
合
、

エ
ン
ニ
ン
と
い
つ
て
、
緣
起
の
わ
る
い 

も

の
(

人
が
な
く
な
つ
て
四
十
九
日
た
つ
て
い
な
い
場
合)

は
、

ー
マ
ケ
の
人
は
参 

加
し
な
か
つ
た
。(

中
尾
の
側)

十
日
夜
の
行
事
と
し
て
は
、
こ
の
晚
、
わ
ら
で
つ
ぽ
う
を
つ
く
つ
て
、
子
ど
も
た 

ち
が
、
每
戸
庭
を
た
た
い
て
あ
る
い
た
。
も
ぐ
ら
が
庭
を
お
こ
さ
な
い
ょ
う
に
と
い 

う
こ
と
で
、
そ
の
と
き
の
唱
え
ご
と
は
、
「
十
日
夜
は
い
い
も
ん
だ
、
朝
そ
ば
き
り
に 

昼
だ
ん
ご
、
夕
め
し
く
つ
ち
ゃ
ぶ
つ
た
た
け
」

も
ち
は
十
コ
、
箕
の
中
に
入
れ
て
、
緣
側
に
あ
げ
た
。
そ
れ
を
子
ど
も
が
、
シ
ノ 

の
先
に
釘
を
つ
け
て
さ
げ
に
き
た
。
も
ち
は
さ
げ
ら
れ
る
と
緣
起
が
い
い
と
い
つ
た
。
 

ま
た
、
十
日
夜
に
は
、
大
根
を
葉
つ
き
の
ま
ま
あ
げ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
大
根
を
と 

り
は
じ
め
る
。
大
根
で
か
ら
み
も
ち
を
す
る
家
も
あ
る
。

十
日
夜
か
ム
ギ
ま
き
の
あ
な
つ 

ぷ
さ
げ
と
い
う
。
十
日
夜
か
す
ぎ
る
と 

ム
ギ
ま 

き
は
お
そ
い
と
い
つ
た
。
十
日
夜
に
は
あ
な
つ
ぶ
さ
げ
し
た
い
も
の
だ
と
い
つ
た
。
 

む
か
し
の
人
は
、
十
日
夜
に
か
け
て
、
高
崎
の
観
音
様
へ
お
ま
い
り
に
行
つ
た
と 

い
う
。(

水
沼
中
尾)

七
五
三 

や
る
家
も
し
な
い
家
も
あ
る
。(

亀
沢)

十 

二 

月

八 

日

正
月
の
準
備 

十
二
月
八
日
に
は
じ
め
る
。(

水
沼)

十

五

日

屋
敷
祭 

昔
は
十
二
月
の
日
の
よ
い
日
に
し
た
。
オ
カ
り
屋
を
每
年
作
り
替
る
。
 

雑
木
の
柱
を
使
い
カ
ヤ
や
わ
ら
で
屋
根
を
ふ
く
。
高
さ
65
cm
、
幅
75
cm
、
奥
行
75
cm 

ぐ
ら
い
の
大
き
さ
に
片
流
れ
に
作
る
。
繩
で
七
五
三
の
結
び
方
で
し
ば
る
。(

五
個
所 

と
か
二
個
所
と
か
を
結
ぶ)
。
夜
赤
飯•

魚•

オ
ミ
キ
ス
ズ(

酒)

を
供
え
に
行
き
、
 

マ
ッ
チ
を
す
っ
て
灯
明
が
わ
り
に
明
る
く
す
る
。
そ
こ
で
子
供
に
少
し
分
け
て
や
り
、
 

一
緒
に
食
べ
る
。(

陳
田)

屋
敷
ま
つ
り
は
十
二
月
十
五
日
に
す
る
家
が
多
い
が
、
ヒ
の
つ
く
日(

ヒ
ノ
エ
、
 

ヒ
ノ
ト
ヒ
ツ
ジ
の 

つ
く
日)

は
さ
け
た
。
冬
至
前
に
す
る
。

シ
ノ
に
オ
ン
ベ
ロ
を
下
げ
た
の
を
二_

つ
屋
敷
稲
荷
、
仏
壇
、
神
棚
に
供
え
た
。
 

赤
飯
、
カ
シ
ラ
ッ
キ
、

コ
バ 

豆
腐
を
供
え
た
。

コ
バ 

豆
腐
は
豆
腐
の
四
角
を
お
と
し 

て
真
中
だ
け
を
使
う
の
と
、
角
の
落
し
た
三
角
の
を
使
う
家
と
が
あ
る
。
二
角
の
方 

を
使
う
時
は
一
皿
に
ニ
カ
ケ
を
の
せ
る
。
稲
荷
様
に
供
え
た
後
は
振
り
向
い
て
は
い 

け
な
い
。

供
え
物
は
子
供
が
下
げ
て
歩
く
。
屋
敷
ま
つ
り
の
こ
わ
め
し
は
新
米
だ
か
ら
一
番 

う
ま
い
。
餅
で
う
ま
い
の
は
十
日
夜
の
餅
で
あ
る
。

子
供
に
下
げ
ら
れ
な
い
と
今
一
晚
や
り
直
す
。
稲
荷
様
が
機
嫌
が
悪
く
息
を
ふ
き 

か
け
て
貰
わ
な
い
の
で
、
よ
く
な
い
こ
と
が
起
る
。
月
の
も
の
の
女
が
手
を
出
す
と



屋敷稲荷(手前)とオシロウ様(奥)

12月15日オカリ屋を作り屋敷祭りをする。(陳田) 

オシロウ様は自然石で、シノ 4本で囲む

(撮影関口正己)

中沢イッケのW何

12月25日屋敷祭りに、わら• 

繩を持ち寄り、新旧の材料を 

半々にしてオカリ屋を作る。上 

のわら束は上棟を示す。「水ハラ 

イ」 (撮影関口正己)

右より 鬼子母神(文化11年銘)•屋敷稲荷• 

オシロウ様(高さ40 cm)(長井)

(撮影関口正己)

ょ
く
な
い
。
お
仮
屋
を
三
回
も
作
り
直
し
て
や
り
直
し
た
家
も
あ
る
。

オ
シ
り
ョ
ウ
様
だ
け
に
は
オ
シ
ト
ギ
を
供
え
る
。
米
の
粉
を
ダ
ン
ゴ
に
し
て
供
え 

る
。(

岩
氷)

屋
敷
ま
つ
り
は
か
ま
わ
ず
三
回
し
た
。
お
こ
わ
か
あ
ず
き
め
し
で
も
煮
る
。(

七
ツ

石)
階
級
の
い
い
人
が
三
回
す
る(

カ
ジ
ャ)

十
二
月
十
五
日
に
屋
敷
の
稲
荷
様
を
祭
る
。
戌
の
日
に
祭
っ
て
は
い
け
な
い
と
い

ぅ
〇赤

飯
、
オ
カ
シ
ラ
ッ
キ
、
オ
ト
ウ
フ
を
供
え
る
。
オ
ト
ウ
フ
は
六
角
に
切
っ
て
二 

つ
供
え
る
。

供
え
物
は
狐
が
息
を
ふ
き
か
け
な
け
れ
ば
、
犬
や
猫
も
た
べ
な
い
と
い
ぅ
。

供
え
物
を
さ
げ
な
い
と
、
年
内
に
い
い
日
を
み
て
や
り
な
お
す
。
石
津
、
関
沢
で 

も
三
回
ま
で
や
り
な
お
す
。
供
え
物
は
、
赤
飯
の
あ
と
は
小
豆
飯
に
な
る
。(

六
区) 

稲
荷
様
は
十
二
月
十
五
日
に
祭
る
。
お
仮
屋
を
作
り
、
お
赤
飯
に
オ
カ
シ
ラ
ツ
キ

を
供
え
る
。
オ
ツ
ィ
の
実
の
オ
ト
ウ
フ
も
必
ず
あ
げ
る
。(

第
六
区)

〇△

家
で
は
、
石
宮
が
あ
る
の
で
、
お
仮
屋
は
つ
く
ら
な
い
。
他
の
家
と
は
ち
が
っ 

て
、
お
祭
り
を
三
回
す
る
。
十
二
月
十
五
日
が
一
回
、
あ
と
二
回
は
日
を
定
め
ず
に 

す
る
。(

川
浦)

ふ
つ
う
稲
荷
様
は
、
屋
敷
内
の
母
屋
の
西
北
方
隅
に
祭
っ
て
い
る
。
毎
年
十
二
月 

十
五
日
に
お
仮
屋
を
新
し
い
稲
わ
ら
で
つ
く
り
な
お
す
。
こ
の
日
は
、
ま
ん
じ
ゅ
う 

を
ふ
か
し
て
あ
げ
、
家
族
総
出
で
詣
で
る
。
現
在
で
は
、
木
造
の
も
の
や
石
宮
で
す 

ま
す
家
が
多
く
な
っ
て
い
る
。(

川
浦)

稲
荷
ま
つ
り
は
十
二
月
十
五
日
で
、

一
日
が
か
り
で
お
仮
屋
を
つ
く
り
オ
ン
ベ
ロ 

を
供
え
、
赤
飯
か
小
豆
飯
を
炊
い
て
頭
付
と
と
も
に
進
ぜ
た
。
き
れ
い
に
下
げ
ら
れ 

な
い
家
は
心
配
し
て
三
日
位
続
け
た
家
も
あ
る
。
オ
ン
ベ
ロ
は
そ
の
と
き
は
十
五
日 

だ
け
で
略
し
た
。
お
供
え
す
る
お
膳
は
、
火
打
石
で
浄
め
、
息
を
ふ
き
か
け
る
と
稲 

荷
様
が
下
げ
て
く
れ
な
い
と
い
う
。
ま
た
進
ぜ
た
と
き
後
を
振
向
く
な
と
も
い
う
。



(

相
吉)

二

十

日

エ
ビ
ス
講 

秋
は
エ
ビ
ス
様
が
稼
い
で
帰
っ
て
来
る
の
で
、夜
エ
ビ
ス
様
を
祭
る
。
 

一
升
ま
す
に
現
金
や
通
帳
を
入
れ
て
進
ぜ
る
。(

亀
沢)

エ
ビ
ス
講
で
一
升
マ
ス
に
金
を
入
れ
て
し
ん
ぜ
る
。
そ
の
他
は
正
月
の
朝
エ
ビ
ス

と
同
じ
。(

六
区)

フ
タ
ツ
キ
の
お
椀
に
高
モ
リ
に
す
る
。
子
供
は
食
べ
な
い
。
食
べ
る
と
緣
遠
く
な 

る
。

エ
ビ
ス
、
大
黒
は
独
身
だ
っ
た
の
で
。

娘
が
二
十
才
す
ぎ
る
と
「
エ
ビ
ス
講
す
ぎ
た
」
と
言
わ
れ
た
。(

岩
氷)

サ
ン
マ
、
オ
ヒ
ラ
、
チ
ョ
コ
な
ど
つ
け
て
進
ぜ
る
。
進
ぜ
た
も
の
は
親
が
先
に
一 

ロ
食
べ
て
か
ら
子
ど
も
に
く
れ
る
。
緣
遠
く
な
る
か
ら
。

子
ど
も
の
小
遣
い
か
ら
、
家
中
の
ゼ
ニ
を
集
め
て
マ
ス
に
入
れ
上
げ
た
も
ん
だ
。

(

関
沢
七
ツ
石)

え
び
す
さ
ま
は
、
正
月
の
二
十
日
か
ら
十
二
月
の
二
十
日
ま
で
、
働
い
て
い
る
と 

い
、っ
。(

水
沼)

大
体
、

一
月
と
同
じ
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
る
。

十
二
月
の
場
合
は
、
ケ
ン
チ
ョ
ン
汁
を
つ
く
っ
て
あ
げ
た
。
ィ
モ
、
大
根
、
と
う 

ふ
、
あ
ぶ
ら
げ
な
ど
で
つ
く
っ
た
。

え
び
す
さ
ま
に
あ
げ
た
も
の
は
、
嫁
入
り
前
の
子
ど
も
に
は
く
れ
る
な
と
い
う
。
 

縁
遠
く
な
る
と
い
っ
た
。
こ
の
場
合
、
と
し
よ
り
の
人
が
さ
げ
て
、
ち
ょ
っ
と
食
べ 

て
か
ら
食
べ
れ
ば
よ
い
と
い
っ
た
。(

水
沼)

二

十

二

日

冬
至 

冬
至
餅
を
つ
い
て
、
ト
ウ
ナ
ス
を
食
べ
た
。
ユ
ズ
湯
に
は
入
ら
な
い
。(

亀

沢)
冬
至
は
ユ
ズ
湯
に
入
る
。
ト
ウ
ナ
ス
を
食
べ
る
。

ツ
ジ
ュ
ウ
ダ
ン
ス
を
作
る
。

ナ
ス
火
を
燃
す
と
デ
キ
モ
ン•

ハ
レ
モ
ン
が
で
き
な
い
。(

岩
氷)

冬
至
に
は
、
ト
ウ
ガ
ン(

ト
ウ
ナ
ス)

を
し
ま
っ
て
お
い
て
煮
つ
け
て
、
仏
様
に 

あ
げ
た
り
、
家
族
の
も
の
で
食
べ
た
り
し
た
。
こ
れ
を
「冬
至
ト
ウ
ガ
ン
」
と
い
っ 

た
(

コ
ン
ニ
ヤ
ク
は
食
べ
な
い)
。

か
た
い
う
ち
で
は
、
冬
至
の
日
に
、
ッ
ジ
ュ
ウ
ダ
ン
ス
を
つ
く
っ
て
、神
様
に
供
え
、
 

(
神
棚
に
あ
げ
た)

、
そ
の
あ
と
、
家
族
の
も
の
で
食
べ
た
。
ッ
ジ
ュ
ウ
ダ
ン
ス
は
、
く 

ず
米
を
粉
に
し
て
つ
く
っ
た
も
の
で
、
お
つ
み
の
よ
う
に
、
手
で
に
ぎ
っ
て
つ
く
っ 

た
も
の
を
、
く
し
に
二
つ
と
か
三
つ
さ
し
て
、
家
の
入
口
の
と
こ
ろ
に
二
く
し
ず
つ 

さ
し
た
。

冬
至
の
日
は
、,

一
年
の
う
ち
で
、
日
が
一
番
短
い
日
だ
と
い
う
。
冬
至
を
す
ぎ
る 

と
、
ィ
ヌ
の
ネ
ブ
ン
だ
け
、

一
日
一
日
と
日
が
の
び
て
い
く
と
い
っ
た
。(

水
沼) 

冬
至
に
は
ト
ー
ナ
ス
を
食
べ
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
、
と
言
っ
て
必
ず
食
べ
た
。
 

ま

た

「
カ
ボ
チ
ヤ
に
年
を
と
ら
せ
る
な
」
と
言
う
。

豆
ガ
ラ
と
ナ
ス
の
木
を
燃
し
、
「
マ
メ
で
な
す
よ
う
に
」
と
も
言
う
。

米
の
粉
で
ッ
ヅ
ジ
ュI

ダ
ン
ス
を
作
っ
た
。(

七
ッ
石)

土
穂
ダ
ン
ゴ 

ッ
ジ
ュ
ウ
ダ
ン
ス
を
作
っ
て
神
棚
に
供
え
ト
ボ
ロ
や
窓
の
入
り
口 

全
部
に
さ
し
た
。

ア
エ
ゴ
メ 
(

ク
ズ
マ
ィ)

で
作
る
。
ダ
ン
ゴ
に
し
て
細
長
く
に
ぎ
っ
た
の
を
二
つ 

カ
ヤ
の
串
に
さ
す
。
そ
れ
を
ッ
ジ
ュ
ウ
ダ
ン
ス
と
い
っ
た
。

ニ
ア
ガ
リ
も
終
っ
た
あ 

と
で
あ
る
。(

岩
永) 

‘

十
二
月
に
ッ
ジ
ュ
ダ
ン
ゴ
と
い
っ
て
米
の
粉
を
こ
ね
た
も
の
を
握
り
、
萱
に
二
個 

さ
し
た
も
の
を
二
本
で
一
年
と
い
っ
て
、
正
月
の
松
飾
り
を
す
る
場
所
に
お
供
え
し 

た
。(

相
吉)

二
士 

一
夜
様(

新
の
十
二
月
二
十
二
日)

は
と
し
よ
り
の
人
が
あ
つ
ま
っ
て
や
る
。
 

縁
側
に
机
を
だ
し
て
、
線
香
を
あ
げ
、
ま
る
め
も
の
を
し
て
あ
げ
た
。
婦
人
病
よ
け 

の
神
様
と
い
う
。(

水
沼)

二

十

三

日



二
十
三
夜
様(

旧
二
十
三
日
、
十
二
月
の
う
ち
に
や
る)

二
士 

一
夜
様
と
同
じ 

よ
う
に
や
る
。
と
し
よ
り
の
人
が
あ
つ
ま
っ
て
や
る
。
お
月
様
が
で
る
ま
で
や
っ
て
い 

た
。
ま
る
め
も
の
を
こ
し
ら
え
て
あ
げ
た
。(

水
沼)

む
か
し(

昭
和
の
初
年
ご
ろ)

は
三
夜
待
を
し
た
。
「
三
夜
さ
ま
だ
か
ら
、
お
日
待 

を
し
て
、
三
夜
様
を
お
か
も
う
」
と
い
っ
た
こ
と
か
あ
っ
た
。(

水
沼)

大

師
(

十
二
月
二
十
三
日)

こ
の
日
、
大
師
ケ
ー(

か
ゆ)

を
食
べ
る
。
大 

師
ケ
ー
を
食
べ
る
と
、

ハ 

エ
が
い
な
く
な
る
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
寒
く
な
る
き
り
か 

え
の
日
と
い
っ
た
。
な
お
、
こ
の
日
、
長
い
カ
ヤ
の
は
し
を
つ
く
っ
た
。
長
さ
は
三 

尺
ぐ
ら
い
。
こ
れ
は
大
師
様
の
は
し
と
い
う
。
こ
の
は
し
は
と
っ
て
お
い
て
、
節
分 

の
と
き
、
豆
を
い
る
と
き
、
こ
れ
をt

x

の
よ
う
に
お
っ
て
、
結
び
目
を
水
引
で
ゆ 

わ
え
て
、
豆
を
か
き
ま
わ
し
た
。(

水
沼)

二

十

五

日

天
神
講 

子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て
宿
の
人
が
世
話
す
る
。
女
衆
が
二
人
位
出
て 

手
伝
う
場
合
も
あ
る
。
た
い
て
い
五
目
め
し
に
お
茶
菓
子
で
も
買
っ
て
く
る
。(

築
地
、
 

七
ツ
石)

子
ど
も
た
ち
が
宿
に
あ
つ
ま
っ
て
、
神
講
を
や
っ
て
い
る
。(

水
沼)

二

十

七

日

ヨ
ゴ
レ
年 

十
二
月
二
十
七
日
を
ヨ
ゴ
レ
年
、
年
取
り
、
馬
の
年
取
り
と
い
う
。

(

亀
沢)

ヨ
ゴ
レ
年
と
い
っ
て
、
二
十
七
日
に
煤
ハ
キ
を
す
る
。
こ
の
日
に
松
迎
え
も
し
て
、
 

正
月
の
松
を
取
っ
て
来
て
置
く
。(

亀
沢)

ヨ
ゴ
レ
年
取
り
は
女
の
年
取
り
と
も
い
う
。
ま
た
馬
屋
肥
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て 

い
る
の
で
馬
の
年
取
り
と
も
い
う
。

天
照
皇
大
神
宮
様
は
女
性
で
あ
る
の
で
女
の
年
取
り
が
大
年
取
り
よ
り
先
に
あ
る

と
い
う
。(

七
区)

十
二
月
二
十
七
日
は
、
ほ
こ
り
ど
し
と
い
っ
て
、
ず
す
払
い
を
す
る
。(

川
浦)

馬
と
女
の
年
取
り 

十
ー
ー
月
ー
ー
十
七
日
で
馬
と
女
の
年
取
り
と
い
う
。
年
神
様
が 

女
で
馬
に
乗
っ
て
来
る
の
で
大
年
取
り
先
に
年
取
り
を
行
な
う
の
だ
と
い
わ
れ
た
。
 

(

七
区)

十
二
月
二
十
七
日
を
、
女
と
馬
の
年
と
り
と
い
う
。
新
年
を
迎
え
る
前
に
、
女
と 

馬
が
い
ち
ば
ん
先
に
年
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
今
夜
は
年
と
り
だ
か
ら
な
ど
と
い
っ 

て
、
に
し
め
く
ら
い
作
る
。
年
神
様
は
皇
太
神
宮
様
の
こ
と
で
、
馬
に
乗
っ
て
や
っ 

て
来
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
。(

川
浦)

二
十
七
日
を
女
と
馬
の
年
と
り
と
い
っ
て
、
御
飯
に
尾
頭
付
で
あ
っ
た
。(

六
区) 

十
二
月
二
十
七
日
は
、
馬
の
年
取
り
と
い
う
。

こ
の
日
に
は
、
馬
に
、
ヒ
エ
と
ム
ギ
を
ま
ぜ
た
の
を
食
べ
さ
せ
た
。

な
お
、
秋
の
仕
事
が
は
じ
ま
る
と
、
馬
に
ご
ち
そ
う
を
食
べ
さ
せ
た
。
大
き
な
鍋 

で
ご
ち
そ
う
を
煮
て
く
れ
た
。(

水
沼)

こ
の
日
の
こ
と
を
ヨ
コ
レ
ド
シ
と
も
女
と
馬
の
ト
シ
ト
リ
と
も
言
っ 

た
。
キ
リ
ミ 

か
ィ
ワ
シ
と
ト
ウ
フ
汁
を
作
る
位
で
ト
シ
ト
リ
を
し
た
。(

岩
永)

女
と
馬
の
と
し
と
り
。
馬
と
女
衆
は
一
年
中
お
お
ご
と
を
す
る
か
ら
、

一
回
よ
け 

い
に
年
取
り
を
す
る
。(

カ
ジ
ャ)

馬
に
も
こ
の
日
は
麦
な
ど
の
御
馳
走
を
食
わ
せ
る
。(

築
地)

そ
れ
か
と
言
っ
て
女
衆
に
特
別
の
こ
と
は
し
な
い
。(

関
沢)

こ
の
日
は
、
う
ま
や
を
き
れ
い
に
掃
除
し
た
。
女
衆
と
馬
の
と
し
と
り
だ
と
い
っ 

た
。
俗
に
、
女
衆
は
い
や
し
ん
ぼ
だ
か
ら
、

男
衆
よ
り
先
に
と
し
を
と
る
の
だ
と 

い
、っ
。(

水
沼)

二
十
七
日
は
、
女
と
馬
の
年
と
り
で
あ
る
。(

二
区)

女
と
馬
の
年
取
り
で
、
二
十
七
日
に
ス
ス
掃
き
が
終
る
と
、
塩
引
き
の
魚
に
白
米 

の
飯
を
各
々
の
神
栅
に
お
供
え
す
る
。
馬
に
も
茶
椀
に
一
ぱ
い
米
の
飯
を
与
え
る
。
 

(

下
郷)

松
迎
え 

ス
ス 

ハ
ラ
ィ
を
二
十
七
日
に
す
る
。
こ
の
日
正
月
の
お
松
も
取
っ
て
く 

る
。
西
の
方
に
山
が
あ
る
の
で
そ
こ
か
ら
取
っ
て
く
る
。
方
角
は
言
わ
な
い
。
芯
松 

は
使
わ
す
枝
松
を
切
る
。
誰
の
う
ち
の
山
で
も
構
わ
ず
と
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
に
つ



い
て
う
る
さ
く
言
わ
な
い
。

と
っ
て
き
た
松
は
屋
敷
稲
荷
に
置
い
て
、
米
、
カ
ッ
オ
ブ
シ
、
オ
カ
シ
ラ
ッ
キ(

二 

ボ
シ
位)

を
供
え
て
お
い
た
。
決
し
て
お
松
を
ま
た
い
で
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ 

た
。お

松
は
門
松
を
始
め
神
棚
、
屋
敷
、
井
戸
、
テ
ン
ト
ゥ
柱
、
倉
、
物
置
、
ゥ
マ
ヤ
、
 

カ
マ
神
、
ミ
ズ
ガ
ミ
に
供
え
、

一
し
よ
に
し
よ
っ
て
こ
な
け
れ
ば
間
に
合
わ
な
い
位 

で
あ
っ
た
。(

岩
氷)

門
松
は
、

一
夜
か
ざ
り
は
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
、
お
そ
く
と
も
三
十
日
ま 

で
に
は
す
る
よ
う
に
し
た
。(

川
浦)

お
松
迎
え
は
日
を
み
て
や
る
。
大
概
二
十
七
日
頃
で
あ
る
。
三
階
松
が
よ
い
と
い 

う
〇門

松
に
か
ぎ
り
一
本
立
の
五
段
で
も
よ
い
。
門
松
は
松
と
竹
で
作
る
が
、
そ
の
根 

本
に
、
ま
き
を
大
き
く 

一
 

か
か
え
卷
く
。

昔
は
松
を
ど
こ
に
と
り
に
行
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
た
だ
し
他
人
が
植
え
た
の
は
よ 

く
な
い
。
な
る
べ
く
古
い
木
の
枝
を
使
っ
た
。

今
は
婦
人
会
が
改
善
す
る
と
い
う
の
で
、
絵
を
一
枚
配
っ
て
門
口
に
は
る
だ
け
で 

あ
る
。(

六
区)

こ
の
日
は
、
す
す
は
ら
い
を
し
た
り
、
こ
い
だ
し
を
し
た
り
し
た
。
ま
た
、
お
正 

月
の
お
か
ざ
り
に
す
る
お
松
を
山
へ
と
り
に
行
っ
た
。
と
っ
て
き
た
お
松
は
、
う
ち 

の
中
へ
入
れ
る
な
と
い
っ
た
。
三
十
日
の
お
か
ざ
り
の
日
ま
で
は
、
外
へ
お
い
た
。
 

こ
の
日
の
こ
と
を
よ
ご
れ
ど
し
と
も
い
っ
た
。(

水
沼)

こ
の
日
す
す
と
り
を
し
て
、
寒
の
中
を
き
れ
い
に
し
て
、
正
月
用
の
お
松
を
山
へ 

と
り
に
行
っ
て
き
た
。
大
体
、
女
し
よ
う
が
す
す
と
り
を
し
、
男
し
よ
う
が
山
へ
お 

松
と
り
に
行
っ
た
。

こ
の
日
は
第
一
回
の
と
し
と
り
だ
と
い
っ
た
。
女
し
よ
う
と
馬
の
と
し
と
り
だ
と 

も
い
っ
て
い
る
。(

水
沼)

十
二
月
二
十
五
日
—
二
十
七
日
の
間
に
松
迎
え
を
し
、
二
十
七
日
は
「女
と
馬
の 

年
と
り
」
と
い
う
。

お
松
は
三
階
、
五
階
の
枝
松
を
選
ん
で
家
の
ツ
ボ
山
な
ど
日
影
に
お
い
て
、
オ
サ 

ゴ
と
頭
つ
き
を
紙
に
包
ん
で
お
供
え
し
た
。
こ
の
と
き
の
松
は
ど
こ
の
寒
の
山
の
も 

の
で
も
自
由
に
き
っ
て
き
た
。(

下
郷)

松
飾
り
は
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
ま
で
に
し
、

一
夜
飾
り
は
す
る
な
と
い
う
。
飾 

り
つ
け
は
神
棚
か
ら
は
じ
め
、
最
後
は
便
所
と
き
ま
っ
て
い
た
。
門
松
だ
け
は
竹
も 

つ
け
、
杭
は
栗
の
木
が
緣
起
が
よ
い
と
い
う
。
お
松
に
は
全
部
コ
ジ
ッ
コ
メ
を
つ
け 

た
。

コ
ジ
ッ
コ
メ
は
夜
な
べ
で
つ
く
り
、
神
社
や
お
墓
、
道
祖
神
な
ど
に
も
奉
納
し 

た
。(

下
郷)

二
十
七
日
に
門
松
を
切
っ
て
く
る
。
ひ
と
の
山
へ
と
り
に
行
っ
て
も
文
句
を
言
う 

人
は
居
な
い
。
三
階
松
を
切
っ
て
く
る
。(

七
ツ
石)

ス
ス
ハ
キ
で
家
、
神
棚
を
描
除
す
る
が
、
十
二
月
の
場
合
は
個
人
個
人
で
や
り
、
 

日
は
き
ま
っ
て
い
な
い
。
村
で
大
掃
除
を
す
る
の
は
、
十
一
月
の
氏
神
祭
り
の
前
で 

あ
る
。(

六
区)

年
取
り 

年
に
五
回
も
あ
っ
て
、

一
月
六
日
、

一
月
十
四
日
、
二
月
節
分
、
十
二 

月
二
十
七
日
、
十
二
月
三
十
一
日
を
年
取
り
と
い
う
。(

亀
沢)

こ
の
辺
で
と
し
と
り
と
い
う
の
は
つ
ぎ
の
機
会
で
あ
る
。

十
二
月
二
十
七
日 

お
ん
な
し
よ
う
と
馬
の
と
し
と
り

十
二
月
三
十
一
日 

お
お
ど
し
と
い
う
。

一
月
六
日 

六
日
ど
し

一
月
十
六
日 

ま
る
め
ど
し

一
月
二
十
日 

し
ま
い
ど
し(

水
沼)

歳

末

諸

事

餅
つ
き
十
二
月
二
十
八
日
—
二
十
日
の
間
に
つ
く
。

一
夜
餅
は
つ
か
な
い
と
い
っ
て
、
二
日
前
ま
で
の
日
の
よ
い
日
に
餅
を
つ
く
。
九 

日
餅
は
い
け
な
い
。(

亀
沢)

も
ち
つ
き
は
、
二
十
日
ま
で
に
す
ま
す
。
た
い
て
い
の
家
で
は
、
家
族
一
人
に
一 

う
す
ず
つ
と
お
客
分
と
し
て
も
う
一
う
す
つ
く
。
お
供
え
も
ち
は
、
鏡
も
ち
の
大
き



な
も
の
を
し
ん
じ
ん
棚
へ
一
つ
、
小
さ
な
も
の
を
井
戸
神
様
、
川
神
様
、
灸
び
す
様
、
 

お
し
ろ
う
様
、
稲
荷
様
、
釜
神
様
な
ど
に
一
つ
ず
つ
進
ぜ
る
。
ま
た
、
十
二
か
さ
ね 

を
と
っ
て
、
毎
月
の
神
様
に
進
ぜ
る
家
も
あ
る
。(

川
浦)

お
供
え
餅
は
十
二
が
さ
ね
と
る
。
鏡
餅
は
大
き
い
の
を
一
つ
。
神
棚
へ
五
か
さ
ね
、
 

そ
の
他
、
仏
様
、
便
所
神
様
、
川
神
様
、
お
い
ベ
す
様
、
稲
荷
様
な
ど
に
供
え
る
。
 

(

六
区)

一
 

夜
も
ち
は
つ
く
な
と
か
、

一
夜
か
ざ
り
は
す
る
な
と
い
い 

も
ち
つ
き
と
お
力 

ざ
り
を
こ
の
日
に
し
た
。

む
か
し
は
、
ア
ワ
も
ち
を
つ
い
た
家
も
あ
っ
た
。

こ
の
前
に
、
非
農
家
の
人
で
農
作
業
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
人
に
対
し
て
は
、
ア
キ 

ア
ゲ
と
し
て
、
も
ち
米
と
か
う
る
ち
米
な
ど
を
や
っ
た
。

正
月
か
ざ
り
の
お
松
は
、
近
く
の
山(

ど
こ
の
家
の
山
で
も
ょ
か
っ
た)

へ
行
っ 

て
、
松
の
枝(

三
階
松
な
ど)

を
と
っ
て
き
た
。(

水
沼)

三
十
日
に
大
体
す
る
。
一
夜
餅
は
し
な
い
。
二
十
九
日
に
も
大
体
し
な
い
。(

岩
氷) 

餅
つ
き
は
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
の
間
に
つ
く
。
こ
の
と
き
臼
の
ま
わ
り
に
藁
を 

敷
き
、
窯
の
前
に
塩
を
三
つ
山
あ
げ
、
餅
つ
き
の
終
り
に
七
ツ
数
え
て
つ
く
「
七
ツ 

何
事
な
い
ょ
う
に
」
と
毎
回
手
あ
わ
せ
を
す
る
。(

下
郷)

オ
シ
メ 

十
二
本
作
り
座
敷
の
四
方
の
カ
モ
ィ
に
下
げ
る
。
三
本
ず
つ
四
方
の
力 

モ
ィ
に
や
る
家
と
十
二
本
ま
と
め
て
ー
カ
所
に
下
げ
る
家
と
が
あ
る
。(

岩
氷) 

お
歳
暮 

親
の
所
へ
必
ず
新
ザ
ケ
を
持
っ
て
行
く
。
親
か
ら
は
ミ
カ
ン
ー
箱
と
か
、
 

相
当
の
も
の
を
返
す
。(

陳
田)

親
が
丈
夫
な
う
ち
に
、
親
の
と
こ
ろ
へ
は
歳
暮
を
も
っ
て
い
く
も
の
だ
と
い
わ
れ 

て
い
る
。
仲
人
の
と
こ
ろ
へ
は
、
は
じ
め
て
の
年
ぐ
ら
い
に
、
歳
暮
を
も
っ
て
い
っ 

た
。(

水
沼)

三

十

日

正
月
飾
り 

三
十
日
ま
で
に
お
棚
か
ざ
り
や
餅
つ
き
を
す
ま
せ
る
。(

関
沢
カ
ジ
ャ

中
石
津)

ィ
ワ
シ
、
ミ
カ
ン
、
串
柿
、
こ
ぶ
、
ゆ
ず
、
手
ぬ
ぐ
い
、
カ
ネ
を
包
ん
で
進
ぜ
た 

(

関
沢)

仏
さ
ま
へ
は
お
供
え
を
上
げ
な
い(

築
地)

う
ち
は
上
げ
る
。(

七
ツ
石)

お
飾
り
と
し
て
み
か
ん
、
柿
、
栗
、
昆
布
、
す
る
め
、
い
わ
し
、
羽
根
、
だ
い
だ 

い
、
ま
り
、
ふ
き
、
白
扇
、
麻
、
水
引
き
な
ど
を
さ
げ
る
。

「代
々
は
ね
く
り
ま
わ
っ
て
ふ
っ
き
に
く
ら
す
。
」
な
ど
と
緣
起
を
祝
っ
た
。
白
扇 

は
末
広
が
り
の
意
味
で
あ
る
。

昔
は
、
お
飾
り
は
必
ず
奇
数
に
な
る
よ
う
に
し
た
。
す
る
め
は
五
枚
と
き
ま
っ
て 

い
た
が
、
今
は
二
枚
。

一
夜
飾
り
は
い
や
が
り
、
三
十
日
に
き
ま
っ
て
い
た
。(

六
区)

男
の
年
取
り 

三
十
日
は
男
の
年
取
り
と
い
っ
て
お
飾
り
を
供
え
る
。
 

大

年
(

オ
オ
ト
シ)

は
三
十
一
日
の
こ
と(

下
郷)

三

十

一

日

大
晦
日 

風
呂
に
入
り
、
酒
を
飲
ん
で
ソ
バ
を
食
べ
て
年
取
り
を
し
た
。(

亀
沢) 

十
二
月
三
十
一
日
は
、
お
お
ど
し
と
い
っ
て
、
男
の
年
と
り
日
で
あ
る
。

ま
た
、
い
ち
ば
ん
お
し
ま
い
の
年
と
り
と
し
て
、
ま
る
め
年
と
り
と
も
い
う
。
ま 

る
め
て
最
後
、
物
事
を
く
く
る
と
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
。(

川
浦)

大
晦
日
に
早
く
寝
る
と
白
髪
か
生
え
る
。(

六
区)

三
十
日
ま
で
に
正
月
の
支
度
が
で
き
て
る
か
ら
三
一
日
は
男
衆
は
山
へ
行
っ
て
働 

ら
い
て
き
た
。(

中
石
津)

大
晦
日
を
大
歳
と
い
う
。
こ
の
日
は
、
除
夜
の
鐘
が
な
る
ま
で
お
き
て
い
ろ
と
い 

う
。
除
夜
の
鐘
が
な
れ
ば
や
す
ん
で
よ
い
と
い
っ
た
。
い
ろ
り
で
火
を
も
し
て
い
た
。
 

こ
の
日
の
た
め
に
、
く
わ
ね
っ
こ
を
き
っ
て
き
て
お
い
て
、
そ
れ
を
い
ろ
り
で
一
晚 

中
も
し
て
い
た
の
で
あ
る
〇

朝
に
な
る
と
お
ぶ
す
な
さ
ま(

生
ま
れ
お
ふ
す
な
さ
ま=

む
ら
の
鎮
守
様
の
こ
と) 

へ
お
ま
い
り
に
行
っ
た
。(

水
沼)



大
み
そ
か
に
は
家
の
主
人
が
便
所
で
年
と
り
を
す
る
。
座
敷
に
い
て
借
金
の
言
い 

わ
け
を
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
、
ご
ち
そ
う
作
っ
て
便
所
に
持
ち
こ
み
、
そ
こ 

で
年
と
り
を
す
る
。(

二
区)

大
み
そ
か
の
晚
に
ホ
ィ
ト
が
次
の
ょ
う
な
唱
え
ご
と
を
言
い
な
が
ら
門
づ
け
に 

や
っ
て
く
る
。
「大
み
そ
か
大
み
そ
か
、
め
で
た
い
や
め
で
た
い
や
、
一
夜
明
け
れ
ば 

お
門
松
、
二
に
は
に
っ
こ
り
庭
の
松
、
三
が
い
松
の
そ
の
下
で
、
ぢ
い
さ
ん
と
ば
あ 

さ
ん
が
お
酒
も
り
、
悪
魔
を
は
ら
っ
て
西
の
海
へ
お
ん
は
ら
い
、
お
ん
厄
は
ら
っ
て 

お
め
で
と
う
」(

二
区)



口

頭

伝

承

は

じ

め

に

陣
田
で
、
「(
節
分
の)

鬼
の
豆
を
、
な
る
神
様
が
最
初
に
鳴
っ
た
時
に
食
べ
る
と
、
 

な
る
神
様
が
落
ち
な
い
」
と
い
ぅ
話
を
聞
い
た
時
、
ふ
だ
ん
聞
き
な
れ
た
か
み
な
り 

様
地
帯
ょ
り
、
幾
分
古
い
地
帯
に
入
っ
た
ょ
ぅ
な
気
が
し
、
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま 

せ
た
が
、
私
の
聞
い
た
の
は
、
光
り
物
の
話
だ
け
で
あ
っ
た
。

し
か
し
他
の
地
区
で
は
、
伝
説
に
は
、
藤
鶴
姫•

権
田
栗
毛•

河
童
な
ど
、
昔
話 

に
は
、
蚕
の
体
に
あ
る
馬
蹄
形
の
紋
や
、
シ
シ•

タ
ケ•

フ
ナ•

ー
ー
ワ
の
休
み
の
い

わ
れ
を
伝
え
る
蚕
の
始
め
、
ほ
と
と
ぎ
す•

バ
オ
ウ
ド
リ•

十
一
な
ど
の 

鳴
き
声
の
い
わ
れ
を
語
る
話
な
ど
、
ま
た
、
膳
だ
な
石•

こ
ま
が
た
石. 

い
く
め,

須?1

尾
な
ど
、
興
味
あ
る
伝
え
も
採
録
さ
れ
た
。

謎
々
の
中
に
「升
の
中
に
牡
丹
一
つ
な
ん
ぞ
、
い
ろ
り
」
と
あ
る
の
は
、
か
つ
て
、
 

利
根
で
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
「升
の
中
に
毛
虫
一
匹
な
ん
ぞ
馬
」
と
い
う
の
は
、
 

始
め
て
き
い
た
。
馬
屋
が
升
の
よ
う
に
四
角
だ
か
ら
と
い
う
説
明
だ
つ
た
が
、
そ
の 

馬
屋
に
は
、
す
で
に
馬
は
い
な
か
つ
た
。
(

上
野 

勇)

一
、
伝 

説

藤
づ
る
姫
の
話 

高
野
谷
戸
の
か
ぎ
り
坂(

ガ
キ
坂)

に
藤
づ
る
姫
の
墓
が
あ
る
。
 

こ
の
姫
は
箕
輪
落
城
の
際
越
後
へ
落
ち
延
び
よ
う
と
し
て
こ
の
地
ま
で
き
て
、
味
方

が
追
い
つ
い
て
き
た
ら
敵
方
か
と
思
い
自
害 

し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
土
地
の
人
た
ち
は 

そ
れ
を
哀
れ
に
思
い
墓
を
つ
く
っ
た
。
そ
の 

と
き
に
つ
い
て
き
た
家
来
の
佐
藤
氏
は
今
で 

も
こ
の
地
に
住
み
つ
い
て
い
る
。(

下
郷)

権
田
栗
毛
熊
谷
次
郎
直
実
の
乗
馬
と
な 

っ
た
権
田
栗
毛
は
権
田
の
出
で
あ
る
。

一
宮 

合
戦
の
後
故
郷
の
権
田
に
帰
っ
て
来
た
が
、
 

す
で
に
生
家
は
な
く
、
土
城
谷
戸
ま
で
ひ
き 

通
し
て
、
枕
石
の
と
こ
ろ
の
清
水
を
呑
ん
で 

い
た
。
村
の
小
供
が
み
つ
け
た
。
見
る
と
、
 

腹
に
卷
い
た
布
が
血
に
ょ
ご
れ
て
い
た
。
子 

供

が

「
は
ら
わ
た
が
出
て
い
る
。
」

と
い
っ 

た
と
こ
ろ
が
、
馬
は
バ
ッ
タ
リ
倒
れ
た
。
そ 

の
枕
に
な
っ
た
石
を
枕
石
と
い
ぅ
。
村
人
は

藤鶴姫の墓(右の自然石)

(撮影近藤義雄)

(撮影都丸十九一)



こ
こ
に
馬
頭
観
音
の 

石
祠
を
建
て
た
。
古 

い
も
も
の
と
新
し
い 

も
の
と
二
基
あ
る
。
 

古
い
も
の
に
「元
録 

三
年
」
な
ど
の
銘
が 

あ
るそ

の
馬
は
不
思
議 

な
馬
だ
っ
た
。
草
津 

導
者
が
飼
っ
て
い
た 

が
、

マ
ア
セ
ン
ボ
ウ

を
し
て
あ
る
の
に
、
每
日
相
馬
が
原
ま
で
行
っ
て
遊
ん
で
帰
っ
て
く
る
。
こ
れ
を
熊 

谷
次
郎
が
買
っ
た
の
で
あ
る
。(

一
区)

小
栗
上
野
介
と
ぶ
っ
つ
ぶ
し
騒
動 

小
栗
上
野
介
に
つ
い
て
は
、
金
を
樽
に
入
れ 

て
、
味
噌
だ
味
噌
だ
と
い
っ
て
送
っ
た
と
か
、
金
を
古
井
戸
に
い
け
た
と
か
、
金
の 

延
棒
を
古
井
戸
に
い
け
た
そ
の
上
に
避
雷
針
を
あ
げ
た
と
か
、
そ
の
井
戸
を
堀
っ
た 

も
の
が
、
延
棒
を
二
、
三
本
も
っ
て
横
浜
へ
行
き
金
に
換
え
て
来
た
と
か
の
話
か
伝 

わ
っ
て
い
る
。
細
尾
に
一
戸
小
栗
と
つ
な
が
り
を
も
っ
た
家
が
あ
っ
た
と
い
う
。

例
の
騒
動
の
と
き
に
は
、
川
浦
で
は
毎
戸
一
人
ず
つ
小
栗
上
野
介
に
む
か
わ
な
け 

れ
ば
、
オ
ニ
サ
ダ
と
い
う
も
の
が
来
て
川
浦
を
焼
い
て
し
ま
う
と
い
う
布
礼
が
ま 

わ
っ
た
。
そ
こ
で
む
ら
の
若
い
衆
が
殆
ん
ど
調
子
づ
い
た
ょ
う
な
か
た
ち
で
参
加
し 

た
。
威
勢
の
い
い
も
の
た
ち
が
宮
原
の
こ
ち
ら
浅
間
神
社
の
近
く
の
川
原
に
あ
る
ゴ 

ン
ゾ
ウ
石
の
付
近
か
ら
、
く
り
こ
め
く
り
こ
め
と
い
い
な
が
ら
、
烏
川
を
渡
り
始
め 

た
ら
、
小
栗
方
か
ら
鉄
砲
を
ぶ
ち
こ
ん
で
き
た
。
空
砲
だ
っ
た
が
、
戦
に
な
れ
ぬ
百 

姓
の
こ
と
と
て
、
あ
わ
を
食
っ
て
か
ら
か
ら
と
み
ん
な
逃
げ
て
き
た
。
お
っ
か
な
く 

て
這
い
ま
わ
っ
て
い
た
ら
、
頭
の
二
つ
あ
る
人
間
が
い
て
、
腰
を
抜
か
し
て
し
ま
っ 

た
も
の
も
い
る
。
ま
た
、
混
乱
さ
せ
る
た
め
か
、
馬
や
牛
を
み
ん
な
放
っ
た
の
で
、
 

そ
れ
が
カ
ミ
の
方
ま
で
荒
し
に
来
て
、
田
や
畑
は
散
々
だ
っ
た
。
関
係
の
な
い
人
間

は
殺
し
た
く
な
い
と
い
、っ
こ
と
だ
っ
た
よ
う
だ
。(

川
浦)

軍
用
金 

勘
定
奉
行
で
あ
っ
た
小
栗
上
野
介
が
、
軍
用
金
を
大
明
神
山
に
い
け
た 

と
い
う
。
し
か
し
、
次
の
惕
の
謎
を
と
か
な
け
れ
ば
、
軍
用
金
の
在
り
場
所
は
わ
か 

ら
な
い
。

「夕
日
さ
ま
朝
日
か
が
や
く
そ
の
山
に
金
が
千
枚
、
銀
が
千
枚
、
雀
の
足 

跡
三
足
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
」

腹
切
り
石 

大
明
神
山
に
城
を
き
ず
く
ベ
く
、
塚
越
下
総
守
が
三
沢
の
カ
ラ
ボ
リ 

を
掘
っ
た
。
し
か
し
堀
に
水
が
う
ま
く
ひ
け
な
い
で
い
る
う
ち
に
、
敵
に
攻
め
ら
れ 

て
し
ま
っ
た
。
下
総
守
は
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
、
山
か
ら
と
び
お
り
、
切
腹
し
て
果
て 

た
。
そ
こ
が
腹
切
り
石
で
あ
る
。(

六
区)

行
人
塚 

昔
、
行
人
様
が
来
た
。
村
人
が
「
カ
ラ
ス
が
荒
れ
て
困
る
。
」
と
い
う
と
、
 

「
行
を
し
て
や
る
。
」
と
い
っ
て
、
穴
に
入
っ
た
。
そ
し
て
、
「俺
の
鈴
の
音
の
す
る 

、っ
ち
は
、
水
を
入
れ
て
く
れ
。
」
と
い
っ
た
の
に
、
い
た
ず
ら
に
オ
シ
ッ
コ
を
入
れ
た 

ら
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
行
人
塚
で
あ
る
。(

六
区)

石
芋
三
倉
の
下
郷
に
、
里
芋
に
違
え
ね
え
が
固
く
て
食
え
ね
え
石
芋
が
あ
る
。
 

昔
弘
法
様
か
、
く
ん
ろ
っ
て
っ
た
ら
、
石
芋
だ
か
ら
食
え
ね
え
っ
て
、
松
の
木
に
来 

て
、
ぶ
っ
ち
ゃ
っ
た
ら
、
弘
法
様
の
戒
め
で
石
に
な
っ
た
。(

長
井)

カ
ッ
パ
の
話 

矢
陸
で
田
植
が
終
り
、
川
で
馬
を
洗
い
家
に
馬
を
連
れ
て
来
た
ら
、
 

カ
ッ
パ
が
馬
の
尻
ぽ
に
つ
か
ま
っ
て
、
尻
に
手
を
突
こ
ん
だ
状
態
で
家
の
中
ま
で
き 

た
。
そ
れ
を
見
て
主
人
が
殺
そ
う
と
し
た
ら
助
け
て
く
れ
と
い
う
の
で
や
め
た
。
殺 

さ
な
い
代
り
に
、
膳
を
必
要
な
時
に
貸
す
こ
と
を
約
束
し
て
帰
っ
て
行
っ
た
。
そ
の 

後

「
ぜ
ん
だ
な
石
」
の
上
に
十
人
分
の
ぜ
ん
を
出
し
て
は
貸
し
て
い
た
が
一
ぜ
ん
紛 

失
し
て
か
ら
貸
さ
な
く
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。(

七
区)

権
田
の
産
土
様
の
う
ら
の
岩
の
川
原
で
あ
っ
た
話
。
カ
ッ
パ
が
鯉
に
化
け
た
り
、
 

金
魚
に
化
け
て
川
を
お
よ
い
で
見
せ
た
。
そ
れ
を
見
た
、
権
田
の
局
長
さ
ん
の
家
の 

久
助
と
い
う
子
が
家
に
バ
ケ
ツ
を
持
ち
に
来
て
、
家
の
人
が
昼
食
だ
か
ら
食
べ
て
か 

ら
行
っ
て
取
る
よ
う
に
言
っ
た
け
れ
ど
逃
げ
る
か
ら
と
い
い
、

一
人
で
川
に
行
っ
た 

と
こ
ろ
カ
ツ
パ
に
川
の
中
に
引
き
込
ま
れ
、
け
つ
め
ど
を
ぬ
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ

権田栗毛のくつわと伝えるもの 

(全透院蔵)(撮影 都丸十九一)



れ
を
見
て
い
た
大
人
が
引
き
上
げ
て
手
当
を
し
た
が
助
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
手
当 

は
、
川
で
お
ぼ
れ
た
人
を
逆
さ
に
吊
し
、
わ
ら
灰
の
上
で
水
を
は
か
せ
る
方
法
だ
っ 

た
。こ

れ
を
よ
く
見
た
り
聞
た
り
し
た
人
は
原
田
モ
ン(

明
治
二
十
六
年
生)

さ
ん
が
十 

才
の
時
で
、原
田
さ
ん
は
ヵ
ッ
パ
の
正
体
も
見
た
。
丈
が
四
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
頭
が 

平
で
ね
こ
の
大
き
い
よ
う
な
も
の
で
、
色
は
黒
と
赤
の
毛
の
ま
じ
っ
た
も
で
学
校
の 

嚅
り
に
川
原
で
見
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。(

七
区)

島
山
部
落
の
由
来 

こ
の
部
落
は
も
と
島
と
い
い 

烏n

へ
り
の
平
地
に
あ
っ
た 

寛
保
二
年
の
洪
水
で
現
在
の
よ
う
な
高
い
南
岸
に
移
転
し
た
。
寛
保
の
と
き
は
、三
七 

軒
の
家
が
あ
っ
た
が
、
五
七
人
も
死
ん
で
現
在
の
土
地
に
上
が
っ
た
家
は
一
八
軒
で 

あ
る
。
氏
神
の
諏
訪
神
社
も
こ
の
寛
保
の
洪
水
の
と
き
持
上
げ
た
の
だ
と
い
う
。
白
木 

の
建
築
で
あ
る
が
、
珍
し
く
ブ
ド
ウ
文
様
の
彫
刻
が
あ
る
。(

島
山)

三
十
九
じ
ゃ
も
の
花
じ
ゃ
も
の
あ
る
紺
屋
で
染
料
の
藍
を
買
い
に
行
く
事
に
な

り
四
十
頭
の
馬
を
揃
え
て
一
番
番
頭
が
出
掛
け
て
行
っ
た
。
途
中
で
暗 

く
な
っ
た
の
で
大
き
な
屋
敷
に
馬
を
止
め
、
荷
を
下
し
て
頼
み
込
ん
で 

泊
め
て
貰
っ
た
。

狩
野
芳
崖
の
ニ
ワ
ッ
ト
り
の
絵
が
か
け
て
あ
り
、
そ
の
家
の
奥
さ
ん 

は

「每
朝
一
番
か
ら
ー
ー
ー
番
ま
で
時
を
ふ
く
」
と
自
慢
し
た
。
男
は
そ
ん 

な
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
と
信
用
せ
ず
、
奥
さ
ん
と
賭
け
を
す
る
事
に
な 

っ
た
。

I

ー
ワ
ッ
ト
り
が
鳴
い
た
ら
藍
を
全
部
や
る
約
束
を
し
て
四
十
頭 

の
藍
を
全
部
と
ら
れ
、
手
ぶ
ら
で
帰
っ
て
き
た
。

く
や
し
が
っ
た
紺
屋
の
女
房
は
き
も
の
の
胸
に
木
綿
針
を
さ
し
て 

出
掛
け
て
行
き
、
例
の
家
へ
泊
め
て
貰
っ
た
。
思
っ
た
通
り
に
奥
さ
ん 

と
賭
け
っ
こ
に
な
っ
た
。
紺
屋
の
女
房
は
奥
さ
ん
が
眠
る
の
を
待
っ
て 

ニ
ワ
ッ
ト
り
の
絵
の
ノ
ド
笛
に
針
を
さ
し
た
ら
そ
の
朝
は
時
を
ふ
か
な 

か
っ
た
。

女
房
は
藍
を
全
部
返
し
て
貰
っ
て
帰
っ
て
き
た
が
数
え
て
み
た
ら
馬 

は
三
十
九
頭
し
か
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
三
十
九
じ
ゃ
も
の
花
じ
ゃ
も
の
、
と
い
う
言
葉
が
う
ま
れ
た
そ
う
だ
。(

力 

ジ
ヤ)狼

に
助
け
ら
れ
た
話
祖
父
の
五
代
前
の
お
ば
あ
さ
ん
が
熊
野
神
社
の
あ
る
峠
か 

ら
き
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
そ
の
帰
り
に
狼
の
群
に
い
き
あ
っ
た
。
す
る
と
一
匹
だ 

け
早
く
き
て
羽
織
を
喰
わ
え
て
橋
の
下
に
つ
れ
て
い
く
の
で
、
し
ば
ら
く
す
る
と
四 

十
頭
ほ
ど
の
狼
が
通
っ
て
い
っ
た
。
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
も
ん
だ
と
言
い
伝
え
ら 

れ
て
い
た
。(

下
郷)

大
蛇 

川
浦
の
山
に
は
大
き
い
蛇
が
い
る
。
床
屋
の
常
じ
い
さ
ん
が
、
日
陰
で
下 

刈
り
を
し
て
い
て
大
き
な
蛇
を
見
て
逃
げ
帰
っ
た
こ
と
が
あ
る
。(

戦
前)

戦
後
に
な
っ
て
ジ
ョ
ウ
さ
ん
と
い
う
人
が
、
山
仕
事
か
ら
帰
っ
て
来
る
と
、
道
上 

の
萱
の
中
を
ヒ
ュ
ウ
ヒ
ュ
ウ
と
い
う
音
が
す
る
の
で
の
ぞ
い
て
み
た
ら
大
き
な
蛇 

だ
っ
た
と
い
う
。
追
い
か
け
て
来
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
本
気
で
逃
げ
て
来
た
が
、
 

帰
っ
て
二•

三
日
寝
こ
ん
だ
と
い
う
。(

川
浦)

座主の森(石上)

(撮影近藤義雄)
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カ
ラ
ス
午
王 

昔
の
者
の
話
で
は
、
烏
川
の
水
源
は
、
ち
ょ
う
ど
カ
ラ
ス
の
ロ
の 

よ
う
な
所
か
ら
水
が
出
て
い
た
と
い
い
、
こ
こ
へ
権
現
さ
ん(

熊
野
神
社)

か
ら
水 

く
み
に
来
て
、
こ
の
水
で
刷
り
上
げ
た
も
の
が
カ
ラ
ス
午
王
の
お
札
と
い
う
。
十
二 

月
に
な
る
と
峠
さ
ま
か
ら
シ
ン
ト
さ
ん
が
ま
わ
っ
て
来
て
、
他
の
お
札
と
一
緒
に
こ 

れ
を
配
っ
て
行
く
。(

水
源
の
カ
ラ
ス
の
ロ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
は
後
に
下
口
が
欠
け
て 

し
ま
っ
た
と
い
う
。)
(

川
浦)

二
、
昔 

話

蚕
の
始
め 

昔
ど
こ
か
あ
る
と
こ
ろ
に
、,
一
も
り
長
者
と
二
も
り
長
者
が
住
ん
で 

い
た
。
二
人
の
長
者
は
宝
競
べ
を
す
べ
え
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

一
も
り
長
者 

は
千
両
箱
を
た
く
さ
ん
並
べ
て
出
し
た
が
、
二
も
り
長
者
は
貧
乏
で
何
も
出
す
宝
が 

な
か
っ
た
の
で
、
子
供
を
た
く
さ
ん
並
べ
て
出
し
た
。
こ
の
宝
競
べ
を
見
に
来
た
人
 々

は
、
千
両
箱
に
は
見
向
き
も
し
な
い
で
、
二
も
り
長
者
の
子
供
た
ち
を
「
い
い
子
だ
。
」 

と

か

「
か
わ
い
い
」
と
か
何
と
か
い
っ
て
ほ
め
た
た
え
た
。
そ
こ
で
こ
の
勝
負
は
二 

も
り
長
者
の
勝
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

一
も
り
長
者
は
が
っ
か
り
し
て
死
の
う 

と
思
っ
た
。
そ
の
様
子
を
み
た
番
頭
が
主
人
を
慰
め
て
死
を
思
い
止
ま
ら
し
て
神
様 

に
お
願
生
を
か
け
て
子
供
を
祈
っ
た
。
こ
う
し
て
生
れ
た
の
が
玉
代
の
姫
で
あ
る
。
 

し
か
し
玉
代
の
姫
は
寿
命
を
十
六
歳
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、I
も
り
長
者 

は
一
生
け
ん
め
い
育
て
た
。

い
よ
い
よ
十
六
歳
の
あ
る
日
、
暴
れ
馬
が
来
て
姫
を
蹴
殺
し
て
し
ま
っ
た
。

一
も 

り
長
者
は
悲
し
ん
で
幾
日
も
幾
日
も
仕
事
も
し
な
い
で
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
。
あ
る 

日
、
や
っ
ぱ
り
ぼ
ん
や
り
し
て
桑
野
が
原
に
行
っ
て
考
え
に
沈
ん
で
い
る
と
、
膝
に
、
 

白
い
虫
が
八
匹
、
黒
い
虫
が
八
匹
と
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
虫
は
、
何
を
く
れ
て
も
食 

わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
桑
の
葉
を
と
っ
て
く
れ
た
ら
食
べ
た
。
こ
れ
が
蚕
の
初
ま
り 

で
あ
る
。
蚕
の
体
に
馬
蹄
形
の
紋
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
馬
に
‘蹴
ら
れ
た
時
の
ひ
ず
め 

の
跡
で
あ
る
。
黒
い
点
が
十
六
あ
る
が
、
そ
れ
は
玉
代
の
姫
の
死
ん
だ
年
で
あ
る
。
 

(

一
区
野
口
ま
つ
の
氏)

蚕
の
初
め 

昔 

ま
ま
母
か 

ま
ま
つ
子
の
娘
を
み
じ
め
に
育
て
て
い
た
。
あ
る 

時
獅
子
の
洞
穴
に
捨
て
た
け
れ
ど
も
帰
つ
て
来
て
し
ま
つ
た
。

つ
ぎ
に
竹
藪
に
捨
て 

た
が
こ
れ
ま
た
帰
つ
て
来
、舟
に
乗
せ
て
捨
て
た
け
れ
ど
も
帰
つ
て
来
て
し
ま
つ
た
。
 

最
後
に
殺
し
て
庭
に
穴
を
掘
つ
て
埋
め
た
。
そ
の
穴
か
ら
小
さ
な
虫
が
た
く
さ
ん
出 

て
来
て
蚕
に
な
つ
た
。
蚕
の
休
み
を
シ
ン
、
タ
ケ
、
フ
ナ
、

ニ
ワ
と
い
う
の
は
そ
、つ 

い
う
わ
け
で
あ
る
。(

野
口
ま
つ
の
氏)

五
日
の
節
供 

昔
あ
る
と
こ
ろ
に
母
と
娘
が
住
ん
で
い
た
。
大
蛇
が
娘
に
化
け
て 

夜
な
夜
な
娘
の
と
こ
ろ
に
通
つ
て
く
る
。
あ
る
時
母
親
が
娘
に
「
て
め
え
の
と
こ
ろ 

に
每
晚
く
る
若
者
は
誰
だ
。
」
と
聞
い
た
。
娘
は
「大
蛇
だ
。
」
と
答
え
た
。
母
親
は
、

「そ
れ
で
は
、
長
い
糸
を
針
に
つ
け
て
、
そ
の
針
を
若
者
の
き
も
の
に
さ
せ
。
そ
し 

て
糸
を
ほ
ぐ
し
て
や
れ
。
」
と
言
つ
た
。
そ
の
夜
娘
は
言
わ
れ
た
通
り
に
き
も
の
の
裾 

に
さ
し
て
お
い
た
。
翌
朝
、
糸
を
た
ぐ
つ
て
い
く
と
洞
穴
に
い
つ
た
。
中
で
、
声
が 

聞
え
る
。
「
み
ろ
、
て
め
お
は
、
い
ぐ
な
い
ぐ
な
と
い
つ
た
の
に
行
つ
て
。
と
う
と
う 

命
を
と
ら
れ
た
そ
。
」
「A

叩̂

J

と
ら
れ
て
も
い
い
よ
。
も
う
世
つAVI/

あ
る
ん
た
か
ら
。
」 

「
馬
鹿
あ
い
え
、
人
間
と
い
う
も
の
は
り
こ
う
で
、
よ
も
ぎ
と
し
ょ
う
ぶ
の
湯
を
た
つ 

て
入
れ
ば
出
て
し
ま
う
こ
と
を
知
つ
て
る
ぞ
。
」
と
。
そ
こ
で
そ
の
通
り
に
し
た
ら
、
 

蛇
の
子
が
七
た
ら
い
も
出
て
来
た
。
ど
こ
か
に
七
た
ら
い
村
と
い
う
村
が
あ
る
そ
う 

だ
。(

野
口
ま
つ
の
氏)

ほ
と
と
ぎ
す 

昔
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
兄
弟
が
あ
つ
た
。
兄
は
盲
で
あ
つ
た
。
お
母 

さ
ん
は
、
弟
の
方
に
は
山
芋
の
ア
ン
ズ(

あ
ず)

ば
か
り
く
れ
た
が
、
兄
は
、
弟
に 

い
い
と
こ
ろ
ば
か
り
く
れ
る
ん
だ
ん
ベ
え
と
い
つ
て
き
か
な
か
つ
た
の
で
、
弟
は
、
 

そ
れ
な
ら
ど
う
で
も
し
て
み
ろ
と
い
つ
た
。
兄
は
、
弟
の
の
ど
を
さ
い
て
み
た
ら
、
 

ア
ン
ズ
ば
か
り
出
て
来
た
。
そ
れ
か
ら
ほ
と
と
ぎ
す
は
オ
ト
ガ
ノ
ド
ッ
ツ
キ
ッ
タ
と 

鳴
く
よ
う
に
な
つ
た
。(

一
区)

バ
オ
ウ
ド
リ 

片
足
は
赤
く
、
片
足
は
黒
い
バ
オ
ウ
ド
リ
と
い
う
鳥
が
い
る
。
あ 

る
と
き
娘
が
い
な
く
な
つ
た
の
で
、
そ
の
話
を
き
い
た
親
の
バ
オ
ウ
は
、
あ
わ
て
て 

片
脚
だ
け
に
わ
ら
じ
を
は
い
て
探
し
に
出
か
け
た
。

い
く
ら
探
し
て
も
み
つ
か
ら
な 

い
の
で
、
そ
れ
か
ら
は
鳥
に
な
つ
て
娘
を
探
し
て
い
る
の
で
あ
る
。(

第
一
区)



十
一
十
一
に
な
る
子
が
い
な
く
な
っ
た
の
で
、
「
十
一
、
十
一
」
と
鳴
き
な
が
ら 

探
し
て
い
る
の
で
あ
る
。(

第
一
区)

笑
い
話 

嫁
と
姑
が
仲
が
悪
く
て
、
嫁
が
家
に
い
て
、
姑
が
雨
に
ぬ
れ
て
き
た
の 

で

「
ど
こ
か
ら
降
ら
れ
ま
し
た
か
」
と
聞
い
た
ら
「
ど
こ
か
ら
く
る
、
天
か
ら
降
っ 

た
だ
」
と
姑
が
言
っ
た
。(

七
区)

う
で
ま
ん
じ
ゅ
う
キ
ン
マ
ン(

金
満
家
？)

で
大
尽
が
い
た
。
物
貰
い
か
き
た 

の
で
作
番
頭
が
、
う
で
ま
ん
じ
ゅ
う
一
つ
や
る
所
を
半
分
自
分
で
と
っ
て
、
物
貰
い 

に
半
分
や
っ
た
。

「
十
五
夜
に
片
割
れ
月
は
な
け
れ
ど
も
」
と
物
貰
い
が
言
う
と
番
頭
は
仕
方
な
く 

「
雲
に
か
く
れ
て
こ
こ
に
半
分
」
と
言
っ
て
残
り
の
半
分
を
渡
し
た
、
そ
う
だ
。(

中 

石
津)

三
、
怪 

異

キ
ツ
ネ 

山
ウ
サ
ギ
を
五
ひ
き
ほ
ど
背
負
っ
て
夜
中
に
帰
っ
て
来
た
と
こ
ろ
、
十 

二
さ
ま
の
坂
の
あ
た
り
で
妙
に
背
中
が
さ
み
し
く
な
り
、
変
な
気
分
に
な
り
、
足
音 

も
早
く
な
っ
て
お
か
し
い
な
と
思
っ
た
が
、
山
の
中
の
こ
と
な
の
で
、
も
っ
と
人
家 

に
近
い
所
ま
で
行
っ
て
か
ら
と
が
ま
ん
し
て
、
よ
う
や
く
人
家
に
近
く
な
っ
た
所
で 

ふ
り
返
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
背
中
の
ウ
サ
ギ
に
キ
ツ
ネ
が
と
っ
つ
い
て
い
た
の
で
お 

ど
ろ
い
て
ひ
と
声
怒
鳴
っ
た
と
こ
ろ
、
キ
ツ
ネ
の
方
も
お
ど
ろ
い
て
川
原
の
方
へ
逃 

げ
て
行
っ
た
。
そ
こ
で
一
目
さ
ん
に
近
く
の
家
へ
と
び
こ
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
こ
ん 

な
と
き
に
お
ど
ろ
い
て
穫
物
を
放
り
出
せ
ば
キ
ツ
ネ
に
ま
ん
ま
と
と
ら
れ
て
し
ま
う 

の
だ
ろ
う
。(

川
浦)

キ
ツ
ネ
火
昔
は
闇
の
晩
に
、
山
の
向
う
の
方
を
い
く
つ
も
の
あ
か
り
が
ち
よ
ろ 

ち
よ
ろ
す
る
の
が
見
え
た
も
の
で
キ
ツ
ネ
火
だ
と
い
わ
れ
た
。(

川
浦)

キ
ツ
ネ
ッ
ピ 

ど
か
ん
と
一
つ
で
か
い
の
が
光
る
。
そ
し
て
順
に
小
さ
く
な
る
。
そ 

う
い
う
時
に
は
、
キ
ツ
ネ
が
足
も
と
に
い
る
と
い
う
。(

六
区)

キ
ツ
ネ
の
ョ
メ
ド
リ 

権
田
の
方
の
川
向
う
で
提
灯
が
つ
い
た
り
消
え
た
り
し
て

道
な
り
に
動
い
て
い
る
の
が
よ
く
見
え
た
。(

岩
氷)

キ
ツ
ネ 

裸
に
な
っ
て
井
戸
に
入
っ
て
い
た
と
か
、
グ
ル
グ
ル
歩
き
ま
わ
っ
て
最 

後
に
サ
ン
マ
や
ィ
カ
を
と
ら
れ
た
人
が
多
い
。
キ
ツ
ネ
に
ば
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

雨
の
シ
ョ
ボ
シ
ョ
ボ
降
る
晚
に
蛇
の
目
傘
を
さ
し
た
女
が
、
浅
間
神
社
付
近
の
う 

ら
寂
し
い
所
を
歩
い
て
い
る
時
に
い
た
の
で
、
て
っ
き
り
出
た
と
思
っ
た
。
よ
く
見 

た
ら
近
所
の
人
で
あ
っ
た
。
こ
わ
い
と
思
う
と
そ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。(

岩
氷)

き
つ
ね
つ
き 

赤
宿
の
七
十
八
才
の
お
と
り
さ
ん
は
、
き
つ
ね
に
化
さ
れ
て
細
田 

の
山
で
一
晚
帰
ら
な
か
っ
た
。
村
の
人
が
見
つ
け
に
行
っ
た
ら
、
あ
た
た
か
そ
う
に 

眠
っ
て
い
た
。
化
さ
れ
た
と
き
は
、
履
物
を
片
方
ぬ
い
で
、
片
方
を
は
い
て
い
る
と 

伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
通
り
お
と
り
さ
ん
も
片
方
だ
け
は
い
て
い
た
。(

七
区) 

角
落
の
お
天
狗
お
天
狗
さ
ん
は
、
女
人
禁
制
で
、
現
在
四
十
代
以
上
の
婦
人
は 

登
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
三
十
才
く
ら
い
か
ら
下
の
人
は
登
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

(

川
浦)

お
天
狗
さ
ん
の
笑
い 

静
か
な
夜
の
丑
満
の
こ
ろ
、
お
天
狗
さ
ん
が
、
人
間
が
笑 

う
よ
う
に
笑
っ
て
み
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
は
、
お
天
狗
さ
ん
の
こ
き
げ 

ん
が
い
い
ん
だ
ろ
う
と
い
う
。(

川
浦)

天
狗
さ
ん
の
遊
び
場 

三
つ
又
に
な
っ
て
い
る
木
は
、
天
狗
さ
ん
の
遊
び
場
だ
か 

ら
切
っ
て
は
い
け
な
い
。

六
尺
か
ら
一
丈
く
ら
い
上
が
っ
た
と
こ
ろ
が
三
本
に
な
っ
た
三
つ
又
の
木
を
切
る 

と
不
幸
が
お
こ
る
と
い
わ
れ
、
け
が
を
し
た
人
と
か
、
死
ん
だ
人
が
い
る
。
ミ
ツ
マ 

夕
沢
と
い
う
所
に
は
、
村
有
林
の
あ
る
と
こ
ろ
に
大
き
い
三
つ
又
の
木
が
切
ら
ず
に 

残
っ
て
い
る
。(

川
浦)

天
狗
さ
ん 

昔
(

明
治
末)

山
の
下
刈
り
に
頼
ま
れ
て
山
の
中
に
小
屋
を
か
け
て 

寝
泊
り
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
朝
に
な
っ
て

一  

緒
に
仕
し
て
い
た
年
上
の
人
か
ら 

「
昨
夜
、
天
狗
さ
ん
が
木
を
切
っ
て
み
せ
た
」
と
い
わ
れ
た
。
だ
れ
も
い
な
い
山
の 

中
で
、
木
の
け
え
る(

倒
れ
る)

音
が
し
た
と
い
わ
れ
、
た
ま
に
は
天
狗
さ
ん
が
そ 

う
し
て
み
せ
る
と
い
い
、木
の
倒
れ
る
音
が
す
る
の
で
調
べ
て
も
何
も
な
い
。(

川
浦) 

光
り
物 

十
四
の
正
月
の
十
四
日
だ
っ
た
。
わ
し
ら
方
は
、
正
月
の
十
四
日
に
は



厄
年
っ
て
い
っ
て
、
厄
年
に
当
る
も
の
は
、
み
か
ん
を
買
っ
て
行
っ
て
投
げ
る
、
厄 

落
し
と
い
う
の
を
し
た
。
そ
れ
で
子
ど
も
が
皆
そ
こ
へ
、
み
か
ん
拾
い
に
出
る
わ
け
。
 

拾
っ
て
く
ベ
え
と
思
っ
て
、
ま
っ
先
行
っ
た
わ
け
だ
。
そ
し
た
と
こ
ろ
が
、
後
の
山 

か
ら
、
こ
の
く
ら
い(

三
十
秆
く
ら
い)

の
光
だ
ま
が
出
て
、
そ
れ
で
向
う
の
畑
へ 

行
っ
て
ぶ
つ
か
っ
た
。
そ
れ
で
た
ま
げ
て
、
み
か
ん
を
拾
う
づ
ら
あ
り
ゃ
し
ね
え
。
 

う
ち
へ
帰
っ
て
来
た
ら
、
十
五
前
に
そ
う
い
う
も
の
を
見
る
と
い
う
と
、

一
生
見
る 

と
い
わ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
ず
い
ぶ
ん
見
た
。

十
七
の
春
、
お
や
じ
さ
ん
が
、
山
へ
仕
事
に
連
れ
て
行
っ
た
。
そ
こ
で
川
向
う
の 

岩
山
の
下
に
泊
り
こ
ん
だ
。
け
ち
な
こ
と
し
て
泊
る
ん
だ
か
ら
、
寝
ら
れ
や
し
ね
え
。
 

そ
れ
で
い
く
ら
か
た
っ
て
か
ら
、
向
う
の
上
野
原
と
い
う
日
か
げ
の
上
に
、
い
い
加 

減
の
雑
木
山
が
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
こ
へ
提
灯
が
二
つ
三
つ
つ
い
た
ん
さ
。
不
思 

議
だ
な
、
あ
ん
な
山
ん
中
、
提
灯
が
つ
い
た
。
そ
の
う
ち
、
二
十
も
三
十
も
提
灯
が 

つ
い
ち
ゃ
っ
た
ん
さ
。
ず
っ
と
上
の
方
へ
、
つ
い
ち
ゃ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
上
か 

ら
二
つ
三
つ
消
え
た
り
、
つ
い
た
り
、
ま
ん
中
が
つ
い
た
り
、
消
え
た
り
し
て
、
き 

れ
い
さ
。
あ
れ
が
き
つ
ね
の
嫁
ど
り
と
い
う
わ
け
だ
っ
た
ん
ベ
え
。
こ
こ
で
二
回
見 

た
。
そ
れ
き
り
見
な
い
。

一
人
じ
ゃ
な
い
。
み
ん
な
で
見
た
。

そ
の
あ
と
、
夜
中
頃
、
木
を
切
る
音
か
し
た
ん
た
よ
。
ワ
リ
ワ
リ
ガ
ラ
ガ
ラ
デ 

シ
ン
っ
て
、
そ
れ
だ
か
ら
寝
ら
り
ゃ
さ
れ
ね
え
。
で
っ
け
え
木
の
音
が
し
た
ん
だ
よ
。
 

お
天
狗
さ
ま
だ
。
そ
の
山
が
お
え
て
か
ら
、
み
や
げ
い
と
へ
い
っ
た
。
そ
れ
で
お
祭 

り
だ
か
、
何
だ
か
で
、
家
へ
来
る
わ
け
だ
。
そ
い
で
、
上
の
に
い
っ
つ
ぁ
ん
と
一
緒 

だ
っ
た
。
お
や
じ
さ
ん
が
、
大
戸
の
あ
ら
い
屋
で
、
油
揚
買
っ
て
、
し
よ
う
び
く
に 

入
れ
て
寄
こ
し
た
。
し
よ
う
び
く
入
れ
て
来
た
ん
だ
か
ら
、
し
よ
う
び
く
入
れ
て
く 

り
ゃ
、
魔
物
が
取
れ
ね
え
っ
て
、
そ
れ
で
忠
治
地
蔵
の
向
う
の
と
こ
へ
行
っ
た
と
こ 

ろ
、
ご
し
よ
げ
い
と
へ
登
る
道
が
、
あ
そ
こ
に
あ
る
。
あ
れ
が
、
し
の
や
ぶ
だ
っ
た 

い
。
そ
こ
へ
来
る
と
、
誰
か
提
灯
つ
け
て
、
ご
し
よ
げ
い
と
へ
登
る
も
の
が
、
話
し 

話
し
来
た
。
そ
れ
が
段
々
大
き
く
な
っ
て
、

一
丈
も
二
丈
も
、
火
が
上
っ
た
。
き
れ 

い
だ
な
っ
て
わ
け
で
、
そ
れ
で
お
れ
が
先
に
立
っ
て
、
こ
っ
ち
帰
っ
て
来
た
。
ふ
り 

返
っ
て
見
て
も
燃
え
て
ね
え
。
そ
の
火
の
手
の
と
こ
と
暗
闇
が
、
そ
れ
だ
け
火
の
手

が
上
り
ゃ
、
い
い
加
減
明
る
い
わ
け
だ
。
そ
れ
が
、
や
し
ん
と
し
て
、
明
る
く
も
何 

と
も
あ
り
ゃ
し
ね
え
。
火
の
手
だ
け
上
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
き
つ
ね
火
っ
て
い
う 

の
か
な
。
あ
し
た
げ
来
て
見
り
ゃ
、

へ
え
焼
い
た
が
焼
か
ね
え
が
な
、
判
ら
な
。

つ 

ぐ
朝
通
っ
て
見
た
ら
、
何
の
跡
も
な
か
っ
た
。

お
ら
が
若
い
し
ょ
の
時
は
、
每
晚
の
よ
う
に
遊
び
に
出
た
。
わ
い
わ
い
騒
い
で
い 

る
だ
け
だ
。
亀
沢
の
と
こ
ろ
に
、
百
万
供
養
塔
と
い
う
の
が
、
あ
ら
い
の
う
。
あ
そ 

こ
の
と
こ
ろ
へ
来
た
ら
、亀
沢
の
天
神
様
の
前
の
田
圃
の
中
に
、
さ
し
わ
た
し
ー 

メ
ー 

ト
ル
く
ら
い
、
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
あ
っ
た
ん
か
な
。
ま
る
で
火
の
柱
が
立 

た
っ
ち
ゃ
っ
た
。
お
ん
柱
っ
て
こ
と
を
い
う
け
れ
ど
、
こ
の
よ
う
な
も
ん
な
の
か
な
。
 

そ
れ
が
段
々
上
の
方
か
ら
消
え
ち
ゃ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
ま
た
夜
遊
び
に
行
っ
て
、
お
れ
と
や
い
っ
つ
ぁ
ん
と
二
人
で
い
た
。
井
戸 

っ
ち
り
の
と
こ
ろ
に
い
た
。
こ
の
く
ら
い
の
ぶ
ら
ぶ
ら
提
灯
が
、
ふ
わ
ん
ふ
わ
ん
、
ふ 

わ
ん
ふ
わ
ん
、
田
圃
の
方
へ
走
る
ん
だ
。
け
ち
な
も
の
が
通
る
な
っ
て
見
た
ん
だ
。
 

見
て
る
時
は
何
と
も
ね
え
が
、
消
え
ち
ま
え
ば
さ
び
し
い
や
ね
。

そ
れ
か
ら
、
十
五
夜
お
月
の
真
円
つ
ら
ね
え
、
二
つ
も
三
つ
も
寄
っ
た
よ
う
、
こ 

ん
な
に
で
か
い
光
だ
ま
見
た
。

人
だ
ま
っ
て
の
は
、
の
り
引
か
ね
え
ん
だ
っ
て
ん
だ
っ
て
の
う
。
そ
の
頃
、
人
だ 

ま
な
ん
ざ
は
、
人
が
死
ぬ
た
ん
び
に
見
た
よ
う
な
も
ん
だ
。
昔
は
よ
く
見
た
。
今
は 

ど
う
い
う
わ
け
だ
か
、
見
た
も
の
が
な
い
。

戦
争
当
時
、
配
給
も
の
の
沙
汰
に
亀
沢
へ
行
っ
た
ら
、
と
う
さ
ん
の
前
の
田
圃
の 

中
で
、
へ
え
焼
い
て
い
る
。
長
ち
ゃ
ん
と
こ
行
っ
て
話
し
た
ら
、
あ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
 

誰
も
へ
え
焼
い
ち
ゃ
い
な
か
っ
た
ん
だ
。
帰
っ
て
来
て
見
た
ら
、
ま
だ
燃
え
て
い
る
ん 

だ
の
う
。
そ
れ
か
ら
、
お
か
し
な
と
こ
で
焼
い
て
る
ん
だ
と
思
っ
て
、
ず
ん
ず
ん
来 

た
。
そ
し
て
桃
畑
の
と
こ
ろ
へ
来
た
。
そ
し
た
ら
桃
畑
の
真
中
頃
で
、
き
つ
ね
の
野 

郎
が
鳴
い
て
ん
だ
よ
。
き
つ
ね
の
わ
る
さ
だ
。

つ
ぐ
日
も
行
っ
て
、
へ
え
焼
い
た
跡 

を
見
た
ら
、
何
も
あ
り
ゃ
し
ね
え
。
ケ
ー
ケ
ー
っ
て
鳴
く
時
は
悪
い
。

コ
ン
コ
ン
鳴 

き
の
方
が
い
い
。
き
つ
ね
は
今
も
出
る
。

お
れ
が
製
板
に
通
う
頃
、
出
口
橋
の
入
り
口
の
と
こ
ろ
に
細
い
新
道
が
あ
る
。
あ



そ
こ
へ
入
る
ベ
え
と
思
っ
た
ら
、
大
沢
ロ
の
大
曲
り
の
と
こ
へ
、
自
動
車
が
と
ん
で 

来
る
ん
さ
。
ラ
ィ
ト
を
二
つ 

つ
け
て
の
う
。

そ
の
頃
自
動
車
な
ん
て
、
ほ
ん
と
に 

少
か
っ
た
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
見
え
た
。
あ
れ
た
け
あ
か
し
つ
け
て
り
ゃ 

い
い
加
減 

先
ま
で
明
る
い
わ
け
な
ん
だ
。
そ
れ
が
、
ち
っ
と
も
明
る
く
ね
え
。
音
も
し
ね
え 

だ
の
う
。
不
思
議
な
自
動
車
だ
と
思
っ
て
、
そ
れ
か
ら
近
道
の
方
へ
入
っ
て
見
た
け 

れ
ど
、
そ
れ
で
来
る
の
を
待
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
あ
ん
ま
り
来
ね
え
か
ら
、
そ
れ 

で
ま
た
県
道
へ
出
て
見
た
ら
、
何
の
気
ぶ
り
も
あ
り
ゃ
し
ね
え
。
は
あ
消
え
ち
ゃ
っ 

た
。
話
し
た
ら
、
み
ん
な
で
、
あ
そ
こ
は
不
思
議
な
こ
と
が
あ
っ
た
っ
て
な
。
あ
ん 

な
こ
と
を
す
ん
だ
か
ら
な
。

い
な
び
か
り
の
か
た
ま
り
の
ょ
う
な
も
の
が
、
上
の
方
か
ら
段
々
消
え
ち
ゃ
っ
た
。
 

一
と
こ
ろ
で
二
回
見
た
。
き
つ
ね
は
光
を
持
た
ね
え
っ
て
い
う
が
、あ
れ
は
光
が
あ
っ 

た
な
。
影
ぼ
っ
ち
が
う
つ
っ
た
ん
だ
か
ら
。

中
沢
高
次
が
、
馬
に
乗
っ
て
来
た
ん
だ
と
、
そ
し
た
ら
い
い
加
減
な
、
こ
ん
坊
主 

が
先
へ
行
く
ん
だ
っ
て
。
そ
ん
で
馬
を
急
が
せ
れ
ば
急
ぐ
し
、
静
か
に
す
り
ゃ
静
か 

に
な
る
。
ま
ず
け
ち
な
も
の
に
、
あ
っ
た
も
ん
だ
。(

陣
田)

人
玉
学
校
の
裏
の
ド
ゥ
の
ヤ
マ(

池
田
マ
ケ
の
お
堂
—
墓
地
—
が
あ
る)

で
、

闇
夜
に
人
玉
を
み
た
。
お
月
様
の
ょ
う
な
感
じ
で
あ
っ
た
。(

六
区)

ゲ
ン
ゼ
バ
ヤ
シ
ダ
ィ
ミ
ョ
ゥ
ジ
山(

ア
サ
マ
様
の
あ
る
と
こ
ろ)

の
淋
し
い
所 

で
、
一
種
異
様
な
、
に
ぎ
や
か
な
物
音
が
す
る
。
誰
か
が
来
て
い
る
と
い
う
。(

六
区)

四
、
命 

名

膳
だ
な
石
烏
川
に
膳
だ
な
石
と
い
う
の
が
あ
る
。
あ
ら
し
が
来
そ
う
に
な
る
と
、
 

こ
の
石
の
上
に
膳
だ
て
を
し
て
上
げ
て
お
き
、
食
べ
も
の
が
な
く
な
れ
ば
河
童
が
来 

て
食
っ
た
の
だ
か
ら
あ
ら
し
は
来
な
い
。
残
っ
て
い
れ
ば
あ
ら
し
が
来
る
ぞ
と
い
っ 

た
。
大
水
が
出
た
時
に
も
し
た
。
何
日
も
雨
が
降
っ
て
、
農
作
物
に
悪
い
こ
と
が
お 

こ
り
そ
う
に
な
る
と
、
ふ
つ
う
の
酒
肴
で
、
オ
ヒ
ラ
ま
で
つ
け
て
一
人
前
の
膳
た
て 

を
し
て
供
え
な
く
な
ら
な
い
と
き
は
何
回
で
も
や
っ
た
。(

川
浦)

ぜ
ん
だ
な
石 

川
の
中
に
あ
り
、
こ
の
上
に
ご
ち
そ
う
を
上
げ
て
お
き
、
ヵ
ッ
パ 

が
食
べ
れ
ば
そ
の
年
は
大
水
が
な
く
、
食
べ
な
い
と
大
水
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

こ
ま
が
た
石 

矢
陸
の
お
こ
し
か
け
様
が
馬
に
乗
っ
て
飛
ん
だ
と
き
馬
の
足
あ
と 

が
石
に
残
っ
た
の
で
こ
の
石
を
駒
形
石
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い 

る
。女

石
女
の
性
器
に
似
て
い
る
石
。

こ
ぶ
石
赤
竹
に
あ
る
。

お
お
石 

穴
が
あ
っ
て
、
そ
の
穴
か
ら
水
か
出
る
と
雨
か
降
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。

(

七
区)

石
に
つ
い
て
の
伝
承 

タ
ツ
石
。
ナ
ル
石(

上
ノ
久
保
の
奥
に
あ
り
、
手
を
叩
く 

と
な
る
。)

ユ
ル
ギ
石(

小
倉)

ゴ
ン
ゾ
ウ
石(

学
校
の
前
、
ゴ
ン
ゾ
ウ
が
シ
ラ
ミ
を 

と
っ
て
い
た
。)

ハ
ラ
キ
リ
石(

大
明
神
山
に
あ
る
。)

ィ
ボ
石(

川
田
橋
の
近
く
に 

あ
る
。)

ナ
ナ
ツ
石(

石
津
に
あ
る
。)
(

六
区)

烏
川
の
由
来
烏
川
の
名
の
由
来
は
、
そ
の
源
流
が
、
山
の
か
っ
こ
う
が
烏
の
く 

ち
ば
し
の
よ
う
な
烏
口
と
い
う
大
き
な
岩
か
ら
水
が
し
た
た
る
所
か
ら
始
ま
る
こ
と 

か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
近
く
か
ら
は
鉄
鉱
石
が
で
た
と
い
う
。
そ
こ
へ
は
、
尾
根 

か
ら
行
く
の
が
常
道
の
よ
う
だ
が
、
下
か
ら
登
っ
た
の
で
さ
ん
ざ
ん
の
め
に
あ
っ
た
。
 

案
内
役
の
熊
狩
り
の
名
人
の
い
う
の
に
は
、
ス
ス
キ
は
分
け
て
歩
く
の
で
は
な
く
て
、
 

こ
れ
の
上
を
歩
け
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
慣
れ
ぬ
も
の
に
は
上
手
く
い
か
な
い
。
 

森
林
組
合
の
植
樹
の
際
に
も
入
っ
た
が
、
大
き
な
熊
の
足
跡
が
あ
っ
て
往
生
し
た
。
 

(

川
浦)

蛇
渕 

撖
師
に
追
わ
れ
た
鹿
が
川
の
中
へ
と
び
こ
ん
で
逃
げ
る
と
き
、
鹿
の
角
が 

竜
の
よ
う
に
見
え
た
の
で
こ
の
名
が
つ
い
た
。(

川
浦)

お
う
穴 

な
め
川
と
烏
川
の
ぶ
っ
か
か
り
か
ら
、な
め
川
を
の
ぼ
っ
た
所
に
あ
る
。
 

石
が
流
れ
よ
う
と
お
も
っ
て
穴
か
ら
出
よ
う
と
し
て
も
、
石
が
ど
ぶ
の
中
に
入
っ
て 

ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
っ
て
掘
り
ぬ
い
た
も
の
だ
。
瀬
が
ひ
と
ま
き
ま
い
て
い
る
二
〜
四 

メ
—
ト
ル
の
深
さ
の
所
で
何
か
所
か
あ
る
。
ど
ん
な
大
き
な
石
で
も
行
っ
た
り
来
た 

り
し
て
い
ち
ど
は
い
っ
た
石
は
出
た
く
も
出
ら
れ
な
い
か
ら
丸
く
な
っ
て
し
ま
う
。



そ
こ
に
は' 

ま
た
大
き
な
イ
ワ
ナ
が
い
た
も
の
だ
。(

川
浦)

い
く
め 

権
田
の
奥
の
地
名
で
、
弘
法
様
が
来
ら
れ
、
こ
れ
よ
り
奥
に
は
行
く
ま 

い
と
杖
を
立
て
ら
れ
た
の
で
「
い
く
め
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 

又
、
上
の
く
ぼ
に
は
同
じ
く
行
く
ま
い
と
し
た
の
で
「
い
く
ま
い
」
と
い
う
と
こ
ろ 

が
あ
る
。
吾
妻
の
須
賀
尾
は
、
頼
朝
が
草
津
に
入
湯
に
行
く
時
レ
プ
ラ
を
か
く
す
た 

め
顔
を
手
拭
で
ふ
う
こ
う(

頰
か
ぶ
り)

し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
手
拭
を
と
り
素
顔 

に
な
っ
た
の
で
「
須
賀
尾
」
と
名
づ
け
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。(

七
区)

陣
田 

頼
朝
様
が
寄
っ
て
、
陣
を
し
い
た
。(

陣
田)

マ
タ
ロ
ク
タ
イ
ラ
の
地
名
の
由
来
マ
タ
ロ
ク
様
と
い
う
バ
ン
タ
が
い
て
、
裏
通 

り
を
干
渉
し
た
の
で
こ
の
地
名
が
あ
る
。(

川
浦)

雨
降
り
田 

山
三
の
田
植
え
だ
か
ら
雨
が
降
る
の
は
あ
た
り
ま
え
だ
、

マ
ル
ヤ
の 

大
田
が
雨
降
り
だ
、
な
ど
と
い
っ
た
。(

六
区)

川
浦
の
地
名 

神
堀
、
模
ノ
木
、
梨
子
本
、
梨
本
、
桑
木
原
、
若
林
、
桐
木
堀
、
桑 

本
、
木
ノ
下
、
稲
荷
木
、
三
本
木
、
宮
原
、
鳥
居
平
、
坊
峯
、
諏
訪
平
、
寺
の
平
、
高
尾
、
 

東
高
尾
、
中
井
戸
、
井
戸
入
焼
搰
、
焼
ス
ス
、
溝
平
、
内
手
、
堀
之
沢
、
下
川
原
、
 

月
並
、
矢
陸
、
西
ヶ
渕
、
岩
の
前
、
細
尾
、
悪
原
、
中
原
、
赤
志
古
、
上
の
山
、
北 

上
の
山
、
西
林
、
大
峯
、
後
口
沢
、
唐
堀
、
桑

寺(

ク
ワ
ジ)

明
神
平
、
古
城
、
富 

士
山
、
岩
穴
、
大
萱
、
石
津
、
下
夕
林
、
小
橋
、
広
町
、
四
ツ
目
町
、
下
通
、
三
ッ 

丸
、
高
芝
、
中
川
原
、
久
根
ノ
内
、
湯
ヶ
沢
、
西
原
、
三
沢
入
、
猪

尾(

イ
モ
ウ) 

氷

妻(

ヒ
ヅ
マ)

、
鼻
曲
、
烏
口
、
滑

川(

ナ
メ
ヵ£

、
笹
ド
ヤ
、
北
大
峯
、
岩
嶽
、
 

靱
ノ
峰
、
角
落
山
、
中
垣
、
矢
狭
、
犬
ナ
ヵ
セ
、
鷹
ノ
巣
、
今
朝
丸
、
仁
田
川
原
、
 

谷
平
、
古
米
沢
、
白
沢
。(

七
区)

権
田
の
大
字
名 

花
輪
、
鉄
火
、
高
座
、
水
有
、
押
平
の
こ
と
を
略
し
て
、
「
ハ
ナ
、
 

チ
ッ
、
コ
ウ
、
ミ
ズ
、
オ
シ
」
と
い
う
。
ま
た
、
水
有
は
ミ
ズ
ワ
リ
、
押
平
は
ウ
ス 

ン
テ
ヱ
ラ
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
他
、
上
ノ
久
保
、
元
村
、
下
平
な
ど
か
あ
る
。(

六 

区)
ゲ
ー
ト
倉
渕
に
は
ゲ
ー
ト
と
い
う
地
名
が
あ
る
。

下
郷
に
は
七
ゲ
ー
ト
あ
る
と
い
う
。
三
の
倉
の
コ
ー
ヤ
ゲ
ー
ト
。
花
輪
の
奥
の
矢

ゲ
ー
ト
。
学
校
の
上
の
ゴ
ン
ダ
ゲ
ー
ト
。(

六
区)

屋
号 

カ
マ
ヤ
、
ボ
ウ
ヤ(

テ
ン
ガ
の
柄
や
農
具
一
切
を
あ
つ
か
っ
た)

、
マ
ス
ヤ
、
 

シ
ャ
ガ
ン
ヤ
、

マ
ル
ヤ
、
カ
ナ
グ
ツ
ヤ(

蹄
鉄)

な
ど
の
屋
号
が
あ
る
。(

六
区) 

あ
だ
名
カ
ド
カ
ク
さ
ん(

四
角
の
家
で
、
骨
折
な
ど
を
な
お
し
て
く
れ
た
人) 

犬
松
っ
あ
ん(

子
供
が
な
い
の
で
、
犬
が
大
好
き
で
大
き
な
土
佐
ブ
ル
な
ど
を
飼 

っ
て
い
た
人)
(

六
区)

鉄
砲
玉
六
さ
ん
は
川
浦
の
人
で
、
本
名
原
田
六
三
郎
。
林
野
庁
の
関
係
の
仕
事
を 

し
て
い
た
。

酒
を
飲
む
と
旅
館
の
二
階
な
ど
か
ら
、
子
供
達
に
鉄
砲
玉
を
ま
く
の
が
癖
で
あ
っ 

た
。
ょ
く
権
田
館
に
泊
っ
て
い
た
。
戦
争
中
は
米
を
一
升
腰
に
つ
け
て
い
た
。

一
面 

働
き
者
で
、
前
橋
に
行
く
と
き
に
は
三
時
起
き
を
し
た
。
酒
を
飲
ま
な
い
時
は
と
て 

も
お
と
な
し
か
っ
た
。(

六
区)

五
、
諺
•

謎
.

そ
の
他

諺

彼

3

年
す
ぎ
の
バ
カ
肥(

一
区)

お
お
く
贅
沢
い
う
と
荒
神
様
に
怒
ら
れ
る
。(

陣
田)

ひ
め
こ
の
ょ
う
だ
。
ひ
め
こ
は
、
真
白
で
き
れ
い
だ
っ
た
。(

小
倉)

「
芸
者
の
ま
こ
と
と
セ
キ
ダ
の
裏
金
は
、
金
が
な
く
な
り
ゃ
切
れ
た
が
る
」(

七
ッ

石)

「鮎
は
瀬
に
住
む
鳥
や
木
に
止
る
、
人
は
情
の
木
に
止
る
。
ま
た
は
情
の
下
に
住 

む
」
と
言
う
。(

概
屋)

大
峯
の
三
束
雨 

三
束
か
み
な
り
と
も
い
う
。
大
峯
山
の
ほ
う
に
で
た
か
み
な 

り
は
早
く
く
る
こ
と
。

ム
ギ
を
三
束
ま
る
か
な
い
う
ち
に
や
っ
て
く
る
と
い
う
。
こ 

れ
は
権
田
で
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。

榛
名
へ
は
じ
ま
る
か
み
な
り
は
鳥
渕
へ
は
こ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

水
沼)

謎

△

ひ
と
り
っ
子
の
一
人
旅
と
か
け
て
何
と
と
く



も
ち
の
な
い
し
る
こ
と
と
く

心
は
あ
ん
じ
る
ば
か
り

△

峯
の
桜
と
か
け
て
何
と
と
く

天
狗
の
面
と
と
く

心
は
は
な
が
た
か
い

△

沢
の
桜
と
か
け
て
何
と
と
く

お
か
め
の
面
と
と
く

心
は
は
な
が
低
い

△

は
る
と
も
は
る
と
も
は
り
天
井

こ
れ
こ
そ
誰
に
も
と
き
得
ね
え

天
道
さ
ま
で
は
と
き
得
る

そ
れ
は
氷
と
と
く 

(

一
区
野
口
ま
つ
の)

升
の
中
に
毛
虫
一
匹
な
ん
ぞ 

馬
(

馬
屋
が
四
角
だ
か
ら)

升
の
中
に
牡
丹
一
つ
な
ん
ぞ 

囲
炉
裏

お
竹
さ
ん
の
腹
く
だ
り
な
ん
ぞ 

鍵
竹(

へ
え
っ
た
り
出
た
り
す
る
か
ら)
(

陣 

田)
削
れ
ば
削
る
ほ
ど
大
き
く
な
る
も
の
な
ん
ぞ 

節
穴

値
が
高
け
れ
ば
高
く
な
る
ほ
ど
大
き
く
な
る
も
の
な
ん
ぞ 

ち
く
わ
の
中
の
穴 

切
っ
て
も
切
れ
な
い
も
の
な
ん
ぞ 

水

人
を
批
評
す
る
言
葉

オ
ッ
チ
ャ
ン 

人
並
で
な
い
。
ま
た
オ
ン
ジ
イ
。

千
三
つ 

ぅ
そ
つ
き
。

万
ガ
ラ 

ょ
く
し
や
べ
る
人
。

セ
ッ
コ
ウ
ガ
イ
イ 

ょ
く
働
く
人
。

イ
ッ
コ
ク 

自
己
主
張
の
み
す
る
人
。

寸
ン
バ
ニ
コ
ミ
ヤ
ラ
レ
タ 

足
り
な
い
人
。
ぬ
け
作
。
産
姿
に
ご
ま
か
さ
れ
た
の 

ギ
ン
ナ
ガ
シ 

き
れ
い
に
か
ざ
り
つ
け
た
人
。(

第
一
区)



芸 

能

は

じ

め

に

広
い
倉
渕
村
の
芸
能
調
査
を
、
決
め
ら
れ
た
時
間
の
中
で
行
つ
た
み
た
。
全
地
区 

を
一
人
の
調
査
員
で
は
少
々
無
理
か
知
れ
な
い
。
未
調
査
の
地
区
に
づ
い
て
は
、
時 

を
う
つ
し
て
行
う
予
定
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
で
収
穫
だ
つ
た
の
は
、
川
浦
の
獅
子
舞
で
あ
る
。
三
匹
だ
ち
の
獅
子 

で
あ
る
が
、
祭
典̂

日
は
、
午
前
は
獅
子
祭
で
、
午
後
神
社
境
内
に
舞
座
を
設
け
て
、
 

神
楽
獅
子
を
行
、つ
。
こ
れ
は
三
番
そ
う
の
系
列
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。①

演
奏
者
の 

前
に
ス
ダ
レ
を
設
け
る
。②

舞
座
に
幕
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
の
中
で
舞
う
。③

カ
ン
カ 

チ
の
顔
に
深
い
ク
マ
ド
リ
を
す
る
。④

大
胴
か
加
わ
る
。

こ
れ
だ
け
で
三
番
そ
う
の
流
れ
を
も
つ
と
判
定
は
む
つ
か
し
い
が
、
機
会
を
み
て 

実
演
を
通
し
て
、
調
査
を
深
め
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
た
川
浦
の
獅
子
と
は
反
対
に
、
榛
名
神
楽
の
ょ
う
に
歴
史
的
に
も
浅
い
上
に
、
 

笛
方
の
死
亡
に
ょ
り
現
在
、
そ
の
笛
方
の
生
前
の
笛
を
録
音
で
収
録
し
て
お
い
た
も 

の
を
用
い
て
、
祭
典
の
神
楽
奉
納
に
ま
に
合
わ
せ
て
お
り
、
更
に
六
名
と
い
う
少
人 

数
の
神
楽
の
伝
承
者
が
、
ギ
リ
ギ
リ
の
所
で
こ
の
神
楽
を
さ
さ
え
て
い
る
の
を
見
る 

と
き
、
現
在
の
芸
能
の
あ
り
方
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
感
が
あ
る
。

更
に
民
謡
や
わ
ら
べ
う
た
に
つ
い
て
は
、
楽
譜
化
で
き
る
程
の
正
確
な
も
の
は
採 

集
出
き
ず
、
今
回
は
芸
能
だ
け
を
報
告
書
に
の
せ
る
。

時
を
う
つ
し
て
、
倉
渕
の
民
謡
や
わ
ら
べ
う
た
に
つ
い
て
は
、
私
な
り
に
調
査
を 

行
い
以
後
ま
と
め
た
い
考
え
で
あ
る
。

一
、
水

沼

の

獅

子

古
衣
神
社
の
祭
典
、
十
月
十
九
日
に
行
わ
れ
る(

十
月
十
八
日
の
晚)

、
こ
の
獅
子 

舞
は
、
水
沼
、
中
尾
、
中
郷
の
三
部
落
協
同
で
行
わ
れ
る
。

三
匹
立
ち
の
獅
子
で
、(

前
獅
子
、
中
獅
子
、
後
獅
子)

、
こ
の
地
区
に
生
れ
た
長 

男
で
な
け
れ
ば
、
か
つ
て
は
獅
子
舞
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
稚
児
獅 

子
で
、
十
ニ
オ
か
ら
十
五
才
が
中
心
に
な
っ
て
行
っ
て
来
た
が
、
昭
和
三
十
八
年
頃 

か
ら
四
十
七
年
ま
で
中
止
さ
れ
た
が
、
昭
和
四
十
八
年
よ
り
青
年
衆
に
よ
っ
て
復
活 

し
現
在
に
至
る
。

か
つ
て
は
獅
子
組
と
呼
ば
れ
る
組
織
が
あ
り
、
中
年
の
者
が
指
導
者
と
な
っ
て
教 

え
た
。
指
導
は
ご
く
厳
し
く
、
舞
の
練
習
な
ど
の
時
も
足
が
思
う
よ
う
に
動
か
な
い 

と
、
指
導
者
に
け
と
ば
さ
れ
た
。

獅
子
舞
を
出
す
に
は
、
十
月
二
日
に
村
の
世
話
人
が
集
っ
て
、
世
話
人
会
議
を
持 

ち
そ
の
結
果
、
そ
の
年
に
出
す
こ
と
を
決
め
る
。
獅
子
舞
の
練
習
は
、
十
月
五
日
よ 

り
夜
間
行
わ
れ
る
。
獅
子
舞
の
練
習
を
行
う
宿
は
、
各
字
の
大
き
な
家
を
一
晩
お
き 

に
廻
り
持
ち
で
行
っ
た
。
現
在
は
三
区
の
公
民
館
で
練
習
す
る
。
か
つ
て
は
夜
八
時 

頃
か
ら
夜
中
ま
で
行
っ
た
。
練
習
が
終
っ
た
あ
と
、
あ
ず
き
の
入
っ
た
カ
ユ
が
出
る
。
 

か
ゆ
は
宿
に
な
る
家
で
煮
て
く
れ
る
が
、
そ
の
出
費
は
す
べ
て
宿
で
行
っ
た
。
 

楽
器腰

太

鼓 

三

サ

サ

ラ 

ー

笛 

五

カ
ン
カ
チ 

ー



こ
の
ほ
か
付
帯
物
と
し
て
オ
ン
ベ
ー
本(

二
尺
程
の
青
竹
に
つ
け
る)

ま
た
、
侧 

子
頭
の
後
に
付
け
る
紙
を
村
人
が
欲
し
が
る
。
こ
れ
を
も
ら
う
と
、
子
ど
も
が
丈
夫 

に
育
つ
と
い
わ
れ
る
。

最
近
は
小
さ
い
オ
ン
ベ
を
作
っ
て
お
き
、
村
人
に
与
え
る
ょ
う
に
な
っ
た
。
 

祭
り
の
当
日
獅
子
の
振
り
出
し
は
、
宿
に
な
っ
た
家
か
ら
行
い
、
次
に
神
社
に
行 

き
更
に
神
社
の
守
番
の
別
当
二
軒
に
行
く
、
毎
年
一
軒
お
き
に
行
う
、
別
当
は
水
沼 

落
合
の
関
口
林
造
、
関
口
広
吉
さ
ん
の
家
で
あ
っ
た
。

宿
と
神
社
は
稚
児
獅
子(

子
ど
も
獅
子)

で
、
別
当
の
家
は
お
と
な
獅
子
を
振
っ 

た
。獅

子
の
道
具
の
保
管
は
、
関
口
林
造
さ
ん
の
家
で
あ
っ
た
。

曲

目(

舞
の
種
類)

1

辻
が
た
め 

宿
で
振
る

2
 

お
宮
め
ぐ
り

3

辻
が
た
め

4
 

獅
子
の
子

5
 

ぎ
ん
ぎ
や
く

6
 

さ
さ
ぐ
い

7
 

つ

る

ぎ

8
 

う
た
ぎ
り

9
 

め
じ
し
が
く
し

以
上2

〜9

ま
で
は
神
社
で
振
る

10
ぎ
ん
ぎ
や
く 

別
当
の
家
で
振
る

以
上
十
曲
全
部
を
奏
す
る
に
は
、
三
時
間
あ
ま
り
か
か
る
と
い
う
。

獅
子
舞
の
行
列

獅
子
舞
の
行
列
の
先
頭
に
は
村
役
人
、
次
に
万
燈
六
本
、
角
万
燈
三
本
、
傘
ぼ
こ
三 

本
計
六
本
。
続
い
て
獅
子
が
前
獅
子
、
中
獅
子
、
後
獅
子
と
三
匹
の
後
に
、
サ
サ
ラ
、
 

オ
ン
ベ
、
カ
ン
カ
チ
そ
の
次
に
村
人
と
な
る
。
道
中
で
は
、
獅
子
シ
ヤ
ギ
リ
太
鼓
を 

打
ち
な
ら
し
な
が
ら
進
行
す
る
。
道
の
両
端
は
大
勢
の
村
人
が
そ
れ
を
見
守
る
。

こ
の
獅
子
舞
は
、
依
頼
を
受
け
て
奉
納
演
奏
に
、
靖
国
神
社
へ
昭
和
三
十
四
年
に
、
 

又
昭
和
三
十
二
年
頃
、
高
崎
市
護
国
神
社
に
も
出
向
い
て
い
る
。

明
治
の
は
じ
め
上
郷
へ
の
獅
子
を
伝
承
し
た
が
、
現
在
五
郷
の
獅
子
舞
は
消
滅
し 

て
し
ま
っ
た
。
獅
子
舞
の
道
具
の
み
残
さ
れ
て
い
る
。

獅
子
舞
が
終
了
す
る
と
「笠
ぬ
ぎ
」
と
い
っ
て
、
直
会
を
行
う
。
別
当
の
家
で
手 

じ
め
を
し
、
そ
の
後
ご
神
酒
が
出
る
。

獅
子
道
具
は
直
会
が
済
み
幾
日
か
後
に
、
別
当
が
自
分
の
家
に
し
ま
い
込
み
管
理 

す
る
。
古
く
は
別
当
に
は
田
畑
山
な
ど
を
村
で
与
え
、
神
社
や
獅
子
道
具
を
管
理
依 

頼
し
て
い
た
。

別
当
の
田
を
「
甘
酒
た
ん
ぼ
」
と
呼
び
、
獅
子
舞
を
行
う
時
な
ど
、
別
当
は
甘
酒 

を
作
っ
て
村
人
に
ふ
る
ま
っ
た
。
現
在
は
甘
酒
で
な
く
お
茶
に
変
っ
た
。

獅
子
舞
の
組
織

〇

古 

老
(

指
導
格)

〇
獅
子
世
話
役(

大
人
獅
子
を
振
る
人)

〇

子
ど
も
獅
子(

子
ど
も
の
側
子
を
振
る
人)

〇
シ 

ン 

コ
(

入
会
し
た
ば
か
り
の
人
で
、
獅
子
道
具
の
仕
末
を
す
る
役) 

獅
子
の
附
帯
目
的
と
由
来

こ
の
獅
子
舞
は
、
古
く
越
後
の
人
が
伝
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
俚
伝
が
あ
る
。
 

こ
の
獅
子
舞
は
、
疫
病
除
け
の
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
村
に
変
り
事
が
あ 

る
と
必
ず
奉
納
さ
れ
た
。
古
く
入
梅
時
な
ど
に
雨
天
続
き
な
る
と
「
天
気
祭
り
」
を
し
、
 

こ
の
獅
子
を
出
す
と
必
ず
天
気
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
戦
時
中
南
京
か
ん
落 

や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ん
落
な
ど
の
時
も
、
こ
の
獅
子
を
村
中
振
り
歩
い
た
。
や
や
も 

す
る
と
戦
時
中
獅
子
舞
な
ど
の
芸
能
を
中
止
す
る
例
が
群
馬
県
に
多
く
あ
っ
た
が
、
 

こ
の
獅
子
舞
は
激
し
い
戦
時
中
で
も
戦
の
成
果
に
ち
な
ん
で
、
獅
子
舞
を
行
、っ
な
ど
、
 

こ
の
村
の
人
々
が
、
こ
の
獅
子
舞
に
深
く
心
を
寄
せ
て
来
た
こ
と
が
知
れ
る
。



二
、
川
浦
の
獅
子
舞

こ
の
獅
子
は
三
区
だ
ち
の
獅
子
で
あ
る
。
川
浦
の
す
わ
神
社
の
春
の
祭
典
、
四
月 

二
十
日
に
こ
の
獅
子
舞
は
奉
納
さ
れ
る
。

獅
子
の
呼
び
名
は
、
先
獅
子(

ほ
ぅ
が
ん)

中
獅
子
、
後
獅
子
と
呼
ば
れ
、
そ
れ 

に
さ
ら
に
一
人(

ザ
ン
ザ
さ
ら)

カ
ン
カ
チ
ー
人(

棒
を
も
つ)

が
加
わ
る
。
カ
ン 

、カ
チ
は
じ
ば
お
り
に
は
か
ま
、
そ
し
て
か
ん
む
り
を
か
ぶ
る
。

獅
子
の
組
織

獅
子
組
に
入
る
に
は
、
こ
の
地
に
生
れ
た
小
学
校(

高
等
小
学
校)

卒
業
し
た
長

男
で
あ
っ
た
。

1

新

人
(

シ
ン
コ)

は
見
学
程
度

2

親 

方(

指
導
役)

昭
和
の
初
め
頃
は
反
田
米
治
郎
、

反
田
定
次
郎
で
あ
っ 

た
。

3
 

古
参
役(

古
老
者)

手
を
持
っ
て
指
導
す
る
。

練
習
は
四
月
五
日
か
ら
行
、っ
。
別
当
の
家
で
行
っ
た
。
別
当
は
当
時
宮
下
弥
一
郎
、
 

宮
下
歌
吉
の
家
で
あ
っ
た
。

け
い
こ
は
夜
八
時
か
ら
十
二
時
頃
ま
で
行
っ
た
。
酒
は
每
晚
三
升
は
飲
ん
だ
。
親 

方
が
酒
を
飲
ん
だ
い
き
お
い
で
怒
り
、
練
習
は
大
変
だ
っ
た
。
獅
子
組
の
者
ば
か
り 

で
な
く
、
村
の
世
話
人
、
総
代
ま
で
親
方
に
は
怒
ら
れ
た
。
親
方
の
権
力
は
す
る
ど 

か
っ
た
。

練
習
は
特
に
き
び
し
く
、
足
の
振
り
方
な
ど
悪
い
と
、
け
と
ば
さ
れ
た
り
、
突
き 

倒
さ
れ
た
り
し
た
。

四
月
十
日
頃
、
総
代
三
人
、
世
話
人
十
六
人
が
寄
っ
て
会
合
を
も
つ
。
四
月
十
九 

日
別
当
の
庭
に
昼
過
ぎ
集
っ
て
、
ブ
ッ
ツ
ソ
レ
エ(

総
練
習)

を
や
る
。
村
人
も
全 

員
み
に
来
る
。

又
万
燈
は
竹
で
四
本
作
る
。
だ
し
も
二
つ
作
る
。
横
三
、十
セ
ン
チ
、
長
さ
ー 

メ
ー 

ト
ル
程
の
も
の
を
神
社
の
前
に
付
け
、
そ
れ
に
奉
納
す
わ
神
社
と
書
く
。

祭
典
当
日
の
四
月
ー
ー
十
日
に
は
、
別
当
の
奥
座
敷
か
ら
獅
子
を
振
り
出
す
。

¥

笛
が
道
笛
を
ひ
と
く
だ
り
吹
く
、
全
員
タ
ィ
コ
を
打
ち
な
が
ら
立
つ
。
ー
ー
回 

目
の
道
笛
に
ょ
っ
て
獅
子
が
出
掛
け
る
。

行
列
の
順

先
頭
は
だ
し(

世
話
人)

次
に
オ
ン
ベ
を
親
方
が
か
つ
ぐ
、
次
に
笛
五
人
、
笛
頭 

が
先
頭
、
次
い
で
サ
サ
ラ(

一
人)

獅
子
三
匹
が
付
き
、
ヵ
ン
ヵ
チ
、
太
鼓
一
つ(

世 

話
人
に
背
負
わ
せ
る)

次
に
村
人
と
い
う
順
と
な
る
。

道
は
静
か
に
歩
き
、
道
笛
を
吹
く
、
別
当
の
家
か
ら
神
社
ま
で
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
 

神
社
の
昇
旗
の
前
で
一
休
み
し
、

一
列
に
な
っ
て
道
笛
が
終
る
ま
で
待
つ
、
神
社
の 

石
段
の
所
で
又
一
休
み
、
道
笛
が
す
む
と
神
社
へ
昇
り
、
頭
の
鈴
の
合
図
で
拝
む
、
 

そ
し
て
神
社
を
一
め
ぐ
り
し
、
頭
方
が
獅
子
舞
唄
を
歌
っ
。

〇
前
に
来
て
の
歌
、
お
前
が
か
り
を
眺
む
れ
ば

み
が
き
立
て
た
る
、
ひ
え
ん
柱
。

こ
こ
で
獅
子
は
、
お
宮
巡
り
を
振
る(

新
人)

二
回
ま
わ
る
と
、
又
獅
子
舞
唄
で
、
 

頭
が
う
た
う
こ
の
宮
の
歌
と
な
る
。

〇
こ
の
宮
は
、
ひ
だ
の
た
く
み
が
建
て
た
宮
ょ

く
さ
び
一
つ
で
四
方
か
た
め
た
。

こ
の
歌
が
終
る
と
、
獅
子
は
雷
田
ぎ
り
の
舞
を
新
人
が
舞
、っ
、
こ
の
舞
を
二
回
振 

る
。
次
に
一
匹
一
匹
の
獅
子
が
舞
な
が
ら
、
神
社
に
礼
を
す
る
。
以
上
を
お
宮
巡
り 

と
い
い
、
こ
の
お
宮
め
ぐ
り
が
す
む
と
、
獅
子
で
神
楽
舞
を
行
、っ
。
神
社
の
境
内
に 

「
踊
り
場
」
を
作
る
と
い
い
、
獅
子
の
舞
、っ
場
を
作
る
。
杉
の
木
に
大
胴
を
い
わ
い 

つ
け
て
打
つ
。

神
楽
舞
に
は
、
獅
子
舞
の
付
帯
物
の
中
に
更
に
大
胴
と
笛
が
加
わ
る
。

は
じ
め
に
、
サ
サ
ラ
と
ホ
ウ
ガ
ン
獅
子
が
舞
、っ
。
こ
の
舞
は
静
か
な
舞
で
あ
る
。
 

こ
の
神
楽
舞
が
す
む
と
、
神
楽
の
お
み
き
と
い
っ
て
、
酒
が
一
升
出
る
。
更
に
大
ど 

ん
ぶ
り
に
高
も
り
に
し
た
昼
食
か
出
る
。
こ
の
時
昼
食
の
く
え
る
の
は
、
獅
子
連
、
 

世
話
人
、
総
代
、
招
待
者
の
み
で
、
楽
屋
の
す
だ
れ
の
陰
に
む
し
ろ
を
し
き
、
そ
の
所



神
楽
舞
の
踊
り
場
図

で
昼
食
と
な
る
。
酒
を
つ
ゆ
に
し
て
の
昼
食
で
あ
る
。

昼
食
が
す
む
と
、
天
狗
拍
子
の
舞
に
入
る
。
こ
の
舞
は
六
回
行
わ
れ
る
。
ホ
ウ
ガ 

ン
獅
子
が
、
ま
く
を
開
け
て
は
他
の
獅
子
を
一
匹
ず
つ
む
か
え
に
行
く
。

表
で
は
、
サ
サ
ラ
、
カ
ン
カ
チ
が
振
っ
て
い
る
。
ホ
ー
ガ
ン
獅
子
は
、
後
し
や
り 

し
な
が
ら
、
中
獅
子
、
後
獅
子
を
む
か
え
る
。
二
匹
の
獅
子
か
む
か
え
終
る
と
最 

初
か
ら
天
狗
拍
子
を
行
、っ
。
こ
こ
で
歌
が
入
る
。

〇
京
か
ら
く
だ
り
の
、
か
な
え
の
び
ょ
ぅ
ぶ

ひ
と
え
ん
さ
ら
り
と
、
ひ
き
た
ま
わ
っ
た

〇
獅
子
の
子
は
、
京
で
生
れ
て
伊
勢
育
ち

こ
し
さ
し
た
は
、
伊
勢
の
お
ん
は
ら
い

〇
さ
く
ら
ぎ
を
、
二
つ
に
ひ
き
わ
け

も
ん
に
た
て
て
も 

花
が
咲
き
そ
ろ
う

〇
七
つ
拍
子
、
や
れ
八
つ
拍
子

九
つ
拍
子
に
天
狗
拍
子

こ
の
歌
が
終
る
と
、
朝
ぎ
り
の
庭
と
な
る
。
ホ
ウ
ガ
ン
獅
子
が
、
天
狗
拍
子
の
時 

と
同
じ
よ
う
に
、
中
獅
子
、
後
獅
子
を
む
か
え
る
。
こ
こ
で
又
歌
と
な
る
。

〇
も
み
じ
散
り
て
、
雲
が
た
つ

こ
れ
の
と
こ
ろ
は
、
花
の
都
よ

こ
の
歌
が
す
む
と
笹
切
り
の
舞
と
な
る
。
ホ
ウ
ガ
ン
獅
子
は
、
又
ま
く
を
開
け
て 

中
獅
子
、
後
獅
子
を
む
か
え
歌
と
な
る
。
こ
の
時
の
歌
は
前
の
歌
と
ち
が
い
強
い
歌 

い
方
と
な
る
。(

笹
く
い
の
歌
と
い
う)

〇
奥
山
に
立
て
た
小
笹
の
み
ご
と
さ
は

こ
れ
の
と
こ
ろ
が
、
花
の
都

こ
の
歌
が
歌
い
終
る
と
、
獅
子
が
荒
れ
て
く
る
。

〇
天
じ
く
の
、
天
の
川
原
の
は
た
に
こ
う
そ

千
草
む
す
び
の
、
か
り
の
戸
を
た
て
た

え
ん
が
切
れ
れ
ば
、
ほ
ろ
り
ほ
ぐ
れ
る
。

次
に
三
拍
子
と
な
る
。
前
座
と
同
様
ホ
ウ
ガ
ン
獅
子
が
他
の
獅
子
を
幕
か
ら
む
か 

え
出
す
。
こ
の
三
拍
子
の
舞
に
優
雅
な
舞
で
あ
る
が
、
歌
が
つ
く
。

〇
さ
さ
ら
が
見
た
く
ば
、
い
た
ど
を
出
し



や
れ
板
戸
の
上
で
も
、
さ
さ
ら
三
拍
子

次
に
歌
ぎ
り
の
舞
と
な
る
。
前
座
と
同
様
、
幕
か
ら
獅
子
を
む
か
え
入
れ
る
。
こ 

の
舞
は
笛
が
少
な
く
、
歌
が
多
い
。
又
舞
が
非
常
に
む
つ
か
し
い
と
さ
れ
る
。

〇
松
に
か
ら
ま
る
つ
た
の
葉
も

え
ん
が
切
れ
れ
ば
、
ぽ
つ
り
ほ
ぐ
れ
る

次
の
歌
に
合
わ
せ
て
舞
が
つ
く
。

① 

こ
れ
の
お
庭
を
な
が
む
れ
ば

② 

こ
が
ね
こ
く
さ
が
足
に
か
ら
ま
る

③ 

い
ざ
さ
ら
ば
、
わ
れ
ら
も
ち
り
に
か
ら
ま
る

次
に
め
じ
し
が
く
し
の
舞
と
な
る
。
前
座
と
同
様
ホ
ウ
ガ
ン
獅
子
が
、
幕
か
ら
他 

の
獅
子
を
む
か
え
入
れ
る
。
こ
の
舞
は
静
か
な
舞
で
あ
り
笛
も
静
か
に
伸
び
る
。
こ 

の
座
で
も
歌
が
つ
く
。

〇
思
い
も
ょ
ら
ぬ
、
朝
ぎ
り
か
お
り
て

そ
れ
で
め
じ
し
を
か̂

さ
る
と
白
十,
と
な

〇
な
ん
ぼ
め
じ
し
を
、
か
く
し
て
も

つ
い
に
一
度
は
め
ぐ
り
合
ぅ
と
な

〇
や
く
し
の
ご
む
し
ょ
が
つ
い
し
れ
て

め
じ
し
お
じ
し
の
肩
を
並
べ
る

〇
山
か
ら
か
、
山
か
お
い
と
て
里
に
出
て

こ
れ
の
お
に
わ
に
、
羽
根
を
休
め
る

〇
白
さ
ぎ
が
海
の
と
な
か
へ
巣
を
立
て
た

波
に
ゆ
ら
れ
て
、
ぱ
っ
と
た
ち
揃
う

以
上
で
舞
は
全
座
終
る
が
、
こ
の
獅
子
舞
が
神
楽
舞
と
結
び
つ
き
、
舞
座
を
境
内 

に
作
っ
て
行
う
の
は
誠
に
め
ず
ら
し
い
。

楽
器笛 

五

カ
ン
カ
チ 

ー

サ

サ

ラ 

ー

腰

太

鼓 

三

大 

胴 

一

以
上
で
あ
る
が
、
獅
子
舞
が
舞
い
終
る
と
着
物
に
着
が
ぇ
、
「千
秋
楽
の
う
た
い
」
 

を
全
員
で
行
、っ
。
更
に
親
方
の
音
頭
で
手
う
ち
を
す
る
。

別
当
の
家
に
帰
り
、
直
会
と
な
る
。
獅
子
頭
と
太
鼓
は
新
人
が
別
当
の
家
に
持
ち 

帰
り
、
別
当
の
家
の
床
間
に
飾
る
。
他
の
道
具
は
世
話
人
が
持
ち
帰
る
。

ょ
く
日
カ
ン
定
酒
を
別
当
の
家
に
集
っ
て
行
う
。

こ
の
カ
ン
定
酒
は
、
総
代
、
世 

話
人
だ
け
で
獅
子
組
連
の
者
は
入
ら
な
い
。

こ
の
獅
子
の
由
来

こ
の
獅
子
を
は
じ
め
た
の
は
、
古
く
猪
や
さ
る
か
野
荒
し
を
し
て
困
っ
た
の
で
、
 

そ
れ
を
追
い
は
ら
う
た
め
に
は
じ
め
た
。

ま
た
疫
病
が
は
や
っ
た
の
で
、
獅
子
舞
を
は
じ
め
て
追
い
は
ら
っ
た
。
又
吾
妻
町 

の
萩
生
か
ら
伝
授
し
た
と
の
俚
伝
が
あ
る
。

現
在
の
獅
子
組
連
中

親 

方 

中

沢

文

五

前

獅

子
 

"

中

沢
 

潔
他

中

獅

子 

岡

田

千

平

他

後

獅

子
 

小

暮

幸

夫

他

笛 

高

橋

安

雄

他



カ
ン
カ
チ 

原

田

三

雄

サ

サ

ラ 

松

井
 

昇

大 

胴 

中

沢

潔

他

昭
和
五
十
年
八
日
現
在
、
川
浦
獅
子
組
連
は
二
十
名
に
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
又 

川
浦
獅
子
舞
保
存
会
が
創
立
さ
れ
て
お
り
、
現
在
会
長
は
宮
下
桂
太
郎
で
あ
る
。

三
、
椿
名
神
社
太
々
神
楽

権
田
の
椿
名
神
社
の
祭
典
は
、
四
月
三
日
と
秋
十
一
月
二
十
三
日
二
回
、
こ
の
神 

楽
は
春
秋
の
祭
典
に
二
回
出
す
。
こ
の
神
楽
は
こ
の
村
の
青
年
衆
に
よ
っ
て
行
わ
れ 

る
。こ

の
神
楽
を
は
じ
め
た
の
は
、
大
正
五
年
こ
の
村
の
青
年
十
人
程
に
、
高
崎
市
上 

小
犒
の
神
楽
の
師
匠
が
来
て
教
え
た
。(

元
群
馬
郡
長
野
村
稲
荷
神
社
静
野
氏)

当
時
習
っ
た
村
の
青
年
衆
の
氏
名

舞 

丸

山

之

峯
 

大

川

原

長

吉
 

丸

山

一

雄

塚

越

平

四
 

小

池

源

吉
 

戸

塚
 

英 

牧

野

要

作
 

松

本

朝

吉
 

丸

山

政

次

大
正
三
年
の
冬
に
来
て
教
え
て
く
れ
た
。
出
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
年
後 

で
あ
っ
た
。
座
敷
に
天
の
岩
戸
、
八
ま
た
の
お
ろ
ち
、
た
い
つ
り
、
び
や
っ
こ
な
ど 

十
座
程
で
あ
っ
た
。

神
楽
組
に
入
る
に
は
、
小
学
校
終
る
と
青
年
に
入
り
、
神
楽
組
へ
と
入
る
。
練
習 

は
か
つ
て
高
崎
の
神
楽
の
師
匠
に
習
っ
た
。
青
年
衆
の
家
に
集
っ
て
行
っ
た
。
練
習 

中
も
ご
く
や
さ
し
く
教
え
て
く
れ
た
。

祭
典
の
日
は
朝
集
り
、
午
前
十
一
時
頃
か
ら
、
午
後
三
時
頃
ま
で
神
楽
を
行
う
。
 

只
一
人
の
笛
吹
き
で
あ
っ
た
丸
山
忠
平
氏
が
、
数
年
前
に
死
亡
し
、
笛
の
伝
授
者 

が
な
か
っ
た
為
め
、
録
音
に
と
っ
て
お
い
た
笛
で
現
在
は
舞
う
と
い
う
。

神
楽
道
具
は
大
正
三
年
頃
、
村
の
寄
付
に
よ
っ
て
新
調
し
た
。
か
つ
て
は
そ
の
道 

具
を
、
氏
子
の
丸
山
之
峯
宅
の
蔵
に
置
い
た
が
、
現
在
は
神
社
の
境
内
の
収
蔵
庫
に

収
納
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
神
楽
は
、
歴
史
的
に
も
浅
く
更
に
あ
ま
り
に
も
沈
降
現
象
が
は
げ
し
く
、
現 

在
こ
の
神
楽
の
伝
承
者
は
六
名
で
、

一
時
も
早
く
笛
方
の
た
ん
生
さ
れ
、
こ
の
神
楽 

の
存
続
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

謡
い 

岩
氷
は
観
世
流
の
謡
い
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
塚 

越
桃
翁
と
い
う
学
者
が
出
て
村
内
の
教
化
に
つ
と
め
た
こ
と
に
よ
り
、
岩
氷
は
文
化 

が
進
ん
だ
村
と
な
っ
た
。

下
村
の
塚
越
順
と
新
屋
敷
の
塚
越
寿
之
助
が
観
世
流
の
謡
い
を
村
人
に
教
ぇ 

た
。
塚
越
順
造
は
心
学
を
や
っ
た
人
で
そ
の
子
の
貞
俊
は
東
京
史
を
作
り
、
徳
富
蘇 

峯
ら
と
民
友
社
を
作
り
活
躍
し
た
。

岩
氷
の
謡
い
は
本
格
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
結
婚
式
な
ど
で
も
他
の
村
の
人
達
が 

や
る
ま
で
は
や
ら
な
か
っ
た
。
本
格
的
す
ぎ
て
岩
氷
の
人
が
や
る
と
他
の
村
の
人
た 

ち
が
や
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
。(

岩
氷)

地
芝
居 

明
治
二
十
年
頃
ま
で
田
の
中
に
掛
け
舞
台
を
し
て
、
観
客
席
を
作
っ
て 

芝
居
を
し
た
。
観
客
席
は
青
竹
を
両
方
か
ら
渡
し
て
屋
根
の
中
央
位
で
そ
れ
を
し
ば 

り
、
ミ
ナ
ガ
ワ
を
屋
根
に
し
た
。
カ
マ
ボ
コ
型
の
屋
根
に
な
る
。
観
客
席
は
マ
ス
席 

に
し
て
琉
球
ゴ
ザ
を
し
い
た
。

上
村
の
塚
越
節
太
夫
が
義
太
夫
の
師
匠
で
あ
り
、
又
室
田
の
有
名
な
役
者
だ
っ
た 

阪
東
梅
松
に
芝
居
を
な
ら
っ
た
。
生
活
が
豊
か
だ
っ
た
か
ら
冬
中
ー
カ
月
も
練
習
し 

た
。先

代
萩
、
忠
臣
蔵
、
朝
顔
日
記
、
太
閤
記
、
鎌
倉
三
代
記
な
ど
が
得
意
な
演
目
で 

あ
っ
た
。
今
で
も
評
判
に
残
っ
て
い
る
の
は
先
代
萩
で
あ
る
。
塚
越
周
作
さ
ん
が
正 

岡
、
原
田
豊
造
さ
ん
が
阿
部
貞
任
と
な
り
大
変
よ
か
っ
た
。

義
経
が
大
変
よ
か
っ
た
。
奥
さ
ん
が
見
た
い
な
ど
と
さ
わ
が
れ
た
人
も
い
る
。
 

失
敗
談
も
多
い
。

下
道
の
ク
ン
さ
ん
が
先
代
萩
を
し
た
時
に
は
ハ
カ
マ
を
ひ
っ
さ
ば
い
て
し
ま
っ 

た
。
又
、
ツ
ィ
タ
テ
の
向
う
側
で
切
り
合
い
を
し
て
、
観
客
か
ら
見
ぇ
な
か
っ
た
。
 

田
に
肥
料
を
や
る
シ
ョ
ウ
ベ
ン
ヒ
キ
に
行
っ
た
途
中
で
舞
台
に
出
ろ
と
い
う
こ
と



に
な
り
、
有
頂
点
に
な
っ
て
そ
の
ま
ま
つ
い
て
い
っ
て
、
芝
居
の
終
る
ま
で
帰
っ
て 

こ
ず
に
い
た
の
で
、
家
の
人
が
心
配
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

近
在
で
岩
氷
の
芝
居
は
評
判
で
室
田
あ
た
り
か
ら
も
見
に
き
た
。

一
週
間
位
や
っ 

た
。
木
戸
賃
は
と
っ
た
。

マ
ス
席
い
く
ら
と
売
り
、
売
り
出
し
た
そ
の
日
に
売
り
き 

れ
て
し
ま
っ
た
。

キ
ラ
は
中
之
条
か
吾
妻
か
ら
借
り
て
き
た
。

警
察
で
鑑
札
を
出
す
様
に
な
っ
て
か
ら
下
火
に
な
り
明
治
末
か
ら
大
正
初
め
に 

終
っ
て
し
ま
っ
た
。
二
人
位
鑑
札
を
受
け
て
本
職
に
ま
じ
っ
て
や
っ
た
人
も
い
た
。
 

米
吉
さ
ん
も
一
人
で
奥
州
白
石
噺
の
宮
城
野
が
ょ
か
っ
た
。

そ
の
後
は
そ
の
買
い
芝
居
で
や
っ
て
も
ら
っ
た
。
昭
和
十
六
年
頃
浅
間
神
社
の
昇 

格
祝
い
に
浅
間
神
社
の
下
で
や
っ
た
。

昭
和
二
十
三
年
頃
西
中
学
校
建
築
祝
い
に
も
松
本
錦
枝
一
座
が
来
た
。
そ
れ
が
最 

後
で
あ
る
。(

岩
氷)

収
穫
期
の
芝
居 

稲
の
と
り
い
れ
も
す
ん
だ
十
一
月
の
末
、
芝
居
を
か
っ
て
田
圃 

に
芝
居
小
屋
を
掛
け
た
。
舞
台
も
小
屋
も
む
ら
の
も
の
が
す
べ
て
つ
く
っ
た
。
た
い 

て
い
は
二
日
間
だ
っ
た
が
好
評
の
と
き
は
数
日
日
延
べ
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
場
所 

は
権
田
の
学
校
近
く
の
田
圃
が
多
か
っ
た
が
、
川
浦
で
も
や
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
 

(

川
浦)

芝
居 

権
田
の
ウ
ブ
ス
ナ(

椿
名
神
社)

の
前
の
田
ん
ぼ
に
ム
シ
ロ
ッ
パ
り
の
小 

屋
を
組
ん
で
、
東
京
ッ
パ
り
の
役
者
を
あ
げ
て
芝
居
を
や
っ
た
。
長
井
の
若
い
衆
が 

地
芝
居
を
習
っ
た
。
陳
田
で
も
昔
は
、
正
月
、
二
月
は
仕
事
を
し
な
い
で
、
義
太
夫 

を
習
っ
た
。(

陳
田)

芝
居
小
屋 

秋
の
祭
り
に
田
ん
ぼ
に
芝
居
小
屋
を
か
け
、
木
戸
を
と
っ
て
大
神
楽 

や
芝
居
を
や
っ
た
こ
と
か
あ
る
。(

川
浦
も
下
の
方)

四
月
の
不
動
さ
ま
の
お
祭
り
に
、
馬
屋
を
と
り
払
っ
て
屋
台
を
つ
く
り
、
二
晚
ぶ
っ 

つ
づ
け
で
八
木
節
を
や
っ
た
り
し
た
。(

川
浦
上
の
組)

サ
—
ヵ
ス
団
昭
和
六
、
七
年
頃
の
不
景
気
の
頃
管
野
サ
ー
ヵ
ス
団
一
行
三
十
名 

を
た
の
ん
で
暖
井
地
区
の
田
の
中
に
小
屋
掛
け
を
し
、
寒
中
興
行
を
し
た
。
木
戸
銭

は
高
崎
で
五
十
銭
、
室
田
で
四
十
銭
、
三
ノ
倉
で
三
十
銭
と
安
く
な
っ
て
き
た
の
で 

初
日
は
一
人
三
十
銭
と
し
て
興
行
し
た
が
、
二
日
目
に
な
っ
た
ら
全
然
来
る
者
が
な 

い
の
で
困
り
、
三
日
目
は
十
銭
均
一
で
行
な
っ
た
ら
満
員
に
な
り
、
警
官
に
依
頼
し 

て
制
限
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
れ
で
も
混
乱
し
て
「
オ
レ
の
金
だ
っ
て
金
だ
入
れ
ろ
」 

と
わ
め
く
者
が
あ
っ
た
。
当
時
の
一
日
の
賃
金
が
五
十
銭
で
あ
っ
た
か
ら
不
景
気
の 

時
代
に
は
入
場
料
三
十
銭
は
大
へ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
。
本
当
は
見
た
い
の
だ
が
高 

い
の
で
敬
遠
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
地
元
の
有
志
が
赤
字
を
覚
悟 

で
行
な
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。(

二
区)

美
咲
館 

株
式
組
織
に
な
っ
て
お
り
、

一
株
が
二
枚
に
な
っ
て
い
た
。
株
主
は
每 

回
の
興
行
が
無
料
で
あ
っ
た
。
全
株
数
は
三
十
か
、
四
十
株
だ
っ
た
。
配
当
金
は
全 

く
な
か
っ
た
。

大
正
六
年
に
、
は
じ
め
て
活
動
写
真
を
、
こ
の
館
で
上
映
し
た
。
年
三
十
日
間
と 

い
ぅ
名
目
で
あ
っ
た
が
日
延
べ
が
多
か
っ
た
。
取
締
り
の
駐
在
所
が
黙
認
し
て
い
た
。
 

昭
和
初
期
に
は
高
崎
に
行
っ
た
こ
と
の
な
い
人
が
沢
山
い
た
の
で
当
時
は
唯
一
の
娯 

楽
で
あ
っ
た
。
館
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
、
武
蔵
館
の
ぅ
ら
で
岩
氷
の
某
家
の
古
材
を 

利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
正
初
期
に
作
っ
た
。
終
戦
ま
で
あ
っ
た
。(

二
区) 

糸
ひ
き
歌
糸
は
等
外
手
ド
ロ
は
部
外

今
に
キ
カ
ィ
か
ら
し
り
が
く
る(

一
区)

ご
ぜ 

吾
妻
の
方
か
ら
来
た
。
吾
妻
の
若
衆
が
山
越
し
に
来
て
聞
い
た
。
金
も
く 

れ
た
。(

坊
峯)

ハ
チ
ヒ
ラ
キ
、
又
は
ハ
チ
ピ
ラ
キ
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
も
来
た
。(

七 

区)
ゴ
ゼ
は
ゴ
ゼ
ン
ボ
ウ
と
も
い
い
、
芸
者
で
、
越
後
の
柏
崎
な
ど
か
ら
五
、
六
人
で 

組
ん
で
、
親
方
が
つ
い
て
来
た
。
人
の
家
を
宿
に
し
て
、
三
味
線
ひ
い
て
歌
を
歌
っ 

た
。
若
い
衆
が
銭
を
く
れ
た
。
宿
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。
大
正
時
代
ま
で
来
て
い
た
。
 

(

陳
田)

チ
ョ
ボ
ク
レ 

木
魚
の
小
さ
い
も
の
を
持
っ
て
た
た
き
な
か
ら
、
題
目
を
語
っ
た
。
 

家
の
カ
ド
を
回
る
の
で
、
お
金
を
く
れ
て
忠
臣
蔵
な
ど
を
や
ら
せ
た
。(

陳
田)

春
駒 

ふ
ろ
し
き
に
ふ
さ
を
つ
け
、
駒
の
形
に
鈴
を
付
け
て
動
か
し
な
か
ら
、
蚕



の
一
代
の
こ 

と
を
語
っ
た 

り
し
た
。
「
シ 

ジ
の
休
み
の

い
わ
れ
は
…

…
」。「

春
の
初 

め
の
春
駒
な

ん
ど
は
二
人
に
見
て
さ
え
よ
い
と
や>

+
-
」
。

歌
い
手
は
オ
カ
メ
の
面
を
顔
に
当
て
て 

い
た
。(

陳
田)

義
太
夫 

昔
は
正
月•

二
月
は
百
姓
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
月
七
日
に
は 

義
太
夫
を
習
っ
た
。
麦
ブ
チ
台
の
上
に
坐
っ
て
、
梓
を
着
て
習
っ
た
。
謡
も
習
っ
た
。
 

(

陳
田)

萩
生
の
師
匠
を
頼
ん
で
男
衆
が
義
太
夫
を
習
っ
て
い
る
う
ち
に
、
娘
た
ち
も
一
緒 

に
習
う
よ
う
に
な
っ
て
相
当
に
上
達
し
て
や
っ
た
こ
と
も
#).
る
。(

川
浦)

祭
文 

山
小
屋
に
い
る
と
祭
文
語
り
か
回
っ
て
き
て 

浪
花
節
と
同
じ
よ
う
な
語 

り
物
を(

節
が
少
し
違
う)

演
じ
て
い
っ
た
。

祭
文
は
長
さ
五
寸
ほ
ど
の
錫
杖
を
持
っ
て
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
振
っ
て
歌
っ
た
。
こ
れ 

は
サ
キ
ヤ
マ
が
仕
事
し
て
い
た
時
、
マ
サ
キ
リ
の
柄
が
折
れ
て
困
っ
て
い
た
の
を
、
 

祭
文
が
つ
い
て
き
た
錫
杖
の
長
い
柄
を
伐
っ
て
く
れ
た
の
で
、
サ
キ
ヤ
マ
と
緣
故
が 

で
き
た
と
い
い
、
そ
れ
か
ら
祭
文
の
錫
杖
は
短
か
く
な
っ
た
と
い
う
。(

陳
田)

人
形 

お
祭
り
の
時
、
前
橋
在
の
藤
木
の
人
形
を
頼
ん
で
来
て
や
っ
て
も
ら
っ
た 

こ
と
も
あ
る
。(

川
浦)

競
馬 

三
の
倉
の
シ
ュ
ク
裏
や
、
川
浦
の
ィ
モ
ウ
地
区
で
は
、
明
治
四
十
三
年
頃
、
 

競
馬
を
や
っ
た
。
優
勝
す
る
と
、
三
段
ナ
ガ
シ
、
五
段
ナ
ガ
シ
な
ど
の
、
紅
白
の
ボ 

ン
ボ
ン
が
賞
品
と
し
て
出
た
。

競
馬
を
や
っ
て
、
馬
が
い
つ
ま
で
も
帰
っ
て
こ
な
い
の
で
、
テ
ッ
ポ
ウ
馬
場
と
い 

わ
れ
て
い
る
場
所
も
あ
る
。(

第
六
区)

就
学
前
の
遊
び 

男
の
子
の
遊
び
は
、
近
所
の
子
ど
も
た
ち
が
い
く
人
か
集
ま
っ 

て
、
夏
な
ら
水
浴
び
や
虫
採
り
で
せ
み
や
か
ぶ
と
虫
を
採
っ
た
。
ま
た
道
具
を
使
う 

遊
び
で
は
、
こ
ま
や
た
こ
あ
げ
が
好
ま
れ
た
。(

川
浦)

子
供
の
あ
そ
び 

男
は
、
タ
コ
、
ブ
ッ
ツ
ケ
、

コ
マ
、
ジ
ン
ト
り
、
ビ
ー
ダ
マ
。
 

女
は
、
ア
ヤ
ゴ
ト
り
、
イ
ロ
ハ
ガ
ル
タ
、
ス
ゴ
ロ
ク
、
モ
ン
ヅ
ケ(

ト
ッ
コ)

、
ハ 

ナ
ア
ワ
セ
。

モ
ン
ヅ
ケ
は
男
の
子
も
や
っ
た
。(

六
区)

オ
ニ
ム
シ 

ギ
ン
カ
ブ
ト(

兵
隊
カ
ブ
ト
と
も
い
い
、

ハ
イ
ノ
ウ
を
し
よ
っ
た
形 

を
し
て
い
る)

、
ウ
シ(

角
が
牛
に
似
て
い
る)

、
イ
タ(

板
の
よ
う
に
平
ベ
っ
た
い)

、
 

カ
ミ
キ
り(

角
か
ハ
サ
ミ
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る)

な
ど
の
種
類
が
あ
る
。
メ
ス 

は
み
な 

角
も
体
も
小
さ
く
、
ダ
エ
ン
形
を
し
て
い
る
。

夏
に
な
る
と
、
男
の
子
た
ち
は
山
林
に
入
っ
て
、
カ
ブ
ト
虫
取
り
に
熱
中
す
る
。
 

木
を
蹴
っ
て
虫
を
落
し
た
り
す
る
。
虫
は
キ
り
で
い
く
つ
も
穴
を
あ
け
ら
れ
た
箱
に 

入
れ
て
飼
わ
れ
る
。
箱
の
中
に
は
オ
ガ
ク
ズ
が
入
っ
て
お
り
、
エ
サ
は
黒
砂
糖
な
ど 

で
あ
る
。(

六
区)

花 火 筒 

島山諏訪神社社殿内 

(長さ 240 cm、径30 cm) 
(撮影都丸十九一)



民 

家

は

じ

め

に

こ
の
民
家
調
査
は
予
備
調
査
と
本
調
査
の
二
回
の
調
査
を
行
な
っ
た
。
予
備
調
査 

は
七
月
二
十
一
日
、
倉
渕
中
学
校
教
諭
小
板
橋
良
平
氏
の
御
案
内
に
よ
っ
て
、
村
内 

に
残
る
お
よ
そ
百
年
以
上
経
た
と
思
わ
れ
る
民
家
十
八
棟
を
順
次
訪
問
し
、
外
観
お 

よ
び
屋
内
を
簡
単
に
な
が
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
あ
わ
せ
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ 

た
。倉

渕
村
を
訪
れ
て
、
ま
ず
お
ど
ろ
い
た
の
は
、
ト
タ
ン
葺
や
瓦
葺
の
明
治
以
降
に 

建
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
比
較
的
新
し
い
家
々
で
村
の
民
家
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ 

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
ぅ
な
中
で
予
備
調
査
に
訪
れ
た
十
八
棟
の
民
家
は
村
内
に
残 

る
明
治
初
期
以
前
の
遺
構
を
総
当
り
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
ぅ
。

予
備
調
査
を
お
こ
な
っ
た
遺
構
の
中
に
は
す
で
に
廃
屋
に
な
っ
て
い
る
も
の
や
原 

形
を
残
さ
ぬ
程
激
し
く
改
造
さ
れ
て
い
る
も
の
、
本
調
査
を
最
後
ま
で
拒
ま
れ
た
た

表一1地区別の予備調査民家棟数

地
区(

大
字) 

調
査
民
家
の
所
有
者 

棟
数 

_
 

富
沢 

順
作•

山
田 

勇
栄.

塚
越
太
源
治.

牧
野 

弘 

権 

田 

6
 

佐

藤

ふ

じ

•  

虎
之
助

川 

浦 

原

田

貞

雄
.

伊

井

七

郎
•

松
井 

晃 

3
 

水 

沼 

上

原

信

吉
•

唐

沢

圭

助

- 

、
 

上

野

正

雄
.

野□

正
雄.

野□

孝
治•

内

堀

幸

平
, 

三 

ノ 

倉 

7
 

及

川

秀

信
•

大
久
保
和
一
郎•

朝
香 

亟

1

— 

合 

計

18

め
、
村
内
最
古
の
貴
重
な
遺
構
と
思
わ
れ
な
が
ら
涙
を
の
ん
で
本
調
査
を
あ
き
ら
め 

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
な
ど
が
あ
っ
た
。

表
— 

一
は
予
備
調
査
を
お
こ
な
っ
た
十
八
棟
の
民
家
を
各
大
字
別
に
整
理
し
た
も 

の
で
あ
る
。

本
調
査
は
八
月
一
日
〜
四
日
ま
で
の
他
に
十
九
日
、
二
十
一
日
、
二
十
六
日
の
合 

計
七
日
間
に
わ
た
っ
て
実
施
し
、
予
備
調
査
実
施
遺
構
十
八
棟
の
う
ち
、
改
造
の
激 

し
い
佐
藤
ふ
じ
家
、
調
査
を
拒
否
さ
れ
た
虎
之
助
家
を
除
く
十
六
棟
に
つ
い
て 

痕
跡
図
を
は
じ
め
詳
細
な
記
録
を
採
取
し
た
。

本
調
査
に
当
っ
て
は
、
多
忙
な
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
の
隅
々
ま
で
心
よ
く 

開
放
し
、調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
各
家
の
持
主
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
 

(

桑

原

稔
)

一
、
調
査
民
家
の
形
式
分
類
と
編
年

本
調
査
を
お
こ
な
っ
た
十
六
棟
の
民
家
は
、
平
面
形
式
よ
り
区
分
す
る
と
三
つ
の 

型
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
民
家
平
面
の
特
徴
お
よ
び
細
部
形
式
を
検
討
し
、
さ 

ら
に
聞
き
取
り
の
資
料
を
加
え
て
建
築
年
代
を
推
定
し
、
編
年
表
を
作
成
す
る
と
表 

—
- 2

の
よ
う
に
な
る
。

三
つ
に
区
分
さ
れ
た
平
面
形
式
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

① 

不
整
形
四
間
取
型(

不
-
く
形
田
字
型)

② 

喰
違
四
間
取
型

③ 

特

殊

な

間

取

こ
れ
ら
の
間
取
は
い
ず
れ
も
他
地
方
に
お
い
て
一
般
的
に
み
ら
れ
る
形
式
で
、
倉 

渕
村
に
限
っ
て
見
ら
れ
る
と
い
う
め
ず
ら
し
い
形
式
の
も
の
で
は
な
い
。



特
に①

、②

は
農
家
に
み
ら
れ
る
型
で
あ
り
、③

は
店
屋
に
み
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
 

一
般
に
農
家
の
間
取
は
も
っ
と
多
彩
を
呈
す
る
の
で
あ
る
が
、
倉
渕
村
に
お
け
る 

農
家
遺
構
の
間
取
は
前
述
の2

形
式
し
か
見
出
さ
れ
ず
、
し
か
も
遺
構
の
年
代
は
比 

較
的
新
し
い(

内
訳
は
十
八
世
紀
初
期
頃
と
推
定
さ
れ
る
も
の
一
棟
で
、
他
は
総
ベ 

て
十
八
世
紀
中
期
以
降
、
し
か
も
そ
の
う
ち
の
半
数
が
十
九
世
紀
以
降
の
も
の)
。
こ 

の
大
き
な
原
因
と
し
て
当
村
は
県
の
中
央
部
と
吾
妻
地
方
を
結
ぶ
位
置
に
あ
り
、
こ 

の
両
者
を
結
ぶ
道
路
が
整
備
さ
れ
て
以
来
、
農
家
の
近
代
化
が
近
年
特
に
著
し
く
押 

し
進
め
ら
れ
た
た
め
、
古
い
農
家
が
ど
し
ど
し
こ
わ
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
と
考
え
ら 

れ
る
。

次
に
各
形
式
に
属
す
る
各
遺
構
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
そ
の
様
式
を
述
べ
よ
う
。

二
、
不
整
形
四
間
取
型(

不
整
形
田
字
型)

こ
の
形
式
は
デ
ー
と
ジ
ャ
シ
キ(

註1
)

の
裏
側
に
前
面
の
室
よ
り
も
奥
行
の
浅
い 

室
を
配
し
た
も
の
で
、
溯
源
的
に
喰
違
四
間
取
型
よ
り
古
い
形
式
と
考
え
ら
れ
る
。
 

こ
の
形
式
に
属
す
る
民
家
は
本
調
査
十
六
棟
中
二
棟
で
あ
っ
た
。

N
O
1
(

図
—1
)

は
不
整
形
四
間
取
型
と
し
て
古
い
特
徴
を
示
す
も
の
で
、
調
査 

遺
構
中
で
も
最
古
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
古
さ
を
示
す
主
要
な
特
徴
は
、
デ
ー
と 

ジ
ャ
シ
キ
の
裏
に
設
け
ら
れ
た
オ
ク
り
ノ
デ
ー
と
コ
ジ
ャ
シ
キ
の
奥
行
が
極
め
て
浅 

い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
オ
ク
り
ノ
デ
ー
と
コ
ジ
ヤ
シ
キ
の
奥
行
寸
法
は
ち
ょ
う 

ど
五•

〇
尺
で
あ
り
、

一
間
末
満
に
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
断
面
図 

(

図
——1
)

を
み
る
と
オ
ク
り
ノ
テ
ー
と
コ
ジ
ヤ
シ
キ
の
奥
行
か
ち
ょ
う
ど
下
屋
の
幅 

と
一
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
両
室
は
上
屋
柱(

註2
)

を
利
用
し
て
前
面
の
室
と 

の
境
を
間
仕
切
っ
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
奥
行
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で 

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
らN

〇1

の
間
仕
切
は
構
造
柱(

註3
)

の
配
置
に 

従
っ
た
も
の
で
、
オ
ク
リ
ノ
デ
ー
と
コ
ジ
ャ
シ
キ
の
奥
行
が
広
く
と
れ
な
か
っ
た
の 

も
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ちN
O
1

の
間
仕
切
は
構
造
の
影
響 

を
受
け
て
い
る
わ
け
で
、
構
造
の
影
響
を
受
け
な
い
で
自
由
に
間
仕
切
ら
れ
た
民
家

よ
リ
も
古
い
こ
と
が
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
デ
ー
と
オ
ク
リ
ノ
デ
ー
境 

が
土
壁
で
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
調
査
遺
構
中
で
当
家
だ
け
に
み
ら
れ
た
古
い
手 

法
で
あ
る
。
さ
ら
に
大
黒
柱
は
チ
ョ
ー
ナ
仕
上
げ
で
逃
げ
も
な
い(

註4
)

こ
と
、
卜 

コ
や
タ
ナ
も
ま
だ
設
備
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
建
築
的
に
古
い
特
徴
を
数
多
く
示
し 

て
い
る
。
し
か
し
、
オ
ク
リ
ノ
デ
ー
の
裏
側
一
間(

六
尺)

を
開
放
し
、
こ
こ
よ
リ
オ 

ク
リ
ノ
デ
ー

へ
採
光
し
て
い
る
こ
と
、
ジ
ヤ
シ
キ
と
コ
ジ
ヤ
シ
キ
境
に
長
さ
二
間
の 

差
鴨
居
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
デ
ー
と
ジ
ャ
シ
キ
境
で
は
長
さ
一
間
半
の
差
鴨
居
を 

用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
新
し
い
手
法
も
み
ら
れ
る
。

当
家
の
建
立
年
代
に
関
す
る
記
録
は
一
切
不
明
で
あ
る
が
、
前
述
の
建
築
的
な
各 

特
徴
か
ら
お
よ
そ
十
八
世
紀
初
期
頃
の
建
立
と
推
察
さ
れ
る
。

N
O
2

は
オ
ク
リ
ノ
デ
ー
、

コ
ジ
ヤ
シ
キ
と
も
奥
行
を
増
し
、
こ
こ
で
は
こ
の
二

室
の
奥
行
を
一
間
半
に
し
て
い
る
。
当
家
に
お
け
る
表
側
の
室
と
裏
側
の
室
境
の
間

図_ _L .个豎形四間取型
(復原平面•断面図)

No.l.富沢順作家

No.2.原田貞雄家



仕
切
はN
O
1

の
よ
う
に
構
造
柱
の
制
約
を
受
け
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
 

そ
れ
は
断
面
図(

図
—1
)

を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
構
造
柱
に
合
わ
せ
て
間
仕 

切
を
設
け
た
も
の
で
な
く
、
間
仕
切
の
た
め
に
必
要
と
な
っ
た
柱
は
構
造
柱
と
構
造 

柱
の
間
に
力
を
負
わ
な
い
柱
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
が
判
る
。
こ
の
よ
う 

な
と
こ
ろ
か
ら
当
家
に
お
け
る
表
側
の
二
室(

オ
モ
テ
ノ
デ
ー
、
チ
ャ
ノ
マ)

と
裏 

側
の
二
室(

オ
ク
リ
ノ
デ
ー
、

コ
ジ
ャ
シ
キ)

と
の
境
の
間
仕
切
は
構
造
の
制
約
か 

ら
離
れ
て
、
純
然
た
る
平
面
計
画
上
の
必
要
性
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る 

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
当
家
の
平
面
計
画(

部
屋
割
計
画)

は
構
造 

の
制
約
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
はN
O
1

に
み
た
構
造
の
制 

約
を
受
け
た
平
面
計
画
よ
り
も
新
し
い
建
築
手
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
当 

家
に
み
ら
れ
る
新
し
い
手
法
は
、
オ
ク
リ
ノ
デ
—
の
西
側
一
間
を
開
放
し
、
裏
側
に 

奥
行
の
浅
い
も
の
で
は
あ
る
が
ト
コ•

タ

ナ(

奥
行
一 
•

一
五
尺)

を
設
け
て
い
る 

こ
と
、
オ
モ
テ
ノ
デ
—
に
も
ト
コ•

タ
ナ
を
設
け
て
い
る
こ
と
、
大
黒
柱
は
チ
ョ
ー 

ナ
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
逃
げ
が
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

当
家
の
建
立
に
関
す
る
記
録
類
は
全
く
明
ら
か
で
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
な
建
築 

的
特
徴
か
ら
お
よ
そ
十
九
世
紀
初
期
頃
に
建
築
さ
れ
た
も
の
と
推
察
す
る
。

三
、
喰
違
四
間
取
型

こ
の
形
式
の
民
家
は
本
調
査
十
六
棟
中
の
十
三
棟
に
み
ら
れ
た
。

N
O
3

は
調
査
遺
構
の
中
で
最
も
古
い
喰
違
四
間
取
型
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ 

た
。
当
家
の
示
す
古
い
手
法
は
ヘ
ヤ
の
奥
行
が
狭
い
こ
と
、
オ
モ
テ
ノ
ダ
イ
と
ヘ
ヤ 

境
の
間
仕
切
の
う
ち
半
分
を
土
壁
で
閉
鎖
す
る
こ
と
、
へ
ヤ
に
外
部
に
面
し
た
開
口 

部
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
オ
モ
テ
ノ
ダ
イ
の
表
側
に
半
間
の
袖
壁
を
残
す
こ 

と
、
大
黒
柱
は
チ
ョ
ー
ナ
仕
上
げ
で
逃
げ
が
な
い
こ
と
、

コ
ジ
ャ
シ
キ
は
奥
行
が
極 

め
て
狭
く
、
そ
の
発
生
段
階
を
思
わ
せ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
オ
モ
テ
ノ 

ダ
イ
と
ジ
ャ
シ
キ
の
表
側
開
口
部
に
差
鴨
居
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
、
デ
ー
ド
コ
上 

部
に
根
太
天
井
を
張
り
、
デ
—
ド
コ
側
の
妻
部
に
低
い
兜
を
造
り
、
こ
こ
に
幅
一
間

の
開□

部
を
設
け
て
、
こ
こ
よ
り
採
光
し
デ
ー
ド
コ
上
部
だ
け
で
あ
る
が
屋
根
裏
利 

用
を
考
え
て
い
る
こ
と
な
ど
新
し
い
建
築
手
法
も
見
受
け
ら
れ
る
。

当
家
も
建
立
に
つ
い
て
の
記
録
お
よ
び
伝
承
は
な
い
が
、
建
築
手
法
か
ら
考
察
し 

て
お
よ
そ
十
八
世
紀
中
期
頃
に
建
築
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
デ
ー
ド
コ
の
上
部
表
側
に
鉄
板
葺
の
「突
き
上
げ
屋
根
」
を
造
り
出
し
て, 

い
る
が
、
調
査
の
結
果
当
初
か
ら
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

N
O
4

は
オ
ク
り
ノ
デ
ー
お
よ
び
ゾ
ー
ベ
ヤ(

コ
ジ
ャ
シ
キ)

の
奥
行
がN
O
3
 

よ
り
も
広
く
と
ら
れ
て
お
り
、
オ
モ
テ
ノ
デ
ー
の
表
側
の
袖
壁
も
な
く
、
チ
ャ
ノ
マ 

と
ダ
イ
ド
コ
境
に
は
建
具
が
入
り
、
大
黒
柱
の
仕
上
げ
は
チ
ョ
ー
ナ
と
ヵ
ン
ナ
の
併 

用
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、N
O
3

よ
り
も
新
し
い
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
し
か 

し
、
大
黒
柱
の
逃
げ
は
な
く
、
オ
モ
テ
ノ
デ
ー
と
オ
ク
り
ノ
デ
ー
境
を
土
壁
で
閉
鎖 

し
て
い
る
点
な
ど
は
古
い
手
法
を
残
し
て
い
る
。

当
家
で
は
ど
の
家
で
も
聞
く
大
黒
柱
の
他
に2

つ
の
柱
の
名
称
を
聞
き
取
る
こ
と 

が
で
き
た
。
そ
れ
は"

テ
ン
ト
—
柱"

と
"

ミ
ヤ
コ
柱"

で
あ
っ
た
。
テ
ン
ト
ー
柱 

は
オ
モ
テ
ノ
デ
ー
と
チ
ャ
ノ
マ
境
の
一
番
表
側
に
立
つ
柱
の
よ
び
名
で
あ
る
。
ま
た
、
 

ミ
ヤ
コ
柱
は
チ
ャ
ノ
マ
に
面
す
る
オ
モ
テ
ノ
デ
ー
と
オ
ク
り
ノ
デ
ー
の
境
に
立
つ
柱 

の
よ
び
名
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
柱
の
よ
び
名
の
由
来
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
筆
者 

は
そ
の
由
来
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

"

テ
ン
ト
ー
柱"

は
表
側(

南
側)

で
陽
光
を
受
け
る
の
に
最
も
条
件
の
よ
い
場 

所
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
か
ら
「
オ
テ
ン
ト
ー
様
(

太
陽)

の
あ
た
る
柱
」
が
詰
ま
っ 

て

「
テ
ン
ト
—
柱
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た"

三 

ヤ
コ
柱"

付
床
上
の
中
心
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
中
心
丄
社
会
の
中
心
丄
都 

i

ミ
ヤ
コ
」
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
て
生
ま
れ
た
名
称
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

当
家
も
ダ
イ
ド
コ
側
の
妻
部
に
兜
を
有
し
、
ダ
イ
ド
コ
上
部
だ
け
に
竹
ス
ノ
コ
を 

張
っ
て
屋
根
利
用
を
考
え
て
い
る
。
当
家
の
兜
は
開
口
部
の
下
に
草
葺
の
屋
根
を
庇 

の
よ
う
に
残
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
形
式
の
兜
造
り
が
、
兜
造
り
の 

中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
、
今
後
の
研
究
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し 

か
し
、
今
の
と
こ
ろ
他
の
町
村
で
は
こ
の
よ
う
な
例
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。



当
家
は
建
立
に
関
す
る
記
録
や
伝
承
を
残
し
て
い
な
い
が
、
建
築
の
特
徴
か
ら
一 

八
世
紀
中
期
頃
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と_

さ
れ
る
。

N
O
5

は
オ
モ
テ
ノ
デ
ー
と
オ
ク
リ
ノ
デ
ー
境
の
土
壁
が
消
滅
し
、

コ
ジ
ヤ
シ
キ 

で
は
裏
側
に
半
間
の
開
口
部
を
設
け
、
こ
こ
ょ
リ
採
光
す
る
な
ど
、
幾
分
新
し
い
特 

徴
を
示
し
て
い
る
。

伝
承
に
ょ
れ
ば
当
家
は
十
一
代
前
に
分
家
し
て
現
在
地
に
出
た
と
こ
ろ
か
ら
、

一

八
世
紀
中
期
頃
の
建
立
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
建
築
の
特
徴
か
ら
推
察
し
た
建
築 

年
代
と
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

N
O
6

は
オ
モ
テ
ノ
ダ
イ
と
オ
ク
リ
ノ
ダ
イ
境
の
間
仕
切
の
様
子
を
明
ら
か
に
で 

き
な
か
っ
た
が
、
オ
モ
テ
ノ
ダ
イ
の
表
側
に
半
間
の
袖
壁
を
残
し
て
い
る
点
はN

〇 

3

に
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
オ
モ
テ
ノ
ダ
イ
と
ザ
ス
キ
境
に
長
さ
二
間
の
差
鴨



居
を
使
用
し
、
大

黒

柱(

仕
上
げ
は
チ
ョ
ー
ナ)

は
逃
を
う
っ
て
い
る
な
ど
新
し
い 

手
法
も
み
ら
れ
る
。

当
家
は
建
築
に
関
す
る
記
録
や
伝
承
を
残
し
て
い
な
い
の
で
、
建
築
の
各
種
の
特 

徴
か
ら
考
察
し
て
、

一
八
世
紀
中
期
頃
の
建
立
と
推
定
す
る
。

N
O
7

は
以
上
述
べ
た
四
つ
の
喰
違
四
間
取
型
の
遺
構
に
比
べ
て
、
さ
ら
に
新
し 

い
特
徴
い
く
つ
か
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
オ
モ
テ
ノ
デ
ー
と
オ
ク
リ
ノ
デ
ー
境
の
中 

柱
を
省
略
し
、
こ
こ
に
差
鴨
居
を
使
用
し
、
オ
ク
リ
ノ
デ
ー
で
は
ト
コ•

タ
ナ
を
設 

け
外
部
よ
り
採
光
す
る
た
め
西
側
す
べ
て
を
開
放
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

当
家
は
江
戸
時
代
、
代
々
名
主
を
勤
め
た
家
柄
と
伝
え
、
そ
の
こ
と
を
示
す
資
料 

も
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
今
日
、
当
家
は
烏
川
の
堤
防
の
す
ぐ
近
く
に
一
軒
だ 

け
と
り
残
さ
れ
た
よ
う
に
た
た
ず
ん
で
い
る
が
、
昔
は
周
囲
に
何
軒
も
の
家
が
あ
っ 

た
の
だ
と
い
う
〇
そ
し
て
、
い
い
伝
え
に
よ
れ
ば
当
家
は
何
度
も
大
水
害
に
あ
っ
て 

い
る
が
、

一
度
も
流
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
だ
と
い
う
。
周
囲
の
家
は
水
害
に
あ
う 

た
び
に
流
失
し
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
危
険
を
感
じ
て
よ
り
高
い
所
へ
と 

移
り
住
ん
で
い
っ
た
。
こ
う
し
て
今
日
残
っ
た
の
は
当
家
唯
一
軒
に
な
っ
て
し
ま
っ 

6

と
い
う
。
そ
し
て
溯
れ
ば
寛
保
三
年(

一
七
四
三)

の
大
水
害
の
時
も
、
床
上
一 

メI

ト
ル
以
上
も
水
び
た
し
に
な
り
な
か
ら
流
さ
れ
ず
に
す
ん
だ
の
だ
と
伝
え
る
。
 

も
ち
ろ
ん
こ
の
時
も
周
囲
に
あ
っ
た
家
が
幾
軒
か
流
さ
れ
、
消
失
し
て
い
っ
た
の
だ 

と
い
う
。
 

•

-

当
家
の
建
立
は
以
上
の
よ
う
な
伝
承
に
従
え
ば
寛
保
三
年(

一
七
四
三)

以
前
と 

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
新
し
い
特
徴
の
他
に
東
側
の
妻
部
の
比 

較
的
高
い
位
置
に
兜
を
有
す
る
こ
と
、
な
ど
を
考
慮
す
る
時
、
当
家
が
当
時
名
主
を 

勤
め
て
い
た
た
め
、
新
し
い
手
法
を
一
般
農
家
よ
り
早
く
と
り
入
れ
る
こ
と
が
可
能 

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

一
八
世
初
期
ま
で
は
溯
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
建
築
の
特
徴
か 

ら
推
察
す
る
時
、
階
層
差
を
考
慮
し
て
一
八
世
紀
中
期
頃
の
建
立
と
み
る
の
が
妥
当 

で
あ
ろ
う
。

N
O
8

はN

〇5

に
類
似
し
て
い
る
が
、
オ
モ
テ
ノ
デ
ー
と
ジ
ャ
シ
キ
の
境
お
よ 

び
ジ
ャ
シ
キ
と
コ
ジ
ャ
シ
キ
の
境
に
差
鴨
居
を
使
用
し
て
い
る
点
や
、
大

黒
(

仕
上

げ
は
併
用)

に
逃
げ
の
あ
る
点
が
新
し
い
手
法
で
あ
る
。
当
家
も
東
側
の
妻
部
に
兜 

を
有
し
て
お
り
、
デ
ー
ド
コ
上
部
に
根
太
天
井
を
張
っ
て
、
デ
ー
ドn

上
部
だ
け
で 

あ
る
が
、
屋
根
裏
利
用
を
考
え
て
い
る
。
建
立
に
関
す
る
記
録
、
伝
承
は
な
い
が
、
 

建
築
手
法
か
ら
一
八
世
紀
末
期
頃
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

N
O
9
• 
N
o
w

は
と
も
に
兜
を
有
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
屋
根
裏
利
用
を 

考
え
て
い
な
い
。
大
黒
柱
はN
O
9

が
チm

丨
ナ
、N
o
w

は
ジ
ャ
シ
キ
側
の
一
面 

を
カ
ン
ナ
、
他
の
三
面
を
チ
ョ
ー
ナ
で
仕
上
げ
て
い
る
が
、
両
者
と
も
逃
げ
は
あ
る
。
 

ま
た
オ
モ
テ
ノ
デ
ー
と
オ
ク
リ
ノ
デ
ー
境
は
両
者
と
も
中
柱
を
省
略
し
て
い
る
。

N
O
9
 

•  
N
o
w

と
も
建
立
に
関
す
る
記
録•

伝
承
を
残
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
 

同
時
期
の
建
立
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
時
期
は
一
九
世
紀
初
期
頃
と
推
察
し
て
よ
い
で 

あ
ろ
ぅ
。

N
o
n

は
ジ
ヤ
シ
キ
表
の
中
柱
を
省
略
し
、
こ
こ
に
初
め
て
差
鴨
居
を
用
い
て
い 

る
遺
構
例
で
あ
る
。
大
黒
柱
は
デ
ー
ド
コ
側
の
一
面
を
チ
ョ
ー
ナ
、
他
の
三
面
を
力 

ン
ナ
仕
上
げ
と
し
、
逃
げ
を
有
し
て
い
る
。
デ
—
ド
コ
の
上
部
に
だ
け
竹
ス
ノ
コ
天 

井
を
張
り
、
採
光
の
た
め
デ
ー
ド
コ
側
の
妻
部
に
兜
を
設
け
て
い
る
。
当
家
も
建
立 

に
つ
い
て
の
記
録
や
伝
承
を
残
し
て
い
な
い
が
、
建
築
手
法
か
ら
み
て
十
九
世
紀
初 

期
か
ら
中
期
頃
の
も
の
で
あ
ろ
ぅ
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、
建
築
と
は
関
係
な
い
の 

で
あ
る
が
、
当
家
に
は
正
月
七
草
ま
で
「な
っ
ぱ
」
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
 

お
よ
び
正
月
に
子
供
の
よ
ろ
こ
ぶ
飾
り
を
す
る
と
子
供
か
死
ぬ
と
い
わ
れ
る
い
い
伝 

え
が
あ
る
。

N
O

12
、N

〇
13
の
建
築
平
面
に
み
ら
れ
る
特
徴
は
よ
く
類
似
し
て
い
る
。
こ
の 

両
家
で
は
オ
モ
テ
ノ
デ
ー
に
お
け
る
前
面
の
中
柱
も
省
略
し
、
こ
こ
に
差
鴨
居
を
用 

い
て
い
る
。
し
た
が
づ
て
こ
の
期
の
遺
構
で
は
床
上
に
お
け
る
表
側
の
柱
間
は
二
間 

を
示
す
の
で
あ
る
。

N

〇
12
は
入
母
屋
造
り
で
建
立
当
初
、
屋
根
裏
利
用
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
今 

日
、
チ
ャ
ノ
マ
上
部
の
前
面
に
突
き
上
げ
屋
根
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
治
に 

入
っ
て
か
ら
改
造
し
て
は
付
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
、っ
。

N
O

13
は
前
兜
造
り(

註5
)

と
い
い
、
こ
の
地
方
で
は
あ
ま
り
見
な
い
め
ず
ら
し



い
屋
根
形
式
で
あ
る
。
前
兜
造
り
は
中
之
条
町
に
多
く
み
ら
れ
る
形
式
で
あ
る
と
こ 

ろ
か
ら
、
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
当
村
に
も
前
兜
が
み
ら
れ
た
の 

で
あ
ろ
ぅ
。

N

〇
13
は
明
治
二
年(

一
八
六
九)

の
建
立
と
伝
え
、N

〇
12
も
同
じ
頃
建
立
さ 

れ
た
遺
構
で
あ
ろ
ぅ
。

N

〇
14
は
オ
ク
リ
ノ
デ
ー
の
裏
側
を
す
べ
て
開
放
し
、
書
院
を
設
け
、N

〇
13
と 

同
じ
前
兜
造
り
の
屋
根
形
式
を
示
し
て
い
る
。
当
家
は
喰
違
四
間
取
型
の
民
家
で
は 

最
も
新
し
い
部
類
に
入
る
も
の
で
あ
る
。

い
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
当
家
は
上
野
三
代 

作
と
い
う
人
が
明
治
十
二
年(

一
八
七
九)

に
建
っ
た
も
の
で
、
当
主
の
親
が
そ
れ 

を
買
っ
た
た
め
に
、
大
久
保
家
が
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。



N

〇
15
は
幕
末
か
ら
明
治
中
頃
ま
で
医
者
の
家
柄
と
し
て
有
名
で
、
オ
モ
テ
ノ 

デ
ー
の
表
側
に
は
式
台
を
設
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
建
築
当
初
か
ら
の
も
の
で
は
な 

い
。
建
築
と
し
て
特
に
変
っ
た
と
こ
ろ
は
み
ら
れ
な
い
が
、
屋
根
を
入
母
屋
と
し
波 

風
を
大
き
く
と
っ
た
と
こ
ろ
は
医
者
と
し
て
の
風
格
を
建
築
的
に
表
現
し
ょ
う
と
し 

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

書
院
の
上
部
の
ラ
ン
マ
彫
刻
に
「東
都
、
後
藤
恒
徳
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当 

家
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
そ
れ
も
比
較
的
早
い
時
期
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。

四
、
特

殊

な

間

取

N

〇
16
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
農
家
の
間
取
を
示
し
た
も
の
で
は 

な
い
。
店
屋
、
す
な
わ
ち
町
屋
の
間
取
が
複
雑
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
家
は
現
在 

で
は
店
屋
で
は
な
い
が
、
間
取
に
「
ミ
セ
」
「
オ
ク
ノ
ミ
セ
」
な
ど
の
名
称
が
み
ら
れ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
建
立
当
初
は
大
き
な
商
店
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

屋
根
は
切
妻
造
で
現
在
ト
タ
ン
葺
に
な
っ
て
い
る
が
建
立
当
初
は
板
葺
で
あ
っ
た 

と
思
わ
れ
る
。

平
の
部
分
を
道
路
に
面
し
、
出
桁
造
と
し
た
総
二
階
の
大
き
な
家
で
あ
る
。
当
家 

は
い
い
伝
え
に
よ
れ
ば
明
治
十
年(

一
八
七
七)

の
建
立
と
い
う
が
、
建
築
的
に
み 

て
も
、
い
い
伝
え
の
通
り
建
立
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。•

S

〕

1

…
こ
の
地
方
で
は
ジ
ヤ
シ
キ
の
こ
と
を
チ
ヤ
ノ
マ
と
も
よ
ぶ
が
、
こ
こ
で
は
調
査
し 

た
家
で
古
く
か
ら
よ
ん
で
い
る
よ
び
名
を
用
い
る
。

2

…小
屋
梁
を
受
け
る
一
番
外
側
に
位
置
す
る
柱
の
こ
と
。

3

…実
際
に
力
を
負
う
柱
の
こ
と
。

4

…大
黒
柱
を
据
え
る
古
い
方
法
は
デ
—
ド
コ
と
ジ
ヤ
シ
キ
境
の
柱
芯
に
大
黒
柱
の
芯 

を
一
致
さ
せ
て
据
え
る
の
で
、
他
の
柱
よ
り
一
回
り
太
い
大
黒
柱
は
そ
の
面
が
他 

の
柱
の
面
よ
り
と
び
出
し
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
ジ
ヤ
シ
キ
に
畳
を
入
れ
る
場 

合
は
、
こ
の
と
び
出
し
た
分
だ
け
大
黒
柱
を
欠
き
と
る
か
、
あ
る
い
は
畳
を
欠
き 

と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
大
黒
柱
の
据
え
方
を
「逃
げ
を
考
え
て
い
な 

い
配
置
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
ー
ド
コ
と
ジ
ヤ
シ
キ
境
に
お
け
る 

他
の
柱
の
ジ
ヤ
シ
側
の
面
に
大
黒
柱
の
面
を
合
わ
せ
て
大
黒
柱
を
据
え
る
方
法
を 

「逃
げ
を
考
え
て
い
る
配
置
」
と
い
っ
て
お
り
、

い
技
術
で
あ
る
。
こ
れ
に 

よ
れ
ば
大
黒
柱
や
畳
を
欠
か
ず
に
ジ
ヤ
シ
キ
に
畳
を
敷
き
つ
め
る
こ
と
が
で
き 

る
の
で
あ
る
。

5

…塚
越
太
源
治
の
よ
う
に
表
側
を
切
り
上
げ
て
二
階
を
造
る
方
法
を
い
う
。



表一 2 倉渕村民家遺構の形式分類および編年表

間取 柱間装置 構 造 設備•仕上.その他 建築に 関す る 記録

特

殊

な

間

！
^

 

喰

違

四

間

取
 

不
整
形
四
間
取 

所

在

地
_

者

名 

有

,

氏 

所
ナ

ン

バ

ー

オモテノ 

デー

の表側

オモテノ
デーと才
クリノ〒 
一の境

キ
ノ
の
側 

シ
ヤ

ヤ
チ}

.

ジ 
く 

マ
表

5

?2
柱

大黒

柱の

逃げ

軒裏

の

構造

土台

オモテ

ノデー 

のトコ

大黒柱

の仕上

推
定
建
立
年
代g

家

柄
•

役
職 

再
建
さ
れ
た
も
の 

不 

明 

建
立
さ
れ
た
ま
ま 

(
チ
ヤ
ノ
マ)

一
呈⑸
 

ジ
ャ
シ
キ
巾5

デ

ー

の

幅

尺

建立についての伝承•記録•その他カ
ン
ナ
ー

併 

用
一

あ 

り
一 

1^1
し

あ 

り 

な 

し

せ
ー
ゲ
ー 

ふ
き
下
し

あ 

り

な 

し 

な 

し

あ 

り

差
鴨
罟3

ミ 

差
鴨
居3

ミ 

中
柱
あ
り

差

鴨

居

中
柱
あ
り

壁 

あ 

り 

差

鴨

居
 

中
柱
あ
り

壁

あ

り

1富沢順作権田〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇12.5812.60 〇 樋18初^^^篇^^な^^品^^^人嘉9^^£。

2原田貞雄川浦〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇〇 12.5613.01 〇 〃 19初 前面の突上げは後補のもの

 ニ フフー～—～ 77777777"—ス 1Qr+n東側妻部に低いカブト(開口i間)を有す。表面 3伊井七郎 〃〇 〇 〇-------- 〇 〇〇 〇 〇 〇〇 12.4812.43 〇 〃 18中中央の突き上げヤネは後補のもの。

---------------------------------------------------------------  ～—77—77—77 77—77—77T777^～—ス 1Qr+n東側妻部にカブトを有す。突き上げヤネは後 
4上野正雄三ノ倉 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12-5912.52 〇 "18中補のもの。当主(64才)で16代目。____________

5上原信吉水沼 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇〇 〇 〇 12.4412.42 〇 〃 18中11代前に分家した。突き上げヤネは後補。

6松井晃川浦 〇〇 ノ//〇 〇 〇 〇 〇 ノ/ 〇 〇 12.4912.59 〇 〃 18中突き上げ屋根は後補、カブトなし〇

-------------------------------  --------------- --------------------------------77フ—フ-'77_ハ 77_777777ス 々、東側妻部にカブトを有す。寛保碑(1743)の水 
7野口正雄三ノ倉-- 〇 〇---------〇〇-------- 〇〇 〇 〇 〇 〇 12.4915.62 〇 名王18中 害の時当家だけ流されずに残ると伝える。

-------------------------------------------------------  77 77—7777—77—7 77—7T77777«"—ス_士て播77±東側妻部にカブト(開口巾2間)を有す。デード 
8山田勇栄権田 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇/’ 〇 12.4312.56 〇 本碰18末コ上部だけ屋根裏を利用。____________

9唐沢圭助水沼 〇 〇 〇〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 12.4212.45 〇 〃 19初 前面の突き上げ屋根は後補、カブトなし。_

10野口孝治三ノ倉〇 〇 〇〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 12.4912.54 〇 "19初____________ " ___________ "

n内堀幸平 〃〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12.4912.53 〇 〃 19中東側妻部にカブトあり、突き上げヤネなし。_

12及川秀信〃〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇124412.44 〇 〃 19中カブトなし。_______________________

13塚越太源治権田 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇12.4012.40〇 〃19中前カブト造、明治2年(1869)の建立と伝える〇

 丁 P野•二代作という人が明治12年(1879)に建っ 
14大久保和一郎三ノ倉〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇12.4312.46 〇 . 〃 19末たのぞ明治34年生れの親が買って出た。_____

15朝香 極" 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇12.4812.48 〇 医者19中 明治初年の建立。_________________________

16牧野弘権田 〇 〇 〇 〇〇〇〇〇/ア 〇12.40 〇 商屋19末明治10年(1877)の建立と伝える。

i7l 11II1111111111111111「I H I」_ ■_L----------------------------------------------------------------



原田貞雄家

トボーグチの大戸とくぐり戸

富沢順作家(No.l)
左側にみえる「突き上げ屋根」は後補のもの

原田貞雄家(No.2 )
「突き上げ屋根」は後補のもの

伊井七郎家

逃げのない大黒柱(畳の当る部分の大 

黒柱を欠いている)

原田貞雄家

トボーグチのすぐ右にある便所

伊井七郎家(No.3 )



上原信吉家
ジャシキ南より正面をみる。根太天井は後補のもの

野口正雄家(No.7)妻兜の下に草葺の 

下屋(後補)を持っているのはめずらしい。

野口正雄家当家は突き上げ屋根を有し 

ていないので古風な感じを与える

上野正雄(No.4 )
中央の突き上げ屋根は後補のもの

東側を妻兜としているが、その下に草蓦の下屋を当 

初から有している

(No.7と同様の妻兜)

上野正雄家

1間ごとにたつ表側の柱エンガワは当 

初はなかった。

上原信吉家(No.5 ) 
中央の突き上げ屋根は後補のもの

松井 晃家(No.6 )
中央の突き上げ屋根は後補のもの



唐沢圭助家(No.9 ) 野口正雄家 屋 根 裏

野口孝治家(No.10) 山田勇栄家(No.8 )

野口孝治家のデード上部に張られてい 

る竹簀子天井

山田勇栄家の大黒柱

デードコ側に逃げているのがみられ

る〇



大久保 和一郎(No.14) 内堀 幸平 家(Noll)

塚越太源治家と共に倉渕村では2棟しか発見されな

かった前兜造り

大久保和一郎家の大黒柱

逃げがあり、カンナで仕上げられた表

面はつやつやとかがやいていた。

及川秀信家(No.12)
突き上げ屋根は後補のもの

塚越太源治家(N0.13)
この地方ではめずらしい前兜造り

朝香 亟家(N0.15) 



朝香 亟家

オモテノジャシキの前面に設けられた式台 

(建立当初はなかった)

牧野 弘家

1階よ')2階の前側を少し外へ出した 

出行r造りにしてV、る。

牧野弘家の2階

小墙梁に板簀子を張り3階にしてV、る

朝香颃家の平書院

佐藤ふじ家

元は草葑の屋根だったが、昭和9年に現在のような 

生子トタン葺に大改造したとのことである。

牧野 弘家(No.16)



有
形
民
俗
資
料

は

じ

め

に

例
年
の
こ
と
と
は
い
い
な
が
ら
、
編
集
担
当
者
の
と
こ
ろ
へ
配
布
さ
れ
た
調
査 

カ
ー
ド
は
一
枚
も
な
く
、
写
真
の
み
約
一
〇
枚
と
い
う
結
果
を
も
と
に
す
れ
ば
終
了 

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
と
り
あ
げ
る
べ
き
民
俗
資
料
は
確
実
に
存
在
し
て
い
る
こ 

と
を
考
え
、
あ
ら
た
め
て
若
干
の
調
査
を
し
て
ま
と
め
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
そ
う 

し
た
事
惜
か
ら
、
農
耕
具-
-

一
戸
の
農
家
を
中
心
と
し
た
農
具
に
限
定
し
て
あ
る 

こ
と
を
付
記
し
た
い
。(

阪
本
英
一)

一
、
農
家
が
所
有
す
る
農
具

倉
渕
村
大
字
川
浦
、
伊
井
栄
太
郎
氏
方
の
場
合
を
例
に
、
当
地
の
農
家
が
、
平
均 

的
な
農
業
を
行
う
に
必
要
な
農
具
を
み
て
み
ょ
う
。

伊
井
家
は
、
田
四
反
、
畑
六
反
、
計
一
町
ほ
ど
の
耕
地
面
積
を
も
ち
、
当
地
の
農 

•
豕
が
ふ
つ
う
に
栽
培
す
る
米
、
麦
、
雑
穀
や
、
養
蚕
を
中
心
と
し
、
い
も
やn

ン
ニ
ャ 

7

、
最
近
で
は
ミ3

ウ
ガ
等
に
も
力
を
入
れ
、
組
合
を
つ
く
っ
て
ワ
サ
ビ
栽
培
も
行
っ 

て
い
る
農
家
が
あ
る
。

伊
井
栄
太
郎
氏
が
数
を
上
げ
る
農
具
は
、
お
ょ
そ
次
の
通
り 

で
あ
る

テ

ン

ガ
 

三
〜
五

キ

ワ

カ

キ(

草
カ
キ)

五

エ

ン

ガ
 

ニ

ノ n

ギ
り
ガ
マ 

五
〜
六

下
刈
り
ガ
マ 

三

シ
バ
カ
り
ガ
マ 

三
〜
五

草
刈
り
ガ
マ 

三
〜
五 

ナ
タ
ガ
マ 

ー
丄
一 

桑
切
り
ガ
マ 

ニ
〜
三 

桑

ツ

ミ
(

ツ
メ) 

約
六

ヨ

ッ

ゴ
 

ニ

マ
ン
ノ
ウ 

ニ
〜
三 

三

本

鍬
 

二
〜
三 

サ

ガ

ラ
 

ニ
〜
三 

ジm

り

ン
(

土
入
れ)

二
〜
三 

桑
ッ
ミ
ザ
ル 

こ
〜
三 

桑
ツ
ミ
カ
ゴ 

ニ
〜
三 

草
刈
り
カ
ゴ 

ニ

ク
ズ
カ
キ
カ
ゴ 

ニ
〜
三 

サ
ン
チ
ュ
ウ 

ニ
〜
三 

メ

ケ

イ
 

ニ
〜
三 

コ
イ
シ
ヨ
ウ
ギ 

ニ
〜
二 

シ
ヨ
イ
コ 

ニ
〜
二

モ

ッ

コ
 

ー

テ
ン
ビ
ン
と
カ
ル
コ 

ー
荷

ヤ
リ
ッ
ポ
ウ 

ー
 

麦
ブ
チ
台 

一

ク
ル
り
棒 

二
〜
三

エ
ッ
チ
ュ
ウ
ッ
チ 

(

以
下
若
干) 

ム
ギ
ッ
ト
ウ
シ



ヒ
キ
ワ
リ
ブ
ル
イ

ア
ワ
、

ヒ
エ
ブ
ル
イ

粉
ブ
ル
イ

ソ
バ
ブ
ル
イ

唐 

箕

カ
ナ
ゴ
キ

石 

臼

木

ズ

ル

ス
(

土
ズ
ル
ス) 

米

ッ

キ
(

カ
ラ
ワ
ス) 

巴 

甬

ビ 

ク

馬
に
つ
け
る
肥
桶 

箕コ
ン
ニ
ヤ
ク
掘
リ

代

グ

ラ
 

荷

グ

ラ

オ

ン

ガ

マ

ン

ガ

一
斗
マ
ス

一
升
マ
ス

五
合
マ
ス

一
合
マ
ス

マ
ブ
シ
織
機

蚕

か

ご

む

し

ろ

俵カ

マ

ス

尺
棒
と
尺
な
わ

そ

の

他

二
、
直
接
の
農
耕
具

エ

ン

ガ(

柄
鍬)

古
く
は
木
の 

ヘ
ッ
タ
に
カ
ネ
の
刃
を
つ
け
た
エ
ン
ガ
を
使
っ 

て
い
た
が
、
昭
和
の
初
こ
ろ
、
全
部
を
カ
ネ
で
つ
く
っ
た
エ
ン
ガ
が
入
っ
て
来
て
、
 

こ
れ
で
畑
を
う
な
っ
た
。

現
在
あ
る
の
は
カ
ネ
の
エ
ン
ガ
で
、
安
中
市
の
山
崎
製
作 

所
で
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
。

柄
の
長
さ 

一
九
五

cm

刃 

九

五

cm

婦
人
、
子
ど
も
の
使
用
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
主
婦
で
や
る
者
が
い
れ
ば
話
の
タ
ネ 

に
な
っ
た
。

十
年
ほ
ど
前
、
川
浦
の
諏
訪
神
社
春
祭
り
の
市
で
買
っ
て
か
ら
使
う
よ
う
に
な
っ 

た
。

柄
が
短
く
、T

字
型
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
刃
が
細
長
い
の
で
土
の
中
へ 

の
さ
さ
り
が
よ
い
こ
と
、
丸
く
カ
ネ
を
つ
け
て
あ
る
の
で
土
を
返
す
の
に
楽
な
こ
と 

な
ど
か
ら
、
老
人
、
婦
人
、
子
ど
も
た
ち
に
も
扱
い
易
い
の
で
手
軽
に
使
え
る
農
具 

と
な
っ
て
い
る
。

柄

九

四

cm

刃

四

八

cm
ひ
ろ
が

り

一

九•

四X

二

三•

五

cm

開
こ
ん
鍬 

沼
田
の
鍬
治
屋
の
製
品
と
い
い
、
利

根
•

沼
田
地
方
で
使
用
さ
れ
て 

い
る
も
の
と
同
型
で
あ
る
。

サ

ガ

ラ
(

唐

鍬)

よ
り
は
角
度
が
あ
る
が
、
テ
ン
ガ
と 

は
ち
が
い
、
開
こ
ん
を
す
る
の
に
べ
ん
り
な
よ
う
に
で
き
て
い
る
。

柄 

八

八

cm

刃 

二

八•

五

cm

刃
巾

一
五X

一
四

cm

サ

ガ

ラ

開

こ

ん

用

と

植

え

つ

け

用

と

が

あ

る

。

こ
れ
は
植
え
つ
け
用
と
し
て
利 

根
の
方
の
も
の
を
入
手
し
た
も
の
と
い
う
が
、
薄

い

カ

ネ(

鉄)

を
使
っ
て
い
る
の 

で
軽
く
て
、
で
き
が
い
い
の
で
相
当
の
木
の
根
も
か
ん
た
ん
に
切
れ
る
の
で
使
い
易 

い
と
い
う
。



サガラ(植えつけ鍬) 

(川浦)

(阪本英一撮影)

開こん鍬(川浦)

(阪本英一撮影)
エンガ(川浦)

(坂本英一撮影)

エンガ(川浦)

(坂本英一撮影)

こんにゃく掘り(川浦)

(阪本英一撮影) 

テンガ(川浦)

(阪本英一撮影) 

テンガ(川浦)

(阪本英一撮影) 

三本鍬(川浦)

(阪本英一撮影)

ツブテ打ち

マンノウ(川浦)

(阪本英一撮影)

ヨツゴ(川浦)

(阪本英一撮影)

ジョりン(川浦)

(阪本英一撮影) 

ジョりン(川浦)

(阪本英一撮影)

くさかき(長井)

(上野 勇撮影)



柄 

九

〇

cm

刃
巾 

ー
ニ

cm

刃

長

二

三
.

五

cm

三
本
鍬 

田
ん
ぼ
お
こ
し
に
使
用
す
る
の
を
主
と
し
た
農
具
で
、

オ
ン
ガ
が
入
る 

前
は
こ
れ
で
田
を
掘
り
お
こ
し
て
田
植
え
の
準
備
を
し
た
。

そ
の
後
も
三
本
鍬
で
お 

こ
し
て
い
る
人
も
い
る
。

柄 

ー
ー
三•

五

cm

刃 

ニ

ー
.

五

cm

ひ

ろ

が

り

一

七
•

五

cm

テ

ン

ガ
(

手
鍬)

昔
は
、
木
の
ヘ
ッ
タ
の
つ
い
た
テ
ン
ガ
を
使
っ
て
い
た
。
そ 

の
こ
ろ
は
、

カ
ネ
は
鍛
治
屋
で
う
た
せ
、
棒
屋
で
ボ
ウ
も
ィ
タ
も
見
つ
く
ろ
っ
て
仕 

上
げ
さ
せ
る
注
文
生
産
で
や
ら
せ
た
。
神
社
の
市
に
来
る
鍛
治
屋
も
あ
っ
た
が
、

こ 

れ
は
サ
ン
ト
ウ
ブ
チ
と
い
い
、
そ
ん
な
百
姓
道
具
は
だ
め
な
も
の
だ
と
い
わ
れ
た
。
 

ふ
つ
う
に
使
う
と
二
年
く
ら
い
で
テ
ン
ガ
の 

ハ
ガ
ネ
か
減
っ
て
し
ま
う
の
で
、
減
っ 

た
も
の
は
鍛
治
屋
で
サ
キ
ガ
ケ
を
さ
せ
て
使
っ
た
。

柄 

ー
ー
五

cm

刃 

三

六•

五

cm

刃

巾

一

三

cm

テ

ン

ガ
(

四
本
鍬)

ひ
か
く
的
近
年
に
な
っ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の 

で
、
四
本
の
刃
に
な
っ
て
い
る
の
で
軽
く
て
扱
い
易
く
、
土
へ
の
サ
サ
り
が
よ
く
、
 

土
も
よ
く
砕
け
る
こ
と
、
テ
ン
ガ
に
泥
が
た
ま
ら
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
広
く
使
わ
れ 

る
。

し
か
し
、
サ
ク
を
つ
く
っ
て
種
を
ま
く
と
い
う
に
は
、
平
ら
な
ミ
ゾ
が
つ
く
れ 

な
い
の
で
適
当
で
な
い
。

柄

ー

ニ

三

cm(
刃

先

二

五

cm)

刃 

三

〇
•

五
(

ひ
ろ
が
り
ー
ー 
•

五
蓬)

cm

コ
ン
ニ
ヤ
ク
掘
り 

コ
ン
ニ
ヤ
ク
栽
培
の
道
具
の
中
の
代
表
的
な
も
の
で
、
二
本 

鍬
と
も
い
う
べ
き
も
の
。

畑
の
収
か
く
期
に
コ
ン
ニ
ヤ
ク
ィ
モ
を
掘
る
時
使
、っ
が
、
 

に
ん
じ
ん
や
ご
ぼ
う
掘
り
に
使
う
と
ぐ
あ
い
が
よ
い
と
い
わ
れ
る
。

柄 

一
〇
六

cm

刃 

二

六

cm

刃
(

全
長)

三

三
.

五

cm

ヨ
ツ
ゴ 

角
材
に
四
〜
五
本
の
鉄
の
刃
を
つ
け
た
も
の
が
古
く
、(

使
用
し
た
こ
と 

は
な
か
っ
た)

、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
は
全
部
カ
ネ
と
な
っ
た
。
畑
の
サ
ク
の
間
の
草 

を
か
く 
(

搔

く)

と
か
、

エ
ン
ガ
な
ど
で
う
な
っ
た
畑
の
整
地
や
、
土
塊
を
こ
わ
す 

た
め
に
使
用
し
た
。

柄

ニ

ー

七
•

五

cm

刃 

二

四
•

五

cm

刃
長 

八
•

〇

cm

マ
ン
ノ
ゥ 

牛
や
馬
小
屋
か
ら
厩
肥
を
か
き
出
す
時
や
、
堆
肥
を
き
り
か
え
し
す 

る
時
に
使
う
道
具
、
田
畑
で
使
う
こ
と
は
な
い
。

柄 

ー
ニ
三

cm

刃
(

高

さ) 

一
四

cm

刃

の

ひ

ろ

が

り

ー

ニ

cm

ツ
ブ
テ
打
ち 

田
畑
を
耕
作
す
る
と
き
、
土
塊
を
た
た
い
て
こ
わ
す
時
に
使
用
す 

る
道
具
、
鉄
の
刃
が
で
て
い
る
の
で
麦
作
な
ど
に
多
用
さ
れ
る
。

く

さ

か

き

川

浦

で

も

ク

サ

カ

キ

、
キ
ワ
カ
キ
の
二
通
り
の
名
が
あ
る
ら
し
い
。
 

畑
や
桑
園
の
除
草
に
使
う
の
で
ク
サ
カ
キ
と
い
わ
れ
る
が
、
畑
の
周
囲
を
仕
上
げ
る 

時
に
も
使
わ
れ
る
の
キ
ワ
カ
キ
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

柄 

ニ

ニ

cm

刃
巾 

二

四

cm

刃
高 

一
四•

五

cm

ジ
ョ
リ
ン 

川
砂
利
を
す
く
っ
た
り
道
路
工
事
に
使
っ
た
り
す
る
道
具
で
、
竹
で 

編
ん
で
水
切
り
を
よ
く
し
た
り
柄
に
つ
け
る
ツ
ル
の
と
こ
ろ
は
、
使
用
す
る
状
態
で 

k
T

で
き
る
よ
う
に
し
ば
っ
て
お
い
た
も
の
で
、
川
の
中
で
使
う
に
は
し
ご
く
ベ
ん 

り
な
道
具
だ
っ
た
。

現
在
は
、
テ
レ
ビ
の
ヒ
ー
ダ
—
線
で
編
み
こ
み
、

ツ
ル
も
金
具 

で
固
定
し
て
し
ま
っ
た
。



マ ネ(長井)

(上野 勇撮影)

ワサビ鍬(川浦)

(阪本英一撮影)

上から、下刈ガマ(柄62 cm)
草刈りガマ(柄49cm) 
麦刈りガマ(柄42.2cm)

(川浦)

(阪本英一撮影)

ジョリン(土入れ)(川浦)

(阪本英一撮影)

ワサビ植え(川浦)

(阪本英一撮影)

コイショウギ(川浦)

(阪本英一撮影)

ミ(箕)(川浦)

(阪本英一撮影)

穀 櫃
(阪本英一撮影)

メケイ(スズ製)(川浦)

(阪本英一撮影)

一斗析と斗カキ棒

さんちゅう(長井)

(上野 勇撮影)

メケイ(竹製)(川浦)

(阪本英一撮影)

析左から一升、五合、一合

(阪本英一撮影)



柄 

七

八

cm

刃 

二
三X

 |

七

cm

オ
カ
メ
ジ
ョ
シ
ン
と
一
部
で
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
土
木
工
事
と
か
、
ち
よ
つ 

と
し
た
仕
事
に
使
用
さ
れ
る
も
の
、
ク
サ
カ
キ
で
は
な
い
。

し
か
し
、
水
の
中
の
作 

業
で
は
、
水
き
り
が
悪
い
の
で
、
竹
を
編
ん
だ
ジ
ョ
レ
ン
と
は
相
当
の
ち
が
い
が
あ 

る
。

柄 

八

七

cm

刃

Z1
四X
 

一
六•

五

cm

麦

作

り

の

道

具

の

一  

つ
で
、
春
に
な
つ
て
麦
の
成
長
が
さ
か
ん
な
時
、

こ
れ
で
土 

を
ゆ
す
り
こ
ん
で
根
元
を
お
お
い
、
分
け
つ
し
た
麦
株
を
ひ
ろ
げ
て
強
く
す
る
た
め 

に
使
う
。

こ
れ
は
木
の
柄
が
つ
き
、

土
が
こ
ぼ
れ
な
い
よ
う
に
鉄
の
わ
く
が
つ
い
て
い
る
の 

で
、
ひ
か
く
的
新
し
い
。

柄 

ー
ー
ニ•

五

cm

刃
巾 

二

〇•

五

cm

刃
長 

三

二

cm

マ
ネ 

畑
の
ま
き
つ
け
や
植
え
つ
け
を
す
る
時
に
、

こ
れ
を
ひ
い
て
筋
を
つ
け
、
 

こ
の
線
に
合
わ
せ
て
き
き
つ
け
を
し
た
り
植
え
つ
け
を
し
た
り
す
る
。

ワ
サ
ビ
鍬 

ワ

サ

ビ

田

の

バ

ラ

ス(

小

石)

を
き
れ
い
に
洗
、つ
た
め
に
使
用
す
る 

道
具
で
、
底
石
を
サ
ク
キ
り
を
す
る
よ
う
に
か
い
て
は
お
こ
し
て
、
石
の
表
面
に
つ 

い
て
い
る
モ
な
ど
を
洗
い
流
す
作
業
に
使
う
。

こ
れ
は
県
の
特
産
課
が
東
京
都
下
の 

多
摩
地
方
の
ワ
サ
ビ
田
で
使
用
し
て
い
た
道
具
を
借
り
て
き
て
、
沼
田
の
鍛
治
屋
に 

う
た
せ
た
も
の
で
あ
る
。

柄

九

二

cm

刃

二

八

cm

ワ
サ
ビ
植
え 

長
野
県
穂
冋
町
で
使
用
し
て
い
た
も
の
を
分
け
て
も
ら
つ
て
来
て 

使
用
し
て
い
る
。

ワ
サ
ビ
苗
を
植
え
つ
け
る
時
、
柄

を

右

手

に

持

ち(

刃
を
向
う
に 

向
け
て)

、
水
の
流
れ
に
向
つ
て
ワ
サ
ビ
田
を
掘
り
お
こ
し
、
左
手
で
苗
を
さ
し
こ
む

よ
う
に
し
て
植
え
つ
け
る
。

刃
先
は
薄
く
す
る
こ
と
な
く
、
地
金
の_

そ
の
ま
ま 

で
あ
る
。全

長

二

〇•

五

cm

柄 

一
五•

〇

cm

刃 

一
八•

〇

cm

草
刈
り
ガ
マ 

カ
ツ
ポ
シ
刈
り
の
よ
う
に
萱
な
ど
を
刈
っ
た
り
す
る
に
は
、
手
打 

ち
の
厚
手
の
カ
マ
を
使
い
、
芝
草
な
ど
田
畑
の
ま
わ
り
の
草
を
刈
っ
た
り
す
る
に
は 

や
や
薄
刃
の
カ
マ
を
使
う
。
麦
刈
り
に
は
ノ
コ
ギ
リ
ガ
マ
を
使
、っ
人
も
い
た
か
、
薄 

刃
の
麦
刈
り
ガ
マ
を
使
、っ
。

山
の
下
刈
り
に
は
下
刈
り
ガ
マ
、
雑
木
を
切
る
に
は
ナ 

タ
ガ 

マ
や
ナ
タ
、

ノ
コ
ギ
リ
、
桑
切
り
に
は 

桑
切
り
ガ
マ
を
使
う
。

三

、

か

ご
.

運
搬
具
等

コ
イ
シ
ョ
ウ
ギ 

堆

肥

な

ど

の

コ

イ(

肥
料)

を
扱
、っ

時

に

使

う

必

需

品

で

、
 

馬
の
背
に
ビ
ク
を
つ
け
て
堆
肥
を
入
れ
て
運
ぶ
と
き
な
ど
、

コ
イ
シ
ョ
ウ
ギ
に
入
れ 

て
両
手
で
差
上
げ
て
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
麦
ま
き
な
ど
で
、
サ
ク
に
肥 

料
を
入
れ
る
に
も
コ
イ
シ
ョ
ウ
ギ
に
入
れ
て
抱
え
る
よ
う
に
し
て
ま
く
。

巾 

四

五

cm

長 

五

〇

cm

高

さ

ニ

ニ

cm

サ
ン
チ
ュ
ウ 

畑
や
田
の
草
を
刈
っ
て
運
ん
だ
り
、
や
さ
い
、

い
も
類
、

ミ
ョ
ウ 

ガ
、
な
ど
、
何
で
も
入
れ
て
背
負
う
の
に
使
え
る
北
冃
負
い
か
ご
。
大
正
の
こ
ろ
は
な 

か
っ
た
が
、
ひ
か
く
的
最
近
に
な
っ
て
入
っ
て
来
た
。
神
社
の
市
で
買
う
こ
と
も
あ 

る
が
、
村
の
カ
ゴ
屋
に
つ
く
ら
せ
る
方
が
多
い
。

サ

ン

チ

ュ

ウ

と
い
う
の
だ
か
ら
「
山
中
」

の
方
か
ら
来
た
か
ご
と
い
う
こ
と
だ
と 

思
つ
て
い
る
、
と
い
う
。

メ
ケ
イ 

竹
を
割
っ
て
つ
く
る
こ
と
も
あ
る
が
、
奥
の
方
の
山
か
ら
と
っ
て
来
た 

ス
ズ
を
使
っ
て
編
む
こ
と
の
方
が
多
い
。

仕
上
が
り
が
き
れ
い
で
、
長
も
ち
す
る
。
 

や
さ
い
な
ど
小
物
を
入
れ
る
が
、
最
近
で
は
ミ
ョ
ウ
ガ
と
り
に
欠
か
せ
な
い
。



唐 箕

(阪本英一撮影)

ショイコ(長井)

(阪本英-*撮影)

石 臼(川浦)

(阪本英一撮影) 

えつちゆう(長井)

(上野 勇撮影)

ハンデ木とミョウガ畑(川浦)

(阪本英一撮影)

棹 秤(2 n目秤)

(阪本英一撮影)

カキダシ(川浦)

(阪本英一撮影)

ワラタタキ(川浦)

(阪本英一撮影)

薬 研

(上野 勇撮影)

ワラタタキ石とワラタタキ 

(川浦)

(阪本英一撮影) いもあらいうす(長井)

(上野勇撮影)



ス

ズ

製

直

径

二

九

cm

深

さ

二

五

cm

竹
製 

直

径

二

六

cm

深

さ

二

七

ミ
(

箕)

三
ノ
倉
に
製
作
す
る
人
が
い
て
、
そ
の
人
か
ら
買
う
。
少
し
く
ら
い 

の
い
た
み
は
直
し
て
も
ら
う
。

最

大

巾

六

二

cm

ロ

の

巾

五

六

cm

長
さ 

五

四

cm

米
、
麦
、
大
豆
な
ど
の
穀
類
を
入
れ
る
も
の
。

穀
櫃
精
米

や

精

麦

な

ど

を

入

れ

る

容

器

と

し

て

使

用

。

斗
ま
す
、
ま

す

戦

前

は

、
米
、
麦
は
重
量
で
な
く
容
量
で
取
扱
っ
た
の
で
、
ま 

す
(

枬)

は
農
家
の
必
需
品
で
あ
り
、
そ
の
種
類
も
、

一
斗
ま
す
、

一
升
、
五
合
、
 

一
合
、
五
勺
、
時
に
は
そ
れ
以
外
に
も
マ
ユ
を
は
か
る
二
斗
ま
す
な
ど
が
あ
り
、
ま 

す
の
上
を
水
平
に
は
か
る
た
め
の
斗
カ
キ
棒(

カ
ッ
キ
り
棒
と
も
い
う)

か
あ
っ
た
。
 

重
量
制
と
メ
ー
ト
ル
法
に
よ
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

さ

お

ば

か

り(

棹
秤)

農
家
の
生
活
の
中
で
は
、
は
か
り
を
使
う
の
は
、

マ
ユ 

や
毛
羽
、
や
さ
い
類
の
販
売
の
時
と
か
、
隣
り
組
の
間
で
重
量
に
よ
っ
て
も
の
を
分 

配
す
る
時
、
あ
る
い
は
作
物
の
消
毒
の
時
に
、
ひ
か
く
的
重
量
の
あ
る
も
の
を
は
か 

る
た
め
に
二
貫
匁
秤
を
使
う
く
ら
い
だ
っ
た
。
養
蚕
の
時
、
給
桑
量
を
は
か
っ
て
く 

れ
る
な
ど
は
最
近
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

シ
ョ
イ
コ 

人
力
で
運
搬
す
る
時
に
使
用
す
る
も
の
で
、
作
物
を
家
に
と
り
こ
む 

時
と
か
、
車
の
入
れ
る
所
ま
で
背
負
い
出
し
て
来
る
時
な
ど
に
使
う
。

ま
た
、
薪
炭 

を
運
び
出
し
た
り
、
冬
の
間
、
婦
人
た
ち
が
や
っ
た
ボ
ヤ
拾
い
に
も
使
わ
れ
た
。

シ
ョ
イ
コ
の
下
の
方
に
ひ
も
を
つ
け
た
サ
ル
ッ
コ
と
よ
ば
れ
る
も
の
を
出
し
て
お 

き
、
荷
を
つ
け
て
な
わ
で
し
め
つ
け
る
時
に
サ
ル
ッ
コ
に
通
し
て
し
め
つ
け
る
こ
と 

も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
倉
渕
が
初
見
で
あ
り
、
こ
う
し
た
工
夫
が
生
活
の
知
恵
で
あ
る
。
 

し
か
し
最
近
で
は
、

シ
ョ
イ
コ
の
使
用
ひ
ん
度
が
少
な
く
な
り
サ
ル
ッ
コ
も
少
な
く

な
っ
て
い
る
。

全
長 

八

四

cm

巾

±

二

四

cm

下

二

七

cm

四
、
そ 

の 

他

ハ
ン
デ
木 

刈
り
と
っ
た
稲
束
を
乾
燥
す
る
た
め
の
稲
架
の
こ
と
を
ハ
ン
デ
と
い 

い
、
そ
の
支
柱
を
ハ
ン
デ
木
と
よ
ぶ
。

杉
や
檜
な
ど
素
性
の
よ
い
木
が
よ
く
、
約
一 

間

に

一

本(

柱
か
一
本
支
柱
か
二
本
で
訂
三
本)

を
た
て
、
十
本
で
ヒ
ト
ハ
ン
デ
と 

し
、
四
段
に
竹
を
結
び
つ
け
て
ハ
ン
デ
と
す
る
。
大
正
年
間
に
な
っ
て
か
ら
普
及
し 

た
も
の
で
、
そ
れ
以
前
は
刈
り
干
し
と
し
た
と
い
ぅ
。

エ

ッ

チ

ュ

ゥ(

越
中)

槌 

越
中
さ
ん
と
呼
ば
れ
て
い
た
出
稼
ぎ
の
人
が
持
っ
て 

き
た
農
具
。®

で
、
木
は
杉
の
丸
太
を
使
い
、
柄
も
杉
の
木
を
利
用
し
た
。

越
中 

さ
ん
は
富
山
か
ら
季
節
的
に
や
っ
て
来
る
人
で
、
麦
ぶ
ち
、
田
植
え
か
ら
畑
作
業
ま 

で
、
頼
ま
れ
る
と
ど
ん
な
作
業
で
も
や
る
人
で
、
槌
な
ど
は
荷
物
と
し
て
持
っ
て
来 

て
、
終
る
と
持
ち
帰
っ
た
。
ま
た
、
な
い
時
は
自
分
で
作
っ
て
使
い
、
あ
と
は
置
い 

て
行
っ
た
の
で
エ
ッ
チ
ュ
ゥ
槌
と
い
ぅ
名
称
が
残
っ
て
い
る
。

唐

箕

脱

穀

を

し

た

米

や

麦

な

ど

は

、
ご

み

や

ア

エ(

シ
ィ
ナ)

を
選
別
す
る
た 

め
に
唐
箕
に
か
け
、

風
力
で
良
い
実
を
と
る
。

モ
ミ
ス
リ
を
し
た
米
を
唐
箕
に
か
け 

る
こ
と
も
あ
る
。

モ
ミ
ガ
ラ
を
除
く
作
業
で
あ
る
。

カ
キ
ダ
シ 

足
踏
脱
穀
機
で
も
、
自
動
脱
穀
機
で
も
、

脱
穀
し
て
落
ち
た
米
や
麦 

は
、
す
べ
て
が
す
ぐ
に
箕
な
ど
に
か
き
こ
め
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
長
い
柄
の
つ 

い
た
カ
キ
ダ
シ
と
も
い
わ
れ
る
か
ん
た
ん
な
道
具
を
使
っ
て
手
前
の
方
へ
か
き
出
し 

て/
\

る
〇柄 

七

〇
.

〇

cm

巾 

一
八X
 

ー
ニ

cm

高
さ 

七
•

五

cm

石
臼 

粉
を
ひ
く
時
は
、
手
で
加
減
を
し
な
が
ら
粒
を
穴
の
中
へ
入
れ
て
て
い
ね



い
に
ひ
く
が
、

ヒ
キ
ワ
リ
な
ど
を
ひ
く
に
は
穴
の
中
へ
箸
の
よ
う
な
も
の
を
何
本
か 

入
れ
て
お
き
、
ま
わ
し
な
か
ら
穴
の
中
へ
か
き
こ
ん
で
や
る
と
、
箸
の
よ
う
な
も
の 

が
動
い
て
中
へ
落
ち
る
の
を
調
整
し
て
適
当
に
ひ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
た
。
 

直
径 

三

五•

五

cm

上

臼

高

さ

一

〇
•

五

cm

下
臼
高
さ 

ー
ー

cm

薬

研

一
般
の
く
ら
し
の
中
で
使
う
の
は
、
ご
ま
、
唐
辛
子
、
な
ど
の
薬
味
や
香 

辛
料
を
自
家
用
に
つ
く
る
時
に
使
う
く
ら
い
で
、
薬
草
を
と
っ
て
来
て
漢
方
薬
を
つ 

く
る
こ
と
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

い
も
あ
ら
い
う
す 

さ
と
い
も
を
中
、七
と
し
た
い
も
類
は 

か
つ
て
の
食
生
活
の 

中
で
大
き
な
割
合
を
し
め
て
い
た
の
で
、
畑
か
ら
と
っ
て
き
た
い
も
を
洗
う
た
め
に 

い
ろ
い
ろ
の
く
ふ
う
が
さ
れ
た
。

桶
の
中
で
洗
、っ
の
も
、
石
臼
の
中
で
洗
う
の
も
子 

ど
も
や
婦
人
の
仕
事
だ
っ
た
。

石
臼
の
中
が
な
め
ら
か
に
仕
上
げ
て
な
い
の
も
、

い 

も
あ
ら
い
う
す
だ
か
ら
で
あ
る
。

ワ
ラ
タ
タ
キ
石 

農
閑
期
ば
か
り
で
は
な
く
、
わ
ら
細
工
は
一
年
中
や
る
こ
と
が 

多
い
。

石
は
、
土
間
の
一
部
に
埋
め
て
お
き
、
よ
く
た
た
い
て
使
っ
た
。

い
ま
は
、
 

家
を
改
造
し
て
し
ま
っ
た
の
で
台
所
が
狭
く
な
っ
た
の
で
、
昔
の
ま
ま
で
は
じ
ゃ
ま 

に
な
る
の
で
柱
の
根
方
に
よ
せ
て
し
ま
っ
た
が
、
石
は
昔
の
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
。

ワ
ラ
タ
タ
キ 

ワ
ラ
タ
タ
キ
と
い
わ
れ
る
槌
は
、
サ
ル
ス
べ
り
の
木
が
い
い
と
い 

わ
れ
た
。

こ
の
木
は
、
少
し
く
ら
い
た
た
い
て
も
ケ
バ
ダ
タ
ナ
ィ
木
だ
か
ら
よ
い
。
 

わ
ら
を
た
た
く
時
は
、
よ
く
し
め
し
て
お
い
た
わ
ら
を
、
か
る
く
、
長
く
う
っ
て
、
 

全
体
に
や
わ
ら
か
く
た
た
く
の
が
い
い
と
い
う
の
で
、
力
ま
か
せ
に
い
せ
い
よ
く 

や

っ

て

い

る

と

「
気
ち
が
い
の
よ
う
に
叩
く
の
で
は
だ
め
だ
」
と
い
わ
れ
た
。

長

さ

三

〇

cm

日！
^

径

九
•

五

cm

柄 

二

•

五

cm

(

附

録
)

屋
敷
稲
荷
と
お
死
霊
様
に
つ
い
て

佐

藤 

清

倉
渕
村
の
お
死

霊

様

に

つ

い

て

は

、
す

で

に

「
民
俗
採
訪
」

に
報
告
さ
れ
て
お 

り

、
今
回
の
調
査
の
重
点
項
目
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

お
死
霊
様
と
は
、
屋
敷
稲
荷
と
並
ん
で
い
る
里
芋
形
の
石
塔
で
、
「
屋
敷
祭

り

」 

の
日
に
、
稲
荷
様
と
一
緒
に
祭
祀
さ
れ
る
。

た

、、ゝ
、
稲
荷
様
に
は
赤
飯
と
尾
頭
付 

き
と
豆
腐
を
供
ぇ
る
が
、

お
死
霊
様
に
は
赤
飯
だ
け
と
い
う
家
が
多
い
。

お
死
霊
様
は
御
先
祖
様
で
、
屋
敷
を
守
る
点
で
は
稲
荷
様
と
同
じ
で
あ
る
と
い 

う
意
識
が
全
般
に
見
ら
れ
る
が
、
今
回
の
調
査
で
よ
り
明
確
に
な
っ
た
の
は
、I-H
お 

死
霊
様
は
よ
く
崇
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
点
に
注
目
し
た
い
。
 

と
こ
ろ
で
、

こ
の
調
査
が
終
了
後
、

お
死
霊
様
が
各
地
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
 

⑴

隣
接
の
吾
妻
町
萩
生
の
大
塚
一
家
の
墓
の
中
央
に
、
や
は
り
倉
渕
村
同
様
の 

小
さ
な
芋
形
石
塔
が
あ
り
、

お
死
霊
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

そ

の

脇

に

稲

荷

様(

藁 

宮
)

が
あ
る
。

祭
り
方
は
倉
渕
村
と
同
様
で
あ
る
。

⑵

吾

妻

町

坂

上

、
関
谷
の
高
橋
マ
ケ
で
祭
る
一
家
稲
荷
は
本
家
の
屋
敷
の
隅
に 

あ
る
。

稲
荷
様
は
石
宮
で
、

そ•
れ
を
さ
ら
に
木
の
社
殿
に
入
れ
、
脇

に
お
死
霊
、
 

産

泰

、
今
で
は
不
明
の
神
を
祭
っ
て
い
る
。

稲

荷

様

以

外

は

キ

り

ハ

ギ(

幣

束) 

で
、
屋
敷
祭
り

の

時

に

は

、
稲
荷
様
だ
け
に
尾
頭
を
つ
け
、
あ
と
は
赤
飯
だ
け
で 

あ
る
。

昔
は
死
霊
様
が
崇
る
と
い
う
話
を
よ
く
し
た
。

生
霊
は
話
し
合
い
が
つ
く 

か
ら
ま
だ
よ
い
が
、
死
霊
は
話
し
合
い
が
つ
か
な
い
か
ら
、

お
願
い
す
る
だ
け
で 

あ
る
。
何
と
か
し

て

怨

み

、
わ
だ
か
ま
り
を
解
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ま
た
そ
の
た
め
に
死
霊
様
が
あ
る
と
い
う
。

⑶

榛

名

町
本
郷
の
高
浜
地
区
で
も
、
稲
荷
様
の
と
な
り
に
シ
ロ
ウ
ジ
ン
が
あ
り
、
 

稲
荷
と
一
緒
に
祭
祀
す
る
が
、
赤

飯

だ

け

で

ナ

マ

グ

サ(

頭

付

き)

は
供
ぇ
な
い
。



シ
ロ
ウ
ジ
ン
は
無
縁
仏
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
と
い
う
。

⑷

藤

岡

市

中

大

塚

の

小

林

家(

当
主

は

小

五

郎

氏)

に

「
年
中
行
事
」

の
古
文 

書

が

あ

り

、
冬
至

前

の

午

の

日

に

、
屋

敷

祭
り
を
す
る
が
、
そ

の

折

「
死
霊
祭
り
」 

も
し
た
と
い
う
。

小
林
家
の
墓
地
の
入
口
に
里
芋
形
の
石
塔
が
あ
り
、
笹
竹
四
本 

を
四
隅
に
立
て
注
連
繩
を
張
り
、
幣

束

を

下

げ

、
赤
飯
や
尾
頭
付
き
を
供
え
て
祭
っ 

た
。

成
仏
で
き
な
い
無
縁
仏
な
ど
を
祭
っ
た
も
の
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。

⑸

多

野

郡

吉
井
町
長
根
の
杉
本
家
で
は
、十
二
月
一
日
に
屋
敷
祭
り
を
す
る
が
、
 

そ
の
神
を
シ
ロ
神
様
と
い
う
。

赤
飯
を
半
紙
に
盛
っ
て
供
え
る
が
、
魚
は
つ
け
な 

r

 

〇
⑹

利

根

郡

昭

和

村

生
越
の
諏
訪
神
社
境
内
に
は
、
享

保

八

年
(

一
七
二S
)
 

建

立
の
石
宮
に
、

「
死
霊
之
氏
神
」

と
刻
ま
れ
て
い
る
。

今

後

、
草

津

街

道
沿
い
の
町
村
、
多

野

郡

、
利
根
郡
な
ど
の
屋
敷
神
を
徹
底
的 

に
調
査
す
れ
ば
、
死
霊
様
祭
祀
の
例
が
ふ
え
て
い
く
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思 

わ
れ
る
。

お

死

霊

様

の

性

格

のI

面

に

、
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
人
、
重
な
る
不
幸
に
泣 

き
泣
き
死
ん
で
い
き
、

い
ま
だ
に
成
仏
で
き
な
い
で
い
る
死
者
、
祀
っ
て
く
れ
る 

人
と
て
な
い
無
緣
の
仏
—

の
怨
念
が
感
じ
と
れ
る
。

直

江

廣

治

博

士

は

「
屋

敷

神
の
研
究
」
(

ニ
ニ
ニ
頁)

に
お
い
て
、

「
屋
敷
神
の 

著
し
い
性
格
と
し
て
よ
く
崇
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
屋
敷
神
の
木
を
伐
っ 

た
た
め
に
、

ひ
ど
い
崇
り
を
受
け
た
、
或
い
は
粗
末
に
扱
っ
た
り
、
祀
り
方
が
足 

り
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
祟
ら
れ
て
病
気
に
な
っ
た
と
い
う
類
の
話
は
枚
挙
に
い 

と
ま
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
崇
る
と
い
う
性
格
に
は
、
法

印
•

巫S

な
ど
の 

祈
禱
者
の
干
渉
と
い
う
こ
と
を
、
大
き
く
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
ま 

た
同
時
に
、

こ
の
種
祈
禱
者
の
活
躍
が
屋
敷
神
の
成
立
を
促
し
た
点
も
見
逃
す
こ 

と
は
で
き
な
い
。
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

ま
さ
に
卓
見
で
あ
る
。

こ
の
認
識
に
立
て
ば
、
相

吉

の
お
死
霊
様
が
、
村
人
と
争
い
殺
さ
れ
た
坊
さ
ん 

の
霊
を
祀
っ
た
も
の
だ
と
い
う
話
や
、
亀
沢
の
原
田
一
家
の
お
死
霊
様
は
十
二
月 

十
五
日
の
屋
敷
祭
り
に
法
印
様
に
拝
ん
で
も
ら
う
と
か
、
三
ノ
倉
で
も
昔
は
、
法

印
が
き
て
祈
禱
し
て
い
っ
た
と
か
り
っ
伝
承
が
よ
く
理
解
で
き
る
。

倉

渕

村

に

も

、
あ
る
時
期
に
、
こ
う
し
た
祈
禱
者
が
強
く
関
与
し
、
「
死
霊
信
仰
」 

の
流
行
、
浸
透
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。.

そ
の
時
期
と
し
て
は
、
亀
沢
の 

「
元

文

五

年
(

一
七
四
〇)

庚
申
七
月
吉
日
」

と
銘
の
あ
る
お
死
霊
様
や
、
川
浦 

の

「
寛

政

十

一

年
(

一
七
九
九)

八
月
吉
日
」

と
あ
る
も
の
が
参
考
と
な
る
。

ま 

た

昭

和

村

を

調

査

し

て

「
死
霊
之
氏
神
」

が
倉
渕
の
死
霊
と
結
び
つ
い
た
場
合
に 

は
、
そ
の
年
号
も
大
い
に
参
考
に
な
る
。

今
後
の
調
査
の
必
要
性
を
痛
感
す
る
。

と
も
あ
れ
、

ど
ん
な
家
の
系
譜
を
た
ど
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
何
代
も
続
い
て 

天
寿
を
全
う
す
る
人
ば
か
り
あ
る
筈
は
な
い
し
、
そ

う

し

た

と

こ

ろ

に

「
死
霊
信 

仰

」

の
入
り
込
む
余
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

自
分
や
自
分
の
家
族
に
不
幸
が
ふ 

り
か
ゝ
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
死
霊
様
の
崇
り
だ
と
い
う
こ
と
は
、
一
面
に
お
い
て
、
 

安
心
で
き
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
、
原
因

が

わ

か

れ

ば

、
あ
と
は
解
決
の
た
め
に
、
 

自

分
で
も
ひ
た
す
ら
祈
願
し
、
ま
た
祈
禱
師
に
祈
っ
て
も
ら
え
ば
よ
く
、
不
幸
か 

ら
逃
れ
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
よ
く
崇
る
と
い
う
激
し
い
性
格
を
持
っ
た
霊
で
あ
る
な
ら
ば
、
厚
く
遇 

す
る

こ

と

に

よ

り

、
屋
敷
—

そ
こ
に
住
む
人
々
—

を
強
く
守
っ
て
く
れ
る
と
信
じ 

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

死
霊
様
と
相
関
関
係
に
あ
る
稲
荷
様
を
加
え
て
考
え
る
と
、
種
々
な
問
題
が
提 

起
さ
れ
て
く
る
。

稲
荷
と
死
霊
は
ど
ち
ら
が
早
く
屋
敷
神
と
し
て
定
着
し
た
の
か
、
稲

荷•

死
霊 

の
定
着
以
前
に
、

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
祖
霊H

田

の

神
(

山

の

神)

を
屋
敷
で
祭 

祀

し

た

素

地
が
あ
っ
た
の
か
、
な
か
っ
た
の
か
。

祖

霊=

田
の
神
も
証
明
し
尽
さ 

れ
た
問
題
で
は
な
い
し
、
屋
敷
稲
荷
も
今
後
の
大
き
な
課
題
な
の
で
あ
る
。

直

江

廣

治

博

士

は

「
屋
敷
种
と
し
て
稲
荷
を
祀
る
事
例
は 

ほ
と
ん
ど
全
国
的 

な
分
布
を
と
っ
て
い
る
が
、
概
し
て
言
え
ば
東
日
本
に
濃
厚
で
あ
る
。(

中

略)

近 

世

以

降

の

あ

る

時

期

に

一

種
の
は
や
り
神
的
性
格
を
も
っ
て
急
速
に
普
及
し
た
と 

い
う
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。

そ

の

ほ

か

「
稲
荷
さ
げ
」

と
称
し
て
、

一
種
の
託
宣 

を
業
と
し
た
巫
女
の
活
躍
、

さ
ら
に
は
神
職
そ
の
他
、
職

業

的

宗

教

家

の

解

説.



宣
伝
も
あ
ず
か
っ
て
大
い
に
力
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」(

同
前
書
、
三
六 

-

頁)

と
さ
れ
、
さ

ら

に

「
伏
見
の
大
社
を
中
心
と
す
る
稲
荷
信
仰
が
、
地
域
社 

会
に
沈
下
定
着
し
て
い
っ
た
過
程
は
実
は
ま
だ
ょ
く
わ
か
ら
な
い
。

稲
荷
信
仰
普 

及
と
い
う
問
題
に
近
づ
い
て
ゆ
く
た
め
に
は
、

お
お
ょ
そ
次
の
三
つ
の
道
筋
が
考 

え
ら
れ
る
。①

稲
荷
大
社
の
成
立
と
発
展
、
さ
ら
に
は
神
職
そ
の
他
宗
教
家
の
解 

説
•

教
化
の
跡
を
文
献
の
上
か
ら
跡
づ
け
る
。②

こ
れ
ほ
ど
広
汎
に
民
間
で
稲
荷 

信
仰
を
受
け
入
れ
る
基
盤
と
な
っ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。③

伏
見
の
信
仰 

圏
外
で
稲
荷
信
仰
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
民
俗
学
で
は
、②

、③

の
視
点
に
立
っ 

て
研
究
を
進
め
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
」(

「
日
本
民
俗
事
典
」
—

四
六
頁
〜
四
七 

頁
—
)

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

筆
者
も
浅
学
で
は
あ
っ
て
も
一
民
俗
学
徒
と
し
て
、

こ
の
提
起
と
取
り
組
ま
ね 

ば
な
ら
な
い
。

現

在

、
県

内

で

、
町
村
の
鎮
守
的
な
稲
荷
神
社
だ
け
で
も
七
十
社
を
数
え
、
稲 

含
神
社
な
ど
を
加
え
れ
ば
も
っ
と
ふ
え
る
。

ま

た

、
大
間
々
町
小
平
な
ど
に
祭
祀 

さ

れ

る

「
一  

家

稲
荷
」

の
問
題
、
各
家
々
の
屋
敷
稲
荷
と
そ
れ
ら
と
の
相
関
関
係 

な
ど
問
題
は
山
積
し
て
い
る
。

も 

が 

り

昭

和

四

十

二

年

の

北

橘

村

の

調

査(

群

馬

県

民

俗

調
査
報
告
第
十
集)

で
始
め 

て

「
も
が
り
」
が
報
告
さ
れ
た
。
同

年

の

国

学

院

大
学
の
倉
渕
村
の
民
俗
調
査(

「
民 

俗
採
訪
」
国
学
院
大

学

民

俗

学

研

究

会)

に
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

埋
葬
し
た
土
饅
頭
の
上
に
割
竹
を
何
本
か
弓
形
に
さ
し
た
も
の
を
、
県
内
各
地 

で
形
状
の
違
い
は
あ
る
が
、
ハ
ジ
キ
、
メ
ハ
ジ
キ
、
犬
ッ
パ
ジ
キ
な
ど
と
呼
ん
で
、
 

四

十

九

日

の

「
墓
な
お
し
」(

現
在
で
は
期
日
が
短
縮
さ
れ
、
東
毛
で
は
埋
葬
当
日 

の
夕
刻
に
行
う
と
こ
ろ
が
多
い
。)

ま
で
は
、
そ

の

ま

、
に
し
て
お
く
の
が
普
通
で 

あ
る
。

犬
や
狼
や
テ
ン
マ
ル
が
死
骸
を
掘
り
起
す
の
を
防
ぐ
た
め
と
説
明
さ
れ
て 

い
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の 

ハ

ジ

キ

を

「
モ
ガ
リ
」

と
呼
ん
で
い
る
場
所
が
あ
る
の
は
、
 

大
き
な
問
題
で
あ
る
。

も
が
リ
は
古
代
の
葬
送
儀
礼
に
深
く
関
っ
て
い
る
か
ら
で 

あ
る
。

だ
が
、
現

在

の

も

が

リ(

ハ
ジ
キ)

が
、
原
初
的
な
形
態
を
そ
の
ま
ゝ
と 

ど
め
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
書
紀
や
続
日
本
紀
に
は
、
天
皇
の
殯 

宮
の
記
事
—

仲

哀
•

反

正
•

欽

明
• 

敏

達
•

推

古
•

舒

明
•

考

徳
•

斉

明
•

天

智
•

天

武
•

持

統
•

文
武
の
諸
帝
—

が 

み
え
る
。

そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
折
口
信
夫
先
生
が
、
「
上
代
葬
儀
の
精
神
」(

全 

集

第

二

十

卷)

や

「
大
嘗
祭
の
本
義
」(

全

集

第

三

卷)

に
お
い
て
、
詳
説
さ

れ

、
 

古
代
の
復
活
鎮
魂
儀
礼
の
執
行
を
説
き
明
か
さ
れ
て
い
る
。

古
代
宮
延
の
殯
と
民
衆
の
も
が
リ
が
全
然
無
縁
で
あ
る
筈
が
な
い
。
「
も
が
リ
」 

が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
期

間

、
規

模

に

違
い
は
あ
っ
て
も
、
民
衆
の
葬
送
習
俗 

に
お
い
て
も
、
宮
延
と
同
様
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 

北

橘
村
以
後
の
調
査
で
、
こ

の

「
も
が
リ
」
地
区
は
ま
す
ま
す
増
え
つ
ゝ
あ
る
。
 

前

橋

市

五

代

町

、
勢

多

郡

赤

城

村•

大

胡

町

、
吾

妻

町

萩

生

、
蠕
恋
村
大
笹
な
ど 

で
あ
る
。

折

口

信

夫

先

生

は

「
も

が
リ
は
元
、
本
式
に
喪
葬
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

あ
る 

時

期

の

間

、

い
ま
だ
離
れ
な
い
霊
を
持
っ
た
ま
ゝ
の
屍
を
別
所
に
据A

置
く
儀
礼 

で
あ
る
。
」(

全

集

第

十

九

卷

ニ

ニ

六

頁)

と
説
か
れ
て
い
る
。

古

代

の

日

本
人
の
霊
魂
観
か
ら
す
れ
ば
、
魂
が
抜

け

出

れ

ば

死

で

あ

リ

、
戻
れ 

ば
ま
た
生
き
返
る
の
で
あ
る
。

と

こ

ろ

で

「
死
者
の
魂
は
四
十
九
日
の
間
は
屋
の
棟
に
い
る
」

と
い
う
県
内
共 

通
の
伝
承
が
あ
る
。

も
が
リ
は
四
十
九
日
ま
で
取
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
両
者
に
は 

脈
絡
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
県

内

の

「
魂

呼

び

」

の
習
俗
で
あ
る
。

屋
根
に 

上
が
っ
て
そ
の
人
の
名
を
呼
ん
だ
り
、
井

戸

に
向
っ
て
呼
ん
だ
リ
、
水
垢
離
を
と
っ 

た
リ
と
い
う
激
し
い
魂
呼
び
が
つ
い
最
近
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
。

と
す
れ
ば
、

こ
れ
を
生
死
の
観
念
の
定
か
で
な
か
っ
た
昔
に
も
ど
し
て
考
え
て



み
る
と
、
四
十
九
日
屋
の
棟
に
い
る
魂
に
、
四

十

九

日

の

「
も
が
り
」

の
期
間
、
 

魂
呼
び
を
続
け
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。(

四
十
九
と
い
う
数
字
に
は
仏 

教
的
な
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。)

生
と
死
を
科
学
的
に
合
理
的
に
理
解
で
き
る
ょ
う
に
な
っ
て
も
、

ハ
ジ
キ
に
は 

屍
を
大
切
に
す
る
と
い
う
観
念
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
魂
が

戻

っ

て

き

て

、
 

入
る
べ
き
身
体
が
な
け
れ
ば
困
る
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
も
が
り
」

と
い
う
復
活
儀
礼
の
一
面
だ
け
を
強
調
し
た
の
が
ハ
ジ
キ
で
あ
っ 

た
。

復
活
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
も

が

り=

ハ•

ジ
キ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

も
が
り
は
、
今

後

、
緊
急
に
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
課
題
で
あ
る
。



六算除け.................. 62

ゎ行

ワカイ.....................23
ワカイモンガシラ........ 132
---------- ケイヤク........71
ワカナ.....................22
若水.....................151
若宮八幡................ 101
若餅.....................158
ワカレジモ................ 35
ワクサ.....................62



巨の病気 63 
メメ ズ 60,61 
メリンス 15,16 
メンパ帽 14

も行

モガリ 145 
木材輸送 57 
木炭 30
——輸送 57 
モチアワ 22 
餅ケイヤク 168 
一•グサ 172 
—つき 188 
モチはヒドロにつくれ 37 
——をつく日 25 
モトジメ 41,43 
モトリン 30,52
モッコ 221
モノ作り 156 
モミスリ 39 
モミバツウ 97 
モモヒキ 14,20 
もらい風呂 3

ゃ行

山犬様 107
ヤカイマキ................ 17
焼米 31,37 
ヤキモチ 12,18,21,175 
ヤギリ 48 
厄落し 126,163 
薬師様 63,109 
厄年 126 
薬湯 61 
役場名 121 
厄除観音 108,164 
火傷 60,61 
ヤゲン 228 
屋号 198 
屋敷稲荷 25,100,170 
——神 99 
----内の神 99 
——祭り 25,100,184 
夜食 18 
宿ブルマイ 78 
—屋 58 
屋根板 30 
——替 20 
——の祝 27

----の材料................ 26
----ふきのネオ料............ 26 
——g........................................27
ヤブ入り................ 164
ヤマウド...................22
——イモ.................. 23
——入り................ 152
——ックワ................ 47
——ドリ.................. 50
----ナシ...................22
山の神................ 98,149
—の木.....................46
—の境界.................. 46
—の下刈り................ 66
一の信仰.................. 98
一はじめ.................. 98
一祭り...................173
一わ............................................50
ヤミダ.....................32
夜析iiW........................................97
ヤリッポウ.............. 221
ヤンメ.....................62

ゅ行

結納.....................130
----おさめ..............130 
——着...................131
----巨録................ 130 
遊芸人................ 58,59
夕飯....................... 18
湯かん...................143
雪かき.....................75
ユズ湯...................186
J 旨......................... 66
ゆり.......................22
ユリゴワメシ.............. 23
ゆりの根.................. 23
ユリヨウカン.............. 23

ょ行

夜遊び...................127
八日節供................ 172
養蚕.................. 31,47
用水.......................40
夜観音...................109
ヨゴレ年................ 187
------年取り............ 187 
ヨシガラ.................. 32
預行事.................. 9
ヨソイギ 11,13,14,16 

——ユキ 12 
予兆 65,140 
ヨッゴ 85,221,224 
四つ身 13 
ヨグレカケ 110 
夜泣き 62 
一なべ仕事 53 
ヨノくイ 128 
嫁入り 131

 ---------it 具.............. 131
 ------の髪型 131 

------前の教育 131 
嫁が実家に帰る日 138 
ヨメゴサン 64 
嫁(ヨメゴ)ネセ 136 
よめごのお茶 136

  ------のふとん.......... 1361 
嫁の里帰り 137 
—のットメ 138 
一の年令 129 
一え 131 
—婿の年始 153 
寄合い 73

ら行

雷電様 90
ラッキョウ 60

り行

離縁 139 
リクウ 36 
リヨウ --50 
両墓制 148 
リンバ 44 
リン病 61 
隣保班 68

 ——長 70

れ行

恋愛 128
 ——結婚 114 

蓮華院 78 
レンシャク 56

ろ行

老人学級 78 
老荘会 78 
労働慣行 52 
六三の神惊 63 
六文銭 143



ポッカン 17
ホド 23

 
ホドイモ 24

 
ほととぎす 194

 
ホホバ 17

 
ホマチ 85

 
ボヤ拾い 53

 
ボロゾウリ 17

 
ボロットジ 17

 
盆 25

 
—踊り 180

 
—行事 178

 
ーゴザ 177

 
—棚 177

 ーボの禁忌 180
 

一中のごちそう 178
 

一中の葬式 143
 

一提灯 178
—の客 179
一の十六日 180

 
一の食事 180

 
一の仏壇 178

 
一花 177

 
—坊主 16

 
一前の葬式 142

 
一迎え 178

 
—用意 177

 
ボンデン 112,173

 
本家 5

 
本裁ち 13

 
ボンノクド 16

 
ま行 

醇 145
 

前掛 15
 

マエタケ 22
 マキ 32

 
牧場.......................52

 
卷目 66

 枕ダンゴ 38,140,141
 

—なおし 140
 一飯 140,141

 
 

マクリ 118,124

マケ................ 5,83,84
 

孫だき 122
 

マサキリ 44
 

まじない 61
  

マタ切り 4
 

またたび 24
 

松迎え 187

間取リ 28
 マネ 225

 マブシ 48
 

マムシ 50
 

------酒 61
 豆ガラ 151

 —まき 166,167
 

マャ 31,49
 マユ 58

 ——カキ 164
 繭玉 20,61,158,164
 

——飾り 149
 ----木 152,158

 マュネリ 164
  マリシテン 111

 
丸髭 17

 マルメドシ 160,188
  翻.......................4

 
 み行 

 
箕 222,227

  身頃 13
 

 'ミシャグチ.................11
 

,未熟児...................125
 :水祝い.....................7

 ;—神.....................104
  '—げんか 40

 
:水沼神社の祭典と別当..... 92

 .——の観音.............. 108
 ;----の獅子舞............ 200

 
|水引き番.................. 40
みずぶさの木 27
水をさす 129
.ミソギ祭り.............. 174

 .ミソ玉.....................12
 

:——漬.................19,24
 :——ハギ................ 178
 

:——ャキモチ.............. 18
  > 道普請.................... 75

 
.ミツバ.................... 22

 Iミツブサ.................. 27
 

.三ツ身.................... 13
 

:三峰講................ 82,93
 

:ミッャ柱.................. 27
 

»ミナガワ.................. 47
 t忌の日.....................64
  .-------- 1寺...................80
  

［耳だれ.....................62
 ［耳っぷさぎ.............. 148
 'ミャコ柱.................. 27

 
む行  

 六日年 154
  ムエンサマ 178

 
無縁仏 148,178

 昔の賃仕事 52
 麦刈り 31,33

 —こうじ 24
 ーゾッキ 19

 —作 31
 一の作付割合 33
  一のトウシ 221
 

—はたき 33
 —ぶち台 221

  —ふみ 32
 

—まき .……32
 —飯 19

 一もうけ 40
 麦焼き 33

 ーワラ帽子 14
 

ムジナ 50
 虫歯 61

 —除け 171
 村入り 76

 —契糸勺 76
 

—仕*.................... 75
 一の挂 68

 一の寺院 108
 一の組織 69

 —回り 137
 —役 69

—寄A 68

  め行

 
メーカイ 48

  メーダマ 20
 

銘旗 142,144
 銘仙 14,16
 命名 120

  メカゴ 63
 

めくらこめごめ 27
 メ ケー 61,225

  メジシガクシ 201
 

めしたき 20
 ——の盛り方 20
  ----前の仕事..............66
  メシャキ 20
  -------- モチ 12,20
  メツノマ 61
 

メドフ"ノレイ 57



 
バンダイモチ 45,98

 
ハンデオ 227

 
ハンデェ 39

 
ノ、ンテン 14

 
万能薬 61

 
ハンメシ 19

 ハンワメ 20
 

ひ行  

ひあがり 121
 

ビー玉 207
  

日忌み 64
 

ヒェ 12,33
 ヒェブルイ 222

 ヒェボ 156,157
 ヒェメシ 19,21

 ヒェメェ玉 158
 ヒェヤモモチ 20

  ------------ の話 26
 

ひかげこめごめ 27
 

日影道 54
 

光り物 107,195
 

彼岸 170
 

—の入り 170
——の中日 25,170
——の念物 170
ひきつけ 17,62

 
ヒキワリ 20

   ウス -25
 

--------ブルイ 222
 

干草刈り 51
 

びく 222
飛行機 56 
ヒコボーズ 36

 
ヒザイシ 43

 
ヒザナオシ 137

 
菱餅 130,169  
美咲館 206

 
左膳 64

 
七十送り 170

 
——市 170

 
——祭り 169

 
ヒチブカゴ 47

 
ヒッッメ 17

 
ヒッノぐシヨリ 14
ひとえもん 13
ひとがた(人形) 174
ヒトケ 35

 
人玉 108,195

 
ヒトッカ 66

ーツ身 13 
人の一生 113 
人を批評する言葉 199 
ヒトトォリ 44 
ヒドロッタ 32,35 
ヒナ節供 169 
日向道 54 
ヒノキガサ 14 
火の柱 107 
火伏せ様 166 
------の観音様 109 
------の呪い 63 
火ぶり 49 
ヒモカワ 21 
百ケ日 147 
百反着物 123 
百万遍 170,175 
病気 140 
ヒョットコカブリ 15 
ヒヨリ 17 
ヒヨワなる 123 
ヒラウナイ 32 
肥料 33,58 
昼観音 109 
拾い親 123 
ヒワダの皮 18

ふ行

フェルト 17 
ふさ 22,23 
不吉 66 
副食 22 
福茶 167 
腹痛 60 
福森大明神 117 
フジキノコ 23 
不浄日 64 
フスベ 66 
フスマミソ 24 
不整形四間取型 208 
伏ガマ 30 
フセギの札 174 
譜代 . 84
フタケ 35 
二夜様 81 
ふだん着 13 
ふだんの食事 19 
フッコカブリ 14 
ブッティ 50 
ブッツケ 207 

 
フデェ 48

 
不動様 7,91,111,166

 
------の祭り 111

 
フトリジマ 14,18

 
フナモチ 25

 
冬ざく 32

 
フラデッポ17 183
布留めの神社 84
振舞 173

 

  へ行

 
米寿の祝い 127

 
兵隊検査 77,128

 
ヘソクリ ;-85

 へその緒 *118
 

ヘッツイ 22
 別当 71,93
 

別当役 87
 

ヘビ 50,65,104
 蛇渕 197

 ヘビ酒 51
 蛇よけ 62

 
便所まいり 121

 
弁天様 63,111

 

  ほ行

 ほうがん 202
 --------獅子 202

  宝篋和尚 171
 

奉行人 76
 

宝珠の玉 150
 

ホウトウ様 112
 

十ウベェ 69,73,114   7 132,133,141
  ホーヅキ 64,120,124

  ホーロ ク 18,167
  ホキリ 33

  ホクロ 99
  ホケーブクロ 82

  豊蚕祈願 104
  補習学校 127

  補食   19
  穂ぞろい 39
  保存食 22,24

  ホタドリ 45
  ボタモチ 20,25

  ——をつくる日 25
  ボタン 157

  墓地 143
  ——での儀式 144



 
——トコ 10

 
----休み 48

 
人形 207

 
妊娠中の禁忌 115

 ------の知識 115
 ------を誰に知らせるか …115

 

ぬ行  

 
ヌイマモリ 16

 
沼田早生(ワセ) 36
ヌルデの木 61

 ------の男根 8
 ------ボウ 149,156,157

 

ね行 

 
ネエジッタ 38

 
ネエサンカブリ 14

 
根ギリ 46

 
各苗 62

 
寝小便 60

 
ネズミ 48,62

 ------ガエシ 47
 

------タケ................ 22
  ------除け 160

 
ネッコモタセ 22

 
ネックイ 5

 
寝まき 15

 
ネノレ 16

 
年忌 147

 
年期奉公 76
年始 151

 
——回り 151,152

 
念仏忌 14

 
----講 80,81

 
——玉 146,171

 

の行 

 
納棺 143

 
農業 31

 
農産物品評会 127

 
農休み 138,174

 
野帰り 145

 
ノコ 5

 
ノコギリ 43

 --------ガマ 221
 

ノシダタミ 16
 

ノシモチ 27
 

ノゾッコミ 136
 

のちざん(後産) 118
 

ノチノモノ 118

のどに^)かえたとき........ 63
野火つけ.............. 46,172
野辺の送り.............. 144
-------- のあとの清め 145
-------- の草履..........144 
野まわり.................179
飲み水.....................28
ノラギ.................12,14
ノラ仕事...................18
ノラノくキ...................18

は行

バアサンカブリ............ 14
肺炎.......................60
ノヽイカラマキ.............. 17

63

灰焼き.....................34
ノぐオウドリ.............. 194
羽織....................... 15
ノぐカヌカ...................22
ハカマ..................... 16
カカリサシ................ 48
ノ、ギ.......................22
履物....................... 17

橋掛け.....................76
一木山.....................76
—く請.....................75
ノヽジメ天神................ 81
初めての妊娠............ 115
馬卓.......................57
柱の名.....................27
ノ、シリッ穂................ 39
機織り................ 18,48
畑作.......................31
—の広さ...................35
ノ、夕''ジノ くン.................16
蜂......................... 65
—にさされた時............ 63
A十二様...................62
八十八夜.................172
ハチピラキ............ 59,206
八幡様.....................91
ノ、チヤキ...................14
初歩き...................123
二十日正月.............. 165
二十日コウセン.......... 165
ノヽッカの葉................ 61
ハッキョウサン............ 4E

 初午 20,169
 初絵売り 152

 初ヶイャク 168
 ハッサク 130,181
  初正月 124,152

  初節供 124,170,172
 ノ、ツタケ 22

ノ、'ソタンドリ 39 
  初不動 166

  —月巴 166

 一山入り 152
 初雷の呪い 63
   馬頭観音……4,58,88,109,164

 ハナ 77,157
 ハナアワセ 207

   かご 144
   ゲエシ 77

  ハナクソモチ 25,170
  鼻血 62

  花結びゾワリ 17,67
  パナマ帽 14

 はね上げ井戸 28
 ハネ釣り 50

  ノヽノ くキ 14
  馬糞 62

  ノ、ヤ 49
  ノ、ヤリ巨 62

  腹帯 115
  腹切り石 192

  バラ肥 33,34
 

ハラミ箸…10,37,149,156,157 
  ノ、リワケ 26

  針供養 115
  春祈禱 96

  春駒 57,206
 春ソバ 21

春祭 170
 馬冷薯 22 

  腫物 60
 

榛名湖 65 
  一講 78,81,93

 
——信仰 96

 ——神社 81,91,96 
  68

  —長 69
  ハンギ 45

  ハンギリ 34
  ハンゲ 38,174

  半襦拌 14
  バンタ 142



——まつり 105  
天狗さん 67,105,184,195  

  -------- の遊び場 195
  -------- の笑い 195

天井 43  
----あげ 43  
----祝い 42  
天神講 77,81,166,187  

  ----惊.................... 82
伝染病 63  
エントー柱 210  
天道ニラミ 27   
----柱 27,104  
天南草 51 
天王様 90,91,174 

テンパク 11 
テンビン 221 
天秤棒 30,47  

テンプラ 22 
 

と行   
 

トーズルのマブシ 48
 

十日夜 25,183
  ------の供物 183
  ------のワラット 183

 
月同着 14

 
Iftr................................................56

 
—講 81,93
—様 37
冬至 186

 
道心ボー 59

 
同祖神 11,106,149,161

 
同族集団 6
唐箕 222,227 

道陸神子 162 
 

 ------小屋 161
 ------まつり 162
 ------焼き 160

斗マス 227 
戸隠講 81 
毒下し 61 
毒消売り 52 

 
——屋 58

 ドクダミ 60,61,175
毒流し 49  

 
特別の日の食事 25
トコロ 23  

 
年祝い 113,125
年男 151  

 
年神様  ..... 150,187

 ——ffi 150
 トシッパテ................ 52

  
年取り 188

  
ドジョウとり 50

 
土葬 144
トッキトウバ 123 

 
トッコ 207

 
トッチャナゲ 20

 
トットキ 12,13

 
トトキ 22

 
隣組 70

  ——制度 70
 

トハチ 31
 

どぶろく 23
 

トマト 4,31
 

ドミツ 51
 

トムコ(トモコ)…68,70,73,113 ； 131,132,141 
 (トモ品、'ィ)........ 131ぷ2 

トムコ座敷 113,136 
 ------結び 113,133,135
 友引き 64 

 トメ b勺バ 147 
 トヨニシキ 36  
 土用干し 39  

 土用餅 25 
 寅の日 64 

 トリアゲバアサン 115 
 鳥追い 163

 とりかえつこ 128
 トリムスビ 134 

 泥棒 61 
 トロロ汁 23 

 
ドンドンヤキ……82,126,160
ト ノ ト ノマキ 161,162,163 

 トンビのハネ 129  
 トンボ 5 

 問屋場 58  
 舌竜様 63,125 

  坊主 125 
 

 な行 

苗ジッ田 36 
ナエバ 38  
ナエビ(苗日) 38 
苗代(ナエマ) 36 
苗代にモチを植えるな 36 
なおる 128 
ナカシロ 36 

 
ナカノウマヤ 28

 
仲之嶽講 81

 
仲間入り 125

  
長虫 149

  
仲宿 131

 
流れ灌項 148

 
ナカリン 30

 
ナギナタ 14

 
仲人 129

 
----敷.................. 129

 
---- のあいさつ 129

 
----ネし 129

  
ナスの馬 178

 
謎 67,198

 
夏越し 175

 
ナタガマ 221

 
七草 154
——ガユ 154

 
  ゾ—t 一 25,154

七社まいり 104
茶ひば 24

 
ナミダカクシ 144

 
十ミノノヽナ 64

 
なめみそ 23

 
ナモタセ 22

 
成田講 82

 
ナラズミ 42

 
南京米 40

 
ナンド 116

 

  に行

 
22

 
荷グラ 222

 
二合げい 21

 
ニコミ 20,21

 ニゴワメシ 34
 

 ニシン 22
 

 二十一大師 111
 

 二十三夜様 112
 二十二夜様 112

ニッカン................ 143
日参 105
二番契約 72

 
——イ乍 33

 ——茶 26
 

——卜' リ 39
 

二〇三高地 17
 

二百十日 180
 

二口クの脇腹 63
 

ニワ 43
 ----コロガシ 41



大食会...................155
大蛇.....................193
太々神楽................ 205
大豆粕 58 
堆肥.......................4
代用食.....................20
ダイマナクの行事.......... 9
局尾山.....................63
タカハタ.................. 48
薪一石.....................66
ーヒトタナ................ 66
タクアン...................24
ダグルマ...................66
タケ.......................48
タコ.....................207
タゴワセ.................. 47
タスキ..................... 15
脱穀機.....................39
タッゼン...................64
タテオケ.................. 34
タテジの餅................ 25
タデの葉.................. 60
タテビクサ................ 52
タテマタ...................42
七夕...................10,176
——飾り................ 176
田の神...................149
一の草とり................ 39
—の広さ.................. 35
タバコ.....................26
------ '畑.................. 26 
......包T............................... 26 
タビ----------------------- 17
——ハソン.................17
食物禁忌...................64
玉マユ.....................48
玉ギリ.....................46
玉代の姫.................194
魂呼び...................140
タマンバラの箸............ 63
タラッペの根.............. 60
タラの芽...................23
タルイレ.................130
タルダテ.................130
タレコ.....................48
タレ肥................ 33,34
タロッペ...................22
俵っころばし.............. 59
タワラギ.................157
端午の節供.............. 172

団子.......................20
タンサン............  18
炭酸饅頭.............. 21,174
誕生 113,115 
----祝................ 124 
----餅................25,124 
たんぼ.....................34
たんぼつくろ.............. 35

ち行

力石(チカライシ).......... 66
力餅................. 25,124
チクサン...................51
チクワ.....................22
地芝居.................. 205
地縞....................... 14
地神講...... .............. 34
——様.....................34
地蔵神仰.................109
乳くれ...................124
チチタケ.................. 22
チチの不足.............. 125
チチノくレモン.............. 60
チフス.....................63
チマキ.....................96
茶......................... 26
中気.................. 62,63
中臣蔵.................. 205
中年会.....................77
中部用水...................40
千ョウチン................ 48
朝鮮ビエ.............. 21,33
チョイチョイ着........ 12,13

(サンダワラ)

,チョーナ仕上............ 209
>徴兵検査.................. 73
チョボクレ.............. 206

|地分け.....................5
;チンゲ...................125
I チンコロ ................ 169
；--------柳................ 60
I チンノ''リ.................. 60
)賃びき.....................25

つn

\通婚圏...................129
)ツカ................ 31,32,66
7月並神社...................89
>月の八日.................168

 造り酒屋 52
 つくりっぱ 34

 告げ 141
 ッケダシ 51
  ッジガタメ 201

  ツジュウダンゴ 20
 

--------ダンス 186
   の日  20

筒粥 ...... …97
 頭痛 60

 つつ袖..................... 14
 土入れ 32
 つちぐも.................. 5

 土穂のダンゴ 186
 椿名神社 6,88

 ッブチ打ち 224
 ッブヌキ 47
 

坪井戸 111
 ッミッコ 20
 つむぎの着物 16

 
通夜 142

 つらが広い 40
 ツルギ 201

 つるべ井戸 28
 ッワブキ 60

 ツワリ 61
 

て行  

 デー 116,209
 テイザシキ 28,64

 定着した人 58
 出かせぎ 53  

 出替り 168
 手甲 14,143

 テッコノ、ッコ 5
 

手伝い 82
 手拭い 14

 ではの飯 143
 

出穂........... /.......... 39
 ——水 39

 テムスビ 129,130
  テヨボクレ 59

  143
 

一の年始 153
 —刻................... 143

 テン 50
 

テンガ 221,224
 テンカ''モチ 36

 
てんかん 61

 天気占い 168



食制 12 
食用動植物 22 
女子青年会 77 
諸職 52 
処女会 77 
初潮 126 
初七日 146,147 
除夜の鐘 151 
ジョリン 221,224 
尻たたき 10 
ジリヤキ 21 
代かき 36 
白消炭 57 
シロコボレ 47 
シロシタ 47 
白備前 32,33 
ジロボー 47 
シロミズ 41 
白無垢 15 
師走女 16 
シンコ 201 
信仰 86 
信州街道 54 
身上わたし 84 
しんじん棚 150 
新築祝い 159 
新宅 5,84 
陣田 198 
シンドリ 36 
ジントリ 207 
新年会 151
ジンバ 36

す行

数理 66 
水車 25,35 
水神様 28,29 
水仙の玉 60 
スイトン 20 
スイメン 5,49 
杉皮 30,44 
——葺き 4 
杉丸太 4 
スゴロク 207 
すしを作る日 25 
スス神様 117 
スズ切り 30 
スズの実 12,24 
スズメがくし 35 
ズタ袋 143

捨て子 123 
スネッキリ 32 
酢まんじゅう 21 
炭俵 43 
一の良否 43 
ーフルイショウギ 43 
炭焼き 41,46,59 
------窯 4,30
------の大きさ 43
------の言葉 43
------の家庭 44 
------の小屋 43 
スリコギ 129 
スリッパ 57 
スルス 39,53 
諏訪神社 67,71,92 
--------の秋の祭典 92 
諏訪様 7,89,180 
——祭り 172

せ行

成人式 126 
生産に関する講 82 
青年会 127 
:------の山 127

一の行事 127 
青年集団 127 
——H 77 
——の遊び 127 
——たまり場 127 
セイレン 42 
セキザ 17 
せきとり 36 
赤飯 19,25 
——をたく日 25
堰普言青.....................75
赤痢 .........60
製糸 48 
生児儀礼 ........ 119
©5衣装 16 
セッチン詣り 121 
節分 167 
背絞 16 
セリツミ 154 
世話人 70 
浅間神社 87,89,90 
線香 30 
善光寺街道 55,56 
------講 82 
戦死----------------- .……67

染色 18 
先代秋 205
全透!^.................... 78
善導寺講 82 
ぜんだな石 192,197 
千羽烏の牛王札 37,97 
せんふり 60,175 
ゼンマイ 22,23,24 
千三つ 199 
膳餅 130

そ行

造花 144 
総会 70 
葬具 142 
葬式のあった家 147 
——の日 142 
掃除 65 
雑炊 25 
雑炭(ゾウズミ) 42 
葬制 113,114 
双体道祖神 106 
総代 70 
贈答 173 
ゾウニ 152,153 
ゾウリ 12,17 
葬列 144 
俗信 106 
族制 84 
底抜け柄杓 6,7 
ソソヤキ 34 
ソデ 144 
そばがき 21 
----ぶるい 222
——まいだま ....... 21
——マンジュウ ....... 21
村会議員 70

た行

田植え 31,37,173 
------祝い 38
------を忌む日 “38 
太閤記 205 
大黒様 ............149
大黒柱 27 
大根 31 
——の切干し 24 
代参講 78,93 
太子講 81 
大師様 111,187



 
ササグイ................ 201

 
ササニシキ 38

 
ササムジナ 50

 
ササモタセ 22

 
ササラ 202
サシバ 17,18
座席の順 73

 
サツマイモ 22,31

 
里芋 19,22

 
里帰り 137

 
さどばあさま 89

 
サナレ 42

 
さらし 16

 
サルダヒコ 11

 
サルのコシカケ 22,60

 
サワモチ 105,149,183

 
三月 169

 
——節供 25  
三が日 153

 
三が日の飾り 153

 
山菜 22  
産後の食事 119  
一婦の入浴 119
—の禁忌 119 
サンザ 202 
三山旅行 127 
三三九度 132 
三合めし 21 
サンシ 119 
三十五日 146 
三十三年忌 147 
サンジャク 15 
蚕種 47 
----の購入 58 

 
サンショ勺 22,23,41 
産泰講 6,80,117 
——様 36,105,116,117 

 
—信仰 6,7 

サンチュワ 221,225 
 

サントク 22   
三年ミソ 23   
産婆.................... 118  
三番作 33 

 
——そう 200 
——茶 26  
——ドリ 39

 
産婆にこみやられた 199

 
三本鍬 221,224

 
サンボンゴ 32

 
サンヤサマ 20,81

   の座敷 136
 三又の木 45
 

山林 46
 

三隣亡 106
 三六ガマ 30,141
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 シイタケ.................. 22
   咅 4

 
寺院明細帳 108

 
しお 24

  断ち 107
 ——びき 19,22

 シオヅカノジイサン 111
 

 四月苗代 36
 地下足袋.................. 17

 式内社.................... 6
 シケッタ 32
 四合めし 21

 
仕事のてつだい 53

 
仕事始め 152

 
死後の供養 146

  ジゴロ引き 46
 二•三男 84 

 獅子の子 201
  の世話役 201
  の附帯目的と由来 201

 シジ 48
 四十九日 146,147

   のモチ 25
 自然暦 35,41

下草刈り 76
 シチク 30

 七五三 126,184

しつけ 64
自転車 56   

篠切り 30 
芝居 206
----小屋 206  
シバカリガマ 221  
しびれ 61  
終い(シマイ)正月 166 

 
----天神 81 

 ——年 188

----厄年 126
 

シマダ(島田) 17
 

縞蛇の黒焼き 61
 

島山部落の由来 193
 

シミ大根 23

 しみ菜 24 
  シミメシ 12,20
 

しめ糸罷 61
  シモバ.....................35

  社会生活 68

 ジャガイモ 22,31
 しゃく 60

  しゃくり 62
  シャグチシャマ 91

  ジャシキ 209
  H 195

  十一面観音 108
  収獲期の芝居 206

 
就学前の遊び 207 

  修学旅行 77
  十五日粥 10

  十五夜 20,181
  住居 26,35
  十三仏の掛軸 146

  十三夜 183
  シュウタ 32

  シュウト 20
  十二講……42,46,79,94,98,156 

  67,98,149
  —俅 152,156,171

  十六マュ玉 158
  出棺 144

  出産 116
   主食 19
 

  狩撖 49
  正月 147

  ——様 150
  ——飾り 150,189

  ——ffl 150
   の準備 184

  鐘鬼大神 172
  ショウギ 20

  小黒柱 27
  ショウジンバ 106,111

  ショウブ 172
    酒 172
    苗 36
    湯 172

 消防団 77 
 ショウユ 23

  ショイカゴ 34
  ショイコ 221,227

 
食事 20 

  のしつけ 64

  
食習.......................18



 鍬入れ 155
 —立て 155

 グンアカ 47
 

け行 
 ................................................66  

 
ケーバ 207

 ゲ'-卜｛ガペト)....... 69,198
 ケイマン................ …48

 畦畔の草刈り 39
 契約 25,68,70,71,72,168
 ——作刈り 31,40

 ——米 73
——餅 73  
ケイリョウ(計量) 66 

 ケエカキ棒……37,103,156,163
化粧 17 

 
下駄 12,17
----の歯入れ 59   
血圧で倒れた時 63 
ケブキリ石 43  
——ダシ 42 

ケムゲエシ 、•…145
下痢 60
ケンチョン汁 186 

 
ゲンノショウコ 60,175

 元禄 14
 

こ行  

 
小字 68
肥桶 222 
コイショウギ 221,225 
コイ踏み 34 
鯉ノボリ 172
庚神講 10,79,94,95 
----惊 78,94 
----待ち 78,94 
こおじ 23

 
荒神様 103  
行人様 112  
コオセン 18

  
交易 54,55,56

 
コーチ 68,70,71

  ------総代 68,69,71
 

コーデ 62
 口頭伝承 191

 
弘法大師 111

 公民館 70
 

氷餅 173
 

五月五日の節供 25

 ——節供 173
 古賀良講 81
 古希の祝い 126

コクサギ 34
32クソ 47

 穀物うち 33
 ご苦労よび 41

 五合ぼたもち 21
 五合マス 222

 
コゴメ 22,23

 小作…… 40
 ——上げ 40

  
コザシキ 209

 ゴザゲタ 17
 ——ツキ 17

 コシアゲ 15
 

乞食 59
 コジッコメ 150

 
コジハン 15,18

 
腰巻祝い 126

 
御祝儀 130

 
コジュケイ 50
小正月 25,157,159
コジョハン 12

 ごせ 206
 ゴゼ 59

 子育て地蔵 109
ゴダン 137
コデ 85

 コト八日 9
 

子ども組 77 
----獅子 201 
——の遊び 207 

 » 198 
 コナウス 25 

 粉ぶるい 222 
 子にかかる 27 

 木の実 22 
 ゴバイ 43 
 コノく豆腐 184 

 木挽き 20,30,44,57  
 

ゴヒチの肩 63
  ゴへ4 28

 
御幣のコロモガエ 87

 コマ  207
  ゴミッカブリ 22

 
小麦の品種 32

 # 57
 —こおじ 24

 コメ メの木 157
 

米つき 25,222
 —作り 31

—つけ街道 57
 一ぬか 143

 
—箱 25

 一を買え 28
 五目飯 81

 子守り 125
 

コよぎ 16
 婚姻 58,113,128

 
——圏 128

  
——の条件 129

 
コンコ帽 14

 紺ジュノくン 14
 

権田栗毛 191
 

権田の大字名 198
 ゴンチの節句 173

 
コンニャク 222

 
紺の股引き 14

 金比羅様 149
 

婚礼の場合の客座敷 135
 

 さ行

 
災害 82

 
西行ぶち 52

 裁縫 4,13,64
——の一人前 13
歳末諸事 188

 祭文 207
 さおばかり 227

 サカダチ 62
 魚(サカナ) 22

 一の食べ方 50
—の骨 63

 一のハサミ 134

 サガラ 35,221,222
さかやもん 58

 
先灯籠 144 
サギの宮 104,159

 
サキヤマ 44,207

  
--------様............. --107

 サクイレ 32,33
  サクガリ 40

 
サクキリ 33

 サクッパライ 32
  ザグリ 48

  サケ 22
 

ザゴイ 33
 ササガクシ 190



 
カリワケ 40

 
過燐酸 33

 
カリントウ 21

 
カノレゴ 221

 
カルタ 207

 
家例 152

 
川浦の獅子舞 200

 
----の地名 198

 
川木 82

 
皮剝式 9  
皮ヒキ 23

 
川干し 50

 
願かけ 105

 
カンカチ 202

 
カンカンショウブ 173

 
カンカン帽 14

 
冠婚葬祭 113

 
甘藷 22

 
観世流の謡い 205

 
カンソウ 34

 
ガンタク 23

 
棺付き 144

 
蒲原モチ 36

 
寒みそ 23

 
還暦の祝い 126

 
観音講 81  
----様 65,164

 
ガン(癌) 60

 
ガンジッ 150

 
眼病 63

 
き行 

 
飢饉の際の食物 24

  
きくいも 22

  
儀式用着物 15

 
キジ 50

  
議事&.................... 71

 
鬼子母神 62  
喜寿の祝い 127

 
気象予知 65  
木ズルス 222

 
北野神社 49,87

 
義太夫 207

 
キッネ 50,195

 ------つき 195
 ------のヨメイリ 195
 ------火 107,195

 
キッポウ 61,160,163

 
祈とう 140

 
木戸賃 206

 キナコ 166
 

絹笠様 48,159
 

キノコ 12,22
 

キハダ皮 18,60
 キミ(キビ) 21

   餅.............. 21
 着物 13

  

 キャラブキ 23
 救荒食品 24
 キュウデ 85
 --------仕事.............. 85

 急病人 140
 

 キュウリ 4,31
 経かたびら 143

 行商 52,58,77
 清め 146

 行人塚 192
 共同墓地 70

  ——作業.................. 74
  68

 ——作業.................. 74
  山の権利 75

  地 74
 

 漁法 49
 

 漁撈 49
  

 切り傷 60
 

ギリギリ飴 59
 

霧積への道 56
キリハギ 112
儀礼 34

 
キノレク 17

  
キワカキ 221

  キ> ...................... 5
 

ギンカブト 207
  

禁忌 28,64,65
 

——作物 64
 ——動物 64

 キンギャク 201
 

 キンチャク 85
 

 キントン 23
 

 ギンナガシ 199
 

 キンマラ 7,149
 

く行  
  食い初め 122
 

 喰違四間取型民家 208
 

 クガタチ 90
 クキ 49

  草カキ.................. 224
 草刈り 51

   ガマ 221,224
 

クサギの木の虫 60
 草ゾウヤク 39

  草津街道 53
 

草ぶき屋根 26
 クジ 27

 クズカキ 34
 ——カキカゴ 221
 ----小屋 4,34
 ----の根 12,24

   マユ 48
 

----屋根 26
  区総会.....................71

 クゾバ 23
 区長 70,71

 ——会 70
 ——代行 70

 口寄せ 59
 クツミレー 62
 くにもの 58
 クヌギヅミ 42

 くねッて九石 38
 クマトリ 50

 熊の油 61
 熊野神社 37

  組 68,70
 

クモ 66
 倉開き 155

 クリ 22
 クリマリ 150

  クルマ 33
  ------ヅカイ 25

  ------ ヒキ 33
 クノレミ 22

  ------ の皮 18
  クノレリ 33

  黒消炭 57
  黒炭 41,43

  ——のカマ出し 43
  黒無垢 15

 
クロモチ 36

 クワガク 5 
 桑売り 47
 ーカゴ 221

  一切リガマ 221
 ーツミザル 221

 —の品種 47
 ——ばら 35



 オシメ 8,189
 

お釈迦様 170
 

 汽芦,严 サマ)......86,101
(オンリヨーサマ) 102,147 

お死霊様のたたり 103 
オシンコ 96 
おせえみそ 24 
お高もりの飯 135 
オタナ 150 
才棚探し................ 153 
——餅 153 

 
オチョウメチョウ 133 
オチョロムシ 63  
オッカド 10,18 
オッキリコミ ……12,18,20,21 
おつけの実 22  
オツミッコ 21  

  お寺ざしき...............145
オテンマ 26,56,68,74,75

 男の年取り ..........................189
 

オニアン 25 
 

オニ(鬼)の豆 168 
 

オニムシ 207
 お念仏 145

 オノ 44
 オハギ 25

 オハグロ 17
 おはちの米 120
 オバンシ 20
 お七夜 118,120

 
オビヤキ 122

 
お百度 106

  ------まいり 140
 

お日待ち 21,94
 

オヒル 18
 

オベットウ 93
 

お便所まいり 120
 オボタテ .......... 119,124
 

おぼやあけ 122
 オボヤが明ける 120

 オボロウサマ 105 
 

オマイ玉 156
 

お待ち女房 133
 オママ 20
 オミキスズ 7,105

 お宮まいり 122
  お召し 16

 主な屋号 83
 

一な苗字 83

オモテノウマヤ............ 28
おやおや............ 3,7,139
オヤゲナイ.............. 175
オヤジデェ.............. 132
オヤワン山盛.............. 80
オンガ................ 32,222
オンジャクワ.............. 47
御岳講.....................78
女のイチゲン 136,137 
女の子の着物.............. 15
オンベロ ................ 152

オノリヨウサマ 114,150

オンマラ様................ 8

か行

蚕祝い.....................48
蚕神.......................49
蚕の飼育法................ 47
—の始め................ 194
—の病気.................. 48
蚕ビヨリ.................. 48
®................................................66
—の赤あざ................ 61
カオス................ 31,49
家屋.......................26
家格.......................83
怪異.....................107
かいこん.................. 35
改層.......................76
開拓.......................35
----鍬.................. 222
外とう着初め.............. 17
外来者.....................58
改良白麦.............. 32,33
«................................................63
書き初め..................152
カギ竹................ 27,63
カキダシ................ 227
神楽道具................ 205
カケモンザオ............ 150
カケヤ.....................42
蔭膳.....................106
鍛治炭.....................42
かご祝い...................8
かごめかごめ.............. 5
飾り替え................ 156
カジカ.................. 5,50
カシワ餅................ 173
------の皮............ 18,30

火事....................... 27
カスリ..................... 18
ガス糸.....................48
ガスオオメ.................18
ガズ.......  17
風牙....................... 61
風除け...................170
家族生活...................83
----の構成.................84 
----の私金.................85 
形身配け.................147
学校....................... 35
カッタテ...................51
カッチキ...................34
カツノぐの話.............. 192
カッポシ...................39
門松..................... 151
カナゴキ.............. 39,222
カナババ.................118
カナボボ.................124
カネツケの祝い.......... 136
--------のオコワ......... 25 
--------の日............ 136 
カノエサル................ 79
カブト虫................ 207
カボチャ.................186
釜神様................ 39,61
一のロあけ.............. 175
鎌倉三代記.............. 205
かます................ 33,222
ネ申：^....................... 92
上岡の観音様............. 109
神送り...................182
髪形....................... 17
カミキリ................ 207
神無月の留守神様........ 182
萱場...................12,26
萱ぶき屋根.................12
ーマブシ...................48
弾弓......................... 25
粥搔き.....................9
------棒.............. 10,157
カラウス................ 222
からいも...................22
烏川の魚...................50
——の由来.............. 197
カラス午王............ 37,194
---------- の礼........37,194 
カラロソウ................ 47
カリブン.................139



 ----石….................. 61 
座主の森 106
忌みあ｛ナ 147

 -------- の経 145
忌み言葉 64
イモ洗V、臼 12
——ガラ 24
——メシ 20
入家式 133  
イロムク 21  
囲炉裏 28  
祝い着............ ...... 126  
祝い月 日 34  
岩氷の神社 90  
——用水組合 40
イワシ 19  
イワナ 50  
ぅ行 

初子 116  
初産 116  
ウエシロ 36
上野堰 40
ウケトリワタシ 113,131
ウコン 16 
ウシ 5,207
牛運送 46
丑の刻詣り 83
丑の日 175 

 ------精進 175  
氏子総代 70  
碓氷社 31,47  
——との交流 56  
自番い 135,205  
——初め 77,153  
ぅでまんじゅぅ..... 174495 

 
うど 23,64
打身 60 

 
ウドン 21,20

 ーー粉の食品 21
 ウナギ 50 

 ------ドウ ....... 49
 ------バリ 50

産毛 125
産着.................. 16,120

 
ウブスナ様 144,182

 
産めし 119

 
産湯 119

 
,馬.........................51

馬小屋 28 
馬の景気あたり 51
—の餌 51

 一のごいだし 52  
—の病気 51
一と女の年取り 187  
一の利用 51
馬屋ごい 34
----神惊 104

 ウメビラ 169
 妍...................... -2D

1ウラリン.................. 30  
ウリイ 23
ウリツノぐ 22

 ウルシ 63
ウルヌキ 33

 ヴウキン................ 130
運送 57

 ぇ行 
 

ェイ(工工) 37,52,76
 

嬰児籠.................... 8  
恵応様 67

 140

枝打ち 76 
—つき塔婆 147 
ートウバ 147
エッッケオビ 15  

  越中槌 221,227

 江戸妻 15
 エナ 118

 エビス 149
   講 165,186
   棚 165

   大黒 165
 

エプロン 15
 エンガ 32,221,222

 
緣起 153

 
エンジュ 64

  
演芸会 ........... 127

  
ェンドウ ............ 43

  エンニン 184
  エンマ様 111,186

 
 ぉ行 

 :大字 68
 | オオガキ...................42

 |大カゴ  .............. 47
 狼に助けられた話 193

 オオクマトンボ .
 (ォニャンマ) °

  大正月 25
 オオドシトリ 188

  オオヌスット 128
  オオバ3? 60

  大晦日 189
  大麦の品種 32
  オオ メ 14,18,48
  大山祗神 67

  おう穴 197
  お顔がくし..........249, J见
  オカザリ 150

   カエ 158
  オカシラッキ 184

  オカリヤ 101,184
  オカズ 22

 お棺 142
オガンショ 63,109 

 オキチチ'ミ 48
  オキンマラ 159

  奥さんかぶり 14
  屋内の神 103

 オクマン様 92
 小栗上野介 22,192

  とぶつぶし騒動 192
  オクリのデー 209

  送り旗 34,142
 ——盆 179

 オクンチ 181
  オケラ 5

  おけらのためさん 76
  オコエ 18

  オコシ 142
  オコジョ 63,109

  オコト 168
 オコビル 18
 

おこわをつくる日 25
 お歳暮 189

 オサゴ 121
  オサキ 64,106

 ------い 107
  

幼いものの葬式 148
   お産で死んだ人の供養……148

 
お産 115,116 

  の見舞 120
  ----の場所...............116

 ----の神様 116
 オシトギ 150

 押麦 20



索 引

 
ぁ行 

  
アーボーヒーボ 157

  
アイコク 36

 
愛国6号 36

  
アイッチ 22

  
相満神社..................%

 
アオキワセ 47

 
アオダイショウ 50

 
アオメ 18

 
赤抱き 122

 
アガタ 59,107

 
赤見 122

 
アカンボー 22

 
赤坊主 32

 
赤ん坊のイチゲン 123

 
アキアゲ 31,41,189

 
秋葉様 24,74

 
秋ソバ 21

 
アケビ 22

 
アケボーシ 133

 
あげもん 13
朝イチゲン 135
ーエビス................ 165

 
アサウラ 17

 アサゴコエ 18
 

朝茶菓子 18
 

麻の葉模様 16,120
 

—の虫 60
 

朝藤夕繩 64
 

—湯 151
 

—飯 18
 

—ンメエ仕事 53
 

足場木 26
 

遊び 56
  

小豆を使った食物 25
 

——粥 25,34,80,163
 

----ボウトウ 21,34
 

あつけあたり 60
 

アトマル 17
 

愛宕様 90
 

あだ名 198
 

後産.................... 118  
アトタッネ 137

 
穴掘り 142

 
アナップサゲ 34,183

ネ由.........................22
アブラオンケンサマ ……61,63 
雨乞い............ 67,83,104
雨降り仕事................ 53
......田................ 198 
飴屋-----------------------59
了ヤ\リ................ 207
荒塩........................24 '

アラクレ.................. 36
新盆.....................179
一灯................ 179
粟................................................12
—ごわめし................ 22
—ごせえ.................. 33
—づくり.................. 33
一の食べ方................ 21
—ブルイ................ 222
—ボ................ 156,157
—飯.................. 20,119
アワモチ.................. 22
淡島様............90,116,171
あわせもん................ 13

ぃ行

慰安旅行........ム::…:.々ビ今4

イカダマブシ..... ...  ••”‘••48
育児.....................124
石芋..............  192
—S ........................................222
ータダミ.... .............. 16
一についての伝承........ 197
—宮............................................6
衣•食•住................ 12
イジメ .............. 116,125
異人.......................83
居酒屋.....................52
イザリバタ................ 48
イズミ................ 8,116
伊勢講................ 78,81
イタ屋根...................12
板割り................ 27,46
一合ぞうせえ.............. 21
一升マキ...................37
一升ソバ...................21
一升マス................ 222
市......................... 56

イチガス.................150
イチゲン.................131
------- 座敷.........131,135
-------- ;殳者............. 132
一人前.....................66

----の仕事量............ 66
—の娘.............. 139

イチノセ...................47
一の宮講.............. 78,81
一機二針.................139
一番契約...................72
——ザク...................32
一茶.....................26

——ドリ...................39
イチマケ...................83
イチョウガエシ............ 17
胃腸病.....................60
一夜ゼリ.................159
——餅...................188
五日の節供.............. 194
イッヶ.............. 5,83,84
イッケシヨ................................83
イッコク.................199
イッサンガ足.............. 63
イッソメシ............ 12,20
イトコッカワセ.......... 128
糸ひき歌................ 206
井戸神様...................63
井戸掘り...................29
イドリヶブ.................42
稲荷組.....................83
....様.................... 90 
犬------------------------- 62
イヌクグリ.................83
戌の日..................... 64
------の田植..............37 
稲刈り.....................39
—の品種...................36
一の穂...................183
位碑持ち................. 144
胃病....................... 60
衣服....................... 13
----のしつけ............. 64 
イブリ.....................42
いへえた...................32
イボ....................... 61
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