
  
 

     
 

 
 

 
  

 
 

第
四
章 

人
の
一
生 

 
 

 
 

 

※
本
節
は
主
に
増
尾
国
恵
氏
・
栄
喜
久
元
氏
説
、
長
澤
和
俊
氏
著 

 
 

 
 

 
 

書

を

主

に

し

て

ま

と

め

た

。

大

方

昭

和

前

期

以

前

。 

 

一 

出 

生 

 
 

 

出
産
ま
で 

 

妻
が
妊
娠
す
る
と
、
そ
の
夫
婦
は
種
々
の
禁
忌
を
守
ら
ね
ば
な 

 

ら
ぬ
と
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
欠
け
た
茶
碗
で
食
事
す
る
と
三
口

ミ
ツ
ク
チ 

の
児
が
生
ま
れ
る
と
か
、
家
畜
類
の
殺
傷
や
死
人
を
担
ぐ
こ
と
は 

タ
ブ
ー
と
さ
れ
る
な
ど
、
数
多
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
は 

俗
信
の
節
で
述
べ
る
。
昭
和
初
期
ま
で
は
、
妻
問
い
楯
の
痕
跡
を 

濃
く
残
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
か
、
妻
は
一
子
を
得
る
ま
で
は
、 

大
体
実
家
で
の
生
活
が
多
か
っ
た
。
新
妻
は
夫
方
宅
で
定
住
す
る 

ま
で
に
は
、
お
お
か
た
夏
冬
の
手
織
り
の
晴
れ
着
と
ふ
だ
ん
着
一 

着
ず
つ
仕
上
げ
て
持
参
す
る
の
が
通
常
の
習
わ
し
で
あ
っ
た
が
、 

み
ご
も
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
準
備
意
欲
を
も
大
き
く
か
り
た
て 

た
と
い
え
る
。
ま
た
、
お
産
が
近
づ
く
と
労
働
す
る
の
が
安
産
に 

(一 )  



つ
な
が
る
も
の
と
さ
れ
、
畑
を
た
が
や
し
た
り
、
大
麦
を
搗
い
た 

り
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

 

出 
 

産 

 

妊
婦
が
産
気
づ
く
と
、
ジ
ュ
ー
（
地
炉

ジ

ロ

＝
母
屋
の
台
所
に
近
い 

隅
に
畳
の
広
さ
ほ
ど
地
炉
の
か
わ
り
土
で
壁
ま
で
塗
ら
れ
た
）
は
、 

清
掃
さ
れ
塩
で
浄キ

ヨ

め
ら
れ
る
。
陣
痛
が
始
ま
る
と
卵
等
の
味
噌
汁 

を
食
べ
、
力
を
つ
け
て
ジ
ュ
ー
に
入
る
。
大
体
妊
婦
は
、
だ
れ
に 

も
知
ら
れ
ず
、
安
産
し
て
家
族
を
喜
ば
せ
る
の
が
最
上
と
さ
れ
て 

き
た
。
も
っ
と
以
前
に
は
、
産
気
づ
い
て
も
仕
事
を
休
ま
ず
、
畑 

の
隅
で
ひ
と
り
で
産
み
、
腰
巻
き
に
包
ん
で
帰
宅
し
た
人
も
お
り
、 

か
え
っ
て
称
賛
さ
れ
た
と
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

難
産
の
場
合
は
天
井
か
ら
綱
を
下
げ
、
そ
れ
に
つ
か
ま
っ
て
り 

き
ん
だ
り
、
母
親
や
夫
が
後
方
か
ら
妊
婦
の
腹
を
抱
き
声
援
を
与 

え
た
と
言
わ
れ
る
が
、
一
般
に
は
男
性
は
産
室
を
の
ぞ
か
な
い
の 

が
常
識
と
な
っ
て
い
た
。
産
児
は
、
普
通
は
妻
方
や
夫
方
の
母
親 

が
取
り
あ
げ
る
。
産
児
が
現
世
に
姿
を
現
し
初
声
を
あ
げ
る
の
に 

応
え
て
「
イ
エ
ー
、
イ
エ
ー 

（
ハ
イ
、
ハ
イ
） 

塩
マ
シ
ュ

一

升

イ
ッ
シ
ュ
ー

、
粟オ

ー

一 

升
ヌ
位
ド
ー
」
と
位
づ
け
を
す
る
。
こ
れ
は
悪
神
よ
り
も
早
く
と 

の
配
慮
が
あ
る
。
塩
は
両
性
の
原
理
よ
り
生
じ
、
最
高
の
清
浄
力 

を
持
ち
、
な
お
調
味
の
素
で
も
あ
る
。
粟
は
、
粒
が
細
か
く
、
数 

多
く
し
て
、
多
く
の
幸
運
・
食
運
に
恵
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る 

も
の
だ
ろ
う
か
。 

 
 

 

産
後
の
処
置 

 

産

ま

れ

る

と

産

婦

の

母

あ

る

い

は

姑

が

目

を

な

め

、

鼻

汁

を 

吸
っ
て
息
を
さ
せ
、
ヘ
ソ
を
つ
ぐ
。
本
島
で
は
、
ヘ
ソ
の
緒
を
切 

る
こ
と
を
「
つ
ぐ
」
と
言
い
、
金
物
を
用
い
ず
竹
べ
ら
を
使
う
。 

ま
た
、
ヘ
ソ
を
く
く
る
の
に
カ
ラ
ム
シ
や
芭
蕉
の
繊
維
を
使
う
。 

こ
う
し
た
処
置
は
産
婦
が
す
る
の
が
建
前
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
出 

産

後

出

る

胞

衣

エ

ナ

を

「

ソ

イ

」

と

い

い

、

ワ

ラ

な

ど

で

包

ん

で 

    

       
 

 

ジ
ュ
ー
の
隅
に
立
て
、
一
日
に
三
回
水
を
か
け
、
三
日
目
に
明
方

ア
キ
ポ
ウ 

(二 )  

(三 )  



を
選
ん
で
屋
敷
外
に
夫
が
埋
め
る
。
そ
の
場
合
、
草
木
の
葉
の
ゆ 

れ
動
く
下
に
埋
め
る
と
赤
児
が
夜
泣
き
す
る
と
い
わ
れ
注
意
さ
れ 

た
。
な
お
、
産
婦
は
お
産
直
後
は
大
変
な
疲
労
と
空
腹
を
覚
え
る 

の
で
、
そ
の
ま
ま
眠
り
込
ん
で
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
直
ち 

に
あ
た
た
か
い
お
か
ゆ
を
食
べ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
れ
に
ジ
ュ
ー
で
は
、
ガ
ジ
ュ
マ
ル
の
生
木
を
燃
や
し
て
産
婦 

の
腰
を
あ
た
た
め
る
。
産
婦
に
は
別
に
薬
を
与
え
る
こ
と
は
な
く
、 

七
日
間
昼
夜
あ
た
た
め
、
休
養
を
と
る
だ
け
で
あ
る
。
産
婦
は
心 

身
共
に
弱
り
、
特
に
赤
児
は
霊
力
が
弱
い
の
で
、
そ
う
し
た
母
子 

を

狙

う

悪

魔

の

侵

入

を

防

ぐ

た

め

に

も

火

を

た

く

意

味

が

あ

っ 

た
。
七
日
間
、
火
を
燃
や
し
続
け
る
の
で
「
七
日
火

ナ

ヌ

カ

ビ

ー

」
と
も
い
う
。 

ま
た
、
産
児
や
産
婦
は
刃
物
な
ど
枕
元
に
置
い
て
寝
る
も
の
だ
っ 

た
。
産
婦
は
、
ジ
ュ
ー
ヌ
メ
ー
（
ジ
ュ
ー
の
前
）
で
、
で
き
る
限 

り
の
栄
養
と
休
養
が
与
え
ら
れ
る
。
産
後
、
元
気
を
回
復
し
て
起 

き
上
が
る
こ
と
を
ウ
イ
タ
チ
（
起
き
立
ち
）
と
い
い
、
ウ
イ
タ
チ 

が
悪
い
と
シ
ラ
ゲ
ー
（
産
後
の
余
病
＝
主
に
貧
血
）
に
な
る
と
言 

わ
れ
た
か
ら
、
家
族
や
親
族
か
ら
大
事
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

次
に
、
産
湯
を
浴
び
さ
せ
る
の
は
主
に
妻
の
母
親
で
あ
る
。
浴 

び
さ
せ
る
前
に
産
湯
を
右
手
で
す
く
い
、
産
児
の
顔
に
ふ
り
か
け 

る
ま
ね
を
し
な
が
ら
「
ア
ッ
ア
、
コ
ー
レ
」
と
呪
言
み
た
い
な
こ 

と
を
言
っ
た
。
増
尾
国
恵
翁
は
「
こ
の
唱
え
言
は
、
産
児
が
将
来 

食
物
に
恵
ま
れ
る
こ
と
を
予
祝
す
る
呪
言
で
あ
っ
た
ら
し
く 

云
々
」
と
述
べ
て
い
る
。
鼻
中
の
汚
物
も
口
で
吸
い
取
り
、
口
内 

は
親
指
を
入
れ
て
洗
い
、
全
身
丹
念
に
洗
う
が
石
け
ん
は
使
用
せ 

ず
、
卵
の
白
身
な
ど
を
戦
中
・
戦
後
は
使
用
し
て
い
た
。
ま
た
、 

産
児
の
肌
に
変
わ
っ
た
も
の
が
あ
る
と
、
親
子
三
人
の
爪
を
切
っ 

て
布
で
包
ん
で
産
湯
に
入
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
の
こ
と
。
湯
浴
み 

し
た
赤
児
は
腰
巻
き
に
く
る
ん
で
寝
か
せ
た
。 

 
 

 

名 ナ
ー

付
き
祝

チ

 
 

ヨ

イ 

 

出
産
の
当
日
、
幼
名
す
な
わ
ち
ヤ
ー
ナ
ー
（
家
名
）
の
命
名
式 

を
行
う
。
幼
名
は
、
最
初
に
生
ま
れ
る
子
に
は
、
父
方
の
祖
先
の 

幼
名
を
付
け
、
次
は
母
方
と
、
常
に
父
方
を
先
に
し
て
つ
け
、
交 

互
に
付
け
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
が
、
早
世
し
た
祖
先
は
で
き
る 

だ
け
さ
け
、
長
寿
で
功
績
の
あ
っ
た
祖
先
名
が
好
ま
れ
る
。 

 
ヤ
ー
ナ
ー
は
出
産
し
た
当
日
つ
け
、
最
も
身
近
な
親
族
間
で
、 

生
ま
れ
祝
い
、
名
付
け
祝
い
を
軽
く
行
う
の
が
通
例
で
あ
る
。
ヤ
ー 

ナ

ー

は

「

童

名

ワ
ラ
ビ
ナ
ー

」

ま

た

は

「

島

名

シ

マ

ナ

ー

」

と

も

い

わ

れ

次

の

三

通

り 

が
あ
る
。 

(四 )  



 
男
子
だ
け
に
通
用
す
る
名 

 

ハ
ニ
、
ヤ
マ
、
ト
ゥ
ク
、
マ
サ
、
タ
ラ
、
グ
ラ
、
ダ
キ
、
ジ
ャ
ー
、 

ト
ゥ
ラ
（
た
ま
に
女
子
に
も
）
、
マ
ニ
ュ
、
サ
ブ
ル
、
ビ
チ
ャ
、 

ム
ト
ゥ
（
茶
花
だ
け
に
ウ
シ
ャ
、
ハ
ン
ド
ゥ
ー
と
い
う
名
あ
り
） 

 

女
子
だ
け
に
通
用
す
る
名 

ウ
ト
ゥ
、
ウ
ン
ダ
、
ム
チ
ャ
、
マ
グ
、
タ
マ
、
ク
ル
、
チ
ル 

 

男
女
共
通
す
る
名 

ウ
シ
、
マ
チ
、
カ
ミ
、
ハ
ナ
、
ナ
ビ
、
チ
ュ
ー
ハ
マ
ド
ゥ 

そ
の
他
茶
花
枚
区
に
女
子
名
で
ア
ー
ト
ゥ
、
ア
キ
な
ど
が
あ
る
。 

 

こ

れ

ら

は

身

近

な

物

の

名

詞

ら

し

き

も

の

、

そ

れ

に

琉

球

歴 

史
・
説
話
関
係
人
名
と
類
似
の
も
の
も
多
く
、
遡
れ
ば
日
本
古
代 

時
と
思
わ
れ
る
も
の
な
ど
あ
り
、
最
初
の
命
名
時
代
の
差
異
で
そ 

の
意
味
の
異
な
る
場
合
も
で
る
。
例
え
ば
「
ハ
ニ
」
は
「
金カ

ネ

」
と 

も
古
語
の
「
赤
土
」
と
も
解
さ
れ
、「
ハ
ナ
」
も
「
花パ

ナ

」
よ
り
も
「
愛ハ

ナ 

し

子
グ
ワ
ー

」
の
「
ハ
ナ
」
の
意
に
も
と
れ
、
今
後
の
研
究
部
面
は
多
い
。 

 

当

日

幼

名

を

付

け

て

な

い

者

は

七

日

目

ま

で

に

は

必

ず

つ

け 

る

。

赤

児

は

名

付

け

の

式

に

は

名

付

ナ

ー

チ

き

衣
キ
パ
ダ

を

着

て

臨

む

。

そ

の 

衣
は
産
後
作
る
も
の
と
い
わ
れ
、
背
に
マ
ブ
イ
（
守
り
）
を
縫
い 

込
む
。
そ
の
守
り
と
し
て
、
近
親
長
寿
者
の
白
髪
若
干
と
白
米
三 

粒
を
入
れ
て
縫
い
込
む
。 

 

さ
て
、
名
付
き
祝
い
の
当
日
は
、
新
生
児
の
た
め
「
名ナ

ー

付
き
飯

チ 
 

 

マ
イ

」 

を
用
意
す
る
。
わ
ざ
わ
ざ
釜
を
別
に
し
て
炊
く
の
で
あ
る
。
そ
の 

白
飯
を
大
き
な
茶
碗
に
山
盛
り
す
る
。
そ
れ
に
季
節
の
野
菜
と
魚 

や
肉
の
煮
付
け
に
刺
し
身
を
つ
け
た
三
品
を
高
膳

タ
カ
ゼ
ン

に
載
せ
て
神
前 

に
置
く
。
な
お
、
三
献

サ
ン
グ
ン

の
吸
い
物
の
膳
。
ま
た
、
一
方
に
は
神
酒
、 

干
物 

（
ピ
ム
ン
＝
ス
ル
メ
か
コ
ン
ブ
・
塩
な
ど
）
、
盃
を
謄
に
載 

せ
て
お
く
。
も
う
一
つ
の
膳
に
は
、
塩
・
学
用
品
・
鎌
・
大
工
道 

具
・
漁
具
・
ト
ゲ
の
あ
る
植
物
（
ア
ダ
ン
・
サ
ー
ラ
キ
等
）
・
小 

石
等
、
女
の
子
の
場
合
は
、
鎌
・
大
工
道
具
・
漁
具
の
代
わ
り
に
、 

ピ
ラ
（
主
に
イ
モ
掘
り
用
の
農
具
）
・
ザ
ル
・
裁
縫
用
具
に
替
え 

る
。
こ
う
し
た
四
種
の
お
膳
を
用
意
し
て
神
前
に
置
く
。 

 

一
同
が
集
ま
る
と
、
姑
が
名
付
き
衣
を
着
け
た
産
児
を
抱
き
、 

主

人

が

祖

神

に

祈

祷

を

す

る

。

「

ト

ゥ

ッ

ト

ー

ト

ゥ

ガ

ナ

シ

、 

今
日

シ

ユ

ー

〇
〇
が
生ウ

ま
り
てテ

ィ

、
祖
父

ウ

プ

の
名
前

ナ

ー

を
取ト

ゥ

っ
てテ

ィ

、
ハ
ニ

ハ

ニ

とチ
チ

つ
け

チ

キ 
てテ

ィ

お

祝ヨ

いイ

し

ま

す

シ

ャ

ー

ビ

ュ

ー

か

ら

ク

ト

ゥ

、

ト

ゥ

ッ 

ト

ー

ト

ゥ

ガ

ナ

シ

、 

何
時

イ
ッ
チ
ン

まタ

で
も

ナ

ン

、
お
見
守
り

ミ

ー

マ

ブ

テ

ィ

く
だ
さ
っ
て

タ

バ

ー

チ

ュ

テ

ィ

、

塩
マ
シ
ュ

一

升

イ
ッ
シ
ュ
ー

、
粟オ

ー

一
升
、 

百 

二 

十 
歳 

のヌ 

位
ク
レ
ー

あ
ら
し
め
て

ア

ラ

チ

ュ

テ

ィ

、
清チ

ュ

らラ

栄サ
カ

い
、 

清チ
ュ 

ら 

働
き

キ

バ

イ

さ
せ
る

シ

ミ

ュ

ン

よ
う

ガ

ネ

ー

に
、
幸
運

ウ

ブ

ン

呉
れ
て

ク

リ

テ

ィ

く
だ
さ
い

タ

バ

ー

リ

、
ト
ゥ
ッ
ト
ー
ト
ゥ 



ガ
ナ
シ
」
と
、
大
体
同
じ
よ
う
な
祈
祷
を
捧
げ
る
。 

 

一
同
礼
拝
が
す
ん
だ
後
、
神
前
に
置
い
て
あ
る
神
酒
を
盃
に
つ 

い
で
産
児
の
頭
上
で
ま
わ
す
。
つ
ぎ
に
ピ
ム
ン
（
干
物
）
も
同
じ 

よ
う
に
「
塩
一
升
、
粟
一
升
ぬ
位
云
々
」
と
唱
え
な
が
ら
頭
の
上 

で
回
す
。
次
は
、
祝
飯
や
お
膳
の
種
々
の
祝
い
物
を
一
つ
ず
つ
取 

り
上
げ
て
産
児
の
頭
上
で
ま
わ
し
な
が
ら
祈
願
を
唱
え
る
。
例
え 

ば
、
学
用
品
を
ま
わ
し
な
が
ら
学
問
の
達
人
に
な
る
よ
う
に
と
か
、 

サ
ー
ラ
キ
を
ま
わ
し
な
が
ら
「
ニ
ギ
マ
イ
シ
ラ
ン
ガ
ネ
（
ト
ゲ
に 

負
け
な
い
よ
う
に
） 

云
々
」
、
小
石
を
取
り
上
げ
て
、
石
な
ど
に 

つ
ま
ず
か
な
い
よ
う
に
と
か
祈
願
を
唱
え
な
が
ら
産
児
の
頭
上
で 

ま
わ
す
。
女
の
子
の
場
合
、
糸
巻
き
な
ど
を
取
り
上
げ
（
以
前
は 

「
ヲ
」
を
巻
い
た
「
ヲ
ゥ
チ
グ
ル
」
で
あ
っ
た
）
、
「
テ
ィ
ン
チ
ュ 

ヲ
ナ
グ
ナ
リ
ョ
ー
」
（
手
巧
者
女
に
な
れ
よ
）
な
ど
と
唱
え
る
。 

 

こ
う
し
て
新
生
児
の
将
来
へ
の
祝
儀
が
終
わ
る
と
、
祝
膳
は
産 

婦
の
側
に
置
き
、
赤
児
は
寝
か
せ
る
。
そ
し
て
名
付
き
飯

ナ

ー

チ

キ

マ

イ

は
一
粒 

も
こ
ぼ
さ
ぬ
よ
う
に
皆
に
配
っ
て
食
べ
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
一
同 

祝
宴
が
始
ま
る
。 

 
 

 

授
乳
と
蓬
湯

プ
チ
ミ
ジ 

 

新
生
児
の
胎
便
が
出
た
あ
と
、
乳
付
け
が
行
わ
れ
る
。
乳
付
け 

親
は
「
チ
ー
ア
ン
マ
ー
」
と
言
わ
れ
、
成
長
後
一
生
慕
わ
れ
る
の 

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
出
産
直
後
母
乳
が
出
な
か
っ
た
り
、
ま
た
何 

カ
月
か
母
乳
が
出
な
い
と
き
は
、
親
戚
中
で
同
じ
血
統
の
丈
夫
な 

乳
児
を
持
つ
婦
人
を
選
び
授
乳
し
た
。
こ
の
人
が
チ
ー
ア
ン
マ
ー 

（
乳
を
与
え
る
母
）
で
あ
る
。
赤
児
が
男
な
ら
女
児
の
母
、
女
な 

ら
男
児
の
母
を
選
び
、
ア
ン
ニ
ャ
ー
（
姉
）
ま
た
は
ヤ
カ
（
兄
） 

チ
ー
コ
レ
（
乳
食
え
）
と
言
っ
て
飲
ま
せ
る
。
こ
れ
ら
は
健
や
か 

な
成
長
を
祈
っ
て
の
呪
言
で
あ
る
。
（
ア
ン
ニ
ャ
ー
＝
麦
屋
地
区 

で
は
ア
ニ
ン
カ
と
い
う
） 

 

お
産
三
日
目
に
は
ヨ
モ
ギ
を
煎
じ
て
プ
チ
ミ
ジ
（
ヨ
モ
ギ
湯
） 

を
つ
く
り
、
そ
の
ヨ
モ
ギ
の
汁
や
葉
や
茎
で
産
婦
の
全
身
を
暖
め 

た
り
、
乳
房
に
ヨ
モ
ギ
の
葉
や
茎
を
当
て
て
も
む
と
、
産
後
の
体 

が
早
く
回
復
し
、
乳
が
多
く
出
て
新
生
児
が
よ
く
育
つ
と
し
て
実 

行
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
二
、
三
日
続
け
る
と
、
産 

婦
の
体
の
穢
れ
が
抜
け
去
り
、
母
体
が
丈
夫
に
な
る
と
い
わ
れ
た
。 

な
お
、
産
後
三
日
目
は
、
プ
チ
ミ
ジ
を
使
う
と
と
も
に
、
ジ
ュ
ー 

の
灰
を
取
り
出
し
て
塩
で
浄
め
、
新
た
に
火
を
焚
き
つ
け
る
。
こ 

れ
を
「
三
日

ミ

ッ

カ

ぬ
火
替

マ

チ

ヘ

え
」
と
い
う
。 

 

(五 )  



 
 

 

七
日
祝
い 

 

産
後
七
日
目
は
七
日
祝
い
（
七
日

ナ

ヌ

カ

マ
チ
）
を
す
る
。
こ
の
日
は 

燃
や
し
続
け
た
ジ
ュ
ー
の
火
を
消
し
、
灰
を
取
り
去
り
、
清
掃
後
、 

塩
で
浄
め
、
産
婦
も
身
を
拭
き
清
め
、
産
の
忌
み
明
け
と
し
て
カ 

マ
ド
の
前
に
も
自
由
に
出
入
り
が
で
き
る
。
し
か
し
、
神
前
の
水 

の
初
を
供
え
る
こ
と
な
ど
は
一
月
程
度
は
遠
慮
す
る
の
だ
っ
た
。 

ま
た
、
こ
の
日
は
大
和
名

ヤ

マ

ト

ナ

ー

（
学
校
名ナ

ー

と
も
い
う
）
と
い
っ
て
戸
籍 

名
の
命
名
式
も
七
日
マ
ナ
の
祝
い
と
と
も
に
行
う
。
こ
う
し
て
産 

婦
は
心
身
と
も
浄
め
、
子
を
抱
き
名
実
共
に
母
子
と
し
て
祝
い
の 

座
に
臨
み
、
パ
ラ
ジ
一
同
と
共
に
祝
宴
を
催
す
。 

 
 

 

ハ
ノ
イ
（
出
初
め
式
） 

 

七
日
祝
い
を
す
ま
し
た
後
、
男
子
な
ら
カ
ノ
エ
の
日
、
女
子
は 

カ
ノ
ト
の
日
に
出
初
め
式
（
イ
ジ
パ
ジ
ミ
）
を
行
う
。
そ
れ
を
「
ハ 

ノ
イ
」
と
い
う
。
こ
の
日
は
母
親
か
姑
が
頭
に
衣
装
を
か
ぶ
せ
た 

赤
児
を
抱
き
、
白
米
一
升
を
包
ん
で
頭
に
載
せ
、
学
用
品
を
風
呂 

敷
に
包
ん
で
ザ
ル
な
ど
に
入
れ
、
男
子
な
ら
鎌
、
女
子
な
ら
ピ
ラ 

な
ど
入
れ
、
「
ガ
ッ
コ
ー
カ
テ
ィ
、
シ
ン
ナ
レ
ン
ニ
ャ
イ
カ
ン
ヤ
」 

（
学
校
に
勉
強
に
行
き
ま
し
ょ
う
ね
）
と
か
、「
パ
ル
パ
ル
カ
テ
ィ 

イ
カ
ン
ヤ
」
（
畑
に
行
き
ま
し
ょ
う
ね
）
と
言
っ
て
門
の
外
ま
で 

出
る
。
途
中
赤
児
の
か
ぶ
っ
て
い
る
衣
装
を
開
い
て
、
日
光
を
当 

て
「
シ
ュ
ー
カ
ロ
ー
、
テ
ィ
ダ
ヌ
ク
ワ
ー
ド
ー
」
（
今
日
か
ら
は 

太
陽
の
子
だ
よ
）
と
言
い
門
内
に
入
る
。
こ
う
し
て
「
学
枚
に
行
っ 

て
お
勉
強
を
し
て
き
ま
し
た
」
と
か
「
畑
に
行
っ
て
き
ま
し
た
」 

と
か
言
っ
て
玄
関
に
向
か
う
。
玄
関
で
は
在
宅
の
者
た
ち
が
賛
辞 

を
与
え
て
迎
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
頭
に
載
せ
た
一
升
の
白
米
で 

ハ
ノ
イ
ア
ッ
シ
ー
（
ハ
ノ
イ
昼
食
）
と
い
っ
て
昼
食
を
炊
い
て
食 

べ
合
う
。
そ
の
後
は
、
赤
児
は
外
に
抱
い
て
連
れ
出
す
こ
と
が
で 

き
る
が
、
夜
間
は
、
赤
児
の
額
に
鍋
ス
ス
を
Ⅹ
型
に
塗
り
、
抱
く 

母
の
髪
に
は
ニ
ン
ニ
ク
な
ど
を
つ
ぶ
し
て
ぬ
っ
て
魔
よ
け
に
し
て 

出
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

テ
ィ
ー
タ
チ
ヨ
イ
（
朔
日
祝
い
） 

 

七
日
祝
い
を
す
ま
し
、
新
た
な
月
の
初
め
に
行
う
祝
い
の
式
で
、 

母
子
の
晴
れ
の
儀
式
で
あ
り
、
児
の
社
会
人
り
で
も
あ
る
。
こ
の 

日
は
、
母
子
は
朝
早
く
入
浴
を
す
ま
せ
、
身
を
浄
め
、
神
酒
二
瓶 

と
塩
一
皿
、
三
組

サ
ン
グ
ン

の
膳
と
ピ
ム
ン
、
ミ
カ
サ
ビ
の
盃
な
ど
神
前
に 

捧
げ
、
夫
と
共
に
児
の
幸
運
を
祈
る
。
午
後
二
時
ご
ろ
か
ら
、
両 

家
の
親
族
を
は
じ
め
、
近
隣
・
親
し
い
知
人
な
ど
が
集
ま
り
、
盛 

大
な
祝
宴
と
な
る
。
こ
の
祝
宴
で
は
、
箸
戦

ナ
ン
コ
ー

や
御
前
風
の
歌
舞
な 

(六 )  (七 )  

(八 )  



ど
も
な
さ
れ
夜
半
に
い
た
る
こ
と
も
多
い
。 

 

二 
年
祝
い 

 
 

 

あ
ら
ま
し 

 

年
の
祝
い
は
数
え
年
で
す
る
。
十
二
支
に
従
っ
て
、
十
三
歳
か 

ら
始
ま
り
、
二
十
五
、
三
十
七
、
四
十
九
、
六
十
一
、
七
十
三
、 

八
十
五
歳
な
ど
の
お
祝
い
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
四
十
九
歳
以
下 

は
、
親
子
兄
弟
だ
け
で
行
う
が
、
六
十
一
歳
以
上
は
そ
の
家
庭
に 

応
じ
て
盛
大
に
な
さ
れ
る
。
こ
の
年
祝
い
に
当
た
る
人
に
は
新
調 

の
晴
れ
着
が
与
え
ら
れ
る
が
、
六
十
一
歳
以
上
の
祝
い
は
、
献
立 

や
儀
式
な
ど
も
変
わ
る
。
次
に
増
尾
翁
（
明
治
十
六
年
生
ま
れ
） 

の
著
書
を
主
に
、
町
田
翁
（
明
治
三
十
四
年
生
ま
れ
）
の
著
書
、 

そ
の
他
を
参
考
に
し
て
述
べ
る
。 

 
 

 

特
殊
の
祝
い 

 

六
十
一
歳
以
上
の
祝
い
の
献
立
は
、
ま
ず
祈
願
用
の
お
酒
二
瓶 

に
塩
一
皿
、
次
に
三
組
の
吸
い
物
の
お
謄
、
三

重

ミ
カ
サ
ビ
ヌ

のウ
プ

大
盃

サ
ー
ビ
キ

、
祝
杯
、 

そ
れ
に
ス
ー
マ
シ
（
シ
ト
ギ
）
、
ピ
ム
ン
を
高
膳
に
載
せ
て
お
く
。 

そ
れ
と
な
ら
べ
て
、
大
き
な
平
皿

ピ
ラ
バ
チ

に
別
個
に
サ
シ
ミ
、
ユ
デ
モ
ノ 

 

（
長
方
形
に
大
き
く
切
っ
て
煮
た
大
根
等
）
、
レ
ン
ガ
ク
（
あ
げ 

豆
腐
等
大
き
め
に
切
っ
た
物
）
な
ど
に
飾
り
（
竹
の
小
枝
に
ニ
ン 

ジ
ン
・
大
根
を
輪
型
に
し
て
刺
す
）
を
し
、
高
膳
に
載
せ
て
並
べ
、 

そ
の
横
の
食
台
に
七
品
～
九
品
の
盛
掛

ム
イ
カ
キ

を
積
み
上
げ
て
置
く
。
盛 

掛
は
明
治
末
期
ま
で
は
、
ヒ
ツ
の
ふ
た
に
載
せ
た
と
い
わ
れ
る
。 

盛
掛
は
守
護
神
や
来
客
に
対
す
る
感
謝
の
意
が
あ
っ
て
、
財
の
ゆ 

る
す
限
り
豊
富
に
用
意
さ
れ
た
。
昔
は
豆
腐
や
豚
肉
な
ど
を
で
き 

る
だ
け
大
き
く
切
り
、
そ
れ
に
ム
ッ
チ
ャ
ー
（
麦
粉
で
平
た
く
作
っ 

た
モ
チ
）
、
麦
焼
き
（
麦
粉
を
油
で
あ
げ
た
も
の
）
、
干
し
魚
、
コ 

ン
ブ
、
そ
れ
に
大
根
や
カ
ボ
チ
ャ
な
ど
大
き
く
切
っ
て
水
煮
し
た 

物
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
後
で
各
戸
も
れ
な
く
一
揃
い
ず
つ
配 

ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
盛
掛
は
、
よ
く
ム
ラ
（
集
落
）
の
評 

判
に
な
る
の
で
、
次
第
に
ふ
く
れ
あ
が
り
、
豚
肉
も
半
斤
ず
つ
出 

す
人
、
一
斤
ず
つ
出
す
人
も
で
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
復
帰
後 

の
経
済
成
長
時
は
、
一
部
姿
を
か
え
て
記
念
品
と
い
う
名
目
が
生 

ま
れ
、
鍋
類
か
ら
毛
布
・
フ
ト
ン
類
ま
で
追
加
す
る
よ
う
に
な
り
、 

近
年
、
生
活
改
善
運
動
で
改
善
さ
れ
た
。 

 

さ
て
、
案
内
し
た
来
客
が
集
ま
り
、
諸
準
備
が
整
う
と
、
主
催 

者
が
神
前
に
香
を
焚
き
、
お
神
酒

ミ

キ

一
対

イ
ッ
チ
ー

を
捧
げ
、
一
同
礼
拝
後
、 

ほ
ぽ
次
の
主
旨
の
祝
詞
を
捧
げ
る
。 

(一 )  (二 )  



 
 

お
守
本
尊
の
神
様
・
氏
神
様
の
ご
加
護
に
よ
り
、
本
日
の
め 

 

で
た
い
吉
日
に
親
の
還
暦
祝
い
（
ま
た
は
八
十
五
歳
の
祝
い
） 

 

を
元
気
で
迎
え
る
こ
と
の
で
き
た
こ
と
は
、
神
々
の
お
守
り
の 

 

た
ま
も
の
で
あ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
さ
ら
に
百
二
十
歳
ま 

 

で
も
長
寿
で
子
孫
の
お
み
ち
び
き
が
で
き
る
よ
う
お
祈
り
申
し 

 

上
げ
ま
す
。 

 

神
事
が
終
わ
る
と
、
サ
ー
ギ
を
頂
く
式
が
な
さ
れ
る
。
サ
ー
ギ 

は
祝
い
の
お
酒
や
ス
ー
マ
シ
・
ピ
ム
ン
な
ど
を
い
う
。
こ
の
座
に 

は
福
床
の
前
の
一
番
座
に
当
日
年
祝
い
を
さ
れ
る
人
、
そ
の
次
に 

サ
ー
ギ
を
授
け
る
女
の
人
三
名
が
座
る
。
こ
の
女
性
は
、
当
日
お 

祝
い
を
さ
れ
る
人
の
代
行
と
い
う
意
味
で
、
身
内
か
ら
還
暦
を
終 

え
た
女
性
が
選
ば
れ
る
。
こ
れ
が
必
ず
女
性
に
限
定
さ
れ
る
の
は
、 

遠
い
時
世
の
オ
ナ
リ
神
信
仰
の
痕
跡
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 

サ
ー
ギ
を
頂
く
式
が
終
わ
っ
た
ら
祝
宴
に
移
る
。
こ
こ
で
も
ナ 

ン
コ
ー
や
御
前
風
・
六
調
風
の
歌
踊
り
が
な
さ
れ
る
。 

 

次
に
八
十
八
歳
の
米
寿
の
祝
い
で
あ
る
が
、
特
に
異
な
る
点
は
、 

最
初
の
供
え
物
で
、
白
米
二
升
く
ら
い
を
高
膳
に
盛
り
上
げ
、
そ 

の
前
後
に
ト
ー
カ
キ
を
置
く
飾
り
物
を
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。 

ト
ー
カ
キ
は
木
で
作
ら
れ
る
。
ト
ー
カ
キ
は
、
い
っ
ぱ
い
に
な
っ 

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
つ
て
店
で
米
や
塩
な
ど
を
マ
ス
で
量
り 

売
り
し
た
時
代
、
マ
ス
の
縁
を
平
ら
に
な
ら
す
た
め
の
木
の
棒
が 

ト
ー
カ
キ
で
あ
っ
た
。
ト
ー
カ
キ
は
後
で
各
戸
に
配
ら
れ
る
。 

 

八
十
八
歳
の
祝
い
が
す
ん
だ
後
の
年
祝
い
は
、
十
三
祝
い
に
戻 

る
。 

 

三 

婚 
 

姻 

 
 

 

配
偶
の
選
択
と
年
齢 

 

明
治
及
び
そ
れ
以
前
の
配
偶
者
の
選
択
に
は
、
特
に
血
統
・
体 

質
・
知
能
に
意
を
注
ぎ
、
次
は
容
色
・
家
柄
・
家
風
・
貧
富
な
ど 

に
気
を
つ
け
た
と
い
う
。
奄
美
・
沖
縄
の
他
島
で
も
あ
る
こ
と
だ 

が
、
士
族
的
家
柄
と
普
通
の
百
姓
の
家
庭
と
の
結
婚
は
厳
と
し
て 

行
わ
れ
な
か
っ
た
。
昭
和
の
前
期
で
も
親
は
、
子
供
が
青
年
期
に 

近
づ
く
と
、
ど
こ
の
家
庭
は
ど
う
い
う
血
統
の
家
だ
と
か
、
サ
ム 

レ
ー
（
士
族
）
の
家
柄
だ
と
か
、
百
姓
の
一
族
だ
と
か
の
事
前
指 

導
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
若
者
が
美
し
い
異
性
を
慕 

う
心
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
侵
し
難
い
線
に
な
や
む
往
時
の
南 

島
の
若
者
の
心
情
を
率
直
に
歌
っ
た
、
「
高
さ
咲
く
花パ

ナ

や
登ヌ

ブ

て
取ト

ゥ 

い
ぐ
る
し
ゃ
、
み
枝ユ

ダ

（
根
枝

ニ

ュ

ダ

）
握カ

ち
み
と
ぅ
て
ぃ
思ウ

ム

た
ば
か
い
」 

(一 )  



と

か

、

「

天
テ
ィ
ン

ぬ

白

雲

シ

ラ

ク

ム

に

橋パ

シ

ぬ

掛カ

き

ら

り

ゅ

み

（
ン
ム
イ
）

、

及ウ

ユ

ば

ら

ぬ

思

人

ニ

ゾ 
に

手

懸

テ

ィ

ガ

き

成ナ

ゆ

み

（
ン
ム
イ
）

」

な

ど

の

民

謡

に

、

そ

の

胸

中

を

か

い

ま

見 

る
思
い
が
す
る
。 

 

明
治
の
こ
ろ
は
結
婚
年
齢
も
低
く
、
男
は
十
九
、
二
十
歳
か
ら 

二
十
三
、
四
歳
ま
で
、
女
は
十
八
、
九
歳
か
ら
二
十
一
、
二
歳
ま 

で
に
は
お
お
か
た
終
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
に
明
治
生
ま 

れ
の
老
婆
で
十
八
、
九
歳
で
結
婚
し
た
人
は
少
な
く
な
い
。
明
治 

中
期
ま
で
は
、
特
に
女
性
は
ほ
と
ん
ど
就
学
し
な
か
っ
た
し
、
十 

五
、
六
歳
か
ら
メ
ー
ラ
ビ
は
じ
め
と
し
て
夜
遊
び
に
出
て
、
十
七
、 

八
歳
は
女
性
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
青
春
真
っ
た
だ
中
と
い
え
よ 

う
。
そ
れ
を
傍
証
す
る
民
謡
に
、
「
十
七
、
八
頃グ

ル

や
、

女
ヲ
ナ
グ

ぬ
真
盛

マ

サ

カ 

り
、
今ニ

ャ

咲マ
サ

か
ぬ
花
や
、
に
ゃ
何
時

イ

チ

咲
き

サ

ゅ
ん
が
」
（
十
七
、
八
歳 

の
こ
ろ
は
、
女
性
の
人
生
中
で
花
の
満
開
に
も
た
と
え
ら
れ
る
時 

期
で
あ
る
。
今
咲
か
な
い
花
は
い
つ
咲
こ
う
と
す
る
の
か
）
と
歌 

わ
れ
て
い
る
の
で
も
想
像
が
つ
く
。
現
代
の
よ
う
に
高
校
・
大
学 

ど
こ
ろ
か
、
特
に
明
治
八
年
以
前
は
、
全
く
学
校
が
な
か
っ
た
わ 

け
だ
か
ら
、
こ
の
夜
遊
び
や
婚
期
の
早
か
っ
た
の
も
推
し
て
知
る 

べ
し
で
あ
る
。 

 

 
 

 

夜
遊
び 

 

夜
遊
び
に
つ
い
て
は
「
民
謡
」
の
節
で
詳
説
さ
れ
て
い
る
の
で
、 

こ
こ
で
は
あ
ら
ま
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。 

 

夜
遊
び
は
お
お
か
た
が
知
る
よ
う
に
、
若
い
男
性
が
夜
、
娘
宅 

を
訪
れ
、
三
味
線
伴
奏
で
恋
歌
な
ど
歌
っ
て
楽
し
む
遊
び
で
あ
る
。 

こ
の
夜
遊
び
は
青
春
時
代
を
楽
し
む
だ
け
で
な
く
、
結
婚
へ
の
媒 

介
・
掛
け
橋
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。 

 

そ
の
遊
び
の
起
こ
り
は
、
古
い
時
代
、
こ
の
島
の
娘
が
芭
蕉
衣 

の

準

備

の

夜

業

ヲ
ゥ
ー
ナ
ビ

を

し

て

い

る

宅

へ

未

婚

の

男

性

が

集

ま

り

、

共 

に
夜
業
や
話
し
合
い
な
ど
し
、
そ
の
後
、
三
味
線
の
渡
来
後
は
共 

に
歌
な
ど
歌
い
合
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い 

る
。
夜
遊
び
で
歌
わ
れ
る
歌
は
、
大
方
琉
歌
式
の
も
の
が
多
く
、 

三
味
線
の
渡
来
（
沖
縄
へ
）
な
ど
か
ら
し
て
近
世
後
で
あ
ろ
う
と 

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
遊
び
で
は
互
い
に
恋
慕
の
歌
な
ど
を
か
け 

合
う
こ
と
が
行
わ
れ
、
琉
歌
以
前
の
ウ
タ
カ
キ
遊
び
の
影
響
が
あ 

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

明
治
期
は
夜
遊
び
が
大
変
盛
ん
で
あ
り
、
幕
末
の
頃
も
盛
ん
で 

あ
っ
た
ろ
う
と
古
老
は
語
る
。
し
か
し
、
昭
和
期
の
戦
前
も
盛
ん 

に
遊
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
が
、
戦
が
激
し
く
な
っ
た
た
め
禁
止
に 

(二 )  



な
り
、
戦
後
復
活
の
き
ざ
し
を
見
せ
て
い
た
が
、
本
土
へ
の
進
学
・ 

就
職
や
新
し
い
流
行
歌
・
ギ
タ
ー
な
ど
に
押
さ
れ
、
自
然
に
衰
退 

し
て
し
ま
っ
た
。 

 

夜
遊
び
は
、
一
人
の
女
性
に
対
し
て
二
、
三
人
な
い
し
五
、
六 

人
の
男
性
が
集
ま
る
の
は
普
通
で
、
ナ
ー
ウ
チ
メ
ー
ラ
ビ
（
高
名 

な
娘
）
に
な
る
と
島
内
か
ら
十
五
、
六
名
も
集
ま
る
。
そ
れ
で
夜 

遊
び
に
来
る
メ
ー
ラ
ビ
の
家
で
は
、
夕
食
を
早
目
に
す
ま
せ
、
身 

支
度
を
整
え
、
若
者
た
ち
の
来
る
の
を
待
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。
夜
遊
び
は
、
庭
先
で
ム
シ
ロ
を
敷
く
か
、
台
所
、
ま
た
は 

納
屋
な
ど
で
車
座
に
な
っ
て
な
さ
れ
る
。
大
体
十
一
時
ご
ろ
に
は 

終
わ
る
。
こ
う
し
て
毎
晩
通
っ
て
い
る
う
ち
に
大
方
相
愛
の
意
中 

は
推
察
さ
れ
、
両
方
の
仲
が
進
展
す
る
と
、
草
履
や
手
ぬ
ぐ
い
・ 

指
輪
な
ど
を
人
知
れ
ず
約
束
の
し
る
し
に
手
交
す
る
と
い
う
。
古 

老
の
伝
え
で
は
、
こ
の
と
き
に
シ
ヌ
（
髪
を
結
う
場
合
の
添
毛

ソ

エ

ゲ

） 

や
カ
ン
ザ
シ
な
ど
の
や
り
と
り
は
す
る
も
の
で
な
い
と
伝
え
ら
れ 

て
い
る
。
も
し
、
ど
ち
ら
か
が
先
に
死
ん
だ
場
合
、
そ
の
相
手
も 

日
な
ら
ず
し
て
後
生

グ
シ
ョ
ウ

に
連
れ
去
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ 

で
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。 

「

指

輪

ウ
イ
ビ
ガ
ニ

約

定

ヤ
ク
ジ
ョ
ウ

あ

ま

く

縁

結

エ

ン

ム

ス

で

ぃ

シ

ヌ

ト

ゥ

ド

ゥ

ミ

約

定

命
イ
ヌ
チ

ま 

ぎ
り
」
（
あ
ま
く
＝
し
ば
ら
く
） 

 

な
か
に
は
幾
年
月
か
毎
晩
遊
び
続
け
て
き
た
意
中
の
人
と
、
親 

の
反
対
に
あ
い
、
や
む
な
く
は
な
れ
ば
な
れ
に
さ
れ
、
人
知
れ
ず 

涙
し
た
女
性
た
ち
も
幾
多
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
の
民
謡
は
、 

こ
う
し
た
運
命
の
境
地
か
ら
生
ま
れ
出
た
歌
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 
 

道
ぬ
な
ぎ
な
ぎ
に 

吾ワ

が
落ウ

と
す

涙
ナ
ミ
ダ 

 
 

 
 

 

退 ヌ

か
ん
気ギ

ぬ
里
と
ぅ 

退ヌ

ち
ゃ
る
涙 

 

（
長
い
道
す
が
ら
、
わ
た
し
が
落
と
す
涙
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、 

別
れ
る
気
の
な
い
彼
氏
を
断
わ
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
や
る
せ
な 

い
涙
で
あ
る
） 

 

ま
た
、
こ
の
歌
は
「
意
中
の
仲
で
な
い
人
に
身
を
許
し
て
し
ま
っ 

た
無
念
の
紅
涙
」
と
解
す
る
見
方
も
あ
る
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
一
回
き
り
の
人
生
に
お
い
て
、
相
思
相
愛
の 

彼

と

結

ば

れ

得

な

か

っ

た

己

の

運

命

の

せ

つ

な

さ

を

歌

っ

て

い 

る
。 

 
夜
遊
び
で
最
後
に
付
言
し
た
い
の
は
、
歌
遊
び
で
最
初
に
歌
わ 

れ
る
の
は
「
此
処

フ

マ

ぬ
親
御

ウ

ヤ

タ

二
人

ト

ゥ

ル

、

許
チ
ュ
ム
チ
ャ

び
て
ぃ
た
ぼ
り
、
物
知

ム

ヌ

シ

ら 

ぬ
私
達

ワ

チ

ャ

が
、
遊ア

シ

び
し
ゃ
び
ゅ
し
」
（
こ
こ
の
ご
両
親
様
お
許
し
く 

だ
さ
い
。
物
事
の
わ
か
ら
ぬ
私
達
が
遊
び
を
し
ま
す
か
ら
）
と
い
っ 



た
礼
儀
の
歌
か
ち
始
め
ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
当
家
の
娘
を
屋
敷 

の
外
に
連
れ
だ
っ
て
遊
ぶ
場
合
は
、
そ
の
代
表
者
が
責
任
を
も
っ 

て
親
の
許
し
を
得
た
こ
と
な
ど
、
狭
い
シ
マ
内
ゆ
え
不
倫
な
行
い 

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
な
お
、
遊
び
の
終
わ
り
も
ほ
ぼ
時
刻
が 

決
ま
り
、
娘
の
別
れ
の
あ
い
さ
つ
に
よ
っ
て
、
そ
の
夜
の
遊
び
は 

終
わ
っ
た
。 

 
 

 

「
拝ハ

ガ

ん
始パ

ジ

み
」
よ
り
「
口ク

チ

結
び

ム
ス 

 

」
（
口ク

チ

頼ダ
ル

ん
）
へ 

 

夜
遊
び
な
ど
に
よ
り
双
方
の
恋
仲
が
煮
つ
ま
る
と
、
男
は
自
分 

の
両
親
の
同
意
を
得
、
お
願
い
す
る
日
時
を
相
手
の
女
と
相
談
の 

う
え
、
両
親
、
ま
た
は
伯
（
叔
）
母
か
伯
（
叔
）
父
か
三
人
く
ら
い
、 

準
備
を
整
え
、
他
人
に
知
れ
ぬ
よ
う
深
夜
ハ
ガ
ミ
（
お
願
い
・
拝 

み
）
に
行
く
。
持
参
す
る
物
は
、
焼
酎
の
三
合
瓶
（
戦
後
に
な
る
と 

五
合
～
一
升
）
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
肴
程
度
持
参
（
時
代
と
共
に
変 

遷
）
し
、
事
情
を
う
ち
あ
け
、
結
婚
を
申
し
込
み
、
持
参
し
た
酒 

を
神
前
に
供
え
、
お
酒
を
注
い
で
女
方
の
両
親
に
差
し
出
す
。
そ 

の
際
、
両
親
が
快
く
持
参
の
酒
を
飲
め
ば
、
男
方
の
申
し
込
み
を 

承
諾
し
た
こ
と
に
な
る
。
（
二
、
三
度
要
し
た
事
も
あ
る
と
い
う
） 

 

さ
て
承
諾
が
得
ら
れ
る
と
男
方
で
は
、
い
い
日
取
り
を
み
て
、 

女
方
と
相
談
の
う
え
、
ご
く
身
近
な
近
親
代
表
が
御
馳
走
（
ま
ぜ 

ご
飯
を
大
ザ
ル
に
入
れ
、
肴
用
の
御
馳
走
な
ど
も
）
を
用
意
し
、 

夕
食
後
、
女
方
に
行
き
、
婚
約
の
小
宴
を
持
つ
。
こ
れ
を
「
口
結 

び
」
と
い
い
、
こ
れ
で
公
認
的
形
式
が
成
立
し
た
事
に
な
る
。 

 

以
上
は
夜
遊
び
か
ら
発
展
し
た
結
婚
で
、
本
人
に
と
っ
て
は
好 

ま
し
い
型
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

結
婚
の
型
に
は
、
親
同
士
の
話
し
合
い
で
決
め
た
後
、
本
人
の 

同
意
を
得
る
型
も
あ
っ
て
、
こ
れ
は
多
少
無
理
な
場
合
が
あ
り
、 

な
が
い
家
庭
生
活
の
な
か
で
耐
え
難
い
悲
劇
に
お
ち
い
る
こ
と
も 

あ

っ

た

よ

う

だ

。

ま

た

親

族

・

知

人

な

ど

の

勧

め

で

結

ば

れ

る 

ケ
ー
ス
な
ど
も
あ
る
。
栄
喜
久
元
氏
が
麦
屋
地
区
の
明
治

○

○

生
ま
れ

○

○

○ 

の○

三
十
二
人
を
対
象
に
調
査
し
た
結
果
に
よ
れ
ば
、
恋
愛
結
婚
と 

思
わ
れ
る
者
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
親
相
談
に
よ
る
者
二
五
パ
ー
セ 

ン
ト
、
人
の
勧
め
に
よ
る
者
な
し
、
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、 

他
地
区
に
な
る
と
親
相
談
に
よ
る
率
は
も
っ
と
変
わ
る
可
能
性
も 

考
え
ら
れ
る
。 

 
 

 

ミ
ー
ビ
キ 

 

ミ
ー
ビ
キ
と
は
結
婚
式
を
意
味
し
、
沖
絶
で
言
う
「
根
引

ニ

ー

ビ

ち
」 

で
あ
り
、
「
ウ
プ
ダ
ル
ン
」
あ
る
い
は
「
長
豆
腐

ナ

ガ

ド

ー

プ

」
と
も
い
う
。 

長
豆
腐
と
は
、
式
の
御
馳
走
に
長
く
大
き
く
切
っ
た
豆
腐
を
使
っ 

(四 )  

(三 )  



た
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ー
ビ
キ
は
ク
チ
ム
ス
ビ
が
終
わ
っ
た
後
に
、 

盛
大
に
行
わ
れ
る
本
格
的
な
式
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
明
治
中 

期

以

前

は

大

体

、

長

子

が

生

ま

れ

て

か

ら

行

わ

れ

る

こ

と

が

多 

か
っ
た
。
明
治
末
期
以
後
は
口
結
び
の
後
な
る
べ
く
早
く
行
う
よ 

う
に
な
っ
た
と
の
説
が
あ
る
が
、
現
在
は
、
口
結
び
の
後
、
間
も
な 

く
結
婚
式
を
行
い
、
妻
は
夫
方
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 

ミ
ー
ビ
キ
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
男
方
で
日
柄
を
選
定
し 

て
女
方
の
家
に
行
き
（
主
に
口
結
び
に
行
っ
た
三
人
で
）
、
そ
こ 

の
事
情
を
中
心
に
、
日
柄
を
合
わ
せ
て
日
時
を
決
め
る
。
時
間
は 

お
お
か
た
午
後
三
時
ご
ろ
が
普
通
で
あ
る
。
次
に
参
加
人
員
を
決 

め
る
が
女
方
も
男
方
も
大
体
似
た
よ
う
な
数
に
す
る
。
そ
の
次
に 

御
馳
走
の
程
度
に
つ
い
て
決
め
る
。
例
え
ば
、
お
膳
に
幾
種
類
の 

御
馳
走
を
載
せ
る
か
、
ま
た
そ
の
内
容
の
程
度
は
大
体
ど
の
く
ら 

い
に
す
る
か
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
三
点
は
最
も
大
事
で
あ
り
、
女 

方
の
意
見
を
尊
重
し
て
決
め
ら
れ
る
。
当
日
は
、
そ
こ
で
決
め
ら 

れ
た
通
り
実
行
さ
れ
る
。
も
し
晴
れ
の
式
で
相
手
方
に
恥
を
か
か 

せ
、
せ
っ
か
く
の
結
婚
式
に
ヒ
ビ
が
入
っ
て
は
、
と
の
配
慮
か
ら 

で
あ
る
。 

 

次
に
昭
和
初
期
の
麦
屋
で
の
情
況
を
記
す
。
（
栄
喜
久
元
説
） 

 

当
日
に
な
る
と
男
方
か
ら
例
の
三
人
と
兄
弟
や
パ
ラ
ジ
の
代
表 

が
持
参
す
る
物
を
持
っ
て
女
方
に
行
く
。
そ
の
場
合
、
あ
ら
か
じ 

め
話
し
合
っ
た
よ
う
に
、
長
豆
腐
・
魚
・
大
根
・
昆
布
・
豚
肉
・ 

ム
ッ
チ
ャ
ー
・
ア
カ
ヤ
マ
ン

（

ツ

ク

ネ

イ

モ

）

な
ど
五
品
か
七
品
を
相
手
方
の
戸
数 

分
用
意
し
、
長
持
の
フ
タ
に
載
せ
て
男
二
人
で
担
い
で
行
く
。
そ 

の
ほ
か
サ
シ
ミ
箱
と
酒
一
升
を
持
参
。
な
お
「
ナ
ビ
ジ
ュ
ー
キ
」 

と
い
っ
て
初
の
吸
い
物
や
次
の
吸
い
物
ま
で
二
人
が
か
り
で
運
ぶ 

家
も
あ
っ
た
と
い
う
。
長
豆
腐
の
場
合
、
一
箱
の
豆
腐
を
五
つ
に 

切
る
か
七
つ
に
切
る
か
、
な
る
べ
く
大
き
く
切
る
の
が
財
力
の
豊 

さ
を
語
り
、
式
の
盛
大
さ
を
表
す
も
の
と
さ
れ
た
。
一
箱
の
豆
腐 

と
は
、
一
升
の
大
豆
で
箱
型
に
入
れ
て
作
っ
た
豆
腐
で
あ
る
。 

 

一
行
は
新
婦
の
家
に
着
く
と
、
持
参
し
た
料
理
や
焼
酎
は
神
前 

に
供
え
、
座
に
つ
く
。
新
婦
宅
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
祝 

膳
を
新
郎
側
の
前
に
配
膳
す
る
。
祝
膳
の
内
容
は
例
え
ば
、
①
初 

の
吸
い
物
（
白
身
の
魚
・
ネ
ギ
・
ト
ウ
ガ
・
結
び
昆
布
、
そ
の
他 

奇
数
に
す
る
）
②
次
の
吸
い
物
（
ソ
ー
メ
ン
・
肉
類
、
他
）
③
ナ 

マ

ス

④

中

皿

物

チ
ュ
ウ
ダ
ラ
ム
ヌ

（

大

根

・

昆

布

・

魚

の

煮

し

め

）

⑤

ミ

シ

ジ

マ 

イ
（
た
き
込
み
飯
）
⑥
葉
物

パ
ー
ム
ヌ

（
サ
ネ
ン
の
葉
な
ど
手
の
ひ
ら
の
大 

き
さ
に
切
っ
た
も
の
に
、
ム
ッ
チ
ャ
ー
・
南
瓜

ナ

ン

カ

・
大
根
・
冬
瓜

ト

ウ

ガ

・ 



魚
な
ど
の
煮
た
物
を
置
く
。
一
切
れ
が
大
き
い
ほ
ど
よ
い
）
⑦
長 

豆
腐
（
膳
の
左
側
に
芭
蕉
の
葉
な
ど
に
二
切
れ
ず
つ
載
せ
る
）
、 

以
上
七
品
が
通
例
。 

 

新
婦
宅
で
の
新
婦
側
の
膳
に
は
初
の
吸
い
物
と
次
の
吸
い
物
だ 

け
が
載
せ
ら
れ
、
あ
と
は
新
郎
方
の
持
参
し
た
料
理
が
各
膳
に
配 

ら
れ
る
。
準
備
が
整
う
と
、
新
婦
の
父
が
祖
霊
に
感
謝
と
祈
願
の 

祝
詞
を
捧
げ
る
。
現
在
は
、
こ
の
あ
と
盃
事
を
な
す
が
、
昔
は
三 

三
九
度
の
盃
事
は
な
か
っ
た
と
の
こ
と
。
干
物

ピ

ム

ン

な
ど
が
配
ら
れ
た 

こ
と
か
ら
し
て
一
対
の
お
酒
が
、
新
郎
、
新
婦
、
新
婦
の
父
母
、 

新
郎
の
父
母
、
つ
い
で
新
郎
方
の
上
座
か
ら
順
に
配
ら
れ
、
次
は 

新
婦
の
上
座
か
ら
ピ
ム
ン
の
順
と
同
じ
よ
う
に
配
ら
れ
た
も
の
と 

考

え

ら

れ

る

。

次

に

新

婦

側

の

だ

れ

か

が

、

三

重

ミ

カ

サ

ビ

の

盃
サ
ー
ジ
キ

を

新 

郎
例
の
上
座
か
ら
順
に
さ
し
出
す
。
後
に
は
御
前
風
な
ど
踊
ら
れ 

る
。 

 

午
後
の
五
時
ご
ろ
に
な
る
と
、
新
郎
側
か
ら
新
婦
側
を
案
内
し
、 

一
同
打
ち
そ
ろ
っ
て
新
郎
宅
に
向
か
う
。
こ
の
場
合
に
新
婦
は
、 

生
家
の
表
戸
口
か
ら
出
て
、
新
郎
宅
の
表
の
戸
口
か
ら
入
る
。
ま 

た
、
新
婦
側
か
ら
新
郎
側
に
行
く
客
は
、
な
る
べ
く
多
く
来
ら
れ 

る
よ
う
に
案
内
す
る
。
新
婦
側
も
料
理
な
ど
同
じ
よ
う
に
長
持
の 

フ
タ
な
ど
に
入
れ
て
新
郎
宅
に
行
く
。
新
婦
は
伯
母
な
ど
に
付
き 

添
わ
れ
て
新
郎
宅
の
座
に
つ
き
、
「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」 

と
あ
い
さ
つ
し
た
後
は
、
新
郎
側
の
主
催
で
、
ほ
ぼ
新
婦
宅
で
し 

た
よ
う
な
式
が
進
め
ら
れ
、
披
露
宴
に
移
り
、
新
郎
宅
で
の
宴
が 

よ
り
盛
大
に
行
わ
れ
、
夜
半
に
及
ぶ
こ
と
が
通
例
で
、
昔
は
徹
夜 

す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
料
理
人
の
慰
労
ま
で 

す
る
と
三
日
に
及
ん
だ
。
往
時
は
、
こ
の
式
の
盛
況
ぶ
り
が
よ
く 

茶
飲
み
話
の
話
題
と
な
っ
た
も
の
だ
が
、
経
済
上
「
口
結
び
」
だ 

け
に
終
わ
っ
た
者
も
少
な
く
な
い
。
近
年
は
新
生
活
運
動
が
盛
ん 

に
な
り
中
央
公
民
館
な
ど
を
活
用
し
簡
素
化
さ
れ
た
。 

 

四 

葬 
 

祭 

 
 

 

ウ
イ
ト
ゥ
ギ
（
起
き
伽
） 

 

病
人
が
危
篤
状
能
に
な
れ
ば
、
親
族
・
縁
故
者
・
近
隣
の
者
が 

寄
っ
て
来
て
、
病
人
を
囲
ん
で
夜
通
し
見
守
る
。
す
な
わ
ち
「
起ウ

イ 
伽

ト
ゥ
ギ

」

で

あ

る

。

ト

ゥ

ギ

を

し

て

守

っ

て

い

な

い

と

、

悪

魔

が

病 

人
の
弱
い
霊
を
誘
惑
し
て
連
れ
去
る
か
ら
と
い
う
。
重
病
人
の
枕 

元
に
は
刃
物
や
大
工
の

曲
バ
ン
ジ
ョ
ー 

尺 ガ
ニ

な
ど
が
置
か
れ
た
。
助
か
る
見 

込
み
の
う
す
い
病
人
の
家
で
夜
遅
く
米
を
搗
く
音
や
釘
を
打
つ
音 

(一 )  



が
す
る
と
、
死
の
予
兆
だ
と
言
わ
れ
た
。
ま
た
、
夜
半
過
ぎ
て
、
伽 

を
す
る
人
が
疲
れ
て
う
た
た
寝
を
す
る
す
き

、

、

に
、
危
篤
患
者
の
枕 

元
で
屈
強
な
男
三
、
四
人
が
「
今
、
入
れ
ん
か
、
早
く
入
れ
ん
か 

（
棺
に
）
」
と
せ
い
て
い
る
の
が
、
う
つ
ら
夢
に
現
れ
、
あ
わ
て 

て
飛
び
起
き
、
塩
で
打
ち
払
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
、 

交
替
で
伽
を
し
て
夜
通
し
す
き

、

、

を
あ
た
え
ず
見
守
る
の
だ
っ
た
。 

 
 

 

ユ
ビ
コ
イ
（
呼
び
乞
い
） 

 

い
よ
い
よ
手
首
の
脈
も
絶
え
、
息
が
絶
え
て
し
ま
う
と
、
死
者 

を
起
こ
し
て
座
ら
せ
、
大
声
で
そ
の
名
を
呼
ぶ
。
こ
れ
を
「
ユ
ビ 

コ
イ
」
と
い
う
。
呼
ぶ
こ
と
数
回
に
及
ん
で
も
応
え
ね
ば
、
初
め 

て
死
者
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
る
。
ま
れ
に
生
き
返
る
こ
と
も
あ 

り
、
こ
れ
を
「
ユ
ビ
ジ
テ
ィ
（
呼
び
出
し
て
）
」
と
い
う
。
か
つ
て
、 

こ

の

ユ

ビ

コ

イ

は

最

も

近

親

者

で

あ

る

数

名

が

大

声

で

叫

ぶ

の 

で
、
近
隣
集
落
一
帯
に
響
き
わ
た
り
、
だ
れ
が
死
ん
だ
の
だ
、
と 

い
う
こ
と
が
わ
か
る
も
の
だ
っ
た
。
呼
び
返
す
こ
と
が
で
き
な
け 

れ
ば
「
ウ
プ
ガ
ミ
ヌ
ミ
ジ
（
大
き
な
水
が
め
の
水
）
」
と
称
し
て 

末
期
の
水
を
飲
ま
せ
る
。
こ
の
水
は
死
者
と
最
も
縁
の
近
い
者
が 

飲
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
す
ん
だ
ら
死
体
は
、 

も
と
の
よ
う
に
寝
か
せ
る
。 

 
 

 

後
生

グ
シ
ョ
ウ

支
度

シ

タ

ク

と
周
辺 

 

末
期
の
水
で
、
こ
の
世
と
縁
が
切
れ
た
死
者
の
旅
支
度
は
、
ま 

ず
沐
浴

モ
ク
ヨ
ク

か
ら
始
ま
る
。
水
を
汲
み
に
井
戸
に
行
く
人
は
二
～
三
人 

と
い
わ
れ
て
い
る
。
汲
ん
で
き
た
水
に
湯
を
入
れ
て
（
普
通
と
逆
） 

ぬ
る
ま
湯
を
つ
く
る
。
湯
浴
み
を
さ
せ
る
に
は
死
者
の
近
縁
者
の 

男
一
人
が
死
体
を
支
え
、
女
二
人
で
浴
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い 

る
。
死
体
を
湯
浴
み
さ
せ
る
場
合
、
柄
杓

ヒ
シ
ャ
ク

を
逆
手
に
持
っ
て
、
ぬ 

る
ま
湯
を
三
度
か
け
、
そ
の
後
は
湯
を
普
通
に
か
け
て
洗
い
浄
め 

る
。
顔
の
ひ
げ

、

、

剃
り
も
最
初
は
逆
手
で
剃
り
、
後
は
普
通
に
剃
る
。 

手
足
の
爪
や
毛
髪
を
若
干
切
り
白
紙
に
包
み
、
後
、
棺
に
入
れ
て 

持
た
せ
る
。
ま
た
、
死
者
が
女
の
場
合
は
髪
を
結
い
調
髪
し
て
生 

前
同
様
に
す
る
。 

 

死
者
に
着
せ
る
新
調
の
白
衣
及
び
他
の
衣
装
（
グ
シ
ョ
ー
キ
パ 

タ
＝
後
生
衣
）
等
を
縫
う
場
合
は
、
糸
の
先
を
結
ば
ず
に
、
下
か 

ら
上
に
縫
い
放
し
に
す
る
。
ま
た
、
生
存
中
奉
納
踊
り
に
出
た
人 

や
祝
女
・
奉
職
勤
め
人
に
は
、
必
ず
白
衣
と
共
に
白
布
で
つ
く
っ 

た
は
か
ま
を
着
せ
、
最
後
の
上
衣
に
羽
織
袴
（
普
通
の
も
の
）
を 

着
せ
る
と
の
こ
と
。
い
ず
れ
の
衣
も
背
の
マ
ブ
イ
の
と
こ
ろ
（
背 

紋
に
当
た
る
位
置
）
に
六
セ
ン
チ
く
ら
い
縫
い
目
を
あ
け
て
お
く
。 

(二 )  

(三 )  



そ
し
て
、
死
体
の
湯
浴
み
を
さ
せ
た
三
人
で
、
表
座
敷
の
畳
の
上 

に
は
畳
一
枚
敷
き
、
そ
の
上
に
新
調
の
ム
シ
ロ
を
一
枚
逆
さ
ま
に 

敷
き
、
ム
シ
ロ
の
中
ほ
ど
の
小
縄
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
切
り
、
そ
の 

上
に
死
体
を
あ
お
向
け
に
寝
か
せ
る
。
左
手
を
上
に
し
両
手
を
胸 

の
上
に
組
み
、
膝
を
両
方
と
も
に
立
て
、
頭
は
手
ぬ
ぐ
い
で
お
お 

う
。
さ
ら
に
体
は
上
衣
一
着
で
お
お
う
。 

 

死
者
の
周
囲
に
は
ビ
ョ
ー
ブ
を
立
て
る
が
、
な
い
家
庭
で
は
カ 

ヤ
を
張
る
。
祖
先
の
神
床
の
前
に
幕
を
張
り
、
幕
に
は
家
族
の
晴 

れ
着
を
う
ち
掛
け
る
。
死
者
の
枕
は
大
工
に
よ
っ
て
白
木
の
板
で 

作
ら
れ
る
。
死
者
の
枕
辺
に
は
机
を
置
き
、
そ
の
上
に
白
木
の
位イ 

牌ハ
イ

を
立
て
、
花
と
水
と
お
酒
を
供
え
、
香
を
焚タ

き
、
そ
れ
に
生
前 

愛
用
し
て
い
た
物
な
ど
を
供
え
て
お
く
。
死
者
の
食
事
は
、
朝
・ 

昼
・
夕
の
三
食
の
初
が
白
飯
、
汁
、
小
皿
に
味
噌
・
塩
な
ど
が
供 

え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
、
ご
飯
の
ま
わ
り
は
白
紙
で
囲
む
よ
う 

に
特
別
な
仕
方
で
か
こ
む
。 

 
 

 

葬
式
の
各
係 

 

重
病
人
が
危
篤
の
状
態
に
な
る
と
、
近
親
者
が
寄
り
集
ま
っ
て
、 

葬
儀
の
準
備
を
話
し
合
い
、
各
係
の
選
定
な
ど
を
打
ち
合
わ
せ
る
。 

息
が
絶
え
た
ら
、
使
い
を
や
っ
て
早
速
各
係
に
依
頼
す
る
。
葬
儀 

の
各
係
を
挙
げ
る
と
（
係
の
こ
と
を
「
当ア

タ

い
」
と
い
う
）
、 

坊
主

ボ

ー

ジ

当ア
タ

い
、

帳
チ
ョ
ー

付チ

き
当
い
、
総
当

ソ
ー
ア
タ

い
、
大
工
人

ヘ

ー

ク

ニ

ン

、
池
掘

イ

キ

プ

い
人
、 

奉
公
人

プ

ー

ク

ニ

ン

、

祭
マ
チ
ー

い
当
い
、
酒サ

イ

当
い
、
枡マ

シ

当
い
、
鍋ナ

ビ

当
い
な
ど
。 

 

「
坊
主
当
い
」
は
、
坊
主
を
誰
に
す
る
か
を
決
め
て
、
依
頼
に 

行
く
係
で
あ
る
。
司
祭
は
現
在
は
神
官
で
あ
る
が
、
明
治
初
期
以 

前
の
仏
式
葬
儀
の
痕
跡
で
、
普
通
神
官
を
坊
主
と
言
っ
て
い
る
。 

 

「
帳
付
き
当
い
」
は
、

弔
ト
ム
ラ
イ 

人
か
ら
い
た
だ
い
た
金
品
な
ど
を 

記
録
す
る
係
で
あ
る
が
、
昔
は
記
録
の
で
き
る
人
が
ま
れ
で
あ
っ 

た
か
ら
、
近
年
ま
で
表
座
敷
の
上
座
に
座
を
と
っ
て
い
た
。 

 

「
総
当
い
」
は
、
総
務
的
役
割
で
全
般
に
意
を
配
り
、
葬
儀
が 

ス
ム
ー
ズ
に
進
行
す
る
よ
う
努
め
る
。
特
に
給
食
・
弔
問
客
の
接 

待
の
予
算
・
計
画
及
び
進
行
が
で
き
る
人
が
選
ば
れ
る
。
総
当
い 

の
下
に
は
手
伝
い
人
が
数
名
つ
く
。 

 

「
大
工
人
」
は
で
き
る
だ
け
身
内
か
ら
雇
っ
て
く
る
が
、
い
な 

け
れ
ば
他
か
ら
雇
う
。
霊
屋
や
棺
桶
な
ど
を
作
る
の
が
主
で
、
こ 

れ
に
大
工
の
経
験
の
あ
る
者
二
、
三
人
と
旗
・
チ
ョ
ウ
チ
ン
・
ゾ 

ウ
リ
・
ホ
ウ
キ
な
ど
を
作
る
人
数
が
割
り
当
て
ら
れ
る
。
大
工
人 

の
上
方
は
舟
の
帆
な
ど
を
張
り
、
日
光
を
さ
け
る
。
棺
桶
を
作
る 

と
き
は
、
お
膳
に
酒
・
ピ
ム
ン
・
塩
・
曲
尺
な
ど
を
載
せ
、
「
清チ

ュ 

(四 )  



ら
船ブ

ニ

を
作
り
ま
す
」
と
、
祈
祷

（
現
在
は

を
カ
ン
と

捧
げ
て

ガ

ン

を

か
ら

農

協

が

作

る

世
話
し
て
い
る
）

も
の
だ
っ
た
。 

 

「
池
掘
い
人
」
は
、
死
者
を
埋
め
る
穴
を
掘
る
人
を
い
う
。
池 

掘

い

人

は

比

較

的

遠

い

パ

ラ

ジ

や

近

隣

な

ど

か

ら

三

人

頼

ま

れ 

る
。
喪
家
で
昼
食
を
す
ま
せ
、
お
酒
・
塩
・
ピ
ム
ン
等
を
は
じ
め 

掘
り
具
や
ワ
ラ
な
ど
を
持
っ
て
行
く
。
そ
の
な
か
の
年
長
者
が
墓 

の
地
神
に
「
こ
こ
に
何
某
の
屋
敷
穴
を
掘
り
ま
す
か
ら
お
許
し
く 

だ
さ
い
」
と
地
面
に
酒
を
捧
げ
る
。
ま
た
隣
の
墓
に
も
「
あ
な
た
方 

の
隣
に
何
某
の
屋
敷
を
掘
り
ま
す
か
ら
驚
か
な
い
で
く
だ
さ
い
」 

と
、
酒
を
地
面
に
注
ぎ
な
が
ら
サ
ー
リ
ワ
キ
（
言
い
訳
）
を
す
る
。 

後
は
お
互
い
酒
や
ピ
ム
ン
を
交
わ
し
て
穴
を
掘
る
。
葬
列
が
見
え 

出
し
た
ら
ワ
ラ
マ
チ
を
燃
や
し
て
御
霊

ミ

タ

マ

を
迎
え
る
。 

 

「
奉
公
人
」
は
死
体
の
入
っ
た
棺
を
墓
ま
で
か
つ
ぐ
人
を
い
い
、 

親
の
場
合
は
、
身
近
な
ミ
ー
ク
ワ
（
甥オ

イ

）
に
当
た
る
人
が
担
ぐ
こ 

と
に
な
る
が
、
四
人
と
も
甥
が
そ
ろ
う
こ
と
は
ま
れ
だ
か
ら
、
近 

親
者
の
な
か
の
若
手
の
男
が
選
ば
れ
る
。
奉
公
人
は
新
し
い
手
ぬ 

ぐ
い
を
肩
に
か
け
る
。
死
体
を
入
れ
る
場
合
も
奉
公
人
四
人
で
ム 

シ
ロ
と
共
に
移
す
。 

 

「
祭
い
当
い
」
は
死
者
の
枕
辺
に
い
て
線
香
を
絶
や
さ
ず
に
と 

も
し
た
り
、
死
霊
に
酒
を
あ
げ
た
り
「
何
某
が
別
れ
の
手
ぬ
ぐ
い
を 

持
っ
て
来
ら
れ
た
よ
」
な
ど
と
一
々
死
者
に
報
告
な
ど
す
る
役
。 

 

「
酒
当
い
」
は
、
弔
人
に
も
れ
な
く
大
盃
を
差
し
回
し
、
ま
た
、 

後
で
一
同
に
労
を
謝
し
て
大
盃
を
回
す
役
で
あ
る
。 

 

「
桝
当
い
」
は
、
葬
儀
の
た
め
持
参
し
た
白
米
・
豆
腐
・
味
噌
・ 

塩
・
野
菜
な
ど
を
台
所
で
受
け
付
け
る
係
で
あ
る
。 

 

「
鍋
当
い
」
は
、
炊
事
主
任
に
あ
た
る
役
で
手
伝
い
人
が
数
人 

つ
く
。 

 

か

つ

て

は

、

こ

の

炊

事

の

準

備

が

で

き

る

ま

で

が

ま

た

大

変 

だ
っ
た
。
俵
を
担
ぎ
お
ろ
し
て
、
モ
ミ
を
出
し
、
す
り
ウ
ス
で
モ 

ミ
を
す
り
、
臼
を
列
べ
て
米
を
つ
く
。
一
方
で
は
野
菜
の
調
理
を
す 

る
者
、
屋
外
に
幾
鍋
も
並
べ
、
屋
敷
内
は
各
係
の
活
動
で
大
変
だ
っ 

た
。
近
年
は
折
り
詰
め
な
ど
業
者
に
依
頼
で
き
便
利
に
な
っ
た
。 

 
 

 

ド
ー
ヨ
ー
（
親
族
が
裏
家
に
持
参
し
合
う
物
品
の
総
称
） 

 

近
親
間
に
不
幸
や
不
慮
の
災
害
が
あ
る
と
、
物
心
両
面
に
わ
た 

り
常
に
相
互
扶
助
の
態
勢
で
あ
っ
た
。
葬
儀
の
場
合
、
近
親
者
は 

死
者
と
の
続
柄
に
応
じ
、
表
座
に
酒
一
斗
以
上
・
旗
布
・
手
ぬ
ぐ 

い
を
供
え
、
台
所
に
は
、
白
米
一
斗
以
上
・
豆
腐
一
箱
・
味
噌
・ 

塩

・

野

菜

な

ど

を

持

参

す

る

例

に

な

っ

て

い

た

（

現

代

は

簡

素 

化
）
。
知
人
は
酒
と
手
ぬ
ぐ
い
を
持
参
し
、
他
人
は
金
銭
だ
け
で 

(五 )  



す
ま
せ
た
。 

 
 

 
葬
送
の
携
帯
物 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

※

増

尾

国

恵

氏

の

著

書

よ

り 

 

竹
箒
二
本
、
提
灯
二
張
り
、
ガ
ジ
マ
ル
枝
に
シ
デ
を
つ
け
た
物 

二
、
草
履
（
鼻
緒
を
つ
け
な
い
）
一
足
、
下
駄
一
足
、
弔
旗
五
旒
。 

弔
い
旗
は
、
山
原
竹

ヤ
ン
バ
ル
ダ
イ

と
い
わ
れ
る
竹
の
尖
頭
部
を
約
六
〇
セ
ン
チ 

く
ら
い
の
長
さ
に
切
り
、
半
握
り
ず
つ
を
も
っ
て
、
切
断
部
を
交 

互
に
白
布
で
そ
の
中
央
部
を
巻
き
、
布
の
両
部
は
六
〇
セ
ン
チ
か 

ら
一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
垂
ら
し
、
長
さ
二
～
二
・
五
メ
ー
ト
ル
く 

ら
い
の
竹
棒
に
吊
る
し
て
作
ら
れ
る
。
旗
数
は
江
戸
時
代
ま
で
は
、 

死
者
の
身
分
や
閲
歴
の
相
違
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。 

琉

球

服

属

時

代

の

末

期

か

ら

薩

藩

服

属

時

代

の

初

期

頃

の

世

主 

（
島
主
）
の
場
合
は
、
九
チ
旗

ク

ー

チ

バ

タ

、
祝
女
の
頭
（
ウ
プ
ア
ン
サ
ー
リ
） 

の
場
合
も
九
旒
。
江
戸
時
代
の
与
人
や
横
目
や
そ
の
夫
人
の
場
合 

は
七ナ

ナ

チ
旗バ

タ

、
一
般
民
は
五イ

チ

チ
旗バ

タ

と
い
う
決
ま
り
に
な
っ
て
い
た
と 

の
伝
え
で
あ
る
。
ま
た
旗
の
色
は
、
以
前
は
赤
・
白
・
紫
・
黄
・ 

青
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
白
と
赤
だ
け
が
用
い
ら
れ
て 

い
る
。 

 

 
 

 

入 

棺 

 

か
つ
て
の
身
内
の
婦
女
は
、
絶
命
し
た
と
き
か
ら
、
声
を
上
げ 

た
り
下
げ
た
り
し
て
、
あ
た
か
も
歌
を
歌
う
よ
う
に
号
泣
し
た
も 

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
昭
和
初
期
ま
で
筆
者
も
見
聞
し
た
が
、
現
在 

は
親
子
・
兄
弟
姉
妹
の
情
愛
の
濃
い
人
だ
け
が
、
別
れ
の
と
き
、 

小
さ
な
声
で
泣
く
程
度
に
な
っ
た
。
入
棺
前
に
は
最
後
の
別
れ
の 

盃
と
し
て
酒
を
注
い
で
別
れ
の
あ
い
さ
つ
を
す
る
の
で
あ
る
。
与 

論
は
以
前
か
ら
他
の
島
の
よ
う
に
泣
人
を
雇
う
こ
と
は
決
し
て
な 

か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
土
地
の
習
慣
と
し
て
酒
を
二
合
瓶
二
つ
に 

入
れ
、
棺
の
中
の
死
者
の
枕
元
に
置
く
。
一
本
は
出
迎
え
の
人
達 

に
、
一
本
は
死
者
の
先
祖
へ
の
土
産
物
と
し
て
、
死
者
に
そ
の
旨 

を
告
げ
て
入
れ
る
。
そ
の
他
死
者
の
愛
好
物
や
後
生
の
近
親
者
へ 

の
伝
言
も
、
生
き
て
い
る
人
に
語
る
よ
う
に
話
さ
れ
る
。
用
が
全 

部
終
わ
っ
た
ら
死
者
の
口
や
鼻
の
前
面
は
手
ぬ
ぐ
い
で
固
く
し
め 

る
。
棺
の
フ
タ
に
は
釘
が
打
た
れ
る
。
次
に
棺
の
頭
を
後
ろ
に
回 

し
、
死
者
が
起
き
て
座
っ
た
と
き
前
に
向
か
う
よ
う
に
す
る
。
入 

棺
後
は
、
神
官
が
祝
詞

ノ

リ

ト

を
読
み
あ
げ
る
。
こ
の
時
、
喪
主
・
位
牌 

を
持
つ
人
・
奉
公
人
は
死
者
の
枕
元
に
並
ん
で
座
し
、
婦
女
子
は 

棺
の
周
囲
に
座
す
る
。 

(七 )  

(六 )  



 
 

 

出 

棺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

※

増

尾

氏

著

書

よ

り 

 

出
葬
の
順
序
は
、
①
竹
箒
が
先
頭
に
な
り
②
何
某
の
墓
と
書
い 

た
旗
③
提
灯
④
ガ
ジ
マ
ル
花
⑤
御
神
酒
膳
持
ち
⑥
竹
箒
⑦
草
履
⑧ 

下
駄
⑨
ガ
ジ
マ
ル
花
⑲
提
灯
⑪
棺
旗
⑲
本
位
牌
持
ち
⑲
位
牌
の
台 

持
ち
⑯
棺
の
順
に
行
列
す
る
。 

 

乗
馬
を
引
く
場
合
は
位
牌
の
後
か
ら
引
く
。
位
牌
及
び
そ
の
台 

や
乗
馬
の
上
、
棺
の
上
に
傘
を
張
る
。
葬
送
途
中
、
奉
公
人
四
人 

の
う
ち
特
に
依
頼
を
受
け
た
者
が
一
人
、
山
竹
の
一
握
り
を
結
び
、 

行
進
中
絶
え
ず
ガ
ン
（
棺
の
覆
い
）
の
上
や
奉
公
人
の
頭
や
肩
の 

付
近
を
軽
く
た
た
い
て
、
悪
魔
が
奉
公
人
に
乗
り
移
る
の
を
祓
い 

除
い
た
。 

 

明
治
中
期
ま
で
は
、
葬
送
の
行
列
が
墓
場
近
く
の
小
高
い
丘
に 

い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
り
、
棺
を
降
ろ
し
て
フ
タ
を
開
け
、
死
者
に 

こ
の
世
の
最
後
の
島
見
せ
を
さ
せ
、
こ
の
世
と
の
別
れ
を
さ
せ
た 

と
い
わ
れ
る
。
そ
の
丘
を
「
島
見

シ

マ

ミ

イ
パ
ン
タ
」
と
い
い
、
そ
の
跡 

が
墓
地
近
く
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の
頃
よ
り
以
前 

に
は
墓
地
に
着
い
て
か
ら
も
棺
の
フ
タ
を
開
け
、
近
親
者
が
最
後 

の
別
れ
を
し
て
、
棺
の
フ
タ
を
釘
づ
け
し
た
と
い
う
。 

 

な
お
、
往
時
は
、
貴
族
の
葬
送
の
場
合
に
は
、
馬
引
き
が
行
わ 

れ
、
鞍
の
上
に
は
紙
で
い
ろ
い
ろ
な
飾
り
を
つ
け
、
カ
ン
ザ
シ
を 

さ
し
、
両
方
か
ら
二
人
の
男
が
馬
の
手
綱
を
持
ち
、
位
碑
の
後
を 

つ
け
て
馬
を
引
き
な
が
ら
、
絶
え
ず
「
ハ
イ
ハ
イ
」
と
唱
え
つ
つ 

進
ん
だ
。
棺
が
墓
地
に
到
着
す
れ
ば
、
鞍
を
解
い
て
馬
を
放
し
た
。 

す
る
と
馬
は
平
地
に
行
っ
て
数
回
寝
返
り
を
す
る
。
馬
引
き
は
馬 

を
捕
ら
え
て
帰
り
道
を
変
え
、
喪
家
に
到
着
し
た
と
伝
わ
る
。 

 

（
注
）
規
在
も
出
葬
順
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
、
⑫
⑬
の
上
の
傘
張 

 
 

 
 

り
は
厳
守
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
野
辺
送
り
中
の
女 

 
 

 
 

性
ら
の
泣
き
声
は
衰
退
。 

 
 

 

埋 
 

葬 

 

葬
列
が
墓
地
近
く
に
見
え
る
と
、
池
掘
い
人
は
、
ワ
ラ

、

、

た
ば

、

、

を 

燃
や
し
死
者
に
墓
場
の
位
置
を
知
ら
せ
て
迎
え
る
。
墓
地
に
着
い 

た
ら
担
い
棒
を
は
ず
し
（
棒
は
根
元
が
前
に
な
っ
て
い
る
）
、
ガ 

ン
も
は
ず
す
。
穴
は
四
尺
程
度
掘
ら
れ
、
棺
の
下
の
四
隅
に
は
平 

た
い
石
を
敷
く
。
そ
れ
は
棺
を
安
定
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
棺
の 

上
は
ム
シ
ロ
で
包
む
。
こ
の
と
き
棺
に
は

竹
注
（
１
）

を
割
っ
て
二
本
さ
し
、 

マ
ブ
イ
の
出
入
り
口
と
す
る
。
喪
主
が

一
注
（
２
）

握
り
の
砂
を
逆
手
で
棺 

の
上
に
投
げ
る
と
、
プ
ー
ク
人
が
砂
で
埋
め
る
。
棺
の
上
に
位
牌 

(八 )  

(九 )  



を
置
き
、
そ
れ
を
お
お
う
よ
う
に
ガ
ン
を
さ
し
込
む
。
花
は
前
方 

左
右
に
お
き
、
旗
は
周
囲
に
立
て
、
草
履
と
下
駄
は
後
方
に
置
く
。 

香
を
焚
き
、
神
主
の
祭
詞
を
経
て
、
喪
主
が
謝
辞
を
述
べ
る
。
そ 

の
後
、
一
同
海
辺
に
出
て
、
沖
へ
向
か
っ
て
指
先
で
海
水
を
軽
く 

三
度
は
ね
、
手
足
や
顔
を
浄
め
た
も
の
だ
が
、
近
年
、
こ
の
風
習 

は
す
た
れ
た
よ
う
だ
。
帰
り
は
後
ろ
を
ふ
り
返
ら
ず
、
別
の
道
を 

通
っ
て
戻
る
。
こ
れ
を
「
道
替

ミ

チ

ゲ

え
」
と
い
う
。
葬
儀
は
忌
み
ご
と 

  
 

 
 

 
 

 
 

   

で
あ
り
「
逆
様
事

サ
ー
シ
マ
グ
ト
ゥ

」
と
言
わ
れ
、
ほ
と
ん
ど
反
対
の
作
法
が
と
ら 

れ
る
。
喪
家
で
は
塩
や
浄
水
が
用
意
さ
れ
、
そ
れ
で
邪
気
を
祓
い 

浄
め
て
屋
内
に
入
る
。 

 

注 
 

 

共
に
消
失
。 

は
本
土
で
は
「
息
つ
き
竹
」
と
言
わ 

 
 

 
 

 

れ
蘇
生
へ
の
望
み
を
か
け
た
痕
跡
と
み
ら
れ
る
と
の 

 
 

 
 

 

研
究
家
説
。 

 
 

 

特
殊
な
場
合
の
葬
祭 

 

前
記
の
葬
儀
は
、
数
え
年
十
三
歳
以
上
の
普
通
の
死
者
の
場
合 

に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
他
の
特
殊
な
場 

合
の
葬
制
に
つ
い
て
述
べ
る
。
年
齢
は
全
て
数
え
年
で
あ
る
。 

 

１ 

ミ
ジ
グ
ヮ
ー
（
水
子
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（

以

下

増

尾

氏

・

南

山

大

学

報

告

を

主

に

記

述

） 

 

「
ミ
ジ
グ
ヮ
ー
」
と
い
う
の
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
七
日
以
内
に 

死
ん
だ
赤
児
の
こ
と
で
あ
る
。
母
胎
内
の
羊
水
の
中
の
生
活
か
ら 

間
も
な
い
「
水
子
」
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
生
じ
た
語
だ
ろ
う
。
す 

な
わ
ち
生
後
七
日
目
の
「
名
付
き
祝
」
を
待
た
ず
死
ん
だ
者
を
い 

う
。 

 

死
ん
だ
ミ
ジ
グ
ヮ
ー
は
、
父
親
と
ほ
か
に
家
族
ま
た
は
近
親
の 

男
二
人
が
つ
き
、
着
物
を
着
せ
て
フ
ブ
キ
（
藁
な
ど
で
作
っ
た
袋 

(１ )  

(２ )  

(１ )  

(十 )  



状
の
物
）
に
包
み
、
ウ
プ
ン
オ
ー
ダ
（
藁
や
イ
草
で
編
ん
だ
物
入 

れ
用
具
）
に
入
れ
て
、
ワ
ラ
ビ
ガ
ン
シ
ャ
（
幼
児
の
死
体
を
葬
る 

岩
穴
）
に
葬
る
。
現
在
は
墓
の
隅
に
葬
る
が
改
葬
は
さ
れ
な
い
。 

ミ
ジ
グ
ヮ
ー
は
名
付
け
祝
を
経
ず
し
て
死
去
し
た
の
で
、
社
会
の 

一
員
と
し
て
の
儀
礼
を
経
て
な
い
た
め
に
、
葬
儀

・

・

も
水・

の・

初・

も
祭・ 

り・

も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
ミ
ジ
グ
ヮ
ー
は
イ
ャ
ー
プ
ジ
の
う
ち
に 

は
含
ま
れ
ず
、
従
っ
て
位
牌

・

・

も
な
い
わ
け
で
あ
る
。 

 

２ 

生
後
七
日
以
上
六
歳
ま
で
の
場
合 

 

名
付
け
祝
い
を
す
ま
せ
た
、
生
後
七
日
～
六
歳
ま
で
の
う
ち
、 

二
、
三
歳
ま
で
は
畳
の
上
に
は
寝
か
せ
な
い
で
、
母
親
か
祖
母
ま 

た
は
伯
叔
母
が
、
死
体
の
頭
を
左
腕
の
上
に
載
せ
て
抱
く
。
こ
の 

こ

ろ

の

乳

幼

児

を

抱

き

子
グ
ヮ
ー

と

い

う

。

葬

式

は

親

類

と

近

隣

で

簡 

単
に
行
う
。
死
ん
だ
子
の
父
方
の
祖
父
（
六
十
歳
以
上
）
が
背
負 

い
、
近
親
者
か
親
族
の
男
二
人
が
つ
い
て
墓
地
に
連
れ
て
行
く
。 

父
方
に
適
当
な
人
が
い
な
い
場
合
は
母
方
の
祖
父
が
背
負
う
か
抱 

く
か
し
て
連
れ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
人
は
、
刃
物
を
帯
の
左
側
に
さ 

し
、
子
供
の
上
か
ら
白
衣
を
着
け
て
傘
を
さ
す
。
一
人
は
神
酒
と 

水
と
食
膳
を
持
ち
、
一
人
は
竹
や
カ
ヤ
縄
な
ど
を
持
っ
て
墓
地
に 

行
き
埋
葬
す
る
。 

 

埋
葬
の
際
、
死
ん
だ
子
を
背
負
っ
た
（
あ
る
い
は
抱
い
た
）
人 

が
左
足
で
逆
に
後
ろ
に
け
り
つ
つ
「
お
前
に
は
、
父
も
母
も
な
い 

か
ら
後
返
り
す
る
な
」
と
言
う
。
墓
地
の
囲
い
内
に
祖
先
と
は
離
し 

て
棺
に
入
れ
て
葬
る
。
七
日
祭
は
三
日
目
に
く
り
上
げ
て
行
い
、 

死
後
二
、
三
年
目
に
三
十
三
年
忌
と
名
付
け
、
形
式
的
に
終
え
る
。 

年
々
の
年
忌
祭
は
、
成
人
者
の
年
忌
祭
と
一
緒
に
し
、
握
り
飯
十 

三
個
を
供
え
る
。
改
葬
は
成
人
者
を
行
う
と
き
、
一
緒
に
す
る
。 

 

３ 

七
歳
以
上
十
二
歳
ま
で 

 

葬
式
は
成
人
者
に
準
じ
て
な
さ
れ
る
。
棺
は
成
人
者
を
埋
め
た 

所
か
ら
少
し
離
し
て
埋
め
る
。
改
葬
は
成
人
者
を
行
う
際
と
一
緒
。 

年
忌
祭
は
十
二
年
間
行
わ
れ
、
十
三
年
後
は
他
の
成
人
と
一
緒
。 

 

４ 

十
三
歳
以
上
の
場
合 

 

十
三
歳
の
年
祝
い
を
し
た
者
は
、
社
会
的
に
一
人
前
と
し
て
承 

認
さ
れ
、
こ
の
年
祝
い
を
済
ま
せ
た
死
者
の
葬
式
は
、
成
人
の
場 

合
と
同
じ
よ
う
に
行
わ
れ
る
。
与
論
島
の
葬
制
は
、
十
三
歳
を
基 

点
と
し
て
、
そ
の
前
後
に
大
き
く
二
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

５ 
七
十
三
歳
以
上
の
場
合 

 

七
十
三
歳
の
年
祝
い
を
す
ま
せ
た
後
の
ト
ゥ
ブ
レ
ー
（
葬
式
） 

は
、
特
に
サ
ー
ギ
（
貴
い
白
髪
の
意
味
）
と
い
っ
て
、
い
ろ
い
ろ 



な
物
を
参
会
者
の
た
め
に
お
膳
に
載
せ
て
い
た
が
、
近
年
生
活
改 

善
で
廃
止
に
な
り
、
別
に
サ
ー
ギ
と
い
っ
て
大
盃
を
献
げ
る
。 

 

６ 

特
殊
な
死
の
場
合 

 

生
前
、
特
殊
な
難
病
患
者
で
あ
っ
た
者
・
自
殺
者
・
強
度
の
精 

神
病
者
の
葬
式
に
は
、
別
の
位
牌
が
作
ら
れ
、
永
久
に
祖
先
と
合 

祀
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
イ
ペ
ー
ワ
ー
シ
（
位 

牌
分
け
）
と
い
う
。
死
体
も
墓
地
の
隅
に
埋
葬
さ
れ
、
年
忌
祭
の 

供
え
物
も
祖
先
の
も
の
と
は
別
に
供
え
ら
れ
、
ジ
シ
（
納
骨
洞
穴
） 

時
代
は
祖
先
と
同
一
ジ
シ
に
は
納
め
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 
(

十
一) 

ナ
ガ
チ
ャ
と
三
日
祭 

 

ナ
ガ
チ
ャ
は
葬
儀
の
翌
日
を
い
い
、
死
ん
だ
翌
日
葬
式
を
す
る 

と
、
ナ
ガ
チ
ャ
と
三
日
祭
（
ン
チ
ャ
ヌ
ト
ー
ト
ゥ
）
は
同
日
に
な 

る
。
ナ
ガ
チ
ャ
に
は
家
族
が
朝
早
く
、
水
の
初
や
榕
樹

ガ
ジ
マ
ル

小
枝
葉

バ

ナ

携 

帯
で
墓
参
に
行
く
。
ナ
ガ
チ
ャ
に
は
パ
ラ
ジ
は
、
チ
ャ
ー
ジ
ュ
ー 

キ
と
い
っ
て
重
箱
に
サ
シ
ミ
・
魚
・
菓
子
な
ど
入
れ
て
喪
家
に
行 

く
（
現
在
は
、
簡
素
に
な
っ
た
）
。
喪
家
で
も
煮
物
や
菓
子
な
ど 

を
用
意
し
て
ナ
ガ
チ
ャ
の
昼
食
を
す
る
。
位
牌
の
前
に
お
膳
を
供 

え
た
後
、
祭
り
参
加
者
に
配
膳
し
会
食
す
る
。
会
食
が
済
ん
だ
ら 

竹
や
縄
を
持
っ
て
墓
に
行
く
。
持
参
し
た
縄
や
竹
で
ガ
ン
の
防
風 

対
策
を
し
た
り
、
砂
利
で
ガ
ン
内
外
を
整
備
し
た
り
す
る
。
墓
か 

ら
帰
っ
た
ら
、
葬
式
当
日
の
よ
う
に
門
前
で
塩
・
浄
水
で
身
を
浄 

め
て
か
ら
入
る
。
家
で
は
総
当
い
の
指
導
の
も
と
に
鍋
当
い
が
夕 

食
膳
の
準
備
を
し
て
い
る
。
夕
食
前
に
帳
付
け
や
ト
ー
グ
ラ
当
い 

な
ど
の
収
支
全
般
に
わ
た
る
報
告
が
あ
り
、
金
銭
と
帳
面
は
喪
主 

に
渡
さ
れ
、
相
互
に
謝
辞
が
述
べ
ら
れ
会
食
に
入
る
。 

 

ナ
ガ
チ
ャ
と
三
日
ヌ
ト
ー
ト
ゥ
が
一
緒
に
な
っ
た
場
合
は
、
ナ 

ガ
チ
ャ
の
献
立
の
ほ
か
に
祭
り
の
ム
ッ
チ
ャ
ー
（
白
米
を
む
し
て 

作
っ
た
モ
チ
）
を
作
っ
て
供
え
る
。
祭
り
に
来
る
人
は
、
米
・
神 

酒
・
お
金
な
ど
の
ト
ー
ト
ゥ
ヌ
メ
ー
（
御
神
前
供
え
物
）
を
持
っ 

て
来
る
。
も
と
は
お
金
の
代
わ
り
は
、
ム
ッ
チ
ャ
ー
・
大
根
・
豆 

腐
・
魚
な
ど
で
あ
っ
た
。
祭
り
に
供
え
た
ム
ッ
チ
ャ
ー
は
、
全
員 

に
配
ら
れ
る
。 

 
(

十
二
）
死
後
の
祭
り 

 

死
後
三
日
の
祭
り
の
後
は
、
七
日
祭
り
が
あ
っ
た
が
、
明
治
四 

十
二
年
、
桃
内
音
吉
氏
が
神
官
の
と
き
、
神
式
で
十
日
ご
と
に
祭 

り
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昔
は
七
日
ご
と
に
祭
り
が
あ
っ
て
四 

十
九
日
で
祭
り
終
わ
り

シ

ー

ニ

チ

で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
、
十
日
ご
と
の
祭 

り
で
三
十
日
で
シ
ー
ニ
チ
を
す
る
家
が
普
通
に
な
っ
た
。
シ
ー
ニ 



チ
に
な
る
と
白
木
の
位
牌
は
焼
き
あ
げ
て
、
祖
霊
の
位
牌
に
移
る 

の
で
あ
る
。
以
前
は
五
十
日

イ

チ

ナ

ヌ

カ

に
シ
ー
ニ
チ
を
し
た
と
も
言
わ
れ
る
。 

シ
ー
ニ
チ
に
は
神
官
を
お
と
も
し
て
、
パ
ラ
ジ
全
員
が
集
ま
っ
て 

盛
大
な
祭
り
を
す
る
。
戦
前
は
、
シ
ー
ニ
チ
の
祭
り
が
終
わ
る
ま 

で
は
男
は
ヒ
ゲ
も
そ
ら
ず
伸
び
放
題
に
し
て
、
慎
ん
で
供
養
を
し 

た
。
昭
和
初
期
ま
で
は
、
死
後
四
十
九
日
目
に
ヤ
ブ
を
呼
ん
で
ム 

ン
ジ
ュ
ト
ゥ
（
思
い
事
＝
死
者
が
こ
の
世
の
近
親
者
に
思
い
残
す 

こ
と
）
を
語
ら
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
特
に
海
で
の
死
者
は
期
日
を 

早
め
て
、
月
の
水
の
初
の
命
日
に
ム
ン
ジ
ュ
ト
ゥ
を
語
ら
せ
た
。 

 

そ
の
後
は
、
ピ
ャ
カ
ニ
チ
（
百
日
祭
）
が
あ
る
が
、
こ
の
日
に 

は
近
親
の
パ
ラ
ジ
が
集
ま
っ
て
祭
り
を
す
る
。
以
前
は
、
百
日
祭 

が
す
む
ま
で
は
、
芭
蕉
の
繊
維
を
と
っ
た
り
、
竹
細
工
を
し
た
り
、 

酒
や
味
噌
を
つ
く
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
。 

 

こ
の
後
は
二
年
・
三
年
・
七
年
・
十
三
年
・
十
七
年
・
二
十
五 

年
・
三
十
三
年
目
に
、
そ
れ
ぞ
れ
年
忌
祭
（
数
え
年
で
す
る
）
が 

あ
る
。
遺
族
は
、
こ
う
し
た
年
忌
祭
の
ほ
か
に
、
毎
月
の
命
日
（
ウ 

テ
ィ
ビ
）
に
水
の
初
・
ガ
ジ
ュ
マ
ル
小
枝
葉
・
ウ
ブ
ク
（
御
飯
） 

を
供
え
る
。
ま
た
、
年
の
命
日
に
は
最
も
身
近
な
パ
ラ
ジ
だ
け
の 

祭
り
と
な
る
。 

 

な
お
、
三
十
三
年
忌
祭
は
最
終
祖
霊
祭
で
、
最
も
盛
大
に
行
わ 

れ
、
こ
の
祭
り
が
す
ん
だ
霊
は
昇
天
す
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
後
は 

「
水
の
初
」
と
「
洗

米

ア
レ
ー
グ
ミ

」
を
供
え
、
煮
物
は
供
え
な
い
。 

（
十
三
）
改 

葬 

 

埋
葬
後
、
三
、
四
年
経
る
と
掘
り
出
し
て
改
葬
を
行
う
。
改
葬 

す
る
こ
と
を

拝
ヲ
ゥ
ガ

み
ゅ
ん
と
か
、
清チ

ュ

ら
く
な
し
ゅ
ん
、
な
ど
と
い
う
。 

あ
る
い
は
新ミ

ー

く
な
し
ゅ
ん
と
も
い
う
。
改
葬
の
時
期
は
旧
暦
の
三 

月
二
十
七
日

ナ

ヌ

カ

ミ

シ

ャ

か
二
十
九
日

ク

ー

ヌ

カ

ミ

シ

ャ

で
あ
り
、
ま
た
、
十
月

（

現

在

の
八
月
が
主
）

二
十
七
日
と 

二
十
九
日
も
改
葬
日
と
伝
わ
る
。
改
葬
の
前
日
は
家
族
の
者
が
墓 

に
行
っ
て
、「
明
日
は
貴
方
を
軽
く
（
改
葬
の
こ
と
）
し
ま
す
か
ら
」 

と
霊
に
予
告
す
る
。
家
で
も
家
族
を
は
じ
め
パ
ラ
ジ
が
集
ま
っ
て
、 

水
の
初
・
花
・
お
神
酒
を
供
え
、
ま
た
夕
食
の
お
膳
や
翌
日
持
っ 

て
行
く
白
衣
や
手
ぬ
ぐ
い
な
ど
も
供
え
、
翌
朝
の
祈
願
・
お
告
げ 

を
す
る
。 

 

当
日
は
、
早
朝
暗
い
う
ち
に
、
死
者
に
最
も
縁
の
近
い
者
た
ち 

が
、
花
・
お
酒
・
白
衣
・
手
ぬ
ぐ
い
・
バ
ケ
ツ
・
鎌
・
掘
り
具
・ 

布
切
れ
な
ど
を
持
っ
て
墓
へ
出
か
け
る
。
墓
に
着
く
と
、
年
長
者 

が
香
を
焚
き
、
神
酒
を
捧
げ
「
こ
れ
か
ら
御
身
を
軽
く
し
て
あ
げ 

ま
す
か
ら
、
玉
に
な
っ
て
（
白
骨
に
な
っ
て
）
拝
ま
れ
て
く
だ
さ 



い
」
と
い
っ
た
意
味
の
祈
祷
を
し
て
か
ら
掘
り
始
め
る
。 

 

こ
う
し
て
早
朝
行
う
の
は
、
死
者
の
遺
骸
を
明
る
み
に
だ
す
こ 

と
特
に
太
陽
に
さ
ら
け
出
す
こ
と
は
、
改
葬
さ
れ
る
方
に
と
っ
て 

大
変
な
欠
礼
で
あ
る
こ
と
、
ほ
か
に
も
白
骨
化
し
て
い
な
い
場
合 

は
、
死
者
を
は
じ
め
遺
族
の
世
間
体
も
悪
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
。 

ミ
イ
ラ
化
し
て
い
る
死
体
は
、
生
前
現
世
で
悪
行
が
あ
っ
た
り
、 

悩
み
が
解
け
き
ら
ず
、
思
い
切
っ
て
あ
の
世
に
行
け
な
か
っ
た
者 

と
し
て
嫌
わ
れ
た
。 

 

掘
り
出
す
の
は
男
で
、
拭
き
清
め
る
の
は
女
性
が
通
例
で
あ
る
。 

掘
り
係
は
初
見
に
胸
を
と
き
め
か
す
わ
け
だ
が
、
白
骨
化
し
て
い 

な
け
れ
ば
、
思
い
切
っ
て
死
体
の
立
て
て
い
る
膝
を
目
を
閉
じ
て 

横
に
振
る
と
、
見
込
み
の
あ
る
の
は
膝
が
崩
れ
る
と
い
わ
れ
る
。 

ミ
イ
ラ
化
し
て
い
る
場
合
は
「
何
の
未
練
が
あ
っ
て
先
祖
の
そ
ば 

に
行
け
な
か
っ
た
か
、
思
い
切
っ
て
行
け
」
と
気
性
の
強
い
者
が 

肌
を
鎌
で
切
開
し
、
埋
め
て
次
期
を
待
っ
た
と
も
い
う
。 

 

白
骨
化
し
て
い
る
と
き
は
、
ま
ず
頭
骨
を
取
り
あ
げ
、
死
者
に 

最
も
縁
の
近
い
者
に
渡
さ
れ
、
傘
の
下
で
拭
き
清
め
、
骨
を
抱
い 

て

傘

の

下

に

座

す

る

。

骨

は

素

焼

の

特

製

の

カ

メ

に

足

の

骨

・ 

胴
・
手
、
そ
の
上
に
ノ
ド
ボ
ト
ケ
、
一
番
上
に
頭
骨
を
載
せ
、
白 

衣
や
手
ぬ
ぐ
い
も
共
に
カ
メ
に
納
め
、
祖
先
の
骨
ツ
ボ
の
側
に
埋 

め
る
。 

 

後
、
海
辺
で
潮。

は
ね

。

。

の
作
法
を
し
、
帰
宅
後
、
家
で
宴
を
も
つ
。 

   
 

 
 

 
 

第
五
章 

年
中
行
事 

 
 

 
 

（

注

） 

本

節

は

増

尾

国

恵

氏

著

書

を

主

と

す

る

た

め

、
地

域

差 

 
 

 
 

 
 

 
 

が

あ

る

。
祭

り

行

事

は

現

在

も

旧

暦

を

ほ

と

ん

ど

主

と 

 
 

 
 

 
 

 
 

す

る

。 

 

一 

正
月
行
事 

  
 

 

若
水
汲
み 

 

元

日

は

、

一

番

鶏

イ
チ
バ
ン
ド
ゥ
イ

の

声

を

待

っ

て

若

水

汲

み

に

井

戸

へ

行

っ 
た
も
の
だ
と
古
老
た
ち
は
語
る
。
井
戸
の
側
に
来
た
ら
呟セ

キ

ば
ら
い 

を
し
て
井
戸
神
を
起
こ
し
、
そ
の
年
の
明
方

ア
キ
ホ
ウ

（
恵
方

エ

ホ

ウ

）
へ
向
か
っ 

て
汲
む
も
の
で
、
か
つ
て
は
男
の
受
け
持
ち
で
あ
っ
た
と
も
い
わ 

れ
る
。 

(一 )  



 
な
お
、
表
の
戸
を
早
く
開
け
、
福
の
神
を
迎
え
、
若
水
で
身
を 

浄
め
、
若
水
を
煮
沸
し
た
「
お
茶
の
初
」
を
神
前
に
供
え
る
。 

 
 

 

吉 
書 

 

 

汲
み
取
っ
た
若
水
で
墨
を
す
り
、
表
座
敷
で
晴
れ
衣
を
着
て
威 

儀
正
し
て
書
き
、
先
生
や
親
族
古
老
に
配
る
。
吉
書
は
寺
子
屋
式 

書
初
め
で
、
こ
れ
を
行
え
ば
学
問
が
上
達
す
る
と
い
わ
れ
、
白
紙 

一
枚
に
清
書
し
、
そ
れ
を
祝
詞
の
よ
う
に
包
装
し
、
表
に
「
吉
書
」 

と
書
い
て
配
る
。
低
学
年
程
度
の
子
供
は
、
右
側
に
「
吉
書
」
と 

書
き
、
中
央
に
「
天
下
太
平
」
、
左
方
に
「
元
旦
」「
何
某
」
と
し
、 

左
上
方
に
「
歳
徳
大
明
神
殿
」
と
書
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、 

長
じ
て
高
学
年
程
度
に
も
な
る
と
、
書
く
表
題
は
異
な
っ
て
く
る
。 

こ
れ
は
主
に
明
治
中
期
以
降
の
城
集
落
で
学
業
に
関
心
の
あ
っ
た 

家
庭
の
場
合
に
多
く
、
昭
和
初
期
ま
で
痕
跡
を
残
し
た
。 

 
 

 

元
朝
の
儀 

 

若
水
で
家
族
全
員
心
身
を
浄
め
、
神
前
で
家
長
を
中
心
に
今
年 

の
祈
願
を
し
、
一
対

イ
ッ
チ
ー

のヌ

神
酒

ウ

ミ

キ

・
三
重
の
盃
・
干
物
を
順
に
頂
き
、 

後
、
各
自
三
献

サ
ン
グ
ン

のヌ

吸
い
物

シ

ー

ム

ヌ

を
頂
く
。 

 
 

 

正

月

シ
ョ
ウ
ガ
チ 

願
ニ
ゲ
ー 

 

海
や
池
な
ど
で
溺
死
を
し
た
祖
先
を
も
つ
子
孫
が
、
こ
う
し
た 

祖
先
の
冥
福
を
竜
神
に
祈
り
、
な
お
、
子
孫
の
加
護
を
も
祈
願
す 

る
祭
り
で
、
主
に
元
日
の
午
前
に
行
う
。
（
詳
細
は
諸
祝
祭
の
項
） 

 
 

 

二
日

プ

チ

カ

正

月

シ
ョ
ー
ガ
チ 

 

正
月
二
日
は
ハ
チ
パ
ル
（
初
原
）
と
い
う
行
事
が
行
わ
れ
る
。 

す
な
わ
ち
午
前
中
に
鍬
で
畑
を
耕
し
、
今
年
に
お
け
る
パ
ル
（
農 

  
 

 
 

 
 

 
作
場
）
の
仕
事
始
め
と
す
る
。
ま
た
、
大
工
や
舟
を
持
つ
人
は
大
工 

祝

い

や

舟

祭

プ
ナ
マ
チ
ー

い

等

の

あ

る

日

で

あ

る

。

な

お

、

籠

踊

ク
ン
ピ
ラ
ヲ
ゥ
ド
ゥ
イ

い

の 

踊
り
子

ヲ
ゥ
ド
ゥ
イ
ク

達
は
、
こ
の
日
の
午
前
中
か
ら
主
取
り

ヌ

シ

ド

ゥ

イ

宅
に
集
ま
り
、
一 

(二 )  (三 )  (四 )  

 

(五 )  



番
組
・
二
番
組
の
踊
り
を
二
、
三
番
歌
い
踊
っ
た
後
、
踊
り
子
連 

中
の
家
を
お
互
い
に
回
礼
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
（
大
工
祝 

い
、
舟
祭
り
、
機
械
祭
り
な
ど
に
つ
い
て
は
、「
そ
の
他
の
諸
祝
祭
」 

 

の
節
に
説
明
あ
り
） 

 
 

 

三
日
正
月
（
高
齢
の
年
祝
い
な
ど
旧
暦
で
す
る
人
も
少
数 

 

い
る
） 

 

正
月
三
日
か
ら
は
年
の
祝
い
が
は
じ
ま
る
。
特
に
還
暦
祝
い
以 

上
は
大
方
盛
大
に
な
さ
れ
る
。
（
詳
細
は
「
人
の
一
生
」
で
説
明
） 

 
 

 

四
日
正
月
（
旧
） 

 

正
月
四
日
は
、
家
に
よ
っ
て
は
カ
ジ
ヤ
祭
り
が
あ
る
。
祭
り
は
、 

関
係
一
族
は
前
も
っ
て
禁
忌
を
守
り
、
供
え
物
を
持
参
し
て
カ
ジ 

ヤ
現
場
で
な
さ
れ
る
（
供
物
・
方
法
は
「
そ
の
他
の
諸
祝
祭
」
を 

参
照
さ
れ
た
し
）
。
カ
ジ
ヤ
の
神
は
荒
神
中
の
荒
神
で
当
日
の
祭 

事
や
禁
忌
に
特
に
厳
し
い
。
な
お
、
八
月
に
も
祭
り
が
あ
る
。
正 

月
四
日
に
行
わ
れ
る
の
は
、
中
国
で
の
火
の
神
迎
え
が
正
月
四
日 

で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
な
い
か
、
と
の
研
究
家
も
い
る
。 

 
 

 

五
日
正
月
（
旧
） 

 

五
日
か
ら
七
日
ま
で
三
日
間
、
午
後
二
時
頃
か
ら
夕
刻
ま
で
若 

い
男
女
の
ハ
ミ
ゴ
ー
遊
び
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
支
那
事
変
が
悪
化 

す
る
に
及
ん
で
禁
止
に
な
り
、
戦
争
の
罪
と
し
て
実
に
遺
憾
で
あ 

る
。
当
日
午
後
の
昼
下
が
り
、
思
い
き
り
着
飾
っ
た
全
島
の
若
い 

男
女
が
、
三
々
五
々
、
道
々
三
味
・
太
鼓
を
奏
で
な
が
ら
シ
ゴ
ー 

に
集
ま
る
。
特
に
ハ
ミ
ゴ
ー
の
岩
穴
は
、
相
愛
の
男
女
が
胸
の
思 

い
を
歌
に
掛
け
合
い
、
当
時
の
若
者
達
の
″
命
の
共
同
洗
濯
場
″ 

だ
っ
た
。
な
お
、
上
の
原
っ
ぱ
で
も
互
い
に
輪
に
な
り
、
存
分
に 

歌
い
踊
り
、
あ
た
か
も
天
国
を
地
上
に
再
現
し
た
か
の
よ
う
な
情 

景
だ
っ
た
。
ま
た
、
子
供
達
の
ク
イ
打
ち
や
タ
コ
揚
げ
な
ど
、
青 

少
年
の
思
い
思
い
の
一
大
遊
興
場
と
な
っ
て
い
た
。 

 

島
内
に
お
け
る
往
時
の
日
常
生
活
は
、
農
作
業
に
追
わ
れ
た
毎 

日
で
あ
っ
た
か
ら
、
折
目

ヲ
ゥ
イ
ミ

の
な
か
で
も
特
に
正
月
の
こ
の
遊
び
行 

事
は
「
ハ
ミ
ゴ
ー
遊
び
」
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
数
々
の
語
り
種 

を
残
し
、
与
論
民
謡
に
も
歌
い
継
が
れ
て
い
る
。 

   
 

 

七
日

ナ

ヌ

カ

ぬヌ

節
供

シ

ュ

ク

（
新
・
旧
） 

  
こ
の
日
は
、
ナ
ヌ
カ
ヌ
シ
ュ
ク
と
言
わ
れ
、
豚
肉
と
モ
チ
で
吸
い 

物
を
つ
く
り
、
ま
た
、
ジ
ュ
ー
の
上
に
吊
る
し
た
肉
類
や
野
菜
類
な 

ど
を
下
ろ
し
て
、
ま
ぜ
ご
は
ん
を
作
り
、
先
祖
に
も
供
え
、
親
族
及 

び
近
隣
に
も
配
る
慣
習
で
あ
っ
た
。
な
お
門
松
・
床
飾
り
も
除
く
。 

 

(六 )  

 

(七 )  (八 )  

(九 )  



 
   

 

正
月
八
日
（
旧
） 

 

祝
女

ノ

ロ

の
祝
日
と
し
て
、
そ
れ
に
関
係
あ
る
者
は
祝
宴
に
出
席
す 

る
と
い
わ
れ
る
が
、
現
在
、
そ
の
痕
跡
は
な
い
。 

 
(

十
一
）
チ
キ
ナ
ー
（
新
・
旧
） 

 

正
月
の
月
の
中
ほ
ど
だ
か
ら
「
月
中

チ
キ
ナ
ー

」
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
日
の
昼
食
は
、
田
イ
モ
と
カ
ラ
イ
モ
を
搗
き
混
ぜ
て
「
ウ
ン 

ニ
ー
マ
イ
」
（
イ
モ
を
ね
っ
た
飯
）
を
つ
く
り
、
祖
霊
に
供
え
、 

近
親
者
に
も
配
っ
て
食
べ
合
う
の
だ
っ
た
。
こ
の
イ
モ
飯
を
食
べ 

な
け
れ
ば
フ
ク
ロ
ウ
に
な
る
と
い
わ
れ
た
。
な
お
、
夕
食
の
膳
は
、 

四

つ

組

の

膳

立

料

理

を

し

、

酒

宴

を

張

り

楽

し

く

会

食

す

る

の 

だ
っ
た
。
（
四
つ
組
膳
は
、
か
つ
て
の
城
字
が
主
だ
ろ
う
） 

 
(

十
二
）
シ
ョ
ウ
ロ
ウ
（
精
霊
）
祭
り
（
旧
） 

 

正
月
十
六
日
に
行
わ
れ
、
ま
た
、
お
盆
祭
り
の
十
四
日
か
ら
十 

五
日
に
か
け
て
も
盛
大
に
行
わ
れ
る
。
シ
ョ
ウ
ロ
ウ
り
祭
り
と
い
う 

の
は
、
代
官
・
附
役
な
ど
本
土
人
の
子
孫
が
祖
先
を
祭
り
、
ま
た
、 

本
土
で
死
亡
し
た
自
己
の
祖
先
の
霊
を
祭
る
と
い
わ
れ
る
。 

 

さ
ら
に
、
花
城
与
論
之

ユ

ン

ヌ

主
加
那

ヌ

ス

ー

ガ

ナ

志シ

の
後
裔
が
、
そ
の
祖
先
を
祭 

る
の
と
、
琉
球
で
死
亡
し
た
自
己
の
祖
先
の
霊
を
祭
る
祭
祀

サ

イ

シ

を
「
国 

王
祭
」
（
祭
日
は
正
月
十
六
日
、
七
月
十
六
日
）
と
い
う
が
、
こ 

れ
ら
を
総
称
し
て
「
シ
ョ
ウ
ロ
ウ
祭
り
」
と
も
い
う
。 

 
(

十
三
）
祈
願
祭
（
旧
） 

 

間

年

マ
ー
ド
ゥ
シ

（

シ

ニ

ュ

グ

祭

り

の

な

い

年

）

に

は

、

正

月

十

五

日

と 

五
月
十
五
日
に
は
一
家
の
無
事
安
穏
吉
祥
を
神
に
祈
る
と
い
う
。 

 

神

年

カ
ミ
ド
ゥ
シ

（
シ
ニ
ュ
グ
祭
り
の
あ
る
年
で
、
厄
年
と
も
い
わ
れ
る
） 

に
は
正
月
十
七
日
と
五
月
十
七
日
に
祈
願
を
な
す
の
が
通
例
で
あ 

る
。 

 

こ

の

祈

願

の

方

式

は

、

神

酒

二

瓶

に

塩

一

皿

、

洗

米

ア
レ
ー
グ
ミ

一

対

イ

ッ

チ

ー

を 

神
前
に
供
え
る
。
さ
ら
に
米
・
麦
そ
の
他
の
五
穀
の
初
、
野
菜
の 

数
々
、
三
組
の
吸
い
物
を
神
床
の
前
に
供
え
、
年
中
の
一
家
の
災
厄 

除
き
と
安
穏
吉
祥
・
五
穀
豊
穣
・
畜
類
の
無
事
成
育
を
祈
る
行
事 

が
行
わ
れ
た
。
（
往
時
の
城
字
旧
家
関
係
者
が
主
で
あ
ろ
う
） 

 
(

十
四
）
二
十
三
夜
月
待
ち
（
旧
） 

 

月
待
ち
（
月
神
信
仰
）
、
主
と
し
て
城
・
朝
戸
地
区
で
行
わ
れ 

た
と
い
わ
れ
る
。 

 

二 
二
月
の
行
事 

 

彼
岸
繁
り
（
旧
） 

 

旧
家
で
は
春
分
を
中
心
に
、
一
週
間
な
い
し
三
日
、
ま
た
は
一 

(十 )  



日
行
わ
れ
て
い
た
。 

 

三 
三
月
の
行
事 

 
 
 

 

三
月
三
日
の
節
供
（
旧
） 

 

①
当
日
は
特
に
女
の
節
供
と
さ
れ
、
プ
チ
ム
ッ
チ
ャ
ー
（
ヨ
モ 

ギ
モ
チ
）
を
作
っ
て
神
前
に
供
え
、
親
元
や
近
親
・
隣
近
所
に
も 

配
り
合
う
。 

 

②
他
の
島
で
い
う
「
浜ハ

マ

下
り

オ

」
を
す
る
日
で
、
老
幼
男
女
潮
干 

狩
り
に
出
た
あ
と
、
海
浜
で
祝
宴
を
催
す
。 

 

③

「

三

月

祭

サ
ン
ガ
チ
マ
チ
ー

」

の

あ

る

家

で

は

、

往

時

の

慣

習

を

今

も

継

続 

し
て
海
浜
で
モ
チ
と
酒
を
供
え
て
（
そ
の
供
え
る
台
を
祭
い
石

マ

チ

ー

イ

シ

と 

い
う
）
、
航
海
安
全
と
豊
漁
を
祈
る
。
こ
れ
を
三
月
祭
と
い
う
。 

 

④

ま

た

、

家

に

よ

っ

て

は

「

三

月

願

サ
ン
ガ
チ
ニ
ゲ
ー

」

と

称

し

、

正

月

願

の 

よ
う
に
、
同
じ
や
り
方
の
供
え
物
を
し
て
、
関
係
者
が
集
ま
っ
て 

祭
る
家
も
あ
る
。 

 

⑤

新

生

児

の

浜

下

り

は

、

女

児

は

新ミ

ー

小

ザ

ル

ソ

イ

ガ

マ

、

男

児

は 

新ミ
ー

小
テ
ィ
ル

テ

ィ

ル

ガ

マ

に
蓬プ

チ 

餅
ム
ッ
チ
ャ
ー

等
入
れ
新
浜

ミ
ー
バ
マ

踏ク

ま
し
を
す
る
。
近
親
者 

も
参
加
、
祝
福
す
る
。 

 

⑥
こ
の
日
は
、
女
の
節
供
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
初
産
の
女
児 

の
み
な
ら
ず
、
女
性
の
大
人
・
老
人
に
至
る
ま
で
災
厄
祓
い
、
若 

い

女

性

は

産

厄

。

。

の。

除

法

。

。

と

し

て

、

神

前

に

神

酒

二

瓶

・

洗

米

一 

対
・
塩
一
皿
、
米
・
麦
な
ど
の
五
穀
の
初
や
野
菜
の
初
な
ど
を
供 

え
、
そ
れ
に
三
組
の
吸
い
物
を
供
え
て
祈
願
す
れ
ば
災
厄
は
除
か 

れ
る
と
信
じ
ら
れ
た
。
（
女
性
と
蓬
餅
、
浜
下
り
は
、
蛇
の
化
身 

と
娘
と
の
情
交
の
民
話
と
関
連
） 

 
 

 

豊
年
祭
（
旧
） 

 

三
月
十
五
日
は
、
地
主
神
社
や
琴
平
神
社
に
豊
年
祈
願
後
、
境 

内
で
豊
年
踊
り
が
奉
納
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
年
中
の
蒙
雨
・
干 

ば
つ
・
台
風
・
疫
病
災
厄
防
除
の
祈
願
で
あ
る
。 

 
 

 

ト
ゥ
ム
ン
チ
（
旧
） 

 

死
者
の
あ
っ
た
家
は
、
三
月
一
日
、
三
月
十
五
日
、
八
月
十
五 

日
、
十
月
十
五
日
に
「
ト
ゥ
ム
ン
チ
」
と
い
っ
て
、
墓
地
に
親
族 

集
ま
っ
て
酒
宴
を
開
き
、
死
者
の
霊
を
慰
め
た
が
現
在
は
衰
退
。 

 
 

 

ナ
ヌ
カ
ミ
シ
ャ
と
ク
ー
ヌ
カ
ミ
シ
ャ
（
旧
） 

 
三
月
二
十
七
日
と
二
十
九
日
は
、
改
葬
す
る
日
に
当
た
り
、
埋 

葬
さ
れ
た
死
者
の
遺
体
（
三
年
後
の
）
の
改
葬
を
早
朝
に
行
う
。 

  

(一 )  

(二 )  (三 )  (四 )  



 
四 

四
月
の
行
事 

 

ト
ー
ギ
ン
ガ
ネ
ー
（
旧
） 

 

往
時
は
、
こ
の
月
に
「
ト
ー
ギ
ン
ガ
ネ
ー
」
と
い
う
虫
送
り
の 

行
事
が
あ
っ
た
と
い
う
。
だ
が
、
こ
れ
を
行
っ
た
日
は
不
明
で
あ 

る
。
こ
の
行
事
は
一
家
か
ら
一
人
ず
つ
出
て
、
自
分
の
田
畑
の
作 

物
に
つ
い
て
い
る
種
々
の
虫
を
捕
っ
て
、
ク
ワ
ズ
イ
モ
の
葉
に
包 

ん

で

立

長

の

海

浜

ハ

キ

ビ

ナ

の

茶

泊

チ
ャ
ド
ゥ
マ

い

に

持

ち

寄

り

、

芭

蕉

の 

茎
で
作
っ
た
舟
に
積
み
、
酒
瓶
・
花
米
・
キ
ビ
ダ
ン
ゴ
な
ど
を
載 

せ
て
、
祝
女

ノ

ロ

が
祝
詞
を
奏
上
し
て
海
に
押
し
出
し
た
と
い
う
。（
「
一 

家
か
ら
一
人
ず
つ
」
と
は
全
島
の
各
家
か
？
不
詳
） 

 

五 

五
月
の
行
事 

 
 

五
月
五
日
（
グ
ン
ガ
チ
グ
ニ
チ
）
（
旧
） 

 

①
こ
の
日
は
男
の
節
供
と
し
て
、
シ
ョ
ウ
ブ
を
軒
に
さ
し
、
ま 

た
、
子
供
達
は
頭
に
巻
い
た
り
し
て
災
厄
・
悪
魔
除
け
と
し
た
。 

 

②
初
産
の
男
児
の
あ
る
家
は
、
身
近
な
パ
ラ
ジ
を
招
い
て
酒
宴 

を
開
い
て
、
そ
の
子
の
将
来
を
祝
福
す
る
の
が
慣
習
で
あ
っ
た
。 

 

③
ま
た
、
こ
の
節
供
は
子
供
だ
け
で
な
く
男
の
節
供
と
し
て
、 

前
日
か
ら
物
忌
み
を
し
て
、
当
日
は
神
前
に
お
供
え
物
を
献
上
し
、 

災
厄
を
除
き
、
職
業
に
熟
達
成
功
す
る
よ
う
祈
願
す
る
。 

 

④
五
月
の
月
は
、
昔
か
ら
神
月
と
称
し
て
厄
月
で
あ
る
。
こ
の 

こ
ろ
は
、
ち
ょ
う
ど
稲
穂
の
開
花
期
で
物
忌
み
が
多
か
っ
た
。
特 

に
十
二
、
三
日
ご
ろ
は
、
キ
ジ
（
禁
止
）
と
言
わ
れ
、
高
所
で
笠 

を
被
っ
て
立
つ
こ
と
さ
え
禁
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
女
が
芭
蕉
の
皮 

を
は
ぎ
灰
で
煮
る
こ
と
も
禁
止
、
ホ
ラ
貝
を
吹
き
鳴
ら
す
こ
と
も 

禁
じ
ら
れ
た
。
ま
た
ナ
ガ
（
一
間
ご
と
に
シ
ュ
ロ
の
葉
を
つ
け
た 

長
い
縄
を
満
潮
時
に
引
い
て
、
魚
を
浜
辺
に
寄
せ
る
漁
法
）
を
な 

す

こ

と

も

禁

じ

ら

れ

た

と

い

う

。

ち

な

み

に

五

月

に

フ

チ

ャ

ラ 

ヘ
ー
（
悪
南
風
）
と
い
う
稲
穂
を
害
す
る
風
が
毎
年
一
日
か
二
日
続 

い
て
吹
く
の
が
常
で
あ
る
が
、
稲
穂
の
出
始
め
に
、
こ
の
風
に
あ 

え
ば
稲
穂
が
枯
れ
る
の
で
、
植
え
る
時
期
を
遅
ら
せ
た
り
し
た
。 

 

⑤
五
月
五
日
よ
り
衣
替
え
と
な
り
芭
蕪
衣
に
か
わ
っ
た
と
い
う
。 

 
（
注
） 

祝
日
の
制
定
や
経
済
成
長
に
伴
い
本
土
風
に
近
づ
く
。 

  

六 
六
月
の
行
事
（
戦
時
中
よ
り
衰
退
） 

 
 

 

見
良

ミ

ー

ラ

折
目

ヲ
ゥ
イ
ミ

（
旧
） 

 

六
月
の
初
め
ご
ろ
か
ら
稲
を
刈
り
始
め
、
十
五
日
に
は
、
「
見 

(一 )  



良
折
目
」
と
い
う
新
穀
祭
が
あ
る
。
こ
の
日
、
農
家
は
神
前
に
新 

米
を
供
え
、
な
お
、
新
米
の
ご
飯
と
酒
肴
を
献
じ
、
豊
作
の
謝
恩 

祭
を
な
す
。
新
米
が
と
れ
な
い
家
は
稲
穂
を
供
え
て
祝
宴
。 

 
 

 

雨
乞

ア

マ

グ

い
（
旧
） 

 

各
人
の
家
で
は
毎
年
六
月
十
五
日
に
は
雨
乞
い
を
し
て
降
雨
を 

祈
る
例
で
あ
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
干
ば
つ
が
長
く
続
け
ば
全 

島
民
一
戸
も
れ
な
く
総
出
動
し
、
各
地
の
雨
乞
い
の
聖
地
で
雨
乞 

い
が
な
さ
れ
た
。 

 

神

社

に

お

い

て

は

神

官

が

祈

願

を

な

し

、

立

長

地

区

は

フ

ン 

シ
ュ
（
ビ
ド
ー
）
の
神
に
祈
り
、
そ
の
う
ち
の
幾
人
か
が
茶
泊
い 

の
神
（
チ
ャ
ン
ヌ
ル
）
に
祈
り
、
西
区
は
主
に
前
浜
の
神
に
、
東 

区
は
主
に
赤
崎
の
神
に
、
城
・
朝
戸
は
管
原
池
の
周
囲
を
回
っ
て 

雨
乞
い
し
、
那
間
・
古
里
は
寺
崎
ウ
ガ
ン
や
黒
鼻

ク
ル
パ
ナ

ウ
ガ
ン
で
祈
願 

し
、
茶
花
は
辺
口

ピ

グ

チ

ウ
ガ
ン
で
祈
願
を
し
た
。 

 

雨
乞
い
の
神
の
な
か
で
も
「
フ
ン
シ
ュ
の
神
」
と
「
前
浜
の
神
」 

そ
れ
に
「
赤
崎
の
神
」
が
雨
を
降
ら
す
主
神
で
あ
る
と
い
う
。 

 

主
家
の
人
は
酒
の
カ
ン
ビ
ン
一
本
と
米
一
合
を
持
参
す
る
が
、 

一
般
は
無
持
参
で
集
合
し
た
と
い
わ
れ
る
。 

 

祭
主
は
以
前
は
祝
女
で
あ
っ
た
が
、
後
、
地
主
が
祭
主
と
な
っ 

た
。
昭
和
初
期
の
西
区
の
雨
乞
い
の
地
は
前
原

メ
ー
バ
ル

で
あ
っ
た
が
、
当 

時
の
祭
主
は
易
者
の
久
野
為
治
氏
で
あ
っ
た
。 

 

さ
て
、
各
聖
地
で
雨
乞
い
す
る
人
達
は
、
祭
主
と
共
に
、
そ
の 

聖
地
の
主
神
に
正
座
し
て
祈
願
し
た
後
、
一
定
の
場
所
で
円
形
を 

な
し
て
三
度
ず
つ
鉄
類
を
た
た
い
て
回
る
こ
と
三
回
し
て
一
時
休 

憩
を
な
し
、
ま
た
繰
り
返
し
て
回
る
こ
と
三
回
し
て
そ
の
日
は
終 

わ
り
、
三
日
間
続
け
て
行
う
。
管
原
池
で
は
、
池
の
周
囲
を
南
側 

か
ら
東
の
方
へ
、
そ
れ
か
ら
北
に
と
三
度
回
っ
て
休
み
、
こ
れ
を 

繰
り
返
す
こ
と
三
回
と
い
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
左
回
り
。 

 

七 

七
月
の
行
事 

 
 

 

七
夕
祭
り
（
旧
） 

 

シ
ニ
ュ
グ
年
の
七
月
七
日
に
、
旧
家
だ
け
で
行
わ
れ
、
一
般
に 

は
行
わ
れ
な
い
。
明
治
の
頃
は
、
け
ん
牛
や
織
姫
に
つ
い
て
の
意 

識
は
な
く
、
学
問
上
達
・
厄
除
け
の
信
仰
か
ら
行
わ
れ
た
。
二
、 

三
日
後
、
小
雨
に
ぬ
れ
た
七
色
の
紙
の
う
ち
、
白
が
先
に
落
ち
れ 

ば
吉
兆
、
黒
紙
が
先
に
落
ち
る
と
凶
兆
と
さ
れ
た
。
七
夕
飾
り
は 

十
三
日
ま
で
に
海
に
流
す
か
、
屋
敷
の
隅
で
焼
き
捨
て
る
か
す
る
。 

 

ま
た
、
七
夕
の
日
は
、
祖
先
伝
来
の
神
衣

カ
ミ
ギ
ヌ

や
古
文
書
類
、
現
在 

(二 )  

(一 )  



の

晴

れ

着

な

ど

虫

干

し

す

れ

ば

虫

づ

き

が

除

か

れ

る

と

い

わ

れ 
た
。 

 
 

 

イ
ャ
ー
プ
ジ
（
祖
霊
祭
・
お
盆
祭
り
）
（
旧
） 

 

与
論
島
で
は
十
三
日
よ
り
十
五
日
ま
で
三
日
間
続
け
ら
れ
る
。 

増
尾
国
恵
翁
の
『
与
論
島
郷
土
史
』
に
よ
れ
ば
、 

 
 

本
島
で
は
墓
所
に
行
っ
て
神
迎
え
、
ま
た
は
墓
所
に
行
き
神 

 

送
り
は
し
な
い
。
ま
れ
に
こ
れ
を
行
う
人
も
近
来
あ
る
か
も
知 

 

れ
な
い
が
、
一
般
に
は
神
は
高
天
原
か
ら
い
つ
も
降
臨
す
る
も 

 

の
と
信
じ
て
い
る 

と
述
べ
ら
れ
て
あ
る
あ
た
り
民
俗
的
に
関
心
を
ひ
く
。 

 

祭
式
と
し
て
往
時
は
、
新
調
の
蓆
を
敷
く
な
ど
表
座
敷
を
清
浄 

に
し
、
お
客
を
迎
え
る
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
に
高
膳
を
置
き
、
水 

の
初
・
祖
先
へ
の
生
け
花
・
神
酒
や
洗
米
一
対
・
湯
茶
な
ど
を
供 

え
、
別
膳
に
は
、
山
盛
り
し
た
御
飯
・
魚
や
野
菜
の
煮
付
け
・
魚 

の
サ
シ
ミ
等
を
供
え
る
。
さ
ら
に
別
の
膳
に
は
、
芭
蕉
の
葉
の
上 

に
ニ
ギ
リ
飯
を
五
～
九
個
供
え
る
。
な
お
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
お
供 

え
物
の
両
側
に
一
本
ず
つ
供
え
、
ア
ダ
ン
の
実
を
一
個
ず
つ
置
く
。 

こ
う
し
て
香
を
焚
い
て
祭
礼
を
行
う
。
ニ
ギ
リ
飯
を
供
え
る
の
は
、 

伴
神
に
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
幼
時
に
死
ん
だ
霊
に
与
え
る 

も
の
で
あ
ろ
う
と
伝
え
ら
れ
る
。 

 

お
盆
祭
り
に
は
親
元
で
あ
る
遠
祖
・
近
祖
に
対
し
、
神
酒
・
神 

米
の
贈
答
が
な
さ
れ
る
。 

 
 

 

シ
バ
サ
シ
（
旧
） 

 

十
六
日
の
朝
早
く
カ
ヤ
を
刈
っ
て
き
て
、
家
の
軒
端
や
四
隅
に 

さ
す
（
昔
の
屋
根
は
ほ
と
ん
ど
カ
ヤ
茸
）
。
ま
た
家
の
味
噌
ガ
メ
や 

塩
ガ
メ
、
俵
に
も
カ
ヤ
の
葉
を
結
び
つ
け
る
。
さ
ら
に
水
ガ
メ
か
ら 

牛
の
角
・
老
樹
に
至
る
ま
で
結
び
つ
け
る
習
わ
し
だ
っ
た
（
終
戦 

後
衰
退
）
。
悪
魔
は
カ
ヤ
の
葉
を
恐
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。 

 

ま
た
、
昔
の
婦
女
子
は
、
こ
の
日
に
玉
の
緒
を
取
り
替
え
て
首 

に
か
け
た
。
今
も
旧
家
に
は
、
そ
の
玉
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
の 

こ
と
。 

 

な
お
、
こ
の
日
は
「
折
目
」
と
言
わ
れ
、
雄
牛
飼
育
時
代
は
盛 

ん
に
闘
牛
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
闘
牛
は
大
正
初
期
に
衰
退
し
た
が
、 

以
前
は
西
区
の
川
崎
店
の
東
南
の
テ
ィ
ー
チ
ダ
ー
（
一
つ
田
）
、 

城
の
若
松
光
茂
氏
宅
後
方
の
田
、
茶
花
の
嶺
峯
永
氏
宅
西
方
も
広 

い
田
ん
ぼ
だ
っ
た
が
、
そ
こ
も
闘
牛
場
だ
っ
た
と
聞
く
。 

 
  

 

シ
ニ
ュ
グ
（
旧
） 

 

シ
ニ
グ
と
も
言
わ
れ
る
。
シ
ニ
ュ
グ
祭
は
稲
穀
祭
の
事
を
表
す 

(二 )  

(三 )  (四 )  



と
も
い
わ
れ
る
。
広
義
に
は
稲
穀
を
中
心
と
す
る
五
穀
の
豊
穣
及 

び
氏
族
の
幸
運
（
家
畜
に
至
る
ま
で
）
を
祈
願
す
る
祭
り
で
あ
る
。 

 

①
シ
ニ
ュ
グ
祭
は
隔
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
。 

 

②
こ
の
祭
り
は
原
形
を
多
く
残
す
こ
と
か
ら
民
俗
や
民
族
研
究 

家
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。 

 

③
シ
ニ
ュ
グ
祭
の
あ
る
年
は
十
六
日
か
ら
「
サ
ー
ク
ラ
」
と
い 

わ
れ
る
仮
小
屋
祭
場
を
つ
く
る
。 

 

④
当
日
神
路

カ
ミ
ミ
チ

（
最
初
の
遠
祖
が
通
っ
た
と
い
わ
れ
る
道
）
を
切 

り
開
く
。 

 

⑤
こ
の
日
、
男
は
一
人
当
た
り
米
二
合
、
女
株
（
大
人
の
男
の 

い
な
い
家
）
は
一
戸
あ
た
り
二
合
ず
つ
座
元
に
出
し
合
う
。 

 

⑥
座
元
は
ミ
キ
を
つ
く
る
人
を
選
定
し
て
十
七
日
に
は
ミ
キ
の 

製
造
を
終
わ
る
。 

 

⑦
十
七
日
に
旗
を
持
つ
人
と
族
の
準
備
を
す
る
。 

 

⑧
十
七
日
に
は
神
酒
一
本
を
持
参
し
座
元
で
祈
願
し
、
ミ
キ
を 

飲
む
。
ミ
キ
を
飲
め
ば
次
の
シ
ニ
ュ
グ
祭
ま
で
は
厄
よ
け
に
な
る
。 

 

⑨
当
日
十
七
日
は
本
祭
で
、
少
年
は
家
打

ヤ

ー

ウ

ち
、
大
人
は
拝
礼
の
儀 

式
後
酒
宴
に
移
り
、
日
の
没
す
る
頃
、
神
送
り
を
し
て
一
同
解
散
。 

 

⑩
十
八
日
は
休
み
、
十
九
日
の
午
前
中
は
サ
ー
ク
ラ
を
な
お
し 

た
り
、
道
を
な
お
し
た
り
す
る
。 

 

⑪
午
後
か
ら
は
各
自
の
所
属
の
サ
ー
ク
ラ
に
一
重
一
瓶
で
集
ま 

り
、
酒
宴
を
も
ち
、
歌
・
三
味
線
・
踊
り
で
盛
大
に
賑
わ
う
（

里
サ
ト
ゥ 

地
区
を
述
べ
た
が
お
お
か
た
同
様
）
。 

 

⑫
シ
ニ
ュ
グ
祭
に
は
け
ん
か
口
論
や
不
浄
事
は
厳
し
く
忌
ま
れ 

る
。 

 

⑬

死

者

の

あ

っ

た

家

は

十

七

日

の

本

祭

に

は

参

加

で

き

な

い 

が
、
十
九
日
の
最
後
の
日
に
は
必
ず
所
属
の
座
元
に
出
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
な
お
、
詳
細
は
後
述
の
「
シ
ニ
グ
祭
」
の
節
で
述
べ 

る
。 

 

八 

八
月
の
行
事 

 
 

 

八
月
願

パ
チ
ガ
チ
ニ
ゲ
ー

（
旧
） 

 

八
月
朔
日

ツ
イ
タ
チ

か
ら
四
日
の
間
に
行
わ
れ
る
祭
り
行
事
で
、
祭
式
は 

正
月
願
の
と
き
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
が
、
祭
神
は
全
く
別
で
、 

現
世
中
に
為
政
者
で
あ
っ
た
り
、
勤
め
人
や
祝
女
・
神
職
、
大
工
、 

十
五
夜
踊
の
踊
り
子
な
ど
特
殊
な
業
に
関
係
し
た
祖
霊
に
対
し
て 

行
う
行
事
で
あ
る
。
祭
り
に
参
加
す
る
者
は
平
生
禁
忌
を
守
り
（
昔 

は
一
カ
月
と
も
い
わ
れ
る
が
、
現
在
は
七
日
以
内
の
と
こ
ろ
な
ど 

(一 )  



あ
る
）
、
白
米
を
御
膳
に
敷
き
、
御
神
酒
・
シ
チ
ュ
ギ
な
ど
を
お 

膳
に
用
意
し
て
祭
主
宅
に
拝
み
に
行
く
。 

 

当
日
祭
主
宅
で
は
、
祭
神
の
着
用
し
た
神
衣
と
か
、
愛
用
物
・ 

古

文

書

・

神

扇

・

大

工

道

具

な

ど

も

供

え

て

祭

神

の

冥

福

を

祈 

る
。
平
生
は
、
こ
う
し
た
遺
品
の
拝
見
は
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
、 

無
関
係
者
が
祭
り
の
酒
宴
な
ど
に
参
加
す
れ
ば
、
後
代
ま
で
も
、 

そ
こ
の
祭
り
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
伝
え
が
あ
る
。 

 
 

 

サ
ン
ゴ
祭
り
（
新
） 

 

観
光
ブ
ー
ム
の
昭
和
五
十
年
代
に
入
り
、
新
暦
の
八
月
初
旬
、 

夜
を
中
心
に
茶
花
湾
岸
の
浜
辺
で
、
花
火
大
会
・
盆
締
り
大
会
・ 

バ
ン
ド
演
奏
・
の
ど
自
慢
大
会
な
ど
、
青
年
団
が
主
に
な
っ
て
行 

わ
れ
る
。
観
光
客
な
ど
も
入
り
交
じ
っ
て
盛
大
に
展
開
さ
れ
る
。 

 
 

 

米
寿
の
祝
い
（
新
・
旧
） 

 

八
十
八
歳
の
年
の
祝
い
で
、
八
十
八
を
組
み
合
わ
す
と
「
米
」 

の
字
と
な
る
こ
と
か
ら
だ
ろ
う
か
、
八
月
八
日
を
米
寿
の
年
祝
い 

日
に
し
て
い
る
。
人
に
よ
っ
て
は
新
暦
で
す
る
人
や
旧
暦
で
す
る 

人
な
ど
あ
る
。
そ
の
他
は
「
人
の
一
生
」
の
「
年
の
祝
い
」
で
説 

明
済
み
。 

 

 
 

 

ハ
ー
ジ
ャ
ー
祭
（
旧
） 

 

カ
ジ
ヤ
の
祭
り
は
正
月
四
日
と
八
月
二
十
四
日
に
カ
ジ
ヤ
に
お 

い
て
行
わ
れ
る
が
、
鍛
冶
を
し
た
祖
先
を
も
つ
子
孫
は
、
八
月
四 

日
に
家
庭
で
八
月
願
い
の
祭
り
も
あ
る
。
ハ
ー
ジ
ャ
ー
の
神
は
最 

も
崇
り
が
お
そ
れ
ら
れ
禁
忌
が
厳
し
い
。
祭
日
に
は
主
管
者
に
よ 

り
カ
ジ
ヤ
は
清
浄
に
さ
れ
、
ま
わ
り
は
シ
メ
縄
が
張
ら
れ
る
。
祭 

る
べ
き
人
が
集
ま
る
と
、
司
祭
者
が
御
酒
・
塩
・
米
を
神
棚
・
フ 

イ
ゴ
・
鉄
床

カ
ナ
ド
コ

に
供
え
、
神
へ
の
感
謝
と
一
同
の
家
族
の
無
病
息
災 

を
祈
る
と
い
う
。
煮
物
は
供
え
な
い
。
（
詳
細
「
諸
祝
祭
」
で
） 

 
 

 

豊
年
祭
（
旧
） 

 

午
後
か
ら
地
主
・
琴
平
神
社
の
境
内
で
行
わ
れ
る
。
三
月
十
五 

日
の
奉
納
踊
り
と
同
様
で
、
一
番
組
と
二
番
組
が
交
代
で
な
さ
れ 

る
。
最
後
に
獅
子
舞
い
や
綱
引
き
な
ど
行
わ
れ
る
。
こ
の
豊
年
踊 

り
は
地
主
神
社
や
琴
平
神
社
へ
の
奉
納
踊
り
で
、
豊
年
の
感
謝
祈 

願
、
島
中
安
穏
・
無
病
息
災
の
祈
願
で
あ
り
、
八
月
の
豊
年
踊
り 

が
最
も
盛
大
で
観
客
も
多
い
。
詳
し
く
は
「
十
五
夜
踊
」
の
節
で 

説
明
さ
れ
る
。 

 

日
没
後
、
満
月
の
照
ら
す
庭
先
に
ダ
ン
ゴ
を
供
え
お
月
様
に
供 

え
る
。
な
お
祖
霊
に
も
供
え
る
。
子
供
ら
は
庭
先
に
供
え
た
ダ
ン 

(二 )  (三 )  

(四 )  (五 )  



ゴ
を
盗
り
集
め
る
慣
習
で
あ
っ
た
。
こ
の
習
俗
は
日
本
本
土
に
も 

あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
月
に
供
え
る
ダ
ン
ゴ
は
、
畑
作
の
も 

の
が
本
物
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
キ
ビ
ダ
ン
ゴ
や
粟
の
ダ
ン
ゴ
、
麦 

や
豆
な
ど
の
ダ
ン
ゴ
だ
っ
た
。
こ
れ
は
稲
作
以
前
の
習
俗
と
も
関 

連
し
て
興
味
を
ひ
く
。
と
こ
ろ
が
近
年
の
ダ
ン
ゴ
取
り
は
、
盗
み 

で
な
く
貰
い
に
来
る
こ
と
が
多
く
、
供
え
る
の
も
米
の
モ
チ
や
菓 

子
の
よ
う
な
モ
チ
で
畑
作
物
に
よ
る
ダ
ン
ゴ
と
異
な
っ
て
き
た
。 

  
 

九 

十
月
の
行
事 

 
 

 

豊
年
祭
（
旧
） 

 

十
月
十
五
日
午
後
か
ら
、
地
主
神
社
・
琴
平
神
社
で
豊
年
祭
の 

奉
納
踊
り
が
境
内
で
行
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
旧
暦
三
月
・
八
月
・ 

十
月
の
十
五
日
に
年
三
回
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
奉
納
踊 

り
は
神
社
へ
の
神
事
の
式
終
了
後
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

境
内
で
は
、
奉
納
踊
り
の
前
に
相
撲
大
会
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ 

は
古
来
よ
り
の
伝
統
行
事
で
な
く
、
戦
後
坂
元
原
澄
氏
が
相
撲
協 

会
を
設
立
し
て
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 
 

 

ナ
ヌ
カ
ミ
シ
ャ
と
ク
ー
ヌ
カ
ミ
シ
ャ
（
旧
） 

 

二
十
七
日
と
二
十
九
日
は
三
月
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の 

日
は
改
葬
日
で
あ
る
が
、
現
在
は
八
月
の
こ
の
日
に
お
お
か
た
行 

う
。 

 

十 

十
二
月
の
行
事 

 
 

 

二
十
四
日
の
神
（
旧
） 

 

師
走
の
二
十
四
日
は
火
の
神
の
昇
天
す
る
日
と
い
わ
れ
る
が
、 

古
く
は
、
こ
の
神
の
送
り
行
事
が
な
さ
れ
た
。 

 

①
こ
の
日
、
家
の
内
外
の
大
掃
除
を
な
し
、
カ
マ
ド
の
煤ス

ス

払
い 

か
ら
天
井
、
家
の
内
外
の
掃
除
に
至
る
ま
で
な
さ
れ
る
。 

 

②
新
調
の
畳
を
敷
き
、
夕
刻
は
、
神
酒
一
対
・
洗
米
一
対
・
塩 

一
皿
、
他
に
五
穀
の
初
と
し
て
米
・
麦
・
豆
・
粟
な
ど
を
膳
に
盛 

り
あ
げ
、
数
々
の
野
菜
・
昆
布
・
乾
魚
な
ど
山
海
の
品
々
お
よ
び 

三
組
の
吸
い
物
・
干
物
・
三
重
の
盃
を
供
え
て
祈
願
す
る
。
す
な 

わ
ち
、
家
内
全
員
を
年
内
守
護
し
給
い
、
幸
福
を
与
え
て
も
ら
っ 

た
謝
礼
と
今
後
の
祈
願
を
し
た
と
い
う
。
儀
式
が
終
わ
っ
て
祝
宴 

を
張
っ
た
よ
う
だ
。 

こ
の
神
の
お
送
り
が
終
わ
る
と
、
す
べ
て
の
神
々
が
昇
天
し
た
も 

の
と
考
え
「
パ
チ
カ
ユ
ハ
ヌ
夜ユ

ル

カ
ロ
ー
、
草ク

サ

ヌ
葉パ

ー

カ
ラ
ン
ム
ヌ
ナ 

ユ
ン
」
（
二
十
四
日
の
夜
か
ら
は
、
草
の
葉
ま
で
も
妖
怪
に
な
る
） 

(一 )  (二 )  

(一 )  



と
言
わ
れ
、
筆
者
も
幼
少
期
は
大
変
お
そ
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
儀 

礼
は
往
時
の
城
系
の
主
だ
っ
た
家
庭
だ
ろ
う
） 

 
 
 

 
大
晦
日

オ

オ

ミ

ソ

カ 

 

１ 

門
松
や
床
飾
り
な
ど 

 

門
松
を
立
て
、
シ
メ
縄
を
張
る
。
表
庭
に
は
「
シ
チ
ュ
ギ
ダ
ム 

ヌ
」
と
い
わ
れ
る
薪
の
割
木
等
を
重
ね
て
積
み
あ
げ
る
。
な
お
、
福 

床
や
神
床
に
餅
を
供
え
、
生
け
花
を
す
る
。
ジ
ュ
ー
の
上
方
に
シ 

メ
縄
を
張
り
、
肉
・
魚
・
種
々
の
野
菜
な
ど
下
げ
る
。
海
浜
の
人
の 

足
跡
の
な
い
所
か
ら
白
砂
を
運
ん
で
化
粧
砂
を
散
布
す
る
。
そ
の 

他
、
一
切
の
準
備
を
終
え
、
元
日
に
は
ホ
ウ
キ
を
使
用
し
な
い
。 

 

２ 

古
来
の
伝
承 

 

①
天
井
の
桁ケ

タ

に
ネ
ズ
ミ
の
年
取
り
餅
を
置
く
。
②
年
の
夜
は
ケ 

ン
カ
を
し
た
り
、
荒
い
音
を
た
て
な
い
。
③
年
の
晩
の
井
戸
の
水 

の
重
さ
と
翌
日
元
旦
の
水
の
重
さ
を
比
べ
て
、
元
旦
が
重
い
と
豊 

年
。 

 

３ 

歳
暮

シ

ー

ブ

と
年
果
て

ト
ゥ
シ
パ
ッ
テ
ィ

ぃ
（
新
・
旧
） 

 

二

十

九

日

ま

で

に

親

族

・

近

所

・

知

人

か

ら

歳

暮

が

贈

ら

れ 

る

。

昔

は

手

製

の

物

が

贈

ら

れ

、

愛

人

相

互

も

交

わ

し

た

と

い 

う
。
ま
た
、
年
の
暮
れ
（
年
果
て
ぃ
）
の
晩
は
、
自
家
の
親
元
で
あ 

る
遠
祖
・
近
祖
を
拝
む
。
復
帰
後
、
新
正
月
に
変
わ
り
「
歳
暮
」
は
新 

暦
年
末
に
、
「
年
果
て
ぃ
」
も
大
晦
日
の
夕
食
後
に
な
さ
れ
る
。 

 

十
一 

補 
 

説 

 

年
中
行
事
に
関
し
て
は
、
増
尾
翁
著
書
以
前
の
古
い
記
録
が
な 

く
、
古
習
俗
尊
重
の
意
味
で
右
著
書
を
主
に
と
り
あ
げ
た
。
が
、
増 

尾
翁
は
城
字
の
旧
家
の
出
身
で
あ
る
た
め
、
他
地
区
一
般
常
民
慣 

習
を
ど
れ
だ
け
知
り
得
た
か
は
不
詳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
あ
る 

程
度
の
違
い
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
な 

お
、
現
代
風
行
事
、
そ
の
他
記
述
も
れ
の
一
部
概
略
を
追
記
す
る
。 

 

①

正

月

に

ジ

ュ

ー

の

上

方

の

カ

キ

（
シ
メ
ナ
ワ
）

に

豚

肉

や

野

菜

な

ど

を

下 

げ
る
慣
習
は
衰
退
。
従
っ
て
七
日

ナ

ヌ

カ

節
供

シ

ュ

ク

の
ジ
ュ
ー
の
か
き
下
ろ
し 

は
省
く
。 

 

②
か
つ
て
学
校
で
行
わ
れ
た
新
年
式
は
、
近
年
自
主
的
行
事
と 

な
り
、
自
治
公
民
館
で
行
う
字
も
で
て
き
た
。 

 
③
な
お
、
老
人
の
年
祝
い
や
「
敬
老
の
日
」
の
お
祝
い
も
各
自 

冶
公
民
館
で
行
う
字
な
ど
も
で
た
。 

 

④
増
尾
翁
の
著
書
に
軒
等
に
カ
ヤ
を
さ
す
の
は
七
月
十
六
日
と
あ 

る
が
、
筆
者
の
少
年
期
は
盆
の
十
四
、
五
日
頃
で
は
な
か
っ
た
か
。 

(二 )  



 
⑤
近
年
十
月
十
日
「
体
育
の
日
」
は
、
町
体
育
祭
と
し
て
公
的 

な
体
育
行
事
が
催
さ
れ
る
。 

 
 


