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論

文

要

旨

　
本
稿

は
、
近
世
農
民
層
の
葬
送
・
法
事
お
よ
び
先
祖
祭
祀
の
あ
り
方
と
、
そ
の
際
の
家
、

同
族
、
親
族
、
地
域
住
民
の
関
与
の
仕
方
と
役
割
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
観
念
、
規
範
な

ど
に
つ
い
て
の
考
究
を
課
題
と
す
る
。
同
族
結
合
が
強
い
段
階
で
は
死
者
の
葬
送
・
供
養

や
先
祖
祭
祀
も
同
族
の
長
を
中
心
に
同
族
団
の
儀
礼
と
し
て
執
行
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
が
、
個
々
の
家
が
自
立
性
を
強
め
る
に
伴
い
、
家
が
そ
の
執
行
主
体
と
な
り
、
独
自
に

墓
碑
、
位
牌
、
過
去
帳
な
ど
を
作
る
よ
う
に
な
る
。
生
前
の
生
活
お
よ
び
死
後
の
魂
の
安

穏
が
家
に
ょ
っ
て
基
本
的
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
は
、
家
を
保
ち
先
祖
の

祭
祀
を
絶
や
さ
な
い
こ
と
が
絶
対
的
な
規
範
と
し
て
子
孫
に
要
請
さ
れ
る
。
だ
が
、
家
で

の

生
活
が
親
類
や
地
域
共
同
体
の
相
互
扶
助
に
ょ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
の
と
同
様
、
死

者
の
葬
送
、
霊
魂
の
供
養
も
、
親
類
や
地
域
共
同
体
が
そ
の
保
障
を
補
完
す
る
機
能
を
果

た

し
て
い
た
。
葬
式
・
法
事
の
営
み
方
に
当
主
の
直
系
尊
属
、
配
偶
者
か
直
系
卑
属
、
傍

系
親
か
に

ょ
っ
て
格
差
を
つ
け
て
い
た
例
も
み
ら
れ
る
。
休
業
・
服
忌
の
期
間
は
、
父
母

の

死
去
の
場
合
と
り
わ
け
長
く
設
定
し
て
い
る
所
が
多
い
。
他
家
に
養
子
あ
る
い
は
嫁
と

し
て
入
っ
た
者
も
、
葬
儀
は
も
ち
ろ
ん
年
忌
法
要
に
も
参
加
し
、
弔
い
上
げ
に
ょ
っ
て
祖

霊

‖
神
に
昇
華
す
る
ま
で
は
親
の
霊
の
面
倒
を
み
る
の
が
子
と
し
て
の
務
め
で
あ
っ
た
。

弔

い
上
げ
後
は
家
の
継
承
老
に
よ
っ
て
そ
の
家
の
先
祖
と
し
て
代
々
祭
祀
さ
れ
て
い
く
。

直
系
家
族
制
の
も
と
に
お
い
て
は
歴
代
の
家
長
夫
婦
が
そ
の
家
の
正
規
の
先
祖
で
あ
り
、

単
身
の
ま
ま
生
家
で
死
去
す
れ
ば
無
縁
仏
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
生
前
は
家
長
・
主
婦
と
し

て

家
を

支

え
、
死
後
は
そ
の
家
の
先
祖
と
し
て
子
孫
に
祭
ら
れ
る
と
い
う
の
が
現
世
と
来

世
を
通

じ
た
正
規
の
人
生
コ
ー
ス
と
さ
れ
て
お
り
、
再
婚
の
多
さ
は
正
規
の
人
生
コ
ー
ス

に
復
さ
せ
る
意
味
も
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
家
の
成
員
の
霊
魂
の
間
に
は
家
の
構
造

に
規
定
さ
れ
た
差
別
の
体
系
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
た
が
、
と
同
時
に
、
家
を
基
盤
に
広
く

成

立
、
成
熟
し
た
先
祖
観
は
社
会
的
に
も
差
別
を
生
み
出
す
契
機
を
は
ら
み
、
そ
の
一
方

で
天
皇
へ
結
び
つ
く
性
格
も
有
し
た
。
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は

じ
め
に

　
近
世
史
プ
ロ
パ
ー
の
歴
史
研
究
者
の
間
で
は
、
先
祖
祭
祀
の
問
題
は
等
閑
に
付
さ

れ
て

き
た
。
家
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
も
、
も
っ
ぱ
ら
社
会
経
済
史
的
観
点
か
ら
、

家
の

存
在
形
態
と
家
が
取
り
結
ぶ
社
会
的
諸
関
係
の
解
明
に
主
眼
が
お
か
れ
、
先
祖

祭
祀
に
関
し
て
は
意
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
先
祖
祭
祀
の
問
題
を
捨
象
し
た
家
の
研
究
は
そ
も
そ
も
片
手
落
ち
で
あ

る
し
、
近
世
に
生
き
た
人
々
の
意
識
や
思
想
、
生
活
様
式
、
行
動
様
式
な
ど
を
考
え

る
上
で
も
先
祖
崇
拝
・
祭
祀
は
欠
か
せ
な
い
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
共
同
体
論
の
立

場
か

ら
も
、
葬
送
お
よ
び
霊
魂
の
供
養
に
共
同
体
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
た

か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
共
同
体
は
、
成
員
の
生
存
を

保
障
す

る
の
み
な
ら
ず
、
死
後
の
魂
の
安
穏
を
保
障
す
る
機
能
を
も
果
た
し
て
い
た

は
ず
だ

か

ら
で
あ
る
。
だ
が
、
従
来
の
歴
史
学
に
お
け
る
共
同
体
論
は
、
現
実
に
生

き
て
い
る
者
の
生
活
保
障
の
シ
ス
テ
ム
、
お
よ
び
そ
れ
と
支
配
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係

に
も
っ
ぱ
ら
関
心
を
払
い
、
死
後
の
保
障
の
問
題
を
欠
落
さ
せ
て
き
た
。

　
家

と
地
域
共
同
体
の
崩
壊
が
進
ん
で
い
る
現
在
、
生
者
の
生
活
保
障
の
面
で
は
不

十
分
な

が

ら
も
新
た
な
シ
ス
テ
ム
を
創
り
出
し
て
い
る
我
々
も
、
死
後
の
魂
の
安
穏

を

保
障
す

る
新
た
な
シ
ス
テ
ム
は
未
だ
創
り
出
し
え
て
い
な
い
。
そ
れ
が
現
代
に
生

き
る
人
々
、
と
り
わ
け
老
齢
者
に
精
神
的
な
不
安
を
も
た
ら
し
、
大
き
な
社
会
問
題

と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
の
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
に
お

い

て
、
人
々
は
死
後
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た

め

に

ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
創
り
出
し
て
き
た
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
、
我
々
が
現
実
の
問
題
に
対
処
し
て
い
く
上
で
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と

考
え
る
。

　
右
の
学
問
的
課
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
は
、
も
っ
ぼ
ら
民
俗
学
や
宗
教
学
、
社

会

学
、
人
類
学
の
研
究
者
で
あ
り
、
歴
史
学
、
と
り
わ
け
近
世
史
学
に
お
い
て
は
課

題
と
し
て
自
覚
す
ら
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
筆
者
は

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
主
宰
の
「
家
族
・
親
族
と
先
祖
祭

祀
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
共
同
研
究
（
一
九
八
六
年
度
ー
一
九
八
八
年
度
）
に
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
隣
接
諸
科
学
の
分
野
の
方
々
の
議
論
を
拝
聴
す
る
に
つ
け
、

歴
史
学
に
お

い
て

も
こ
の
問
題
に
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
感

を

強
く
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
筆
老
は
か
つ
て
先
祖
祭
祀
の
問
題
を
組
み
込
ん
で
近
世
農
民
層
の
家
に
つ
い
て
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

え
て
み
よ
う
と
試
み
た
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
先
祖
祭
祀
そ
の
も
の
を
正
面
切
っ
て

体
系
的
に
論
じ
る
だ
け
の
力
量
は
未
だ
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
し
、
史
料
的
な
準
備

も
不
十
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
隣
接
諸
科
学
の
分
野
に
お
け
る
諸
先
学
の
研
究
成

果
に

学
び

つ

つ
、
若
干
の
史
料
を
検
討
し
て
、
近
世
農
民
層
の
葬
送
・
法
事
お
よ
び

先
祖
祭
祀
の

あ
り
方
と
、
そ
の
際
の
家
、
同
族
、
親
類
、
村
落
住
民
の
関
与
の
仕
方

と
役
割
、
そ
し
て
先
祖
観
と
系
譜
観
の
特
質
な
ど
に
つ
い
て
覚
え
書
き
程
度
に
記

し
、
共
同
研
究
員
と
し
て
の
責
め
を
ふ
さ
が
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。
そ
し

て
、
こ
れ
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
て
い
く
た
め
の
緒
と
し
た
い
。
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一　

家
単
位
の
先
祖
祭
祀
の
成
立
と
規
範

O
　
家
単
位
の

先
祖
祭
祀
の

成
立

　

庶
民
の

先
祖
祭
祀
に

関
し
て
は
竹
田
聴
洲
氏
が
多
大
な
業
績
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
、
氏
は
畿
内
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
自
ら
の
実
証
研
究
に
も
と
づ
き
、
そ
の
あ
り

方
の
史
的
変
化
に
つ
い
て
、
「
今
で
は
独
立
の
存
在
と
み
え
る
各
『
家
』
も
前
代
に

は

同
族
結
合
の
構
成
要
素
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
。
同
族
団
が
神
や
仏
と
し
て

の

同
族
の
共
同
先
祖
を
祭
り
、
個
々
の
『
家
』
が
独
立
に
こ
れ
を
祭
る
こ
と
は
な
か

っ

た

が
、
同
族
団
の
解
体
に
よ
っ
て
各
々
の
『
家
』
が
独
立
し
て
神
や
仏
を
祭
る
に

　
　
（
3
）

至
っ
た
」
と
総
括
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
今
日
都
鄙
一
般
寺
院
の
墓
地
に
あ

る
檀
家
の
墓
碑
・
位
牌
堂
や
檀
家
の
仏
壇
に
あ
る
位
牌
・
過
去
帳
・
回
向
帳
類
の
法

名
記
載
は
殆
ん
ど
す
べ
て
徳
川
時
代
、
そ
れ
も
初
期
の
も
の
は
少
な
く
、
元
禄
以
後

の
が

圧
倒
的

に
多
い
」
こ
と
か
ら
、
「
あ
た
か
も
こ
の
時
期
が
幕
藩
体
制
と
檀
家
制
、

従
っ
て
ま
た
農
庶
の
『
家
』
の
確
立
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
そ
の
面
か
ら
暗
示
し
て
い

　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
の
で
あ
る
ら
し
い
」
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
一
七
世
紀
後
半
以
降
個
々
の
家
単
位
の
先
祖
祭
祀
が
一
般
化
し
て
い
っ
た
契
機
と

し
て
は
、
寛
文
期
（
一
六
六
一
～
一
六
七
二
年
）
に
寺
檀
制
度
が
国
家
的
制
度
と
し

て

確
立
せ

し
め
ら
れ
た
こ
と
が
よ
く
あ
げ
ら
れ
る
。
寺
と
家
が
死
者
の
葬
祭
、
先
祖

祭
祀
を

媒
介

に
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま

で
家
が

そ

の

執
行
主
体

と
な
っ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
江
戸
幕
府
が
寺
檀
制
度
を
定
め

た

目
的
自
体
は
キ
リ
シ
タ
ン
取
り
締
ま
り
に
あ
り
、
葬
祭
・
先
祖
祭
祀
の
あ
り
方
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

で
規
制

し
よ
う
と
企
図
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
家
単
位
の

先
祖
祭
祀
が

階
層
を
問
わ
ず
広
く
成
立
す
る
に
は
、
あ
く
ま
で
個
々
の

家
が

自
立
性
、
主
体
性
を
強
め
て
い
る
こ
と
が
前
提
条
件
に
な
る
。
竹
田
氏
が
フ
ィ

ー
ル
ド
に
さ
れ
た
畿
内
農
村
で
は
、
一
七
世
紀
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
そ
う
し
た

事
態
が

進
行

し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
地
域
の
村
落
を
対
象
と
し
た
社
会
経
済
史
的

研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
近
世
に
お
け
る
農
民
の
家
は
当
主
夫

婦

と
そ
の
直
系
親
族
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
構
成
を

持
つ
個
々
の
家
が
家
族
労
働
に
よ
っ
て
小
規
模
な
農
業
を
営
み
つ
つ
世
代
を
重
ね
、

自
家
の
先
祖
を
主
体
的
に
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
近
世
農
民
層
の
先
祖
祭

祀
の

あ
り
方
の
特
徴
が
あ
る
。
次
に
、
こ
う
し
た
小
経
営
農
民
の
家
が
自
立
性
、
主

体
性

を
強
め
、
独
自
に
先
祖
祭
祀
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
経
緯
を
、
村
落
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
構
造
・
秩
序
と
の
関
係
で
概
観
し
て
お
こ
う
。

　
農
業
の

集
約
化
が

早

く
か
ら
進
ん
で
い
た
畿
内
農
村
で
は
、
小
経
営
と
い
う
形
態

で
家
業
を

営
む
農
民
の

家
は

近
世
初
頭

よ
り
多
く
存
在
し
て
い
た
が
、
村
の
秩
序
の

面
か

ら
す
る
と
、
中
世
の
地
侍
の
系
譜
を
引
き
、
有
力
同
族
団
の
長
の
位
置
に
あ
っ

た

農
民
が
村
内
の
様
々
な
権
利
を
独
占
し
て
「
般
農
民
を
強
く
支
配
し
て
い
た
。
つ

ま
り
、
彼
ら
は
庄
屋
（
名
主
）
、
組
頭
あ
る
い
は
年
寄
と
い
っ
た
村
役
人
の
職
に
就

く
と
と
も
に
、
農
業
に
と
っ
て
不
可
欠
の
生
産
条
件
で
あ
る
水
や
刈
敷
肥
料
用
・
牛

馬
飼
料
用
の
草
の
採
取
源
で
あ
る
山
野
の
用
益
に
お
い
て
も
特
権
を
有
し
て
い
た
。

分
家
農
民
は
本
家
の
用
益
権
を
通
じ
て
水
と
山
野
の
利
用
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
の
で
、

一
応
独
自
の
小
経
営
を
行
い
つ
つ
も
本
家
の
強
い
統
制
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ま
た
、
村
の
寄
合
や
村
氏
神
祭
祀
へ
の
参
加
権
も
特
定
同
族
団
の
本
家
筋
の
農
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民

に
限

ら
れ
て
い
た
所
が
多
か
っ
た
。

　
分
家
は
家
内
部
に
お
け
る
家
長
と
家
人
と
の
間
の
支
配
・
従
属
関
係
が
外
延
的
に

拡
大

し
た
も
の
で
あ
り
、
同
族
団
自
体
が
拡
大
し
た
一
個
の
「
家
」
と
観
念
さ
れ
て

い

た
。
同
族
団
の
総
本
家
の
家
長
は
、
こ
う
し
た
「
家
」
観
念
を
背
景
に
、
実
態
的

に

も
生
産
・
生
活
上
の
諸
権
利
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
り
、
分
家
筋
の
農
民
に
対
し

支
配
・
統
制
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

　
同
族
結
合
の
強
い
段
階
で
は
、
死
者
の
葬
送
・
供
養
や
先
祖
祭
祀
も
同
族
の
長
を

中
心
に
同
族
団
の
儀
礼
と
し
て
執
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
墓
も
当
初
は
同

族

な
ど
の
共
同
墓
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
の
が
一
般
的
で
、
個
別
の
墓
碑
が
建
立

さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
一
部
の
有
力
農
家
の
家
長
と
そ
の
妻
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

す
で

に
指
摘

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
村
落
構
造
は
、
有
力
農
民
の
特
権
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
一

般
農
民

の
闘
い
、
い
わ
ゆ
る
村
方
騒
動
を
通
じ
て
徐
々
に
崩
れ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、

山
野
・
水
の
用
益
面
で
は
個
々
の
農
家
が
比
較
的
平
等
に
用
益
す
る
「
村
中
入
会
」

と
「
番
水
」
（
各
耕
地
へ
の
順
番
配
水
）
の
制
度
が
成
立
し
、
村
寄
合
や
村
氏
神
祭

祀

に

も
惣
百
姓
（
す
べ
て
の
百
姓
の
家
の
長
）
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
。
村
役
人

の

構
成
に
お

い
て

も
一
般
の
百
姓
の
代
表
と
し
て
百
姓
代
が
新
た
に
登
場
し
、
庄
屋

や
組
頭

も
特
定
の
家
筋
に
よ
る
世
襲
制
を
廃
し
、
惣
百
姓
の
相
談
や
入
札
に
よ
っ
て

選
出
す
る
村
が
増
え
て
く
る
。
さ
ら
に
、
生
産
・
生
活
上
の
共
同
機
能
も
、
同
族
団

に
代
わ
っ

て
、
小
経
営
農
民
た
ち
が
同
族
団
の
枠
を
越
え
て
結
成
し
た
講
や
組
と
い

っ

た
共

同
組
織
や
親
類
（
血
縁
・
姻
戚
関
係
者
）
が
担
う
比
重
が
大
き
く
な
る
。

　
以

上
の

よ
う
な
村
落
構
造
・
秩
序
の
変
化
を
伴
い
つ
つ
個
々
の
小
経
営
農
民
の
家

の

自
立
性
、
自
主
性
が
強
ま
っ
て
ゆ
き
、
そ
の
結
果
、
彼
ら
も
自
ら
の
家
の
先
祖
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

主
体
的

に
祭

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
か

る
段
階
で
は
、
同
族
の
家
相
互
の
関
係
も
そ
れ
ぞ
れ
の
自
立
性
、
自
主
性
を

前
提

と
し
た
関
係
と
な
り
、
同
族
神
祭
祀
も
総
本
家
の
常
頭
屋
制
か
ら
輪
番
頭
屋
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

へ
と
移
行
し
て
い
く
の
が
一
般
的
趨
勢
で
あ
っ
た
。
結
婚
式
、
葬
式
、
法
事
な
ど
で

は
、
同
族
以
外
の
親
類
や
近
隣
の
者
も
参
加
す
る
の
で
、
同
族
団
独
自
の
共
同
機
能

と
し
て
は
、
最
終
的
に
は
同
族
神
祭
祀
の
み
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
が

継
続

さ
れ
る
か
否
か
が
、
同
族
の
家
々
が
集
団
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
維
持

し
う
る
か
否
か
の
鍵
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
秋

田
県
河
辺
郡
雄
和
町
で
は
現
在
で
も
同
族
共
有
の
総
墓
が
生
き
つ
づ
け
て
い
る

こ
と
が
森
謙
二
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
二
族
は
死
ぬ
と
一
緒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に

な
る
」
と
い
う
観
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
同
族
の
総
墓
は
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

野
県
下
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
石
川
県
や
長
野
県
下
で
は
村
の
総
墓
も
見

　
　
　
　
　
（
1
2
）

出
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
現
在
で
は
特
殊
な
事
例
に
属
し
、
今
日
で
は
家
単
位
に
墓
碑

を

設
け

る
の
が
一
般
的
形
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
個
々
の
家
が
主
体
と
な
っ
て
墓
碑

を

建
立
す

る
慣
行
が
広
く
形
成
さ
れ
た
の
は
近
世
に
お
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ

れ

ま
で
の
墓
碑
の
調
査
事
例
に
照
ら
し
て
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、

今
日
広
く
み
ら
れ
る
「
先
祖
代
々
」
墓
碑
は
明
治
以
降
に
一
般
化
し
た
も
の
で
、
古

い

も
の
で
も
せ
い
ぜ
い
近
世
末
期
の
建
立
で
あ
る
。
筆
者
が
調
査
し
た
山
形
県
天
童

市
内
の
農
村
部
の
墓
地
で
も
、
見
出
し
え
た
最
も
古
い
「
先
祖
代
々
」
墓
碑
は
天

保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
の
も
の
で
、
他
は
幕
末
以
降
に
属
し
、
特
に
明
治
に
入
る
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と
そ
う
し
た
形
態
が
増
加
し
て
い
る
。
竹
田
聴
洲
氏
が
調
査
さ
れ
た
京
都
府
北
桑
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

郡

山
国
村
大
字
比
賀
江
の
幕
地
で
も
明
治
以
降
に
「
先
祖
代
々
」
墓
碑
が
出
現
す
る
。

　
近
世
に
お

い
て

は
、
家
単
位
に
区
画
さ
れ
た
墓
地
に
夫
婦
単
位
あ
る
い
は
個
人
単

位
に
墓
碑
が

建
立

さ
れ
る
の
が
一
般
的
形
態
で
あ
る
。
数
量
的
に
は
夫
婦
墓
碑
が
大

部
分
を

占
め
る
。
夫
婦
別
墓
碑
で
あ
っ
て
も
、
並
べ
て
建
立
し
て
い
る
の
が
普
通
で

あ
る
。
た
だ
、
墓
地
自
体
は
家
単
位
に
区
画
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
墓
碑
の

建

立
、
祭
祀
の
主
体
は
あ
く
ま
で
家
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
夫
婦
墓
碑
が
一
般
的

で
あ
っ
た
の
は
、
近
世
の
農
民
の
家
は
直
系
家
族
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
家
族
労
働
で

も
っ
て
家
業
が
営
ま
れ
る
の
が
普
遍
的
形
態
で
あ
っ
た
た
め
、
家
を
永
続
さ
せ
る
上

で
代
々
の
家
長
夫
婦
の
和
と
勤
労
が
決
定
的
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
た
こ
と
の
反
映

と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。
子
と
し
て
も
、
家
の
た
め
に
尽
く
し
た
両
親
を
死
後
も
一
緒

に

し
て
弔
い
、
孝
養
を
尽
く
し
た
い
と
い
う
意
向
を
強
く
持
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

代
々
の
家
長
夫
婦
の
墓
碑
が
立
ち
並
び
、
そ
の
周
辺
に
子
墓
や
成
人
し
て
も
独
身
の

ま
ま
死
去
し
た
者
の
墓
碑
が
配
さ
れ
て
い
る
近
世
墓
地
の
景
観
は
、
こ
の
時
代
の
家

の

構
造
を

象
徴
し
て
い
よ
う
。

　
で

は
、
近
世
末
期
、
特
に
明
治
以
降
、
「
先
祖
代
々
」
墓
碑
が
増
え
て
く
る
の
は
、

ど
う
い
う
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
竹
田
聴
洲
氏
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

　
　

こ
う
し
た
現
象
は
、
全
同
族
の
一
元
的
な
系
譜
や
本
家
の
存
在
な
い
し
権
威
が

　
　
稀
薄
化
又
は

消
滅
し
て
、
各
々
が
自
己
の
「
家
」
を
、
小
さ
い
な
が
ら
も
主
体

　
　
的
に
自
覚
す
る
こ
と
が
顕
著
に
な
っ
た
反
映
で
あ
る
。
父
母
の
法
名
を
一
碑
に

　
　
併
刻
す

る
1
江
戸
時
代
か
ら
現
在
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
る
ー
の
は
、
単
に

　
　
父
母
個
人
の

記
念
碑
・
追
善
塔
で
は
な
く
「
家
」
の
世
代
的
一
環
と
目
し
、
そ

　
　
の

背
後
に
は
「
家
」
が
控
え
「
先
祖
代
々
」
の
念
が
潜
在
し
て
い
る
。
「
先
祖

　
　
代
々
」
碑
は
そ
の
潜
在
意
識
を
一
定
の
表
現
で
表
面
に
露
呈
し
た
ま
で
で
あ
る

　
　
が
、
そ
う
し
た
露
呈
の
ケ
ー
ス
が
相
つ
い
で
き
た
こ
と
に
近
代
の
一
特
徴
が
あ

　
　
る
。

　
　
　

…
…
…
中
　
略
…
…
…

　
　
　
明
治
の
新
し
い
民
法
・
戸
籍
法
の
下
で
、
江
戸
時
代
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

　
　
た
姓
の

公
称
が
逆
に
む
し
ろ
義
務
づ
け
ら
れ
、
分
家
も
戸
籍
法
上
の
一
つ
の
独

　
　
立
の

「
家
」
と
さ
れ
、
同
族
の
結
合
が
弛
緩
解
体
し
て
個
々
の
家
が
独
立
の
主

　
　
体
意
識
を
も
つ
条
件
が
備
わ
っ
て
き
た
こ
と
、
宮
座
の
解
体
に
み
ら
れ
る
如
く
、

　
　
従
来
の

村
内
身
分
秩
序
が
崩
壊
し
て
き
た
こ
と
な
ど
が
絡
み
合
っ
て
、
こ
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
た

碑
面
の
変
化
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
つ

ま
り
、
近
世
に
お
い
て
は
代
々
の
夫
婦
墓
碑
の
背
後
に
潜
在
し
て
い
た
「
先
祖

代
々
」
の
念
が
、
明
治
の
新
体
制
の
下
で
個
々
の
家
の
独
立
の
主
体
意
識
が
強
ま
っ

た
の

を
機

に
、
「
先
祖
代
々
」
墓
碑
と
い
う
形
を
と
っ
て
表
面
に
露
呈
し
て
き
た
の

だ
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
墓
地
を
家
単
位
に
区
画
し
、
夫
婦
単
位
で
あ

れ
個
人
単
位
で
あ
れ
各
家
が
独
自
に
墓
碑
を
建
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
自
体
、

個
々
の
家
の
独
立
性
の
強
ま
り
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
近
世
段
階
で

「
先
祖
代
々
」
墓
碑
が
一
般
的
に
成
立
し
て
も
お
か
し
く
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ

れ
が

近
世
末
期
、
と
り
わ
け
明
治
以
降
に
な
っ
て
多
く
出
現
す
る
の
は
、
家
の
独
立

性
の

強
ま
り
の
反
映
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
物
理
的
な
制
約
が
主
た
る
原
因
だ
っ

た
の

で
は

な
か
ろ
う
か
。
家
ご
と
に
区
画
さ
れ
た
墓
地
に
夫
婦
単
位
あ
る
い
は
個
人

単
位
に
墓
碑
を

建
立

し
て
い
け
ぽ
、
や
が
て
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
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必
然
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
先
祖
代
々
」
墓
碑
と
い
う
形
態
に
切
り
換
え
ざ
る
を

え
な
く
な
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
費
用
の
面
で
も
そ
の
方
が
経
済
的

で
あ
る
。
も
し
何
ら
か
の
観
念
が
反
映
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
近
世
末
期
、
明
治
期

に

は
社
会
変
動
の
中
で
家
の
解
体
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
、
逆
に
家
の
メ

ン

バ

ー
の
一
体
感
を
強
め
よ
う
と
い
う
意
識
が
強
く
働
き
、
家
と
し
て
の
集
合
墓
碑

を

生
み

出
し
た
と
、
私
は
考
え
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
集
合
墓
碑
を
可
能
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

し
た
前
提
に
は
、
柳
田
民
俗
学
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
個
々
の
死
霊
は
弔
い

上
げ

の

の
ち

は
個
性
を
喪
失

し
て
先
祖
代
々
の
集
合
霊
で
あ
る
祖
霊
に
合
体
す
る
と

い

う
日
本
人
特
有
の
霊
魂
観
が
横
た
わ
っ
て
い
よ
う
。

⇔

　
両
墓
制
に
つ
い
て
ー
三
重
県
鳥
羽
市
菅
島
の
事
例
ー

　
と
こ
ろ
で
、
東
北
地
方
や
九
州
以
外
の
地
域
で
は
、
か
つ
て
は
両
墓
制
が
広
く
行

わ
れ
て

い

た

こ
と
が
民
俗
学
や
宗
教
学
、
人
類
学
の
研
究
者
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
て

い

る
。
こ
れ
は
、
死
体
の
埋
葬
墓
地
（
埋
め
墓
）
と
、
死
者
の
霊
魂
を
弔
う
た
め
の

参
詣
・
祭
祀
の
対
象
と
す
る
墓
碑
（
詣
り
墓
）
と
を
別
個
の
場
所
に
設
け
た
墓
制
で

あ
る
。
死
体
を
微
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
を
怖
れ
忌
避
す
る
観
念
か
ら
埋
め
墓

は
集
落
か

ら
離
れ
た
所
に
設
け
、
一
方
、
詣
り
墓
は
集
落
内
の
寺
の
境
内
あ
る
い
は

そ

の

近
辺

な
ど
に
設
け
て
い
る
の
が
典
型
的
形
態
で
あ
る
。
遺
族
が
死
者
に
対
し
て

抱

く
情
緒
反
応
に
は
、
死
者
に
対
す
る
愛
惜
の
念
と
死
体
へ
の
恐
怖
と
い
う
相
矛
盾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

し
た
情
緒
の
併
存
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
人
類
学
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
両
墓
制
は

ま
さ
に
こ
の
相
矛
盾
し
た
二
側
面
の
情
緒
反
応
が
明
確
に
分
化
し
て
現
象
し
た
墓
制

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
田
中
久
夫
氏
は
埋
め
墓
の
態
様
を
、
①
全
村
共
同
で
、
い
ず
れ
を
掘
っ
て
埋
葬
し

て

も
よ
い
例
、
こ
の
変
形
と
し
て
年
齢
順
に
埋
葬
箇
所
が
決
ま
っ
て
い
る
例
、
②
個

々

の

家
別
に
な
っ
て
い
る
例
、
③
カ
ブ
（
同
族
）
ご
と
に
埋
め
墓
を
設
け
て
い
る
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

に
分
類

さ
れ
、
最
近
で
は
②
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
、
個
々
の
家
の
自
立
性
が
強
ま
っ
た
段
階
で
、
埋
葬
墓
地
が
家
単
位
に
区
画
さ

れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
埋
め
墓

は
一
般
に
「
ス
テ
バ
カ
」
と
呼
ば
れ
、
埋
葬
後
短
期
日
の
う
ち
に
顧
み
ら

れ

な
く
な
る
の
が
常
で
あ
る
の
で
、
い
わ
ば
死
体
遺
棄
の
場
所
で
あ
り
、
先
祖
祭
祀

と
は
結
び
付
か
な
い
。
庶
民
に
お
け
る
先
祖
祭
祀
成
立
の
指
標
と
な
る
の
は
詣
り
墓

の

方
で
あ
る
。

　
尾
藤
正
英
氏

は
次
の

よ
う
に
い
わ
れ
る
。

　
　
一
般
の
庶
民
の
場
合
に
は
、
死
膿
は
ま
さ
に
、
山
野
や
河
原
・
海
濱
な
ど
に
遺

　
　
棄

さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
死
体
遺
棄
の
風
習

　
　
を
残

し
な
が
ら
、
し
か
も
他
方
で
、
死
者
の
霊
魂
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
に
対

　
　
す

る
仏
式
の
供
養
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
所
に
、
埋
め

　
　
墓

と
別
に
詣
り
墓
を
設
け
る
と
い
う
、
両
墓
制
の
墓
式
が
生
れ
る
理
由
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
た
の

で
あ
ろ
う
。

　
尾
藤
氏

は
、
古
来
よ
り
の
死
体
遣
棄
の
風
習
を
前
提
に
、
仏
教
の
影
響
に
よ
っ
て

死
者
の

霊
魂
を

供
養
す
る
た
め
の
詣
り
墓
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に

両
墓
制
の
成
立
を
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
埋
め
墓
と
詣
り
墓
と

は

同
時
並
行
的
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
時
間
的
な
ズ
レ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て

い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
尾
藤
氏
の
見
解
は
原
田
敏
明
氏
の
見
解
と
共
通
し
て
い
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る
。
原
田
氏
も
、
埋
め
墓
と
祭
祀
対
象
と
し
て
の
詣
り
墓
の
創
設
と
は
時
間
的
ズ
レ

が

あ
っ
た
と
み
な
し
、
仏
教
思
想
の
浸
透
に
よ
る
死
者
尊
重
の
観
念
の
形
成
、
お
よ

び
家
の

観
念
の
発
展
に
よ
っ
て
先
祖
祭
祀
が
普
及
し
た
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
詣
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

墓
が
創
設
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

た

だ
、
詣
り
墓
の
成
立
時
期
、
し
た
が
っ
て
両
墓
制
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、

両
氏
の

見
解
は
大
き
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
尾
藤
氏
が
そ
れ
を
一
五
、
六
世
紀
頃

に
想
定

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
原
田
氏
は
近
世
も
よ
ほ
ど
後
期
の
こ
と
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
相
違
は
、
尾
藤
氏
が
民
間
に
お
け
る
寺
の
創
設
す

な
わ
ち
詣
り
墓
の
創
設
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
原
田
氏
は
石
塔
墓
碑
の
創

設
を

指
標
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
だ

と
す
る
と
墓
の
概
念
自
体
が
問
題
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ひ
と

ま
ず
お
く
こ
と
に
し
て
、
寺
に
お
け
る
死
者
の
霊
魂
の
供
養
祭
祀
は
当
初
は
一
部
の

有
力
者
を
対
象
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
同
族
団
や
村
落
共
同
体
の
共
同
行
事
と
し
て

営
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
石
塔
墓
碑
の
一
般
的
成
立
は
個
々
の
家

が

主
体

と
な
っ
て
自
己
の
家
の
成
員
だ
っ
た
死
者
を
供
養
祭
祀
す
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
供
養
祭
祀
の
主
体
と
対
象
、
形
態
の
相
違

に
帰

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
石
塔
の
詣
り
墓
の
一
般
的
成
立
は
原
田
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
近
世
後
期
の
現
象

で
は
必
ず

し
も
な
く
、
個
々
の
家
の
自
立
化
の
地
域
差
に
も
と
つ
い
て
、
そ
の
時
期

は
地
域
に

よ
っ
て
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ぽ
、
京
都
府
北
桑
田

郡

山
国
村
大
字
比
賀
江
の
両
墓
制
に
お
け
る
詣
り
墓
に
は
一
六
世
紀
初
頭
よ
り
の
石

碑
が

存
在
す

る
が
、
急
増
す
る
の
は
元
和
ー
正
保
期
（
一
六
一
五
ー
一
六
四
七
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

で
、
慶
安
ー
延
宝
期
（
一
六
四
八
－
一
六
八
〇
年
）
に
は
さ
ら
に
増
加
し
て
い
る
。

碑
型

は
、
最
古
の
永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
の
宝
俵
印
塔
を
除
け
ば
中
世
末
の
石
碑

は
す
べ
て
一
石
五
輪
塔
で
、
近
世
に
入
っ
て
も
延
宝
期
ま
で
は
そ
れ
が
主
流
だ
っ
た

の

が
、
　
一
七
世
紀
末
期
よ
り
位
牌
型
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
石
碑

に
刻

さ
れ
た
法
名
数
も
、
一
石
五
輪
塔
が
主
流
の
段
階
で
は
一
碑
一
法
名
が
支
配
的

だ

っ

た

の

が
、
碑
面
の
拡
大
し
た
位
牌
型
が
主
流
に
な
る
に
伴
い
、
一
碑
に
父
母
ら

二
法
名
を
併
刻
し
た
り
、
あ
る
い
は
三
法
名
以
上
を
集
刻
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て

い

る
。
天
折
幼
童
の
法
名
が
併
刻
さ
れ
た
例
は
享
保
二
二
年
（
一
七
二
八
）
が
初
現

で
、
　
一
八
世
紀
後
半
に
入
る
と
独
立
の
童
碑
が
丸
彫
地
蔵
台
座
と
し
て
現
れ
る
。
以

上
の

石
碑
数
お
よ
び
刻
さ
れ
た
法
名
数
の
増
加
は
、
死
後
個
別
に
供
養
祭
祀
さ
れ
る

対
象
が
漸
次
拡
大
し
て
ゆ
き
、
つ
い
に
は
天
折
幼
童
を
も
対
象
と
す
る
に
至
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
筆
者
は
、
一
九
八
八
年
八
月
に
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
主
宰
の
「
家
族
・
親
族

と
先
祖
祭
祀
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
共
同
研
究
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
三
重
県
鳥
羽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

市
菅
島
の
両
墓
制
の
調
査
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
か

つ
て

は
両
墓
制
が
行
わ
れ
て
い
た
地
域
も
現
在
で
は
単
墓
制
に
転
換
し
て
い
る

所
が

多
い
が
、
菅
島
で
は
今
日
も
両
墓
制
が
生
き
続
け
て
い
る
。
孤
島
で
、
し
か
も

現
在
で

も
大
部
分
が
島
民
同
士
で
結
婚
し
、
そ
れ
も
イ
ト
コ
婚
が
圧
倒
的
に
多
い
の

で
、
昔
な
が
ら
の
習
俗
が
連
綿
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、

島
民
は
常
に
死
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
漁
業
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
た

め
、
死
霊
を
忌
み
怖
れ
る
観
念
が
農
耕
民
に
比
べ
よ
り
強
い
の
も
、
両
墓
制
存
続
の

要
因
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
島
民
の
死
霊
に
対
す
る
恐
怖
心
は
、
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外
部
の
者
の
眼
に
は
異
常
に
映
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
菅
島
で
は
、
埋
め
墓
は
居
住
区
域
か
ら
離
れ
た
場
所
に
あ
り
、
詣
り
墓
は
集
落
内

の

寺
院
の

裏
山
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
埋
め
墓
に
は
小
川
に
掛
け
ら
れ
た
橋
を
渡
っ

て

入

ら
ね
ぽ
な
ら
ず
、
こ
の
小
川
は
〃
三
途
の
川
〃
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
埋
め
墓
の

対
岸
の
入
口
に
は
地
蔵
を
彫
っ
た
石
塔
が
数
基
安
置
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
伝
統
で

は
、
地
蔵
菩
薩
は
人
間
社
会
の
境
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
地
蔵
に
は
幼
児
を

あ
の
世
で
救
う
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
幼
児
墓
は
地
蔵
形
態
が
一
般

的
で
あ
る
が
、
幼
児
は
ま
だ
完
全
に
は
人
間
社
会
の
成
員
に
は
な
り
き
っ
て
い
な
い
、

い
わ
ば
境
的

な
存
在
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
人
間
社
会
の
境
の
象
徴
と
も
な
っ
た
。

そ

れ
ゆ

え
、
一
七
世
紀
末
頃
に
は
、
幼
児
の
神
で
あ
る
と
同
時
に
障
（
塞
）
の
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

代
わ

り
と
し
て
村
の
境
を
象
徴
す
る
存
在
と
も
な
っ
た
と
い
う
。
菅
島
に
お
い
て
も
、

生
者
の
領
域
と
死
者
の
領
域
の
境
は
地
蔵
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
埋
め
墓
は
現
在
で
は
家
単
位
に
区
画
さ
れ
て
い
る
。
新
た
に
死
体
を
埋
葬
す
る
と

木
製
の
灯
籠
を
建
て
る
が
、
こ
れ
は
朽
ち
る
に
任
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
恒
久

的

な
祭
祀
対
象
で
は
な
い
。
木
製
灯
籠
が
朽
ち
果
て
土
に
帰
し
て
い
く
様
は
、
ま
さ

に
土
中
の
死
体
が
腐
食
し
て
土
化
し
て
い
く
過
程
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。　

埋
め
墓
の

灯
籠
は
親
類
の
者
が
寄
進
し
、
寄
進
者
の
名
前
を
記
し
て
い
る
。
葬

式
・
法
事
も
親
族
中
よ
り
数
名
に
よ
っ
て
事
務
局
が
構
成
さ
れ
て
取
り
仕
切
り
、
役

割
分
担
な
ど
を
決
め
た
り
、
香
典
を
出
納
し
た
り
し
て
い
る
。
役
割
に
よ
っ
て
は
死

者

と
の
特
定
の
続
柄
の
親
族
に
定
ま
っ
て
い
る
。
親
族
は
父
（
夫
）
方
・
母
（
妻
）

方
双
方
を
含
む
。

　
埋
め
墓
に
対
す

る
島
民
の
恐
怖
心
は
強
く
、
盆
の
時
節
以
外
は
立
ち
入
ら
な
い
。

盆
の
八
月
一
四
日
に
主
人
・
主
婦
・
後
嗣
が
参
詣
に
行
く
の
み
で
あ
る
。
新
亡
家
の

場
合

は
、
こ
の
他
の
親
族
も
加
わ
る
。
た
だ
し
、
家
ご
と
に
詣
る
の
で
は
な
く
、
午

前
九
時
に
島
中
寄
り
合
っ
て
集
団
で
詣
り
に
行
く
。
参
詣
の
仕
方
は
ま
こ
と
に
慌
た

だ

し
く
、
短
い
時
間
で
自
分
の
家
と
親
類
の
墓
地
区
画
に
〃
し
き
び
〃
で
水
を
か
け
、

線
香
を

供

え
る
と
、
先
を
争
う
よ
う
に
去
っ
て
い
く
。
長
く
留
ま
っ
て
い
る
と
死
霊

に

と
り
つ
か
れ
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。

　
埋
め
墓
へ
の
参
詣
が
終
わ
る
と
詣
り
墓
の
方
に
行
く
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
各
家
族

ご
と
に
随
時
参
詣
し
て
お
り
、
集
団
で
同
時
に
行
く
こ
と
は
な
い
。
し
て
み
る
と
、

埋
め

墓
へ
の
集
団
参
詣
に
は
恐
怖
心
を
少
し
で
も
や
わ
ら
げ
よ
う
と
い
う
心
意
が
働

い
て

い

る
と
解
さ
れ
よ
う
。
詣
り
墓
で
の
参
詣
対
象
は
自
分
の
家
の
墓
、
親
類
の
墓
、

お

よ
び
寺
の
住
職
の
墓
と
戦
死
者
の
墓
で
あ
る
。
後
二
者
の
墓
の
霊
は
村
落
住
民
全

員
の
供
養
対
象
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
詣
り
墓
へ
の
参
詣
の
仕
方
は
、
先
の

埋
め
墓

と
同
様
、
〃
し
き
び
〃
で
水
を
か
け
、
線
香
を
供
え
る
の
み
で
、
手
を
合
わ

せ
て

拝
む

こ
と
は
な
い
。
手
を
合
わ
せ
て
拝
む
の
は
家
の
仏
壇
に
安
置
し
た
位
牌
の

み

で
あ
る
。

　
詣

り
墓
は
家
ご
と
に
区
画
さ
れ
た
墓
地
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
夫
婦
あ
る
い
は
個

人
単
位
の
石
碑
が
多
い
が
、
明
治
に
入
る
と
「
先
祖
代
々
」
墓
碑
が
出
現
し
は
じ
め

る
。
一
七
世
紀
の
石
碑
も
二
十
数
基
見
出
せ
る
も
の
の
、
急
増
す
る
の
は
一
八
世
紀

に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
菅
島
の
社
会
構
造
上
の
特
徴
は
、
家
格
や
経
済
力
に
よ
る
階
層
差
が
な
く
、
年
齢

階
梯
制
を

原

理
と
し
て
社
会
組
織
が
構
成
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
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　　　　　　　　　　パ1警　ぷ㌧二＿∴

1－a　埋め墓への入口に安置されている地蔵

　　を彫った石塔

1－c　集団で埋め墓へ参詣に行くところ

灘

1－e　詣　り 墓

写真1

鍔
猿
げ

1－b　埋　め　墓

1－d　埋め墓での参詣風景

1－f　詣り墓への参詣風景

三重県鳥羽市菅島の両墓制
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漁
業
権
は
各
家

に
配
分

さ
れ
、
家
ご
と
に
漁
場
が
定
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各

家
が
漁
船
を
所
有
し
て
家
族
労
働
で
漁
を
営
ん
で
い
る
。
男
性
は
年
齢
に
応
じ
て
青

年
会

（
か

つ
て

は
若
者
組
）
、
中
老
会
、
元
老
会
と
い
う
社
会
組
織
に
属
す
。
中
老

は
四

〇
、
五
〇
歳
代
の
戸
主
の
う
ち
か
ら
選
挙
で
選
ば
れ
る
。
元
老
は
六
〇
歳
以
上

の

男
子
よ
り
選
挙
で
選
ぽ
れ
た
者
と
校
長
、
漁
協
の
役
員
な
ど
の
役
職
経
験
者
に
よ

っ

て

構
成

さ
れ
る
。
元
老
は
村
落
の
祭
祀
を
司
り
、
中
老
は
そ
の
下
で
祭
祀
の
運
営

に
あ
た
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
中
老
会
で
村
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
も
決
め
て
い
た

と
の
こ
と
だ
が
、
現
在
は
町
内
会
が
自
治
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
女
性
は
六
〇
歳
以

上
に

な
る
と
梅
花
講
に
入
り
、
村
落
の
仏
事
で
念
仏
を
唱
和
す
る
と
こ
ろ
か
ら
〃
念

仏
婆

さ
ん
〃
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
菅
島
で
は
家
に
お
い
て
も
社
会
生
活
に
お
い
て
も

性

別
・
年
齢
別
の
役
割
分
担
が
明
確
に
定
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
盆
行
事
に
も
貫
か

れ
る
。

　
現
在
の
社
会
構
造
の
み
を
み
れ
ば
、
菅
島
は
確
か
に
無
家
格
の
年
齢
階
梯
制
村
落

と
類
型
化
で
き
る
。
だ
が
、
社
会
人
類
学
者
が
え
て
し
て
行
う
よ
う
に
、
そ
う
し
た

類
型
を

超
歴
史
的
範
疇
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
菅
島
の
社
会

構
造
の

歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
は
、
今
後
古
文
書
な
ど
を
精
査
し
て
明
ら
か
に
す
る

必
要
が

あ
る
が
、
墓
の
調
査
か
ら
も
あ
る
程
度
の
手
が
か
り
は
得
ら
れ
る
。

　
埋
め
墓
に
は
慶
長
三
年

（
一
五
九

八
）
の
板
碑
一
基
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
銀
四

郎
家
と
い
う
村
落
き
っ
て
の
名
家
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
家
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

先
述

し
た
近
世
前
期
の
詣
り
墓
の
石
碑
も
、
特
定
の
有
力
家
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た

と
み
て
よ
か
ろ
う
。
古
く
か
ら
の
家
号
を
持
つ
家
、
庄
屋
な
ど
の
村
役
人
を
勤
め
た

家
、
カ
ツ
オ
船
を
所
有
し
て
い
た
家
も
、
古
老
よ
り
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
特
定
で

き
る
。
し
て
み
る
と
、
か
つ
て
は
特
定
の
家
筋
が
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
村
落
の

支
配
層
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
推
定
し
え
よ
う
。
お
そ
ら
く
漁
業
権
も
特
定
の
家

が

独

占
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
た
村
落
構
造
が
崩
れ
、
個
々
の
家
の
自

立
性
が

強
ま
り
、
年
齢
階
梯
制
村
落
へ
と
移
行
し
た
の
は
一
八
世
紀
初
期
の
頃
で
あ

っ

た

よ
う
で
あ
る
。
元
老
・
中
老
制
が
成
立
し
た
の
は
享
保
期
（
一
七
一
六
ー
一
七

三
五
年
）
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
し
、
詣
り
墓
の
石
碑
が
増
加
し
は
じ
め
る
の
も
ま

た

こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
の
が
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
家
が
主

体
的
に
死
者
・
先
祖
の
供
養
祭
祀
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
埋
め

墓
の

方

も
家
単
位
に
区
画
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
菅
島
に
お
け
る
死
者
・
先
祖
の
供
養
祭
祀
の
あ
り
方
を
調
査
し
て
み
て
気
づ
く
こ

と
は
、
そ
れ
は
家
を
基
本
単
位
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
家
の
子
孫
だ
け
で
な
く
、
父

方

（
夫
方
）
・
母
方
（
妻
方
）
双
方
の
親
族
（
親
類
）
、
さ
ら
に
は
村
落
共
同
体
に
よ

っ

て

も
担
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
盆
に
お
け
る
埋
め
墓
、
詣
り
墓
へ
の

参
詣
の

際
に
は

自
分
の
家
の
墓
だ
け
で
な
く
親
類
の
墓
の
霊
も
供
養
の
対
象
と
し
て

い

る
こ
と
、
新
亡
を
埋
葬
し
た
際
に
埋
め
墓
に
建
て
る
灯
籠
は
親
類
が
寄
進
し
て
い

る
こ
と
、
葬
式
・
法
事
は
親
類
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
事
務
局
が
取
り
仕
切
っ
て
い

る
こ
と
、
以
上
の
点
は
先
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
八
月
一
四
、

一
五

日
に
は
、
家
の
主
人
は
親
類
の
家
々
を
回
っ
て
、
そ
の
家
の
先
祖
も
拝
む
の
が

習
わ

し
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
八
月
一
五
日
に
は
寺
で
地
下
（
寺
総
代
、
元
老
、

中
老
、
青
年
会
、
念
仏
婆
さ
ん
）
主
催
の
も
と
に
、
村
落
の
先
祖
一
般
を
供
養
す
る

大
施
餓
鬼
、
新
亡
を
供
養
す
る
泣
き
施
餓
鬼
が
執
り
行
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
死
者
・
先
祖
の
供
養
祭
祀
の
三
層
構
造
は
、
家
が
特
定
村
落
に
お
い
て
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代
々
継
承
さ
れ
、
そ
し
て
血
縁
・
姻
戚
関
係
者
が
近
辺
に
住
ん
で
日
常
生
活
の
上
で

共
同
機
能
を
果
た
し
、
さ
ら
に
村
落
が
共
同
体
と
し
て
の
機
能
を
保
っ
て
い
た
段
階
、

こ
と
に
近
世
に
お
い
て
は
、
普
遍
的
に
み
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⇔
　
家
の

保
持

と
先
祖
祭
祀
の
規
範

〈

史
料
1
V

朝
早
く
起
て
神
仏
井
に
先
祖
の
位
牌
を
拝
し
、
家
内
中
よ
く
家
業
を
精
出
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
メ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
く

己

を
立
す
人
を
尊
ふ
と
ミ
物
事
争
ひ
を
止
「
虫
喰
「
、
老
た
る
を
敬
イ
幼
を
厳
し

　
　
　
　
（
懐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

ミ
、
訳
て
腰
妊
の
も
の
ハ
身
を
慎
し
ミ
申
べ
き
と
の
御
示
解
な
り
。

　
　
　
　
　
　

（中
略
）

　
一
、
親
ハ
苦
を
す
る
子
ハ
楽
を
し
て
、
其
子
ハ
乞
食
す
る
と
い
ふ
俗
語
あ
り
、

是
も
余
り
愛
に
溺
れ
気
随
気
儘
に
育
る
子
ハ
、
親
の
扶
持
を
ハ
仕
兼
る
も
の
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
け
い

其
親
β
譲
請
た
る
株
を
減
ら
さ
ぬ
様
に
、
又
親
よ
り
譲
受
た
る
程
余
計
其
子
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ね
ぐ
ら

譲

ら
す
し
て
ハ
、
壱
人
前
に
あ
ら
ず
。
段
々
壱
人
前
積
り
積
れ
ハ
後
に
ハ
長
府

を

も
建
る
様
に
成
ぬ
べ
し
。
然
る
に
親
β
譲
受
た
る
田
畑
家
財
を
売
払
杯
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
づ
け
　

ハ
、

人
畜

と
い
ふ
も
の
也
。
尤
貧
福
ハ
天
の
産
付
る
所
也
と
い
へ
ど
も
、
農
業

に
怠

ら
ず
出
精
す
る
時
ハ
不
自
由
ハ
せ
ぬ
も
の
也
。
世
話
に
排
に
追
付
貧
乏
な

　
　
　
（
2
4
）

し
と
い
へ
り
。

〈

史
料
2
∨

さ
て
親
よ
り
富
貴
の
家
財
を
譲
受
た
る
子
孫
の
心
得
は
、
田
圃
家
財
は
先
祖
父

母

よ
り
預
り
物
に
し
て
己
が
物
に
は
非
ず
と
思
ふ
べ
し
、
之
を
己
が
物
と
思
ふ

時
は
心
に
怠
り
起
て
終
に
は
身
の
奢
に
耽
り
、
他
に
売
果
し
先
祖
の
譲
物
を
種

　
　
亡

し
に
す
る
様
に
な
り
て
不
孝
に
当
る
な
り
、
讐
て
い
は
ぶ
其
家
を
起
し
た
る

　
　
先
祖
父
母
は
主
人
の

如
く
、
其
子
孫
は
手
代
番
頭
の
如
く
な
る
理
に
し
て
、
其

　
　
時
は
支
配
人

な
れ
ば
先
祖
の
財
を
預
り
て
其
余
沢
を
以
て
先
祖
の
霊
を
祭
り
年

　
　
回

を
弔
ら
ひ
、
妻
子
奴
ら
を
養
育
し
、
先
祖
の
志
を
継
ぎ
財
を
全
く
し
て
子
孫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　

に
譲

り
継
げ
ば
孝
行
と
い
ふ
べ
し

　
〈
史
料
1
＞
は
下
野
国
芳
賀
郡
小
貫
村
の
名
主
小
貫
万
右
衛
門
が
文
化
五
年
二

八
〇
八
）
に
著
し
た
『
農
家
捷
径
抄
』
の
一
節
、
〈
史
料
2
＞
は
下
総
国
香
取
郡
松

沢
村
の

名
主
宮
負
定
雄
が
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
著
し
た
『
民
家
要
術
』
の
一

節
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
家
を
保
ち
、
先
祖
を
崇
拝
・
祭
祀
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い

る
。
上
層
農
民
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
農
民
も
自
己
の
家
の
自
立
性
を
強
め
、
主
体

的

に

自
家
の
先
祖
の
祭
祀
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
は
、
右
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
生
活
規
範
は
広
く
農
民
の
間
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ

れ

る
。
否
、
近
世
社
会
は
家
を
基
本
単
位
と
し
て
お
り
、
財
産
は
「
家
産
」
と
し
て

相
伝

さ
れ
、
職
業
も
「
家
業
（
家
職
）
」
と
い
う
形
で
営
ま
れ
、
か
つ
先
祖
祭
祀
も

家
を
単
位
と
し
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
身
分
を
問
わ
ず
、
現
世
の

生
活

も
来
世
に
お
け
る
魂
の
安
穏
も
家
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

家
を
子
々
孫
々
へ
と
永
続
さ
せ
、
先
祖
の
祭
祀
を
絶
や
さ
な
い
こ
と
は
、
近
世
に
生

き
た
人
々
一
般
に
共
通
す
る
切
な
る
願
い
で
も
あ
っ
た
。
　
〃
家
の
保
持
と
先
祖
の
祭

祀
〃
、
そ
れ
は
農
民
の
み
な
ら
ず
、
町
人
や
武
士
の
家
訓
に
も
貫
か
れ
て
い
る
共
通

の

モ

チ

ー
フ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
家

を
存
続
さ
せ
る
物
的
基
盤
は
家
の
財
産
（
家
産
）
で
あ
り
、
農
民
の
家
に
あ
っ

て

は
、
そ
れ
は
田
畑
家
財
で
あ
る
。
右
に
掲
げ
た
史
料
は
い
ず
れ
も
、
田
畑
家
財
は
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先
祖
・
親
よ
り
の
預
か
り
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
れ
を
己
が
物
と
思
い
違
い

を

し
て
売
り
払
う
こ
と
を
厳
に
戒
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
論
理
は
農
民
の
家
訓
・
遺

訓
に
遍

く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
筑
前
地
方
で
生
ま
れ
た
と

さ
れ
る
『
農
業
横
座
案
内
』
と
い
う
農
書
（
安
永
六
年
∧
一
七
七
七
年
〉
成
立
）
で

は
、
親
よ
り
家
督
を
譲
り
受
け
た
者
の
心
得
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　
〈
史
料
3
＞

　
　
又
親
よ
り
家
督
を
譲
り
給
ふ
時
ハ
、
第
一
御
公
義
の
御
掟
を
不
背
、
我
身
は
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
理
）

　
　
水
に
入
共
親

を
始
妻
子
春
属
共
に
難
儀
な
き
や
う
に
心
を
用
る
事
眼
前
の
利
な

　
　
り
、
亦
譲
を
請
る
所
の
田
畠
家
屋
敷
等
迄
我
物
と
思
ふ
へ
か
ら
す
、
又
々
子
供

　
　
に
指
譲
申
迄
ハ
親
よ
り
預
り
申
た
る
品
々
な
れ
ハ
、
少
し
も
損
し
不
申
、
欠
も

　
　
不
致
様
に
大
切
に
預

り
置
、
子
供
成
人
の
後
時
を
得
は
又
指
譲
り
申
事
、
一
生

　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
の
安
堵
仕
事

　
ま
た
、
下
野
国
河
内
郡
下
蒲
生
村
の
田
村
吉
茂
が
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
著

し
た
遺
訓
で
も
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

　

　
∧
史
料
4
V

　
　
家
督
相
続
ハ
、
先
祖
よ
り
代
々
伝
り
た
る
家
材
・
田
畑
・
山
林
等
に
至
迄
皆
預

　
　
り
の
家
材
也
。
大
切
に
相
勤
め
、
預
り
の
物
わ
何
に
品
に
よ
ら
す
手
入
致
し
、

　
　
損
じ
た
る
品
ハ
も
と
め
、
一
品
た
り
と
も
不
足
に
な
ら
ぬ
様
に
致
し
、
子
孫
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
　
遜

る
べ
く
ハ
相
続
人
の
第
一
の
勤
め
也
。
然
る
を
、
気
随
ひ
自
恣
に
成
る
物
と

　
　
心
得
る
人
間
々
多
し
。
故
に
暮
方
行
届
き
難
く
、
終
に
わ
大
借
な
ど
を
致
し
、

　
　
先
祖

よ
り
伝
り
た
る
家
材
・
田
畑
等
売
払
ひ
、
先
祖
へ
不
孝
而
已
な
ら
ず
、
其

　
　
身
迄
も
居
所
立
所
に
迷
ふ
者
あ
り
。
其
訳
ハ
、
我
か
物
と
思
ふ
故
也
。
身
上
を

　
　
堅
く
守
る
べ
き
ハ
、
部
屋
住
で
も
何
に
者
に
て
も
堅
く
守
る
べ
き
が
、
人
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
道
の

一
生
の
第
一
の
勤
と
心
得
べ
し
。

　
田
村
吉
茂
は
「
先
祖
よ
り
伝
り
た
る
家
材
・
田
畑
等
」
を
売
り
払
う
こ
と
は
先
祖

へ
の

不
孝
に

あ
た
る
と
し
て
い
る
が
、
家
と
い
う
先
祖
よ
り
子
々
孫
々
へ
と
永
続
し

て

い

く
こ
と
を
志
向
す
る
組
織
体
の
中
で
生
活
し
て
い
た
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、

「
孝
」
と
は
単
に
父
母
へ
孝
養
を
尽
く
す
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
家
を
保
ち
子
孫
へ
伝

え
る
こ
と
が
「
先
祖
へ
の
孝
」
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。
能
登
国
羽
咋
郡
町
居
村
の
村

松
標
左
衛

門
が
寛
政
＝
年
（
一
七
九
九
）
よ
り
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
に
か

け
て
著
し
た
家
訓
で
も
、
百
姓
と
し
て
の
分
限
を
わ
き
ま
え
、
農
作
業
に
励
ん
で
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

を

保
つ
こ
と
が
「
先
祖
へ
全
き
忠
孝
に
候
」
と
説
い
て
い
る
。

　
家
を
存
続
さ
せ
る
最
高
責
任
者
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
時
の
家
長
た
る
当
主
で
あ

る
。
当
主
は
一
家
の
長
と
し
て
、
家
内
に
お
い
て
権
威
と
特
有
の
権
限
（
対
外
的
な

家
代
表
権
、
家
産
管
理
権
、
家
業
経
営
権
、
家
内
の
メ
ン
バ
ー
の
統
轄
権
、
先
祖
の

祭
祀
権

等
）
を
持
つ
。
し
か
し
、
同
時
に
、
〈
史
料
2
V
〈
史
料
3
＞
で
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
先
祖
・
親
よ
り
預
か
っ
た
田
畑
家
財
を
保
ち
、
親
・
妻
子
春
族
を
扶
養

し
、
先
祖
を
祭
祀
す
る
責
任
を
負
う
。

　
家
長
権
も
家
の
存
続
・
繁
栄
と
い
う
至
高
の
目
的
の
た
め
に
行
使
さ
れ
て
は
じ
め

て

正
当
性
を
持
つ
の
で
あ
り
、
当
主
自
身
、
家
の
規
範
に
拘
束
さ
れ
た
。
た
と
え
当

主
の

地
位
に
就
い
た
と
し
て
も
、
隠
居
し
た
父
母
か
ら
一
家
の
長
と
し
て
不
適
格
と

判
断
さ
れ
れ
ぽ
、
勘
当
さ
れ
た
り
離
縁
（
養
子
の
場
合
）
さ
れ
た
り
し
た
（
た
だ
し
、

武
家
の

当
主
は
主
君
と
主
従
関
係
を
結
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
廃
立
に
は
主
君
の
許

可
を

要
す

る
）
。
ま
た
、
百
姓
の
家
の
存
続
お
よ
び
家
内
の
治
め
方
い
か
ん
は
、
年
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貢
諸
役
・
法
度
お
よ
び
人
身
管
理
の
村
請
制
、
連
座
制
の
下
で
は
、
そ
の
属
す
る
村

や
親
類
の
利
害
に
も
か
か
わ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
当
主
は
ま
た
村
や
親
類
か
ら
も
監

視
を

受

け
、
不
適
格
と
み
な
さ
れ
れ
ば
、
強
制
的
に
隠
居
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ

（2
9
）

た
。

二
　
葬
式
・
法
事
の
家
例

　
屋
吉
川
家
の
例

安
芸
国
高
田
郡
多
治
比
村
丸

　
葬
式
・
法
事
の
営
み
方
は
、
地
域
に
よ
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家
に
よ
っ
て

も
微
妙
に
異
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
旧
家
に
伝
存
し
て
い
る
史
料
を
調
査
し
て
み
る

と
、
冠
婚
葬
祭
の
執
行
記
録
が
た
い
て
い
系
統
的
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
格
式
を
重

ん

じ
た
家
で
は
冠
婚
葬
祭
の
営
み
方
が
家
例
と
し
て
定
ま
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を

記
録

し
て
代
々
伝
承
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
家
訓
に
も
冠
婚
葬
祭
の
家
例
を
記
し
た
も

の

が
少
な

く
な
い
。
例
え
ぽ
、
安
芸
国
高
田
郡
多
治
比
村
の
豪
農
で
あ
っ
た
丸
屋

（
姓
は
「
吉
川
」
）
二
代
目
甚
七
が
明
和
年
間
（
一
七
六
四
ー
一
七
七
一
年
）
に
著
し

た

と
さ
れ
る
『
家
業
考
』
で
は
、
農
事
暦
、
台
所
の
心
得
、
年
中
行
事
の
心
得
と
と

も
に
、
葬
式
・
法
事
の
際
の
心
得
を
細
か
に
記
し
て
い
る
。
興
味
深
い
記
述
を
多
々

含
ん
で
い
る
の
で
、
少
々
長
く
な
る
が
次
に
掲
げ
、
し
か
る
の
ち
に
い
く
つ
か
問
題

点
を

指
摘
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〈

史
料
5
V

　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

葬
式
心
得
の
こ
と

葬
式
ハ
大
葬
式
小
葬
式
と
二
つ
二
わ
け
て
執
行
す
べ
し
。
大
葬
式
と
ハ
祖
父
祖

母
父
母
本
妻

な
ど
の
葬
式
な
り
。
小
葬
式
と
ハ
兄
弟
子
供
の
葬
式
な
り
鮪
栂
晒

嘩
大

ぞ
ふ
し
き
の
分
左
の
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伴
力
）

　

長
楽
寺
御
住
持
、
家
来
十
一
人
、
番
僧
弐
人
。
其
内
家
来
か
ん
り
や
く
す
れ

ハ
七
八
人
二
て
も
な
る
な
り
。

　
　

御
布
施
ハ
御
住
持
へ
八
匁
、
番
僧
へ
弐
匁
ッ
・
、
家
来
へ
壱
匁
ッ
・
。

　

教
善
寺
御
住
持
、
番
僧
壱
人
。
家
来
弐
人
。

　
　

御
布
施
ハ
御
住
持
へ
六
匁
、
番
僧
へ
弐
匁
、
家
来
壱
匁
ッ
・
。

　
　

娘
二
て
も
男
子
二
て
も
外
方
へ
よ
め
入
む
ご
入
な
ど
い
た
し
お
れ
バ
、
寺

　

を

せ
う
だ
い
い
た
し
来
る
な
れ
ど
も
、
そ
れ
ハ
其
方
β
御
布
施
ハ
す
る
ゆ
へ

　
此
元
β
ハ
何
も
い
た
す
二
お
よ
ぽ
す
。
ま
か
な
い
を
す
る
だ
け
の
事
也
。

　
右

ニ
ケ

寺
へ
案
内
い
た
し
置
べ
し
。
他
村
一
家
中
ヘ
ハ
、
夜
る
な
れ
バ
講
中

β
弐
人
ッ
・
行
し
て
よ
し
。
昼
な
れ
ハ
壱
人
二
て
よ
し
。

　
買
物
。
あ
ぶ
ら
あ
け
弐
百
五
十
㎎
わ
グ
W
切
あ
ら
め
壱
貫
目
ポ
憤
頒
と
う
ふ

二
十
情
訂
宍
W
酒
弐
斗
、
あ
ぶ
ら
壱
升
、
蝋
そ
く
壱
斤
弐
＝
一
頒
そ
う
り
六
拾
足

麓
五
六
わ
ら
じ
四
＋
足
薙
翫
せ
ん
香
壱
把
難
薮
顧
㌣
ま
つ
香
五
勺

稽
き
じ
ゆ
ず
一
れ
ん
誤
て
ん
ま
く
八
尺
鴻
ハ
ぬ
嶺
㌫
頒
櫻
沖
下
着
の
さ
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ら
し
壱
反
渡
誤
雑
。
露
ぷ
留
懸
嘉
蒜
発
言
荒
成
辮
㌫
起
蒜

が
砂
れ
い
吻
も
ろ
く
ち
壱
束
就
触
鰍
紡
礼
凶
っ
壱
わ
功
但
二
遊
髄
卯
祇
花
ぐ
わ
し
餓
五
こ
が

ら
誌
合
笹
ハ
・
ん
に
や
く
三
＋
丁
観
宇
講
醤
縄
と
う
し
・
稽
八
分
も

の

く
ぎ
弐
百
、
三
分
物
三
百
球
斌
頒
・
飯
米
ハ
白
米
壱
石
壱
弐
斗
位
。

　
花
ハ
し
く
わ
一
具
、
お
り
菊
一
組
、
く
わ
し
も
り
一
組
、
い
つ
れ
も
も
ろ
く

ち

調
、
外
二
く
じ
や
く
一
羽
。

　
く
わ
ん
ハ
、
か
ら
は
ふ
二
し
て
や
ま
を
け
な
し
二
調
べ
し
。
大
工
ハ
四
五
人

や

く
陸
藍
㌶
納
福
詫
茸
微
鴎
㌶
W
は
・

　
も
く
よ
く
ハ
親
類
あ
つ
ま
り
て
よ
り
い
た
し
て
よ
し
。
死
人
の
か
ミ
を
そ
り

た

る
も
の
へ
さ
ら
し
手
拭
壱
つ
遣
ス
な
り
。

　
膳
。
平
随
房
肪
筋
揃
睦
わ
・
汁
昧
暁
い
鍵
ふ
・
坪
油
已
・
ひ
き
て
幽
ち
酒
ハ
茶
く
ミ
茶

わ
ん

二

て

一
こ
ん
切
。
膳
の
か
ず
ハ
一
ば
ん
膳
、
二
ば
ん
膳
、
三
ば
ん
膳
と
惣

じ
て
百
五
六
十
ぜ
ん
よ
り
山
々
弐
百
な
り
。
大
か
た
百
五
六
十
な
り
。

　
　
○
は
い
そ

ふ
の

事

　
長
楽
寺
御
住
持
壱
人
ば
か
り
。
御
布
施
ハ
弐
匁
な
り
。

　
平
地
ば
の
筋
揃
↑
○
坪
暁
ら
、
汁
注
姥
か
・
ひ
き
て
観
▽
・
酒
ハ
茶
く
ミ
茶
わ
ん

二

て

一
こ
ん
切
。
外
二
も
ち
を
二
つ
ツ
・
く
ぼ
る
事
も
あ
り
、
な
き
事
も
あ
り
。

は
い
そ

ふ
の

膳
ハ
一
ぽ
ん
膳
、
二
ば
ん
膳
合
し
て
六
七
十
ぜ
ん
位
な
り
。

　
忌
中
見
舞
村
う
ち
β
持
来
る
ハ
な
に
も
や
ら
ず
。
他
村
一
家
う
ち
β
持
来
ル

家
来
へ
薄
儀
と
し
て
壱
匁
ッ
・
遣
ス
事
。

　
　
○
葬
式
後
の
こ
と

　

一、

大
工
ヘ
ハ

一
日
分
弐
匁
ッ
・
礼
ヲ
遣
し
て
よ
し
。
小
人
数
に
て
夜
る
へ

か
け
て

調
た

る
時
ハ
三
匁
も
遣
ス
な
り
。
し
か
し
ひ
る
の
内
二
調
へ
る
よ
う
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

い
た
す
が

大
二
よ
し
。
夜
る
ハ
つ
い
へ
多
し
。
五
人
な
れ
ぽ
十
分
二
ひ
る
の
内

二

調
な
り
。

　
　
　
し

　
一
、
死
人
の
か
を
そ
り
た
る
も
の
へ
さ
ら
し
手
ぬ
ぐ
い
一
つ
遣
し
て
よ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
す
ヵ
）

尤
外
二
や
ぶ
れ
き
も
の
ヲ
遣
し
時
ハ
手
ぬ
ぐ
い
ハ
い
ら
ず
。

　
一
、
は
い
そ
ふ
の
あ
く
る
日
、
講
中
ほ
ど
へ
礼
二
あ
る
き
て
よ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
一
、
か
た
ミ
わ
け
の
事
ハ
死
人
の
子
ど
も
へ
見
合
二
遣
ス
ベ
し
。
兄
弟
ハ
時

の

考
二
て
い
か
よ
ふ
に
も
す
べ
し
。
其
外
ハ
け
い
や
く
む
す
ご
、
け
い
や
く
娘

へ
も
一
向
遣
ス
ニ
お
よ
ぽ
ず
。
寺
へ
も
上
る
二
お
よ
ぼ
ず
。

　
　
〇
七

日
参
り
の
事

　
一
、
七
日
参
り
ハ
長
楽
寺
ば
か
り
へ
参
る
な
り
。
御
布
施
六
匁
、
お
は
ち
と

し
て
白
米
弐
升
、
と
き
米
と
し
て
米
壱
俵
、
隠
居
あ
ら
ハ
弐
匁
、
御
新
造
へ
弐

匁
、
し
ん
ぽ
ち
、
番
僧
へ
壱
匁
ツ
・
、
家
来
下
女
へ
五
分
ツ
・
、
外
の
寺
β
き

や
わ

し
て
経
を
よ
ま
バ
壱
匁
上
て
よ
し
恒
∨
ぱ
パ
一
砒
時
㌧
七
日
帰
り
て
よ
り
あ

た

り
近
所
へ
餅
三
つ
四
つ
く
ば
る
事
も
あ
る
。
全
体
当
家
ニ
ハ
四
十
九
日
二
く

ば

る
ゆ
へ
ど
ふ
で
も
よ
し
。
外
方
ハ
四
十
九
日
二
く
ぼ
ら
ぬ
ゆ
へ
七
日
二
く
ぼ

る
。
当
家
ニ
ハ
ど
ふ
で
も
四
十
九
日
の
法
事
へ
く
ぼ
る
ゆ
へ
七
日
ニ
ハ
ど
ふ
で

も
よ
し
。

　
　
〇
四

十
九

日
法
事
の
事

　
一
、
四
十
九
日
ハ
長
楽
寺
ば
か
り
よ
び
て
よ
し
。
外
ニ
ハ
村
内
一
家
内
二
三

軒

よ
ぶ
な
り
。
其
外
ハ
よ
ば
ぬ
な
り
。
他
村
遠
方
へ
行
た
る
娘
ハ
其
所
の
寺
へ

参
る
も
よ
し
苛
け
』
ぬ
け
ジ
」
か
砒
口
び
の
礁
違
い
は
聡
時
の
考
い
か
よ
ふ
二
も
し
て
も
よ
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し
。　

講
中
ハ
近
来
ハ
よ
ば
ぬ
二
定
メ
た
り
。
四
十
九
日
御
布
施
ハ
六
匁
な
り
。
料

理
左
の

通
り
。

憩
難
・
汁
苛
若
ヲ
壷
熟
緩
㌻
に
路
平
部
鑓
無
漂
ぽ
‥

知
劫ぱ
ひ
き
て
観
▽
・
大
引
紅
ば
ぶ
ぷ
㌦
硯
ぶ
た
猟
塾
詰
ゲ
い
鋤
蹴
ぼ
い
江
乱
ぱ
ビ
武
将

盆
㌶
硫
・
掛
わ
ん
聡
井
蛸
さ
は
ち
陀
託
牢
鍍
勺
豫
い
隈
・
吸
も
の

㌫
・
お
か
ざ
り
ひ
く
な
り
。

　
買
物
。
く
ね
ん
ぼ
二
つ
、
あ
を
こ
弐
匁
、
光
明
丹
壱
匁
、
こ
ぶ
か
け
め
五
十

目
、
れ
ん
こ
ん
一
本
、
中
し
い
た
け
五
つ
六
つ
、
つ
ぶ
し
い
た
け
弐
合
、
う
、
ミ

そ

う
め
ん
代
壱
匁
、
こ
ぶ
り
こ
ん
に
や
く
五
つ
、
赤
み
し
ま
の
り
一
枚
、
あ
ふ

ら
あ
げ
十
、
こ
ん
に
や
く
十
、
か
ん
ぴ
よ
ふ
代
三
分
、
き
く
ら
げ
壱
合
、
代
〆

十
匁
位
。

　
四

十
九

日
の
餅
ハ
四
斗
五
升
ぐ
ら
い
つ
け
バ
十
分
な
り
。
他
村
一
家
へ
壱
組
、

村
内
下
丸
屋
、
向
丸
屋
、
国
貞
、
其
外
け
い
や
く
こ
の
方
へ
一
重
ッ
・
、
講
中

二

て

竹
光
、
竹
の
屋
、
竹
丸
、
三
郎
丸
へ
一
重
ッ
・
、
其
外
ハ
五
つ
六
つ
や
る

さ
き
も
あ
り
。
七
つ
八
つ
も
や
る
さ
き
も
あ
り
。
時
の
考
次
第
な
り
。

　

△
小
葬
式
の
こ
と

　
小
葬
式
ハ
兄
弟
、
子
供
な
ど
な
り
。
尤
と
し
の
多
少
二
よ
つ
て
見
合
二
略
し

て

よ
し
顧
艘
％

　
長
楽
寺
御
住
持
壱
人
ば

か
り
も
あ
る
べ
し
。
番
僧
壱
人
⇔
劫
敏
蛯
恒
舳
ぷ
い
％
家

来
壱
人
も
弐
人
も
あ
る
べ
し
。

　
　
御
布
施
款
妙
昼
醐
㎎
都
、
番
僧
弐
匁
、
家
来
壱
匁
ツ
・
。

　
買
物
。
あ
ぶ
ら
あ
げ
百
五
十
鷺
⇒
伽
匹
類
跡
＼
滝
と
う
ふ
十
丁
情
訂
ピ
”
き
・
切

あ
ら
め
六
§
誌
頒
・
酒
壱
斗
禁
奎
装
録
唯
そ
う
り
三
＋
足
一
鑓
麺
　

甜躍
ゴ
も
わ
ら
じ
廿
足
姫
娯
バ
耐
旺
ぱ
蚊
ザ
か
鰍
那
彫
肪
提
ぎ
“
喉
・
ろ
う
そ
く
壱
斤
餓
一
＝

姻紛
ズ
畔
肝
あ
ぶ
ら
壱
升
、
せ
ん
香
一
把
飲
酬
侃
酪
〔
臓
翰
立
渥
、
ま
つ
こ
ふ
三
勺

ポ妊
・
き
じ
ゆ
ず
一
れ
ん
猷
戯
冷
て
ん
ま
く
坤
抽
い
献
吠
か
臥
ヨ
伽
ガ
ポ
筋
凱
・
さ
ら
し

壱
反
か
弐
反

か
、
死
人
の
大
小
二
よ
る
な
り
矩
娠
齢
附
も
ろ
く
ち
壱
束
疵
婬
け
ゴ

八
つ
物
く
き
弐
百
、
三
つ
物
四
百
猷
培
や
と
ふ
し
ミ
燃
桔
・
こ
ん
に
や
く
は
い

そ

ふ
用
十
五
桔
わ
グ
っ
ぎ
飯
米
ハ
白
米
二
て
八
九
斗
位
。

　
右
の

通

な
れ
ど
も
格
別
ち
さ
き
こ
ど
も
に
ハ
、
こ
れ
二
て
ハ
あ
ま
る
ゆ
へ
時

の

考

に
て

へ
し
て
よ
し
。

　
一
、
花
ハ
し
く
わ
一
組
、
お
り
菊
一
組
、
と
り
一
羽
二
て
よ
し
。
い
つ
れ
も

も
ろ
く
ち
調
て
よ
し
。

　
一
、
く
わ
ん
ハ
か
ら
は
ふ
二
て
や
ま
お
け
な
し
二
調
。
大
工
ハ
三
、
四
、
五

人
や
く
べ
鋤
肌
効
は
外

　
一
、
も
く
よ
く
ハ
親
類
そ
ろ
ひ
て
よ
り
い
た
す
。
か
ミ
を
そ
る
も
の
へ
さ
ら

し
手
拭
壱
つ
遣
し
て
よ
し
。

　
一
、
葬
式
の
ぜ
ん
。
平
ぱ
秘
つ
吻
壼
紡
⇔
・
汁
耗
∋
引
手
肪
∋
酒
ハ
六
勺
位
か
壱

合

ぐ
ら
い
か
い
る
。
盃
二
て
一
こ
ん
切
。
格
別
ち
さ
き
子
ニ
ハ
酒
ハ
な
き
事
も

あ
る
べ
し
。

　
　
○
は
い
そ
う
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長
楽
寺
壱
人
切
。
御
布
施
ハ
弐
匁
も
あ
る
べ
し
。
壱
匁
も
あ
る
べ
し
。

　
　
葬
式
の
ぜ
ん
と
あ
ら
ま
し
同
様
。
し
か
し
こ
ん
に
や
く
の
し
ろ
あ
へ
を
引

も
あ
り
詰
艦
か
酒
ハ
壱
合
ぐ
ら
い
の
盃
二
て
一
こ
ん
切
。

　
　
忌
中
見
舞
村
内
よ
り
持
来
る
も
の
ニ
ハ
何
も
や
ら
ず
。
他
村
よ
り
持
来
る

　
も
の
ヘ
ハ
壱
匁
遣
し
て
よ
し
。

　
　
○
葬
儀
後
の
こ
N
ろ
へ
の
事

　
一
、
死
人
の
か
ミ
を
そ
り
た
る
も
の
へ
さ
ら
し
手
拭
壱
つ
遣
し
て
よ
し
。

　
一
、
大
工
ヘ
ハ
弐
匁
ッ
・
礼
遣
し
て
よ
し
。

　
一
、
は
い
葬
の
あ
く
る
日
講
中
へ
礼
二
行
事
な
り
は
恥
虻
勧
㍗

　
　
○
か
た

ミ
わ
け
ハ
兄
弟
へ
少
し
ツ
・
切
、
其
外
ハ
一
切
い
ら
ず
。

　
　
〇
七
日
参
り
の
こ
と

　
一
、
七
日
参
り
ハ
て
い
し
ゆ
壱
人
長
楽
寺
へ
参
り
て
よ
し
。
と
き
米
弐
升
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ち
ヵ
）

お
は
ち

弐
升
、
御
布
施
ハ
四
匁
か
弐
匁
か
時
の
考
次
第
。
米
ハ
七
日
の
朝
持
と

遣
ス
な
り
。
其
外
ハ
一
向
い
ら
ぬ
な
り
。
尤
も
帰
り
て
よ
り
あ
た
り
よ
り
や
い

ざ
き
へ
餅
を
三
つ
四
つ
遣
ス
事
も
あ
り
。

　
　
〇
四

十
九

日
法
事
の
事

　
一
、
四
十
九
日
法
事
ハ
長
楽
寺
壱
人
よ
ぶ
ぼ
か
り
な
り
。
御
布
施
ハ
四
匁
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
弐
匁
か
時
の
考
次
第
。
講
中
へ
餅
を
く
ぼ
る
事
ハ
な
し
。
死
人
の
母
親
の
方

　
へ
餅
壱
組
遣
ス
斗
な
り
。

　
　
　
（
周
）

　

△

一
週
忌

よ
り
の
法
事
の
事

大
葬
式
の
一
週
忌
法
事
ハ
長
楽
寺
御
住
持
、
外
ハ
死
人
の
子
供
を
よ
ぶ
こ
と

も
あ
り
、
時
の
考
次
第
な
り
。
御
布
施
ハ
八
匁
も
あ
り
六
匁
な
り
四
匁
も
あ
る
。

三
年
の
法
事
、
七
年
の
法
事
、
十
三
年
の
法
事
、
十
七
年
、
廿
五
年
、
五
十
年

ま
で
の
法
事
同
様
な
り
。

　
小
葬
式
の
一
週
忌
法
事
、
長
楽
寺
御
住
持
壱
人
斗
、
御
布
施
ハ
四
匁
も
あ
り
、

弐
匁
も
あ
り
、
時
の
考
次
第
な
り
。
三
年
、
七
年
、
十
三
年
、
十
七
年
、
廿
五

年
、
五
十
年
の
法
事
も
同
様
な
り
。

△
月
忌
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
う

　
月
忌
の
定
メ
ハ
毎
月
常
月
忌
ハ
壱
人
分
斗
つ
と
む
べ
し
。
新
に
死
し
た
る
人

の

分
斗
常

月
忌
二
す
べ
し
。
下
地
の
分
ハ
あ
た
り
月
程
つ
と
め
て
よ
し
。
父
母
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
め

祖

父
、
祖
母
の
分
程
つ
と
め
て
よ
し
。
そ
れ
よ
り
ふ
る
き
ハ
止
て
よ
し
。
父
母

た

り
と
も
下
地
の
分
ハ
あ
た
り
月
程
二
し
て
に
い
な
分
程
つ
と
め
て
よ
し
。
い

つ
れ

と
も
常
月
忌
ハ
壱
人
分
斗
、
其
外
ハ
あ
た
り
月
程
と
定
て
よ
し
。

△
は

い

と
う
の
事

　
座
頭
の

は
い

と
う
は
壱
匁
二
定
メ
た
り
。
と
り
た
て
の
座
頭
へ
五
分
遣
ス
な

り
。
大
葬
式
之
法
事
ニ
ハ
い
つ
も
き
た
る
な
り
。
小
葬
式
の
分
ハ
い
だ
さ
ぬ
事

当
家
の
定
メ
な
り
。
外
に
よ
め
ど
り
、
む
ご
ど
り
に
く
る
な
り
。
尤
む
ご
ど
り

と
い
ふ
と
も
娘
他
村
へ
行
、
其
む
こ
の
く
る
時
ハ
是
ハ
は
い
と
う
な
し
。
其
家

二

娘
あ
り
て
そ
れ
へ
と
る
む
ご
也
。
其
外
居
敷
と
土
蔵
と
た
て
る
二
く
る
な
り
。

い
つ
れ

も
は
い
と
う
ハ
同
様
な
り
。
其
外
ハ
一
切
相
断
り
一
向
や
ら
ぬ
な
り
。
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△
香
料
の
こ
と
井
に
忌
中
見
舞
の
事

　

し
う
と
、
し
う
と
め
の
死
し
た
る
時
ハ
米
弐
俵
の
香
料
な
り
。
外
二
た
び
香

で
ん

を
な

げ
こ
み
と
て
香
料
二
す
る
事
も
あ
り
。

　

さ
て
寺
を
せ
う
だ
い
い
た
し
行
と
き
ハ
御
住
持
へ
八
匁
拾
匁
か
、
番
僧
へ
弐

匁
、
家
来
二
壱
匁
か
、
道
が
と
う
く
．
ハ
弐
匁
か
、
た
い
て
い
壱
匁
也
。
か
く
別

道

と
う
く
し
て
、
と
ま
り
が
ム
り
の
所
へ
せ
う
だ
い
せ
ぬ
な
り
。
先
方
二
も
め

い
わ
く
な
り
。

　

し
う
と
の
方
5
む
こ
の
方
へ
の
香
料
ハ
弐
匁
か
四
匁
か
六
匁
か
時
の
考
次
第

な
り
。
所
に
よ
つ
て
や
は
り
米
壱
俵
も
弐
俵
も
す
る
所
も
あ
れ
ど
も
大
て
い
ハ

な
し
。
所
に
よ
つ
て
し
う
と
、
し
ゆ
う
と
め
ハ
葬
式
入
用
を
其
家
と
む
こ
と
へ

割
つ
け
る
所
も
あ
り
。
其
所
ヘ
ハ
さ
き
へ
香
料
す
べ
か
ら
ず
。
跡
二
て
む
ご
何

人

あ
り
て
も
割
合
丈
き
せ
る
な
り
。
此
風
義
ハ
是
β
お
く
方
二
あ
り
。

　
忌

中
見
舞
ハ
念
入
の
分
餅
壱
組
外
二
に
し
め
壱
組
も
あ
り
、
二
重
ぐ
ら
い
も

あ
り
。△

外
二
よ
め
い
り
し
た
る
娘
な
ど
死
し
た
る
跡
心
得
の
事

　
娘
、
兄
弟
、
伯
母
二
て
も
死
し
た
る
時
ハ
、
此
元
β
持
行
き
た
る
衣
類
一
切
、

何
角
道
具
金
銀
た
り
と
も
よ
め
入
し
た
る
も
の
ふ
娘
な
く
バ
此
元
へ
と
り
戻
し

て

よ
し
。
娘
あ
ら
バ
其
娘
へ
わ
け
遣
し
て
よ
し
。
尤
も
其
娘
い
ま
だ
年
す
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
ち
や
う

く
バ
、
一
応
当
家
へ
取
寄
置
、
其
娘
成
長
し
て
後
に
わ
け
遣
ス
ベ
し
。
尤
後

家
二
な
り
た
る
む
ご
、
後
家
入
を
よ
ぽ
ざ
る
時
ハ
其
家
二
お
き
て
も
よ
し
。
後

　
　

家
入
を

よ
ぶ
時
ハ
か
な
ら
ず
当
家
へ
と
り
戻
し
て
よ
し
。
左
も
な
き
時
ハ
、
そ

　
　
の

衣
類
後
家
入
の

も
の
き
よ
ご
し
て
娘
の
も
の
と
な
り
が
た
し
。
よ
つ
て
当
家

　
　

へ
取
戻
し
其
娘
と
し
そ
う
お
ふ
二
な
り
て
よ
り
わ
け
遣
ス
な
り
。
尤
其
娘
も
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
遺
力
）

　
　
や
年

も
十
七
八
二
も
相
成
り
し
も
の
な
れ
バ
、
其
儘
遣
し
て
も
後
家
入
の
も
の

　
　

へ
よ
ご
さ
す
事
ハ
な
し
。
た
と
へ
娘
あ
る
と
も
先
方
の
仕
方
あ
し
け
れ
ハ
、
そ

　
　
の

娘
へ
や
ら
ず
皆
取
戻
ス
も
の
も
あ
り
。
何
角
な
し
二
後
家
入
さ
へ
よ
べ
ハ
皆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つ

　
　

と
り
戻
ス
も
の
も
あ
り
。
何
分
真
実
の
は
か
ら
い
に
し
て
よ
し
。
さ
て
ま
た
子

　
　
あ
り
と
も
男
子
な
れ
ハ
衣
類
は
や
る
二
お
よ
は
す
。
そ
れ
ニ
ハ
生
長
し
て
よ
り

　
　
金

銀
ミ
や
わ
せ
二
遣
し
て
よ
し
。
当
時
ハ
何
角
な
し
に
取
戻
ス
も
の
多
し
。
時

　
　

の
考
、
実
意
第
一
た
る
べ
し
。

　

次

に
、
関
心
を
惹
く
点
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
お
こ
う
。

θ
　
葬
式
は
大
葬
式
と
小
葬
式
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
大
葬
式
は
当
主
の
祖
父
母
、
父
母
、
本
妻
な
ど
の
葬
式
、
小
葬
式
は
当
主
の
兄

　
弟
や
子
供
の
葬
式
で
、
伯
父
・
伯
母
も
こ
れ
に
準
じ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
つ
ま

　
り
、
直
系
尊
属
と
配
偶
者
の
葬
式
に
比
べ
、
直
系
卑
属
と
傍
系
親
の
葬
式
は
簡
略

　
化

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
小
葬
式
に
つ
い
て
も
、
年
の
多
少
に
よ
っ
て

　
加
減
し
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
。

⇔
　
大
葬
式
の
時
に
は
、
檀
那
寺
の
僧
侶
だ
け
で
な
く
他
の
寺
の
僧
侶
も
加
わ
っ
て

　
読
経
し
て
い
る
。

　
　
す

な
わ
ち
、
檀
那
寺
の
長
楽
寺
の
他
に
教
善
寺
か
ら
も
住
職
、
伴
僧
、
家
来
を

　
招

く
こ
と
に
し
て
お
り
、
さ
ら
に
他
家
に
嫁
入
り
聾
入
り
し
た
娘
や
男
子
が
僧
侶

　
を

連
れ
て

来

る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
場
合
、
嫁
入
り
智
入
り
先
の
家
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が

御
布
施
を
出
す
の
が
こ
の
地
方
の
慣
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
要
す

る
に
、
供
養
の
た
め
の
経
を
あ
げ
る
の
は
檀
那
寺
の
僧
侶
に
限
定
さ
れ
て

　
い
た
の

で
は

な
く
、
少
し
で
も
多
く
の
僧
侶
に
読
経
し
て
も
ら
う
の
が
手
あ
つ
い

　
供
養
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
他
寺
の
僧
侶
も
参
加
さ
せ
た
の
で

　
あ
ろ
う
。
檀
那
寺
が
全
面
的
に
檀
家
の
葬
式
を
管
掌
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の

　
で

あ
る
。
た
だ
、
人
数
、
御
布
施
の
額
か
ら
み
て
、
檀
那
寺
の
僧
侶
が
中
心
を
な

　

し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
く
、
他
寺
の
僧
侶
は
そ
の
周
縁
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

　

た
と
い
え
よ
う
。

　
　
初
七

日
に
は
檀
那
寺
の
長
楽
寺
へ
だ
け
参
詣
に
行
く
が
、
他
の
寺
よ
り
も
来
合

　
わ

し
て
経
を
読
ん
で
く
れ
れ
ぽ
御
布
施
と
し
て
一
匁
あ
げ
よ
と
規
定
し
て
い
る
の

　

で
、
こ
の
時
に
も
檀
那
寺
以
外
の
僧
侶
が
参
加
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

　
れ

る
。
し
か
し
、
灰
葬
（
骨
拾
い
の
式
）
、
四
九
日
の
法
事
、
　
一
周
忌
以
後
の
年

　
忌
法
事
の
時
は
長
楽
寺
の
僧
侶
の
み
を
招
く
こ
と
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
死
去

　
し
た
当
初
は
檀
那
寺
以
外
の
僧
侶
も
供
養
に
参
加
し
て
も
、
継
続
的
に
供
養
を
担

　
う
の
は
や
は
り
檀
那
寺
な
の
で
あ
る
。

⇔
　
丸
屋
の
家
で
は
、
大
葬
式
、
小
葬
式
と
も
棺
は
唐
破
風
造
り
に
し
、
山
桶
に
は

　

し
な
い
決
ま
り
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
丸
屋

は
、
安
芸
の
豪
族
吉
川
興
経
の
一
族
で
あ
る
吉
川
経
綱
の
子
孫
と
伝
え
ら

　
れ

る
家
か
ら
の
分
家
で
あ
り
、
由
緒
を
誇
る
と
と
も
に
経
済
的
に
も
村
き
っ
て
の

　
豪
農
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
の
家
で
は
棺
に
山
桶
を
用
い
て
い
た
の
に
対

　

し
、
丸
屋
で
は
特
に
唐
破
風
造
り
と
し
、
格
式
と
経
済
力
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た

　

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
　
一
般
に
上
層
の
家
で
は
冠
婚
葬
祭
は
自
家
の
権
勢
を
地
域
社
会
に
誇
示
す
る
機

　
会

と
し
て
の
意
味
も
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
む
や
み
に
華
美
に
し
て

　
浪
費
す
る
と
家
を
傾
け
る
因
に
な
る
。
丸
屋
の
『
家
業
考
』
か
ら
は
、
格
式
を
保

　
ち

つ
つ
も
無
駄
な
出
費
は
控
え
る
と
い
う
、
両
方
へ
の
配
慮
を
働
か
せ
て
い
る
の

　
が

読
み
取
れ

る
。
前
出
の
能
登
国
羽
咋
郡
町
居
村
の
村
松
家
の
家
訓
で
は
、
凶

　
作
・
飢
謹
が
続
く
中
、
没
落
の
危
機
意
識
を
つ
の
ら
せ
て
書
か
れ
た
も
の
だ
け
に
、

　
豪
農
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
冠
婚
葬
祭
で
の
質
素
、
倹
約
が
こ
と
さ
ら
に
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
耀
）

　
調

さ
れ
、
「
仏
二
付
常
に
異
な
る
事
仕
間
敷
也
、
厨
子
等
二
至
る
ま
て
栄
曜
ケ
間

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
敷
義
不
仕
様
可
懸
心
事
」
、
「
法
事
等
仏
事
二
付
、
禄
不
相
応
懇
志
振
舞
等
堅
仕
間

　
（
3
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
招
）

　
敷
事
」
、
「
仏
事
法
事
ハ
随
分
軽
く
致
し
相
務
べ
く
候
、
昭
人
等
も
一
家
親
類
之
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
ハ
近
付
た
り
共
召
頂
致
間
敷
事
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

四
　
葬
式
・
法
事
の
際
の
講
中
、
村
人
、
族
縁
・
血
縁
・
姻
戚
関
係
者
と
の
関
わ
り

　
合
い
方
が
細

か

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
葬
式
の
運
営
に
は
講
中
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
他

　
村
の
一
家
中
（
族
縁
あ
る
い
は
血
縁
・
姻
戚
関
係
者
の
総
称
と
し
て
用
い
て
い
る

　
よ
う
で
あ
る
）
へ
は
、
講
中
よ
り
使
者
を
遣
し
て
通
知
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ

し
て
、
灰
葬
の
翌
日
に
は
講
中
へ
だ
け
は
御
礼
に
回
る
よ
う
定
め
て
い
る
。
こ

　
れ
は
講
中
が
葬
式
の
運
営
に
多
大
の
労
力
を
提
供
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま

　

い
。
し
か
し
、
法
事
に
は
講
中
は
参
加
し
て
い
な
い
。
四
九
日
の
法
事
の
際
に
は

　

「
講
中
ハ
近
来
ハ
よ
ぽ
ぬ
二
定
メ
た
り
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
大
葬
式
後
の
四

　
九

日
は
、
講
中
に
も
重
ね
餅
を
配
っ
て
い
る
。
小
葬
式
後
の
四
九
日
は
配
ら
な
い
。

　
　
『
家
業
考
』
の
「
年
中
か
っ
て
心
得
の
事
」
の
項
に
は
、
「
お
よ
り
も
十
一
月
二
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あ
た
れ
バ
お
よ
り
法
恩
講
と
て
講
中
惣
仏
さ
ま
の
法
恩
講
ゆ
へ
坪
を
つ
け
る
。
あ

づ

き
に
引
手
二
あ
ら
め
ひ
く
。
講
中
よ
り
御
布
施
壱
匁
上
ル
事
。
諸
入
用
割
壱
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

二

付
凡
弐
分
徽
離
W
持
崎
碑
勧
励
」
と
い
う
記
述
が
み
え
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の

地
方
に

は

「
お

寄

り
講
」
と
い
う
の
が
結
成
さ
れ
て
お
り
、
共
有
の
「
惣
仏
」
を

拝
す

る
仏
事
を
催
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
「
お
寄
り
講
」

が
葬
式
の
際
に
相
互
扶
助
機
能
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
「
も
く
よ
く
」
（
沐
浴
）
つ
ま
り
湯
灌
は
、
大
葬
式
、
小
葬
式
と
も
に
「
親
類
」

が

集

ま
っ
て
か
ら
行
う
よ
う
定
め
て
い
る
。
死
者
は
親
族
一
同
に
見
守
ら
れ
な
が

ら
湯
で
拭
き
清
め
ら
れ
、
棺
に
納
め
ら
れ
て
、
あ
の
世
へ
と
旅
立
つ
わ
け
で
あ
る
。

死
人
の

髪
を

剃
っ
た
者
へ
は
さ
ら
し
手
拭
い
一
枚
を
遣
わ
す
の
が
し
き
た
り
と
な

っ

て

い

る
。
こ
れ
は
、
死
骸
に
触
れ
た
微
れ
を
そ
の
手
拭
い
で
拭
い
去
ら
せ
る
意

味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
忌

中
見
舞
へ
の
返
礼
は
、
大
葬
式
、
小
葬
式
と
も
、
村
内
か
ら
持
っ
て
来
た
老

へ
は
何

も
や
ら
ず
、
他
村
か
ら
の
場
合
に
限
っ
て
銀
一
匁
を
遣
わ
す
こ
と
に
し
て

い

る
。
村
内
で
死
者
が
出
た
時
、
忌
中
見
舞
を
遣
わ
す
の
は
、
村
共
同
体
の
成
員

と
し
て
当
然
の
義
理
で
あ
り
、
い
わ
ば
相
互
扶
助
の
一
環
と
考
え
ら
れ
て
い
た
だ

ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
村
人
同
士
の
間
で
の
見
舞
に
は
返
礼
は
不
要
と
し
、
余
計

な

出
費
と
気
遣
い
を
か
け
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
村
の
慣
行
が
形
づ
く
ら
れ
て

い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
初
七

日
の
檀
那
寺
へ
の
参
詣
か
ら
帰
る
と
、
近
所
へ
餅
を
三
つ
四
つ
配
る
の
が

こ
の
地
方
の
慣
習
で
あ
っ
た
が
、
丸
屋
吉
川
家
で
は
四
九
日
に
配
る
こ
と
に
し
て

い

る
。
た
だ
、
小
葬
式
後
の
初
七
日
で
は
、
近
所
や
親
し
く
付
き
合
っ
て
い
る
家

へ
餅
を
三
つ
四
つ
配
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

四
九

日
の
法
事
は
、
大
葬
式
後
の
場
合
は
、
檀
那
寺
長
楽
寺
の
他
に
村
内
の

二
家
内
二
三
軒
L
を
呼
ぶ
だ
け
に
し
、
そ
の
他
は
招
か
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
。

他
村

遠
方
へ
嫁
や
聾
に
行
っ
た
娘
や
息
子
は
、
「
其
所
の
寺
へ
参
る
も
よ
し
」
と

す

る
。
「
其
所
の
寺
」
と
は
婚
家
の
檀
那
寺
で
あ
ろ
う
か
ら
、
檀
那
寺
は
単
に
そ

の

家
の

先
祖
だ
け

で

な
く
、
他
家
の
近
親
老
の
霊
を
拝
む
場
所
で
も
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。

　
四

十
九

日
の
餅
の
配
付
に
つ
い
て
は
、
「
他
村
一
家
へ
壱
組
、
村
内
下
丸
屋
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
契
　
　
約
　
子
）

向
九
屋
、
国
貞
、
其
外
け
い
や
く
こ
の
方
へ
一
重
ッ
・
、
講
中
二
て
竹
光
、
竹
の

屋
、
竹
丸
、
三
郎
丸
へ
一
重
ツ
・
、
其
外
ハ
五
つ
六
つ
や
る
さ
き
も
あ
り
。
七
つ

八
つ

も
や
る
さ
き
も
あ
り
。
時
の
考
次
第
な
り
」
と
定
め
て
い
る
。
下
丸
屋
は

『
家
業
考
』
の
筆
者
吉
川
（
丸
屋
）
甚
七
の
兄
が
、
向
丸
屋
は
甚
七
の
弟
が
、
そ

れ
ぞ
れ
分
家

し
て
創
立
し
た
家
で
あ
る
。
「
契
約
子
」
は
親
子
の
契
約
を
結
ん
で

い

る
者
で
あ
る
。
こ
の
地
方
で
は
、
男
子
な
ら
一
五
歳
、
女
子
な
ら
「
三
歳
に
な

る
と
、
村
内
で
経
済
的
に
余
裕
が
あ
り
、
自
分
の
家
よ
り
格
が
上
で
、
し
っ
か
り

し
た
人
を
契
約
親
と
し
て
頼
む
風
習
が
あ
っ
た
。
契
約
親
は
契
約
子
を
い
ろ
い
ろ

な
面
で
教
育
、
指
導
し
、
生
活
を
援
助
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
契
約
子
は
契
約
親

に
実
の
親
同
然
に
敬
い
仕
え
ね
ぽ
な
ら
ず
、
農
作
業
な
ど
の
手
伝
い
は
も
と
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

葬
儀
に
お
い
て
も
実
子
同
様
に
世
話
を
す
る
の
が
務
め
で
あ
っ
た
。

　
大
葬
式
後
の
四
九
日
の
法
事
で
は
、
餅
を
つ
き
、
そ
れ
を
死
者
の
霊
前
に
供
え

る
と
と
も
に
、
同
族
、
親
族
や
契
約
子
、
講
中
、
近
隣
、
親
し
い
付
き
合
い
の
あ

る
者
な
ど
へ
配
っ
て
共
食
し
て
も
ら
っ
た
の
は
、
死
者
を
偲
び
冥
福
を
祈
っ
て
も
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ら
う
と
同
時
に
、
供
養
の
功
徳
を
関
係
者
に
配
分
す
る
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た

　
の

だ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
四
九
日
に
餅
を
つ
い
て
食
す
る
の
は
忌
明
け
の
作
法

　
で

あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
も
忌
が
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で

　
あ
ろ
う
か
。
小
葬
式
後
の
四
九
日
の
法
事
で
は
、
招
く
の
は
長
楽
寺
の
住
職
一
人

　
の

み

で
、
餅
を
配
る
の
も
死
者
の
母
方
の
家
だ
け
に
限
っ
て
い
る
。

　
　
年
忌
法
事
は
、
大
葬
式
、
小
葬
式
を
問
わ
ず
、
一
周
忌
、
三
周
忌
、
七
周
忌
、

　
一
三
周
忌
、
二
五
周
忌
、
五
〇
周
忌
と
行
う
定
め
に
な
っ
て
い
る
。
大
葬
式
後
の

　
年
忌
法
事
で

あ
っ
て
も
、
長
楽
寺
の
住
職
の
他
は
、
そ
の
時
の
考
え
し
だ
い
で
死

　
者
の

子
供
の
み
を
招
け
ぽ
よ
い
と
し
て
い
る
。
葬
式
に
は
檀
那
寺
以
外
の
僧
侶
や

　
族
縁
、
血
縁
、
姻
戚
、
地
縁
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
縁
で
結
ぼ
れ
て
い
た
者
も
参
加
す

　

る
の
で
あ
る
が
、
初
七
日
、
四
九
日
の
法
事
で
は
参
加
者
は
限
定
さ
れ
は
じ
め
、

　
年
忌
法
事
に
至
る
と
、
丸
屋
吉
川
家
の
家
族
以
外
は
檀
那
寺
の
住
職
と
他
家
に
嫁

　
や
智
と
し
て
入
っ
た
死
者
の
子
供
の
み
に
絞
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
供
養
祭
祀
の

　
主
体
は
家
で
あ
っ
て
も
、
親
子
の
関
係
は
重
視
さ
れ
、
た
と
え
他
家
に
入
っ
て
も

　
子
供
は
親
の
供
養
祭
祀
に
継
続
的
に
参
加
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

岡
　
形
見
分
け
に
つ
い
て
も
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。

　
　
直

系
尊
属
と
配
偶
者
の
大
葬
式
で
は
、
「
か
た
ミ
わ
け
の
事
ハ
死
人
の
子
ど
も

　

へ
見

合
二
遣
ス
ベ
し
。
兄
弟
ハ
時
の
考
二
て
い
か
よ
ふ
に
も
す
べ
し
。
其
外
ハ
け

　
い
や
く
む
す
ご
、
け
い
や
く
娘
へ
も
一
向
遣
ス
ニ
お
よ
ぽ
ず
。
寺
へ
も
上
る
二
お

　

よ
ば
ず
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
親
子
関
係
が
重
視
さ
れ
、
兄
弟
関
係
は
二
次

　
的
に
扱
わ
れ
て

い

る
。
親
子
の
契
約
を
結
ん
だ
者
同
士
は
実
の
親
子
同
然
に
付
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
合

う
の
が
こ
の
地
方
の
慣
習
だ
っ
た
と
い
う
が
、
形
見
は
契
約
子
に
は
い
っ
さ
い

　
与

え
な
い
定
め
と
な
っ
て
お
り
、
実
の
親
子
関
係
と
は
厳
然
と
区
別
し
て
い
る
の

　

も
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
　
一
方
、
直
系
卑
属
と
傍
系
親
の
小
葬
式
で
は
、
「
か
た
ミ
わ
け
ハ
兄
弟
へ
少
し

　

ツ
・
切
、
其
外
ハ
一
切
い
ら
ず
」
と
し
て
い
る
。
跡
取
り
以
外
は
聾
や
嫁
と
し
て

　
生

家
か
ら
出
す
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
現
実
に
小
葬
式
に
該
当
す
る
の
は
未
婚

　
の

子
供
が

多
か
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
際
の
形
見
分
け
は
そ
の
兄
弟
が
対

　
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
親
が
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う

　

か
。
あ
る
い
は
、
遺
品
の
大
部
分
は
そ
の
家
で
管
理
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
、

　
特
に
規
定
す

る
必
要
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

因
　
月
々
の
命
日
の
供
養
は
、
新
た
に
死
亡
し
た
者
に
つ
い
て
は
毎
月
の
命
日
ご
と

　
に

行
い
、
「
下
地
の
分
」
、
つ
ま
り
一
周
忌
を
終
え
た
者
に
つ
い
て
は
祥
月
（
死
去

　

し
た
月
）
の
命
日
の
み
行
え
ば
よ
い
、
そ
れ
も
父
母
、
祖
父
母
の
分
だ
け
で
よ
い
、

　

と
し
て
い
る
。

　
　
逆
に

み
れ

ば
、
子
孫
は
、
祖
父
母
、
父
母
に
つ
い
て
は
、
特
定
周
忌
の
法
要
の

　
他
に
毎
年
の
命
日
に
も
継
続
的
に
供
養
を
営
む
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
わ

　
け
で
あ
る
。
直
系
卑
属
や
傍
系
親
の
死
者
の
場
合
、
一
周
忌
ま
で
は
月
々
の
命
日

　
に
供
養
を
受
け
る
が
、
そ
れ
が
過
ぎ
て
後
は
個
別
の
供
養
は
特
定
周
忌
の
法
要
の

　
み

で

あ
る
か
ら
、
直
系
尊
属
に
比
べ
軽
く
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

　
先
祖
祭
祀
が

「
孝
」
の
規
範
で
子
孫
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
も
関
連
し

　
て

い

よ
う
。
先
の
『
村
松
家
訓
』
で
は
、
元
祖
夫
妻
に
つ
い
て
は
百
年
忌
以
後
も

　
毎

年
の
命
日
に
は
供
養
を
し
、
祖
父
母
と
父
母
に
対
し
て
は
毎
月
の
命
日
に
供
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
を

す

る
こ
と
を
子
孫
に
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
の
家
で
も
、
元
祖
お
よ
び
祖
父
母
、
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父
母
の

供
養
は
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

θ
　
冠
婚
葬
祭
の
際
の
座
頭
へ
の
施
し
に
つ
い
て
も
細
か
に
規
定
し
て
い
る
。

　
　
大
葬
式
の
法
事
に
は
い
つ
も
来
る
の
で
出
す
が
、
小
葬
式
の
場
合
は
出
さ
な
い

　
の
が

当
家
の
定
め
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
嫁
や
聾
を
取
る
時
、
家
屋
・
土
蔵
を
建

　
て

る
時
に
は
施
与
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
法
事
の
際
に
い
わ
ぽ
社
会
的
弱
者
で

　

あ
る
座
頭
に
施
し
を
す
る
の
は
、
そ
の
善
行
の
功
徳
を
死
者
の
冥
福
の
た
め
に
回

　

向
す
る
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
当
地
方
だ
け
で
な
く
広
く

　
み

ら
れ
た
慣
行
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
徳
川
将
軍
家
自
体
、
亡
く
な
っ
た
将
軍

　
や
そ

の

生

母
、
夫
人
ら
の
法
事
に
際
し
て
は
、
非
人
、
座
頭
ら
に
施
行
を
し
て
い

　
（
3
8
）

　

る
。
た
だ
、
丸
屋
吉
川
家
の
場
合
、
小
葬
式
の
分
に
つ
い
て
は
施
行
を
し
な
い
こ

　

と
に
し
て
お
り
、
先
に
指
摘
し
た
点
と
合
わ
せ
、
当
主
と
の
続
柄
に
よ
っ
て
死
者

　
の

供
養
の
仕
方
に
は
軽
重
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
歴
然
と
し
て
い
る
。

　
　
婚
礼
や
家
屋
・
土
蔵
建
築
の
際
の
施
行
は
死
者
供
養
と
は
関
係
な
い
が
、
こ
ち

　
ら
の
方
は
家
の
安
泰
、
家
族
の
幸
福
と
い
う
現
世
利
益
の
た
め
の
善
行
で
あ
ろ
う

　
（
も
っ
と
も
、
死
者
・
先
祖
の
供
養
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
世
に
生
き
て
い
る
家

　
族
の

幸
福
が

守

ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
）
。

㈹
　
舅
・
姑
（
妻
や
智
の
実
家
の
両
親
）
が
亡
く
な
っ
た
時
に
丸
屋
吉
川
家
の
方
か

　
ら
出
す
香
典
の
額
や
忌
中
見
舞
の
心
得
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
。

　
　
そ

の

場
合
、
丸
屋
か
ら
は
米
二
俵
を
持
っ
て
行
く
定
め
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
（
旅
）

　
の

他
に

「
た
び

香
典
」
を
持
参
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
旅
香

　
典

と
は
妻
や
智
の
里
の
両
親
が
死
ん
だ
時
に
こ
ち
ら
の
講
中
か
ら
預
か
っ
て
持
っ

　
て

行
く
香
典
の
こ
と
で
、
講
中
は
そ
の
メ
ソ
バ
ー
の
家
だ
け
で
な
く
、
配
偶
者
の

　
里
方
に
も
儀
礼
を
尽
く
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
帰
り
で
き
る
距

　
離
で
あ
れ
ぽ
、
丸
屋
の
檀
那
寺
の
住
職
と
伴
僧
、
家
来
を
連
れ
て
赴
い
て
い
る
。

　
　
舅
・
姑
が
葬
式
の
費
用
を
そ
の
家
と
嫁
が
せ
た
娘
の
智
と
で
分
担
さ
せ
る
所
も

　

あ
る
の
で
、
そ
う
し
た
家
へ
は
先
に
香
典
を
出
し
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る

　
の

も
興
味
深
い
。
地
域
、
家
に
よ
っ
て
慣
習
が
異
な
る
の
で
、
そ
の
点
を
配
慮
し

　
て

交
際
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

旬
　
供
養
と
は
関
係
な
い
が
、
他
家
に
嫁
し
た
娘
が
死
し
た
場
合
の
持
参
財
産
の
取

　

り
扱
い
方
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
細
か
に
定
め
て
い
る
。

　
　
④
嫁
い
だ
娘
に
女
子
が
い
な
け
れ
ぽ
、
持
参
し
た
衣
類
一
切
、
お
よ
び
道
具
、

　
金
銀

な
ど
を
当
家
に
取
り
戻
し
て
も
よ
い
。
◎
女
子
が
い
れ
ば
、
そ
れ
に
遣
わ
し

　
て

も
よ
い
。
年
少
な
ら
ば
、
財
産
を
当
家
に
引
き
取
っ
て
預
か
っ
て
お
き
、
成
長

　

し
て
か
ら
渡
す
。
た
だ
、
聾
が
後
妻
を
迎
え
な
い
場
合
は
先
方
に
置
い
て
も
よ
い
。

　
後
妻
を
迎
え
た
と
き
は
、
衣
類
を
後
妻
が
着
て
汚
し
女
子
の
も
の
に
な
り
が
た
い

　
の

で
、
必
ず
当
家
に
取
り
戻
し
、
女
子
が
成
長
し
た
暁
に
遣
わ
す
こ
と
に
せ
よ
。

　
た
だ

し
、
た
と
え
女
子
が
い
て
も
、
先
方
の
態
度
が
悪
し
け
れ
ぽ
、
そ
の
女
子
に

　
も
や
ら
ず
す
べ
て
取
り
戻
せ
。
◎
子
が
あ
っ
て
も
男
子
の
と
き
は
、
衣
類
は
や
ら

　
ず
、
成
長
し
て
か
ら
相
応
の
金
銀
を
遣
わ
す
。
e
こ
の
頃
は
と
か
く
取
り
戻
す
こ

　
と
が
多
く
な
っ
た
が
、
そ
の
時
の
事
情
に
応
じ
、
実
意
第
一
に
対
処
せ
よ
。

　
　
こ
の
規
定
に
よ
れ
ぽ
、
嫁
い
だ
娘
が
死
亡
し
た
場
合
、
持
参
財
産
を
ど
う
処
置

　
す

る
か
は
実
家
の
意
向
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
単
に

　
丸
屋
の

み
の

特
例
で
は

な
く
、
こ
の
地
方
の
慣
例
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
近
頃
は
持

　
参
財
産
を
実
家
に
取
り
戻
す
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
明
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ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
嫁
の
持
参
財
産
は
婚
家
に
お
い
て
別
個
に
管
理
さ

　
れ
て

い
た

こ
と
を
前
提
に
し
て
い
よ
う
。
嫁
入
り
道
具
や
衣
類
に
実
家
の
紋
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
い
は
母
の
紋
を
つ
け
る
慣
行
が
庶
民
の
間
で
も
広
く
み
ら
れ
た
の
は
、
嫁
の
出
自

　
を

示
す

と
同
時
に
、
持
参
財
産
が
婚
家
の
財
産
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

　
示
す
た
め

で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　
　
丸
屋
の
規
定
で
は
、
嫁
い
だ
娘
に
女
子
が
い
れ
ば
、
持
参
財
産
は
そ
の
女
子
に

　
継
承

さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
肌
身
に
着
け
る
衣
類
は
そ
の
老
の
分

　
身

と
み
な
さ
れ
、
非
血
縁
者
が
そ
れ
を
着
る
こ
と
を
忌
避
す
る
観
念
が
強
か
っ
た

　
よ
う
で
あ
る
。
後
妻
に
は
絶
対
に
着
さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
感
情
が
強
く
出
て
い

　

る
と
こ
ろ
に
、
そ
う
し
た
観
念
が
う
か
が
え
よ
う
。

　
以
上
、
安
芸
国
高
田
郡
多
治
比
村
の
丸
屋
吉
川
家
の
葬
式
・
法
事
の
家
例
に
つ
い

て

検
討
し
て
き
た
。
葬
式
・
法
事
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
し
き

た

り
と
同
時
に
、
地
域
社
会
の
慣
行
に
よ
っ
て
も
規
律
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
先
に
述
べ

た

よ
う
に
、
近
世
に
お
け
る
庶
民
の
葬
式
や
法
事
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
知
り
う
る

史
料
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。
従
来
、
歴
史
学
の
分
野
で
は
そ
う
し
た
史
料
に
は

あ
ま
り
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
今
後
広
く
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
け

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
お
よ
び
地
域
の
慣
例
の
差
異
性
と
共
通
性
を
踏
ま
え
て
、
近
世

の

庶
民
生
活
に

か
か
わ

る
様
々
な
問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
に
ち

が

い
な
い
。

三
　
葬
式
・
服
忌
の
地
域
慣
行

　
各
地
域
の

葬
式
・
法
事
の
慣
行
を
そ
の
変
遷
も
含
め
て
解
明
す
る
た
め
に
は
、
史

料
を

博
捜

し
、
綿
密
な
分
析
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
、

こ
こ
で
は
、
明
治
初
年
に
全
国
各
地
の
民
間
習
俗
を
調
査
し
、
集
成
し
た
『
全
国
民

事
慣
例
類
集
』
（
司
法
省
蔵
版
、
　
一
八
八
〇
年
刊
。
　
一
九
七
六
年
に
青
史
社
よ
り
復

刊
）
に
採
録
さ
れ
て
い
る
葬
送
お
よ
び
服
忌
の
慣
行
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

θ
　
親

族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

　
∧
表

1
＞
は
、
同
書
第
一
篇
第
四
章
「
死
去
ノ
事
」
の
第
二
款
「
葬
埋
」
の
項
に

採
録

さ
れ
て
い
る
各
地
の
慣
行
を
二
項
目
に
分
け
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か

ら
次
の
点
が
判
明
す
る
。

　
第
一
に
葬
送
の
際
の
親
族
の
役
割
分
担
が
決
ま
っ
て
い
る
所
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

な
か
で
も
相
続
人
は
特
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
よ
り
相
続
人
た
る
こ
と
を
親
族

中
や
地
域
の
老
た
ち
に
示
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　
相
続
人
の
役
割
は
位
牌
持
ち
と
棺
の
跡
（
後
）
棒
か
つ
ぎ
と
に
分
か
れ
る
。
前
者

の

例

は
、
⑧
志
摩
国
答
志
郡
、
⑨
尾
張
国
愛
知
郡
・
三
河
国
額
田
郡
、
⑩
三
河
国
渥

美
郡
、
⑭
美
濃
国
厚
見
郡
・
各
務
郡
・
方
県
郡
、
⑳
上
野
国
群
馬
郡
、
⑳
下
野
国
都

賀
郡
、
⑱
越
後
国
古
志
郡
、
⑲
越
後
国
刈
羽
郡
よ
り
報
告
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
後

者
の
例

は
、
②
河
内
国
河
内
郡
、
⑬
近
江
国
坂
田
郡
よ
り
報
告
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
の
は
調
査
事
例
の
す
べ
て
で
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は
な

い

が
、
「
葬
埋
」
の
項
の
総
論
で
は
「
送
葬
ノ
途
中
相
続
人
タ
ル
者
礼
服
ニ
テ

死
者
ノ
位
牌
ヲ
捧
持
ス
ル
例
ニ
テ
、
此
事
ヲ
行
ヒ
シ
後
ハ
決
シ
テ
他
ヨ
リ
相
続
ノ
権

ヲ
争
フ
能
ハ
サ
ル
者
ト
ス
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
相
続
人
は
位
牌
を
持
つ
の
が
通

例
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

し
か
し
、
庶
民
の
間
で
死
者
に
戒
名
を
付
け
位
牌
を
作
る
風
が
一
般
化
し
た
の
は

近
世
中
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
古
く
は
棺
の
跡
棒
を
か
つ
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

跡
取

り
た
る
こ
と
を
示
す
慣
習
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ

が

位
牌
の
普
及
に
伴
い
、
位
牌
持
ち
が
祭
祀
の
主
宰
者
た
る
相
続
人
を
象
徴
す
る
よ

う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

葬
列
の
際
に
相
続
人
が
棺
の
跡
棒
を
か
つ
ぐ
に
し
ろ
位
牌
を
持
つ
に
し
ろ
、
葬
列

は
村
の

路
や
町
内
の
街
路
を
進
ん
で
行
く
の
で
あ
る
か
ら
、
村
・
町
の
住
人
に
誰
が

相
続
人

と
な
っ
た
か
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
に
は
恰
好
の
機
会
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ

れ

ゆ
え
、
相
続
人
が
決
ま
っ
て
い
な
い
時
は
、
出
棺
に
臨
ん
で
誰
が
相
続
人
の
役
目

に
就

く
か
を
め
ぐ
っ
て
争
い
も
起
き
た
よ
う
で
あ
る
。
「
葬
埋
」
の
項
の
総
論
で
は

「
相
続
人
定

ラ
サ
ル
家
ニ
テ
ハ
発
引
前
相
続
争
ノ
紛
議
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
リ
」
と
述

べ
て

い

る
。
こ
と
に
、
⑭
美
濃
国
厚
見
郡
・
各
務
郡
・
方
県
郡
の
報
告
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
実
子
の
な
い
者
が
死
去
し
た
場
合
に
そ
う
し
た
争
論
は
起
き
や
す
か
っ
た

だ
ろ
う
。

　
葬
送
の

際
に
は
相
続
人
だ

け
で
な
く
死
者
と
の
続
柄
に
よ
っ
て
役
割
分
担
が
明
確

に
定

ま
っ
て
い
た
例
も
い
く
つ
か
報
告
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ぽ
以
下
の
ご
と
く
で
あ

る
。
②
河
内
国
河
内
郡
　
　
血
縁
の
近
い
老
が
棺
の
後
を
か
つ
ぎ
、
こ
れ
に
次
ぐ
者

が

前
を

か

つ

ぐ
。
例
え
ば
父
の
棺
な
ら
ば
、
次
男
が
前
を
長
男
が
後
を
か
つ
ぐ
。

表

1
　
全
国
各
地
の
葬
式
慣
行

地
　
　
域

親
族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

〈
畿
内
〉

①
山

城
国
愛

　
宕
郡
・
葛

　
野
郡

②
河
内
国
河

　
内
郡

③
河
内
国
丹

　
南
郡

④
和
泉
国
大

　
鳥
郡

⑤
和
泉
国
泉

　
南
郡

〈
東
海
道
〉

⑥
伊
勢
国
安

　
濃
郡

　
葬
儀
の
節
は
、
死
者
の
血
族
の
う
ち
に
て
棺
を
担
ぐ
。

血
縁
の
近
い
者
が
後
を
担
ぎ
、
こ
れ
に
次
ぐ
老
が
前
を
担

ぐ
。
例
え
ば
父
の
棺
な
ら
ば
、
次
男
は
前
を
、
長
男
は
後

を

担
ぐ
。
要
す
る
に
家
督
を
譲
り
受
け
る
者
が
棺
の
後
を

担
ぐ
の
を
恒
例
と
す
。

　
一
村
中
死
者
あ
る
時
は
、
同
行
ま
た
は
講
中
と
称
す
る

者
が
葬
家
内
外
の
事
務
を
戸
主
に
代
わ
っ
て
担
任
す
る
。

同
行
の
者
が
打
ち
揃
い
会
議
を
し
た
上
で
な
け
れ
ば
葬
式

を

執
行
し
な
い
。

　
町
中
多
く
は
五
人
組
等
の
他
に
心
切
講
ま
た
は
同
行
と

称
す
る
社
を
結
ん
で
お
り
、
死
者
あ
る
時
は
必
ず
そ
の
家

に
来
た
り
て
、
葬
事
に
つ
い
て
の
百
般
の
事
務
を
担
任
し

尽
力
す
る
例
で
あ
る
。

　
死
者
あ
る
家
に
は
出
棺
の
終
わ
る
ま
で
そ
の
組
合
の
者

が

来
た

り
て
助
け
る
義
務
あ
り
。
葬
送
の
時
は
子
は
香
櫨

葬
送
の

時
期

　
死
去
の

日
よ

り
二
日
あ
る
い

は
三
日
過
ぎ
て

葬
埋
す
る
。

　
中
民
以
上
は

た

い
て

い

一
夜

を

隔
て
て
葬

る
。
急
症
に
て

死
去

し
た
者
は

陰
暦
の

二
十
四

時
間
を

経
ざ
れ

ば
葬
ら
な
い
。

　
二
日
あ
る
い

は

三
日
を
期
と
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地
　
　
域

親
族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

葬
送
の

時
期

⑦
伊
勢
国
度

　
会
郡

⑧
志
摩
国
答

　
志
郡

⑨
尾
張
国
愛

　
知
郡
・
三

　
河
国
額
田

　
郡

⑩
三
河
国
渥

　
美
郡

⑪
駿
河
国
安

　
部
郡
・
有

　
渡
郡

⑫
武
蔵
国
豊

　
島
郡

を

持

ち
孫
は
花
を
持
つ
の
が
通
例
。

　
埋
葬
の
取
り
扱
い
は
す
べ
て
番
非
人
の
職
掌
。
神
葬
の

家
は
忌
掛

り
の
親
族
中
に
て
祭
主
を
勤
め
る
。
も
し
他
人

に
て

勤
め

る
時
は
必
ず
別
火
す
る
。
墓
地
に
至
る
ま
で
は

死
を

表
さ
ず
、
枢
を
駕
籠
に
入
れ
篤
疾
の
形
状
を
も
っ
て

昇
送
す
。
道
路
を
稜
す
を
忌
む
故
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ロ
ギ

　
葬
送
の
時
、
六
役
と
唱
え
、
相
続
人
は
色
着
（
尋
常
上

下
の

色
を

異
に
す

る
も
の
）
を
着
し
て
位
牌
を
持
ち
、
二

三
男
あ
る
い
は
孫
は
枢
を
担
ぎ
、
要
は
水
桶
を
持
ち
、

娘
・
孫
娘
は
飯
盆
を
持
ち
、
あ
る
い
は
土
掛
け
と
唱
え
埋

葬
に
臨
み
第
一
番
に
土
を
覆
う
。

　
卑
属
の
近
親
が
棺
を
担
ぎ
、
相
続
人
は
位
牌
を
捧
ぐ
。

相
続
人
な

き
時
は
位
牌
を
棺
上
に
の
せ
る
。

　
発
引
の
節
、
卑
属
が
棺
を
担
ぎ
、
相
続
人
は
位
牌
を
捧

げ
、
女
婿
は
天
蓋
を
持
ち
行
く
の
が
例
。

　
村
方
は
講
仲
間
と
称
す
る
も
の
が
あ
っ
て
葬
埋
一
切
の

事
を
営

む
。
そ
の
う
ち
に
月
番
を
立
て
奉
行
と
称
す
る
役

が

あ
っ
て
万
端
の
指
令
を
し
、
何
人
も
そ
れ
に
背
く
こ
と

は

で
き
な
い
。
葬
送
に
は
近
親
の
者
が
枢
を
担
ぐ
。

　
貧

困
の
者
葬
埋
に
差
し
支
え
る
節
は
地
主
・
店
受
人
よ

り
合
力
し
、
同
店
の
者
も
救
助
す
。
維
新
前
は
そ
の
次
第

に

よ
り
旧
町
会
所
へ
申
し
立
て
取
置
料
を
渡
せ
し
こ
と

し
て
葬
埋
。

葬
埋
は
絶
息

の
時
よ
り
旧
暦

二
十
四
時
を
限

と
す
る
。

　
死
老
あ
れ
ば

即
日
葬
埋
。

　
葬
埋
は
死
去

の

翌
日
を
例
と

す
。　

葬
埋
は
翌
日

を
定
例
と
す
。

　
葬
埋
は
丑
寅

の

日
を
忌
む
故

に
時

日
の
定
め

は

な
い
が
、
多

く
は
翌
日
埋
葬

す

る
。
出
棺
の

後
三
日
の
祓
い

と
称
し
て
神

主
・
山
伏
を
招

き
、
祓
除
す
る
。

地
　
　
域

親
族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

葬
送
の
時
期

∧
東
山
道

V

⑬
近
江
国
坂

　
田
郡

⑭
美
濃
国
厚

　
見
郡
・
各

　
務
郡
・
方

　
県
郡

⑮
信
濃
国
佐

　
久
郡

⑯
信
濃
国
小

　
県
郡

⑰
信
濃
国
埴

　
科
郡

⑱
信
濃
国
更

　
科
郡

⑲
信
濃
国
高

　
井
郡

⑳
上
野
国
群

　
馬
郡

あ
り
。相

続
人
た

る
者
は
枢
の
跡
棒
を
担
ぐ
慣
習
な
り
。

　
葬
送
の
途
中
、
死
者
の
位
牌
を
持
つ
の
は
相
続
人
の

権
。
実
子
な
き
者
が
死
去
し
た
時
に
は
出
棺
に
臨
み
相
続

争
論
を

す
る
こ
と
多
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ツ

　
葬
事
に
関
し
て
は
数
戸
を
区
分
し
て
組
合
あ
る
い
は
塔

ナ
カ中

と
称
す
る
も
の
を
組
織
し
て
お
り
、
男
女
が
そ
の
家
に

集
ま
り
内
外
の
事
務
を
経
営
す
る
。

　
村
内
で
お
よ
そ
十
五
戸
よ
り
三
、
四
十
戸
ま
で
の
う
ち

で
組
合
を

組
織
し
て
お
り
、
計
使
と
な
り
、
葬
穴
掘
夫
と

な

り
、
そ
の
ほ
か
該
家
の
喪
事
を
助
け
る
を
義
務
と
す
。

　
数
十
人
を

結
ん
で
一
社
を
成
し
（
庚
申
講
、
観
音
講
等

の
号
あ
り
）
、
社
中
に
死
者
あ
れ
ば
、
規
則
に
従
っ
て
穴

を
掘

る
者
、
枢
を
担
ぐ
者
、
そ
の
ほ
か
雑
役
予
定
順
次
あ

り
て
、
期
に
臨
ん
で
集
ま
り
、
事
了
て
去
る
（
自
ら
役
せ

ざ
る
者
は
代
人
料
を
出
す
）
。
喪
家
で
は
一
茶
も
喫
せ
ず
、

一
姻
を

も
吹
か
さ
な
い
。

　
菩
提
寺
よ
り
僧
侶
が
来
て
死
体
を
検
し
、
変
死
と
認
め

た
時
に
は
血
族
お
よ
び
組
合
が
保
証
し
な
け
れ
ば
葬
儀
は

執
行
し
な
い
。

小
村

は
一
村
中
、
大
村
は
三
十
戸
か
ら
五
十
戸
を
も
っ

て

埋
葬
組
合
を
組
織
し
て
お
り
、
葬
埋
の
事
務
を
取
り
扱

う
。　

死
者

あ
る
家
に
そ
の
組
合
が
集
会
し
、
万
事
世
話
を
す

る
。
葬
送
の
途
中
、
位
牌
を
持
つ
の
は
相
続
人
の
職
掌
。

　
二
夜
枢
を
留

め

て

葬
埋
す
る

例
。　

旧
暦
二
十
四

時
を

過
ぎ
て
葬

埋
す

る
例
な

り
。　

絶
命
の
後
、

旧
暦
二
十
四
時

を

経
ざ
れ
ば
葬

埋
せ
ず
。

葬
埋
は
翌
日

ま
た
は
翌
々
日

を
期
と
す
。

　
翌
日
葬
埋
す

る
の
を
例
と
す

る
が
、
丑
寅
の
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地
　
　
域

親
族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

葬
送
の
時
期

⑳
下
野
国
都

　
賀
郡

㊧
陸
前
国
宮

　
城
郡

⑳
陸
前
国
遠

　

田
郡

⑳
羽
前
国
置

　
賜
郡

　
組
合
一
同
に
て
世
話
を
し
、
親
類
・
朋
友
が
墓
地
ま
で

見
送

る
。
葬
送
の
時
、
相
続
人
は
位
牌
を
捧
げ
、
男
子
は

　
　
　
　
　
　
カ
　
ツ
キ

上
下
、
女
子
は
被
布
を
着
す
。

　
念
仏
講
あ
る
い
は
六
親
講
等
の
名
を
も
っ
て
、
一
村
内

六
、
七
十
戸
位
が
組
み
合
い
、
平
生
葬
式
等
の
事
を
申
し

合
わ
せ
て

お

り
、
葬
式
の
支
度
、
穴
掘
、
棺
担
ぎ
等
に
至

る
ま
で
一
切
を
周
旋
す
。
貧
困
者
な
ら
ば
、
講
員
が
各
々

百
文
あ
る
い
は
米
一
升
等
を
持
ち
寄
り
葬
儀
助
け
る
慣
習

な
り
。

日
あ
る
い
は
友

引
の
日
を
忌
み

て

延
縮
す
る
こ

と
あ
り
。

　
死
去
の
翌
日

埋
葬
す
る
を
例

と
す
。

　
葬
埋
は
た
い

て

い

三
日
目
ま

た
は

四
日
目
と

す
。
も
っ
と
も

旧
暦
の
悪
日
に

当
た
れ
ば
葬
式

を

延
ば
す
。

　
死
去
の
後
、

早
き
は
旧
暦
二

十
四

時
、
遅
き

は

三
日
ま
た
は

四

日
を
経
て
葬

埋
す
。
た
だ
、

寅
日
、
五
墓

日
、
十
死
日
に

当
た
れ
ば
葬
埋

せ
ず
、
一
日
延

地
　
　
域

親
族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

葬
送
の
時
期

㊧
羽
前
国
置

　
賜
郡

⑳
羽
後
国
秋

　

田
郡

⑰
羽
後
国
秋

　
田

郡

㊧
羽
後
国
秋

　

田
郡

⑳
羽
後
国
由

　
利
郡

　
町
方
で
は
一
町
内
三
、
四
十
人
を
も
っ
て
契
約
と
称
す

る
組
合
を
つ
く
り
、
村
方
で
は
十
五
を
一
組
と
し
、
平
常

に
お

い

て

は
親
睦
を

深

め
、
冠
婚
葬
祭
の
際
に
は
万
事
を

周
旋
す
。

　
秋

田
市
中
で
は
町
内
の
も
の
悉
く
見
送
り
を
す
る
が
、

棺
担
ぎ
、
穴
掘
等
は
親
類
懇
意
の
者
が
行
い
、
町
に
て
は

関
係
せ
ず
。
貧
窮
に
て
葬
る
能
わ
ざ
る
者
に
対
し
て
は
、

感
応
講
と
称
す
る
秋
田
市
中
の
有
志
者
が
救
皿
の
た
め
に

結
成
し
た
講
が
金
穀
を
給
し
て
埋
葬
せ
し
む
。

　
葬
式
の
節
、
手
伝
と
称
し
村
内
毎
戸
一
人
（
た
い
て
い

下
男
）
を
出
し
、
茶
毘
、
葬
具
の
携
え
、
奔
走
の
用
等
に

供
す
。
維
新
前
は
一
般
に
火
葬
す
る
風
習
だ
っ
た
の
で
、

葬
式
の
当
日
村
内
毎
戸
よ
り
藁
二
束
ず
つ
軒
前
に
出
し
、

手
伝
の

者
が

こ
れ
を
集
め
て
回
り
、
火
葬
場
へ
持
っ
で
行

く
慣
例
だ
っ
た
。
し
か
し
、
追
々
減
少
し
、
十
年
前
に
至

っ

て

は
藁
を

出
す
の
は
百
戸
中
五
、
六
十
戸
に
過
ぎ
な
く

な
っ
た
。

　
同
町
他
町
を
論
ぜ
ず
同
志
の
者
を
募
り
、
一
組
十
人
な

い

し
十
五
人
位
を
も
っ
て
無
常
講
を
結
成
し
て
お
り
、
組

縮
す
。

　
葬
埋
の
日
限

一
定
せ
ず
。
中

等
以
下
は
た
い

て

い

一
日
を
隔

て
、
そ
れ
以
上

は
伯
叔
父
母
、

親
子
等
の
来
集

を

待

ち
、
親
視

せ

し
め
た
上
で

納
棺
す
。
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地
　
　
域

親
族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

⑳
羽
後
国
平

　
鹿
郡

〈
北
陸
道
∨

⑳
若
狭
国
遠

　
敷
郡

㊧
越
前
国
足

　
羽
郡

⑬
越
前
国
敦

　
賀
郡

⑭
加
賀
国
石

　
川
郡

⑮
加
賀
国
河

　
北
郡

中
に
て
死
去
し
た
者
が
あ
っ
た
時
に
は
組
中
に
て
一
切
の

事
を

取

り
計
ら
う
。
貧
困
者
に
対
し
て
は
組
中
よ
り
金
穀

を

給
し
て
葬
埋
せ
し
む
。

　
父
母

ま
た
は
十
五
歳
以
上
位
の
子
女
が
死
去
す
れ
ば
、

そ

の
家
は
一
ケ
月
の
村
入
費
を
除
く
こ
と
あ
り
。
こ
れ
を

忌
中
御
免
と
い
う
。

　
親
類
は
も
ち
ろ
ん
、

習
慣
な
り
。

一
町
一
村
皆
礼
服
に
て
会
葬
す
る

　
近
親
の

者
は
白
衣
を
着
し
、

場
ま
で
送
る
。

そ
の
他
は
礼
服
に
て
火
葬

　
火

葬
を
行
う
場
合
は
、
葬
礼
の
当
日
は
男
子
の
み
送

り
、
そ
の
翌
日
の
灰
葬
に
は
婦
人
の
み
送
る
を
例
と
す
。

葬
送
の
時
期

　
葬
埋
は
死
去

の

翌

日
に
な

す
。　

葬
送
は
死
去

の

翌
日
を
例
と

す
。　

葬
埋
は
死
去

の

翌
日
を
通
例

と
す
。
火
葬
の

場
合

は
、
そ
の

翌

日
に
灰
葬

す
。　

二
夜
を

過
ぎ

て

葬
る
例
な

り
。
中
分
以
下

小
前
に
い
た
っ

て

は
一
夜
を
過

ぎ
て
葬
る
こ
と

も
あ
り
。

　
死
脈
は
必
ず

医

師
の
診
察
を

乞
う
例
。
僻
阪

窮
民
の
類
は
医

地
　
　
域

親
族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

葬
送
の

時
期

⑯
越
中
国
婦

　
負
郡

⑰
越
中
国
砺

　
波
郡

⑱
越
後
国
古

　
志
郡

死
者
あ
る
時
は
菩
提
寺
に
告
げ
、
僧
来
た
っ

し
、
寂
番
と
称
し
、
死
者
の
番
を
な
す
。

て

読

経

葬
送
の

途
中
は
相
続
人
が
位
牌
を
捧
げ
る
を
例
と
す
。

師
を
求
む
る
を

え
ざ
る
故
に
、

時
間
を
計
っ
て

死
去
と
認
む
。

　
絶
命
の
後
、

旧
暦
二
十
四
時

を
経
て
沐
浴
し

棺
に
入
れ
、
火

葬
す
。
翌
日
白

骨
を
拾
っ
て
仏

檀
に
置
く
こ
と

男
は
四
十
九

日
、
女
は
三
十

五
日
に
て
、
墳

墓
に
納
め
る
。

　
旧
暦
二
十
四

時
を

過
ぎ
て
沐

浴
入
棺
し
、
三

日
に
し
て
葬
る

を

例
と
す
。

　
葬
埋
は

三
日

目
を
通
例
と

す
。
雪
中
は
道

路
阻
塞

し
近
親

会
葬
の
期
遅
れ

る
を
も
っ
て

四
、
五
日
に
及

ぶ

こ
と
も
あ

り
。
越
後
国
は

一
般
に

火
葬
を
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地
　
　
域

親
族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

葬
送
の
時
期

⑲
越
後
国
刈

　
羽
郡

⑳
越
後
国
蒲

　
原
郡

⑭
越
後
国
蒲

　
原
郡

⑫
佐
渡
国
雑

　
太
郡

〈

山
陰
道
V

⑬
丹
後
国
加

　
佐
郡

　
葬
送
の
途
中
は
近
親
の
者
が
棺
を
担
ぎ
、

牌
を
持
つ
の
が
一
般
の
例
。

相
続
人
は
位

　
寺
の
檀
下
の
者
申
し
合
い
、
十
人
あ
る
い
は
十
五
人
位

で
無
常
講
を
結
成

し
て
お
り
、
月
に
些
少
の
金
銭
を
積
み

置
き
、
講
中
死
者
あ
れ
ば
こ
れ
を
給
し
て
扶
助
す
。

　
葬
送
の
途
中
は
近
親
の
者
皆
上
下
を
着
し
、
帯
刀
免
許

な
き
者
も
こ
の
時
に
限
り
一
刀
を
帯
す
る
の
が
一
般
の
通

例
。

忌
掛
り
親
族
は
必
ず
白
衣
を
着
し
葬
送
す
。

常
と
す
る
。

　
葬
埋
は
旧
暦

二
十
四
時
を

経

る
を
例
と
す
。

越
後
国
は
一
般

に
火
葬
の
習
慣

な
れ
ど
も
、
真

言
宗
に
限
り
土

葬
を

す
る
。

　
葬
埋
の

日
は

一
定

し
な
い

が
、
た
い
て
い

三
日
目
、
四
日

目
に
行
う
。
た

だ

し
、
旧
暦
の

亜
心
日
、
　
例
・
え
ば

五
墓
日
、
十
死

日
等
は
忌
み
、

一
日
延
縮
す
る

こ
と
あ
り
。

　
葬
埋
は
死
去

当
日
よ
り
三
日

を

過
ぎ
ざ
る
を

例
と
す
。

　
死
去
の

翌
日

葬
埋
を
行
う
例

地
　
　
域

⑭
丹
後
国
与

　
謝
郡

⑮
出
雲
国
島

　
根
郡

⑯
出
雲
国
島

　
根
郡

⑰
出
雲
国
能

　
義
郡

⑱
出
雲
国
神

　
門
郡

〈

山
陽
道
V

⑲
美
作
国
勝

　
南
郡

⑳
周
防
国
吉

親
族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

葬
送
の
時
期

親
族
は
男
女
と
も
会
葬
す
る
習
慣
な
り
。

　
葬
式
を
助
け
墓
所
へ
送
り
、
か
つ
野
辺
送
り
の
道
具
こ

し
ら
え
、
他
所
へ
の
使
は
近
所
組
合
の
義
務
な
り
。
葬
送

の
節
は
大
概
町
内
戸
別
に
門
提
燈
を
揚
げ
、
手
提
燈
を
提

げ
、
葬
式
の
供
を
な
す
例
な
り
。

　
同
村
の
う
ち
に
て
斎
仲
間
あ
る
い
は
講
仲
間
と
唱
え
十

戸
、
二
十
戸
、
三
十
戸
位
ず
つ
組
み
合
い
、
死
葬
あ
る
時

は
集
合
し
て
親
類
へ
の
報
知
飛
脚
、
そ
の
他
す
べ
て
の
用

使
を

な
し
、
葬
式
を
助
け
墓
所
へ
送
る
。

　
村

方
は
僧
侶
を
迎
え
て
自
家
の
庭
前
に
て
葬
式
を
行

い
、
多
く
は
自
己
の
所
持
の
畑
地
あ
る
い
は
山
林
の
内
に

墓
所
を

設
け
て

埋
葬
す
。

　
杵
築
町
は
神
地
な

の

で
市
街
中
を
公
け
に
死
人
を
昇
行

す

る
こ
と
を
禁
ず
。
よ
っ
て
死
者
を
駕
籠
に
入
れ
病
人
の

名
義
に
て
檀
那
寺
へ
連
れ
行
き
沐
浴
し
て
葬
式
を
行
う
。

　
埋
葬
の
節
は
親
族
な
ら
び
に
講
仲
間
、
寺
僧
立
合
に
て

執
行
す
。
こ
の
講
仲
間
は
平
常
よ
り
契
約
し
お
き
、
十
戸

よ
り
二
十
戸
位
を
一
組
と
し
、
葬
式
の
節
に
限
り
相
互
に

助
け
合
い
、
い
か
な
る
難
事
に
て
も
葬
式
の
こ
と
に
つ
い

て

は

尽
力
す
る
は
ず
に
約
し
お
く
仲
間
で
あ
る
。

　
同
町
の
者
寄
り
合
い
葬
埋
の
世
話
を
な
す
と
い
え
ど

な
り

　
死
去
の
時
刻

よ
り
旧
暦
二
十

四
時
を

過
ぎ
ざ

れ
ば

葬
送
を

許

さ
ざ
る
寺
法
あ

り
、
即
日
葬
送

す
る
者
な
し
。

　
大
概
、
と
り

急
ぎ
二
日
目
位

に
は

埋
葬
す
る

例
な
り
。
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地
　
　
域

敷
郡

⑪
周
防
国
玖

　
珂
郡

⑫
長
門
国
阿

　
武
郡

〈
南
海
道
〉

⑬
紀
伊
国
名

　
草
郡
・
海

　
部
郡

⑭
淡
路
国
三

　
原
郡

親
族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

葬
送
の
時
期

も
、
組
合
知
音
の
者
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
あ
り
。
裏
町
細

民

ど
も
は
念
仏
講
と
称
す
る
講
仲
間
を
結
成
し
て
お
り
、

五
人
、
十
人
ず
つ
組
み
合
い
、
毎
月
積
金
を
し
て
、
そ
の

基
金
を
も
っ
て
葬
式
を
執
り
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

講
仲
間
が
葬
埋
万
般
の
世
話
を
し
て
い
る
。
村
方
は
仕
講

内
と
唱
え
、
五
軒
十
軒
組
み
合
い
葬
埋
の
世
話
を
し
て
い

る
。　

村

方
は
僧
侶
を
迎
え
て
自
宅
の
庭
前
に
て
白
昼
に
葬

る
。
町
方
は
寺
内
に
夜
中
葬
埋
し
、
町
村
と
も
役
人
立
会

な
し
。
た
だ
、
親
類
・
僧
侶
・
懇
意
の
者
が
立
ち
合
う
。

　
親
族
・
組
合
・
知
音
・
村
内
町
内
そ
の
ほ
か
寺
僧
立
ち

合

い
、
萩
城
下
は
檀
那
寺
に
お
い
て
野
辺
送
り
の
式
を
営

み
、
大
概
寺
内
に
土
葬
す
。
村
方
に
て
は
午
時
後
自
宅
へ

寺
僧
を

申
し
請
け
、
親
族
・
組
合
・
村
内
立
ち
合
い
葬
式

を
営
み
、
そ
れ
よ
り
墓
地
へ
埋
葬
す
。

　
町
方
に
て
は
葬
埋
の
節
、

の

上
下
を

着
す
。

血
族
は
浅
衣

と
称
す
る
無
紋

　
埋
葬
の
式
は

大

概

翌

日
な

り
。
た
だ
、
極

老
、
長
病
、
暑

気
等
の
節
は
即

日
埋
葬
す
る
こ

と
も
あ
り
。
急

病
に
て

死
去
し

た
者
は
旧
暦
二

十
四
時
を
見
合

わ
す
。

　
葬
埋
は
死
日

よ
り
三
日
ま
で

を
期
と
す
。

　
三
原
郡
千
草

組
（
七
力
村
）
の

旧

習
で

は
、
陰

暦
十
二
月
晦
日

よ
り
正
月
三
日

ま
で
は
死
者
が

地
　
　
域

親
族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

葬
送
の
時
期

⑮
阿
波
国
名

　
東
郡

⑯
土
佐
国
土

　
佐
郡

⑰
土
佐
国
土

　
佐
郡

く
西
海
道

V

⑱
筑
前
国
早

　
良
郡
・
那

　
珂
郡

⑲
筑
後
国
三

　
瀦
郡

⑳
豊
前
国
企

　
救
郡

⑪
豊
前
国
下

　
毛
郡

⑫
豊
前
国
宇

　
佐
郡

　
市
中
近
村
と
も
鍬
組
と
唱
え
近
隣
伍
を
な
し
、
非
常
の

事
故
あ
る
時
は
懇
切
に
義
務
を
尽
く
し
、
互
に
相
助
け
る

例
な
り
。

　
死
者
の

家
は
稜
火
を
忌
む
を
も
っ
て
、
手
伝
の
者
に
は

隣
家
を

借
り
受
け
て
酒
飯
を
供
す
。

　
死
者
の

家
極
貧
に
て
葬
事
を
営
む
力
の
な
い
場
合
は
、

組
合
を
先

と
し
、
組
頭
・
目
付
よ
り
合
力
し
て
一
町
中
有

志
の
助
力
を
も
っ
て
葬
式
を
営
む
こ
と
あ
り
。

　
一
町
一
村
必
ず
集
会
し
て
救
助
す
る
義
務
あ
り
。

　
村
方
に
て

は
講
組
と
称
す
る
も
の
が
あ
り
、

し
て
万
端
の
使
役
を
助
け
る
。

組
中
集
会

あ
っ
て
も
葬
埋

せ
ず
。

　
埋
葬
は
必
ず

夜

陰

に

行
う

例
。

葬
埋
は
暦
面

の

日
取
を
選
び

延
縮
す
る
こ
と

に
て

時
日
の
定

例
な
し
。

　
貧
富
に
限
ら

ず
一
夜
以
上
は

必
ず
枢
を
留
め

て

葬
埋
す
る
を

例
と
す
。

　
葬
埋
は
旧
暦

二
十
四

時
を

経

る
を
例
と
す
。

　
死
去
の

翌
日

葬
埋
す

る
の
が

一
般
の

例
。
宇
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地
　
　
域

親
族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

葬
送
の
時
期

◎
豊
後
国
速

　
見
郡

⑭
肥
後
国
天

　
草
郡

◎
肥
後
国
球

　
摩
郡

⑯
大
隅
国
囎

　
助
郡

　
子
た

る
者
は
礼
服
に
て
雇
従
す
る
の
み
。
位
牌
は
孫
た

る
者
が
持
ち
、
香
花
は
近
親
の
児
子
が
持
ち
行
く
習
慣
な

り
。

佐
神
領
は
春
秋

二
十
七
日
間
ず

つ
の

致
祭
中
は

葬

式
を
許
さ

ず
、
飲
棺
し
て

家
に
留
め
る
法

な
り
。

　
一
夜
枢
を
留

め
て

葬
送
す
る

例
。

　

葬
埋
に
は
友

引
の
日
を
忌
む

も
の
多
し
。
死

後
一
夜
を
過
ぎ

棺
榔
を

出
す
通

例
な
り
。

　
葬
埋
に
は
寅

酉

の

日
を
忌

む
。
も
し
や
む

を

え
ざ
れ
ば
夜

子
の
刻
を

過
ぎ

て

葬
式
を
な

す

慣
習
な
り
。

　
葬
埋
は
死
去

の

翌

日
を
通
例

と
す
。
明
治
元

年
よ
り
寺
葬
を

廃
し
て
一
般
に

神
葬
を
用
い
る

よ
う
に
な
っ

地
　
　
域

⑰
薩
摩
国

鹿

　
児
島
郡

親
族
・
地
域
住
民
の
葬
式
へ
の
関
与
の
仕
方
と
役
割

葬
送
の
期
期

　
下
等
の
人
は
お
よ
そ
三
十
人
ず
つ
一
組
の
無
常
講
を
結

び
、
一
月
に
一
家
お
よ
そ
十
銭
ず
つ
掛
金
を
し
、
組
中
死

老
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
与
え
て
費
用
に
充
て
る
。
ま
た
、

こ
の
講
は
五
十
ヵ
月
の
期
を
定
め
、
一
講
ご
と
に
人
員
の

順
序

を
も
っ
て
こ
れ
を
付
与
す
。
五
十
ヵ
月
の
う
ち
死
者

が

な
く
て
も
、
こ
れ
を
受
け
取
る
。

た
。

⑥
伊
勢
国
安
濃
郡
－
子
が
香
櫨
を
持
ち
、
孫
が
花
を
持
つ
。
⑧
志
摩
国
答
志
郡
ー

相
続
人

は
位
牌
を

持

ち
、
二
二
二
男
あ
る
い
は
男
孫
は
棺
を
か
つ
ぎ
、
要
は
水
桶
を

持

ち
、
娘
と
孫
娘
は
飯
盆
を
持
ち
、
埋
葬
に
臨
ん
で
は
土
掛
け
と
称
し
第
一
番
に
土

を
覆
う
。
⑨
尾
張
国
愛
知
郡
・
三
河
国
額
田
郡
ー
卑
属
の
近
親
が
棺
を
か
つ
ぎ
、

相
続
人

は
位
牌
を
持
つ
。
⑩
三
河
国
渥
美
郡
ー
卑
属
が
棺
を
か
つ
ぎ
、
相
続
人
は

位
牌
を
持
ち
、
女
婿
は
天
蓋
を
持
つ
。
⑬
豊
後
国
速
見
郡
ー
子
た
る
者
は
礼
服
に

て

雇
従
す

る
の
み
。
位
牌
は
孫
た
る
者
が
持
ち
、
香
花
は
近
親
の
児
子
が
持
ち
行
く
。

　

こ
れ
を
み
る
と
、
親
族
が
棺
を
か
つ
ぐ
場
合
に
は
、
直
系
卑
属
つ
ま
り
子
や
孫
が

そ
の
任
に
あ
た
る
の
が
通
例
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
⑧
の
事

例

で
、
こ
こ
で
は
直
系
卑
属
の
う
ち
男
女
の
役
割
分
担
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
二
・
三
男
と
男
孫
は
棺
か
つ
ぎ
の
力
役
を
担
い
、
娘
と
孫
娘
は
飯
盆
を
持

つ
の

が

し
き
た
り
で
、
日
常
生
活
に
お
け
る
男
女
の
役
割
分
担
が
葬
送
の
際
の
役
割

に

も
反
映
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
桜
田
勝
徳
氏
に
よ
る
と
、
野
辺
送
り
の
飯

膳
を

近

親
の
女
性
が
持
つ
所
は
多
く
、
近
親
者
に
適
任
の
女
性
が
い
な
い
場
合
は
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

人

を
頼
ん
で
も
女
性
が
勤
め
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
食
事
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を

掌

る
の
は
女
性
固
有
の
役
割
だ
っ
た
こ
と
に
規
律
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
男
女
の
役
割
分
担
が
明
ら
か
な
事
例
と
し
て
は
、
⑬
越
前
国
敦
賀
郡
の
例
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
火
葬
を
行
う
場
合
は
、
葬
礼
の
当
日
は
男
子
の
み
が
送
り
、
そ
の
翌
日

の

灰
葬
に
は
婦
人
の
み
が
送
る
の
が
習
わ
し
と
な
っ
て
い
る
。

　
◎
で
は
孫
と
幼
児
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
が
関
心
を
惹
く
。
野
辺
送
り

の

飯
膳
や
位
牌
や
香
櫨

な
ど
を
幼
児
や
孫
に
持
た
せ
る
例
は
少
な
く
な
く
、
桜
田
勝

徳
氏

は
、
「
そ
の
様
な
重
要
な
役
に
就
て
は
、
と
か
く
役
目
争
い
が
生
じ
、
親
類
間

の

不
和
の
元
に
な
る
事
が
多
か
っ
た
か
ら
、
喧
嘩
に
な
ら
ぬ
子
供
に
こ
の
役
を
為
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

る
と
い
う
便
法
が
漸
次
人
気
を
博
し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
子
供
が
葬
送
に
際
し
て
重
要
な
役
目
を
担
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
理
由
の

他

に
、
子
供
は
老
人
と
同
じ
く
神
聖
視
さ
れ
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て

日
常
生
活
に
お
い
て
子
供
と
老
人
の
間
に
は
親
愛
の
情
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
と
も

関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
二
、
葬
礼
の
際
の
近
親
者
の
着
衣
が
定
ま
っ
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
。
⑧
志
摩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ロ
　
ギ

国
答
志
郡
－
相
続
人
は
色
着
（
尋
常
上
下
の
色
を
異
に
す
る
も
の
）
を
着
す
。
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
ツ
キ

下
野

国
都
賀
郡
ー
男
子
は
上
下
、
女
子
は
被
布
を
着
す
。
⑫
越
前
国
足
羽
郡
－
近

親
の
者
は
白
衣
を
着
し
、
そ
の
他
は
礼
服
に
て
火
葬
場
ま
で
送
る
。
⑫
佐
渡
国
雑
太

郡－
葬
送
の
途
中
は
近
親
の
者
は
上
下
を
着
し
、
帯
刀
免
許
な
き
者
も
こ
の
時
に

限

り
一
刀
を
帯
す
る
。
⑬
丹
後
国
加
佐
郡
－
忌
掛
り
親
族
は
必
ず
白
衣
を
着
し
て

葬
送

す
。
⑬
紀
伊
国
名
草
郡
・
海
部
郡
ー
町
方
に
て
は
葬
埋
の
節
、
血
族
は
浅
衣

と
称
す
る
無
紋
の
上
下
を
着
す
。

　
⑧
で
は
相
続
人
は
位
牌
を
持
つ
の
が
習
わ
し
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
衣
服
に
よ
っ

て

も
相
続
人
た
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
⑫
で
は
上
下
、
帯
刀

と
い
う
武
士
の
身
な
り
で
も
っ
て
葬
送
し
て
お
り
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
⑬
で

は
忌
掛

り
親
族
は
白
衣
を
着
る
の
が
し
き
た
り
と
な
っ
て
い
る
が
、
親
族
の
着
衣
が

定

ま
っ
て
い
た
他
の
例
も
、
お
そ
ら
く
忌
掛
り
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た

ろ
う
。
今
日
で
は
親
族
も
そ
の
他
の
会
葬
者
も
同
じ
喪
服
を
着
る
こ
と
が
多
く
な
っ

て

い

る
の
で
、
服
装
か
ら
は
誰
が
忌
掛
り
親
族
で
あ
る
か
を
識
別
す
る
の
は
難
し
い

が
、
忌
の
観
念
の
強
く
支
配
し
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
忌
掛
り
親
族
が
特
定
の

服
装
を

す

る
慣
習
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
葬
式
の
時
の
食
事

に

し
て
も
、
忌
掛
り
親
族
の
食
べ
る
物
と
手
伝
い
の
者
お
よ
び
一
般
会
葬
者
の
そ
れ

と
は
別
個
の
火
で
調
理
す
る
の
が
か
つ
て
は
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
民
俗
学
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
〈
表
1
＞
で
も
、
⑰
土
佐
国
土
佐
郡
で
は

死
者
の
家
は
微
火
を
忌
む
故
、
手
伝
い
の
者
に
は
隣
家
を
借
り
受
け
て
酒
飯
を
供
す

る
習
俗
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
、
講
や
組
合
の
者
が
葬
式
を
取
り
仕
切
っ
た
り
、
労
力
や
金
品
を
提
供
し
て

い

る
所
が
多
い
（
③
、
④
、
⑥
、
⑪
、
⑮
、
⑯
、
⑰
、
⑲
、
⑳
、
⑳
、
㊧
、
⑳
、
⑳
、

⑮
、
⑯
、
⑲
、
⑳
、
⑯
、
⑪
、
⑰
）
。
な
か
で
も
、
③
、
④
、
⑮
、
⑯
、
⑰
、
⑲
、

⑳
、
⑳
、
⑪
、
⑯
、
⑲
、
⑳
、
⑰
は
、
葬
式
の
際
の
互
助
を
目
的
と
し
て
結
成
し
た

講
や
組
合
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
右
の
う
ち
、
⑳
周
防
国
吉
敷
郡
の
念
仏
講
と
⑰
薩
摩
国
鹿
児
島
郡
の
無
常
講
は
下

層
民
に
限
っ
て
組
織
し
た
も
の
で
あ
り
、
毎
月
金
を
積
み
立
て
、
講
中
の
家
に
死
者

が

出
た
時
は
そ
の
基
金
で
も
っ
て
葬
儀
を
執
り
行
っ
て
い
る
。
⑳
越
後
国
蒲
原
郡
の

無
常
講
は
寺
の
檀
下
の
者
同
士
で
結
ん
だ
組
織
で
、
や
は
り
月
々
積
み
金
を
し
て
葬
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儀
の
際
に
支
給
し
て
い
る
。
⑳
陸
前
国
遠
田
郡
、
⑳
羽
後
国
由
利
郡
で
は
講
中
が
葬

式
一
切
を
周
旋
し
て
い
る
が
、
貧
困
者
の
場
合
は
講
中
が
金
や
米
も
給
し
て
い
る
。

　

貧
困
者
に
対
す
る
葬
事
扶
助
の
例
は
、
⑫
、
⑳
、
⑲
に
も
み
ら
れ
る
。
⑫
武
蔵
国

豊
島
郡
で
は
、
貧
困
者
が
葬
埋
に
差
し
支
え
る
節
は
、
地
主
や
店
受
人
が
合
力
し
、

同
じ
店
の
者
も
扶
助
し
て
い
る
。
維
新
前
は
町
会
所
へ
申
し
立
て
て
取
置
料
（
埋
葬

費
用
）
を
支
給
し
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
⑳
羽
後
国
秋
田
郡
の
秋
田
市

中
で
は
、
有
志
者
が
救
祉
の
た
め
に
結
成
し
た
感
応
講
が
貧
窮
者
に
金
穀
を
給
し
て

埋
葬

さ
せ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
筆
者
は
、
こ
の
感
応
講
の
創
設
に
尽
力
し
、
運
営

の

中
心
に
あ
っ
た
秋
田
藩
御
用
達
商
人
那
波
家
の
文
書
（
現
在
、
秋
田
市
立
中
央
図

書
館
所
蔵
）
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
文
政
一
二
（
一
八
二
九
）

年
に
創
設

さ
れ
て
い
る
。
⑲
筑
後
国
三
瀦
郡
で
は
、
貧
困
で
葬
事
を
営
む
力
の
な
い

場
合

は
、
組
合
そ
れ
に
町
中
の
有
力
者
が
扶
助
し
て
い
る
。

　
死

骸
の
処
理
、
鎮
魂
は
、
そ
の
家
の
者
に
と
っ
て
重
大
事
で
あ
る
ぼ
か
り
か
、
同

じ
村
や
町
に
生
活
す
る
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
村
・
町
の
清
浄
性
を
保
つ
上
で
等
閑

に
付
す

こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
生
き
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
自

分
が
死
ん
だ
時
に
葬
送
祭
祀
を
営
ん
で
も
ら
え
る
か
否
か
は
切
実
な
関
心
事
で
も
あ

っ

た
だ

ろ
う
。
同
じ
村
や
町
に
暮
ら
す
者
た
ち
が
葬
式
の
際
の
互
助
を
目
的
と
し
た

組
織
を

創

り
出
し
、
葬
送
祭
祀
の
確
実
な
執
行
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
い
わ

ば
人
情
の
自
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
㊧
羽
後
国
秋
田
郡
、
⑳
豊
前
国
企
救
郡
で
は
、
一

村
、
一
町
全
体
が
助
け
合
っ
て
葬
式
を
営
ん
で
い
る
。
⑫
江
戸
で
は
地
主
・
店
受
人

や
町
会
所
が
、
⑰
秋
田
市
中
で
は
有
志
者
の
結
成
し
た
感
応
講
が
、
そ
れ
ぞ
れ
貧
民

の

葬
送
を

扶
助
し
て
い
る
が
、
都
市
で
は
人
口
の
移
動
が
激
し
く
、
恒
常
的
な
互
助

組
織
に
編
成
さ
れ
て
い
な
い
貧
民
が
増
加
し
て
い
た
た
め
、
そ
う
し
た
有
力
者
や
会

所
の

扶
助
を

必
要
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

形
態
は

様
々
で
も
、
村
や
町
で
は
死
者
が
出
た
時
に
は
志
な
く
葬
送
を
営
む
こ
と

を

保
障
す
る
シ
ス
テ
ム
が
創
り
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
死
者

の

鎮
魂
、
生
者
の
精
神
的
安
定
、
お
よ
び
村
・
町
の
清
浄
性
の
保
持
が
は
か
ら
れ
て

い
た
わ
け

で
あ
る
。

　
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
採
録
の
事
例
で
は
、
講
や
組
合
が
葬
式
を
取
り
仕
切
っ
て

い

る
例
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
古
く
よ
り
そ
れ
が
通
例
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

第
一
節
第
一
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
同
族
結
合
が
強
か
っ
た
近
世
初
期
の
段
階
で
は
、

同
族
の
長
の
指
揮
下
に
同
族
団
の
儀
礼
と
し
て
葬
式
が
営
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

有
賀
喜
左
衛
門
氏
が
調
査
さ
れ
た
岩
手
県
二
戸
郡
荒
沢
村
石
神
は
、
の
ち
の
ち
ま
で

同
族
結
合
が
強
く
存
続
し
て
い
た
村
落
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

村

落
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
葬
式
に
お
い
て
オ
ー
ヤ
斎
藤
家
が
指
導
的
役
割
を
果
た

し
て
お
り
、
血
縁
分
家
で
あ
る
別
家
や
非
血
縁
の
名
子
の
葬
式
の
際
に
は
オ
ー
ヤ
主

人

が
一
切
の
指
図
を
し
、
必
要
な
食
器
・
畳
・
葬
具
等
は
オ
ー
ヤ
が
貸
し
、
米
・
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

噌
・
醤
油
・
野
菜
等
も
オ
ー
ヤ
が
融
通
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
長
野
県
下
の
村

落
で
親
方
・
子
方
制
の
強
か
っ
た
所
で
は
、
親
方
は
子
方
の
生
計
を
補
助
す
る
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

な

ら
ず
、
葬
式
を
も
取
り
仕
切
っ
て
い
た
。

　
同
族
の
長
や
親
方
百
姓
の
支
配
の
強
固
な
村
落
で
は
、
彼
ら
は
配
下
の
者
た
ち
の

生
活
を

保
障
す
る
だ
け
で
な
く
、
死
後
の
葬
送
・
供
養
を
も
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
的
に
は
、
近
世
中
期
以
降
に
お
い
て
は
、
自
立

性

を
強
め
た
家
相
互
が
対
等
性
を
原
理
に
組
織
し
た
講
や
組
合
が
そ
う
し
た
保
障
機
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能
を

果
た
す

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
第
四
、
葬
送
に
は
、
親
類
・
知
音
や
講
・
組
合
の
者
だ
け
で
な
く
、
村
惣
中
、
町

中
も
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て
い
る
。

　
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
⑳
羽
後
国
秋
田
郡
、
⑩
豊
前
国
企
救
郡
で
は
、
　
一
村
一

町
全
体
の
扶
助
の
も
と
に
葬
式
が
執
行
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
⑳
で
は
、
村
内
の
各
戸

か

ら
火
葬
用
の
藁
二
束
ず
つ
を
差
し
出
す
の
が
慣
例
だ
っ
た
の
が
、
一
〇
年
程
前
よ

り
藁
を
出
す
の
は
一
〇
〇
戸
中
五
、
六
〇
戸
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
お

り
、
村
の
共
同
体
と
し
て
の
機
能
が
や
や
減
退
し
て
い
る
の
が
う
か
が
わ
れ
て
、
興

味
深
い
。

　
村
・
町
の
関
与
例
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
る
。
⑳
羽
後
国

秋

田
郡
秋
田
市
中
ー
棺
か
つ
ぎ
、
穴
掘
り
な
ど
は
親
類
懇
意
の
者
が
行
い
、
町
に

て

は

関
係
し
な
い
が
、
町
内
の
者
全
員
が
葬
送
の
見
送
り
を
す
る
。
⑪
若
狭
国
遠
敷

郡－
親
類
は
も
ち
ろ
ん
、
一
町
一
村
皆
礼
服
に
て
会
葬
す
る
。
⑮
出
雲
国
島
根
郡

ー
－
葬
式
は
近
所
組
合
が
扶
助
し
て
執
行
す
る
が
、
葬
送
の
節
は
町
内
戸
別
に
門
提

燈
を

揚

げ
、
手
提
燈
を
提
げ
て
供
を
な
す
。
◎
長
門
国
阿
武
郡
－
親
族
・
組
合
・

知
音
の
他
に
村
内
・
町
内
の
者
も
立
ち
合
っ
て
葬
式
を
営
む
。

　
以
上
の
事
例
か
ら
、
村
・
町
と
し
て
葬
式
の
執
行
に
参
与
し
て
い
る
所
も
あ
る
し
、

執
行

に
は
直
接
参
加

し
な
く
て
も
同
じ
村
・
町
の
住
人
と
し
て
葬
送
を
見
送
る
こ
と

が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
所
も
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

ま
た
香
奥
も
、
親
類
・
知
音
・
講
・
組
合
だ
け
で
な
く
、
村
・
町
と
し
て
も
出
す

の

が
一
般
的
な
慣
例
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
民
俗
学
な
ど
で
検
証
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で

あ
る
。
村
香
奥
の
起
こ
り
に
つ
い
て
は
、
柳
田
国
男
氏
が
次
の
よ
う
な
推
定
を
さ

れ
て

い

る
。
「
所
謂
『
村
香
彙
』
の
始
ま
り
は
、
さ
う
古
い
こ
と
で
あ
ら
う
と
は
認

め

ら
れ
な
い
。
一
人
の
族
長
を
中
心
に
し
た
所
謂
門
統
組
織
の
、
今
よ
り
も
緊
密
で

あ
っ
た
時
代
に
は
、
族
人
相
互
の
間
に
は
斯
ん
な
対
等
関
係
は
存
し
な
か
っ
た
筈
で

あ
る
。
個
々
の
小
さ
な
家
が
分
立
し
て
、
始
め
て
外
部
か
ら
の
援
助
が
必
要
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

て

来
た

際
に
、
こ
の
種
の
贈
遺
と
饗
応
と
の
交
易
は
起
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
」
と
。

す
な

わ

ち
、
同
族
団
の
長
の
支
配
体
制
が
崩
れ
、
自
立
性
を
強
め
た
小
農
民
の
家
相

互
の

対
等
的
な
結
び
付
き
に
よ
っ
て
村
共
同
体
が
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階

に
、
村
香
貧
の
起
源
を
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
推
定
は
蓋

然
性
を

持
ち

え
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
同
族
団
に
代
わ
っ
て
講
や
組
合
あ
る
い
は
村

が

葬
式
を
取
り
仕
切
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
村
香
貧
の
発
生
と
軌
を
一
に
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
は
種
々
の
縁
で
結
ぼ
れ
た
人
々
が
様
々
な
形

で
参
加
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
初
七
日
、
四
九
日
、
各
年
忌
の
法
要
で
は
、
先
に

検
討
し
た
安
芸
国
高
田
郡
多
治
比
村
丸
屋
吉
川
家
の
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

参
加
者
は
限
定
さ
れ
、
最
終
的
に
弔
い
上
げ
ま
で
、
つ
ま
り
死
霊
か
ら
神
と
し
て
の

祖
霊
に
昇
華
さ
せ
る
ま
で
面
倒
を
み
る
の
は
、
そ
の
家
の
家
族
、
そ
れ
に
死
者
と
親

子

関
係
に
あ
る
者
の
み
で
あ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
後
の
安
穏
の

保
障
を
得
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
ま
ず
も
っ
て
自
己
の
家
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
要
件
と

な
る
。
し
か
し
、
祀
っ
て
く
れ
る
家
が
絶
え
た
ら
、
そ
の
家
の
霊
は
ま
っ
た
く
放
置

さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
同
族
・
親
類
筋
の
家
が
位
牌
や
墓
を
管
理
し

て

祭
祀
を

営
む

こ
と
は
あ
る
し
、
絶
家
を
再
興
し
た
者
は
当
然
、
そ
の
家
の
死
霊
・

祖
霊

を
祭
祀
す
る
義
務
を
負
う
。
ま
た
地
域
共
同
体
と
し
て
も
、
無
縁
の
霊
の
供
養
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も
行
う
。
盆
に
は
、
自
己
の
家
の
死
霊
・
祖
霊
だ
け
で
な
く
、
帰
る
家
の
な
い
霊
を

も
迎
え
入
れ
て
供
物
を
捧
げ
る
風
習
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
地
域
共
同

体
の

構
成
員
だ
っ
た
者
の
霊
魂
お
よ
び
何
ら
か
の
理
由
で
そ
の
地
で
死
去
し
た
外
来

者
の
霊
を
共
同
で
供
養
す
る
行
事
も
、
共
同
体
的
地
域
結
合
の
強
か
っ
た
時
代
に
は

広
く
行
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

つ

ま
り
、
近
世
中
期
以
降
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
が
葬
送
お
よ
び
供
養
の
祭
祀
を
営
ん

で
死
後
の
霊
魂
の
安
穏
を
保
障
す
る
責
任
主
体
と
な
り
つ
つ
も
、
そ
れ
を
取
り
巻
く

同
族
・
親
類
、
講
・
組
合
、
村
・
町
の
地
域
共
同
体
な
ど
が
、
そ
の
保
障
を
補
完
す

る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

第
五
、
死
骸
を
埋
葬
す
る
穴
掘
り
役
は
、
講
・
組
合
の
者
が
務
め
る
所
が
多
く
な

っ

て

い

る
が
、
な
か
に
は
賎
民
や
親
類
が
務
め
て
い
る
事
例
も
存
す
る
。

　
講
・
組
合
の
者
が
穴
掘
り
役
を
務
め
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
⑯
信

濃

国
小
県
郡
、
⑰
信
濃
国
埴
科
郡
、
⑳
陸
前
国
遠
田
郡
の
三
例
の
み
で
あ
る
が
、

講
・
組
合
が
、
葬
事
一
切
を
周
旋
し
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
所
で
は
、
そ
の
任
務

の

中
に
穴
掘
り
役
も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
賎
民
が
担
っ
て

い

る
事
例
は
⑦
伊
勢
国
度
会
郡
、
親
類
懇
意
の
者
が
担
っ
て
い
る
事
例
は
⑰
羽
後
国

秋
田
郡
の
み
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
土
葬
に
し
ろ
火
葬
に
し
ろ
死
骸
を
処
理
す
る
仕
事
は
最
も
死
微
を
受

け
や
す

い

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
か
つ
て
は
忌
の
掛
っ
た
親
族
や
卑
賎
視
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

れ
た
者
た
ち

が

担
う
の
が
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
有
賀
喜
左
衛
門
氏
に
よ
れ

ば
、
信
州
で
も
、
穴
掘
り
役
は
古
く
は
賎
民
扱
い
に
さ
れ
て
い
た
者
や
家
格
の
低
い

者
に

あ
た
ら
せ
て
い
た
の
が
、
の
ち
に
は
葬
式
仲
間
の
輪
番
制
に
移
行
し
た
と
い

（4
8
）

う
。
穴
掘
り
役
を
講
・
組
合
の
者
が
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
死
稜
を
忌

む
観
念
が
薄
ら
い
だ
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
　
こ
の
点
に
つ
い
て
有
賀
氏
は
、
「
念

仏
供
養
が
死
霊
へ
の
畏
怖
を
完
全
に
払
拭
す
る
に
至
っ
た
日
本
宗
教
史
上
の
大
変
革

の

結
果
で

あ
っ
た
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
埋
葬
に
の
み
従
事
し
て
賎
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

め

ら
れ
た
特
殊
な
家
を
村
生
活
の
中
に
融
解
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
」

と
、
念
仏
供
養
の
普
及
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
柳
田
国
男
氏
は
、
「
忌

を

日
本
人
が
さ
ま
で
気
に
か
け
な
く
な
っ
た
原
因
は
、
一
般
的
に
い
へ
ば
経
験
の
精

確
に
な

っ

た

こ
と
、
即
ち
之
を
守
ら
ず
と
も
格
別
の
災
ひ
は
無
か
っ
た
例
を
追
々
に

知
っ
て
記
憶
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
促
し
た
も
の
は
異
郷
人
の
接
触
、
即

ち

各
地
の

違
っ
た
習
俗
に
養
は
れ
た
者
が
、
至
極
無
邪
気
に
今
ま
で
の
法
則
を
、
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

々

破
っ
て
見
せ
て
く
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
ふ
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
様
々
な
理
由
で
死
骸
を
以
前
ほ
ど
不
浄
視
し
な
く
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
組
合
・
講
の

者

も
死
骸
の
処
理
に
直
接
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
一
方
で
、
同
じ
人
が
年
に
二
回
穴
は
掘
ら
な
い
、
あ
る
い
は
妻
が
妊
娠
中
で
あ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

ぽ
穴
掘

り
役
を
は
ず
す
、
と
い
っ
た
禁
忌
も
広
く
存
在
し
て
お
り
、
死
者
の
忌
が
掛

る
の
を
恐
れ
る
観
念
は
そ
の
後
も
人
々
を
少
な
か
ら
ず
支
配
し
つ
づ
け
た
よ
う
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
採
録
の
事
例
の
中
で
は
、
⑦
伊
勢
国
度
会

郡
の

み
が

番
非
人

に

埋
葬
を

取

り
扱
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
地
方
で
は
「
墓
地
二
至
ル

迄
ハ
死
ヲ
表
セ
ス
枢
ヲ
駕
籠
二
入
レ
篤
疾
ノ
形
状
ヲ
以
テ
昇
送
」
し
て
い
る
が
、
そ

れ

は

「
道

路
ヲ
稜
ス
ヲ
忌
ム
故
ナ
リ
」
と
し
て
お
り
、
死
稜
を
忌
む
観
念
が
と
り
わ

け
強

か
っ

た
。
そ
れ
が
埋
葬
を
番
非
人
に
押
し
つ
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ

れ
は
伊
勢
神
宮
と
の
関
係
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
⑱
出
雲
国
神
門

郡
で

も
「
杵
築
町
ハ
神
地
タ
ル
ヲ
以
テ
市
街
中
公
ケ
ニ
死
人
ヲ
昇
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁

ス
、
依
テ
死
者
ヲ
駕
籠
二
入
レ
病
人
ノ
名
義
ニ
テ
檀
那
寺
へ
連
レ
行
キ
、
然
シ
テ
沐

浴
シ
葬
式
ヲ
行
フ
コ
ト
ナ
リ
」
と
報
告
し
て
お
り
、
神
地
に
お
い
て
は
神
聖
性
と
裏

腹
の
関
係
で
死
稜
は
こ
と
さ
ら
に
忌
避
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⇔

葬
送
の

時
期

　
〈
表
1
V
を
み
る
と
、
死
去
し
た
あ
と
葬
送
を
執
行
す
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
地

域
慣
行

と
し
て
定
ま
っ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
分
類
す
る
と
次
の
ご

と
く
で
あ
る
。

　
○
即
日
1
⑧

　
〇
二
四
時
間
以
内
ー
⑦

　
〇
二
四
時
間
経
過
ー
⑭
、
⑱
、
⑲
、
⑭
、
⑪

　
○
翌
日
（
一
夜
枢
を
留
め
る
例
を
含
む
）
1
⑨
、
⑩
、
⑪
、
⑳
、
⑳
、
⑳
、
⑫
、

　
　
⑬
、
⑬
、
⑱
、
㊧
、
⑳
、
㊨
、
◎
、
⑭
、
⑯

　
〇
一
夜
以
上
枢
を
留
め
る
ー
⑳

　
〇
二
日
あ
る
い
は
三
日
を
期
と
す
ー
⑥
、
⑲

　
〇
二
日
あ
る
い
は
三
日
経
過
1
①

　
〇
三
日
以
内
1
㊧
、
⑬

　
〇
三
日
目
　
　
⑬
、
⑳
、
⑰
、
⑱

　
〇
三
B
目
あ
る
い
は
四
日
目
1
⑳
、
⑩

　

○
日
限
一
定
せ
ず
ー
⑳

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
死
亡
後
二
四
時
間
を
過
ぎ
て
か
ら
、
あ
る
い
は
翌
日
に
葬
送
し

て

い

る
所
が
圧
倒
的
に
多
い
。
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
に
採
録
さ
れ
た
事
例
は
調

査
事
例
の

す
べ
て
で
は
な
い
が
、
「
葬
埋
」
の
項
の
総
論
で
も
「
大
抵
旧
暦
二
十
四

時
或
ハ
死
去
ノ
翌
日
送
葬
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
慣
例
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と

が

知

ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
⑭
丹
後
国
与
謝
郡
の
事
例
で
は
、
「
死
去
ノ
時
刻
ヨ
リ
旧

暦

二
十
四

時
ヲ
経
サ
レ
ハ
送
葬
ヲ
許
サ
・
ル
寺
法
ア
ル
ヲ
以
テ
即
日
送
葬
ス
ル
者
ナ

シ

」

と
、
そ
れ
が
寺
法
に
も
と
つ
く
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　
即

日
あ
る
い
は
二
四
時
間
以
内
に
葬
る
例
は
そ
れ
ぞ
れ
一
例
の
み
で
、
他
は
一
定

の

日
時
を
お
い
て
葬
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
の
は
、
⑦
死
者
が
蘇
生
す
る
か
も
し
れ

な
い
と
の
期
待
感
が
あ
っ
た
、
④
死
者
と
の
永
別
を
惜
し
む
た
め
、
◎
葬
式
の
準
備
、

な
ど
の
理
由
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
反
面
、
二
四
時
間
あ
る
い
は
一
夜
経
過
後

と
い
う
短
い
時
間
し
か
お
か
ず
に
葬
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
点
に
も
、
留
意
し
な

く
て
は
な
る
ま
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
こ
に
は
死
稜
を
忌
む
観
念
が
働
い
て
い
た
と
思

わ
れ

る
。
⑦
伊
勢
国
度
会
郡
で
は
絶
息
後
二
四
時
間
以
内
に
埋
葬
す
る
定
め
と
な
っ

て

い

る
が
、
こ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
地
域
は
伊
勢
神
宮
と
の
関
係
で
死
稜

を

と
り
わ
け
忌
避
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
葬
送
の
時
期
に
は
地
域
差
の
み
な
ら
ず
階
層
差
も
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ぽ
、
⑭
加

賀
国
石
川
郡
で
は
二
夜
を
過
ぎ
て
（
す
な
わ
ち
三
日
目
に
）
葬
る
例
で
あ
る
が
、

中
・
下
層
民
で
は
一
夜
を
過
ぎ
て
葬
る
こ
と
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
⑳
羽
後
国

秋

田
郡
で
は
、
中
等
以
下
は
た
い
て
い
一
日
を
隔
て
、
そ
れ
以
上
は
伯
叔
父
母
、
親

子
な

ど
の
来
集
を
待
ち
、
親
視
せ
し
め
た
う
え
で
納
棺
す
る
の
が
例
と
な
っ
て
い
る
。

上
層
民
は
中
・
下
層
民
に
比
べ
て
通
婚
圏
や
交
際
範
囲
が
広
い
の
で
、
親
族
・
知
人
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が
集

ま
る
の
に
時
間
が
か
か
る
し
、
ま
た
葬
式
の
準
備
に
も
格
式
相
応
の
時
間
を
要

し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
特
定
の
日
に
葬
式
を
執
行
す
る
の
を
忌
避
し
た
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
（
⑪
、

⑳
、
⑫
、
⑳
、
⑭
、
⑱
、
⑫
、
⑭
、
⑮
）
。
　
こ
の
う
ち
⑭
淡
路
国
三
原
郡
千
草
組
七

力
村
で
は
陰
暦
十
二
月
晦
日
よ
り
正
月
三
日
ま
で
の
期
間
、
⑫
豊
前
国
宇
佐
郡
の
宇

佐
神
領

で
は
春
秋
の
致
祭
中
、
そ
れ
ぞ
れ
葬
式
を
禁
じ
た
例
で
あ
る
が
、
そ
の
他
は

丑
寅
の
日
、
友
引
の
日
、
五
墓
日
、
十
死
日
な
ど
の
忌
日
を
避
け
て
葬
式
を
営
ん
で

い
る
。

⇔
　
服
忌
慣
行
の
諸
相

　
∧
表

2
V
は
、
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
第
四
章
第
三
款
「
休
業
」
お
よ
び
第
二

款

「
葬

埋
」
の
項
に
収
録
さ
れ
て
い
る
服
忌
に
関
す
る
事
例
を
表
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
死
者
の
出
た
家
お
よ
び
そ
の
親
類
は
一
定
期
間
休
業
す
る
の

が

慣
例
で
あ
っ
た
所
が
多
い
。
休
業
期
間
を
分
類
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

○
葬
式
が
終
わ
る
ま
で
　
①
（
死
者
の
家
）
、
②
（
死
者
の
家
）
、
④
（
死
者
の

　
　
家
）
、
⑨
（
死
者
の
家
。
三
日
目
の
灰
葬
ま
で
）
、
⑬
（
忌
服
の
有
無
に
か
か
わ
ら

　
　
ず
親
戚
残
ら
ず
）
、
⑲
（
死
者
の
家
。
往
古
は
七
日
）
、
⑳
（
死
者
の
家
。
村
方
）

　
○
葬
式
の
翌
日
ま
で
ー
⑲
〉
（
死
者
の
家
。
油
絞
、
大
工
な
ど
音
響
あ
る
職
業
は

　
　
七

日
位
）
、
⑱
（
死
老
の
家
。
町
方
）

　
〇
一
両
日
ー
⑰
（
死
者
の
親
類
縁
者
で
表
店
に
住
む
者
。
裏
屋
居
住
の
貧
人
は

　
　
遠
慮
な
し
）

　
〇
三
日
1
⑭
（
死
者
の
家
）
、
⑳
（
死
老
の
家
）
、
⑯
（
死
者
の
家
。
村
方
）
、

　
⑲

（
死
者
の
家
と
別
戸
近
親
）
、
⑯
（
血
族
の
親
と
向
こ
う
三
軒
両
隣
）

〇

三

日
ま
た
は
二
日
1
⑫
（
死
者
の
血
族
。
父
母
は
三
日
、
そ
の
他
は
二
日
）

〇
四
日
ま
た
は
三
日
ー
⑰
（
死
者
の
家
は
四
日
、
そ
の
他
の
血
族
の
家
は
三
日
）

〇
五
日
位
1
⑱
（
死
者
の
家
）

〇

六

日
1
⑳
（
死
者
の
家
。
七
日
目
に
忌
中
祓
い
を
し
て
家
業
再
開
。
近
年
は

　
三

日
あ
る
い
は
五
日
に
て
忌
中
祓
い
を
す
る
こ
と
多
し
）
、
⑯
（
死
者
の
家
）

〇
七
日
1
⑧
（
死
者
の
家
）
、
⑩
（
死
者
の
家
。
近
来
は
生
業
繁
き
を
も
っ
て

　
出
棺
の
翌
日
に
七
日
の
墓
参
を
し
、
そ
の
翌
日
よ
り
家
業
を
再
開
す
る
こ
と
多

　
し
）
、
⑫
（
死
者
の
家
）
、
⑳
（
死
者
の
家
）
、
⑳
（
死
者
の
家
）
、
⑮
（
死
者
の

　
家
。
七
歳
未
満
の
者
が
死
去
し
た
時
は
例
外
。
町
方
）
、
⑯
（
父
母
が
死
去
し

　
た

時
の
み
休
業
。
兄
弟
や
伯
叔
父
母
死
去
の
時
は
休
業
な
し
）
、
⑪
（
初
度
の

　
法
事
済
み

ま
で
死
者
の
家
、
親
子
・
兄
弟
お
よ
び
分
地
を
受
け
た
家
は
休
業
）
、

　
⑮

（
死
老
の
家
）
、
⑱
（
死
者
の
家
。
村
方
）
、
⑳
（
死
者
の
家
。
力
役
を
業
と

　
す

る
貧
人
は
初
七
日
の
仏
事
を
引
き
上
げ
三
日
位
に
て
就
業
す
る
者
も
あ
り
）
、

　
⑪
（
死
者
の
家
。
浦
方
漁
業
の
者
は
三
日
）

〇
七
日
ま
た
は
一
日
1
⑪
（
死
者
の
家
は
七
日
、
近
親
の
家
は
一
日
）

〇

七

日
ま
た
は
三
日
1
⑮
（
死
老
の
家
は
七
日
、
そ
の
親
族
の
家
は
三
日
）
、

⑬
（
死
者
の
家
は
七
日
、
別
居
血
族
は
三
日
、
そ
の
他
一
町
内
に
て
も
休
業
）
、

⑰

（
両
親
は
七

日
、
兄
弟
は
三
日
。
た
だ
し
貧
富
の
別
あ
り
）
、
（
⑫
（
死
者
の

　
家
。
重
き
は
七
日
、
軽
き
は
三
日
）
、
⑮
（
死
者
の
家
は
七
日
、
血
族
は
三
日
）

〇
七
日
ま
た
は
三
日
、
二
日
ー
⑳
（
死
者
の
家
は
実
養
父
母
は
七
日
、
祖
父

母
・
兄
弟
姉
妹
・
伯
叔
父
母
は
三
日
、
子
女
は
二
日
休
業
。
そ
の
血
族
・
縁
族
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は
葬
式
終
了
ま
で
休
業
）

　
〇

七

日
ま
た
は
五
日
、
三
日
・
ー
⑳
（
死
者
の
家
は
父
母
は
七
日
位
、
そ
の
他
は

　
　
五

日
ま
た
は
三
日
休
業
。
別
戸
の
近
親
は
垂
簾
す
れ
ど
も
商
業
は
営
む
）
、
⑳

　
　

（
死

者
の
家
と
忌
掛
り
親
族
の
家
。
父
母
死
す
れ
ぽ
七
日
、
そ
の
他
は
五
日
、

　
　
五
歳
以

下
は
休
業
せ
ず
）
、
⑳
（
親
族
中
父
母
・
兄
弟
が
死
去
す
れ
ば
本
人
の

　
　
み

休
業
し
、
一
戸
あ
げ
て
休
業
す
る
こ
と
な
し
。
一
戸
あ
げ
て
休
業
す
る
の
は

　
　
戸
主
の

実
父
母
か
本
・
末
家
の
間
に
限
り
、
七
日
ま
た
は
三
日
を
例
と
す
）
、

　
　
㊧

（
死

老
の
本
・
末
家
と
親
子
・
兄
弟
な
ど
家
居
を
異
に
す
る
者
は
七
日
ま
た

　
　
は

五

日
、
三
日
休
業
）
、
⑳
（
男
女
を
問
わ
ず
、
一
五
歳
以
上
の
者
は
七
日
、

　
　
八
歳
以

上
は

五

日
、
七
歳
以
下
は
三
日
、
死
者
の
家
の
み
休
業
）

　
○

葬
埋
後
六
、
七
日
ー
⑯
（
死
者
の
家
）

　
〇

一
四

日
ま
た
は
七
日
、
五
日
1
⑳
（
父
母
死
す
れ
ぽ
一
四
日
、
そ
の
他
の
家

　
　
族
は
等
親
の

別

な
く
七
日
、
外
祖
父
母
・
兄
弟
姉
妹
・
伯
叔
父
母
は
五
日
）

　

〇
一
四
日
以
上
忌
明
け
ま
で
ー
⑳
（
死
者
の
家
。
町
方
）

　
〇

一
定

せ
ずー
③
（
死
者
の
血
族
の
休
業
は
、
そ
の
分
限
に
よ
っ
て
一
定
な
ら

　
　
ず
）

　
○

休
業
せ
ず
　
　
⑳
、
㊧
、
⑬
（
中
人
以
下
）

　
「
休
業
」
の
項
の
総
論
で
は
、
「
凡
ソ
死
者
ア
ル
家
ハ
門
戸
二
簾
ヲ
垂
レ
、
忌
中
ト

張
札
シ
、
葬
式
ノ
翌
日
仏
事
ヲ
取
行
ヒ
、
労
役
セ
シ
者
ヲ
招
宴
シ
、
其
翌
日
ヨ
リ
営

業
ス
、
故
二
其
休
業
日
限
ハ
富
家
ト
云
ヘ
ト
モ
七
日
ヲ
過
サ
ル
コ
ト
一
般
ノ
通
例
ナ

リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
葬
式
の
翌
日
に
初
七
日
の
法
事
を
繰
り
上

げ
て
済
ま
せ
、
そ
の
翌
日
か
ら
営
業
を
再
開
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

　
〈
表
2
＞
に
示
し
た
事
例
は
実
は
「
其
中
稽
異
ナ
ル
條
款
」
と
し
て
、
採
録
紹
介

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
通
例
と
は
少
々
異
な
る
諸
事
例
の
中
で
は
、
右

に
整
理

し
た
よ
う
に
、
七
日
間
、
す
な
わ
ち
初
七
日
の
法
事
が
済
む
ま
で
休
業
し
て

い

る
例
が
多
い
。
し
か
し
、
⑩
遠
江
国
敷
知
郡
で
は
、
七
日
間
休
業
す
る
の
が
慣
例

だ

っ

た

と
は
い
え
、
近
来
は
生
業
繁
き
を
も
っ
て
出
棺
の
翌
日
に
七
日
の
墓
参
を
済

ま
せ
、
そ
の
翌
日
よ
り
就
業
す
る
者
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
⑳
讃
岐
国
香
川
郡
で
は
、

初
七

日
の
仏
事
が
終
わ
る
ま
で
は
休
業
す
る
の
が
慣
例
で
あ
る
が
、
力
役
を
業
と
す

る
貧
人
は
こ
の
仏
事
を
繰
り
上
げ
て
三
日
位
で
就
業
す
る
者
も
い
る
と
す
る
。
⑳
）
上

野

国
邑
楽
郡
で
は
、
七
日
目
に
忌
中
払
い
を
し
て
営
業
を
再
開
す
る
の
が
例
で
あ
る

も
の
の
、
日
限
を
縮
め
三
日
あ
る
い
は
五
日
位
で
忌
中
祓
い
を
な
す
こ
と
が
多
く
な

っ

て

い

る
。
⑲
安
房
国
安
房
郡
・
平
郡
で
は
、
往
古
は
七
日
位
休
業
し
て
忌
中
祓
い

を
し
て
い
た
の
が
、
多
費
な
る
を
も
っ
て
近
頃
は
葬
式
が
終
わ
れ
ば
即
日
忌
中
祓
い

を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
常
識
的
に
考
え
て
、
初
七
日
の
法
事
を
済
ま
せ
る
ま
で
は
休
業
し
て
喪
に
服
す
る

の

が

本
来
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
休
職
し
て
も
禄
の
保
障
さ
れ
て
い

る
武
家
と
は
違
っ
て
、
庶
民
の
場
合
、
休
業
は
た
だ
ち
に
収
入
の
途
絶
に
つ
な
が
る
。

蓄
え
の
あ
る
富
裕
の
家
は
と
も
か
く
、
大
多
数
の
一
般
庶
民
に
あ
っ
て
は
あ
ま
り
長

く
休
業
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
初
七
日
の
法
事
を
繰
り
上
げ
て

済

ま
せ
、
休
業
期
間
を
短
縮
す
る
方
向
に
推
移
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑰
武
蔵
国
豊
島
郡
で
は
、
死
者
の
親
類
縁
者
で
表
店
に
住
む
者
は
一
両
日
位
は
営
業

を
遠
慮
す
る
者
が
い
る
も
の
の
、
裏
屋
居
住
の
貧
人
は
遠
慮
す
る
こ
と
な
し
と
報
告
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表

2
　
全
国
各
地
の
服
忌
慣
行

〈
畿

内
V

①

山
城
国
愛
宕

　
郡
・
葛
野
郡

②
山

城
国
久
世
郡

③
摂
津
国
西
成
郡

④
摂
津
国
八
部
郡

⑤
大
和
国
添
上
郡

⑥
河
内
国
交
野
郡

⑦
和
泉
国
大
鳥
郡

∧
東
海
道
〉

⑧
伊
勢
国
度
会
郡

⑨
三
河
国
額
田
郡

⑩
遠
江
国
敷
知
郡

⑪
駿
河
国
安
部
郡

　
・
有
渡
郡

　
葬
式
が
終
わ
る
ま
で
は
表
に
暖
簾
を
垂
れ
、
竹
箒
を
立
て
、
休
業
す

る
例
な
り
。

　
葬
式
が
終
わ
る
ま
で
休
業
す
る
を
例
と
す
。
し
か
れ
ど
も
父
母
の
喪

に
は
三
十
五
日
位
は
剃
額
せ
ず
、
萱
檀
を
絶
つ
習
慣
な
り
。

　
死
者
の

血
族
の

休
業
は
そ
の
分
限
に
よ
っ
て
一
定
な
ら
ず
。
生
魚
問

屋
、
青
物
問
屋
の
ご
と
き
は
一
日
も
休
業
せ
ざ
る
例
な
り
。

　
葬
式
が
終
わ
れ
ば
直
ち
に
開
業
す
る
通
例
な
り
。
た
だ
し
、
親
の
喪

に
は

五
十

日
月
代
を
剃
ら
ず
、
神
参
せ
ず
、
遊
宴
の
席
に
行
か
ざ
る
習

慣
な
り
。

　
真
宗
の
他
は
門
牌
を
用
い
る
例
な
り
。
こ
れ
に
は
死
者
の
戒
名
、
享

年
、
死
亡
月
日
を
記
す
。
忌
札
は
一
週
間
よ
り
二
週
間
に
至
る
ま
で
張

り
お
く
。

　
忌
札
（
白
紙
に
忌
の
字
を
大
書
し
て
門
の
柱
に
張
る
）
、
門
牌
（
死
者

の

戒
名
、
享
年
、
死
亡
年
月
日
を
白
紙
に
記
す
）
を
門
戸
に
張
る
も
あ

り
、
ま
た
門
牌
は
青
き
竹
に
挟
ん
で
立
て
置
く
も
あ
り
。

　
死
者
あ
る
家
は
門
戸
に
忌
札
を
張
る
。
近
親
の
家
は
類
忌
と
記
し
て

張
る
。

　
喪
家
休
業
は
忌
服
の
軽
重
に
関
せ
ず
七
日
を
例
と
す
。
父
母
、
夫
の

忌
を

受
け
る
者
戸
外
に
出
る
時
は
襟
あ
る
い
は
頭
に
白
布
を
巻
き
、
晴

天

と
い
え
ど
も
傘
を
開
く
例
な
り
。

　
三

日
目
に
灰
葬
と
唱
え
火
葬
の
骨
を
拾
っ
て
葬
り
、
翌
日
よ
り
家
業

に
就
く
例
な
り
。
こ
の
間
は
門
戸
に
裏
返
し
の
簾
を
垂
れ
喪
を
表
す
。

　
休
業
は
七

日
を
例
と
す
れ
ど
も
、
近
来
は
生
業
繁
き
を
も
っ
て
出
棺

の

翌

日
に
七
日
の
墓
参
を
な
し
、
そ
の
翌
日
よ
り
家
業
に
就
く
者
多

し
。　

死
者
の

家
は
休
業
七

日
を
例
と
す
。
近
親
の
家
に
て
は
．
一
日
休
業

す
。
村
方
に
て
は
七
日
間
門
牌
を
立
て
喪
を
表
す
。
町
方
に
て
は
簾
を

垂
れ
て

喪
を

表
す
。

⑫
駿
河
国
志
太

　
郡
・
益
頭
郡

⑬
甲
斐
国
山
梨
郡

⑭
伊
豆
国
田
方
郡

⇔
相
模
国
鎌
倉
郡

⑯
相
模
国
足
柄
郡

⑰
武
蔵
国
豊
島
郡

⑱
武
蔵
国
入
間
郡

⑲
安
房
国
安
房
郡

　
・
平
郡

〈

東
山
道
V

⑳
近
江
国
犬
上
郡

⑳
近
江
国
坂
田
郡

⑫
信
濃
国
水
内
郡

⑳
上
野
国
邑
楽
郡

⑳
上
野
国
群
馬
郡

　
休
業
は

七

日
を
例
と
す
。
服
稜
を
受
け
る
こ
と
は
武
家
の
制
度
に
従

う
。　

忌
服
の

有
無

に
か
か
わ

ら
ず
埋
葬
す
る
ま
で
は
親
戚
残
ら
ず
休
業
す

る
例
な
り
。

　
休
業
は
三
日
を
定
め
と
す
。
門
牌
と
唱
え
七
日
間
は
位
牌
を
竹
竿
に

挿
み
門
戸
に
立
て
、
香
花
を
手
向
け
る
例
な
り
。

　
死
者
の
家
は
三

日
間
簾
を
垂
れ
、
七
日
間
休
業
す
る
こ
と
な
り
。
そ

の

親
族
の
家
も
ま
た
三
日
位
垂
簾
休
業
す
る
例
な
り
。

　
村
町

と
も
葬
埋
後
六
、
七
日
を
経
て
親
族
・
組
合
を
招
饗
し
、
翌
日

よ
り
業
に
就
く
。
こ
れ
を
忌
中
祓
い
と
唱
え
、
笹
を
も
っ
て
屋
内
を
掃

う
を
例
な
り
。
村
方
に
て
は
簾
を
垂
れ
喪
を
表
す
こ
と
な
し
。

　
死
老
の

親
類
縁
者
で
表
店
に
住
む
者
は
店
前
に
簾
を
掛
け
、
親
類
忌

中
と
記
し
た
札
を
張
り
、
一
両
日
位
営
業
遠
慮
す
る
者
も
あ
り
。
裏
屋

居
住
の

貧
人
は
遠
慮
す
る
こ
と
な
し
。

　
五

日
位
休
業
し
、
門
戸
に
簾
を
垂
れ
、
忌
中
と
張
り
札
す
。
喪
家
は

非
人
の

強
請
を

防
ぐ
た
め
兼
て
微
多
を
雇
い
入
れ
お
く
例
な
り
。

　
往
古
は
七
日
位
休
業
し
忌
中
祓
い
を
し
て
い
た
が
、
多
費
な
る
を
も

っ

て

近
頃
は

葬
式
が
終
わ
れ
ば
即
日
忌
中
祓
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。　

七

日
間
は
門
戸
に
簾
を
垂
れ
休
業
す
。
三
十
五
日
位
ま
で
忌
中
と
張

り
札
し
お
く
例
な
り
。

　
七

日
目
に
法
事
を
し
、
終
わ
る
ま
で
休
業
す
。
父
は
五
十
日
、
母
は

三
十
五
日
間
、
門
戸
に
忌
中
と
張
り
札
す
。

　
死
者
の
血
族
の
者
の
休
業
は
、
父
母
は
三
日
、
そ
の
他
は
二
日
の
慣

例
。　

七

日
目
を
忌
中
祓
い
と
唱
え
戸
を
開
け
て
営
業
を
な
す
例
な
れ
ど

も
、
日
限
を
縮
め
三
日
あ
る
い
は
五
日
位
に
て
忌
中
祓
い
を
な
す
こ
と

多
し
。
村
方
に
て
は
三
十
五
日
間
は
月
代
を
剃
ら
ざ
る
を
も
っ
て
例
と

す
。　

死

老
の
家
に
は
門
戸
に
簾
を
垂
れ
忌
中
と
張
り
札
し
て
三
日
間
休
業

す
る
こ
と
な
り
。
親
の
忌
は
十
四
日
閉
居
し
て
月
代
を
剃
ら
ざ
る
慣
習
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㊧
陸
前
国
宮
城
郡

⑳
羽
前
国
置
賜
郡

◎
羽
前
国
置
賜
郡

⑱
羽
後
国
秋
田
郡

〈
北
陸
道

V

㊧
越
前
国
足
羽
郡

⑳
加
賀
国
石
川
郡

⑳
加
賀
国
江
沼
郡

⑫
加
賀
国
能
美
郡

な
り
。

　
父
母
死
す
れ
ば

七

日
位
、
そ
の
他
は
五
日
あ
る
い
は
三
日
店
前
へ
簾

を

掲
げ
休
業
す

る
習
慣
な
れ
ど
も
、
日
限
に
一
定
の
例
規
な
し
（
こ
の

休
業
は
店
を
鎖
せ
ど
も
、
買
人
あ
れ
は
品
物
を
売
り
渡
す
）
。
ま
た
、

別
戸
の
近
親
（
伯
叔
父
母
位
ま
で
）
は
、
お
よ
そ
三
日
位
店
前
へ
簾
を

掲
げ
、
戸
一
、
二
枚
を
鎖
し
て
商
業
を
な
し
、
従
兄
弟
姉
妹
以
下
は
一

切
休
業
せ
ず
。

　
実
養
父
母
は
七
日
、
祖
父
母
・
兄
弟
姉
妹
・
伯
叔
父
母
は
三
日
、
子

女
は
二
日
休
業
し
、
そ
の
他
従
兄
弟
姉
妹
以
下
は
休
業
せ
ず
（
休
業
す

る
時
は
店
前
へ
簾
を
掲
ぐ
）
。
親
族
は
血
族
・
縁
族
と
も
に
葬
式
が
終

わ

る
ま
で
休
業
す
る
を
例
と
す
（
近
き
親
族
は
簾
二
枚
、
遠
き
は
一
枚

を

掲
ぐ
。
分
家
あ
る
い
は
養
子
等
に
な
り
実
家
の
父
母
死
去
し
た
る
時

は

七
日
間
店
前
の
右
あ
る
い
は
左
へ
片
寄
せ
て
掲
ぐ
）
。

　
農
家
は
別
に
休
業
は
な
け
れ
ど
も
、
父
母
な
れ
ば
五
十
日
間
慎
み
、

そ
の

他
の
血
族
は
大
抵
七
日
位
慎
み
、
外
人
来
る
と
も
要
用
の
ほ
か
は

慎
み
中
の
趣
を
も
っ
て
謝
し
て
接
せ
ざ
る
を
例
と
す
。

　
本
家

な
ら
び
に
両
親
は
五
十
日
、
家
族
お
よ
び
兄
弟
・
伯
叔
父
母
は

七

日
位
、
店
前
へ
忌
中
と
記
し
た
札
を
張
る
の
み
に
て
別
段
休
業
せ

ず
。
現
今
は
忌
中
の
札
を
張
る
の
は
死
者
の
家
の
み
と
な
れ
り
。

　
忌
中
に
は
店
前
へ
簾
を
垂
れ
て
喪
を
表
す
。
死
者
の
家
に
て
は
簾
を

裏
返
し
、
忌
掛
り
親
族
の
家
に
て
は
表
の
ま
ま
垂
れ
る
の
を
例
と
す
。

父
母
死
す
れ
ば

七

日
、
そ
の
他
は
五
日
休
業
す
、
五
歳
以
下
は
休
業
せ

ざ
る
こ
と
な
り
。

　
親
族
中
父
母
・
兄
弟
が
死
去
す
れ
ば
本
人
の
み
は
休
業
す
る
が
、
一

戸
挙
げ
て
休
業
す
る
こ
と
は
な
い
。
一
戸
挙
げ
て
休
業
す
る
の
は
戸
主

の

実
父
母
か
ま
た
は
本
家
・
末
家
の
間
に
限
り
、
日
数
は
七
日
あ
る
い

は

五
日
を
例
と
す
。

　
父
母
死
す
れ
ば

十
四

日
、
そ
の
他
の
家
族
は
親
等
の
別
な
く
七
日
、

外
祖
父

母
・
兄
弟
姉
妹
・
伯
叔
父
母
は
五
日
間
休
業
す
る
を
恒
と
す
。

　
死
者
の
本
・
末
家
お
よ
び
親
子
・
兄
弟
等
家
居
を
異
に
す
る
者
は
、

各
家
簾
を
垂
れ
、
日
数
一
週
間
ま
た
は
五
日
、
三
日
間
休
業
す
る
こ
と

⑬
越
中
国
婦
負
郡

⑳
越
中
国
砺
波
郡

⑬
越
後
国
刈
羽
郡

⑯
越
後
国
蒲
原
郡

⑰
越
後
国
頸
城
郡

⑳
佐
渡
国
雑
多
郡

〈
山
陰
道
〉

⑲
丹
後
国
与
謝
郡

⑳
但
馬
国
出
石
郡

⑳
出
雲
国
島
根
郡

⑫
出
雲
国
神
門
郡

な
り
。

　
男
女
を
問
わ
ず
十
五
歳
以
上
の
者
は
七
日
間
、
八
歳
以
上
は
五
日

間
、
七
歳
以
下
は
三
日
間
、
そ
の
死
者
の
家
の
み
休
業
す
る
慣
例
な

り
o

　
町
方
に
て

は
組
合
の

者
は
店
前
へ
簾
を
下
げ
、
葬
式
が
済
む
ま
で
遠

慮
す

る
こ
と
な
り
。

　
町
方
に
て
死
者
あ
る
時
は
当
日
よ
り
七
日
間
休
業
し
、
五
十
日
間
店

前
へ
簾
を
垂
れ
、
忌
中
と
張
り
札
し
て
喪
を
表
す
。
七
歳
未
満
の
者
死

去
す

る
時
は
こ
の
例
に
あ
ら
ず
、
村
方
に
て
は
三
日
間
休
業
し
、
五
十

日
間
喪
を
勤
む
れ
ど
も
垂
簾
、
張
り
札
等
の
こ
と
な
し
。

　
父

母
死
す
れ
ば

七

日
位
休
業
し
、
兄
弟
・
伯
叔
父
母
死
す
る
時
は
休

業
せ
ざ
る
例
な
り
。

　
死
者
の

家
に
て
は
四
日
休
業
し
、
そ
の
他
の
血
族
の
親
は
三
日
休
業

す

る
こ
と
な
り
（
死
者
の
家
に
て
は
竹
簾
の
裏
面
を
垂
れ
て
真
に
休
業

し
、
そ
の
他
の
血
族
の
家
は
垂
簾
休
業
の
意
を
示
す
と
い
え
ど
も
、
実

際
に
は
家
業
を
休
ま
ざ
る
習
俗
な
り
）
。

　
葬
埋
が
終
わ
っ
た
あ
と
費
用
の
決
算
を
な
す
を
仕
上
げ
と
唱
え
、
仕

上
げ
の
終
わ
る
ま
で
休
業
す
る
を
も
っ
て
大
概
七
日
間
位
を
一
般
の
例

と
す
。
そ
の
間
は
門
戸
に
簾
を
垂
れ
、
忌
中
と
張
り
札
し
、
他
家
忌
掛

り
の
者
は
皆
門
戸
に
忌
中
と
張
り
札
し
て
謹
慎
す
る
習
慣
な
り
。

　
葬
埋
の

翌

日
ま
で
戸
を
閉
め
て
休
業
す
。
油
絞
、
大
工
等
音
響
あ
る

職
業
は
七
日
位
休
業
す
。

　
町
方
に
て
は
十
四
日
以
上
忌
明
け
す
る
ま
で
休
業
す
。
村
方
に
て
は

葬
埋
の

翌

日
よ
り
就
業
す
る
が
、
忌
中
は
謹
慎
し
て
戸
を
出
る
時
は
晴

日
に
て
も
必
ず
笠
を
被
る
。

　
血
族
た

り
と
も
忌
服
の
た
め
休
業
す
る
こ
と
な
し
と
い
え
ど
も
、
死

者
の

家
は
も
ち
ろ
ん
親
子
・
兄
弟
お
よ
び
分
地
を
受
け
た
家
は
初
度
の

法
事
が
済
む
ま
で
蔀
（
店
先
の
下
タ
戸
）
を
入
れ
置
き
、
休
業
す
。

　
休
業
の
日
の
限
定
は
な
い
が
、
大
概
喪
家
は
五
日
あ
る
い
は
三
日
位

休
業
す
。
こ
の
日
限
が
過
ぎ
て
も
外
事
に
関
す
る
こ
と
は
遠
慮
す
。
父

母
は
六
十
一
日
、
兄
弟
姉
妹
・
伯
叔
父
母
は
二
十
日
忌
の
慣
習
な
り
。
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〈
山
陽
道

V

⑬
備
中
国
窪
屋
郡

⑭
備
中
国
窪
屋
郡

⑮
備
後
国
御
調
郡

⑯
安

芸

国
沼
田

　
郡
・
安
芸
郡

⑰
周
防
国

玖
珂
郡

∧
南
海
道

V

⑲
紀

伊

国
名
草

　
郡
・
海
部
郡

⑲
阿
波
国
名
東
郡

⑳
讃
岐
国
香
川
郡

⑪
土
佐
国
安
芸
郡

⑫
土
佐
国
幡
多
郡

忌
中
は
自
分
の
家
で
あ
っ
て
も
本
家
坐
敷
に
入
ら
ず
、
建
出
し
下
家
を

設
け
て

居
住
す
。
そ
の
下
家
へ
も
裏
口
よ
り
出
入
す
。
よ
っ
て
市
中
毎

戸
家
の
両
脇
に
三
尺
ず
つ
の
道
を
付
け
お
く
。
こ
の
道
を
火
相
（
ひ
あ

い
）
と
い
う
。

　
喪
家
は
七
日
戸
を
閉
じ
休
業
す
。
別
居
血
族
の
者
は
三
日
位
休
業
す
。

そ

の

他
一
町
内
に
て
は
商
業
の
看
板
を
下
ろ
し
遠
慮
す
。
喪
家
の
者
挨

拶
に
回
り
て
の
ち
旧
に
復
す
。
し
か
れ
ど
も
そ
の
当
日
は
一
町
内
鳴
物

を

禁
じ
る
。

　
父
母
の

喪
に
は

五
十

日
間
必
ず
喪
服
を
着
し
、
笠
を
被
り
毎
日
墓
参

す
。
厚
く
す
る
者
は
朝
夕
墓
参
す
。

　
七

日
間
は
閉
戸
し
て
休
業
す
。
そ
の
後
戸
を
開
く
と
い
え
ど
も
忌
服

の
制
に
従
い
外
出
せ
ざ
る
例
な
り
。

　
死
者
あ
る
家
に
て
は
三
日
間
全
く
蔀
を
下
ろ
し
、
四
日
よ
り
半
蔀
と

唱

え
上
半
を
開
き
、
七
日
に
至
り
て
常
に
復
し
家
業
を
開
く
例
な
り
。

　
大
概
幕
府
制
定
の
服
忌
令
に
よ
り
て
差
別
を
立
て
、
両
親
は
五
十
日
、

兄
弟
は
二
十
日
と
分
別
あ
れ
ど
も
、
村
町
に
至
っ
て
は
各
々
職
業
あ
る

故
、
両
親
は
七
日
、
兄
弟
は
三
日
位
休
業
す
。
し
か
れ
ど
も
貧
富
の
別

あ
り
て
一
体
な
ら
ず
。
も
っ
と
も
営
業
は
し
て
も
そ
の
他
の
事
に
つ
い

て

は
服
忌
を
守
る
こ
と
な
り
。

　
町
方
に
て
は
葬
埋
の
翌
日
ま
で
戸
を
閉
め
て
休
業
す
。
村
方
に
て
は

七
日
休
業
す
。

　
等
親
に
か
か
わ
ら
ず
休
業
は
三
日
を
期
と
す
。
別
戸
近
親
も
ま
た
同

じ
。
喪
家
の
近
隣
は
絃
歌
を
禁
ず
る
慣
習
な
り
。

　
初
七

日
の
仏
事
が
終
わ
る
ま
で
休
業
す
る
を
通
例
と
す
。
し
か
れ
ど

も
力
役
を
業
と
す
る
貧
人
は
こ
の
仏
事
を
引
き
上
げ
三
日
位
に
て
就
業

す

る
者
も
あ
り
。

　
死
家
の

休
業
、
村
方
町
方
に
て
は
大
抵
七
日
を
期
と
す
。
浦
方
漁
業

の

者
は

三
日
を
限
る
例
な
り
。

　
死
者
の
家
、
重
き
は
七
日
、
軽
き
は
三
日
、
農
商
は
ま
ず
三
日
間
閉

戸

し
、
四
日
目
を
荒
火
明
け
と
唱
え
親
類
近
隣
を
招
き
酒
飯
を
供
す
る

〈
西
海
道
〉

⑬
筑
後
国
三
瀦
郡

⑭
筑
後
国
生
葉
郡

◎
豊
前
国
下
毛
郡

⑯
肥
後
国
玉
名
郡

風
俗
な
り

　
中
人
以
下
に
お
い
て
は
休
業
す
る
者
な
し
。
忌
中
月
代
を
剃
ら
ざ
る

を
通
例
と
す
。
公
役
は
免
ぜ
ず
、
代
人
を
出
す
慣
習
な
り
。

　
通
例
の

服
忌
令
に
照
ら
し
、
忌
中
月
代
を
剃
ら
ず
、
ま
た
人
馬
の
公

役
を
免
る
る
を
例
と
す
。

　
死
者
の
家
は
七
日
垂
簾
し
、
血
族
の
親
は
三
日
垂
簾
し
て
家
業
を
休

む
を

例
と
す
。

　
血
族
の
親
は
三
日
休
業
す
。
向
こ
う
三
軒
両
隣
は
他
人
と
い
え
ど
も

こ
れ
に
同
じ
。
月
代
は
忌
明
け
ま
で
剃
ら
ざ
る
を
慣
習
と
す
。

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
日
稼
ぎ
の
都
市
貧
民
に
と
っ
て
は
休
業
し
て
静
か
に
喪

に
服
す

る
余
裕
な
ど
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
ま
た
⑬
筑
後
国
三
瀦
郡
で

は

中
人
以
下
は
休
業
す
る
者
な
し
と
し
て
い
る
の
も
、
同
様
に
経
済
的
理
由
に
よ
う

う
。

休
業
の
有
無
、
期
間
は
、
貧
富
の
他
に
も
、
職
種
、
死
者
の
親
等
・
年
齢
な
ど
に

よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
職
種
に
規
定

さ
れ
た
例
は
、
③
摂
津
国
西
成
郡
、
⑲
丹
後
国
与
謝
郡
、
⑪
土
佐
国

安
芸
郡

に
み

ら
れ
る
。
③
で
は
生
魚
問
屋
、
青
物
問
屋
の
ご
と
き
は
一
日
も
休
業
し

な
い
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
う
し
た
職
業
が
休
止
す
る
と
地
域

住

民
の
日
常
生
活
に
支
障
が
生
じ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
㊧
陸
前
国
宮
城
郡
で
は
休
業

中
も
買
人
が
あ
れ
ば
売
っ
て
い
る
の
も
、
忌
中
休
業
と
地
域
住
民
の
生
活
と
の
関
係

を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
⑲
で
は
葬
式
の
翌
日
ま
で
休
業
す
る
の
が
地
域
慣

行
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
油
絞
、
大
工
な
ど
の
音
響
あ
る
職
業
は
七
日
間
位

休
業
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
忌
中
の
鳴
物
を
慎
ん
だ
例
で
あ
る
。
鳴
物
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を
禁
じ
た
例
は
⑬
備
中
国
窪
屋
郡
、
⑲
阿
波
国
名
東
郡
に
も
み
ら
れ
る
。
⑬
で
は
、

喪
家
の

忌

明
け
の
挨
拶
回
り
の
当
日
は
、
一
町
内
鳴
物
を
禁
じ
て
い
る
。
⑲
で
は
、

喪
家

と
そ
の
別
戸
近
親
が
休
業
す
る
三
日
間
は
、
喪
家
の
近
隣
は
絃
歌
を
禁
じ
る
の

が

慣
例
で

あ
る
。
⑪
は
、
村
方
・
町
方
で
は
死
老
の
家
は
七
日
間
休
業
す
る
の
に
対

し
、
浦
方
漁
業
の
者
は
三
日
を
限
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
漁
業
の
性
格
上
、
長
期
に

休
業
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
◎
）
信
濃
国
水
内
郡
、
⑯
越
後
国
蒲
原
郡
、
⑰
周
防
国
玖
珂
郡
、
⑳
羽
前
国
置
賜
郡
、

㊧
陸
前
国
宮
城
郡
、
⑳
越
前
国
足
羽
郡
、
⑳
加
賀
国
江
沼
郡
で
は
、
親
等
に
よ
っ
て

休
業
の
有
無
、
期
間
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
⑯
で
は
休
業
す
る
の
は
父
母
が
死
去
し
た
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
⑫
、
⑰
、
⑳
、

㊧
、
（
⑳
、
⑪
は
親
等
に
応
じ
て
休
業
期
間
を
異
に
し
て
い
る
例
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
父
母
の
死
を
最
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
⑰
で
は
「
大
概
幕
府
定
則
ノ
服
忌
令

ニ

ヨ

リ
テ
差
別
ヲ
立
テ
、
両
親
ハ
五
十
日
兄
弟
ハ
ニ
十
日
ト
分
別
ア
レ
ト
モ
、
町
村

二

至

リ
テ
ハ
各
職
業
ア
ル
故
、
両
親
ハ
七
日
兄
弟
ハ
三
日
位
休
業
ス
、
然
レ
ト
モ
貧

富
ノ
別
ア
リ
テ
一
体
ナ
ラ
ス
、
尤
職
業
ノ
ミ
ノ
コ
ト
ニ
テ
余
ハ
服
忌
ヲ
守
ル
コ
ト
ナ

リ
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
幕
府
が
武
士
を
対
象
に
定
め
た
服
忌
令
に
準

拠

し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
休
業
に
つ
い
て
は
、
庶
民
の
場
合
、
長
期
に
わ
た
っ
て

休
業
す

る
余
裕
は
な
く
、
し
か
も
貧
富
の
差
も
あ
っ
て
、
杓
子
定
規
に
一
定
化
す
る

こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
事
情
を
物
語
っ
て
い
て
、
興
味
深
い
。
な
お
、
武
家
の
服

忌
制
度
に
な
ら
お
う
と
し
た
例
と
し
て
は
、
⑫
駿
河
国
志
太
郡
・
益
頭
郡
が
あ
り
、

こ
こ
で
は
休
業
は
七
日
を
例
と
す
る
が
、
服
微
に
つ
い
て
は
武
家
の
制
度
に
従
う
と

し
て
い
る
。

　
⑬
越
中
国
婦
負
郡
で
は
、
男
女
を
問
わ
ず
、
一
五
歳
以
上
の
者
は
七
日
間
、
八
歳

以
上
は
五
日
間
、
七
歳
以
下
は
三
日
間
休
業
す
る
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
親
等
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
の
年
齢
階
梯
原
理
に
よ
っ
て
休
業
期
間
が
定
ま
っ

て

い

る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
右
の
区
分
を
み
る
と
、
こ
の
地
域
で
は
、
一
五
歳
以
上

が

大
人
、
八
歳
～
一
四
歳
が
子
供
、
七
歳
以
下
は
幼
児
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
幼
児
が
死
去
し
た
時
に
は
休
業
し
な
い
例
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ぽ
、
⑳
整
8
0
国

足
羽
郡
で
は

五
歳
以

下
、
⑮
越
後
国
刈
羽
郡
で
は
七
歳
未
満
の
死
者
の
場
合
、
休
業

は

し
な
い
の
が
慣
例
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
親
等
や
年
齢
に
よ
っ
て
休
業
期
間
に
差
を
設
け
て
い
る
例
も
あ

る
が
、
そ
の
数
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
父
母
が
死
去
し
た
時
に
は
他
の
親
族
の

死

よ
り
も
休
業
期
間
を
長
く
し
た
例
は
か
つ
て
は
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
先
に

指
摘
し
た
よ
う
に
、
全
体
的
に
は
経
済
的
理
由
に
よ
り
休
業
期
間
を
短
縮
す
る
の
が

趨
勢
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
必
然
的
に
親
等
や
年
齢
に
よ
る
差
異
は
な
く
な
っ
て
い

く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
休
業
期
間
に
つ
い
て
の
み
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
服
忌
慣

行
全
体
を

視
野
に
入
れ

る
と
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
父
母
の
喪
は
一
等
重
く
さ
れ
て

い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
死
者
の
家
だ
け
で
な
く
、
そ
の
親
類
筋
の
家
な
い
し
人
間
も
休
業
す
る
こ
と
が
明

言

さ
れ
て
い
る
報
告
事
例
も
少
な
か
ら
ず
存
す
る
。

　
○

近
親1
⑪
、
⑲

　
○

血
族ー
⑯
、
㊧
、
⑰
、
⑬
、
⑮
、
⑳
、
③

　

○
血
族
と
姻
族
ー
⑬
、
⑰
、
⑳

　

○
（
忌
掛
り
）
親
族
1
⑮
、
㊧
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○

親

子
・
兄
弟
お
よ
び
分
地
を
受
け
た
家
1
⑳

　
○

子
・
兄
弟
と
本
・
末
家
1
⑳

　
○

親

子
・
兄
弟
等
と
本
・
末
家
ー
⑫

　
右
の
う
ち
⑪
、
⑰
、
⑬
、
⑮
、
⑳
、
⑳
、
⇔
は
、
死
者
の
家
よ
り
も
休
業
期
間
が

短

い
。
⑬
甲
斐
国
山
梨
郡
で
は
忌
服
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
埋
葬
す
る
ま
で
は
親
戚

（
血
族
・
姻
族
）
残
ら
ず
休
業
す
る
慣
例
で
あ
る
が
、
大
抵
の
場
合
、
休
業
す
る
血

族
・
姻
族
・
同
族
の
範
囲
は
限
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
確
認
し
う
る

事
例
も
あ
る
。
⑳
羽
前
国
置
賜
郡
で
は
、
死
者
が
実
養
父
母
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
、

伯
叔
父
母
、
子
女
に
当
た
れ
ば
休
業
す
る
が
、
従
兄
弟
姉
妹
以
下
の
場
合
は
休
業
し

て

い
な

い
。
⑳
加
賀
国
江
沼
郡
で
は
、
休
業
は
自
家
の
家
族
以
外
は
外
祖
父
母
、
兄

弟
姉
妹
、
伯
叔
父
母
ま
で
の
死
者
に
限
っ
て
い
る
。
⑳
加
賀
国
石
川
郡
で
は
親
族
中

父

母
・
兄
弟
が
死
去
す
れ
ぽ
本
人
の
み
は
休
業
す
る
例
で
あ
る
か
ら
、
休
業
は
死
者

の

子

と
兄
弟
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
家
単
位
で
な
く
個
人
単
位

の

休
業
例

と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
戸
主
の
実
父
母
か
ま
た
は
本
家
・
末
家
の
人
間

が
死
亡
す
れ

ぽ
一
戸
あ
げ
て
休
業
し
て
い
る
。
⑫
加
賀
国
能
美
郡
で
も
、
休
業
す
る

の

は

本
・
末
家
関
係
に
あ
る
家
、
お
よ
び
死
者
と
親
子
・
兄
弟
関
係
に
あ
る
老
が
属

し
て
い
る
家
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　
右
の
諸
事
例
を
み
る
と
、
死
者
の
家
の
家
族
以
外
の
血
族
・
姻
族
や
同
族
も
休
業

す

る
か
否
か
、
休
業
す
る
場
合
の
範
囲
お
よ
び
期
間
は
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
っ

た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
時
期
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
共
同
関
係
の
親
疎
や
経
済
事
情
な
ど
に
よ
っ
て
左
右

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
大
勢
と
し
て
は
お
そ
ら
く
、
休
業
す
る
の
は
死

老
の
家
の
み
と
な
る
か
、
他
の
家
も
休
業
し
て
も
そ
の
範
囲
は
縮
小
さ
れ
、
期
間
も

短
縮

さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

た

だ
、
休
業
は
し
な
く
て
も
、
死
者
の
家
族
以
外
の
親
族
も
喪
に
服
す
る
こ
と
は

少
な
か
ら
ず
行
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
忌
中
の
家
は
忌
札
や
門
牌
を
張
っ
た
り
、
簾

を

垂
れ

る
の
が
例
と
な
っ
て
い
る
が
、
死
者
の
親
類
の
家
で
休
業
は
し
な
い
も
の
の

忌
中
で
あ
る
こ
と
を
表
示
は
し
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
⑳
陸
前
国
宮
城

郡
で

は
、
別
戸
の
近
親
（
伯
叔
父
母
位
ま
で
）
は
三
日
間
位
店
前
へ
簾
を
掲
げ
、
戸

一
、

二
枚
を

鎖

し
て
商
業
を
行
う
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
⑱
佐
渡
国
雑
多

郡
で

は
、
忌
掛
り
の
老
は
七
日
間
位
門
に
忌
中
と
張
り
札
し
て
謹
慎
す
る
習
わ
し
で

あ
る
。

　
注

目
さ
れ
る
の
は
、
町
内
あ
る
い
は
組
合
・
近
隣
の
者
も
謹
慎
し
て
い
る
事
例
で

あ
る
。
⑭
越
中
国
砺
波
郡
の
町
方
で
は
、
組
合
の
者
は
店
前
へ
簾
を
下
げ
、
葬
式
が

済
む

ま
で
遠
慮
し
て
い
る
。
⑬
備
中
国
窪
屋
郡
で
は
、
喪
家
は
七
日
間
、
別
居
血
族

は

三

日
間
位
休
業
す
る
が
、
そ
の
ほ
か
一
町
内
に
て
も
商
業
の
看
板
を
下
ろ
し
て
遠

慮
し
、
喪
家
の
者
の
挨
拶
回
り
の
の
ち
に
旧
に
復
す
る
の
が
慣
例
で
あ
る
。
⑯
肥
後

国
玉
名
郡
で
は
、
死
者
の
血
族
の
み
な
ら
ず
、
向
こ
う
三
軒
両
隣
も
三
日
間
休
業
し

て

い

る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
血
縁
、
族
縁
の
み
な
ら
ず
、
地
縁
に
連
な
る
人
々
に

も
忌
が
掛
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
は
い
ま
い
か
。

　

こ
の
ほ
か
興
味
深
い
服
忌
習
俗
も
い
く
つ
か
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
②
山
城
国
久
世
郡
－
葬
式
終
了
ま
で
休
業
す
る
例
で
あ
る
が
、
父
母
の
喪
に
は

　
　
三
五
日
位
は
剃
額
せ
ず
。

　
④
摂
津

国
八
部
郡
－
葬
式
が
終
わ
れ
ぽ
開
業
す
る
が
、
親
の
喪
に
は
五
〇
日
月
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代
を

剃
ら
ず
、
神
参
せ
ず
、
遊
宴
の
席
に
行
か
ざ
る
習
慣
。

⑧
伊
勢

国
度
会
郡
ー
1
喪
家
の
休
業
は
忌
服
の
軽
重
に
か
か
わ
ら
ず
七
日
を
例
と

　
す

る
が
、
父
母
や
夫
の
忌
を
受
け
る
者
が
戸
外
に
出
る
時
は
襟
あ
る
い
は
頭
に

　
白
布
を
巻
き
、
晴
天
で
も
傘
を
開
く
。

⑳
近
江

国
坂
田
郡
－
七
日
目
の
法
事
ま
で
休
業
す
る
が
、
父
は
五
〇
日
、
母
は

　
三
五
日
間
、
門
戸
に
忌
中
と
張
り
札
を
す
る
。

⑳
上
野

国
邑
楽
郡
－
七
日
目
に
忌
中
祓
い
を
し
て
営
業
を
再
開
す
る
例
で
あ
る

　
が
、
村
方
に
て
は
三
五
日
間
は
月
代
を
剃
ら
ず
。

⑳
上
野

国
群
馬
郡
ー
死
老
の
家
は
門
戸
に
廉
を
垂
れ
、
忌
中
と
張
り
札
し
て
三

　

日
間
休
業
す
る
が
、
親
の
忌
は
二
七
日
（
ふ
た
な
の
か
）
す
な
わ
ち
一
四
日
間

　
は
閉
居
し
て
月
代
を
剃
ら
ず
。

⑳
羽
前

国
置
賜
郡
ー
農
家
は
別
に
休
業
は
し
な
い
が
、
父
母
が
死
去
し
た
時
は

　
五
〇

日
間
、
そ
の
他
の
血
族
の
死
は
七
日
間
位
慎
み
、
外
人
が
来
て
も
要
用
の

　
他
は
慎
み
中
の
趣
を
も
っ
て
謝
し
て
接
せ
ず
。

⑱
羽
後

国
秋
田
郡
ー
休
業
は
し
な
い
が
、
本
家
な
ら
び
に
両
親
は
五
〇
日
、
家

　
族
お

よ
び
兄
弟
・
伯
叔
父
母
は
七
日
間
位
店
前
へ
忌
中
札
を
張
る
。

⑳
但
馬

国
出
石
郡
－
町
方
に
て
は
一
四
日
以
上
忌
明
け
す
る
ま
で
休
業
し
、
村

　
方
に
て
は
葬
埋
の
翌
日
よ
り
就
業
す
る
が
、
忌
中
は
謹
慎
し
て
戸
外
に
出
る
時

　

は
必
ず
笠
を
被
る
。

⑫
出
雲
国
神
門
郡
・
1
喪
家
は
五
日
あ
る
い
は
三
日
間
位
休
業
す
る
が
、
日
限
が

　
過
ぎ
て
も
外
事
に
関
す
る
こ
と
は
遠
慮
す
。
父
母
は
六
一
日
、
兄
弟
姉
妹
・
伯

　
叔
父
母
は

二
〇

日
忌
の
慣
習
。
忌
中
は
自
分
の
家
で
あ
っ
て
も
本
家
座
敷
に
入

　
　
ら
ず
、
建
出
し
下
家
を
設
け
て
居
住
し
、
そ
の
下
家
へ
も
裏
口
よ
り
出
入
す
。

　
　
そ

の

た
め
市
中
毎
戸
家
の
両
脇
に
三
尺
ず
つ
の
道
を
付
け
お
き
、
こ
れ
を
火
相

　
　

（
ひ
あ
い
）
と
称
す
。

　
⑭
備

中
国
窪
屋
郡
　
　
父
母
の
喪
に
は
五
〇
日
間
必
ず
喪
服
を
着
し
、
笠
を
被
っ

　
　
て

毎
日
墓
参
す
。
厚
く
す
る
老
は
朝
夕
墓
参
す
。

　
⑯
備
後
国
御
調
郡
－
七
日
間
は
閉
戸
し
て
休
業
し
、
そ
の
あ
と
戸
を
開
く
が
、

　
　
忌
服
の
制
に
従
い
外
出
せ
ず
。

　
⑰
周
防

国
玖
珂
郡
－
大
概
幕
府
制
定
の
服
忌
令
に
よ
り
て
差
別
を
立
て
、
両
親

　
　
は
五
〇
日
、
兄
弟
は
二
〇
日
の
忌
と
す
。

　
⑬
筑
後

国
三
潴
郡
－
中
人
以
下
に
お
い
て
は
休
業
す
る
者
は
い
な
い
が
、
忌
中

　
　
は
月
代
を
剃
ら
な
い
の
を
通
例
と
す
。

　
⑯
肥
後

国
玉
名
郡
　
　
血
族
と
向
こ
う
三
軒
両
隣
は
三
日
間
休
業
。
月
代
は
忌
明

　
　
け

ま
で
剃
ら
ず
。

　
先
に
父
母
が
死
去

し
た
時
の
休
業
期
間
が
他
の
親
族
の
死
の
場
合
よ
り
長
く
設
定

さ
れ
て
い
る
事
例
の
存
在
を
指
摘
し
た
が
、
右
の
諸
事
例
を
み
る
と
、
忌
中
期
間
も

父
母
の

死

で
は
長
く
、
か
つ
と
り
わ
け
深
く
慎
む
慣
習
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
多
い
。

武
家
の
服
忌
制
度
で
は
父
母
の
忌
は
五
〇
日
と
さ
れ
て
い
た
が
、
右
の
諸
事
例
中
で

も
、
④
、
⑳
、
⑳
、
⑭
、
⑰
は
こ
れ
と
同
期
間
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
⑰
は
幕
府
制
定

の

服
忌
令
に
準
拠
し
て
い
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
他
の
事
例
も
お
そ
ら
く
武

家
の
服
忌
制
度
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
父
母
の

死
を

と
り
わ
け
重
く
み
る
観
念
そ
の
も
の
は
、
庶
民
の
間
で
も
自
然
な
感
情
と
し
て

自
生
的
に
存
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
た
だ
、
幕
府
の
服
忌
令
で
は
父
も
母
も
忌
は
五
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○

日
で
同
等
で
あ
る
が
、
⑳
で
は
父
の
忌
は
五
〇
日
と
す
る
も
の
の
、
母
の
そ
れ
は

三
五
日
と
差
別
さ
れ
て
い
る
。

　
忌
中
、
こ
と
に
父
母
の
忌
中
に
は
月
代
を
剃
ら
な
い
慣
例
が
多
い
の
も
目
に
つ
く
。

こ
れ
は
剃
髪
の
際
の
出
血
を
忌
ん
だ
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
忌
中
は
外
出

を
禁

じ
る
か
、
外
出
し
て
も
襟
や
頭
に
白
布
を
巻
い
た
り
、
晴
天
で
も
傘
を
開
い
た

り
、
笠
を
被
っ
た
り
し
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
。
か
つ
て
は
忌
が
他
人
に
及
ぶ
の
を

恐
れ

る
観
念
が
強
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
忌
掛
り
者
の
外
出
を
禁
じ
る
か
、
あ
る
い
は

外

出
時
に
は
忌
の
掛
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
異
形
の
出
で
立
ち
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
他
人
が
避
け
う
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
⑫
出
雲
国
神
門
郡
で
は
、
忌
中
は
母
屋
に
は
入
ら
ず
、
建
出
し
下
家
を
設
け
て
居

住
す

る
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
第
四
章
第
一

款
に

は
伊
勢
国
度
会
郡
の
「
死
者
ア
レ
バ
仮
小
屋
二
入
リ
別
火
ヲ
食
ス
」
と
い
う
習

俗
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
死
者
の
近
親
者
が
仮
小
屋
す
な
わ
ち
喪
屋
を
設
け
、
忌
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

は
そ

の

中
に
こ
も
っ
て
謹
慎
す
る
習
俗
は
、
古
く
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
採
録
の
事
例
の
中
で
は
そ
の
習
俗
が
報
告

さ
れ
て
い
る
の
は
右
の
二
例
の
み
で
、
他
は
自
宅
に
簾
を
垂
れ
た
り
、
忌
札
や
門
牌

を

張
っ
て
忌
中
で
あ
る
こ
と
を
表
示
し
、
自
宅
で
喪
に
服
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
喪

屋
を

別
個
に
は
設
け
ず
、
自
宅
が
喪
屋
を
兼
ね
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
わ
け

で

あ
る
。
出
雲
国
神
門
郡
と
伊
勢
国
度
会
郡
で
は
依
然
と
し
て
喪
屋
を
別
個
に
設
け

て

い
た
の

は
、
こ
の
二
つ
の
地
域
は
出
雲
大
社
と
伊
勢
神
宮
の
神
地
で
あ
っ
た
こ
と

と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。
葬
送
に
お
い
て
も
神
地
で
は
と
り
わ
け
死
稜
を
忌
む
習
俗

が

み
ら
れ
た
こ
と
は
、
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
⑬
筑
後

国
三
瀦
郡
と
⑭
筑
後
国
生
葉
郡
で
は
、
忌
中
の
公
役
負
担
の
有
無
に
つ
い

て

も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
⑬
で
は
公
役
は
免
ぜ
ず
、
代
人
を
出
す
の
が
慣
習
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
⑭
で
は
人
馬
の
公
役
を
免
じ
て
い
る
。
ま
た
〈
表
1
＞
の
⑳
羽
後
国
平

鹿
郡
で

は
、
父
母
ま
た
は
一
五
歳
以
上
の
子
女
が
死
去
す
れ
ぽ
、
忌
中
御
免
と
称
し

て
一
ケ
月
の
村
入
費
を
免
じ
て
い
る
。
忌
中
の
公
役
や
村
入
費
負
担
を
免
じ
た
の
は

遺
族
に
対
す

る
共
同
体
と
し
て
の
配
慮
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
公
役
に
つ
い
て
は
他
面
、

忌
掛

り
の
者
が
人
夫
に
出
て
他
人
に
忌
が
及
ん
だ
り
、
災
厄
を
も
た
ら
す
の
を
防
ぐ

意

図
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
公
役
を
免
じ
な
い
場
合
で
も
代
人
を
出
さ
せ
て
い

る
の
も
、
そ
の
点
と
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
⑱
武
蔵
国
入
間
郡
で
は
、
喪
家
は
非
人
の
強
請
を
防
ぐ
た
め
に
稜
多
を
雇
い
入
れ

て

お

く
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。
葬
式
や
法
事
の
際
に
、
近
世
身
分
制
社
会
の
最

底
辺
に
生
き
る
非
人
等
に
施
行
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
功
徳
を
死
者
の
供
養

の

た
め

に
回

向
す
る
こ
と
は
社
会
的
慣
行
化
し
て
い
た
。
非
人
の
勧
進
と
そ
れ
に
対

す

る
施
行
は
、
幕
藩
制
下
に
お
い
て
は
微
多
頭
－
非
人
頭
を
通
じ
て
管
理
・
統
制

さ
れ
て
い
た
が
、
近
世
後
期
に
は
こ
の
統
制
を
逸
脱
し
て
悪
ね
だ
り
す
る
者
が
増
え

　
（
5
3
）

て

い

た
。
右
の
事
例
は
、
喪
家
が
私
的
に
微
多
を
雇
い
入
れ
て
非
人
の
悪
ね
だ
り
を

防
止
せ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
、
非
人
に
対
す
る
体
制
的
な
管
理
・
統
制
機
能
が
破
綻

を
き
た
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

四
　
葬
式
・
法
事
に
対
す
る
幕
藩
権
力
・
共
同
体
の
規
制

　
幕
藩
権
力
は
、
年
貢
・
諸
役
の
負
担
に
支
障
を
生
ぜ
し
め
な
い
た
め
、
ま
た
風
紀

を

素
さ
な
い
た
め
、
庶
民
の
生
活
を
様
々
な
面
か
ら
規
制
し
た
が
、
近
世
後
期
に
は
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葬
式
・
法
事
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
華
美
に
な
ら
な
い
よ
う
規
制
を
強
め
て
い
る
。

こ
と
に
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
幕
府
触
書
で
は
、
次
の
ご
と
く
細
か
な
規
制
を

加
え
て
い
る
。

　
　
〈
史
料
6
V

　
　
　
　
　
（
姓
）

　
　
近
来
百
性
・
町
人
共
身
分
不
相
応
大
造
之
葬
式
致
し
、
又
は
墓
所
え
壮
大
之
石

　
　
碑
建
、
院
号
・
居
士
号
等
附
候
趣
二
相
聞
、
如
何
之
事
二
候
、
自
今
以
後
百

　
　
性
・
町
人
共
葬
式
ハ
、
仮
令
富
有
或
は
由
緒
有
之
者
二
て
も
、
集
僧
十
僧
よ
り

　
　
厚
執
行
致
間

敷
、
施
物
等
も
分
限
二
応
、
寄
附
致
、
墓
碑
之
儀
も
高
サ
台
石
と

　
　
も
四
尺
を
限
り
、
戒
名
之
院
号
・
居
士
号
等
決
て
附
申
間
敷
候
、
尤
是
迄
有
来

　
　
候
石
碑
は
其
儘
差
置
、
追
て
修
復
等
之
節
、
院
号
・
居
士
号
相
除
、
石
碑
取
縮

　
　
候
様
可
致
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
右
之

趣
、
御
料
・
私
領
・
寺
社
領
共
、
不
洩
様
可
触
知
者
也

　

こ
れ
以
前
に
も
冠
婚
葬
祭
を
質
素
に
営
む
よ
う
説
い
て
は
い
る
が
、
右
の
法
令
で

は
葬
式
の
際
の
僧
侶
の
人
数
、
墓
碑
の
大
き
さ
、
戒
名
に
つ
い
て
具
体
的
に
制
限
を

加
え
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
そ
の
文
面
か
ら
は
、
単
に
質
素
・
倹
約
の
強
制

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
葬
式
の
規
模
、
墓
碑
の
大
き
さ
、
戒
名
の
格
が
百
姓
・
町
人

の

身

分
に
不
相
応
な
も
の
と
な
り
、
身
分
制
秩
序
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
も

は
や
黙
視

し
が
た
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
戒
名
に
つ
い
て
は
院
号
・

居
士
号
を
付
け

る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
が
、
し
か
し
上
層
の
百
姓
・
町
人
の
家
の
当

主

と
そ
の
妻
は
こ
れ
以
後
も
院
号
・
居
士
号
・
大
姉
号
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
が
一

　
　
　
（
5
5
）

般
的
で
あ
る
。
武
家
か
ら
み
れ
ば
身
分
不
相
応
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
・
町

の

内
部
に
お
い
て
は
、
戒
名
は
墓
碑
と
と
も
に
家
格
や
経
済
力
を
象
徴
す
る
も
の
で

あ
っ
た
し
、
ま
た
家
内
部
で
の
地
位
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
供
養
の
厚
薄
と

も
関
係
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
幕
府
の
禁
令
が
出
よ
う
と
、
容
易
に
は
改
め

が

た
い
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
村
法
、
町
法
に
も
、
一
八
世
紀
中
期
以
降
、
葬
式
・
法
事
に
関
す
る
規

定
が
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
次
に
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
　
〈
史
料
7
V

　
　
（
a
）

　
　
一
　
日
本
は
神
国
故
、
古
に
は
死
之
礼
こ
れ
あ
り
候
、
唐
に
は
礼
こ
れ
あ
り
候

　
　
　
へ
共
、
祭
に
酒
肉
を
用
ゐ
候
て
礼
備
バ
リ
申
さ
す
候
、
偽
而
聖
徳
太
子
天
下

　
　
　
泰
平
の

元
を

御
聖
察
遊
バ
さ
れ
、
死
葬
亡
貧
は
長
く
釈
氏
に
御
委
ね
遊
さ
れ

　
　
　
候
間
、
酒
は
親
の
遺
言
な
り
と
難
堅
く
無
用
た
る
べ
く
候
、
将
亦
忌
中
は
高

　
　
　
話

し
高
笑
ひ
音
曲
の
事
其
外
何
に
て
も
操
か
し
き
事
は
甚
た
無
礼
に
候
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
等
力
）

　
　
　
堅

く
相
慎
み
申
へ
く
候
、
万
一
相
慎
み
申
さ
す
口
論
第
い
た
し
候
ハ
・
過
料

　
　
　
三
貫
文
取

り
申
へ
き
事

　
　
（
b
）

　
　
一
　
不
幸
の
節
は
入
目
懸
り
申
さ
す
候
や
う
に
両
隣
組
合
よ
り
世
話
致
し
遣
す

　
　
　
べ
く
候
や
う
に
致
す
べ
し
、
七
歳
未
満
は
忌
服
も
こ
れ
な
く
候
間
、
組
合
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

　
　
　
に
て

葬
式
致
す
べ
く
候
、
外
組
は
不
幸
申
入
候
ハ
ベ
早
速
帰
り
申
べ
く
候

　
　
（
宝
暦
二
年
く
一
七
五
一
V
、
武
蔵
国
葛
飾
郡
下
野
村
村
固
）

∧

史
料
8
＞

一　

仏
事
之
儀
、
先
祖
之
法
事
或
は
仏
月
施
僧
齎
米
等
上
候
儀
は
、
其
身
の
冥

　
加

な
れ
は
相
勤
候
共
、
是
迄
よ
り
随
分
憧
り
可
致
事

　
　
但
シ
法
事
等
二
人
集
メ
候
共
、
呼
連
候
者
β
斎
米
料
理
物
等
相
送
り
候
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
は
決
而
無
用
可
為
事
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（天
明
二
年
∧
一
七
八
二
V
、
丹
後
国
熊
野
郡
久
美
浜
村
規
定
）

〈

史
料
9
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

一　

神
事
仏
事
婚
礼
葬
礼
の
節
、
随
分
致
倹
約
鹿
菜
に
て
可
致
執
行
候
事

（享
和
二
年
〈
一
八
〇
二
〉
、
丹
波
国
桑
田
郡
山
国
十
ケ
村
倹
約
申
合
）

〈

史
料
1
0
V

（a
）

一　

葬
式
之
持
随
分
質
素
に
致
し
、
酒
食
等
其
外
万
事
軽
く
取
計
可
中
事

（
b
）

一　

法
事
之
振
舞
一
汁
三
菜
に
限
べ
し
、
施
物
之
儀
も
分
限
に
応
じ
軽
く
取
計

　
　
（
5
9
）

　
可
申
事

（文
化
七
年
∧
一
八
一
〇
〉
、
信
濃
筑
摩
郡
塩
尻
等
十
九
ケ
村
倹
約
申
合
）

〈
史
料
1
1
∨

一　

仏
事
之
儀
成
丈
手
軽
二
い
た
し
、
一
汁
三
菜
β
五
菜
迄
分
限
二
応
し
相
勤

　
可
申
、
親
類
・
親
方
子
方
・
両
隣
向
三
軒
ハ
一
品
二
限
リ
遣
可
申
事
、
且
又

　
是
迄
呼
来
候

内
本
家
分
家
ハ
格
別
、
外
親
類
壱
人
ツ
・
、
他
門
ハ
ロ
斗
案
内

　
可
致
、
送
膳
之
儀
ハ
親
類
た
り
共
可
為
無
用
、
酒
禁
盃
之
事

　
　
附
、
不
幸
之
節
、
料
理
向
其
外
共
仏
事
勤
二
準
し
可
申
、
葬
式
之
儀
分
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
　
二
応
し
成
丈
手
軽
二
相
勤
可
申
事

（文
政
七
年
〈
一
八
二
四
〉
、
丹
後
国
熊
野
郡
久
美
浜
村
本
町
規
定
書
）

〈

史
料
1
2
V

一　

仏
事
料
理
一
汁
三
菜
よ
り
一
汁
五
菜
ま
て
分
限
よ
り
随
分
軽
く
相
勤
、

　
類
之
外
近
所
な
り
共
呼
使
無
用
之
事

　
　
附
、
斎
米
料
理
物
之
内
一
品
に
限
り
可
申
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

　
　
但

し
、
親
類
た
り
と
も
呼
使
壱
人
に
限
り
可
申
、
送
り
膳
無
用
の
事

親

（天
保
六
年
∧
一
八
三
五
V
、
丹
後
国
熊
野
郡
久
美
浜
村
倹
約
規
定
）

〈

史
料
1
3
V

一　

葬
礼
見
舞
の
儀
、
隣
家
親
類
縁
者
は
格
別
、
無
縁
の
も
の
は
一
応
悔
み
申

　
入
早
速
引
取
、
出
棺
之
硯
に
相
見
舞
寺
迄
見
送
り
、
葬
式
相
済
候
は
ふ
寺
に

　
て

相
断

帰
宅
可
致
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

　
　
附

　
悔
み
杯

と
申
餅
菓
子
杯
遣
し
候
事
、
致
間
敷
候

（天
保
十
三
年
く
一
八
四
二
V
、
甲
斐
国
巨
摩
郡
今
福
村
定
書
）

〈

史
料
1
4
V

（a
）

一　

凶
事
之
節
、
酒
取
扱
儀
堅
致
間
敷
被
仰
付
候
御
事

　
　
此
段

凶
事
並
仏
事
等
之
節
、
酒
取
扱
候
儀
為
仕
申
間
敷
候

（
b
）

一　

吉

凶
二
付
客
呼
並
音
物
等
身
の
程
を
考
、
成
丈
に
手
軽
に
可
致
事

　
但
、
葬
式
成
丈
質
素
に
致
可
、
檀
那
寺
之
外
寺
院
等
不
相
迎
、
親
類
β
差
向

　
候
儀
前

以
相
断
可
申
、
且
婦
人
白
装
束
も
木
棉
麻
に
限
り
、
絹
不
相
成
、
勿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
論
法
事
等
成
丈
手
軽
に
致

し
、
布
施
等
も
身
分
相
応
可
致
事

（天
保
十
三
年
、
備
前
国
吉
備
郡
岡
田
村
等
十
六
ケ
村
村
方
取
締
議
定
）

〈

史
料
1
5
V

（
a
）

一　

仏
事
法
事
是

又
一
汁
一
菜
、
勿
論
禁
酒
に
て
、
重
立
候
親
類
の
外
呼
合
致

　
間
敷
候
事

（
b
）

一　

葬
礼
の

儀
は
本
寺
限

り
、
供
送
り
酒
代
三
十
二
文
限
り
、
普
吟
相
止
め
、

　
讐
へ
親
類
た
り
と
も
従
弟
限
り
五
人
組
限
り
、
其
余
懇
意
者
た
り
と
も
野
送

　
り
致
間
敷
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

　
　
但
、
五
十
日
の
志
、
是
又
相
止
可
申
候
事
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（
天
保
十
四
年
、
摂
津
国
西
成
郡
南
中
島
組
十
八
ケ
村
取
締
方
約
定
一
札
）

　

〈
史
料
1
6
＞

　
　
一
　
祝
儀
井
不
幸
之
筋
は
相
互
之
儀
二
候
は
、
銘
々
自
扶
持
二
而
手
伝
実
意
二

　
　
　
世
話
い
た
し
、
酒
食
等
之
跡
差
出
候
二
不
及
、
仮
令
差
出
候
共
一
切
受
申
間

　
　
　
（
6
5
）

　
　

敷
事

　
　
（
嘉
永
六
年
〈
一
八
五
三
〉
、
出
羽
国
村
山
郡
山
寺
村
早
魅
二
付
節
倹
議
定
）

　
　
〈
史
料
1
7
V

　
　
（
a
）

　
　
一
　
無
祝
義
之
儀
は
手
不
足
二
て
は
差
支
之
筋
も
有
之
候
間
、
任
先
規
候
事
、

　
　
　
尤
仏
事
二
酒
は
禁
候
事
二
付
、
酒
不
相
用
様
可
致
事
、
尤
床
取
道
具
洗
浄
め

　
　
　
酒
と
し
て
、
酒
弐
升
に
て
相
済
候
様
可
致
、
附
り
、
大
人
死
去
致
候
節
は
、

　
　
　
悔

と
し
て
米
壱
升
、
十
五
以
下
の
も
の
死
去
之
節
は
、
同
白
米
五
合
宛
、
上

　
　
　
下
は
壱
町
内
之
儀
二
付
、
念
仏
講
中
相
定
、
銘
々
右
定
メ
之
米
持
参
可
致
、

　
　
　
然
ル
上
は
外
二
悔
等
た
し
合
不
申
事

　
　
（
b
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

　
　
一
　
仏
事
回
向
、
石
碑
建
等
之
節
、
酒
一
切
相
用
不
申
様
相
定
候
事

　
　
（
安
政
四
年
く
一
八
五
七
V
、
下
野
国
益
子
町
改
革
議
定
）

　
村
・
町
や
組
合
村
の
法
の
葬
式
・
法
事
に
関
す
る
規
定
は
、
右
の
例
か
ら
知
ら
れ

る
よ
う
に
、
質
素
・
倹
約
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は

幕
藩
権
力
の
倹
約
令
を
受
容
し
た
面
も
あ
ろ
う
が
、
村
・
町
や
組
合
村
と
し
て
も
、

一
八
世
紀
中
期
以
降
の
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
に
伴
う
階
層
分
化
の
進
行
、
そ
れ
に

加
わ
っ

た
打
ち

続

く
災
害
と
い
っ
た
激
変
す
る
社
会
経
済
の
下
で
家
と
地
域
共
同
体

を

維
持

し
て
い
く
た
め
に
、
自
発
的
に
自
分
た
ち
の
生
活
を
規
律
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ

た
。
生
前
の
生
活
も
死
後
の
魂
の
安
穏
も
家
と
地
域
共
同
体
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ

た

当
時
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
は
絶
対
的
な
規
範
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
家
の
永
続
を
念
じ
て
定
め
た
家
法
・
家
訓
に
も
、
一
八
世
紀
中
期
以
降
の
も
の

で

は
、
生
活
全
般
に
わ
た
る
徹
底
し
た
質
素
・
倹
約
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
冠
婚
葬
祭
は
親
類
や
地
域
住
民
の
交
際
の
機
会
で
も
あ
り
、
家
内
部
だ

け
で
自
己
完
結
し
え
な
い
性
格
を
具
え
て
い
る
。
そ
の
際
の
贈
答
・
饗
応
を
自
家
の

都
合
だ

け
で
節
約
あ
る
い
は
省
略
す
れ
ぽ
、
「
義
理
」
を
欠
く
と
の
読
り
を
周
囲
か

ら
受
け
か
ね
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
質
素
化
は
地
域
共
同
体
の
申
し
合
わ
せ
事

項

と
し
て
成
文
化
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ぽ
∧
史
料
1
6
V
で
は
、

祝
儀

な
ら
び
に
不
幸
の
節
は
銘
々
自
扶
持
に
て
相
互
に
手
伝
う
こ
と
に
し
、
当
家
よ

り
酒
食
等
は
出
さ
ず
、
た
と
え
出
さ
れ
て
も
い
っ
さ
い
受
け
な
い
こ
と
を
村
と
し
て

議
定

し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
村
の
申
し
合
わ
せ
が
あ
れ
ぽ
、
手
伝
い
の
者
に
酒
食

を

出
さ
な
く
て
も
、
礼
を
失
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
村
・
町
や
組
合
村
の
法
で
は
、
葬
式
・
法
事
の
節
の
参
加
者
の
範
囲
、

香
貧
の
額
、
料
理
の
品
数
に
制
限
は
加
え
て
も
、
先
の
幕
府
法
の
よ
う
に
墓
碑
の
大

き
さ
や
戒
名
の
格
を
制
限
し
た
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
点
に
も
、
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
墓
碑
の
大
き
さ
や
戒
名
の
格
は
地
域
社
会
に
お
け

る
家
の
格
式
や
経
済
力
お
よ
び
家
内
部
で
の
地
位
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
供
養
の
厚
薄
に
も
か
か
わ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
共
同
体
の
申
し
合
わ
せ

と
し
て
一
律
に
規
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
右
に
掲
げ
た
条
文
の
内
容
に
は
、
当
時
の
習
俗
を
う
か
が
う
上
で
興

味
深
い

規
定
が

い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
。

　
例
え

ぽ
、
∧
史
料
1
4
V
　
　
（
b
）
で
は
葬
式
に
檀
那
寺
以
外
の
寺
院
か
ら
僧
侶
を 112
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迎

え
ず
、
ま
た
親
類
が
自
家
の
檀
那
寺
の
僧
侶
を
喪
家
に
差
し
向
け
る
こ
と
も
前
も

っ

て

断

る
よ
う
規
定
し
、
〈
史
料
1
5
＞
1
（
a
）
も
同
様
に
「
葬
礼
の
儀
は
本
寺
限

り
」
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
規
定
を
設
け
て
い
る
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
、
葬
式
の

際

に
檀
那
寺
以

外
の
寺
か
ら
も
僧
侶
を
迎
え
る
こ
と
が
慣
例
化
し
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
第
二
節
で
検
討
し
た
安
芸
国
高
田
郡
多
治
比
村
吉
川
家
の
『
家
業
考
』

の

記
述
に
も
、
そ
う
し
た
慣
例
が
み
ら
れ
る
。
前
出
の
天
保
二
年
の
幕
府
触
書
で
も

葬
式
の
節
の
集
僧
を
一
〇
僧
以
下
に
制
限
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
複
数
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

寺
院
か

ら
僧
侶
を
迎
え
る
慣
行
は
全
国
的
に
存
在
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
村
・

町
や
組
合
村
の

法
で
そ
れ
を

禁
じ
た
例
は
管
見
の
範
囲
で
は
先
の
二
例
し
か
見
出
だ

せ
な

い

が
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
慣
行
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
僧
侶
の
人

数
は
死
者
供
養
の
厚
薄
に
か
か
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
共
同
体
と
し
て
そ

れ
を

規
制
す

る
こ
と
は
難
し
い
面
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
〈
史
料

7
∨
ー
（
b
）
は
「
七
歳
未
満
は
忌
服
も
こ
れ
な
く
候
間
、
組
合
計
に

て

葬
式
致
す
べ
く
候
」
と
い
う
規
定
が
み
え
る
。
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
に
も
、
幼

児
の
死
に
つ
い
て
は
忌
服
を
し
な
い
か
軽
く
し
て
い
る
事
例
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
、

先
に
検
討

し
た
と
お
り
で
あ
る
。
七
歳
が
幼
児
と
子
供
の
境
界
年
齢
と
さ
れ
て
い
た

地
域
が

多
く
、
七
歳
以
下
な
い
し
未
満
の
幼
児
は
い
ま
だ
神
（
祖
霊
）
の
世
界
に
属

し
て
い
る
と
観
念
さ
れ
、
家
と
村
の
成
員
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、

民
俗
学
で

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
幼
児
が
死
亡
し
て
も
忌
服
し
な

い

か
軽
く
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
観
念
を
背
景
に
し
て
い
よ
う
。

　
∧
史
料
17

＞
1
ー
（
a
）
で
は
、
「
大
人
死
去
致
候
節
は
、
悔
と
し
て
米
壱
升
、
十

五
以

下
の

も
の
死
去
之
節
は
、
同
白
米
五
合
宛
」
と
定
め
て
い
る
。
一
五
歳
を
大
人

と
子
供
の
境
界
年
齢
と
し
て
い
る
例
は
、
こ
れ
に
限
ら
ず
普
遍
的
に
存
す
る
。
例
え

ぽ
、
前
項
で
み
た
よ
う
に
、
越
中
国
婦
負
郡
で
は
、
男
女
を
問
わ
ず
、
忌
中
の
休
業

期
間

を
一
五
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
七
日
間
、
八
歳
以
上
は
五
日
間
、
七
歳
以
下

は
三
日
間
と
し
て
い
る
。

　
地
域
に

よ
っ
て
多
少
差
は
あ
る
も
の
の
、
七
歳
が
幼
児
と
子
供
の
、
一
五
歳
が
子

供

と
大
人
の
境
界
年
齢
と
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
、
こ
れ
に
応
じ
て
忌
服
に
軽

重
を

つ
け

た

り
、
香
貧
の
額
に
差
を
設
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
先
祖
観

と
系
譜
観

θ
　
先
祖
と
子
孫
の
関
係
・
役
割

　
　
〈

史
料
1
8
V

　
　
さ
て
又
家
々
の
先
祖
世
々
の
祖
た
ち
の
霊
を
祭
り
其
霊
の
冥
福
を
祈
る
事
怠
る

　
　
べ
か
ら
ず
、
死
し
て
幽
冥
に
入
り
て
も
現
界
よ
り
子
孫
の
祭
を
享
け
て
種
々
の

　
　
手
向
物
多
け
れ
ば
即
福
神
と
な
り
、
其
子
孫
を
豊
に
守
り
幸
は
ふ
事
疑
な
し
、

　
　
然

る
に
子
孫
た
る
者
其
先
祖
を
祭
ら
ざ
れ
ば
手
向
る
物
も
な
く
、
先
祖
の
霊
幽

　
　
冥
に
在

り
て
困
窮
す
る
な
り
、
困
窮
す
れ
ば
現
界
な
る
子
孫
を
守
る
事
能
は
ず
、

　
　
凡
現
幽
は
相
互
な
る
理
に
し
て
現
世
の
人
は
幽
界
の
神
の
恵
を
う
け
て
幸
ひ
を

　
　
蒙
り
、
幽
界
の
鬼
神
は
現
界
の
人
の
祭
を
受
て
冥
福
を
得
る
趣
な
れ
ば
、
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

　
　
栄

え
を
願
は
む
者
は
、
神
明
及
び
先
祖
の
祭
怠
る
べ
か
ら
ず

　
右
は
前
掲
〈
史
料
2
＞
と
同
じ
く
下
総
国
香
取
郡
松
沢
村
宮
負
定
雄
著
『
民
家
要

術
の
一
節
で
あ
る
。
著
者
は
平
田
篤
胤
の
門
人
で
あ
る
の
で
篤
胤
の
幽
冥
観
の
影
響
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を

多
分
に
受
け
て
は
い
る
が
、
先
祖
の
霊
を
祭
れ
ぽ
先
祖
も
そ
れ
に
応
え
て
子
孫
を

守
護
し
幸
福
を
も
た
ら
し
て
く
れ
、
祭
ら
な
け
れ
ば
災
い
を
も
た
ら
す
と
い
う
観
念

そ
の
も
の
は
、
当
時
の
人
々
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
先

祖

と
子
孫
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
民
俗
学
に
よ
っ
て
遍
く
検
証
さ
れ
て
き
た

し
、
現
在
で
も
年
配
の
人
の
間
で
は
少
な
か
ら
ず
生
き
つ
づ
け
て
い
る
。

　
近
世
に
お

い
て

は
、
現
世
の
生
活
も
来
世
の
生
活
も
家
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い

た
の

で
あ
る
か
ら
、
右
の
よ
う
な
観
念
は
身
分
を
問
わ
ず
人
々
を
強
く
支
配
し
て
い

た
だ
ろ

う
。
例
え
ぽ
、
幕
府
の
御
小
姓
番
士
伊
勢
貞
丈
が
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）

に
著

し
た
家
訓
で
も
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　
〈
史
料
1
9
＞

　
　
一
、
先
祖
を
ば
あ
が
め
う
や
ま
ひ
て
、
お
ろ
そ
か
に
無
沙
汰
す
べ
か
ら
ず
。
我

　
　
　
身
の
う
け
つ
ぎ
た
る
血
す
ち
の
根
本
に
し
て
、
我
家
の
始
り
也
。
然
る
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
じ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か

　
　
　
忌

日
に
は
か
た
く
精
進
し
、
膳
部
を
そ
な
へ
拝
礼
し
、
墓
へ
参
り
、
年
忌
と

　
　
　
ぶ

ら
ひ
、
怠
ら
ず
祭
る
べ
し
。
先
祖
を
鹿
末
に
す
る
時
は
、
我
が
子
孫
も
繁

　
　
　
昌
せ
ず
、
色
々
の
わ
ざ
は
ひ
出
来
て
、
其
身
も
つ
ひ
に
は
あ
や
ふ
か
る
べ
し
。

　
　
　
死

し
た
る
人
は
物
い
は
ず
、
い
か
様
に
し
て
も
よ
し
と
思
ふ
べ
か
ら
ず
。
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
ば
く

　
　
　
に

は
た

ま
し
ひ
ニ
ツ
あ
り
。
魂
塊
の
ニ
ツ
也
。
死
す
る
時
は
、
魂
の
た
ま
し

　
　
　
ひ

は
、
消
て
散
り
う
せ
る
な
り
。
塊
の
た
ま
し
ひ
は
、
其
家
に
と
黛
ま
り
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
れ
い

　
　
　
い

つ
ま
で
も
あ
る
也
。
そ
の
証
拠
は
、
世
上
に
幽
霊
と
て
、
死
た
る
人
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
り
や
う
を
ん
り
や
う

　
　
　
の

あ
ら
は
れ
出
る
事
あ
り
、
又
死
霊
怨
霊
な
ど
ふ
て
、
恨
あ
る
人
に
と
り
つ

　
　
　
き
、
な
や
ま
す
る
事
あ
る
は
、
か
の
塊
の
た
ま
し
ひ
此
世
に
と
ぶ
ま
り
て
、

　
　
　
そ

の

た

ま
し
ひ
の
な
す
わ
ざ
也
。
心
が
玉
り
も
恨
も
な
き
人
の
魂
は
、
人
の

　
　
　
目
に
も
見
え
ず
、
人
を
な
や
ま
す
事
こ
そ
な
け
れ
、
其
家
に
と
ぶ
ま
り
て
あ

　
　
　
る
事
は
う
た
が
ひ
な
し
。
さ
れ
ぽ
先
祖
を
鹿
末
に
す
れ
ぽ
、
か
の
先
祖
の
塊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
え

　
　
　
の

た

ま
し
ひ
た
ふ
り
を
な
す
故
、
さ
ま
人
＼
の
わ
ざ
は
ひ
絶
ず
、
身
も
家
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

　
　
　
子
孫

も
あ
や
ふ
く
な
る
也
。
お
そ
る
べ
し
、
つ
s
し
む
べ
し
。

　
家
は
先
祖

よ
り
子
々
孫
々
へ
と
永
続
し
て
い
く
こ
と
を
志
向
す
る
組
織
体
で
あ
る

か

ら
、
現
実
の
構
成
メ
ン
バ
ー
だ
け
で
な
く
観
念
的
に
は
代
々
の
家
長
と
そ
の
妻
を

中
心
と
す
る
先
祖
も
成
員
に
含
ま
れ
る
。
家
の
成
員
は
力
を
合
わ
せ
て
家
の
存
続
・

繁
栄
の

た

め
に
尽
く
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
先
祖
も
家
の
成
員
で
あ
る
以
上
、
子

孫
を

守

り
、
家
の
繁
栄
に
資
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
肉
体
は
死
滅
し

て

も
霊
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
子
孫
が
飲
食
を
供
え
養
っ
て
や
ら
な
け
れ

ば
、
先
祖
は
飢
え
て
し
ま
い
、
子
孫
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
互
助
の

関
係
は
現
世
に
生
き
て
い
る
者
同
士
の
間
だ
け
で
な
く
、
先
祖
と
子
孫
の
間
に
も
取

り
結
ば
れ
、
互
い
の
生
活
を
保
障
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ

け
で
あ
る
。

　
先
祖

と
子
孫
の
関
係
を
考
え
る
と
き
、
先
祖
の
子
孫
に
対
す
る
道
徳
上
の
教
育
機

能

も
見
落
と
せ
ま
い
。
家
訓
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
と
し
て
守
る
べ
き
道
徳

は
先
祖
の

教

え
と
し
て
説
か
れ
る
し
、
子
供
が
い
た
ず
ら
す
る
と
祖
父
母
や
父
母
が

〃

御
先
祖
様
の
罰
が
当
た
る
よ
〃
と
言
っ
て
誠
め
た
例
は
、
年
配
の
方
な
ら
少
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

ら
ず
心
覚
え
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
家
を
場
と
し
て
現
世
の
生
活
と
来
世
の
生
活
と
が
連
続
し
て
と
ら
え
ら

　
　
（
7
1
）

れ
て

い
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
年
老
い
る
こ
と
は
先
祖
に
近
づ
く
こ
と
を
意
味
し
て

い

た
。
当
然
、
老
人
に
は
そ
れ
が
ゆ
え
の
心
構
え
が
求
め
ら
れ
る
。
前
出
（
第
一
節
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第
三
項
）
の
『
農
業
横
座
案
内
』
で
は
年
齢
、
家
内
で
の
地
位
に
応
じ
た
心
構
え
を

説
い
て

い

る
が
、
老
い
て
隠
居
し
た
者
の
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
年

行
隠
居
致
候
節
ハ
、
子
供
の
世
話
に
て
我
身
を
安
楽
に
暮
す
故
、
神
前
に
向
て
ハ
家

　
　
（
災
）

内
息
才
延
命
子
孫
栄
久
を
祈
る
へ
し
、
仏
を
拝
し
て
は
御
教
の
こ
と
く
御
世
菩
提
を

　
　
　
（
7
2
）

も
願
ふ
へ
し
」
と
。

　
老
人
は
現
世
の

生
活

と
来
世
の
生
活
と
の
境
界
に
位
置
す
る
存
在
で
あ
る
。
ゆ
え

に
、
現
世
に
お
け
る
子
孫
の
繁
栄
と
自
己
の
来
世
に
お
け
る
冥
福
と
を
併
せ
祈
願
す

る
こ
と
が
務
め
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

⇔
　
「
先
祖
」
と
「
無
縁
仏
」

　
と
こ
ろ
で
、
家
で
祭
ら
れ
る
霊
が
す
べ
て
先
祖
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、

そ
れ

と
も
生
前
特
定
の
地
位
に
あ
っ
た
者
あ
る
い
は
特
定
の
条
件
を
備
え
て
い
た
者

の

霊
の
み
が
先
祖
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
オ
ー

ム

ス
・

ヘ
ル

マ
ン

氏
の

神
奈

川
県
川
崎
市
生
田
町
長
沢
の
農
家
を
対
象
と
し
た
調
査

（3
7
）

報
告
が
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

　
長
沢
で

は
、
生
前
結
婚
し
て
い
た
者
の
み
が
「
先
祖
」
と
な
り
、
未
婚
の
ま
ま
死

ん

だ
者
は
年
齢
を

問
わ
ず
す
べ
て
「
無
縁
仏
」
と
さ
れ
、
仏
壇
、
墓
も
区
別
さ
れ
て

い

る
。
結
婚
し
て
い
る
者
は
、
た
と
え
実
子
が
な
く
て
も
夫
婦
養
子
を
取
る
な
ど
し

て

子
孫
を

持
ち

う
る
の
で
、
死
後
は
そ
の
子
孫
に
よ
っ
て
「
先
祖
」
と
し
て
祭
ら
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
未
婚
者
は
、
自
己
の
子
孫
を
持
ち
え
な
い
の
で
、
死
後
は
生
家
で

祭

ら
れ
る
に
し
て
も
、
「
先
祖
」
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
「
無
縁
仏
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

　
つ

ま
り
、
こ
の
部
落
で
は
結
婚
し
て
い
る
か
否
か
、
い
い
か
え
れ
ば
子
孫
を
持
ち

う
る
条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
が
、
死
後
「
先
祖
」
と
な
る
か
「
無
縁
仏
」
に

な
る
か
の
分
岐
点
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
未
婚
で
死
ん
だ
人
々
は
、

子
供
で
あ
れ
、
成
人
で
あ
れ
、
長
男
で
あ
れ
、
次
男
で
あ
れ
、
す
べ
て
「
無
縁
仏
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
事
例
は
、
「
先
祖
」
の
観
念
が
親
子
関
係
を
前
提
に
生
ま

れ

る
こ
と
を
示
し
て
い
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
近
世
中
期
以
降
、
農
民
の
家
は
直
系
親
を
主
体
と
す
る
小
家
族
で
構
成
さ
れ
る
の

が
一
般
的
と
な
っ
て
お
り
、
傍
系
親
が
結
婚
後
も
生
家
に
留
ま
る
の
は
稀
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
結
婚
を
「
先
祖
」
と
な
る
要
件
と
す
る
と
き
、
事
実
上
、
「
先
祖
」

は
直
系
の
ラ
イ
ン
に
連
な
る
代
々
の
家
長
と
そ
の
妻
の
霊
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
ど
の
範
囲
の
霊
を
「
先
祖
」
の
範
疇
に
含
め
る
か
は
地
域
に
よ
っ
て

一
様
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
直
系
家
族
制
の
も
と
に
お
い
て
は
、
家
で
祭
る

霊
の

大
部
分
は
必
然
的
に
歴
代
の
家
長
夫
婦
の
霊
で
占
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
た

ま
た
ま
未
婚
の
ま
ま
死
去
し
た
者
の
霊
は
、
遇
然
的
に
発
生
し
た
例
外
的
な
霊
と
し

て

「
先
祖
」
の
周
縁
に
位
置
づ
け
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
未
成
年
あ
る
い
は

未
婚
の

ま
ま
死
ん
だ
者
の
霊
が
「
無
縁
仏
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
例
は
、
各
地
で

　
　
　
　
　
（
η
）

認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
制
度
下
で
は
、
後
嗣
以
外
の
子
女
は
、
新
た
に
家
を
創
設
す
る
か
、
他

家
に
嫁
あ
る
い
は
養
子
と
し
て
入
り
、
そ
の
家
の
家
長
・
主
婦
の
地
位
に
就
か
な
い

限

り
、
死
後
、
正
規
の
先
祖
と
は
な
り
え
な
い
。
未
婚
の
ま
ま
生
家
に
留
ま
れ
ぽ
、

生
前
は

「
厄
介
」
と
し
て
、
死
後
は
「
無
縁
仏
」
と
し
て
、
傍
流
の
日
陰
の
人
生
コ

ー
ス
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
の
「
婚
資
」
の
項
を
み
る
と
、

入
嫁
の
際
に
家
具
・
衣
類
・
手
道
具
の
他
に
田
畑
も
持
参
す
る
例
が
稀
に
は
あ
る
が
、
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そ
れ
は

「
身
体
不
具
面
貌
醜
悪
ノ
償
料
二
充
ル
」
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
世
間
体
を
揮

っ

て

内
密
に
行
っ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
田
畑
屋
敷
の
単
独
相
続
制
が
定
着

し
た
近
世
中
期
以
降
、
田
畑
を
付
け
て
嫁
に
遣
る
こ
と
は
原
則
的
に
は
否
定
さ
れ
た

が
、
稀
に
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
「
身
体
不
具
面
貌
醜
悪
ノ
償
料
」

と
し
て
の
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
当
時
は
、
女
子
は
嫁

に
行

き
、
や
が
て
は
主
婦
の
座
に
就
き
、
死
後
は
そ
の
家
の
先
祖
と
し
て
手
厚
い
供

養
を
受
け

る
の
が
正
規
の
、
幸
せ
な
人
生
コ
ー
ス
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
慣
例
に
反
し
て
田
畑
を
付
け
て
ま
で
嫁
に
も
ら
っ
て
も
ら
お
う
と
し
た
の
は
、

そ

う
し
た
正
規
の
人
生
コ
ー
ス
に
何
と
か
し
て
娘
を
乗
せ
て
や
り
た
い
と
の
親
心
が

働
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
嫁
や
養
子
と
し
て
他
家
に
入
っ
て
も
、
離
縁
さ
れ
て
実
家
に
帰
れ
ば
、
再

婚

し
な
い
限
り
、
「
厄
介
」
↓
「
無
縁
仏
」
の
コ
ー
ス
を
た
ど
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
’

近
世
に
お

い
て

は
武
家

も
庶
民
も
再
婚
率
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
正
規
の
人
生
コ
ー
ス
に
再
び
戻
す
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
津
軽

地
方

で
は
死
ん

だ

子
が
結
婚
適
齢
期
に

な
る
と
嫁
・
婿
の
人
形
を
作
り
、
そ
れ
に
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

前
を

つ
け
、
家
に
よ
っ
て
は
親
族
を
集
め
結
婚
式
を
挙
げ
、
奉
納
す
る
習
俗
が
あ
る

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
未
婚
で
死
去
し
た
子
の
霊
を
無
縁
仏
の
境
涯
か
ら
救

済
す

る
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
死
後
結
婚
の
習
俗
は
各
地
で

少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
嫁
・
婿
の
姿
を
絵
に
描
い

て

社
寺
に
奉
納

し
て
い
る
例
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
未
婚
で
死
去
し
た
者
の
霊
は
、
無
縁
仏
と
し
て
先
祖
の
周
縁
に
位
置

づ
け

ら
れ
な
が
ら
も
、
帰
属
す
る
家
に
お
い
て
供
養
は
受
け
る
。
し
か
し
、
無
縁
仏

に

は

こ
の
他
に
、
帰
属
す
る
家
の
な
い
霊
も
含
ま
れ
る
。
藤
井
正
雄
氏
は
、
無
縁
仏

に
は
帰
る
べ
き
家
の
な
い
遊
魂
と
祭
る
子
孫
の
な
い
霊
の
二
種
類
が
あ
り
、
前
者
は

行
き
倒
れ
、
漂
流
死
体
、
災
害
時
の
罹
災
者
な
ど
の
霊
、
後
者
は
幼
児
、
独
身
男
女
、

出
戻
り
娘
、
既
婚
者
で
も
子
供
の
な
い
オ
ジ
・
オ
バ
、
絶
家
な
ど
の
祭
祀
者
た
る
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

孫

を
持
た
な
い
血
縁
霊
で
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
絶
家
の
場
合
は
帰

る
べ
き
家
自
体
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
の
範
疇
に
含
め
た
ほ
う
が
よ
い

の

で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は

と
も
あ
れ
、
帰
る
べ
き
家
の
な
い
霊
で
あ
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
放
置
さ
れ

て

い

る
わ
け
で
は
な
い
。
盆
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
な
家
の
仏
を
祭
る
機
会
に
は
、
自

己

の

家
の
成
員
の
霊
の
み
な
ら
ず
、
外
部
の
無
縁
の
霊
も
迎
え
入
れ
て
供
養
す
る
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

習
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
の
調
査
し
た
三
重
県
鳥
羽
市
菅
島
で
も
、
盆
に

は
、
仏
壇
に
供
え
た
物
を
下
げ
た
あ
と
「
餓
鬼
」
と
称
す
る
無
縁
の
霊
に
与
え
る
た

め

に

庭
の
隅
に
置
い
て
い
る
例
は
、
各
家
で
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
村
の
行
事
と
し
て

も
、
村
落
の
先
祖
全
体
と
餓
鬼
を
対
象
に
し
た
共
同
供
養
が
盆
に
営
ま
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
埋
め
墓
に
は
、
安
政
の
大
津
波
の
際
に
出
て
き
た
人
骨
を
納
め
て
供
養
し

た

「
三
界
万
霊
供
養
塔
」
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
無
縁
仏
を
対
象
に
し
た

地
域
共
同
体
と
し
て
の
共
同
供
養
の
行
事
や
共
同
供
養
塔
も
、
菅
島
の
み
な
ら
ず
広

く
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
家
や
地
域
共
同
体
が
先
祖
の
み
な
ら
ず
様
々
な
無
縁
仏
を
も
供
養
の

対
象

に

し
て
い
る
背
景
に
は
、
単
な
る
同
情
心
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
な
け
れ
ぽ
崇

っ

て

家
や
地
域
社
会
に
災

い
を

も
た
ら
し
か
ね
な
い
と
の
恐
怖
観
念
も
潜
在
し
て
い

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
疎
外
さ
れ
た
恵
ま
れ
な
い
霊
に
供
養
の
功
徳
を
施
せ
ば
利
益
が
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得
ら
れ
る
と
の
考
え
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
現
世
に
お
い
て
社
会
的
に

疎
外

さ
れ
た
存
在
で
あ
る
非
人
や
座
頭
な
ど
に
施
行
す
る
の
と
、
根
底
に
お
い
て
相

通
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以

上
の

こ
と
か
ら
、
家
と
地
域
共
同
体
は
、
現
世
に
生
き
る
人
間
の
み
な
ら
ず
、

来
世
に
生

き
る
霊
魂
を
も
管
理
し
、
そ
の
生
活
を
保
障
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
今
日
、
永
続
的
な
生
活
共
同
の
組
織
体
で
あ
る
家
は
、

都
市
に

お

い
て

は

も
ち
ろ
ん
、
農
村
に
お
い
て
も
過
疎
化
に
よ
っ
て
姿
を
消
し
つ
つ

あ
り
、
地
域
社
会
の
共
同
性
も
薄
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
独
身
者
や
身
寄
り
の

な
い
あ
る
い
は
家
族
か
ら
見
放
さ
れ
た
老
人
が
急
速
に
増
え
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
事
態
は
、
か
つ
て
は
先
祖
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
た
霊
の
無
縁
仏
化
、
新
た

な
無
縁
仏
の
発
生
を
招
来
し
て
い
る
。
右
に
み
た
よ
う
に
、
無
縁
仏
と
い
え
ど
も
、

か
つ
て

は
家
や
地
域
共
同
体
に
よ
っ
て
供
養
は
受
け
、
そ
の
限
り
で
は
現
世
の
人
々

と
の
縁
は
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
盤
の
喪
失
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
無

縁
仏
は
全
く
の
無
縁
の
存
在
と
化
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
世
論
調
査

に

よ
る
と
、
現
在
で
も
日
本
人
の
大
半
が
霊
魂
の
存
在
と
そ
の
崇
り
を
少
な
か
ら
ず

　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

信

じ
て
い
る
と
い
う
。
昨
今
の
霊
魂
ブ
ー
ム
や
新
興
宗
教
へ
の
帰
依
者
の
増
加
は
、

家
、
そ
れ
と
結
び
付
い
た
既
存
の
寺
院
、
地
域
共
同
体
に
代
わ
る
、
霊
魂
の
新
た
な

管
理
シ

ス

テ

ム

を

創

り
出
し
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
く
る
不
安
を
、
そ
の
背
景
の
一

つ
と
し
て
は
い
ま
い
か
。

⇔
　
霊

魂
の
格
差
の
表
示
－
祖
先
崇
拝
と
差
別
ー

家
と
地
域
共
同
体
は
死
後
の
霊
魂
の
安
穏
を
保
障
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と

は
い

え
、
現
世
に
お
い
て
家
と
地
域
共
同
体
に
生
き
る
人
々
が
平
等
な
地
位
に
置
か

れ
て

い
た

わ
け

で
は

な
い
の
と
同
様
、
霊
魂
の
間
に
も
格
差
、
差
別
が
存
在
し
た
こ

と
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
項
で
述
べ
た
「
先
祖
」
と
「
無
縁
仏
」
の
区

別

も
そ
の
一
つ
の
表
現
で
あ
る
が
、
霊
魂
の
格
差
は
戒
名
、
墓
碑
、
位
牌
な
ど
に
よ

っ

て

も
示
さ
れ
る
。

　
現
世
に
お
け

る
死
は
同
時
に
、
来
世
に
お
け
る
霊
魂
の
誕
生
を
意
味
す
る
。
現
世

に
誕
生

し
た
人
間
に
名
前
（
俗
名
）
が
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
来
世
に
誕
生
し
た
霊

魂
に
も
名
前
（
戒
名
）
が
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
戒
名
に
は
、
家
の
身
分
・

格
式
や
経
済
力
、
お
よ
び
家
に
お
け
る
地
位
、
年
齢
な
ど
に
応
じ
て
格
差
が
設
け
ら

　
　
　
（
7
9
）

れ
て

い
る
。

　

最
も
格
の
高
い
院
号
・
居
士
号
・
大
姉
号
を
付
与
さ
れ
る
の
は
、
上
層
の
百
姓
・

町
人
の

家
の

家
長
と
そ
の
妻
に
限
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ま
た
墓
碑
も
、

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
近
世
に
お
い
て
は
夫
婦
単
位
あ
る
い
は
個
人
単
位
で
建
て

ら
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
家
長
夫
婦
の
墓
碑
は
他
の
家
族
の
墓
碑
よ
り
立

派
で
あ
る
の
が
普
通
で
、
そ
の
地
位
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
墓

碑
の

形
態
・
大
き
さ
は
家
の
格
式
や
経
済
力
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
か
つ
て
は
格
式

の

低
い
家
で
あ
っ
て
も
、
経
済
力
を
高
め
る
と
、
領
主
に
献
金
し
て
格
式
を
買
っ
た

り
、
寺
院
に
多
額
の
志
納
金
を
納
め
て
上
位
の
格
の
戒
名
を
追
位
し
て
も
ら
っ
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

墓
碑
を
建
て
替
え
た
り
す
る
例
も
近
世
後
期
に
は
珍
し
く
な
い
。
第
三
節
第
四
項
で

述
べ
た
よ
う
に
、
幕
府
は
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
百
姓
・
町
人
が
院
号
・
居
士

号
を
付
け

た

り
、
大
き
な
墓
碑
を
建
立
す
る
こ
と
を
身
分
不
相
応
と
し
て
禁
じ
て
い

る
が
、
管
見
の
範
囲
内
の
実
例
で
は
守
ら
れ
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
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戒
名
や
墓
碑
は
地
域
社
会
で
の
家
の
地
位
や
経
済
力
、
お
よ
び
家
内
部
で
の
地
位
を

象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
供
養
の
厚
薄
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か

な
る
ま
い
。

　
幼
児
（
た
い
て
い
七
歳
未
満
な
い
し
以
下
）
が
死
亡
し
た
時
に
は
、
「
…
…
童
子

（
童
女
）
」
と
い
う
戒
名
が
付
与
さ
れ
、
幼
童
の
霊
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、

幼
童
の

墓
は
地
蔵
の

形

を
し
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
蔵
に
は
幼
児
を

あ
の
世
で
救
う
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
が
、
幼
児
は
神
（
祖
霊
）

の

世
界
と
人
間
社
会
の
境
界
に
位
置
す
る
存
在
で
あ
っ
た
た
め
、
地
蔵
も
人
間
社
会

の

境
の
象
徴
と
も
な
り
、
既
述
の
よ
う
に
塞
の
神
に
代
わ
っ
て
村
境
に
安
置
さ
れ
る

こ
と
と
も
な
っ
た
。
幼
児
は
そ
の
非
社
会
性
な
い
し
未
社
会
性
の
ゆ
え
に
、
葬
式
、

服

忌
、
供
養
に
お
い
て
も
軽
く
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
「
無
縁
仏
」
の

系
列
に
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
近
世
身
分
制
の
下
で
非
人
間
的
存
在
と
し
て
最
下
位
に
位
置
づ
け
ら

れ
、
全
社
会
的
に
差
別
さ
れ
て
い
た
の
は
「
稜
多
」
、
「
非
人
」
で
あ
る
が
、
彼
ら
は

死
後
に
お
い
て
も
賎
民
身
分
で
あ
る
こ
と
を
表
示
し
た
戒
名
を
付
与
さ
れ
、
差
別
的

　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

な
扱
い
を
受
け
て
い
た
。
部
落
に
よ
っ
て
は
大
正
末
頃
ま
で
葬
儀
の
時
に
檀
那
寺
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

ら
僧
侶
が
来
な
い
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
い
う
。
「
稜
多
」
、
「
非
人
」
の
名
称
が
確

定
し
、
近
世
身
分
制
の
下
に
構
造
的
に
定
置
さ
れ
る
の
は
一
七
世
紀
末
頃
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
伴
い
宗
門
人
別
改
め
に
お
い
て
彼
ら
は
別
個
の
帳
面
に
登
録
さ
れ
、
ま
た
過

　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

去
帳

も
別
帳
化
し
た
。
な
か
ん
ず
く
「
稜
多
」
に
つ
い
て
は
、
菩
提
寺
そ
の
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

区
別
し
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い
。
つ
ま
り
、
現
世
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
来
世

に

お

い
て

も
別
個
に
管
理
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

　

な
お
、
有
泉
貞
夫
氏
「
柳
田
国
男
考
－
祖
先
崇
拝
と
差
別
ー
」
は
、
近
世
に

お
け

る
農
民
層
の
祖
先
崇
拝
の
成
熟
と
微
多
・
非
人
に
対
す
る
差
別
と
の
関
係
に
つ

い
て

論

じ
て
い
て
、
す
こ
ぶ
る
示
唆
に
富
ん
で
い
る
の
で
、
次
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
有
泉
氏
は
、
日
本
人
の
祖
先
崇
拝
は
近
世
に
入
り
小
農
民
経
営
の
一
般
的
形
成
を

ま
っ
て
成
熟
し
た
も
の
で
あ
り
、
被
差
別
民
の
存
在
が
そ
の
成
熟
の
必
須
の
契
機
に

な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
先
祖
が
、
死

霊
に
対
す

る
恐
怖
か
ら
で
な
く
、
子
孫
の
追
慕
と
祭
祀
に
よ
っ
て
遂
に
は
神
に
な
る

と
い
う
観
念
が
支
配
的
に
な
れ
る
に
は
、
先
祖
が
、
従
っ
て
や
が
て
そ
れ
に
融
合
す

る
こ
と
を
期
待
す
る
子
孫
自
身
が
、
原
罪
的
な
罪
微
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
自
己

意
識
を
も
た
な
い
で
済
む
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
二

般

小
農
民
の
日
常
生
活
・
生
産
活
動
の
な
か
で
不
可
欠
あ
る
い
は
不
可
避
で
あ
る
仕

事
ー
落
牛
馬
処
理
、
隠
亡
、
野
守
、
刑
執
行
、
死
骸
取
捨
な
ど
を
一
部
特
定
の
人
々

に
押

し
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
小
農
民
の
宗
教
意
識
は
、
自
分
を
清
浄
な
、

あ
る
い
は
子
孫
の
追
慕
と
祭
祀
に
よ
っ
て
浄
化
可
能
な
程
度
の
罪
稜
し
か
身
に
つ
い

て

い

な
い
も
の
と
観
念
で
き
る
方
向
へ
展
開
し
た
。
そ
う
し
て
、
　
〃
祖
先
崇
拝
1
1
家

永
続
の

願
い
〃

は
世
界
史
に
類
の
な
い
成
熟
純
化
を
遂
げ
、
　
一
般
小
農
民
の
生
活
と

モ

ラ
ル
の
規
範
と
し
て
の
位
置
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
。
こ
こ
で
有
泉
氏
が

い
わ
れ

る
微
れ
た
仕
事
を
押
し
付
け
ら
れ
た
一
部
特
定
の
人
々
と
は
、
「
室
町
期
の

『
職
人
尽
歌
合
』
に
居
並
ぶ
漂
泊
的
手
工
業
・
宗
教
芸
能
者
の
系
譜
を
引
く
者
で
、

兵
農
分
離
か

ら
鎖
国
の
過
程
で
活
動
の
場
を
失
い
狭
め
ら
れ
た
人
々
」
を
指
す
。
そ

し
て
、
彼
ら
は
微
れ
た
仕
事
を
担
わ
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
農
民
か
ら
差
別
さ
れ
る
よ
う

に

な
り
、
「
当
初
は
判
然
と
し
て
い
な
か
っ
た
エ
タ
・
非
人
の
名
称
が
、
十
七
世
紀
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以

降
、
政
治
支
配
・
秩
序
維
持
の
手
段
と
し
て
期
待
さ
れ
、
範
囲
の
明
確
化
が
企
図

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
間
に
小
農
民
自
立
が
進
行
し
、
　
〃
祖
先
崇
拝
と
差

別
〃
の
複
合
意
識
が
小
農
民
一
般
に
定
着
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
で
は
な
か
っ
た

か
L
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
つ

ま
り
、
幕
藩
領
主
の
政
策
よ
り
先
に
、
封
建
小
農
民
の
祖
先
崇
拝
と
現
実
生
活

と
の
矛
盾
の
外
化
と
し
て
〃
差
別
〃
が
発
生
し
て
い
た
と
有
泉
氏
は
解
釈
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
柳
田
が
中
世
土
豪
的
『
一
門
氏
神
』
解
消
後
の
近
世

村
落
で
の

祖
先
崇
拝
の
集
約
点
と
見
る
産
土
神
（
村
氏
神
）
信
仰
が
、
被
差
別
部
落

に
一
般
に
成
立
し
得
ず
、
ま
た
産
土
神
信
仰
か
ら
村
内
被
差
別
民
が
排
除
さ
れ
た
の

は
必
然
で
あ
っ
た
と
い
え
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
近
代
に
入
り
、
明
治
国
家
の

権
力
者
た
ち
は
、
こ
の
差
別
を
内
包
す
る
日
本
人
の
祖
先
崇
拝
を
媒
介
と
し
て
、
天

皇
制

と
被
差
別
部
落
を
相
互
に
対
極
た
ら
し
め
、
常
民
の
祖
先
崇
拝
を
、
家
の
み
た

ま
棚
↓
村
氏
神
↓
伊
勢
大
神
へ
と
連
結
す
る
〃
敬
神
崇
祖
〃
の
体
系
に
組
織
す
る
こ

と
に
よ
り
国
民
統
合
の
強
化
を
果
た
そ
う
と
し
た
、
と
展
望
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
有
泉
氏
の
論
文
は
き
わ
め
て
重
要
な
論
点
を
提
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
家
研
究
に
お
い
て
も
、
被
差
別
部
落
の
研
究
に
お
い
て
も
、
管
見
の
限
り
、
正

当
に
評
価
さ
れ
、
そ
の
論
点
を
継
承
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

実
は
、
有
泉
氏
の
論
考
は
、
昭
和
に
入
り
柳
田
民
俗
学
が
〃
祖
先
崇
拝
‖
家
永
続
の

願
い
〃

を
結

晶
核
と
し
て
形
成
、
成
熟
し
て
い
く
の
と
軌
を
一
に
し
て
、
柳
田
の
被

差
別

民
へ
の
言
及
が
姿
を
消
す
の
は
何
故
か
、
と
い
う
疑
問
に
発
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
右
の
見
解
を
踏
ま
え
て
、
「
〃
祖
先
崇
拝
n
家
永
続
の
願
い
〃
を
共
有
で
き
な

い
部
分
が

日
本
人
の
な
か
に
た
し
か
に
存
在
し
、
し
か
も
か
れ
ら
が
差
別
さ
れ
て
い

る
と
い
う
歴
史
と
現
実
は
〃
祖
先
崇
拝
‖
家
永
続
の
願
い
〃
を
核
に
、
日
本
人
の
精

神
生
活
の

再
構
成

と
意
味
づ
け
を
進
め
て
行
こ
う
と
す
る
柳
田
に
と
っ
て
、
な
ん
と

も
認
め
る
に
忍
び
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
問
題
を
引
入
れ
れ
ぽ

〃

柳

田
学
〃
の
世
界
が
美
し
く
結
晶
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
そ
の
果
て
に
柳

田
は
被
差
別
民
の
問
題
を
、
か
れ
の
学
問
の
世
界
か
ら
追
放
す
る
道
を
選
ん
だ
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
推
察
を
導
か
れ
て
い
る
。

　
一
種
の
美
学
と
も
い
う
べ
き
柳
田
民
俗
学
は
、
研
究
者
の
み
な
ら
ず
広
く
一
般
読

者
を

も
魅
了
し
つ
づ
け
て
い
る
が
、
し
か
し
柳
田
の
構
築
し
た
心
安
ま
る
民
俗
世
界

の

と
り
こ
に
な
り
、
社
会
史
的
視
点
を
欠
落
さ
せ
る
な
ら
ぽ
、
大
き
な
陥
穽
に
お
ち

い

っ

て

し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
こ
と
に
、
右
の
有
泉
氏
の
指
摘
は
警
告
を
発
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
家
の
成
員
の
霊
魂
の
間
に
も
家
の
構
造
に

規
定

さ
れ
た
差
別
の
体
系
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と
同
時
に
、
家
を

基
盤
に
広

く
成
立
、
成
熟
し
た
「
先
祖
」
観
は
社
会
的
に
も
差
別
を
生
み
出
す
契
機

を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
有
泉
氏
の
指
摘
に
若
干
付
言
し
て
お
こ
う
。
近
世
初
期
ま
で
の
上
層
農
民

の

家
に
は
、
家
内
奴
隷
的
存
在
で
あ
る
譜
代
下
人
が
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
家
の

周

縁
に
は
名
子
、
被
官
と
い
っ
た
従
属
農
民
を
配
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
か
つ
て
は
、

こ
う
し
た
家
内
外
の
従
属
農
民
が
「
稜
れ
る
」
と
さ
れ
る
仕
事
を
処
理
す
る
割
合
が

大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
畿
内
な
ど
経
済
的
先
進
地
域
で
は
、
彼
ら
は

早
期
に
小
経
営
農
民
と
し
て
自
立
し
て
ゆ
き
、
独
自
に
先
祖
を
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ

れ
に
伴
い
、
従
来
彼
ら
が
担
っ
て
き
た
「
微
れ
る
」
仕
事
は
他
に
転
嫁
さ
れ
、
そ

れ
を

専
業

と
す
る
民
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
一
方
、
東
北
地
方
な
ど
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経
済
的
後
進
地
域
で
は
、
近
世
中
期
以
降
も
譜
代
下
人
や
名
子
、
被
官
は
少
な
か
ら

ず
存
在
し
た
。
そ
う
し
た
地
域
で
は
自
生
的
な
「
賎
民
」
が
少
な
か
っ
た
の
は
、
家

や

同
族
団
内
部
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
従
属
民
が
「
微
れ
る
」
仕
事
を
処
理
す
る
割
合

が

大
き
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
　
系
譜
意
識
の
強
ま
り
と
系
譜
観

　
柳

田
民
俗
学
で
は
、
死
霊
は
三
年
忌
、
七
年
忌
、
一
三
年
忌
、
一
七
年
忌
と
年
忌

法
要
の
供
養
を
受
け
る
に
従
い
、
だ
ん
だ
ん
個
性
を
失
い
、
ま
た
微
れ
も
浄
ま
り
、

三
三
年
忌

も
し
く
は
五
〇
年
忌
の
弔
い
上
げ
に
よ
っ
て
、
無
個
性
の
清
浄
な
祖
蛋
三

般
に
融
合

し
、
「
先
祖
」
‖
「
神
」
に
昇
華
す
る
、
こ
れ
が
常
民
の
死
霊
ー
祖
霊
観

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
。

　
集
合
的

な
祖
霊
に
融
合
し
て
し
ま
え
ぽ
先
述
の
霊
魂
の
格
差
も
解
消
し
て
し
ま
う

の

か

ど
う
か
疑
問
も
残
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
現
世
に
お
い
て
生
活
を
共
に
す

る
の
は
祖
父
母
ー
孫
の
世
代
が
一
般
的
で
、
長
生
き
し
て
も
せ
い
ぜ
い
曽
祖
父
母
ー

曽
孫
の
世
代
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
三
三
年
忌
な
い
し
五
〇
年
忌
で
弔
い
上
げ
に
す
る

と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
生
活
を
共
に
し
個
性
を
記
憶
し
て
い
る
子
孫
の
生
存
中
に

面
倒
を

見
切

る
こ
と
を
意
味
す
る
ρ
そ
し
て
、
生
活
共
同
の
経
験
の
な
い
、
し
た
が

っ

て

個
性
を

知

る
よ
し
も
な
い
世
代
の
子
孫
か
ら
は
、
先
祖
一
般
の
霊
と
し
て
一
括

祭
祀

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
死
霊
－
祖
霊
の
祭
祀
シ
ス
テ
ム
は
、
家
族
周
期
に
照
ら
せ

ぽ

確
か
に
合
理
性
を
備
え
て
い
よ
う
。

　
た

だ
、
個
性
を
持
っ
た
死
霊
が
弔
い
上
げ
に
よ
っ
て
無
個
性
の
集
合
的
な
祖
霊
に

融
合

し
て
し
ま
う
と
観
念
さ
れ
て
い
た
に
せ
よ
、
近
世
に
お
い
て
は
庶
民
の
間
で
も

霊
魂
の
個
別
性
が
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
意
義
も
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
自
然
石
や
樹
木
が
祖
霊
の
依
代
と
し
て
祭
祀
の
対
象
に
さ
れ
て
い
た
段
階
で
は
、

祖
霊
の
個
別
性
は
示

さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
七
世
紀
後
期
以
降
、
一
般
農
民
層
の

間

で

も
、
個
々
の
死
者
に
戒
名
を
付
与
し
、
そ
し
て
戒
名
と
時
に
は
俗
名
も
刻
し
た

石
塔
墓
碑
を
建
て
、
戒
名
・
俗
名
を
記
し
た
過
去
帳
や
位
牌
を
作
る
風
が
漸
次
広
ま

っ

て

い
っ

た
。
こ
れ
ら
は
、
霊
魂
の
個
別
性
を
表
示
し
、
子
孫
に
伝
え
る
役
割
を
果

た

し
て
い
る
。
ま
た
、
一
七
世
紀
後
期
に
は
、
現
世
に
生
き
る
人
間
個
々
の
名
前
を

登
録

し
た
宗
門
人
別
改
帳
が
全
国
的
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
現
世

の

名
前
1
1
俗
名
と
死
後
の
名
前
1
1
戒
名
と
が
記
録
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の

で

あ
る
。
そ
れ
は
、
人
々
に
、
自
己
の
家
の
代
々
の
メ
ン
バ
ー
を
個
別
的
に
確

認

し
う
る
証
拠
を
提
供
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
「
家
」
観
念
の
成
熟

と
相
侯
っ
て
、
広
く
農
民
層
一
般
の
間
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
系
譜
意
識
を
明
確
化

さ
せ
、
強
め
る
作
用
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
農
民
の

間
で
家
の
元
祖
と
さ
れ
る
の
は
、
子
孫
が
代
々
居
住
し
て
い
る
村
落
で
、

開
発
あ
る
い
は
分
家
に
よ
っ
て
家
を
創
設
し
た
人
物
で
あ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し

か

し
、
先
祖
の
系
譜
は
家
の
元
祖
か
ら
さ
ら
に
遡
っ
て
い
る
例
が
珍
し
く
な
い
こ
と

は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
農
民
で
も
上
層
の
家
で
は
た
い
て
い
系

図
が
作
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
み
る
と
、
家
の
元
祖
以
後
の
代
々
の
家
長
と
そ
の

家
族
が

記

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
家
の
出
自
を
由
緒
づ
け
権
威
づ
け
る
た
め
に
、

さ
ら
に
遡
っ
て
源
平
藤
橘
な
ど
の
古
代
の
名
族
に
系
譜
を
結
び
つ
け
て
い
る
例
が
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

い
。
後
者
は
、
有
賀
喜
左
衛
門
氏
が
い
わ
れ
る
「
出
自
の
系
譜
と
し
て
の
先
祖
」
、
桜
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（
8
8
）

井
徳
太
郎
氏
の

い
わ
れ

る
と
こ
ろ
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
抽
象
的
祖
先
」
に
相
当
す

る
。　

一
例
を
あ
げ
る
と
、
甲
斐
国
山
梨
郡
下
井
尻
村
の
地
主
で
あ
っ
た
依
田
家
の
系
図

は
次
の
ご

と
く
で
あ
る
。

　
　
家
系
之
写

六
孫
王
経
基
公
之
五
男

　
右
衛
門
尉
満
快
－
遠
江
之
介
満
国

甲
斐
守
為
満

伊
那
信

濃
守
為
公

伊

那
太
郎
為
扶
］

近世農民層の葬祭・先祖祭祀と家・親族・村落

　
依
田
之
元
祖

ー
依
田
六
郎
為
実

依

田
次
郎
大
夫
実
信
］

　
一
男

－
依
田
三
郎
信
行
ー
此
間
数
代

　
次
男

－
依
田
源
八
兵
衛
尉
広
綱

一
男依

田
六
郎
為
重

次
男依

田
新
右
衛
門
為
長
U

一
－
依
田
右
近
長
国

依

田
佐
大
夫
長
久

依
田
与
右
衛
門
長
家
U

　
一
男

－
古
屋
十
郎
右
衛
門
長
行

　
次
男

－
依
田
惣
兵
衛
長
次
　
　
依
田
民
部
長
安
－
依
田
帯
刀
矩
長
－

　
三
男

ー
古
屋
勘
左
衛
門
長
吉

　
四
男

－
依
田
小
軒
長
満

　
右
の

系
図
は
、
依
田
家
発
展
の
基
礎
を
築
い
た
依
田
民
部
長
安
（
一
六
七
四
ー
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

七
五

八
）
が
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
著
し
た
「
依
田
家
訓
身
持
鑑
」
の
中
に

記
載

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
依
田
姓
を
初
め
て
名
乗
っ
た
依

田
六
郎
為
実
が
元
祖
と
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
系
譜
を
「
六
孫
王
経
基
公
之
五
男

　
　
　
ミ
ツ
ヨ
シ

（
源
）
満
快
」
に
結
び
つ
け
て
お
り
、
依
田
家
で
は
本
姓
と
し
て
「
源
」
を
称
し
て

い

る
。
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
に
依
田
長
安
が
記
し
た
「
依
田
家
先
祖
書
井
長
安

　
　
（
9
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姓
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
経
）

御
心
得
書
」
で
も
、
「
我
等
源
性
二
し
て
六
孫
王
綿
基
公
五
男
、
従
五
位
上
源
下
野

守
満
快
五
代
之
後
胤
、
元
祖
依
田
六
郎
為
実
β
廿
九
代
父
依
田
惣
兵
衛
長
継
迄
、
代

々

武
家
を
相
勤
来
候

…
…
」
と
書
き
出
し
て
い
る
。
中
世
以
来
の
有
力
農
民
の
場
合

は
早

く
か
ら
口
承
の
系
譜
も
含
め
て
系
図
が
相
伝
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
家
で
は

そ

の

系
譜
が
本
当
だ
と
信
じ
込
ま
れ
、
衿
持
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
も
な
っ
て
い
た
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
近
世
中
期
以
降
経
済
力
を
蓄
え
た
新
興
農
民
の
場
合
、
系
図
を
買
っ

た

り
、
学
文
者
に
頼
ん
で
偽
系
図
を
作
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
文
書
を
偽
作
し
た
り
し

て
、
意
図
的
に
自
家
の
系
譜
を
由
緒
づ
け
る
こ
と
も
広
く
み
ら
れ
た
。
実
は
依
田
家

も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
は
戦
国
時
代
に
成
り
上
が
っ
た
武
士
も
同
様
で
、
日
本
人

の

系
譜
観
は
、
純
粋
に
自
己
の
ル
ー
ツ
を
探
る
と
い
う
志
向
性
だ
け
で
は
律
し
え
な

い

要
素
を

は

ら
ん
で
い
る
。
系
譜
を
偽
作
し
て
ま
で
権
威
づ
け
る
と
い
う
の
は
、
つ

ま
る
と
こ
ろ
、
出
自
の
由
緒
、
氏
素
姓
が
現
実
の
社
会
に
お
い
て
高
い
地
位
を
保
つ

上
で
重
要

な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
、
こ
れ
は
古
代
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

来
の
日
本
の
国
制
や
社
会
意
識
の
特
質
と
も
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
源
平
藤
橘
な
ど
の
古
代
の
尊
貴
な
氏
に
系
譜
を
結
び
つ
け
て
い
く
と

い

う
志
向
性
は
、
究
極
的
に
は
天
皇
に
収
敏
し
て
い
く
性
格
を
持
つ
。
先
の
「
依
田
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家
訓
身
持
鑑
」
で
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
〈
史
料
2
0
∨

　
　
当
将
軍
様
及
大
名
小
名
家
皆
是
　
王
孫
に
し
て
、
天
下
に
繁
栄
し
給
へ
る
事
凡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
レ

　
　
年
久

し
、
四
方
の
夷
秋
の
国
く
ハ
四
五
代
も
続
キ
国
を
保
て
る
ハ
希
也
と
伝

　
　
へ

し
、
日
本
国
の
内
に
ハ
公
家
、
武
家
に
限
ら
す
、
土
民
百
姓
と
い
へ
と
も
氏

　
　
族
正

し
き
も
の
ハ
　
王
孫
な
る
べ
け
れ
バ
、
累
代
相
続
の
事
に
心
を
懸
べ
き
事

　
　
（
肝
）
（
9
2
）

　
　
干
要
也

　
右
で

は
、
将
軍
以
下
大
名
・
小
名
家
は
み
な
「
王
孫
」
で
あ
り
、
「
土
民
百
姓
」

と
い
え
ど
も
氏
素
姓
の
正
し
い
者
は
「
王
孫
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
依

田
の
系
譜
を
引
く
老
は
「
王
孫
し
で
あ
る
と
の
自
意
識
に
立
っ
て
、
子
孫
に
対
し
「

田
畑
の
致
普
請
ハ
為
国
家
、
又
ハ
　
天
照
大
神
宮
・
御
公
儀
江
対
し
御
奉
公
に
可
成

道
理
也
、
菟
角
人
間
ハ
何
事
に
て
も
為
世
上
、
国
家
の
た
め
に
成
事
を
考
い
た
し
置

べ．

四
」
と
説
い
て
い
る
・
村
落
の
支
配
層
が
こ
う
し
た
系
譜
意
識
・
自
己
認
識
を
持

っ

て

い

た

こ
と
は
、
天
皇
制
の
社
会
的
基
盤
の
問
題
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
鍵
を

提
供

し
て
い
よ
う
。
そ
う
し
た
意
識
が
一
般
農
民
の
間
で
も
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ど

う
か
は
史
料
的
に
検
証
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
、
同
族
結
合
が
強
い
場
合
に
は
、

由
緒
あ
る
総
本
家
に
系
譜
の
連
な
る
分
家
筋
の
農
民
の
間
に
も
あ
る
程
度
共
有
さ
れ

て

い
た
の

で
は

な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
さ
し
た
る
由
緒
が
な
く
て
も
、
経
済
力
を
増

し
、
村
落
社
会
で
の
地
位
を
高
め
れ
ぽ
、
意
図
的
に
系
譜
を
作
為
し
て
権
威
づ
け
る

こ
と
が
珍
し
く
な
い
こ
と
は
、
そ
の
背
景
に
家
柄
、
氏
素
姓
を
重
視
す
る
観
念
が
広

く
潜
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
意
識
は
、
天
皇

へ
結
び

つ
く
契
機
と
差
別
の
契
機
の
両
者
を
内
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈲

家
継
承
の

ラ
イ
ン
と
「
先
祖
」
の
観
念

　
家
は
父
か
ら
男
子
へ
と
い
う
ラ
イ
ン
で
血
筋
が
連
続
し
て
い
く
こ
と
を
志
向
し
て

い

る
。
実
男
子
が
い
な
い
か
、
い
て
も
家
相
続
人
と
し
て
の
適
性
に
欠
け
る
と
き
は
、

他
家
か

ら
男
子
を
迎
え
て
家
を
継
が
せ
る
が
、
そ
の
場
合
は
養
子
縁
組
を
し
て
親
子

関
係
が
設
定
さ
れ
る
。
早
く
家
内
労
働
力
を
補
充
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
に
は
、
実

男
子
が
い
て
も
初
生
子
で
あ
る
長
女
を
後
嗣
に
し
て
聾
を
迎
え
る
、
い
わ
ゆ
る
「
姉

家
督
」
の
事
例
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
当
主
に
な
る
の
は
智
養
子
で
あ
る

の

が
一
般
的
で
、
形
式
上
は
父
か
ら
男
子
へ
と
い
う
ラ
イ
ン
に
な
る
。
ま
た
、
弟
や

孫
に
相
続

さ
ぜ
る
際
に
も
、
弟
・
孫
を
養
子
に
し
て
形
式
上
父
子
関
係
に
擬
え
た
う

　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

え
で
相
続
さ
せ
て
い
る
。

　
つ

ま
り
、
家
継
承
の
ラ
イ
ン
は
生
物
学
的
に
は
決
し
て
血
筋
の
連
続
、
父
子
相
承

で

は
な

い

が
、
擬
制
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
形
式
的
に
は
原
則
を
貫
い
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
家
の
存
続
と
い
う
絶
対
的
要
請
と
継
承
ラ
イ
ン
の
原

則
の
双
方
の
条
件
を
充
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
家
の
特
徴
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
、
で
き
る
か
ぎ
り
血
続
き
の
実
子
に
家
を
継
承
さ
せ
た
い
と
い
う
希
求
は
、

強
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
出
の
「
依
田
家
訓
身
持
鑑
」
で
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

〈

史
料
2
1
V

　
　

人
々
父
母
の
恩
を
受
け
成
長
い
た
す
、
ぞ
な
れ
ハ
先
子
孫
の
繁
昌
と
絶
る
ト
を

能
く
考
テ
、
何
と
そ
実
子
有
之
様
二
い
た
す
を
先
祖
へ
の
孝
行
と
云
べ
し
、

実
子
な
く
し
て
養
子
を
と
り
て
も
尤
家
ハ
相
続
す
と
ゐ
ゑ
と
も
、
其
家
の
血
筋
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（
供
）

絶

る
も
の
歎
、
此
ゆ
へ
に
、
若
本
妻
に
子
共
な
く
ん
バ
妾
ヲ
置
て
子
孫
の
血
筋

た

へ
ざ
る
や
う
に
い
た
す
べ
し
、
然
共
ま
ど
ひ
や
す
き
世
の
な
ら
ひ
、
老
た

る
も
若
き
も
、
智
あ
る
も
お
ろ
か
な
る
も
、
女
の
髪
筋
に
て
よ
れ
る
綱
に
は
大

ゾ
ウ象

も
つ
な
か
れ
る
と
云
ふ
事
あ
れ
ハ
、
本
妻
に
子
共
有
之
の
上
に
妾
を
置
ハ
、

オ

コ

ル
ォ
コ

リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ケ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

僑
・
奢
不
仁
不
義
色
欲
に
耽
者
と
云
ふ
べ
し
、
菟
角
実
子
な
く
養
子
い
た
す
と

き
ハ
、
父
方
の
親
類
之
内
に
て
養
子
す
べ
し
、
父
方
に
な
く
ハ
母
方
よ
り
取
べ

き
な
り
、
警
不
器
量
に
て
も
血
道
相
続
い
た
す
道
理
也
、
其
者
ハ
器
量
悪
敷
て

も
、
子
孫
に
い
た
り
器
量
能
者
も
出
生
い
た
す
べ
し
、
欲
徳
を
考
イ
、
親
類
之

内
に
養
子
す
べ
き
者
有
之
に
他
人
を
取
ル
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

た

へ
て

求
メ
か
た
き
ハ
血
道
な
る
べ
し

先
祖
へ
の
不
孝
不
忠
の
道
理
也
、

近世農民層の葬祭・先祖祭祀と家・親族・村落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
、
引
用
者
）

　
右
で

は
、
血
筋
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
「
先
祖
へ
の
孝
行
」
で
あ
る
、

と
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
目
を
ひ
く
。
血
筋
を
保
つ
た
め
に
は
本
妻
に

子

な
き
と
き
は
妾
を
置
く
こ
と
さ
え
勧
め
て
お
り
、
や
む
な
く
養
子
を
取
ら
ざ
る
を

え
な
い
と
き
で
も
、
父
方
の
親
類
の
う
ち
よ
り
選
び
、
父
方
に
見
当
た
ら
な
け
れ
ぽ

母
方

よ
り
取
る
よ
う
に
説
き
、
親
類
に
養
子
と
す
べ
き
者
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

非
血
縁
の
他
人
を
取
る
こ
と
は
「
先
祖
へ
の
不
孝
不
忠
」
に
当
た
る
と
断
じ
て
い
る
。

か

よ
う
に
血
縁
連
続
の
志
向
性
が
強
く
表
出
し
て
い
る
背
景
に
は
、
先
に
み
た
依
田

家
の
人
間
は
「
王
孫
」
で
あ
る
と
い
う
自
意
識
が
働
い
て
い
た
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は

儒
教
の

血
縁
連
続
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
も
受
け
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
依
田
家
ほ
ど
で
は
な
く
て
も
、
な
る
べ
く
血
続
き
の
者
の
相
承
に
よ
っ
て
家
を

永
続

さ
せ
た
い
と
い
う
希
求
自
体
は
多
か
れ
少
な
か
れ
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で

は

な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
志
向
性
は
、
嫁
の
最
大
の
任
務
は
後
嗣
の
男

子
を

生
む

こ
と
だ
と
い
う
考
え
を
社
会
通
念
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
家
の
継
承
は
父
子
相
承
の
原
則
に
貫
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ

も
そ
も
「
家
の
先
祖
」
と
い
う
観
念
は
、
親
子
関
係
の
世
代
的
連
鎖
に
よ
っ
て
家

が

続
い
て

い

く
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
述

の

よ
う
に
、
親
子
関
係
形
成
の
要
件
で
あ
る
結
婚
が
死
後
「
先
祖
」
と
な
る
か
「
無

縁
仏
」
に
な
る
か
の
分
岐
点
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
れ
と
関
係
し
て
い
る
。

「
依

田
家
訓
身
持
鑑
」
で
は
、
次
の
ご
と
く
先
祖
父
母
の
供
養
祭
祀
を
「
孝
行
」
の

実
践
と
し
て
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
先
祖
」
の
観
念
が
親
子
関
係
の
世
代
的
連

鎖
に
支
え
ら
れ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

　
　
〈
史
料
2
2
＞

　
　
一
幼
少
の
時
父
母
に
わ
か
る
ふ
者
有
、
是
等
ハ
孝
行
を
志
さ
し
有
者
も
ほ
ひ
な

　
　
　
く
思
ふ
べ
し
、
父
母
死
後
に
も
孝
心
は
同
し
事
、
父
母
の
忌
日
を
わ
す
れ
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ナ

　
　
　
前
の
日
よ
り
供
前
に
香
花
を
備
へ
、
精
進
の
慎
し
ミ
、
墓
へ
参
非
人
を
た
す

　
　
　
く
れ
ぽ
孝
行
な
り
、
先
祖
父
母
を
能
弔
ハ
、
我
が
身
の
後
生
願
に
ハ
及
ざ
る

　
　
　
も
の
欺
、
先
祖
父
母
の
事
片
時
も
忘
べ
か
ら
す
、
人
々
の
分
限
二
応
シ
、
世

　
　
　
間

に

名
を
知
ら
れ
、
一
世
を
送
る
も
皆
是
先
祖
父
母
の
厚
恩
な
ら
す
や
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
　
　
は
貴
も
賎
も
孝
行
肝
要
也

　
先

に
、
非
人
や
座
頭
な
ど
恵
ま
れ
な
い
人
々
に
施
し
を
す
れ
ば
、
そ
の
功
徳
に
よ

っ

て

死
者
・
先
祖
の
供
養
を
厚
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

指
摘

し
た
が
、
右
で
も
や
は
り
、
「
墓
へ
参
非
人
を
た
す
く
れ
ば
孝
行
な
り
」
と
説

か
れ
て

い

る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
葬
儀
、
服
忌
、
法
事
に
お
い
て
も
父
母
は
重
く
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扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
第
二
、
三
節
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
二
節
で
み

た
安
芸
国
高
田
郡
多
治
比
村
丸
屋
吉
川
家
で
は
直
系
卑
属
の
葬
式
・
法
事
は
尊
属
の

そ

れ
に

比
べ
て
簡
略
化
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
子
や
孫
は
父
母
・
祖
父
母
を
祭

る
も
の
で
あ
っ
て
、
父
母
・
祖
父
母
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考

え
を
前
提
に
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
考
え
か
ら
子
の
葬
列
に
親
が
参
加
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

い
風
習
も
広
く
み
ら
れ
た
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
家
を
単
位
と
し
た
先
祖
祭
祀
の
特
徴
は
、
他
家
に
養
子
や
嫁

と
し
て
入
れ
ば
生
家
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
は
ず
れ
、
死
後
は
養
家
・
婚
家
の
先
祖
の
系

列
に
加

え
ら
れ
て
そ
の
家
の
子
孫
に
祭
ら
れ
る
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
親
子
関
係

の

連
鎖

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
家
に
枠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の

点

は
、
個
人
を
単
位
に
父
子
関
係
の
連
鎖
に
よ
っ
て
血
（
「
気
」
）
が
永
続
し
て
い

く
こ
と
を
志
向
し
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
「
先
祖
」
の
観
念
が
成
り
立
っ
て
い
る
中

（9
8
）

国
と
は
異
な
る
。

　
た

だ
、
日
本
で
は
家
が
死
者
・
先
祖
の
祭
祀
の
基
軸
を
な
し
て
い
る
と
は
い
え
、

他
家
に
養
子
あ
る
い
は
嫁
と
し
て
入
っ
た
者
も
、
実
家
の
親
が
死
去
す
れ
ば
葬
儀
は

も
ち
ろ
ん
年
忌
法
要
に
も
参
加
し
、
弔
い
上
げ
ま
で
は
親
の
霊
の
面
倒
を
み
る
（
第

二
節
参

照
）
。
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
子
供
に
親
の
位
牌
が
分
け
ら
れ
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旬
）

を
婚
家
・
養
家
の
仏
壇
で
祭
っ
て
い
る
習
俗
も
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
子
は
た
と
え

他
家
に
入

り
生
家
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
は
ず
れ
よ
う
と
、
実
の
親
の
供
養
は
営
む
べ
き

も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
分
与
位
牌
を
祭
る
の
は
子
の
生
存
中
の
み

で
あ
り
、
養
家
あ
る
い
は
婚
家
で
代
々
祭
祀
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
個
別
の
親
子
関
係
に
も
と
つ
く
死
者
祭
祀
で
あ
っ
て
、
家
の
系
譜
に
沿
っ
た

先
祖
祭
祀
と
は
範
疇
を
異
に
し
て
い
よ
う
。

因
　
婚
出
女
性
の
死
後
祭
祀
と
氏

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
家
を
基
軸
に
し
た
先
祖
祭
祀

に
お

い
て

は
、
他
家
に
嫁
い
だ
女
性
は
死
後
は
婚
家
の
先
祖
の
系
列
に
加
え
ら
れ
、

代
々
祭
祀
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

　
た

だ
、
子
が
い
な
い
と
き
は
、
婚
家
で
は
た
し
て
手
厚
く
供
養
し
て
も
ら
え
る
か

否
か
実
家
の
方
と
し
て
は
不
安
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
前
出
の
能
登
国
羽
咋
郡
町
居
村

の

村
松
家
の
家
訓
で
は
、
他
家
へ
嫁
い
だ
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
供
養
し
て
く
れ

る
子
が
い
れ
ば
実
家
の
方
で
供
え
物
を
す
る
に
は
及
ば
な
い
が
、
子
が
い
な
い
か
幼

少
の
と
き
は
、
追
善
の
た
め
、
実
家
で
も
毎
月
な
る
と
も
茶
や
線
香
、
花
を
供
え
る

　
　
　
　
　
（
珊
）

よ
う
説
い
て
い
る
。

　
な
か
に
は
、
嫁
い
だ
娘
の
死
後
、
実
父
母
の
意
思
で
婚
姻
を
取
り
消
し
、
実
家
の

方
で
供
養
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
天
野
　
武
氏
は
新
潟
県
岩
船
郡
神
林
村
や
同
県
西

頸
城
郡
能
生
町
で
そ
う
し
た
事
例
を
数
例
確
認
さ
れ
、
し
か
も
こ
れ
ら
伝
承
地
で
は

一
世
代
前
に
は
人
々
の
強
い
支
持
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
は
死
後
の
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
1
）

婚
は
広

く
慣
例
化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
死
後
の
離
婚
は
、

死
者
の
実
家
（
実
親
）
の
意
思
に
も
と
づ
き
、
実
家
で
葬
式
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
　
　
い
つ
な
の
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
な
な
の
か

あ
る
い
は
五
七
日
（
三
十
五
日
）
か
七
七
日
（
四
十
九
日
）
の
死
後
の
儀
礼
を
済
ま

せ
た
後
で
実
家
が
遺
骨
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。
死
後
の
離
婚
事
例
は
、

死
者
は
女
で

あ
る
こ
と
、
首
つ
り
を
し
た
と
か
池
に
身
を
投
げ
た
と
か
な
ど
不
自
然

な
死
に
方
な
い
し
自
殺
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
子
な
し
で
あ
る
こ
と
、
で
共
通
し
て
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い

る
。
こ
う
し
た
境
涯
で
果
て
た
娘
は
嫁
ぎ
先
で
は
十
分
に
は
供
養
し
て
も
ら
え
な

い
の

で
は

な
い
か
、
後
妻
を
迎
え
れ
ば
邪
魔
物
視
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
実
親

が

慮
っ
て
、
実
家
に
引
き
取
り
、
自
分
た
ち
の
手
で
手
厚
く
供
養
し
て
や
ろ
う
と
し

た
の

で
あ
る
。

　
右
に

あ
げ
た
村
松
家
の
家
訓
の
例
お
よ
び
死
後
離
婚
の
習
俗
は
、
裏
返
せ
ぽ
、
嫁

が

子
な

し
で
死
去
し
た
場
合
、
必
ず
し
も
婚
家
で
十
分
に
供
養
し
て
も
ら
え
る
保
障

は

な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
嫁
は
血
肉
を
分
け
た
実
子
を
も
う
け
る
こ

と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
死
後
の
冥
福
の
保
障
を
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、

嫁
は
子
を

生

ま
な
い
限
り
夫
の
家
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
認
め
な
い
と
い
う
足
入
れ
婚

の

習
俗
の
よ
う
に
、
生
前
の
地
位
の
保
障
さ
え
出
産
が
要
件
と
さ
れ
て
い
た
所
も
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
他
家
に
嫁
い
だ
女
性
は
婚
家
の
寺
檀
関
係
に
組
み
込
ま
れ
る
の
が
通

例
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
実
家
の
寺
檀
関
係
を
婚
家
に
持
ち
込
ん
で
い
る
例
も
、
近

世
の

み

な
ら
ず
近
代
に
入
っ
て
ま
で
み
ら
れ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
明
ら

か
に

さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
聾
養
子
も
実
家
の
寺
檀
関
係
を
引
き
継
い
で
い
る

例

も
あ
り
、
こ
の
ほ
か
複
檀
家
制
と
呼
ぼ
れ
る
慣
行
に
は
様
々
な
パ
タ
ー
ン
が
存
在

　
　
（
皿
）

し
て
い
る
の
で
、
必
ず
し
も
婚
出
女
性
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
が
、
婚
入
女
性
が
実

家
の
檀
那
寺
の
檀
徒
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
こ
こ
で
の
テ
ー
マ
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。

　
嫁
や
聾
養
子
が
実
家
の
寺
檀
関
係
を
持
続
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
問
題
に
な
る
の
は
、

そ
れ
が
た
だ
ち
に
死
後
実
家
の
方
で
供
養
さ
れ
、
実
家
の
先
祖
の
系
列
に
加
え
ら
れ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
実
家
の
檀
那
寺

の

檀
徒
で

あ
っ
て
も
、
祭
祀
権
自
体
は
婚
家
が
持
ち
、
実
家
の
方
の
檀
那
寺
の
僧
侶

に
委
託

し
て
供
養
祭
祀
を
営
む
こ
と
も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、

千
葉
県
長
生
郡
旧
東
浪
見
町
で
は
、
実
本
寺
（
日
蓮
宗
）
檀
家
の
女
性
が
遍
照
寺

（
天
台

宗
）
檀
家
へ
嫁
入
り
し
た
場
合
、
そ
の
嫁
一
代
に
限
っ
て
実
本
寺
の
檀
徒
と

な
る
が
、
嫁
の
葬
儀
お
よ
び
初
七
日
、
新
彼
岸
、
年
忌
な
ど
の
法
要
は
す
べ
て
実
本

寺
が

執

り
行
い
、
そ
の
家
の
盆
や
彼
岸
な
ど
の
先
祖
の
供
養
は
男
女
に
か
か
わ
り
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
1
▲
）

く
す
べ
て
遍
照
寺
が
営
む
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
嫁
が
死
亡
し
た
と
き
に
は
、
葬
式

お

よ
び
弔
い
上
げ
ま
で
の
年
忌
法
要
は
実
家
の
檀
那
寺
が
受
け
持
ち
、
婚
家
の
先
祖

の

霊
に
融
合

し
て
し
ま
っ
た
後
は
婚
家
の
檀
那
寺
に
よ
っ
て
供
養
さ
れ
て
い
る
。
実

家
の
寺
檀
関
係
を
嫁
が
引
き
継
い
で
も
、
死
後
、
実
家
の
先
祖
の
系
列
に
加
え
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
複
檀
家
制
は
必
ず

し
も
一
系
的
な
家
の
先
祖
祭
祀
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
後
、
複
檀
家
制
に
つ
い
て
は
、
死
者
・
先
祖
の
祭
祀
の
あ
り
方
ま
で
含
め
て
分
析

す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
一
家
内
の
家
族
の
檀
那
寺
が
男
女
別
に
世
代
を
超
え
て
固
定
さ
れ
て
い
る

事
例
も
検
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
男
は
本
寺
、
女
は
末
寺
に
配
属
さ
れ
て
い
る

　
（
4
0
1
）

ケ

ー
ス
で
は
、
現
世
に
お
け
る
男
女
の
地
位
の
格
差
は
来
世
ま
で
続
く
と
考
え
ら
れ

て

い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
男
女
別
寺
檀
制
を
と
っ
て
い
る
家
で
は
、
先
祖
観

に
お

い
て

も
男
系
の
先
祖
と
女
系
の
先
祖
に
並
列
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
も
問
題

　
　
　
　
（
5
0
1
）

に

な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
男
女
別
墓
制
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

　
男
女
が
別
々
の
墓
地
に
葬
ら
れ
て
い
る
事
例
も
い
く
つ
か
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
世
に
お
い
て
は
、
家
単
位
に
区
画
さ
れ
た
墓
地
に
夫

婦
単
位
に
墓
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
別
個
に
建
て
ら
れ
て
も
、
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夫
婦
は
た

い
て

い
並
置

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
夫
婦
は
あ
の
世
で
も
一
体
で
あ
る
べ

き
だ
と
の
考
え
を
如
実
に
表
現
し
て
い
よ
う
が
、
留
意
す
べ
き
は
、
入
嫁
女
性
は
死

後
は
婚
家
の
先
祖
の
系
列
に
加
え
ら
れ
て
も
、
氏
（
苗
字
）
の
系
列
に
お
い
て
は
、

実
家
の
そ
れ
を
引
き
ず
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
武
家
や
庶
民

の

上
層
で
は
た
い
て
い
系
図
を
備
え
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
入
嫁
女

性
に

つ
い
て

は

「
…
…
氏
」
と
実
家
の
氏
（
苗
字
）
が
表
示
さ
れ
て
い
る
の
が
通
例

で

あ
る
。
墓
碑
に
実
家
の
氏
が
示
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
例
え
ぽ
、
洞
　
富
雄
氏

は
御
自
身
の
玄
祖
母
の
墓
碑
に
は
「
平
松
も
と
」
と
実
家
の
氏
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
1
）

と
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
墓
碑
そ
の
も
の
は
洞
家
の
墓

地
に
建
て
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
洞
家
の
先
祖
と
し
て
祭
ら
れ
て
い

な
が
ら
実
家
の
氏
で
表
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
筆
者
が

住
ん

で
い

る
茨
城
県
水
戸
市
堀
町
（
近
世
「
堀
村
」
）
の
墓
地
に
は
、
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
王
）

し
た
事
例
の
墓
碑
が
大
量
に
見
出
だ
せ
る
。
こ
こ
の
墓
地
の
墓
碑
は
、
天
保
以
降
、

戒
名
に
代
わ
っ
て
氏
（
苗
字
）
と
俗
名
が
刻
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

水
戸
藩
の

天
保
改
革
で
、
神
道
振
興
策
の
一
環
と
し
て
仏
葬
か
ら
神
葬
祭
へ
の
切
り

換

え
が
強
制
さ
れ
、
戒
名
が
禁
じ
ら
れ
た
代
わ
り
に
、
庶
民
で
も
苗
字
を
冠
し
て
俗

名
を
墓
碑
に
表
示
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
注
目
さ
れ

る
の
は
、
夫
は
「
そ
の
家
の
苗
字
＋
名
前
」
で
表
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
妻
の

方
は

「
谷
津
氏

夫
人
」
、
「
聾
配
婦
人
　
萩
原
氏
」
と
い
っ
た
形
式
で
出
自
が
示
さ
れ

る
か
、
あ
る
い
は
「
生
家
の
苗
字
＋
名
前
」
で
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
妻

も
夫
の
家
の
墓
地
区
画
に
葬
ら
れ
、
し
か
も
夫
婦
一
緒
の
墓
碑
が
大
部
分
で
あ
る
か

ら
、
夫
の
家
の
先
祖
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
な
が
ら
実
家
の
氏
が
表
示
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
、
単
に
武
家
の

形
式
に
な
ら
っ
た
と
い
う
だ
け

で

な
く
、
庶
民
の
間
で
も
入
嫁

女
性
の

氏
素
姓
が

重
視
さ
れ
て

い
た

こ
と
の
反
映
と
考
え
た
い
。

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
施

行
の

民
法

で
は
妻
は
嫁
ぎ
先
の

氏
を
名
乗
る
こ
と
が
規
定
さ
れ

た

が
、
右
の
墓
地
で
は
昭
和
初

年

ま
で
妻
に
つ
い
て
は
実
家
の

氏
を
表
示
し
て
い
る
。

　

明
治
に
入
る
と
水
戸
藩
の
み

な
ら
ず
全
国
的
に
神
葬
祭
が
容

認

さ
れ
、
明
治
五
年
（
一
八
七

二
）
に
は
大
教
院
に
よ
っ
て

『
葬
祭
略
式
』
が
編
纂
さ
れ
て

そ
の

形
式
が
整
え
ら
れ
た
が
、

そ

こ
で
は
墓
碑
に
は
妻
の
実
家

の

氏
を
記
す
よ
う
規
定
さ
れ
て

（9
0
1
）

い

る
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
に

そ

う
し
た
形
式
の
墓
碑
は
水
戸

藩
領
で
は
す
で
に
存
在
し
て
い

写真2　水戸市堀町の墓地の夫婦別姓墓碑
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た
の

で

あ
り
、
明
治
に
入
り
神
葬
祭
の
形
式
が
規
則
化
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
も
、
妻

の

所
生
の

氏
を

重
視
す

る
伝
統
的
習
俗
が
勘
酌
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
明

治
九
年
三
月
一
七
日
の
太
政
官
指
令
で
、
妻
は
夫
の
家
を
相
続
し
な
い
限
り
「
所
生

ノ
氏
」
を
称
す
べ
き
で
あ
る
と
の
原
則
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
も
、
や
は
り
同
様
で
あ

ろ
う
。

　
婚
入
女
性
の

所
生
の

氏
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
の
近
世
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
（
9
n
l
）

す
で
に
別
稿
で
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
た
だ
、
智
の
場
合
は
同

時
に
養
子

と
な
っ
て
親
子
関
係
が
取
り
結
ぽ
れ
る
た
め
所
生
の
氏
が
表
示
さ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
養
女
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
氏
は
父
子
関
係
の

連
鎖
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
と
も
解
さ
れ
よ
う
。
嫁
女
は
夫
の
父
と
の
間
に
親
子
関

係
（
擬
制
的
血
縁
関
係
）
は
設
定
さ
れ
な
い
。
嫁
も
一
応
夫
の
家
の
成
員
に
は
加
え

ら
れ
、
死
後
は
そ
の
家
の
先
祖
の
系
列
に
連
な
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
夫

と
の
関
係
お
よ
び
子
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
父
子
関
係
は
実
家

の

父

と
の
間
に
結
ぽ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
氏
も
実
父
の
そ
れ
を
引
き
ず
る
こ

と
に
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
い
か
。
養
女
に
な
っ
た
う
え
で
他
家
に
嫁
せ
ぽ
養
父

の

氏
が

表
示

さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
新
た
な
父
子
関
係
が
取
り
結
ぽ
れ
れ
ぽ
、

前
の
父
（
実
父
）
の
氏
の
系
列
か
ら
解
き
放
た
れ
、
新
た
な
父
（
養
父
）
の
氏
の
系

列

に

入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
婚
姻
に
あ
た
っ
て
氏
素
姓
が
重
視
さ
れ
た
武
家

や
庶
民
上
層
の
家
で
は
、
格
の
釣
り
合
わ
な
い
婚
姻
に
際
し
、
い
っ
た
ん
格
式
の
高

い
家
の
養
女
と
し
た
う
え
で
嫁
が
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
も
、
そ
こ
に
根
拠
が
お

か
れ
て

い
た
だ
ろ
う
。

　
嫁
女
は
夫
の

父

と
は
親
子
関
係
が
設
定
さ
れ
な
い
（
血
縁
に
擬
制
さ
れ
な
い
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
1
1
）

ゆ

え

に
、
婚
家
の
血
族
で
は
な
く
、
そ
の
氏
の
系
列
に
も
加
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に

は
当
然
、
嫁
女
を
異
族
、
異
分
子
と
み
な
す
観
念
も
生
ま
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

註（
1
）
　
拙
稿
「
身
分
と
家
ー
身
分
制
支
配
下
の
家
と
村
ー
」
（
『
講
座
日
本
近
世
史
3
　
幕
藩

　
　
制
社
会
の
構
造
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
）
。

　
　
　
な
お
、
尾
藤
正
英
氏
「
日
本
に
お
け
る
国
民
的
宗
教
の
成
立
」
（
『
東
方
学
』
第
七
五

　
　
輯
、
一
九
八
八
年
）
で
は
、
宗
教
学
や
民
俗
学
に
お
け
る
先
祖
祭
祀
研
究
の
成
果
を
積

　
　
極
的
に
取
り
入
れ
、
農
民
層
の
「
家
」
の
形
成
を
基
盤
に
神
道
、
仏
教
と
民
俗
宗
教
の

　
　
三
者
が
相
互
補
完
的
に
結
び
付
き
、
「
国
民
的
宗
教
」
と
も
い
っ
て
よ
い
一
つ
の
体
系

　
　
あ
る
宗
教
が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

　
　
論
文
は
、
諸
学
問
分
野
に
お
け
る
各
種
の
個
別
宗
教
に
関
す
る
研
究
成
果
を
歴
史
学
の

　
　
立
場
か
ら
摂
取
し
、
体
系
づ
け
て
、
逆
に
問
題
を
投
げ
返
し
た
点
で
、
注
目
に
値
す
る
。

（
2
）
　
竹
田
聴
洲
氏
の
実
証
面
で
の
研
究
成
果
は
、
『
民
俗
仏
教
と
祖
先
信
仰
』
（
東
京
大
学

　
　
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）
、
『
近
世
村
落
の
社
寺
と
神
仏
習
合
』
（
法
蔵
館
、
　
一
九
七
二

　
　
年
）
、
『
村
落
同
族
祭
祀
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
七
七
年
）
と
し
て
ま
と
め
ら

　
　
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
竹
田
聴
洲
氏
「
日
本
の
『
家
』
と
そ
の
信
仰
」
（
『
社
会
科
学
』
第
五
巻
第
一
号
、
一

　
　
九
七
四
年
）
。

（
4
）
　
同
氏
『
祖
先
崇
拝
』
（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
七
年
）
、
一
九
六
頁
。

（
5
）
　
こ
の
点
は
福
田
ア
ジ
オ
氏
「
寺
檀
関
係
と
祖
先
祭
祀
」
（
比
較
家
族
史
学
会
監
修
『
生

　
　
者
と
死
者
』
、
三
省
堂
、
一
九
八
八
年
）
で
明
快
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
た
だ
、
江
戸
幕
府
が
上
か
ら
制
度
化
し
た
寺
檀
制
度
は
先
祖
祭
祀
の
規
制
ま
で
企
図

　
　
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
圭
室
諦
成
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
五
世
紀
後

　
　
半
ば
以
降
、
庶
民
の
間
で
も
寺
檀
関
係
が
自
生
的
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
は
葬

　
　
祭
を
媒
介
と
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
氏
は
、
諸
宗
の
寺
院
が
郷
村
に
も
多
く
建
立

　
　
さ
れ
、
寺
檀
関
係
が
自
然
に
発
生
し
成
長
し
て
い
た
の
を
踏
ま
え
て
、
江
戸
幕
府
は
そ

　
　
れ
を
行
政
の
末
端
機
構
化
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
監
察
制
度
と
し
て
利
用
し
た
の
で

　
　
あ
り
、
幕
府
が
制
度
を
定
め
た
か
ら
寺
檀
関
係
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
、
と
解
釈
さ
れ

　
　
て
い
る
（
「
葬
式
と
仏
教
」
『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
一
、
一
九
六
二
年
。

　
　
の
ち
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
第
三
巻
、
名
著
出
版
、
一
九
七
九
年
、
再
収
）
。
圭
室
氏
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の
論
文
は
、
中
世
末
期
の
自
生
的
な
寺
檀
関
係
の
形
成
と
の
関
係
に
お
い
て
近
世
に
お

　
　
け
る
国
家
的
制
度
と
し
て
の
寺
檀
制
度
の
成
立
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
た
点
で
、
研
究

　
　
史
上
の
画
期
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
す
べ
て
の
庶
民
階
層
が
自
生
的
に
寺
檀
関

　
　
係
を
取
り
結
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
幕
藩
権
力
に
よ
る
上
か
ら
の
制
度
化

　
　
が
そ
れ
を
押
し
広
め
る
上
で
大
き
な
契
機
を
な
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

　
　
一
般
の
庶
民
も
主
体
的
に
自
家
の
先
祖
の
祭
祀
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
、
彼
ら

　
　
の
家
も
そ
れ
を
媒
介
に
寺
院
と
内
面
的
に
強
く
結
び
付
く
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
6
）
　
詳
し
く
は
前
掲
拙
稿
お
よ
び
『
日
本
家
族
史
』
（
梓
出
版
社
、
　
一
九
八
九
年
）
第
三

　
　
編
三

（
大
藤
執
筆
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
）
　
前
掲
の
竹
田
氏
の
諸
論
稿
参
照
。

（
8
）
　
一
方
、
寺
院
側
も
元
禄
（
一
六
八
八
－
一
七
〇
三
年
）
以
降
、
「
邪
宗
門
吟
味
之
事
、

　
　
御
条
目
請
合
之
控
」
と
い
う
慶
長
一
八
年
（
一
六
二
二
）
に
幕
府
よ
り
全
国
の
諸
寺
院

　
　
に
発
布
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
掟
を
偽
作
す
る
な
ど
し
て
（
元
禄
四
年
〈
一
六
九

　
　
一
〉
以
後
の
偽
作
と
さ
れ
る
）
、
檀
家
の
葬
祭
と
先
祖
祭
り
を
管
轄
下
に
置
き
、
寺
と

　
　
檀
家
の
結
び
付
き
を
強
め
て
経
済
的
基
盤
を
固
め
よ
う
と
企
図
し
て
い
る
。
田
中
久
夫

　
　
氏
編
『
祖
先
祭
祀
の
歴
史
と
民
俗
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八
六
年
）
で
は
、
「
過
去
帳
や
回

　
　
向
帳
の
作
成
が
増
え
る
の
は
元
禄
か
ら
享
保
に
か
け
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
寺
檀
制
に

　
　
よ
っ
て
寺
院
に
お
け
る
先
祖
供
養
が
確
立
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
」
（
一
九
四
頁
。
野

　
　
沢
謙
治
氏
執
筆
）
と
さ
れ
て
い
る
。
寺
院
側
の
働
き
か
け
も
一
つ
の
契
機
に
は
な
っ
た

　
　
で
あ
ろ
う
が
、
個
々
の
小
経
営
農
民
の
家
が
自
立
性
を
強
め
、
主
体
的
に
自
己
の
家
の

　
　
先
祖
を
祭
ろ
う
と
す
る
志
向
が
広
く
芽
生
え
て
い
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
寺
院
側
が
強
制

　
　
し
て
も
、
寺
と
檀
家
が
先
祖
祭
祀
を
媒
介
に
内
面
的
に
深
く
結
び
付
く
こ
と
は
不
可
能

　
　

で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
　
　
な

お
、
小
林
大
二
氏
『
差
別
戒
名
の
歴
史
』
（
雄
山
閣
、
一
九
八
七
年
）
で
は
、
長

　
　
野
県
下
の
墓
標
・
位
牌
・
過
去
帳
の
調
査
を
さ
れ
、
享
保
期
（
一
七
一
六
ー
一
七
三
五

　
　
年
）
に
墓
標
・
位
牌
・
過
去
帳
が
三
位
一
体
と
な
っ
て
広
く
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
指

　
　
摘
さ
れ
て
い
る
（
第
五
、
六
章
）
。
た
だ
、
小
林
氏
は
民
衆
の
先
祖
供
養
を
、
も
っ
ぱ

　
　
ら
寺
檀
制
を
通
じ
た
幕
藩
権
力
に
よ
る
民
衆
支
配
、
そ
の
執
行
機
関
と
な
っ
た
寺
院
側

　
　
の

強
制

と
い
う
観
点
の
み
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
民
衆
側
の
主
体
的
契
機
、
そ
し

　
　
て

一
般
の

民
衆
も
死
後
、
先
祖
と
し
て
供
養
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
意
義
も
見

　
　
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
9
）
竹
田
氏
前
掲
『
祖
先
崇
拝
』
、
九
一
頁
。

（
1
0
）
　
森
謙
二
氏
「
秋
田
県
に
お
け
る
同
族
・
総
墓
・
村
落
」
（
『
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
期

　
　
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
五
号
、
一
九
八
五
年
）
。

（
1
1
）
　
同
前
お
よ
び
森
　
謙
二
氏
編
『
出
作
り
の
里
』
（
新
葉
社
、
一
九
八
九
年
）
。

（
1
2
）
　
同
前
森
氏
論
文
お
よ
び
編
著
書
。

（
1
3
）
　
竹
田
聴
洲
氏
「
両
墓
制
景
観
の
変
遷
」
（
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
第
五
巻
）
。

（
1
4
）
　
同
前
、
三
四
四
ー
三
四
六
頁
。

（
1
5
）
　
柳
田
国
男
氏
『
先
祖
の
話
』
（
初
刊
は
一
九
四
六
年
。
の
ち
『
定
本
柳
田
国
男
集
』

　
　
第
一
〇
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
二
年
、
再
収
）
。

（
1
6
）
　
前
掲
『
生
者
と
死
者
』
の
「
総
括
と
展
望
」
（
藤
井
正
雄
氏
執
筆
）
参
照
。

（
1
7
）
　
田
中
久
夫
氏
「
共
同
墓
地
発
生
の
社
会
的
基
盤
」
（
『
伝
承
文
化
研
究
』
創
刊
号
、
一

　
　
九
六
四
年
）
。

（
1
8
）
　
尾
藤
氏
前
掲
論
文
、
一
三
頁
。

（
1
9
）
　
原
田
敏
明
氏
「
両
墓
制
の
問
題
」
（
『
社
会
と
伝
承
』
第
三
巻
第
三
号
、
一
九
五
九
年
）
。

　
　
同
「
両
墓
制
の
問
題
再
論
」
（
同
前
第
一
〇
巻
第
二
号
、
一
九
六
七
年
）
。

（
2
0
）
　
竹
田
氏
前
掲
（
1
3
）
参
照
。

（
2
1
）
　
こ
の
調
査
の
詳
細
に
つ
い
て
は
田
中
真
砂
子
・
義
江
明
子
両
氏
が
報
告
さ
れ
る
こ
と

　
　
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
以
下
に
お
い
て
は
筆
者
の
気
づ
い
た
節
囲
で

　
　
概
要
を

記
し
て
お
く
。

（
2
2
）
　
オ
ー
ム
ス
・
ヘ
ル
マ
ン
氏
『
祖
先
崇
拝
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
』
（
弘
文
堂
、
　
一
九
八
七

　
　
年
）
、
一
七
九
頁
。

（
2
3
）
　
『
日
本
農
書
全
集
』
第
二
二
巻
（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
〇
年
）
、
一
二
頁
。

（
2
4
）
　
同
前
、
六
九
頁
。

（
2
5
）
　
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
第
五
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）
、
三
〇
八
頁
。

（
2
6
）
　
『
日
本
農
書
全
集
』
第
三
一
巻
（
一
九
八
一
年
）
、
一
〇
七
頁
。

（
2
7
）
　
同
前
第
二
一
巻
（
一
九
八
一
年
）
、
二
二
四
ー
二
二
五
頁
。

（
2
8
）
　
同
前
第
二
七
巻
（
一
九
八
一
年
）
、
二
五
四
頁
。

（
2
9
）
　
前
掲
『
日
本
家
族
史
』
一
八
ニ
ー
一
八
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
0
）
　
以
下
、
『
日
本
農
書
全
集
』
第
九
巻
（
一
九
七
八
年
）
、
一
五
七
－
一
七
〇
頁
。

（31
×
3
2
）
　
同
前
第
二
七
巻
、
二
三
四
頁
。

（
3
3
）
　
同
前
、
二
五
四
頁
。

（
3
4
）
　
同
前
第
九
巻
、
一
五
二
頁
。

（
3
5
）
　
小
都
勇
二
氏
「
『
家
業
考
』
解
題
」
（
同
前
所
収
）
参
照
。
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（
3
6
）
　
同
前
解
題
。

（
3
7
）
　
『
日
本
農
書
全
集
』
第
二
七
巻
、
二
三
四
頁
。

（
3
8
）
　
北
原
糸
子
氏
『
安
政
大
地
震
と
民
衆
』
（
＝
二
書
房
、
一
九
八
三
年
）
、
二
四
五
ー
二

　
　

五
一
頁
。
北
原
氏
に
よ
る
と
、
将
軍
家
の
法
事
施
行
は
必
ず
し
も
固
定
化
さ
れ
た
儀
礼

　
　
だ

っ

た
の

で
は

な
く
、
災
害
時
の
社
会
状
態
を
勘
案
し
て
行
わ
れ
た
ら
し
い
。
そ
こ
か

　
　

ら
氏
は
、
将
軍
家
の
法
事
施
行
を
、
法
事
と
い
う
仏
事
に
組
み
込
ま
れ
る
宗
教
上
の
意

　
　
義

と
災
害
に
よ
る
疲
弊
の
救
済
と
い
う
社
会
的
意
義
の
両
者
を
兼
ね
て
い
た
と
解
さ
れ

　
　

て

い
る
。

（
3
9
）
　
丹
羽
基
二
氏
『
家
紋
』
（
秋
田
書
店
、
一
九
六
九
年
）
、
三
二
頁
。

（
4
0
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
桜
田
勝
徳
氏
が
「
『
新
帰
何
々
院
何
々
居
土
霊
位
』

　
　
と
い
う
様
な
文
句
を
記
し
た
位
牌
が
、
そ
う
古
く
か
ら
一
般
の
葬
儀
の
中
に
取
り
入
れ

　
　
ら
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
…
…
〈
中
略
V
…
…
棺
の
跡
棒
を
昇
ぐ
と
か
棺
の
直

　
　
ぐ
後
を
ゆ
く
慣
習
が
、
曽
て
は
広
く
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
殊
に
、

　
　
私
に
は
亡
き
父
の
遺
骸
の
入
っ
て
い
る
棺
の
棒
を
相
続
人
が
昇
ぐ
と
い
う
の
が
誠
に
自

　
　
然
な

素
朴
な

姿
で
あ
り
、
之
が
古
い
か
と
も
思
う
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
「
位
牌
持

　
　
ち
」
『
民
間
伝
承
』
第
一
一
巻
一
〇
・
一
一
号
、
一
九
四
七
年
。
の
ち
『
葬
送
墓
制
研

　
　
究
集
成
』
第
二
巻
再
収
）
。

（
4
1
）
　
同
前
。

（
4
2
）
　
同
前
。

（
4
3
）
　
柳
田
国
男
氏
「
生
と
死
と
食
物
」
（
『
旅
と
伝
説
』
第
六
巻
七
号
、
一
九
三
三
年
。
の

　
　
ち
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
第
二
巻
再
収
）
。

（
4
4
）
　
有
賀
喜
左
衛
門
氏
「
不
幸
音
信
帳
か
ら
見
た
村
の
生
活
」
（
『
村
落
生
活
』
、
国
立
書

　
　
院
、
一
九
四
八
年
。
の
ち
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
第
二
巻
再
収
）
。

（
4
5
）
　
同
前
。

（
4
6
）
　
前
掲
「
生
と
死
と
食
物
」
。

（
4
7
）
　
井
之
口
章
次
氏
『
仏
教
以
前
』
（
古
今
書
院
、
一
九
五
四
年
）
。
佐
藤
米
司
氏
「
穴
掘

　
　
り
」
（
『
近
畿
民
俗
』
第
五
三
号
、
一
九
七
一
年
。
の
ち
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
第
二

　
　
巻
再
収
）
。

（
4
8
）
　
前
掲
「
不
幸
音
信
帳
か
ら
見
た
村
の
生
活
」
。

　51

）

　　　　5049
）　　）

同
前
。

前
掲

「
生
と
死
と
食
物
」
。

佐
藤
氏
前
掲
論
文
。

（
5
2
）
　
岩
脇
　
紳
氏
「
『
積
』
（
モ
ガ
リ
）
」
（
『
近
畿
民
俗
』
第
五
七
号
、
　
一
九
七
三
年
。
　
の

　
　

ち
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
第
二
巻
再
収
）
。

（
5
3
）
　
塚
田
　
孝
氏
「
近
世
後
期
に
お
け
る
江
戸
の
非
人
と
町
方
」
（
『
部
落
問
題
研
究
』
第

　
　

六
五
輯
、
一
九
八
〇
年
。
の
ち
同
氏
『
近
世
身
分
制
の
研
究
』
、
兵
庫
部
落
問
題
研
究
所
、

　
　

一
九
八
七
年
、
再
収
）
。

（
5
4
）
　
『
御
触
書
天
保
集
成
』
五
五
五
一
号
。

（
5
5
）
　
国
立
史
料
館
刊
行
の
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
』
に
は
史
料
を
原
蔵
し
て
い
た
家
々

　
　
の
系
譜
を
付

し
、
そ
れ
に
は
歴
代
家
族
の
俗
名
と
戒
名
を
記
し
て
い
る
の
で
、
参
照
さ

　
　

れ
た
い
。

（
5
6
）
　
前
田
正
治
氏
『
日
本
近
世
村
法
の
研
究
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
〇
年
）
、
六
七
頁
。

（
7
5
）
　
同
前
、
九
八
頁
。

（
5
8
）
　
同
前
、
　
一
一
三
頁
。

（
5
9
）
　
同
前
、
一
二
五
頁
。

（
6
0
）
　
同
前
、
一
五
一
頁
。

（
6
1
）
　
同
前
、
一
八
八
頁
。

（
6
2
）
　
同
前
、
二
一
二
頁
。

（
6
3
）
　
同
前
、
一
一
一
五
頁
。

（
6
4
）
　
同
前
、
二
二
三
－
二
二
四
頁
。

（
6
5
）
　
同
前
、
二
五
七
頁
。

（
6
6
）
　
『
栃
木
県
史
』
史
料
編
・
近
世
三
（
一
九
七
五
年
）
、
八
一
〇
ー
八
＝
頁
。

（
6
7
）
　
宗
教
史
家
で
自
ら
も
僧
侶
で
あ
ら
れ
る
広
瀬
良
弘
氏
の
御
教
示
に
よ
る
と
、
こ
う
し

　
　
た
慣
行
は
現
在
で
も
み
ら
れ
、
宗
派
が
異
な
る
と
き
に
は
、
喪
家
の
檀
那
寺
の
僧
侶
が

　
　
大
声
で
読
経
し
、
他
宗
の
僧
侶
は
小
声
で
読
経
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
6
8
）
　
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
第
五
巻
、
二
六
五
ー
二
六
六
頁
。

（
6
9
）
　
日
本
思
想
大
系
2
7
『
近
世
武
家
思
想
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）
、
九
三
頁
。

（
7
0
）
　
オ
ー
ム
ス
・
ヘ
ル
マ
ン
氏
前
掲
書
一
一
二
頁
に
そ
う
し
た
聞
き
取
り
事
例
が
紹
介
さ

　
　
れ
て

い
る
。

（
7
1
）
　
同
前
九
六
ー
一
〇
三
頁
で
、
ヘ
ル
マ
ン
氏
は
、
生
者
の
成
長
過
程
と
死
者
の
祖
霊
化

　
　
過
程
に

は
対
応
関
係
が
あ
る
こ
と
に
着
目
さ
れ
、
ト
ー
タ
ル
な
意
味
で
の
人
の
一
生
は

　
　
生
前
の

人
生
と
死
後
の
祖
霊
化
の
過
程
と
を
合
わ
せ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

　

　
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
9

（
7
2
）
　
『
日
本
農
書
全
集
』
第
三
一
巻
、
　
一
〇
七
頁
。
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（
7
3
）
　
オ
ー
ム
ス
・
ヘ
ル
マ
ン
氏
「
家
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
祖
先
」
（
第
六
回
日
本
民
族

　
　
学
会
研
究
大
会
報
告
集
『
祖
先
観
と
社
会
構
造
』
、
東
京
教
育
大
学
、
一
九
六
七
年
）
。

（
7
4
）
　
最
上
孝
敬
氏
「
無
縁
仏
に
つ
い
て
」
（
『
西
郊
民
俗
』
第
二
二
号
、
一
九
六
〇
年
。
の

　
　
ち
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
第
三
巻
再
収
）
。

（
7
5
）
　
う
ち
だ
り
ゅ
う
「
地
蔵
の
声
は
海
を
渡
る
」
（
『
禅
の
風
』
一
、
一
九
八
一
年
）
。

（
7
6
）
　
藤
井
正
雄
氏
「
無
縁
仏
考
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
第
七
四
号
、
一
九
七
一
年
。
の
ち

　
　
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
第
二
巻
再
収
）
。

（
7
7
）
　
最
上
孝
敬
氏
前
掲
論
文
。

（
7
8
）
　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
一
年
五
月
五
日
版
。

（
7
9
）
　
小
林
大
二
氏
前
掲
書
で
、
長
野
県
下
の
調
査
に
も
と
つ
い
て
こ
の
問
題
を
論
じ
ら
れ

　
　
て
い
る
。

（
8
0
）
　
同
前
第
五
章
六
、
第
六
章
三
を
参
照
。

（
8
1
）
　
差
別
戒
名
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
多
く
の
事
例
が
発
掘
、
報
告
さ
れ
て
い
る
。
小
林

　
　
大
二
氏
前
掲
書
で
は
、
長
野
県
下
の
事
例
を
詳
細
に
調
査
、
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
8
2
）
　
成
沢
栄
寿
氏
「
歴
史
的
に
み
た
未
解
放
部
落
の
戒
名
」
（
部
落
問
題
研
究
所
編
『
宗

　
　
教
と
部
落
問
題
』
、
京
都
部
落
問
題
研
究
所
出
版
部
、
一
九
八
二
年
）
。

（
8
3
）
　
小
林
大
二
氏
前
掲
書
第
五
章
三
参
照
。

（
8
4
）
　
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
第
一
篇
第
一
章
第
一
款
「
農
工
商
稜
多
非
人
ノ
別
」
参
照
。

（
8
5
）
　
『
展
望
』
一
九
七
二
年
六
月
号
。

（
8
6
）
　
前
掲
『
先
祖
の
話
』
（
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
一
〇
巻
、
　
一
五
四
頁
）
。

（
8
7
）
　
有
賀
喜
左
衛
門
氏
「
先
祖
の
観
念
」
（
同
氏
『
家
』
〈
『
日
本
の
家
族
』
改
題
V
、
至

　
　
文
堂
、
一
九
七
二
年
）
。

（
8
8
）
　
桜
井
徳
太
郎
氏
「
柳
田
国
男
の
祖
霊
観
」
（
同
氏
『
霊
魂
観
の
系
譜
』
、
講
談
社
、
一

　
　
九
八
九
年
）
。

（
8
9
）
　
国
立
史
料
館
編
『
依
田
長
安
一
代
記
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
所
収
、

　
　

六
五
－
六
六
頁
。

（
9
0
）
　
同
前
所
収
、
＝
○
頁
。

（
9
1
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
に
お
け
る
苗
字
と
古
代
的
姓
氏
」
（
比
較
家
族
史

　
　
学
会
監
修

『
家
の
名
・
族
の
名
・
人
の
名
ー
氏
ー
』
、
三
省
堂
、
　
一
九
八
八
年
）
に
譲

　
　
る
。

（
9
2
）
　
前
掲
『
依
田
長
安
一
代
記
』
、
四
九
頁
。

（
9
3
）
　
同
前
、
六
四
頁
。

（
9
4
）
　
拙
稿
「
近
世
中
・
後
期
に
お
け
る
農
民
層
の
家
相
続
の
諸
態
様
」
（
『
歴
史
』
第
四
八

　
　
輯
、
一
九
七
六
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
9
5
）
　
前
掲
『
依
田
長
安
一
代
記
』
、
四
九
頁
。

（
9
6
）
　
同
前
、
五
〇
頁
。

（
9
7
）
　
藤
井
正
雄
氏
前
掲
「
無
縁
仏
考
」
。

（
9
8
）
　
滋
賀
秀
三
氏
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』
（
創
文
社
、
一
九
六
七
年
）
。

（
9
9
）
　
中
込
睦
子
氏
「
『
位
牌
分
け
』
と
祖
先
観
」
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
『
家

　
　
族
・
親
族
と
先
祖
祭
祀
』
報
告
、
一
九
八
八
年
）
。

（
0
0
1
）
　
『
日
本
農
書
全
集
』
第
二
七
巻
、
二
三
四
頁
。

（
1
0
1
）
　
天
野
　
武
氏
「
死
後
の
離
婚
」
（
『
比
較
家
族
史
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
八
六
年
）
。

（
2
0
1
）
　
半
檀
家
な
い
し
複
檀
家
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
数
出
さ
れ
て
い
る
が
、
前
田
安
紀
子

　
　
氏
「
半
檀
家
・
位
牌
祭
祀
と
社
会
構
造
」
（
『
社
会
伝
承
研
究
』
V
、
一
九
七
六
年
）
で

　
　
要
を

得
た
整
理
が

な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
0
1
）
　
同
前
、
一
七
頁
。

（
……
）
　
最
上
孝
敬
氏
「
男
女
別
墓
制
な
ら
び
に
半
檀
家
の
こ
と
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
第
一
巻

　
　
第
二
号
、
一
九
五
三
年
）
に
千
葉
県
市
原
郡
の
事
例
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
5
0
1
）
　
福
田
ア
ジ
オ
氏
前
掲
「
寺
檀
関
係
と
祖
先
祭
祀
」
で
は
、
男
女
別
寺
檀
制
の
家
で
は

　
　
父
親
・
男
子
の
関
係
と
母
親
・
女
子
の
関
係
が
並
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
彼
方

　
　
に

並
行
的
な

先
祖
観
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。

（
……
）
　
洞
　
富
雄
氏
「
明
治
民
法
施
行
以
前
に
お
け
る
妻
の
姓
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
二
二
七

　
　
号
、
　
一
九
五
九
年
）
。

（
7
0
1
）
　
前
掲
拙
稿
「
近
世
に
お
け
る
苗
字
と
古
代
的
姓
氏
」
で
一
覧
表
に
し
て
紹
介
し
て
い

　
　

る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
0
1
）
　
森
　
謙
二
氏
「
墓
を
め
ぐ
る
法
と
民
俗
」
（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
期
大
学
『
創
造
』

　
　
第
一
六
号
、
一
九
八
七
年
）
。

（
9
0
1
）
　
前
掲
拙
稿
「
近
世
に
お
け
る
苗
字
と
古
代
的
姓
氏
」
。

（
0
1
1
）
　
明
治
九
年
の
太
政
官
指
令
で
、
戸
籍
上
、
嫁
女
に
「
所
生
ノ
氏
」
を
用
い
さ
せ
た
理

　
　
由
に
つ
い
て
、
山
中
永
之
佑
氏
は
、
嫁
女
は
戸
主
な
い
し
夫
と
同
じ
「
血
属
」
（
血
族
）

　
　
で
は

な
い
が
ゆ
え
に
、
厳
密
に
は
「
家
族
」
の
範
疇
に
入
れ
が
た
い
存
在
で
あ
っ
た
た

　
　
め
で
あ
ろ
う
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
「
明
治
期
に
お
け
る
『
氏
』
」
、
前
掲
『
家
の
名
・

　
　
族
の
名
・
人
の
名
』
）
。



〈
付
記

V

　
本
稿
四
ー
四
で
農
民
の
系
譜
意
識
の
一
例
と
し
て
甲
斐
国
山
梨
郡
下
井
尻
村
の
依
田
家
の
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Funerals，　Ancestor　Worship，　Families，　Relatives　and　Villages

　　　　　　　　　in　the　Farmers　Society　in　the　Edo・period

ムOT60samu

　　This　paper　aims　to　examine　the　form　taken　by　funerals，　memorial　services　and　an・

cestor　worship　in　the　modern　farming　classes；the　method　of　participation　and　role

played　by“ie”（families），　family　groups，　relatives，　and　community　members；and　vari・

ous　concepts　and　rules　concerning　these　ritllals．　At　the　stage　where　family　gr皿ps　are

closely　tied，　funerals，　memorial　services　and　ancestor　worship　seem　to　have　been

practiced　as　rituals　of　the　family　group，　centering　around　the　head　of　the　family　group．

However，　as　individual　families　became　more　independent，　each　family　tended　to　take

the　leading　part　in　the　practice　of　these　rituals，　and　to　set　up　their　own　tombstones，

1nemorial　tablets（‘ihai’）and　death　registratioll　rolL　At　the　stage　where　life　in　this

world　and　the　peace　of　one’s　spirit　in　the　next　were　guaranteed　basically　by　the“ie”，

the　maintenance　of　the“ie”and　eternal　continuation　of　ancestor　worship　became　an

absolute　requirement　for　the　descendants．　Just　as　their　life　at　home　was　supPorted　by

the　mutual　assistance　of　relatives　and　the　local　community，　funerals　and　memoriai

services　for　the　spirits　were　complemented　by　relatives　and　the　community．　Cases　can

be　found　where　funerals　and　memorial　services　were　differentiated　according　to　the

status　of　the　deceased，　that　is，　depending　on　whether　he　or　she　was　a　Iinea正ascendant，

spouse，1ineal　descendant　or　collateral　relative　of　the　family　chief．　In　many　places，　the

period　of　mourning　for　parents，　when　business　would　be　suspended，　was　set　much

longer　than　in　other　cases．　Those　who　entered　other　families　through　adoption　or

marriage　participated　not　only　at　f皿erals，　but　also　at　the　anniversary　services．　It　was

the　duty　of　children　to　take　care　of　their　parents’spirits　until　the　spirits　came　to　be

regarded　as　ancestors，　or　gods，　after　the　completion　of　individual　memorial　services．

Thereafter，　their　spirits　continued　to　be　worshiped　as　family　ancestors　by　the　successors

to　the“ie”．　Under　the　direct・line　family　system，　the　successive　heads　of　the　family

and　their　wives　were　considered　the　authentic　ancestors　of　the“ie”．　If　a　person　died

unmarried　at　his　natal　home，　he　was　treated　as　an　untended　spirit．　To　support　the

“ie”as　the　master　or　mistress　of　the　house　while　alive，　and　after　death，　to　be　wor．

shiped　as　an　ancestor　of　the‘‘ie”by　one’s　descendants　was　considered　the　regular

course　for　one’s　Iife　to　take．　The　high　ratio　of　remarriage　seems　to　have　meant　a

return　to　such　a　regular　course　of　Iife．　A　system　of　di∬erentiation　ordained　by　the

family　structure　was　for皿ed　among　the　spirits　of　the　family　members，　and　at　the　same

time，　the　concept　of　ancestry，　which　was　extens三vely　established　and　matured　on　the

basis　of　the“ie”，　provided　an　opportunity　to　generate　social　discrimination．　On　the

other　hand，　it　also　provided　a　link　with　the　Emperor．
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