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況

信
　
仰

結
婚

を
め
ぐ
っ
て

生
活
暦
の

展
開

論
文
要
旨

　
幕
内
の
集
落
は
城
下
町
会
津
若
松
の
近
郊
農
村
で
あ
る
。
そ
の
た
め
日
常
生
活
に
お
い

て

も
町
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
城
下
町
の
野
菜
場
と
呼
ば
れ
、
野
菜
栽
培
が
盛
ん

で
あ
っ
た
し
、
現
在
で
も
主
要
な
生
産
物
で
あ
る
。
そ
し
て
か
つ
て
は
毎
朝
籠
に
野
菜
を

入
れ
て

城
下
に
売

り
に
行
っ
た
。
明
治
維
新
後
は
町
分
の
田
を
手
に
入
れ
、
水
田
耕
作
も

大
い
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
そ
う
し
た
所
は
住
宅
地
に
な
り
、
幕
内
の
農
家
も
マ

ン

シ
ョ

ン

経
営

な
ど
を
行
い
、
生
産
者
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
経
営
者
と
し
て
の
一
面

を

も
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
の
時
代
に
お
い
て
も
村
の
外
の
世
界
と
深
く
か
か
わ

っ

て

き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
社
会
の
動
き
に
敏
感
で
あ
り
、
進
取
の

性
格
が
濃
く
、
学
問
に
対
す
る
関
心
も
高
か
っ
た
。
そ
こ
に
『
会
津
農
書
』
な
ど
が
ま
と

め

ら
れ
る
基
盤
も
あ
っ
た
。

　
村
の
信
仰
生
活
に
お
い
て
は
、
新
城
寺
（
浄
土
宗
）
の
果
た
す
役
割
は
大
き
く
、
ま
た

稲
荷
信
仰
も
目
立
つ
。
二
本
木
稲
荷
を
祀
り
、
屋
敷
神
と
し
て
稲
荷
を
祀
る
家
も
多
い
。

ま
た
か
つ
て
は
金
毘
羅
講
・
古
峯
ケ
原
講
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
男
性
の
伊
勢
参
り

仲
間
・
女
性
の
会
津
め
ぐ
り
仲
間
は
信
仰
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
生
活
に
お
け
る
つ
き
あ

い
の

上
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　
新
し
く
来
た
嫁
は
こ
の
会
律
め
ぐ
り
の
仲
間
に
入
っ
て
新
た
な
村
の
生
活
を
始
め
た
。

嫁
の
披
露
と
し
て
は
一
月
十
二
日
の
祭
文
語
り
の
折
に
盛
装
し
て
列
席
す
る
こ
と
に
よ
っ

て

も
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
生
活
は
家
事
だ
け
で
は
な
く
、
野
菜
の
生
産
と
販
売
な
ど
に
も

大
き
く
か
か
わ
っ
た
。

　
生
活
の
展
開
は
畑
作
物
の
生
産
が
基
盤
に
な
り
、
一
年
中
畑
の
仕
事
が
あ
っ
た
。
ま
た

十

日
市
・
エ
ビ
ス
講
な
ど
、
町
と
の
か
か
わ
り
が
生
活
の
展
開
の
大
き
な
目
安
と
も
な
っ

て

い
た
。

　
会
津
地
方

と
い
う
地
理
的
条
件
は
も
と
よ
り
そ
の
生
活
を
大
き
く
規
制
し
て
い
た
が
、

そ
れ
に
も
ま
し
て
都
市
近
郊
と
い
う
条
件
が
、
幕
内
の
生
活
を
規
制
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
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一　
概

況

　
幕
内
は
城
下
町
会
津
若
松
の
近
郊
農
村
で
あ
る
。
近
年
は
工
場
の
進
出
及
び
住
宅

地

と
し
て
戸
数
も
多
く
な
り
、
幕
内
地
籍
は
西
幕
内
・
幕
内
・
東
幕
内
の
三
区
に
よ

っ

て

構
成

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
古
く
か
ら
の
集
落
は
幕
内
で
あ
り
、
西
幕
内
は

か

つ
て

川
原
で
あ
っ
た
所
で
、
昭
和
三
十
四
年
に
工
場
が
進
出
し
、
現
在
は
工
場
群

が
建
っ
て
い
る
。

　
古
く
か
ら
の
集
落
で
あ
る
幕
内
は
本
村
と
も
い
わ
れ
、
四
九
戸
で
戦
前
は
カ
ミ

（
上
）
、
ナ
カ
（
中
）
、
シ
モ
（
下
）
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
戦
後
隣
組
制
度
な

ど
と
い
っ
て
五
つ
の
組
に
分
け
ら
れ
た
。
各
組
は
大
体
一
〇
戸
程
か
ら
な
っ
て
い
る
。

こ
の
組
は
主
と
し
て
行
政
の
連
絡
網
や
集
金
・
納
税
組
合
な
ど
と
し
て
機
能
し
て
い

る
。
こ
の
ほ
か
に
農
協
・
婦
人
会
・
檀
徒
の
集
ま
り
な
ど
が
あ
る
。
ム
ラ
中
の
人
が

集
ま
る
の
は
、
村
会
・
婦
人
会
・
お
寺
の
百
万
遍
な
ど
で
あ
る
。

　

ま
た
ダ
シ
ア
イ
モ
チ
の
時
に
は
、
上
・
中
・
下
そ
れ
ぞ
れ
に
男
は
男
、
女
は
女
で

集

ま
っ
て
餅
を
つ
い
て
食
べ
た
。
一
人
に
つ
い
て
茶
碗
一
杯
と
か
、
何
合
と
か
と
決

め
て

米
を
出
し
合
っ
て
餅
を
つ
く
の
で
ダ
シ
ァ
イ
モ
チ
と
い
う
の
で
あ
る
。
二
月
と

十
一
月
の
各
八
日
に
行
っ
た
。
宵
の
う
ち
に
米
を
集
め
て
水
に
浸
け
て
お
き
、
翌
日

は

朝
飯
を
食
べ
ず
に
集
ま
っ
て
餅
ふ
か
し
を
し
て
餅
を
つ
い
て
食
べ
た
。
ヤ
ド
は
回

り
番
で
一
回
に
二
軒
が
当
っ
た
。
三
十
三
観
音
の
掛
け
軸
を
か
け
て
餅
を
供
え
て
お

参

り
し
、
そ
の
前
で
皆
で
餅
を
食
べ
た
。
餅
は
き
な
こ
餅
・
あ
ん
こ
餅
・
な
っ
と
う

餅
・
つ
ゆ
餅
（
雑
煮
）
な
ど
を
作
っ
た
。
タ
ド
コ
の
他
所
の
部
落
で
は
オ
カ
ン
ノ
ウ

コ

ウ
と
い
っ
て
い
た
。

　
ム
ラ
の
中
の
つ
き
合
い
は
、
こ
う
し
た
い
わ
ぽ
行
政
的
な
つ
き
合
い
の
ほ
か
に
い

く
つ
か
の
つ
き
合
い
が
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
つ
き
合
い
の
様
子
を
木
村
弥
家
を
中

心
に

し
て
概
観
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
本
分
家
関
係
が
あ
り
、
木
村
弥
家
は
木
村
龍
介
家
の
分
家
で
あ
り
、
大
原
甲

家
は
木
村
弥
家
か
ら
大
原
家
を
つ
ぐ
と
い
う
こ
と
で
入
っ
て
お
り
、
分
家
の
つ
き
合

い

を
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
家
に
は
正
月
に
年
始
に
行
く
が
、
そ
れ
以
外
の
家
に
も

行
く
。
例
え
ば
阿
倍
平
家
は
血
縁
で
も
本
分
家
関
係
で
も
な
い
が
、
昔
か
ら
世
話
に

な
っ
て
い
る
家
だ
か
ら
と
い
う
の
で
年
始
に
行
く
。
昔
い
ろ
い
ろ
な
機
械
が
出
始
め

た

頃
、
長
谷
川
吉
次
家
と
共
同
で
発
動
機
や
籾
摺
り
機
な
ど
を
買
っ
た
。
し
か
し
巧

く
使
い
こ
な
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
時
阿
倍
平
さ
ん
の
親
の
平
馬
さ
ん
に
頼
ん
で
機
械

を

使

う
仕
事
を
し
て
も
ら
っ
た
。
平
馬
さ
ん
は
身
体
も
丈
夫
で
力
も
あ
り
、
機
械
を

使
う
こ
と
が
巧
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ム
ラ
の
東
の
倉
庫
の
と
こ
ろ
に
昔
は
精
米
（
所
）

が

あ
っ
て
、
ム
ラ
中
で
米
を
持
っ
て
行
っ
て
米
揚
き
を
し
て
も
ら
っ
た
時
期
も
あ
っ

た
。
木
村
弥
家
だ
け
で
は
な
く
、
ム
ラ
中
の
家
が
世
話
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

こ
の
ほ
か
姻
戚
で
あ
る
積
田
亀
治
家
・
佐
瀬
林
之
助
家
・
佐
瀬
喜
彦
家
・
木
村
サ
ダ

家
な
ど
に
も
行
く
。
ま
た
上
野
正
夫
家
は
ニ
シ
／
ウ
チ
と
呼
び
隣
と
し
て
の
つ
き
合

い

で
年
始
に

行
く
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
年
始
は
モ
チ
ノ
シ
ョ
ウ
ガ
ツ
の
十
五
日
頃

迄

と
い
う
が
、
実
際
に
は
一
月
い
っ
ぱ
い
に
行
け
ぽ
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
年
始
を

受
け
た
家
で
は
男
な
ら
酒
肴
で
も
て
な
す
。
卵
あ
げ
・
か
ま
ぼ
こ
等
の
盛
り
合
わ
せ
、

豆
数
の
子
、
ご
ぼ
う
の
煮
た
も
の
、
田
作
り
、
昆
布
の
お
煮
し
め
、
な
ま
す
（
に
ん

じ
ん
・
大
根
、
大
根
の
代
わ
り
に
今
は
糸
こ
ん
に
ゃ
く
を
使
う
）
、
煮
魚
、
刺
身
な
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ど
が
年
始
の
時
（
正
月
）
に
出
さ
れ
る
主
な
御
馳
走
で
あ
る
。

　
結
婚
す

る
と
男
は
伊
勢
参
り
仲
間
を
作
り
、
女
は
会
津
め
ぐ
り
仲
間
を
作
る
。
ま

た

嫁
の
初
産
の
時
に
は
安
産
の
歌
詠
み
を
し
隣
近
所
の
ム
ラ
シ
ン
ル
イ
が
集
ま
る
。

婚
礼
の

時
に

は
料
理
人
を

頼
ん

だ

り
す
る
。
こ
う
し
た
つ
き
合
い
の
様
子
を
表
に
し

た

も
の
が
表
1
で
あ
る
。
親
戚
な
ど
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
ム
ラ
全
体
に
わ
た
っ
て
、

か

な
り
多
様
な
つ
き
合
い
が
み
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
幕
内
は
近
世
か
ら
城
下
町
の
野
菜
場
と
し
て
野
菜
栽
培
が
盛
ん
で
あ

っ

た
。
「
百
姓
百
い
ろ
」
と
い
っ
て
様
々
な
野
菜
を
作
り
、
そ
の
種
類
は
各
家
で
相

違
す

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
野
菜
類
は
郭
内
と
呼
ぶ
城
下
に
売
り
に
行
っ
た
。

女
は
シ

ョ

イ
カ
ゴ
に
八
貫
目
か
ら
一
〇
貫
目
程
入
れ
て
背
負
い
、
男
は
ヒ
ラ
カ
ゴ
に

入
れ
て

テ

ン

ビ

ン

で
か

つ
い

で
行

き
、
小
秤
で
計
っ
て
売
っ
た
。
朝
四
時
頃
に
家
を

出
て
、
昼
前
に
売
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
に
注
文
を
受
け
た
も
の
が
あ
れ
ば
午
後

届
け
た
。
年
輩
の
者
は
あ
ま
り
行
か
ず
壮
年
の
者
が
隔
日
く
ら
い
に
売
り
に
行
っ
た
。

久
、
は
サ
ル
ッ
パ
カ
マ
・
ジ
ュ
バ
ン
・
ド
ー
フ
ク
・
ハ
ン
テ
ソ
に
オ
ソ
フ
キ
ワ
ラ
ジ
を

は
い
て

い
っ

た
。
夏
は
サ
ル
ッ
パ
カ
マ
・
ジ
ュ
バ
ン
で
ワ
ラ
ジ
を
は
い
て
い
っ
た
。

各
戸
で
だ

い

た
い

得
意
先
が

あ
り
、
そ
れ
は
近
世
で
は
侍
屋
敷
で
あ
り
、
そ
の
後
も

お
屋
敷
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
野
菜
売
り
を
ア
サ
ウ
リ
と
い
っ
た
。
ま
た
昭
和
の
初

め

ま
で
は
町
の
小
売
店
に
野
菜
を
か
つ
い
で
行
っ
て
売
っ
た
り
も
し
た
。

　
野
菜
を

買
い
集
め
て
東
山
（
温
泉
）
へ
持
っ
て
行
っ
て
売
っ
た
人
も
あ
っ
た
。
し

か

し
売
り
上
げ
が
酒
代
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
家
を
つ
ぶ
し
た
人
も
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
人
は
知
人
や
近
所
の
人
が
仲
立
ち
で
部
落
内
の
人
に
家
を
売
っ
て
、

九

州
や
北
海
道
へ
行
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ツ
ブ
レ
ヤ
シ
キ
の
姓
を
名
乗
る
こ

と
も
あ
っ
た
。

　

昭
和
初
期
に
出
荷
組
合
が
で
き
た
。
各
家
の
野
菜
を
夕
方
集
め
、
若
い
者
が
順
番

で
自
動
車
で
郡
山
に
運
び
、
翌
朝
一
番
の
市
場
の
セ
リ
に
か
け
た
。
帰
り
に
は
伝
票

と
現
金
を
貰
っ
て
来
て
会
計
に
渡
し
た
。
各
家
で
は
会
計
の
所
に
お
金
を
貰
い
に
行

っ

た
。
し
か
し
こ
れ
は
昭
和
十
年
に
問
屋
が
で
き
て
消
滅
し
た
。
戦
中
に
は
問
屋
は

丸

合
・
山
平
・
一
印
・
丸
果
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
四
ヵ
所
に
市
場
を
作
っ
た
。

昭
和
四

十
年
以

後
は
市
か

ら
の
要
請
で
合
同
市
場
に
し
た
。
そ
の
結
果
丸
果
と
山
平

が
残

り
、
そ
の
市
場
ご
と
に
出
荷
組
合
が
で
き
て
い
る
。
丸
果
は
組
合
員
の
家
を
回

っ

て

生
産
物
を

集
荷
し
、
山
平
は
生
産
物
を
自
動
車
で
市
場
へ
運
び
込
む
方
法
を
と

っ

て

い
る
。

　
幕
内
で
は
畑
作
だ
け
で
は
な
く
水
田
耕
作
も
行
っ
て
い
る
。
明
治
維
新
後
侍
屋
敷

の

あ
と
が
水
田
に
な
り
、
こ
れ
を
町
分
の
田
と
い
い
、
大
手
門
の
所
か
ら
堀
の
水
を

ひ

い
て

い

た
。
こ
の
田
を
町
の
金
持
が
所
有
し
て
い
た
が
そ
れ
を
借
り
て
耕
作
し
て

い

た
。
馬
を
曳
い
て
仕
事
を
し
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
戦
後
の
農
地
解
放
で

自
分
の
も
の
に
な
り
、
住
宅
地
化
し
た
現
在
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
て
た
り
、
貸
し

た

り
、
あ
る
い
は
そ
こ
を
売
っ
て
北
会
津
地
方
に
代
替
地
を
求
め
た
り
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
現
在
で
は
耕
作
し
て
い
る
農
地
は
畑
と
水
田
が
半
々
で
各
戸
平
均
三
町

歩
ほ
ど
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
農
業
の
機
械
化
に
よ
り
労
働
時
間
は
短
縮
し
、
市
中

に
勤
務
す

る
若
者
が
増
加
し
、
専
業
農
家
は
減
少
し
て
い
る
。
だ
が
換
金
作
物
の
栽

培
は
以
前
に
も
増
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
か
つ
て
の
農
閑
期
で
あ
っ
た
二
月
、

三
月
も
ハ
ウ
ス
の
苗
床
作
り
に
追
わ
れ
て
い
る
。
都
市
近
郊
農
村
の
特
色
は
現
在
で

も
濃
厚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
う
し
た
性
格
か
ら
下
肥
の
汲
み
取
り
も
か
つ
て
は
盛
ん
で
あ
っ
た
。
毎
日
、
荷
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表1　幕内のつき合い（木村弥家の場合）

納
合

○
○
○
○
○
○
○
○
○

オ
リ
ョ
ウ
リ
ニ
ン
房
母
）

○

○
○
　
　
○
　
　
○

安
産ミ

（
姑

◎

　
　
◎
●
　
　
◎
◎

◎

◎

会
津
巡

間
⌒
嫁
）

☆

☆

☆

★

☆

☆

☆
　
　
☆

会
津
巡

間
（
姑
）

◎
　
　
　
◎
◎
◎
◎

◎
　
　
　
　
　
　
◎

◎

　
　
◎
●
　
　
　
　
　
　
◎

◎
◎
　
　
◎
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車
に
コ
エ
ダ
ル
を
つ
け
て
大
便
・
小
便
を
町
に
汲
み
に
行
っ
た
。
だ
い
た
い
一
キ
ロ

半

く
ら
い
離
れ
た
元
町
へ
行
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
汲
み
に
行
く
家
は
代
々
決
ま
っ

て

い

た
。
荷
車
一
台
に
コ
イ
ナ
ケ
五
、
六
本
つ
け
て
運
ん
だ
が
、
テ
ン
ビ
ン
で
か
つ

ぐ
人
も
い
た
。
朝
食
前
に
二
荷
く
ら
い
か
つ
い
だ
。
こ
れ
ら
は
五
尺
ツ
ボ
と
呼
ぶ
五

尺
四
方
の
ツ
ボ
に
あ
け
て
お
い
た
。
こ
う
し
た
ツ
ボ
は
一
軒
で
五
、
六
個
あ
っ
た
。

テ

ン

ビ

ン

で
か

つ
ぐ
時
に
は
、
ナ
カ
ツ
ギ
と
い
っ
て
、
三
人
く
ら
い
で
次
々
と
リ
レ

ー
す
る
方
法
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
下
肥
の
お
礼
に
は
家
族
の
人
数
に
応
じ
て
、
小
便
の
礼
と
し
て
は
タ
ク

ワ
ン
漬
け
を
、
大
便
の
礼
と
し
て
は
米
を
や
っ
た
。

　
野
菜
は
土
質
に
よ
っ
て
作
る
も
の
が
違
う
。
土
と
砂
と
が
う
ま
く
混
っ
て
い
る
所

を
ヨ

ナ

と
い
い
、
大
根
・
じ
ゃ
が
い
も
・
に
ん
じ
ん
・
さ
と
い
も
な
ど
を
作
る
。
土

ば

か

り
の
所
を
ッ
チ
ム
チ
と
い
い
、
こ
う
し
た
所
に
は
か
ぼ
ち
ゃ
・
き
ゅ
う
り
・
ト

マ

ト
・
な
す
な
ど
を
作
る
。

　
土
を

う
な
う
こ
と
を
ク
ル
メ
ル
と
い
う
が
、
こ
れ
ら
は
鍬
や
馬
耕
で
行
う
。
鍬
は

ア

キ

が

終
わ

る
と
近
間
の
鍛
冶
屋
が
回
っ
て
来
て
集
め
る
。
サ
ッ
カ
ケ
を
す
る
の
で

あ
る
。
寒
中
に
打
っ
た
鍬
は
丈
夫
に
で
き
る
と
い
っ
て
皆
が
出
し
た
。
鍬
に
は
名
前

が

書
い
て
あ
る
の
で
春
の
農
作
業
が
始
ま
る
前
に
配
っ
て
歩
い
た
。
サ
ッ
カ
ケ
だ
け

な
の
で
値
段
は
新
し
い
鍬
の
半
値
で
あ
っ
た
。

　
農
家
の
中
に
は
一
七
、
八
歳
の
若
者
を
奉
公
人
と
し
て
住
み
込
ま
せ
て
い
る
家
も

あ
っ
た
。
二
年
契
約
で
三
月
頃
契
約
を
す
る
。
盆
・
暮
に
は
小
づ
か
い
を
与
え
着
物

を

作
っ
て
や
る
。
そ
し
て
奉
公
が
済
む
と
女
性
に
は
嫁
入
り
道
具
一
式
を
持
た
せ
て

や

る
し
、
男
は
嫁
を
見
つ
け
て
式
を
挙
げ
て
や
る
。
こ
う
し
た
奉
公
人
と
は
生
涯
親

子
の

つ
き
合
い
を
し
、
嫁
呼
ば
り
を
し
て
や
る
し
、
葬
式
や
祝
い
事
の
時
に
は
手
伝

い

に
来
る
。

　
若
者
た
ち
は
若
者
衆
と
呼
ぽ
れ
る
集
団
を
作
っ
て
い
た
。
各
家
の
長
男
だ
け
で
構

成

さ
れ
、
高
等
科
二
年
か
ら
三
〇
歳
ま
で
が
会
員
で
あ
る
。
三
月
十
日
に
金
毘
羅
神

社
の
前
に
寄
合
っ
て
お
神
酒
を
飲
む
が
、
こ
の
時
新
入
会
員
は
会
長
か
ら
お
神
酒
を

つ
い

で
も
ら
っ
て
飲
む
。
こ
れ
が
入
会
で
あ
り
、
退
会
は
十
一
月
八
日
頃
で
あ
る
。

二
五
歳
以
上
は
年
長
組
で
オ
マ
エ
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
中
か
ら
会
長
・
副
会
長
・
会

計
（
二
名
）
が
選
ば
れ
る
。
二
五
歳
以
下
は
若
者
で
ニ
ワ
と
呼
ば
れ
る
。
毎
月
順
番

で
ヤ

ド
を
務
め
た
。
長
雨
の
時
な
ど
に
は
ダ
シ
ア
イ
モ
チ
と
い
っ
て
米
を
出
し
合
っ

て

餅
つ
き
を
し
た
。
若
者
衆
で
は
野
鼠
駆
除
や
田
植
過
ぎ
に
は
井
戸
替
え
な
ど
を
し

た
。
ま
た
休
み
日
を
決
め
た
。
一
月
十
五
日
に
は
サ
イ
ノ
カ
ミ
を
作
っ
た
。
藁
を
各

戸
か

ら
五
束
ず
つ
集
め
、
ム
ラ
マ
イ
デ
に
作
っ
た
。
昭
和
二
十
年
頃
ま
で
は
若
者
衆

（
青
年
会
）
が
主
催
し
て
四
月
十
日
か
ら
十
五
日
頃
、
商
売
人
を
頼
み
ム
ラ
中
を
神

楽
が
回
り
、
最
後
に
寺
で
納
め
た
。

　

こ
う
し
た
幕
内
は
、
常
に
町
と
か
か
わ
り
を
持
ち
つ
つ
社
会
の
変
化
に
敏
感
に
反

応

し
、
そ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
れ
は
城
下
町
の
野
菜
場
と
し
て
近
世

以
来
培
わ
れ
て

き
た
性
格
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
以
下
、
そ
う
し
た
幕
内
の
民
俗
の

一
斑
を

生
の

デ

ー
タ
ー
を
羅
列
す
る
形
で
は
あ
る
が
、
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。
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二
　
信

仰

　
熊
野
神
社

　
幕
内
の
氏
神
は
熊
野
神
社
で
あ
る
。
祭
神
は
伊
邪
那
岐
命
・
熊
野
皇
太
神
・
速
玉

男
命
・
事
解
雄
命
で
相
殿
に
建
御
名
方
命
・
倉
稲
魂
命
を
祀
る
。

　
境
内
に
は
厩
山
（
文
化
己
巳
六
年
）
・
湯
殿
山
（
文
政
十
二
年
己
丑
六
月
吉
日
）
・

飯
豊
山
（
慶
応
三
丁
卯
八
月
）
・
水
神
宮
（
応
永
二
己
酉
年
）
・
巳
待
供
養
（
宝
暦
三

癸
酉
年
三
月
吉
日
）
の
碑
が
あ
る
。

　
氏
子
は
幕
内
の
各
戸
で
あ
り
、
役
員
は
地
付
き
の
年
輩
者
で
三
人
が
任
期
三
年
で

選
ぽ
れ

る
。
こ
の
人
た
ち
は
祭
り
の
段
ど
り
を
つ
け
御
神
酒
を
買
う
。
ま
た
お
供
え

の

準
備
を
し
て
太
夫
様
に
届
け
る
。
太
夫
様
は
住
吉
神
社
の
神
官
で
あ
る
。
供
物
は

魚
・
す
る
め
・
米
・
塩
・
水
・
野
菜
で
あ
る
。
祭
り
の
時
に
は
神
社
に
五
反
幟
を
立

て

る
。
氏
子
が
集
ま
っ
て
立
て
、
後
に
御
神
酒
を
飲
む
。

　
祭
日
は
元
旦
祭
・
九
月
九
日
の
祈
願
祭
・
二
百
十
日
祭
・
勤
労
感
謝
祭
な
ど
が
あ

る
。
九
月
九
日
は
九
月
節
供
で
、
こ
の
日
に
行
わ
れ
た
熊
野
神
社
の
祭
り
も
、
後
に

は
新
城
寺
の
延
命
地
蔵
の
縁
日
で
あ
る
八
月
二
十
四
日
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

こ
の
時
に
は
「
御
祭
礼
」
の
幟
を
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
新
城
寺

　
幕
内
に
は
新
城
寺
（
浄
土
宗
）
と
い
う
寺
が
あ
る
。
上
組
は
も
と
会
津
若
松
の
寺

町
に

あ
る
真
言
宗
の
寺
の
檀
家
に
な
っ
て
い
た
が
、
住
職
が
博
突
を
し
て
寺
を
取
ら

れ
て

し
ま
っ
た
の
で
檀
家
の
人
た
ち
は
新
城
寺
の
檀
家
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し

幕

内
全
戸
が
新
城
寺
の
檀
家
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ぽ
日
新
町
の
大
運
寺

（浄
土
宗
）
の
檀
家
で
あ
る
家
も
あ
る
。

　
新
城
寺
の
責
任
役
員
と
し
て
、
大
檀
頭
三
軒
（
長
谷
川
吉
次
氏
・
木
村
八
蔵
氏
・

佐
瀬
林
之
助
氏
）
が
あ
り
、
こ
の
ほ
か
に
回
り
檀
頭
が
六
軒
あ
る
。
回
り
檀
頭
は
順

番
で
務
め
一
切
祭
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
大
檀
頭
は
檀
家
の
過
去
帳
を
保

管
す
る
ほ
か
、
埋
葬
許
可
証
の
保
管
・
火
葬
許
可
証
の
綴
り
の
保
管
を
す
る
。
ま
た

昭
和
四

十
四
年
に
は
新
城
寺
墓
地
使
用
規
則
を
定
め
そ
の
実
施
に
当
る
。

　
回

り
檀
頭
に
は
檀
頭
長
と
会
計
の
役
が
あ
り
、
毎
年
十
二
月
一
日
に
ユ
ズ
リ
コ
シ

と
い
っ
て
檀
家
名
簿
を
次
の
檀
頭
に
渡
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
年
末
に
は

各
戸
に
寺
志
納
を

割

り
当
て
て
徴
収
す
る
。

　
新
城
寺
の
墓
地
を
買
う
こ
と
の
で
き
る
人
は
、
新
城
寺
の
檀
徒
で
、
幕
内
に
地
所

を

買
っ
て
住
み
つ
く
人
、
幕
内
の
人
の
子
供
、
伯
叔
父
母
、
あ
る
い
は
先
祖
が
幕
内

の

人

な
ど
で
、
現
在
一
間
四
方
で
八
万
円
程
で
あ
る
。
墓
の
境
界
や
埋
め
る
場
所
は

大
檀
頭
が

立
合
っ
て
決
め
る
。

　

カ
ロ
ウ
ト
は
昭
和
四
十
年
に
火
葬
に
な
っ
て
か
ら
作
り
始
め
た
。
火
葬
の
骨
を
納

め

る
た
め
の
墓
で
あ
る
。
し
か
し
、
焼
か
れ
る
の
は
熱
い
か
ら
い
や
だ
と
い
う
人
が

い

て
、
今
で
も
土
葬
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

新
城
寺
で
は

か

つ

て
一
月
二
十
六
日
に
大
般
若
を
行
っ
て
お
り
「
大
般
若
入
用

帖
」
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

二
月
一
日
に
は
百
万
遍
を
す
る
。
大
き
な
珠
数
を
外
向
き
内
向
で
二
重
に
回
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
な
が
ら
珠
数
を
回
し
大
き
な
玉
が
来
る
と
い
た
だ
く
。
一
戸

か

ら
一
人
ず
つ
出
て
、
女
衆
は
重
箱
持
参
で
団
子
を
持
っ
て
集
ま
る
。
終
わ
る
と
ホ
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ウ
ジ
ョ
ウ
サ
ン
の
話
を
聞
く
。
檀
頭
・
総
代
・
女
衆
・
子
供
な
ど
が
集
ま
る
。

　

八

月
二
十
日
は
オ
ヒ
ガ
キ
（
御
施
餓
鬼
）
で
無
縁
塔
・
無
縁
仏
を
祀
る
。
こ
の
時

に
祀

ら
れ
る
無
縁
仏
は
三
年
以
上
か
ま
わ
な
か
っ
た
墓
、
あ
る
い
は
子
孫
が
拝
み
に

来
な
か
っ
た
墓
で
あ
る
。

　

二
本
木
稲
荷

　

幕
内
で
祭
る
祠
と
し
て
二
本
木
稲
荷
が
あ
る
。
白
狐
を
祀
る
と
い
う
。
か
つ
て
葦

名
が
鶴
ケ
城
を
築
こ
う
と
し
た
時
に
、
こ
の
稲
荷
に
願
を
か
け
、
そ
の
結
果
雪
の
上

に

つ
い
た
狐
の

足
跡
を

も
と
に
し
て
城
を
作
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
時
の
狐
を

祀
っ
た
も
の
だ
と
も
い
う
。

　

二
百

二
十

日
が
二
本
木
稲
荷
の
祭
り
で
、
こ
の
日
を
ヨ
イ
マ
ッ
リ
と
い
い
、
稲
荷

の

所
に
旗

を
立
て
、
夕
方
稲
荷
に
重
箱
を
持
ち
寄
り
、
住
吉
神
社
の
太
夫
を
呼
ん
で

祭

り
を
し
た
あ
と
、
皆
で
食
べ
る
。
安
全
祈
願
・
豊
作
祈
願
で
あ
る
。

　
稲
荷
は
各
戸

で
も
祀
る
。
カ
ミ
サ
マ
に
方
角
を
見
て
も
ら
っ
て
そ
の
方
角
に
祀
る
。

豊
作
を

祈

る
ほ
か
何
で
も
願
い
ご
と
を
か
な
え
て
く
れ
る
と
い
う
。

　
初
午
に
は
稲
荷
を
祭
る
。
二
本
木
稲
荷
に
は
白
と
赤
の
旗
を
立
て
油
揚
・
お
神
酒

を

供

え
る
ほ
か
、
豆
と
ア
カ
ゴ
ハ
ン
を
お
ひ
ね
り
に
し
て
供
え
る
。
お
城
の
稲
荷
に

お
詣

り
す
る
。
ま
た
こ
の
と
き
七
ヵ
所
の
稲
荷
を
巡
拝
し
て
マ
メ
イ
リ
と
ア
カ
ゴ
ハ

ン

の

お

ひ
ね
り
を
供
え
る
。

　
佐
瀬
寿
江

さ
ん
は
自
分
の
家
の
屋
敷
稲
荷
を
お
詣
り
し
た
後
、
佐
瀬
伝
治
家
の
稲

荷
・
長
谷
川
善
雄
家
の
稲
荷
・
鈴
木
平
真
家
の
稲
荷
・
米
畑
常
雄
家
の
稲
荷
・
熊
野

神
社
境
内
の
稲
荷
・
二
本
木
稲
荷
の
順
に
巡
拝
す
る
。

　

金
毘
羅
様

　

幕
内
の
上
と
下
の
中
間
の
所
に
金
毘
羅
様
の
石
碑
（
金
毘
羅
山
、
文
化
六
巳
己
年

二
月
吉
）
が
建
っ
て
い
る
。
こ
の
祭
り
は
上
と
下
と
が
合
同
で
行
う
。
三
月
十
日
に

ム

ラ
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
「
金
毘
羅
神
社
」
と
書
い
て
あ
る
幟
を
立
て
、
住
吉
神

社
の

太
夫
に
来
て

も
ら
っ
て
御
祈
薦
を
あ
げ
、
後
に
御
神
酒
を
飲
ん
だ
。
こ
の
行
事

は
終
戦
頃
に
は
行
わ
れ
な

く
な
っ
た
。
金
毘
羅
講
と
し
て
代
参
す
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
な
か
っ
た
。
神
指
村
の
高
久
に
阿
賀
野
川
の
船
着
き
場
が
あ
っ
た
り
し
た
の

で
、
金
毘
羅
信
仰
が
入
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
金
毘
羅
様
の

祭
日
で
あ
っ
た
三
月
十
日
は
陸
軍
記
念
日
だ
っ
た
の
で
、
終
戦
前
迄

は

子
供
た

ち
が
兵
隊
ご
っ
こ
を
し
て
遊
ん
だ
。
村
中
の
子
供
た
ち
が
南
北
に
分
か
れ

て

行
っ
た
。
鍬
ガ
ラ
の
柄
の
先
に
花
火
を
つ
け
て
鉄
砲
の
代
わ
り
に
し
た
。
参
加
し

た

の

は
小
学
生
か
ら
高
等
科
二
年
ま
で
の
男
の
子
た
ち
で
年
齢
順
に
位
を
つ
け
た
。

高
等
科
二
年
生
が
大
将
で
肩
章
を
つ
け
た
。
ゴ
ム
靴
を
は
き
モ
ン
ペ
・
ハ
ン
テ
ン
姿

で
学
帽
を
か
ぶ
っ
て
と
っ
く
み
合
い
を
し
た
。

　
古
峯
ケ
原
講

　
上

と
下
に
そ
れ
ぞ
れ
古
峯
ケ
原
講
の
石
碑
が
建
っ
て
い
る
。
上
組
は
組
の
南
端
に

建
っ
て
い
る
。
「
古
峯
神
社
　
上
之
組
講
中
　
明
治
三
十
五
年
八
月
吉
日
」
と
あ
る
。

下
組
は

川
の
端
に
建
ち
「
古
峯
神
社
　
秋
葉
神
社
　
講
中
安
全
　
大
正
三
年
申
寅
二

月
建
」
と
あ
る
。

　
講
は
上

と
下
の
二
つ
の
組
に
分
か
れ
て
い
る
。
下
の
組
で
は
正
月
十
日
市
が
済
ん

で
か

ら
代
参
し
た
。
ト
ウ
モ
ト
制
と
い
い
、
年
番
で
当
番
を
務
め
た
。
代
参
は
ク
ジ

ビ

キ

で
決
め

た
。
八
人
ず
つ
が
組
に
な
っ
て
二
泊
三
日
の
予
定
で
代
参
し
た
。
四
年
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間
で
全
員
が
行
く
こ
と
に
な
る
。
費
用
は
毎
月
積
み
立
て
た
。
帰
っ
て
く
る
と
当
番

の

ヤ

ド
の
家
に
集
ま
り
古
峯
ケ
原
の
お
札
を
配
っ
た
。
代
参
の
ク
ジ
ビ
キ
は
こ
の
時

に

し
た
。
代
参
は
上
の
組
と
一
緒
に
行
く
時
も
あ
れ
ば
別
の
時
も
あ
っ
た
。
代
参
は

戦
後
し
ぼ
ら
く
し
て
中
止
し
た
。
し
か
し
現
在
で
も
栃
木
県
鹿
沼
市
の
古
峯
神
社
か

ら
お
札
は
受
け
て
い
る
。

　
戦
前

ま
で
は
春
先
に
講
中
の
人
が
古
峯
ケ
原
の
碑
の
前
に
ム
シ
ロ
を
敷
い
て
集
ま

り
祈
願
を
あ
げ
た
。

　

こ
の
講
は
火
伏
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
か
つ
て
戊
辰
戦
争
の
時
に
幕
内
が
火

事
に
な
っ
た
と
い
う
。
秋
葉
神
社
も
共
に
祀
る
が
フ
タ
ト
コ
（
ニ
ヵ
所
）
か
け
る
の

は
め
ん

ど
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
秋
葉
神
社
へ
は
行
か
な
く
な
っ
た
。
古
く
は
両
方
へ

行
っ
て
い
た
よ
う
だ
と
い
う
。

　
伊
勢
参

リ
仲
間

　
男
衆
は
結
婚
し
て
か
ら
伊
勢
参
り
仲
間
を
作
っ
た
。
仲
間
が
何
人
か
集
ま
る
ま
で

何
年
も
待
つ
こ
と
も
あ
る
。
木
村
弥
氏
は
昭
和
十
六
年
に
仲
間
と
伊
勢
参
り
に
行
っ

た
。
出
発
前
に
隣
近
所
の
人
を
招
い
た
。
招
か
れ
た
人
た
ち
は
ワ
ラ
ジ
セ
ン
を
持
っ

て

来
た
。
伊
勢
参
り
の
日
程
は
一
週
間
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
当
時
は
新
潟
経
由
で
あ

っ

た
。
米
を
持
っ
て
行
っ
た
。
ワ
ラ
ジ
セ
ン
を
い
た
だ
い
た
人
に
は
帰
っ
て
来
て
か

ら
い
た
だ
い
て
来
た
伊
勢
の
お
札
を
配
っ
た
。
伊
勢
参
り
に
行
く
と
天
照
皇
大
神
と

書
い
た
掛
け
軸
を
買
っ
て
く
る
。
そ
し
て
正
月
初
詣
の
参
拝
に
行
っ
て
く
る
と
出
し

て

飾

り
、
十
三
日
ま
で
飾
っ
て
お
い
た
。

　

伊
勢
参
り
に
行
く
の
は
正
月
明
け
か
正
月
前
に
出
か
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
仲

間
の
年
齢
は
上
下
一
〇
歳
近
く
の
差
が
あ
る
が
、
同
級
生
な
ど
と
は
違
っ
た
ご
く
親

し
い
存
在
と
し
て
終
生
つ
き
合
う
。
互
い
に
精
神
的
な
支
え
と
し
て
存
在
し
た
。
セ

ツ

に
集

ま
っ
て
飲
ん
だ
り
、
春
の
花
見
を
し
た
り
、
秋
の
稲
刈
り
が
終
わ
る
と
イ
モ

ニ

（
里
芋
や

き
の
こ
を
採
っ
て
き
て
煮
て
食
べ
る
。
今
は
仕
出
し
屋
で
行
い
、
後
に

カ
ラ
オ
ケ
に
流
れ
た
り
す
る
）
を
し
た
り
、
旅
行
や
温
泉
に
行
っ
た
り
す
る
。
仲
間

が

亡
く
な
る
と
お
参
り
に
行
く
。
そ
の
人
が
亡
く
な
る
と
仲
間
と
の
つ
き
合
い
は
お

し
ま
い
に
な
り
、
次
の
代
の
者
が
代
わ
り
に
仲
間
の
行
事
に
参
加
す
る
よ
う
な
こ
と

は
な

い
。
し
か
し
、
香
典
を
も
ら
っ
て
あ
っ
た
り
、
お
参
り
に
来
て
も
ら
っ
た
り
し

て

い

る
と
、
そ
う
し
た
人
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
妻
や
息
子
が
線
香
を
立
て
に
行
く
。

　
伊
勢
参

り
仲
間
は
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
内
容
に
多
少
の
変
化
が
み
ら
れ

る
。
佐
瀬
壮
江
氏
は
昭
和
四
十
五
年
に
夫
婦
で
伊
勢
参
り
を
し
た
。
こ
の
時
に
は
一

〇
組
の
夫
婦
が
一
緒
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
同
行
し
た
夫
婦
は
伊
勢
参
り
仲
間
で
あ
る

と
し
て
、
毎
年
二
月
八
日
に
仲
間
で
温
泉
に
遊
び
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

会
津
め
ぐ
り

　
男
の
伊
勢
参
り
と
同
じ
よ
う
に
、
女
も
嫁
に
来
る
と
会
津
め
ぐ
り
仲
間
を
作
っ
て

三
十
三
観
音
を

め

ぐ
っ
て
歩
き
ウ
タ
ヨ
ミ
（
御
詠
歌
）
を
あ
げ
る
。
同
じ
頃
嫁
に
来

た
人
が

仲

間
に
な
る
。
嫁
様
が
五
、
六
人
た
ま
る
と
行
っ
た
が
、
A
さ
ん
（
昭
和
八

年
結

婚
）
の
仲
間
は
二
〇
人
余
り
も
い
た
の
で
上
と
下
と
に
分
け
て
い
っ
た
。
B
さ

ん

（
昭
和
二
十
年
結

婚
）
の
仲
間
は
一
三
人
で
あ
っ
た
。
男
の
先
達
（
ム
ラ
の
中
の

オ

ト
ッ
ツ
ァ
マ
・
ナ
ジ
サ
マ
）
を
頼
み
、
芦
ノ
牧
温
泉
な
ど
に
泊
ま
っ
て
車
で
回
っ

て

歩
い
た
。
回
る
時
に
は
参
加
者
全
員
の
氏
名
を
墨
で
紙
に
書
い
て
、
各
寺
院
に
奉

納
し
た
。
ま
た
回
り
終
わ
る
と
額
を
作
っ
て
寺
に
納
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
安
産
を

祈
願

し
た
り
、
子
育
て
の
無
事
を
願
っ
た
り
し
た
。
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仲
間
は
死
ぬ
ま
で
つ
き
合
う
。
無
尽
を
し
た
り
、
旅
行
に
行
っ
た
り
、
温
泉
に
行

っ

た

り
し
て
楽
し
む
。
昔
は
農
閑
期
に
ダ
シ
ア
イ
モ
チ
を
し
た
り
も
し
た
。

　

仲
間
の
年
の
差
は
一
〇
歳
く
ら
い
で
、
若
い
頃
に
は
年
上
の
人
が
オ
ヤ
カ
タ
に
な

っ

て

世
話
を

し
、
年
取
っ
て
く
る
と
逆
に
一
番
若
い
人
が
世
話
を
す
る
よ
う
に
な
る
。

旦
那
が
亡
く
な
っ
て
も
お
参
り
に
行
っ
た
り
す
る
。
仲
間
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
も

ち

ろ
ん
お
参
り
に
行
き
御
詠
歌
を
あ
げ
て
く
る
。
本
人
が
既
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

て

い

る
時
に
は
、
嫁
が
香
典
を
持
っ
て
お
参
り
に
行
き
、
そ
れ
で
つ
き
合
い
が
終
わ

る
。

　
女
性
の

か
か
わ

る
仲
間
と
し
て
は
こ
の
ほ
か
安
産
の
ウ
タ
ヨ
ミ
を
す
る
仲
間
が
あ

る
。
初
め
て
出
産
を
す
る
た
め
に
里
帰
り
を
す
る
際
に
、
隣
近
所
の
ム
ラ
シ
ン
セ
キ

が

集

ま
っ
て
ウ
タ
ヨ
、
ミ
を
す
る
の
で
あ
る
。
女
た
ち
が
集
ま
っ
て
三
十
三
観
音
の
御

詠
歌
を

詠
ん
で
も
ら
っ
て
か
ら
里
帰
り
を
し
た
。
ウ
タ
ヨ
ミ
が
済
む
と
一
番
年
上
の

女
性
が

妊
婦
の

腹
を
な

で
て

安
産
で
あ
る
よ
う
に
と
祈
る
。
詠
ん
で
も
ら
っ
た
家
で

は
酒

や
お
茶
を
出
し
、
嫁
が
お
酌
を
し
た
り
、
お
茶
を
つ
い
だ
り
す
る
。
こ
の
間
、

男
は
何
処
か
へ
行
っ
て
い
て
、
顔
を
出
さ
な
い
。

　
飯
豊
山
登
拝

　
男
子
は
一
三
歳
に
な
る
と
イ
イ
ト
ヨ
サ
ン
（
飯
豊
山
）
に
登
っ
た
。
二
二
歳
か
ら

一
五
歳

ま
で
の
三
年
間
行
う
。
夏
休
み
に
年
配
の
人
が
付
き
添
い
白
装
束
で
登
っ
た
。

ま
ず
氏
神
で
あ
る
熊
野
神
社
に
三
日
間
オ
コ
モ
リ
し
た
。
こ
の
期
間
、
朝
・
昼
・
晩

と
三
回
大
川
（
阿
賀
野
川
）
で
コ
オ
リ
ト
リ
（
垢
離
取
り
）
し
た
。
そ
れ
を
済
ま
せ

て

か

ら
出
発
し
た
。
朝
の
一
番
列
車
に
乗
り
山
都
駅
で
下
車
し
、
モ
リ
ガ
ミ
ネ
あ
る

い

は

ハ
チ

ノ
ウ
チ
で
一
泊
し
た
。
朝
食
前
に
飯
豊
山
頂
で
御
来
光
を
拝
む
。
朝
食
を

済

ま
せ
る
と
下
山
し
、
夕
方
に
若
松
に
帰
る
。
こ
の
夜
は
熊
野
神
社
で
一
泊
す
る
。

朝
、
大
川
で
コ
オ
リ
ト
リ
を
し
、
午
後
新
城
寺
で
集
ま
っ
た
子
供
た
ち
に
コ
ノ
ハ
ガ

シ

（
御

供
）
を
配
っ
た
。
お
山
（
飯
豊
山
）
か
ら
は
木
・
石
な
ど
を
持
っ
て
き
て
は

い
け

な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
禁
を
破
る
と
身
体
が
動
か
な
く
な
る
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
登
拝
は
昭
和
十
六
年
ま
で
行
わ
れ
、
戦
後
復
活
し
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
行

わ
れ
た
。

　

な
お
小
学
校
に
入
学
し
た
男
の
子
は
高
等
科
を
出
る
ま
で
子
ど
も
組
に
入
っ
た
。

一
月
十
五
日
の
サ
イ
ノ
カ
ミ
を
作
る
た
め
に
、
三
日
前
に
ト
ン
シ
ョ
に
空
納
豆
の
苞

を

集
め

た

り
、
三
月
十
日
に
大
川
の
川
原
で
戦
争
ご
っ
こ
を
し
た
り
し
た
。
現
在
は

子
供
会

で
、
元
旦
の
初
詣
が
で
き
る
よ
う
に
、
寺
と
神
社
の
間
の
ユ
キ
フ
、
ミ
を
す
る
。

低
学
年
の
子
は
フ
カ
グ
ツ
を
は
き
、
高
学
年
の
子
は
ユ
キ
フ
ミ
ダ
ワ
ラ
を
は
い
て
ユ

キ

フ

ミ
を
す
る
。

　
か

つ
て
女
の
子
は
小
学
校
を
卒
業
す
る
と
、
お
針
（
裁
縫
）
を
習
い
に
行
っ
た
。

会
津
の
町
々
に
は
お
針
の
お
師
匠
さ
ん
た
ち
が
い
た
。
後
に
は
洋
裁
学
校
に
行
く
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
行
儀
見
習
い
に
行
く
子
も
い
た
。

三

結
婚
を

め

ぐ
っ
て

　
結
婚

を
め
ぐ
る
女
性
の
生
活
は
、
昭
和
十
年
代
に
お
い
て
は
大
略
次
の
よ
う
な
状

態
で
あ
っ
た
。

　
縁
　
談

　
縁
談
は
親
同
士
で
決
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
家
に
年
頃
の
娘
や
息
子
が
い
る
と
、
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親
戚
や
知
人
が

話
を
持
ち
込
ん
で
く
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
話
が
あ
る
と
相
手
の
家

の

近
所
に

行
っ
て
、
相
手
の
人
柄
や
家
の
状
態
な
ど
を
聞
く
。
相
手
の
人
柄
も
よ
し
、

家

も
よ
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
見
合
い
を
す
る
。
見
合
い
を
申
し
込
む
時
に
は
、

す

で
に
結
婚
す

る
こ
と
が
決
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
仲
人
を
立
て
て
、
も
ら

う
方
が
娘
の
家
に
申
し
込
み
に
行
く
。
当
人
同
士
が
会
う
の
は
そ
れ
か
ら
で
あ
っ
た
。

映
画

館
の
前
な
ど
で
待
ち
合
わ
せ
た
り
し
て
、
映
画
を
見
る
く
ら
い
の
も
の
で
あ
っ

た
。
戦
前
は
、
大
工
町
に
あ
る
会
津
館
や
神
明
通
り
に
あ
る
栄
楽
座
な
ど
が
若
者
の

憩

い
の

場
で
あ
っ
た
。

　
男
は
酒
飲
み
で
な
い
こ
と
、
ぐ
う
た
ら
で
な
く
、
よ
く
働
く
こ
と
な
ど
が
よ
い
夫

に

な
る
男
と
し
て
の
条
件
で
あ
っ
た
。

　
仲
　
人

　
話
を
か
け
て
く
れ
た
人
が
親
戚
の
オ
ジ
さ
ん
だ
っ
た
り
、
隣
の
オ
ト
ッ
ツ
ァ
マ
だ

っ

た

り
し
た
時
に
は
、
そ
の
ま
ま
仲
人
に
な
っ
て
も
ら
う
。
そ
う
で
な
い
場
合
は
、

も
ら
う
方
の
身
近
な
人
に
な
っ
て
も
ら
う
。
昔
は
、
ム
ラ
シ
ン
セ
キ
が
た
く
さ
ん
あ

っ

た
の

で
、
そ
う
い
う
家
の
中
の
一
軒
に
頼
ん
だ
。
ム
ラ
シ
ン
セ
キ
と
い
う
の
は
、

ム

ラ
ウ
チ
で
、
本
家
・
分
家
関
係
に
あ
る
家
や
姻
戚
関
係
に
あ
る
家
を
い
う
。
仲
人

は

も
ら
い
方
で
立
て
、
嫁
の
世
話
を
す
る
の
は
ナ
コ
ウ
ド
オ
ッ
カ
ツ
ァ
マ
で
あ
る
。

　
な

お
、
話
を
か
け
た
人
と
仲
人
と
が
別
の
場
合
は
、
話
を
か
け
て
く
れ
た
人
を
ク

チ

イ
レ
と
い
い
、
サ
ダ
メ
ザ
ケ
・
衣
裳
納
め
の
世
話
も
ク
チ
イ
レ
が
す
る
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
ナ
コ
ウ
ド
を
立
て
る
時
期
は
一
定
し
て
お
ら
ず
、
見
合
い
の
時
に
立
て

る
こ
と
も
あ
る
し
、
婚
礼
の
日
取
り
が
決
ま
っ
て
か
ら
立
て
る
こ
と
も
あ
る
。

　

サ
ダ
メ
ザ
ケ

　
も
ら
い
方
・
く
れ
方
双
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
サ
ダ
メ
ザ
ケ
に
す
る
。

日
の
良
い
日
を
選
ん
で
、
仲
人
が
婿
の
家
か
ら
酒
を
あ
ず
か
っ
て
嫁
の
家
へ
行
き
、

嫁
方
で
婚
礼
の
日
取
り
を
相
談
し
て
酒
を
半
分
飲
ん
で
く
る
。
そ
の
後
、
婿
の
家
に

帰
っ
て
嫁
方
の
意
向
を
伝
え
て
、
残
り
の
半
分
の
酒
を
飲
む
。
こ
の
日
は
双
方
と
も
、

伯
叔
父
母
・
ム
ラ
シ
ン
セ
キ
な
ど
を
呼
ん
で
酒
を
飲
ん
で
も
ら
う
。
こ
の
時
の
酒
は

赤
い
塗
の
角
が
つ
い
た
酒
樽
に
入
れ
、
仲
人
だ
け
が
持
ち
歩
い
た
。
婿
と
嫁
の
家
を

往
復
す
る
の
は
仲
人
だ
け
で
あ
る
。

　
衣
裳
納
め

　
婚
礼
の
ヨ

イ
の
日
（
前
日
）
、
仲
人
が
婿
方
か
ら
嫁
の
衣
裳
を
あ
ず
か
っ
て
行
き
、

嫁
方
に

納
め
て
く
る
。
今
の
結
納
に
当
る
。
品
物
と
目
録
と
を
合
わ
せ
て
納
め
て
く

る
。
嫁
方
で
は
サ
ダ
メ
ザ
ケ
に
招
い
た
よ
う
な
人
々
を
こ
の
日
も
招
い
て
お
祝
い
に

一
杯
飲
ん
で
も
ら
う
。
エ
ビ
・
カ
ズ
ノ
コ
・
す
る
め
・
豆
（
青
い
ひ
た
し
豆
）
・
煮
た

昆
布
を

盛

り
つ
け
た
皿
、
魚
（
鮭
な
ど
の
焼
き
魚
や
煮
魚
）
な
ど
三
品
く
ら
い
を
酒

の
肴
に
し
て
飲
ん
だ
。

　
衣

裳
納
め
に
持
っ
て
い
く
品
は
、
家
の
経
済
状
態
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
A

さ
ん
（
昭
和
八
年
結
婚
）
の
場
合
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
江
戸
棲
・
夏
用
の
紹
の
江
戸
褄
・
喪
服
（
夏
・
冬
、
黒
と
白
と
を
合
せ
て
）
・
小

　
　
紋
二
枚
・
大
島
二
枚
・
錦
紗
二
枚
（
併
せ
て
三
重
）
、
腕
時
計
・
蛇
の
目
傘
一

　
　
本
・
履
物
（
足
駄
・
ッ
マ
カ
ケ
・
蒔
絵
の
か
か
っ
た
駒
下
駄
ー
嫁
に
来
る
時
履

　
　

い
た

駒
下
駄

な
ど
）
な
ど

　
衣
裳
納
め

に
持
っ
て
い
く
も
の
は
、
着
物
は
末
長
く
い
る
よ
う
に
と
長
着
だ
け
で
、

羽
織
な
ど
の
ハ
ン
パ
モ
ソ
は
納
め
る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
た
。
ま
た
、
履
物
も
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嫁
の
家
か
ら
は
持
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。
嫁
の
家
で
は
、
衣

裳
納
め

に

も
ら
う
も
の
を
予
め
仲
人
に
聞
い
て
も
ら
っ
て
お
き
、
そ
れ
ら
の
着
物
に

合
わ
せ
て

帯
を
作
っ
た
り
、
羽
織
を
作
っ
た
り
し
て
準
備
を
す
る
。
嫁
の
家
で
は
こ

れ

ら
の
も
の
の
ほ
か
に
も
、
箪
笥
や
長
持
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
よ
う
に
着
物
や
布
団

を

用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
娘
の
い
る
家
は
経
済
的
な
負
担
が
大
変
で
あ

っ

た
。
こ
れ
だ
け
の
物
を
持
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ

た

が
、
衣
裳
納
め
に
た
く
さ
ん
も
ら
え
ぽ
、
そ
れ
に
み
あ
っ
た
だ
け
の
も
の
を
嫁
の

方
で

も
用
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
お
お
よ
そ
家
の
釣
り
合
い
と
い

う
も
の
も
と
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
つ
き
合
い
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
婚

礼

　
衣
裳
納
め
の
翌
日
、
婚
礼
が
行
わ
れ
る
。

　

ま
ず
、
朝
、
嫁
の
荷
物
が
運
び
出
さ
れ
る
。
く
れ
方
で
ム
ラ
シ
ン
ル
イ
の
若
い
人

を

頼
ん
で
か
つ
い
で
運
ぶ
。
道
中
の
半
ば
ま
で
も
ら
い
方
の
若
い
人
た
ち
が
迎
え
に

出
て
荷
物
の
受
け
取
り
渡
し
を
す
る
。
も
ら
い
方
で
重
箱
に
酒
の
肴
を
用
意
し
て
い

っ

て
、
道
端
で
長
持
唄
を
う
た
っ
て
一
杯
や
り
な
が
ら
荷
物
と
目
録
の
受
け
渡
し
を

し
た
。
荷
物
を
か
つ
ぐ
人
を
ナ
ガ
モ
チ
カ
ツ
ギ
と
い
い
、
そ
の
中
の
責
任
者
を
ニ
カ

キ

サ

マ

と
い
っ
て
、
こ
れ
は
少
し
年
配
の
人
が
当
っ
た
。
ニ
カ
キ
サ
マ
は
鏡
台
を
唐

草
模
様
の
風
呂
敷
か
家
紋
入
り
の
風
呂
敷
に
包
ん
で
背
負
っ
て
き
た
。
酒
の
肴
を
持

っ

て

先
頭
を

い
く
の
も
ニ
カ
キ
サ
マ
で
あ
っ
た
。

　
荷
物
を
運
ん
で
い
る
間
に
嫁
は
支
度
を
す
る
。

　
婿
は
嫁
の
家
に
昼
頃
着
く
よ
う
に
ハ
ナ
ヨ
メ
ム
カ
エ
に
行
く
。
婿
・
婿
の
伯
叔
父

母

な
ど
が
九
人
く
ら
い
で
行
列
を
作
り
、
提
灯
を
持
っ
て
嫁
の
家
ま
で
歩
い
て
行
っ

た
。
後
に
は
ハ
イ
ヤ
ー
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
嫁
の
家
の
方
で
は
、
お
膳
を
用
意

し
て
お
く
。
婿
の
一
行
が
到
着
す
る
と
、
座
敷
に
通
り
膳
に
つ
く
。
そ
し
て
婿
の
伯

父

な
ど
が
婿
と
親
戚
の
者
た
ち
を
紹
介
す
る
。
嫁
の
方
で
は
オ
シ
ョ
ウ
バ
ン
キ
ャ
ク

が

出
て
、
紹
介
を
受
け
る
。
オ
シ
ョ
ウ
バ
ン
キ
ャ
ク
は
、
嫁
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お

ぽ

あ
ち
ゃ
ん
の
兄
弟
が
当
る
。

　

夕
方
、
嫁
・
嫁
の
ゲ
ン
ザ
ン
キ
ャ
ク
（
嫁
の
身
近
な
人
、
伯
叔
父
母
・
兄
弟
な

ど
）
・
ハ
ナ
ヨ
メ
ム
カ
エ
に
来
た
婿
の
一
行
な
ど
が
行
列
を
作
っ
て
提
灯
を
つ
け
て

婿
の
家
へ
向
か
う
。
嫁
の
一
行
は
ま
っ
す
ぐ
婿
の
家
へ
行
か
ず
に
、
ナ
カ
ヤ
ド
に
お

ち
つ
く
。
ナ
カ
ヤ
ド
に
は
隣
の
家
な
ど
を
頼
ん
だ
。
嫁
は
ナ
カ
ヤ
ド
で
餅
な
ど
を
食

べ
て

休

む
。
婿
の
家
の
方
の
用
意
が
整
う
と
オ
ツ
カ
イ
が
来
て
、
婿
の
家
へ
行
く
。

ゲ

ン

ザ

ン

キ

ャ

ク
は
座
敷
か
ら
入
る
が
、
嫁
は
仲
人
が
提
灯
を
つ
け
て
ダ
イ
ド
コ
ロ

か

ら
入
る
。
ニ
ワ
マ
ワ
リ
と
い
う
。
ダ
イ
ド
コ
ロ
か
ら
入
っ
た
嫁
は
、
茶
の
間
な
ど

と
呼
ぶ
今
御
飯
を
食
べ
て
い
る
あ
た
り
の
部
屋
に
座
っ
て
、
ア
ゲ
ボ
シ
（
綿
帽
子
）

を
と
る
。
予
め
ア
ゲ
ボ
シ
ト
リ
の
男
の
子
を
頼
ん
で
お
い
て
、
針
だ
け
仲
人
が
抜
い

て
ア

ゲ

ボ

シ

は
子
供
が
と
る
。
そ
の
時
、
回
り
で
見
て
い
る
大
人
た
ち
が
「
い
ね
い

ね
　
ば
い
た
（
化
け
た
）
」
と
い
っ
た
。
ア
ゲ
ボ
シ
で
角
を
隠
し
て
来
た
嫁
が
、
ア
ゲ

ボ

シ

を

と
っ
て
本
当
の
姿
に
化
け
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
ら
し
い
と
い
う
。

　
ア

ゲ

ボ

シ

を
と
っ
た
嫁
は
、
次
の
座
敷
（
中
の
間
）
へ
行
っ
て
盃
を
す
る
。
三
三

九

度
の
夫
婦
盃
、
家
族
の
者
一
人
ひ
と
り
と
の
盃
な
ど
を
す
る
。
サ
ケ
ツ
ギ
の
男
女

の

子
供
が

お

酌

を
す
る
。
サ
ケ
ツ
ギ
は
、
親
戚
の
三
歳
か
四
歳
く
ら
い
の
子
供
で
、

男
の
子
は
紋
付
き
に
袴
、
女
の
子
は
振
り
袖
を
着
て
お
酌
を
す
る
。

　
盃
が
終
わ

る
と
嫁
婿
が
床
の
間
を
背
に
し
て
座
り
、
披
露
宴
に
な
る
。
そ
こ
で
も
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う
一
度
双
方
の
親
戚
の
紹
介
を
す
る
。
手
伝
い
に
来
て
い
る
近
所
の
人
た
ち
が
呼
ぼ

れ
て

来
て

い

る
客
に
お
酌
を
し
て
回
り
、
宴
は
た
け
な
わ
に
な
る
。
近
所
の
人
々
が

嫁
さ
ん
を
見
に
来
る
。

　
嫁
は
、
江
戸
褄
を
着
て
、
髪
を
高
島
田
に
結
っ
て
く
る
。
A
さ
ん
は
江
戸
褄
の
上

に

代
々
使
っ
て
い
る
振
り
袖
を
う
ち
か
け
と
し
て
着
た
。
下
の
着
物
が
普
通
の
袖
だ

っ

た
か

ら
、
う
ち
か
け
と
袖
と
が
合
わ
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
衣
裳
納
め
の
時
に
持

っ

て

来
て
、
着
て
来
る
よ
う
に
と
い
わ
れ
た
の
で
、
い
わ
れ
た
と
お
り
に
し
た
。
披

露
宴
の
頃
合
い
を
見
計
ら
っ
て
、
嫁
は
中
座
し
て
一
番
衣
裳
に
着
替
え
て
、
客
に
酌

を

し
て
回
る
。
一
番
衣
裳
は
訪
問
着
で
あ
る
。
　
一
と
お
り
酌
を
し
終
わ
る
と
、
今
度

は
ツ

ウ
ヤ
ギ
（
大
島
な
ど
の
普
段
着
）
に
着
替
え
て
台
所
の
仕
事
を
手
伝
っ
た
。
近

所
の

女
衆
の
仲
間
入
り
で
あ
っ
た
。
全
て
仲
人
様
が
指
示
し
て
く
れ
る
。

　
披
露
宴
は
夜
の
十
時
か
ら
十
二
時
頃
ま
で
続
い
た
。

　

キ

ン

ジ

ョ
マ
ワ
リ

　
婚
礼
の

翌

日
は
、
嫁
が
ム
ラ
シ
ン
セ
キ
を
回
っ
て
あ
い
さ
つ
を
し
て
歩
く
。
嫁
は

紫
の
ぼ
か
し
の
江
戸
褄
を
着
て
、
髪
を
島
田
に
結
っ
て
も
ら
っ
て
、
タ
オ
ル
一
本
く

ら
い
を
持
っ
て
あ
い
さ
つ
に
歩
く
。
オ
パ
ン
チ
ャ
が
つ
れ
て
い
っ
た
。

　

ヒ
ト
モ
ド
リ

　
婚
礼
の
翌
々
日
は
ミ
ッ
メ
と
い
っ
て
嫁
が
里
帰
り
を
す
る
。
嫁
だ
け
が
行
く
。
一

番
衣
裳
の
訪
問
着
を
着
て
髪
を
キ
ク
マ
ゲ
に
結
っ
た
。
お
土
産
と
し
て
菓
子
折
く
ら

い
を

持
っ
て
い
っ
た
。
二
晩
泊
ま
っ
て
、
帰
る
時
に
は
実
家
の
母
親
が
送
っ
て
来
た
。

帰

り
は
小
紋
を
着
て
、
着
物
に
合
わ
せ
た
羽
織
を
着
た
。
嫁
の
母
親
は
こ
の
時
初
め

て

婿
の
家
に
来
る
。
母
親
は
、
御
馳
走
を
い
た
だ
い
て
そ
の
日
の
う
ち
に
帰
っ
て
し

ま
う
。

　
家
へ
帰
る
母
親
を
見
送
っ
て
い
る
と
、
い
よ
い
よ
一
人
に
な
っ
て
本
当
に
嫁
に
来

た
ん

だ

と
い
う
気
が
し
て
泣
き
た
い
よ
う
な
気
分
に
な
っ
た
と
い
う
。
一
七
、
八
歳

の

ま
だ
何
も
分
か
ら
な
い
子
供
が
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
た
ち
の
中
で
暮
ら
す
の

だ
か

ら
、
そ
れ
は
心
細
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。

　
ア

シ
イ
レ

　
昭
和
十
年
頃

ま
で
は
ア
シ
イ
レ
が
行
わ
れ
た
。
手
間
が
欲
し
い
時
に
、
働
く
着
物

一
式
く
ら
い
を
持
っ
て
嫁
が
婿
の
家
に
行
く
。
婚
礼
は
来
春
や
秋
な
ど
に
行
う
が
、

大
体
一
年
以
内
に
婚
礼
を
し
た
。

　
嫁
の
暮
ら
し

　
朝
は

姑
が
起

き
る
前
に
起
き
て
、
姑
が
起
き
て
く
る
と
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま

す
」
と
あ
い
さ
つ
を
し
て
「
何
を
や
り
ま
す
か
」
と
聞
い
て
、
御
飯
を
炊
い
た
り
掃

除
を

し
た
り
し
た
。
姑
に
は
な
る
べ
く
動
か
な
い
火
を
焚
く
よ
う
な
仕
事
を
し
て
も

ら
い
、
嫁
は
掃
除
な
ど
の
立
ち
回
り
の
仕
事
を
す
る
よ
う
に
気
を
つ
か
っ
た
。
米
を

洗
う
時
な
ど
も
、
水
加
減
は
必
ず
姑
に
み
て
も
ら
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
姑

の

機
嫌
を
損
ね
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
家
で
何
も
し
て

い

な
か
っ
た
の
で
、
聞
か
な
け
れ
ぽ
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

　
嫁
の
普
段
着

　
嫁
と
し
て
の
初
め
て
の
仕
事
は
、
茶
碗
を
洗
う
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
里
帰
り
が

終
わ
っ
た
次
の
日
か
ら
長
着
に
モ
ン
ペ
を
は
い
て
マ
エ
ダ
レ
を
し
、
赤
い
た
す
き
を

か

け
て
働
い
た
。
長
着
の
袖
は
元
禄
袖
で
あ
っ
た
の
で
、
水
仕
事
を
す
る
時
に
は
、

必
ず
た
す
き
が
必
要
で
あ
っ
た
。
髪
は
8
の
字
に
結
っ
て
ピ
ン
で
止
め
た
り
、
オ
サ
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ゲ

ド
メ
で
と
め
た
り
し
て
い
た
。
仕
事
を
す
る
時
は
、
手
拭
い
を
か
ぶ
っ
て
い
た
。

当
時
は
割
烹
着
を
着
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
よ
そ
の
家
へ
手
伝
い
に
で
も
行
く
よ

う
な
時
だ
け
白
い
割
烹
着
を
し
て
行
っ
た
。

　

野
良
へ
行
く
時
は
、
縞
の
ジ
バ
ン
（
嫁
の
時
は
か
す
り
）
に
帯
を
し
め
て
バ
カ
マ

を

は
い
て

行
っ
た
。
帯
も
嫁
の
時
は
、
赤
い
帯
を
し
め
た
。
ジ
バ
ン
も
バ
カ
マ
も
形

は
年
齢
に

関
係
な
く
み
ん
な
同
じ
な
の
で
、
若
さ
を
出
す
た
め
に
は
マ
エ
ダ
レ
や
た

す
き
や
帯
の
色
や
柄
を
工
夫
す
る
く
ら
い
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

洗
　
濯

　
仕
事
着
な
ど
は
、
嫁
に
来
る
時
に
、
当
座
は
作
ら
な
く
て
も
い
い
よ
う
に
た
く
さ

ん

も
っ
て
く
る
。
仕
事
着
は
汚
れ
が
激
し
い
の
で
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
洗
濯
を
し
な
く

て

は

な
ら
な
い
。
す
る
と
き
れ
る
の
も
早
い
。
普
段
ザ
ブ
ザ
ブ
洗
う
時
は
婚
家
で
洗

う
が
、
き
れ
た
も
の
な
ど
は
里
へ
持
っ
て
帰
っ
て
洗
濯
を
し
て
縫
い
直
し
て
き
た
。

里
へ
は
モ
ノ
ビ
に
毎
回
で
は
な
い
が
帰
し
て
く
れ
た
。
モ
ノ
ビ
は
一
ヵ
月
に
二
回
く

ら
い
あ
っ
て
、
太
鼓
を
打
っ
て
は
合
図
を
し
て
い
た
。
毎
月
、
月
初
め
は
休
み
に
な

っ

た
。
嫁
に
来
た
ば
か
り
の
頃
は
、
一
ヵ
月
に
二
回
く
ら
い
帰
し
て
も
ら
っ
た
。

　
洗
濯
に

持
っ
て
い
く
も
の
は
、
自
分
の
も
の
だ
け
で
、
夫
や
子
供
の
も
の
は
婚
家

で

洗
っ
た
。
自
分
の
も
の
は
、
作
り
か
え
た
り
し
て
い
る
暇
が
な
か
っ
た
。
嫁
に
来

て

五
年

く
ら
い
た
っ
て
、
子
供
も
二
人
く
ら
い
に
な
る
と
、
よ
う
や
く
自
分
の
も
の

の

洗
濯
も
婚
家
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
婚
家
で
は
嫁
に
来
た
年
の
夏
に
、
浴
衣
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
。
盆
前
で
あ
っ
た
。

下
駄
も
一
緒
に
買
っ
て
く
れ
た
。
長
く
い
る
よ
う
に
と
メ
リ
ン
ス
の
浴
衣
を
く
れ
た
。

　
里
帰

り
す
る
時
に
は
、
小
遣
い
を
く
れ
た
。
休
み
で
行
く
時
に
は
二
〇
〇
円
く
ら

い
、
正
月
は
五
〇
〇
円
く
ら
い
だ
っ
た
。
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
な
か
思
う
よ
う
な
も

の

は

買
え
な
か
っ
た
が
、
近
所
の
嫁
さ
ん
同
士
で
話
を
し
て
み
る
と
、
他
の
嫁
さ
ん

よ
り
は
ず
っ
と
多
か
っ
た
。
小
遣
い
は
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
く
れ
た
。

　

ま
た
、
仕
事
着
は
春
先
野
良
に
出
る
前
と
、
二
百
十
日
頃
秋
が
始
ま
る
前
に
家
中

の

者
に
新

し
い
も
の
を
買
っ
て
く
れ
た
。

　
石
鹸
な
ど
は
戦
後
し
ば
ら
く
配
給
制
だ
っ
た
の
で
、
嫁
は
な
か
な
か
自
由
に
使
う

こ
と
が
で
き
ず
に
、
実
家
に
行
っ
て
は
も
ら
っ
て
き
た
り
し
て
い
た
。
固
形
石
鹸
だ

っ

た
の

で
、
姑
が
ま
ず
自
分
用
の
も
の
を
と
っ
て
し
ま
え
ぽ
、
嫁
に
ま
わ
る
分
は
な

か
っ

た
。
縫
い
糸
な
ど
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

　

衣
　
類

　
着
物
と
し
て
は
晴
着
と
普
段
着
と
労
働
着
が
あ
る
。

　
晴
着
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
江
戸
褄
は
兄
弟
の
結
婚
式
な
ど
の
式
の
時
に
着
る
。

訪
問

着
は
式
の
時
以
外
の
呼
ぼ
れ
て
行
く
時
に
着
る
。
小
紋
は
他
所
の
家
へ
呼
ぼ
れ

て

行

く
よ
う
な
時
に
着
る
。
錦
紗
も
小
紋
と
同
じ
よ
う
な
使
い
方
を
す
る
。
大
島

（
縞
）
は
黒
の
羽
織
の
下
な
ど
に
着
る
。
銘
仙
（
縞
）
も
大
島
と
同
じ
よ
う
に
黒
紋

付
き
の
羽
織
の
下
に
着
る
。
小
紋
・
錦
紗
・
大
島
・
銘
仙
を
シ
マ
モ
ノ
と
い
っ
た
。

親
戚
の
祝
い
ご
と
・
出
産
祝
い
・
遠
い
親
戚
の
婚
礼
な
ど
の
時
に
着
る
。
こ
の
ほ
か

に
喪
服
が
あ
る
。

　
普
段
着

と
し
て
ち
ょ
っ
と
出
か
け
る
時
に
着
る
着
物
を
ツ
ウ
ヤ
ギ
と
い
う
。
休
み

に

里

へ
帰
る
時
な
ど
に
着
る
。
シ
マ
モ
ノ
と
は
柄
で
区
別
す
る
。
普
通
羽
織
を
あ
わ

せ
て

着
て
い
く
。
そ
う
し
た
も
の
の
ほ
か
は
、
木
綿
の
長
着
に
紺
木
綿
の
モ
ン
ペ
を

は

く
。
寝
巻
は
ヒ
ラ
ソ
デ
の
着
物
に
下
着
を
重
ね
る
。
長
着
の
古
や
ネ
ル
で
作
る
。
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夏
は
晒
の
ジ
パ
ン
な
ど
を
着
る
。

　
労
働
着
と
し
て
は
男
女
と
も
ジ
パ
ン
に
木
綿
縞
や
無
地
の
サ
ル
ッ
パ
カ
マ
で
あ
る

が
、
真
夏
は
男
は
木
綿
の
半
袖
シ
ャ
ツ
に
サ
ル
ッ
パ
カ
マ
。
女
は
半
キ
レ
ジ
バ
ン
に

サ
ル
ッ

パ

カ
マ
を
は
く
。

　
袷
は
野
良
の
仕
事
を
終
え
て
冬
至
に
な
る
と
着
る
。
彼
岸
過
ぎ
に
な
る
と
脱
ぐ
。

下
着
は
晒
の

短
い
ジ

バ

ン

で
そ

の

上
に

長
ジ

バ

ン

を

着
る
。
寒
い
時
に
は
晒
の
ジ
バ

ン

の
代
わ

り
に
メ
リ
ヤ
ス
の
ジ
バ
ン
な
ど
を
着
る
。
長
ジ
バ
ン
に
は
半
衿
を
か
け
る
。

下
体
に
は
オ

コ

シ

を

巻

く
。
冬
は
ネ
ル
、
夏
は
晒
の
も
の
を
使
う
。
男
は
サ
ル
マ

タ
・
越
中
ふ
ん
ど
し
を
し
、
冬
は
メ
リ
ヤ
ス
の
も
も
ひ
き
を
は
く
。
仕
事
を
す
る
時

に

は
、
下
体
に
木
綿
の
縞
で
作
っ
た
サ
ル
ッ
パ
カ
マ
を
は
く
。
冬
の
間
は
男
女
と
も

に
紺
地
で
作
っ
た
モ
ン
ペ
を
は
い
た
。
寒
い
時
に
は
上
体
に
綿
入
れ
の
は
ん
て
ん
を

着
る
。

　
モ

ン

ペ

は

サ
ル
ッ

パ

カ
マ
よ
り
太
め
で
、
着
物
を
着
て
は
い
て
も
ゆ
っ
く
り
動
け

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
反
で
二
枚
取
れ
る
。
小
さ
い
人
で
紐
な
ど
を
別
に
す
れ

ぽ
、
一
反
で
三
枚
取
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

　
五
月
田
を
起
こ
す
頃
に
な
る
と
、
単
衣
物
を
着
始
め
る
。
真
夏
は
女
は
半
キ
レ
ジ

バ

ン

に

サ
ル
ッ

パ

カ
マ
を
は
く
。
男
は
家
作
り
の
木
綿
の
半
袖
の
シ
ャ
ツ
を
着
る
。

　
寝

間
着
は
ヒ
ラ
ソ
デ
の
綿
入
れ
の
下
に
下
着
を
重
ね
て
着
た
。
夏
の
夜
な
ど
は
晒

の
ジ

バ

ン

な
ど
で
寝
た
。
冬
の
コ
マ
（
暇
な
時
）
と
か
夏
の
土
用
な
ど
に
布
団
の
綿

の
ブ

チ

カ
エ
シ
（
打
ち
直
し
ー
布
団
作
り
）
や
縫
い
物
な
ど
を
し
た
。

　

夏
は
午
後
一
時
か
ら
二
時
頃
ま
で
昼
寝
を
し
、
二
時
か
ら
四
時
頃
ま
で
綿
作
り
を

し
た
り
縫
い
物
な
ど
を
し
、
干
草
の
返
し
を
し
て
そ
の
後
四
時
か
ら
七
時
頃
ま
で
野

良
に
出
て
働
い
た
。
夕
飯
を
食
べ
て
風
呂
に
入
れ
ぽ
九
時
頃
に
な
っ
た
。
九
時
頃
に

は
寝
た
。

　

な
お
、
B
さ
ん
（
大
正
十
四
年
生
ま
れ
）
の
夏
の
一
日
は
現
在
次
の
よ
う
で
あ
る
。

午
前
三
時
過
ぎ
に
起
床
、
四
時
頃
畑
に
行
く
。
七
時
少
し
前
に
帰
っ
て
風
呂
に
入
っ

て

朝
食
に
す
る
。
朝
食
は
お
ば
ん
ち
ゃ
が
お
つ
ゆ
を
作
り
、
娘
が
お
か
ず
を
作
っ
て

お

い
て

く
れ
る
。
お
ば
ん
ち
ゃ
は
五
時
に
起
き
て
掃
除
と
食
事
の
用
意
を
し
て
お
く
。

朝
食
を
食
べ
な
が
ら
洗
濯
機
を
回
し
て
お
く
。
食
事
が
済
む
と
洗
濯
物
を
干
し
て
畑

へ
行

く
。
一
、
二
時
間
仕
事
を
し
て
帰
宅
し
風
呂
に
入
る
。
一
二
時
に
昼
食
を
食
べ

て

休

む
。
午
後
四
時
頃
、
お
茶
を
飲
ん
で
畑
へ
行
く
。
七
時
頃
帰
宅
し
て
風
呂
に
入

る
。
日
に
よ
っ
て
は
こ
の
時
に
洗
濯
を
す
る
。
八
時
頃
風
呂
か
ら
上
が
っ
て
ビ
ー
ル

を
飲
み

夕
食
に
す
る
。
九
時
頃
テ
レ
ビ
を
見
た
り
し
て
風
呂
に
入
っ
た
り
し
て
就
寝

す

る
。
日
に
よ
っ
て
は
テ
レ
ビ
の
番
組
な
ど
に
よ
っ
て
十
時
頃
就
寝
す
る
こ
と
も
あ

る
。
ま
た
寝
る
前
に
娘
と
一
杯
や
る
こ
と
も
あ
る
。

　

い

い
嫁

　
い

い
嫁

と
い
う
の
は
行
儀
作
法
が
き
ち
ん
と
で
き
る
こ
と
。
朝
は
姑
よ
り
早
く
起

き
て
い
て
、
姑
が
起
き
て
き
た
ら
き
ち
ん
と
あ
い
さ
つ
が
で
き
る
こ
と
。
他
人
に
も

あ
い
そ
よ
く
、
ム
ラ
の
人
に
会
っ
た
ら
手
拭
い
を
は
ず
し
て
あ
い
さ
つ
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
う
る
さ
く
注
意
さ
れ
た
。
手
拭
い
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
で
あ
い
さ

つ
を
し
よ
う
も
の
な
ら
、
生
意
気
だ
と
い
わ
れ
た
。

　
畑
に
は
姑
と
一
緒
に
行
っ
て
、
教
わ
り
な
が
ら
仕
事
を
覚
え
た
。
お
勝
手
の
仕
事

と
同
じ
で
あ
っ
た
。
姑
は
家
風
に
あ
う
よ
う
に
嫁
を
し
こ
む
の
が
務
め
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
昔
の
人
は
機
織
り
が
で
き
な
い
と
嫁
に
も
ら
わ
な
い
と
い
っ
た
。
機
の
上
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手

な
嫁
は
他
所
の
も
の
ま
で
賃
機
を
織
っ
て
稼
い
だ
と
い
う
。
縫
い
物
も
羽
織
・
浴

衣
・
袷
の
着
物
な
ど
は
縫
え
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
、
姑
に
何
で
も
相

談
す

る
の
が
い
い
嫁
だ
と
い
わ
れ
た
。

　

財
布
を
渡
す

　

家
い
え
に
よ
っ
て
違
う
が
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
六
〇
歳
く
ら
い
に
な
っ
た
時
が
多

い
。
六
〇
歳
の
ト
シ
イ
ワ
イ
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
息
子
に
譲
る
家
が
多
い
の
で
あ

る
。
従
っ
て
息
子
は
四
〇
歳
く
ら
い
に
な
っ
た
時
で
、
嫁
に
来
て
か
ら
二
〇
年
く
ら

い
た

っ

て

い
る
。

　
妊

娠

　
嫁
は
子
供
が

で
き
た
こ
と
が
わ
か
る
と
ま
ず
実
家
の
母
親
に
話
す
。
実
家
の
母
親

は

な
に
げ
な
く
婚
家
を
訪
ね
、
姑
に
「
こ
ん
な
わ
け
だ
か
ら
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願

い

し
ま
す
」
と
あ
い
さ
つ
し
た
。
そ
う
す
る
と
姑
が
産
婆
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
。

産
婆
に
行
く
と
出
産
予
定
日
を
割
り
出
し
て
く
れ
た
。
子
供
が
で
き
た
こ
と
は
あ
ま

り
公
に
し
な
い
で
隠
し
て
い
る
の
が
女
の
た
し
な
み
と
い
わ
れ
た
。
だ
か
ら
子
供
が

で
き
て
も
そ
れ
ほ
ど
喜
び
と
は
感
じ
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

イ
ワ
タ
オ
ビ

　
妊
娠
五

ヵ
月
目
の
戌
の
日
に
イ
ワ
タ
オ
ビ
を
締
め
る
。
帯
は
婚
家
で
用
意
し
、
産

婆
に
巻
き
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。

　
安
産
祈
願

　
八

月
一
、
二
、
三
日
ご
ろ
に
マ
チ
ご
と
に
祭
り
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て

七

月
の
う
ち
に
、
オ
ン
バ
サ
マ
に
御
参
り
に
行
っ
た
。
し
か
し
御
参
り
を
し
た
だ
け

で
お

札
な
ど
は
貰
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

出
　
産

　

出
産
予
定
日
の
一
〇
日
く
ら
い
前
に
姑
が
送
っ
て
く
れ
て
里
に
帰
る
。
こ
の
時
に

二
一
日
分
の
米
の
代
金
と
産
婆
に
払
う
代
金
、
か
つ
お
ぶ
し
二
本
く
ら
い
を
持
っ
て

送
っ
て
行
っ
た
。
里
に
帰
っ
て
出
産
す
る
の
は
初
め
て
の
子
供
の
時
だ
け
で
あ
る
。

里
に
は

五
〇
日
も
い
る
が
、
婚
家
で
負
担
す
る
お
金
は
忌
が
あ
け
る
と
さ
れ
て
い
る

二
一
日
分
だ
け
で
あ
っ
た
。
残
り
の
三
〇
日
は
実
家
で
面
倒
を
み
た
。

　

出
産
は
奥
の
次
の
部
屋
で
あ
る
ナ
カ
マ
な
ど
の
部
屋
で
し
た
。
以
前
は
、
産
婆
な

ど
は
頼
ま
ず
近
所
の
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
を
頼
ん
だ
。
産
婆
を
頼
む
よ
う
に
な
っ
て

も
、
手
の
な
い
家
へ
は
、
隣
近
所
の
女
衆
が
手
伝
い
に
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
子
供

を

と
り
あ
げ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
お
湯
あ
び
せ
な
ど
を
し
た
。

　

へ
そ

の

緒
は
産
婆
が
切
っ
た
。
七
日
く
ら
い
た
っ
て
落
ち
た
へ
そ
の
緒
は
桐
の
箱

な
ど
に
入
れ
て
部
屋
の
柱
な
ど
に
吊
る
し
た
り
、
し
ま
っ
て
お
い
た
り
す
る
。
子
供

の

お
守

り
に
な
る
と
い
っ
て
、
子
供
が
二
歳
か
ら
三
歳
に
な
る
ま
で
し
ま
っ
て
お
い

て
、
子
供
が
無
事
に
大
き
く
な
る
と
川
へ
納
め
た
。

　

エ
ナ

は
ア

ト
ザ
ソ
と
も
い
い
、
シ
ュ
ウ
ト
オ
ト
ッ
ツ
ァ
マ
が
土
に
返
す
と
い
っ
て

自
分
の
家
の
墓
に
埋
め
て
来
た
。

　
キ

ワ
ダ

　
乳
を

く
れ
る
ま
え
に
キ
ワ
ダ
を
ち
ょ
っ
と
飲
ま
せ
た
。
赤
ん
坊
の
胎
毒
を
吐
か
せ

る
た
め
の
も
の
で
、
こ
れ
を
飲
ま
せ
る
と
黄
色
い
水
を
吐
く
。
胎
毒
を
吐
く
前
に
乳

を

く
れ
る
と
、
毒
が
出
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
キ
ワ
ダ
は
粉
に
し
て
あ
っ
て
、
水
に

と
い
て
く
れ
た
。
こ
れ
は
大
人
の
胃
薬
に
も
な
る
。

　
乳
が

足

り
な
い
時
は
、
御
飲
を
炊
い
た
時
に
ト
リ
ュ
を
し
て
、
そ
こ
に
砂
糖
を
入
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れ
て

茶
碗
で
飲
ま
せ
た
。

　

オ
シ

チ
ヤ

　
生

ま
れ
て
七
日
目
を
オ
シ
チ
ヤ
と
い
う
。
こ
の
日
生
ま
れ
た
子
供
を
爺
さ
ん
が
抱

い
て

自
分
の
家
の
セ
ッ
チ
ン
に
行
き
、
孫
に
お
参
り
を
さ
せ
る
。
セ
ッ
チ
ン
に
連
れ

て

い
く
だ
け
で
あ
る
。
昭
和
二
十
年
頃
ま
で
連
れ
て
い
っ
て
い
た
。

　
初
正
月

　
長
男
が
初
め
て
正
月
を
迎
え
る
時
に
親
戚
か
ら
天
神
様
の
掛
軸
や
破
魔
弓
を
貰
っ

た
。
女
の
子
の
時
に
は
羽
子
板
を
貰
っ
た
。

　
魔
除
け

　
子
供
を

外
へ
お
ぶ
っ
て
出
か
け
る
時
は
、
子
供
の
額
に
紅
を
ち
ょ
っ
と
つ
け
て
出

か
け

た
。
魔
除
け
・
災
難
除
け
と
い
っ
て
、
子
供
を
お
ぶ
っ
て
い
く
う
ち
は
必
ず
つ

け
た
。

　

ま
た
子
供
が
三
歳
く
ら
い
に
な
る
ま
で
、
頭
の
横
・
前
・
後
ろ
な
ど
に
少
し
ず
つ

毛
を

残

し
た
。
こ
れ
を
チ
ン
ケ
と
い
い
、
丈
夫
に
育
つ
よ
う
に
、
魔
除
け
だ
と
い
わ

れ
て

い
た
。

　
大

正
時
代
の
結
婚
を
め
ぐ
っ
て

　

C
さ
ん
は
明
治
二
十
九
年
生
ま
れ
で
、
一
八
歳
で
嫁
に
来
た
。

　
子
供
の

頃
、
女
は
家
庭
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
六
年
終

わ

る
と
学
校
は
終
わ
っ
た
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
し
て
学
校
を
出
る
と
家
の
手

伝
い
を
し
て
仕
事
を
覚
え
た
。
も
っ
と
も
、
学
校
へ
行
っ
て
い
る
う
ち
も
、
学
校
か

ら
帰
る
と
夜
の
御
飯
作
り
を
し
た
。
竈
で
火
を
焚
い
て
御
飯
を
炊
き
、
オ
ツ
ヨ
を
煮

た
。
オ
ッ
ヨ
の
具
に
は
菜
っ
葉
や
大
根
を
刻
ん
で
入
れ
た
。
お
か
ず
は
大
根
や
白
菜

の

漬
物
が

多
く
、
そ
れ
に
夏
は
人
参
の
葉
っ
ぽ
の
柔
ら
か
い
と
こ
ろ
を
採
っ
て
き
て

一
寸

く
ら
い
に
刻
ん
で
青
水
を
も
み
出
し
て
味
噌
で
味
付
け
し
た
も
の
を
よ
く
食
べ

た
。
こ
れ
は
特
に
田
の
草
の
頃
よ
く
食
べ
た
。
ひ
や
っ
こ
く
て
お
い
し
か
っ
た
。
冬

は
納
豆
を

よ
く
食
べ
た
。
納
豆
は
自
家
製
で
、
な
く
な
る
と
藁
苞
に
入
れ
て
ね
か
せ

て
作
っ
た
。

　
御
飯
は
麦
飯
で
弁
当
に
は
麦
の
と
こ
ろ
を
除
け
て
詰
め
て
い
っ
た
。
弁
当
の
お
か

ず
に
は
味
噌
漬
の
大
根
二
切
れ
と
塩
ま
す
一
切
れ
な
ど
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。

麦
は
身
体
の
薬
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
か
な
り
遅
く
ま
で
食
べ
た
。
嫁
入
り
し
て
か
ら

も
麦
飯
だ
っ
た
。

　
縁
談
は

先
方
の
親
戚
が
オ
セ
ワ
ニ
ン
（
お
世
話
人
）
と
し
て
話
を
も
っ
て
き
て
く

れ

た
。
親
戚
が
も
っ
て
き
た
話
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
相
手
の
こ
と
は
余
り
調
べ

た

り
も
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。
た
だ
世
話
人
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
聞
い
て
い
た
よ

う
だ
。
世
話
人
が
他
人
だ
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
聞
き
取
り
に
い
く
こ
と
も
あ
っ
た
。

親
が

夫
婦
揃
っ
て
い
る
か
等
を
ま
ず
聞
い
た
。
「
夫
婦
揃
っ
て
い
る
し
、
ま
じ
め
な

家
の
子
だ
か
ら
よ
か
ん
べ
え
」
等
と
い
っ
て
話
を
決
め
た
。
本
人
は
親
の
言
う
と
お

り
に
す
る
の
が
当
り
前
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
親
に
嫁
に
行
け
と
言
わ
れ
れ
ぽ
、

「
は

い
」

と
言
っ
て
言
う
と
お
り
に
し
た
。
子
供
の
た
め
を
考
え
な
い
親
は
い
な
い

か

ら
、
悪
い
話
の
は
ず
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
。

　
相
手
が
よ
さ
そ
う
な
人
だ
か
ら
話
を
決
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
親
戚
、

特
に
伯
叔
父
母
に

相
談
し
た
。
こ
の
人
た
ち
が
賛
成
せ
ず
に
話
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ

た

と
い
う
例
も
あ
っ
た
。
親
戚
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
「
も
ら
う
べ
え
」

「
く
れ
ん
べ
え
」
と
い
う
こ
と
で
話
を
進
め
た
。
C
さ
ん
の
場
合
は
オ
セ
ワ
ニ
ン
が
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仲
人
と
な
っ
て
話
を
進
め
て
く
れ
た
。

　
結
納
は
婚
礼
の

前

日
で
、
柳
行
李
に
花
嫁
様
の
荷
物
を
詰
め
て
ニ
カ
チ
を
頼
ん
で

か

つ
い

で

行
っ
て
納
め
て
来
た
。
C
さ
ん
の
場
合
は
、
代
々
の
花
嫁
衣
裳
と
黒
と
ね

ず
み
色
の

式
服
が
届
け
ら
れ
た
。
ニ
カ
チ
に
は
ム
ラ
シ
ン
セ
キ
を
頼
ん
だ
。

　
婚
礼
の
当
日
は
、
午
前
中
に
嫁
の
家
に
お
客
が
嫁
を
貰
い
に
来
た
。
ヨ
メ
モ
ラ
イ

ノ
キ
ャ
ク
な
ど
と
い
っ
た
。
婿
・
婿
の
兄
、
伯
父
な
ど
が
来
た
。
C
さ
ん
の
時
に
は

人

力
車
を
連
ね
て
や
っ
て
来
た
。
客
は
座
敷
で
お
膳
に
つ
い
て
宴
会
を
し
た
が
、
こ

の

時
の
御
馳
走
は
家
で
賄
っ
た
。
御
馳
走
の
残
り
は
藁
の
苞
に
入
れ
て
持
ち
帰
る
が
、

こ
の
苞
に
頭
付
き
の
鱒
を
縛
り
付
け
て
持
ち
帰
っ
た
。
こ
の
苞
は
ニ
カ
ケ
（
ニ
シ
ョ

イ
）
が
ま
と
め
て
か
つ
い
で
帰
っ
た
。

　
夕
方
婚
家
に
着

く
よ
う
に
と
時
間
を
見
計
ら
っ
て
嫁
の
家
を
出
た
。
嫁
の
家
か
ら

は
行
列
を

作
っ
て
歩
い
て
来
た
。
嫁
に
も
男
兄
弟
・
伯
叔
父
母
な
ど
が
つ
い
て
き
た
。

　
村
に
入

る
と
ナ
カ
ヤ
ド
と
い
っ
て
親
戚
の
家
な
ど
に
一
度
入
っ
て
休
み
、
式
服
に

着
替

え
た
り
し
た
。
C
さ
ん
の
場
合
は
、
仲
人
が
村
の
親
戚
だ
っ
た
の
で
そ
こ
を
ナ

ヵ
ヤ
ド
に
し
た
。
嫁
は
支
度
を
し
て
く
る
が
、
ほ
か
の
人
た
ち
は
モ
ン
ペ
な
ど
を
は

い
て

来

る
の
で
、
そ
れ
を
脱
い
で
袴
な
ど
に
着
替
え
た
。
ナ
カ
ヤ
ド
で
は
餅
を
出
し

て

く
れ
た
。
き
な
こ
餅
や
あ
ん
こ
の
餅
だ
っ
た
。
支
度
の
で
き
た
頃
を
見
計
ら
っ
て

「
ナ

ナ

タ
ビ
の
お
使
い
に
上
が
り
ま
し
た
」
と
い
っ
て
、
弓
張
り
提
灯
を
つ
け
た
迎

え
の
者
が
や
っ
て
来
た
。
迎
え
の
者
を
先
頭
に
し
て
嫁
以
下
が
行
列
を
作
っ
て
婚
家

に
行
っ
た
。

　
嫁
は
婚
家
の
ト
マ
グ
チ
か
ら
入
っ
た
。
ト
マ
グ
チ
を
入
る
と
手
伝
い
の
人
た
ち
が

皆
寄
っ
て
来
て
見
る
な
か
を
ナ
カ
マ
（
勝
手
）
に
上
が
っ
て
ト
リ
ム
ス
ビ
（
三
三
九

度
の
盃
）
を
し
た
。
嫁
婿
が
向
か
い
合
っ
て
盃
を
し
た
の
で
あ
る
。
お
酌
は
兄
弟
の

う
ち
の
子
供
を
頼
み
、
こ
の
子
供
を
サ
ケ
ツ
ギ
な
ど
と
い
っ
た
。
兄
弟
に
ち
ょ
う
ど

い

い

子
供
が

い

な
い
時
は
、
昔
か
ら
の
親
戚
の
子
供
を
頼
ん
だ
。
盃
を
始
め
る
前
に

嫁
婿
の
間
に
三
宝
島
台
を
置
い
た
。
島
台
は
ム
ラ
で
買
っ
て
区
長
が
管
理
し
て
い
た
。

今
は
全
く
使
う
こ
と
が
な
い
。
盃
の
間
、
客
は
嫁
・
婿
の
ま
わ
り
を
囲
ん
で
見
守
っ

て

い

た
。
盃
が
済
む
と
、
嫁
は
こ
の
家
の
者
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
仏
壇
に
お
参

り
し
た
後
、
座
敷
の
席
に
つ
き
、
披
露
宴
が
始
ま
っ
た
。

　
披
露
宴
の
始
ま
り
に
は
、
ム
ラ
の
若
い
衆
が
高
砂
の
謡
を
う
た
っ
た
。
こ
の
謡
が

出
な
い
と
披
露
宴
に
な
ら
な
か
っ
た
。
若
い
衆
は
高
砂
に
始
ま
る
謡
を
順
々
に
う
た

っ

て

い

く
。
そ
の
た
め
に
若
い
衆
は
冬
の
間
に
謡
の
練
習
を
し
た
。
謡
の
次
に
は
地

式
の
歌
（
民
謡
の
よ
う
な
も
の
）
が
出
て
、
宴
に
賑
や
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
婚
礼
は
夕
方
か
ら
行
わ
れ
、
披
露
宴
は
三
時
間
く
ら
い
続
い
た
。
宴
が
終
わ
る
と

仲
人
は
下
が
っ
て
手
伝
い
の
人
た
ち
に
あ
い
さ
つ
を
し
た
。
嫁
は
宴
の
途
中
で
下
が

っ

て

別
の

部
屋
で
休

み
、
客
が
帰
る
時
に
は
出
て
来
て
あ
い
さ
つ
を
し
て
ト
マ
グ
チ

ま
で
見
送
っ
た
。
手
伝
い
の
人
た
ち
が
帰
る
時
に
も
ト
マ
グ
チ
ま
で
見
送
っ
た
。
客

が

帰
っ
て
し
ま
う
と
嫁
は
支
度
を
と
っ
て
休
ん
だ
。
し
か
し
、
客
は
一
斉
に
帰
っ
て

し
ま
う
わ
け
で
は
な
く
、
親
し
い
親
戚
な
ど
は
残
っ
て
ニ
ワ
の
方
で
飲
み
直
し
た
り

し
て
い
た
。

　
婚
礼
の

翌

日
は
、
嫁
は
髪
を
島
田
に
結
い
直
し
て
ム
ラ
マ
ワ
リ
を
し
た
。
嫁
に
来

る
時
に
は
イ
タ
ワ
と
い
っ
て
潰
れ
た
よ
う
な
髭
を
結
っ
て
い
る
。
こ
の
日
に
初
め
て

島
田
に
結
う
。
衣
裳
は
嫁
に
来
た
時
と
同
じ
着
物
を
着
て
回
っ
た
。
本
家
・
分
家
な

ど
の
オ
バ
サ
マ
に
連
れ
て
歩
い
て
も
ら
っ
た
。
ム
ラ
は
シ
モ
・
ナ
カ
・
カ
ミ
に
分
か
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れ
て

い

る
が
、
そ
の
中
の
親
戚
を
順
に
回
っ
て
あ
い
さ
つ
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
家
を

回

る
こ
と
に
な
っ
た
。
終
わ
る
と
着
物
を
着
替
え
て
台
所
仕
事
を
手
伝
っ
た
。
こ
の

日
は
ゴ
タ
イ
ギ
ブ
ル
マ
イ
と
い
っ
て
、
手
伝
っ
て
く
れ
た
人
た
ち
を
呼
ん
で
、
オ
マ

エ
の

間

で
御
苦
労
を
ね
ぎ
ら
っ
た
。
婚
礼
や
葬
式
の
手
伝
い
は
ユ
イ
ッ
コ
で
行
っ
た

が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
終
わ
っ
た
あ
と
は
ゴ
タ
イ
ギ
ブ
ル
マ
イ
を
し
た
。

　
婚
礼
の
翌
々
日
は
家
だ
け
で
後
片
付
け
を
し
た
り
、
オ
リ
ョ
ウ
リ
ニ
ン
サ
マ
と
オ

カ
マ
サ
マ
を
呼
ん
で
御
馳
走
し
て
慰
労
を
し
た
。
オ
リ
ョ
ウ
リ
ニ
ン
サ
マ
は
婚
礼
の

料
理
全
般
を

家
の
主
人
と
相
談
し
な
が
ら
取
り
仕
切
る
人
で
、
献
立
の
大
筋
を
決
め
、

主
な

料
理
は

作
っ
た
。
C
さ
ん
の
時
に
は
五
軒
に
頼
ん
だ
。
ナ
カ
マ
サ
マ
は
女
の
手

伝
い
の
中
で
年
長
者
二
、
三
人
を
頼
み
、
台
所
の
細
々
し
た
こ
と
を
仕
切
っ
て
も
ら

う
。
「
御
飯
は
な
ん
ぽ
た
か
に
ゃ
な
ん
ね
え
」
と
か
「
お
つ
ゆ
は
何
に
す
る
」
と
い

っ

た
細
か
い
こ

と
を
決
め
て
仕
事
を
進
め
た
。
こ
の
B
、
嫁
は
台
所
の
仕
事
を
し
た
。

　

イ
ツ
ツ
メ
（
五
日
目
）
に
は
嫁
は
里
に
帰
っ
た
。
オ
ジ
チ
ャ
と
オ
バ
ン
チ
ャ
が
つ

い
て

い

く
の
が
普
通
だ
っ
た
が
、
い
な
か
っ
た
の
で
両
親
が
つ
い
て
行
っ
た
。
里
へ

帰
る
道
は
幾
通
り
も
あ
っ
た
が
、
C
さ
ん
は
こ
ん
な
方
へ
は
嫁
入
り
の
時
に
初
め
て

来
た
の

で
何
処
を

行
っ
た
ら
い
い
の
か
知
ら
ず
、
舅
に
任
せ
て
帰
っ
た
。
わ
ず
か
一

里
余

り
の
道
程
で
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
里
で
は
伯
叔
父
母
を
お
と
り
も
ち
に
呼
ん

で
あ
っ
て
御
馳
走
を
し
て
も
て
な
し
て
も
ら
っ
た
。
両
親
は
そ
の
日
の
う
ち
に
帰
り
、

嫁
は
二
晩
泊
ま
っ
て
帰
っ
た
。
帰
り
に
は
や
は
り
祖
父
母
が
送
っ
て
来
る
は
ず
で
あ

る
が
両
親
が
送
っ
て
来
た
。
マ
ゴ
ヨ
メ
の
行
っ
た
先
を
知
ら
な
い
よ
う
じ
ゃ
い
け
な

い

と
い
う
の
で
、
婚
家
で
は
祭
り
の
時
に
シ
ュ
ウ
ト
ジ
イ
サ
ン
を
指
名
し
て
招
待
し

た
。

　
里
は

タ
ド
コ
（
田
所
）
で
水
田
ぽ
か
り
だ
っ
た
が
、
婚
家
は
サ
イ
バ
（
菜
場
）
で
、

田
を
う
な
っ
た
り
、
畑
を
う
な
っ
た
り
す
る
の
に
馬
耕
で
し
て
い
た
。
里
で
は
す
べ

て

手
で
行
っ
て
い
た
か
ら
、
婚
家
の
方
が
身
体
は
楽
だ
と
思
っ
た
。
畑
は
砂
地
で
起

こ
す
の
に
も
楽
で
あ
っ
た
が
、
畝
な
ど
作
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
最
初
の
う
ち

は
人
の

や

り
方
を
見
て
一
所
懸
命
覚
え
た
。
一
年
、
二
年
と
た
つ
う
ち
に
段
々
に
人

に

負
け
な
い
よ
う
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
の
う
ち
は
身
体
は
楽
で
も
仕
事

が
一
人
前
に
で
き
な
く
て
辛
か
っ
た
。

　
里
で
は

田
植
と
い
う
と
人
を
一
〇
人
く
ら
い
頼
ん
で
二
、
三
日
で
植
え
て
し
ま
っ

た
。
植
え
る
の
に
も
ジ
ョ
ウ
バ
ン
で
筋
を
つ
け
て
お
い
て
ハ
イ
ヨ
ー
ハ
イ
ヨ
ー
と
追

い
な

が

ら
ど
ん
ど
ん
植
え
て
、
夜
も
遅
く
ま
で
植
え
て
い
た
。
婚
家
で
は
ジ
ョ
ウ
バ

ン

を

使

い
始
め

た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

　

田
植
の
仕
方
に
は
手
植
え
・
ジ
ョ
ウ
パ
ン
・
ス
ジ
ヒ
キ
・
機
械
田
植
が
あ
る
。
手

植

え
と
い
う
の
は
、
八
寸
く
ら
い
の
間
隔
で
巧
い
人
が
先
に
立
っ
て
勘
で
植
え
て
い

く
も
の
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ゥ
バ
ン
と
い
う
の
は
ジ
ョ
ゥ
バ
ン
で
筋
を
つ
け
て
そ
こ
に

植

え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
ジ
ヒ
キ
と
い
う
の
は
、
八
寸
間
隔
に
杭
を
打
っ
た
大
き

な
熊
手
の
よ
う
な
も
の
で
縦
横
に
筋
を
ひ
き
、
そ
の
筋
の
交
わ
っ
た
所
に
植
え
る
も

の

で

あ
る
が
、
タ
ド
コ
で
は
九
寸
間
隔
で
あ
っ
た
。
機
械
田
植
は
昭
和
末
頃
か
ら
盛

ん

に
な

っ

て

き
た
が
、
そ
れ
と
耕
地
整
理
と
は
深
い
関
係
に
あ
っ
た
。
一
反
田
の
整

理
は

明
治
中
頃
か
ら
始
め
ら
れ
、
昭
和
の
中
頃
か
ら
さ
ら
に
三
反
田
に
整
理
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
は
さ
ら
に
大
き
く
し
て
五
反
田
に
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、

機
械
田
植
に
よ
っ
て
田
が
大
き
く
な
っ
て
も
田
植
が
そ
れ
ほ
ど
苦
に
な
ら
な
く
な
っ

た
の

で

あ
る
。
機
械
田
植
は
畝
間
を
広
く
、
苗
と
苗
と
の
間
を
狭
く
植
え
る
の
が
特
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徴
で
あ
る
。

　
ム

ラ
で
決
め
て
あ
っ
た
ヤ
ス
ミ
ビ
に
は
洗
濯
や
針
仕
事
を
し
た
。
ノ
バ
カ
マ
（
サ

ッ

パ

カ
マ
）
や
ハ
ン
コ
を
作
っ
た
。
今
は
ズ
ボ
ソ
の
人
も
多
い
。

　
野
良
に
出
る
時
に
は
ハ
ン
コ
に
サ
ッ
パ
カ
マ
を
は
い
て
い
っ
た
。
タ
ド
コ
の
里
で

は
土
だ
け

の

道
だ

っ

た
の

で
家
か
ら
田
ま
で
素
足
の
ま
ま
歩
い
た
が
、
こ
こ
で
は
砂

利
道
な
の
で
家
か
ら
わ
ら
じ
を
は
い
て
い
っ
た
。
わ
ら
じ
は
素
足
に
は
い
た
。
家
に

帰
っ
て
く
る
と
長
い
着
物
に
マ
エ
カ
ケ
を
し
た
。
た
だ
し
夏
な
ど
は
腰
巻
に
ハ
ン
コ

の

着
物
を
着
て

マ

エ

カ
ケ
を
し
た
。
　
ハ
ン
コ
の
袖
は
サ
ツ
マ
ス
ッ
ポ
で
挟
が
ひ
ら
ひ

ら
し
た
も
の
で
は
な
く
、
働
く
の
に
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
作
っ
た
。
マ
エ
カ
ケ

は
一
幅
半
の
幅
に
二
尺
の
長
さ
の
も
の
で
、
紐
は
四
尺
五
寸
に
し
て
後
ろ
で
交
差
さ

せ
て

前
に
回
し
て
縛
っ
た
。
着
物
の
端
切
れ
な
ど
で
何
枚
も
作
っ
て
お
い
た
。

　
野
良
へ
行
っ
て
く
る
と
、
ノ
バ
ヵ
マ
な
ど
は
川
で
ザ
ブ
ザ
ブ
洗
っ
て
干
し
て
お
く

と
、
夏
な
ど
は
昼
休
み
の
う
ち
に
乾
い
て
し
ま
っ
た
。
洗
濯
の
時
に
、
さ
い
か
ち
の

実

を
拾
っ
て
き
て
も
み
出
し
て
汁
を
出
し
、
そ
の
汁
で
洗
う
と
よ
く
落
ち
る
と
い
わ

れ

た
。
C
さ
ん
の
頃
に
は
石
鹸
が
あ
っ
た
の
で
あ
ま
り
使
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
何

回

か
は
使
っ
て
み
た
。
石
鹸
以
上
に
つ
る
つ
る
し
て
よ
く
落
ち
る
し
、
白
い
物
は
白

く
な
る
。
生
地
も
痛
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
食
器
洗
い
に
は
使
わ
な
か
っ
た
。

食
器

を
洗
う
の
に
洗
剤
な
ど
は
使
わ
な
か
っ
た
。
油
の
も
の
な
ど
も
何
度
か
洗
っ
て

い

る
う
ち
に
、
油
が
自
然
に
取
れ
た
。

四

　
生
活
暦
の
展
開

O
生
業
に
伴
う
生
活
の
リ
ズ
ム

　
春
彼
岸

　
春
の
彼
岸
が
過
ぎ
る
と
雪
が
消
え
て
畑
仕
事
が
始
ま
る
。
畑
を
ク
ル
メ
テ
ク
ル
な

ど
と
い
っ
て
麦
畑
の
中
耕
を
し
た
り
、
菜
種
を
蒔
い
た
り
す
る
。
ま
た
水
田
で
も
彼

岸
前
に
雪
ど
け
水
で
土
を
ね
っ
て
畔
に
つ
け
る
。
こ
れ
を
ク
ロ
ツ
ケ
と
い
う
。

　
四

月
八
日

　

こ
の
日
を
清
明
と
も
い
う
。
磐
梯
山
の
頂
上
に
虚
無
僧
が
尺
八
を
吹
い
て
い
る
よ

う
な
残
雪
に
な
っ
た
り
、
大
川
の
向
こ
う
に
見
え
る
西
山
に
ウ
サ
ギ
ユ
キ
が
出
る
。

こ
れ
を
目
安
に
畑
を
う
な
っ
て
夏
野
菜
の
苗
場
の
準
備
を
す
る
。
な
す
・
き
ゅ
う

り
・
ト
マ
ト
・
す
い
か
・
あ
ま
う
り
・
か
ぼ
ち
ゃ
な
ど
の
苗
場
で
あ
る
。

　

四
月
二
十
九
日

　
か

つ
て

の

天
長
節

で

あ
る
。
こ
の
頃
に
は
お
城
の
桜
が
満
開
に
な
る
。
そ
の
桜
を

見
て
苗
代
作
り
を
す
る
。
苗
代
は
暮
の
う
ち
に
う
な
っ
て
お
く
。
苗
代
を
作
っ
た
時

に
、
苗
代
に
ヨ
シ
を
一
本
立
て
て
お
く
。
こ
れ
は
苗
取
り
の
済
む
ま
で
立
て
て
お
く
。

　

セ
ッ

ク

　
五
月
五
日
の
節
供
が
終
わ
る
と
田
の
馬
耕
を
す
る
。
た
が
や
す
時
に
は
牛
と
馬
が

半
々
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
田
植
前
に
ク
ラ
カ
ワ
に
馬
を
借
り
に
行
っ
た
。
一
五
、
六

人

ま
と
ま
っ
て
馬
を
借
り
て
く
る
の
で
あ
る
。
五
月
二
十
五
、
六
日
頃
か
ら
田
に
水

を

入
れ
る
。
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サ
ツ
キ

　
田
植
を
サ
ツ
キ
と
い
う
。
六
月
三
、
四
日
頃
か
ら
行
う
。
代
か
き
も
入
れ
て
二
週

間
く
ら
い
か
か
っ
た
。
田
植
に
は
材
木
町
な
ど
か
ら
人
頼
み
を
し
た
。
五
、
六
人
を

三

日
く
ら
い
頼
ん
だ
。
親
方
が
い
て
親
方
に
声
を
か
け
れ
ば
人
数
を
揃
え
て
く
れ
た
。

朝
か
ら
一
杯
出
し
て
働
い
て
も
ら
っ
た
。

　

田
植
の
献
立
は
、
朝
は
御
飯
・
く
き
た
ち
（
春
の
菜
っ
葉
を
干
し
て
お
く
）
を
茄

で
て

水
に
も
ど
し
て
妙
め
た
も
の
・
に
し
ん
・
お
つ
ゆ
・
納
豆
で
あ
る
。
納
豆
は
サ

ツ

キ

納
豆

と
い
っ
て
田
植
の
た
め
に
作
る
。
糸
が
出
な
い
と
駄
目
で
あ
る
。
煮
た
大

豆
を

藁
で
作
っ
た
苞
に
入
れ
る
。
二
〇
個
か
ら
三
〇
個
作
る
。
一
晩
で
熱
を
出
さ
な

い

と
失
敗
す
る
。
熱
が
出
た
と
こ
ろ
で
あ
ん
か
を
抱
か
せ
る
。
温
度
は
勘
で
調
節
す

る
。
か
ま
す
の
中
に
入
れ
て
、
上
に
重
石
を
置
い
て
、
つ
ゆ
の
つ
き
具
合
で
温
度
を

見
る
。
三
日
く
ら
い
で
で
き
上
が
る
。
漬
物
も
食
べ
る
。
漬
物
は
た
く
お
ん
・
白

菜
・
粕
漬
け
（
な
す
・
に
ん
じ
ん
・
き
ゅ
う
り
）
な
ど
を
作
る
。
た
く
わ
ん
や
白
菜

は

十
一
月
の
終
わ
り
頃
に
漬
け
る
。
た
く
わ
ん
は
六
人
家
族
で
一
〇
〇
か
ら
一
五
〇

本
漬
け
る
。
粕
漬
け
に
す
る
な
す
や
き
ゅ
う
り
は
盛
り
の
時
に
も
い
で
塩
漬
け
に
し

て

お

き
、
蔓
あ
げ
を
す
る
頃
に
な
っ
て
塩
出
し
を
し
て
粕
に
漬
け
る
。

　
昼
は
御
飯
・
味
噌
汁
・
塩
び
き
・
さ
つ
ま
あ
げ
と
あ
ぶ
ら
げ
の
煮
付
け
・
山
東
菜

（春
先
、
サ
ツ
キ
の
ヨ
イ
に
蒔
く
）
の
お
ひ
た
し
・
さ
さ
げ
の
煮
付
け
（
去
年
と
っ
た

さ
さ
げ
を
甘
く
煮
付
け
る
）
・
納
豆
。

　
夜
は

タ
マ
ゴ
ア
ゲ
（
卵
焼
き
）
・
煮
魚
（
ひ
ら
め
な
ど
）
・
ナ
マ
リ
（
節
）
を
上
に

入
れ
た
煮
物
（
え
ん
ど
う
豆
・
玉
葱
）
・
漬
物
・
納
豆
。

　
午
前

と
午
後
に
一
回
ず
つ
あ
る
タ
バ
コ
（
お
茶
）
休
憩
に
は
、
パ
ン
な
ど
を
軽
く

食
べ
、
お
茶
を
飲
む
。
ゆ
で
卵
、
菓
子
等
も
用
意
す
る
。

　
お
勝
手
の
賄
い
も
人
を
頼
み
、
嫁
は
田
ん
ぼ
に
出
て
手
伝
い
の
人
を
指
図
す
る
。

嫁
に
来
て
二
、
三
年
で
指
図
す
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
稲
の
種
類
を
間
違
え
な
い
よ

う
に
植
え
て
も
ら
っ
た
り
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
女
は
手
伝
い
の
人
と
一
緒

に
い
て

気
を

配
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
嬬
と
う
る
は
一
緒
に
な
ら
な
い

よ
う
に
し
た
。
男
は
大
ま
か
な
指
図
を
し
、
苗
運
び
な
ど
を
す
る
。
し
か
し
本
格
的

に
人
を

つ
か
う
の
は
男
の
仕
事
で
あ
っ
た
。

　
家
の
人
は
朝
四
時
頃
に
は
起
き
て
田
植
の
準
備
を
す
る
。
六
時
頃
か
ら
植
え
始
め

て
、
夕
方
暗
く
な
る
少
し
前
く
ら
い
ま
で
植
え
て
、
一
人
一
日
一
反
植
え
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
一
人
前
と
言
わ
れ
た
。
一
人
で
八
寸
幅
の
畝
を
五
本
も
っ
て
植
え
る
。

　

マ
グ

ワ
ア
ラ
イ

　

田
植
が
終
わ
る
と
各
家
々
で
田
植
の
終
わ
っ
た
祝
い
を
し
、
こ
れ
を
マ
グ
ワ
ア
ラ

イ
・
マ
ン
ガ
ア
ラ
イ
な
ど
と
い
う
。
エ
ン
ボ
リ
と
マ
グ
ワ
に
手
苗
一
把
と
御
神
酒
・

餅
を
供
え
る
。
ア
サ
シ
ゴ
ト
と
い
っ
て
朝
五
時
か
ら
八
時
頃
ま
で
仕
事
を
す
る
だ
け

で
、
あ
と
は
風
呂
に
入
っ
た
り
し
て
一
日
ゆ
っ
く
り
休
む
。
こ
の
日
に
は
頼
ん
だ
人

た
ち

を

招
い
て
餅
を
つ
い
て
御
馳
走
を
す
る
。
餅
は
あ
ん
こ
餅
に
し
た
り
、
き
な
こ

餅
に
し
た
り
す
る
。
餅
の
ほ
か
に
刺
身
・
タ
マ
ゴ
ア
ゲ
・
煮
魚
・
コ
ヅ
ユ
な
ど
を
作

る
。
コ
ヅ
ユ
は
里
芋
を
小
さ
く
短
冊
に
切
り
、
に
ん
じ
ん
・
き
く
ら
げ
・
し
い
た

け
・
ほ
た
て
・
イ
ト
コ
ン
・
マ
メ
ブ
な
ど
と
共
に
煮
た
汁
で
あ
る
。

　
オ

サ
ナ
ブ
リ

　
ム

ラ
中
の
田
植
が
終
わ
っ
た
頃
、
オ
サ
ナ
ブ
リ
と
い
っ
て
農
休
み
を
す
る
。
大
体

七

月
二
日
の
半
夏
の
頃
で
あ
る
。
二
日
く
ら
い
休
む
。
オ
サ
ナ
ブ
リ
の
翌
日
は
コ
ヤ
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ス

ミ
と
い
う
。
風
呂
に
入
っ
た
り
、
用
足
し
に
行
っ
た
り
し
て
野
良
に
は
出
な
い
。

映
画
を

見
に
行
く
の
も
こ
ん
な
時
だ
っ
た
。
嫁
に
来
て
四
、
五
年
し
か
た
っ
て
い
な

い
キ

ガ
ケ

ノ
ヨ
メ
は
小
遣
い
を
貰
い
、
菓
子
を
手
土
産
に
し
て
里
帰
り
し
、
二
晩
泊

ま
っ
て
き
た
。
オ
サ
ナ
ブ
リ
は
正
月
・
盆
・
ア
キ
が
済
ん
だ
時
な
ど
と
共
に
セ
ツ
と

呼
ぼ
れ

る
。
神
指
中
が
休
む
オ
ォ
サ
ナ
ブ
リ
も
あ
る
。

　

田

の

草
取
り

　

田
の
草
は
三
回
と
っ
た
。
一
番
除
草
は
タ
グ
ル
マ
を
押
し
、
二
番
除
草
は
手
ど
り

を

し
た
。
三
番
除
草
は
ア
ゲ
グ
サ
と
い
い
手
ど
り
で
あ
っ
た
。
ア
ゲ
グ
サ
は
七
月
二

十
六
日
を
め
ど
と
し
た
。

　

二
百

二
十
日

　

イ
ネ
カ
リ
は
二
百
二
十
日
過
ぎ
で
九
月
十
日
か
ら
十
月
十
日
頃
で
あ
る
。
刈
り
上

げ
の
時
に
は
カ
ッ
キ
リ
モ
チ
を
つ
い
て
神
棚
に
供
え
皆
で
御
馳
走
に
な
る
。
カ
イ
モ

チ
を

作
っ
て
食
べ
る
家
も
あ
る
。
カ
イ
モ
チ
は
濡
米
と
梗
米
と
を
半
々
に
し
て
炊
い

て
、
つ
ぶ
し
て
丸
め
て
あ
ん
こ
な
ど
を
付
け
た
も
の
だ
が
、
こ
の
時
に
は
忙
し
い
の

で
、
茶
碗
に
盛
っ
て
あ
ん
こ
を
か
け
て
食
べ
る
。
お
彼
岸
な
ど
に
は
丸
め
た
カ
イ
モ

チ
を

作
る
。

　
稲
扱
き
が
終
わ
る
と
ア
キ
モ
チ
を
つ
き
、
嫁
は
そ
の
餅
を
持
っ
て
里
帰
り
し
た
。

大
体
十
一
月
三
日
頃
で
あ
っ
た
。
新
米
で
炊
い
た
御
飯
は
神
棚
に
供
え
る
。

　
秋
彼
岸

　
秋
の
彼
岸
前
に
夏
野
菜
の
収
穫
が
終
わ
り
、
カ
ゴ
ア
ラ
イ
と
い
っ
て
お
祝
い
を
す

る
。
出
荷
組
合
が
中
心
と
な
っ
て
慰
労
会
を
す
る
。
市
場
関
係
者
や
問
屋
が
あ
い
さ

つ
を

す

る
。
会
費
制
で
あ
る
。

　

麦
は
こ
の
秋
の
彼
岸
頃
に
バ
ラ
マ
キ
で
う
ね
に
蒔
く
。
下
肥
を
田
一
面
に
ブ
リ
ツ

ケ
に
す
る
。
十
月
末
頃
に
移
植
す
る
。
麦
苗
の
う
ね
を
鍬
の
刃
の
片
方
で
さ
く
る
。

麦
は
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
伸
び
て
い
る
。
そ
れ
を
と
っ
て
丸
け
る
。
鍬
の

刃
で
キ
ッ
タ
テ
た
所
に
麦
を
一
〇
本
く
ら
い
ず
つ
植
え
る
。
植
え
た
麦
は
よ
く
と
れ

る
と
い
う
。
畦
と
畦
と
の
間
を
さ
く
っ
て
下
肥
を
し
て
ク
ル
メ
る
。
土
寄
せ
を
す
る

の

で
あ
る
。
こ
れ
を
麦
ク
ル
メ
と
い
う
。

　

十

二
月
八
日

　
ア

キ

が
終
わ

る
と
十
二
月
八
日
頃
嫁
の
里
で
は
餅
を
つ
い
て
嫁
を
呼
ん
で
く
れ
る
。

二
泊
し
て
く
る
。
婚
家
に
帰
る
時
は
、
里
の
家
か
ら
丸
め
た
お
重
ね
餅
に
塩
び
き
を

付
け
た
も
の
を
持
た
さ
れ
て
き
た
。

　
ム

ラ
中
が
ア
キ
が
終
わ
っ
た
頃
ア
キ
モ
チ
を
つ
く
。
こ
の
日
は
青
年
会
が
決
め
、

太
鼓
を

打
っ
て
ム
ラ
中
を
回
っ
て
知
ら
せ
る
。
ム
ラ
の
真
ん
中
辺
り
に
あ
る
古
峯
様

の

と
こ
ろ
に
も
案
内
板
を
出
す
。
コ
ク
バ
ン
と
呼
ん
で
い
る
。
太
鼓
は
ム
ラ
の
外
側

を
回
っ
て
歩
き
、
終
わ
る
と
次
の
当
番
に
回
す
。
当
番
が
太
鼓
を
管
理
す
る
。
田
植

後
の
オ
サ
ナ
ブ
リ
に
も
同
様
に
し
て
知
ら
せ
た
。
神
指
中
が
休
む
オ
オ
サ
ナ
ブ
リ
も

青
年
団
が
指
示
を
出
し
た
。
太
鼓
で
農
休
み
を
知
ら
せ
る
方
法
は
五
年
く
ら
い
前
ま

で
行
わ
れ
て
い
た
。

　
冬
　
至

　
野
菜
の
始
末
は
冬
至
の
頃
ま
で
に
終
わ
ら
せ
た
。
馬
の
草
を
合
わ
せ
る
の
も
冬
至

ま
で
に
済
ま
せ
た
。
馬
の
草
は
、
夏
草
を
干
し
た
も
の
と
豆
が
ら
と
を
混
ぜ
て
与
え
た
。

　
正

月
は
二
十
日
正
月
ま
で
は
ゆ
っ
く
り
休
ん
で
仕
事
を
し
な
い
。
旧
正
月
（
二
月
）

に

な
る
と
藁
仕
事
を
し
た
り
、
野
菜
取
り
な
ど
、
正
月
前
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
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始
め

る
。
冬
の
間
も
野
菜
出
し
は
行
う
。
ス
コ
ヅ
プ
で
三
回
く
ら
い
雪
を
ど
け
て
葱

を

掘

り
、
清
水
で
洗
っ
て
出
荷
す
る
。
大
根
な
ど
は
ア
キ
の
う
ち
に
こ
い
で
ま
と
め

て

埋
け

て

お

く
。
一
日
か
二
日
お
き
に
出
荷
す
る
。
野
菜
を
出
荷
し
て
し
ま
う
と
、

女
は
作
業
小
屋
で
薪
を
焚
い
て
か
ま
す
織
り
や
む
し
ろ
織
り
を
し
た
。
し
か
し
こ
れ

ら
は
昭
和
五
年
頃
か
ら
機
械
で
織
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
女
は

冬
、
朝
五
時
頃
に
起
き
て
、
炭
を
起
こ
し
こ
た
つ
に
入
れ
た
り
し
て
、
子
供

の

弁
当
を
作
り
、
御
飯
を
作
り
な
が
ら
勝
手
の
掃
除
を
済
ま
せ
る
。
七
時
頃
に
朝
御

飯
を

食
べ
た
。
夜
は
九
時
頃
ま
で
ヨ
ワ
リ
（
ヨ
ナ
ベ
）
を
し
た
。
針
仕
事
が
ほ
と
ん

ど
だ
っ
た
。

　

ヨ
ー
カ
サ
マ

　
ヨ

ー
カ
サ
マ
と
い
っ
て
毎
月
八
日
は
休
み
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
青
年
会
が
定
休
日
を
作
り
、
太
鼓
を
打
っ
て
休
み
を
知
ら
せ
た
。
昭

和
六
十
三
年
三
月
に
定
め
ら
れ
た
「
昭
和
六
十
三
年
度
定
休
日
表
」
に
よ
る
と
、
昭

和
六
十
三
年
度
の
定
休
日
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
四
月
二
・
十
・
十
七
・
二
十
九

日
。
五
月
三
・
四
・
五
・
七
・
八
日
。
六
月
四
・
十
一
・
十
九
・
二
十
五
日
。
七
月

二
・

十
二

・

十

七
・
三
十
一
日
。
八
月
七
・
十
・
十
五
・
十
六
・
十
七
・
二
十
・
二

十

三
・
二
十
四
・
二
十
五
日
。
九
月
九
・
十
五
・
二
十
三
・
二
十
四
（
小
休
み
）
日
。

十
月
十
・
十
六
日
。
十
一
月
三
・
五
・
十
三
・
二
十
三
日
。

⇔
　
年
中
行
事

モ
チ

ツ
キ

十
二
月
二
十
八
日
。

餅
つ
き
は
二
十
九
日
は
避
け
る
。
八
升
臼
で
三
日
ほ
ど
つ
く
。

こ
の
時
に
オ
ソ
ナ
エ
を
と
る
。
神
棚
・
床
の
間
・
年
神
様
に
供
え
る
大
き
な
も
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o

三
重

ね
。
水
神
・
竈
神
・
え
び
す
大
黒
・
仏
壇
・
蔵
・
雪
隠
な
ど
に
供
え
る
小
さ
な
　
ー

も
の
は
一
五
重
ね
ほ
ど
と
り
、
ト
シ
ト
リ
に
飾
る
。

　
シ

メ
ナ
ワ
も
こ
の
日
に
作
り
ト
シ
ト
リ
に
飾
る
。
シ
メ
ナ
ワ
に
は
松
・
ゆ
ず
り
は

な

ど
を
は
さ
む
。
シ
メ
ナ
ワ
は
神
棚
の
お
神
宮
・
オ
カ
マ
サ
マ
・
ス
イ
ジ
ン
サ
マ
・

ヤ

シ

キ

イ
ナ
リ
な
ど
に
張
り
、
家
の
入
口
に
も
張
る
。
K
家
の
神
棚
に
は
大
神
宮
を

中
心
に
左
に
金
毘
羅
、
右
に
天
神
・
市
神
を
祀
り
、
棚
に
は
オ
キ
ア
ガ
リ
サ
マ
が
供

え
ら
れ
て
い
る
。
神
棚
の
右
上
に
エ
ビ
ス
サ
マ
、
左
手
に
住
吉
・
出
雲
・
大
山
砥
・

諏
方
・
神
明
・
古
峯
な
ど
の
お
札
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

　
大
晦
日

　
オ

オ

ミ
ソ
カ
に
は
ザ
ク
ザ
ク
を
作
る
。
味
噌
汁
に
粕
を
入
れ
、
そ
こ
に
鮭
を
入
れ

る
。
そ
の
ほ
か
里
芋
・
に
ん
じ
ん
・
大
根
・
ご
ぼ
う
・
な
す
な
ど
を
入
れ
る
。
な
す

は
小

さ
な
な
す
を
干
し
た
も
の
で
稔
り
の
時
に
と
っ
て
お
く
の
で
あ
る
。
鮭
は
お
歳

暮
な
ど
で
送
っ
て
く
る
が
、
昔
は
魚
屋
へ
行
っ
て
買
っ
て
き
た
。

　

子
供
が

生

ま
れ
て
初
め
て
の
年
の
暮
れ
に
は
、
嫁
の
里
の
オ
ジ
・
オ
バ
な
ど
が
天

神
様
の
掛
け
軸
と
と
も
に
、
男
の
子
に
は
破
魔
弓
、
女
の
子
に
は
羽
子
板
を
贈
る
。

　

こ
う
し
た
贈
り
物
や
答
礼
や
近
所
の
つ
き
合
い
、
家
の
中
の
経
済
的
な
や
り
繰
り

な
ど
所
帯
の
き
り
回
し
の
こ
と
を
セ
ワ
マ
ワ
シ
と
い
う
。
嫁
が
セ
ワ
マ
ワ
シ
を
す
る

よ
う
に
な
る
の
は
、
子
供
が
中
学
生
く
ら
い
に
な
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ
ま
で
は
す
べ

て

姑
の

指
図
に
従
う
。

　

大
晦

日
な
ど
に
「
来
年
か
ら
ウ
チ
の
方
を
や
る
よ
う
に
」
な
ど
と
い
っ
て
セ
ワ
マ

ワ
シ
を
渡
さ
れ
る
。
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年
の
暮
れ
か
ら
正
月
に
な
る
と
万
才
が
回
っ
て
来
た
。
各
家
の
門
口
で
太
夫
が
舞

い
、
そ
の
間
に
才
蔵
が
米
や
お
金
を
も
ら
っ
た
。
昔
は
茶
碗
に
一
杯
く
ら
い
の
米
を

や

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
後
に
は
み
な
金
一
封
に
な
っ
た
。

　
一
兀
　
旦

　
朝
、
井
戸
か
ら
若
水
を
汲
む
。
米
を
撒
い
て
「
ナ
ニ
ク
ム
　
ヨ
ネ
ク
ム
　
ヨ
ロ
ズ

ノ
タ
カ
ラ
　
ク
ミ
ア
ゲ
ル
」
と
三
回
唱
え
て
汲
む
。
こ
の
水
で
お
湯
を
わ
か
し
て
お

茶
を

入
れ
た

り
、
御
飯
を
炊
く
時
に
使
っ
た
り
す
る
。

　

ま
た
、
元
旦
参
り
・
元
朝
参
り
と
い
っ
て
、
元
旦
に
七
ヵ
所
を
参
拝
し
て
回
る
。

B
さ
ん
の
巡
拝
の
順
序
は
、
屋
敷
稲
荷
－
古
峯
ケ
原
碑
（
下
）
ー
金
毘
羅
様
碑
ー
秋

葉
様
碑

（
上
）
1
熊
野
神
社
－
新
城
寺
ー
二
本
木
稲
荷
で
あ
る
。
熊
野
神
社
に
は
区

長

と
当
番
三
人
が
詰
め
て
い
る
。
新
城
寺
は
本
堂
の
扉
を
開
け
て
お
く
。

　
元
旦
か

ら
三
日
ま
で
朝
は
雑
煮
を
食
べ
る
。
里
芋
・
椎
茸
・
糸
コ
ン
・
に
ん
じ
ん

な
ど
五
品
を
入
れ
て
作
る
。
き
く
ら
げ
や
貝
柱
な
ど
も
入
れ
る
。
餅
は
切
餅
で
焼
い

て

入
れ

る
。
つ
ゆ
は
醤
油
味
に
す
る
。
普
段
は
味
噌
汁
で
あ
る
が
、
祭
り
・
正
月
・

ふ

る
ま
い
な
ど
の
時
に
は
必
ず
醤
油
味
の
つ
ゆ
を
作
る
。
お
汁
粉
に
す
る
日
も
あ
る
。

三
ケ

日
は
朝
夕
の
二
食
で
、
元
旦
は
そ
ば
、
三
日
は
ミ
ッ
カ
ト
ロ
ロ
と
い
っ
て
芋
汁

を
食
べ
る
家
も
あ
る
。

　
ナ
ナ

ク
サ

　
一
月
七
日
。
七
歳
の
子
供
の
い
る
家
で
は
ナ
ナ
ク
サ
ガ
ユ
を
食
べ
る
。

　
十

日
市

　
一
月
十
日
に
若
松
の
町
で
市
が
開
か
れ
る
。
町
の
中
央
に
露
店
が
出
て
会
津
地
方

一
円
か
ら
人
々
が
集
ま
る
。
そ
の
市
で
ダ
ル
マ
・
風
車
・
オ
チ
ャ
カ
リ
な
ど
の
縁
起

物
を
買
っ
て
く
る
。
ダ
ル
マ
は
家
に
よ
っ
て
は
だ
ん
だ
ん
大
き
な
も
の
を
買
う
も
の

だ

と
し
て
い
る
。
オ
チ
ャ
カ
リ
（
起
き
上
が
り
）
は
家
族
の
人
数
に
一
加
え
た
数
を

買
っ
て
く
る
。
古
く
な
る
と
サ
イ
ノ
カ
ミ
に
持
っ
て
行
っ
て
焼
や
す
。

　

祭
　
文

　
一
月
十
二
日
に
祭
文
語
り
を
招
い
て
新
し
く
嫁
取
り
を
し
た
家
に
村
中
の
人
が
集

ま
っ
て
祭
文
語
り
を
聞
い
た
。
新
し
い
嫁
は
い
い
着
物
を
着
て
、
村
人
と
一
緒
に
祭

文
語
り
を
聞
い
た
。

　

モ
チ

ノ
シ
ョ
ウ
ガ
ツ

　
一
月
十
四
・
十
五
・
十
六
日
の
三
日
を
モ
チ
ノ
シ
ョ
ウ
ガ
ツ
と
い
う
。
大
晦
日
と

同
じ
よ
う
な
御
馳
走
を
作
っ
て
食
べ
る
。
こ
の
日
の
食
事
は
男
が
作
る
こ
と
に
な
っ

て

い

る
。
献
立
は
、
つ
ゆ
・
豆
カ
ズ
ノ
コ
・
昆
布
巻
き
・
新
巻
き
の
魚
・
に
ん
じ
ん

と
大
根
の
酢
の
も
の
・
ザ
ク
ザ
ク
・
粕
汁
で
あ
る
。
粕
汁
は
大
根
と
鮭
を
具
に
し
て

味
噌
汁
の
よ
う
に
作
り
、
粕
を
入
れ
る
。
鮭
は
魚
屋
か
ら
買
っ
た
り
、
お
歳
暮
に
貰

っ

た

り
し
た
も
の
を
使
う
。

　
十
四

日
の
早
朝
、
二
時
か
三
時
頃
ト
リ
オ
イ
を
し
た
。
子
供
た
ち
が
ト
ン
シ
ョ
に

集
ま
り
拍
子
木
を
た
た
い
て
村
の
外
周
を
回
る
。
こ
の
と
き
「
カ
ラ
ス
（
ス
ズ
メ
と

も
い
う
）
ノ
ア
タ
マ
　
八
ッ
ニ
ワ
ッ
テ
　
コ
ー
ダ
ラ
ニ
ツ
メ
コ
ン
デ
　
ア
ー
ラ
ホ
ー

コ

ー
ラ
ホ
ー
　
サ
ン
ド
ガ
シ
マ
ン
（
隣
村
の
名
を
い
う
こ
と
も
あ
る
）
　
ホ
ー
イ
　
ホ

ー
イ
」
と
う
た
っ
た
。
昭
和
十
年
頃
ま
で
行
っ
て
い
た
。

　
十
四

日
の
朝
早
く
、
正
月
の
飾
り
物
を
下
げ
て
か
ら
ダ
ン
ゴ
サ
シ
を
す
る
。
山
の

人
が

か

つ
い
だ

り
車
に
乗
せ
た
り
し
て
売
り
に
来
る
ミ
ズ
キ
（
ワ
カ
キ
・
ダ
ン
ゴ
ノ

キ

と
い
う
）
を
買
い
、
売
り
に
来
る
セ
ン
ベ
イ
な
ど
を
ダ
ン
ゴ
と
と
も
に
つ
け
る
。
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米
の
粉
を
こ
ね
て
ダ
ソ
ゴ
を
作
り
、
ミ
ズ
キ
の
芽
と
い
う
芽
に
み
な
ダ
ン
ゴ
を
刺
す
。

芽
を

あ
け
て
お
く
と
サ
ッ
キ
に
苗
が
足
り
な
い
と
い
わ
れ
る
。
昔
は
赤
・
青
・
黄
な

ど
で
色
を
つ
け
て
ダ
ン
ゴ
を
作
っ
た
が
、
今
は
え
び
す
・
大
黒
・
大
判
・
小
判
な
ど

の

出
来
合
い
の
飾
り
を
買
っ
て
結
び
つ
け
る
。
終
わ
る
と
は
ず
し
て
来
年
使
う
よ
う

に

し
ま
っ
て
お
く
。
ダ
ン
ゴ
の
ほ
か
に
米
の
粉
を
こ
ね
た
も
の
で
蛇
（
細
長
く
の
ぼ

し
て
頭
の
部
分
に
目
を
墨
で
入
れ
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
よ
う
に
す
る
）
・
鶴
・

亀
・
巾
着
・
狐
な
ど
を
作
り
、
ダ
ソ
ゴ
サ
シ
を
ナ
マ
エ
の
間
の
柱
に
飾
っ
て
か
ら
、

枝
の
分
か
れ
目
の
よ
う
な
所
に
乗
せ
て
飾
る
。
蛇
は
金
神
様
、
狐
は
作
神
様
で
稲
の

穂
を

く
わ
え
て
来
て
く
れ
る
と
い
う
。
狐
は
ア
キ
ノ
カ
タ
を
向
け
て
飾
る
。
他
の
も

の

は
縁
起
物
だ

と
い
う
。
ダ
ン
ゴ
サ
シ
を
飾
っ
た
左
右
に
セ
ー
ジ
観
音
と
サ
ッ
キ
の

掛
軸
を

飾

る
。
サ
ツ
キ
の
掛
軸
に
は
一
年
間
の
稲
作
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ

の

掛
軸
は
モ
チ
ノ
シ
ョ
ウ
ガ
ツ
が
終
わ
る
ま
で
三
日
間
飾
っ
て
お
く
。
ダ
ソ
ゴ
サ
シ

は
小
枝

も
何
本
か
作
り
、
蔵
・
便
所
・
オ
カ
マ
サ
マ
（
御
飯
を
炊
く
所
。
昔
は
い
ろ

り
の
オ
カ
ギ
サ
マ
に
又
に
な
っ
た
ご
く
小
さ
な
も
の
を
刺
し
た
）
・
オ
セ
ー
ジ
ン
サ

マ

（
水

神
様
）
な
ど
に
供
え
る
。
こ
の
ほ
か
モ
チ
ノ
シ
ョ
ウ
ガ
ツ
に
は
丸
め
た
餅
で

は

な
く
、
の
し
た
四
角
な
餅
を
オ
ブ
チ
と
呼
ぶ
真
鎗
（
昔
は
瀬
戸
物
だ
っ
た
）
の
器

に

入
れ
て

供
え
る
。
ダ
ン
ゴ
サ
シ
は
十
九
日
に
お
ろ
し
、
二
十
日
に
川
に
納
め
る
。

　

十
五

日
に
青
年
会
が
中
心
に
な
っ
て
サ
イ
ノ
カ
ミ
を
行
う
。
ム
ラ
中
か
ら
藁
を
集

め

る
と
と
も
に
、
古
い
縁
起
物
や
シ
メ
ナ
ワ
・
神
棚
の
お
札
な
ど
を
十
日
市
の
頃
に

大
川

の

河
原
の

サ

イ
ノ
カ
ミ
の
場
所
に
持
っ
て
行
く
。
十
五
日
の
朝
、
青
年
が
触
れ

と
と
も
に
集
ま
り
大
川
端
の
雑
木
を
伐
る
。
そ
れ
を
芯
に
し
て
河
原
に
大
小
二
つ
の

サ

イ
ノ
カ
ミ
を
作
り
、
そ
れ
を
注
連
で
つ
な
ぎ
二
見
ケ
浦
（
の
よ
う
）
に
す
る
。
夕

食
後
青
年
会
が
大
き
な
サ
イ
ノ
カ
ミ
か
ら
火
を
つ
け
る
。
燃
え
た
サ
イ
ノ
カ
ミ
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
02

と
か
た
づ
け
は
青
年
会
が
行
い
、
燃
え
残
り
の
木
は
集
め
て
お
い
て
金
毘
羅
様
の
焚
　
1

火
に
す
る
。

　
一
月
十
七
日

　
キ

ナ

ガ

シ

に
馬
頭
観
音
が

あ
り
各
自
で
お
参
り
に
行
っ
た
。

　
一
月
二
十
日

　

ハ
ッ

カ
シ
ョ
ウ
ガ
ツ
で
ダ
ン
ゴ
サ
シ
を
川
に
納
め
た
。

　

二
月
一
日

　
百
万
遍
を

す

る
。
浄
土
会
と
も
い
う
。
団
子
を
作
り
、
煮
物
を
重
箱
に
入
れ
て
持

ち

寄
る
。

　

節
　
分

　
豆
撒
き
を
す
る
。
セ
ッ
チ
ン
や
ウ
マ
ヤ
に
も
撒
く
。

　

初
　
午

　
稲
荷
の
祭
り
で
稲
荷
社
を
巡
拝
す
る
。

　
一
一
月
八
日

　

モ

チ

コ

ウ
を
す
る
。
餅
つ
き
を
す
る
の
で
あ
る
。
女
は
会
津
三
十
三
観
音
の
観
音

講

を
し
、
男
は
伊
勢
参
り
仲
間
で
伊
勢
講
を
す
る
。
こ
れ
は
ヨ
ウ
カ
コ
ウ
と
い
う
。

　

雛
祭
り

　

三
月
三
日
。
お
雛
様
を
飾
り
、
テ
ー
ブ
ル
に
甘
酒
な
ど
を
供
え
る
。
初
節
供
に
は

雛
人
形
を
お
祝
い
に
貰
う
。
お
祝
い
を
く
れ
た
家
の
人
を
招
い
て
御
馳
走
を
す
る
。

御
膳
を

用
意
し
、
記
念
品
を
出
す
。
御
馳
走
は
今
は
仕
出
し
の
も
の
を
使
う
。
菱
餅

を

作
っ
て
お
祝
い
を
贈
っ
て
く
れ
た
家
す
べ
て
に
配
る
。
昔
は
白
だ
け
だ
っ
た
が
、
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だ

ん
だ

ん

に
紅
白
の
菱
餅
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

彼
　
岸

　
春
の
彼
岸
に
は
獅
子
舞
が
来
て
舞
っ
た
。
東
神
指
・
東
山
の
院
内
・
小
松
な
ど
に

獅
子
を

舞

う
人
が
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
縄
張
り
を
回
っ
て
い
た
。
三
人
一
組
で
や
っ

て

来
て

家
々
を
回
っ
た
。
米
や
お
金
を
や
っ
た
。
旧
家
で
は
座
敷
に
上
げ
て
舞
っ
て

も
ら
っ
た
。
彼
岸
獅
子
と
い
っ
た
。

　
高
山
様

　
四

月
十
七
日
。
こ
の
日
を
高
山
様
と
い
い
、
明
神
ケ
嶽
の
小
高
い
所
に
む
し
ろ
を

敷
い
て
参
拝
し
、
飲
食
を
し
た
。

　
五
月
節
供

　
五

月
五
日
。
初
節
供
の
時
に
は
ノ
キ
ザ
キ
（
軒
先
）
や
窓
に
藁
一
本
で
束
ね
た
シ

ョ

ウ
ブ
と
ヨ
モ
ギ
を
下
げ
る
。
男
の
子
の
初
節
供
を
コ
バ
タ
イ
ワ
イ
と
い
い
、
武
者

人
形
を

貰
っ
て
飾
る
。
そ
し
て
紅
白
の
菱
餅
を
作
っ
て
お
祝
い
を
贈
っ
て
く
れ
た
家

に
お
返

し
と
し
て
配
る
。
嫁
の
里
か
ら
は
コ
イ
ノ
ボ
リ
を
貰
う
。

　

百
　
五

　
節
分
か

ら
数
え
て
一
〇
五
日
目
を
い
う
。
五
月
十
九
、
二
十
日
頃
に
な
り
、
こ
の

日
を
別
れ
霜
と
い
い
、
霜
の
恐
れ
は
こ
の
日
を
過
ぎ
る
と
な
い
と
い
う
。
季
節
の
分

か
れ
目
で
あ
る
。

　
天
王
様

　
六

月
一
日
・
十
五
日
に
は
天
王
様
に
き
ゅ
う
り
を
あ
げ
る
。
旧
六
月
十
五
日
に
は

終
わ
っ

た

き
ゅ
う
り
を
持
っ
て
行
っ
て
供
え
る
。
き
ゅ
う
り
は
六
月
一
日
に
は
も
げ

る
。

　

雷
神
様

　
六
月
六
日
に
雷
神
様
と
い
っ
て
雷
神
様
の
祠
に
お
参
り
し
た
。

　
半
　
夏

　
半
夏
に
な
る
と
暇
に
な
る
の
で
旅
行
を
す
る
。
昔
は
半
夏
の
日
に
郭
内
に
な
す
を

持
っ
て
行
け
ぽ
、
侍
の
奥
様
方
が
出
て
き
て
競
っ
て
買
っ
た
と
い
う
。
な
す
は
ア
イ

ズ

コ

ナ

ス

あ
る
い
は
シ
ン
ク
ロ
ウ
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
ど
で
あ
っ
た
。
な
す
は
縁
起

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
ナ
シ
（
ス
）
タ
リ
　
カ
ス
タ
リ
」
と
い
い
、
ま
た
「
借
り
た

も
の
を
な
す
」
と
も
い
う
。

　
墓
参
り

　
八

月
十
日
。
寺
か
ら
バ
カ
ジ
ョ
ウ
（
板
塔
婆
）
を
受
け
て
村
中
の
家
の
墓
に
供
え

る
。
こ
の
バ
カ
ジ
ョ
ウ
を
子
供
た
ち
が
集
め
て
寺
の
床
下
に
入
れ
て
お
く
。
こ
れ
を

十
四

日
・
十
五
日
・
十
六
日
に
墓
地
で
燃
や
し
て
、
試
胆
会
な
ど
を
す
る
。

　
盆
迎
え

　
八
月
十
四
日
朝
ム
カ
エ
ビ
と
い
っ
て
マ
メ
ガ
ラ
を
門
口
で
焚
く
。
ム
カ
エ
ビ
は
十

三

日
頃
に
子
供
が
門
口
に
ひ
ら
た
い
丸
石
を
三
つ
四
つ
持
っ
て
き
て
竈
の
よ
う
な
も

の

を

作

り
、
そ
こ
で
焚
く
。
夜
は
バ
カ
ビ
ア
カ
シ
を
す
る
。
小
さ
な
提
灯
に
火
を
点

し
て
墓
に
行
き
火
を
見
せ
て
お
参
り
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
何
処
の
家
で
も
大
体
出

て

い

く
時
間
が
同
じ
で
あ
る
の
で
、
提
灯
の
明
り
が
き
れ
い
で
あ
る
。
バ
カ
ピ
ア
カ

シ

は
十
五
日
・
十
六
日
に
も
行
う
。

　
送
り
盆

　
八

月
十
六
日
。
盆
提
灯
を
飾
る
。
仏
壇
の
前
に
竹
を
立
て
て
ワ
カ
メ
を
吊
り
ソ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

03

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

メ
ン
を
か
け
る
。
ス
ゲ
の
ゴ
ザ
を
買
っ
て
き
て
そ
れ
を
敷
い
て
供
え
物
を
す
る
。
供
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え
た
も
の
は
ゴ
ザ
に
巻
い
て
大
川
に
流
す
。
ナ
ス
ウ
マ
に
背
負
わ
せ
て
や
る
と
い
う
。

　
盆
踊

り
は
七
日
町
の
観
音
様
の
辺
り
で
行
い
、
皆
で
出
か
け
て
行
っ
た
。

　
地
蔵
様
の
お
祭
り

　
八

月
二
十
三
・
二
十
四
・
二
十
五
日
が
お
寺
の
地
蔵
様
の
お
祭
り
で
、
親
戚
が
呼

ぼ

れ
て

来
る
。
こ
れ
が
ム
ラ
で
一
番
賑
や
か
な
お
祭
り
で
あ
る
。

　
ア
キ
ノ
セ
ッ
ク

　
九

月
九
日
。
熊
野
神
社
の
お
祭
り
で
、
一
軒
か
ら
一
人
ず
つ
出
て
お
宮
に
参
拝
す

る
。
各
家
で
は
餅
を
つ
い
て
食
べ
る
。

　

モ
チ
コ

ー

　
十
一
月
八
日
。
餅
つ
き
を
す
る
。

　
大
根
の
日

　
十
一
月
二
十
日
。
エ
ビ
ス
講
と
も
い
う
。
こ
の
日
は
大
根
が
く
び
れ
る
程
育
つ
と

い

う
。
盆
暮
勘
定
で
つ
け
で
買
っ
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
縁
起
的
に
清
算
を
す
る
。

実
際
の
決
算
は
暮
れ
に
し
た
。
商
店
に
清
算
し
に
行
っ
た
帰
り
に
鮭
を
買
っ
て
き
た
。

鮭
の
頭
と
尾
を
エ
ビ
ス
様
に
供
え
た
。
ま
た
神
棚
に
葉
付
の
二
股
大
根
を
一
本
供
え

る
。　

大
根
は
こ
れ
よ
り
前
、
雪
の
降
る
前
に
と
る
。
注
文
を
受
け
て
酒
屋
な
ど
に
売
る
。

と
っ
た
大
根
を
洗
っ
て
一
〇
本
ず
つ
に
ま
る
け
て
持
っ
て
行
く
。
酒
屋
に
は
新
潟
な

ど
か
ら
来
た
杜
氏
が
い
て
、
そ
の
人
た
ち
の
食
べ
物
に
な
る
。

⇔

生
活
の
リ
ズ
ム

年
間
を
通
し
て
行
わ
れ
る
行
事
等
を
中
心
と
し
て
生
活
暦
を
作
っ
て
み
る
と
、
表

2
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
04

　

こ
う
し
て
見
る
と
生
活
の
推
移
に
つ
い
て
、
そ
の
目
安
に
な
る
日
が
ほ
ぼ
決
ま
っ
　
ー

て

い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
暦
法
に
よ
る
も
の
と
自
然
の
変
化
に
対
応
す
る
も

の

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
冬
の
始
ま
り
と
し
て
の
冬
至
。
こ
れ
は
秋
の
仕
事
が
か
た
つ

い

て

冬
の

仕

事
に
移
行
す
る
目
安
に
な
る
日
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
正
月
準
備
に

入

る
日
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
冬
は
三
月
下
旬
の
彼
岸
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。

そ

の

間
、
身
に
ま
と
う
も
の
は
袷
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
袷
は
冬
を
象
徴
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
期
間
が
同
一
の
性
格
を
も
っ
て
推
移
す
る
と

い

う
わ
け
で
は
な
い
。
暦
日
の
十
二
月
晦
日
と
一
月
一
日
と
の
間
に
は
年
が
改
ま
る

と
い
う
大
き
な
断
層
が
あ
り
、
暮
れ
の
勘
定
を
済
ま
せ
て
正
月
を
迎
え
、
一
月
は
仕

事
を

休
む

こ
と
の
多
い
期
間
で
あ
る
。
そ
し
て
一
月
に
は
正
月
に
か
か
わ
る
様
々
な

行
事
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
二
十
日
正
月
で
一
応
終
わ
る
の
で
あ
る
が
、
生
活
自

体
は
正
月
の
延
長
と
し
て
営
ま
れ
る
。
二
月
以
降
春
彼
岸
ま
で
が
冬
の
室
内
で
の
仕

事

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
現
在
で
は
野
菜
の
ハ
ウ
ス
栽
培
な
ど
が
行
わ
れ
て

お

り
、
こ
う
し
た
リ
ズ
ム
は
崩
れ
て
き
て
い
る
。

　
冬
至
に
続
く
目
安
に
な
る
日
が
春
彼
岸
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
本
格
的
な
農
作
業
が

開
始
さ
れ
る
。
そ
の
農
作
業
の
展
開
の
目
安
に
な
る
の
は
自
然
の
変
化
で
あ
り
、
暦

日
と
は
そ
れ
程
対
応
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
際
注
目
さ
れ
る
こ

と
は
、
野
菜
に
か
か
わ
る
目
安
が
多
い
こ
と
で
、
野
菜
場
と
し
て
生
計
を
立
て
、
生

活
を

営
ん

で

き
た
と
い
う
地
域
の
特
性
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ

ん

稲
作
に
も
、
ク
ロ
ツ
ケ
（
彼
岸
前
）
、
苗
代
作
り
（
桜
）
、
田
う
な
い
（
五
月
節
供
）
、

稲
刈
り
（
二
百
二
十
日
）
と
い
う
よ
う
な
目
安
が
あ
る
。
し
か
し
野
菜
栽
培
に
も
畑
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中
耕
、
菜
種
播
種
（
彼
岸
）
、
野
菜
の
苗
場
作
り
、
畑
う
な
い
（
残
雪
・
雪
形
）
、
植

え
つ
け
（
百
五
）
、
半
夏
な
す
（
半
夏
生
）
、
カ
ゴ
ア
ラ
イ
（
彼
岸
）
な
ど
と
い
う
も

の

が

あ
っ
て
、
作
業
ご
と
の
目
安
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
春
の
彼

岸
か
ら
の
生
活
は
、
ほ
と
ん
ど
農
作
業
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
生
活
か
ら

は
、
季
節
を
明
確
に
示
す
も
の
を
と
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

つ

ま
り
春
と
い
う
季
節
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
着
る
物
か
ら
す
れ
ば
袷
か
ら
単
衣
物
に
な
る
期
間
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
は
田
う
な
い
と
い
う
作
業
を
目
安
に
し
て
着
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
季

節
的
な
も
の
と
し
て
は
、
節
分
か
ら
数
え
て
一
〇
五
日
目
の
百
五
が
別
れ
霜
で
あ
る

と
い
っ
て
、
こ
の
日
を
目
安
に
し
て
夏
野
菜
の
植
え
つ
け
を
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
こ
こ
か
ら
夏
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
夏
の
認
識
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
れ

で

は
夏
は
い
つ
ま
で
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
こ
れ
も
明
確
で
は
な
い
。
も
し

夏
の
着
物
と
し
て
単
衣
物
を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
十
一
月
末
ま
で
夏
と
い
う
こ
と

に

な
る
。
し
か
し
こ
の
期
間
に
は
ア
キ
が
行
わ
れ
、
ア
キ
モ
チ
も
作
ら
れ
て
い
る
の

で

あ
る
。
と
す
れ
ぽ
、
地
蔵
縁
日
を
目
安
と
し
て
単
衣
物
に
替
わ
る
時
が
季
節
の
変

わ

り
目
か
、
二
百
二
十
日
を
目
安
に
し
て
行
わ
れ
る
稲
刈
り
を
目
安
に
す
る
か
、
あ

る
い
は
彼
岸
を
目
安
に
し
て
夏
野
菜
の
収
穫
が
終
わ
る
カ
ゴ
ア
ラ
イ
の
行
わ
れ
る
時

を

目
安
に
す
る
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ

し
て
冬
の
準
備
と
し
て
の
漬
け
物
、
あ
る
い
は
嫁
の
里
帰
り
と
し
て
の
ア
ブ
ラ

シ

メ
、
こ
れ
ら
は
ま
た
秋
と
冬
と
の
境
い
目
に
お
い
て
行
わ
れ
た
仕
事
で
あ
る
。
そ

の

期
間
は
秋
と
も
い
え
ず
冬
と
も
い
え
な
い
移
行
の
期
間
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
着
る
物
の
展
開
だ
け
を
見
る
と
、
袷
ー
（
間
）
ー
単
衣
－
真
夏
着
ー
単
衣
ー
（
間
）

と
い
う
展
開
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
着
物
の
着
用
の
展
開
自
体
は
他
の
地
域
と
大
き

く
相
違
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
四
季
と
そ
れ
に
伴
う
生
活
と

必
ず

し
も
整
合
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
に
野
菜
の
栽
培
が
盛
ん
に

行
わ
れ
、
近
郊
農
村
と
し
て
の
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い

は

ま
た
、
そ
の
地
域
か
ら
見
て
単
衣
は
春
と
秋
と
を
示
し
て
い
る
と
理
解
し
た
方
が

よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
す
る
と
冬
が
長
い
生
活
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
た
点
に
つ
い
て
は
会
津
地
方
の
他
の
集
落
の
資
料
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
も
必
要

に

な
る
。
ま
た
衣
類
だ
け
か
ら
で
は
な
く
、
生
活
暦
全
体
か
ら
検
討
し
な
お
す
こ
と

も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
追

記
　
な
お
本
調
査
に
当
っ
て
は
多
く
の
方
々
の
協
力
を
得
た
。
特
に
幕
内
に
お

い
て

は
、
話
者
と
し
て
木
村
弥
氏
（
大
正
四
年
生
ま
れ
）
、
佐
瀬
林
之
助
氏
（
大
正
四

年
生

ま
れ
）
、
木
村
と
く
氏
（
明
治
二
十
九
年
生
ま
れ
）
、
木
村
ハ
ツ
ミ
氏
（
大
正
六

年
生

ま
れ
）
、
佐
瀬
す
み
氏
（
明
治
四
十
年
生
ま
れ
）
、
佐
瀬
寿
江
氏
（
大
正
十
四
年

生

ま
れ
）
の
諸
氏
に
は
一
方
な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
、
調
査
は
谷
口
貢
氏
、

倉
石
あ
つ
子
氏
の
御
協
力
を
得
た
。
記
し
て
篤
く
御
礼
申
し
あ
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

（
国
学
院
大
学
文
学
部
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
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Folk　Customs　of　Makunouchi　in　Aizu－wakamatsu　City

KuRAIsHI　Tadahiko

　　Makunouchi　is　an　agricultural　village　in　the　suburbs　of　Aizu－Wakamatsu，　the　castle

town　of　the　Lord　of　Aizu．　Therefore，　the　daily　life　of　the　village　has　been　closely

related　with　the　town．　Vegetable　cultivation　was　extensively　carried　on　in　the　village，

which　was　once　called　the　kitchen　garden　of　the　castle　town，　and　even　today，　vegetables

are　its　principal　products．

　　Formerly，　people　used　to　go　every　morning　to　the　town　and　sell　their　vegetables

in　baskets．　After　the　Meiji　Revolution，　people　acquired　lands　previously　owned　by　the

town，　and　started　rice　cultivation．　Today，　these　lands　have　been　turned　into　residentiaI

areas，　and　some　farmers　of　Makunouchi　manage　apartment　houses，　showing　not　them．

selves　to　be　only　producers　but　also　enterprisers．　It　can　be　said　that，　at　all　times，　the

people　of　Makunouchi　village　have　been　closely　concerned　with　the　outer　world．　They

have　been　sensitive　to　the　movements　of　society，　endowed　with　an　enterprising　spirit，

and　highly　interested　in　learning．　It　was　on　this　basis　that“Aizu　Nosho”（Book　on　the

Agriculture　of　Aizu）and　others　were　compiled．

　　In　the　religious　life　of　the　village，　the　Shinj6－ji　Temple（belonging　to　the　Jδdo　Sect）

has　played　an　important　part，　together　with　cult　of　Inari（the　god　of　harvests）．　The

village　has　dedicated　the　Nihongi　Inari　Shrine，　and　not　a　few　families　have　erected　a

shrine　dedicated　to　Inari　in　their　grounds．　Formerly，　the　religious　associations“Konpira－

k6”and“Kominegahara－k6”were　very　active．　Men’s　groups　for　trips　to　Ise　and　a　women’s

counterpart　for　tours　in　Aizu　played　an　active　role　not　only　in　the　cult，　but　also　in

communication　in　their　daily　Iife．

　　Young　wives　who　came　to　the　village　on　marriage　participated　in　the　Aizu　tour

group　as　a　start　to　their　new　lives　in　the　community．　These　yo皿g　wives，　dressed　in

their　Sunday　best，　attended　the“Saimon－Gatari”（recital　of　address　to　the　deities）held

on　January　12，　to　be　introduced　to　the　people　of　the　village．　Their　lives　were　deeply

involved　in　the　production　and　sale　of　vegetabies，　as　well　as　household　affairs．

　　The　development　of　village　life　was　based　on　dry　field　farming．　Also　links　with

town　life，　such　as　the“T6ka－ichi”（markets　opened　on　the　10th，20th，　and　30th　days　of

the　month）and　the　Ebisu－k6（fεte　in　honor　of　Ebisu，　the　god　of　wealth）have　marked

their　lives　notably．

　　Admitting　that　the　geographical　conditions　of　the　Aizu　Region　have　largely　controlled

life　in　Makunouchi，　it　seems　that　being　a　suburb　of　a　city　has　exerted　much　more

influence．
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