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第
三
章

一
生
の
儀
礼

第
一
節

婚
奶

は
じ
め
に

む
か
し
か
ら
家
の
相
続
人
の
結
婚
は
、
き
わ
め
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
家
の
貧
富
を
問
わ
ず
ど
の
家
で
も
同
じ
で
あ
り
、

現

在
で
も
こ
れ
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
相
続
人
以
外
の
者
が
結
婚
独
立
す
る
こ
と
を
シ
ン
ヤ
(
分
家
)
と
い
い
、
こ
の
分
家
を
出
す
こ
と
915

は
経
済
的
に
も
た
い
へ
ん
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
鳴
沢
村
で
は
、
む
か
し
か
ら
分
家
を
出
す
ば
あ
い
、
親
と
相
続
人
の
責
任
に
お
い
て
、
土

地
か
ら
家
屋
一
切
の
め
ん
ど
う
を
み
た
。

現
在
で
も
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
、
こ
の
風
習
も
か
わ
り
つ

つ
あ
る
。

相
続
人
で
あ
る
長
男
の
縁
談
話
が
出
る
と
両
親
は
ま
ず
オ
ー
ヤ

(
大
家
)
に
相
談
を
も
ち
か
け
、
内
容
を
細
か
く
報
告
し
て
、
承
認
を

得
る
よ
う
な
か
た
ち
を
と
っ
て
い
た
。

オ
ー
ヤ
も
縁
談
話
に
は
気
を
配
り
そ
れ
に
協
力
し
た
。

娘
を
嫁
に
出
す
こ
と
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ

っ
た
。

血
筋
は
特
に
重
ん
じ
ら
れ
、
精
神
病
者
な
ど
特
殊
な
病
気
を
持
つ
家
は
一
番
き
ら
わ
れ
た
。
年
ま
わ
り
で
は
「
ヨ
メ
・
ト
ウ
メ
」
と
い

っ
て
四
歳
・
十
歳
違
い
で
、
え
と
の
未
・
巳
・
寅
・
申
の
ど
れ
か
に
当
た
る
ば
あ
い
き
ら
わ
れ
、
戦
後
で
は
単
に
四
歳
・
十
歳
違
い
の
縁

談
を
き
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
。
干
支
(
か
ん
し
)
の
上
で
は
丙
午

(
ひ
の
え
う
ま
)
の
女
は
縁
遠
い
、
五
黄
の
寅
(
ご
お
う
の
と
ら
)
の
女
は
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気
が
強
い
な
ど
と
い
わ
れ
た
。
一
つ
年
上
の
嫁
は
姉
さ
ん
女
房
と
い
わ
れ
好
ま
れ
た
。
相
性
も
縁
談
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
、
暦
な
ど

で
占
い
決
定
し
た
。

「
嫁
は
棚
下
か
ら
も
ら
え
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
あ
る
通
り
、
自
分
の
家
よ
り
一
段
さ
が
っ
た
家
の
娘
を
も
ら
う
こ
と
が
よ
い
と
さ
れ

て
い
る
が
、
鳴
沢
村
で
は
対
等
の
家
柄
を
選
ぶ
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
む
か
し
は
、
交
通
が
不
便
の
た
め
通
婚
圏
は
ほ
と
ん
ど
村

内
に
限
ら
れ
、
ま
れ
に
は
有
力
者
の
中
で
遠
方
婚
も
み
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
村
に
は
近
親
結
婚
が
多
く
み
ら
れ
、
従
兄
妹

結
婚
で
、
長
男
が
従
妹
を
妻
に
し
、
そ
の
妻
の
弟
へ
長
男
の
妹
が
嫁
ぐ
と
い
う
二
組
の
兄
妹
双
婚
の
形
が
あ
り
、
ま
た
家
系
を
継
い
だ
長

男
が
死
ん
だ
ば
あ
い
、
残
っ
た
未
亡
人
の
嫂

(
あ
に
よ
め
)
と
、
死
ん
だ
男
の
弟
を
結
婚
さ
せ
る
逓
次
婚
(
鳴
沢
村
で
は
ゴ
ザ
ナ
オ
シ
と
い
う
)

の
例
も
あ
っ
た
。

以
上
み
て
き
た
が
結
婚
は
第
二
の
人
生
の
出
発
点
で
あ
る
か
ら
、
双
方
が
真
剣
に
考
え
「
良
い
」
と
い
う
こ
と
に
重
き
が
お
か
れ
た
。

良
い
と
な
れ
ば
話
は
と
ん
と
ん
拍
子
に
進
め
ら
れ
る
。
男
女
と
も
健
康
で
よ
く
働
く
こ
と
が
重
要
条
件
で
、
こ
の
ほ
か
女
性
は
従
順
で
、

容
ぼ
う
や
教
養
は
二
の
次
で
あ
っ
た
。

次
に
鳴
沢
村
に
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
婚
姻
儀
礼
に
つ
い
て
述
べ
る

。

鳴
沢
村
の

婚
姻
儀
礼

こ
の
項
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
の
聞
き
取
り
を
行
い
、
む
か
し
の
婚
姻
風
習
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
を
述
べ
て
み
た
い
(
渡
辺

和
一
郎
・
渡
辺
国
孝
氏
ら
に
お
世
話
に
な
っ
た
)。

内
聞
き
(
な
い
ぎ
ぎ) =

結
婚
適
齢
期
に
あ
た
る
息
子
や
娘
を
持
っ
た
家
庭
の
親
は
、
あ
ら
か
じ
め
本
人
の
伯
父
・
伯
母
な
ど
の
血
縁

者
や
、
村
の
顔
き
き
の
人
な
ど
に
縁
談
を
た
の
ん
で
お
い
た
。
ま
た
、
村
で
は
同
族
血
縁
者
が
多
く
、
む
か
し
は
村
内
婚
が
主
で
あ
っ

た
た
め
、

親
同
士
が
決
め
た
許
嫁
(
い
い
な
ず
け
)
も
み
ら
れ
た
。

本
人
の
希
望
や
親
も
あ
の
家
の
娘
な
ら
嫁
に
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

本
人
の
近
親
者
や
年
長
者
に
た
の
ん
で
、

相
手
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の
娘
の
家
に
行
っ
て
も
ら
い
、
こ
ち
ら
の
家
庭
の
様
子
や
希
望
を
ま
ず
話
し
、

相
手
の
家
の
両
親
や
兄
弟
の
考
え
方
な
ど
を
打
診
す

る
。
こ
の
こ
と
を
「
内
聞
き
」
(
な
い
ぎ
き
)
と
い
っ
て
い
る
。
古
い
時
代
に
は
、
本
人
無
視
で
は
な
い
が
、
親
が
縁
談
を
決
め
て
し
ま

う
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
村
内
の
縁
組
み
の
場
合
は
各
家
庭
の
様
子
は
お
互
い
に
知
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
必
要
は
な
い

が
、

他
の
市
町
村
の
者
と
の
縁
談
は
、

人
を
通
し
て
相
手
方
の

家
、
本
人
は
も
ち
ろ
ん
、

家
族
・
親
類
ま
で
調
査
を
し
た
。

相
手
方
の
娘
に
嫁
入
り
の
意
志
が
あ
る
と
、

内
聞
き
の
者
は
、
も
ら
い
て
に
相
手
方
の
様
子
を
細
か
く
報
告
し
縁
談
を
一
歩
進
め
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
下
話
を
す
る
者
を
鳴
沢
村
で
は
「
根
こ
ぎ

親
」
と
よ
ん
で
い
る
。

根
こ
ぎ
親
は
本
人
同
士
を
よ
ん
で
会
わ

せ
、
両
者
の
意
思
の
確
認
を
行
っ
た
。

○
親
分
(
仲
人
)= =

縁
談
が
進
み
内
定
す
る
と
、
双
方
が
仲
人
と
な
る
親
分
を
き
め
る
。
嫁
を
も
ら
う
側
の
親
分
を

「
も
ら
い
親

」、
嫁

を
出
す
が
わ
の
親
分
を

「
く
れ
親
」
と
い
い
、
一
組
の
親
分
が
両
方
を
か
ね
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
親
分
は
普
通
、
も
ら
い
方
の
本

家
(
オ
オ
ヤ
)
の
夫
婦
が
な
る
。
本
家
の
結
婚
に
は
近
い
分
家
の
中
の
格
式
の
高
い
家
の
者
が
な
る
。

縁
談
が
す
す
む
と
、
も
ら
い
親

は
く
れ
親
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、

再
度
縁
組
み
の
確
認
を
し
「
サ
ケ
ス
マ
シ
」
の
日
取
り
を
決
定
す
る
。

鳴
沢
村
の
ば
あ
い
親
分
は
形
式
的
な
も
の
で
は
な
く
、

祝
言
(
し
ゅ
う
げ
ん
)
の
全
責
任
を
も
ち
結
婚
後
も
な
に
か
と
新
夫
婦
の
相

談
に
の
り
、
夫
婦
は
「
あ
の
家
の
子
に
な
っ
た
」
と
か
「
親
子
の
関
係
に
な
っ
て
い
る

」。
と
い
う
表
現
を
す
る
。

親
子
の
関
係
が
で
き
る
と
、
新
夫
婦
は
本
当
の
子
ど
も
な
み
に
親
分
に
義
理
を
つ
く
す
こ
と
に
な
る
。
盆
・
暮
れ
に
は
親
分
の
所
へ

手
み
や
げ
を
持
っ
て
近
況
報
告
や
あ
い
さ
つ
に
行
く
。
親
分
も
子
に
反
物
を
贈
る
と
か
正
月
に
は

「
子
よ
び
」
と
い
っ
て
夫
婦
を
招
待

し
た
。

親
分
の
家
の
仕
事
が
忙
し
い
と
き
は
、
夫
婦
そ
ろ
っ
て
そ
の
手
伝
い
を
し
た
り
、
親
分
が
病
気
に
か
か
れ
ば
そ
の
看
病
を
も
し
た
。

親
分
が
死
ん
だ
と
き
も
子
ど
も
と
し
て
、
正
装
し
「
ト
モ
シ
ュ
ウ
」
と
し
て
野
辺
の
送
り
に
従
っ
た
。
親
分
の
方
で
も
結
婚
後
も
両
家



ゴ

弓張りちょうちんと柳だる

む

- 522-

の
実
家
と
交
流
を
深
め
た
り
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
れ
ば
、
初
節
句
・
七
五
三
な
ど
に
は
必
ず
お
祝
い
の
品
を
贈
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
親

分
・
子
夫
婦
は
実
の
親
子
以
上
の
義
理
づ
き
あ
い
を
し
た
。

今
で
は
こ
の
「
礼
」
も
だ
ん
だ
ん
す
た
れ
つ
つ
あ
る
。

ま
た
、
仲
人
は
金

(
か
ね
)
の
わ
ら
じ
を
は
く
と
い
い
、

娘
の
家
へ
何
回
も
足
を
運
ん
で
話
を
ま
と
め
る
の
に
苦
労
を
重
ね
た
。

か
し
の
男
女
の
見
合
い
の
場
は
村
祭
り
と
か
、
芝
居
見
物
な
ど
で
そ
れ
と
な
く
見
合
い
を
さ
せ
た
。

通
婚
の
範
囲
=
む
か
し
は
ほ
と
ん
ど
が
村
内
結
婚
で
、

大
田
和
地
区
と

鳴
沢
地
区
の
交
流
程
度
で
あ
っ
た
。

今
で
は
職
場
結
婚
が
多

く
な
っ
た
た
め
他
の
市
町
村
と
の
縁
組
み
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

O
サ
ケ
ス
マ
シ
=
縁
組
み
が
あ
る
程
度
き
ま
る
と
、
も
ら
い
親
は
親
戚
の
代
表
ら
奇
数
に
な
る
よ
う
に
お
供
を
連
れ
(三
人
く
ら
い
)

、

正
装
し
、

柳
ダ
ル
(
タ
モ
ト
酒
)
に
コ
ン
ブ
を
そ
え
、

く
れ
親
の
所
を
た
ず
ね
る
。
く

れ
親
は
一
行
を
相
手
方
の
家
に
案
内
を
す
る
。

く
れ
方
で
は
娘
を
は
じ
め
、

両
親
・
兄
弟
・
親
戚
の
代
表
ら
が
祝
い
の
膳
を
そ
ろ
え
て
こ

れ
を

迎
え
る

。

も
ら
い
方
が
持
参
し
た
「
祝
い
酒
」
を
、
も
ら
い
親
が
ま
ず
娘
に
す
す
め
る
。
娘
が
そ

れ
を
飲
む
こ
と
に
よ
っ
て
縁
談
を
承
知
し
た
こ
と
に
な
り
、
両
者
一
同
は
「
祝
い
酒
」
を

く
み
か
わ
す
。
こ
の
こ
と
を
「
約
定
酒
」
「
き
め
酒
」
と
よ
び
、
こ
の
酒
を
飲
む
こ
と
に

よ
っ
て
正
式
に
婚
約
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

サ
ケ
ガ

エ
シ
ー
サ
ケ
ス
マ
シ
で
婚
約
が
成
立
し
て
か
ら
何
か
の
理
由
で
婚
約
を
破
棄
す

る
ば
あ
い
が
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
破
棄
し
た
が
わ
の
親
分
は
酒
を
持
っ
て
先
方
を
お
と
ず

れ
、
そ
の
理
由
を
細
か
く
話
し
謝
り
に
行
く
。
持
参
の
酒
を
双
方
が
飲
む
こ
と
で
、
今
ま

で
の
話
は
一
切
な
か
っ
た
こ
と
と
な
り
、
破
談
が
成
立
す
る
。
こ
の
こ
と
を

「
サ
ケ
ガ
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エ
シ
」
と
い
っ
た
。

○
結
納
=
鳴
沢
村
で
は
結
納
の
こ
と
を
「
ユ
イ
イ
レ
」
と
い
っ
た
。
結
納
は
本
来
は
「
ユ
イ
ノ
モ
ノ
」
す
な
わ
ち
二
つ
の
家
が
姻
戚
関

係
を
む
す
ぶ
た
め
に
、
共
同
に
飲
食
す
る
酒
肴
(
し
ゅ
こ
う
)
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
婿
(
む
こ
)
が
酒
肴
を
持
っ
て
婿
入
り
す
る

の
が
本
式
の
儀
礼
で
あ
っ
た
。
今
で
も
こ
の
結
納
の
日
に
初
婿
入
り
を
す
る
と
こ
ろ
が
か
な
り
多
い
。
こ
の
こ
と
を
結
納
婿

と
い

っ
て

い
る
。
鳴
沢
村
で
も
も
ら
い
親
に
婿
が
同
行
し
て
、
く
れ
方
の
家
で
結
納
の
儀
を
と
り
交
わ
す
。

む
か
し
は
結
納
品
は
酒
食
の
料
で
あ
り
、
次
第
に
嫁
の
衣
装
や
身
の
回
り
品
に
か
わ
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
が
金
銭
に
変
わ
っ

て
い
っ
た
。
こ
の
結
納
が
行
わ
れ
る
前
に
す
で
に
仲
人
親
分
に
よ
る
サ
ケ
ス
マ
シ
(
酒
入
れ
)
が
行
わ
れ
婚
約
は
成
立
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
が
、
結
納
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
「
サ
ケ
ス
マ
シ
」
は
い
わ
ば
婚
約
の
予
約
で
あ
り
、
「
サ
ケ
ガ
エ
シ
」
も
で
き
る
が
結
納
が

す
ん
で
は
じ
め
て
婚
約
が
正
式
に
確
定
し
、
以
後
こ
れ
を
破
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

結
納
に
は
婿
方
か
ら
花
嫁
衣
装
一
式
と
化
粧
品
な
ど
を
贈
る
。

嫁
方
で
は
婿
に
羽
織
り

袴
を

贈
る
の
が
礼
で
あ
る
。

今
で
は
デ
パ
ー
ト
な
ど
に
あ
る
結
納
目
録
な
ど
を
交
換
し
、

金
銭
の
や

り
取
り
で
す
ま
さ
れ
る
。
結
納
金
を
も
ら
っ
た
嫁
方
で
は
半
返
し
と
い
っ
て
結
納
金
の
半
額
を

贈
り
返
礼
と
し
た

。

○
ア
シ
イ
レ
ー
「
サ
ケ
ス
マ
シ
」
が
す
ん
で
、

祝
言
(
し
ゅ
う
げ
ん
)
が
行
わ
れ
な
い
う
ち
に

娘
が
婚
家
に
入
り
婚
約
者
と
初
夜
を
す
ご
す
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
。
こ
れ
を

「
ア
シ
イ
レ
」
と

い
っ
た
。
ア
シ
イ
レ
は
仮
の
祝
言
で
「
ア
シ
イ
レ
シ
ュ
ウ
ゲ
ン
」
と
い
い
、

正
式
の
祝
言
を

「
ホ
ン
シ
ュ
ウ
ゲ
ン
」
と
い
っ
た
。
ア
シ
イ
レ
祝
言
は
親
分
・
親
戚
が
集
ま
り
簡
単
な
式
を
行

っ
た
。
ま
た
一
番
簡
略
な
方
法
は
、
サ
ケ
ス
マ
シ
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
娘
を
婚
家
に
連
れ
て
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き
て
し
ま
っ
た
。
む
か
し
は
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
多
く
、
ア
シ
イ
レ
後
は
嫁
は
婚
家
の
家
族
の
一
員
と
し
て
過
ご
し
た
。

○
嫁
入
り
=
花
嫁
の
迎
え
は
仲
人
親
分
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
当
日
婿
を
連
れ
て
初
婿
入
り
を
す
る
地
方
が

多
い
。
鳴
沢
村
で
は
結
婚
式
の
当
日
初
婿
入
り
を
か
ね
て
嫁
迎
え
を
行
っ
て
い
る
。
親
分
仲
人
ら
は
紋
付
き
袴
に
家
紋
入
り
の
弓
張
り

ち
ょ
う
ち
ん
を
持
ち
、
婿
・
親
戚
・
近
隣
代
表
ら
を
と
も
な
っ
て
嫁
方
へ
初
婿
入
り
す
る
。
ま
た
婿
の
連
れ
と
い
っ
て
少
年
を
一
人
同

行
さ
せ
た
。
こ
の
時
の
祝
い
酒
を
持
っ
て
行
く
少
年
を
「
酒
し
ょ
い
」
と
い
っ
て
お
供
に
連
れ
て
行
っ
た
。
人
数
は
奇
数
と
さ
れ
、
偶

数
は
割
れ
る
と
忌
っ
て
い
み
き
ら
わ
れ
た
。
「
酒
し
ょ
い
」
の
少
年
に
は
、
嫁
方
か
ら
祝
儀
が
贈
ら
れ
た
。

嫁
方
で
は
祝
い
の
膳
を
用
意
し
て
、
初
婿
入
り
の
祝
宴
が
開
か
れ
た
。
こ
の
宴
席
は
短
時
間
で
切
り
上
げ
ら
れ
た
。
婿
方
は
嫁
方
を

連
れ
て
く
る
。
嫁
方
で
も
嫁
の
連
れ
と
し
て
少
女
を
同
行
さ
せ
る
。
嫁
入
り
道
具
は
こ
の
と
き
花
嫁
行
列
の
あ
と
か
ら
つ
い
て
来
る
。

こ
の
道
具
を
運
ぶ
役
は
「
タ
ン
ス
し
ょ
い
」
と
い
っ
て
嫁
方
の
少
年
が
供
を
す
る
。
こ
の
少
年
に
も
婿
方
か
ら
祝
儀
が
贈
ら
れ
る
。

鳴
沢
村
で
は
閏
年
に
当
た
っ
た
と
き
の
結
婚
式
に
は
婿
方
の
門
口
で
も
ち
を
つ
き
、

花
嫁
に
杵
(
き
ね
)
の
下
を
通
ら
せ
て
迎
え
入

れ
た
。
双
子
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
マ
ジ
ナ
イ
ら
し
い
。

O
結
婚
式
=
結
婚
式
の
こ
と
を
、
ご
し
ゅ
う
げ
ん
(
御
祝
言
)と
い
い
、
た
い
て
い
午
後
か
ら
は
じ
め
ら
れ
、
婿
方
の
家
で
行
わ
れ
た
。

本
座
敷
に
は
婿
方
の
親
分
・
両
親
・
兄
弟
・
親
戚
代
表
・
隣
人
代
表
と
、

嫁
方
の
親
分
・
両
親
・
兄
弟
・
親
戚
の
代
表
が
席
に
つ
い

た
。
花
婿
・
花
嫁
は
床
の
間
を
背
に
花
嫁
は
婿
の
左
側
へ
座
っ
た
。
親
分
は
そ
の
左
右
の
席
に
つ
き
、
婿
方
は
床
の
間
に
向
か
っ
て
左

側
、
嫁
方
は
右
側
に
、

花
婿
・
花
嫁
寄
り
に
血
縁
の
濃
い
者
の
順
に
席
に
つ
い
た
。

ま
ず
仲
人
親
分
の
采
配
で
夫
婦
・
親
子
杯
の
儀
式
が
行
わ
れ
る
。
お
し
ゃ
く
人
は
雄
蝶
・
雌
蝶
と
い
い
、
少
年
少
女
が
こ
の
役
に
当

た
っ
た
。
夫
婦
杯
・
親
子
杯
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
祝
い
酒
は
花
婿
・
花
嫁
を
中
心
に
左
右
双
方
同
時
に
杯
を

回
し
一
巡
し
て
元
に
も
ど
り
そ
こ
で
納
め
式
を
終
わ
る
。
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披
露
宴
=
夫
婦
・
親
子
の
盃
が
す
む
と
そ
の
ま
ま
続
け
ら
れ
る
。
婿
方
は
嫁
の
新

客
(
嫁
方
の
家
族
・
親
戚)
や
婿
方
の
近
隣
の
も
の
を
接
待
す
る
。
こ
の
宴
が
終
わ
る

と
次
に
婿
方
の
親
戚
を
接
待
す
る
。
最
後
に
仲
間
(
連
れ
よ
び
・
若
衆
組)
を
接
待
し

て
終
わ
る
が
、
こ
の
宴
席
は
夜
中
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

O
み
つ
め
(
里
帰
り ) =

結
婚
式

後
三
日
目

に
、

嫁
は
髪
を
マ
ゲ
に
結
い
直
し
婿
の

両
親
と
と
も
に
実
家
へ
行
く
。
婿
の
家
に
も
ど
る
と
き
は
、
嫁
の
実
家
の
両
親
が
一

緒
に
き
て
、
婿
の
家
の
近
所
を
あ
い
さ
つ
ま
わ
り
す
る
。

O
ド
ラ
ブ
チ
ー
共
同
作
業
や
親
戚
の
つ
き
合
い
が
若
い
男
女
の
交
際
の
場
と
な
り
、

や
が
て
恋
愛
に
発
展
す
る
。
し
か
し
家
柄
や
格
式
を
重
ん
じ
た
む
か
し
は
親
の
承
認

が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
「
駆
け
落
ち
」
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
か
け
落
ち

の
こ
と
を
「
ド
ラ
を
ブ
ッ
」
と
い
っ
た
。
そ
の
ド
ラ
ブ
チ
が
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
て
、
村

の
顔
き
き
や
仲
人
親
分
の
資
格
の
あ
る
家
へ

「ど
う
か
し
て
く
だ
さ
い
」
と
か
け
込

む
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
解
決
し
て
く
れ
る
人
が
必
ず
村
に
は
い
た
と
い
う
。

最
初
は
泣
き
出
す
ほ
ど
叱
り
つ
け
る
。
次
に
は

「
で
き
た
こ
と
は
し
か
た
が
な
い

」。
そ
の
代
わ
り
「
一
生
涯
お
互
い
に
見
捨
て
る

よ
う
な
こ
と
は
な
い
な
」
と
念
を
押
す
。
「
あ
り
ま
す
」
と
い
う
返
事
は
ま
ず
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
し
ば
ら
く
家
に
お
れ

と
い
っ
て
二

人
を
置
い
て
や
っ
た
。

次
に
親
分
は
二
人
を
承
認
し
な
い
親
元
へ
行
っ
て
話
を
す
る
。

相
手
の
立
腹
の
度
合
い
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
話
術
で
話
を
す

る
。
「
若
い
者
が
無
分
別
な
こ
と
を
し
た
ら
ど
う
す
る
」
と
い
う
と
た
い
て
い
の
女
親
の
目
の
色
が
変
わ
る
と
い
う
。
「
親
子
の
縁
を



切
る
」
な
ど
、
強
気
の
こ
と
を
言
う
親
に
は
、
「
そ
れ
で
は
棄
て
た
と
思
っ
て
お
れ
に
預
け
ろ
」
と
か
、

何
と
か
筋
を
通
し
て
親
を
納

得
さ
せ
た
と
い
う
。
た
い
が
い
二
、
三
年
ど
こ
か
で
小
さ
く
な
っ
て
い
て
、
結
局
は
親
分
の
口
き
き
で
元
の
土
地
へ
も
ど
る
こ
と
に
な

る
。婚

姻
と
俗
信
=
婚
姻
に
関
す
る
俗
信
は
各
地
に
多
く
あ
る
。

婚
姻
全
体
に
関
す
る
も
の
と
、
嫁
入
り
儀
礼
に
関
す
る
も
の
と
に
大
別

さ
れ
る
。
そ
の
両
者
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
歳
・
月
・
日
な
ど
時
に
関
す
る
禁
忌
が
多
い
。
年
回
り
で
は
丙
午
・
寅
年
・
丙
寅
・
厄

年
が
忌
ま
れ
た
。
月
で
は
正
月
・
五
月
・
九
月
・
神
無
月
(
か
ん
な
月
・
陰
暦
十
月
)
を
避
け
る
こ
と
は
全
国
で
も
か
な
り
広
い
地
域
に
及

ん
で
い
る
。
長
野
県
諏
訪
地
方
で
は
、
御
柱
(
お
ん
ば
し
ら
)
の
年
一
年
間
は
縁
組
み
を
忌
む
風
習
が
今
も
あ
る
。
え
と
の
申

(
さ
る
)

は
去
る
と
い
っ
て
忌
み
き
ら
っ
た
。

嫁
入
り
の
儀
礼
に
は
マ
ジ
ナ
イ
的
要
素
の
も
の
が
多
い
。
嫁
が
嫁
入
り
の
と
き
門
口
で
婿
方
の
水
を
飲
ん
だ
り
、
嫁
の
持
参
し
た
水

と
合
わ
せ
て
飲
む
と
い
う
風
習
や
、
台
所
口
か
ら
上
が
り
ヒ
ジ
ロ
を
三
回
ま
わ
っ
て
、
奥
の
席
に
つ
く
と
い
う
風
習
も
全
国
に
多
い
。

こ
れ
は
水
神
・
火
神
に
対
す
る
信
仰
か
ら
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

鳴
沢
村
で
は
前
に
も
述
べ
た
が
閏
年
の
嫁
入
り
に
は
門
口
で
花
嫁
に
杵
の
下
を
通
ら
せ
る
風
習
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
似
た
マ
ジ
ナ

イ
も
全
国
に
は
か
な
り
多
い
。
嫁
に
杵
を
ま
た
が
せ
る
。
臼
を
出
し
て
も
ち
を
つ
か
せ
た
り
、
嫁
の
尻
を
た
た
く
な
ど
が
あ
り
、
す
べ

て
が
交
合
を
促
進
す
る
意
味
で
あ
り
、
妊
娠
を
祈
る
た
め
の
マ
ジ
ナ
イ
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
嫁
入
儀
礼
に
は
数
多
く
の
俗
信
が
全
国
に

残
さ
れ
て

い
る
。

鳴
沢
村
の

通
婚
圏

役
場
資
料
に
よ
る
と
、
大
正
四
年
か
ら
十
一
年
の
八
年
間
に
百
三
十
八
件
の
婚
姻
届
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
百
十
三
件
が

村
内
婚
で
あ
り
、
八
二
%
と
い
う
高
い
率
を
示
し
て
い
る
。
十
三
件
は
近
村
の
船
津
村
、
小
立
村
(
河
口
湖
町) ・

大
嵐
村
、
長
浜
村
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合

十 九 八 七 六 五 四

年 年 年 年

1

九 内

1 1 |近

1

1 一 県

四

‒-‒527‒‒

(
足
和
田

村)
・
明
見

村、
瑞
穂
村
(
富
士
吉
田

市) ・
勝
山
村
で
、

県
内
の
他
郡
市
町
村
は
二
件
で
あ
る
。

県
外
婚
は
十
件
で
東
京
・
神

奈
川
・
静
岡
・
長
野
の
近
県
で
あ
る
。
(
表
一
参

照
)

昭
和
二
十
八
年
か
ら
三
十
一
年
の
四
年
間
を
み
る
と
、
婚
姻
圏
も
県
外
、

他
郡
市
町
村
・
近
村
と
広
が
り
を
み
せ
る
。
(
表
二
参

照)
数

字
の
上
で
は
村
内
婚
三
〇
・
四
%
、
近
村
二
六
・
九
%
、
他
郡
市
町
村
一
一
・
三
%
、
県
外
三
一
・
三
%
と
な
り
、
県
外
婚
が
群
を
抜
い

て
増
え
て
い
る
。
し
か
し
、
県
外
婚
三
十
六
件
の
う
ち
二
十
八
件
は
、
鳴
沢
村
か
ら
他
県
へ
嫁
に
行
っ
た
女
子
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
差

し
引
い
た
数
は
八
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
鳴
沢
村
に
居
を
構
え
た
県
外
と
の
縁
組
者
は
〇
・
六
一
%
と
一
割
た
ら
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ

(
表
一
)

鳴
沢
村
の
通
婚
圏
(
大
正
四
～
十
一
年
・
婚
姻
届
簿
)

年
度

|
村

内
村

県
内

他
郡

市
外

合
計

大
正

四
年

1
1

1
(
船
津
)

(
静

岡
)

五
年

一
五

四
(
船
津
二
・
大

嵐
・

(
山
梨

市
)

二 1
1
0

瑞
穂

)

五
六

年
1
1

(
長
浜

)
(
御
坂
町
)

二
(
長
野
・

静
岡
)

七
一
九

(
船
津
)

(
神
奈
川
)

二
二二

1 1
1
1

(
神
奈
川
)

一
四

1
1
0

九
年

一
五

三
(
勝
山
・
小

立
・
明

1
1

(
静
岡
)

二
〇

見
)

十
年

一
七

(
瑞
穂
)

二
(
東
京
・
静
岡
)

1
1
0

十
一
年

一 1
二
1二
1
1

(
瑞

穂
)

一
四

計 Th
e

一
一
三

一
1
三
1
1
1

1 1
0

一
三
八

1



合 1 年 合 昭 年

計
i A

計 年 年 年 年 「度

ニ ー → 三 三 内 村

入 |近

九 | - - 四 . 九 村 市 ミ 三八 内

五 八 六 九 七 村 村

入 |他 八〇七六 村

1 二 三三二 村

出 町

二五六 二 二 村 六 四 一 二

入|県 七八一 六|
五

1 六 四 五 二 四

|外
五二 六 五 八 外

村

計 注・()内の数字は鳴
沢村から嫁に行った数

-528‒

(
表
二
)
昭
和
二
十
八
～
三
十
一
年

年
度

村
内

近
市

町
村

他
郡

市
町

村
県

合
計

昭
和
二

八
年

1
1

(
四
)

二
二

二
九

年
1

五
(
一
1

1
1
1)

三
六

三
〇
年

0
四

(
七
)

三
三

三
1
1
1一

1
年 #

六
(
四
)

二 1
1
四

Z
IU

計
三
五

1

三

1二
1一

1
一
1
三
1三
1
1

三
六

一
一
五

(
表
三
)

昭
和
五
十
六
～
六
十
年近

市
町

村
他

郡
市

町
村

年
度

村
内

合
計

入
村

一
出

村
入

村
出

村
村

出
社

昭
和
五
六
年

1
1
1

九
1
1

1
1

三
五

五
七
年

一
一

1
1
1

1
1

三
五

五
八
年

一
四

四
一

五
九
年

一
一

1 1
三
三

1

六
〇

年
1

1
1

三 1
1
1〇 0

五
四

三
五

1
1

一
七

二
一
一

二
六

会
計
T
h
e

一
1〇 0

一
四
七

八
九

二
八

四
七

て
県
外
に
嫁
に
行
っ
た
二
十
八
人
を
引
い
て
計
算
す
る
と
、

村
内
婚
は
四
〇
・
二
%
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
こ
の
こ
ろ
で
も
高
い
比
率
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し

約
三

十
五
年
前
の
大
正
期
に
比
べ
る
と
村
内
婚
は
率
の
上
で
は
半
数
以
下
に
激
減
し
て
い
る
。
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育

‒‒529-ontine

次
に
昭
和
五
十
六
年
か
ら
六
十
年
の
五
年
間
の
村
内
の
婚
姻
統
計
は
、

表
三
の

通
り
で
、

五
年
間
に
百
七
十
一
件
が
数
え
ら
れ
、
近
村

婚
が
目
立
っ
て
い
る
。
そ
の
比
率
は
全
体
の
五
一
・
一
%
に
あ
た
る
。
次
に
多
い
の
は
県
外
の
四
十
七

件
、
三
一
・
九
%
。

他
郡
市
町
村

二
十
八
件
、
一
六
・
〇
%
で
、
村
内
婚
は
十
件
の
〇
・
五
七
%
と
激
減
し
た
。

以
上
み
て
き
た
が
、
村
内
婚
が
激
減
し
近
隣
市
町
村
が
増
え
た
理
由
は
、
か
つ
て
は
自
由
結
婚
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
親
が
決
め
た
見

合
い
結
婚
な
ど
で
、

村
に
は
こ
れ
と
い
っ
た
産
業
も
な
く
農
・
林
業
の
労
働
力
は
村
内
確
保
で
あ
っ
た
た
め
村
内
婚
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
戦
後
、

道
路
網
の
整
備
、
車
の
普
及
、

産
業
の
急
速
な
発
展
な
ど
に
と
も
な
い
、
近
隣
市
町
村
に
優
良
企
業
が
進
出
し
、
若
者

は
車
を
使
っ
て
の
通
勤
圏
で
あ
る
富
士
吉
田
市
・
河
口
湖
町
方
面
な
ど
に
競
っ
て
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
職
場
結
婚
が
目
立

ち
こ
れ
ら
の
要
因
が
通
婚
圏
を
変
え
て
い
っ
た
大
き
な
理
由
と
推
察
で
き
る
。

第
二

節
産

育

妊
娠
と
出
産

妊
婦
を
意
味
す
る
言
葉
は
各
地
で
、
い
ろ
い
ろ
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。

信
州
で
は
女
性
の
生
理
の
閉
止
の
こ
と
を
意
味
し
て
「
ヒ

ノ
ベ

」
と
い
い
、

奥
羽
地
方
で
は
孕
(
は
ら
む
)
こ
と
を
タ
ナ
グ
と
い
い
、

妊
婦
の
こ
と

を
、
「
ハ
ラ
ビ
ト
」
と
い
っ
て
い
る
。

鳴
沢
村

で
は
「
ハ
ラ
ム
・
ハ
ラ
ミ
ッ
ト
・
子
を
も
つ
」
と
い
う
。

妊
婦
が
妊
娠
中
に
し
て
は
い
け
な
い
「
禁
忌」

が
い
く
つ
か
あ
る
。
ス
ル
ス
(
栗
の
外
皮
を
取
る
道
具)

・
石
臼
を
ひ
い
て
は
い
け
な

い
。
ダ
ラ
桶
(
肥
お
け
)
を
持
っ
て
は
い
け
な
い
。
ア
ワ
・
ヒ
エ
つ
き
に
使
う
キ
ネ
を
持
っ
て
は
い
け
な
い
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
妊

婦
に
急
激
な
運
動
を
さ
せ
な
い
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
半
面
、
運
動
不
足
も
よ
く
な
い
の
で
、
豆
を
こ
ぼ
し
て
妊
婦
に
そ
れ
を
拾
わ
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せ
る
と
い
う
風
習
も
あ
っ
た
。

食
物
に
よ
る
も
の
に
は
、
ナ
マ
イ
カ
・
タ
ニ
シ
は
食
べ
て
は
い
け
な
い
。
兎
の
肉
を
食
べ
る
と
三
つ
口
の
子
が
生
ま
れ
る
。
ネ
ギ
を
た

く
さ
ん
食
べ
る
と
、
ワ
キ
ガ
の
子
が
生
ま
れ
る
な
ど
の
俗
信
に
結
び
つ
い
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。

便
所
の
掃
除
を
よ
く
す
る
と
お
産

は
軽
く
す
み
、

美
し
い
子
が
生
ま
れ
る
と
い
う
の
は
、

便
所
の
神
が
産
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
産
育

に
つ
い
て
、
村
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
風
習
を
個
条
に
し
て
述
べ
る

。

○
帯
祝
い
=
腹
帯
の
祝
い
と
も
い
い
、
妊
娠
五

ヶ
月
目
の
祝
い
の
こ
と
で
、

帯
祝
い
は
新
生
児
の
生
存
権
の

最
初
の
承
認
で
も
あ
る
。

子
供
の
間
引
き
の
行
わ
れ
た
近
世
で
も
、
こ
の
祝
い
の
す
ん
だ
子
は
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

懐
妊
の
兆
候
を
知
っ
た
妊
婦
の
里
方
の
親
は
、
餅
を
一
日
つ
い
て
、
さ
ら
し
の
布
一
丈
を
そ
え
婚
家
に
あ
い
さ
つ
に
行
き
、
こ
れ
を

祝
う
。

妊
婦
は
こ
の
さ
ら
し
の
布
を
戌

(
い
ぬ
)
の
日
に
腹
に
巻
い
て
安
産
を
祈
っ
た
。
な
ぜ
戌
の
日
を
選
ん
だ
か
と
い
う
の
は
、
犬
は
お

産
の
軽
い
動
物
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
あ
や
か
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
甲
州
で
は
「
ユ
ウ
ジ
ャ
ク
祝
い
」
と
い
っ
て
い
る
。

○
産
屋
(
う
ぶ
や) =

産
屋
は
神
代
の
む
か
し
の
物
語
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
出
産
に
あ
た
っ
て
建
て
ら
れ
た
お
産
の
部
屋
で
あ

る
。
産
婦
が
お
産
の
忌
の
期

間
で
あ
る
二
十
一
日
な
い
し
は
、
七
十
五
日
間
、

別
火
生
活
を
す
る
場
所
を
い
っ
た
。

郡
内
地
方
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
ヒ
マ
ヤ
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
鳴
沢
村
で
は
「
ヒ
マ
ヤ
」
は
女
性
の
生
理
の
こ
と
だ
と
も
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
全
国
に
、
古
く
か
ら
女
性
の
生
理
を
忌
み
き
ら
う
風
習
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
期
間
中
、
忌
み
こ
も
っ
た
場
所
を
忌
小
屋

(
ヒ

マ
ヤ
)
と
い
い
、
暇
屋
の
文
字
を
当
て
て
い
る
。
女
性
も
こ
の
期
間
だ
け
は
暇
な
数
日
を
す
ご
す
の
で
、
「
暇
」
の
文
字
が
当
て
ら
れ

た
と
い
う
。

鳴
沢
村
に
も
近
年
ま
で
ヒ
マ
ヤ
の
あ
っ
た
家
が
数
多
く
あ
っ
た
こ
と
を
、
村
役
場
の
企
画
課
長
、
三

浦
忍
氏
が
確
認
し
て
い
る
。
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ヒ
マ
ヤ
は
内
馬
屋
に
隣
接
し
た
と
こ
ろ
に
設
け
ら
れ
「
オ
カ
マ
ヤ
」
と
も
い
っ
た
。
ま
た
母
屋
の
納
戸
に
接
し
た
小
部
屋
を
ヒ
マ
ヤ
と

し
て
使
用
し
た
り
、

納
戸
(
ヘ
ン
ヤ
)
を
ヒ
マ
ヤ
と
し
た
家
も
あ
っ
た
。

大
田
和
区
の
渡
辺
昭
秀
氏
宅
は
、
近
年
古
い
家
を
取
り
こ
わ
し
新
築
し
た
が
、

古
い
家
に
は
ヒ
マ
ヤ
が
あ
り
、

家
族
と
別
火
生
活
を

し
た
と
き
使
用
し
た
、
小
さ
い
自
在
カ
ギ
が
残
さ
れ
、

村
の
民
俗
資
科
と
し
て
役
場
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。
村
の
年
配
者
に
も
す
で
に

こ
の
こ
と
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
。

村
の
か
つ
て
の
風
俗
を
知
る
一
級
の
民
俗
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

産
婆

(さ
ん
ば) =

分
娩
を
助
け
て
子
を
生
ま
せ
る
こ
と
を
「
ト
リ
ア
ゲ
ル
」
と
い
い
、
産
婆
を
「
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
」
な
ど
と
い
っ

た
。
今
で
は
す
べ
て
が
病
院
で
出
産
す
る
の
で
、

産
婆
を
生
業
と
す
る
も
の
は
い
な
く
な
っ
た
。

鳴
沢
村
に
も
か
つ
て
は
、

「
オ
モ
ン
バ
ア」

と
い
う
助
産
の
名
手
が
い
た
。
小
林
モ
ン
さ
ん
と
い
う
人
で
、

名
ま
え
を
と
っ
て
「
オ

モ
ン
バ
ア
」
と
い
っ
た
。

O
へ
そ
の
緒
(
へ
そ
の
を) =

へ
そ
の
緒
は
、
新
生
児
が
わ
と
、
母
親
が
わ
二
ヵ
所
を
麻
ひ
も
な
ど
で
し
ば
り
、
そ
の
真
ん
中
を
切
っ

た
。
切
る
の
に
金
物
を
忌
む
こ
と
は
全
国
的
に
あ
り
、

竹
の
箆

(
へ
ら
)
や
、
葦

(あ
し
)
な
ど
を
使
っ
て
切
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

鳴
沢
村
で
は
赤
子
が
「
出
べ
そ
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
、
サ
ラ
シ
の
布
に
穴
あ
き
銭
を
包
ん
で
赤
子
の
へ
そ
の
上
か
ら
腹
帯
の
よ

う
に
巻
く
風
習
が
あ
っ
た
。

へ
そ
の
緒
は
ど
う
仕
末
さ
れ
る
か
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
乾
燥
し
て
保
存
、
嫁
入
り
の
時
に
持
た
せ
て
や
っ
た
り
、
危
急
の

と
き
せ
ん
じ
て
飲
ま
せ
る
と
、
一
度
は
生
命
を
と
り
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ど
の
俗
信
も
あ
る
。

の
ち
産
(
の
ち
ざ
ん) =

新
生
児
の
、
の
ち
産
は
人
に
踏
ま
せ
る
と
、
そ
の
子
が
健
康
で
強
く
育
つ
と
い
う
俗
信
か
ら
、
大
戸
前
な

ど
の
人
の
出
入
り
口
に
埋
め
る
と
い
う
風
習
が
あ
っ
た
。
大
田
和
区
で
は
墓
地
の
空
き
地
に
埋
め
た
。

○
産
飯
(
う
ぶ
め
し) =

出
産
直
後
に
う
ぶ
め
し
を
炊
い
て
産
神
に
供
え
る
。
産
屋
の
め
し
・
ウ
ブ
タ
テ
な
ど
と
い
わ
れ
て
、
大
勢
の
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人
に
食
べ
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
子
が
成
長
し
た
後
に
大
き
な
世
帯
が
も
て
る
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
。
女
の
子
の
場
合
神
に

供
え
る
う
ぶ
め
し
に
、
え
く
ぼ
大
に
指
で
押
し
た
も
の
を
供
え
れ
ば
、
そ
の
子
に
え
く
ぼ
が
出
る
よ
う
に
祈
る
風
習
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
鳴
沢
村
で
は
「
エ
ク
ボ
メ
シ
」
と
い
う
。

産
湯
(
う
ぶ
ゆ) =

生
ま
れ
た
子
が
初
め
て
湯
に
つ
か
る
こ
と
で
、
鳴
沢
村
で
は
子
供
が
カ
ブ
レ
な
い
よ
う
に
と
、
湯
を
わ
か
す
燃

料
に
ウ
ル
シ
塗
り
の
わ
ん
な
ど
を
く
べ
た
。

O
名
つ
け
親
=
新
生
児
の
命
名
は
、

お
七
夜
ま
で
に
つ
け
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
十
一
日
目
・
十
四
日
目
な
ど
の
と
こ
ろ
も
あ
る
。

父
親
も
七
日
ま
で
は
産
の
忌
に
服
す
義
務
が
あ
り
、

命
名
も
産
の
忌
あ
け
に
関
係
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

名
を
つ
け
て
も
ら
う
仮
親
を
、
名
つ
け
親
と
い
う
。
生
ま
れ
た
子
供
が
病
弱
で
あ
る
と
か
、
生
ま
れ
て
も
次
々
に
死
亡
す
る
と
か
、

ま
た
親
の
厄
年
に
出
た
子
と

か
、
子
供
の
成
長
が
危
ぶ
ま
れ
る
ば
あ
い
な
ど

は
、
拾
い
親
、
養
い
親
な
ど
の
仮
親
に
名
付
け
親
を
か
ね

て
も
ら
う
こ
と
が
多
か
っ
た
、

鳴
沢
村
で
は
、
仲
人
・
親
分
・
寺
の
住
職
・
神
主
な
ど
に
命
名
し
て
も
ら
っ
た
。
親
が
つ
け
る
こ
と
も
あ
り
、
先
祖
名
の
一
字
を
も

ら
っ
て
つ
け
る
こ
と
も
し
た
。

「
末
」
の
字
の
つ
い
た
名
ま
え
は
こ
れ
以
上
子
を
生
ま
な
い
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
子
を
止
め
る
に
用

い
た
。

○
赤
見

(
あ
か
み) =

出
産
後
二
、
三
日
た
っ
て
ア
カ
ミ

(
出
産
見
舞
)
と
い
っ
て
、
近
隣
縁
者
に
新
生
児
を
み
て
も
ら
っ
た
。
見
舞
客

は
お
米
な
ど
を
持
参
し
た
。

○
宮
参
り

(
み
や
ま
い
り) =

生
後
一
カ
月
た
つ
と
村
の
氏
神
さ
ん
に
親
子
そ
ろ
っ
て
参
拝
し
、
子
供
の
健
康
と
安
全
を
祈
願
し
た
。

こ
の
宮
参
り
は
社
会
的
に
は
氏
神
の
氏
子
に
入
り
、
村
人
の
仲
間
に
入
っ
た
こ
と
を
認
め
て
も
ら
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
男
児
は
生
後

三
十
一
日
、
女
児
は
三
十
日
目
と
き
ま
っ
て
い
る
。
新
生
児
の
名
前
を
書
い
た
命
名
紙
と
洗
米
な
ど
を
神
前
に
供
え
た
。
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こ
の
こ
ろ
赤
子
の
う
ぶ
毛
や
、
髪
の
毛
を
そ
る
が
、

首
す
じ
の
盆
の
く
ぼ
の
毛
は
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
い
た
。
赤
子
が
転
び
そ
う
に

な
っ
た
り
、
ヒ
ジ
ロ
に
落
ち
そ
う
に
な
っ
た
と
き
な
ど
、
氏
神
さ
ん
が
そ
の
毛
を
つ
か
ん
で
起
こ
し
て
く
れ
た
り
、
ヒ
ジ
ロ
か
ら
拾
い

上
げ
て
く
れ
る
と
い
う
。
鳴
沢
村
で
は
お
宮
参
り
の
こ
と
を
「
ナ
カ
ア
ガ
リ
」
と
い
っ
た
。

○
お
食
い
初
め
(
お
く
い
ぞ
め) =

誕
生
百
日
目
の
祝
い
の
こ
と
を
い
い
、
こ
の
日
か
ら
米
粒
を
食
わ
せ
て
も
よ
い
と
い
わ
れ
、
柔
ら

か
く
炊
い
た
ご
飯
の
粒
を
一
、
二
粒
与
え
る
ま
ね
を
す
る
。
こ
の
日
に
子
供
の
箸
や
ち
ゃ
わ
ん
を
そ
ろ
え
る
。

O
立
ち
も
ち
=
子
供
が
一
歳
の
誕
生
日
前
に
立
ち
始
め
る
と
、
も
ち
を
つ
い
て
祝
う
。

○
初
節
句
=
男
児
は
五

月、
女
児
は
三
月
、
生
後
初
め
て
の
節
句
に
里
方
や
親
戚
か
ら
人
形
や
幟
(
の
ぼ
り
)
が

贈
ら

れ
、

子
供
の

家

か
ら
菱
餅
や
、
か
し
わ
餅
を
贈
っ
て
祝
う
。
一
部
の
地
方
で
は
正
月
に
男
児
に
ハ
マ
弓
・
矢
、
女
児
に
は
羽
子
板
・
手
権
な
ど
を
贈
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
初
子
に
限
り
、

次
子
以
下
は
略
す
例
が
多
い
。

誕
生
祝
い
は
生
後
満
一
年
の
初
誕
生
を
祝
う
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
あ
と
は
略
さ
れ
た
。
そ
の
日
は
赤
飯
、
も
ち
な
ど
で
祝
っ
た
。

育
児
=
母
親
は
子
供
を
ネ
ン
ネ
コ
ハ
ン
テ
ン
や
負
い
紐
で
背
負
っ
て
の
生
活
が
多
か
っ
た
。
子
供
の
病
気
に
は
神
経
を
と

が
ら

せ

た
。
病
気
の
予
防
や
薬
の
な
い
時
代
に
は
「
マ
ジ
ナ
イ
」
が
流
行
し
た
。
病
気
は
疫
病
神
の
し
わ
ざ
と
信
じ
て
い
た
。

麻
疹
・
疱
瘡
な

ど
小
児
の
か
か
り
や
す
い
病
気
に
は
、
疫
病
神
送
り
と
か
疱
瘡
神
送
り
な
ど
が
行
わ
れ

た
。
家
の
屋
根
に
検
査
(
さ
ん
だ
わ
ら
)
を
置
き
そ
の
上
に
赤
い
紙
の
御
幣

(
ご
へ
い
)

を
立
て
、

疫
病
神
の
送
り
を
し
た
。

母
親
に
と
っ
て
一
番
の
心
痛
は
赤
子
の
夜
泣
き
で
あ
っ
た
。

夜
泣
き
を
防
ぐ
に
は
昔

か
ら
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
原
因
は
襁
褓

(き
ょ
う
ほ
う
・
オ
ム
ツ
)

を
夜
干
し
す
る
か
ら
と
か
、
狐
や
イ
タ
チ
の
し
わ
ざ
で
あ
る
な
ど
と
信
じ
て
い
た
。
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そ
れ
に
対
す
る
マ
ジ
ナ
イ
に
は
、
鶏
の
絵
を
か
い
て
カ
マ
ド
に
あ
げ
た
り
、
小
児
の
枕
の
下
に
張
っ
た
り
す
る
こ
と
や
、

夫
婦
で
家

の
回
り
を
三
回
ま
わ
る
と
か
、

男
が
杵
を
か
つ
い
で
ま
わ
る
な
ど
全
国
に
種
々
の
マ
ジ
ナ
イ
が
あ
っ
た
。

鳴
沢
村
で
は
、
大
戸
わ
き
の
く
ぐ
り
戸
の
前
に
刃
物
(
カ
ミ
ソ
リ
な
ど
)
の
刃
を
外
に
向
け
て
埋
め
て
お
く
と
夜
泣
き
が
止
ま
る
と

い
う
俗
信
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
村
に
祈
禱
師
が
い
て
、
夜
泣
き
す
る
子
を
連
れ
て
行
き
、
拝
ん
で
も
ら
う
こ
と
も
行
わ
れ
た
が
、
そ
の

ほ
か
乳
児
の
ひ
よ
め
き
に
、
マ
ジ
ナ
イ
薬

(不
明
)
を
塗
る
こ
と
も
し
た
。

虫
か
じ
=
か
ん
の
虫
の
強
い
子
に
は
「
虫
き
り
」
の
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
「
虫
加
持
」
と
い
う
行
事
が
あ
っ
た
。
増
穂
町
青
柳
の
昌

福
寺
は
春
秋
の
彼
岸
に
そ
れ
が
行
わ
れ
、
県
下
の
幼
児
が
集
ま
っ
て
に
ぎ
わ
う
。

鳴
沢
村
で
は
カ
エ
ル
を
焼
い
て
か
ん
の
虫
の
強
い
子
に
な
め
さ
せ
た
り
。
足
和
田
村
の
西
湖
部
落
の
山
沢
に
生
息
す
る
サ
ン
シ
ョ
ウ

魚
の
小
さ
い
も
の
を
捕
っ
て
き
て
、
生
で
飲
ま
せ
る
こ
と
も
し
た
。

七
五
三

(
し
ち
ご
さ
ん
)
十
一
月
十
五
日
が
七
五
三
の
祝
い
で
あ
る
。
五
歳
の
男
児
、
三
歳
、
七
歳
の
女
児
が
こ
れ
に
相
当
し
、
氏

神
に
参
け
い
す
る
。

○
若
者
組
=
十
三
、
四
歳
以
上
、
二
十
五
歳
ま
で
の
青
年
男
女
を
「
若
い
衆
・
女
衆
」
と
よ
び
、
そ
れ
が
の
ち
の
青
年
会
・
処
女
会
と

な
り
青
年
団
と
な
っ
た
。

O
成
年
式
=
一
人
前
の
男
女
に
な
っ
た
こ
と
を
社
会
的
に
認
め
て
も
ら
う
儀
式
で
あ
っ
た
、
女
の
場
合
成
女
式
と
よ
び
わ
け
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
武
家
の
場
合
は
元
服
式
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

古
く
は
十
三

歳
か
ら
十
五
歳
前
後
に
行
わ
れ
、

前
髪
を
そ
り
落
と
し
て
衣
類
も
そ
で
を
短
く
し
、
幼
名
で
呼
ん
だ
名
ま
え
も
改
め
、

親
戚
や
村
人
を
招
い
て
祝
い
を
し
た
。
フ
ン
ド
シ
祝
い
な
ど
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
も
全
国
的
に
広
く
あ
る
。
こ
の
時
期
を
契
機
に
褌
(
ふ
ん

ど
し)
を
締
め
る
よ
う
に
な
り
、
生
理
的
に
も
一
人
前
の
男
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
婚
姻
の
資
格
を
備
え
た
成
年
男
子
で
あ
る
と



第三章 一生の儀礼

-535-

い
う
象
徴
で
も
あ
っ
た
。

成
女
式
は
、
生
理
的
変
化
に
よ
り
、
初
経
を
み
た
時
期
に
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
成
女
式
に
鉄
漿
(
か
ね
・
お
は
ぐ
ろ
)
を
つ
け

た
所
が
多
く
、
カ
ネ
イ
ワ
イ
と
も
い
っ
た
。

鉄
漿
つ
け
は
後
世
婚
姻
の
前
後
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、

既
婚
者
と
し
て
の
標

示
の
よ
う
に
み
ら
れ
て
い
る
が
、

「
十
三
カ
ネ
」
い
う
言
葉
が
あ
り
、
十
三
歳
前
後
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

今
で
は
一
月
十
五
日
に
満
二
十
歳
の
成
人
を
祝
う
。

○
厄
除
け
=
男
の
二
十
五

歳、
四
十
二
歳
が
厄
年
の
中
で
も
大
厄
と
さ
れ
、
女
は
十
九

歳、
三
十
三
歳
で
あ
る
。
厄
難
の
あ
る
年
回
り

と
し
て
忌
み
慎
ん
だ
。
村
で
の
風
習
は
厄
払
い
に
親
類
、
近
隣
を
よ
び
集
め
酒
食
を
も
て
な
し
て
厄
を
払
っ
た
。
甲
府
市
湯
村
の
塩
沢

寺
に
は
厄
除
け
地
蔵
が
ま
つ
ら
れ
、
二
月
十
三
日
の
夜
か
ら
十
四
日
の
昼
に
か
け
、
厄
除
け
の
た
め
に
、
全
国
か
ら
善
男
善
女
が
集
ま

る
。
年
の
数
だ
け

ダ
ン
ゴ
を
供
え
る
と
厄
難
除
け
に
な
る
と
い
う
。

第
三
節

葬
送

は
じ
め
に

わ
が
国
の
葬
法
に
は
、
古

来、
風
葬
・
土
葬
・
火
葬
が
行
わ
れ
、
ま
れ
に
水
葬
も
行
わ
れ
て
き
た
。
鳴
沢
村
で
は
古
く
か
ら
土
葬
が
行

わ
れ
て
い
た
。

土
葬
は
上
代
以
来
広
く
行
わ
れ
た
日
本
の
葬
法
で
、
も
っ
と
も
普
及
し
た
葬
法
で
あ
っ
た
。
中
世
こ
ろ
ま
で
は
横
穴
埋
葬
も
行
わ
れ
て

い
た
が
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
竪
穴
埋
葬
で
あ
る
。
棺
は
木
製
ま
た
は
陶
製
(九

州
・
八
丈
島
な
ど
)
で
地
中
に
深
く
埋
葬
し
た
り
、
そ
の
上

に
墳
丘
を
築
い
た
り
し
た
。
こ
の
ば
あ
い
、
伸
展
葬
と
屈
葬
が
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
、

市
民
の
間
で
用
い
ら
れ
た
早
桶
(
は
や
お
け
)
は
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屈
葬
の
棺
で
あ
っ
た
、
鳴
沢
村
で
も
こ
の
屈
葬
の
棺
が
長
い
間
使
わ
れ
て
い
た
。
伸
展
葬
は
農
村
で
も
比
較
的
地
位
の
高
い
も
の
や
、
富

者
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
今
で
は
寝
棺
と
い
い
伸
展
葬
で
あ
る
。

鳴
沢
村
に
は
非
常
に
珍
し
い
「
墓
制
」
が
あ
る
。
遺
骸
を
葬
っ
た
墓
を
、
以
後
、
永
久
に
そ
の
死
者
を
祭
る
地
に
当
て
る
こ
と
が
、
今

日
一
般
的
な
風
習
で
あ
る
が
、
そ
の
葬
地
を
比
較
的
早
く
捨
て
、
別
の
祭
地
に
そ
の
霊
を
祭
る
風
習
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
第
一
次
墓
地

と
、
第
二
次
墓
地
を
持
つ
墓
制
で
、
民
俗
学
の
う
え
で
は
、
こ
の
こ
と
を

「
両
墓
制
」
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
第
一
次
墓
地
を
「
埋
め

墓
」、

第
二
次
墓
地
を
「
参
り
墓
」
と
よ
ん
で
い
る
。

本
村
の
こ
の
よ
う
な
墓
制
は
大
田
和
地
区
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
墓
制
も
日
本
古
来
の
両
墓
制
で
な
く
、

埋
め
墓
は
共
同
墓

地
で
あ
り
明
治
維
新
の
墓
制
改
革
で
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
的
確
な
資
料
が
な
い
の
で
判
断
は
む
ず
か
し
い
。
今
後
の

研
究
課
題
で
あ
る
。

鳴
沢
地
区
に
は
こ
の
墓
制
は
み
ら
れ
ず
「
単
墓
制
」
で
あ
る
。

鳴
沢
村
の
葬
送
儀
礼

鳴
沢
村
の
葬
送
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
て
い
た
か
、
村
の
古
老
の
話
を
中
心
に
そ
の
様
子
を
項
目
別
に
紹
介
す
る
。
こ
の
稿
の
取

材
に
当
た
っ
て
、

鳴
沢
地
区
の
渡
辺
国
孝
・
渡
辺
さ
か
の
、
大
田
和
地
区
の
渡
辺
和
一
郎
・
渡
辺
覚
の
各
氏
の
協
力
を
え
た
。

○
死
亡
=
病
人
の
あ
る
家
か
ら
、
夜
間
ヒ
ト
ダ
マ
(
青
白
い
光
も
の
)
が
出
て
お
寺
の
方
へ
飛
ん
で
行
く
と
間
も
な
く
そ
の
病
人
は
死

ぬ
と
い
う
俗
信
が
あ
る
。
葬
式
の
こ
と
を
鳴
沢
地
区
で
は
「
オ
ト
ブ
ラ
イ
」
、
大
田
和
地
区
で
は
「
オ
ト
ブ
レ
イ
」
と
い
う
。

○
魂
呼
び
(
た
ま
よ
び) =

死
者
の
名
を
呼
び
か
え
し
て
、
死
か
ら
よ
み
が
え
ら
せ
よ
う
と
す
る
風
習
が
あ
る
が
、

今
で
は
形
式

的
な

儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
枕
も
と
で
死
者
に
向
か
っ
て
呼
ぶ
も
の
、
屋
根
な
ど
の
高
い
所
へ
上
が
っ
て
よ
ぶ
も
の
、

山
・
海
・
井
戸
な
ど
に
向
か
っ
て
よ
ぶ
三
形
式
が
あ
っ
た
。
屋
根
に
上
が
っ
て
呼
ぶ
も
の
に
は
棟
に
穴
を
あ
け
た
り
、

瓦
を
は
ぐ
な
ど

の
た
ぐ
い
も
あ
っ
た
。
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肉
親
の
者
が
死
者
の
枕
も
と
で
呼
ぶ
の
は
、

本
能
的
の
も
の
で
あ
る
が
、

屋
根
の
上
で
遠
く
へ
去
ろ
う
と
す
る
も
の
を
呼
び
か
え
す

と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
「
マ
ジ
ナ
イ
」
で
あ
る
。
死
は
霊
魂
が
肉
体
か
ら
離
れ
て
、
再
度
も
ど
ら
な
い
と
考
え
、
そ
れ
を
呼
び
か

え
す
こ
と
で
、
よ
み
が
え
ら
せ
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
ら
う
。

○
飛
脚

(
ひ
き
ゃ
く) =

死
亡
の
知
ら
せ
を
す
る
役
目
の
者
を
い
い
、
必
ず
二
人
一
組
と
な
っ
て
、
親
類
や
親
分
な
ど
に
通
知
す
る
。

葬
式
組
=
死
者
の
出
た
家
の
葬
送
を
円
滑
に
す
る
た
め
周
辺
の
多
く
の
家
々
が
協
力
し
て
、
喪
主
に
か
わ
っ
て
葬
送
の
準
備
か
ら
埋

葬
ま
で
の
一
切
を
取
り
仕
切
っ
た
。

○
喪
(
も) =

喪
は
魂
呼
び
の
儀
礼
か
ら
入
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
む
か
し
は
呼
吸
が
止
ま
っ
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
死
と
は
い
わ
れ

ず
、

少
し
の
期
間
を
お
い
て
死
を
確
認
し
た
の
ち
喪
に
入
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
魂
呼
び
は
ち
ょ
う
ど
二
つ
に
ま
た
が
る
儀
礼
で
あ

り
、

一
方
で
は
魂
を
呼
び
戻
す
努
力
と
と
も
に
、

帰
ら
ぬ
魂
は
す
で
に
死
霊
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
遺
族
の
喪
に
服
す
る
始
ま
り
と
な
る

の
で

あ
る

。

喪
は
忌

(き
)
と
服

(
ぶ
く
)
と
に
分
か
れ
て
、
死
の
忌
み
の
差
を
示
す
。
忌
は
中
陰
(
四
十
九
日
)
を
も
っ
て
明
け
(
精
進
上
げ
)
、

死
者
は
こ
の
期
間
に
完
全
に
他
界
へ
入
り
、
精
進
あ
が
り
と
な
り
服
喪
者
は
平
常
の
生
活
に
も
ど
る
。

服
(
ぶ
く)

は
こ
れ
以
後
の
こ
と
を
い
い
、
忌
よ
り
や
や
軽
い
喪
に
服
し
な
が
ら
月
忌
・
年
忌
・
新
盆
な
ど
を
と
り
お
こ
な
う
わ
け

で
あ
る
。

喪
屋
は、

死
者
の
近
親
者
た
ち
が
、
遺
骸
と
と
も
に
忌
み
こ
も
っ
た
建
物
を
い
っ
た
。
む
か
し
は
死
者
の
子
や
孫
が
四
十
九
日
の
忌

中
そ
こ
に
こ
も
っ
て
離
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

O
枕
飯
(
ま
く
ら
め
し) =

死
後
た
だ
ち
に
死
者
に
供
え
る
飯
で
、
枕
だ
ん
ご
も
い
っ
し
ょ
に
供
え
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
ま
た
、
一
方

だ
け
の
と
こ
ろ
も
あ
る
。
人
が
息
を
ひ
き
と
る
と
、
ま
ず
善
光
寺
参
り
を
し
て
く
る
と
い
わ
れ
、
飯
や
だ
ん
ご
は
そ
の
と
き
の
弁
当
だ
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と
い
う
俗
信
が
い
わ
れ
て
い
る
。

飯
を
た
く
の
に
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
カ
マ
ド
は
使
わ
な
い
。
簡
単
な
カ
マ
ド
を
築
い
て
た
く
。
飯
の
量
は
わ
ん
に
山
盛
り
い
っ
ぱ
い

分
で
、
早
く
炊
い
て
、
炊
い
た
分
だ
け
盛
り
き
る
。
盛
っ
た
飯
に
箸
一
ぜ
ん
を
垂
直
に
立
て
て
供
え
る
。
飯
を
盛
る
シ
ャ
モ
ジ
は
葬
式

組
の
者
が
作
り
、
使
用
後
、
灰
と
い
っ
し
ょ
に
ム
シ
ロ
に
包
ん
で
墓
に
埋
め
る
。

枕
だ
ん
ご
(
マ
ル
メ
・
オ
マ
ル
)
を
作
る
粉
は
左
臼
で
挽
(
ひ
)
く
な
ど
、
通
常
と
異
な
っ
た
作
法
が
あ
っ
た
。
粉
は
ソ
バ
粉
を
使
う

こ
と
も
あ
る
。
供
え
た
飯
・
だ
ん
ご
は
、
野
辺
送
り
の
と
き
墓
地
へ
埋
め
て
く
る
。
ち
ゃ
わ
ん
・
わ
ん
は
持
ち
帰
り
七
日
の
忌
明
け
に

水
で
清
め
て
使
用
し
た
。

O
魔
除
け
(
ま
よ
け) =

死
者
の
死
体
は
北
ま
く
ら
に
し
て
寝
か
せ
る
。
山
犬
・
猫
な
ど
の
魔
物
か
ら
守
る
た
め
、
夜
具
の
上
に
鎌
や

カ
ミ
ソ
リ
な
ど
の
刃
物
を
置
い
て
魔
除
け
と
し
た
。

〇 O
年
か
ら
豆
=
同
じ
年
の
人
が
死
ぬ
と
大
豆
を
い
っ
て
大
神
様
に
供
え
、
そ
の
豆
を
本
人
や
家
族
で
食
べ
る
年
取
り
の
豆
で
、
一
つ
よ

け
い
年
を
と
り
、
同
年
の
死
者
と
の
年
を
か
え
、
そ
れ
に
勝
つ
意
味
を
合
わ
せ
て
「
年
か
ら
豆
」
と
い
っ
た
。

O

湯
灌
(
ゆ
か
ん) =

死
者
を
棺
に
納
め
る
前
に
、
肉
親
者
が
湯
水
で
死
体
を
ぬ
ぐ
い
清
め
る
。
湯
水
は
タ
ラ
イ
な
ど
に
先
に
水
を
そ

そ
ぎ
湯
は
あ
と
か
ら
入
れ
た
。
使
っ
た
湯
水
は
日
の
当
た
ら
な
い
と
こ
ろ
へ
捨
て
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
床
下
に
捨
て
る
と
こ
ろ
も

あ
る
。
死
者
に
は
生
前
好
ん
で
身
に
つ
け
た
着
物
を
左
前
に
着
せ
る
。

○
納
棺
(
の
う
か
ん) =

血
の
濃
い
肉
親
の
手
に
よ
っ
て
死
者
を
棺
に
納
め
る
。
棺
の
三
方
を
ム
シ
ロ
な
ど
で
囲
み
、
外
部
か
ら

見
え

な
い
よ
う
に
す
る
。
大
田
和
地
区
で
は
障
子
を
逆
さ
に
立
て
た
り
、
屏
風
を
さ
か
さ
に
た
て
る
。
こ
う
し
た
囲
い
の
中
で
ロ
ー
ソ
ク
に

明
り
を
と
も
し
て
行
わ
れ
、
男
女
と
も
こ
れ
に
た
ず
さ
わ
る
者
は
、
左
縄
に
編
ん
だ
縄
を
、
左
肩
か
ら
た
す
き
掛
け
に
す
る
。

死
者
に
は
経
帷
子
(
き
ょ
う
か
た
び
ら
)
を
着
せ
る
の
が
普
通
で
、
む
か
し
は
肉
親
や
近
所
の
女
た
ち
が
寄
り
合
っ
て
仕
立
て
た
。
死
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者
の
脚
絆
(
き
ゃ
は
ん) ・

手
甲

(
て
っ
こ
う) ・

足
袋
は
片
方
ず
つ
別
の
人
が
縫
い
、
糸
じ
り
は
止
め
な
か
っ
た
。
わ
ら
じ
は
キ
ワ
ラ

(
打
た
な
い
わ
ら
)
で
作
っ
た
も
の
を
は
か
せ
た
。
凶
事
に
は
ふ
だ
ん
と
反
対
の
こ
と
を
す
る
例
が
多
い
。

副
葬
品
と
し
て
、
死
者
が
生
前
好
ん
で
使
っ
た
も
の
で
、

本
・
硯
・
筆
墨
・
煙
草
道
具
・
お
茶
・
小
銭
等
を
棺
に
入
れ
た
。

○
通
夜
(
つ
や) =

本
来
は
喪
屋
生
活
の
遺
風
で
あ
り
、
忌
が
か
か
っ
た
近
親
者
の
つ
と
め
で
も
あ
っ
た
。
兵
庫
県
の
北
部
か
ら
鳥
取

県
の
東
部
に
か
け
て
、

夫
が
死
ぬ
と
妻
が
、

妻
が
死
ぬ
と
夫
が
、

親
が
死
ぬ
と
そ
の
子
が
、
一
晩
死
者
と
い
っ
し
ょ
の
布
団
に
寝
て
通

夜
を
し
た
習
わ
し
が
近
年
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

通
夜
は
も
と
も
と
、

肉
親
者
が
死
者
の
仲
間
入
り
を
し
て
暮
ら
す
こ
と
で
、

生
者
、
死
者
が
き
わ
め
て
近
い
状
態
に
お
か
れ
た
こ
と

を
示
し
た
風
習
で
あ
る
。

鳴
沢
村
で
は
僧
り
ょ
を
よ
ん
で
枕
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
。
血
縁
者
は
死
者
の
近
く
へ
寝
る
。
夜
中
眠
ら
な
い
で
死
者
の
魂
が
悪
霊
に

と
り
つ
か
れ
な
い
よ
う
に
守
っ
て
や
っ
た
。
通
夜
を
死
者
と
と
も
に
し
た
も
の
は
、
七
日
間
そ
の
家
に
寝
泊
ま
り
し
た
。

位
牌
(
い
は
い) =

普
通
、
野
位
牌
と
内
位
牌
の
二
つ
が
作
ら
れ
た
。
後
者
は
四
十
九
日
、

一
年
忌
な
ど
に
立
派
な
も
の
に
作
り
か

え
ら
れ
、
仏
壇
に
死
霊
の
依
代
(
よ
り
し
ろ
)
と
し
て
安
置
さ
れ
た
。

野
位
牌
は
死
後
す
ぐ
に
枕
も
と
に
供
え
ら
れ
、
野
辺
の
送
り
に

墓
地
へ
持
っ
て
い
っ
て
供
え
る
。

鳴
沢
村
で
は
位
牌
は
一
つ
作
ら
れ
、
野
辺
送
り
が
す
む
と
持
ち
帰
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
野
道
具
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
葬
式
組
の
手
に

よ
っ
て
前
日
急
い
で
作
ら
れ
る
。

○
紙
花
・
死
華
・
死
花
(
し
か) =

紙
花
は
全
国
に
広
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
製
法
や
用
途
に
少
し
ず
つ
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
鳴
沢

村
で
は
葬
式
組
に
よ
っ
て
作
ら
れ
。
細
長
い
和
紙
を
二
つ
に
折
り
細
か
く
横
の
刻
み
目
を
入
れ
、
細
い
竹
串
(
鳴
沢
村
で
は
ス
ズ
竹
や
カ

ヤ
の
く
き
)
に
ら
せ
ん
状
に
巻
い
た
も
の
を
作
る
。
女
の
ト
モ
シ
ュ
ウ
(
送
り
人
)
は
野
辺
の
送
り
に
こ
れ
を
持
っ
て
埋
葬
後
、
土
ま
ん
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じ
ゅ
う
に
こ
れ
を
さ
す
。

シ
カ
の
俗
信
も
多
い
。
シ
カ
が
立
て
ら
れ
な
い
と
死
者
は
あ
の
世
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
シ
カ
が
倒
れ
る
と
そ
の
方
向
に
死
者

が
で
る
な
ど
で
あ
る
。

○
葬
具
=
葬
具
は
す
べ
て
葬
式
組
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。

棺
・
位
牌
・
焼
香
ろ
・
塔
婆
・
旗
・
天
蓋
・
天
蓋
に
つ
け
る
竜
頭
は
桑

の
切
り
株
を
つ
か
っ
て
竜
の
頭
を
形
ど
っ
て
作
る
。
そ
の
ほ
か
、

花
か
ご
(
ス
ズ
竹
製) ・

*

シ
カ
バ
ナ
・
造
花
・
野
屋
根
等
で
あ
る
。

○
告
別
式
=
今
で
は
各
区
に
祭
壇
が
用
意
さ
れ
、
共
用
さ
れ
る
が
、
む
か
し
は
あ
り
合
わ
せ
の
台
を
使
っ
て
祭
壇
と
し
た
。
棺
に
は
死

者
が

生
前
着
用
し
た
ハ
オ
リ
を
掛
け
る
。
こ
れ
を
「
ガ
ン
マ
キ
」
と
い
っ
た
。
祭
壇
に
は
位
牌
が
安
置
さ
れ
、
果
物
や
菓
子
、
花
を
供

え
た
。
檀
那
寺
の
僧
呂
は
そ
の
前
で
告
別
の
読
経
を
続
け
た
。
ト
モ
シ
ュ
ウ
は
僧
呂
を
中
心
に
両
側
に
正
座
し
て
告
別
式
に
参
列
し
、

僧
り
ょ
が
死
者
に
引
導
を
渡
す
経
が
終
わ
る
と
、
焼
香
盆
が
回
さ
れ
一
人
ず
つ
焼
香
し
た
。

○
出
棺
=
告
別
式
が
す
む
と
出
棺
で
あ
る
。
近
親
者
は
棺
の
周
り
に
集
ま
り
最
後
の
お
別
れ
を
し
た
。
棺
の
蓋
は
野
石
を
使
っ
て
釘
で

打
ち
つ
け
た
。
そ
の
石
は
棺
と
一
緒
に
墓
を
埋
め
ら
れ
た
。

棺
は
普
通
の
出
入
り
口
を
通
さ
ず
、

茶
の
間
や
縁
が
わ
か
ら
出
す
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
棺
を
出
す
前
に
、
屋
根
の
ヒ
サ
シ
か
ら

麻
が
ら
三
本
を
引
き
ぬ
き
、
そ
れ
を
使
っ
て
門
が
ま
え
に
し
た
仮
り
門
を
作
り
そ
の
下
を
通
し
た
。

出
棺
す
る
と
き
わ
ら
を
打
つ
木
槌
(
つ
ち
)
を
一
個
、
棺
の
す
ぐ
あ
と
か
ら
、
手
を
使
わ
ず
足
で
け
っ
て
土
間
へ
こ
ろ
が
し
落
と
す
風

習
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
同
じ
家
か
ら
葬
式
が
二

度
出
な
い
よ
う
に
、

木
槌
を
身
代
わ
り
の
死
者
と
み
な
し
た
も
の
で
、

ま
た
「
土

(
槌
)
に
な
れ
」
の
意
味
だ
と
も
い
う
。
鳴
沢
村
で
は
同
じ
年
に
葬
式
が
二
度
あ
っ
た
家
で
は
、
三
度
目
の
葬
式
が
出
な
い
よ
う
に
、

野
辺
送
り
の
棺
の
あ
と
に
つ
い
て
槌
を
綱
で
引
き
こ
ろ
が
す
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。
槌
は
棺
と
い
っ
し
ょ
に
墓
に
埋
め
ら
れ
た
。

○
穴
掘
り
=
墓
穴
を
掘
る
役
は
、
講
や
組
仲
間
の
仕
事
と
な
っ
て
い
る
例
が
多
い
。
特
別
の
職
業
の
人
に
ま
か
せ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
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る
。
鳴
沢
村
で
は
、
こ
れ
ら
葬
儀
の
穴
掘
り
や
棺
か
つ
ぎ
は
組
内
や
手
伝
い
の
人
が
行
っ
て
い
る
。

O

ナ
ベ
ッ
カ
ブ
リ
=
墓
穴
を
掘
る
と
意
外
な
物
が
で
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
む
か
し
は
座
棺
が
主
で
、
座
棺
の
上
に
大
き
な
鉄
ナ
ベ
が

か
ぶ
せ
て
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
意
味
は
村
の
古
老
の
話
で
は
、

死
者
が
流
行
病
で
死
ぬ
と
、

再
び
こ
の
世
に
帰
ら
な
い
よ
う
に
と

い
う
マ
ジ
ナ
イ
で
ナ
ベ
を
か
ぶ
せ
た
と
い
う
。

江
戸
の
中
期
に
ナ
ベ
カ
ブ
リ
と
い
う
悪
疫
が
流
行
し
た
。
こ
の
病
気
は
鼻
か
ら
上
が
ナ
ベ
を
か
ぶ
せ
た
よ
う
に
黒
く
な
っ
て
死
ん
で

い
く
病
気
で
、
享
保
十
五
年
(
一
七
三
〇
)
十
一
月
、
ナ
ベ
カ
ブ
り
病
が
は
や
っ
た

(
『
武
江
年
表
』

)。
ま
た
、
『
新
疫
事
績
』
に
「
寛
保

年
間
(
一
七
四
一
～
三
)
ナ
ベ

カブ
リ
と
い
う
、
は
や
り
風
が
あ
っ
て
死
亡
甚
だ
大

」
。と

い
う
記
録
が
み
え
る
の
で
流
行
病
の
死
者
と
い

う
の
は
、
こ
の
ナ
ベ
カ
ブ
リ
病
の
こ
と
を
言
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

○
野
辺
の
送
り
=
墓
地
の
こ
と
を
野
と
い
い
、
墓
へ
棺
を
埋
葬
に
行
く
こ
と
を
野
辺
の
送
り
と
い
う
。

葬
列
は
蓮
台
に
の
せ
ら
れ
た
棺

を
中
心
に
、
寺
の
宗
派
に
よ
っ
て
も
順
序
は
多
少
違
う
が
、
ま
ず
経
文
の
書
か
れ
た
旗
・
ち
ょ
う
ち
ん
・
花
輪
・
果
物
な
ど
の
供
え
も

の
・
棺
・
天
蓋
(
た
つ
が
し
ら
)
位
牌
・
写
真
・
枕
め
し
・
葬
式
ま
ん
じ
ゅ
う
・
線
香
た
て
、
そ
れ
に
ト
モ
シ
ュ
ウ
の
男
・
女
と
続
く
。

位
牌
は
死
者
に
対
し
一
番
血
の
濃
い
者
が
持
つ
(
相
続
者
な
ど
)。

死
者
に
供
え
た
枕
飯
・

枕
だ
ん
ご
は
相
続
者
の
妻
が
持
つ
。

棺
は
葬

式
組
の
者
四
、
五
人
で
か
つ
い
だ
。

送
葬
者
の
こ
と
を
「
ト
モ
シ
ュ
ウ
」
と
い
い
、
男
の
ト
モ
シ
ュ
ウ
は
白
い
紙
を
三
角
に
折
っ
た
も
の
を
首
す
じ
に
さ
し
た
。
埋
葬
の

と
き
こ
の
紙
は
棺
と
い
っ
し
ょ
に
埋
め
る
。
こ
れ
は
死
者
に
殉
ず
る
意
味
で
あ
る
と
い
う
。

女
は
手
拭
い
大
の
白
い
布
を
頭
に
か
ぶ
る
。
血
縁
者
(
家
族
)
は
六
尺
(
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
)
く
ら
い
の
長
さ
の
白
布
を
頭
か
ら
肩

に
た
ら
す
。
喪
主
は
手
拭
い
、
銭
の
包
み
・
も
ち
・
だ
ん
ご
を
用
意
し
て
沿
道
の
見
送
り
人
に
分
け
与
え
た
。
大
田
和
で
は
年
寄
り
の

葬
式
に
は
花
か
ご
に
銭
を
入
れ
、
そ
れ
を
振
っ
て
銭
を
沿
道
に
ば
ら
ま
い
た
。
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○
墓
じ
る
し
=
棺
を
埋
葬
し
て
土
を
か
け
俗
名
を
書
い
た
塔
婆
や
、
ひ
と
七
日
の
塔
婆
を
立
て
る
。

土
ま
ん
じ
ゅ
う
の
上
に
は
自
然
石

を
一
個
置
い
た
。
そ
の
上
に
四
本
柱
で
屋
根
形
に
組
ん
だ
野
屋
根
を
た
て
墓
の
目
じ
る
し
と
し
た
。

埋
葬
が
終
わ
る
と
喪
主
ほ
か
男
の
近
親
者
は
墓
の
沿
道
に
な
ら
び
、
葬
式
組
の
人
や
、
遠
方
か
ら
の
会
葬
者
に
お
礼
の
あ
い
さ
つ
を

す
る
。

初
七
日
=
今
で
は
初
七
日
の
法
事
は
葬
式
の
日
に
す
ま
せ
る
。
告
別
式
を
自
家
で
す
る
ば
あ
い
、
僧
侶
は
埋
葬
に
立
ち
合
わ
ず
、
そ

の
場
に
待
機
し
て
七
日
の
膳
を
待
つ
、

七
日
の
膳
は
精
進
料
理
で
葬
式
組
の
婦
人
た
ち
が
用
意
し
、

会
葬
者
や
葬
式
組
の
者
を
接
待
す

る
。
七
日
の
法
事
は
僧
侶
の
読
経
に
は
じ
ま
り
、
し
め
や
か
に
行
わ
れ
、
故
人
の
冥

福
が
祈
ら
れ
る
。

○

寺
へ
の
お
布
施
(
ふ
せ) =

七
日
の
ふ
る
ま
い
が
す
む
と
女
の
ト
モ
シ
ュ
ウ
は
墓
参
り
に
行
き
、
各
自
が
な
に
が
し
か
の
お
金
を
出

し
合
っ
て
お
布
施
を
届
け
る
。
喪
主
と
男
の
ト
モ
ュ
シ
ウ
の
代
表
は
寺
へ
出
向
い
て
お
布
施
を
届
け
、
本
堂
で
お
経
を
あ
げ
て
も
ら

い
、
葬
儀
の
一
切
が
終
わ
る
。

○
明
り
つ
け
=
死
者
の
家
族
は
四
十
九
日
の
忌
み
明
け
(
い
み
あ
け
)
ま
で
、
毎
日
、
夕
暮
れ
に
墓
参
し
、
ち
ょ
う
ち
ん
に
ロ
ー
ソ

ク

で
火
を
と
も
し
、
線
香
を
供
え
、
死
者
の
冥
福
を
祈
る
。
ち
ょ
う
ち
ん
が
燃
え
る
と
死
者
は
成
仏
し
た
な
ど
の
俗
信
が
あ
る
。

〇
年
忌

(
ね
ん
き) =

四
十
九
日
の
忌
あ
け
後
は
、
百
日

(
ひ
ゃ
っ
か
に
ち
)、
以
後
満
一
年
日
を
一
周
忌
、
満
二
年
目
を
三
年
忌
、
以
下

七
年
忌
、
十
三
年
忌
と
、

年
忌
ご
と
に
僧
侶
を
よ
び
、

あ
る
い
は
寺
の
本
堂
で
供
養
し
、
関
係
者
を
集
め
て
、

接
待
し
て
故
人
の
生
前

を
し
の
ぶ
。
こ
の
習
わ
し
も
年
々
華
々
し
く
行
わ
れ
る
現
在
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
先
祖
に
対
す
る
唯
一
の
奉
仕
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
半
面
、
一
般
に
こ
の
こ
と
が
守
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

最
終
年
忌
を
十
七
年
、
三
十
三
年
目
と
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
ま
れ
に
は
四
十
九
年
、
五
十
年
目
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の

供
養
が
す
む
と
人
は
神
に
な
る
と
い
う
考
え
が
現
在
で
も
残
さ
れ
て
い
る
。
鳴
沢
村
で
は
三
十
三
年
目
を
最
終
年
忌
と
し
て
い
る
家
が
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多
い
。
こ
の
年
忌
に
は
墓
に
三
叉
塔
婆
な
ど

立
て
て
供
養
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る

が
、

村
で
は
山
か
ら
一
・
五
ぶ
く
ら
い
の
松
の
小
木
を
採
取
し
三
階
松
を
つ
く

り
、
そ
の
幹
を
け
ず
っ
て
寺
の
僧
呂
に
三
十
三
年
忌
の
経
文
と
戒
名
を
書
い
て

噂
三 |

|老
|
臣
忌
妙
香

油
も
ら
い
墓
地
に
た
て
る
。
こ
の
塔
婆
の
こ
と
を
、
お
葉
つ
き
塔
婆
と
い
う
。
祖

霊
は
こ
の
塔
姿
を
伝
わ
っ
て
山
の
聖
地
に
か
え
り
、
常
緑
樹
の
葉
に
宿
り
神
に

い
な
る
と
う
。
し
か
し
、
こ
の
供
養
も
過
去
の
こ
と
で
現
在
で
は
行
わ
れ
て
い

な
い
。

(
小

島
勇
)
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