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bstract

In this paper, I exam
ine how

 the obisha ritual （
a ritual held by villages on N

ew
 Y

ear’s D
ay） w

as conducted from
 the m

id-1950s to the 
m

id-1960s through the exam
ple of the Sakanao area in Chiba Prefecture, Japan. Recently, it w

as revealed that the obisha ritual, w
hich is of 

cultural value and thus m
erits attention, continues to be passed dow

n in Sakanao. T
he tim

e period exam
ined in this paper is view

ed by the 
people w

ho live in the area today as the “old obisha” era. A
s such, there is a need to clarify how

 the ritual w
as conducted during this period.

Exam
ination of a villager’s life story revealed the tw

o follow
ing facts. First, the obisha ritual during this period did not only feature the 

“cerem
ony” that has garnered m

uch attention today but, also, “hospitality” entailing feasts and entertainm
ent. Second, although only m

ale 
head of households w

ere perm
itted to participate in the obisha ritual, there w

as a principle of full participation w
hereby households w

ithout 
a m

ale head of household could also participate in the cerem
ony, albeit indirectly.

It is in these w
ays that the “old obisha” differs from

 the obisha ritual of today.
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１
．
戦
後
の
「
古
い
オ
ビ
シ
ャ
」
を
め
ぐ
っ
て

（
１
）
オ
ビ
シ
ャ
行
事
の
衰
退
傾
向

　

本
稿
の
目
的
は
、
地
域
社
会
の
正
月
行
事
で
あ
る
オ
ビ
シ
ャ
を
題
材
と
し
、
こ

の
行
事
が
酒
直
地
区
に
お
い
て
、
昭
和
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
ど
の

よ
う
に
執
り
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

本
稿
で
あ
つ
か
う
オ
ビ
シ
ャ
行
事
に
つ
い
て
、
大
島
建
彦
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま

と
め
て
い
る
。「
関
東
の
東
部
の
農
村
で
は
、
俗
に
オ
ビ
シ
ャ
な
ど
と
称
す
る
、
年

頭
の
神
事
に
あ
た
る
も
の
が
、
か
な
り
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。・・・（
引

用
者
注
：
オ
ビ
シ
ャ
は
）
農
事
の
開
始
に
さ
き
だ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
弓
を
引
い

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
」〔
大
島
、
二
〇
〇
二
、一
六
〕。

　

オ
ビ
シ
ャ
行
事
は
関
東
地
方
に
み
ら
れ
る
年
頭
の
行
事
で
あ
り
、
関
東
の
多
く

の
地
域
社
会
で
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
行
事
の
存
続
が

危
ぶ
ま
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
が
分
布
す
る
の

は
首
都
圏
に
位
置
す
る
地
域
社
会
で
あ
り
、
阿
南
透
が
指
摘
す
る
通
り
、
混
住
化
・

都
市
化
に
よ
っ
て
、
と
く
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
著
し
い
変
容
が
生
じ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
〔
阿
南
、
一
九
九
八
、一
四
八
〕。

　

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
オ
ビ
シ
ャ
行
事
は
、
千
葉
県
栄
町
酒
直
地
区
の
ム
ラ
オ
ビ

シ
ャ
で
あ
る
。
こ
の
オ
ビ
シ
ャ
は
、
弓
射
儀
礼
を
欠
く
が
、
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
、

一
九
四
三
年
に
堀
井
陽
一
に
よ
っ
て
御
山
式
や
お
宮
渡
式
と
い
っ
た
興
味
深
い
儀

礼
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
堀
井
、
一
九
四
三
、五
三
―
五
五
〕。

さ
ら
に
近
年
で
は
、
生
方
徹
〔
二
〇
〇
八
〕
が
現
状
調
査
を
行
な
い
、
行
事
が
現

在
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
〔
同
、
五
二
〕。

　

生
方
は
ま
た
、
御
山
式
が
オ
ビ
シ
ャ
行
事
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
し
め
る
、

「
オ
ツ
イ
ダ
」
の
儀
礼
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
〔
同
、
五
二
―
四
〕。
こ
れ
に
よ

り
酒
直
の
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
は
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
一
般
を
理
解
す
る
う
え
で
も
、
注

目
す
べ
き
豊
か
な
儀
礼
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
も
そ
う

し
た
儀
礼
が
、
生
方
が
確
認
し
た
よ
う
に
、
戦
前
期
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の

か
た
ち
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
そ
の
一
方
で
、
地
元
の
人
び
と
は
、
こ
の
行
事
が
と
く
に
昭
和
五
十

年
代
以
降
に
大
き
く
変
容
し
た
と
語
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
酒
直
の
ム
ラ
オ
ビ

シ
ャ
が
大
き
な
変
更
を
加
え
ら
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち
、
戦
後
の
昭
和
二
十
年
代

か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
き
た
の
か
を
検
討
し
て
い
き

た
い
。
こ
の
期
間
は
、
地
元
の
人
び
と
が
「
古
い
オ
ビ
シ
ャ
」
が
行
な
わ
れ
て
い

た
と
認
識
す
る
時
期
で
あ
る
。

（
２
）
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
の
有
効
性
：
茂
市
さ
ん
と
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ

　

昭
和
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
と
い
う
オ
ビ
シ
ャ
の
戦
後
史
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
、
本
稿
で
は
、
あ
る
個
人
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
に
注
目
す
る
。
こ
こ
で

言
う
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
と
は
、「
個
人
の
ラ
イ
フ
（
人
生
、
生
涯
、
生
活
、
生
き

方
）
に
つ
い
て
の
口オ
ー
ラ
ル述

の
物
語
」〔
桜
井
、
二
〇
一
二
、六
〕
で
あ
り
、「
個
人
の
ラ

イ
フ
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
そ
の
人
自
身
の
経
験
を
も
と
に
し
た
語
り
か
ら
、
自
己

の
生
活
世
界
そ
し
て
社
会
や
文
化
の
諸
相
や
変
動
を
全ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

体
的
に
読
み
解
こ
う
と
す

る
」〔
同
〕
方
法
論
を
指
し
て
い
る
。

　

地
域
社
会
の
行
事
を
と
ら
え
る
に
あ
た
っ
て
、
な
ぜ
個
人
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ

ー
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
オ
ビ
シ
ャ
の
よ
う
な
地
域
行
事
の
場

合
、
そ
の
行
事
に
参
与
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
を
取
り
上
げ
、〝
多
様
な
声
〟
を
と
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ら
え
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
〝
多
様
な
声
〟
を
と
ら
え
る
方
が
、

よ
り
地
域
の
行
事
の
実
態
を
反
映
し
た
記
述
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
本
稿
で
は
、〝
多
様
な
声
〟
を
と
ら
え
る
重
要
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
つ

ぎ
の
三
つ
の
理
由
か
ら
、
あ
え
て
湯
原
茂
市
さ
ん
と
い
う
個
人
の
語
り
に
注
目
す

る（
１
）。

そ
れ
ら
は
茂
市
さ
ん
と
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
と
の
か
か
わ
り
方
が
、
じ
つ
に
特
徴

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

第
一
に
、
長
期
に
か
か
わ
る
関
与
で
あ
る
。
茂
市
さ
ん
が
オ
ビ
シ
ャ
に
初
め
て

参
加
し
た
の
は
、
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら

昭
和
五
十
九
（
一
九
八
四
）
年
ま
で
、
サ
ン
ペ
イ
家
を
代
表
し
て
三
十
六
年
間
オ

ビ
シ
ャ
に
出
席
し
つ
づ
け
た
。
こ
れ
だ
け
で
も
長
期
間
に
わ
た
る
関
与
だ
と
言
え

る
が
、
そ
の
後
も
か
か
わ
り
は
つ
づ
い
た
。
昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
か
ら
平

成
八
（
一
九
九
六
）
年
ま
で
氏
子
惣
代
、
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
か
ら
平
成

二
十
七
（
二
〇
一
五
）
年
ま
で
は
責
任
役
員
と
な
り
、
神
社
役
員
と
い
う
立
場
で

オ
ビ
シ
ャ
に
参
加
し
た
。
つ
ま
り
茂
市
さ
ん
が
行
事
に
か
か
わ
っ
た
期
間
は
、

六
十
八
年
の
長
き
に
わ
た
る
（
表
１
）。

　

第
二
に
、
茂
市
さ
ん
が
行
事
に
関
与
し
た
の
は
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
が
大
き
く
変

容
し
て
き
た
時
期
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
茂
市
さ
ん
は
、
昭
和
二
十
年
代

三
十
年
代
の
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
を
知
る
貴
重
な
ひ
と
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

茂
市
さ
ん
の
経
験
を
通
じ
て
、
長
ら
く
行
事
に
か
か
わ
っ
て
き
た
人
び
と
の
考
え

る
「
古
い
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た

い
。

　

第
三
に
、
茂
市
さ
ん
は
オ
ビ
シ
ャ
に
、
異
例
な
関
与
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。
通

常
、
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
一
家
の
戸
主
に
限
ら
れ

表１：茂市さんのオビシャとのかかわり
足補子金トンメコのんさ市茂齢年ドオオ期時

昭和13（1938）年 大野久悦
6歳

数え7歳 キュウジニン（給仕人）をつとめる

昭和23（1948）年 後藤利治 16歳 初参加

昭和41（1966）年 浅倉勉 34歳 初参加から19年間、昔のままで御奉社祭を行って来た
昭和23年から41年までは大きな変化が

なかった

昭和42（1967）年 後藤肇 35歳 時代の変化で祭典の行い方に少し変えようと区内で話
が出て、42年より改める

昭和42年から行事の変化を求める声が
出る。それを受けて、オビシャ規約を改定

昭和57（1982）年 湯原茂市 50歳

この16年間は旧の行い方で、21日午後1時に小殿頭と
他12社が大殿宅に参集し、22日の祭典のすべての準
備を致す。午前12時、神社にて客方集まり、亭方一同
祭典を行う。終了後青年館にて宴会を行い、午後6時に
客方は新大殿、亭方は大殿宅に引上げて12時頃迄酒

宴会を行って来た。

オオドを引き受ける。42年に規約が改訂
されたものの、どちらかと言えば、旧慣を
尊重するかたちでオビシャが執行されて
きた。ただしこの間にオオドの保管資料
が整理されてしまい、古記録類がなく

なっていた。

昭和58（1983）年 石原繁夫 51歳
57年迄規約もなく、前日祭典の一切の準備をなすとの
紙一枚だけだったので、石原宅にて新旧大殿、区長に
て昼夜三日間かけて、規約第一号を作成する。その規

約により、58年より行っていく事となる。

あらためて執行規約を用意する。

昭和60（1985）年 大三川芳男 53歳 神社役員をつとめる
（～平成8年まで）

氏子惣代をつとめる

平成3（1991）年 後藤功 59歳
荒神社を守護する。その年に幟旗作成を依頼し、有志
12人で作成する。大殿奉社記録を作成するため、遡及

調査を実施する。

①幟旗、上下など祭礼用具を整備
②オビシャの基本的資料を整備する調

査を行なう

平成9（1997）年 大野弘 65歳 神社役員をつとめる
（～平成27年まで）

責任役員をつとめる

平成27（2015）年 後藤良一 83歳 68年間、神社の祭典に関する事をする 引退

聞き取り調査および『奉社記録』をもとに筆者作成
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る
。
し
た
が
っ
て
多
く
の
場
合
、
就
職
や
結
婚
な
ど
を
経
験
し
、
三
十
代
に
な
っ

て
か
ら
初
め
て
出
席
す
る
。
だ
が
茂
市
さ
ん
は
、
十
六
歳
か
ら
行
事
へ
参
加
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
茂
市
さ
ん
が
若
く
し
て
行
事
に
参
加
す
る
の
は
、
あ
と
で
詳
し

く
述
べ
る
よ
う
に
、
戸
主
で
あ
る
父
の
死
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
男
性
戸
主
が
い
な
い
場
合
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
へ
の
参
加
は
、
ど
の
よ
う
に
な
さ

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
茂
市
さ
ん
の
事
例
は
答
え
て
く
れ
る

意
味
で
も
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
茂
市
さ
ん
と
い
う
個
人
の
語
り
に
注
目
す
る
こ
と
で
し
か
見

え
て
こ
な
い
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
の
姿
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は

ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
の
戦
後
史
を
考
え

て
い
き
た
い（
２
）。

２
．
オ
ビ
シ
ャ
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
ま
で

（
１
）
初
め
て
の
オ
ビ
シ
ャ
と
父
・
寅
吉
の
死

　

茂
市
さ
ん
が
初
め
て
参
加
し
た
オ
ビ
シ
ャ
は
、
キ
ュ
ウ
ジ
ニ
ン
（
給
仕
人
）
と

し
て
加
わ
っ
た
、
昭
和
十
三
（
一
九
三
八
）
年
の
も
の
で
あ
っ
た
。
キ
ュ
ウ
ジ
ニ

ン
は
、
オ
ヤ
マ
式
で
七
歳
の
男
子
が
行
な
う
役
で
あ
る
。

　

オ
ヤ
マ
式
の
マ
ダ
ゴ
や
る
前
に
、
裃
を
着
て
オ
ヤ
マ
式
に
参
加
し
た
人
へ

御
神
酒
を
つ
ぐ
ん
で
す
よ
。
父
親
に
連
れ
て
行
か
れ
た
ん
で
す
。
緊
張
し
て

い
ま
し
た
ね
。
わ
か
ん
な
い
か
ら
。
初
め
て
オ
ビ
シ
ャ
と
い
う
も
の
を
見
る

ん
で
す
か
ら
。「
酒
つ
ぎ
は
こ
う
や
る
ん
だ
よ
」
と
、
教
わ
っ
て
は
い
て
も
、

う
ま
く
で
き
な
く
て
ね
。
親
の
手
を
借
り
て
や
り
ま
し
た
け
ど
ね
。

　
〔
キ
ュ
ウ
ジ
ニ
ン
は
自
分
ひ
と
り
で
は
な
く
〕
相
手
と
二
人
い
る
か
ら
ね
。

相
手
の
人
は
早
生
ま
れ
で
、
し
か
も
そ
こ
の
家
〔
オ
ビ
シ
ャ
の
当
番
宿
で
あ

る
大
野
久
悦
家
〕
の
親
戚
の
子
だ
っ
た
で
す
よ
。
私
よ
り
も
そ
の
子
の
方
が

気
が
利
い
て
ね
。
親
戚
の
家
だ
か
ら
、
自
由
に
中
を
歩
け
る
で
し
ょ
。
私
は

ず
い
ぶ
ん
戸
惑
っ
て
、
父
親
に
助
け
て
も
ら
っ
た
。
片
方
の
男
の
子
は
気
が

利
い
て
い
た
か
ら
。
ど
う
も
み
じ
め
な
思
い
を
し
た
よ
う
に
、
七
歳
の
心
の

な
か
で
思
い
ま
し
た
け
ど
ね
。

　

こ
れ
が
茂
市
さ
ん
に
と
っ
て
、
初
め
て
参
加
し
た
オ
ビ
シ
ャ
の
記
憶
で
あ
る
。

オ
ビ
シ
ャ
に
参
加
で
き
る
の
は
各
家
の
戸
主
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
七
歳
の
男
子

が
二
人
だ
け
加
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
こ
の
時
代
、
オ
ビ
シ
ャ
は
集
落
の

最
重
要
行
事
と
し
て
見
ら
れ
て
お
り
、
厳
粛
に
執
り
行
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
場
に
、
二
人
ば
か
り
幼
子
が
加
わ
る
の
だ
か
ら
、
緊
張
感
が
高
ま
る
の
も
無

理
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
現
在
で
は
少
子
化
が
進
み
、
七
歳
の
男
子
に
限
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
、
キ
ュ
ウ
ジ
ニ
ン
の
資

格
を
も
つ
の
は
、「
跡
取
り
息
子
で
あ
る
七
歳
の
長
男
」
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
キ
ュ
ウ
ジ
ニ
ン
の
役
目
は
オ
ヤ
マ
式
の
酒
つ
ぎ
だ
け
で
あ
り
、
こ

の
と
き
に
は
オ
ビ
シ
ャ
の
ご
く
一
部
分
に
だ
け
ふ
れ
た
こ
と
に
な
る
。「
オ
ヤ
マ
式

が
終
わ
る
と
、〔
オ
ヤ
マ
に
飾
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
〕
幟
旗
と
鶴
亀
を
ひ
と
つ
ず
つ

分
け
て
、
ほ
か
に
煎
り
花
を
い
た
だ
い
て
ひ
と
り
で
帰
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
。
父

親
は
オ
ビ
シ
ャ
の
方
へ
入
っ
ち
ゃ
う
か
ら
、『
お
め
ぇ
、
気
を
つ
け
て
帰
れ
よ
』
な

ん
て
言
わ
れ
て
ね
。
家
に
着
く
と
、（
い
た
だ
い
た
幟
旗
を
）
母
親
が
神
棚
に
納
め

て
く
れ
た
」。
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七
歳
で
初
め
て
参
加
し
た
オ
ビ
シ
ャ
の
記
憶
が
こ
れ
ほ
ど
鮮
明
な
の
は
、
オ
ビ

シ
ャ
と
い
う
行
事
に
参
加
で
き
た
嬉
し
さ
だ
け
で
な
く
、
じ
つ
は
こ
れ
が
父
・
寅

吉
と
の
最
期
の
思
い
出
の
ひ
と
つ
で
あ
る
た
め
だ
。
茂
市
さ
ん
の
父
は
、
こ
の
年

の
秋
に
病
死
し
て
し
ま
う
。

　

当
時
、
東
京
に
働
き
に
行
っ
た
人
が
、
腸
チ
フ
ス
で
病
気
に
な
っ
て
帰
っ

て
き
た
。
そ
の
人
が
亡
く
な
っ
た
の
が
真
夏
だ
っ
た
。
当
時
は
ハ
エ
が
い
っ

ぱ
い
い
た
ら
し
い
の
よ
。
だ
か
ら
食
べ
物
に
う
つ
っ
て
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら

く
し
て
父
は
腸
チ
フ
ス
に
な
っ
た
。
そ
の
秋
だ
か
ら
、
二
、三
ヶ
月
で
亡
く

な
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
頃
は
、
よ
そ
の
地
域
か
ら
「
酒
直
に
は
行
く
な
」

と
言
わ
れ
て
い
た
。
伝
染
病
（
腸
チ
フ
ス
）
が
流
行
っ
て
い
る
か
ら
っ
て
。

う
ち
の
父
ば
か
り
で
な
く
、
何
人
か
病
気
に
な
ら
れ
た
方
が
い
た
。
た
だ
他

の
方
は
み
ん
な
助
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

　

腸
チ
フ
ス
は
、
明
治
二
十
年
以
降
、
全
国
で
毎
年
二
万
人
以
上
が
罹
患
す
る
病

で
あ
り
、
一
九
四
五
年
に
は
約
六
万
人
が
罹
患
し
て
い
た
。
戦
後
に
な
っ
て
患
者

数
は
急
減
す
る
が
、
こ
の
当
時
は
決
し
て
珍
し
い
病
で
は
な
か
っ
た
〔
厚
生
省
医

務
局
、
一
九
七
六
〕。

　

父
が
病
気
に
な
っ
た
と
き
の
家
族
構
成
は
、
父
、
母
、
七
歳
の
茂
市
さ
ん
、
四

歳
の
妹
、
二
歳
の
弟
の
五
人
家
族
で
あ
っ
た
。「
当
時
、
お
寺
さ
ん
〔
酒
直
に
あ
る

多
宝
院
〕
の
前
に
、
後
藤
医
院
っ
て
い
う
町
医
者
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
入
院
し
て

い
た
ん
で
す
。
治
療
と
い
う
よ
り
も
、
た
だ
入
院
し
て
い
る
だ
け
で
。
そ
の
当
時

は
分
か
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
結
局
、
他
の
人
に
う
つ
ら
な
い
よ
う
に
隔
離
さ
れ
て

い
た
ん
で
す
。
よ
そ
の
人
と
接
触
が
な
い
よ
う
に
」。

　

父
と
の
最
後
の
記
憶
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
「
も
う
助
か
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
母
が
聞
い
て
、
会
い
に
行
き
ま
し
た
。
母
と
私
と
妹
の
三
人
が
ね
、
父

が
病
院
で
布
団
か
ら
顔
を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
遠
く
か
ら
眺
め
て
。
そ
の
と

き
母
は
、
助
か
ら
な
い
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
た
だ
『
親
父
さ
ん
に
会
い
に
行
く

べ
』
っ
て
言
う
か
ら
、『
じ
ゃ
あ
行
こ
う
』
っ
て
」。
伝
染
病
に
罹
患
し
た
た
め
、

会
話
を
交
わ
す
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
遠
く
か
ら
そ
の
姿
を
眺
め
る
こ
と
し
か
で

き
な
か
っ
た
。

（
２
）
苦
し
か
っ
た
家
の
状
況

　

茂
市
さ
ん
は
自
身
の
半
生
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
他
の
人
か
ら
見
る
と
、
お
金
の
面
と
か
仕
事
の
面
、
世
の
中
の
こ
と
、
一
番
苦

労
し
た
方
で
は
な
い
か
な
」。
そ
の
よ
う
に
語
る
理
由
は
お
も
に
二
つ
に
分
け
ら

れ
る
。
一
つ
は
、
サ
ン
ペ
イ
家
は
茂
市
さ
ん
で
五
代
目
と
い
う
若
い
分
家
で
あ
り
、

家
産
が
少
な
か
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
い
ま
見
て
き
た
よ
う
に
、
幼

く
し
て
父
が
病
死
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
順
を
追
っ
て
当
時
の
状
況
を
ふ

り
か
え
っ
て
み
た
い
。

　

当
時
の
サ
ン
ペ
イ
家
の
家
産
は
、
田
畑
を
合
わ
せ
て
も
六
反
歩
ほ
ど
で
あ
っ
た

と
い
う
。
そ
れ
に
小
作
し
て
い
る
畑
も
含
め
て
、
よ
う
や
く
八
反
歩
に
な
る
程
度

だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
田
畑
か
ら
得
ら
れ
る
収
量
は
、「
家
族
が
や
っ
と

食
べ
る
だ
け
だ
っ
た
。（
田
畑
の
面
積
は
）
酒
直
で
も
一
番
少
な
い
方
だ
っ
た
」。

　

家
産
が
限
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
突
然
父
親
を
失
い
、
残
さ
れ
た
の

は
三
人
の
幼
子
と
母
親
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
サ
ン
ペ
イ
家
の
労
働
力
は
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母
ひ
と
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
窮
地
に
陥
っ
た
サ
ン
ペ
イ
家
を
支
え

る
た
め
、
母
た
け
の
妹
・
よ
ね
が
手
伝
い
に
来
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
叔
母

さ
ん
が
色
々
手
伝
っ
て
く
れ
て
。
嫁
入
り
前
だ
か
ら
、
当
時
、
十
七
、八
歳
か
。

母
と
二
人
で
田
ん
ぼ
や
畑
を
や
っ
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
ね
。
真
っ
暗
に
な
ら
な

い
と
帰
っ
て
来
な
い
ん
で
す
よ
、
母
も
叔
母
さ
ん
も
」。

　

女
手
二
人
で
の
農
業
は
、
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
。「〔
そ
の
当
時
の
農
業
は
〕
稲

を
刈
っ
た
ら
家
ま
で
持
っ
て
き
て
、
庭
で
足
踏
み
で
こ
い
で
ね
、
筵
で
干
し
て
。

籾
す
り
し
て
お
米
に
す
る
ん
だ
か
ら
。
う
ち
は
母
ひ
と
り
だ
っ
た
か
ら
、
十
一
月

か
十
二
月
こ
ろ
に
な
っ
ち
ゃ
う
。
よ
そ
の
家
は
も
う
ち
ょ
っ
と
早
く
終
わ
る
け
ど
。

田
植
え
も
稲
刈
り
も
酒
直
で
一
番
遅
い
か
ら
、
収
量
も
少
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す

ね
」。

　

農
作
業
の
遅
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
労
働
力
の
不
足
か
ら
だ
が
、
そ
れ
を
補
お
う
と

す
れ
ば
さ
ら
に
作
業
は
遅
れ
て
い
た
。
手
間
を
借
り
る
と
、
そ
の
分
を
手
間
を
返

す
必
要
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

　

田
ん
ぼ
か
ら
稲
を
持
っ
て
く
る
ん
で
も
、
牛
と
か
馬
で
荷
車
に
載
せ
て
持

っ
て
き
た
ん
で
す
よ
ね
。
近
所
の
後
藤
良
彬
さ
ん
宅
で
牛
飼
っ
て
た
の
ね
。

そ
の
う
ち
が
牛
で
稲
や
何
か
を
運
ん
で
く
れ
た
。
た
だ
一
日
運
搬
を
頼
む
と
、

母
は
三
日
働
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
牛
は
二
人
前
、
そ
れ
か
ら
そ
の
人
が

一
日
来
る
か
ら
一
人
前
で
、
合
わ
せ
て
三
人
前
。
三
日
も
行
か
な
き
ゃ
い
け

な
い
か
ら
、
仕
事
が
遅
れ
ち
ゃ
う
ん
だ
よ
ね
。
で
も
そ
う
で
も
し
な
い
と
稲

を
持
っ
て
こ
ら
れ
な
い
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
、
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
よ
。

　

こ
の
よ
う
な
厳
し
い
家
の
状
況
は
、
茂
市
さ
ん
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
に
も
大
き
な

影
響
を
与
え
た
「
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
に
小
学
校
終
わ
っ
て
、
昭
和
二
十

（
一
九
四
五
）
年
終
戦
の
年
に
尋
常
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
た
ら
、『
田
ん
ぼ
や
畑

な
ん
か
今
や
る
人
い
な
い
ん
だ
か
ら
、
高
等
学
校
は
行
か
な
い
よ
う
に
我
慢
し
な

さ
い
』
と
母
に
言
わ
れ
て
。『
い
い
よ
、
田
ん
ぼ
や
る
よ
』
と
。
学
校
は
好
き
で
し

た
。
行
き
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
け
ど
ね
、
母
の
気
持
ち
を
考
え
た
ら
、
う
ち
は

我
慢
す
る
し
か
な
い
ん
だ
と
あ
き
ら
め
て
。
十
四
歳
の
と
き
か
ら
家
の
仕
事
を
手

伝
い
ま
し
た
」。

　

こ
の
よ
う
に
茂
市
さ
ん
は
、
苦
し
い
家
の
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
、
ま
た
そ

の
状
況
を
理
解
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
受
け
入
れ
つ
つ
青
年
期
を
過
ご
し
て
き
た
。

そ
の
当
時
の
本
音
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。「
親
が
し
っ
か
り
し
て
い

る
人
は
良
い
な
っ
て
、
そ
の
当
時
は
思
っ
た
ね
。
何
で
俺
は
こ
ん
な
に
苦
労
し
な

い
と
い
け
ね
ぇ
の
か
な
っ
て
、
思
っ
た
り
し
ま
し
た
け
ど
。
や
っ
ぱ
り
、
こ
う
い

う
家
に
生
ま
れ
た
か
ら
仕
方
な
い
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
、
あ
き
ら
め
も
半
分
入
っ

て
頑
張
ん
な
き
ゃ
い
け
な
い
な
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
な
」。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
茂
市
さ
ん
は
、
オ
ビ
シ
ャ
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。

３
．「
地
域
の
仕
事
」
と
し
て
の
オ
ビ
シ
ャ
へ
の
参
加

（
１
）「
大
人
」
と
し
て
参
加
し
た
オ
ビ
シ
ャ

　

男
手
を
失
っ
た
サ
ン
ペ
イ
家
で
あ
っ
た
が
、
集
落
を
構
成
す
る
ひ
と
つ
の
家
で

あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
母
・
た
け
は
、
女
性
世
帯
主
と
し

て
、「
地
域
の
仕
事（
３
）」
に
も
加
わ
っ
て
い
た
。
だ
が
、
茂
市
さ
ん
が
高
等
小
学
校
を
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卒
業
し
、
家
業
を
手
伝
う
よ
う
に
な
る
と
、「
地
域
の
仕
事
」
を
茂
市
さ
ん
に
任
せ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

二
組
の
会
議
〔
集
落
の
う
ち
、
二
番
組
と
い
う
班
組
織
の
寄
り
合
い
〕
と

か
、
酒
直
の
会
議
〔
集
落
全
体
の
寄
り
合
い
〕
に
は
よ
く
行
き
ま
し
た
よ
ね
。

〔
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
た
〕
十
四
、五
か
ら
母
が
「
お
前
行
け
」
っ
て
い
う

か
ら
、
母
の
代
り
に
出
ま
し
た
。
大
人
の
な
か
に
、
子
ど
も
が
い
る
よ
う
な

も
の
で
使
い
走
り
さ
せ
ら
れ
た
り
、「
わ
か
ら
な
い
の
か
」
な
ん
て
怒
ら
れ
た

り
、
苦
労
し
ま
し
た
。
会
議
に
出
て
も
わ
か
ら
な
い
し
、
行
っ
て
も
発
言
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
た
だ
黙
っ
て
聞
い
て
い
る
だ
け
。

　

茂
市
さ
ん
は
異
例
の
早
さ
で
「
地
域
の
仕
事
」
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

発
言
す
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
聞
い
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
会
議

に
出
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
っ
た
と
茂
市
さ
ん
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
番
組
の
会
議

に
せ
よ
、
集
落
全
体
の
会
議
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
場
に
で
る
こ
と
で
地
域
を
生
き

る
う
え
で
必
要
な
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
。「
会
議
に
出
る
よ

う
に
な
っ
て
、
世
の
中
〔
地
域
社
会（
４
）〕
の
動
き
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
語

っ
て
い
る
。

　

異
例
の
早
さ
で
「
地
域
の
仕
事
」
へ
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら

し
ば
ら
く
し
て
、
オ
ビ
シ
ャ
に
出
る
よ
う
に
と
声
が
か
か
る
。「
昭
和
二
十
三

（
一
九
四
八
）
年
に
初
め
て
オ
ビ
シ
ャ
に
出
ま
し
た
。
昭
和
十
三
（
一
九
三
八
）

年
に
父
が
亡
く
な
っ
て
、
母
は
女
だ
か
ら
オ
ビ
シ
ャ
に
は
出
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら

う
ち
で
は
、
昭
和
十
四
年
か
ら
二
十
二
年
ま
で
は
誰
も
出
ら
れ
な
か
っ
た
。
高
等

科
二
年
が
終
わ
り
、
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
近
所
の
お
じ
い
さ
ん
に
『
お
う
、

オ
ビ
シ
ャ
に
連
れ
て
い
っ
て
や
る
か
ら
支
度
し
ろ
』
な
ん
て
言
わ
れ
て
ね
」。

　

酒
直
の
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
は
、
男
性
戸
主
だ
け
が
参
加
で
き
る
行
事
で
あ
る
。
そ

の
た
め
戸
主
・
寅
吉
を
失
っ
た
サ
ン
ペ
イ
家
は
、
誰
も
そ
の
場
に
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
茂
市
さ
ん
が
父
と
一
緒
に
参
加
し
た
、
昭
和
十
三
年
の
オ
ビ

シ
ャ
を
最
後
に
、
オ
ビ
シ
ャ
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ

が
、「
地
域
の
仕
事
」
に
顔
を
出
し
、
経
験
を
積
み
は
じ
め
た
茂
市
さ
ん
を
見
て
、

サ
ン
ペ
イ
家
に
牛
を
貸
す
な
ど
付
き
合
い
の
深
か
っ
た
後
藤
良
彬
さ
ん
が
、
出
席

す
る
よ
う
に
声
を
か
け
た
。

　

そ
う
し
て
初
め
て
、「
大
人
」
と
し
て
オ
ビ
シ
ャ
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
。「
ま

だ
十
六
歳
で
す
か
ら
、
オ
ビ
シ
ャ
で
何
を
す
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
け
ど
、『
学

校
終
わ
っ
た
ん
だ
か
ら
オ
ビ
シ
ャ
に
出
ろ
よ
』
っ
て
向
こ
う
か
ら
言
わ
れ
た
の
で
。

そ
れ
か
ら
、
出
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
の
は
、

あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
ね
」。

　

初
め
て
参
加
し
た
オ
ビ
シ
ャ
の
印
象
を
茂
市
さ
ん
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。
こ
の
と
き
に
は
、
ソ
ウ
キ
ュ
ウ
ジ
（
総
給
仕
）
と
い
う
役
を
つ
と
め
た
。

　

最
初
は
、ソ
ウ
キ
ュ
ウ
ジ
っ
て
言
う
の
を
や
っ
て
ね
。
キ
ュ
ウ
ジ
ニ
ン（
給

仕
人
）
と
言
う
の
は
七
歳
の
子
ど
も
だ
け
ど
、
ソ
ウ
キ
ュ
ウ
ジ
は
全
体
の
こ

と
色
ん
な
こ
と
頼
ま
れ
て
。「
お
め
ぇ
酒
買
っ
て
来
い
」
と
か
、「
山
に
行
っ
て

野
老
取
っ
て
来
い
」
と
か
、「
魚
焼
け
」
と
か
、
頼
ま
れ
て
色
々
や
り
ま
し
た
。

ソ
ウ
キ
ュ
ウ
ジ
は
、
荒
神
〔
荒
神
社
を
受
け
た
コ
ド
ガ
シ
ラ
の
こ
と
〕
に
つ

ぎ
は
何
々
、
そ
の
つ
ぎ
は
何
々
っ
て
頼
ま
れ
る
か
ら
。
ソ
ウ
キ
ュ
ウ
ジ
っ
て
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言
う
の
は
二
人
い
る
ん
だ
け
ど
、
結
構
忙
し
い
。
御
膳
出
し
た
り
、
火
鉢
を

用
意
し
た
り
、
座
布
団
配
っ
た
り
、
昔
は
色
々
雑
用
が
多
か
っ
た
で
す
ね
。

　

ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
に
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
分
担
す
る

こ
と
で
オ
ビ
シ
ャ
を
執
り
行
な
っ
て
い
た
。
そ
の
役
に
は
、
野
老
役
、
煎
花
役
、

煙
草
役
、
料
理
役
、
配
膳
役
、
吸
物
役
、
酒
番
役
、
燗
役
、
総
給
仕
、
下
足
番
な

ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
役
割
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
つ
づ
く
『
素
羽
鷹
神
社
奉
社

記
録
』
で
ふ
れ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
役
割
分
担
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、

ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
が
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　

茂
市
さ
ん
が
、
担
当
し
た
ソ
ウ
キ
ュ
ウ
ジ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
不
足
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
も
の
で
、
全
体
に
気
を
配
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
行
事
の
多
く
の
場

面
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
２
）
女
世
帯
主
と
な
っ
た
サ
ン
ペ
イ
家
と
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
は
男
性
戸
主
の
み
が
参
加
を
許
さ
れ

た
行
事
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
サ
ン
ペ
イ
家
で
は
父
が
死
去
し
た
あ
と
、「
昭
和

十
四
年
か
ら
二
十
二
年
ま
で
は
誰
も
出
ら
れ
な
か
っ
た
」
こ
と
を
確
認
し
た
。
で

は
こ
の
間
、
サ
ン
ペ
イ
家
は
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
と
、
何
の
つ
な
が
り
を
も
つ
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
を
考
え
る
際
に
、
酒
直
地
区
の
オ
ビ
シ
ャ
を
特
徴
づ
け
る
オ
ニ
ッ
キ

と
呼
ば
れ
る
儀
礼
文
書
に
注
目
し
た
い
。
オ
ニ
ッ
キ
と
は
オ
ビ
シ
ャ
に
見
ら
れ
る

儀
礼
文
書
で
あ
り
、
常
総
地
方
を
中
心
に
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る（
５
）。

酒
直

の
場
合
、
オ
ニ
ッ
キ
は
オ
ビ
シ
ャ
で
祀
る
神
々
の
神
体
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
毎

年
の
オ
ビ
シ
ャ
で
オ
ニ
ッ
キ
が
書
き
継
が
れ
、
新
し
い
も
の
が
一
番
外
側
に
巻
き

つ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
オ
ニ
ッ
キ
の
束
に
よ
る
分
厚
い
御
神
体
が
作
ら
れ
て
い

る
。
酒
直
の
場
合
、
こ
の
当
時
の
オ
ニ
ッ
キ
は
二
枚
一
組
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

一
枚
目
に
は
、
現
在
の
オ
ニ
ッ
キ
の
よ
う
に
祭
神
の
名
を
記
し
た
。
そ
し
て
も
う

一
枚
に
は
、
村
び
と
の
名
前
を
書
き
連
ね
た
。
そ
し
て
村
び
と
の
名
前
を
書
き
連

ね
た
も
の
の
う
え
に
、
祭
神
の
名
を
記
し
た
も
の
を
巻
き
つ
け
て
、
二
枚
一
組
の

オ
ニ
ッ
キ
と
な
っ
て
い
た
〔
金
子
、
二
〇
一
八
〕。

　

サ
ン
ペ
イ
家
の
よ
う
に
、
突
然
の
出
来
事
で
戸
主
を
失
い
、
し
か
も
跡
取
り
が

ま
だ
若
く
次
世
代
へ
の
継
承
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
か
な
か
っ
た
場
合
、
オ
ニ
ッ
キ
に

は
ど
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

鎮
守
社
（
素
羽
鷹
明
神
社
）
の
オ
ニ
ッ
キ
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
記
載
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
ず
、
茂
市
さ
ん
が
父
と
一
緒
に
参

加
し
た
昭
和
十
三
（
一
九
三
八
）
年
の
オ
ニ
ッ
キ
は
、
戸
主
で
あ
る
父
の
名
前
だ

け
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
茂
市
さ
ん
は
、
七
歳
で
キ
ュ
ウ
ジ
ニ
ン
を
つ
と
め
た
が
、

オ
ニ
ッ
キ
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
翌
昭
和
十
四
（
一
九
三
九
）
年
の
オ
ニ
ッ

キ
に
は
、
サ
ン
ペ
イ
家
の
人
び
と
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
男
性
戸
主

が
不
在
に
な
っ
た
こ
と
で
儀
礼
の
場
か
ら
排
除
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
て
、
葬
儀
を
出
し
た
家
は
オ
ビ
シ
ャ
に
参
加
で
き
な
い
と
い
う
オ
ビ
シ
ャ

の
禁
忌
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
年
の
秋
に
父
・
寅
吉
が
逝
去

し
た
た
め
、
一
年
間
の
喪
が
明
け
て
お
ら
ず
、
サ
ン
ペ
イ
家
は
こ
の
オ
ビ
シ
ャ
に

か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

昭
和
十
五
（
一
九
四
〇
）
年
か
ら
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
ま
で
、
オ
ニ

ッ
キ
に
は
母
・
た
け
（
タ
ケ
の
記
載
も
あ
る
）
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
で
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に
見
た
よ
う
に
、
サ
ン
ペ
イ
家
は
こ
の
期
間
オ
ビ
シ
ャ
に
は
誰
も
参
加
し
て
い
な

い
。
し
か
し
、
オ
ニ
ッ
キ
に
は
母
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
（
写
真
１
）。
つ
づ

く
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
は
、
茂
市
さ
ん
が
初
め
て
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
に
参

加
し
た
年
で
あ
る
が
、
こ
の
年
、
そ
し
て
翌
年
の
オ
ニ
ッ
キ
に
は
サ
ン
ペ
イ
家
の

名
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た（
６
）。

　

つ
づ
く
昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年
か
ら
昭
和
三
十
六
（
一
九
六
一
）
年
ま

で
、
オ
ニ
ッ
キ
に
記
載
さ
れ
て
い
た
の
は
、
母
・
た
け
の
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
期

間
、
茂
市
さ
ん
は
オ
ビ
シ
ャ
の
場
に
参
加
し
て
い
る
が
、
記
さ
れ
て
い
る
の
は
母

の
名
で
あ
っ
た
。
茂
市
さ
ん
の
名
が
初
め
て
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
昭
和
三
十
七

（
一
九
五
七
）
年
、
茂
市
さ
ん
が
三
十
歳
に
な
る
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
わ
か
る
の
は
、
オ
ニ
ッ
キ
に
記
載
さ
れ
る
名
が
、
儀
礼
の

場
に
「
一
座
し
た
も
の
」
で
は
な
い
こ
と
だ
。
オ
ニ
ッ
キ
に
は
、
儀
礼
の
場
に
い

た
七
歳
の
キ
ュ
ウ
ジ
ニ
ン
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
昭
和
十
四
年
か

ら
昭
和
二
十
二
年
ま
で
の
サ
ン
ペ
イ
家
で
は
誰
も
オ
ビ
シ
ャ
に
参
加
で
き
な
か
っ

た
時
期
に
は
、
母
の
名
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
そ
の
後
、
茂
市
さ
ん
が
オ
ビ
シ
ャ
に

出
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
し
ば
ら
く
の
間
は
母
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
ム

ラ
オ
ビ
シ
ャ
に
参
加
し
た
も
の
」
と
「
オ
ニ
ッ
キ
に
記
さ
れ
る
も
の
」
と
の
間
に

は
、
大
き
な
隔
絶
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

で
は
、「
オ
ニ
ッ
キ
に
記
さ
れ
る
も
の
」
と
は
、
い
っ
た
い
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
茂
市
さ
ん
自
身
は
、
サ
カ
マ
イ
（
酒
米
）
を
提
供
し
た
家

の
名
だ
と
理
解
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
秋
の
収
穫
の
あ
と
、
オ
オ
ド
と
ア
イ
ド
が
、

枡
と
叺
袋
を
持
っ
て
集
落
内
の
各
家
を
め
ぐ
っ
た
。
各
家
か
ら
新
米
を
受
け
取
り
、

そ
れ
を
も
と
に
オ
ビ
シ
ャ
で
用
い
る
ド
ブ
ロ
ク
を
作
っ
た
。
現
在
で
も
オ
ビ
シ
ャ

の
費
用
を
酒
米
料

0

0

0

と
し
て
各
家
か
ら
集
め
て
い
る
の
は
、
そ
の
名
残
り
で
あ
る
。

オ
オ
ド
は
枡
を
持
っ
て
各
家
に
新
米
を
求
め
る
が
、
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
の
米
を
入

れ
る
か
は
、
各
家
の
状
況
に
応
じ
て
自
由
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
二
杯
も
三
杯

も
渡
す
家
も
あ
れ
ば
、
食
べ
る
の
に
困
る
家
で
は
少
量
で
も
よ
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
家
の
状
況
に
応
じ
た
費
用
負
担
の
仕
組
み
に
よ
っ
て
、
集
落
内
の

写真１：昭和15年オニッキとサンペイ家の記載（母タケの名がある）
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ど
の
家
も
オ
ビ
シ
ャ
の
サ
カ
マ
イ
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
オ
ビ
シ

ャ
の
費
用
負
担
を
し
た
家
が
、
オ
ニ
ッ
キ
に
記
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
結
果
、

集
落
内
の
総
戸
が
儀
礼
文
書
に
書
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
ま
で
茂
市
さ
ん
が
オ
ビ
シ
ャ
に
参
加
す
る
ま
で
の
状
況
を
、
茂
市
さ
ん
自

身
の
語
り
を
活
か
し
て
描
い
て
き
た
。そ
こ
で
つ
ぎ
に
茂
市
さ
ん
が
経
験
し
た「
古

い
オ
ビ
シ
ャ
」
の
様
子
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。
茂
市
さ
ん
の
言
う
「
古
い
オ

ビ
シ
ャ
」
と
は
、
昭
和
二
十
年
か
ら
三
十
代
年
の
、
現
在
の
よ
う
な
省
略
が
加
え

ら
れ
る
以
前
の
オ
ビ
シ
ャ
を
指
し
て
い
る
。

４
．
茂
市
さ
ん
が
経
験
し
た
「
古
い
オ
ビ
シ
ャ
」：『
素
羽
鷹
神
社
奉
社
記
録
』

　

こ
の
章
で
は
、
茂
市
さ
ん
が
記
録
し
た
『
素
羽
鷹
神
社
奉
社
記
録
』（
以
下
、『
奉

社
記
録
』）
を
で
き
る
だ
け
尊
重
し
執
筆
し
た
。『
奉
社
記
録
』
は
、
筆
者
の
聞
き

書
き
に
際
し
て
、
昭
和
二
十
年
代
三
十
年
代
の
「
古
い
オ
ビ
シ
ャ
」
が
現
状
よ
り

も
、
ず
っ
と
豊
か
な
内
容
を
含
ん
で
い
た
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
茂
市
さ
ん

自
身
が
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
奉
社
記
録
』
は
、
茂
市
さ
ん
自
身
が
見

聞
き
し
、
実
体
験
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
経
験
し
た
こ
と
だ
け
に
依
拠
し
て
書
か

れ
て
い
る
。「
書
か
れ
た
も
の
」
で
は
あ
る
が
、
筆
者
に
「
話
す
た
め
」
の
基
礎
資

料
と
し
て
整
理
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
と
言
っ
て
よ
い

も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
作
成
の
経
緯
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ひ
ろ
い
読
者
を
想
定
し
た
も
の
で
は

な
い
た
め
、
酒
直
の
オ
ビ
シ
ャ
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
知
識
が
な
い
と
読
み
こ
な

せ
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
奉
社
記
録
』
を
尊
重
し
な
が
ら
、
以
下
の

よ
う
な
改
稿
を
加
え
た
。
第
一
に
新
字
体
を
用
い
る
こ
と
。
第
二
に
明
ら
か
な
誤

字
脱
字
は
、
確
認
の
う
え
金
子
が
修
正
し
た
。
第
三
に
発
話
、
唱
え
事
な
ど
は

「　
　

」
を
補
っ
た
。
第
四
に
金
子
に
よ
る
加
筆
部
分
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
章
と

同
様
に
〔　
　

〕
を
つ
け
た
。
第
五
に
各
節
の
最
後
に
、
金
子
に
よ
る
コ
メ
ン
ト

を
つ
け
た
。

　
『
奉
社
記
録
』
の
記
載
に
し
た
が
っ
て
、
オ
ビ
シ
ャ
の
祭
祀
組
織
の
説
明
か
ら

み
て
い
こ
う
。

（
１
）
オ
ビ
シ
ャ
と
祭
祀
組
織
：
オ
オ
ド
と
テ
イ
ガ
タ

１
、〔
オ
ビ
シ
ャ
と
村
び
と
の
役
割
〕

　

・
十
四
社
を
奉
し
祭
典
を
行
う
。
殊
に
酒
直
区
内
一
二
三
組
、
四
五
六
組
と
区

内
を
二
分
に
致
し
、
社
の
奉
仕
は
一
年
毎
に
交
互
に
守
護
す
る
事
と
す
る
。

２
、〔
オ
ビ
シ
ャ
の
役
職
〕

　

・
毎
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
翌
年
の
一
月
二
十
二
日
迄
守
護
す
る
。
素
羽
鷹
神

社
守
護
者
を
大
殿
と
言
う
。〔
ア
イ
ド
は
〕
相
殿
と
し
て
守
護
す
る
神
社
は
な

い
が
、
大
殿
が
年
内
中
、
守
護
出
来
な
い
事
が
出
来
た
場
合
は
、
代
わ
っ
て

大
殿
す
る
。

　

・
他
の
神
社
十
三
社
守
護
す
る
方
を
小
殿
と
言
い
、
荒
神
社
守
護
者
を
小
殿
頭

と
言
う
。

　

・
大
殿
守
護
す
る
家
は
、
一
月
二
十
二
日
よ
り
一
年
間
、
家
の
門
の
両
脇
に
松

木
の
皮
を
取
り
、
両
側
に
立
て
七
五
三
縄
を
一
年
間
張
る
。
一
年
の
内
に
切

れ
る
時
は
、
又
新
し
い
稲
わ
ら
で
作
り
奉
る
。

３
、〔
オ
オ
ド
の
勤
め
〕

　

・
大
殿
一
年
間
に
種
々
や
る
事
が
あ
る
。
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・
毎
月
月
の
始
め
の
吉
日
に
、
素
羽
鷹
神
社
の
清
掃
を
す
る
。

　

・
年
の
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、
吉
日
に
そ
の
年
に
と
れ
た
新
米
を
頂

き
に
、
袋
と
枡
を
持
ち
、
各
家
々
か
ら
酒
米
と
し
て
頂
い
て
歩
く
。
約
百
戸

の
家
。（
遠
き
そ
の
昔
は
、
そ
の
米
で
、
大
殿
宅
で
ド
ブ
ロ
ク
酒
を
大
樽
に
何

樽
も
作
っ
た
と
い
う
。
酒
の
好
き
な
方
々
が
酒
役
と
言
っ
て
、
正
月
に
な
る

と
味
を
調
べ
に
行
き
吞
ん
だ
と
の
事
を
聞
い
た
）。

　

・
翌
年
度
の
大
殿
と
相
殿
を
依
頼
し
、
決
ま
れ
ば
決
ま
り
酒
を
持
参
し
て
、
翌

年
度
の
大
殿
宅
へ
大
殿
相
殿
区
長
に
て
お
願
い
に
行
く
。

〔
オ
オ
ド
が
用
意
す
る
物
〕

　

・
魚
…
小
魚
約
百
匹
位
（
遠
い
昔
は
、
近
く
の
沼
や
、
水
の
多
い
と
こ
ろ
の
水

を
は
ら
い
、
件
の
魚
を
獲
り
、
生
か
し
て
お
い
た
と
聞
く
）。

　

・
炭
…
炭
窯
で
一
窯
焼
き
、
約
十
袋
位
、
客
の
暖
房
及
び
料
理
用
に
使
用
。

　

・
薪
…
数
多
く
必
要
。
多
く
は
お
客
の
料
理
作
り
に
使
用
。
そ
の
他
に
も
。

　

・
野
老
…
山
芋
み
た
い
な
も
の
で
、
根
の
多
く
あ
る
物
。
お
客
が
花
を
つ
け
て

遊
ぶ
用
品
。

　

・
餅
米
…
い
り
花
用
。
お
客
が
野
老
に
つ
け
て
遊
ぶ
用
品
。

　

・
西
の
内
…
和
紙
で
四
枚
。
鶴
二
羽
、
煎
り
花
入
れ
箱
を
折
る
和
紙
。
西
の
内

の
先
祖
は
茨
城
県
那
珂
郡
山
方
町
西
の
内
。

　

・
味
噌
…
一
桶
に
一
杯
位
。

　

・
そ
の
他
…
客
用
高
膳
、
座
布
団
、
火
鉢
、
野
菜
種
々
多
数
。

　

・
松
の
木
…
三
段
の
根
の
あ
る
木
一
本
。

　

・
雨
戸
板
…
お
山
用
。

　

・
タ
ラ
イ
…
新
し
い
物
。
お
山
松
等
植
え
る
。

〔
前
日
の
参
集
者
〕

　

・
御
奉
社
祭
典
の
前
日
、
一
月
二
十
一
日
朝
八
時
頃
、
小
殿
守
護
者
一
同
、
各

一
年
間
守
護
し
た
社
を
持
っ
て
大
殿
宅
に
集
合
し
、
翌
日
二
十
二
日
の
祭
典

の
一
切
の
準
備
を
す
る
。

　

・
総
奉
行
役
と
し
て
区
長
も
来
る
。

　

・
大
殿
の
庭
に
の
ぼ
り
旗
用
の
竹
を
立
て
る
。

〔
テ
イ
ガ
タ
の
役
職
〕

　

・
各
役
職
を
決
め
る
。

　

・
書
記
二
名
。
一
切
の
書
き
物
を
す
る
。

　

・
会
計
す
べ
て
の
金
銭
の
計
算
。
収
入
支
出
。

　

・
総
奉
行
役
。
総
奉
行
誰
々
殿
と
書
く
。
区
長
名
。

　

・
御
座
奉
行
役
。
同
じ
く
名
前
誰
々
殿
。
区
内
の
長
老
者
に
依
頼
す
る
。

　

・
荒
神
社
守
護
者
。
小
殿
頭
は
全
体
の
役
員
を
取
り
仕
切
る
。

　

・
白
幡
社
守
護
者
は
無
役
。

　

・
魚
役
二
名
。
魚
は
背
か
ら
開
い
て
焼
く
。

　

・
野
老
役
二
名
。
山
よ
り
獲
り
洗
っ
て
根
の
多
い
の
を
揃
え
る
。

　

・
煙
草
役
二
名
。
キ
ザ
ミ
、
紙
巻
煙
草
。

　

・
酒
燗
役
二
名
。
酒
燗
。

　

・
総
給
仕
人
二
名
。
年
の
若
い
方
が
な
り
、
料
理
等
種
々
お
客
に
出
す
。
他
仕

事
。

　

・
全
部
の
役
職
の
人
の
名
前
を
書
い
た
半
紙
を
客
席
部
屋
の
な
げ
し
に
貼
る
。

〔
前
日
準
備
〕

　

・
そ
の
他
の
方
お
山
の
飾
り
つ
け
を
す
る
。
雨
戸
板
の
上
に
、
木
の
タ
ラ
イ
に
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松
の
木
を
中
心
に
植
え
、
回
り
に
各
神
社
の
御
神
体
を
な
ら
べ
る
。
鶴
、
亀
、

竹
、
梅
の
枝
、
の
ぼ
り
旗
二
本
、
煎
り
花
、
野
老
、
角
切
り
沢
庵
二
鉢
、
田

楽
二
本
ず
つ
。
御
神
酒
大
殿
よ
り
一
本
。
徳
利
二
十
、
杯
多
数
。

　

・
そ
の
他
す
べ
て
用
意
し
、
全
部
出
来
た
ら
、
小
殿
頭
荒
神
社
守
護
者
が
調
べ

て
、
異
常
が
な
い
か
確
認
。
書
記
も
間
違
な
い
か
調
べ
て
用
意
が
出
来
た
ら
、

総
奉
行
に
報
告
し
、
す
べ
て
の
準
備
終
わ
り
。
夜
食
を
頂
き
各
人
帰
宅
す
る
。

〔
前
夜
の
オ
オ
ド
〕

　

・
そ
の
後
は
大
殿
は
床
の
間
に
お
い
て
あ
る
各
神
社
に
ロ
ー
ソ
ク
を
立
て
て
火

を
付
け
て
、
家
の
中
の
灯
を
消
し
て
、
お
ご
そ
か
に
拍
子
を
打
ち
一
年
間
の

我
が
家
の
安
泰
を
礼
し
、
今
後
の
我
が
家
の
幸
せ
と
安
泰
を
祈
る
。
大
殿
は

身
の
引
き
締
ま
る
気
分
に
な
る
。

　

・
一
年
間
で
大
殿
宅
に
十
四
社
が
入
る
一
夜
は
二
十
一
日
だ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
テ
イ
ガ
タ
と
キ
ャ
ク
ガ
タ
、
さ
ら
に
は
オ
オ
ド
、
ア
イ

ド
、
コ
ド
と
い
っ
た
基
本
的
な
オ
ビ
シ
ャ
の
祭
祀
組
織
は
、
現
在
で
も
大
き
な
変

化
は
な
い
。
小
さ
な
変
化
を
挙
げ
れ
ば
、現
在
で
は
、ソ
ウ
ブ
ギ
ョ
ウ
（
総
奉
行
）・

オ
ン
ザ
ブ
ギ
ョ
ウ
（
御
座
奉
行
）
と
い
う
役
職
は
廃
止
さ
れ
、
区
長
と
氏
子
惣
代

へ
と
変
わ
っ
て
い
る
。

　

加
え
て
『
奉
社
記
録
』
か
ら
は
、
当
時
、
オ
オ
ド
が
オ
ビ
シ
ャ
に
あ
た
っ
て
準

備
し
て
お
く
べ
き
物
品
が
大
変
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
キ
ャ
ク
ガ

タ
を
も
て
な
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
物
品
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
物
品
を
用
い
て
、

キ
ャ
ク
ガ
タ
を
接
待
す
る
た
め
に
、
多
く
の
役
職
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

（
２
）
当
日
準
備
か
ら
オ
ヤ
マ
式
ま
で

御
奉
社
当
日
一
月
二
十
二
日

〔
当
日
準
備
〕

　

・
一
二
三
番
組
神
社
守
護
者
を
亭
方
と
言
う
。
四
五
六
組
を
客
方
と
言
う
。

　

・
午
前
八
時
亭
方
関
係
者
集
合
す
る
。

　

・
総
奉
行
（
区
長
、
又
部
落
長
〔
が
な
る
〕）。

　

・
御
座
奉
行
役
と
し
て
区
内
の
長
老
が
総
奉
行
よ
り
指
名
さ
れ
る
。

　

・
両
奉
行
も
八
時
に
大
殿
宅
に
入
る
。

　

・
総
奉
行
の
指
示
に
従
い
、
神
事
や
そ
の
他
に
つ
い
て
、
各
亭
方
一
同
行
事
に

つ
い
て
執
務
す
る
。

　

・
庭
に
の
ぼ
り
旗
を
あ
げ
る
。

　

・
客
間
の
座
敷
中
央
に
お
山
を
置
く
。

　

・
客
席
に
座
布
団
を
敷
き
、
火
鉢
客
二
名
に
一
鉢
ず
つ
置
く
。

〔
ニ
バ
ン
ヅ
ケ
〕

　

・
小
殿
頭
の
荒
神
社
守
護
者
九
時
に
他
一
名
を
連
れ
て
、
二
名
に
て
神
官
宅
に

行
き
、「
二
番
付
け
に
参
り
ま
し
た
」
と
申
上
げ
る
。
依
頼
す
る
神
官
は
、「
二

番
付
け
」
と
言
う
言
葉
を
聞
き
、「
承
知
致
し
ま
し
た
」
と
了
承
す
る
。

　

・
十
時
頃
各
神
社
守
護
者
は
、
徳
利
に
酒
を
入
れ
杯
を
持
ち
、
四
五
六
組
の
客

方
の
各
家
に
行
き
、「
二
番
付
け
に
参
り
ま
し
た
」
と
申
上
げ
、
酒
を
つ
ぐ
。

す
る
と
客
方
は
オ
ン
ベ
銭
と
い
っ
て
、
十
円
玉
を
く
れ
た
。（
そ
の
遠
き
昔
は

一
銭
位
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。）

　

・
守
護
神
社
に
よ
り
、
行
き
依
頼
す
る
家
は
決
ま
っ
て
い
た
。
客
人
に
よ
っ
て

は
大
殿
宅
よ
り
遠
い
方
は
、
途
中
ま
で
家
を
出
て
来
る
客
方
も
い
た
。
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・
客
方
は
着
物
に
羽
織
を
着
て
、
下
駄
や
草
履
を
履
い
て
来
る
人
も
い
た
。
客

方
の
人
数
は
約
四
十
名
か
ら
五
十
名
位
だ
っ
た
。
客
方
の
人
が
大
殿
宅
に
入

る
と
、
履
物
に
名
前
を
書
い
た
コ
ヨ
リ
を
付
け
る
。

〔
祭
典
開
始
〕

　

・
総
奉
行
、
床
の
間
の
前
に
座
り
、
脇
に
御
座
奉
行
が
座
る
。

　

・
総
奉
行
、
客
方
に
も
皆
来
て
頂
い
た
の
で
、「
只
今
か
ら
素
羽
鷹
神
社
の
祭
典

御
奉
社
を
執
り
行
い
ま
す
」
と
申
上
げ
る
。

　

・
次
に
神
官
に
祝
詞
を
依
頼
す
る
。

　

・
神
官
お
山
の
前
に
出
て
座
り
、
祝
詞
を
申
上
げ
る
。

〔
抽
選
〕

　

・
次
に
客
方
に
各
神
社
の
守
護
す
る
抽
選
を
行
う
。
小
殿
頭
に
各
神
社
抽
選
券
、

十
四
社
を
客
の
数
に
よ
り
、
空
籤
客
数
に
よ
り
入
れ
る
。

　

・〔
総
奉
行
、〕「
只
今
か
ら
各
神
社
の
次
年
度
守
護
す
る
方
の
抽
選
を
行
い
ま
す
。

小
殿
頭
用
意
し
て
下
さ
い
」。

　

・
小
殿
頭
、
客
の
人
数
に
合
わ
せ
て
用
意
す
る
（
十
四
社
と
空
籤
の
数
〔
を
足

し
て
客
方
の
人
数
と
同
じ
に
な
る
よ
う
に
す
る
〕）。

　

・
総
奉
行
、「
只
今
か
ら
、
各
神
社
十
四
社
の
抽
選
を
行
い
ま
す
」。

　
　

小
殿
頭
、
客
方
に
コ
ヨ
リ
に
し
た
抽
選
券
を
引
い
て
い
た
だ
く
。

　

・
総
奉
行
、「
当
選
し
た
方
は
、
神
社
名
を
読
み
上
げ
ま
す
の
で
、
大
き
な
声
で

名
前
を
言
っ
て
下
さ
い
」。
鎮
守
社
、
相
殿
は
決
定
し
て
い
る
の
で
、
荒
神

社
よ
り
十
三
社
を
読
み
上
げ
、
書
記
〔
が
〕
記
録
す
る
。

　

・
当
選
者
は
神
社
の
名
を
書
い
た
コ
ヨ
リ
を
胸
の
羽
織
の
紐
に
つ
け
る
。

〔
オ
ヤ
マ
式
〕

　

・
総
奉
行
、
次
に
御
座
奉
行
に
「
お
山
式
を
行
い
ま
す
。
御
座
奉
行
お
願
い
し

ま
す
」〔
と
指
示
す
る
〕。

　

・
御
座
奉
行
、
そ
れ
で
は
只
今
か
ら
お
山
式
を
行
い
ま
す
。
ま
ず
、
大
殿
相
殿
、

新
大
殿
相
殿
で
一
座
、
そ
の
他
は
客
の
数
に
よ
り
二
座
な
い
し
四
座
と
す
る
。

　

・
大
殿
、
相
殿
、
新
大
殿
、
新
相
殿
、
御
座
奉
行
、
五
名
が
お
山
の
廻
り
に
座

る
。

　

・
こ
こ
で
長
男
で
七
才
の
男
子
二
名
、
上
下
着
を
着
て
、
羽
織
、
袴
を
着
て
座

る
。
七
才
の
男
子
が
御
神
酒
の
入
っ
た
徳
利
で
、
御
座
奉
行
と
大
殿
、
相
殿

に
御
神
酒
を
つ
ぐ
。
大
殿
、
相
殿
、
新
大
殿
、〔
新
〕
相
殿
が
御
神
酒
を
呑
み

ほ
す
。

　

・
御
座
奉
行
が
で
は
、「
お
山
の
四
方
を
手
で
持
っ
て
下
さ
い
」
と
申
し
、
お
山

を
持
ち
上
げ
、
一
同
で
、「
マ
ア
ダ
ゴ
、
マ
ア
ダ
ゴ
、
マ
ア
ダ
ゴ
」
と
三
度
申

し
、「
御
手
を
拝
借
、
ヨ
オ
ー
」「
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
」
と
三
度
拍
子
を
打

ち
、「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
皆
で
申
し
上
げ
、
一
座
終
わ
る
。

　

・
次
に
客
の
数
で
二
座
な
い
し
、
四
座
を
同
じ
く
御
座
奉
行
の
指
示
で
や
り
終

え
る
。

　

・
総
奉
行
、「
以
上
で
お
山
式
は
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、
各
御
神
体
は
箱
に
収
め

て
く
だ
さ
い
」。「
小
殿
頭
に
各
神
社
の
抽
選
券
は
持
っ
て
、
お
山
を
片
付
け

て
下
さ
い
」〔
と
指
示
す
る
〕。

　

・
亭
方
で
お
山
を
座
敷
よ
り
片
付
け
る
。
お
山
の
松
の
木
は
素
羽
鷹
神
社
に
植

え
る
。

　

・
又
大
殿
は
、
七
才
の
男
の
子
二
名
に
も
祝
金
を
あ
げ
る
。
男
の
子
に
、
の
ぼ
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り
旗
、
鶴
、
亀
差
し
上
げ
帰
っ
て
い
た
だ
く
。

　

儀
礼
的
な
要
素
に
注
目
す
る
と
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
の
う
ち
抽
選
や
オ
ヤ
マ
式
と

い
っ
た
儀
礼
は
、
こ
の
当
時
の
や
り
方
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
現
在
に
も
継
承

さ
れ
て
い
る
。
大
き
な
変
化
は
、
儀
礼
の
場
が
オ
オ
ド
の
個
人
宅
か
ら
神
社
へ
と

移
っ
た
こ
と
に
限
ら
れ
る
。
儀
礼
そ
の
も
の
に
変
化
が
少
な
い
も
の
の
、
儀
礼
に

至
る
ま
で
の
過
程
は
全
く
変
わ
っ
て
い
る
。
テ
イ
ガ
タ
が
キ
ャ
ク
ガ
タ
を
迎
え
に

行
く
ニ
バ
ン
ヅ
ケ
は
、
現
在
は
全
く
失
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

キ
ャ
ク
ガ
タ
を
も
て
な
す
過
程
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
宴
席
と
当
渡
し
儀
礼

〔
宴
席
〕

　

・
総
奉
行
、「
只
今
か
ら
宴
会
を
行
な
い
ま
す
。
御
座
奉
行
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
」
と
申
し
上
げ
る
。

　

・
御
座
奉
行
、
拍
子
〔
を
〕
二
度
打
ち
、
小
殿
頭
を
呼
ぶ
。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
ハ
」
と
言
い
、
御
座
奉
行
の
前
に
出
て
、
両
手
を
つ
い
て
、「
何

か
御
用
で
し
ょ
う
か
」〔
と
答
え
る
〕。

　

・
御
座
奉
行
、「
料
理
の
お
膳
を
出
し
な
さ
い
」
と
言
う
。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
イ
」
と
言
い
、
料
理
役
に
御
膳
を
出
す
よ
う
指
示
す
る
。

　

・
料
理
役
、
客
一
人
一
人
の
前
に
高
膳
、
朱
椀
を
載
せ
て
出
す
。

　

・
御
座
奉
行
、
拍
子
を
打
ち
、「
小
殿
頭
来
な
さ
い
」
と
申
す
。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
ハ
」
と
言
い
な
が
ら
両
手
を
つ
い
て
、「
御
座
奉
行
様
何
で
ご
ざ

い
ま
し
ょ
う
か
」
と
言
う
。

　

・
御
座
奉
行
、「
酒
を
最
初
の
一
献
出
し
な
さ
い
」。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
イ
」
と
答
え
酒
役
二
名
に
酒
を
出
す
よ
う
命
じ
る
。

　

・
酒
役
が
客
一
人
一
人
に
、
朱
椀
の
蓋
に
酒
を
注
い
で
歩
く
。

　

・
御
座
奉
行
、
又
拍
子
〔
を
〕
二
度
打
ち
、
小
殿
頭
を
呼
ぶ
。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
ハ
」。「
次
は
何
で
し
ょ
う
か
」
と
申
す
。

　

・
御
座
奉
行
、「
魚
を
出
し
な
さ
い
」。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
イ
」
と
答
え
、
魚
役
に
魚
を
出
す
よ
う
命
じ
る
。

　

・
魚
役
二
名
、
小
魚
を
背
か
ら
開
き
ピ
ン
焼
き
し
た
物
に
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
を
切

り
刻
み
、
味
噌
に
ま
ぜ
た
も
の
を
魚
の
上
に
載
せ
て
客
に
出
す
。

　

・
御
座
奉
行
、
又
、
御
座
奉
行
が
拍
子
を
二
度
打
ち
、
小
殿
頭
を
呼
ぶ
。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
ハ
」。「
次
は
何
の
御
用
で
し
ょ
う
か
」。

　

・
御
座
奉
行
、「
野
老
を
出
し
な
さ
い
」。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
イ
」
と
言
い
、
野
老
役
二
名
に
煎
り
花
（
餅
米
を
煎
っ
た
物
）

と
共
に
出
す
。〔
野
老
に
〕
煎
り
花
を
付
け
て
遊
ぶ
。
火
鉢
に
竹
串
を
さ
し
て
。

　

・
御
座
奉
行
、
又
奉
行
の
拍
手
が
鳴
り
、
小
殿
頭
を
呼
ぶ
。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
ハ
」。「
今
度
は
何
の
御
用
で
し
ょ
う
か
」
と
申
し
上
げ
る
。

　

・
御
座
奉
行
、「
酒
二
献
目
を
出
し
な
さ
い
」。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
イ
」
と
言
っ
て
、
酒
役
に
酒
を
出
す
よ
う
命
ず
る
。

　

・
酒
役
二
名
、
二
献
目
を
客
に
注
い
で
廻
る
。

　

・
御
座
奉
行
、
又
、
拍
手
二
度
鳴
り
、
小
殿
頭
を
呼
ぶ
。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
ハ
」
と
言
い
な
が
ら
、
御
座
奉
行
の
前
に
出
て
、「
次
は
何
の
御

用
で
し
ょ
う
か
」。

　

・
御
座
奉
行
、「
煙
草
を
出
し
な
さ
い
」
と
言
う
。
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・
小
殿
頭
、「
ハ
イ
」
と
申
し
、
煙
草
役
二
名
に
〔
指
示
す
る
〕。

　

・
煙
草
役
二
名
、
煙
草
と
、
膳
の
隅
に
小
さ
く
切
っ
た
紙
の
上
に
キ
ザ
ミ
煙
草

を
出
す
。

　

・
客
の
中
に
は
、「
俺
は
キ
セ
ル
を
忘
れ
た
の
で
、
紙
に
巻
い
た
の
を
く
れ
」
と

言
う
客
も
い
た
。（
遠
き
昔
は
、
キ
ザ
ミ
だ
け
の
時
代
も
あ
っ
た
）。

　

・
御
座
奉
行
、
ま
た
拍
手
二
度
で
小
殿
頭
を
呼
ぶ
声
が
あ
る
。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
ハ
」。「
次
は
何
を
出
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
申
上
げ
る
と
、

　

・
御
座
奉
行
、「
お
に
ぎ
り
を
出
し
な
さ
い
」。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
イ
」
と
申
上
げ
、
総
給
仕
人
に
お
に
ぎ
り
を
出
す
よ
う
言
う
。

　

・
総
給
仕
人
二
名
、
小
皿
の
上
に
お
に
ぎ
り
二
個
ず
つ
と
、
魚
の
す
り
身
汁
を

客
に
置
き
歩
く
。

　

・
客
の
内
で
も
、
家
が
貧
苦
の
人
も
い
て
、
お
に
ぎ
り
と
神
社
当
選
券
と
取
り

替
え
た
人
も
い
た
。

　

・
御
座
奉
行
、
拍
手
を
二
度
打
ち
、
小
殿
頭
を
呼
ぶ
。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
ハ
」
と
両
手
を
つ
い
て
、
又
、「
御
用
で
し
ょ
う
か
」
と
申
す
と
、

　

・
御
座
奉
行
、「
用
が
あ
る
か
ら
ま
た
呼
ん
だ
の
だ
。
最
後
の
三
献
目
の
酒
を
出

し
な
さ
い
」
と
申
す
。

　

・
小
殿
頭
、「
ハ
イ
」。「
承
知
致
し
ま
し
た
」
と
、
酒
役
に
三
献
目
の
酒
を
出
す

よ
う
命
ず
る
。

　

・
酒
役
二
名
、
客
に
酒
を
出
し
に
出
る
。
三
献
目
は
親
椀
で
呑
む
事
に
決
ま
っ

て
い
る
。
三
献
目
を
注
い
で
回
る
。

　
・
中
に
は
酒
を
あ
ま
り
呑
め
な
い
人
は
、断
る
人
も
い
た
が
、呑
め
る
人
は
「
も

っ
と
注
げ
」
と
言
う
人
も
い
た
。

　

・
時
を
見
、
総
奉
行
、「
こ
の
辺
で
宴
会
は
終
わ
り
に
し
た
い
。
空
籤
を
引
い
た

方
々
は
お
帰
り
下
さ
い
」。

　

・
空
籤
を
引
い
た
客
〔
へ
〕
は
、
下
足
係
〔
が
〕
履
物
を
間
違
い
な
い
よ
う
、

名
前
を
見
て
渡
す
。

〔
ミ
ヤ
ワ
タ
シ
式
〕

　

・〔
御
座
奉
行
、〕「
次
に
お
宮
渡
式
を
行
い
ま
す
の
で
、
高
膳
を
片
付
け
て
く
だ

さ
い
」。

　

・
総
給
仕
人
、
高
膳
を
片
付
け
る
。

　

・
亭
方
は
一
年
間
守
護
し
た
各
神
社
を
自
分
の
前
に
、
自
分
の
方
を
向
け
て
、

上
座
に
座
る
。〔
御
神
体
を
収
め
た
箱
を
明
け
、
そ
の
蓋
の
上
に
〕
杯
を
載
せ

る
。

　
・
鎮
守
社
（
大
殿
）、
相
殿
、
荒
神
社
、
白
幡
社
、
日
枝
社
、
稲
荷
社
、
弁
天
社
、

愛
宕
社
、
浅
間
社
、
天
神
社
、
御
霊
社
、
水
神
社
、
鷲
神
社
、
子
の
神
社
、

疱
瘡
社
、
以
上
の
順
に
並
ん
で
座
る
。

　

・
客
方
も
同
じ
順
で
、
下
座
に
座
る
。

　

・
総
奉
行
が
書
記
の
記
録
し
た
書
物
を
持
ち
、「
神
社
名
と
守
護
者
名
を
申
し
上

げ
る
の
で
、『
ハ
イ
』
と
大
き
な
声
で
返
事
を
し
て
下
さ
い
」〔
と
言
う
〕。

　

・〔
総
奉
行
、〕「
で
は
只
今
か
ら
お
宮
渡
り
式
を
行
い
ま
す
」。

　

・
ま
ず
鎮
守
社
、「
誰
々
殿
よ
り
誰
々
殿
に
渡
る
」
と
申
す
と
、
給
仕
人
が
御
神

酒
、
大
殿
が
奉
納
し
た
酒
を
注
ぐ
。
そ
れ
を
呑
み
ほ
し
、
神
社
を
客
方
の
方

に
渡
す
。
客
方
は
御
神
酒
を
呑
み
、
神
社
を
い
た
だ
く
。

　

・
次
に
相
殿
の
引
き
渡
し
を
す
る
が
、
相
殿
は
〔
オ
オ
ド
に
不
幸
が
あ
っ
た
場

合
の
代
役
で
あ
る
た
め
〕守
護
社
が
な
い
の
で
、荒
神
社
を
借
り
て
引
き
渡
す
。
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・
次
に
荒
神
社
も
同
じ
く
、「
誰
々
殿
よ
り
誰
々
殿
へ
渡
る
」
と
申
し
上
げ
、
引

き
渡
す
。

　

・
全
部
の
社
の
引
き
渡
し
が
終
わ
り
、
式
が
終
わ
る
と
、
客
方
は
各
神
社
を
胸

に
抱
き
、
新
大
殿
宅
に
新
大
殿
を
先
に
し
て
送
り
込
み
に
入
る
。

〔
オ
ク
リ
コ
ミ
〕

　

・
途
中
〔
新
〕
大
殿
宅
ま
で
の
間
、
歩
き
な
が
ら
大
声
を
上
げ
な
が
ら
、
新
大

殿
宅
に
入
る
。
各
神
社
新
大
殿
宅
の
床
の
間
に
置
き
、
別
室
に
て
一
同
控
え

る
。

　

・
新
大
殿
宅
で
も
座
敷
に
宴
会
の
用
意
が
で
き
て
い
る
。

　

・
旧
大
殿
宅
で
は
、
宴
会
席
を
新
し
く
作
る
。

　

・
又
、
素
羽
鷹
神
社
御
奉
社
に
使
用
し
た
、
神
社
用
品
を
新
大
殿
宅
に
、
旧
荒

神
社
守
護
者
他
四
名
五
名
に
て
、
新
大
殿
宅
に
す
ぐ
届
け
受
け
取
っ
て
い
た

だ
く
。

　

・
届
け
に
行
っ
た
五
名
に
対
し
、
新
大
殿
宅
で
は
、
客
室
に
料
理
を
用
意
し
て

あ
り
、
す
ぐ
料
理
を
い
た
だ
く
。
約
一
時
間
ご
ち
そ
う
に
な
り
帰
る
。

〔
オ
イ
ザ
カ
モ
リ
式
〕

　

・
新
大
殿
宅
で
は
、
神
社
十
四
社
守
護
者
よ
り
、
祝
宴
会
に
入
る
。
十
二
時
頃

ま
で
料
理
を
ご
ち
そ
う
に
な
り
、
各
人
十
三
社
を
い
た
だ
き
、
散
会
し
て
帰

る
。

　

・
又
旧
大
殿
宅
で
は
、
大
殿
を
座
敷
の
中
央
に
て
、
亭
方
の
方
々
で
「
マ
ア
ダ

ゴ
、
マ
ア
ダ
ゴ
、
マ
ア
ダ
ゴ
」
と
言
い
な
が
ら
、
大
殿
を
何
度
も
持
ち
上
げ

る
。

　

・
そ
し
て
、
新
大
殿
宅
に
物
品
を
届
け
た
方
が
帰
っ
て
来
た
ら
、
又
新
し
く
料

理
を
出
し
て
い
た
だ
き
、
こ
ち
ら
で
も
十
二
時
頃
ま
で
宴
会
を
す
る
。

　

・
両
大
殿
宅
で
十
二
時
に
終
わ
り
帰
宅
す
る
。

　

・
素
羽
鷹
神
社
の
祭
典
が
終
わ
る
。

〔
片
付
け
〕

　

・
そ
れ
か
ら
約
三
日
位
、
旧
大
殿
宅
で
は
荒
神
守
護
者
、
相
殿
、
又
会
計
係
で

後
片
付
け
を
や
る
。
残
酒
の
整
理
、
火
鉢
、
朱
椀
や
そ
の
他
用
意
し
た
物
品
、

食
器
な
ど
の
片
づ
け
を
す
る
。

　

・
一
切
の
片
付
け
が
終
わ
り
、
旧
大
殿
宅
で
片
付
け
に
参
加
し
た
方
々
で
、
最

後
の
祝
賀
会
を
や
り
、
一
切
の
祭
典
の
行
事
が
終
わ
る
。

　
『
奉
社
記
録
』
の
う
ち
、
と
く
に
貴
重
な
の
は
、
宴
席
か
ら
ミ
ヤ
ワ
タ
シ
の
過

程
を
示
し
た
本
節
の
記
述
で
あ
る
。
ま
た
『
奉
社
記
録
』
で
は
、
そ
れ
ら
の
過
程

で
の
や
り
取
り
を
生
き
生
き
と
描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
過
程
は
ト
ウ
マ
エ
と

呼
ば
れ
る
オ
ビ
シ
ャ
の
当
番
を
引
き
継
ぐ
当
渡
し
儀
礼
で
あ
り
、
当
時
は
、
こ
の

儀
礼
に
付
随
し
て
多
く
の
儀
礼
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
現

在
、
当
渡
し
儀
礼
は
ミ
ヤ
ワ
タ
シ
式
だ
け
に
簡
素
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
見
ら

れ
た
宴
席
、
あ
る
い
は
そ
の
後
に
行
な
わ
れ
て
い
た
オ
ク
リ
コ
ミ
や
オ
イ
ザ
カ
モ

リ
式
は
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

５
．
結
論
：
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
に
見
る
戦
後
の
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ

　

本
稿
で
は
、
オ
ビ
シ
ャ
行
事
を
事
例
に
、
酒
直
地
区
に
お
い
て
こ
の
行
事
が
昭

和
二
十
年
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
ど
の
よ
う
に
執
り
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
を

明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
つ
ぎ
の
事
実
で
あ
る
。
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こ
の
時
代
の
オ
ビ
シ
ャ
行
事
に
は
、
現
在
に
つ
づ
く
〈
儀
礼
〉
だ
け
で
な
く
、

も
て
な
し
の
過
程
で
あ
る
〈
饗
応
〉
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
酒
直
の
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
の
記
録
と
し
て
は
、
大
戦
下
の
一
九
四
三
年
の
堀

井
論
文
が
あ
る
。
こ
れ
と
比
較
し
た
場
合
、
茂
市
さ
ん
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
か

ら
は
、
宴
席
や
接
待
な
ど
の
〈
饗
応
〉
の
詳
細
が
明
ら
か
に
な
る
点
で
特
徴
的
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
堀
井
論
文
で
は
、
オ
ビ
シ
ャ
の
〈
儀
礼
〉
を
中
心
に
記
録
し

た
の
に
対
し
、
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
は
、
戦
前
か
ら
の
〈
儀
礼
〉
が
戦
後
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、

現
在
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
〈
饗
応
〉
の
姿
が
生
き
生
き
と
浮
か
び
上
が
る
。
こ

の
よ
う
に
見
る
と
、
た
し
か
に
酒
直
の
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
は
、
現
在
も
豊
か
な
〈
儀

礼
〉
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
〈
饗
応
〉
の
場
面
を
大
き
く
減
ら
し
て
き

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
運
営
の
面
で
も
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
時
代
に
は
、
オ
ビ
シ

ャ
は
地
域
の
最
重
要
行
事
の
ひ
と
つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
厳
粛
に
執
行
さ

れ
て
い
た
。
そ
こ
に
参
加
で
き
る
の
は
、
男
性
戸
主
に
限
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
オ

ビ
シ
ャ
は
閉
鎖
的
な
行
事
で
あ
る
よ
う
に
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

茂
市
さ
ん
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
伺
え
る
の
は
、
サ
ン
ペ
イ
家
の
よ
う
に
男

性
戸
主
が
不
在
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
オ
ビ
シ
ャ
の
儀
礼
に
加
え
る
仕
組
み
が
作

動
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

現
在
オ
ビ
シ
ャ
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
自
由
意
思
に
任
せ
ら

れ
、
民
主
的
な
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
当
時
は
、
そ
の
場
に
一
座
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
を
抱
え
て
い
る
家
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
家
を
儀
礼

に
加
え
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
総
参
加
原
理
が
働
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
酒
米

を
集
め
る
場
面
や
、
オ
ニ
ッ
キ
を
記
す
場
面
で
は
、
集
落
を
構
成
す
る
す
べ
て
の

家
を
儀
礼
に
加
え
よ
う
と
す
る
オ
ビ
シ
ャ
行
事
の
運
営
原
理
を
見
て
と
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
点
が
、
現
在
と
は
異
な
る
「
古
い
オ
ビ
シ
ャ
」
の
あ
り
方

な
の
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
茂
市
さ
ん
が
自
身
の
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
へ
の
考
え
が
わ
か
る
部
分
を
引

用
し
て
本
稿
を
終
え
た
い
。
こ
れ
は
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
の
場
で
、
神
社
役
員
と
し
て

挨
拶
す
る
際
に
話
し
た
内
容
で
あ
る
。

　

昭
和
五
十
年
以
降
、
だ
ん
だ
ん
と
省
略
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
オ

ビ
シ
ャ
っ
て
い
う
も
の
は
何
百
年
っ
て
先
祖
伝
来
の
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る

も
の
だ
か
ら
、〔
酒
直
の
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
は
〕
酒
直
に
し
か
な
い
も
の
だ
か
ら
、

我
々
は
後
世
に
伝
え
る
義
務
が
あ
る
。
あ
ん
ま
り
略
し
て
わ
か
ん
な
く
な
っ

ち
ゃ
っ
て
も
い
け
な
い
し
。
よ
そ
に
は
立
派
な
神
様
や
仏
様
も
お
祀
り
し
て

あ
る
し
、
そ
の
た
め
に
旅
行
し
た
り
お
参
り
す
る
こ
と
も
あ
る
け
ど
、
酒
直

に
も
こ
れ
だ
け
素
晴
ら
し
い
社
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
だ
か
ら
、
地
元
の
社
を

大
事
に
し
て
後
世
に
伝
え
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
と
。
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い

と
（
語
っ
て
き
た
）。

　

こ
の
発
言
に
は
、
長
ら
く
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
を
見
つ
め
て
き
た
人
の
考
え
が
率
直

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
、
多
く
の
地
域
で
オ
ビ
シ
ャ
行
事
は

省
略
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
茂
市
さ
ん
た
ち
の
よ
う
な
考
え
を

も
つ
人
た
ち
の
存
在
が
、
地
域
行
事
を
存
続
す
る
に
あ
た
っ
て
、
重
要
な
意
味
を

も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
酒
直
の
ム
ラ
オ
ビ
シ
ャ
で
は
、〈
饗



―　　―74

応
〉
過
程
が
省
略
さ
れ
つ
つ
も
、
豊
か
な
〈
儀
礼
〉
が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

注
記

（
１
）　

民
俗
学
に
お
い
て
も
方
法
論
と
し
て
個
人
に
注
目
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

「
個
人
の
判
断
や
個
人
の
お
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
行
為
と
し
て
の
民
俗
」

〔
福
田
、
二
〇
〇
二
、一
八
〕
を
と
ら
え
る
必
要
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）　

な
お
本
稿
で
は
、
茂
市
さ
ん
の
語
り
や
記
述
に
触
れ
る
際
に
、
省
略
部
分

を
補
う
場
合
に
は
、（　

）
を
用
い
、筆
者
の
判
断
で
加
え
た
部
分
に
は
〔　

〕

の
記
号
を
用
い
て
い
る
。

（
３
）　

内
山
節
〔
一
九
八
八
〔
二
〇
一
四
〕〕
は
地
域
社
会
に
お
い
て
、「
稼
ぎ
」

と
「
仕
事
」
の
意
味
が
異
な
る
こ
と
に
注
目
し
た
。「
稼
ぎ
」
が
賃
労
働
を
指

す
一
方
で
、「
仕
事
」
は
「
山
村
に
暮
す
以
上
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
自
然
や
村

や
暮
し
が
壊
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
諸
々
の
行
為
」
を
指
す
と
い
う
。
こ
の
表

現
に
な
ら
っ
て
、
こ
こ
で
は
地
域
社
会
の
た
め
の
活
動
を
「
地
域
の
仕
事
」

と
表
現
し
た
。

（
４
）　

世
の
中
（
＝
世
間
）
に
つ
い
て
阿
部
勤
也
は
、「
個
人
と
個
人
を
結
ぶ
関
係

の
環
」〔
阿
部
、
一
九
九
五
、一
六
〕
で
あ
る
と
定
義
し
、
属
人
的
な
世
間
理

解
を
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
茂
市
さ
ん
が
言
う
世
の
中
と
は
、
む
し
ろ

属
地
的
な
世
間
で
あ
り
、
酒
直
と
い
う
ひ
と
つ
の
地
域
社
会
を
指
し
て
い
る
。

（
５
）　

詳
し
く
は
水
谷
〔
二
〇
一
六
〕、
お
よ
び
水
谷
・
渡
部
編
〔
二
〇
一
八
〕

参
照
の
こ
と
。

（
６
）　

こ
れ
は
茂
市
さ
ん
の
叔
父
・
叔
母
が
続
け
て
亡
く
な
り
、
そ
れ
を
受
け
て

酒
米
料
を
遠
慮
し
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
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