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長
野
県
下
に
於
け
る
初
誕
生
儀
礼
は
、
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
三
一
例
程
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
の
都
府
県
と
較
べ
れ
ば
か
な

り
多
い
。
こ
れ
ら
の
分
布
状
況
を
示
し
た
も
の
が
地
図
１
で
あ
る
。
県
の
北
部
か
ら
南
部
ま
で
、
ほ
ぼ
全
域
に
満
遍
無
く
散
ら
ば
り
、

県
下
全
域
の
趨
勢
を
把
握
す
る
に
は
理
想
的
で
あ
る
。

箱
山
貴
太
郎
は

｢

長
野
県
の
祝
事｣

の
中
で
、｢
誕
生
日
に
は
餅
を
搗
い
て
祝
っ
た
。
そ
の
家
の
初
め
て
の
子
の
と
き
は
、
嫁
の
実

家
を
は
じ
め
親
戚
衆
を
呼
ん
で
盛
大
に
祝
っ
た
。
餅
は
お
飾
り
の
餅
と
あ
ん
こ
ろ
餅
で
あ
っ
た
が
、
あ
ん
こ
ろ
餅
を
子
ど
も
に
背
負
わ

せ
た
。
背
負
っ
て
歩
け
る
子
は
健
康
で
発
育
が
よ
い
と
喜
ば
れ
た
し
、
お

(

傍
点
近
藤)

飾
り
の
餅
は
十
二
個
つ
く
り
、
来
た
人
た
ち
は
子
ど
も
が
達

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

者
に
育
つ
よ
う
に
と
い
っ
て
子
ど
も
の
体
に
あ
て
て
や
っ
た
①｣
と
述
べ
、
県
下
の
概
況
を
簡
略
に
説
明
し
て
い
る
。
後
に
詳
述
す
る

が
、
箱
山
も
指
摘
す
る
如
く
、
長
野
県
下
で
は
殆
ど
の
場
合
、
一
歳
未
満
の
歩
行
を
健
康
で
発
育
良
好
の
証
左
と
し
、
他
の
都
府
県
で

多
く
見
ら
れ
た
タ
ブ
ー
と
し
て
の
評
価
は
全
く
影
が
薄
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
れ
程
ま
で
に
肯
定
的
評
価
が
圧
倒
的
優
位
を

占
め
る
の
か
、
ま
た
本
当
に
肯
定
的
評
価
ば
か
り
で
否
定
的
評
価
は
そ
の
名
残
り
さ
え
も
無
い
の
か
、
初
誕
生
儀
礼
の
本
質
を
究
明
す

る
過
程
で
こ
れ
ら
の
謎
に
も
一
つ
一
つ
迫
っ
て
み
よ
う
。
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１
、
岡
谷
市
小
坂

お
さ
か

・
初
め
て
の
誕
生
日
に
は
餅
を
つ
き
、
里
の
両
親
や
お
仲
人
さ
ま
、
近
い
親
戚
な
ど
を
招
い
て
、
小
宴
を
張
っ
て
祝

う
。
お
餅
を
重
箱
に
つ
め
、
ふ
ろ
し
き
に
包
ん
で
子
供
に
背
負
わ
せ
強
く
な
れ
と
祈
る
。
ま
た
、
子
供
を
善
光
寺
箕
に
入
れ
て

｢

し

い
な
は
出
て
行
け
、
実
だ
け
残
れ｣

と
い
っ
て
、
と
る
ま
ね
を
す
る
②

。

２
、
諏
訪
湖
畔
地
方
・
誕
生
日
に
は
餅
を
搗
い
て
祝
ふ
。
そ
の
餅
を
重
箱
に
詰
め
て

｢

力
餅｣

と
称
し
、
之
を
小
兒
に
背
負
は
せ
て
箕

の
中
に
入
れ
、
家
の
四
方
の
口
に
て
簸
る
真
似
を
し
な
が
ら
、｢

實
は
箕
へ
残
れ
、
は
し
か

(

粃)

は
跳
し
け
出
ろ｣

と
唱
へ
る
。

斯
か
る
風
習
は
、
實
の
あ
る
重
い
も
の
を
残
す
の
意
に
て
、
重
く
強
く
育
つ
と
い
ふ
縁
起
か
ら
で
あ
る
。
子
供
に
負
は
せ
た
餅
は
客

人
達
が
分
け
て
食
べ
る
。

上
諏
訪
町
で
は
、
箕
の
中
に
子
供
を
入
れ
、
餅
を
十
二
箇
取
っ
て
背
負
は
せ
る
。
箕
は
實
の
入
っ
た
子
供
に
な
る
や
う
に
と
の
意

で
あ
り
、
十
二
箇
は
十
二
ヶ
月�

ち
一
年
の
意
で
あ
る
と
か
云
ふ
。
餅
を
祝
ふ
の
は
、
昔
は
餅
を
非
常
に
尊
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ら

之
に
一
生
あ
り
つ
け
る
や
う
に
、
又
は
力
餅
と
稱
し
て
體
力
の
出
る
や
う
に
と
の
意
味
合
ひ
に
據
る
の
で
あ
る
。

豊
平
村
で
は
、
誕
生
日
の
餅
を
道
祖
神
に
上
げ
る
。
中
に
は
投
げ
つ
け
る
人
も
あ
る
。

親
戚
か
ら
は
主
と
し
て
下
駄
・
足
袋
・
靴
等
の
履
物
を
贈
っ
て
祝
ふ
。
返
禮
に
は
餅
又
は
牡
丹
餅
を
配
っ
て
答
へ
る
③

。

３
、
大
町
市
社
・
館
之
内
・
生
ま
れ
て
か
ら
最
初
の
誕
生
日
を
迎
え
た
時
、
ハ
ツ
タ
ン
ジ
ョ
ウ
イ
ワ
イ(

初
誕
生
祝
い)

が
行
わ
れ
る
。

嫁
の
実
家
の
母
親
、
ハ
ネ
オ
ヤ
・
チ
ュ
ウ
ニ
ン
な
ど
オ
ミ
ヤ
マ
イ
リ
の
人
々
が
招
待
さ
れ
る
。
招
待
し
な
い
で
家
だ
け
で
祝
う
家
も

あ
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
歩
き
は
じ
め
る
の
で
、
履
物
・
着
物
な
ど
が
贈
ら
れ
る
。
お
祝
い
の
お
返
し
と
し
て
、
あ
ん
の
つ
い
た
餅
を

配
る
。
子
供
に
は
、
あ
ん
に
砂
糖
を
入
れ
な
い
甘
く
な
い
餅
を
月
の
数
の
一
二
こ
、
重
箱
に
入
れ
て
風
呂
敷
に
包
ん
で
背
負
わ
せ
る
。

う
ま
く
立
て
な
い
時
に
は
、�

棒
に
つ
か
ま
っ
て
立
た
せ
た
。
昔
は
餅
を
背
負
わ
せ
た
赤
子
を
箕
の
中
に
入
れ
て
、
嫁
の
実
家
の
母

親
が
粃
は
出
て
行
け
、
よ
い
実
は
残
れ
と
唱
え
な
が
ら
は
ぎ
る
真
似
を
し
て
、
背
負
っ
た
餅
は
み
ん
な
で
食
べ
た
④

。
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４
、
大
町
市
宮
本
・
生
後
一
年
目
の
誕
生
日
に
お
祝
い
を
す
る
。
本
家
と
新
宅
お
よ
び
近
親
者
を
よ
ん
で
酒
肴
ぐ
ら
い
で
内
輪
だ
け
で

子
供
の
前
途
を
祝
う
。
子
供
に
は
月
の
数
だ
け
餅
を
背
負
わ
せ
、
ト
ア
オ
リ(

板
箕)

の
中
に
そ
の
子
供
を
入
れ
、｢

し
い
な
は
舞
っ

て
い
け
、
実
は
止
ま
れ｣

と
い
っ
て
あ
お
る
。
後
に
誕
生
餅
を
隣
近
所
に
も
く
ば
り
、
お
客
に
は
持
た
せ
て
帰
す
⑤

。

５
、
茅
野

ち

の

市
南
大
塩

み
な
み
お
お
し
お

・
生
後
一
年
目
の
誕
生
日
に
は
、
里
の
両
親
や
知
友
を
招
く
。
餅
を
重
箱
に
入
れ
て
背
負
わ
せ
た
り
、
ま
た
は
そ

の
ま
ね
を
す
る
。
こ
の
日
に
は
あ
ん
こ
ろ
も
ち
を
よ
く
つ
く
っ
た
⑥

。

６
、
飯
田
市
大
平
・
一
年
目
の
初
誕
生
も
初
め
て
の
子
ど
も
の
時
は
嫁
方
の
家
の
者
を
呼
ん
で
盛
大
に
や
っ
た
。
男
の
子
の
場
合
は
特

に
賑
や
か
だ
っ
た
と
い
う
。
昔
の
子
ど
も
は
今
の
子
ど
も
み
た
い
に
初
誕
生
と
い
っ
て
も
歩
け
ん
子
が
多
か
っ
た
が
、
丸
い
お
そ
な

え
餅
を
風
呂
敷
に
く
る
ん
で
背
負
わ
せ
て
歩
か
せ
た
。
一
歩
で
も
二
歩
で
も
歩
け
れ
ば
み
ん
な
で
拍
手
喝
采
を
し
て
喜
こ
ん
だ
。
歩

け
ん
子
は
藤
箕
に
座
ら
せ
、｢

よ
い
し
ょ
、
よ
い
し
ょ
。｣

と
年
寄
り
が
振
る
と
い
い
と
い
っ
て
年
寄
り
が
振
っ
た
が
子
ど
も
は
驚
い

て
泣
き
出
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
年
寄
り
が
抱
く
と
長
生
き
を
す
る
と
も
い
っ
て
年
寄
り
が
交
互
に
だ
い
た
り
し

た
⑦

。

７
、
飯
田
町
附
近
・
初
め
て
の
誕
生
日
に
は
餅
を
搗
き
、
親
戚
に
配
り
、
又
は
招
い
て
饗
應
す
る
。
此
日
大
き
な
鏡
餅
を
作
り
、
そ
れ

を
子
供
に
背
負
は
せ
、
大
き
な
箕
の
中
に
そ
の
子
供
を
入
れ
て
三
回
あ
ほ
る
。『

し
い
な
が
舞
っ
て
實
が
残
れ』

と
云
ふ
。
そ
の
時

子
供
に
物
差
を
杖
に
突
か
せ
る
等
の
事
が
あ
る
⑧

。

８
、
佐
久
市
今
岡
・
子
供
が
生
ま
れ
て
初
め
て
の
誕
生
日
を
、
初
誕
生
ま
た
は
誕
生
祝
と
い
っ
て
、
餅
を
つ
き
、
重
箱
に
つ
め
て
子
供

に
背
負
わ
せ
、
箕
の
中
へ
立
た
せ
て
祝
う
。
近
親
や
近
隣
、
ま
た
お
祝
い
を
も
ら
っ
た
家
に
は
餅
に
あ
ん
を
つ
け
て
重
箱
に
つ
め
て

く
ば
る
⑨

。

９
、
南
佐
久
郡
南
相
木

あ
い
き

村
栗
生

く
り
ゅ
う

・
生
後
一
年
目
の
日
を
初
誕
生
と
い
い
、
こ
の
日
餅
を
つ
い
て
祝
う
。
餅
を
重
箱
に
詰
め
、
箕
の
中
に

入
れ
た
赤
ん
坊
に
こ
の
重
箱
を
背
負
わ
せ
て
力
の
出
る
よ
う
に
と
祈
る
。
餅
は
祝
い
を
も
ら
っ
た
家
と
近
所
や
親
戚
に
重
箱
に
入
れ

て
く
ば
る
⑩

。

��
、
南
佐
久
郡
栄
村
・
誕
生
前
に
歩
く
よ
う
な
子
供
は
一
生
運
が
悪
い
と
い
っ
て
、
そ
う
い
う
子
供
に
は
誕
生
を
早
め
る
⑪

。
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��
、
上
伊
那
郡
高
遠
町
・
生
後
満
一
ヵ
年
に
な
る
と
、
仲
人
様
、
鉄
漿

か
ね
つ
け

親
そ
の
他
近
親
者
を
招
き
、
赤
飯
を
た
い
て
誕
生
日
を
祝
う
。

子
ど
も
に
は
鏡
餅
、
ま
た
は
牡
丹
餅
を
背
負
わ
せ
、
箕
の
中
に
い
れ
て
あ
お
り
出
す
真
似
を
す
る
。
こ
の
と
き

｢

粃
は
出
て
い
け
実

は
残
れ｣

と
い
い
な
が
ら
あ
お
っ
た
も
の
で
あ
る
⑫

。

��
、
上
伊
那
郡
高
遠
町
山
室

や
ま
ぶ
ろ

・
生
後
一
年
目
の
お
誕
生
に
は
餅
を
つ
き
、
大
き
く
鏡
餅
を
三
つ
と
り
、
一
つ
ず
つ
子
供
の
背
中
に
の
せ

る
。
こ
れ
は
オ
ッ
ツ
ケ
ル
だ
け
の
ま
ね
ご
と
で
、｢

万
年
よ
万
年
よ｣

と
唱
え
る
。
そ
の
後
で
子
供
を
箕
の
中
に
入
れ
、｢

し
い
な
舞
っ

て
け
、
実
は
残
れ｣

と
三
度
唱
え
て
ヒ
ダ
ス
。
こ
れ
は
実
家
の
親
・
婚
家
の
親
・
仲
人
の
順
に
す
る
⑬

。

��
、
上
伊
那
郡
辰
野
町
飯
沼

い
い
ぬ
ま

・
初
誕
生
日
に
は
近
親
を
よ
ん
で
お
客
を
す
る
。
お
餅
を
つ
き
、
小
さ
く
三
つ
丸
め
て
お
茶
わ
ん
に
入
れ

て
、
そ
れ
を
赤
子
に
背
負
わ
せ
、
箕
の
中
に
入
れ
て
ハ
ギ
レ
出
し
た
⑭

。

��
、
上
伊
那
地
方
・
一
年
目
に
里
親
は
じ
め
近
親
を
招
い
て
祝
う
。
餅
を
搗
き
餡
こ
ろ
餅
に
し
て
子
供
に
し
ょ
わ
せ
、
カ
ア
ミ

(

大
き

な
皮
箕)

に
入
れ
て
あ
お
る
。
川
島
で
は
小
豆
餅
を
男
親
の
茶
碗
に
入
れ
、
袋
に
包
ん
で
子
供
に
し
ょ
わ
せ
、
箕
の
中
に
入
れ
三
度

あ
お
る
。
こ
の
時

｢

粃
し
い
な
は
ま
っ
て
実
は
残
れ｣

と
か

｢

い
い
実
は
こ
っ
ち
こ
い
、
粃
は
そ
っ
ち
い
け｣

な
ど
と
唱
え
る
。
箕
輪
町
南

小
河
内
で
は
、
子
供
に
餅
を
し
ょ
わ
せ
て
、
手
を
持
っ
て
歩
く
真
似
を
さ
せ
て
、
箕
に
入
れ
て

｢

粃
は
ま
っ
て
実
は
残
れ｣

と
唱
え

な
が
ら
あ
お
る
。(

北
部)

手
良
の
蟹
沢
や
美
篶
の
笠
原
で
は
、
子
供
に
餅
を
背
負
せ
て
箕
に
入
れ
、
大
豆
を
一
升
入
れ
て

｢

粃
は
出
て
い
け
実
は
残
れ｣

と

唱
え
な
が
ら
あ
お
る
。(

中
部)

生
後
満
一
年
た
つ
と
誕
生
の
お
祝
い
を
す
る
。
仲
人
・
里
の
親
・
近
親
・
産
婆
等
を
よ
ぶ
。
三
升
三
合
五
勺
の
餅
を
搗
い
て
、
大

き
な
お
供
え
を
作
っ
て
床
の
間
へ
飾
る
。
お
神
酒
・
鰯
か
い
な
だ
の
お
頭
つ
き
二
匹
が
供
え
ら
れ
る
。
子
供
は
美
し
い
着
物
に
着
か

え
て
、
大
き
な
風
呂
敷
へ
お
供
え
の
上
の
方
を
包
ん
で
し
ょ
わ
し
、
藤
箕
に
入
れ
て
、
仲
人
が
座
敷
の
東
の
方
の
窓
を
あ
け
、
子
供

の
名
を
呼
ん
で

｢

…
ち
ゃ
ん
の
、
粃

し
い
な
は
出
て
い
け
、
実
は
残
れ｣

と
三
べ
ん
く
り
か
え
し
て
あ
お
る
。
そ
れ
か
ら
男
の
子
の
と
き
は

書
き
道
具

(

硯
か
筆)

・
本
・
そ
ろ
ば
ん
・
大
工
道
具
一
つ
・
作
道
具
の
五
種
類
、
女
の
子
は
そ
ろ
ば
ん
・
筆
・
本
・
針
道
具
・
編

道
具
の
五
種
類
を
並
べ
て
お
い
て
、
這
っ
て
行
っ
て
そ
の
一
つ
を
つ
か
ま
せ
る
。
こ
の
時
つ
か
ん
だ
品
物
に
よ
っ
て
、
そ
の
子
が
成

長野県下に於ける初誕生儀礼
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人
し
て
か
ら
、｢

こ
の
子
は
字
が
上
手
に
な
る
ぞ｣

と
か

｢

こ
い
つ
や
っ
ぱ
り
百
姓
が
好
き
だ
わ
い｣

な
ど
と
将
来
を
占
っ
た
。
飯

島
町
本
郷
で
は

｢

浦
島
太
郎
は
百
三
つ
…

(

子
供
の
名)

も
百
三
つ
、
粃
は
出
て
い
け
、
実
は
残
れ｣

と
三
回
唱
え
る
。
お
祝
い
が

終
わ
る
と
、
お
供
え
は
幾
つ
に
も
切
っ
て
お
土
産
に
や
る
。
駒
ヶ
根
市
火
山
で
は
箕
に
入
れ
て
あ
お
る
と
き
、
仲
人
・
カ
ネ
親
・
名

つ
け
親
が
、
か
わ
る
が
わ
る

｢

粃
は
ま
っ
て
、
実
は
残
れ｣

唱
え
る
。(

南
部)

餅
を
搗
き
、
お
供
え
を
風
呂
敷
に
包
み
、
赤
坊
に
し
ょ
わ
せ
て
一
斗
の
竹
箕
に
入
れ
、
里
の
親
か
仲
人
親
が
三
回
ひ
だ
す

(

あ
お

り
だ
す)
。
そ
の
時

｢

粃
実
は
そ
っ
ち
へ
行
け
、
い
い
実
は
こ
っ
ち
へ
こ
い｣

と
三
回
唱
え
る
。
こ
れ
を
あ
て
石

(

藁
を
叩
く
あ
て

石)

の
所
で
行
う
家
も
あ
る
。
荊
口
で
は
お
供
え
餅
を
し
ょ
わ
せ
て
、
婚
家
の
母
親
が
箕
に
入
れ
て
あ
お
る
が
、
高
遠
町
西
高
遠
で

は
一
斗
箕
に
入
れ
て

｢
実
は
残
れ
、
か
す
は
飛
ん
で
い
け｣

と
唱
え
な
が
ら
あ
お
る
。
高
遠
町
黒
沢
で
は
三
升
三
合
の
餅
を
搗
き
三

つ
の
お
供
え
に
分
け
る
。
一
つ
の
お
供
え
を

(

一
升
一
合)

子
供
に
背
負
せ
、
真
中
に
お
い
て
皆
で

｢

千
年
よ
う
、
万
年
よ
う｣

と

と
な
え
て
三
回
く
り
か
え
す
。
そ
の
あ
と
箕
の
中
へ
入
れ

｢

粃
は
ま
っ
て
実
は
残
れ｣

と
あ
お
り
、
そ
の
あ
と

｢

さ
あ
こ
ろ
べ｣

と

い
っ
て
こ
ろ
ば
す
。⑮(

東
部)

��
、
下
伊
那
郡
清
内
路
村
・
一
年
目
、
子
供
に
誕
生
餅
を
背
負
わ
せ
る
。
筆
や
算
盤
・
本
・
物
指
等
の
内
、
好
き
な
も
の
を
取
ら
せ
る
。

子
供
は
と
っ
た
も
の
を
得
意
と
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
大
き
な
皮
箕
に
入
れ
て
あ
お
る
真
似
を
す
る
。
立
派
な
実
が
残
る
意
味

が
あ
る
。
誕
生
に
歩
く
児
は
、
成
長
が
早
い
と
い
っ
て
喜
ん
だ
も
の
で
あ
る
⑯

。

��
、
天
竜
村
大
河
内
・
ミ
の
中
に
子
供
を
す
え
て
お
き
、
そ
こ
へ
大
福
餅
を
投
げ
て
や
っ
た
り
、
ま
す
の
中
に
大
福
餅
を
置
い
て
や
る

と
、
じ
ょ
う
ぶ
な
子
は
拾
っ
て
か
み
つ
く
と
い
う
。
大
河
内
で
は
、
餅
を
背
中
に
し
ょ
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
子
供
の
頭

の
上
に
の
せ
る
。
そ
う
し
て
か
ら
、｢

誕
生
餅｣

と
い
っ
て
親
戚
や
隣
組
の
衆
に
配
っ
た
⑰

。

��
、
下
伊
那
郡
高
森
町
上
平

た
か
も
り
ま
ち
う
え
だ
い
ら

・
誕
生
祝
い
に
は
お
供
え
を
つ
く
り
、
子
供
に
背
負
わ
せ
、
こ
の
餅
を
切
っ
て
近
親
に
く
ば
っ
た
。
生
ま

れ
て
一
か
年
た
っ
た
子
供
を
藤
箕
に
入
れ
て
ヒ
ダ
ス
。｢

し
い
な
は
舞
っ
て
実
は
残
る｣

と
い
っ
て
仲
人
の
女
親
が
行
な
う
。
こ
の

日
に
は
ま
た
親
戚
を
よ
ん
で
ご
ち
そ
う
す
る
⑱

。

��
、
北
安
曇
郡
小
谷
村
・
ト
リ
ア
ゲ
婆
さ
ん
が
大
き
な
餅
を
三
箇
シ
キ
ノ
ウ

(
蒸
籠
の
底
に
敷
く
麻
製
の
布)

で
包
ん
で
子
ど
も
に
背

近 藤 直 也
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負
わ
せ
竹
箕
の
中
に
立
た
せ
る
、
そ
し
て�

棒
で
突
く
。
も
し
こ
ろ
ば
な
け
れ
ば
丈
夫
に
育
つ
と
い
っ
た
。
泣
け
ば
泣
く
子
は
育
つ

と
い
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
餅
は
一
つ
は
ト
リ
ア
ゲ
婆
さ
ん
に
一
つ
は
里
親
に
配
り
、
残
り
の
一
箇
は
家
で
食
べ
た
。
親
類
や

近
所
へ
は
餅
を
配
っ
た
。
そ
の
お
返
し
は
履
物

(

下
駄
草
履)

と
か
足
袋
な
ど
だ
っ
た
⑲

。

��
、
北
安
曇
郡
内
・
一
般
に
箕
の
中
へ
入
れ
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
お
餅
を
父
親
の
碗
の
中
へ
入
れ
て
小
皿
を
か
ぶ
せ
て
背
負
は
せ
、

メ
ン
ボ
ー
で
後
か
ら
一
寸
突
く

(

大
町
、
平
、
神
城
、
社)

或
は
メ
ン
ボ
ー
を
杖
に
つ
か
せ
る

(

大
町
、
平
、
神
域
、
社)

生
れ
月

の
數
だ
け
餅
を
背
負
は
せ
て
箕
の
中
へ
入
れ
て

｢

シ
イ
ナ
は
出
て
行
け｣

と
い
っ
て
ハ
ギ
ル
真
似
を
す
る

(

會
染)

。
ハ
ギ
ル
真
似

を
す
る
處
は
、
大
町
、
美
麻
、
社
等
方
々
に
あ
る
。
小
谷
で
は
箕
の
中
に
入
れ
て
男
の
人
に
杵
で
頭
を
た
た
い
て
貰
ふ
真
似
を
す
る
⑳

。

��
、
北
安
曇
郡
小
谷

お
た
り

村
黒
川

く
ろ
か
わ

・
生
後
一
年
目
に
お
誕
生
祝
い
を
す
る
。
客
立
て
は
お
七
夜
や
お
宮
参
り
の
と
き
よ
り
広
く
、
黒
川
全
戸

の
北
村
ま
で
招
待
す
る
。
誕
生
の
餅
を
つ
き
、
祝
い
の
餅
の
取
り
方
で
あ
る
五
つ
か
七
つ
の
奇
数
に
取
る
。
子
供
は
そ
の
う
ち
の
三

個
の
餅
を
背
負
わ
さ
れ
、
竹
の
箕
の
中
に
立
た
さ
れ�

棒
で
突
か
れ
る
。
こ
の
と
き
転
ば
な
け
れ
ば
じ
ょ
う
ぶ
に
育
ち
、
転
ぶ
と
弱

い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
個
の
餅
の
う
ち
一
個
は
嫁
の
親
に
く
ば
り
、
残
り
の
一
個
は
家
で
食
べ
る
。
餅
は
重
箱
に
七
個
か
一

一
個
入
れ
て
隣
近
所
に
く
ば
る�

。

��
、
南
北
安
曇
郡
・
餅
を
つ
い
て
背
負
わ
せ
、
箕
の
中
へ
立
た
せ
て
、�

棒
で
突
か
ら
か
す�

。

��
、
東
筑
摩
郡
朝
日
村
針
尾

は
り
お

・
生
後
一
年
目
に
は
人
を
招
い
て
誕
生
祝
い
を
行
な
う
。
あ
ん
を
つ
け
た
餅
を
三
つ
か
五
つ
父
親
の
茶
わ

ん
へ
盛
っ
て
、
ふ
ろ
し
き
に
包
ん
で
子
供
に
背
負
わ
せ
、
皮
箕
へ
入
れ
て

｢

し
い
な
は
舞
い
出
ろ
、
実
は
と
ま
れ｣

と
い
っ
て
、
あ

お
る
。
ま
た
、
子
供
に
餅
を
背
負
わ
せ
た
ま
ま
歩
か
せ
て
み
る�

。

��
、
東
筑
摩
郡
四
賀
村
横
川

し

が

む
ら
よ
こ
か
わ

・
生
後
一
年
目
の
誕
生
祝
い
に
は
、
餅
を
つ
い
て
子
供
に
背
負
わ
せ
る
。
鏡
餅
を
三
つ
こ
し
ら
え
、
そ
の

う
ち
の
二
つ
を
背
負
わ
せ
て
、
残
り
の
一
つ
を
頭
に
の
せ
、
竹
箕
に
入
れ
て
そ
こ
に
豆
や
銭
も
入
れ
て
カ
ン
マ
サ
ス
。
こ
の
よ
う
に

三
つ
の
餅
を
背
負
わ
せ
て
歩
か
せ
、
ま
た
箕
の
中
に
入
れ
て

｢

し
い
な
は
舞
っ
て
け
、
実
は
残
れ｣

と
い
っ
て
あ
お
る�

。

��
、
上
水
内
郡
小
川
村
・
初
誕
生
の
祝
い
に
は
近
所
の
人
、
里
の
親
、
親
類
を
よ
ん
で
祝
う
。
こ
の
と
き
餅
を
重
に
つ
め
風
呂
敷
に
包

ん
で
赤
子
に
背
負
わ
せ
、
竹
箕
に
入
れ
て
座
敷
に
連
れ
出
し
、
メ
ン
ボ
ウ
を
杖
に
し
て
立
た
せ
る
。
こ
の
餅
は
臨
席
し
た
人
に
分
与

長野県下に於ける初誕生儀礼
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す
る
。
今
は
初
孫
の
み�

。

��
、
上
水
内
郡
小
川
村
桐
山
・
初
子
の
と
き
に
は
、
近
所
の
人
・
里
の
親
・
親
類
を
招
い
て
餅
を
つ
い
て
食
べ
て
も
ら
う
。
こ
の
と
き
、

キ
ナ
コ
や
ア
ン
コ
を
つ
け
た
ボ
タ
餅
を
十
二
個
、
米
一
升
は
い
る
重
箱
に
入
れ
、
こ
れ
を
風
呂
敷
に
包
ん
で
、
赤
ん
坊
に
背
負
わ
せ

て
タ
カ
ミ

(

竹
の
箕)

の
上
に
立
た
せ
る
。
赤
ん
坊
が
立
て
た
場
合
は
、
飯
シ
ャ
モ
ジ
で
突
い
て
こ
ろ
ば
す
。
そ
れ
を
三
回
繰
り
返

す
。
場
所
は
座
敷
で
、
赤
ん
坊
は
め
ん
棒
を
杖
に
す
る
。
背
負
っ
た
餅
は
、
臨
席
し
た
人
に
分
け
て
持
っ
て
い
っ
て
も
ら
う
。
そ
の

他
、
つ
い
た
餅
も
一
緒
に
持
っ
て
い
っ
て
も
ら
う�

。

��
、
上
水
内
郡
鬼
無
里

き

な

さ

村
下
楡
木
・
折
橋
・
砂
田
・
川
下
・
お
祝
い
に
餅
を
つ
く
。
重
箱
に
餅
を
入
れ
て
背
負
わ
せ
、
ダ
イ
ド
コ
ロ

(

入
り
口
の
土
間)
の
ジ
ョ
ウ
ブ
石

(

わ
ら
た
た
き
用
の
平
石

ジ
ョ
ウ
ベ
石
と
も
い
う)

の
上
に
立
た
せ
る�

。

��
、
上
水
内

か
み
み
の
ち

郡
鬼
無
里

き

な

さ

村
・
生
後
一
年
目
の
初
誕
生
日
に
は
、
餅
を
子
供
に
背
負
わ
せ
る
。
ま
た
、
餅
を
近
所
や
親
戚
に
く
ば
る�

。

��
、
更
科
郡
大
岡
村
仏
風

ぶ
つ
か
ぜ

・
餅
や
そ
ば
を
つ
く
り
新
仏
に
も
供
え
、
婚
礼
の
と
き
と
同
じ
ほ
ど
の
客
ヨ
ビ
を
す
る
。
客
は
お
祝
い
に
衣

料
な
ど
を
持
っ
て
く
る
が
、
そ
の
客
に
は
、
お
み
や
げ
を
持
た
せ
て
帰
す
。
ま
た
こ
の
日
、
餅
を
入
れ
て
赤
子
に
背
負
わ
せ
、
メ
ン

ボ
ウ
の
杖
を
つ
か
せ
、
箕
の
中
に
立
た
せ
る�

。

��
、
下
高
井
郡
山
ノ
内
町
前
坂

ま
い
ざ
か

・
生
後
一
年
目
の
誕
生
祝
い
に
は
、
餅
を
つ
い
て
そ
れ
を
重
箱
に
入
れ
、
子
供
に
背
負
わ
せ
た
。
ま
た
、

近
い
親
類
を
よ
ん
で
ご
ち
そ
う
を
し
、
餅
に
小
豆
の
あ
ん
を
つ
け
重
箱
で
親
類
や
取
り
上
げ
婆
サ
ン
に
く
ば
っ
た
。
長
男
と
長
女
の

場
合
は
、
嫁
の
実
家
へ
行
っ
て
祝
っ
て
も
ら
っ
た�
。

��
、
木
曽
郡
楢
川
村
奈
良
井
・
平
沢
・
贄
川
・
誕
生
日
に
は
餅
を
つ
い
て
祝
っ
た
。
そ
の
家
の
初
の
子
の
時
は
、
嫁
の
実
家
を
は
じ
め

親
戚
衆
を
よ
ん
で
盛
大
に
や
っ
た
。
集
ま
っ
た
者
達
が
一
杯
飲
ん
で
い
る
さ
な
か
に
誕
生
日
を
迎
え
た
子
供
に
餅
を
背
負
わ
せ
た
。

餅
は
お
か
ざ
り
の
餅
・
あ
ん
こ
ろ
餅
で
あ
っ
た
が
、
多
く
あ
ん
こ
ろ
餅
を
背
負
わ
せ
た
。
背
負
わ
せ
る
前
に
神
棚
に
し
ん
ぜ
た
。
餅

を
背
負
う
子
は
今
の
子
と
ち
が
っ
て
少
な
く
、
背
負
っ
て
歩
く
達
者
な
子
は
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
隣
近
所
へ
背
中
に
餅
を
つ
け

て
も
ら
い
、
手
を
ひ
い
て
も
ら
っ
て
、
お
く
ば
り
で
き
る
子
も
お
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
子
供
は
達
者
な
子
だ
と
い
っ
て
喜
ん
だ
。
こ

の
日
は
ま
た
お
か
ざ
り
の
餅
を
十
二
箇
つ
く
り
、
集
ま
っ
た
者
達
が
そ
の
餅
を
達
者
に
育
つ
よ
う
に
と
い
っ
て
子
供
の
体
に
あ
て
て
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や
っ
た
。
こ
の
日
は
ま
た
、
板
で
新
し
い
ご
み
と
り
を
作
り
、
そ
の
中
へ
子
供
を
坐
ら
せ
、
年
寄
衆
が
か
わ
る
が
わ
る
そ
の
ご
み
と

り
を
持
っ
て

｢

し
い
な
は
こ
ぼ
れ
て
実
は
残
れ
、
と
う
ぼ
う
さ
く
は
、
く
ま
ん
く
ま
ん
。
せ
ん
く
ひ
ゃ
く
じ
ゃ
く
、
こ
れ
に
あ
や
か

れ
あ
や
か
れ
。｣

と
い
っ
て
振
っ
た
。
平
沢
で
は
昭
和
三
十
年
に
は
い
っ
て
も
ご
み
と
り
を
作
り
、
子
供
を
入
れ
て
ふ
っ
た
家
が
あ
っ

た�
。

��
、
西
筑
摩
郡
三
岳
村
・
初
誕
生
で
、
餅
を
つ
き
、
里
方
の
親
を
呼
ん
で
祝
う
が
、
こ
の
時
、
搗
餅
を
ふ
ろ
し
き
に
包
み
、
肩
に
の
せ

て
せ
お
わ
せ
、
ぞ
う
り
を
は
か
せ
、
母
親
が
手
を
と
っ
て
歩
か
せ
る
し
き
た
り
が
あ
り
、
子
ど
も
が
独
力
で
歩
け
れ
ば
発
育
が
よ
く

強
い
子
ど
も
だ
と
い
っ
て
よ
ろ
こ
ん
だ
。
誕
生
祝
い
は
、
第
一
回
の
と
き
が
一
番
盛
大
で
、
そ
の
後
は
あ
ま
り
行
な
わ
れ
な
い
よ
う

で
あ
る�

。

�
�

�
�

�
�

１
の
岡
谷
市
小
坂
で
は
、
仲
人
と
里
の
両
親
・
近
い
親
戚
を
呼
ぶ
程
度
の
小
宴
を
開
き
、
餅
を
搗
い
て
祝
う
。
重
箱
に
餅
を
入
れ
、

こ
れ
を
風
呂
敷
に
包
ん
で
背
負
わ
せ
、｢

強
く
な
れ｣

と
祈
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
満
一
歳
の
子
供
が
餅
を
詰
め
た
重
箱
を
背
負
っ

て
立
ち
歩
き
得
た
の
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
殆
ど
立
つ
事
す
ら
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
現
実
よ
り
も
理
念
が
先
走
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

そ
の
子
供
を

｢

善
光
寺
箕｣

に
入
れ
て

｢

し
い
な
は
出
て
行
け
、
実
だ
け
残
れ｣

と
唱
え
て

｢

と
る
ま
ね｣

を
す
る
と
い
う
。

｢

善
光
寺
箕｣

の
具
体
的
形
状
は
不
明
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
満
一
歳
の
子
供
を
箕
の
中
に
入
れ
て
籾
を
選
別
す
る
如
く
、
子
供
の

良
い
部
分
と
悪
い
部
分
を
選
別
し
よ
う
と
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
シ
イ
ナ
と
は
殻
ば
か
り
で
中
味
が
詰
ま
っ
て
い
な
い
籾
の
こ
と
で

あ
り
、｢

実｣

と
は
中
に
米
が
し
っ
か
り
詰
ま
っ
た
籾
を
指
す
。
従
っ
て
、｢

と
る
ま
ね｣

と
は
、
粃

し
い
な
が
混
じ
っ
た
籾
か
ら
粃
だ
け
を
取

り
除
き
、
有
用
な
籾
を
残
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
選
別
用
具
と
し
て
の
箕
が
登
場
す
る
必
然
性
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

満
一
歳
の
子
供
は
、
初
誕
生
儀
礼
以
前
は
粃
混
じ
り
の
籾
の
山
に
比
定
さ
れ
、
粃
は
満
一
歳
で
立
ち
歩
け
な
い
子
供
を
象
徴
し
、
実

の
詰
ま
っ
た
籾
は
満
一
歳
で
立
ち
歩
く
事
が
で
き
る
子
供
を
象
徴
し
た
も
の
と
判
断
し
得
る
。
こ
の
事
例
は
満
一
歳
を
迎
え
る
初
誕
生

長野県下に於ける初誕生儀礼
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日
が
持
つ
通
過
儀
礼
上
の
重
要
さ
を
示
す
と
同
時
に
、
初
誕
生
日
当
日
に
は
是
が
非
で
も
立
ち
歩
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
世
間
の
枠

組
み
の
強
烈
さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

２
の
諏
訪
湖
畔
地
方
の
事
例
は
、
昭
和
八
年
刊
の

『

旅
と
伝
説』

六
巻
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
な
り
古
風
を
留
め
る

も
の
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
も
重
箱
に
詰
め
た
餅
を
背
負
わ
す
が
、
こ
れ
を

｢

力
餅｣

と
呼
ぶ
。
こ
の
名
称
か
ら
、
餅

を
背
負
っ
て
立
つ
事
を
期
待
し
た
行
事
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
と
同
時
に
、
現
実
の
子
供
は
ま
だ
歩
け
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
も

見
え
て
く
る
。
万
一
歩
け
ば
、｢

力
餅｣

と
い
う
名
称
で
は
な
く
、
ブ
ッ
タ
オ
シ
餅
な
ど
と
い
う
転
倒
を
意
図
す
る
名
称
並
び
に
儀
礼

が
付
随
す
る
は
ず
で
あ
る
。

餅
を
背
負
っ
た
子
供
は
箕
の
中
に
入
れ
ら
れ
、｢

家
の
四
方
の
口
に
て
簸
る
真
似｣

を
し
な
が
ら
、｢

實
は
箕
へ
残
れ
、
は
し
か(

粃)

は
跳は

し
け
出
ろ｣

と
唱
え
る
。
家
の
四
方
の
入
口
毎
に
こ
の
儀
礼
を
行
な
う
の
で
あ
る
か
ら
、
か
な
り
入
念
で
あ
る
。
場
所
に
注
目
す

れ
ば
、
家
の
内
と
外
と
い
う
境
界
を
示
す
場
所
が
、
一
歳
以
後
と
未
満
と
い
う
通
過
儀
礼
上
の
ケ
ジ
メ
の
時
期
と
し
て
象
徴
さ
れ
て
い

た
事
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、｢
實
の
あ
る
重
い
も
の
を
残
す
の
意
に
て
、
重
く
強
く
育
つ
と
い
ふ
縁
起
か
ら｣

と
説
明
す
る
が
、
家

の
出
入
口
と
い
う
境
界
性
を
持
つ
空
間
、
満
一
歳
未
満
と
以
後
と
い
う
境
界
性
を
示
す
時
間
を
考
慮
す
れ
ば
、｢

重
く
強
く
育
つ｣

事

だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。

さ
ら
に
子
供
に
背
負
わ
せ
た
餅
は
、｢

客
人
達
が
分
け
て
食
べ
る｣

も
の
で
あ
り
、
他
者
に
は
配
ら
ず
身
内
だ
け
で
消
費
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
餅
の
中
に
は
排
除
す
べ
き
粃
的
性
格
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

上
諏
訪
町
で
は
、
一
二
個
の
餅
を
箕
の
中
で
背
負
す
事
に
な
っ
て
い
る
が
、｢

十
二
ヶ
月
即
ち
一
年
の
意｣

と
い
う
。
ま
た
箕
は

｢

實
の
入
っ
た
子
供
に
な
る
よ
う
に｣

、
餅
は

｢

昔
は
餅
を
非
常
に
尊
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
之
に
一
生
あ
り
つ
け
る
や
う
に
、
又
は
力

餅
と
稱
し
て
體
力
の
出
る
や
う
に｣

と
説
明
す
る
。
一
二
個
の
餅
の
数
が
一
年
を
象
徴
し
た
で
あ
ろ
う
事
は
あ
る
程
度
理
解
は
で
き
る

が
、
箕
や
力
餅
に
関
し
て
は
か
な
り
場
当
た
り
的
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
一
年
と
い
う
期
間
と
箕
と
餅
の
三
者
は
、
相
互
に
密
接
に

関
連
し
合
っ
た
物
で
あ
り
、
こ
れ
を
各
々
別
個
に
説
明
し
て
も
初
誕
生
儀
礼
の
本
質
は
見
え
て
こ
な
い
。

こ
の
儀
礼
に
招
待
さ
れ
た
親
戚
の
人
々
は
、｢

主
と
し
て
下
駄
・
足
袋
・
靴
等
の
履
物
を
贈
っ
て
祝
ふ｣

も
の
で
あ
っ
た
。
初
誕
生
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日
は
即
初
歩
き
に
直
結
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
下
駄
や
靴
な
ど
の
履
き
物
は
こ
の
事
を
雄
弁
に
物
語
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ
以
前
は
四

つ
ん
這
い
と
い
う
状
況
が
暗
に
示
さ
れ
、
初
誕
生
儀
礼
を
触
媒
と
し
て
ケ
モ
ノ
か
ら
ヒ
ト
へ
と
い
う
変
革
の
構
造
が
こ
の
儀
礼
の
底
辺

に
構
築
さ
れ
て
い
た
様
子
を
窺
い
知
る
事
が
で
き
る

(

拙
著

『｢

鬼
子｣

と
誕
生
餅』

岩
田
書
院
刊
参
照)

。
初
誕
生
日
は
、
満
一
年
が

過
ぎ
た
と
い
う
単
な
る
時
間
的
経
過
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
裏
に
付
随
す
る
世
間
的
枠
組
こ
そ
が
猛
烈
に
子
供
の
位
置
付
け
を
制
約
す

る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
ま
で
に
歩
い
て
も
歩
け
な
く
て
も
、
と
に
か
く
満
一
歳
の
初
誕
生
日
当
日
に
初
め
て
立
ち
歩
い
た
事
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
例
外
は
全
く
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

３
の
大
町
市
社
・
館
之
内
で
は
、
初
誕
生
日
の
祝
い
と
し
て
、
実
家
の
母
親
や
ハ
ネ
オ
ヤ
・
チ
ュ
ウ
ニ
ン
な
ど
宮
参
り
に
参
加
し
た

人
々
か
ら

｢

こ
の
頃
か
ら
歩
き
は
じ
め
る
の
で
、
履
物
・
着
物
な
ど
が
贈
ら
れ
る｣

と
い
う
。
実
際
は
、
一
歳
も
二
〜
三
ヶ
月
過
ぎ
な

け
れ
ば
な
か
な
か
歩
き
出
さ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
儀
礼
上
は
こ
の
日
に
歩
い
た
事
に
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
表
わ
れ
が
、
履
物
や
着

物
と
い
っ
た
歩
く
事
を
前
提
に
し
た
贈
答
品
と
し
て
示
さ
れ
る
。
見
方
に
よ
れ
ば
、
満
一
歳
過
ぎ
た
段
階
で
即
歩
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。

ま
た
３
で
は
、
重
箱
に
入
れ
た
一
二
個
の
餅
を
背
負
っ
た
子
供
が
う
ま
く
立
て
な
い
時
に
は
、｢

�

棒
に
つ
か
ま
っ
て
立
た
せ｣

て

い
た
。
殆
ど
の
子
供
が
立
て
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
誰
か
が
子
供
を
手
で
支
え
れ
ば
簡
単
に
済
む
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
、
ど
う
い
う
訳
か�

棒
が
使
わ
れ
る
。�
棒
そ
の
物
に
特
別
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

子
供
が
背
負
う
一
二
個
の
餅
に
は
、
甘
く
な
い
餡
を
つ
け
て
お
り
、
人
に
な
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
し
っ
か
り
し
た
人
間
に
育
つ
事
を

願
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、�
棒
が
殊
更
に
登
場
す
る
背
景
に
は
、
ケ
モ
ノ
と
し
て
の
四
つ
ん
這
い
か

ら
ヒ
ト
と
し
て
の
二
足
歩
行
の
過
渡
期
を
意
味
す
る
、
三
本
足
歩
行
を
象
徴
す
る
思
想
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
で
も
子
供
は
餅
を
背
負
っ
た
状
態
で
箕
の
中
に
立
ち
、｢

粃
は
出
て
い
け
、
よ
い
実
は
残
れ｣

と
唱
え
な
が
ら

｢

は
ぎ
る
真
似｣

を
し
、
背
負
っ
た
餅
は
参
加
者
全
員
で
食
べ
る
の
で
あ
っ
た
。
甘
く
な
い
餡
餅
一
二
個
を
背
負
っ
た
満
一
歳
の
子
供
の
生
身
の
体
は
、

こ
の
段
階
で
粃
混
じ
り
の
籾
と
見
做
さ
れ
、
箕
に
よ
っ
て
粃
と
実
の
入
っ
た
籾
を
選
別
す
る
如
く
、
こ
こ
で
も

｢

初
誕
生
初
歩
き
の
原

理｣
(

拙
著

『｢

鬼
子｣

と
誕
生
餅』

岩
田
書
院
刊
参
照)

が
実
践
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
背
負
っ
た
餅
を
参
加
者
全
員
で
食
べ
る
点

長野県下に於ける初誕生儀礼
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か
ら
推
せ
ば
、
こ
の
餅
に
は
歩
け
な
い
子
供
と
し
て
の
粃
が
象
徴
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
誇
る
べ
き
で
な
い
不
名
誉
な
事

柄
が
象
徴
さ
れ
た
餅
で
あ
る
た
め
、
外
部
に
配
る
事
が
憚
ら
れ
、
内
々
で
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

４
の
大
町
市
宮
本
で
は
、
子
供
に
一
二
個
の
餅
を
背
負
わ
せ
、
ト
ア
オ
リ

(

板
箕)

の
中
に
子
供
を
入
れ
て

｢

し
い
な
は
舞
っ
て
い

け
、
実
は
止
ま
れ｣

と
唱
え
て
あ
お
る
。
こ
こ
で
も
一
二
個
の
餅
を
背
負
っ
た
満
一
歳
の
子
供
の
生
身
の
体
は
、
板
箕
の
中
で
上
下
運

動
を
す
る
の
で
あ
っ
た
。
板
製
の
箕
を
ト
ア
オ
リ
と
呼
ぶ
点
に
注
目
し
た
い
。
上
下
運
動
と
共
に
、
煽
る
事
に
よ
っ
て
風
を
起
こ
し
、

中
味
の
詰
ま
っ
て
い
な
い
粃
を
飛
ば
す
の
で
あ
る
。
ト
ア
オ
リ
の
ト
と
は
板
戸
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
薄
板
を
は
ぎ
合
わ
せ

て
作
っ
た
箕
が
こ
こ
で
は
使
わ
れ
て
い
た
。

６
の
飯
田
市
大
平
で
は
、｢

昔
の
子
ど
も
は
今
の
子
ど
も
み
た
い
に
初
誕
生
と
い
っ
て
も
歩
け
ん
子
が
多
か
っ
た
が
、
丸
い
お
そ
な

え
餅
を
風
呂
敷
に
く
る
ん
で
背
負
わ
せ
て
歩
か
せ｣

て
い
た
。
こ
の
資
料
は
昭
和
四
七
年
に
報
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
言

う
昔
と
は
昭
和
初
期
頃
を
指
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
産
育
環
境
の
変
革
に
よ
り
、
戦
前
と
戦
後
で
は
か
な
り
大
き
な
隔
た
り

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
殆
ど
が
歩
け
な
い
状
況
の
中
で
も
、
満
一
歳
に
な
れ
ば
歩
け
な
い
事
が
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
の

上
に
供
物
の
丸
餅
を
背
負
わ
せ
て
無
理
や
り
歩
か
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
誰
か
が
足
腰
を
支
え
、
倒
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
一
〜
二
歩
で
も
歩
け
ば

｢

み
ん
な
で
拍
手
喝
采
し
て
喜｣

ぶ
の
で
あ
っ
た
。
餅
を
背
負
っ
た
上
で

の
歩
行
に
対
す
る
期
待
が
い
か
に
高
か
っ
た
か
が
よ
く
理
解
で
き
よ
う
。
と
に
か
く
満
一
歳
の
誕
生
日
に
は
、
歩
く
事
が
至
上
命
題
で

あ
っ
た
。
ど
う
し
て
も
歩
け
な
い
子
供
に
対
し
て
は
、
藤
箕
の
中
に
子
供
を
坐
ら
せ
、｢

よ
い
し
ょ
、
よ
い
し
ょ｣

と
唱
え
な
が
ら
年

寄
り
が
振
る
。
つ
ま
り
、
藤
製
の
箕
の
中
に
子
供
を
入
れ
て
煽
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
掛
け
声
が｢

よ
い
し
ょ
、
よ
い
し
ょ｣

に
な
っ

て
い
る
が
、
他
の
類
例
と
比
較
す
れ
ば
元
は｢

粃
は
飛
ん
で
行
け
、
実
は
残
れ｣

と
唱
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
は
簡
単
に
想
像
で
き
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
子
供
の
歩
行
を
促
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
時
代
の
推
移
に
よ
り
、
一
歳
ま
で
に
歩
く
子
供
が
増
え
れ
ば
、
歩
け
な
い
子

供
に
対
す
る
箕
を
使
っ
た
儀
礼
も
徐
々
に
廃
れ
て
く
る
。
そ
の
過
渡
期
の
状
況
が
、｢

よ
い
し
ょ
、
よ
い
し
ょ｣

と
い
う
簡
略
化
さ
れ

た
掛
け
声
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
年
寄
り
に
も
う
一
つ
重
要
な
役
割
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
子
供
が
長
命
に
あ
や
か
る
た
め
と
し
て
、
年
寄
り
が
交
互
に
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子
供
を
抱
く
事
で
あ
る
。
初
誕
生
儀
礼
で
は
、
ケ
ジ
メ
と
し
て
の
こ
の
時
点
に
於
け
る
二
足
歩
行
と
長
命
祈
願
が
二
つ
の
主
な
目
的
と

な
っ
て
い
た
。

７
の｢

飯
田
町
附
近｣

の
事
例
は
２
と
同
様
昭
和
八
年
の
報
告
で
あ
り
、
か
な
り
古
風
を
留
め
て
い
る
。
子
供
に
鏡
餅
を
背
負
わ
せ
、

大
き
な
箕
の
中
に
入
れ
て
三
回
煽
る
の
で
あ
っ
た
。｢

鏡
餅｣

で
あ
る
か
ら
に
は
、
先
に
神
に
供
え
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
神
の
名
の

元
に
こ
の
儀
礼
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に

｢

し
い
な
が
舞
っ
て
實
が
残
れ｣

と
唱
え
な
が
ら
三
回
煽
る
の
で
あ
り
、
か
な
り
儀
式

性
の
高
い
も
の
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
３
の
如
く�

棒
で
は
な
く
ど
う
い
う
訳
か
物
差
を
杖
に
突
か
せ
る
。
後
に
詳
述
す

る
予
定
で
あ
る
が
、�
棒
の
活
用
は
県
北
部
を
中
心
に
八
例
が
集
中
的
に
分
布
す
る
。
独
り
７
の
み
が
県
南
部
に
孤
立
す
る
形
に
な
っ

て
お
り
、�

棒
と
物
差
し
の
間
に
、
何
が
し
か
の
共
通
項
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

��
の
上
伊
那
郡
高
遠
町
山
室
で
は
、
鏡
餅
を
三
つ
作
り
、
一
つ
ず
つ
子
供
の
背
中
に
の
せ
る
。
具
体
的
に
、
四
つ
ん
這
い
に
な
っ
た

背
中
の
上
に
乗
せ
る
の
か
、
ま
た
は
立
た
せ
て
そ
の
背
中
に
当
て
る
だ
け
な
の
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、｢

こ
れ
は
オ
ッ
ツ
ケ
ル
だ

け
の
ま
ね
ご
と
で

『

万
年
よ
、
万
年
よ』

と
唱
え｣

る
点
か
ら
推
え
ば
、
立
っ
た
子
供
の
背
中
に
形
式
的
に
押
し
当
て
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の

｢

万
年
よ｣

の
唱
え
言
は
、
明
ら
か
に
長
命
祈
願
で
あ
る
が
、
同
様
の
意
図
は
前
述
の
６
で
も
見
受
け
ら
れ
た
。
６
で
は

長
命
に
あ
や
か
る
た
め
と
い
う
事
で
、
年
寄
り
が
交
互
に
子
供
を
抱
く
の
で
あ
っ
た
。

��
で
は
長
命
祈
願
の
餅
の
押
し
当
て
の
後
、
子
供
を
箕
の
中
に
入
れ
て

｢

し
い
な
は
舞
っ
て
け
、
実
は
残
れ｣

と
三
度
唱
え
て
簸
出

す
の
で
あ
っ
た
。
普
通
は
、
餅
背
負
い
と
箕
の
簸
出
し
が
同
時
に
行
な
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
餅
背
負
い
は
長
命
祈
願
に
、
箕
の

簸
出
し
は
満
一
歳
の
段
階
の
ケ
ジ
メ
と
し
て
、
二
つ
に
分
化
し
て
い
る
。
餅
の
オ
ッ
ツ
ケ
そ
の
も
の
も
、
元
は

｢

鬼
子｣

と
ヒ
ト
の
子

の
ケ
ジ
メ
と
さ
れ
て
い
た
点
か
ら
推
せ
ば
、
こ
こ
で
の
長
命
祈
願
は
後
に
派
生
し
た
新
た
な
説
明
と
言
え
よ
う
。

��
の
上
伊
那
地
方
の
資
料
は
広
範
囲
に
恒
る
も
の
の
、
そ
の
中
味
は
か
な
り
注
目
す
べ
き
も
の
が
多
い
。
北
部
で
は
カ
ア
ミ

(

大
き

な
皮
箕)

が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
竹
で
は
な
く
樹
皮
製
の
箕
が
使
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
背
負
う
餅
も
小
豆
餅
で
あ
り
、
こ
れ
を
男

親
の
茶
碗
に
入
れ
て
袋
に
包
ん
で
い
た
。

ま
た
南
部
で
は
、
三
升
三
合
五
勺
の
餅
を
搗
き
、
こ
れ
で
大
き
な
お
供
え
を
作
っ
て
床
の
間
に
飾
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
は
、
神
酒
・
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鰯
か
い
な
だ
の
お
頭
つ
き
の
魚
二
匹
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
い
か
に
こ
の
初
誕
生
儀
礼
が
厳
粛
な
神
事
と
し
て
機
能
し
て
い
た
か
が
理

解
で
き
よ
う
。
初
誕
生
日
を
迎
え
た
子
供
は
、
美
し
い
晴
着
に
着
か
え
、
鏡
餅
の
上
の
方
の
小
さ
い
餅
を
風
呂
敷
に
包
ん
で
藤
箕
の
中

で
背
負
う
。
こ
の
時
に
仲
人
が
座
敷
の
東
の
方
の
窓
を
あ
け
、
子
供
の
名
を
呼
び
な
が
ら
、｢

…
ち
ゃ
ん
の
、
粃
は
出
て
い
け
、
実
は

残
れ｣
と
三
度
唱
え
て
箕
を
煽
る
の
で
あ
る
。
こ
の
唱
え
言
か
ら
、
餅
を
背
負
っ
た
生
身
の
満
一
歳
の
子
供
の
身
体
と
粃
混
じ
り
の
籾

と
が
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
事
が
よ
く
理
解
で
き
よ
う
。｢

…
ち
ゃ
ん
の｣

の

｢

の｣

は
、
格
助
詞
で
あ
り
、
粃
も
実
も
そ
の
子
供

の
所
有
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
分
身
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
事
は
明
白
で
あ
る
。
粃
が
、
背
負
っ
た
餅
に
相
当
す
る
と
す
れ
ば
、
生

身
の
体
は
文
字
通
り
ミ

(

身
・
実)

以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
こ
の
時
期
に
、
何
故
殆
ど
背
負
え
も
し
な
い
餅
を
殊
更
に
背
負
わ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
の
不
自
然
さ
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
完
全
に
理
解
で
き
よ
う
。
背
負
い
餅
は
、
満
一
歳
の
通
過

儀
礼
上
の
ケ
ジ
メ

(｢

初
誕
生
初
歩
き
の
原
理｣)

と
し
て
、
ど
う
し
て
も
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
四
つ
ん
這
い
で
這
う
と
い
う
ケ

モ
ノ
的
性
格
を
持
つ
。
ま
た
、
逆
に
一
歳
未
満
で
既
に
歩
く
と
い
う
、
か
つ
て
殺
さ
れ
て
い
た｢

鬼
子｣

的
性
格
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
。

一
歳
未
満
は
四
つ
ん
這
い
の
状
況
か
ら
ケ
モ
ノ
が
連
想
さ
れ
、
ヒ
ト
と
ケ
モ
ノ
の
両
方
の
性
格
が
同
居
す
る
と
見
做
さ
れ
て
い
る
粃
を

排
除
す
る
事
に
よ
っ
て
、
実
が
残
る
の
と
同
様
に
、
一
歳
以
後
は
ヒ
ト
と
し
て
二
足
歩
行
す
べ
き
事
が
あ
る
べ
き
姿
と
さ
れ
て
い
た
。

ケ
モ
ノ
ま
た
は

｢

鬼
子｣

的
性
格
を
排
除
す
る
事
に
よ
っ
て
、
二
足
歩
行
す
る
は
ず
の
ヒ
ト
的
性
格
が
残
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
シ
ス
テ
ム
化
し
た
も
の
が
、｢
初
誕
生
初
歩
き
の
原
理｣

に
即
し
た
初
誕
生
儀
礼
で
あ
っ
た
。

仲
人
が
東
の
方
の
窓
を
あ
け
、｢

…
ち
ゃ
ん
の
、
粃
は
出
て
い
け
、
実
は
残
れ｣

と
三
度
繰
り
返
し
、
そ
の
度
毎
に
餅
を
背
負
っ
た

子
供
を
藤
箕
の
中
に
入
れ
て
煽
る
一
連
の
形
式
に
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
重
要
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
。
直
接
の
執
行
者
が
仲
人
で

あ
る
事
、
東
の
窓
を
開
け
る
事
に
も
、
餅
背
負
い
や
唱
え
言
・
箕
の
活
用
と
同
等
の
意
味
が
あ
っ
た
。
儀
礼
の
執
行
は
、
子
供
に
す
れ

ば
実
母
が
一
番
身
近
で
、
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
仲
人
が
行
な
っ
て
い
た
。
父
方
や
母
方
の
祖
父
母
で
も
な
く
仲
人
で

あ
っ
た
。
仲
人
は
、
子
供
の
両
親
を
結
び
つ
け
た
触
媒
で
も
あ
り
、
境
界
上
に
位
置
す
る
人
で
あ
っ
た
。
子
供
が
儀
礼
上
ケ
モ
ノ
的
存

在
か
ら
ヒ
ト
と
し
て
の
存
在
に
変
態
す
る
過
程
で
は
、
境
界
上
に
位
置
す
る
仲
人
こ
そ
が
最
も
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
と
言
え
る
。

一
方
、
新
た
な
世
界
へ
の
誕
生
を
象
徴
す
る
儀
礼
の
中
で
は
、
こ
れ
か
ら
旅
立
と
う
と
す
る
子
供
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
方
角
は
日
の

近 藤 直 也
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出
を
象
徴
す
る

｢

東｣

で
あ
る
。
西
で
も
南
で
も
北
で
も
な
く

｢

東｣

に
こ
だ
わ
る
必
然
性
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

こ
の
儀
礼
の
直
後
、
男
児
に
は
書
き
道
具

(

硯
か
筆)

・
本
・
算
盤
・
大
工
道
具
一
つ
・
農
具
の
五
種
類
、
女
児
に
は
算
盤
・
筆
・

本
・
針
道
具
・
編
道
具
の
五
種
類
を
並
べ
、
エ
ラ
ビ
ド
リ
に
よ
っ
て
そ
の
子
の
将
来
を
占
う
。
ケ
モ
ノ
的
性
格
と
ヒ
ト
的
性
格
が
混
在

し
て
い
た
状
況
か
ら
、
ケ
モ
ノ
的
性
格
が
捨
象
さ
れ
、
ヒ
ト
的
性
格
が
純
化
し
た
段
階
で
初
め
て
ヒ
ト
と
見
做
さ
れ
る
。
ヒ
ト
で
あ
る

か
ら
に
は
、
将
来
ヒ
ト
と
し
て
の
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
を
視
覚
化
し
た
も
の
が
、
エ
ラ
ビ
ド
リ
で
あ
っ
た
。
以
上
、
上

伊
那
地
方
南
部
の
一
連
の
初
誕
生
儀
礼
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
一
見
個
々
ば
ら
ば
ら
に
み
え
る
儀
礼
が
、
互
い
に
密
接
に
リ
ン
ク
し

な
が
ら
、
全
体
で
一
つ
の
壮
大
な
ケ
モ
ノ
か
ら
ヒ
ト
へ
の
誕
生
を
主
題
と
し
た
ド
ラ
マ
を
構
成
し
て
い
る
事
が
よ
く
理
解
で
き
る
。

さ
て
上
伊
那
地
方
東
部
の
高
遠
町
黒
沢
で
は
、
三
升
三
合
の
餅
を
搗
き
、
三
つ
の
お
供
え
に
分
け
て
神
に
供
え
る
。
恐
ら
く
二
段
重

ね
の
鏡
餅
の
形
に
作
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
の
一
組
、
即
ち
一
升
一
合
で
で
き
た
鏡
餅
を
子
供
に
背
負
わ
せ
、
こ
の
子
供
を

参
加
者
全
員
が
取
り
囲
み
、｢
千
年
よ
う
、
万
年
よ
う｣

と
唱
え
て
、
こ
れ
を
三
回
繰
り
返
す
。
神
の
名
の
元
に
、
千
年
も
万
年
も
長

命
す
る
よ
う
に
と
い
う
祈
願
で
あ
る
が
、
同
様
の
事
は
飯
島
町
本
郷
の

｢

浦
島
太
郎
は
百
三
つ
、
…

(

子
供
の
名)

も
百
三
つ
、
粃
は

出
て
行
け
実
は
残
れ｣

と
三
回
唱
え
る
事
例
で
も
見
受
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
前
述
の
６
・
��
で
も
長
命
祈
願
が
あ
り
、
上
伊
那
か
ら
木

曽
地
方
に
か
け
て
限
定
的
に
分
布
し
て
い
た
。

高
遠
町
黒
沢
で
は
、｢

千
年
よ
う
、
万
年
よ
う｣
と
三
回
唱
え
た
後
、
一
升
一
合
の
餅
を
背
負
っ
た
子
供
を
箕
の
中
に
入
れ
、｢

粃
は

ま
っ
て
実
は
残
れ｣

と
あ
お
り
、
そ
の
あ
と

｢

さ
あ
こ
ろ
べ｣

と
い
っ
て
転
ば
す
の
で
あ
っ
た
。
県
内
の
殆
ど
の
事
例
は
、
餅
背
負
い

を
力
強
さ
と
健
康
の
象
徴
の
よ
う
に
見
做
し
、
立
ち
歩
く
事
を
非
常
に
喜
ぶ
環
境
に
あ
っ
た
。
こ
ん
な
中
に
あ
っ
て
、
全
体
の
趨
勢
に

逆
行
す
る
如
く

｢

さ
あ
こ
ろ
べ｣

と
い
っ
て
実
際
に
箕
の
中
に
一
升
一
合
の
餅
を
背
負
っ
て
立
っ
て
い
る
子
供
を
転
ば
す
儀
礼
は
極
め

て
特
異
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
謎
を
解
く
一
つ
の
ヒ
ン
ト
が
、
直
前
の

｢

粃
は
ま
っ
て
実
は
残
れ｣
と
唱
え
な
が
ら
、
餅
を
背
負
っ
た
子
供
を
箕
の
中
に
入
れ

て
煽
る
儀
礼
に
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
箕
を
煽
り
な
が
ら
、
粃
と
実
を
選
別
す
る
場
合
、
少
し
ず
つ
地
面
に
落

と
す
。
風
に
吹
か
れ
る
た
め
、
中
味
の
充
実
度
に
よ
っ
て
粃
と
実
は
落
ち
る
場
所
が
異
な
る
。｢

さ
あ
こ
ろ
べ｣

と
い
っ
て
実
際
に
子

長野県下に於ける初誕生儀礼
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供
を
箕
の
中
で
転
倒
さ
せ
る
儀
礼
は
、
箕
に
よ
る
選
別
の
状
況
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
転
ん

だ
拍
子
に
、
一
歳
未
満
で
既
に
歩
く

｢

鬼
子｣

的
性
格
が
象
徴
さ
れ
た
粃
、
ま
た
は
一
歳
過
ぎ
て
も
ま
だ
四
つ
ん
這
い
の
ま
ま
と
い
う

ケ
モ
ノ
的
性
格
を
象
徴
し
た
粃
が
と
ん
で
行
き
、
実

(

ヒ
ト
の
子
と
し
て
の
身)

が
残
り
、
純
粋
な
ヒ
ト
と
し
て
再
生
す
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
れ
ば
、
全
く
特
異
に
見
ら
れ
る
儀
礼
も
満
一
歳
段
階
に
お
け
る
ケ
ジ
メ
の
一
環
と
し
て
評
価
し
得
る
。
こ
の
事
例
は
、
餅
一

升
一
合
背
負
っ
て
立
ち
歩
い
た
か
ら
、
単
純
に
丈
夫
で
健
康
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
部
分
が
あ
る
事
を
示
す
。
光
の
部
分
だ
け
で
は
な

く
、
影
の
部
分
の
存
在
が
確
認
で
き
る
事
に
よ
っ
て
、
初
誕
生
儀
礼
は
い
よ
い
よ
立
体
的
な
存
在
感
を
増
す
の
で
あ
る
。

��
の
北
安
曇
郡
小
谷
村
の
事
例
も
ま
た
、
影
の
部
分
を
髣
髴
と
さ
せ
る
伝
承
を
持
つ
。
即
ち
、
ト
リ
ア
ゲ
婆
さ
ん
が
大
き
な
餅
三
個

を
シ
キ
ノ
ウ(

蒸
籠
の
底
に
敷
く
麻
製
の
布)

に
包
み
、
こ
れ
を
子
供
に
背
負
わ
せ
て
竹
箕
の
中
に
立
た
せ
、�

棒
で
突
く
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
、
か
つ
て
は
殆
ん
ど
の
場
合
満
一
歳
で
は
ま
だ
充
分
に
立
ち
歩
き
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
大
き
な
餅
三
個
も
背
負
っ
て
立
つ
事

な
ど
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
り
、
誰
か
が
後
ろ
か
ら
支
え
て
や
っ
と
立
つ
事
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
子
供
を
、�

棒
で
突
く
の
で
あ

る
。
明
ら
か
に
転
倒
を
狙
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、｢

も
し
こ
ろ
ば
な
け
れ
ば
丈
夫
に
育
つ｣

と
か

｢

泣
け
ば
泣

く
子
は
育
つ｣

と
も
言
う
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
転
倒
を
狙
っ
た
儀
礼
と
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
は
大
き
な
矛
盾
が
感
じ
ら
れ
る
。

倒
そ
う
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
倒
れ
な
い
の
は
元
気
な
証
拠
と
言
っ
て
お
り
、
こ
の
説
明
は
明
ら
か
に
後
に
付
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
。
普
通
は
、�

棒
で
突
か
れ
て
大
き
な
餅
三
個
を
背
負
っ
た
ま
ま
倒
れ
、
そ
の
衝
撃
で
泣
く
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

泣
け
ば
泣
い
た
で
、｢

泣
く
子
は
育
つ｣

と
説
明
す
る
。
倒
れ
な
い
に
し
ろ
、
倒
れ
て
泣
く
に
し
ろ
、
い
ず
れ
の
場
合
も
子
供
は
丈
夫

に
育
つ
と
確
信
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
詮
じ
詰
め
れ
ば
、
こ
の
儀
礼
は
倒
れ
な
く
て
も
、
倒
れ
て
泣
い
て
も
、
全
体
の
意
図
に
は
関

係
な
く
、
要
は
満
一
歳
に
餅
を
背
負
っ
て
箕
の
中
に
立
つ
事
に
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
事
に
な
る
。
倒
れ
る
か
否
か
は
二
次
的
な
も
の

で
あ
り
、
満
一
歳
の
ケ
ジ
メ
に
最
終
的
な
意
図
が
あ
っ
た
。�
棒
で
突
く
儀
礼
は
、
他
の
都
府
県
で
多
く
見
ら
れ
た
一
歳
未
満
で
歩
い

た
場
合
、
必
ず
餅
を
背
負
わ
せ
て
転
倒
さ
せ
て
い
た
儀
礼
と
極
め
て
近
い
。
儀
礼
的
に
倒
し
て
歩
か
な
か
っ
た
事
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
発
育
異
常
の

｢

鬼
子｣

で
は
な
く
、
普
通
の
ヒ
ト
の
子
と
見
做
そ
う
と
し
て
い
た
。
即
ち
、
長
野
県
下
で
も
一
歳
未
満
の
歩
行
は

健
康
で
丈
夫
な
印
な
ど
で
は
な
く
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
た
。�

棒
で
突
く
儀
礼
は
、
ま
さ
に
意
図
的
転
倒
狙
い
の
名
残
り
と
し
て
位
置
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付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ケ
ジ
メ
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
子
供
の
実
際
の
誕
生
と
い
う
過
渡
儀
礼
に
重
要
な
役
割
り
を
果
た
し
た
境
界
に
位
置
す
る
ト
リ
ア
ゲ

婆
さ
ん
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。
��
の
場
合
は
仲
人
が
執
行
し
て
い
た
が
、
仲
人
も
ト
リ
ア
ゲ
婆
さ
ん
も
、
文
字
通
り
境
界
の
人
で
あ
り
、

過
渡
儀
礼
に
は
必
須
の
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

��
で
は

｢
粃
は
飛
ん
で
行
け
、
実
は
残
れ｣

と
い
う
唱
え
言
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、�

棒
で
故
意
に
突
く
儀
礼
は
そ
れ
を
補
っ

て
余
り
あ
る
。
一
歳
未
満
の
子
供
が
背
負
っ
た
三
個
の
大
き
な
餅
は
、
一
つ
は
執
行
者
の
ト
リ
ア
ゲ
婆
さ
ん
に
、
一
つ
は
里
親
に
、
残

り
の
一
個
は
子
供
の
生
家
で
食
べ
た
。
親
類
や
近
所
へ
は
祝
い
で
あ
る
か
ら
当
然
餅
を
配
る
が
、
子
供
が
背
負
っ
た
餅
は
一
切
配
ら
な

か
っ
た
。
血
の
論
理
で
言
え
ば
、
ト
リ
ア
ゲ
婆
さ
ん
に
背
負
い
餅
を
配
る
必
然
性
な
ど
ど
こ
に
も
無
い
。
だ
が
、
他
の
親
戚
を
さ
し
置

い
て
ト
リ
ア
ゲ
婆
さ
ん
に
配
当
さ
れ
る
理
由
は
、
こ
の
餅
と
こ
れ
を
取
り
巻
く
初
誕
生
儀
礼
の
本
質
が
ケ
ジ
メ
に
あ
り
、
境
界
に
位
置

す
る
人
が
ト
リ
ア
ゲ
婆
さ
ん
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
背
負
い
餅
の
処
分
の
仕
方
か
ら
も
、
餅
の
持
つ
性
格
が
明
確
に
見
え
て

く
る
の
で
あ
っ
た
。

��
は
北
安
曇
郡
内
の
事
例
報
告
で
あ
る
が
、
昭
和
一
九
年
の
報
告
で
あ
り
古
風
を
留
め
る
も
の
が
多
い
。
大
町
・
平
・
神
城
・
社
の

各
地
区
の
例
と
し
て
、
餅
を
父
親
の
碗
の
中
に
入
れ
、
上
か
ら
小
皿
で
蓋
を
し
て
、
こ
れ
を
子
供
に
背
負
わ
せ
、
箕
の
中
に
入
れ
て
い

る
。
普
通
は
重
箱
な
ど
に
入
れ
る
の
で
あ
る
が
、
北
安
曇
地
方
で
は
、
父
親
の
碗
に
入
れ
て
お
り
、
一
つ
の
地
域
的
特
徴
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
箕
の
中
で
餅
を
背
負
っ
て
立
つ
子
に
対
し
、｢

メ
ン
ボ
ー
で
後
か
ら
一
寸
突
く｣

｢

或
は
メ
ン
ボ
ー
を
杖
に
つ
か
せ

る｣

と
言
う
の
で
あ
る
。�

棒
で
後
か
ら
突
く
事
と
、�
棒
を
杖
に
つ
く
事
が
同
格
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
図
は
全
く
逆
で

あ
る
。
後
ろ
か
ら
突
く
儀
礼
は
、
明
ら
か
に
転
倒
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
り
、
杖
に
つ
く
儀
礼
は
歩
行
の
促
進
を
意
味
す
る
。
互
い
に
相

反
す
る
意
味
を
持
つ
儀
礼
が
、
何
の
矛
盾
も
無
く
大
町
・
平
・
神
城
・
社
と
い
う
同
一
郡
内
に
並
存
す
る
所
に
初
誕
生
儀
礼
の
本
質
が

見
え
隠
れ
す
る
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
初
誕
生
日
に
於
い
て
既
に
立
ち
歩
い
て
い
よ
う
が
、
ま
だ
歩
け
な
い
状
況
で
あ
ろ
う
が
一
切
関

係
な
く
、
世
間
の
枠
組
み
と
し
て
は
満
一
歳
の
初
誕
生
日
当
日
か
ら
歩
き
始
め
る
も
の
と
い
う
内
規
が
あ
っ
た
。
こ
の
内
規
に
適
合
さ

せ
る
べ
く
、
既
に
歩
く
子
に
は
後
ろ
か
ら�

棒
で
突
き
倒
し
、
ま
だ
歩
け
な
い
子
に
は
杖
と
し
て
活
用
さ
せ
、
是
が
非
で
も
歩
い
た
事
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に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
、
山
形
・
福
島
両
県
に
見
ら
れ
た
ブ
ッ
タ
オ
シ
餅
と
ブ
ッ
タ
テ
餅
の
関
係
と
全
く
共
通
す

る
。
同
じ
一
升
餅
で
あ
る
が
、
子
供
が
既
に
歩
い
て
い
る
場
合
は
ブ
ッ
タ
オ
シ
餅
と
呼
ば
れ
転
倒
を
期
待
し
、
未
だ
歩
か
な
い
場
合
は

ブ
ッ
タ
テ
餅
と
呼
ば
れ
歩
く
事
を
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

��
で
は
、
餅
の
名
称
に
は
意
味
を
持
た
せ
ず
、
代
わ
り
に�

棒
に
そ
の
意
味
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
餅
の
如
く
明
確

な
名
称
は
持
た
な
い
も
の
の
、�

棒
を
伴
う
儀
礼
内
容
を
詳
細
に
検
討
す
る
中
で
、
こ
の
構
造
が
明
確
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
小
谷
で
は
、
餅
を
背
負
っ
た
子
供
を
箕
の
中
に
入
れ
、｢

男
の
人
に
杵
で
頭
を
た
た
い
て
貰
ふ
真
似｣

を
し
て
い
る
。
子
供

は
、
儀
礼
上
杵
で
頭
を
叩
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。｢

粃
は
出
て
行
け
、
実
は
残
れ｣

と
い
う
唱
え
言
は
一
般
的
で
あ
り
、
箕
の
選
別

機
能
と
並
存
す
る
の
だ
が
、
杵
に
よ
る
頭
叩
き
は
極
め
て
特
異
で
あ
る
。
唱
え
言
と
連
動
さ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
の
杵
は

餅
搗
き
で
は
な
く
脱
穀
用
と
見
做
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
稲
穂
か
ら
籾
を
分
離
す
る
。
ま
た
は
、
籾
か
ら
玄
米
を
分
離
す
る
。
こ

の
工
程
が
、
杵
に
よ
る
頭
叩
き
に
象
徴
さ
れ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
、
子
供
の
身
体
そ
の
も
の
が
杵
に
よ
っ
て
潰
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ

で
は
、
初
誕
生
儀
礼
の
ケ
ジ
メ
的
性
格
が
生
か
さ
れ
な
い
。

��
の
小
谷
村
黒
川
で
も
、
子
供
に
三
個
の
餅
を
背
負
わ
せ
、
箕
の
中
に
立
た
せ
て
、�

棒
で
突
い
て
い
た
。
こ
の
時
、｢

転
ば
な
け

れ
ば
丈
夫
に
育
ち
、
転
ぶ
と
弱
い｣

と
い
う
。
こ
こ
で
は
、�

棒
に
よ
る
突
き
が
子
供
の
じ
ょ
う
ぶ
さ
を
占
う
仕
掛
け
と
し
て
解
釈
さ

れ
て
い
る
が
、
本
来
は
��
の
如
く
戦
前
で
は
突
き
倒
し
と
歩
行
促
進
と
い
う
互
い
に
相
反
す
る
儀
礼
が
同
居
し
て
い
た
の
で
あ
る
。�

棒
の
杖
に
よ
る
歩
行
促
進
の
面
が
早
く
に
廃
れ
た
結
果
、
突
き
倒
し
の
一
面
し
か
残
ら
な
か
っ
た
た
め
、
初
誕
生
儀
礼
に
於
け
る
解
釈

も
一
面
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
本
来
の
ケ
ジ
メ
的
性
格
は
こ
の
段
階
で
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
い
、
ひ
い
て
は
初
誕
生
儀
礼
そ

の
も
の
の
意
義
が
変
質
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。

��
の
南
北
安
曇
部
の
事
例
は
、
極
め
て
短
い
報
告
で
は
あ
る
が
、
昭
和
一
三
年
頃
の
も
の
で
も
あ
り
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

即
ち
、｢

餅
を
つ
い
て
背
負
わ
せ
、
箕
の
中
へ
立
た
せ
て
、�

棒
で
突
か
ら
か
す｣

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
安
曇
地
方
は
、�

棒
で

突
く
事
が
よ
ほ
ど
一
般
的
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
後
に
詳
述
す
る
が
、�

棒
が
登
場
す
る
事
例
は
３
・
��
・
��
・
��
・
��
・
��
・
��
・
��

の
八
例
で
あ
り
、
総
て
長
野
県
北
部
に
集
中
し
、
一
つ
の
文
化
圏
を
形
成
し
て
い
る
。
特
に
、
初
誕
生
儀
礼
の
本
質
を
考
察
す
る
場
合
、
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�

棒
の
持
つ
両
面
価
値
は
重
大
な
意
味
を
持
つ
た
め
、
地
理
的
に
一
つ
の
文
化
圏
を
形
成
す
る
事
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

��
と
同
じ
出
典
で
あ
る
が
、
��
の
南
佐
久
郡
栄
村
の
事
例
は
、
県
下
で
最
も
重
大
な
意
義
を
持
つ
。
即
ち
、｢

誕
生
前
に
歩
く
よ
う

な
子
供
は
一
生
運
が
悪
い
と
い
っ
て
、
そ
う
い
う
子
供
に
は
誕
生
を
早
め
る｣

と
言
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
昭
和
一
三
年
頃
の
報
告

で
あ
る
た
め
、
か
な
り
古
風
を
残
し
た
も
の
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。�

棒
に
よ
る
突
き
倒
し
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
か
つ
て
は

県
東
部
だ
け
で
な
く
北
部
に
か
け
て
、
か
な
り
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
一
歳
未
満
の
歩
行
は
、｢

一
生
運
が
悪
い｣

と
言
わ
れ
る
程
の
大
変
な
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に

｢

鬼
子｣

に
相
当
す
る
表
現
で
あ
ろ
う
。
他
の
都
県
の
事
例
で
は
、

初
誕
生
日
に
ブ
ッ
タ
オ
シ
餅
な
ど
と
呼
ば
れ
る
一
升
餅
を
背
負
わ
せ
て
倒
し
、
歩
か
な
か
っ
た
事
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
南
佐
久

郡
栄
村
で
は
全
く
違
っ
て
い
た
。
即
ち
、
満
一
歳
の
誕
生
日
ま
で
待
つ
事
な
く
、
歩
い
た
そ
の
日
を
ま
だ
満
一
年
が
た
っ
て
い
な
く
て

も
誕
生
日
に
し
、
形
式
的
に
初
誕
生
日
に
初
め
て
歩
い
た
事
に
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
世
間
の
枠
組
み
と
し
て
の
初
誕
生
日

の
初
歩
き
と
い
う
強
烈
な
内
規
の
存
在
を
窺
い
知
る
事
が
で
き
る
。
こ
の
枠
組
み
に
納
ま
り
切
ら
な
い
場
合
は
、｢

鬼
子｣

と
し
て
排

除
さ
れ
象
徴
的
に
殺
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
強
迫
観
念
が
根
底
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
こ
こ
で
は
初
歩
き
の

時
点
を
誕
生
日
と
し
て
無
理
に
日
数
を
繰
り
上
げ
て
で
も
、
初
誕
生
の
初
歩
き
に
帳
尻
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
こ
の
根
本
的
な
枠
組
み
が
崩
れ
て
し
ま
う
と
、
��
の
下
伊
那
郡
清
内
路
村
の
如
く
、｢

誕
生
前
に
歩
く
児
は
、
成
長
が
早
い

・
・
・
・
・

と
い
っ
て
喜
ん
だ｣

も
の

(

傍
点
近
藤)

と
な
る
。
表
面
的
な
解
釈
に
終
始
し
、
か
つ
て
の
影
の
部
分
な
ど
そ
の
片
鱗
も
見
出
せ
な
い
。
こ
の
段
階
で
、

・
・
・
・
・
・
・

表
裏
を
完
備
し
た
立
体
的
な
伝
承
文
化
は
完
全
に
崩
壊
す
る
の
で
あ
っ
た
。

��
の
上
水
内
郡
小
川
村
で
は
、
子
供
に
重
箱
に
詰
め
た
餅
を
背
負
わ
せ
、
竹
箕
の
中
に
入
れ
て�

棒
を
杖
に
し
て
立
た
せ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、�

棒
で
突
い
て
倒
す
の
で
は
な
く
、
杖
と
し
て
活
用
し
歩
行
を
促
進
す
る
の
で
あ
っ
た
。
裏
を
返
せ
ば
、
子
供
は
こ
の
時

点
で
ま
だ
歩
く
事
が
で
き
な
か
っ
た
事
に
な
る
。
子
供
が
背
負
っ
た
餅
は
、
臨
席
し
た
人
々
即
ち
里
の
親
・
親
類
・
近
所
の
人
に
分
与

さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
初
誕
生
日
に
歩
か
な
か
っ
た
場
合
も
、｢

初
誕
生
初
歩
き
の
原
理｣

に
適
合
し
な
か
っ
た
事
に
な
る
。
こ
の
場

合
も
、
背
負
い
餅
は
不
名
誉
な
象
徴
と
し
て
他
者
に
配
り
歩
く
事
な
く
、
臨
席
者
全
員
で
そ
の
場
で
消
費
し
て
し
ま
う
べ
き
代
物

し
ろ
も
の

と
見
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做
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

��
の
上
水
内
郡
小
川
村
桐
山
の
事
例
も
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
キ
ナ
コ
や
餡
を
つ
け
た
ボ
タ
餅
一
二
個
を
米
一
升
入
る
重
箱
に

入
れ
、
こ
れ
を
風
呂
敷
に
包
ん
で
子
供
に
背
負
わ
せ
、
竹
箕
の
上
に�

棒
を
杖
に
し
て
立
た
せ
る
。｢

赤
ん
坊
が
立
て
た
場
合
は
、
飯

シ
ャ
モ
ジ
で
突
い
て
こ
ろ
ば
す
。
そ
れ
を
三
回
繰
り
返
す｣

の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
も
、
二
つ
の
相
反
す
る
価
値
観
が
同
居
し
、
そ
の

事
に
関
し
て
何
の
矛
盾
も
感
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ボ
タ
餅
一
二
個
を
背
負
っ
た
子
供
が
、
箕
の
中
で
立
て
る
よ
う
な
場
合
は
、
飯
シ
ャ

モ
ジ
で
突
い
て
転
ば
す
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
儀
式
と
し
て
同
じ
事
が
三
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
や
っ
と
の
思
い
で
立
つ
子
供

に
す
れ
ば
、
た
ま
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。｢

タ
カ
ミ

(

竹
の
箕)

の
上
に
立
た
せ
る｣

と
あ
る
如
く
、
子
供
は
本
当
は
立
ち
た
く

な
い
の
に

(

か
つ
て
の
殆
ど
の
子
供
は
、
一
二
個
も
の
ボ
タ
餅
を
詰
め
た
重
箱
を
背
負
っ
て
立
ち
上
が
る
事
は
不
可
能
で
あ
ろ
う)

、

無
理
や
り
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
強
制
的
に
立
た
せ
た
上
で
、
突
き
倒
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
時
の
子
供
は

�

棒
を
杖
に
し
て
立
た
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

一
方
で�

棒
の
杖
を
つ
い
て
立
つ
事
を
強
制
し
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
は
飯
シ
ャ
モ
ジ
で
突
き
倒
し
、
こ
れ
を
儀
礼
と
し
て
三
度

も
繰
り
返
す
の
で
あ
っ
た
。
初
誕
生
日
そ
の
も
の
が
、
実
際
に
子
供
が
歩
こ
う
が
歩
く
ま
い
が
関
係
な
く
、
初
誕
生
初
歩
き
の
原
理
に

よ
っ
て
、
既
に
歩
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
子
供
は
強
制
的
に
シ
ャ
モ
ジ
で
突
き
倒
し
、
未
だ
歩
け
な
い
子
供
は�

棒
の
杖
に
よ
っ
て

無
理
に
で
も
立
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
��
の
場
合
、
世
間
の
枠
組
み
と
し
て
初
誕
生
初
歩
き
の
原
理
が
余
り
に
も
強
く
な
っ
て

し
ま
い
、
強
迫
観
念
と
し
て
人
々
の
上
に
の
し
か
か
っ
て
来
た
結
果
、
子
供
の
現
状
を
無
視
し
て
両
方
を
一
度
に
行
な
う
の
で
あ
っ
た
。

本
来
な
ら
ば
、
既
に
歩
け
る
子
供
に
対
し
て
の
み
シ
ャ
モ
ジ
に
よ
る
突
き
倒
し
が
あ
り
、
未
だ
歩
け
な
い
子
に
対
し
て
は�

棒
を
杖
と

し
た
立
ち
歩
き
だ
け
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
餅
は
既
に
立
つ
子
供
に
対
し
て
は
転
倒
狙
い
の
負
荷
と
な
り
、
未
だ
歩
か
な
い
場
合
は

｢

力
餅｣

と
し
て
、
歩
行
促
進

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
見
做
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
子
供
の
過
不
足
を
補
う
物
と
し
て
餅
は
作
用
し
て
お
り
、
初
誕
生
初
歩
き
の
原
理

と
い
う
世
間
の
枠
組
み
か
ら
す
れ
ば
、
二
つ
の
相
反
す
る
意
味
が
含
み
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
も
子
供
が
背
負
っ
た
餅
は
、｢

臨
席

し
た
人
に
分
け
て
持
っ
て
い
っ
て
も
ら
う｣

の
で
あ
り
、
誕
生
時
の
胞
衣
に
相
当
し
、
部
外
者
に
は
余
り
配
り
た
く
な
い
も
の
で
あ
っ
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の
上
水
内
郡
鬼
無
里
村
で
は
、
子
供
は
粃
混
じ
り
の
籾
で
は
な
く
、
生
藁

き
わ
ら

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
子
供
に
重
箱
に

入
れ
た
餅
を
背
負
わ
せ
、
入
り
口
の
土
間
に
置
い
て
あ
る
ジ
ョ
ウ
ブ
石

(

わ
ら
た
た
き
用
の
平
石

ジ
ョ
ウ
ベ
石
と
も
い
う)

の
上

に
立
た
せ
て
い
る
。
普
通
は
神
棚
の
前
の
座
敷
の
上
に
箕
を
置
き
、
こ
の
中
に
子
供
を
立
た
せ
る
の
で
あ
る
が
、
藁
叩
き
用
の
平
石
の

上
に
立
つ
。
入
り
口
の
土
間
と
い
う
境
界
も
象
徴
的
で
あ
る
が
、
藁
叩
き
用
の
平
石
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
恐
ら
く
、
こ
の
平
石
は

普
段
は
土
間
か
ら
座
敷
に
上
る
た
め
の
、
足
の
踏
み
台
に
も
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
踏
み
台
か
ら
立
ち
歩
き
が
連
想
さ

れ
、
そ
の
結
果
初
誕
生
初
歩
き
の
原
則
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
活
用
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
縄
・
草
履
・
俵
な

ど
か
つ
て
は
日
常
生
活
の
中
で
ふ
ん
だ
ん
に
藁
製
品
が
作
ら
れ
て
い
た
。
主
に
糯
米
の
藁
が
粘
度
が
高
い
た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
ま
ま
で
は
硬
い
た
め
、
水
で
少
し
湿
り
気
を
与
え
な
が
ら
藁
を
打
ち
、
軟
か
く
す
る
。
こ
の
際
に
不
必
要
な
藁
の
根
本
の
皮
の
部

分
も
取
り
除
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
糯
米
の
藁
は
縄
や
草
履
な
ど
の
加
工
原
料
と
な
り
得
る
。

初
誕
生
を
迎
え
た
子
供
が
、
土
間
と
座
敷
の
境
界
線
上
に
あ
る
藁
叩
き
用
の
ジ
ョ
ウ
ブ
石
に
立
つ
意
味
は
、
境
界
と
い
う
ケ
ジ
メ
の

場
所
と
共
に
、
粃
混
じ
り
の
籾
か
ら
粃
を
取
り
除
く
如
く
、
生
藁

き
わ
ら

か
ら
有
用
な
練
藁

ね
り
わ
ら

に
す
る
た
め
に
藁
打
ち
に
よ
っ
て
根
本
の
皮
を
取

り
除
く
如
く
、
子
供
に
ケ
ジ
メ
を
つ
け
よ
う
と
し
た
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
箕
と
ジ
ョ
ウ
ブ
石

の
関
係
は
極
め
て
近
い
も
の
に
な
る
。

藁
打
ち
石
は
��
だ
け
で
な
く
、
��
の
上
伊
那
地
方
東
部
に
も
有
っ
た
。
子
供
に
餅
を
背
負
わ
せ
、
一
斗
の
竹
箕
の
中
に
子
供
を
入
れ
、

｢

粃
実
は
そ
っ
ち
へ
行
け
、
い
い
実
は
こ
っ
ち
へ
こ
い｣
と
三
回
唱
え
な
が
ら
三
回
煽
り
出
す
が
、
こ
れ
を
藁
を
叩
く
あ
て
石
の
所
で

行
な
う
家
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
箕
と
あ
て
石
が
並
存
す
る
が
、
��
で
は
ジ
ョ
ウ
ブ
石
だ
け
で
、
箕
は
登
場
し
な
い
。
か

つ
て
は
、
箕
だ
け
で
な
く
藁
叩
き
石
も
初
誕
生
に
登
場
す
る
余
地
が
あ
り
、
藁
叩
き
石
単
独
で
も
ケ
ジ
メ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
点

に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
藁
叩
き
石
も
、
藁
の
選
別
機
能
を
打
っ
て
お
り
、
満
一
歳
の
子
供
の
ケ
ジ
メ
に
は
有
効
と
見
做
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

��
の
木
曽
郡
楢
川
村
で
は
、｢

餅
を
背
負
う
子
は
今
の
子
と
ち
が
っ
て
少
な
く
、
背
負
っ
て
歩
く
達
者
な
子
は
少
な
か
っ
た｣

と
い
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う
。
昭
和
四
七
年
の
報
告
で
あ
る
が
、
そ
の
当
時
の
実
感
と
し
て
、
一
世
代
前
の
子
供
の
一
歳
未
満
の
歩
行
は
か
な
り
珍
し
く
、
時
代

の
推
移
と
共
に
一
歳
未
満
の
歩
行
が
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
少
な
い
中
で
も
、

｢
隣
近
所
へ
背
中
に
餅
を
つ
け
て
も
ら
い
、
手
を
ひ
い
て
も
ら
っ
て
、
お
く
ば
り
で
き
る
子
も
お
っ
た｣

わ
け
で
あ
り
、｢

こ
の
よ
う
な

子
供
は
達
者
な
子
だ
と
い
っ
て
喜｣

ば
れ
て
い
た
。
��
の
如
く
、｢

誕
生
前
に
歩
く
よ
う
な
子
供
は
一
生
運
が
悪
い
と
い
っ
て
、
そ
う

い
う
子
供
に
は
誕
生
を
早
め｣

て
祝
っ
た
昭
和
一
三
年
の
報
告
と
較
べ
れ
ば
、
僅
か
三
四
年
間
の
開
き
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
隔
世
の
感

を
否
め
な
い
。
全
く
異
質
で
、
逆
転
し
た
解
釈
が
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
同
一
県
内
で
、
し
か
も
佐
久
郡
栄
村
と
木
曽
郡

楢
川
村
で
は
直
線
距
離
に
す
れ
ば
、
そ
ん
な
に
離
れ
て
い
な
い
。
時
代
の
推
移
が
、
い
か
に
世
間
の
価
値
観
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

か
が
よ
く
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
事
か
ら
逆
に
類
推
す
れ
ば
、
か
つ
て
は
長
野
県
下
で
も
一
歳
未
満
の
歩
行
は
か
な
り
広
範
囲
に
忌
避

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。�

棒
に
よ
る
突
き
倒
し
の
分
布
が
北
部
に
集
中
す
る
点
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
��
の
如
き

｢

誕
生

前
に
歩
く
よ
う
な
子
供
は
一
生
運
が
悪
い｣

と
い
う
伝
承
を
、
県
の
中
東
部
に
の
み
見
ら
れ
る
特
異
な
事
例
と
し
て
解
釈
す
る
事
は
で

き
な
い
。

��
の
楢
川
村
で
は
、
箕
の
代
わ
り
に
ゴ
ミ
ト
リ
を
使
っ
て
い
た
。
初
誕
生
日
に
、｢

板
で
新
し
い
ご
み
と
り
を
作
り
、
そ
の
中
へ
子

供
を
坐
ら
せ
、
年
寄
衆
が
か
わ
る
が
わ
る
そ
の
ご
み
と
り
を
持
っ
て

『

し
い
な
は
こ
ぼ
れ
て
実
は
残
れ
、
と
う
ぼ
う
さ
く
は
、
く
ま
ん

く
ま
ん
。
せ
ん
く
ひ
ゃ
く
じ
ゃ
く
、
こ
れ
に
あ
や
か
れ
あ
や
か
れ』

と
い
っ
て
振｣

る
の
で
あ
っ
た
。
ゴ
ミ
ト
リ
と
言
っ
て
も
、｢

し

い
な
は
こ
ぼ
れ
て
実
は
残
れ｣

と
い
う
唱
え
言
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
選
別
機
能
を
持
っ
て
お
り
、
所
謂
掃
除
道
具
で
は
な
く

箕
の
一
種
類
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
様
の
物
は
、
４
の
大
町
市
宮
本
で
も
見
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
ト
ア
オ
リ(

板
箕)

と
言
う
が
、
板
製
の
煽
る
道
具
と
い
う
意
味
で
こ
の
名
称
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、
唱
え
言
は

｢

し
い
な
は
舞
っ
て

い
け
、
実
は
止
ま
れ｣

で
あ
り
、
選
別
機
能
が
明
確
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ゴ
ミ
ト
リ
の
ゴ
ミ
と
、
唱
え
言
の

｢

し
い
な｣

は
、
同
じ

意
味

(

満
一
歳
の
子
供
の
排
除
す
べ
き
部
分)

を
持
っ
て
い
た
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
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こ
こ
で
、
県
下
全
域
の
箕
の
詳
細
を
俯
瞰
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
を
纏
め
た
も
の
が
地
図
２
で
あ
る
。
全
三
一
例
中
、
箕
を
確
認
で
き

た
も
の
が
二
五
例
あ
り
、
残
り
の
六
例

(

５
・
��
・
��
・
��
・
��
・
��)

で
は
初
誕
生
儀
礼
に
関
す
る
記
述
が
極
め
て
簡
略
で
あ
っ
た

場
合
も
あ
り
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
実
際
は
使
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
逆
に
、
箕
を
使
わ
な
い
と
明
言
す
る
事
例
は
一
例
も
無

か
っ
た
。
と
り
あ
え
ず
、
現
時
点
で
確
認
で
き
る
段
階
で
判
断
す
れ
ば
、
全
三
一
例
中
二
五
例
で
あ
り
約
八
一
％
の
地
区
で
箕
が
登
場

し
て
い
た
事
に
な
る
。
分
布
状
況
も
、
ほ
ぼ
ま
ん
べ
ん
な
く
全
県
下
に
分
散
し
て
い
た
。
初
誕
生
儀
礼
で
、
こ
れ
程
高
い
割
合
で
箕
が

登
場
す
る
都
府
県
は
、
東
北
・
関
東
・
北
陸
・
中
部
地
方
の
中
で
は
長
野
県
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
。
比
較
的
多
か
っ
た
群
馬
県
で
は

三
九
％
、
新
潟
県
で
も
三
七
％
程
度
で
あ
り
、
八
一
％
と
い
う
数
字
は
両
者
の
倍
以
上
に
達
し
、
い
か
に
支
配
的
で
あ
っ
た
か
が
理
解

で
き
よ
う
。
��
の
資
料
で
紹
介
し
た
が
、
佐
伯
隆
治
は

『

民
間
伝
承』

一
〇
巻
二
号
の
中
で
北
安
曇
郡
内
の
初
誕
生
儀
礼
を
報
告
す
る

際
、｢

誕
生
祝
は
箕
の
中｣

と
い
う
表
題
を
わ
ざ
わ
ざ
つ
け
て
い
る
程
で
あ
る
。
こ
れ
は
独
り
北
安
曇
郡
内
に
止
ま
ら
ず
、
長
野
県
全

域
に
言
え
る
事
柄
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
も
間
違
い
あ
る
ま
い
。
八
一
％
と
い
う
数
字
は
最
低
限
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
に
増
加
す
る
可

能
性
は
極
め
て
高
い
の
で
あ
る
。
長
野
県
は
箕
の
文
化
が
独
自
に
発
展
し
た
地
域
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

一
口
に
箕
と
言
っ
て
も
、
詳
細
に
見
れ
ば
様
々
な
種
類
が
あ
る
。
竹
箕
・
藤
箕
・
カ
ア
ミ

(

皮
箕)

・
ト
ア
オ
リ

(

板
箕)

・
善
光

寺
箕
な
ど
、
そ
の
材
質
や
形
な
ど
に
よ
り
数
多
く
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
選
別
用
具
と
し
て
の
機

能
が
、
満
一
歳
の
初
誕
生
日
の
ケ
ジ
メ
に
活
用
さ
れ
て
い
た
点
で
は
ほ
ぼ
共
通
す
る
。

次
に
、
箕
の
機
能
を
確
認
す
る
た
め
に
、
各
事
例
に
於
け
る
唱
え
言
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。

１
・
し
い
な
は
出
て
行
け
、
実
だ
け
残
れ
。

２
・
實
は
箕
へ
残
れ
、
は
し
か

(

粃)

は
跳
し
け
出
ろ
。

３
・
粃
は
出
て
行
け
、
よ
い
実
は
残
れ
。

長野県下に於ける初誕生儀礼

二
三

���



近 藤 直 也

二
四

���



４
・
し
い
な
は
舞
っ
て
い
け
、
実
は
止
ま
れ
。

６
・
よ
い
し
ょ
、
よ
い
し
ょ
。

７
・
し
い
な
が
舞
っ
て
、
實
が
残
れ
。

��
・
粃
は
出
て
い
け
、
実
は
残
れ
。

��
・
し
い
な
は
舞
っ
て
け
、
実
は
残
れ
。

��
・
粃
は
ま
っ
て
実
は
残
れ
。
・
い
い
実
は
こ
っ
ち
こ
い
、
粃
は
そ
っ
ち
い
け
。
・
粃
は
出
て
行
け
実
は
残
れ
。
・
…
ち
ゃ
ん
の
、
粃

は
出
て
行
け
、
実
は
残
れ
。
・
浦
島
太
郎
は
百
三
つ
、
…(

子
供
の
名)

も
百
三
つ
、
粃
は
出
て
行
け
、
実
は
残
れ
。
・
粃
実
は
そ
っ

ち
へ
行
け
、
い
い
実
は
こ
っ
ち
へ
こ
い
。
・
実
は
残
れ
、
か
す
は
飛
ん
で
行
け
。

��
・
し
い
な
は
舞
っ
て
実
は
残
る
。

��
・
シ
イ
ナ
は
出
て
行
け
。

��
・
し
い
な
は
舞
い
出
ろ
、
実
は
と
ま
れ
。

��
・
し
い
な
は
舞
っ
て
け
、
実
は
残
れ
。

��
・
し
い
な
は
こ
ぼ
れ
て
実
は
残
れ
、
と
う
ぼ
う
さ
く
は
、
く
ま
ん
く
せ
ん
。
せ
ん
く
ひ
ゃ
く
じ
ゃ
く
、
こ
れ
に
あ
や
か
れ
あ
や
か
れ
。

以
上
、
一
四
例(

全
体
の
約
半
数)

で
唱
え
言
の
詳
細
が
確
認
で
き
た
。
６
の｢

よ
い
し
ょ
、
よ
い
し
ょ｣

だ
け
が
特
異
で
あ
る
が
、

他
の
一
三
例
は
総
て
粃
と
中
味
の
充
実
し
た
籾
を
分
離
す
る
意
味
を
込
め
た
唱
え
言
で
あ
っ
た
。
重
要
な
個
別
の
事
例
に
つ
い
て
は
、

前
節
で
詳
述
し
た
た
め
に
割
愛
す
る
が
、
初
誕
生
日
を
迎
え
る
に
際
し
、
ど
う
し
て
も
粃
を
排
除
し
、
中
味
の
充
分
に
詰
ま
っ
た
籾
は

残
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
儀
礼
内
容
に
忠
実
に
従
え
ば
餅
を
背
負
っ
た
子
供
の
生
身
の
体
が
、
粃
と
中
味
の
詰
ま
っ
た
籾

に
分
化
す
る
。
粃
と
中
味
の
詰
ま
っ
た
籾
に
象
徴
さ
れ
る
も
の
が
、
子
供
に
と
っ
て
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
こ
に
こ
そ
、
初
誕
生

儀
礼
の
本
質
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

唱
え
言
だ
け
を
抽
出
し
て
一
覧
す
れ
ば
、
改
め
て
初
誕
生
日
が
通
過
儀
礼
上
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
事
に
気
付
か
さ
れ

る
。
肉
体
的
に
は
既
に
一
年
前
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
当
の
意
味
で
ヒ
ト
の
子
と
見
做
さ
れ
る
た
め
に
は
丸
一
年
を
要
し
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た
の
で
あ
る
。
ヒ
ト
の
子
に
な
る
た
め
の
条
件
は
、
初
誕
生
日
当
日
に
初
歩
き
を
す
る
事
で
あ
り
、
初
歩
き
が
こ
れ
よ
り
早
く
て
も
い

け
な
い
し
、
ま
た
遅
く
て
も
い
け
な
か
っ
た
。
ヒ
ト
の
子
と
し
て
見
做
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
強
烈
な
世
間
の
枠
組
み
の
中
に
が
っ
ち

り
と
組
み
込
む
た
め
、
初
誕
生
儀
礼
は
若
干
形
を
変
え
た
り
、
変
質
し
な
が
ら
で
も
基
本
的
部
分
は
殆
ど
変
わ
る
事
な
く
存
続
し
つ
づ

け
る
の
で
あ
っ
た
。

唱
え
事
は
全
三
一
例
中
一
四
例
で
確
認
で
き
た
が
、
こ
の
一
四
例
に
は
総
て
例
外
な
く
箕
が
介
在
す
る
の
で
あ
っ
た
。
箕
の
選
別
機

能
と
、
二
足
歩
行
す
る
ヒ
ト
の
子
に
な
る
た
め
の
ケ
ジ
メ
儀
礼
は
、
ま
さ
に
表
裏
一
体
の
形
で
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
唱
え
言
群
か
ら
は
、
ケ
ジ
メ
だ
け
で
な
く
、
も
う
一
つ
長
命
祈
願
の
側
面
も
見
え
て
く
る
。
独
り
特
異
で
あ
っ
た
６

の

｢

よ
い
し
ょ
、
よ
い
し
ょ｣

は
、
歩
け
な
い
子
供
を
藤
箕
に
入
れ
て
年
寄
り
が
振
る
時
の
か
け
声
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
年
寄
り
が

子
供
を
抱
く
と
そ
の
子
供
が
長
生
き
を
す
る
と
も
言
い
、
年
寄
り
が
交
互
に
抱
い
て
い
た
。
ま
た
、
��
で
は

｢

万
年
よ
万
年
よ｣

と
唱

え
る
。
さ
ら
に
��
で
は
、｢
浦
島
太
郎
は
百
三
つ
、
…

(

子
供
の
名)

も
百
三
つ
、
粃
は
出
て
行
け
、
実
は
残
れ｣

と
唱
え
、
��
で
は

｢

し
い
な
は
こ
ぼ
れ
て
実
は
残
れ
、
と
う
ぼ
う
ざ
く
は
、
く
ま
ん
く
せ
ん
。
せ
ん
く
ひ
ゃ
く
じ
ゃ
く
、
こ
れ
に
あ
や
か
れ
あ
や
か
れ｣

と
唱
え
て
い
る
。
��
で
は
、
浦
島
太
郎
の
百
三
歳
に
あ
や
か
っ
て
、
子
供
も
百
三
歳
ま
で
生
き
る
よ
う
に
と
願
い
、
��
で
は

｢

万
年｣

の
長
寿
を
願
う
。
��
に
至
っ
て
は
謡
曲
に
出
て
く
る
東
方
朔
ま
で
登
場
さ
せ
、
九
万
九
千
歳
ま
で
生
き
た
か
ら
、
子
供
も
こ
れ
に
あ
や

か
っ
て
無
限
の
長
寿
を
祈
願
す
る
の
で
あ
る
。

長
寿
祈
願
が
初
誕
生
儀
礼
の
当
初
か
ら
有
っ
た
も
の
か
否
か
不
明
で
あ
る
が
、
満
一
歳
の
初
誕
生
日
に
初
め
て
ヒ
ト
の
子
と
し
て
扱

わ
れ
る
機
会
に
、
今
後
の
ヒ
ト
と
し
て
の
長
命
を
期
待
す
る
事
の
付
加
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。

�
�

�
�

�
�

�
�

初
誕
生
祝
い
は
、
や
や
も
す
れ
ば
餅
背
負
い
の
現
象
だ
け
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
餅
は
い
き
な
り
子
供
に
背
負
わ
せ
る
の
で
は
な

く
、
最
初
は
厳
か
に
神
前
に
供
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
言
わ
ば
、
神
事
の
一
環
と
し
て
餅
背
負
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
全
三
一
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例
を
通
覧
し
た
場
合
、
そ
の
神
事
性
は
な
か
な
か
見
え
に
く
か
っ
た
が
、
少
し
注
意
し
て
目
を
凝
ら
せ
ば
、
い
く
つ
か
そ
の
名
残
り
が

窺
え
る
。
例
え
ば
、
６
の

｢

丸
い
お
供
え
餅｣

と
か
、
��
の
上
伊
那
地
方
南
部
で
は

｢

お
祝
い
が
終
る
と
、
お
供
え
は
幾
つ
に
も
切
っ

て
お
土
産
に
や
る｣

と
あ
り
、
餅
が
神
棚
に
供
え
ら
れ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
同
地
方
東
部
の
高
遠
町
黒
沢
で
は
、｢

三
升
三

合
の
餅
を
搗
き
三
つ
の
お
供
え
に
分
け
る｣

と
あ
り
、
一
升
一
合
ず
つ
を
単
位
と
し
て
神
前
に
供
え
て
い
た
。
ま
た
同
地
方
東
部
で
は
、

｢

三
升
三
合
五
勺
の
餅
を
搗
い
て
、
大
き
な
お
供
え
を
作
っ
て
床
の
間
へ
飾
る
。
お
神
酒
・
鰯
か
い
な
だ
の
お
頭
つ
き
二
匹
が
供
え
ら

れ
る｣

と
あ
り
、
か
な
り
詳
細
に
神
祀
り
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、
��
の

｢
餅
や
そ
ば
を
つ
く
り
新
仏
に
も
供
え｣

と
か
、
��
の

｢

背
負
わ
せ
る
前
に
神
棚
に
し
ん
ぜ
た｣

と
い
う
記
述
か
ら

も
、
餅
が
背
負
う
前
に
神
前
に
供
え
ら
れ
て
い
た
事
を
明
確
に
把
握
し
得
た
。

以
上
、
四
報
告
で
延
べ
六
例
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
初
誕
生
儀
礼
に
於
け
る
餅
背
負
い
は
、
元
来
こ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
も

の
で
は
な
く
、
優
れ
て
神
事
の
一
環
で
あ
っ
た
事
を
再
認
識
し
て
お
き
た
い
。

一
方
、
餅
は
他
の
都
県
で
は
、
尻
に
当
て
た
り
、
尻
に
投
げ
つ
け
た
り
、
背
中
に
背
負
っ
た
り
、
背
中
に
投
げ
つ
け
た
り
、
脚
に
投

げ
つ
け
た
り
、
脚
に
押
し
つ
け
た
り
と
、
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
。
長
野
県
下
で
は
、
全
三
一
例
中
餅
の
位
置
を
確
認

で
き
た
も
の
が
��
を
除
く
三
〇
例
で
あ
り
、
そ
の
三
〇
例
中
二
九
例
ま
で
が
背
負
う
形
式
で
あ
っ
た
。
独
り
��
の
一
例
だ
け
が
餅
を
頭

の
上
に
乗
せ
て
い
た
。
初
誕
生
の
餅
と
言
え
ば
、
長
野
県
下
で
は
九
七
％
が
背
負
う
も
の
で
あ
り
、
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
背
負
い
餅
に
は
か
な
り
無
理
が
あ
る
。
例
え
ば
３
で
は
、｢

こ
の
頃
か
ら
歩
き
は
じ
め
る｣

の
で
、
履
物
や
着
物

が
贈
ら
れ
て
お
り
、
子
供
は
ま
だ
充
分
に
立
ち
歩
き
が
で
き
な
い
。
し
か
も

｢

歩
き
は
じ
め
る｣

と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
早
熟
な
子
供

の
場
合
で
あ
り
、
殆
ど
は
一
歳
二
〜
三
ヶ
月
程
し
な
け
れ
ば
初
歩
き
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
指
摘
す
る
よ
う
に
、
６

で
は

｢

昔
の
子
ど
も
は
今
の
子
ど
も
み
た
い
に
初
誕
生
と
い
っ
て
も
歩
け
ん
子
が
多
か
っ
た
が
、
丸
い
お
そ
な
え
餅
を
風
呂
敷
に
く
る

ん
で
背
負
わ
せ
て
歩
か
せ
て｣

と
言
う
。
ま
だ
這
い
這
い
の
段
階
で
立
ち
歩
き
が
で
き
な
い
に
も
関
ら
ず
、
初
誕
生
祝
い
だ
と
し
て
無

理
に
立
て
ら
せ
、
さ
ら
に
そ
の
上
供
物
の
餅
ま
で
背
負
わ
す
。
伝
承
者
自
身
も
一
種
の
不
可
解
さ
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
��
で
も
、｢

餅
を
背
負
う
子
は
今
の
子
と
ち
が
っ
て
少
な
く
、
背
負
っ
て
歩
く
達
者
な
子
は
少
な
か
っ
た｣

と
言
う
。
背
負
っ
て
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立
つ
子
さ
え
少
な
い
の
に
、
さ
ら
に
歩
く
子
と
な
れ
ば
も
っ
と
少
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
昔
に
な
れ
ば
な
る
程
、
産
育
環

境
も
決
し
て
良
く
は
な
く
、
一
歳
未
満
で
歩
く
子
な
ど
殆
ど
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
辺
の
事
情
が
、｢

今
の
子
と
ち

が
っ
て
少
な｣

い
と
い
う
言
葉
に
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

僅
か
三
例
で
、
全
体
の
一
割
に
も
満
た
な
い
が
、
か
つ
て
の
伝
統
的
社
会
に
於
け
る
子
供
の
実
情
が
よ
く
理
解
で
き
よ
う
。
こ
ん
な

中
で
、
餅
背
負
い
儀
礼
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
生
身
の
子
供
の
体
に
と
れ
ば
大
き
な
迷
惑
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
、
通
過
儀
礼

上
の
一
つ
の
試
練
と
し
て
、
満
一
歳
の
子
供
に
強
制
的
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
情
は
全
く
考
慮
せ
ず
、
極
め
て
強
烈
に
満

一
歳
の
初
誕
生
を
迎
え
た
子
供
を
世
間
の
枠
組
み

(｢

初
誕
生
初
歩
き
の
原
理｣)

に
押
し
込
む
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
枠
組
に
入
り
き
ら

な
い
者
は
、｢

鬼
子｣
と
か
ケ
モ
ノ
と
し
て
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、
人
間
扱
い
さ
れ
ず
、
象
徴
的
な
殺
害
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
矛
盾
を
感
じ
る
余
裕
な
ど
全
く
有
り
得
な
か
っ
た
。
私

わ
た
く
し

と
し
て
の
生
身
の
体
の
実
情
な
ど
は
、
公

お
お
や
け

と
し
て
の
世
間
の
枠
組
の
前
で

は
完
全
に
無
視
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
世
間
の
枠
組
み
の
力
、
恐
る
べ
し
で
あ
る
。

さ
て
、
生
身
の
体
の
子
供
か
ら
見
れ
ば
殆
ど
ヤ
ラ
セ
で
あ
る
が
、
餅
背
負
い
の
評
価
は
極
め
て
高
い
。

１
・
子
供
に
背
負
わ
せ
強
く
な
れ
と
祈
る
。

２
・
昔
は
餅
を
非
常
に
尊
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
之
に
一
生
あ
り
つ
け
る
よ
う
に
、
又
は
力
餅
と
稱
し
て
體
力
の
出
る
や
う
に
。

３
・
あ
ん
こ
に
砂
糖
を
入
れ
な
い
甘
く
な
い
餅
を
月
の
数
一
二
に
、
重
箱
に
入
れ
て
風
呂
敷
に
包
ん
で
背
負
わ
せ
る
。

６
・
一
歩
で
も
二
歩
で
も
歩
け
れ
ば
み
ん
な
で
拍
手
喝
采
を
し
て
喜
こ
ん
だ
。

８
・
重
箱
に
つ
め
て
背
負
わ
せ
、
箕
の
中
へ
立
た
せ
て
祝
う
。

９
・
餅
を
重
箱
に
詰
め
、
箕
の
中
に
入
れ
た
赤
ん
坊
に
、
こ
の
重
箱
を
背
負
わ
せ
て
力
の
出
る
よ
う
に
と
祈
る
。

��
・｢

万
年
よ
万
年
よ｣

と
唱
え
る
。

��
・｢

千
年
よ
う
、
万
年
よ
う｣

と
唱
え
る
。

��
・
誕
生
に
歩
く
児
は
、
成
長
が
早
い
と
い
っ
て
喜
ん
だ
も
の
。

��
・
ミ
の
中
に
子
供
を
す
え
て
お
き
、
そ
こ
へ
大
福
餅
を
投
げ
て
や
っ
た
り
、
ま
す
の
中
に
大
福
餅
を
置
い
て
や
る
と
、
じ
ょ
う
ぶ
な
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子
は
拾
っ
て
か
み
つ
く
。

��
・(�

棒
で
突
い
て)

も
し
こ
ろ
ば
な
け
れ
ば
丈
夫
に
育
つ
。

��
・(�

棒
で
突
い
て)

転
ば
な
け
れ
ば
じ
ょ
う
ぶ
に
育
ち
、
転
ぶ
と
弱
い
。

��
・(
餅
を
背
負
っ
て
手
を
ひ
い
て
も
ら
い
、
近
所
に
餅
を
配
る)

子
供
は
達
者
な
子
だ
と
い
っ
て
喜
ん
だ
。
こ
の
日
は
ま
た
、
お
か

ざ
り
餅
を
一
二
個
つ
く
り
、
集
ま
っ
た
者
達
が
そ
の
餅
を
達
者
に
育
つ
よ
う
に
と
い
っ
て
子
供
の
体
に
あ
て
て
や
っ
た
。

��
・
子
供
が
独
力
で
歩
け
れ
ば
発
育
が
よ
く
強
い
子
ど
も
だ
と
い
っ
て
よ
ろ
こ
ん
だ
。

餅
背
負
い
の
評
価
は
、
全
三
一
例
中
一
七
例
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
明
ら
か
に
な
っ
た
全
一
七
例
中
、
一
四
例
ま
で
が
肯

定
的
な
評
価
を
下
し
て
お
り
、
八
二
％
を
占
め
て
い
る
。
中
に
は
、�

棒
で
突
く
事
例
の
所
で
詳
述
し
た
が
、
明
ら
か
に
元
は
子
供
の

転
倒
を
狙
っ
た
と
見
做
さ
れ
る
��
・
��
の�

棒
で
突
く
事
例
で
さ
え
も
、
転
ば
な
け
れ
ば

｢

丈
夫
に
育｣

ち
、
転
べ
ば

｢

弱
い｣

と
説

明
す
る
ケ
ー
ス
も
含
ま
れ
て
い
る
。
殆
ど
歩
け
な
い
子
供
を
無
理
や
り
立
た
せ
、
そ
の
上
に
餅
ま
で
背
負
わ
せ
て
褒
め
ち
ぎ
る
姿
の
裏

に
、
初
誕
生
初
歩
き
と
い
う
世
間
の
枠
組
み
に
是
が
非
で
も
は
め
込
も
う
と
す
る
強
烈
な
強
迫
観
念
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
な
気
が
し
て

な
ら
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
僅
か
三
例
で
は
あ
る
が
、
逆
に
子
供
を
突
き
倒
す
な
ど
し
て
、
歩
か
せ
な
い
事
例
も
あ
っ
た
。

��
・
誕
生
前
に
歩
く
よ
う
な
子
供
は
一
生
運
が
悪
い
、
そ
う
い
う
子
供
に
は
誕
生
を
早
め
る
。

��
・
さ
あ
こ
ろ
べ
と
い
っ
て
こ
ろ
ば
す
。

��
・
赤
ん
坊
が
立
て
た
場
合
は
、
飯
シ
ャ
モ
ジ
で
突
い
て
こ
ろ
ば
す
。
そ
れ
を
三
回
繰
り
返
す
。

こ
れ
ら
三
例
は
、
い
ず
れ
も
一
歳
未
満
で
子
供
が
立
ち
歩
い
た
場
合
で
あ
り
、
歩
い
た
子
供
は
逆
に
突
き
倒
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
��

の
場
合
は
、
子
供
を
倒
す
の
で
は
な
く
、
誕
生
日
を
実
際
よ
り
は
早
め
に
繰
り
上
げ
て
い
る
。
子
供
を
物
理
的
に
突
き
倒
す
代
わ
り
に
、

誕
生
日
そ
の
も
の
を
前
倒
し
し
た
も

(

傍
点
近
藤)

の
で
あ
り
、
実
質
は
子
供
を
倒
し
た
事
と
同
じ
で
あ
る
。

・
・
・

誕
生
前
に
歩
く
子
供
は
、
��
の
如
く

｢

一
生
運
が
悪
い｣

と
い
っ
て
非
常
に
嫌
わ
れ
て
い
た
。
し
か
も
こ
れ
は
昭
和
一
三
年
頃
の
報

告
で
あ
り
、
か
な
り
古
風
を
留
め
る
も
の
で
あ
っ
た
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
前
述
の
如
く
、
��
や
��
で
は
誕
生
日
に
子
供
が
独
力

長野県下に於ける初誕生儀礼
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で
歩
け
ば

｢

成
長
が
早
い
と
い
っ
て
喜｣

ぶ
が
、
か
つ
て
は
そ
ん
な
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
事
を
暗
示
す
る
。
��
・
��
の�

棒
で

突
く
儀
礼
も
、
明
ら
か
に
転
倒
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
餅
を
背
負
っ
て
歩
い
た
子
供
を
突
き
倒
す
儀
礼
が
、

三
例
で
は
な
く
か
つ
て
は
も
っ
と
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
、
肯
定
的
評
価
と
否
定
的
評
価
は
相
半
ば
し
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
子
供
は
歩
か
な
い
と
言
っ
て
は
餅
を
背
負
わ
さ
れ
、
歩
い
た
と
言
っ
て
は
餅
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
餅
を
背
負

う
運
命
か
ら
は
逃
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
歩
か
な
い
場
合
は
、
２
の
如
く

｢

力
餅｣

な
ど
と
呼
ば
れ
た
り
、
��
の
如
く

｢

達
者

に
育
つ｣

よ
う
に
と
い
っ
て
餅
を
背
負
わ
さ
れ
た
り
押
し
つ
け
ら
れ
た
り
す
る
の
で
あ
っ
た
。
歩
い
た
場
合
は
、
餅
は
負
荷
と
し
て
転

倒
狙
い
で
背
負
わ
さ
れ
、
さ
ら
に
突
き
倒
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
初
誕
生
初
歩
き
の
原
則
が
、
世
間
的
枠
組
み
と
し
て
子
供
に
強
制
的
に

適
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

ケ
ジ
メ
を
つ
け
る
た
め
に
背
負
っ
た
餅
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
歩
け
る
子
供
に
は
歩
け
な
い
よ
う
に
、
歩
け
な
い
子
供
に
は
歩
け
る
よ

う
に
す
る
魔
法
の
餅
で
も
あ
り
、
こ
の
点
に
こ
そ

｢

粃｣

が
象
徴
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
言
わ
ば
、
不
名
誉
な
歓
迎
す
べ

き
で
は
な
い
、
い
わ
く
つ
き
の
代
物

し
ろ
も
の

で
あ
る
。
こ
の
餅
の
処
分
に
当
っ
て
は
、
人
々
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

別
稿

(｢

餅
の
ゆ
く
え

富
山
県
下
に
お
け
る
初
誕
生
儀
礼

｣

森
隆
男
編

『

民
俗
儀
礼
の
世
界』

所
収

清
文
堂)

で
詳
述
し

た
が
、
富
山
県
の
一
部
で
は
、
こ
れ
は
川
に
流
し
捨
て
る
程
嫌
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
嫌
わ
れ
方
が
、
長
野
県
下
で
は

｢

粃｣

と
し
て
広

く
一
般
的
に
忌
避
さ
れ
て
い
た
事
は
大
い
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

背
負
い
餅
の
処
理
方
法
は
、
七
地
区
で
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
２

｢

子
供
に
負
は
せ
た
餅
は
客
人
達
が
分
け
て
食
べ
る｣

、
３

｢

背
負
っ
た
餅
は
み
ん
な
で
食
べ
た｣

、
��

｢

子
供
に
背
負
わ
せ
、
こ
の
餅
を
切
っ
て
近
親
に
く
ば
っ
た｣

、
��

｢

こ
の
餅

(

背
負
い
餅

三
つ)

は
、
一
つ
は
ト
リ
ア
ゲ
婆
さ
ん
に
、
一
つ
は
里
親
に
、
残
り
の
一
箇
は
家
で
食
べ
た｣

、
��

｢

こ
の
三
個
の
う
ち
一
個
は
取
り

上
げ
親

(

産
婆)

へ
、
一
個
は
嫁
の
親
に
く
ば
り
、
残
り
の
一
個
は
家
出
食
べ
る｣

、
��

｢

臨
席
し
た
人
に
分
与
す
る｣

、
��

｢

背
負
っ

た
餅
は
、
臨
席
し
た
人
に
分
け
て
持
っ
て
い
っ
て
も
ら
う｣

と
あ
る
。

全
七
例
は
、
各
々
少
し
ず
つ
表
現
が
異
な
る
も
の
の
、
参
加
者
全
員
が
分
け
て
消
費
す
る
と
い
う
点
で
は
総
て
に
共
通
す
る
。
殆
ど
、

近 藤 直 也
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部
外
者
に
は
配
っ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
他
の
事
例
で
は
、
出
産
祝
い
の
時
に
金
品
を
貰
っ
た
親
戚
や
近
所
・
知
人
に

｢

誕
生
餅｣

と

し
て
配
っ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
子
供
が
背
負
っ
た
餅
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
配
布
す
る
事
を
念
頭
に
置
い
て
搗
い
た
餅
で
あ
る
。
一

口
に

｢

誕
生
餅｣

と
言
っ
て
も
、
子
供
が
背
負
っ
た
餅
と
そ
う
で
な
い
餅
の
間
に
は
、
全
く
異
質
な
性
格
が
賦
与
さ
れ
て
い
た
事
を
見

逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
見
過
せ
ば
、
初
誕
生
儀
礼
の
本
質
を
把
握
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
両
者
の
間
に
は
、
か
つ
て
生
死

を
掛
け
た
縁
起
直
し
と
、
単
な
る
祝
い
程
の
、
絶
対
的
な
質
の
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

	
�

�



�
	

箕
の
分
布
は
地
図
２
で
示
し
た
如
く
、
全
二
五
例
が
ほ
ぼ
全
県
下
に
分
布
し
て
い
た
が
、
実
際
に
選
別
機
能
の
所
作
を
演
じ
る
も
の

も
あ
っ
た
。
１｢(

粃
を)

と
る
ま
ね｣

、
２｢

簸
る
ま
ね｣

、
３｢

は
ぎ
る
ま
ね｣

、
４｢

あ
お
る｣

、
６｢

振
る｣

、
７｢

三
回
あ
ほ
る｣

、

��

｢

あ
ほ
り
出
す
ま
ね
を
す
る｣

、
��
｢

ヒ
ダ
ス｣

、
��

｢

ハ
ギ
レ
出
し
た｣

、
��

｢

あ
お
る

(

北
部)

、
あ
お
る

(

中
部)

、
三
べ
ん
く

り
か
え
し
て
あ
お
る

(

南
部)

、
三
回
ひ
だ
す

(

あ
お
り
だ
す)

(

東
部)｣

、
��

｢

あ
お
る
真
似
を
す
る｣

、
��

｢

ヒ
ダ
ス｣

、
��

｢

ハ
ギ

ル
真
似
を
す
る｣

、
��

｢

あ
お
る｣

、
��

｢

あ
お
る｣

、
��

｢

振
っ
た｣

と
あ
る
。
箕
を
活
用
す
る
全
二
五
例
中
、
一
六
例
で
実
際
に
煽

る
所
作
を
し
て
い
た
。
形
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
箕
の
選
別
機
能
を
い
か
に
期
待
し
て
い
た
か
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
粃
を
排
除
し
て

充
実
し
た
籾
を
選
別
す
る
如
く
、
満
一
歳
の
子
供
も
粃
と
籾
に
選
り
分
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。(

拙
著

『｢

鬼
子｣

と
誕
生
餅』

で
も
詳
述
し
た
が
、
一
連
の
箕
は
、
福
岡
県
北
部
に
分
布
す
る
ユ
リ
の
機
能
と
も
軌
を
一
に
す
る)

既
に
歩
く
子
は
、
歩
く
事
自
体
が

粃
に
比
定
さ
れ
排
除
の
対
象
と
さ
れ
、
未
だ
歩
か
な
い
子
は
歩
か
な
い
事
そ
の
も
の
が
粃
と
見
做
さ
れ
、
排
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

初
誕
生
初
歩
き
の
原
理
は
、
極
め
て
強
烈
で
厳
密
な
も
の
で
あ
り
、
一
〜
二
日
の
遅
速
も
例
外
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
餅
と

同
様
に
箕
も
ま
た
殆
ど
総
て
の
事
例
で
登
場
す
る
、
初
誕
生
儀
礼
に
於
け
る
必
須
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ
た
。

一
方
、
餅
と
箕
の
セ
ッ
ト
と
並
存
す
る
形
で
、
県
北
部
の
３
・
�	
・
��
・
��
・
��
・
��
・
��
・
�	
の
八
地
区
で
は�

棒
が
登
場
す
る
。

こ
れ
ら
八
地
区
で
は
、
子
供
に
餅
を
背
負
わ
せ
、
箕
の
中
に
立
た
せ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
上
で�

棒
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
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し
か
も
そ
の�

棒
は
、
あ
る
時
は
杖
と
し
て
歩
行
を
促
進
す
る
し
、
逆
に
転
倒
を
狙
っ
て
後
ろ
か
ら
突
く
場
合
も
あ
っ
た
。
��
・
��
・

��
・
��
は
杖
と
し
て
歩
行
を
促
進
さ
せ
る
が
、
��
・
��
・
��
・
��
は
、
や
っ
と
の
思
い
で
箕
の
中
で
餅
を
背
負
っ
て
立
つ
子
を
後
ろ
か

ら
突
く
の
で
あ
っ
た
。
��
の
場
合
、
戦
前
の
報
告
で
あ
る
が
、
歩
行
の
促
進
と
転
倒
の
両
方
の
意
味
を
持
た
せ
て
お
り
、
か
な
り
古
風

を
留
め
た
も
の
と
言
え
る
。
山
形
や
福
島
県
で
同
一
の
餅
が
、
子
供
が
立
て
ば
ブ
ッ
タ
オ
シ
餅
、
立
た
な
け
れ
ば
ブ
ッ
タ
テ
餅
と
呼
ば

れ
た
如
く
、
こ
の�

棒
も
子
供
が
立
つ
か
否
か
に
よ
っ
て
、
突
き
倒
し
に
使
っ
た
り
、
歩
行
促
進
の
杖
と
し
て
使
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
言
わ
ば
、
ケ
ジ
メ
を
つ
け
る
た
め
の
魔
法
の
杖
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
八
例
の
分
布
状
況
を
図
示
し
た
も
の
が
地
図
３
で
あ
る
。

見
事
な
ま
で
に
、
県
の
北
西
部
に
集
中
し
て
い
る
事
が
よ
く
理
解
で
き
よ
う
。

杖
の
視
点
に
注
目
す
れ
ば
、
県
の
北
西
部
か
ら
遠
く
離
れ
た
県
南
部
の
７
の
飯
田
地
方
で
も
昭
和
八
年
の
報
告
で
あ
る
が
、
子
供
に

物
差
を
杖
に
つ
か
せ
て
い
た
。
時
代
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
も
か
な
り
古
風
な
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
こ
で
も
も
し
子
供
が
既
に

一
歳
未
満
で
立
ち
歩
く
よ
う
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
歩
行
促
進
の
た
め
の
杖
と
し
て
で
は
な
く
、
転
倒
目
的
で
後
ろ
か
ら
こ
の
物
差
し
で

突
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
分
布
状
況
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
か
つ
て
は
県
北
部
だ
け
で
な
く
、
南
部
を
含
む
ほ
ぼ
全
域
に

�

棒
や
物
差
し
と
い
っ
た
魔
法
の
杖
が
、
ケ
ジ
メ
を
つ
け
る
た
め
に
分
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�
�

�
�

�
�

�
�

ケ
ジ
メ
の
た
め
の
箕
で
簸
る
儀
礼
で
あ
る
が
、
実
際
に
誰
が
行
な
っ
た
か
を
明
言
す
る
報
告
は
案
外
少
な
い
。
３

｢

嫁
の
実
家
の
母

親｣

、
６

｢

年
寄｣

、
��

｢

実
家
の
親
、
婚
家
の
親
、
仲
人
の
順
に
す
る｣

、
��

｢

仲
人｣

、
��

｢

仲
人
の
女
親
が
行
な
う｣

、
��

｢

ト
リ

ア
ゲ
婆
さ
ん｣

の
六
例
で
し
か
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
六
例
中
��
・
��
・
��
の
三
例
は
仲
人
で
あ
り
、
半
数
を
占
め
る
点
に
注
目

し
て
お
き
た
い
。
次
い
で
母
方
の
祖
母
が
��
・
�	
の
二
例
、
最
も
少
な
い
の
が
年
寄
り
・
婚
家
の
親
・
ト
リ
ア
ゲ
婆
さ
ん
で
各
一
例
で

あ
っ
た
。
但
し
、
��
の
ト
リ
ア
ゲ
婆
さ
ん
は
そ
の
性
格
上
子
供
を
あ
の
世
か
ら
こ
の
世
に
取
り
上
げ
る
た
め
、
境
界
領
域
に
い
る
存
在

と
見
做
し
得
る
。
さ
ら
に
最
も
多
か
っ
た
仲
人
も
、
子
供
の
両
親
に
と
れ
ば
二
つ
の
世
界
を
結
び
つ
け
た
存
在
で
あ
り
、
子
供
が
誕
生
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す
る
原
因
を
構
築
し
た
当
事
者
で
あ
る
。
仲
人
も
ま
た
文
字
通
り
、
境
界
領
域
に
居
る
べ
き
存
在
で
あ
り
、
ト
リ
ア
ゲ
婆
さ
ん
と
同
一

視
し
得
る
。
こ
の
結
果
、
全
六
例
中
四
例
即
ち
七
割
近
く
で
、
子
供
を
入
れ
た
箕
を
境
界
領
域
に
居
る
べ
き
人
が
煽
っ
て
い
た
事
に
な

る
。
初
誕
生
儀
礼
に
於
け
る
ケ
モ
ノ
か
ら
ヒ
ト
へ
の
ケ
ジ
メ
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
高
い
比
率
の
原
因
は
、
仲
人
や
ト
リ
ア
ゲ
婆
さ
ん

と
い
っ
た
境
界
に
居
る
べ
き
人
こ
そ
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
見
做
さ
れ
て
い
た
事
に
あ
ろ
う
。

初
誕
生
祝
い
は
、
家
の
経
済
的
事
情
や
地
域
の
特
性
に
よ
っ
て
も
様
々
で
あ
る
が
、
長
男
・
長
女
の
場
合
は
盛
大
に
行
な
わ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
参
加
者
と
祝
宴
の
規
模
に
つ
い
て
少
し
注
目
し
て
お
こ
う
。
１

｢

里
の
両
親
や
お
仲
人
さ
ま
、
近
い
親
戚
な
ど
を
招

い
て
小
宴
を
張
っ
て
祝
う｣

、
５｢

里
の
両
親
や
知
友
を
招
く｣

、
６｢

初
め
て
の
子
ど
も
の
時
は
嫁
方
の
者
を
呼
ん
で
盛
大
に
や
っ
た
。

男
の
子
の
場
合
は
特
に
賑
や
か
だ
っ
た｣

、
７

｢

親
戚｣

、
８

｢

近
親
や
近
隣
、
ま
た
お
祝
い
を
も
ら
っ
た
家
に
は
餅
に
あ
ん
を
つ
け
て

重
箱
に
つ
め
て
く
ば
る｣
、
��

｢

仲
人
様
、
鉄
漿
親
そ
の
他
近
親
者
を
招
き
、
赤
飯
を
た
い
て
誕
生
日
を
祝
う｣

、
��

｢

実
家
の
親
、
婚

家
の
親
、
仲
人｣

、
��

｢

近
親
を
よ
ん
で
お
客
を
す
る｣

、
��

｢

里
親
は
じ
め
近
親
を
招
い
て
祝
う

(

北
部)

。
仲
人
、
里
の
親
、
近
親
、

産
婆
等
を
よ
ぶ

(

南
部�

｣

、
��

｢
親
戚｣

、
��

｢

客
立
て
は
お
七
夜
や
お
宮
参
り
の
と
き
よ
り
広
く
、
黒
川
全
戸
の
北
村
ま
で
招
待
す

る｣

、
��

｢

近
所
の
人
、
里
の
親
、
親
類
を
よ
ん
で
祝
う｣

、
��

｢

初
子
の
と
き
に
は
、
近
所
の
人
、
里
の
親
、
親
類
を
招
い
て
餅
を
つ

い
て
食
べ
て
も
ら
う｣

、
�	

｢

里
親
や
親
分
、
近
親
を
招
い
て
祝
宴｣

、
�


｢

婚
礼
の
と
き
と
同
じ
ほ
ど
の
客
ヨ
ビ
を
す
る｣

、
��

｢

近

し
い
親
類
を
よ
ん
で
ご
ち
そ
う｣

、
��

｢

初
子
の
時
は
、
嫁
の
実
家
を
は
じ
め
親
戚
衆
を
よ
ん
で
盛
大
に
や
っ
た｣

、
��

｢

里
方
の
親
を

呼
ん
で
祝
う｣

と
い
う
。

全
三
一
例
中
、
一
八
例
で
招
待
客
の
詳
細
が
確
認
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
項
目
別
に
頻
度
の
高
い
順
に
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
里
の
両
親
。
１
・
５
・
６
・
��
・
��
・
��
・
�	
・
��
・
��

(
九
例)

・
近
い
親
戚
。
１
・
８
・
��
・
��
・
��
・
�	
・
��

(

七
例)

・
親
戚
。
７
・
��
・
��
・
��
・
��

(

五
例)

・
仲
人
。
１
・
��
・
��
・
��

(

四
例)

・
近
隣
。
８
・
��
・
��

(

三
例)
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・
知
友
。
５

(

一
例)

・
鉄
漿
親
。
��

(

一
例)

・
産
婆
。
��

(

一
例)

・
村
全
戸
。
��

(

一
例)

・
親
分
。
��

(

一
例)

・
婚
礼
の
時
と
同
じ
程
。
��

(

一
例)

や
は
り
最
も
多
い
の
は
、
親
戚
の
中
で
も
最
も
身
近
な
母
方
の
祖
父
母
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

｢

近
い
親
戚｣

と

｢

親
戚｣

が
次
ぐ
。

こ
の
他
、｢

仲
人｣

も
四
例
と
多
く
、
初
誕
生
儀
礼
が
婚
姻
儀
礼
と
同
程
度
の
重
要
な
儀
礼
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
事
が
窺
え
る
。

そ
う
言
え
ば
、
��
で
は
明
確
に

｢

婚
礼
の
と
き
と
同
じ
ほ
ど
の
客
ヨ
ビ
を
す
る｣

と
表
現
し
て
お
り
、
初
誕
生
を
重
要
視
し
て
い
た
。

さ
ら
に
��
で
は
、
お
七
夜
お
宮
参
り
よ
り
も
広
く
招
い
て
盛
大
に
し
、
里
の
両
親
や
親
戚
・
仲
人
は
勿
論
の
事
、
一
集
落
全
戸
を
招
待

し
て
祝
う
程
で
あ
っ
た
。
家
の
経
済
状
況
や
、
地
域
と
の
繋
が
り
方
に
も
依
る
で
あ
ろ
う
が
、
長
野
県
下
で
は
総
体
的
に
初
誕
生
儀
礼

を
か
な
り
重
要
視
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
満
一
歳
の
ケ
ジ
メ
は
、
婚
礼
と
同
じ
か
そ
れ
に
次
ぐ
程
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
事
は
、
事
例
数
の
多
さ
や
、
餅
背
負
い
や
箕
の
活
用
の
頻
度
の
高
さ
に
も
明
確
に
表
わ
れ
て
い
た
。

招
か
れ
た
客
や
、
誕
生
餅
の
配
布
を
受
け
た
家
は
、
お
返
し
と
し
て
特
定
の
物
が
決
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ

い
て
言
及
す
る
報
告
は
管
見
に
は
四
例
し
か
見
当
ら
な
か
っ
た
が
、
少
し
注
目
し
て
お
こ
う
。

２

｢

親
戚
か
ら
は
主
と
し
て
下
駄
・
足
袋
・
靴
等
の
履
物
を
贈
っ
て
祝
ふ｣

、
３

｢

こ
の
頃
か
ら
歩
き
は
じ
め
る
の
で
、
履
物
・
着

物
な
ど
が
贈
ら
れ
る｣

、
��

｢

親
類
や
近
所
へ
は
餅
を
配
っ
た
。
そ
の
お
返
し
は
履
物

(

下
駄
草
履)

と
か
足
袋
な
ど
だ
っ
た
、
��

｢

客
は
お
祝
い
に
衣
料
な
ど
を
持
っ
て
く
る｣

と
あ
る
。

全
四
例
中
三
例
ま
で
が
下
駄
や
草
履
・
足
袋
な
ど
歩
行
に
関
係
す
る
足
ま
わ
り
の
品
々
で
あ
っ
た
。
着
物
な
ど
の
衣
料
も
３
・
��
の

二
例
で
見
受
け
ら
れ
る
。
抑
々
誕
生
餅
配
布
の
返
礼
と
か
、
初
誕
生
祝
い
招
待
の
お
礼
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
品
物
で
も
良
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
履
物
が
多
か
っ
た
。
こ
の
裏
に
は
、
初
誕
生
初
歩
き
と
い
う
世
間
的
枠
組
み
が
隠
然
と
し
て
強
烈
に
存
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在
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
是
が
非
で
も
こ
の
日
に
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
迫
観
念
が
横
た
わ
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
て
な

ら
な
い
。
確
か
に
、
満
一
歳
の
子
供
の
誕
生
祝
い
の
品
を
考
え
れ
ば
、
誰
で
も
簡
単
に
履
物
が
思
い
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
箕
・

背
負
い
餅
・

｢

粃
は
飛
ん
で
行
け
実
は
残
れ｣

な
ど
の
唱
え
言
・�

棒
な
ど
、
一
連
の
初
誕
生
儀
礼
の
詳
細
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
事

は
そ
ん
な
単
純
な
も
の
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
履
物
の
贈
与
は
、
初
誕
生
初
歩
き
と
い
う
強
迫
観
念
の
裏
返
し
の
形
で
存
在
し

て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
程
ま
で
に
世
間
的
枠
組
み
が
強
烈
で
あ
っ
た
事
を
示
す
証
左
で
あ
っ
た
。

言
わ
ば
、
一
歳
未
満
で
歩
行
す
る

｢

鬼
子｣

、
ま
た
は
ま
だ
這
い
這
い
状
況
に
あ
る
四
つ
ん
這
い
の
ケ
モ
ノ
か
ら
二
足
歩
行
と
し
て

の
ヒ
ト
の
子
へ
の
変
革
で
あ
り
、
一
度

ひ
と
た
び

ヒ
ト
の
子
に
変
革
し
た
か
ら
に
は
、
ヒ
ト
と
し
て
成
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
視
覚
化

が
、
所
謂
エ
ラ
ビ
ド
リ
で
あ
っ
た
。
長
野
県
下
で
は
例
外
的
に
僅
か
二
例
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た

(

拙
著

『｢

鬼
子｣

と
誕
生
餅』

で

も
詳
述
し
た
が
、
エ
ラ
ビ
ド
リ
の
分
布
範
囲
は
主
に
近
畿
地
方
以
西
で
あ
っ
た)

が
、
そ
の
詳
細
を
見
て
お
こ
う
。

��

｢

男
の
子
の
と
き
は
書
く
道
具

(

硯
か
筆)

・
本
・
そ
ろ
ば
ん
・
大
工
道
具
一
つ
・
作
道
具

(

農
具)

の
五
種
類
、
女
の
子
は
そ

ろ
ば
ん
・
筆
・
本
・
針
道
具
・
編
道
具
の
五
種
類
を
並
べ
て
お
い
て
、
這
っ
て
行
っ
て
そ
の
一
つ
を
つ
か
ま
せ
る｣

、
��｢

筆
や
算
盤
・

本
・
物
差
等
の
内
、
好
き
な
も
の
を
取
ら
せ
る
。
子
供
は
と
っ
た
も
の
を
得
意
と
す
る｣

と
い
う
。

満
一
歳
の
初
誕
生
儀
礼
で
、｢

粃
は
飛
ん
で
行
け
、
実
は
残
れ｣

と
唱
え
て
箕
の
上
で
餅
を
背
負
わ
し
た
如
く
、
子
供
の
粃
的
部
分
、

即
ち
満
一
歳
す
ぎ
て
も
ま
だ
這
い
這
い
の
ま
ま
と
い
う
四
つ
ん
這
い
の
ケ
モ
ノ
的
性
格
、
ま
た
は
逆
に
一
歳
未
満
で
既
に
二
足
歩
行
を

始
め
て
し
ま
っ
た
過
熟
児
と
し
て
の

｢

鬼
子｣

的
性
格
が
完
全
に
排
除
さ
れ
た
結
果
、
純
正
の
ヒ
ト
の
子
に
な
れ
た
の
で
あ
る
。
純
正

の
ヒ
ト
の
子
と
は
、
初
誕
生
初
歩
き
の
原
理
を
忠
実
に
守
っ
た
子
で
あ
り
、
立
ち
歩
き
の
開
始
は
一
日
の
遅
速
も
認
め
ら
れ
な
い
。
実

際
の
立
ち
歩
き
が
初
誕
生
日
よ
り
早
い
子
は
、
そ
の
早
い
事
が
粃
と
し
て
見
做
さ
れ
、
初
誕
生
日
よ
り
遅
い
子
の
場
合
は
、
そ
の
遅
い

事
が
粃
に
比
定
さ
れ
て
い
た
。
箕
や
餅
背
負
い
・
唱
え
言
・�

棒
な
ど
の
様
々
な
仕
掛
け
に
よ
っ
て
、
ケ
モ
ノ
的
性
格
ま
た
は｢

鬼
子｣

的
性
格
が
祓
わ
れ
、
純
粋
な
ヒ
ト
の
子
と
し
て
精
製
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
初
め
て
こ
の
エ
ラ
ビ
ド
リ
の
儀
礼
に
辿
り
着
け
る
の
で
あ
っ

た
。
僅
か
二
例
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
エ
ラ
ビ
ド
リ
こ
そ
一
連
の
初
誕
生
儀
礼
の
総
括
部
分
に
相
当
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
エ
ラ
ビ
ド
リ
儀
礼
の
中
に
は
、
将
来
の
ヒ
ト
と
し
て
生
業

な
り
わ
い

が
視
覚
的
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に
ヒ
ト
ト
ナ
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リ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

[
註]

①

箱
山
貴
太
郎
稿

｢

長
野
県
の
祝
事｣

、『

南
中
部
の
祝
事』

所
収
、
八
一
頁
、
一
九
七
七
年
一
〇
月
刊
。

②

文
化
庁
編

『

日
本
民
俗
地
図
Ⅴ

出
産
・
育
児』

二
〇
九
頁
、
一
九
七
七
年
五
月
刊
。

③

有
賀
恭
一
稿

｢

各
地
の
誕
生
習
俗
・
長
野
諏
訪
湖
畔
地
方｣

、『

旅
と
伝
説』

六
巻
七
号
所
収
、
二
五
三
頁
、
一
九
三
三
年
七
月
刊
。

④

長
野
県
史
刊
行
会
民
俗
編
編
纂
委
員
会
編

『

長
野
県
大
町
市
社

館
之
内

民
俗
誌
稿』

一
八
頁
、
一
九
八
〇
年
八
月
刊
。

⑤

②
に
同
じ
、
二
〇
七
頁
。

⑥

②
に
同
じ
。

⑦

長
野
県
教
育
委
員
会
編

『
太
平
の
民
俗

集
団
移
住
し
た
飯
田
市
大
平
部
落

』

一
〇
七
頁
、
一
九
七
二
年
九
月
刊
。

⑧

岩
崎
清
美
稿

｢

各
地
の
誕
生
習
俗
・
長
野
県
飯
田
町
附
近｣

、『

旅
と
伝
説』

六
巻
七
号
所
収
、
二
四
四
頁
、
一
九
三
三
年
七
月
刊
。

⑨

②
に
同
じ
、
二
〇
二
頁
。

⑩

②
に
同
じ
、
二
〇
一
頁
。

⑪

恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編

『

日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成』

四
六
二
頁
、
一
九
三
八
年
頃
報
告
、
一
九
七
五
年
三
月
刊
。

⑫

高
遠
町
史
編
纂
委
員
会
編

『

高
遠
町
史

下
巻

自
然
・
現
代
・
民
俗』

一
三
五
七
頁
、
一
九
七
九
年
七
月
刊
。

⑬

②
に
同
じ
、
二
一
〇
頁
。

⑭

⑬
に
同
じ
。

⑮

上
伊
那
誌
編
纂
委
員
会
編

『

長
野
県
上
伊
那
誌

第
五
巻

民
俗
編
上』

五
四
五
〜
五
四
六
頁
、
一
九
七
〇
年
一
月
刊
。

⑯

清
内
路
村
誌
編
纂
委
員
会
編

『

清
内
路
村
誌』

三
三
一
頁
、
桜
井
伴
稿
、
一
九
八
二
年
三
月
刊
。

⑰

天
竜
村
教
育
委
員
会
編

『

南
信
濃
天
竜
村
大
河
内
の
民
俗』

一
五
四
頁
、
一
九
七
三
年
七
月
刊
。

⑱

⑬
に
同
じ
。

⑲

小
谷
村
教
育
委
員
会
編

『

小
谷
民
俗
誌』

二
六
八
頁
、
一
九
七
九
年
三
月
刊
。

⑳

佐
伯
隆
治
稿

｢

誕
生
祝
は
箕
の
中｣

、『

民
間
伝
承』

一
〇
巻
二
号
所
収
、
三
〇
頁
、
一
九
四
四
年
二
月
刊
。
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�

⑤
に
同
じ
。

�

⑪
に
同
じ
。

�

②
に
同
じ
。

�

②
に
同
じ
。
二
〇
八
頁
。

�

国
学
院
大
学
民
俗
学
研
究
会
編

『

三
十
五
年
度
年
刊
民
俗
採
訪』

一
〇
四
頁
。

�
小
川
村
教
育
委
員
会
編

『

北
信
濃
小
川
村
桐
山
の
民
俗』

一
八
五
頁
、
一
九
七
三
年
七
月
刊
。

�

長
野
県
教
育
委
員
会
編

『

裾
花
渓
谷
の
民
俗

裾
花
川
ダ
ム
水
没
地
区
民
俗
資
料
緊
急
調
査

』

六
四
頁
、
一
九
七
一
年
一
二
月
刊
。

�

②
に
同
じ
、
二
〇
五
頁
。

	

②
に
同
じ
、
二
〇
三
頁
。



�

に
同
じ
。

�

楢
川
村
教
育
委
員
会
編

『
木
曽
楢
川
村
の
民
俗�

奈
良
井
・
平
沢
・
贄
川

』

一
五
一
頁
、
一
九
七
二
年
二
月
刊
。

�

長
野
県
教
育
委
員
会
編

『
木
曽
三
岳
村
の
民
俗

王
滝
川
ダ
ム
水
没
地
区
緊
急
調
査

』

四
七
頁
、
一
九
六
八
年
三
月
刊
。
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