
第
八
章 
民 

 

俗 



 

は 

じ 

め 

に 

  

歴
史
は
私
た
ち
の
先
祖
が
生
き
て
き
た

証
あ
か
し

で
あ
る
か
ら
、
ま
こ
と
に
大
事
で
、
将
来
の
町
を
展
望
す
る
た
め
に
も
欠
か
せ
な
い
も

の
で
あ
る
。 

 

歴
史
の
多
く
は
、
人
間
と
時
間
と
事
件
の
関
り
で
構
成
さ
れ
る
。
誰
が
、
何
時
、
何
処
で
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
た
の
か
、
が
問
題

に
な
る
。
そ
の
事
件
が
人
々
の
生
活
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
重
要
な
歴
史
上
の
事
件
と
な
る
。
そ
れ
は
、
間
違

い
な
く
人
間
が
生
き
て
来
た
歴
史
上
の
一
側
面
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
事
件
の
歴
史
だ
け
で
は
、
私
た
ち
の
先
祖

が
ど
う
生
き
て
来
た
の
か
全
貌
は
な
か
な
か
見
え
な
い
。
事
件
は
、
毎
日
の
生
活
と
密
着
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

事
件
は
す
べ
て
、
あ
る
時
点
の
出
来
事
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
事
件
と
事
件
の
間
を
つ
な
ぐ
、
至
極
平
凡
な
毎
日
は
、
ど
う

生
き
て
来
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
平
凡
な
日
々
も
、
歴
史
の
一
日
な
の
で
あ
る
。 

 

平
凡
な
日
々
に
は
誰
が
、
何
時
、
何
処
で
、
何
を
し
た
か
と
い
う
問
題
は
な
く
、
人
々
は
何
を
考
え
、
ど
う
生
き
て
き
た
か
と
い

う
こ
と
だ
け
が
残
る
。
先
祖
の
そ
の
よ
う
な
平
凡
な
中
の
生
活
を
ひ
も
と
き
な
が
ら
、
歴
史
の
他
の
一
面
を
探
り
出
そ
う
と
す
る
の

が
民
俗
で
あ
る
。 

 

第
一
節 

年 

中 

行 

事 

  

毎
年
同
じ
歴
日
に
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
の
が
、
年
中
行
事
で
あ
る
。
何
故
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ



う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
行
事
を
す
る
こ
と
に
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
十

年
い
や
何
百
年
と
同
じ
こ
と
を
継
続
し
て
行
う
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
意
味
と
重
要
性
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
何
故
そ
う
す
る
の
か
な
ど
と
改
め
て
詮
議
し
な
い
で
、
代
々
受
け
継

が
れ
て
き
た
の
が
实
態
で
あ
ろ
う
。 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
十
数
年
間
で
生
活
様
式
が
大
き
く
変
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
変
化
の
あ

お
り
を
受
け
て
、
何
十
年
、
何
百
年
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
が
一
つ
消
え
二
つ
消
え
し

て
、
今
で
は
以
前
の
行
事
を
よ
く
知
ら
な
い
人
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
私
た
ち
の
親
た
ち

が
、
ま
た
そ
の
親
た
ち
が
、
毎
日
毎
日
を
つ
つ
ま
し
く
生
き
て
き
た
中
で
、
ど
ん
な
こ
と

を
繰
り
返
し
て
き
た
か
を
、
知
る
こ
と
も
、
有
意
義
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
、
季
別
に

そ
の
様
子
を
訪
ね
て
み
よ
う
。
日
附
は
、
す
べ
て
旧
暦
に
よ
る
。 

 

１ 

正 

月 

の 

行 

事 

 

一
月
一
日 

 
 

若
水
く
み 

 
 

元
日
の
朝
早
く
汲
む
水
の
こ
と
を
、「
若
水
」
と
い
う
。
若
水
を
汲
む
と
き
は
、
松
と
昆
布
を
ゆ
わ
え
つ
け
た
柄
杒
で
、
手
桶
に

汲
む
。
汲
む
場
所
は
庭
の
池
か
流
れ
水
を
入
れ
て
あ
る
流
し
場
で
、
汲
む
と
き
「
何
汲
む
、
金
汲
む
、
宝
汲
む
。
よ
ろ
ず
の
宝
汲
み



上
げ
る
。
」
と
三
度
唱
え
る
。
こ
の
若
水
は
、
元
日
の
料
理
な
ど
に
少
し
ず
つ
混
ぜ
て
使
う
。 

若
水
を
汲
む
の
は
、
そ
の
家
の
主
人
か
長
男
と
き
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
女
の
人
が
汲
む
と
こ
ろ
も
あ
る
。
唱
え
ご
と

も
地
区
に
よ
っ
て
、
家
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。 

「
米よ

ね

汲
む
、
金
汲
む
、
黄
金
汲
む
。
よ
ろ
ず
の
宝
汲
み
上
げ
る
。
」
（
横
田
尻
） 

「
何
汲
む
、
米
汲
む
、
黄
金
汲
む
。
黄
金
の
柄
杒
で
宝
く
む
。
」
（
貝
生
） 

「
よ
ね
汲
む
、
豆
く
む
、
黄
金
汲
む
。
日
本
の
宝
を
皆
汲
み
上
げ
る
。
」
（
滝
野
） 

若
水
汲
み
を
す
る
日
は
ま
ち
ま
ち
で
、
元
日
だ
け
の
と
こ
ろ
か
ら
、
一
・
二
・
三
日
と
三
ヶ
日
の
と
こ
ろ
（
深
山
）
、
そ
の
他
七
・

十
一
・
十
五
日
に
も
行
う
と
こ
ろ
（
菖
蒲
）
、
更
に
そ
の
他
に
八
・
十
六
・
十
七
・
二
十
日
に
も
汲
む
と
こ
ろ
（
中
山
）
、
な
ど
も
あ

る
。 

 

元 

日 

詣 

除
夜
の
鐘
を
き
く
と
直
ぐ
、
鎮
守
様
な
ど
に
お
参
り
に
行
く
の
が
元
日
詣
で
、
持
っ
て
行
く
も
の
は
大
晦
日
の
夜
準
備
し
て
お
く
。

大
抵
お
賽
銭
か
お
ひ
ね
り
、
と
り
餅
な
ど
で
、
お
ひ
ね
り
は
半
紙
を
小
さ
く
切
っ
た
も
の
に
、
米
を
包
ん
だ
も
の
で
あ
る
。「
お
せ
ん

ま
い
」
と
も
い
う
。 

元
日
詣
り
を
す
る
場
所
は
地
区
に
よ
っ
て
決
っ
て
い
る
か
ら
、
場
所
の
数
だ
け
供
物
を
準
備
す
る
。
中
山
で
は
、
お
せ
ん
米
の
残

り
を
二
日
に
御
飯
に
混
ぜ
て
焚
く
し
、
栃
窪
で
は
、
残
り
米
を
米
櫃
に
入
れ
て
お
く
と
、
年
中
米
に
不
自
由
し
な
い
と
も
言
わ
れ
て

い
る
。 

元
日
詣
り
か
ら
帰
る
と
、
箕
和
田
な
ど
で
は
、
黄
粉
を
つ
け
た
「
ふ
き
ど
り
餅
」
を
食
べ
る
。 

 

お
か
さ
ね
載
き 



神
棚
か
ら
「
お
か
さ
ね
」
を
、
お
盆
に
入
れ
た
ま
ま
お
ろ
し
、
そ
れ
を
、
明
き
．
．
の
方
を
向
い
て
座
っ
て
い
る
子
ど
も
の
頭
の
上
に

も
っ
て
い
っ
て
、「
三
つ
に
な
れ
、
三
つ
に
な
れ
」
と
子
ど
も
の
年
を
唱
え
、
静
か
に
頭
に
の
せ
る
。
お
盆
に
は
鏡
餅
の
他
、
栗
・
柿
・

み
か
ん
な
ど
を
の
せ
て
お
く
。 

 

元
日
の
食
事 

元
日
の
最
初
の
火
は
、
豆
殻
で
焚
く
家
が
多
い
。
焚
き
始
め
る
と
き
は
塩
を
振
っ
て
炉
を
清
め
、
火
打
石
で
新
し
く
火
を
お
こ
し

た
。
滝
野
に
は
、
年
取
り
の
晩
か
ら
火
を
絶
や
さ
な
い
家
も
あ
っ
た
。
料
理
の
水
に
は
少
し
ず
つ
若
水
を
使
う
の
は
、
長
生
き
す
る

か
ら
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
縁
起
的
な
も
の
と
し
て
、
料
理
の
材
料
に
つ
か
う
菊
・
ひ
ょ
う
・
南
天
の
实
な
ど
が
あ
る
。

「
よ
い
こ
と
を
菊
」
、「
ひ
ょ
う
し
が
よ
い
」
、「
難
転
」
、
な
ど
の
言
葉
か
ら
き
て
い
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
元
日
の
朝
食
に
は

餅
を
た
べ
る
家
が
多
い
が
、
家
に
よ
っ
て
は
、
餅
は
食
べ
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

一
月
二
日 

 
 

買
初
め
・
初
荷 

 

早
朝
、
暗
い
う
ち
に
起
き
て
買
い
物
に
ゆ
く
。
主
に
日
用
品
、
好
嗜
品
な
ど
で
、
前
日
か
ら
メ
モ
し
て
待
っ
て
い
る
。
買
い
初
め

に
は
付
木

つ

け

ぎ

・
塩
は
必
ず
買
う
も
の
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
、
店
で
は
年
末
に
大
量
に
仕
入
れ
て
お
い
た
。 

 

買
初
め
に
は
必
ず
景
品
が
つ
い
た
の
で
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
を
楽
し
み
に
し
て
先
を
競
っ
た
。 

 

商
売
を
し
て
い
る
人
は
、
初
荷
に
な
る
。
橇
に
積
ん
だ
荷
の
上
に
初
荷
の
旗
な
ど
を
立
て
、
賑
や
か
に
積
み
出
し
た
。 

 
 

蔵 

開 

き 

 

お
神
酒
・
す
る
め
・
松
葉
・
お
か
さ
ね
餅
な
ど
を
三
宝
か
お
盆
に
の
せ
、
主
人
が
持
っ
て
蔵
に
入
り
、
神
様
に
供
え
、
そ
こ
で
謡

を
う
た
っ
て
出
て
く
る
。
お
神
酒
は
家
中
で
の
む
。
栃
窪
で
は
、
金
の
貸
し
初
め
と
し
て
蔵
開
き
す
る
と
言
わ
れ
た
。 



 
 

書
き
初
め 

 
「
新
玉

あ
ら
た
ま

の
年
の
始
の
筆
と
り
て
よ
ろ
ず
の
玉
を
か
き
ぞ
あ
つ
む
る
」
な
ど
と
書
い
て
、
年
の
始
め
の
書
き
初
め
を
す
る
。 

 
 

謡
い
初
め 

 

夜
、
親
し
い
人
た
ち
が
集
ま
り
、
一
献
傾
け
て
か
ら
、
謡
曲
の
謡
い
初
め
を
す
る
。 

 
 

稼
き
初
め 

 

一
般
に
稼
初
め
は
十
一
日
に
な
る
が
、
地
区
に
よ
っ
て
、
家
に
よ
っ
て
、
こ
の
日
藁
一
〇
丸
分
の
「
ま
ぶ
し
」
を
織
っ
た
り
（
浅

立
）
、
「
は
ん
ば
き
」
を
編
ん
で
（
中
山
地
区
）
、
稼
ぎ
初
め
を
す
る
。 

 
 

ホ
ッ
ピ
キ 

 

宝
引
き
の
こ
と
で
、
一
種
の
ば
く
ち
で
あ
る
。
縄
紐
を
参
加
者
分
だ
け
用
意
す
る
。
そ
の
う
ち
の
一
本
だ
け
、
端
を
結
ん
で
当
り

く
じ
と
す
る
。
参
加
者
全
員
が
一
文
乃
至
二
文
を
か
け
、
当
り
く
じ
を
引
い
た
人
が
掛
け
銭
全
部
を
貰
う
仕
組
み
の
も
の
で
あ
る
。

二
日
は
夜
お
そ
く
ま
で
ホ
ッ
ピ
キ
を
や
っ
て
遊
ん
だ
。
栃
窪
な
ど
で
は
女
の
人
が
中
心
に
楽
し
ん
だ
も
の
と
い
う
。 

 
 

初 
 

夢 

 

二
日
の
夜
は
、
半
紙
や
ち
り
紙
を
折
っ
て
舟
を
つ
く
り
、
枕
の
下
に
敷
い
て
寝
る
。
こ
の
舟
に
は
「
な
か
き
よ
の
と
お
の
ね
ふ
り

の
み
な
め
さ
め
な
み
の
り
ふ
ね
の
お
と
の
よ
き
か
な
」
、
と
書
い
て
お
く
。
こ
の
歌
は
上
下
ど
ち
ら
か
ら
読
ん
で
も
同
文
に
な
る
も
の

で
、
こ
の
歌
に
よ
っ
て
、
こ
の
夜
の
夢
は
、
い
い
夢
は
正
夢
に
な
り
、
悪
い
夢
は
逆
夢
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
地
方
で
は
、「
一
富
士
二
た
か
三
な
す
び
四
夢
式
」
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
代
表
的
な
良
い
夢
と
し
て
お
り
、
良
い
夢
を
み
た
と

き
は
、
誰
に
も
言
わ
ず
に
、
そ
の
夢
の
こ
と
を
紙
に
書
い
て
恵
比
須
様
に
供
え
る
と
、
本
当
に
良
い
こ
と
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

山
口
で
は
、
「
夢
祝
い
」
を
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。 



一
月
三
日 

 
 

三
日
と
ろ
ろ 

 

三
日
に
と
ろ
ろ
を
摺
っ
て
食
べ
る
と
、
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
い
う
。
朝
食
べ
る
家
、
夜
食
に
食
べ
る
家
な
ど
少
し
ず
つ
ち
が
い
が

あ
る
。
元
日
・
二
日
・
三
日
の
三
ヶ
日
間
食
べ
る
家
も
多
い
。
杉
沢
で
は
、
門
松
や
桃
の
木
な
ど
に
も
少
し
ず
つ
か
け
る
。
桃
の
木

に
病
気
が
つ
か
ず
、
实
り
よ
く
す
る
た
め
で
あ
る
。 

 
 

に
ょ
う
つ
み 

 

三
日
は
不
成
就
日

ふ

じ

ょ

う

に

ち

な
の
で
、
正
月
礼
に
は
行
か
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
日
一
日
は
来
実
も
な
い
の
で
、
家
中
の
ん
び

り
炬
燵
に
入
っ
て
休
ん
で
い
る
。
黒
鴨
辺
で
は
こ
れ
を
「
に
ょ
う
つ
み
」
と
呼
ん
で
い
る
。 

 

不
成
就
日
は
気
の
ゆ
る
み
か
ら
悪
い
こ
と
が
起
ら
な
い
よ
う
に
、
家
に
い
て
精
進
す
る
日
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

杉
沢
地
区
の
よ
う
に
、
三
日
を
寺
へ
の
御
年
始
日
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
。 

一
月
四
日 

 
 

正 

月 

礼 

 

親
類
と
か
、
常
日
頃
世
話
に
な
っ
て
い
る
人
、
仲
人
親
な
ど
へ
の
正
月
礼
が
こ
の
日
か
ら
始
ま
る
。
嫁
に
行
っ
た
人
が
实
家
へ
ゆ

く
と
き
は
、
餅
一
二
切
れ
を
わ
ら
で
縛
っ
た
も
の
の
他
、
塩
鮭
な
ど
も
持
っ
て
行
っ
た
。
深
山
で
は
、
障
子
紙
な
ど
が
よ
く
使
わ
れ

た
。 

 
 

節 
 

 

分 

 

一
月
五
日
頃
節
分
の
豆
ま
き
が
あ
る
が
、
白
鷹
町
内
で
は
豆
ま
き
は
行
な
わ
な
い
家
が
多
い
。 

 

豆
ま
き
を
す
る
家
で
は
、
豆
殻
に
煮
干
し
の
頭
を
刺
し
、
入
口
の
戸
な
ど
に
挟
ん
で
魔
除
け
と
し
た
。
荒
砥
の
長
谷
部
庄
右
衛
門



家
で
は
、
豆
を
ま
く
と
き
豆
殻
に
刺
し
た
魚
の
頭
め
が
け
て
ぶ
っ
つ
け
た

．
．
．
．
．
と
い
う
。「
福
は
内
、
鬼
は
外
」
と
大
声
で
叫
び
な
が
ら
豆

を
ま
く
こ
と
は
、
他
の
地
域
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

節
分
の
豆
で
、
一
年
間
の
天
気
占
い
を
す
る
。
こ
の
日
の
豆
を
月
の
数
だ
け
拾
い
、
一
月
分
か
ら
十
二
月
分
ま
で
の
豆
を
い
ろ
り

の
火
の
側
に
並
べ
、
六
月
分
が
白
く
焼
け
れ
ば
六
月
日
照
り
と
占
い
、
十
月
分
が
黒
く
な
れ
ば
十
月
雨
と
占
う
。
半
分
白
く
、
半
分

黒
い
の
は
半
日
照
り
と
占
っ
て
き
た
。 

一
月
七
日 

 
 

七
草
（
な
な
く
さ
） 

 

七
日
の
朝
に
七
草
粥
を
作
っ
て
食
べ
る
。
年
と
り
の
夜
、
歳
徳
神
に
供
え
た
「
オ
ミ
ダ
マ
」
で
お
粥
を
作
り
、
そ
れ
に
人
参
・
大

根
・
か
ぶ
・
ひ
ょ
う
干
し
・
な
ず
な
干
し
・
せ
り
な
ど
、
あ
り
合
わ
せ
の
野
菜
を
七
種
類
ほ
ど
入
れ
る
。
山
口
で
は
野
菜
を
刻
む
と

き
、
「
七
草
た
た
き
、
黄
土
の
と
り
が･

･
･
･
･
･

」
な
ど
と
唱
え
た
と
い
う
。
ま
た
、
滝
野
な
ど
で
は
、
雑
煮
餅
に
七
草
を
入
れ
て
食
べ

た
。
こ
れ
を
、
「
七
草
雑
煮
」
と
よ
ん
だ
。
栃
窪
で
は
、
七
草
を
煮
物
に
し
た
「
七
草
煮
合
わ
せ
」
を
つ
く
っ
て
食
べ
た
。 

一
月
十
日 

 
 

鮎
貝
の
初
市 

 

鮎
貝
の
市
日
は
五
日
、
十
日
で
あ
る
。
一
月
十
日
が
初
市
で
、
十
五
日
に
使
う
団
子
の
木
市
が
立
つ
。
近
郷
の
人
が
「
み
づ
き
」

を
切
っ
て
き
て
売
り
に
く
る
し
、
ま
た
そ
れ
を
買
う
た
め
に
多
く
の
人
が
出
て
賑
わ
う
。 

 

初
市
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、
初
飴
と
塩
で
あ
る
。
真
白
で
角
張
っ
た
初
飴
は
、「
身
上
の
ば
し
飴
」
と
言
わ
れ
、
団
子
の
木
を
買
い

に
出
た
人
は
必
ず
買
っ
た
。
塩
は
「
火
伏
せ
」
に
な
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
、
初
市
に
つ
き
も
の
の
買
い
物
で
あ
っ
た
。 

 

鮎
貝
の
初
市
に
は
、
大
町
と
内
町
と
の
境
に
あ
る
市
神
の
祭
り
も
行
う
。「
市
神
大
明
神
」
と
大
書
し
た
二
本
の
幟
を
立
て
、
お
神



酒
・
供
物
を
供
え
て
近
所
の
人
、
初
市
に
き
た
人
な
ど
が
、
お
も
い
お
も
い
に
参
拝
す
る
。
幟
り
の
一
本
に
は
、「
市
神
大
明
神 

弘

化
五
（
一
八
四
八
）
戊
申
歳
正
月
十
日 

当
駅
商
人
中
」
と
あ
り
、
も
う
一
本
に
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
記
銘
が
あ
る
か
ら
、

そ
の
頃
か
ら
、
こ
の
市
神
は
鮎
貝
の
商
人
の
信
仰
を
集
め
、
初
市
が
盛
大
に
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

一
月
十
一
日 

 
 

稼
ぎ
初
め 

 

朝
早
く
起
き
て
堆
肥
と
わ
ら
を
小
さ
く
束
ね
、
背
負
っ
て
「
ア
キ
」
の
方
角
の
田
或
い
は
畑
に
置
い
て
く
る
。
こ
れ
を
「
肥
背
負

い
」
と
い
う
。
そ
の
あ
と
、
藁
を
打
っ
て
「
ノ
サ
」
作
り
を
す
る
。
数
は
そ
の
家
の
男
の
人
数
だ
け
で
、
作
っ
た
ら
生
紙
・
こ
ん
ぶ
・

松
を
青
苧
糸
で
縛
り
つ
け
る
と
ノ
サ
は
出
来
上
る
。
入
浴
し
て
体
を
清
め
て
か
ら
ノ
サ
を
持
っ
て
山
の
神
に
納
め
て
く
る
。
滝
野
で

は
こ
の
と
き
、
鉈
で
切
っ
た
と
り
餅
も
一
緒
に
供
え
る
。
山
の
神
神
社
の
な
い
地
区
で
は
、
大
き
な
杉
の
木
な
ど
を
山
の
神
に
み
な

し
て
、
そ
の
木
に
さ
げ
て
く
る
。
ノ
サ
を
納
め
た
ら
、
帰
り
に
ア
キ
の
方
を
向
い
て
「
若
木
」
を
少
し
切
っ
て
く
る
。
木
は
雑
木
で
、

何
の
木
で
も
か
ま
わ
な
い
が
、
楢
が
多
い
。
そ
の
若
木
は
、
十
五
日
の
だ
ん
ご
を
ゆ
で
る
と
き
に
焚
く
。 

 

杉
沢
地
区
の
若
木
切
り
で
は
、
楢
と
栗
を
切
っ
て
く
る
。
栗
の
木
は
、
十
五
日
に
だ
ん
ご
を
さ
げ
る
の
に
用
い
る
。 

 

ノ
サ
納
め
が
済
ん
で
帰
る
頃
、
家
で
は
正
月
に
家
の
各
所
に
供
え
た
「
と
り
餅
」
を
焼
い
て
待
っ
て
い
る
。
こ
の
餅
を
、
「
力
餅
」

と
か
「
歯
固
め
の
餅
」
と
呼
ぶ
。 

 

力
餅
を
食
べ
て
ま
た
一
仕
事
を
す
る
。
荷
縄
な
い

．
．
．
．
で
あ
る
。
一
本
二
四
尺
（
七
・
二
メ
ヷ
ト
ル
）
の
も
の
を
五
本
作
る
の
が
、
こ

の
日
の
一
人
前
と
さ
れ
て
い
る
。 

一
月
十
三
日 

 
 

荒
砥
の
初
市 



 

荒
砥
の
初
市
に
も
、
団
子
の
木
が
売
り
に
出
さ
れ
る
。
赤
い
芽
を
つ
け
た
「
み
ず
き
」
が
、
真
白
な
雪
の
上
に
並
べ
ら
れ
る
と
、

街
中
が
一
段
と
美
し
く
な
っ
て
、
初
市
の
人
々
の
心
を
浮
き
た
た
せ
た
。
上
町
か
ら
長
屋
に
か
け
て
、
出
店
が
一
杯
に
な
っ
た
。 

 

上
町
八
幡
門
前
の
市
神
の
祭
日
も
、
こ
の
日
で
あ
る
。「
西
宮
大
神
宮
」
と
書
い
た
真
赤
な
幟
が
、
何
本
も
立
ち
並
ぶ
。
現
在
で
も
、

市
神
周
辺
の
数
軒
で
お
祭
り
を
す
る
。 

一
月
十
四
日 

 
 

松
お
ろ
し 

 

正
月
に
飾
っ
た
松
を
全
部
お
ろ
し
、
三
ヵ
所
に
男
結
び
を
か
け
る
。
そ
れ
に
、
切
り
餅
を
入
れ
た
「
あ
ず
き
粥
」
を
供
え
る
。
供

え
る
と
き
、
箕
和
田
・
十
王
で
は
「
サ
ン
バ
イ
上
れ
」
、
荒
砥
貝
生
で
は
「
た
ん
と
上
れ
」
、
大
瀬
平
田
で
は
「
お
か
え
ま
い
り
」
と
、

そ
れ
ぞ
れ
三
回
繰
り
返
し
唱
え
る
。 

 

松
を
お
ろ
す
時
刻
は
部
落
に
よ
っ
て
異
な
り
、
朝
の
と
こ
ろ
も
、
夕
方
の
と
こ
ろ
も
あ
る
。
十
五
日
に
お
ろ
す
地
区
も
あ
る
。 

 
 

中
立
迎
え 

 

栃
窪
で
は
、
十
五
日
の
「
お
さ
い
と
」
の
中
心
に
立
て
る
中
立

な

か

だ

て

迎
え
を
や
っ
た
。
部
落
の
上
・
下
二
組
の
中
か
ら
、
数
え
年
十
五

才
に
な
っ
た
者
を
選
ん
で
大
将
と
し
、
中
立
に
す
る
木
を
切
っ
て
く
る
。
中
立
を
迎
え
て
き
た
子
ど
も
た
ち
に
は
、
「
ふ
き
ど
り
餅
」

（
黄
粉
餅
）
を
作
っ
て
食
べ
さ
せ
る
。 

 

十
四
才
以
下
の
子
ど
も
た
ち
は
、
手
分
け
を
し
て
、
干
し
草
・
わ
ら
・
豆
殻
な
ど
の
「
燃
え
く
さ
」
を
各
戸
か
ら
貰
っ
て
き
て
、

翌
日
の
「
さ
い
と
焼
き
」
の
準
備
を
す
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
迎
え
た
中
立
と
集
め
た
燃
え
草
で
、
明
日
の
ヤ
ハ
ハ
エ

ロ
（
さ
い
と
う
や
き
）
が
ど
ん
な
風
に
出
来
上
る
か
を
想
像
し
て
、
心
を
は
ず
ま
せ
る
の
で
あ
る
。 

一
月
十
五
日 



 
 

あ
か
つ
き
が
ゆ 

 
早
朝
、
ま
だ
鳥
が
鳴
か
な
い
う
ち
に
起
き
て
、
小
豆
餅
を
入
れ
た
粥
を
作
る
。
こ
れ
を
「
あ
か
つ
き
が
ゆ
」
と
い
う
。
こ
の
と
き

の
餅
を
顔
に
塗
る
か
、
残
し
て
お
い
て
夏
分
食
べ
る
と
、
蜂
に
刺
さ
れ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
粥
を
、
お
ろ
し
た
松
に
供
え

る
家
も
あ
る
。 

 

十
五
日
を
「
あ
と
の
正
月
」
と
い
う
。
元
日
の
正
月
と
対
比
し
て
の
言
い
方
で
あ
る
が
、
簡
単
な
言
葉
の
中
に
、
正
月
の
あ
り
方

の
変
化
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
と
の
正
月
」
に
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
大
き
な
行
事
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

正
月
の
中
心
が
十
五
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
何
故
十
五
日
に
な
る
の
か
と
言
え
ば
、
満
月
だ
か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
、
月
の
満
ち
欠
け
を
見
て
月
日
の
経
過
を
知
っ
た
人
々
に
と
っ
て
、
十
五
夜
は
重
要
な
日
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が

暦
の
普
及
と
共
に
、
一
日
に
正
月
が
始
ま
る
こ
と
に
な
り
、
公
的
に
は
一
日
正
月
が
用
い
ら
れ
た
が
、
民
衆
た
ち
は
長
い
間
の
習
慣

か
ら
抜
け
ら
れ
ず
、
以
前
と
し
て
十
五
日
正
月
を
守
り
続
け
て
き
た
こ
と
が
、
十
五
日
に
大
き
な
行
事
が
残
っ
て
い
る
原
因
で
あ
り
、

十
五
日
が
「
あ
と
の
正
月
」
と
言
わ
れ
る
理
由
で
も
あ
る
。
で
は
、
十
五
日
に
ど
ん
な
行
事
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 
 

田 

植 

え 

 

十
一
日
に
背
負
っ
た
肥
を
撒
き
ち
ら
し
、
そ
こ
に
田
植
え
の
真
似
を
す
る
。
雪
の
上
に
、
わ
ら
・
豆
殻
・
萱
を
一
緒
に
し
て
、
そ

の
年
の
月
の
数
だ
け
の
株
数
を
植
え
る
。
植
え
る
と
き
は
、
ア
キ
の
方
を
向
い
て
植
え
、
終
え
た
ら
近
く
の
木
や
雪
の
上
に
藁
を
撚

っ
た
も
の
を
掛
け
た
り
、
立
て
た
り
し
て
鳥
除
け
の
呪
い
に
す
る
。 

 
 

だ
ん
ご
さ
げ 

 

こ
の
日
の
午
前
中
に
、
だ
ん
ご
さ
げ
を
す
る
。
鮎
貝
地
区
は
十
日
に
、
荒
砥
地
区
は
十
三
日
に
初
市
か
ら
買
っ
て
き
た
「
だ
ん
ご

の
木
」
の
赤
い
芽
を
、
前
日
子
ど
も
た
ち
に
も
ぎ
取
ら
せ
て
お
き
、
そ
の
木
を
恵
比
須
棚
近
く
の
柱
に
結
び
つ
け
て
か
ら
、
だ
ん
ご



を
一
つ
ず
つ
丁
寧
に
さ
し
て
ゆ
く
。 

 

だ
ん
ご
の
中
に
一
六
個
だ
け
大
き
い
の
が
あ
る
。
「
十
六
団
子
」
と
呼
ば
れ
る
。
十
六
団

子
の
他
、
「
ふ
な
せ
ん
べ
い
」
で
作
っ
た
俵
・
恵
比
須
様
・
大
黒
様
・
狐
（
お
稲
様
の
お
使

い
）
・
打
出
の
小
槌
な
ど
、
色
と
り
ど
り
下
げ
る
。
だ
ん
ご
の
木
の
元
に
は
、
縄
・
手
織
り

の
「
か
ご
ま
ぶ
し
」
・
「
み
ご
」
に
餅
を
小
さ
く
千
切
っ
て
付
け
た
「
ま
い
玉
」
、
縄
に
通
し

た
一
文
銭
な
ど
、
色
々
な
も
の
を
下
げ
る
。 

 

だ
ん
ご
さ
げ
は
、
稲
作
・
繭
の
豊
作
を
祈
念
す
る
予
祝
行
事
で
あ
る
だ
け
に
、
地
区
に
よ

り
、
家
々
に
よ
り
細
い
点
の
違
い
が
見
受
け
ら
れ
る
。
違
い
の
例
を
一
、
二
あ
げ
て
み
る
と
、 

 

中
山
で
は
、
さ
げ
残
っ
た
団
子
を
風
の
神
と
雷
神
に
供
え
た
後
、
家
族
全
員
が
い
た
だ
く
。

雷
神
に
は
、
夏
の
桑
取
り
の
際
雷
雨
に
会
わ
な
い
よ
う
に
拝
む
。 

 
荒
砥
貝
生
地
区
で
は
、
下
げ
た
「
ま
い
玉
」
を
、
大
田
植
の
と
き
つ
く
る
「
た
ら
」
に
入

れ
る
。
ま
た
、
団
子
の
割
れ
具
合
で
、
そ
の
年
の
天
候
を
占
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
割
れ
る
の
が
多
い
と
き
は
日
照
り
、
少
な
い
と
き

は
雨
年
に
な
る
と
占
っ
た
。 

 

栃
窪
・
深
山
に
は
、
だ
ん
ご
の
木
と
し
て
、
「
は
な
の
き
」
（
も
み
じ
）
を
使
う
家
も
あ
る
し
、
杉
沢
で
は
栗
の
木
に
さ
す
。 

 

大
瀬
の
平
田
地
区
で
は
、
だ
ん
ご
の
木
を
と
っ
て
き
た
ら
庭
に
さ
し
て
お
き
、
家
の
中
に
入
れ
て
団
子
を
さ
げ
た
ら
、
庭
に
は
だ

ん
ご
の
木
の
代
り
に
、
十
一
日
の
稼
ぎ
初
め
の
と
き
切
っ
て
き
た
若
木
を
立
て
、
そ
れ
に
わ
ら
打
槌
・
こ
も
ず
っ
こ
な
ど
を
さ
げ
る
。

こ
れ
は
さ
げ
た
も
の
を
茄
子
・
胡
瓜
・
果
物
な
ど
に
見
立
て
る
も
の
で
、
訪
れ
た
人
は
こ
れ
を
見
て
、「
こ
っ
ち
の
家
の
胡
瓜
は
随
分

大
っ
け
ご
ど
な
ヷ
」
な
ど
と
賞
め
た
て
る
。
や
は
り
、
豊
作
の
予
祝
行
事
で
あ
る
。
若
木
に
す
る
木
は
、
栗
や
楢
の
枝
な
ど
で
あ
る
。 



 
 

成
木
責
め
と
火
伏
せ 

 

だ
ん
ご
さ
げ
の
団
子
を
煮
る
と
き
に
は
、
稼
ぎ
初
め
の
と
き
切
っ
て

き
た
若
木
を
、
他
の
柴
と
一
緒
に
焚
く
の
が
多
い
。
団
子
を
煮
た
汁
を
、

李
・
桃
・
柿
・
杏
な
ど
の
果
樹
に
か
け
る
と
、
そ
の
年
は
豊
作
に
な
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
汁
を
か
け
る
と
き
は
二
人
で
出
か
け
、
一
人
が
樹

に
向
っ
て
「
な
る
か
、
な
れ
ぬ
か
」
と
鉈
を
振
り
あ
げ
な
が
ら
問
い
か

け
る
と
、
も
う
一
人
が
樹
に
代
っ
て
「
な
り
も
う
す
、
な
り
も
う
す
」

と
答
え
な
が
ら
、
柄
杒
で
汁
を
樹
に
か
け
る
。
問
い
か
け
の
言
葉
も
杉

沢
で
は
「
な
ら
ざ
ら
、
は
さ
み
切
る
」
、
山
口
で
は
「
な
ん
ね
ど
ぶ
っ
た
切
る
」
と
な
る
が
、
樹
を
脅
す
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。 

 

こ
の
汁
は
火
伏
せ
に
も
な
る
と
考
え
ら
れ
、
母
屋
・
蔵
・
木
小
屋
な
ど
、
す
べ
て
の
建
物
に
少
し
ず
つ
か
け
て
く
る
。
だ
ん
ご
の

木
も
火
伏
せ
に
な
り
、
そ
の
た
め
小
さ
な
小
枝
に
さ
し
た
だ
ん
ご
を
、
春
の
火
災
期
が
過
ぎ
る
頃
ま
で
結
わ
え
て
お
く
家
も
あ
る
。 

 
 

繭 

買 

い 

 

十
五
日
の
午
後
、
だ
ん
ご
さ
げ
が
済
ん
だ
頃
を
見
計
ら
っ
て
、
繭
買
い
に
行
く
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
知
り
あ
い
の
家
に
「
繭
買
い

に
来
た
」
と
言
っ
て
訪
ね
る
と
、
喜
ん
で
酒
を
出
し
て
御
馳
走
し
て
く
れ
た
。 

 

繭
買
い
は
、
だ
ん
ご
木
お
ろ
し
の
十
八
日
に
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
女
子
衆
が
訪
ね
る
と
き
は
、「
繭
か
き
に
来
た
」
と
い
う
。
そ

の
家
で
は
、
黄
粉
だ
ん
ご
な
ど
作
っ
て
御
馳
走
し
た
。 

 
 

ヤ
ハ
ハ
エ
ロ
（
さ
い
と
う
焼
き
） 

 

正
月
に
飾
っ
た
松
を
焼
く
行
事
。
夕
方
ま
で
の
間
に
、
中
立
を
芯
に
し
て
松
を
縛
り
、
そ
の
周
囲
を
わ
ら
・
干
し
草
・
豆
殻
な
ど



で
包
み
、
六
尺
ほ
ど
の
「
さ
い
と
う
」
を
つ
く
る
。
地
区
に
よ
り
、
個
人
毎
に
作
る
と

こ
ろ
、
集
団
で
つ
く
る
所
と
が
あ
る
。 

 

荒
砥
地
区
は
集
団
で
行
う
。
こ
の
地
区
で
は
十
五
才
が
大
将
と
な
り
、
十
四
才
と
十

六
才
は
助
大
将
（
副
将
）
と
な
っ
て
大
将
を
補
佐
す
る
。 

 

十
五
の
大
将
が
さ
い
と
う
に
上
っ
た
頃
を
み
て
、
火
を
つ
け
る
。
大
将
、
助
大
将
は

さ
い
と
う
を
守
ろ
う
と
し
て
懸
命
に
な
っ
て
火
を
消
そ
う
と
す
る
。
頃
合
い
を
見
て
大

将
た
ち
は
「
さ
い
と
う
」
か
ら
降
り
、
本
格
的
な
ヤ
ハ
ハ
エ
ロ
が
始
ま
る
。 

 

さ
い
と
う
焼
き
の
炋
が
勢
い
よ
く
夜
空
に
舞
い
上
が
る
と
、
周
囲
の
人
た
ち
は
声
を

揃
え
て
「
ヤ
ハ
ハ
ヷ
エ
ロ
ヷ
、
目
く
そ
、
鼻
く
そ
飛
ん
で
え
げ
ヷ
」
、
「
ヤ
ハ
ハ
ヷ
エ
ロ

ヷ
、
出
も
の
、
腫
れ
も
の
、
せ
ん
き
せ
ん
ば
こ
吹
っ
飛
ん
で
え
げ
ヷ
」
と
叫
ぶ
。
誰
の

顔
も
炋
で
赤
く
照
り
輝
ぎ
、
若
々
し
く
見
え
る
。
さ
い
と
う
焼
き
の
火
を
つ
け
て
煙
草

を
す
っ
た
り
、
そ
の
火
で
焼
い
た
餅
や
団
子
を
食
べ
る
と
、
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
焼
く
前
に
身
拭
き
紙
や
書
初
め
し
た
も
の
を
入
れ
て
お
き
一
緒

に
焼
く
。
身
拭
き
紙
は
病
気
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
病
気
の
人
は
早
く
恢
復
す
る
よ
う
に
と
の
願
い
か
ら
で
あ
り
、
書
初
は
字
が
上
手

に
な
り
た
い
と
い
う
祈
り
を
込
め
た
も
の
で
あ
る
。 

 

さ
い
と
う
が
最
後
に
倒
れ
る
の
が
「
あ
き
」
の
方
だ
と
良
い
と
、
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
燃
え
切
っ
た
頃
を
見
て
、
手
を
貸
し
て

「
あ
き
」
の
方
角
に
倒
す
。 

 

便
所
の
松
は
家
の
松
と
は
別
に
し
、
小
さ
な
さ
い
と
う
を
作
っ
て
焼
く
。 



 
 

か
せ
ど
り 

 
ヤ
ハ
ハ
エ
ロ
が
終
え
る
と
、
子
ど
も
ら
は
連
れ
立
っ
て
「
か
せ
ど
り
」
に
出
か
け
た
。
黒
鴨
で
は
菅
の
か
ぶ
り
も
の
で
顔
を
か
く

し
、「
正
月
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
挨
拶
し
な
が
ら
、
各
家
々
を
廻
り
歩
い
た
。
訪
問
を
受
け
た
家
で
は
、
銭
や
餅
な
ど
を
与

え
た
。
下
山
な
ど
川
下
方
面
で
は
、
「
コ
ッ
コ
ッ
コ
」
と
鶏
の
鳴
き
声
を
真
似
し
な
が
ら
、
各
家
々
を
廻
っ
た
。
大
瀬
・
平
田
で
は
、

籾
通
し
に
銭
を
し
ば
り
つ
け
、
付
木
に
祝
い
の
言
葉
を
書
き
入
れ
て
投
げ
て
や
る
と
、
そ
の
中
に
銭
や
餅
、
だ
ん
ご
な
ど
入
れ
て
く

れ
た
。
夜
が
明
け
る
頃
ま
で
廻
り
歩
き
、
貰
っ
た
も
の
は
翌
日
一
緒
に
食
べ
、
楽
し
く
一
日
を
遊
ん
だ
。 

 
 

虫
送
り
、
も
ぐ
ら
追
い 

 

黒
鴨
で
は
十
五
日
夜
、
ヤ
ハ
ハ
エ
ロ
が
済
ん
で
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
が
多
勢
で
、「
稲
虫
お
く
り
ヷ
、
稲
虫
お
く
り
ヷ
」
と
言
い
な

が
ら
、
山
の
方
に
上
っ
て
行
っ
た
。
帰
る
と
親
た
ち
か
ら
小
遣
銭
を
貰
え
た
も
の
。
ま
た
、
わ
ら
打
木
槌
を
縄
で
縛
り
、
家
の
前
を

引
っ
張
っ
て
歩
い
た
。
も
ぐ
ら
追
い
で
あ
る
。
「
わ
ら
槌
様
の
お
通
り
だ
。
え
だ
も
の
（
居
る
も
の
）
ひ
っ
潰
す
ぞ
、
や
ヷ
ほ
、
ほ
ヷ

い
、
や
ヷ
ほ
、
ほ
ヷ
い
。
」
と
掛
声
を
か
け
な
が
ら
引
い
て
歩
い
た
。
家
に
よ
っ
て
は
、
土
間
を
槌
で
叩
く
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。 

 
 

洗
濯
竿
隠
し
、
納
豆
鉢
か
く
し 

 

栃
窪
で
は
、
十
五
日
の
夜
洗
濯
竿
や
納
豆
鉢
を
か
く
す
風
習
が
あ
っ
た
。
翌
十
六
日
は
「
女
の
正
月
」
で
、
女
は
休
む
日
と
な
っ

て
い
る
こ
と
と
関
連
し
た
習
わ
し
で
あ
ろ
う
か
。 

一
月
十
六
日 

 
 

女
の
正
月 

 

十
六
日
は
「
女
の
正
月
」
と
言
わ
れ
、
男
が
食
事
の
準
備
を
し
て
女
性
に
食
べ
さ
せ
る
日
で
、
男
が
早
起
き
し
て
女
は
ゆ
っ
く
り

寝
て
い
て
も
よ
い
と
さ
れ
た
。
「
地
獄
の
釜
の
蓋
も
あ
く
日
」
と
言
わ
れ
、
一
日
仕
事
を
休
む
、
貝
生
で
は
女
た
ち
が
「
繭
買
い
」
と



称
し
て
さ
げ
た
団
子
を
賞
め
な
が
ら
、
お
茶
飲
み
に
近
所
を
廻
っ
た
り
も
し
た
。 

 
 

鳥 

追 

い 

 

十
五
日
の
朝
田
植
え
し
た
場
所
で
、
田
に
鳥
が
来
な
い
よ
う
に
と
、
鳥
追
い
を
す
る
。「
ヤ
ヷ
ホ
、
ハ
イ
ホ
ヷ
、
ヤ
ヷ
ホ
、
ハ
イ
ホ

ヷ
」
と
三
回
大
声
で
叫
ん
で
追
う
。
朝
早
く
追
わ
な
い
と
、
他
所
の
田
か
ら
追
わ
れ
た
鳥
が
、
全
部
集
ま
っ
て
く
る
と
言
わ
れ
、
出

来
る
だ
け
早
く
す
る
の
が
よ
い
。
掛
声
の
他
に
、
貝
生
で
は
「
山
形
の
鳥
は
足
袋
は
い
て
踊
る
、
仙
台
の
鳥
は
袴
は
い
て
踊
る
、
こ

こ
ら
の
鳥
は
セ
ン
チ
ン
（
雪
隠
で
便
所
の
こ
と
）
の
尻
の
蛆
拾
い
ま
く
ら
っ
て
サ
ヷ
ホ
イ
ノ
ホ
ヷ
」
と
手
を
叩
い
て
鳥
を
追
っ
た
。

萩
野
も
似
た
唱
言
が
あ
り
、「
あ
ち
ら
の
鳥
は
足
袋
は
い
で
踊
る
、
こ
ち
ら
の
鳥
は
米
を
ま
く
ら
っ
て
立
て
ど
も
立
て
な
い
鳥
だ
、
ヤ

ヷ
ホ
イ
ホ
イ
、
ヤ
ヷ
ホ
イ
ホ
イ
」
と
追
っ
た
。 

 

菖
蒲
で
は
こ
の
日
、
十
五
日
に
搗
い
た
餅
を
「
鳥
追
い
餅
」
と
し
て
食
べ
る
。
食
べ
る
と
き
、
納
豆
を
つ
け
て
は
い
け
な
い
、
と

伝
え
ら
れ
て
き
た
。 

一
月
十
八
日 

 
 

お
ふ
く
で
ん 

 

大
瀬
の
平
田
部
落
で
は
、
男
た
ち
が
十
五
日
の
夜
か
ら
川
端
の
家
に
宿
を
と
り
、
そ
こ
に
お
籠
り
し
て
、
湯
殿
山
・
月
山
・
羽
黒

山
の
出
羽
三
山
を
祀
り
、
川
の
水
を
浴
び
て
行
を
し
た
。
十
八
日
に
帰
宅
す
る
が
、
家
で
は
「
お
日
待
」
で
、
精
進
で
あ
る
。
大
き

な
「
い
た
だ
き
」（
お
か
さ
ね
獣
）
を
食
べ
る
。
お
供
餅
を
た
べ
る
の
は
、
他
の
地
区
も
同
じ
で
あ
る
。
鏡
餅
・
お
供
餅
を
「
ふ
く
で
」
、

「
ふ
く
で
も
ち
」
と
い
う
地
方
は
広
い
か
ら
、
そ
う
し
た
餅
を
食
べ
る
日
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

下
山
で
は
、
こ
の
日
に
縄
を
な
い
、
そ
の
縄
は
蚕
审
の
棚
を
結
ぶ
と
き
使
う
。 

 

こ
の
日
の
夕
食
後
に
は
、
食
器
・
鍋
釜
を
湯
で
き
れ
い
に
洗
い
、
洗
っ
た
湯
を
捨
て
ず
に
家
内
中
で
分
け
て
飲
む
。
こ
れ
を
「
き



り
み
が
き
」
と
い
う
。
「
き
り
み
が
き
」
す
る
日
は
、
こ
の
日
以
外
に
も
あ
る
。 

 
 

だ
ん
ご
木
お
ろ
し 

 

一
般
に
は
、
こ
の
日
に
だ
ん
ご
の
木
を
お
ろ
す
。
養
蚕
家
で
は
だ
ん
ご
を
も
ぎ
取
る
こ
と
を
、
繭
か
き
に
見
立
て
、
こ
の
日
の
来

実
に
は
黄
粉
だ
ん
ご
な
ど
を
作
っ
て
御
馳
走
し
た
。 

 

も
ぎ
取
っ
た
だ
ん
ご
は
、
冬
季
間
の
子
ど
も
の
お
や
つ
に
な
り
、
煎
っ
て
溜
り
だ
ん
ご
に
し
て
食
べ
た
。
だ
ん
ご
の
木
は
小
さ
く

刻
ん
で
焚
い
た
り
、
子
ど
も
た
ち
が
鍵
を
つ
く
っ
て
遊
ん
だ
り
し
た
。
火
伏
せ
の
た
め
、
春
先
ま
で
団
子
を
つ
け
た
ま
ま
少
し
残
し

て
お
く
家
も
あ
る
。 

一
月
二
十
日 

 
 

二
十
日
正
月 

 

一
日
仕
事
を
休
む
。
こ
の
日
、
だ
ん
ご
木
お
ろ
し
を
す
る
所
も
あ
る
。
滝
野
で
は
、
お
ろ
し
た
木
か
ら
も
ぎ
取
っ
た
団
子
は
、
繭

と
同
様
に
「
わ
ら
だ
」
（
蚕
座
）
に
入
れ
て
お
く
。 

 

こ
の
日
に
蚕
审
用
の
縄
を
三
〇
尋ひ

ろ

（
五
四
メ
ヷ
ト
ル
）
、
馬
方
衆
は
草
刈
縄
三
〇
本
な
う
も
の
、
と
定
め
て
い
る
所
も
あ
る
。 

 

正
月
行
事
は
、
二
十
日
正
月
で
終
る
。 

一
月
二
十
三
日 

 
 

三
夜
ま
ち 

 

一
月
二
十
三
日
の
夜
、
若
衆
達
が
木
小
屋
に
集
ま
り
、
縄
な
い
を
し
た
後
、
豆
腐
汁
を
作
り
、
持
ち
寄
っ
た
も
の
を
肴
に
し
て
、

み
ん
な
で
酒
を
飲
み
な
が
ら
、
月
の
出
を
待
つ
。
月
が
出
る
と
一
同
で
拝
ん
で
解
散
し
た
。 

 

お
月
待
ち
は
、
各
家
庭
で
も
行
な
わ
れ
た
。
栃
窪
の
場
合
は
、
一
日
精
進
で
、
夕
方
早
く
風
呂
に
入
っ
て
身
を
清
め
、
神
様
に
御



飯
を
供
え
て
拝
み
、
夕
食
後
「
き
り
み
が
き
」
を
し
た
。
二
十
六
日
に
は
「
六
夜
ま
ち
」
を
行
な
っ
た
。 

一
月
二
十
八
日 

 
 

お
は
ち
に
ち 

 

中
山
で
は
こ
の
日
を
「
お
は
ち
に
ち
」
と
い
い
、
魚
と
御
神
酒
を
供
え
た
。
こ
の
日
に
陽
を
拝
ま
な
い
と
、
翌
月
の
六
日
ま
で
拝

め
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
栃
窪
で
も
以
前
は
、
二
十
八
夜
を
祀
っ
た
と
い
う
。 

一
月
三
十
日 

 
 

年
祝
花
市 

 

鮎
貝
で
は
こ
の
日
、
年
祝
に
使
う
島
台
を
売
る
市
が
た
つ
。
年
祝
い
の
あ
る
家
の
人
た
ち
が
来
て
賑
わ
う
。
こ
の
日
、
年
祝
い
の

松
迎
え
を
す
る
。 

 

２ 

春
の
行
事 

 

二
月
一
日 

 
 

年 

祝 

い 

 

年
祝
い
、
年
な
お
し
、
年
か
さ
ね
な
ど
色
々
な
呼
び
方
が
あ
る
が
、
男
は
五
・
七
・
十
五
・
二
十
五
・
四
十
二
・
四
十
九
・
六
十

一
・
七
十
七
・
八
十
八
・
九
十
九
才
、
女
は
三
・
九
・
十
三
・
十
九
・
二
十
三
・
三
十
三
・
四
十
九
・
六
十
一
・
七
十
七
・
八
十
八
・

九
十
九
才
に
な
る
と
、
正
月
と
同
様
に
松
を
飾
り
、
餅
な
ど
を
搗
い
て
祝
う
。
こ
れ
が
年
祝
い
で
あ
る
が
、
四
十
九
才
ま
で
は
年
な

お
し
、
年
か
さ
ね
の
性
格
で
、
六
十
一
才
以
後
は
年
祝
い
的
な
も
の
で
あ
る
。
年
な
お
し
と
は
、
男
女
共
に
厄
年
と
言
わ
れ
る
前
記



の
年
令
に
達
し
た
と
き
、
正
月
以
後
最
初
の
朔
日

つ

い

た

ち

に
も
う
一
度
正
月
を
迎
え
た
こ
と
に
し
、
一
ヶ
月
で
厄
年
が
過
ぎ
た
こ
と
に
す
る

も
の
で
あ
る
。
年
な
お
し
の
う
ち
で
も
、
男
四
十
二
才
、
女
の
三
十
三
才
に
は
親
族
衆
を
招
き
大
祝
い
を
す
る
。
神
棚
に
は
松
や
島

台
を
飾
り
、
餅
を
つ
き
、
賑
や
か
に
祝
い
を
す
る
。
そ
れ
以
外
の
年
直
し
は
簡
単
で
、
友
人
を
呼
ぶ
程
度
で
、
殆
ど
家
内
中
だ
け
で

祝
っ
て
終
る
。
神
棚
に
飾
っ
た
松
は
焼
き
、
島
台
は
神
社
な
ど
に
奉
納
し
て
く
る
。 

 

年
な
お
し
、
年
祝
い
に
は
様
々
な
こ
と
が
言
い
伝
え
ら
れ
て
お
る
。
大
祝
い
前
は
親
に
や
っ
て
も
ら
う
も
の
、
大
祝
は
自
分
で
や

る
も
の
、
六
十
一
の
還
暦
以
後
は
子
ど
も
に
や
っ
て
も
ら
う
も
の
な
ど
と
か
、
女
の
十
九
の
年
祝
い
は
雪
隠
で
や
れ
、
な
ど
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。
年
な
お
し
の
方
は
、
最
近
比
較
的
簡
素
に
な
っ
た
が
、
年
祝
は
長
寿
の
祭
り
的
色
彩
も
あ
っ
て
か
、
以
前
と
あ
ま
り

変
っ
て
い
な
い
。 

 

年
祝
い
の
う
ち
、
七
十
七
才
は
喜
寿
の
祝
い
と
言
い
、
八
十
八
才
を
米
寿
と
い
う
。
八
十
八
の
年
祝
い
の
と
き
は
、
生
紙
に
「
米
」

と
書
い
て
知
人
に
配
る
。
こ
れ
を
米
櫃
に
貼
っ
て
お
く
と
米
に
不
自
由
し
な
い
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
紙
を
「
米よ

ね

の
守ま

も

り
」
と
い

う
。 

二
月
初
旬 

 
 

初 
 

午 

 

二
月
最
初
の
午
の
日
を
、
初
午
と
い
う
。
こ
の
日
は
休
み
で
、
一
般
に
は
蚕
の
祝
い
日
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
西
高
玉
瑞
竜
院
に

あ
る
稲
荷
神
社
に
お
詣
り
し
て
、
そ
の
年
の
養
蚕
の
安
全
祈
願
を
し
た
。
ま
た
各
家
々
で
は
、
黄
粉
団
子
を
つ
く
っ
て
「
オ
ッ
シ
ャ

神
」
に
も
供
え
た
。
大
瀬
平
田
や
山
口
で
は
こ
の
日
、
「
繭
買
い
」
に
歩
く
人
た
ち
も
お
り
、
「
後
蚕

あ

と

こ

の
祝
い
だ
」
な
ど
と
言
っ
て
は

酒
を
飲
み
あ
っ
て
い
た
。
初
午
に
は
機
織
り
を
し
て
は
い
け
な
い
と
か
、
お
茶
を
出
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
タ
ブ
ヷ
が
あ
り
、
そ

れ
を
破
る
と
火
事
の
火
元
に
な
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 



 
 

み
ず
の
え
た
つ 

 
二
月
最
初
の
「
み
ず
の
え
た
つ
」
の
日
に
、
長
井
市
東
五
十
川
の
鈴
木
家
に
あ
る
客
日
上
人
産
湯
の
井
戸
か
ら
汲
ん
だ
水
は
、
火

伏
せ
に
な
る
と
言
わ
れ
、
こ
の
水
を
汲
ん
で
き
て
、
屋
敷
中
の
建
物
に
か
け
、
火
災
の
予
防
を
念
じ
た
。 

二
月
八
日 

 
 

か
ら
す
ぼ
た
も
ち 

 

こ
の
日
は
疫
病
神
が
さ
わ
ぐ
日
だ
か
ら
、
遠
く
に
用
達
に
行
く
な
と
か
、
正
月
礼
の
お
く
れ

．
．
．
が
あ
っ
て
も
こ
の
日
は
行
く
な
、
と

言
っ
て
一
日
休
み
に
す
る
。
各
家
々
で
は
「
こ
と
も
ち
」
（
ぼ
た
も
ち
）
、
「
こ
と
の
だ
ん
ご
」
、
赤
飯
な
ど
を
作
り
、
「
こ
と
さ
ま
」
、

「
こ
と
の
神
」
に
供
え
、
後
で
烏
に
食
べ
さ
せ
る
。
烏
に
食
べ
さ
せ
る
と
き
、
「
烏
、
烏
、
小
豆
ま
ん
ま
食
だ
か
ら
ば
、
ご
う
き
（
食

器
）
と
箸
持
っ
て
こ
い
。
」
と
唱
え
な
が
ら
、
千
切
っ
て
空
に
向
っ
て
投
げ
て
や
る
。
菖
蒲
で
は
、「
烏
、
烏
、
あ
も
ん
と
食
っ
た
ら
食か

せ
ん
べ
。
」
、
な
ど
と
も
い
う
。
そ
れ
で
こ
の
日
の
ぼ
た
も
ち
の
こ
と
を
、
「
か
ら
す
ぼ
た
も
ち
」
と
言
う
。 

 

「
こ
と
さ
ま
」
の
こ
と
．
．
は
、
仕
事
、
正
月
行
事
、
よ
い
事
な
ど
、
様
々
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
栃
窪
の
よ
う
に
、
「
こ
と
」
を

仕
事
、
良
い
事
と
考
え
て
い
る
所
は
、
こ
の
八
日
を
「
こ
と
始
め
」
と
い
い
、
菖
蒲
の
よ
う
に
、
正
月
行
事
と
考
え
る
所
で
は
事
終

り
、
事
納
め
と
も
呼
ん
で
い
る
。 

 
 

初 
 

灸 

 

平
田
で
は
、
家
中
の
者
に
皿
灸
を
た
て
た
。
皿
灸
と
は
、
頭
の
上
に
皿
を
伏
せ
、
皿
の
小
尻
に
灸
を
す
え
る
も
の
で
、
疫
病
神
に

と
り
付
か
れ
な
い
た
め
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 
 

大 

般 

若 

 

滝
野
は
大
蔵
寺
で
、
菖
蒲
は
薬
師
堂
で
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
各
部
落
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
「
お
大
般
若
」
を
や
り
、
そ
の
時
の



祈
禱
礼
を
部
落
の
中
央
、
村
境
な
ど
に
貼
っ
て
、
厄
除
け
と
す
る
。 

 
 

厄
神
除
け
の
草
履 

 

上
杉
沢
山
の
神
組
の
菅
間
一
族
で
は
、
こ
の
朝
カ
ッ
ツ
ァ
わ
ら
（
打
た
な

い
わ
ら
）
で
、
大
き
さ
一
尺
位
の
「
エ
ボ
コ
草
履
」
に
似
た
も
の
を
作
る
。

こ
れ
に
な
ん
ば
ん
二
個
を
挟
み
、
塩
を
振
っ
て
清
め
て
か
ら
、
入
口
の
木
に

ゆ
わ
え
つ
け
る
。
草
履
は
片
方
だ
け
で
あ
る
。
厄
神
除
け
の
た
め
と
言
わ
れ

て
い
る
。
現
在
は
、
新
暦
二
月
八
日
に
す
る
。 

二
月
十
五
日 

 
 

年
祝
い
の
松
焼
き 

 

正
月
行
事
と
同
じ
よ
う
に
、
前
日
の
十
四
日
に
松
を
お
ろ
し
、
年
祝
い
の
あ
っ
た
近
所
の
松
と
一
緒
に
、
十
五
日
の
夜
、
小
さ
な

「
さ
い
と
う
」
を
作
っ
て
焼
く
。 

 
 

お
釈
迦
の
お
涅
槃

ね

ぽ

ん 

 

お
釈
迦
さ
ま
の
入
滅
の
日
で
、
各
寺
々
で
法
会
が
行
な
わ
れ
る
。
お
涅
槃
に
子
ど
も
ら
は
、
き
ま
っ
て
寺
に
集
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、

お
手
玉
や
手
ま
り
を
つ
い
て
遊
ん
だ
。
「
お
釈
迦
さ
ま
の 
梯
子
の
下
で 

手
ま
り
売
り
ゃ
る 

て
ま
り
な
ん
ぼ
だ 

二
十
と
五
文 

五
文
に
ま
け
ろ 

ま
け
ら
ん
ね 

ま
け
る
嫌
な
ら 

一
丁
か
し
も
う
し
た
」
と
い
う
手
ま
り
唄
は
、
こ
ん
な
時
よ
く
唄
わ
れ
た
。
寺

で
ま
く
団
子
を
拾
う
の
も
楽
し
み
の
一
つ
で
、
こ
の
団
子
は
そ
の
年
の
蜂
や
每
虫
の
害
を
除
い
て
く
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。 

二
月
十
六
日 

 
 

オ
ッ
シ
ャ
神
の
祝 



 

オ
ッ
シ
ャ
神
は
「
お
し
ら
神
」
で
、
蚕
の
神
で
あ
る
。
こ
の
日
は
餅
を
搗
き
、
蚕
の
種
紙
に
豆
の
粉
を
敷
い
た
上
に
餅
を
置
い
た

り
し
て
供
え
る
。
蚕
神
は
、
こ
の
日
杵
の
音
が
聞
え
た
ら
馬
に
乗
っ
て
降
り
て
く
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
な
る
べ
く
朝
早
く
搗

く
の
が
よ
い
と
さ
れ
、
早
朝
か
ら
餅
搗
き
が
始
ま
る
。 

 

こ
の
日
降
り
て
き
た
蚕
神
は
、
十
月
十
六
日
の
餅
を
食
べ
て
山
に
帰
り
、
山
の
神
に
な
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
蚕
の
神
と
山
の
神

は
春
秋
交
替
す
る
。
ま
た
、
蚕
の
頭
部
に
つ
い
て
い
る
蹄
形
の
模
様
は
、
蚕
神
が
乗
っ
て
く
る
馬
の
蹄
の
跡
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 

二
月
十
七
日 

 
 

山
の
神
の
日 

 

一
月
・
二
月
・
三
月
の
十
七
日
は
、
山
の
神
が
山
の
木
を
数
え
る
日
で
、
こ
の
日
山
に
行
く
と
木
と
間
違
え
ら
れ
て
数
え
込
ま
れ

る
か
ら
、
山
に
行
っ
て
は
い
け
な
い
日
で
あ
る
。
男
衆
は
ノ
サ
を
作
っ
て
山
の
神
に
納
め
て
き
て
、
一
日
山
仕
事
を
休
む
。
貝
生
地

区
で
は
酒
を
持
ち
寄
り
、
山
の
神
の
別
当
の
家
で
酒
盛
り
を
し
た
。
こ
の
と
き
は
、
料
理
一
切
男
だ
け
で
作
り
、
女
は
手
を
か
け
な

い
。
蚕
桑
地
区
で
は
母
屋
を
使
わ
ず
、
木
小
屋
な
ど
の
別
棟
で
や
り
、
こ
の
日
の
行
事
を
「
オ
ト
キ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
浅

立
地
区
で
は
、
朝
各
戸
が
小
豆
御
飯
を
炊
い
て
神
棚
に
供
え
、
部
落
中
寄
っ
て
山
の
神
の
御
宠
託
を
受
け
る
。
御
宠
託
の
内
容
は
、

そ
の
年
の
作
柄
状
況
は
じ
め
、
生
活
全
般
に
亘
っ
て
の
吉
凶
で
あ
る
。
御
託
宠
を
受
け
る
日
は
、
そ
の
後
新
暦
三
月
十
七
日
と
な
り
、

更
に
四
月
十
七
日
に
変
っ
た
。 

三
月
三
日 

 
 

三
月
節
句 

 

二
日
の
宵
節
句
に
桃
の
枝
を
取
っ
て
き
て
徳
利
に
さ
し
、
家
中
で
桃
酒
を
飲
む
。
飯
豊
町
中
津
川
地
区
で
は
、
桃
風
呂
を
た
て
て

入
る
が
、
桃
酒
・
桃
風
呂
と
も
、
桃
が
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
不
思
議
な
力
に
よ
っ
て
、
身
を
清
め
る
た
め
の
も
の
で
あ



ろ
う
。
三
日
の
節
句
に
は
も
ぐ
さ
餅
を
つ
き
、
神
仏
に
供
え
る
。
家
に
よ
っ
て
は
女
の
子
の
た
め
に
雛
壇
を
飾
っ
た
。
初
節
句
を
迎

え
る
女
の
子
が
お
れ
ば
、
何
か
作
っ
て
家
内
だ
け
で
祝
っ
て
や
っ
た
。 

 

嫁
や
婿
は
酒
や
餅
な
ど
を
も
っ
て
、
实
家
に
節
句
礼
に
行
く
。 

 

荒
砥
街
内
の
人
々
は
、
こ
の
日
御
馳
走
を
重
箱
に
詰
め
、
十
王
称
名
寺
の
不
動
山
に
出
か
け
て
楽
し
ん
だ
。
こ
れ
を
遊
山
と
呼
ん

で
い
た
。
子
ど
も
た
ち
が
、
春
先
に
弁
当
を
も
っ
て
土
手
な
ど
で
食
べ
る
の
を
「
ゆ
さ
ん
」
と
い
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
大
人
の
行

事
か
ら
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

三
月
下
旬 

 
 

社 
 

日 

 

社
日
は
「
ご
く
菩
薩
」
が
生
れ
た
日
だ
か
ら
、
穀
類
を
つ
ぶ
し
た
り
、
混
ぜ
御
飯
を
炊
い
た
り
し
て
御
飯
を
よ
ご
し
て
は
い
け
な

い
と
さ
れ
、
こ
の
日
は
団
子
・
ぼ
た
も
ち
な
ど
は
作
ら
な
い
。
社
日
が
彼
岸
に
か
か
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
ん
な
と
き
は
、
団
子
を

つ
く
る
日
を
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
社
日
が
彼
岸
に
か
か
る
年
は
、
山
仕
事
に
注
意
し
な
い
と
怪
我
を
す
る
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。 

 
 

馬
づ
く
ら
い 

 

春
の
土
用
の
入
り
の
日
に
、
馬
の
手
入
れ
を
す
る
日
で
あ
る
。
馬
を
牽
い
て
馬
場
に
集
ま
り
、
伯
楽

は

く

ら

く

（
獣
医
）
に
爪
を
切
っ
て
貰

っ
た
り
、
古
血
を
取
っ
て
も
ら
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
が
済
む
と
皆
で
餅
米
一
升
、
酒
一
升
持
ち
寄
っ
て
慰
労
を
す
る
。
こ
の
日
は
昼
、

夜
二
回
餅
を
搗
い
て
食
べ
た
。
こ
の
行
事
の
宿
は
持
ち
回
り
で
、
農
家
に
と
っ
て
は
大
き
な
行
事
で
あ
っ
た
。 

 
 

春
の
彼
岸 

 

彼
岸
の
入
り
に
は
、
「
彼
岸
花
」
（
造
花
）
を
買
っ
て
供
え
る
。
彼
岸
に
入
る
と
、
毎
朝
お
菜
を
作
っ
て
仏
様
に
供
え
た
。
彼
岸
の



中
日
に
は
、
ぼ
た
餅
を
つ
い
た
。
「
に
ち
ば
ん
」
（
彼
岸
の
末
日
）
に
は
、
団
子
を
つ
く
っ
て
仏
送
り
を
す
る
。
こ
の
と
き
の
団
子
は

餅
米
だ
ん
ご
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
仏
様
が
三
途
の
川
を
渡
る
時
、
水
に
よ
く
浮
く
餅
米
団
子
に
乗
っ
て
、
無
事
彼
の
岸
に
着
け
る
よ

う
に
す
る
の
だ
と
い
う
。
ま
た
同
様
の
考
え
方
で
、「
に
ち
ば
ん
」
に
は
お
茶
を
出
さ
な
い
。
川
の
水
が
増
し
て
、
渡
れ
な
く
な
る
か

ら
だ
と
い
う
。
仏
送
り
の
団
子
を
大
瀬
・
平
田
で
は
、
「
お
み
や
げ
団
子
」
と
呼
ん
で
い
る
。 

 

彼
岸
の
七
日
間
に
は
様
々
な
も
の
を
仏
様
に
供
え
る
が
、
略
き
ま
っ
て
い
る
の
は
、
あ
け
び
の
皮
の
煮
物
・
か
ん
ぶ
れ
餅
・
と
こ

わ
か
・
ふ
き
わ
か
な
ど
で
あ
る
。
あ
け
び
皮
は
舟
に
見
立
て
ら
れ
、
仏
様
が
こ
れ
に
乗
っ
て
く
る
の
だ
と
言
わ
れ
、
か
ん
ぶ
れ
餅
は

正
月
に
搗
い
た
餅
に
か
び
が
生
え
た
も
の
で
、
仏
様
の
好
物
と
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
わ
か
・
ふ
き
わ
か
は
、
中
日
の
朝
、

大
根
い
り
な
ど
に
混
ぜ
て
供
え
る
も
の
で
、
ぎ
す
ぎ
す
の
若
芽
と
ふ
き
の
と
う
で
あ
る
。
か
ぶ
漬
を
供
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

 

彼
岸
礼
は
本
家
と
新
家
の
よ
う
な
極
く
近
親
間
に
行
な
わ
れ
、
大
抵
そ
う
め
ん
・
線
香
な
ど
を
持
っ
て
仏
様
を
拝
ん
で
く
る
。 

 

彼
岸
の
中
日
に
「
わ
か
」（
巫
女
）
に
行
っ
て
口
寄
せ
、
仏
遊
ば
せ
を
す
る
人
も
い
る
。
死
ん
だ
人
の
霊
を
呼
び
出
し
て
話
を
聞
い

た
り
、
そ
の
年
の
吉
凶
を
占
っ
て
も
ら
っ
た
り
す
る
。 

 

３ 

夏 

の 

行 

事 

 

四
月
十
六
日 

 
 

川 

祭 

り 

 

箕
和
田
で
は
、
こ
の
日
川
祭
り
を
行
な
う
。
宝
暦
の
初
め
（
一
七
五
〇
年
頃
）
、
最
上
川
の
洪
水
で
箕
和
田
地
区
の
田
圃
が
一
面
水

を
か
ぶ
っ
た
と
き
、
瑞
岩
寺
の
た
ん
り
う

．
．
．
．
和
尚
が
竜
を
彫
っ
て
川
に
埋
め
た
と
こ
ろ
、
忽
ち
水
が
引
い
て
、
箕
和
田
部
落
は
危
く
難



を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
が
四
月
十
六
日
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
ん
り
う
和
尚
が
死
ぬ
時
、
四
月
十
六
日
に
は
必
ず
川

掃
除
を
す
る
よ
う
に
部
落
民
に
遺
言
を
し
た
の
で
、
今
で
も
そ
の
こ
と
が
守
ら
れ
、
こ
の
日
に
川
掃
除
を
し
て
、
た
ん
り
う
和
尚
の

碑
前
で
お
祭
り
を
す
る
。 

四
月
十
七
日 

 
 

高 

い 

山 

 

こ
の
日
に
高
い
山
に
登
る
と
願
い
ご
と
が
叶
う
と
言
わ
れ
、
当
地
方
で
は
虚
空
蔵
さ
ま
（
白
鷹
山
）
に
登
る
。
白
鷹
山
は
頂
上
に

虚
空
蔵
尊
を
い
た
だ
く
東
西
置
賜
、
西
南
村
山
各
郡
に
わ
た
る
名
峰
で
、
役
行
者
の
開
山
と
も
言
わ
れ
、
古
く
か
ら
当
地
方
の
民
衆

の
信
仰
を
あ
つ
め
て
き
た
所
で
あ
る
。
特
に
、
養
蚕
守
護
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
か
ら
、
高
い
山
当
日
は
置
賜
、
村
山
両
方

面
か
ら
登
る
人
が
引
き
も
切
ら
ず
、
そ
の
列
は
麓
か
ら
頂
上
ま
で
も
続
い
て
い
た
。 

 

頂
上
に
は
、
村
山
方
面
か
ら
来
た
桑
売
り
が
い
た
。
高
い
山
で
買
っ
た
桑
を
神
棚
に
供
え
て
お
く
と
、
春
蚕
が
当
る
と
言
わ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

頂
上
で
は
ま
た
、
春
蚕
時
の
蚕
手
伝
い
の
労
働
契
約
も
な
さ
れ
た
と
い
う
。
村
山
方
面
か
ら
置
賜
方
面
へ
の
出
稼
ぎ
で
あ
る
。 

 

こ
の
他
に
も
、
わ
ら
び
汁
を
売
る
店
な
ど
が
あ
っ
て
、
頂
上
は
ご
っ
た
返
し
の
賑
や
か
さ
で
、
別
当
大
蔵
寺
は
こ
の
日
の
お
賽
銭

を

叺
か
ま
す

で
何
俵
も
背
負
い
お
ろ
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

高
い
山
の
日
は
夕
方
必
ず
雨
が
降
る
と
言
わ
れ
、
こ
れ
を
「
お
み
さ
か
流
し
」
と
呼
ん
で
い
る
。
貝
生
で
は
こ
の
日
を
、「
丑
開
く
」

と
も
言
っ
た
。 

 

現
在
の
高
い
山
は
、
新
暦
五
月
十
三
日
で
あ
る 

 
 

 
 

。 

五
月
四
日 

第
六
章
第
五
節 

第
１
頄
参
照 

 
 

 



 
 

宵 

節 

句 

 
五
日
は
五
月
節
句
で
あ
る
。
宵
節
句
に
は
そ
の
準
備
と
し
て
、
昼
間
は
笹
巻
や
「
な
た
ま
き
」
を
作
っ
た
り
、
夕
方
に
な
る
と
菖

蒲
と

蓬
よ
も
ぎ

を
各
出
入
口
の
軒
場
に
さ
し
た
り
す
る
。
菖
蒲
は
風
呂
に
も
入
れ
、
菖
蒲
湯
に
し
て
入
っ
て
体
を
清
め
る
。
夕
飯
の
と
き
に

は
、
「
鬼
の
牙
」
（
あ
さ
づ
き
の
鱗
茎
）
に
味
噌
を
つ
け
て
食
べ
る
。 

五
月
五
日 

 
 

五
月
節
句 

 

休
み
日
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
「
節
句
代
を
掻
く
な
」 

 
 

 

と
い
う
タ
ブ
ヷ
の
通
り
、
こ
の
日
は
働
い
て
は
い
け
な
い

日
で
あ
っ
た
か
ら
、
代
掻

し

ろ

か

き
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
事
も
禁
じ
ら
れ
、
禁
を
破
る
者
が
お
れ
ば
「
道
楽
者
の
節
句
働
き
」
と
嘲
笑
さ

れ
た
。 

 

笹
巻
は
節
句
に
は
欠
か
せ
な
い
食
べ
物
で
、
黄
粉

き

な

こ

を
つ
け
て
食
べ
た
。
菖
蒲
で
は
砕
け
米
で
も
ぐ
さ
餅
を
搗
い
た
が
、
こ
の
餅
を

「
ハ
ッ
ト
餅
」
と
も
言
っ
た
。
砕
け
米
で
も
何
米
で
も
、
隠
し
米
と
見
ら
れ
る
も
の
は
す
べ
て
御
法
度
で
あ
っ
た
藩
政
時
代
か
ら
の
、

悲
し
い
名
残
り
で
も
あ
ろ
う
か
。
農
民
は
僅
か
の
砕
け
米
、
屑
米
で
す
ら
節
約
し
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
に
ご
ん
ぼ
葉

．
．
．
．
な
ど
を
入
れ
た

り
し
て
搗
い
た
も
の
。 

五
月
初
旬 

 
 

田
植
行
事 

 

田
植
え
は
農
民
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
農
作
業
で
あ
る
。
稲
作
の
出
来
不
出
来
は
家
族
全
部
の
生
活
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
田
植
え
に
際
し
て
は
、
様
々
な
形
で
の
豊
作
祈
願
が
田
の
神
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
。 

 

(イ )
田
う
な
え
餅 

第
六
章
第
五 

節
第
１
頄 

 
 

 



 

田
を
う
な
い
終
え
た
日
に
、
餅
を
搗
い
て
神
様
に
供
え
る
。
こ
れ
を
「
田
う
な
い
餅
」
と
い
う
。
菖
蒲
周
辺
で
は
、
田
う
な
い
（
あ

ら
お
こ
し
）
の
時
期
判
断
を
、
川
向
い
の
今
平
山
の
雪
の
形
で
す
る
。
今
平
山
に
雪
が
一
文
字
に
残
っ
た
時
が
適
期
と
さ
れ
た
の
で
、

「
一
の
字
田
う
な
い
」
と
い
い
、
更
に
季
節
が
進
ん
で
、
一
文
字
の
中
央
が
切
れ
、
八
の
字
型
に
な
る
と
「
ハ
ト
豆
ま
き
」
と
い
っ

て
、
豆
蒔
き
の
適
期
と
し
た
。 

 

(ロ )
苗

開

き 

 

苗
の
移
植
は
、
種
蒔
し
た
日
か
ら
四
二
日
目
が
よ
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
日
に
苗
を
二
把
ほ
ど
取
り
、
田
の
神
に
供
え

て
苗
開
き
を
す
る
家
も
あ
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
こ
の
後
は
日
を
見
な
い
で
、
い
つ
植
え
て
も
よ
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

一
般
に
は
暦
を
見
て
、
よ
い
日
を
選
ん
で
植
え
初
め
を
す
る
。
植
え
初
め
の
夕
飯
の
膳
に
は
、
「
た
ら
」
（
俵
の
意
）
が
つ
く
。
朴

の
葉
に
豆
い
り
・
切
り
餅
・
と
う
き
び
・
に
し
ん
な
ど
を
入
れ
て
、
そ
れ
を
藁
で
苗
む
す
び
に
む
す
ん
だ
も
の
を
一
俵
（
一
包
み
）

ず
つ
配
る
。
「
え
ん
ぶ
り
摺
り
」
を
し
た
人
に
は
、
二
俵
配
ら
れ
る
。
ま
た
、
萱
を
一
尺
八
寸
（
五
四
セ
ン
チ
メ
ヷ
ト
ル
）
に
切
っ
た

も
の
も
添
え
、
こ
れ
を
箸
に
し
て
御
飯
を
少
し
食
べ
る
。
こ
れ
は
、
稲
の
丈
が
よ
く
伸
び
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
い
う
。
こ
れ
が
苗

開
き
の
行
事
で
、
苗
取
り
・
田
植
え
手
伝
い
の
人
も
全
部
招
か
れ
て
御
馳
走
に
な
る
。 

 

(ハ )
大
田
植 

 

植
え
初
め
の
苗
開
き
に
対
し
、
田
植
え
の
終
え
た
日
が
大
田
植
で
あ
る
。
こ
の
日
の
行
事
は
苗
開
き
と
同
様
で
あ
る
が
、
家
に
よ

っ
て
は
苗
開
き
を
簡
単
に
し
て
、
大
田
植
え
の
と
き
賑
や
か
に
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

 

鮎
貝
八
幡
地
区
で
は
、
五
升
枡
に
前
記
の
「
た
ら
」
二
俵
、
苗
二
把
を
入
れ
て
田
の
神
に
供
え
る
。
田
の
神
は
、
恵
比
須
棚
に
祀

ら
れ
て
い
る
。
菖
蒲
地
区
で
は
、
五
升
枡
に
朴
の
葉
を
敷
き
、
そ
の
上
に
御
飯
を
の
せ
、
鎌
で
切
っ
た
若
布

わ

か

め

を
鎌
と
共
に
入
れ
て
田

の
神
に
供
え
る
。
こ
の
若
布
は
、
後
で
男
衆
だ
け
で
食
べ
る
。
貝
生
で
は
こ
れ
ら
の
他
に
お
頭
付
き
（
い
わ
し
）
も
供
え
、
こ
れ
は



田
な
ら
し
を
し
た
人
が
貰
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
供
え
た
苗
は
川
に
流
す
。 

 
こ
の
よ
う
に
、
大
田
植
え
の
夜
の
供
物
な
ど
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
田
の
神
へ
の
豊
作
祈
願
の
心
は
変

っ
て
は
い
な
い
。
苗
開
き
か
ら
大
田
植
ま
で
、「
苗
枯
れ
し
な
い
よ
う
に
」
と
食
前
に
は
風
呂
に
入
ら
な
い
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た

気
持
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。 

 

(ニ )
サ
ナ
ブ
リ 

 

大
田
植
の
翌
日
が
「
サ
ナ
ブ
リ
」
で
、
餅
を
搗
い
て
神
様
に
供
え
た
り
、
家
内
中
も
食
べ
、
そ
の
日
一
日
休
み
と
な
る
。 

 

「
サ
ナ
ブ
リ
」
は
「
サ
ノ
ボ
リ
」
の
転
訙
で
、
「
サ
」
即
ち
田
の
神
が
天
に
帰
る
日
で
あ
る
。
田
植
え
の
た
め
天
降
っ
て
来
た
田
の

神
を
、
送
る
た
め
に
仕
事
を
休
む
の
で
あ
る
が
、
本
来
の
意
味
が
薄
れ
て
、
田
植
え
の
慰
労
休
暇
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
サ
ナ
ブ

リ
」
に
対
し
、
田
の
神
が
降
り
て
く
る
日
を
「
サ
オ
リ
」
と
い
い
、
苗
開
き
の
日
に
な
る
。
こ
の
地
方
で
は
「
サ
オ
リ
」
と
い
う
言

葉
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
が
、
東
海
地
方
以
西
に
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。 

 

(ホ )
お
葉
山
詣
り 

 

田
植
え
の
終
え
た
後
、
貝
生
の
葉
山
神
社
ま
た
は
長
井
村
白
兎

し

ろ

さ

ぎ

（
現
長
井
市
白
兎
）
の
葉
山
神
社
に
参
詣
に
登
っ
た
。
そ
の
時
苗

を
持
っ
て
い
っ
て
、
神
社
の
沼
地
に
植
え
、
そ
の
年
の
豊
作
を
祈
願
し
て
き
た
。 

 
 

養
蚕
行
事 

 

五
月
初
旬
は
、
忙
し
い
時
期
で
あ
っ
た
。
田
仕
事
と
並
行
し
て
、
養
蚕
も
始
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
養
蚕
は
当
地
方
に
と
っ

て
は
最
も
重
要
な
現
金
収
入
源
で
あ
っ
た
か
ら
、
ど
の
農
家
も
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
。
し
か
し
、
現
在
と
違
っ
て
飼
育
法
の
研
究
も

不
十
分
で
あ
っ
た
か
ら
、
遺
蚕
を
出
す
例
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
莫
大
な
借
金
を
背
負
う
こ
と
も
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、
こ
こ
に
も
神
の
力
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
背
景
が
あ
っ
た
。
田
植
行
事
同
様
養
蚕
行
事
は
、
養
蚕
の
折
目
折
目
に
蚕
神
（
オ



ッ
シ
ャ
神
）
に
繭
の
豊
作
を
祈
念
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。 

 
(イ )
「
ふ
な
だ
ん
ご
」
と
「
に
わ
お
き
ぼ
た
も
ち
」 

 

春
蚕
の
掃
立
は
、
暦
上
の
小
満
が
目
安
と
な
る
。
旧
暦
な
ら
四
月
下
旬
、
新
暦
な
ら
五
月
下
旬
で
あ
る
。
掃
立
て
の
と
き
に
は
「
養

蚕
安
全
神
」
と
書
い
た
掛
図
を
床
の
間
に
か
け
、
酒
・
切
も
ち
・
豆
い
り
な
ど
を
供
え
て
拝
み
、
蚕
の
安
全
を
祈
願
す
る
。 

 

蚕
は
上
簇
す
る
ま
で
、
五
令
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
令
の
間
を
項
に
、「
ひ
と
つ
よ
ぞ
み
」
、「
ふ
た
つ
よ
ぞ
み
」
、「
ふ
な
よ

ぞ
み
」「
に
わ
よ
ぞ
み
」
と
い
う
。
令
が
進
む
に
つ
れ
蚕
は
大
き
く
な
り
、
食
べ
る
桑
の
量
も
多
く
な
る
か
ら
、
桑
取
り
が
忙
し
く
な

る
。「
ふ
な
の
田
植
え
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
以
前
は
四
令
頃
に
田
植
え
が
始
ま
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
か
ら
、
養
蚕
の
最

盛
期
と
田
植
え
が
重
な
り
、
全
く
猫
の
手
も
借
り
た
い
忙
し
さ
で
あ
っ
た
。
蚕
が
「
ふ
な
よ
ぞ
み
」
に
入
る
と
、「
ふ
な
だ
ん
ご
」
を

作
っ
て
蚕
神
に
供
え
た
。
次
い
で
「
に
わ
よ
ぞ
み
」
に
入
り
、
蚕
が
眠
り
か
ら
さ
め
る
と
「
に
わ
お
き
ぼ
た
も
ち
」
を
つ
き
、
蚕
神

に
供
え
た
り
、
家
中
の
人
も
食
べ
て
最
盛
期
の
忙
し
さ
に
備
え
た
。 

 

(ロ )
「
ヒ
キ
餅
」 

 

五
令
を
過
ぎ
熟
蚕
に
な
る
と
体
が
透
き
通
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
勝
手
な
と
こ
ろ
に
繭
を
作
る
の
で
、
一
匹

ず
つ
拾
っ
て
「
ま
ぶ
し
」
の
中
に
入
れ
、
そ
こ
に
繭
を
つ
く
ら
せ
る
。
熟
蚕
を
「
ヒ
キ
」
と
い
う
の
で
、
「
ヒ
キ
拾し

ょ

い
」
と
い
う
。
数

百
枚
の
わ
ら
だ
の
蚕
が
一
斉
に
「
ヒ
キ
」
る
の
で
、
拾
っ
て
「
や
と
い
を
つ
け
る
」
（
ヒ
キ
を
ま
ぶ
し
に
入
れ
る
仕
事
）
に
は
、
ど
う

し
て
も
十
人
前
後
の
人
手
が
入
り
用
で
あ
る
。
だ
か
ら
手
伝
い
の
人
が
必
要
と
な
る
。
「
ヒ
キ
拾
い
」
は
女
、
「
や
と
い
つ
け
」
は
男

の
仕
事
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
日
は
一
日
立
ち
通
し
、
働
き
通
し
な
の
で
、
元
気
を
つ
け
る
た
め
、
男
衆
に
は
昼
食
に
も
酒
を
出

し
た
。
御
飯
は
大
抵
、
「
ご
ま
や
き
め
し
」
（
お
に
ぎ
り
）
で
あ
っ
た
。
夜
は
夜
で
「
ヒ
キ
餅
」
を
搗
き
、
男
衆
に
は
酒
を
、
女
衆
に

は
甘
酒
を
出
し
て
大
祝
い
を
や
っ
た
。 



 

(ハ )
蚕 

餅 

 
「
ヒ
キ
」
を
つ
け
終
え
て
か
ら
繭
か
き
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
間
に
も
、
温
度
の
加
減
や
ら
菰
抜
き
や
ら
、
何
か
と
手
が

か
か
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
形
の
よ
い
繭
が
「
え
び
ら
」
一
杯
つ
く
ら
れ
た
の
を
見
る
の
は
、
嬉
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
深

山
で
は
繭
か
き
が
終
え
た
と
き
は
「
た
ま
り
餅
」
を
つ
い
て
喜
び
、
旦
蚕
神
に
感
謝
し
た
。
金
が
溜
る
よ
う
に
と
い
う
願
い
も
込
め

ら
れ
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 

繭
か
き
が
済
め
ば
、
器
械
に
か
け
て
「
繭
む
き
」
を
す
る
。
表
面
の
、
ば
さ
ば
さ
し
た
糸
を
取
る
作
業
で
あ
る
。
そ
れ
が
終
る
と
、

選
別
し
て
良
品
を
売
っ
て
や
る
。
こ
れ
を
「
繭
送
り
」
と
い
う
。
一
ヶ
月
に
余
る
労
働
の
成
果
が
、
具
体
的
な
形
で
現
わ
れ
る
時
で

あ
る
。 

 

繭
送
り
が
済
む
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
落
が
相
談
し
て
「
蚕
餅
」
に
す
る
。
こ
の
日
は
餅
を
搗
き
、
桑
取
り
・
ヒ
キ
拾
い
・
や
と
い

つ
け
な
ど
で
手
伝
っ
て
く
れ
た
人
た
ち
を
招
い
て
御
馳
走
し
、
旦
賃
金
を
支
払
っ
て
総
決
算
を
し
、
一
日
休
み
と
な
る
。
蚕
餅
の
頃

は
、
も
う
五
月
も
末
に
な
る
。 

六
月
一
日 

 
 

ム
ケ
ノ
ツ
イ
タ
チ 

 

六
月
一
日
を
「
ム
ケ
ノ
ツ
イ
タ
チ
」
と
い
い
、
虫
や
人
の
皮
が
む
け
替
る
日
だ
か
ら
、
皮
の
む
け
易
い
も
の
を
食
べ
る
と
よ
い
と

言
わ
れ
て
お
り
、
新
し
い
「
か
ら
い
も
」
（
馬
鈴
薯
）
を
掘
っ
て
食
べ
た
り
、
と
ろ
ろ
芋
を
食
べ
た
り
し
た
。
「
つ
る
り
と
む
け
る
よ

う
に
」
、
と
の
意
味
だ
と
い
う
。 

 

こ
の
日
は
ま
た
、
氷
を
食
べ
る
と
よ
い
と
も
言
わ
れ
、
氷
売
り
な
ど
が
触
れ
歩
い
た
。 

六
月
上
旬 



 
 

お 

半 は
ん 

夏 げ 

 
こ
の
日
酸
味
の
強
い
も
の
を
食
べ
た
り
、
丸
い
も
の
を
食
う
と
頭
が
禿
げ
る
と
言
わ
れ
、
梅
や
ぐ
み
は
食
べ
な
い
。 

 

お
半
夏
は
ま
た
、
荒
砥
八
幡
神
社
の
「
半
夏
ま
つ
り
」
の
日
で
、
祭
り
に
出
る
獅
子
舞
が
街
中
を
上
る
と
き
の
勢
が
よ
い
と
、
春

蚕
の
繭
値
や
生
糸
の
相
場
が
よ
い
と
言
わ
れ
て
き
た
。 

六
月
下
旬 

 
 

土 
 

用 

 

植
物
が
、
最
も
繁
茂
す
る
季
節
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
山
野
に
自
生
す
る
ど
く
だ
み
・
お
と
ぎ
り
そ
う
・
げ
ん
の
し
ょ
う
こ
等
の
薬

草
を
採
り
、
陰
干
し
に
し
て
保
存
し
て
お
く
。
ど
く
だ
み
の
葉
を
風
呂
に
入
れ
て
入
っ
た
り
、
ひ
ょ
う
を
取
っ
て
入
口
に
下
げ
る
の

も
こ
の
頃
で
あ
る
。 

 

栃
窪
で
は
土
用
の
丑
の
日
に
、
稲
虫
送
り
を
や
っ
た
。
夕
食
を
と
っ
て
か
ら
若
衆
た
ち
が
集
ま
り
、
太
鼓
を
叩
い
て
前
坂
の
六
地

蔵
下
ま
で
送
っ
て
行
っ
た
。
大
正
末
期
ま
で
行
わ
れ
た
。 

 

４ 

秋 

の 

行 

事 

 

七
月
七
日 

 
 

な
の
か
び 

 

山
口
地
区
で
は
、
六
日
の
午
後
か
ら
近
く
の
川
端
に
小
さ
な
小
屋
を
た
て
て
泊
り
、
翌
日
朝
早
く
水
浴
び
を
や
っ
た
。
横
田
尻
地

区
で
は
子
ど
も
達
が
数
人
で
一
軒
の
小
屋
を
借
り
て
泊
り
、
六
日
の
午
後
獲
っ
た
魚
や
野
菜
を
持
ち
よ
っ
て
自
炊
し
、
夜
は
皆
で
ト



ラ
ン
プ
を
し
た
り
、
昼
間
と
っ
て
き
た
青
竹
に
、
最
上
川
・
北
上
川
・
天
の
川
な
ど
と
書
い
た
短
冊
を
下
げ
て
七
夕
を
作
っ
た
り
し

て
過
し
、
十
二
時
が
過
ぎ
る
と
、
真
暗
な
中
を
七
夕

た

な

ば

た

・
五
つ
葉
豆
の
葉
・
ね
ぶ
た
の
木
（
ね
む
の
木
）
な
ど
を
持
っ
て
最
上
川
に
出

か
け
た
。 

 

川
に
着
く
と
ま
ず
七
夕
を
流
し
、
つ
い
で
ね
ぶ
た
、
豆
の
葉
を
川
に
流
し
た
。
流
す
と
き
、「
ね
ぶ
た
流
れ
ろ
、
豆
の
葉
止
れ
」
と

唱
え
た
。
そ
の
後
で
川
に
入
っ
て
水
浴
び
を
し
、
寒
く
な
れ
ば
岡
に
上
っ
て
火
に
当
り
、
温
ま
れ
ば
亦
水
浴
び
を
し
た
。
周
囲
が
薄

明
る
く
な
る
頃
、
帰
っ
て
き
た
。 

 
 

お
盆
の
準
備 

 

お
盆
（
盂
蘭
盆
会
の
略
）
の
準
備
が
始
ま
る
の
も
、
七
日
で
あ
る
。 

 

七
日
の
朝
仕
事
に
、
お
墓
掃
除
を
す
る
。
お
墓
の
草
を
と
り
、
墓
参
り
に
使
用
す
る
墓
座
を
の
せ
る
台
を
作
っ
て
お
く
。 

盆
箸
を
取
る
の
も
、
こ
の
日
で
あ
っ
た
。
川
原
に
行
っ
て
柳
を
と
り
、
皮
を
剥
い
で
柱
に
し
ば
り
つ
け
て
十
三
日
ま
で
干
し
て
お

く
。
ま
た
「
ガ
ツ
ゴ
」
を
と
っ
て
き
て
墓
座
も
編
ん
で
お
く
。
盆
箸
取
り
や
「
ガ
ツ
ゴ
」
刈
り
は
、
子
ど
も
た
ち
の
役
目
で
あ
っ
た
。 

七
月
十
日 

 

盆
花
迎
え 

お
盆
の
準
備
の
中
で
、
子
ど
も
ら
が
受
け
持
つ
も
の
に
盆
花
迎
え
も
あ
る
。
川
原
に
行
っ
て
盆
花
（
み
そ
は
ぎ
）
を
迎
え
、
山
に

行
っ
て
黄
色
の
女
郎
花

お

み

な

え

し

と
、
白
色
の
「
お
こ
と
え
し
」
と
を
迎
え
て
、
十
三
日
の
墓
参
り
ま
で
手
桶
に
入
れ
て
お
い
た
。
十
三
日
の

墓
参
り
の
と
き
は
、
こ
れ
に
桔
梗
も
加
え
た
。 

七
月
十
二
日 

 

盆
棚
作
り 



仏
壇
を
掃
除
し
て
、
盆
棚
を
作
る
。
ま
ず
、
下
げ
る
も
の
は
、
お
盆
り
ん
ご
・
八
寸
さ
さ
ぎ
・
そ
う
め
ん
・
こ
ん
ぶ
・
ほ
お
ず
き

の
五
種
類
で
、
供
え
る
も
の
は
夕
顔
・
瓜
な
ど
季
節
の
も
の
の
他
菓
子
な
ど
適
宜
で
あ
る
。
壇
を
作
り
、「
盆
ご
ざ
」
を
敷
い
て
、
そ

の
上
に
供
物
を
の
せ
る
。
お
盆
提
灯
と
呼
ば
れ
る
「
ぶ
ら
提
灯
」
を
下
げ
れ
ば
、
盆
棚
も
出
来
上
る
。 

七
月
十
三
日 

 

墓 

参 

り 

 

夕
方
早
目
に
入
浴
し
、
浴
衣
に
着
替
え
、
「
お
盆
下
駄
」
を
履
い
て
家
中
揃
っ
て
墓
参
り
に
出
か
け
る
。
盆
花
・
線
香
・
お
茶
・
蓮

の
葉
に
包
ん
だ
供
物
・
墓
座
・
サ
ッ
ツ
ァ
皮
・
提
灯
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
手
分
け
を
し
て
持
っ
て
行
く
。
墓
に
着
く
と
、
ま
ず
供
物
を

供
え
る
。
七
日
朝
作
っ
た
台
の
上
に
墓
座
を
の
せ
、
そ
れ
に
蓮
の
葉
（
里
芋
の
葉
を
代
用
す
る
こ
と
も
あ
る
）
に
包
ん
だ
供
物
を
の

せ
る
。
供
物
は
、
墓
ま
ん
じ
ゅ
う
・
う
り
・
青
豆
・
な
す
な
ど
で
あ
る
。
線
香
を
墓
毎
に
た
て
な
が
ら
、
生
前
の
思
い
出
話
が
極
め

て
自
然
に
で
て
く
る
。
近
く
に
親
類
縁
者
の
墓
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
も
線
香
を
供
え
て
く
る
。
線
香
を
配
り
終
え
る
と
一
同
で
合
掌

し
、
供
物
の
墓
ま
ん
じ
ゅ
う
・
瓜
・
豆
を
「
べ
っ
と
う
」
（
食
べ
る
こ
と
）
し
た
。
そ
の
後
で
、
サ
ッ
ツ
ァ
皮
を
焚
き
、
そ
の
火
を
提

灯
の
ろ
う
そ
く
に
移
し
て
家
に
帰
る
。
栃
窪
で
は
、
墓
場
に
行
く
と
き
松
明

た

い

ま

つ

を
持
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
十
王
で
は
帰
り
に
、
寺
に

寄
っ
て
お
盆
礼
を
済
ま
せ
て
く
る
。 

 

墓
参
り
の
連
中
が
家
に
着
く
と
、
深
山
で
は
留
守
番
の
人
が
常
口
で
サ
ッ
ツ
ァ
皮
を
焚
い
て
迎
え
た
。
常
口
で
迎
え
火
を
焚
く
こ

と
は
多
く
の
部
落
に
見
ら
れ
る
が
、
焚
か
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
迎
え
火
を
焚
く
サ
ッ
ツ
ァ
皮
は
、
見
つ
け
た
と
き
取
っ
て
保
存
し

て
お
く
も
の
で
あ
る
。 

 

家
の
中
に
入
り
、
提
灯
の
火
を
仏
壇
の
ろ
う
そ
く
に
移
し
、
線
香
を
つ
け
て
合
掌
す
る
と
仏
迎
え
も
無
事
終
了
で
あ
る
。
こ
の
後

に
迎
え
火
を
焚
く
家
も
あ
り
、
迎
え
火
の
代
り
に
常
口
に
提
灯
を
下
げ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
大
瀬
の
平
田
部
落
で
は
、
「
が
ん
ど
う
」



（
灯
芯
で
油
を
と
も
し
、
周
囲
に
紙
を
貼
っ
て
あ
る
。
）
を
長
い
「
ほ
そ
ぎ
」
の
先
に
下
げ
て
常
口
に
立
て
て
お
く
。 

七
月
十
四
日 

 
 

お 
盆 

礼 

 

朝
餅
を
搗
く
。
家
内
中
の
一
人
一
人
へ
七
日
に
取
っ
て
き
た
柳
の
お
盆
箸
（
柳
箸
と
も
い
う
）
を
配
り
、
そ
の
箸
で
食
べ
る
。
箸

は
食
後
、
川
に
流
す
。
仏
様
の
膳
の
柳
箸
は
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
家
も
あ
る
。 

 

こ
の
日
か
ら
、
お
盆
礼
の
行
来
が
あ
る
。
大
抵
砂
糖
・
そ
う
め
ん
・
う
ど
ん
な
ど
を
持
っ
て
い
く
。
量
は
う
ど
ん
な
ら
五
把
程
度

で
あ
る
。
「
仏
様
が
帰
ら
な
い
う
ち
に
」
と
言
っ
て
、
十
四
日
、
十
五
日
の
両
日
中
に
終
え
る
よ
う
に
す
る
。 

七
月
十
六
日 

 
 

送 

り 

盆 

 

栃
窪
・
黒
鴨
な
ど
で
は
、
か
つ
て
十
五
日
に
仏
を
送
っ
た
と
い
う
が
、
現
在
は
一
般
に
十
六
日
で
あ
る
。 

 

仏
送
り
の
と
き
は
、
団
子
・
花
・
線
香
・
お
茶
そ
れ
に
、
仏
壇
の
灯
を
移
し
た
提
灯
を
も
っ
て
墓
参
り
に
行
く
。
仏
送
り
の
団
子

は
、
彼
岸
の
墓
だ
ん
ご
同
様
餅
米
だ
ん
ご
を
作
る
。
黒
鴨
で
は
、
お
茶
は
葉
茶
を
用
い
た
と
い
う
。
葉
茶
と
は
、
お
茶
の
葉
を
紙
に

の
せ
て
供
え
る
も
の
で
、
こ
れ
は
餅
米
だ
ん
ご
と
同
じ
く
、
仏
様
が
帰
ら
れ
る
時
水
増
し
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
お
茶
に
水
を
入
れ
な
い

の
だ
と
い
う
。
こ
の
日
は
家
で
お
茶
を
供
え
る
に
も
、
葉
茶
の
ま
ま
供
え
た
。 

七
月
二
十
日 

 
 

二
十
日
盆 

 

鮎
貝
で
は
、
盆
お
ど
り
が
あ
っ
た 

 
 

 

。
最
近
は
ど
こ
で
も
や
っ
て
い
る
が
、
第
二
次
大
戦
前
は
殆
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

お
盆
の
休
み
も
こ
の
日
で
終
る
。 

鮎
貝
小
嶋 

家
文
書 

 



八
月
一
日 

 
 

八 は
っ 

 

朔 さ
く 

 

こ
の
日
ぼ
た
餅
を
つ
く
り
、
青
萱
の
箸
で
食
べ
る
。「
青
萱
ぼ
た
も
ち
」
と
い
う
。
黒
鴨
で
は
、
八
朔
ま
で
は
萱
の
箸
で
食
べ
て
は

い
け
な
い
と
い
う
伝
承
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
日
ま
で
萱
の
刈
り
取
り
を
禁
止
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
八
朔
が
収
穫
と
関
連

あ
る
行
事
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
。 

 
 

風 

祭 

り 

 

二
百
十
日
の
前
日
に
、
風
祭
り
を
行
う
。
栃
窪
や
黒
鴨
で
は
、
新
し
い
米
を
む
い
て
御
飯
に
炊
き
混
ぜ
て
神
棚
に
供
え
、
そ
の
後

部
落
各
戸
か
ら
一
名
ず
つ
山
の
神
前
に
集
合
、
風
の
難
の
な
い
よ
う
に
祈
願
し
た
。
稔
り
が
充
分
で
な
い
と
き
は
、
穂
を
神
棚
に
供

え
た
。
他
の
部
落
で
は
、
神
主
や
寺
院
か
ら
風
祭
り
の
札
を
貰
い
、
田
の
水
口
に
立
て
て
、
こ
の
季
節
に
多
い
台
風
の
被
害
の
な
い

よ
う
に
祈
願
し
た
。 

八
月
十
五
日 

 
 

豆 

名 

月 

 

外
戸
を
開
け
、
縁
側
に
小
机
を
出
し
て
、
そ
れ
に
豆
を
の
せ
て
名
月

さ
ま
に
供
え
る
。
名
月
さ
ま
へ
と
い
っ
て
、
床
の
間
に
供
え
る
家
も
あ

る
。
そ
の
あ
と
で
、
家
内
中
で
青
豆
を
食
べ
る
。 

 
 

か
ら
ば
ち
灸 

 

荒
砥
の
通
称
「
し
も
ふ
じ
や
」（
長
谷
部
家
）
で
は
、
豆
名
月
の
夜
、

家
族
全
員
が
「
か
ら
ば
ち
灸
」
を
す
え
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
灸
の
た
て



方
は
、
ま
ず
外
戸
を
開
け
て
一
人
ず
つ
名
月
に
向
っ
て
坐
り
、
頭
に
「
か
ら
ば
ち
」（
摺
鉢
）
を
か
ぶ
せ
て
も
ら
う
。
灸
を
立
て
る
人

は
摺
鉢
の
小
尻
に
灸
ぐ
さ
を
置
い
て
火
を
つ
け
、
全
部
燃
え
つ
き
た
ら
、「
ネ
キ
セ
、
ハ
キ
セ
、
ヤ
マ
イ
キ
セ
」
と
唱
え
な
が
ら
、
薬

指
で
消
す
。
頭
病や

み
し
な
い
た
め
の
灸
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

九
月
九
日 

 
 

ミ
ク
ニ
チ 

 

九
月
九
日
、
十
九
日
、
二
十
九
日
を
合
せ
て
「
ミ
ク
ニ
チ
」
と
い
う
。
菊
の
節
句
で
あ
る
。
菊
の
花
を
も
っ
て
、
近
く
の
観
音
様

な
ど
に
お
詣
り
に
行
っ
た
。
三
日
と
も
、
餅
を
搗
く
と
金
持
ち
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

九
月
十
三
日 

 
 

芋 

名 

月 

 

里
芋
を
味
噌
で
煮
て
、
月
の
数
だ
け
名
月
さ
ま
に
供
え
る
。
浅
立
で
は
水
煮
し
た
芋
を
月
の
数
だ
け
入
れ
て
供
え
、
一
つ
だ
け
名

月
様
に
供
え
る
と
し
て
川
に
流
し
て
や
る
。
残
り
を
喉
は
ら
し

．
．
．
．
し
な
い
よ
う
に
、
家
内
中
で
食
べ
る
。 

九
月
十
九
日 

 
 

お
水
神
の
お
祭
り 

 

お
水
神
さ
ま
の
秋
祭
り
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
赤
飯
を
し
て
供
え
る
程
度
の
も
の
が
多
い
が
、
山
口
地
区
で
は
、
杉
の
葉
で
水
神

さ
ま
の
祠
を
建
て
替
え
、
そ
の
前
に
「
サ
ラ
ム
ス
ビ
」
と
呼
ば
れ
る
わ
ら
で
編
ん
だ
器
に
赤
飯
を
入
れ
て
供
え
る
。 

九
月
二
十
九
日 

 
 

刈
り
上
げ
餅 

 

「
ミ
ク
ニ
チ
」
の
一
日
で
あ
る
が
、
二
十
九
日
に
は
刈
り
上
げ
餅
を
搗
く
。
稲
刈
り
終
了
時
に
は
「
刈
切

か

つ

き

り

餅
」
、
稲
始
末
が
済
ん
だ



時
は
「
に
わ
は
た
き
餅
」
を
搗
く
の
で
、
刈
り
上
げ
餅
は
農
作
業
全
体
に
係
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。「
刈
上
げ
餅
」
は
「
橋
の
下
の
奴

（
乞
食
）
も
搗
く
」
と
い
わ
れ
、
何
処
の
家
で
も
つ
い
た
。
ま
た
、
こ
の
日
か
ら
田
の
神
が
山
の
神
に
な
る
と
も
言
わ
れ
、
山
の
神

が
供
え
て
も
ら
っ
た
刈
り
上
げ
の
餅
を
「
く
ら
べ
っ
こ
」（
比
較
）
す
る
か
ら
、
大
き
く
と
れ
、
大
き
く
と
れ
と
い
っ
て
、
た
く
さ
ん

搗
い
た
。
田
の
神
と
山
の
神
の
交
替
に
関
連
し
て
、
鮎
貝
で
は
こ
の
日
も
、
春
の
十
七
日
同
様
木
を
切
っ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ

て
い
る
。 

 

杉
沢
で
は
、「
カ
ッ
キ
リ
餅
」
に
は
稲
束
二
把
を
恵
比
須
棚
に
供
え
、
刈
り
上
げ
に
は
大
き
な
餅
を
搗
い
て
、
そ
の
上
に
稲
束
を
の

せ
て
供
え
る
。
こ
の
大
き
な
餅
に
、
田
の
神
が
腰
掛
け
て
休
む
の
だ
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

山
の
神
を
鎮
守
様
と
し
て
い
る
所
で
は
、
刈
り
上
げ
の
餅
を
も
っ
て
い
っ
て
供
え
、
そ
の
端
を
少
し
切
り
取
っ
て
残
し
、
他
を
持

ち
帰
る
。 

 

刈
り
上
げ
餅
と
初
餅
を
、
兼
ね
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

 

５ 

冬 

の 

行 

事 

 

十
月
一
日 

 
 

刈
り
上
げ
お
ろ
し 

 

刈
り
上
げ
に
田
の
神
（
山
の
神
）
に
供
え
た
餅
を
、
お
ろ
し
て
食
べ
る
。
こ
れ
を
、
「
刈
り
上
げ
お
ろ
し
」
と
い
う
。
貝
生
で
は
、

山
の
神
に
供
え
た
餅
は
男
だ
け
が
食
べ
、
女
は
薬
師
さ
ま
、
不
動
様
に
供
え
た
も
の
を
食
べ
る
。 

十
月
十
日 



 
 

オ
タ
ナ
サ
マ
の
祭
り 

 
白
鷹
町
山
口
・
黒
鴨
・
浅
立
な
ど
で
、
農
家
の
納
戸
周
辺
に
祭
っ
て
い
る
神
様
に
「
オ
タ
ナ
サ
マ
」
と
か
「
オ
ト
カ
サ
マ
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
性
格
は
産
神
・
作
神
・
盗
人
除
け
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
、
祭
日
も
十
一
月
八
日
、
十
日
の
と
こ
ろ
も
あ
る 

 
 

 
 

。 

 

鮎
貝
西
口
地
区
な
ど
で
は
、
こ
の
日
わ
ら
で
「
シ
ン
ベ
」
（
シ
メ
）
を
作
っ
て
飾
り
、
餅
を
搗
い
て
供
え
る
。
餅
は
、
新
家
な
ど
近

親
者
に
配
る
。
こ
の
日
は
大
根
、
菜
類
は
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た
。 

十
月
十
六
日 

 
 

オ
ッ
シ
ャ
神
の
祝 

 

蚕
桑
の
お
祭
り
。
大
抵
餅
を
搗
い
て
、
蚕
神
に
供
え
た
。
黒
鴨
で
は
、
祭
壇
に
は
伏
見
・
竹
駒
の
稲
荷
神
社
や
蚕
神
の
掛
軸
を
掛

け
、
そ
の
前
に
、
お
膳
に
千
切
っ
た
餅
を
四
つ
ず
つ
四
列
と
、
お
頭
付
き
を
供
え
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
蚕
神
は
、
二
月
十
六
日
降

り
て
き
て
こ
の
日
天
に
上
り
山
の
神
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

十
月
二
十
日 

 
 

二
十
日
講 

 

商
人
の
祝
日
で
あ
る
。
川
か
ら
鮒
な
ど
を
獲
っ
て
き
て
、
生
き
た
ま
ま
恵
比
須
棚
に
供
え
る
。
荒
砥
で
は
、
塩
引
き
の
頭
を
供
え

る
家
も
あ
る
。 

十
一
月
十
五
日 

 
 

百
姓
の
祝 

 

十
五
日
講
と
も
い
い
、
農
民
の
祝
で
あ
る
。
二
十
日
講
同
様
、
生
き
た
魚
を
神
棚
に
供
え
る
。
小
作
人
は
、
こ
の
日
ま
で
に
小
作

料
を
納
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。 

詳
細
は
第
四
節 

第
２
頄
参
照 

 



 
 

秋 
 

行
（
あ
き
ぎ
ょ
う
） 

 
十
五
日
の
百
姓
の
祝
に
、
秋
行
を
す
る
家
が
多
い
。
秋
行
に
は
そ
の
家
か
ら
嫁
・
婿
に
行
っ
た
人
が
泊
り
に
来
る
日
で
、
酒
一
升
・

米
五
升
・
塩
引
一
本
な
ど
の
お
土
産
を
持
っ
て
き
た
。
秋
行
は
親
が
生
き
て
い
る
間
行
く
も
の
で
、
嫁
・
婿
が
そ
の
年
と
れ
た
米
を

持
っ
て
行
っ
て
親
に
感
謝
の
意
を
表
す
も
の
だ
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
秋
行
に
は
飽
き
る
程
泊
っ
て
よ
い
と
も
言
わ
れ
、
嫁

に
来
た
人
は
、
洗
濯
す
る
線
入
れ
な
ど
を
持
参
で
泊
り
に
行
っ
た
。
な
か
に
は
实
家
で
織
機
を
立
て
て
貰
い
、「
ほ
ん
ま
ち
機は

た

」
を
織

る
人
も
い
た
と
い
う
。 

十
一
月
二
十
三
日 

 
 

お
太
子
講 

 

お
太
子
講
に
は
、
三
太
子
と
七
太
子
と
が
あ
る
。
三
太
子
な
ら
十
一
月
一
日
・
十
三
日
・
二
十
三
日
が
祭
り
で
、
七
太
子
な
ら
一
・

三
・
七
・
十
三
・
十
七
・
二
十
一
・
二
十
三
日
の
七
日
に
な
る
。
深
山
の
よ
う
に
七
太
子
は
祝
う
な
と
す
る
所
も
あ
る
が
、
二
十
三

日
は
ど
ち
ら
に
と
っ
て
も
重
要
な
日
で
あ
る
。
お
太
子
様
は
二
十
四
日
に
帰
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
日
に
は
塩
な
し
黄
粉
を
か

け
た
御
飯
を
供
え
る
。
塩
を
使
わ
な
い
理
由
と
し
て
、
お
太
子
さ
ま
は
倹
約
な
神
だ
か
ら
と
か
、
お
太
子
さ
ま
は
塩
を
取
る
釜
で
足

を
火
傷

や

け

ど

し
た
か
ら
と
か
言
わ
れ
て
い
る
。
黒
鴨
で
は
黄
粉
御
飯
を
「
フ
キ
ド
リ
」
と
い
い
、
栃
窪
で
は
こ
れ
を
食
べ
る
と
賢
く
な
る

と
も
言
っ
た
。 

 

お
太
子
講
の
と
き
は
二
十
四
日
だ
け
で
な
く
、
三
太
子
に
し
て
も
、
七
太
子
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
に
ぼ
た
餅
、「
ハ
ッ
ト
餅
」
、

「
ハ
ッ
ト
か
い
餅
」
な
ど
を
作
っ
て
供
え
る
が
、
ど
の
場
合
も
塩
を
使
わ
な
い
。
黒
鴨
で
は
、
楢
の
木
箸
を
添
え
て
供
え
る
。
ま
た

貝
生
で
は
ど
ん
ぐ
り
殻
程
の
小
さ
な
草
履
を
編
ん
で
供
え
る
家
も
あ
る
。 

 

二
十
四
日
の
晩
は
い
つ
も
天
気
が
荒
れ
、「
オ
ダ
イ
シ
ア
レ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
太
子
さ
ま
の
足
跡
を
か
く
す
、「
跡
か
く
し
雪
」



が
降
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 

 
 

お
三
夜
さ
ま 

 

霜
月
（
旧
十
一
月
）
の
二
十
三
夜
は
、
三
夜
さ
ま
の
お
年
越
の
日
で
、
最
も
重
要
な
三
夜
祭
り
の
日
で
あ
る
。
殆
ど
の
家
で
餅
を

つ
い
て
供
え
、
夜
お
そ
く
昇
る
月
を
拝
ん
で
床
に
就
い
た
。
神
主
を
呼
ん
で
、
祈
祷
し
て
も
ら
う
家
も
あ
っ
た
。 

十
二
月
一
日 

 
 

「
カ
ビ
ダ
レ
餅
」 

 

荒
砥
・
鮎
貝
方
面
で
、
砂
利
取
り
な
ど
の
川
仕
事
を
す
る
人
た
ち
は
、
こ
の
日
に
餅
を
つ
い
て
水
神
さ
ま
に
供
え
た
。
こ
の
餅
を

「
カ
ビ
ダ
レ
餅
」
と
い
う
。 

 
 

「
ト
フ
タ
テ
の
朔
日

つ
い
た
ち

」 

 

菖
蒲
で
は
こ
の
日
豆
腐
を
切
っ
て
串
に
刺
し
、
い
ろ
り
の
四
隅
に
立
て
て
焼
き
、
そ
れ
を
汁
に
入
れ
て
食
べ
た
。 

十
二
月
八
日 

 
 

こ
と
の
お
わ
り 

 

こ
の
日
を
「
こ
と
の
お
わ
り
」
と
す
る
所
以
は
、
「
こ
と
」
の
意
味
を
「
仕
事
」
と
考
え
て
お
る
よ
う
で
、
黒
鴨
で
は
「
こ
と
の
団

子
」
を
そ
ば
粉
で
一
二
粒
作
り
、
御
飯
に
入
れ
て
煮
る
。
そ
れ
を
床
の
間
に
供
え
て
か
ら
、「
鳥
こ
い
、
鳥
こ
い
」
と
鳥
を
呼
ん
で
食

べ
さ
せ
る
。
「
鳥
、
鳥
、
小
豆
ま
ん
ま
、
食
だ
か
ら
ば
、
ゴ
ヷ
キ
と
箸
持
っ
て
こ
い
。
」
と
言
っ
て
餅
を
千
切
っ
て
投
げ
、
鳥
に
食
べ

さ
せ
る
所
も
多
い
が
、
黒
鴨
で
は
こ
の
文
句
は
子
ど
も
ら
の
遊
び
の
中
で
語
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

針 

供 

養 

 

針
箱
に
「
と
り
も
ち
」
を
供
え
、
一
日
針
仕
事
を
休
む
。 



十
二
月
九
日 

 
 

耳 

あ 

け 

 

大
黒
さ
ま
の
年
夜
で
あ
る
。
ま
た
、
大
黒
さ
ま
の
婚
礼
の
日
で
も
あ
る
と
い
う
。
二
股
大
根
に
紙
と
か
朴
の
葉
の
着
物
を
着
せ
て
、

神
棚
に
供
え
る
。 

 

夕
食
後
豆
を
煎
り
、
一
升
枡
に
入
れ
て
「
耳
あ
け
」
を
す
る
。
神
棚
の
前
で
「
お
大
黒
さ
ま
、
お
大
黒
さ
ま
、
お
大
黒
さ
ま
、
耳

を
開
け
て
お
り
ま
す
か
ら
、
え
え
ご
と
聞
か
せ
て
お
ご
や
え
（
よ
い
こ
と
聞
か
せ
て
下
さ
い
）
。
」
と
唱
え
て
豆
を
撒ま

く
。
こ
の
所
作

を
、
三
回
繰
り
返
す
。
栃
窪
の
唱
え
言
は
「
お
大
黒
さ
ま
、
お
大
黒
さ
ま
、
耳
を
あ
け
て
進
ぜ
申
す
か
ら
、
来
年
は
え
え
ご
と
聞
か

せ
て
お
ご
や
え
。
俵
と
か
ま
す
た
ん
と
積
む
よ
う
に
、
銭
と
金
た
ん
と
授
け
な
し
て
お
ご
や
え
」
と
変
化
が
あ
っ
た
。 

 

耳
あ
け
が
済
む
と
、
残
り
の
豆
を
家
内
中
で
食
べ
る
が
、
枡
か
ら
豆
を
と
る
時
、
一
回
で
自
分
の
年
だ
け
摑
む
と
い
い
こ
と
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

十
二
月
十
八
日 

 
 

お
み
や
こ 

 

大
宮
講
で
あ
る
。
若
妻
た
ち
の
講
で
、
子
育
安
産
を
祈
念
す
る
た
め
に
、
小
国
町
の
大
宮
神
社
を
信
仰
す
る
集
団
で
あ
る 

 
 

。 

十
二
月
二
十
二
日
（
新
暦
） 

 
 

冬 
 

至 

 

小
豆

あ

ず

き

南
瓜

か

ぼ

ち

ゃ

を
煮
て
食
べ
た
り
、
茄
子
の
木
を
焚
い
て
あ
た
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
い
う
。
深
山
で
は
、「
十
六
冬
至
」
、「
十
八
土

用
」
と
い
っ
て
冬
至
は
十
六
日
間
あ
り
、
冬
至
が
「
き
し
ゃ
ま
る
」（
終
え
る
）
と
小
寒
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
冬
至
の
日
に
は
、「
冬

至
さ
ま
に
」
と
い
っ
て
床
の
間
に
小
豆
南
瓜
を
供
え
る
。
浅
立
菊
地
藤
兵
衛
氏
宅
で
も
、
同
様
「
冬
至
さ
ま
に
供
え
る
」
と
い
っ
て
、

第
四
節 

第
１
頄 

 



小
豆
南
瓜
を
盛
っ
た
椀
を
盆
に
の
せ
、
家
の
庭
先
に
供
え
て
拝
む
。
冬
至
の
も
つ
民
俗
的
意
味
、
つ
ま
り
冬
至
に
は
「
冬
至
さ
ま
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
神
の
来
臨
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
貴
重
な
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。 

 

貝
生
地
区
で
は
朝
の
小
豆
南
瓜
の
他
、
夜
に
は
「
冬
至
餅
」
を
搗
い
て
食
べ
た
。
冬
至
餅
は
他
所
の
人
に
は
食
べ
さ
せ
な
い
で
、

家
内
中
だ
け
で
食
べ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。 

十
二
月
二
十
四
日 

 
 

煤 す
す 

掃 

き 

 

正
月
を
迎
え
る
準
備
と
し
て
、
家
中
の
大
掃
除
を
す
る
。
煤
を
掃
く
た
め
わ
ら
箒
を
作
り
、
天
井
裏
ま
で
き
れ
い
に
掃
く
。
箕
和

田
で
は
火
棚
の
煤
は
「
あ
き
」
の
方
に
捨
て
る
。
大
掃
除
終
了
後
、
わ
ら
箒
は
家
の
前
に
立
て
て
お
く
。
小
国
方
面
で
は
こ
の
箒
を

「
す
す
は
き
男
」
と
呼
ん
で
い
る
。 

十
二
月
二
十
五
日 

 
 

鮎
貝
の
筆
ま
ち 

 

鮎
貝
大
町
か
ら
内
町
に
か
け
て
、
筆
市
が
開
か
れ
た
。
筆
商
人
は
普
通
米
沢
か
ら
来
た
が
、
筆
の
他
、
雑
貨
・
青
物
・
干
柿
な
ど

が
、
山
口
・
箕
和
田
方
面
か
ら
売
出
さ
れ
、
人
出
で
賑
わ
っ
た
。 

 
 

納
豆
ね
せ 

 

正
月
用
の
納
豆
を
、
自
家
製
造
す
る
の
で
あ
る
。
大
豆
を
煮
て
わ
ら
苞つ

と

に
入
れ
、
炬
燵
に
入
れ
て
お
く
。
喧
嘩
し
な
が
ら
納
豆
を

ね
せ
る
と
、
糸
が
出
な
く
な
る
と
か
、
糸
が
よ
く
で
れ
ば
、
翌
年
の
蚕
は
上
作
だ
と
か
い
う
伝
承
が
あ
る
。 

十
二
月
二
十
八
日 

 
 

門
松
迎
え 



 

山
か
ら
、
正
月
に
飾
る
松
を
迎
え
て
く
る
日
で
あ
る
。
松
は
双
葉
松
で
、
三
階
松
（
枝
が
三
段
に
な
っ
て
い
る
も
の
）
を
迎
え
て

く
る
。
松
の
实
が
多
く
さ
ん
つ
い
て
い
る
も
の
や
蔓
の
か
ら
ん
で
い
る
の
は
金
が
つ
く
、
金
蔓
な
ど
と
い
っ
て
縁
起
を
か
つ
い
で
喜

ん
だ
。
松
迎
え
の
人
が
帰
る
と
、
松
を
庭
に
た
て
、
お
神
酒
や
す
る
め
を
供
え
て
拝
み
、
迎
え
て
き
た
人
に
も
酒
を
振
舞
っ
た
。 

 
 

餅 

搗 
き 

 

正
月
の
餅
を
搗
く
日
で
も
あ
る
。
こ
の
日
は
普
通
の
餅
の
他
、
と
り
餅
・
砕
け
餅
・
味
噌
餅
な
ど
も
搗
く
の
で
、
四
臼
も
五
臼
も

搗
く
こ
と
に
な
り
、
忙
し
い
一
日
と
な
る
か
ら
、
親
族
同
士
で
「
ヨ
イ
」
を
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。 

 

餅
つ
き
が
終
え
る
と
、
酒
を
振
舞
う
が
、
酒
を
の
ま
な
い
と
、
餅
が
亀
の
甲
羅
の
よ
う
に
固
く
な
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

白
い
餅
は
板
の
上
に
伸
ば
し
て
お
き
、
翌
日
か
翌
々
日
に
短
冊
型
に
切
り
、
わ
ら
で
縛
っ
て
正
月
礼
の
と
き
持
っ
て
ゆ
け
る
よ
う

に
し
て
お
く
。 

十
二
月
三
十
日 

 
 

松 

飾 

り 

 

母
屋
で
は
入
口
・
神
棚
に
大
き
な
松
を
、
そ
の
他
仏
壇
・
流
し
・
裏
口
・
織
機
・
火
棚
な
ど
に
も
小
さ
い
も
の
を
飾
る
。
母
屋
以

外
の
蔵
・
便
所
・
木
小
屋
な
ど
の
入
口
に
も
飾
る
。
と
り
餅
も
飾
る
。 

 
 

お
み
だ
ま 

 

年
取
り
の
夜
、
御
飯
を
小
さ
く
翌
年
の
月
の
数
だ
け
に
ぎ
り
、
五
升
ば
ん
（
五
升
枡
）
に
紙
を
敷
い
て
入
れ
、
そ
れ
に
萱
棒
を
さ

す
。
こ
れ
を
「
お
み
だ
ま
」
と
い
う
。
枡
の
中
に
は
、
お
み
だ
ま
の
他
昆
布
・
納
豆
な
ど
も
入
れ
て
お
く
。
こ
の
五
升
ば
ん
を
箕
に

の
せ
、
箕
の
口
を
「
あ
き
」
の
方
に
向
け
て
座
敷
の
隅
の
辺
に
供
え
る
。
こ
れ
は
、
歳
徳
神
に
供
え
る
も
の
で
あ
る
。 

 

歳
徳
神
は
所
謂
正
月
の
神
で
、
松
を
依
代

よ

り

し

ろ

と
し
て
降
臨
し
、
西
高
玉
で
は
正
月
最
初
の
卯
の
日
に
帰
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ



れ
で
卯
の
日
が
早
く
来
る
年
は
歳
徳
神
が
食
べ
る
米
の
量
が
少
な
い
の
で
、
米
が
豊
富
で
、
卯
の
日
が
お
そ
い
と
逆
に
米
に
不
足
を

き
た
す
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

年
取
り
の
夜
の
食
事
は
、
普
段
と
は
別
に
神
棚
の
前
で
と
る
。
こ
の
と
き
神
様
の
分
と
し
て
二
人
分
の
膳
を
据
え
て
お
く
と
こ
ろ

も
あ
り
、
こ
れ
は
厄
神
の
分
だ
と
い
う
。
こ
の
晩
の
御
飯
が
残
る
と
、
仕
事
が
残
る
と
言
い
、
残
さ
ず
に
食
べ
る
。 

 
 

年
と
り
根
っ
こ 

 

深
山
・
滝
野
で
は
、
こ
の
夜
一
晩
中
い
ろ
り
の
火
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
に
大
き
な
薪
を
焚
く
。
こ
の
薪
を
「
年
と
り
根
っ
こ
」
と
い

う
。
年
と
り
根
っ
こ
の
灰
が
落
ち
る
と
金
が
落
ち
た
と
も
い
い
、
中
山
で
は
「
年
と
り
根
っ
こ
は
金
根
っ
こ
」
な
ど
と
も
言
い
、
一

晩
中
火
を
絶
や
さ
な
い
と
年
中
金
に
不
自
由
し
な
い
と
も
言
う
。
年
と
り
根
っ
こ
に
つ
い
て
は
各
地
区
い
ろ
ん
な
伝
承
を
も
っ
て
い

る
が
、
年
と
り
根
っ
こ
に
迎
え
火
的
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 
 

臼 

伏 

せ 

 

大
晦
日
の
夜
、
臼
を
伏
せ
、
そ
の
上
に
元
日
の
若
水
汲
み
の
用
具
で
あ
る
手
桶
と
柄
杒
を
の
せ
て
お
く
。
こ
れ
を
臼
伏
せ
と
言
っ

て
い
る
。
手
桶
と
柄
杒
に
は
、
松
葉
を
昆
布
で
結
わ
え
て
お
く
。
臼
の
中
に
は
、
穂
先
を
「
あ
き
」
の
方
に
向
け
た
稲
わ
ら
が
敷
か

れ
、
そ
の
上
に
米
を
入
れ
た
枡
が
の
っ
て
い
る
。
米
の
上
に
は
銭
や
と
り
餅
・
栗
・
柿
な
ど
を
の
せ
て
お
く
が
、
枡
の
中
の
銭
や
栗
・

柿
な
ど
は
、
若
水
を
汲
ん
だ
人
が
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

火
箸
休
め 

 

年
取
の
夜
は
火
箸
を
き
れ
い
に
洗
い
、
囲
炉
裏
か
ら
あ
げ
て
休
ま
せ
て
お
く
。
平
田
地
区
で
は
、
元
日
か
ら
三
日
ま
で
と
、
十
五

日
・
十
六
日
・
十
八
日
に
も
火
箸
休
み
を
や
っ
た
。 


