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大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
不
況
時
代
に
は
炭
焼
き
業
者
が
増
加
し
て
、
近
く
の
薪
炭
林
は
切
り
尽
く
さ
れ
、
次
第
に
山
奥

に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
朝
早
く
家
を
出
て
も
現
場
に
着
く
こ
ろ
に
は
一
番
茶
（
一
日
四
食
が
普
通
で
あ
っ
た
の
で
十
時
半

ご
ろ
の
食
事
を
一
番
茶
、
二
時
過
ぎ
の
食
事
を
二
番
茶
と
い
っ
た
）
に
な
る
。
冬
の
日
に
は
三
時
半
ご
ろ
に
は
帰
途
に
つ
か
な
け
れ
ば
な

、
、
、

ら
な
い
。
帰
る
と
き
に
は
よ
う
荷
（
夕
荷
）
と
い
っ
て
男
の
人
で
十
五
《
一
丸
の
炭
俵
を
三
俵
、
女
の
人
で
二
俵
ほ
ど
背
負
っ
て
帰
っ
た
。

山
の
あ
ち
こ
ち
で
炭
を
焼
く
煙
が
立
ち
昇
り
、
そ
の
煙
の
色
を
見
て
火
を
止
め
る
時
期
を
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

十
二
月
も
二
十
日
ご
ろ
に
な
る
と
正
月
迎
え
の
準
備
が
始
ま
る
。
東
豊
永
地
区
の
大
平
辺
り
で
は
、
十
二
月
十
三
日
を
正
月
始
め
と
い

し
め
な
わ

い
、
正
月
飾
り
を
作
り
始
め
る
日
と
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
日
に
門
松
を
迎
え
に
行
っ
た
り
、
注
連
縄
を
な
っ
た
り
し
た
よ
う
で
あ
る
。

情
報
伝
達
の
遅
か
っ
た
昔
で
も
口
コ
ミ
の
相
場
に
は
敏
感
で
製
紙
原
料
が
高
く
売
れ
そ
う
な
年
は
仕
事
に
も
張
り
が
あ
っ
て
、
旧
正
月

ま
で
に
仕
事
を
終
え
る
家
も
多
か
っ
た
が
、
安
い
年
は
旧
正
月
か
ら
一
頁
ご
ろ
に
か
け
て
厳
寒
の
候
に
行
う
家
も
あ
っ
た
。
こ
の
仕
事
は

●
一
一
一
一

農
家
に
と
っ
て
重
要
な
現
金
収
入
の
道
で
あ
っ
た
。

製
紙
原
料
な
ど
の
収
入
の
少
な
い
家
庭
で
は
、
炭
焼
き
を
す
る
。
炭
焼
き
窯
は
近
く
て
三
三
億
楚
遠
い
所
で
は
十
億
岬
も
山
の
中

るが
0，

に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
じ

十
二
月
も
中
旬
を
過
ぎ
る
と
山
里
は
農
閑
期
に
入
る
。
冬
の
農
家
の
大
仕
事
で
あ
る
三
種
や
猪
（
か
承
そ
）
切
り
と
梶
は
ぎ
が
始
ま
る

、
田
植
え
や
稲
刈
り
な
ど
の
仕
事
と
違
っ
て
四
、
五
日
遅
れ
て
も
、
収
穫
に
相
違
が
出
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
多
少
の
ゆ
と
り
が
あ
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商
店
の
支
払
い
は
盆
と
節
季
の
年
二
回
に
分
け
て
支
払
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
農
家
の
人
に
と
っ
て
は
加
持
子
米
の
支
払
い

が
大
き
な
負
担
で
あ
り
、
暮
れ
の
二
十
日
過
ぎ
に
は
馬
に
つ
け
た
り
、
家
族
総
出
で
地
主
の
家
ま
で
持
ち
つ
け
た
。
加
持
子
に
は
「
扱
き

も
熟

分
け
」
と
い
っ
て
籾
を
地
主
と
折
半
に
す
る
方
法
も
あ
っ
た
。

借
金
の
支
払
い
が
で
き
な
い
年
に
は
、
証
書
の
書
き
換
え
に
も
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
世
話
に
な
っ
た
方
へ
は
お
歳
暮
の
あ
い

さ
つ
に
も
行
っ
た
。
頼
母
子
講
の
支
払
い
、
新
年
を
迎
え
る
買
い
物
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
年
末
の
忙
し
い
日
が
続
い
た
。

も
ち

正
月
を
迎
え
る
に
は
餅
を
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
白
米
の
餅
・
う
る
ち
餅
・
あ
ず
き
餅
・
の
り
餅
・
薯
餅
・
粟
餅
・
高
き
び
餅
・

唐
き
び
餅
・
小
き
び
餅
な
ど
が
準
備
さ
れ
、
二
十
六
、
’
二
十
八
日
の
間
に
餅
つ
き
が
行
わ
れ
る
。

う
す

最
初
の
一
日
で
お
供
え
用
の
餅
を
つ
く
。
豊
永
方
面
で
は
直
径
七
生
し
峰
ほ
ど
の
餅
を
台
に
し
て
三
重
の
お
供
え
を
作
る
。
大
杉
地
方
で

１
餅
つ
き

難
'2'‘』閉鴬職

蕊 §

大豊地方の門松

は
、
二
つ
重
ね
の
お
供
え
が
多
く
、
ま
れ
に
は
傘
餅
と
い
っ

て
上
の
餅
を
大
き
く
し
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

お
供
え
餅
は
家
で
祭
っ
て
あ
る
神
様
全
部
に
お
供
え
す
る

数
だ
け
作
る
。
伊
勢
宮
様
・
正
月
様
・
七
夕
様
・
え
び
す

様
・
八
幡
様
・
水
神
様
・
荒
神
様
・
雪
隠
様
な
ど
で
あ
る
。

二
十
九
日
に
は
苦
を
つ
く
と
い
っ
て
餅
つ
き
を
忌
む
。
巳

の
日
に
も
餅
つ
き
は
し
な
い
。
新
仏
の
あ
る
家
で
十
二
月
の

巳
の
日
に
餅
を
つ
い
て
、
仏
様
の
お
祭
り
を
す
る
か
ら
で
あ

ブ
Ｑ
Ｏ
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十
二
月
二
十
日
過
ぎ
ご
ろ
に
な
る
と
、
松
迎
え
に
行
く
。
正
月
の
門
飾
り
で
あ
る
。
普
通
敷
地
に
は
二
か
所
の
出
入
り
口
が
あ
る
の

か
し

で
、
門
松
は
二
か
所
に
作
ら
れ
る
。
入
り
口
の
両
側
に
竹
か
樫
の
木
を
立
て
、
そ
の
間
に
注
連
縄
を
張
る
。
竹
の
元
に
は
松
と
梅
を
添

さ
か
き

え
、
注
連
縄
に
は
裏
白
、
ゆ
ず
り
葉
が
挟
ん
で
あ
る
。
所
に
よ
っ
て
は
、
榊
・
し
ぎ
ぴ
な
ど
を
入
れ
る
。

樫
の
木
を
立
て
る
家
で
は
根
元
に
栗
の
木
を
添
え
る
。
九
里
四
方
貸
し
回
す
と
い
っ
て
、
大
金
持
ち
に
な
る
よ
う
に
と
い
う
意
味
だ
と

い
う
。
門
松
は
二
重
と
三
重
の
枝
付
け
を
左
右
一
組
と
し
た
。

大
杉
地
方
で
は
赤
松
（
メ
ン
松
）
、
黒
松
（
オ
ン
松
）
を
一
対
と
し
た
。
門
松
を
立
て
る
日
は
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、
小
つ
も
ご
（
大

晦
日
の
前
日
）
に
は
立
て
て
あ
る
。
一
夜
飾
り
は
し
な
い
も
の
と
い
っ
て
、
山
か
ら
松
を
迎
え
て
そ
の
日
に
立
て
て
は
い
け
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
ゆ
と
り
を
持
っ
て
用
意
せ
よ
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

二
十
九
日
、
三
十
日
に
は
豆
腐
や
こ
ん
に
ゃ
く
を
作
る
。
昭
和
十
年
ご
ろ
ま
で
は
、
味
噌
も
醤
油
も
全
部
自
家
製
で
あ
っ
た
。

と
い
っ
た
そ
う
だ
。

大
晦
日
の
こ
と
を
、
「
お
お
つ
も
ご
」
と
い
い
、
こ
の
日
は
四
時
半
ご
ろ
に
は
食
事
を
し
た
。
平
常
は
、
仕
事
か
ら
帰
宅
す
る
の
が
暗

く
な
る
こ
ろ
に
な
る
の
で
、
用
意
を
す
ま
せ
て
夕
食
の
膳
に
着
く
の
は
、
そ
れ
か
ら
一
時
間
も
遅
く
な
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
明
る
い
う

ち
か
ら
食
事
を
す
る
と
、
何
か
改
ま
っ
た
気
分
に
な
っ
た
も
の
だ
。
老
人
の
話
で
は
、
遅
く
な
っ
て
食
事
を
し
て
い
た
ら
鬼
に
笑
わ
れ
る

お
か
し
ら
つ
き

こ
の
夜
の
食
事
は
、
本
膳
と
い
っ
て
飯
椀
・
汁
椀
・
平
椀
な
ど
の
食
器
が
並
べ
ら
れ
、
尾
頭
付
（
う
る
め
な
ど
）
で
あ
っ
た
。
長
い
も

の
、
大
き
い
も
の
を
食
べ
た
ら
よ
い
と
い
っ
て
く
じ
ら
の
肉
な
ど
が
食
膳
を
飾
っ
た
し
、
地
方
に
よ
っ
て
は
年
越
し
の
そ
ば
を
食
べ
た
。

お
お

３
大

２
松
飾
り

晦零

日力
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食
事
の
終
了
後
や
鉄
砲
の
あ
る
家
で
は
空
砲
を
撃
っ
て
鬼
お
ど
し
を
し
た
。

い
ろ
り

囲
炉
裏
に
は
俵
く
ん
ぜ
（
梶
ヶ
内
で
は
福
く
ん
ぜ
、
大
杉
で
は
単
に
く
ん
ぜ
と
い
っ
た
）
と
い
っ
て
、
直
径
二
十
琴
ほ
ど
の
大
き
な
樫
や

け
や
き

樺
の
木
を
四
隅
か
ら
入
れ
て
火
を
た
い
た
。
正
月
三
が
日
内
は
日
夜
火
を
切
ら
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
夜
も
こ
の
四
本
を
突
き
合
わ

せ
囲
炉
裏
の
灰
を
か
け
て
朝
ま
で
火
種
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
し
た
。

東
豊
永
で
は
、
三
日
が
終
わ
る
こ
ろ
、
俵
く
ん
ぜ
の
火
を
消
し
て
焼
け
残
っ
た
も
の
を
、
つ
し
（
天
井
の
上
）
に
上
げ
て
置
く
風
習
が

あ
り
、
屋
根
の
葺
き
替
え
の
と
き
に
は
、
つ
し
に
何
十
本
も
た
ま
り
、
古
い
家
で
は
百
を
超
す
ほ
ど
の
俵
く
ん
ぜ
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
。

大
杉
で
は
、
家
の
軒
先
に
つ
る
し
て
お
く
と
魔
よ
け
に
な
る
と
さ
れ
て
い
た
。

神
様
と
い
う
こ
と
で
、
普
通
（

っ
て
あ
る
。
荒
神
様
と
い
三

立
て
る
家
も
あ
っ
た
と
い
う
。

す
す

寺
内
や
梶
ヶ
内
・
大
杉
方
面
で
は
、
煤
は
ら
い
の
儀
と
い
っ
て
師
走
に
入
る
と
契
約
し
て
い
る
太
夫
（
神
職
）
が
正
月
に
必
要
な
御
幣

を
作
り
お
蕨
い
を
し
て
各
戸
を
回
っ
た
。

家
に
よ
っ
て
地
方
に
よ
っ
て
祭
る
神
を
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
が
、
太
夫
は
そ
の
家
の
祭
神
を
よ
く
暗
記
し
て
い
た
。
家
人
が
不
在
の

と
き
で
も
謝
礼
と
決
ま
っ
て
い
た
唐
き
び
一
升
（
大
杉
で
は
米
一
升
と
五
’
十
銭
）
と
、
和
紙
を
床
前
に
用
意
し
て
置
け
ば
、
勝
手
に
上

が
り
込
ん
で
お
蕨
い
を
し
て
く
れ
た
と
い
う
。

大
神
宮
様
の
幣
は
柄
の
長
さ
が
三
尺
ほ
ど
も
あ
り
、
昔
は
恐
れ
多
い
と
い
う
の
で
、
つ
し
に
お
祭
り
し
て
あ
っ
た
そ
う
だ
。
一
番
偉
い

神
様
と
い
う
こ
と
で
、
普
通
の
神
様
と
区
別
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
神
棚
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
現
在
で
は
神
棚
に
祭

っ
て
あ
る
。
荒
神
様
と
い
っ
て
か
ま
ど
の
神
様
や
地
の
神
様
を
祭
る
家
で
は
、
こ
び
ら
荒
神
と
い
っ
て
屋
根
の
側
面
に
御
幣
を
逆
向
け
に

大
晦
日
に
は
主
人
は
明
き
方
に
年
徳
神
を
祭
る
神
棚
を
作
り
、
お
供
え
物
を
供
え
て
正
月
迎
え
の
用
意
を
す
る
。
梶
ケ
内
で
は
、
迎
春

４
す
す
は
ら
い
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梶
ヶ
内
方
面
で
は
こ
の
松
明
を
一
か
年
保
存
し
て
お
い
て
、
行
方
不
明
の
人
が
出
た
と
き
な
ど
に
、
こ
の
松
明
を
持
っ
て
捜
す
と
見
つ

か
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
水
槽
に
は
、
田
芋
、
洗
米
な
ど
が
水
神
様
に
供
え
て
あ
る
。
主
人
が
お
茶
を
わ
か
し
た
こ
ろ
主
婦
が
起

き
出
し
て
来
る
。
主
婦
が
起
き
た
の
を
見
計
ら
っ
て
家
族
が
次
点
に
起
き
出
し
て
来
る
。

年
末
に
子
供
の
洋
服
や
下
着
、
足
袋
な
ど
が
新
調
さ
れ
た
家
で
は
、
朝
起
き
て
来
る
と
子
供
た
ち
は
新
し
い
衣
服
を
身
に
着
け
、
祖
父

や
父
親
が
作
っ
て
く
れ
て
あ
る
草
履
を
履
く
。
こ
れ
を
履
き
初
め
と
い
う
。

主
人
は
座
に
着
い
て
い
て
、
次
点
と
起
き
出
て
来
る
家
族
の
「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
あ
い
さ
つ
に
「
お
め
で
と
う
ご
ざ

か
ぶ
ら

い
ま
す
」
と
答
礼
し
、
お
茶
を
出
す
。
取
り
初
め
台
と
い
っ
て
、
大
き
な
木
製
の
鉢
に
、
葉
の
つ
い
た
蕪
を
乗
せ
、
そ
の
上
に
松
竹
梅
を

立
て
、
竹
の
上
に
白
紙
で
折
り
鶴
を
つ
け
、
鉢
に
は
白
米
と
、
く
し
柿
が
入
れ
て
あ
る
物
を
差
し
出
す
。
お
茶
を
受
け
た
者
は
、
く
し
柿

の
用
意
の
最
後
に
「
富
を
く
く
る
」
と
い
っ
て
細
長
い
和
紙
に
米
粒
を
一
粒
ず
つ
く
る
ん
で
、
諸
道
具
（
菜
刀
・
鍬
・
鎌
・
ひ
し
ゃ
く
…

…
）
に
結
び
付
け
る
と
正
月
迎
え
の
準
備
が
全
部
終
わ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
川
口
で
は
米
に
豆
を
添
え
て
い
た
。

桃
原
辺
り
で
は
、
大
晦
日
の
晩
に
眠
る
こ
と
を
「
稲
を
積
む
」
と
い
う
。
早
く
寝
所
に
向
か
う
者
は
ま
だ
起
き
て
い
る
人
に
、
「
稲
を

積
ま
ん
せ
よ
う
」
（
お
や
す
ゑ
な
さ
い
）
と
言
っ
て
座
を
立
っ
て
寝
所
に
向
か
っ
た
。

た
い
ま
つ

各
地
で
新
春
を
迎
え
る
準
備
の
中
で
松
明
を
作
る
地
方
が
あ
っ
た
。
こ
の
松
明
は
、
若
水
迎
え
、
門
明
け
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
が
、
大

平
部
落
で
は
、
松
明
を
わ
ら
で
結
ぶ
と
き
、
明
年
の
月
の
数
だ
け
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
翌
年
が
閏
年
で
あ
っ
た
ら
十
三
か
所
、
平

年
で
あ
っ
た
ら
十
二
か
所
結
ん
だ
。
（
注
）
明
き
方
恵
方
の
こ
と
、
正
月
の
神
の
来
臨
す
る
方
向
の
こ
と
。

ぞ
う
に

わ
か
し
、
お
雑
煮
を
煮
る
。

た
い
ま
つ

元
日
の
朝
一
番
早
く
起
き
る
の
は
主
人
（
男
）
で
あ
る
。
衣
服
を
改
め
松
明
を
持
っ
て
若
水
迎
え
を
す
る
。
迎
え
た
若
水
で
、
お
茶
を

５
元
日
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を
食
べ
て
お
茶
を
飲
む
。
こ
の
柿
を
柿
茶
の
子
と
い
っ
た
。

ざ
か
な

お
茶
が
終
わ
る
と
、
冷
酒
で
盃
を
受
け
る
。
少
し
口
に
含
ん
で
盃
を
置
く
と
、
主
人
は
魚
（
か
ず
の
こ
・
雑
魚
）
を
は
さ
ん
で
「
お
肴

を
上
げ
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
。
相
手
が
両
手
を
重
ね
て
差
し
出
す
と
「
本
年
も
お
首
尾
よ
う
に
」
と
、
祝
い
の
言
葉
と
と
も
に
肴
を
渡

す
。
肴
を
口
に
入
れ
る
と
、
も
う
一
度
お
酒
を
注
ぐ
。
二
回
目
に
お
酒
を
注
ぐ
こ
と
を
直
す
と
い
う
。
こ
れ
で
家
庭
に
お
け
る
元
日
の
行

事
が
終
わ
り
、
八
幡
様
や
氏
神
様
へ
お
参
り
に
行
く
。

地
域
に
よ
っ
て
元
日
の
朝
の
行
事
は
異
な
り
、
梶
ヶ
内
で
は
、
松
明
を
持
っ
て
主
人
（
男
）
が
若
水
迎
え
に
行
き
「
若
水
を
迎
え
に
参

り
ま
し
た
」
と
水
神
様
に
あ
い
さ
つ
を
し
、
迎
え
て
台
所
に
持
参
す
る
と
、
家
族
全
員
そ
ろ
っ
て
、
氏
神
様
に
参
詣
す
る
。
こ
の
場
合
途

中
で
人
と
出
会
っ
て
も
あ
い
さ
つ
は
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
氏
神
の
参
拝
が
終
わ
っ
て
帰
宅
す
る
と
家
の
神
前
に
参
拝
し
、
主
婦

が
お
茶
を
入
れ
る
。
水
迎
え
の
と
き
の
米
や
豆
の
沈
桑
ぐ
あ
い
で
そ
の
年
の
作
柄
を
占
っ
た
。

正月行事の一つの取り初め台（挫永地方）

か
ど
あ

家
で
雑
煮
を
祝
っ
た
ら
、
門
明
け
に
行
く
。

門
明
け
と
い
う
の
は
、
交
際
始
め
の
儀
式
で
、

た
い
て
い
の
家
に
一
軒
ま
た
は
二
軒
の
門
明
け

類
と
い
う
家
が
あ
る
。
こ
の
門
明
け
類
と
い
う

の
は
、
幸
、
不
幸
に
つ
け
て
最
も
大
切
に
交
際

を
す
る
家
で
、
そ
の
家
の
行
事
に
は
主
人
に
代

わ
っ
て
、
世
話
を
し
あ
う
間
柄
で
あ
る
。
一
家

全
員
が
そ
ろ
っ
て
、
門
明
け
の
あ
い
さ
つ
に
行

６
門
明
け
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あ

鍬
を
持
っ
て
「
一
粒
万
倍
、
一
粒
万
倍
」
と
祈
っ
て
明
き
方
に
向
か
っ
て
、
三
鍬
ほ
ど
畑
を
掘
る
。
鍬
初
め
が
終
わ
る
と
、
家
に
帰
り

「
お
首
尾
よ
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
「
お
世
話
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
あ
い
さ
つ
を
交
わ
し
、
盃
を
す
る
。
続
い
て
お
客
は
明
き
方
に
頭
を

向
け
て
寝
る
ま
ね
を
す
る
。
亭
主
が
ヨ
ヶ
コ
ッ
コ
ウ
ー
」
と
鶏
の
鳴
き
声
を
出
す
と
、
お
客
は
起
き
上
が
り
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま

す
」
と
あ
い
さ
つ
を
交
わ
し
再
び
盃
に
な
る
。
こ
れ
で
泊
ま
り
初
め
が
終
わ
る
。

門
明
け
の
訪
問
順
は
両
家
の
い
ず
れ
か
に
不
幸
が
あ
れ
ば
交
代
す
る
。
今
ま
で
先
に
行
っ
て
い
た
家
が
後
か
ら
門
明
け
に
行
く
よ
う
に

な
る
。

を
添
え
て
鏡
餅
を
供
え
た
。

家
に
帰
り
着
い
て
、
し
ば
ら
く
待
つ
と
、
さ
き
ほ
ど
の
家
か
ら
門
明
け
の
返
礼
に
来
る
。
先
と
同
様
に
も
て
な
し
た
後
、
鍬
初
め
を
行

う
。
昔
は
鍬
初
め
、
泊
ま
り
初
め
は
二
日
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
一
日
の
う
ち
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

雑
煮
を
食
べ
帰
宅
す
る
。

く
。
和
紙
に
一
銭
か
二
銭
包
ん
だ
お
年
玉
を
持
っ
て
行
く
が
、
後
か
ら
返
礼
と
し
て
門
明
け
に
行
く
家
は
持
参
し
た
お
年
玉
を
そ
の
ま
ま

持
っ
て
行
く
か
ら
お
金
は
儀
礼
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
旧
年
中
は
何
か
と
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
本
年
も
相
変
わ
ら
ず
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
」
。
こ
れ
が
門
明
け
、
年
頭
を
通
じ
て
の
決
ま
り
文
句
の
口
上
で
あ
る
。
迎
え
た
方
も
同
じ
よ
う
な
口
上
を
述
べ
る
。

家
で
食
べ
た
と
同
じ
よ
う
に
柿
茶
の
子
を
取
り
、
豆
腐
の
田
楽
を
頂
く
。
豆
腐
の
田
楽
と
い
う
の
は
短
冊
形
に
切
っ
た
豆
腐
に
味
噌
を

く
し

か
ん
し
ゆ

ぬ
っ
た
も
の
を
、
竹
の
串
に
さ
し
て
囲
炉
裏
に
立
て
あ
ぶ
っ
た
も
の
で
、
一
人
に
二
串
あ
て
出
す
。
冷
酒
で
盃
を
し
た
後
澗
酒
を
飲
ん
で

く
わ鍬

初
め
は
農
作
業
始
め
の
儀
式
で
、
あ
ら
か
じ
め
畑
の
中
に
松
飾
り
を
立
て
て
鍬
を
用
意
し
て
あ
る
。
川
口
で
は
松
飾
り
に
カ
ヤ
の
穂

７
鍬
初
め
、
泊
ま
り
初
め
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年
頭
と
は
正
式
に
は
年
頭
の
あ
い
さ
つ
で
あ
り
、
門
明
け
類
以
外
の
近
所
、
親
戚
に
年
頭
の
あ
い
さ
つ
に
出
向
く
。

門
明
け
の
終
了
後
な
の
で
、
お
昼
ご
ろ
か
ら
年
頭
祝
い
の
客
が
訪
れ
る
。
集
落
内
の
伯
父
、
叔
母
、
兄
弟
の
家
に
は
、
家
族
全
員
が
あ

い
さ
つ
に
行
く
の
で
忙
し
い
。
年
頭
は
普
通
三
が
日
内
に
行
わ
れ
た
。
集
落
外
や
血
縁
の
遠
い
親
戚
の
間
で
も
だ
れ
か
が
代
表
し
て
あ
い

さ
つ
に
行
っ
た
。
親
戚
の
多
い
家
で
は
三
が
日
中
は
一
日
に
三
十
人
も
四
十
人
も
の
来
客
が
あ
り
、
常
時
四
、
五
人
が
飲
ん
で
い
る
状
態

で
、
主
婦
は
里
へ
の
年
頭
の
あ
い
さ
つ
に
も
出
か
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
忙
し
か
っ
た
。

ま
た
、
雑
煮
の
餅
の
大
き
さ
が
、
そ
の
家
の
貫
禄
を
示
す
も
の
と
さ
れ
た
が
、
耕
作
田
の
少
な
い
家
庭
で
は
雑
煮
の
代
わ
り
に
、
う
ど

集
落
に
よ
っ
て
は
、
新
生
活
窪

年
頭
祝
賀
会
を
行
う
所
も
あ
る
。

ま
た
、
雑
煮
の
餅
の
大
き
さ
ぷ

ん
な
ど
を
出
す
場
合
も
あ
っ
た
。

正
月
二
日
ま
た
は
四
日
は
山
の
口
明
け
と
い
っ
て
山
仕
事
始
め
の
日
と
し
て
い
る
。
同
時
に
こ
の
日
は
狩
猟
始
め
の
日
で
も
あ
る
。

大
平
部
落
で
は
、
小
つ
も
ど
の
日
か
ら
、
正
月
二
日
ま
で
は
飯
を
炊
か
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
正
月
二
日
の
山
の
口
明
け
の

日
、
木
を
切
っ
て
持
ち
帰
り
こ
の
木
で
飯
の
炊
き
始
め
を
す
る
と
い
う
。

現
在
で
は
、
門
明
け
、
年
頭
と
も
に
簡
素
化
さ
れ
、
代
表
一
人
が
あ
い
さ
つ
に
出
る
だ
け
に
な
っ
た
。

さ
か
な

集
落
に
よ
っ
て
は
、
新
生
活
運
動
と
も
関
係
づ
け
て
、
各
戸
か
ら
代
表
一
人
が
重
箱
に
肴
を
詰
め
酒
を
持
ち
寄
っ
て
、
公
民
館
な
ど
で

８
年
頭

９
山
の
口
明
け

10

家や

祈曾

祷；
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ま
た
正
月
の
十
四
日
に
は
か
い
つ
り
を
行
う
所
が
多
か
っ
た
。

は
ぜ

直
径
一
云
し
峰
ほ
ど
の
櫨
の
木
を
十
五
稚
し
》
か
二
十
生
し
》
ぐ
ら
い
に
切
り
、
下
三
分
の
一
の
皮
を
削
り
、
上
を
一
弓
に
割
っ
て
裏
白
と
ゆ

ご
う
づ
え

ず
り
は
を
挟
ん
だ
「
合
杖
」
を
作
っ
た
。

こ
わ
れ

こ
の
杖
を
持
っ
た
数
人
の
子
供
や
若
い
衆
が
面
を
か
ぶ
っ
た
り
、
頬
か
ぶ
り
を
し
て
顔
を
隠
し
、
声
音
を
つ
か
っ
て
「
か
い
つ
り
、
か

い
つ
り
」
と
い
い
な
が
ら
集
落
内
の
家
庭
に
配
っ
て
回
る
。

ひ
し

そ
の
と
き
ご
う
杖
を
も
ら
っ
た
家
で
は
、
丸
い
お
供
え
餅
か
菱
餅
（
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
角
餅
）
を
返
礼
に
く
れ
る
が
、
家
に
よ
っ
て
は

正
月
の
十
四
日
、
十
五
日
を
奥
正
月
と
い
う
。
十
三
日
ご
ろ
に
若
餅
を
つ
い
て
、
お
正
月
に
神
々
に
供
え
た
お
餅
を
取
り
換
え
る
。
近

所
同
士
で
奥
正
月
礼
と
い
っ
て
あ
い
さ
つ
の
交
換
が
行
わ
れ
た
。
年
頭
の
あ
い
さ
つ
が
終
わ
っ
て
い
な
い
者
は
、
こ
の
日
に
年
頭
に
行
く

こ
と
も
あ
っ
た
。

各
家
で
、
野
菜
や
米
、
豆
腐
な
ど
を
入
れ
て
七
草
雑
炊
（
か
ゆ
）
を
炊
く
。
野
菜
な
ど
を
切
る
と
き
に
は
つ
ぎ
臼
の
上
に
、
ま
な
板
を

な
ん
な

置
き
、
明
き
方
に
向
い
て
、
「
日
本
の
鳥
と
唐
土
の
烏
と
羽
が
い
合
わ
せ
を
せ
ん
う
ち
に
七
草
菜
左
を
は
や
し
ま
す
ト
ン
ト
ン
ト
ン
ト

ン
」
と
唱
え
て
手
早
く
切
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
切
り
手
は
男
の
仕
事
と
な
っ
て
い
る
。

梶
ヶ
内
辺
り
で
は
、
「
日
本
の
烏
と
、
唐
土
の
鳥
と
飛
ば
ん
間
に
七
草
菜
を
は
や
し
奉
る
」
と
唱
え
る
と
い
う
。

正
月
の
初
め
大
社
教
の
氏
子
の
家
に
は
、
家
祈
祷
と
い
っ
て
、
大
社
教
の
神
官
が
各
戸
を
回
り
、
お
政
い
を
す
る
。
一
年
間
の
家
内
安

全
と
、
各
種
の
さ
わ
り
も
の
を
赦
い
清
め
る
儀
式
で
あ
る
。
大
杉
方
面
で
は
不
幸
が
続
く
と
家
祈
祷
を
し
た
。

岨
奥
正
月
・
か
い
つ
り

ｕ
七
日
正
月
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正
月
六
日
、
正
月
十
四
日
、
節
分
、
こ
の
三
日
は
厄
年
の
人
や
、
そ
の
ほ
か
の
人
も
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
箸
蔵
山
や
愛
媛
県
新
宮
村
の

奥
の
院
、
ま
た
、
寺
内
の
お
薬
師
さ
ん
へ
厄
払
い
の
た
め
に
お
通
夜
に
行
っ
た
。
東
豊
永
方
面
で
は
、
節
分
の
日
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い

う
。
こ
れ
を
年
を
も
ら
い
に
行
く
と
い
っ
た
。

若
い
衆
に
水
を
か
け
る
と
そ
の
年
干
ば
つ
に
遭
わ
な
い
と
い
っ
て
水
の
振
る
舞
い
の
あ
る
家
が
あ
っ
た
の
で
、
餅
を
も
ら
う
が
早
い
か
脱

兎
の
よ
う
に
逃
げ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

ぽ
し

こ
の
と
き
の
ご
う
杖
（
豊
永
地
方
で
は
ご
う
箸
）
と
お
供
え
餅
の
一
部
は
お
サ
バ
イ
様
に
祭
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

つ
ち
の
え
か
ゆ

春
分
、
秋
分
の
日
に
近
い
戊
の
日
を
社
日
と
い
い
士
の
神
様
（
田
畑
の
神
）
を
祭
る
日
と
し
、
粥
を
炊
い
て
お
供
え
し
、
春
の
社
日
に

は
、
神
様
は
土
に
こ
も
る
の
で
畑
を
掘
る
と
神
様
の
頭
を
打
つ
と
い
っ
て
畑
仕
事
を
休
ん
だ
。

秋
の
社
日
に
は
、
新
芋
な
ど
を
お
供
え
し
た
。

ま
た
、
地
方
に
よ
っ
て
は
米
を
七
回
水
洗
い
し
、
そ
れ
に
榊
の
葉
を
添
え
て
神
棚
に
祭
る
所
も
あ
っ
た
。

お
と
ご

弟
子
の
正
月
と
も
い
う
。
こ
れ
が
最
後
の
正
月
行
事
で
、
こ
れ
で
正
月
気
分
を
一
掃
し
て
仕
事
に
本
腰
で
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。

二
十
日
は
、
山
の
祭
り
の
日
で
も
あ
り
当
日
は
山
の
神
を
祭
り
、
木
を
切
っ
た
り
、
山
仕
事
を
忌
む
日
と
さ
れ
た
。

弼
厄
除
け

ｕ
二
十
日
正
月

妬
社
日
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春
・
秋
の
彼
岸
に
は
、
家
か
ら
出
て
い
る
者
が
先
祖
の
墓
参
り
に
帰
る
。
彼
岸
の
前
日
に
は
お
墓
の
掃
除
を
し
て
、
一
年
竹
の
花
筒
を

作
っ
て
新
し
い
し
き
び
、
ま
た
は
榊
が
立
て
ら
れ
た
。
お
彼
岸
の
入
り
や
お
中
日
、
さ
め
の
日
に
は
、
ご
飯
、
茶
、
精
進
料
理
や
お
は
ぎ

な
ど
を
供
え
て
先
祖
を
お
祭
り
し
た
。
お
参
り
に
来
る
の
は
、
中
日
が
多
く
都
合
の
つ
か
な
い
者
は
入
り
の
日
か
さ
め
の
日
で
あ
っ
た
。

ひ
な
の
せ
つ
く

雛
節
句
で
あ
る
が
貧
し
い
山
村
で
は
大
々
的
に
お
雛
様
を
飾
る
家
も
少
な
く
、
ひ
し
餅
を
作
っ
て
桃
の
花
び
ら
を
浮
か
し
た
お
茶
を
飲

ん
で
お
祝
い
を
す
る
程
度
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
女
の
子
の
初
節
句
に
は
、
近
所
や
親
戚
を
招
い
て
お
祝
い
を
す
る
家
が
あ
っ
た
。

こ
の
日
に
は
嫁
さ
ん
が
、
重
箱
に
ひ
し
餅
を
詰
め
て
里
帰
り
し
一
泊
し
て
く
る
風
習
も
あ
っ
た
。

ん
だ
か
し
わ
餅
を
作
っ
た
。

し
ょ
う
ぶ

朝
起
き
る
と
サ
ト
イ
モ
科
の
あ
や
め
に
似
て
香
気
の
あ
る
菖
蒲
を
頭
に
巻
い
た
り
腰
に
巻
い
た
り
し
た
。

菖
蒲
を
風
呂
に
入
れ
て
菖
蒲
湯
を
作
り
一
年
中
の
無
病
息
災
を
祈
念
し
た
。

よ
も
ぎ

く
す
だ
ま

ま
た
大
杉
方
面
で
は
蓬
に
菖
蒲
を
巻
い
て
薬
玉
を
作
り
屋
根
の
上
に
投
げ
て
魔
除
け
と
し
た
。

の
ぼ
り
こ
い

近
年
は
男
の
子
の
初
節
句
に
フ
ラ
フ
や
職
や
鯉
の
ぼ
り
な
ど
を
立
て
た
り
、
武
者
人
形
を
床
飾
り
に
す
る
家
が
多
く
な
っ
た
。

ち
ま
き

端
午
の
節
句
に
は
綜
の
代
わ
り
に
米
の
粉
で
団
子
を
作
っ
た
り
、
サ
ル
ト
リ
イ
バ
ラ
（
こ
の
地
方
で
は
カ
ラ
タ
チ
と
い
う
）
の
葉
で
包

肥
五
月
五
日

Ⅳ
彼
岸

略
三
月
三
日
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夏
至
か
ら
十
一
日
目
に
当
た
る
半
夏
の
日
（
七
月
二
日
ご
ろ
）
は
、
梅
雨
明
け
で
も
あ
り
こ
の
地
方
で
は
、
田
植
え
の
終
期
と
さ
れ
て

い
た
の
で
、
半
夏
団
子
を
作
っ
て
、
一
切
の
農
作
業
を
休
む
習
わ
し
で
あ
っ
た
。

●
●

こ
の
日
は
大
人
も
子
供
も
、
よ
く
釣
り
に
行
っ
た
り
、
穴
内
川
で
は
う
な
ぎ
を
こ
れ
に
行
っ
た
り
し
た
。

●
●

●
●

う
な
ぎ
を
こ
れ
る
と
き
は
最
低
三
人
の
人
数
で
で
き
る
が
、
も
ち
ろ
ん
多
い
ほ
ど
魚
獲
が
増
え
る
。
う
な
ぎ
を
こ
れ
る
と
き
は
、
一
人

が
う
な
ぎ
の
入
っ
て
い
そ
う
な
、
し
か
も
動
か
せ
そ
う
な
石
を
金
棒
で
こ
れ
る
（
ゆ
す
る
）
。
一
人
は
魚
の
逃
げ
そ
う
な
方
向
に
網
を
す

け
て
待
ち
、
一
人
は
金
突
で
逃
げ
る
う
な
ぎ
を
突
き
止
め
る
。

子
供
は
小
さ
な
谷
川
で
エ
ビ
や
ゴ
リ
を
ブ
ッ
タ
イ
で
す
く
っ
た
り
モ
ッ
ゴ
（
あ
ぶ
ら
は
や
）
を
釣
っ
た
り
し
て
遊
ん
だ
。

東
豊
永
方
面
で
は
、
こ
の
日
に
オ
サ
バ
イ
田
に
行
っ
て
、
な
ま
ぐ
さ
や
お
神
酒
を
供
え
て
豊
作
を
祈
っ
た
。

田
植
え
の
始
め
に
オ
サ
バ
イ
様
（
田
の
神
様
）
を
祭
る
。

熟
と
あ
ぜ

普
通
耕
作
地
の
一
番
上
の
田
の
水
戸
口
の
畦
に
祭
っ
た
が
、
こ
の
田
に
は
不
浄
を
嫌
っ
て
牛
馬
を
入
れ
た
り
下
肥
を
施
し
た
り
し
な
か

っ
た
の
で
、
下
方
の
田
で
も
小
さ
い
田
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

田
の
畦
に
柿
の
葉
付
き
の
小
枝
か
樫
の
小
枝
（
よ
く
実
る
よ
う
に
と
実
の
な
る
木
）
を
三
本
立
て
、
そ
の
間
へ
柿
の
葉
を
敷
い
て
正
月

あ
ら
れ
じ
ゃ
こ
ぷ
き

の
鍬
初
め
の
お
供
え
餅
か
、
か
い
つ
り
の
餅
を
謡
に
切
っ
た
も
の
と
、
米
、
雑
魚
、
お
神
酒
な
ど
を
供
え
、
苗
を
三
株
植
え
て
拝
ん
だ
。

田
植
え
が
全
部
終
了
す
る
と
、
同
じ
場
所
に
赤
飯
・
お
神
酒
な
ど
を
供
え
て
五
穀
の
豊
穣
を
祈
っ
た
。

岨
オ
サ
バ
イ
様

20

半％

夏げ

生k
う



第13章民

お
な
ば
れ

俗
旧
暦
六
月
の
祭
り
は
夏
祭
り
で
、
正
月
や
九
月
と
違
い
御
神
幸
は
な
い
。
祭
り
の
前
夜
か
ら
日
待
ち
宵
待
ち
の
お
祭
り
で
始
ま
っ
て
当

1094

し
め

縁
側
の
柱
に
注
連
縄
を
引
き
、
き
び
の
葉
、
な
す
の
葉
、
里
芋
の
葉
に
水
を
入
れ
た
も
の
な
ど
を
つ
る
し
、
家
族
全
員
の
着
物
を
一
枚

あ
て
掛
け
て
、
健
康
と
長
寿
を
祈
る
習
俗
が
あ
る
。
い
も
の
葉
に
く
る
ま
れ
た
水
で
目
を
洗
う
と
眼
病
が
治
る
と
い
わ
れ
た
。
竹
笹
に
短

冊
を
つ
る
し
、
願
い
ご
と
な
ど
を
書
い
た
。

梶
ヶ
内
で
は
注
連
縄
で
な
く
て
、
わ
ら
縄
を
引
き
、
同
様
の
飾
り
付
け
を
し
た
。
こ
の
縄
は
一
か
年
保
存
さ
れ
、
犬
神
や
き
つ
ね
な
ど

つ
き
も
の
の
し
た
人
が
出
た
場
合
、
こ
の
縄
で
し
ば
る
と
つ
き
も
の
が
落
ち
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 と

な

き
よ
う
び
つ

大
平
部
落
で
は
夏
祭
り
の
翌
日
に
氏
堂
の
祭
り
と
虫
送
り
を
し
た
。
虫
送
り
で
は
大
般
若
経
を
調
え
、
そ
の
経
植
を
二
人
で
担
い
で

「
チ
ン
チ
コ
リ
ン
コ
、
カ
イ
カ
イ
カ
イ
、
稲
の
虫
し
や
西
へ
行
け
」
と
唱
え
な
が
ら
鉦
や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
、
村
境
ま
で
行
っ
た
。

ま
た
大
杉
方
面
で
は
虫
送
り
の
と
ぎ
や
、
田
の
畦
を
通
る
と
き
な
ど
ヌ
イ
ト
ウ
様
の
お
通
り
じ
ゃ
、
ヘ
ビ
も
ハ
ー
メ
も
そ
っ
ち
－
行

け
」
と
唱
え
な
が
ら
通
っ
た
。

た
0

日
に
神
祭
を
行
っ
た
。

桃
原
で
は
神
祭
の
翌
日
も
疫
病
除
け
の
夏
祈
祷
を
行
う
の
で
三
日
が
か
り
と
な
っ
た
。
ま
た
部
落
の
道
境
に
は
病
除
け
の
お
札
を
立
て

鴎
盆
祭
り

朋
七
夕

肌
夏
祭
り
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う
ら
ぼ
ん

仏
式
で
は
七
月
の
十
三
日
か
ら
十
六
日
ま
で
を
お
盆
（
孟
蘭
盆
）
と
い
い
先
祖
祭
り
の
法
要
を
営
む
。

ぼ
ん
ど
う
ろ
う
と
も

ひ
だ
な

新
仏
の
あ
る
家
で
は
六
月
二
十
九
日
か
ら
盆
灯
篭
を
灯
し
始
め
、
七
月
十
三
日
に
な
る
と
盆
棚
（
灯
棚
）
を
作
り
灯
明
を
あ
げ
る
。

し
き
み
み
そ
は
ぎ

棚
は
主
に
骨
格
を
若
竹
で
組
み
、
屋
根
は
桧
の
葉
で
葺
き
床
に
芭
蕉
の
葉
を
敷
き
、
花
筒
に
は
楠
と
膜
萩
（
盆
花
）
を
供
え
る
。

夕
方
に
な
る
と
墓
か
ら
家
ま
で
百
八
灯
の
明
か
り
を
つ
け
る
。
昔
は
五
寸
角
く
ら
い
の
板
の
四
隅
に
穴
を
あ
け
竹
ひ
ご
を
交
差
す
る
よ

う
に
穴
に
さ
し
、
筒
状
に
は
り
合
わ
せ
た
半
紙
を
か
ぶ
せ
、
土
器
に
油
を
入
れ
て
明
か
り
を
つ
け
て
い
た
が
、
次
第
に
変
わ
っ
て
現
在
は

ち
ょ
う
ち
ん

提
灯
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
明
か
り
で
死
者
の
霊
を
迎
え
十
四
日
に
は
親
類
縁
者
が
集
ま
っ
て
お
祭
り
を
行
う
。
こ
の
百
八
灯
や
盆
灯
龍

は
二
年
目
に
灯
し
あ
げ
を
す
る
地
方
と
三
年
目
に
行
う
所
が
あ
る
。

新
仏
の
な
い
一
般
の
家
で
も
、
十
三
日
の
夕
方
か
十
四
日
の
早
朝
に
か
け
て
庭
先
や
お
墓
で
迎
え
火
を
た
い
て
仏
を
迎
え
、
十
五
日
の

夕
方
か
十
六
日
に
は
送
り
火
を
た
い
て
仏
を
送
っ
た
。

灯明がついた盆棚

盆
の
日
程
は
地
方
に
よ
っ
て
異
な
り
一
定
で
な
か
っ
た

が
、
最
近
は
新
暦
盆
、
旧
盆
、
月
遅
れ
盆
な
ど
ま
す
ま
す

ば
ら
つ
い
て
き
た
。

こ
の
迎
え
火
、
送
り
火
に
桃
原
で
は
麦
わ
ら
、
松
、
一

年
竹
な
ど
を
燃
や
し
た
。
大
平
で
は
新
仏
に
は
松
と
桧
と

お
が
ら

わ

麻
殻
と
を
束
ね
た
も
の
を
百
八
把
た
い
た
し
、
一
般
の
家

う
ろ
う

で
は
朝
夕
の
別
な
く
そ
の
年
の
月
数
（
閏
年
は
十
三
把
）

だ
け
た
い
た
。

大
杉
方
面
で
は
肥
え
松
を
二
十
錐
し
》
く
ら
い
に
切
り
、

小
さ
く
割
っ
た
も
の
を
十
五
本
ぐ
ら
い
三
脚
ぐ
ら
い
の
女
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お
盆
を
は
さ
ん
で
各
地
で
盆
踊
り
が
行
わ
れ
る
。
手
踊
り
と
呼
ば
れ
る
素
朴
な
踊
り
で
あ
る
。
中
央
に
猛
宗
竹
が
立
て
ら
れ
、
こ
の
竹

に
賞
品
に
配
ら
れ
る
タ
オ
ル
や
手
ぬ
ぐ
い
が
つ
り
下
げ
ら
れ
る
。
こ
の
竹
を
中
心
に
し
て
直
径
二
十
牌
く
ら
い
の
竹
垣
が
作
ら
れ
、
竹
垣

し
ん

の
柱
に
な
っ
て
い
る
竹
に
灯
油
を
入
れ
、
小
さ
い
わ
ら
束
を
芯
に
し
て
火
を
と
も
し
た
。

い
か
だ

施
餓
鬼
船
は
猛
宗
竹
や
材
木
で
筏
を
組
承
麦
わ
ら
や
チ
ュ
ー
ブ
で
浮
力
を
つ
け
る
。
筏
の
中
央
に
十
四
、
五
臓
の
板
付
け
の
竹
を
立
て

ほ
か
げ

四
隅
へ
縄
で
引
き
つ
け
る
。
そ
の
縄
や
竹
の
板
に
提
灯
を
二
、
一
二
百
つ
る
し
若
者
が
四
、
五
人
乗
っ
て
流
す
。
水
流
に
灯
影
を
映
し
て
流

れ
る
筏
は
立
体
的
で
美
し
く
大
豊
の
夏
の
風
物
詩
で
あ
る
。

昔
は
本
山
方
面
で
も
小
さ
な
も
の
が
個
人
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
大
豊
で
十
か
所
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
町
の
文
化
財

た
い
ま
つ

竹
の
先
に
束
に
し
て
わ
ら
で
縛
り
つ
け
た
松
明
を
庭
先
で
た
い
た
。

彼
岸
と
同
じ
よ
う
に
子
や
孫
た
ち
は
墓
参
り
に
帰
省
す
る
人
が
多
い
。

神
式
の
お
盆
は
七
月
一
日
か
十
五
日
に
行
わ
れ
る
。
灯
明
は
使
用
す
る
が
灯
篭
の
よ
う
な
も
の
は
用
い
な
い
。

十
六
日
は
裏
盆
と
も
い
い
、
地
獄
の
釜
の
ふ
た
が
あ
く
と
い
っ
て
殺
生
を
嫌
い
川
に
泳
ぎ
に
行
く
こ
と
も
嫌
っ
た
。

と
む
ら

ま
た
十
六
日
に
は
豊
永
方
面
の
吉
野
川
沿
岸
の
集
落
や
穴
内
川
沿
い
の
穴
内
・
杉
方
面
の
集
落
で
は
水
死
者
の
霊
を
弔
い
、
一
年
中
の

く
よ
う
せ
が
せ
が
き
ぶ
ね

無
事
を
願
う
川
供
養
の
瀬
掛
け
（
施
餓
鬼
船
）
が
行
わ
れ
る
。

各
集
落
で
は
青
年
の
数
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
老
壮
年
者
た
ち
が
川
原
に
灯
棚
を
作
り
読
経
を
あ
げ
供
養
し
て
か
ら
、
瀬
掛
け
を
作

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

る
0水

の
災
難
に
遭
っ
た
家
で
は
個
人
で
流
す
場
合
も
あ
っ
た
。

別
盆
踊
り
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手
踊
り
に
は
、
さ
し
、
く
る
す
、
花
取
り
、
の
三
種
の
踊
り
が
あ
り
、
さ
し
と
く
ろ
す
は
お
と
な
し
い
踊
り
で
あ
る
が
、
花
取
り
は
ス

ピ
ー
ド
感
の
あ
る
元
気
な
踊
り
で
あ
る
。
こ
の
花
取
り
踊
の
中
に
も
、
お
い
ぎ
り
、
追
い
廻
し
、
な
ど
四
、
五
と
お
り
の
踊
り
方
が
あ
っは

や

た
。
く
ど
き
手
と
呼
ば
れ
る
歌
い
手
が
中
央
で
歌
う
と
、
そ
の
周
囲
に
踊
り
子
が
二
重
三
重
に
取
り
巻
い
て
右
回
り
に
動
き
な
が
ら
離

し
を
入
れ
て
踊
る
。
楽
器
類
は
一
切
用
い
な
い
で
歌
だ
け
で
踊
る
。
く
ど
き
に
は
、
村
づ
く
し
、
つ
く
つ
く
ぽ
う
し
な
ど
が
よ
く
歌
わ

れ
、
花
取
り
踊
り
に
は
、
ち
よ
ん
が
り
な
ど
が
歌
わ
れ
た
。
く
ど
き
手
が
上
手
だ
と
踊
り
子
が
増
え
る
し
、
下
手
だ
と
踊
り
が
寂
し
く
な

桃
原
で
は
若
宮
八
幡
（
先
祖
神
）
の
お
祭
り
で
あ
り
、
仲
秋
の
名
月
で
、
芋
名
月
と
か
大
豆
名
月
と
呼
ば
れ
、
新
し
い
芋
や
大
豆
を
お

供
え
し
た
。
す
す
ぎ
の
穂
に
田
芋
を
供
え
団
子
を
作
っ
て
お
月
見
を
す
る
地
方
も
残
っ
て
い
る
。

ｚ
》
○

十
月
の
初
亥
の
日
は
豊
作
を
神
に
感
謝
す
る
祭
日
で
三
谷
部
落
の
三
宝
様
に
初
穂
を
持
っ
て
お
参
り
に
行
っ
た
。
家
で
は
山
の
神
（
農

業
の
神
で
も
あ
っ
た
）
に
折
り
掛
け
樽
と
い
っ
て
、
一
年
竹
を
真
ん
中
で
折
り
曲
げ
両
側
に
お
酒
が
入
る
樽
（
下
図
）
を
持
可
戸
川
Ｕ

っ
て
お
参
り
に
行
き
、
家
で
は
御
馳
走
を
つ
く
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
が
麦
蒔
き
の
終
わ
る
目
安
に
な
る
。

七
月
十
日
が
桃
原
、
十
四
日
が
永
測
、
十
六
日
が
大
砂
子
、
十
八
日
が
梶
ケ
内
、
二
十
日
が
連
火
と
い
う
よ
う
に
盆
踊
り
が
続
き
、
朝

の
二
時
ご
ろ
ま
で
踊
り
続
け
若
者
の
交
際
の
場
と
な
っ
た
。

朋
猪
の
子

妬
八
月
十
五
日

汀も
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九
月
末
日
に
は
氏
神
様
が
島
根
県
の
出
雲
大
社
に
旅
立
た
れ
る
日
だ
と
い
わ
れ
、
氏
神
様
に
お
参
り
し
た
。
大
平
で
は
こ
の
晩
に
重
箱

に
肴
を
詰
め
酒
を
持
っ
て
神
社
に
参
り
、
お
通
夜
を
し
て
神
様
の
お
見
送
り
を
し
た
と
い
う
。

1098

な
か
っ
た
。
ふ
た
を
開
け
た
せ
つ
な
潅

負
け
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

九
月
九
日
は
、
重
陽
の
節
句
、
菊
節
句
と
呼
ば
れ
白
い
野
菊
の
花
び
ら
を
お
茶
に
浮
か
べ
て
飲
む
習
慣
が
あ
る
。
桃
原
辺
り
で
は
、
な

べ
餅
と
い
っ
て
ふ
ろ
豆
を
、
た
い
た
も
ち
米
に
混
ぜ
た
お
に
ぎ
り
を
作
る
。
大
平
で
こ
ん
な
話
を
聞
い
た
。

そ
の
昔
、
魔
物
が
人
間
の
子
供
を
捕
ま
え
て
背
中
の
か
ご
に
入
れ
て
住
ふ
か
ま
で
連
れ
帰
っ
た
。
家
人
に
そ
の
こ
と
を
告
げ
る
と
、
魔

物
の
親
が
「
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
人
間
と
い
う
も
の
は
三
月
に
は
桃
の
花
、
五
月
に
は
菖
蒲
、
九
月
に
は
菊
、
三
つ
の
も
の
を
い

た
だ
い
て
い
る
。
き
っ
と
も
う
逃
げ
て
い
る
に
違
い
な
い
」
と
答
え
た
。
そ
こ
で
魔
物
が
か
ご
の
ふ
た
を
開
け
て
ふ
る
と
人
間
は
も
う
い

な
か
っ
た
。
ふ
た
を
開
け
た
せ
つ
な
に
木
の
枝
に
飛
び
つ
い
て
逃
げ
出
し
た
の
だ
っ
た
。
桃
・
菖
蒲
・
菊
を
身
に
付
け
た
ら
魔
物
の
力
に

を
す
る
。

十
一
月
一
日
に
は
、
出
雲
か
ら
帰
ら
れ
る
神
様
を
迎
え
る
た
め
に
お
参
り
す
る
。
大
平
で
は
お
見
送
り
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
お
通
夜

釦
秋
祭
り

邪
神
迎
え

羽
九
月
節
句

”
神
送
り



第13章民1099 俗

蕎
麦
す
べ
り
と
い
わ
れ
、
朝
「
油
す
べ
り
、
蕎
麦
ず
く
り
、
師
走
の
川
原
を
と
く
ら
ん
す
な
、
ど
っ
こ
い
し
ょ
」
と
唱
え
て
、
頭
・
鼻
．

し
ん

あ
ご
・
ひ
ざ
・
足
の
爪
先
に
わ
ら
の
芯
で
油
を
つ
け
る
（
桃
原
）
。
同
じ
よ
う
に
油
を
つ
け
る
が
、
「
鼻
に
は
え
い
も
の
を
か
ざ
む
よ
う

か
ぐ
ら

秋
祭
り
は
氏
神
の
大
祭
で
あ
り
、
最
も
盛
大
な
祭
り
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
氏
神
で
お
な
ば
れ
が
あ
り
、
特
に
豊
永
方
面
で
は
神
楽
と

も
も
て

百
手
の
奉
納
が
行
わ
れ
て
い
た
。

戦
争
末
期
か
ら
村
に
若
者
が
い
な
く
な
り
、
だ
ん
だ
ん
百
手
も
廃
れ
て
い
っ
た
し
、
終
戦
後
も
進
駐
軍
の
意
向
を
受
け
て
弓
の
新
調
が

で
き
に
く
か
っ
た
関
係
も
あ
っ
て
、
今
で
は
町
内
で
数
え
る
ほ
ど
し
か
残
っ
て
い
な
い
。

神
楽
は
戦
後
復
興
し
て
特
に
岩
原
。
永
測
の
神
楽
は
昭
和
五
十
五
年
一
月
二
十
八
日
に
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
が
過
疎

の
た
め
、
い
ず
れ
も
後
継
者
難
に
あ
え
い
で
い
る
。

秋
の
収
穫
も
終
わ
り
食
糧
も
十
分
に
あ
り
、
神
々
に
豊
作
の
感
謝
の
気
持
ち
を
捧
げ
る
こ
と
に
極
め
て
自
然
に
な
れ
る
と
ぎ
で
あ
る
。

神
幸
（
お
な
ば
れ
）
は
、
特
定
の
お
宮
な
ど
に
行
か
れ
る
所
も
あ
れ
ば
、
頭
屋
と
呼
ば
れ
る
民
家
に
旅
せ
ら
れ
る
所
も
あ
る
。

お
ふ
こ
し

大
豊
地
方
は
山
村
で
道
も
狭
く
、
お
祭
り
の
単
位
戸
数
も
少
な
く
御
神
輿
な
ど
も
出
な
い
が
、
鳥
毛
・
長
刀
・
獅
子
な
ど
の
行
列
が
太

さ
か
き

鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
通
る
。
金
属
製
の
御
幣
に
神
様
が
宿
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
、
御
幣
に
は
白
紙
を
巻
い
て
持
ち
、
口
に
は
榊
の
葉

を
く
わ
え
、
烏
帽
子
も
か
ぶ
っ
て
い
る
。

頭
屋
（
祷
屋
）
は
世
襲
制
の
も
の
、
寄
進
制
の
も
の
、
順
回
り
制
の
頭
屋
な
ど
町
内
で
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
桃
原
で
は
、
頭
屋
は
世

襲
制
で
屋
号
で
、
上
、
下
、
松
場
、
お
め
屋
の
四
軒
と
決
ま
っ
て
い
る
。
神
祭
り
は
、
正
月
・
六
月
・
九
月
の
三
回
な
の
で
、
前
年
度
正

月
に
頭
屋
を
し
た
ら
次
の
年
は
六
月
に
な
る
。

地
域
に
よ
っ
て
神
祭
り
は
、
正
月
・
三
月
・
六
月
・
九
月
・
十
一
月
の
五
回
行
う
部
落
も
あ
る
。

釦
十
二
月
一
日
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あ
ま
ご

い
か

夏
、
日
照
り
が
続
く
と
雨
乞
い
を
す
る
。
氏
神
様
の
神
社
で
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
奥
大
田
の
野
鹿
の
池
に
雨
乞
い
に
行
く
と
、
雨
が

も
ら
え
る
、
と
村
の
男
衆
が
そ
ろ
っ
て
雨
乞
い
に
行
っ
た
。

山
頂
に
沼
の
よ
う
な
凹
地
が
あ
り
、
そ
の
周
り
で
火
を
た
い
て
雨
を
く
だ
さ
る
よ
う
に
と
お
祈
り
を
し
た
。
こ
の
雨
乞
い
は
よ
く
効
い

て
必
ず
雨
が
降
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

新
仏
の
正
月
と
い
わ
れ
、
そ
の
年
中
に
亡
く
な
っ
た
仏
を
祭
る
儀
式
で
、
十
二
月
の
辰
巳
二
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
こ
の
よ
う

け
が

に
呼
ば
れ
て
い
る
。
死
者
と
お
別
れ
を
し
て
穂
れ
を
落
と
し
、
新
年
を
迎
え
る
た
め
の
行
事
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
普
通
一
日
の
お
餅
を

つ
い
て
墓
前
で
焼
い
て
食
べ
る
。
普
段
の
一
日
餅
は
つ
か
な
い
も
の
、
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
の
行
事
よ
り
き
て
い
る
。
ま
た
、
単
に
巳
祭

り
と
も
い
い
、
身
近
な
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
法
要
を
営
む
。
そ
の
墓
前
で
二
人
が
背
中
合
わ
せ
で
餅
を
箸
で
挟
承
合
っ
て
食
べ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
普
段
は
、
食
べ
物
を
は
し
で
挟
承
合
う
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

う
に
。
《

り
す
る
。

に
◎

大
平
で
は
、
そ
ば
の
打
ち
初
め
は
師
走
の
三
日
（
三
日
え
び
す
）
か
、
七
日
の
鍛
冶
屋
祭
り
（
ふ
い
ご
祭
り
）
の
と
ぎ
で
あ
っ
た
。

耳
に
は
良
い
こ
と
を
聞
く
よ
う
に
。
目
に
は
良
い
物
を
見
る
よ
う
に
。
手
に
は
金
銀
に
ぎ
る
よ
う
に
。
口
に
は
う
ま
い
物
を
食
う
よ

。
か
ら
だ
は
ど
こ
も
う
ず
か
ん
よ
う
に
」
と
唱
え
る
（
梶
ヶ
内
）
ｏ
そ
ば
ね
り
を
食
べ
た
り
、
お
か
ゆ
に
そ
ば
粉
を
入
れ
て
食
べ
た

二
雨
乞 塊

辰
巳い



ぶ

ふ

昔
は
ほ
と
ん
ど
の
家
が
カ
ヤ
葺
き
屋
根
で
あ
り
、
二
、
三
十
年
に
一
度
は
葺
き
替
え
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

何
分
住
承
か
な
の
で
一
日
で
葺
き
終
わ
ら
な
い
と
い
け
な
い
仕
事
で
あ
る
。
葺
き
替
え
中
に
雨
に
降
ら
れ
る
と
大
変
で
あ
る
の
で
、
晴

れ
た
日
を
見
計
ら
っ
て
仕
事
を
始
め
た
。
屋
根
の
葺
き
替
え
は
、
葺
き
組
と
い
っ
て
十
五
軒
か
ら
二
十
軒
く
ら
い
の
組
合
組
織
の
協
力
で

行
わ
れ
る
。
各
家
で
は
毎
年
冬
か
ら
春
に
か
け
て
カ
ヤ
を
刈
っ
て
、
つ
し
に
積
承
込
ん
で
あ
る
。
不
足
す
る
場
合
に
は
組
内
で
貸
借
が
行

俗
わ
れ
る
。
葺
き
終
わ
る
ま
で
に
陸
一
日
、
三
日
ほ
ど
の
日
数
が
か
か
る
。
葺
き
組
の
者
は
も
ち
ろ
ん
、
親
戚
の
者
も
集
ま
る
と
四
、
五
十
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ま
た
石
堂
の
箕
測
も
雨
乞
い
に
霊
験
あ
ら
た
か
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

ひ
よ
り

大
平
の
氏
神
は
、
照
子
神
社
と
い
っ
て
雨
乞
い
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
ず
、
日
和
申
し
に
効
き
目
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
大
滝
の
氏

じ
ん
さ
い

神
は
、
降
る
子
神
社
と
い
っ
て
、
神
祭
に
雨
の
落
ち
な
い
日
は
少
な
い
神
様
で
、
雨
乞
い
を
す
る
と
ひ
ど
い
雨
が
降
り
続
く
の
で
雨
乞
い

は
絶
対
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

わ
れ
る
。
葺
き
終
わ
ブ

人
の
人
数
が
集
ま
る
。

葺
き
さ
ん
と
い
う
専
門
家
が
い
て
そ
の
人
の
指
図
で
仕
事
が
進
め
ら
れ
る
。
女
の
人
な
ど
は
手
伝
い
と
い
っ
て
カ
ヤ
を
運
ん
だ
り
、
縄

し
ゆ
こ
う

や
足
竹
を
運
ん
だ
り
す
る
。
葺
い
て
も
ら
う
家
で
は
昼
食
・
夕
食
を
出
す
だ
け
で
、
賃
金
は
支
払
わ
な
い
。
夕
食
に
は
簡
単
な
酒
肴
が
出

さ
れ
る
が
、
酒
宴
の
た
め
の
負
担
の
増
大
を
防
ぐ
た
め
に
夕
食
は
五
目
飯
と
い
う
申
し
合
わ
せ
を
し
た
部
落
も
あ
る
。

母
屋
、
隠
居
、
長
屋
な
ど
一
軒
で
幾
棟
も
の
家
屋
を
持
つ
家
も
あ
れ
ば
、
小
さ
な
一
軒
家
に
住
む
人
も
い
た
が
、
不
平
も
出
ず
に
葺
き

上
げ
る
ま
で
全
員
で
協
力
し
た
。

三
屋
根
替
え
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お
酒
は
適
量
に
飲
ん
で
気
持
ち
よ
く
な
っ
た
程
度
で
は
飲
ま
せ
た
う
ち
に
入
ら
な
い
。
飲
承
切
れ
な
く
な
る
ま
で
飲
ま
せ
な
い
と
、
お

お
お
さ
か
ず
き

客
に
申
し
わ
け
な
い
よ
う
な
風
習
が
あ
っ
た
。
酒
宴
の
儀
式
に
お
け
る
大
盃
な
ど
も
そ
う
し
た
気
風
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

お
き
や
く
の
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
前
日
か
ら
近
所
、
親
戚
は
手
伝
い
に
集
ま
っ
た
。
ま
ず
豆
腐
作
り
や
こ
ん
に
ゃ
く
作
り
、
ま
た

「
借
り
そ
ろ
え
」
と
い
っ
て
、
夜
具
、
膳
、
什
器
、
酒
器
な
ど
を
近
所
か
ら
借
り
集
め
る
こ
と
か
ら
準
備
が
始
め
ら
れ
た
。

そ
く

一
戸
に
備
え
ら
れ
て
い
る
お
客
用
の
品
は
せ
い
ぜ
い
二
束
三
十
人
前
）
ほ
ど
な
の
で
お
互
い
に
貸
し
合
っ
て
お
き
や
く
を
す
る
の
で

そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
什
器
な
ど
に
は
、
目
印
や
屋
号
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。

盛
大
に
行
わ
れ
た
。

土
佐
は
お
き
や
く
（
酒
盛
り
）
の
好
き
な
国
と
い
わ
れ
る
。
ち
ょ
っ
と
立
ち
寄
っ
た
人
に
で
も
「
ま
あ
－
杯
や
れ
や
」
と
お
酒
や
焼
酎

を
お
茶
代
わ
り
に
出
す
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
昔
は
家
庭
訪
問
に
来
た
先
生
に
も
お
酒
を
出
し
て
、
四
、
五
軒
回
っ
た
先
生
が
す
っ
か
り

酔
っ
ぱ
ら
っ
て
し
ま
っ
た
話
な
ど
よ
く
聞
か
れ
た
。

き
や
く

祝
宴
を
開
く
こ
と
を
、
お
客
を
す
る
と
い
う
。
お
き
や
く
は
、
年
祝
い
・
新
築
祝
い
・
婚
礼
（
嫁
入
り
、
婿
入
り
）
・
誕
生
祝
い
な
ど

カ
ヤ
の
な
い
家
で
は
、
麦
わ
ら
で
家
を
葺
く
者
も
あ
っ
た
が
十
年
前
後
で
葺
き
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
大
豊
地
方
で
は
、
屋

根
替
え
は
農
繁
期
を
避
け
て
秋
の
彼
岸
か
ら
春
の
彼
岸
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
。

カ
ヤ
屋
根
に
は
た
く
さ
ん
の
人
手
を
要
す
る
の
で
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
、
冬
季
の
凍
結
や
台
風
な
ど
の
関
係
も
あ
っ

て
鉄
板
葺
き
の
家
が
多
く
な
っ
た
。

四
祝
い
ご
と
の
習
俗
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祝
宴
に
当
た
り
招
待
客
と
の
応
対
や
宴
の
進
行
に
主
人
が
直
接
指
図
す
る
こ
と
は
な
く
、
親
戚
や
隣
近
所
の
中
で
弁
舌
が
立
ち
機
転
の

き
く
人
を
二
、
三
人
亭
主
役
と
し
て
依
頼
し
、
宴
の
一
切
を
任
す
の
が
恒
例
で
あ
る
。

亭
主
役
は
、
あ
ら
か
じ
め
渡
さ
れ
て
い
る
招
待
者
名
簿
か
ら
、
上
席
に
着
く
こ
と
を
遠
慮
す
る
人
た
ち
を
ど
う
や
っ
て
上
手
に
席
に
着

か
せ
る
か
、
ま
ず
最
初
の
駆
け
引
き
が
始
ま
る
。

一
同
が
席
に
着
く
と
、
亭
主
役
の
「
ど
う
ぞ
お
膳
を
お
控
え
下
さ
い
ま
せ
」
と
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
各
人
が
自
分
の
膳
を
確
認
し
、
不

用
の
膳
は
取
り
除
く
と
、
「
粗
末
な
膳
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ど
う
ぞ
お
召
し
上
が
り
下
さ
い
ま
せ
」
と
の
あ
い
さ
つ
で
宴
が
始
ま
る
。
食

さ
か
な

事
が
終
わ
る
こ
ろ
を
見
計
ら
っ
て
「
お
肴
を
自
由
に
お
取
り
下
さ
い
ま
せ
」
と
肴
の
あ
い
さ
つ
と
と
も
に
大
き
な
と
つ
く
り
（
一
升
・
二

升
入
り
）
を
持
っ
た
亭
主
が
正
座
・
高
座
の
前
に
出
て
、
「
お
か
ん
が
つ
ぎ
ま
し
た
が
ど
う
ぞ
お
受
け
下
さ
い
」
と
あ
い
さ
つ
し
て
、
酒

を
注
い
で
次
第
に
下
の
席
の
方
へ
下
が
っ
て
行
く
。
こ
の
と
き
最
初
に
受
け
る
の
は
、
飯
椀
の
ふ
た
、
二
回
目
が
汁
椀
の
ふ
た
、
三
回
目

が
飯
椀
で
受
け
る
所
（
梶
ヶ
内
・
桃
原
）
、
汁
椀
の
ふ
た
、
汁
ぶ
た
、
飯
椀
と
い
う
順
に
受
け
る
（
東
豊
永
）
所
も
あ
る
。
酒
を
受
け
る

人
は
次
席
の
人
に
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
が
」
と
あ
い
さ
つ
し
て
受
け
る
。

お
お
さ
か
ず
き

三
回
注
ぎ
終
わ
る
と
、
大
盃
が
出
さ
れ
る
。
三
合
入
り
、
五
合
入
り
、
八
合
入
り
、
一
升
入
り
、
一
升
二
合
入
り
な
ど
の
大
盃
が
旧
家

合
で
皿
鉢
が
並
べ
ら
れ
る
。

本
膳
と
い
う
と
、
各
人
に
足
つ
き
の
お
膳
を
出
し
、
そ
の
上
に
、
飯
椀
・
汁
椀
・
平
椀
・
中
盛
・
な
ま
す
皿
を
並
べ
、
な
ま
す
皿
に
は

う
る
め
を
添
え
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
こ
の
什
器
類
の
こ
と
を
六
什
物
と
呼
ん
で
い
た
。
各
人
の
膳
と
は
別
に
、
三
人
に
一
枚
ほ
ど
の
割

の
宴
で
あ
っ
た
。

当
日
は
朝
早
く
か
ら
Ⅱ
鉢
な
ど
の
料
理
に
と
り
か
か
る
。
桃
原
辺
り
で
は
、
Ⅲ
鉢
料
理
な
ど
は
男
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
祝
宴
が
始
ま
る

の
は
、
夕
方
か
ら
が
多
く
、
そ
れ
に
間
に
合
う
よ
う
に
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
な
か
な
か
大
変
な
仕
事
で
あ
っ
た
。

昭
和
十
二
年
ご
ろ
ま
で
の
お
き
や
く
は
本
膳
で
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
、
吸
い
物
ぎ
や
く
（
吸
い
物
と
皿
鉢
だ
け
出
す
宴
席
）
は
略
式
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に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
昔
は
八
合
入
り
か
、
一
升
入
り
が
よ
く
使
わ
れ
た
。
小
さ
い
盃
を
出
す
の
は
ケ
チ
な
よ
う
で
喜
ば
れ
な
か
っ
た
。

亭
主
役
が
大
盃
を
持
っ
て
上
座
に
進
承
出
「
お
盃
を
始
め
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
あ
い
さ
つ
を
し
て
、
正
座
・

高
座
の
客
に
盆
に
載
せ
た
盃
を
差
し
出
す
。
二
人
の
客
は
い
っ
た
ん
受
け
取
っ
て
向
き
を
変
え
て
「
お
手
前
か
ら
ど
う
ぞ
お
願
い
い
た
し

ま
す
」
と
亭
主
に
返
し
て
盃
に
酒
を
注
ぐ
。
な
に
し
ろ
大
き
な
盃
に
い
つ
ぱ
い
に
注
ぐ
の
で
、
亭
主
一
人
で
は
飲
み
き
れ
な
い
の
で
、
一

口
飲
ん
で
後
ろ
に
控
え
て
い
る
介
添
え
に
回
し
全
員
で
飲
象
干
す
と
、
正
座
の
客
よ
り
「
お
よ
ろ
こ
び
を
差
し
上
げ
ま
す
」
ま
た
は
、
「
お

こ
う
た
い

肴
を
差
し
上
げ
ま
す
」
と
あ
い
さ
つ
が
あ
っ
て
小
謡
が
歌
わ
れ
、
同
様
に
高
座
の
客
か
ら
も
小
謡
が
出
さ
れ
る
が
、
普
通
は
正
座
・
高
座

相
談
の
上
正
座
の
客
が
「
相
兼
ね
ま
し
て
お
喜
び
を
差
し
上
げ
ま
す
」
と
あ
い
さ
つ
す
る
と
、
高
座
の
客
は
小
謡
は
出
さ
な
い
。
肴
を
挟

ん
で
、
お
直
し
を
す
る
と
盃
は
お
客
に
渡
さ
れ
る
。

お
客
に
は
介
添
え
は
い
な
い
の
で
全
部
自
分
で
飲
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
要
領
よ
く
受
け
な
い
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
次
は
亭
主

役
よ
り
小
謡
が
出
さ
れ
る
。
正
座
・
高
座
の
盃
が
終
わ
る
と
、
盃
は
次
の
席
の
客
に
渡
さ
れ
下
に
流
さ
れ
る
。
小
謡
の
出
る
と
き
に
は
、

満
座
に
「
よ
ろ
し
く
お
額
い
し
ま
す
」
と
あ
い
さ
つ
す
る
の
で
、
で
だ
し
の
句
だ
け
一
人
で
う
た
う
と
後
は
全
員
で
唱
和
す
る
。

大
盃
は
、
第
一
回
目
に
出
さ
れ
る
も
の
を
お
待
ち
入
れ
の
盃
（
お
客
様
を
お
待
ち
申
し
て
お
り
ま
し
た
の
意
）
、
二
回
目
を
祝
い
の
盃
、

三
回
目
の
大
盃
を
お
樽
披
露
の
盃
（
お
客
よ
り
樽
を
頂
い
た
も
の
を
披
露
す
る
）
、
四
回
目
の
盃
を
、
出
参
の
盃
と
い
い
、
こ
の
盃
は
下

た
る

り
、
上
り
が
あ
り
え
び
す
（
え
ぶ
つ
）
様
へ
納
め
ら
れ
る
盃
で
、
初
め
か
ら
次
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
行
わ
れ
る
。

亭
主
役
は
三
方
に
南
天
の
葉
を
し
い
た
大
盃
を
持
っ
て
正
座
の
前
に
出
て
、

主
「
え
ぶ
つ
様
に
こ
う
い
う
物
が
あ
り
ま
し
た
。
何
と
か
名
前
を
つ
け
て
も
ら
い
た
い
が
、
そ
れ
に
は
こ
れ
が
付
き
物
じ
ゃ
が
」
と
と
つ

客
「
そ
れ
は
ま
あ
上
の
方
は
こ
ま
い
が
、
下
は
太
い
物
じ
ゃ
が
。
ど
ん
な
物
じ
ゃ
ろ
う
。
ま
あ
－
つ
起
こ
し
て
ぶ
た
」

主
「
そ
れ
が
た
だ
で
は
起
き
ん
の
じ
や
が
一
つ
掛
け
声
で
も
か
け
て
も
ら
え
ま
い
か
」

主
「
え
ぶ
つ
様
に
こ
産

く
り
を
添
え
て
出
す
。
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客
「
や
れ
こ
ら
、
さ
あ
の
う
よ
い
」
と
声
に
合
わ
せ
て
盃
を
起
こ
す
。

主
「
こ
れ
、
こ
ん
な
物
で
ご
ざ
い
ま
す
が
」

客
「
そ
り
や
あ
、
ま
あ
鶴
亀
も
お
る
よ
う
で
、
め
で
た
い
物
の
よ
う
じ
ゃ
が
、
付
き
物
も
、
何
と
ぞ
せ
に
や
あ
い
ぐ
ま
い
が
、
一
つ
お
手

前
で
始
め
て
ゑ
て
下
さ
い
ま
せ
」

主
「
そ
れ
じ
ゃ
一
つ
頂
戴
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
亭
主
役
が
な
ゑ
な
ぶ
と
受
け
る
。

主
「
こ
れ
こ
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
皆
様
も
こ
の
と
お
り
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
い
っ
て
飲
承
、
介
添
え
に
回
す
。

お
客
の
方
か
ら
小
謡
が
出
さ
れ
、
最
初
の
と
き
と
同
様
に
盃
は
下
座
へ
下
っ
て
い
く
が
、
出
参
の
盃
で
は
両
方
か
ら
回
っ
た
盃
が
一
番

末
座
で
交
換
さ
れ
、
小
謡
が
出
さ
れ
て
上
座
に
向
か
っ
て
上
り
は
じ
め
る
。
盃
が
交
差
す
る
こ
と
を
「
飛
び
ち
が
い
」
と
い
い
、
そ
れ
以

後
の
盃
を
「
お
上
り
」
と
い
う
。

こ
の
盃
が
亭
主
役
に
帰
っ
て
く
る
と
、
お
納
め
と
称
し
て
「
千
秋
楽
」
が
う
た
わ
れ
盃
と
肴
を
持
っ
て
え
び
す
様
へ
納
め
に
行
く
。
客

は
総
立
ち
に
な
り
、
ま
い
ら
戸
（
板
戸
）
を
た
た
き
「
う
ち
の
か
か
、
え
ぶ
す
（
え
び
す
）
え
－
」
「
え
ぶ
す
、
大
黒
、
福
の
神
太
い
も

の
こ
す
れ
よ
奈
良
の
大
仏
の
の
ど
こ
す
れ
よ
あ
ら
よ
い
よ
い
よ
－
い
」
な
ど
と
う
た
い
な
が
ら
大
盃
を
回
し
飲
承
す
る
。
え
び
す
様
へ
行

く
と
祝
宴
は
終
わ
る
と
さ
れ
て
い
て
、
Ⅱ
鉢
や
膳
が
片
付
け
ら
れ
、
花
取
り
踊
り
な
ど
が
行
わ
れ
、
乱
れ
と
い
う
て
ま
た
飲
ん
で
い
る

者
、
踊
っ
て
い
る
者
、
帰
る
者
と
な
る
。

大
盃
が
え
び
す
様
へ
行
く
ま
で
は
、
祝
い
の
儀
式
な
の
で
、
座
を
外
す
こ
と
は
礼
を
失
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

近
年
は
宴
席
も
次
第
に
簡
素
化
さ
れ
、
大
盃
が
下
る
と
ぎ
一
回
直
し
て
二
献
、
上
る
と
き
は
直
さ
ず
、
合
わ
せ
て
三
献
が
普
通
に
な
っ

た
。



第13章民 俗 1 1 0 6

重
い
そ
Ｐ
フ

家
族
の
者
が
死
亡
す
る
と
医
師
の
診
断
を
受
け
、
町
役
場
に
届
け
出
て
、
埋
葬
、
ま
た
は
火
葬
許
可
証
を
受
け
取
り
、
お
寺
に
葬
式
の

依
頼
を
す
る
と
と
も
に
親
戚
筋
へ
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
電
話
が
普
及
し
て
い
な
い
時
代
に
は
隣
近
所
の
者
が
、
直
接
使
者
に

五
葬
式
の
習
俗

)§

農 凸

真 言宗の葬式

立
っ
た
。

電
報
で
知
ら
せ
る
に
し
て
も
、
昭
和
十
年
代
ま
で
は
各
地
の
郵
便
局
ま
で
二
里

も
の
道
を
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
が
あ
っ
た
。

家
で
は
駆
け
つ
け
た
近
親
縁
者
に
よ
っ
て
死
者
の
湯
潅
が
行
わ
れ
、
北
枕
に
寝

か
さ
れ
て
顔
に
白
布
が
か
け
ら
れ
る
。
枕
元
に
は
大
き
な
盃
な
ど
に
水
を
入
れ
南

天
の
葉
を
入
れ
て
唇
を
湿
す
用
意
を
し
て
お
く
。

出
立
ち
の
飯
と
い
っ
て
、
三
合
の
飯
を
た
い
て
大
き
な
に
ぎ
り
飯
四
個
と
、
茶

ば
し

わ
ん
に
山
盛
り
に
つ
い
だ
ご
飯
に
箸
を
二
本
そ
ろ
え
て
立
て
、
お
膳
に
並
べ
て
枕

元
に
供
え
る
。

翌
日
、
葬
式
が
行
わ
れ
る
前
夜
は
隣
近
所
、
親
戚
が
集
ま
っ
て
お
通
夜
を
す

る
。
葬
式
は
友
引
の
日
に
は
行
わ
れ
な
い
の
で
一
日
延
ば
し
て
行
う
。
友
を
引
く

と
い
う
意
味
で
死
者
が
後
続
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
で
あ
る
。

葬
式
の
行
わ
れ
る
日
に
は
婦
人
は
料
理
関
係
の
仕
事
、
男
性
は
棺
や
塔
婆
な
ど
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に
運
ん
で
も
ら
っ
た
。

墓
に
は
、
む
し
石
Ｌ

を
む
し
石
に
乗
せ
た
。

墓
掘
り
が
終
わ
る
と
、
組
の
代
表
が
、
そ
の
旨
申
し
出
て
葬
家
の
検
分
を
受
け
る
。
当
家
か
ら
簡
単
な
酒
肴
が
出
さ
れ
、
お
礼
が
述
べ

ら
れ
て
受
け
取
ら
れ
る
と
掘
山
役
の
仕
事
は
終
わ
り
解
散
す
る
。

読
経
が
終
わ
り
焼
香
も
済
む
と
死
者
と
の
最
後
の
別
れ
が
行
わ
れ
る
。
花
紙
と
い
っ
て
白
い
半
紙
を
四
つ
折
り
に
し
た
も
の
を
棺
の
中

に
入
れ
な
が
ら
、
最
後
の
別
れ
の
言
葉
を
か
け
る
。

迷
わ
ず
成
仏
し
て
極
楽
浄
土
へ
い
く
よ
う
に
と
の
願
い
を
込
め
て
、
「
後
の
こ
と
は
何
も
心
配
な
い
け
ん
、
迷
わ
ず
え
え
く
へ
行
き
よ
」

と
話
し
か
け
な
が
ら
、
花
や
紙
を
棺
の
中
へ
入
れ
る
。
ま
た
、
親
子
、
夫
婦
の
縁
切
り
の
言
葉
を
添
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

棺
は
屋
敷
の
中
で
わ
ら
縄
で
縛
ら
れ
、
青
竹
の
両
端
に
白
布
を
巻
い
た
も
の
で
担
ぐ
。
こ
の
担
ぐ
人
を
本
役
と
い
っ
て
、
子
供
か
、
兄

弟
な
ど
が
担
い
で
座
敷
の
縁
側
か
ら
野
送
り
草
履
を
履
い
た
董
ま
、
庭
に
降
り
る
。
棺
は
い
っ
た
ん
、
敷
い
た
む
し
ろ
の
上
に
下
ろ
さ

れ
、
役
付
き
の
順
に
葬
列
を
整
え
る
。

本
役
も
含
め
て
葬
列
の
主
役
を
務
め
る
人
た
ち
を
役
付
き
と
呼
び
、
役
付
き
を
命
じ
ら
れ
た
者
は
頭
に
白
布
を
つ
け
る
。
と
こ
ろ
に
よ

り
よ
う
ぐ

っ
て
は
、
男
は
網
が
さ
を
つ
け
る
こ
と
も
あ
る
。
役
付
き
に
は
、
ほ
て
、
刃
物
、
弓
矢
、
位
牌
、
本
役
、
名
旗
、
五
色
旗
、
霊
供
な
ど
…

の
葬
具
を
作
る
者
、
買
い
物
に
行
く
人
な
ど
準
備
に
忙
殺
さ
れ
る
。

大
豊
町
で
は
ほ
と
ん
ど
土
葬
に
さ
れ
る
の
で
、
葬
式
組
（
山
役
）
の
人
た
ち
は
早
朝
よ
り
墓
穴
掘
り
や
墓
石
取
り
で
忙
し
い
。
吉
野
川

に
近
い
集
落
で
は
川
石
を
取
っ
た
が
、
山
の
家
で
は
山
石
を
取
っ
た
の
で
、
普
段
か
ら
家
の
近
く
で
適
当
な
石
を
探
し
て
お
い
て
組
の
人

の
と
あ
る
・

墓
穴
は
棺
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
掘
り
、
そ
の
ま
ま
棺
を
入
れ
る
も
の
と
、
墓
穴
の
周
囲
に
石
垣
を
積
ん
で
そ
の
中
に
棺
を
入
れ
る
も

む
し
石
と
い
っ
て
平
ら
な
石
で
棺
の
上
を
数
枚
で
完
全
に
覆
っ
た
。
墓
石
は
、

二
尺
四
方
く
ら
い
で
厚
さ
八
寸
く
ら
い
の
石
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棺
の
周
り
を
坊
さ
ん
の
打
ち
鳴
ら
す
鉦
の
音
と
と
も
に
三
回
回
り
墓
地
に
向
か
う
。
ほ
て
持
ち
が
先
導
す
る
。

墓
に
着
く
と
棺
が
穴
の
中
に
入
れ
ら
れ
、
棺
の
四
隅
と
真
ん
中
に
に
ぎ
り
飯
を
入
れ
、
土
が
か
け
ら
れ
、
む
し
石
と
墓
石
が
置
か
れ
る
。

棺
を
担
い
だ
竹
を
切
っ
て
花
立
て
を
作
る
。
野
送
り
草
履
は
緒
を
切
っ
て
墓
地
へ
捨
て
る
。
大
杉
地
方
で
は
草
履
を
そ
の
ま
ま
墓
地
に
置

き
、
川
漁
に
行
く
と
ぎ
履
く
と
漁
が
多
い
と
争
っ
て
も
ら
い
受
け
た
。

弓
持
ち
は
埋
葬
が
行
わ
れ
て
い
る
間
に
一
足
早
く
家
に
帰
り
、
軒
に
立
っ
て
「
宿
借
り
申
す
」
と
い
う
。
家
に
は
宿
受
け
が
い
て
「
二
、

う
し
と
ら

三
日
前
に
人
が
と
ら
れ
て
、
宿
を
借
す
こ
と
は
相
成
ら
ん
」
と
答
え
る
。
弓
取
り
は
、
「
丑
寅
鬼
門
の
方
に
打
ち
払
っ
て
宿
借
り
申
す
」

と
答
え
て
、
屋
根
の
鬼
門
の
方
に
弓
を
放
っ
て
家
に
入
る
。

。
。
◎

熟

葬
列
に
参
加
し
た
人
た
ち
は
、
墓
か
ら
帰
る
と
青
竹
で
作
っ
た
こ
ま
し
（
本
来
は
俵
や
炭
費
な
ど
を
作
る
器
具
）
を
ま
た
い
で
、
箕
の

中
に
入
れ
て
あ
る
塩
で
身
体
を
清
め
て
家
に
入
る
。
西
峰
方
面
で
は
、
柱
を
三
回
回
っ
て
家
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

承
の

大
平
地
区
で
は
、
野
送
り
棚
と
い
う
棚
を
作
り
そ
こ
に
蓑
笠
を
掛
け
、
霊
供
を
供
え
て
あ
る
所
に
お
参
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
。
こ
の
霊
供
は
犬
も
食
わ
な
い
と
い
う
。

家
に
は
Ⅲ
鉢
が
並
べ
ら
れ
精
進
落
ち
の
ご
ち
そ
う
を
食
べ
、
お
酒
を
飲
ん
で
供
養
す
る
。

土
地
に
よ
っ
て
は
、
別
家
と
い
っ
て
別
に
近
所
の
家
を
借
り
て
、
親
戚
で
は
な
い
人
に
ご
ち
そ
う
す
る
所
も
あ
る
。

正
月
中
に
死
ん
だ
女
が
あ
れ
ば
、
そ
の
集
落
で
七
人
死
ぬ
と
し
て
、
女
性
で
あ
っ
て
も
男
装
と
し
、
髪
は
た
ぶ
さ
に
結
い
、
竹
で
刀
を

作
っ
て
差
し
、
着
物
も
男
仕
立
て
の
も
の
を
作
り
、
死
者
に
上
か
ら
打
ち
か
け
て
葬
っ
た
。

〆
守
●
■
↑

・
魁
幸
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現
代
の
結
婚
式
は
、
交
通
機
関
の
発
達
、
マ
ス
コ
ミ
の
急
速
な
進
歩
・
普
及
で
地
域
性
が
な
く
な
り
、
画
一
的
で
華
や
か
に
な
っ
た
。

昔
の
結
婚
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
家
で
行
っ
た
の
で
、
普
通
の
農
家
の
婚
礼
は
、
特
別
な
有
名
人
を
招
く
こ
と
も
な
く
、
親
戚
や
近

所
の
人
為
が
お
祝
い
に
集
ま
る
だ
け
で
、
友
人
の
来
会
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

高
島
田
も
振
袖
も
着
な
い
で
、
銘
仙
の
着
物
に
、
髪
に
リ
ボ
ン
を
つ
け
て
行
く
程
度
が
普
通
の
嫁
入
り
姿
で
あ
っ
た
。

た
ん
す
準
‐
と
め
そ
で

箪
笥
や
鏡
台
を
運
ぶ
人
足
を
雇
っ
て
留
袖
で
も
着
て
行
く
嫁
さ
ん
は
、
「
裾
模
様
の
着
物
を
着
て
行
く
ん
じ
ゃ
と
」
と
近
所
で
評
判
に

な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

仲
人
夫
婦
と
婿
方
の
主
な
親
戚
四
、
五
人
で
嫁
迎
え
に
家
ま
で
出
向
き
三
三
時
間
の
祝
宴
を
し
た
後
で
、
嫁
を
連
れ
て
婚
家
に
向
か

う
。
た
い
て
い
嫁
入
り
は
夕
暮
れ
時
に
な
る
の
で
、
ち
ょ
う
ち
ん
を
と
も
し
た
行
列
が
続
い
た
。
仲
人
は
大
き
な
声
で
「
嫁
ぞ
ぅ
／
・
嫁
ぞ

う
／
」
と
か
「
嫁
を
見
よ
／
・
嫁
を
見
よ
／
・
」
と
か
声
を
か
け
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
歩
い
た
。
村
の
所
々
に
若
い
衆
が
垣
を
造
っ
て
、
簡
単
に

は
通
れ
な
い
よ
う
に
し
て
あ
る
。
仲
人
は
鎌
を
持
っ
て
い
て
垣
を
取
り
除
い
て
行
っ
た
。

良
い
娘
が
部
落
を
去
る
こ
と
を
惜
し
む
意
味
だ
と
も
、
立
ち
止
ま
ら
せ
て
花
嫁
の
姿
を
念
入
り
に
見
よ
う
と
す
る
の
だ
と
も
い
わ
れ
て

行
列
の
中
に
酒
と
湯
呑
み
を
持
っ
た
人
が
い
て
、
花
嫁
を
見
に
来
た
人
点
に
酒
を
振
る
舞
っ
た
。
家
に
着
く
と
、
手
引
き
ば
ん
ぱ
と
い

っ
て
嫁
の
手
を
取
っ
て
玄
関
か
ら
迎
え
入
れ
る
年
寄
り
が
い
て
嫁
を
座
敷
に
招
き
入
れ
、
障
子
を
全
部
開
け
放
っ
て
夫
婦
盃
が
行
わ
れ
、

続
い
て
親
戚
固
め
の
盃
が
終
わ
る
と
披
露
宴
に
移
っ
た
。

い
る
。

一
ハ

結
婚
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が
多
か
っ
た
。

嫁
を
「
か
た
ぐ
」
と
い
う
習
慣
も
あ
っ
た
。
昔
の
婚
礼
は
家
と
家
と
の
縁
組
承
と
い
う
考
え
方
が
強
く
、
相
思
相
愛
の
仲
で
も
両
親
の

承
諾
が
得
ら
れ
に
く
い
と
き
の
非
常
手
段
と
し
て
娘
を
連
れ
て
く
る
こ
と
を
、
か
た
ぐ
と
い
っ
た
。
略
奪
結
婚
の
名
残
だ
と
も
い
わ
れ
る

か
ど
あ

が
、
明
治
以
後
に
は
当
人
同
士
の
同
意
が
あ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
嫁
さ
ん
を
か
た
い
で
来
る
と
、
門
明
け
類
や
親
戚
の
話
の
わ
か
る
人

の
家
に
預
け
て
、
そ
の
人
た
ち
に
仲
介
し
て
も
ら
い
両
家
と
交
渉
し
て
も
ら
っ
た
。
か
た
い
だ
と
正
面
切
る
と
嫁
の
家
に
も
傷
が
つ
く
こ

と
に
な
る
が
、
第
三
者
に
預
け
て
あ
る
と
両
親
や
嫁
方
を
説
得
し
や
す
い
面
も
あ
っ
て
、
ま
と
ま
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

く
場
合
も
あ
っ
た
。

簡
単
に
結
婚
式
を
挙
げ
る
に
は
、
奉
公
人
と
し
て
嫁
入
り
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
両
家
の
間
で
話
が
決
ま
る
と
、
仲
人
が
夕
方
嫁
方
の

家
へ
迎
え
に
行
き
、
娘
を
同
道
し
て
婚
家
に
行
き
、
夫
婦
の
盃
を
し
た
だ
け
で
式
を
終
わ
っ
た
。
試
験
結
婚
だ
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
た

だ
盛
大
に
披
露
宴
を
し
な
い
だ
け
で
、
試
し
て
承
る
と
い
う
よ
う
な
軽
い
意
味
は
な
く
正
式
の
結
婚
だ
と
思
う
ｏ
式
に
両
親
が
つ
い
て
行

ま
た
職
業
の
大
部
分
が
農
業
で
あ
っ
た
時
代
は
、
隣
り
近
所
の
風
習
や
、
付
き
合
い
の
し
き
た
り
も
、
ほ
と
ん
ど
一
緒
で
よ
か
っ
た
。

ま
た
年
中
行
事
が
比
較
的
多
く
、
農
作
業
の
合
間
に
仕
事
休
承
が
多
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
日
曜
日
に
仕
事
を
休
む
風
習
が
な
か

っ
た
時
代
に
は
、
こ
の
年
中
行
事
が
百
姓
の
唯
一
の
休
息
の
と
き
で
も
あ
っ
た
。

現
在
の
よ
う
に
職
業
も
千
差
万
別
と
な
り
、
そ
の
上
生
活
様
式
が
激
変
す
る
と
、
交
際
上
の
義
理
人
情
も
、
形
式
的
に
な
り
、
だ
ん
だ

嶺
北
地
方
で
も
嶺
東
四
か
村
と
い
わ
れ
た
大
豊
町
は
、
明
治
時
代
の
こ
ろ
か
ら
民
俗
・
風
俗
・
習
慣
な
ど
は
だ
い
た
い
似
か
よ
っ
た
点

七
結
び
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ん
と
廃
れ
て
い
く
儀
式
や
慣
例
が
増
加
し
て
き
た
。

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
年
中
行
事
の
な
か
で
も
、
す
で
に
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
餅
つ
き
な
ど
で
も
機
械
で
つ
い
た
り
、

賃
づ
き
に
頼
ん
だ
り
、
ま
た
お
供
え
餅
な
ど
の
昔
の
し
き
た
り
が
、
だ
ん
だ
ん
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

農
作
業
な
ど
に
し
て
も
、
昔
は
収
穫
が
自
然
の
気
候
風
土
に
左
右
さ
れ
る
所
が
大
き
か
っ
た
の
で
、
何
事
に
つ
け
て
も
神
に
祈
る
し
き

た
り
が
多
か
っ
た
が
、
化
学
肥
料
や
殺
虫
剤
に
影
響
さ
れ
て
か
、
だ
ん
だ
ん
と
廃
れ
て
き
た
。

家
建
て
や
屋
根
替
え
の
よ
う
な
普
請
ご
と
に
し
て
も
、
屋
根
は
す
べ
て
ス
レ
ー
ト
葺
き
か
、
瓦
葺
き
に
な
っ
た
の
で
、
カ
ヤ
葺
き
の
よ

う
な
面
倒
な
手
間
は
な
く
な
っ
た
。

だ
ん
だ
ん
と
消
え
て
ゆ
く
風
俗
の
中
で
、
雛
節
句
や
、
端
午
の
節
句
、
七
・
五
・
三
の
よ
う
に
、
新
し
い
形
式
で
定
着
し
つ
つ
あ
る
も

の
も
あ
る
が
、
マ
ス
コ
ミ
の
影
響
を
受
け
て
、
総
体
的
に
華
美
に
な
っ
て
い
る
。

特
に
婚
礼
な
ど
は
自
宅
で
行
う
も
の
が
少
な
く
な
り
、
全
国
画
一
的
な
も
の
に
な
っ
て
、
シ
ョ
ー
と
し
て
演
出
さ
れ
見
せ
る
婚
礼
に
変

そ
れ
ら
の
中
で
神
楽
の
よ
う
に
、
国
の
民
俗
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
を
受
け
、
ま
た
施
餓
鬼
船
や
獅
子
舞
や
太
刀
踊
り
な
ど
は
、
町

指
定
の
文
化
財
と
し
て
保
存
の
対
策
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
ほ
か
の
私
た
ち
が
祖
先
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
、
さ
さ
や
か
な
民
俗
の
し
き
た
り
も
、
生
活
様
式
の
変
化
と
、
社
会
構

造
の
激
変
に
よ
っ
て
消
え
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
寂
し
い
限
り
で
あ
る
。

体
で
行
う
も
の
が
あ
る
。

わ
り
つ
つ
あ
る
。

昔
か
ら
の
し
き
た
り
が
、
一
番
多
く
残
っ
て
い
る
の
は
仏
式
に
よ
る
葬
式
で
あ
ろ
う
。
町
内
の
七
、
八
割
が
真
言
宗
の
檀
家
と
い
わ
れ

て
い
る
の
で
、
地
域
や
檀
家
寺
の
違
い
で
、
細
か
い
と
こ
ろ
が
少
し
ず
つ
違
っ
て
も
、
だ
い
た
い
昔
ど
お
り
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
取
り
上
げ
て
あ
る
民
俗
は
、
大
別
し
て
個
人
で
行
う
も
の
が
主
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
集
落
や
社
寺
の
氏
子
、
檀
家
な
ど
の
団
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