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旧
各
務
村
各
務
(

各
務
原
市
各
務
)

の

雨
乞
ど
お
礼
の
雨
踊
り

旧
各
務
村
と
旧
須
衛
村
が
明
治
三
十
年
に
合
併
し
て
新
し
い
各
務
村
に
な
っ
た
の
で
、
今
か
ら
七
〜
八
十
年
前
ご
ろ

は
両
地
区
の
い
ろ
い
ろ
な
祭
リ
行
事
な
ど
は
別
々
に
行
な
わ
れ
た
と
か
、
こ
の
雨
乞
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

各
務
村
は
三
方
山
に
か
こ
ま
れ
た
農
村
で
、
米
、
麦
、
養
蚕
が
生
活
の
往
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
か
ん
が
い
用
水
と

い
え
ば
お
が
瀬
池
の
水
と
山
か
ら
谷
川
で
流
れ
る
水
だ
け
。
そ
れ
で
夏
、
日
照
リ
が
続
く
と
畑
作
物
は
も
ち
ろ
ん
水
田

も
水
不
足
で
乾
い
て
亀
裂
が
で
き
、
収
穫
皆
無
、
か
ん
ば
つ
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
た
び
た
び
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
神

様
に
助
力
を
祈
る
の
が
こ
の
雨
乞
で
あ
る
。

各
務
は
東
組
、
中
組
、
西
組
の
三
部
落
に
な
リ
各
家
で
長
さ
一
間
、
直
径
五
〜
六
寸
位
の
松
明
を
作
り
相
当
重
い
も
 

の
を
担
い
で
お
が
瀬
池
の
東
の
天
野
山
に
登
リ
、
部
落
ご
と
に
一
列
に
全
山
峰
筋
に
散
解
し
、
夕
闇
を
待
っ
て
、
合
図
 

に
よ
っ
て
一
斉
に
点
火
し
て
お
が
瀬
池
の
祭
神
に
慈
雨
を
乞
ぅ
の
で
あ
リ
ま
す
。

二
〜
三
時
間
で
あ
リ
ま
す
が
、
夏
の
夜
空
に
一
列
に
見
え
る
火
の
列
は
見
事
な
も
の
で
、
母
と
夕
涼
み
し
な
が
ら
見
 

た
も
の
で
し
た
。
二
〜
三
日
し
て
雨
(

夕
立
)
が
降
っ
て
相
当
な
雨
量
で
あ
る
と
「お
湿
め
リ
遊
び
」
と
い
っ
て
太
鼓
 

が
な
リ
、
村
中
仕
事
を
休
み
、
大
雨
が
あ
る
と
日
を
き
め
て
部
落
の
お
宮
様
か
ら
村
の
氏
神
様
へ
各
自
竹
を
組
み
合
せ
 

た
花
笠
を
作
リ
、
浴
衣
姿
で
太
鼓
や
カ
ネ
に
合
せ
て
行
列
で
お
詣
リ
し
、
広
場
で
円
障
を
つ
く
っ
て
お
ど
っ
た
。
子
供



達
も
行
列
に
つ
い
て
歩
き
ま
し
た
。
本
当
に
子
供
時
代
の
な
つ
か
し
い
思
い
出
で
あ
リ
ま
す
。

小
佐
野
町
に
お
け
る
片
羽
屋
敷
の
由
来

昔
か
ら
我
が
小
佐
野
邑
(

ム
ラ
)
に
片
羽
ど
い
ぅ
俗
称
が
あ
り
ま
す
。
当
時
は
ほ
ん
の
数
軒
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
 

れ
は
徳
川
幕
府
初
中
期
の
三
井
川
中
流
に
あ
た
る
当
地
一
帯
に
よ
し
が
生
い
茂
リ
、
川
の
土
堤
は
も
ち
ろ
ん
田
の
畦
に
 

も
生
え
て
お
っ
た
の
で
す
。

今
か
ら
十
四
〜
五
年
程
前
か
ら
土
地
改
良
で
整
地
さ
れ
全
く
見
当
リ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ど
こ
か
に
残
存
し
て
い
な
 

い
か
ど
私
が
綿
密
に
探
し
た
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
に
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
一
茎
を
発
見
、
保
管
し
て
い
る
よ
ぅ
な
 

状
態
で
す
。

当
時
は
清
水
が
数
ケ
所
に
混
々
と
湧
き
出
て
、
夏
は
冷
た
く
、
西
瓜
や
瓜
を
冷
や
し
た
リ
、
冬
は
暖
か
い
の
で
洗
濯
 

を
し
た
リ
し
て
調
法
が
つ
て
お
リ
ま
し
た
。

生
い
茂
る
に
ま
か
せ
て
い
た
の
で
ウ
ナ
ギ
や
ナ
マ
ズ
な
ど
魚
類
の
繁
殖
地
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
そ
の
よ
し
が
片
一
方
に
葉
が
出
て
い
る
珍
ら
し
い
種
類
で
、
普
通
は
た
が
い
ち
が
い
に
双
生
の
葉
が
あ
る
の
 

で
す
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
一
方
だ
け
に
葉
が
あ
る
学
術
的
に
も
価
値
あ
る
珍
種
で
す
。
そ
れ
で
そ
の
附
近
を
片
羽
ど
 

い
い
、
そ
こ
の
数
軒
を
片
羽
屋
敷
ど
呼
ぶ
よ
う
に
な
リ
、
そ
れ
に
連
ら
な
る
田
畑
一
帯
を
片
羽
西
と
い
う
俗
称
が
今
も

引
き
継
が
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
よ
し
は
他
に
類
が
な
い
の
で
中
仙
道
を
歩
い
て
通
る
当
時
の
旅
人
が
、
聞
き
出
し
て
わ
ざ
わ
ざ
道
寄
リ
 

を
し
て
眺
め
、
土
産
に
折
っ
て
持
參
し
た
ど
い
ぅ
話
も
あ
り
ま
す
。
現
在
は
ほ
と
ん
ど
絶
滅
の
状
態
で
す
。
以
上
片
羽
 

屋
敷
の
由
来
を
書
き
と
め
て
後
世
に
残
し
た
い
と
思
い
拙
筆
を
と
っ
た
訳
で
す
。

地
蔵
尊
ま
つ
〇

昔
、
賊
し
い
女
の
人
が
地
蔵
尊
を
信
仰
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
男
の
子
が
生
ま
れ
、
四
才
に
な
っ
た
時
に
、J
と 

し
た
病
に
て
伏
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
夫
に
こ
の
子
が
小
さ
い
の
で
可
愛
想
だ
か
ら
後
妻
を
迎
え
な
い
よ
う
に
ど
 

い
っ
て
頼
み
、
涙
な
が
ら
に
亡
く
な
リ
ま
し
た
。
そ
し
て
一
年
を
過
ぎ
る
ど
凡
夫
の
身
の
情
な
く
、
程
な
く
後
妻
を
迎
 

え
ま
し
た
。

次
第
に
そ
の
子
供
を
憎
し
み
は
じ
め
て
事
毎
に
つ
ら
く
当
リ
ま
し
た
。
あ
る
日
の
こ
と
、
吉
日
に
使
う
酒
を
作
ろ
う
 

と
、
米
を
)f
し
て
簽
に
こ
し
き
を
仕
掛
け
て
買
物
に
出
て
行
き
、
帰
っ
て
見
る
と
先
程
の
米
を
手
で
す
く
い
取
ら
れ
て
 

い
る
の
で
子
供
を
せ
っ
か
ん
し
ま
し
た
。
両
手
を
合
せ
て
「赦
し
て
下
さ
れ
。
」
と
地
蔵
尊
と
亡
き
母
の
位
牌
の
前
で
 

あ
や
ま
リ
ま
し
た
が
、
継
母
は
腹
を
立
て
、
ど
こ
ろ
か
ま
わ
ず
打
ち
、
そ
れ
に
あ
き
ず
、
引
き
づ
リ
こ
し
き
の
中
に
押
 

し
こC、

そ
の
上
に
蓋
を
し
て
大
き
な
石
を
の
せ
て
火
を
仕
掛
け
ま
し
た
。
盖
の
水
は
熱
湯
し
、
沸
き
上
リ
入
寮
地



獄
の
如
く
に
な
リ
ま
し
た
。
そ
の
時
、
夫
は
胸
騒
ぎ
が
し
て
急
い
で
わ
が
家
に
帰
っ
て
見
る
と
、
我
が
子
が
ど
こ
に
も
 

い
な
い
の
で
、
泣
き
叫
ぶ
声
の
す
る
方
に
耳
を
立
て
近
寄
っ
て
み
ま
す
と
、
血
潮
を
分
け
た
我
が
子
の
声
。
狂
気
の
如
 

く
駘
け
寄
っ
て
見
れ
ば
、
一
人
の
旅
僧
が
自
分
の
子
供
を
背
負
っ
て
立
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
夫
は
怪
し
み
な
が
ら
そ
 

の
始
末
を
尋
ね
る
と
、

『お
前
の
子
供
は
、
継
母
の
た
め
蒸
し
殺
さ
れ
む
と
せ
リ
、
余
は
身
代
リ
を
も
っ
て
救
い
来
れ
る
な
リ
。
余
が
一
子
 

を
他
家
に
預
け
て
養
育
せ
む
こ
と
を
誓
わ
ば
、
背
の
子
を
返
す
べ
し
』

夫
は
涙
を
流
し
て
厚
く
御
礼
を
述
べ
、
我
が
子
を
手
に
引
き
拝
み
ま
し
た
。

「御
僧
は
ど
こ
の
御
坊
な
リ
や
」
と
、
辱
ね
ま
す
と
「余
は
藏
玉
院
の
傍
に
住
め
リ
」
と
、
姿
は
煙
の
如
く
消
え
去
 

リ
ま
し
た
。

妻
は
夫
の
不
意
の
帰
リ
に
恐
れ
て
顏
色
は
青
ざ
め
て
、
あ
わ
て
ふ
た
め
い
て
火
を
消
し
ま
し
た
。
夫
は
知
ら
ぬ
顔
で
、 

我
が
子
は
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
と
尋
ね
る
ど
、
外
に
で
も
遊
び
に
行
っ
た
と
答
え
、
ふ
と
夫
の
顔
を
見
る
と
家
に
ま
つ
 

っ
て
あ
る
地
蔵
尊
の
お
顔
に
見
え
て
、
ハ
ッ
ト
胸
を
つ
か
れ
て
、
我
が
身
の
仕
打
ち
の
空
恐
し
く
な
リ
、
ざ
ん
如
の
念
 

に
い
た
た
ま
れ
ず
、
こ
ろ
び
つ
つ
彼
方
に
走
リ
行
き
、
川
の
深
み
に
身
を
投
じ
て
死
に
ま
し
た
。

夫
は
前
の
妻
が
信
仰
し
て
い
た
地
蔵
尊
の
お
陰
を
「あ
あ
、
あ
リ
が
た
や
」
と
声
を
惜
し
ま
ず
泣
き
ま
し
た
。
こ
の
 

さ
ま
ざ
ま
の
伝
え
を
聞
き
、
四
方
の
人
々
が
集
ま
リ
、
参
拝
者
の
断
つ
こ
と
な
く
、
香
の
た
え
る
こ
と
な
し
で
あ
つ
た
。

そ
の
後
自
分
は
出
家
し
て
地
蔵
尊
の
行
人
と
な
リ
、
毎
日
花
や
仏
飯
を
お
供
え
し
て
煙
の
た
え
る
こ
と
な
く
、
毎
年
 

七
月
の
二
十
四
日
ど
二
十
五
日
は
子
供
も
大
人
老
若
男
女
の
別
な
く
、
夕
方
六
時
か
ら
十
一
時
ま
で
お
ど
リ
を
し
て
、

そ
の
霊
を
慰
め
、
両
側
に
は
小
さ
い
店
が
沢
山
並
ん
で
賑
や
か
に
地
蔵
尊
祭
リ
が
行
わ
れ
ま
す
。
今
は
五
年
ほ
ど
前
に
 

新
し
い
御
堂
が
建
て
ら
れ
て
、
そ
の
中
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
蔵
ま
つ
り

<

そ
の1>

そ
れ
は
昔
々
、
私
達
の
小
さ
い
頃
の
思
い
出
話
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
の
家
の
近
く
に
辻
堂
が
あ
っ
て
、
お
地
蔵
様
が
ま
つ
っ
て
あ
リ
ま
し
た
。
暑
い
暑
い
八
月
の
二
十
四
日
が
お
祭
リ
 

日
に
当
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
祭
リ
は
夜
の
い
わ
ゆ
る
夏
祭
リ
で
し
た
。

昼
の
う
ち
に
地
蔵
堂
に
は
果
物
や
お
菓
子
や
お
餅
な
ど
が
山
の
よ
う
に
お
供
え
し
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
近
く
の
 

杉
の
木
か
ら
椿
の
木
ま
で
縄
を
張
リ
、
紅
白
の
ほ
う
づ
き
提
灯
が
四
〜
五
十
個
も
さ
げ
ら
れ
、
昼
間
か
ら
飾
リ
た
て
て
 

あ
リ
ま
し
た
0

私
達
子
供
心
に
早
く
夜
が
来
れ
ば
い
い
な
と
思
い
な
が
ら
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
沢
山
の
子
供
が
集
ま
っ
て
来
ま
し
 

た
。
あ
ち
ら
で
は
縄
飛
び
、
こ
ち
ら
で
は
お
手
玉
遊
び
と
、
子
供
た
ち
が
た
む
ろ
し
て
お
祭
り
気
分
を
充
分
味
わ
っ
て
 

い
た
も
の
で
す
。

さ
て
夜
に
な
リ
ま
す
と
、
今
日
ば
か
リ
は
早
目
に
夕
食
を
す
ま
せ
て
浴
衣
に
着
変
え
た
子
供
達
は
、
目
を
か
が
や
か



r-

せ
、
生
き
生
き
と
し
て
集
ま
っ
て
来
ま
す
。
も
う
そ
の
頃
に
は
地
蔵
堂
の
前
の
「南
無
地
蔵
菩
薩
」
と
書
い
た
大
提
灯
 

に
は
、
赤
々
と
灯
が
入
リ
、
大
人
の
人
達
が
大
勢
来
て
高
く
張
っ
た
「ほ
う
ず
き
提
灯
」
の
縄
を
ゆ
る
め
て
次
々
に
灯
 

を
と
も
し
て
い
き
ま
す
。
あ
た
リ
は
'

 
パ
ッ
ど
明
る
く
な
リ
、
紅
白
の
提
灯
が
風
に
ゆ
れ
動
く
あ
り
さ
ま
は
夏
祭
リ
な
 

ら
で
は
の
風
情
で
し
た
。

や
が
て
カ
ラ
ン
、
カ
ラ
ン
ど
甲
高
く
カ
ン
カ
ラ
太
鼓
を
合
図
に
読
経
が
始
ま
リ
ま
す
。
そ
し
て
読
経
が
終
る
の
を
待
 

っ
て
子
供
達
は
一
列
に
並
ん
で
お
供
え
を
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
が
子
供
達
に
と
っ
て
何
よ
リ
の
喜
び
だ
っ
た
よ
う
で
 

す
。一

人
来
た
子
、
友
達
と
来
た
子
、
お
母
さ
ん
と
来
た
子
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
、
み
ん
な
が
帰
る
頃
に
は
提
灯
の
火
も
消
 

え
て
後
に
は
星
だ
け
が
ま
た
た
く
暗
い
暗
い
夜
で
し
た
。
で
も
子
供
た
ち
に
と
っ
て
今
日
一
日
は
か
け
が
え
の
な
い
楽
 

し
い
一
日
で
し
た
。

<

そ
の
二>

私
が
こ
ち
ら
に
嫁
入
つ
て
来
ま
し
た
頃
、
や
は
り
こ
ち
ら
に
も
地
蔵
盆
と
い
つ
て
、
お
祭
リ
の
し
き
た
リ
が
あ
リ
ま
 

し
た
。
今
か
ら
四
十
四
、
五
年
程
も
前
の
こ
ど
で
す
が
、
私
の
子
供
達
も
小
学
校
に
入
る
と
仲
間
に
入
れ
て
も
ら
っ
た
 

も
の
で
す
。

「山
の
子
様
」
は
男
子
だ
け
の
も
の
で
す
が
、
こ
の
お
地
蔵
様
の
祭
リ
は
男
女
共
同
の
も
の
で
、
子
供
た
ち
に
と
つ
 

て
楽
し
い
も
の
の
一
つ
で
し
た
。
先
ず
お
祭
リ
の
前
日
、
子
供
た
ち
は
自
分
の
町
内
を
「お
地
蔵
様
の
芳
願
」
と
叫
び

な
が
ら
家
々
を
廻
リ
、
そ
の
頃
の
こ
と
で
す
か
ら
二
、
三
十
銭
ず
つ
も
ら
っ
て
き
た
も
の
で
す
。
そ
れ
を
翌
日
宿
元
に
 

持
ち
よ
っ
て
上
級
生
が
買
物
の
相
談
を
し
ま
す
。
当
日
は
昼
食
を
み
ん
な
で
食
べ
ま
す
の
で
宿
元
の
お
母
さ
ん
も
相
談
 

に
加
わ
リ
、
ご
馳
走
や
買
物
な
ど
の
ア
ド
バ
ィ
ス
を
し
ま
す
。

お
地
蔵
様
は
お
宮
の
一
隅
に
台
石
と
も
に
五
、
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
位
の
石
仏
で
ひ
っ
そ
リ
と
立
っ
て
い
ま
し
た
。 

当
日
子
供
達
は
廻
リ
の
草
を
引
い
た
リ
、
小
笹
を
刈
っ
た
リ
し
て
初
め
て
お
地
蔵
様
の
顔
を
お
が
む
位
の
も
の
で
し
た
。 

両
側
の
花
筒
に
花
が
飾
ら
れ
、
一
拓
掃
除
が
す
む
ど
宿
元
で
出
来
た
小
豆
御
飯
を
供
え
て
一
同
お
詣
リ
す
る
の
で
す
。

い
よ
い
よ
昼
食
で
す
が
こ
れ
又
大
変
な
も
の
で
、
宿
元
は
朝
か
ら
ひ
っ
く
リ
返
る
よ
う
な
大
騒
ぎ
で
す
。
御
馳
走
と
 

い
っ
て
も
昔
の
こ
と
で
す
か
ら
、
小
豆
ご
飯
か
味
ご
飯
な
ど
に
季
節
の
南
瓜
か
茄
子
の
煮
物
に
胡
瓜
の
酢
も
み
ぐ
ら
い
 

で
す
が
、
子
供
た
ち
は
み
ん
な
何
べ
ん
も
何
べ
ん
も
お
か
わ
リ
を
し
て
、
お
な
か
一
杯
に
な
る
ま
で
食
べ
ま
し
た
。
食
 

後
は
大
き
い
子
た
ち
が
お
菓
子
を
分
け
た
リ
西
瓜
を
切
っ
た
リ
し
て
小
さ
い
子
を
い
た
わ
リ
ま
し
た
。

今
か
ら
考
え
る
ど
な
ん
の
変
徹
も
な
い
一
日
で
す
が
、
子
供
達
に
は
無
上
に
う
れ
し
く
楽
し
い
行
事
の
よ
う
で
し
た
。 

こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
小
さ
い
者
同
志
の
心
の
ふ
れ
あ
い
や
心
の
和
が
あ
リ
、
又
長
幼
の
序
を
学
び
、
礼
儀
作
法
も
知
ら
 

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
身
に
つ
け
た
も
の
で
す
。

こ
こ
に
記
し
ま
し
た
地
蔵
祭
り
の
 <

そ
の
一
 ><

 

そ
の
二
 >

 

の
よ
う
な
催
し
も
今
日
で
は
す
っ
か
リ
影
を
ひ
そ
め
て
、 

現
代
っ
子
た
ち
は
な
ん
だ
か
味
気
な
く
可
愛
想
な
よ
う
な
気
も
い
た
し
ま
す
。
幼
な
い
時
の
思
い
出
や
お
話
は
い
つ
ま
 

で
た
っ
て
も
忘
れ
る
も
の
で
は
あ
リ
ま
せ
ん
。
そ
の
人
々
の
一
生
を
ど
ん
な
に
心
温
か
く
さ
さ
え
て
く
れ
る
こ
と
で
し
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正
月
の
行
事

#)

歳
末
の
十
日
と
い
っ
て
、
昔
か
ら
年
中
で
一
番
忙
が
し
い
時
で
あ
る
。
昔
は
十
二
月
末
に
な
っ
て
も
、
な
か
な
か
秋

の
も
み
摺
リ
が
片
付
か
な
か
っ
た
の
で
旧
正
月
だ
っ
た
。

子
供
が
「正
月
様
は
い
つ
ご
ざ
る
、
向
い
の
山
ま
で
ご
ざ
っ
た
、
下
駄
の
歯
の
よ
う
な
餅
持
っ
て
、
ね
ぶ
リ
ね
ぶ
リ
、

ご
一
ざ
っ
た
。」ど
歌
い
よ
っ
た
。

旧
十
二
月
二
十
五
、
六
日
に
煤
掃
き
を
す
る
。
長
い
竹
の
先
に
藁
と
笹
を
付
け
て
、
屋
根
裏
の
煤
を
払
っ
た
。
二
十
 

七
、
八
日
に
餅
を
つ
く
。
朝
二
時
頃
に
起
き
て
、
き
び
餅
、
粟
餅
、
白
餅
と
、
一
俵
ぐ
ら
い
は
搗
き
よ
っ
た
。
餅
搗
き
 

が
す
む
と
、
父
は
山
へ
門
松
を
切
リ
に
行
っ
た
。
二
十
九
日
の
夜
注
連
縄
を
作
り
ま
す
。
藁
を
打
た
ず
に
手
に
水
を
使
 

っ
て
作
る
。

大
晦
日
朝
早
く
起
き
て
父
は
門
松
を
立
て
る
。
年
神
様
と
い
っ
て
、
台
所
(

玄
関
入
っ
て
左
部
屋
)
そ
こ
に
吊
棚
を
 

つ
っ
て
、
松
、
竹
、
注
連
縄
を
張
っ
て
祭
リ
、
お
鏡
餅
、
干
が
き
、
豆
、
お
洗
米
を
供
え
る
。
そ
れ
が
す
む
と
、
半
年
 

分
の
医
者
、
よ
ろ
づ
屋
(

色
々
商
店
)

、
肥
料
屋
の
勘
定
払
い
に
行
っ
た
。

母
は
年
越
魚
を
作
る
。
(

お
せ
ち
料
理
)
黒
豆
、
数
の
子
、
田
作
り
、
切
昆
布
、
大
根
の
裂
き
干
し
、
い
も
、
ご
ば
 

う
、
豆
腐
を
入
れ
て
煮
る
。
子
供
は
風
呂
た
き
や
、
掃
除
を
手
伝
う
。
大
晦
日
は
早
く
夕
皈
を
す
ま
し
、
夜
は
年
越
そ



ば
を
食
べ
ま
し
た
。

元
日
は
朝
二
時
に
起
き
て
、
つ
る
べ
井
戸
で
若
水
を
汲
ん
で
顔
を
洗
ぅ
。
父
と
一
し
ょ
に
お
詣
リ
で
き
る
男
の
子
は
、 

貼
リ
た
て
の
上
紋
付
の
提
灯
を
と
も
し
て
詣
っ
て
来
る
ま
で
は
、
誰
に
も
口
を
聞
か
ず
に
詣
る
。
向
い
の
山
の
権
現
様
、 

秋
葉
様
、
山
神
様
、
御
嶽
様
、
氏
神
様
、
お
寺
を
詣
っ
て
来
る
と
、
約
一
時
間
半
か
か
リ
ま
す
。
母
は
帰
る
時
間
を
見
 

て
、
餅
'

 
い
も
、
菜
を
入
れ
て
餅
を
煮
る
。
ま
だ
夜
が
明
け
ぬ
ぅ
ち
に
雑
煮
を
食
べ
る
。
父
は
お
酒
が
嫌
い
だ
っ
た
の
 

で
お
屠
蘇
は
呑
ま
な
か
っ
た
。
母
と
子
供
は
、
朝
明
る
く
な
っ
て
か
ら
お
詣
リ
し
ま
し
た
。

子
供
は
、
楽
し
い
嬉
し
い
お
正
月
。
新
し
い
着
物
、
足
袋
、
下
駄
を
履
い
て
、
コ
マ
を
廻
し
た
リ
、
追
羽
子
つ
い
た
 

リ
、
歌
留
多
を
取
っ
て
遊
ん
だ
幼
き
日
の
思
い
出
が
ょ
み
が
え
っ
て
き
ま
す
。

七
日
は
七
種
が
ゆ
と
い
っ
て
、
か
ゆ
の
中
へ
、
餅
、
菜
を
入
れ
て
食
べ
ま
す
。
十
四
日
は
小
豆
が
ゆ
の
中
へ
、
餅
、

干
柿
を
入
れ
て
年
越
が
ゆ
と
い
っ
て
年
神
様
に
供
え
る
。
そ
れ
か
ら
年
神
様
の
棚
を
お
ろ
し
て
、
注
連
縄
の
中
へ
小
 

豆
が
ゆ
を
入
れ
左
義
長
を
や
る
。
「左
義
長
や
ど
ん
ど
こ
ど
ん
餅
の
か
け
あ
ぶ
れ
」
書
き
初
め
を
燃
や
し
高
 

く
上
る
と
字
が
上
手
に
な
る
と
い
っ
て
喜
ん
だ
。
餅
を
焼
い
て
食
べ
る
と
無
病
息
災
と
言
っ
た
。
門
松
の
燃
え
残
り
を
 

屋
根
へ
上
げ
て
お
く
と
雷
が
落
ち
ぬ
と
い
っ
た
。

門
松
も
取
れ
左
義
長
が
す
む
と
松
の
内
も
終
リ
、
田
舎
も
急
に
淋
し
く
な
つ
た
。

二
十
日
は
患
比
寿
様
の
お
正
月
と
い
っ
て
、
大
豆
を
い
リ
御
飯
に
入
れ
て
炊
く
。
大
根
を
付
い
て
ゆ
で
、
そ
れ
を
味
 

噌
、
胡
麻
で
和
え
大
根
よ
ご
し
を
作
っ
て
御
飯
と
一
し
よ
に
供
え
ま
す
。

大
体
正
月
の
行
事
は
こ
の
位
だ
っ
た
ど
思
い
ま
す
。
遠
い
昔
を
振
リ
返
リ
、
自
分
の
脳
裡
に
浮
ん
だ
事
を
思
い
出
し

て
綴
リ
ま
し
た
0

初

午

正
月
過
ぎ
て
初
め
て
の
丙
午
の
日
を
初
午
と
い
い
、
午
の
日
の
六
十
日
目
に
あ
リ
ま
す
。
私
の
方
で
は
稲
荷
神
社
の
 

お
祭
り
の
日
に
一
緒
に
し
ま
す
。
宮
当
番
の
家
で
前
の
日
に
米
の
粉
を
ね
っ
て
、
ま
ゆ
の
形
の
だ
ん
ご
や
、
す
ず
の
形
 

を
作
っ
て
、
さ
さ
に
つ
け
、
当
日
餅
投
げ
の
棚
に
た
く
さ
ん
付
け
て
お
く
。
一
方
木
の
礼
を
さ
さ
の
数
だ
け
作
リ
餅
と
 

一
緒
に
投
げ
、
礼
を
拾
っ
た
も
の
が
さ
さ
と
交
換
す
る
。
昔
は
そ
の
さ
さ
を
か
つ
い
で
、
ょ
ろ
こ
ん
で
家
へ
帰
っ
た
も
 

の
で
す
。
終
戦
過
ぎ
は
、
蚕
も
か
わ
な
く
な
っ
た
か
ら
、
段
々
略
式
に
な
リ
、
今
で
は
神
主
様
の
御
祈
祷
が
あ
リ
紅
白
 

の
お
餅
を
投
げ
る
だ
け
に
な
リ
ま
し
た
。

左
義
長

私
の
村
は
昔
か
ら
毎
年
一
月
十
五
日
に
は
野
村
神
明
神
社
の
境
内
で
、
朝
十
時
よ
リ
各
家
か
ら
一
人
ず
つ
藁
を
持
っ
 

て
集
ま
リ
ま
す
。
そ
の
藁
で
大
き
な
孔
雀
を
作
リ
ま
す
。
そ
の
孔
雀
の
羽
根
の
先
に
み
か
ん
を
刺
し
て
、
き
れ
い
に
飾



リ
つ
け
出
来
上
リ
で
す
。
そ
の
か
ら
だ
に
青
竹
の
割
っ
た
の
を
刺
し
て
、
倒
れ
な
い
よ
う
に
四
方
八
方
か
ら
皆
で
支
え
 

て
持
ち
ま
す
。
長
さ
は
四
米
余
リ
あ
る
そ
の
ま
わ
り
に
は
、
松
や
、
し
め
縄
、
古
い
神
様
の
御
札
、
書
初
め
等
を
つ
け
 

て
、
十
二
時
に
な
る
ど
一
度
に
火
を
つ
け
ま
す
。
次
第
に
燃
え
て
行
く
と
青
竹
が
大
き
な
音
を
立
て
て
は
ぜ
ま
す
。
そ
 

の
音
に
は
驚
き
ま
す
。
そ
の
は
ぜ
た
青
竹
lr各
自
一
本
ず
つ
土
に
投
げ
つ
け
る
と
又
は
ぜ
ま
す
。
そ
の
竹
の
真
中
の
割
 

れ
た
と
こ
ろ
に
四
角
の
二
十
セ
ン
チ
メ
 

—
ト
ル
程
、
厚
さ
三
セ
ン
チ
メ
 

—
ト
ル
の
餅
を
は
さ
ん
で
火
の
上
に
の
せ
て
表
 

襄
と
焼
き
ま
す
。
そ
の
黒
く
焼
け
た
餅
を
手
で
ち
ぎ
リ
食
べ
ま
す
。
そ
の
餅
を
食
べ
る
と
夏
に
病
気
に
な
ら
な
い
と
い
 

う
こ
と
で
す
。
又
書
初
め
が
高
く
上
っ
て
い
く
と
、
手
が
上
る
又
勉
強
が
よ
く
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

二
時
頃
終
っ
て
風
呂
敷
に
包
み
背
中
に
負
'ぶ
っ
て
帰
リ
ま
す
。
寒
い
日
で
も
焼
い
た
餅
の
句
い
竹
の
油
で
美
味
し
い
 

も
の
で
す
。
そ
の
孔
雀
の
倒
れ
た
方
向
に
よ
っ
て
、
そ
の
年
の
豊
作
不
作
が
わ
か
る
と
い
い
伝
え
て
い
ま
す
。
幼
い
頃
 

か
ら
の
な
つ
か
し
い
一
つ
の
行
事
と
思
い
ま
す
。

左
義
長
の
神
事
に
つ
い
て

戦
国
時
代
の
戦
い
は
そ
の
戦
線
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
笛
や
太
鼓
で
は
そ
の
号
令
は
聞
か
さ
れ
な
い
。
徹
底
し
 

な
い
場
合
が
多
い
の
で
ノ
ロ
シ
を
あ
げ
て
こ
れ
が
徹
底
を
図
っ
た
。

伝
承
さ
れ
て
い
る
地
域
の
年
中
行
事
の
中
で
も
左
義
長
は
一
番
に
早
く
行
な
わ
れ
て
、
陰
暦
の
十
五
日
正
月
の
前
日

の
十
四
日
の
日
没
頃
に
一
定
の
集
落
の
人
が
地
域
の
氏
神
様
に
豊
年
万
作
に
禍
を
去
っ
て
、
健
康
を
祈
リ
て
、
藁
、
撤
 

去
し
た
門
松
•

去
年
の
神
符
•

し
め
縄
等
ど
青
竹
を
持
ち
寄
っ
て
、
青
竹
を
割
っ
て
大
き
な
束
に
固
く
し
ば
っ
て
立
て
、 

火
を
狡
ち
燃
え
あ
が
る
と
同
時
に
患
の
方
へ
倒
す
の
で
あ
る
。

燃
え
あ
が
っ
た
と
き
、
子
供
達
は
お
正
月
の
書
初
め
を
細
く
切
っ
て
煙
の
力
で
高
く
舞
い
昇
ら
せ
て
、
字
の
上
手
に
 

な
る
ょ
ぅ
に
祈
リ
、
大
人
は
お
正
月
に
つ
い
た
餅
を
焼
い
て
各
々
_
宅
に
持
ち
帰
リ
、
家
内
一
同
わ
け
あ
っ
て
こ
れ
を
 

い
た
、'、
き
ま
す
。
ま
た
、
燃
え
余
リ
の
青
竹
を
一
本
持
ち
か
え
っ
て
、
初
午
ダ
ン
ゴ
を
造
る
と
き
こ
れ
を
ク
ド
に
た
い
 

て
養
蚕
の
豊
穣
を
祈
る
と
い
ぅ
年
の
始
め
の
行
事
で
あ
る
。

戦
場
で
傷
つ
い
た
リ
病
気
の
た
め
に
帰
農
し
て
い
る
人
等
と
土
着
の
人
が
、
そ
の
地
域
が
連
帯
し
て
左
義
長
の
聖
火
 

を
神
様
に
御
馳
走
し
、
一
般
地
域
の
住
人
に
は
神
仏
に
祈
願
を
こ
め
る
ノ
ロ
シ
で
も
あ
る
。

こ
れ
が
行
事
に
加
わ
っ
た
も
の
は
、
炎
の
お
さ
ま
る
頃
、
神
酒
と
ス
ル
メ
を
い
た
だ
い
て
帰
る
が
、
残
火
は
沢
山
あ
 

る
の
で
そ
の
と
き
参
加
で
き
え
な
い
人
達
は
随
時
お
詣
リ
し
て
残
火
に
あ
た
っ
て
健
康
を
祈
る
人
も
多
い
。

こ
の
行
事
は
地
域
の
氏
神
を
中
心
に
行
な
わ
れ
る
が
、
近
く
で
は
羽
鳥
の
福
寿
町
付
近
、
遠
く
は
九
州
の
大
分
付
近
 

に
お
い
て
は
左
義
長
祭
リ
で
観
光
の
名
所
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

左
義
長
ド
ン
ド
餅
の
カ
ケ
ア
ブ
レ
 

左
義
長
ド
ン
ド
餅
の
カ
ケ
ア
ブ
レ



左
義
長

毎
年
左
義
長
は
一
月
十0
日
で
す
。
代
リ
番
に
毎
年
宮
当
番
が
き
め
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
十
時
頃
か
ら
出
て
太
い
も
 

う
そ
う
竹
を
し
ん
に
立
て
、
そ
れ
に
青
竹
や
神
社
の
門
松
を
立
て
か
け
、
所
々
に
藥
を
立
て
か
け
、
上
の
方
か
ら
八
番
 

線
と
縄
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
く
。
一
時
頃
火
を
付
け
、
元
日
の
初
水
で
二
日
の
書
き
初
め
に
書
い
た
紙
を
火
の
も
え
盛
り
に
 

上
の
方
へ
あ
け
る
。
高
く
あ
が
る
と
字
が
上
手
に
な
る
と
云
い
ま一

>

 

た
。
ま
た
、
昔
は
毎
年
た
お
す
方
向
が
き
ま
っ
て
 

い
た
そ
う
で
す
。
大
分
火
が
お
さ
ま
っ
た
二
時
頃
か
ら
お
餅
を
や
く
。
餅
に
灰
を
付
け
て
食
べ
る
と
夏
病
み
を
し
な
い
 

と
い
う
こ
ど
で
す
、
も
え
木
を
も
ら
っ
て
来
て
屋
根
の
ひ
さ
し
に
ほ
う
リ
上
げ
て
お
く
と
、
か
み
な
リ
が
落
ち
な
い
と
 

も
い
い
ま
し
た
。
又
も
え
木
は
、
あ
く
る
日
の
十
五
日
正
月
に
薪
と
一
緒
に
た
き
ま
し
た
。

雛
ま
つ
〇

各

昔
は
子
供
に
と
っ
て
一
番
楽
し
か
っ
た
の
は
、
ひ
な
祭
リ
で
し
た
。
花
は
庭
に
あ
っ
た
紅
白
の
源
平
桃
の
枝
を
立
て
 

今
の
よ
う
に
白
酒
は
な
く
、
甘
酒
を
供
え
、
た
く
さ
ん
飲
ん
で
は
フ
ラ
フ
ラ
し
た
こ
と
も
あ
リ
ま
し
た
。
ま
た
、
正
月

の
餅
を
つ
く
時
に
、
あ
ら
れ
を
作
っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
い
っ
て
供
え
る
。
近
所
の
子
供
達
が
前
掛
の
角
を
折
っ
て
、 

『お
っ
ど
、
お
っ
か
、
豆
お
く
れ
。
お
っ
と
、
お
っ
か
、
豆
お
く
れ
。」
と
云
っ
て
も
ら
っ
て
あ
る
い
た
も
のV
す
。
雛
 

檀
で
も
今
の
よ
う
な
揃
っ
た
セ
ッ
ト
は
な
い
か
ら
大
き
な
箱
入
リ
で
、
あ
ち
ら
の
親
戚
か
ら
内
裏
様
と
お
姫
様
、
こ
ち
 

ら
の
親
戚
か
ら
塩
汲
人
形
、
ま
た
、
外
か
ら
日
本
人
形
、
一
寸
し
た
知
リ
合
い
等
は
土
の
素
焼
き
に
色
の
付
い
た
よ
う
 

な
七
福
神
や
、
福
助
、
だ
る
ま
等
い
た
だ
き
、
い
ろ
い
ろ
並
べ
た
も
の
で
す
。

飾
る
の
は
早
く
て
も
よ
い
が
、
三
日
が
過
ぎ
た
ら
片
付
け
な
い
と
売
れ
残
り
に
な
る
と
云
う
こ
と
で
す
が
、
片
付
け
 

る
こ
と
が
お
し
く
て
一
日
の
ば
し
に
な
る
も
の
で
す
。

お
盆
の
行
事

八
月
十
三
日
、
祖
先
の
靈
を
迎
え
る
た
め
朝
、
仏
壇
か
ら
位
牌
を
出
し
て
、
奇
麗
に
拭
き
座
敷
の
床
の
間
の
前
に
ゴ
 

ザ
を
敷
い
て
壇
を
作
る
。
そ
こ
へ
位
牌
を
並
べ
て
お
精
靈
様
を
飾
リ
ま
す
。
供
花
を
し
て
お
供
え
は
西
瓜
、
素
翅
、
菓
 

子
な
ど
供
え
夜
は
縮
粉
餅
を
供
え
ま
す
。

縁
先
に
岐
阜
提
灯
を
点
し
て
、
い
か
に
も
田
舎
の
お
盆
ら
し
い
風
景
に
な
る
。
門
辺
に
出
て
、
麻
殼
木
を
家
人
が
集
 

ま
つ
て
た
き
、
お
墓
に
お
詣
リ
し
て
、
提
灯
を
点
し
て
迎
え
火
を
し
ま
す
。

十
四
日
、
朝
早
く
か
ら
お
寺
へ
お
詣
リ
し
ま
す
。
朝
は
生
餅
、
昼
は
四
膳
と
い
っ
て
、
薄
板
の
お
膳
に
麻
木
の
箸
で
、



卿
飯
、
胡
瓜
の
酢
も
み
、
丸
あ
げ
、
味
噌
汁
、
夜
は
ゆ
で
た
素
翅
を
供
え
た
。

十
五
日
、
お
寺
に
お
施
餓
鬼
が
務
ま
リ
お
詣
リ
し
ま
す
。
朝
だ
ん
ご
、
昼
は
四
膳
、
御
飯
、
ひ
よ
う
菜
の
お
和
え
、 

南
瓜
芋
、
味
噌
汁
、
夜
は
お
か
ゆ
を
供
え
、
夜
遲
く
お
立
の
粉
茶
を
供
え
て
送
る
準
備
に
か
か
リ
ま
す
。
花
立
の
前
に
 

供
え
た
も
の
は
一
さ
い
精
霊
様
ど
い
っ
て
、
全
部
芋
の
葉
に
包
ん
で
、
精
霊
舟
を
作
っ
て
、
そ
の
中
へ
杖
に
と
十
六
さ
 

さ
ぎ
を
一
し
よ
に
入
れ
、
冥
土
へ
土
産
に
と
、
味
噌
、
山
し
よ
う
を
豆
の
葉
に
包
ん
で
入
れ
、
門
て
送
リ
火
を
た
、 

て
か
ら
、
線
香
、
提
灯
を
点
し
て
川
へ
送
リ
出
し
ま
す
。

昔
の
人
の
聞
き
伝
え
に
、
お
精
霊
様
に
使
っ
た
は
し
で
、
体
の
痛
む
所
を
な
で
て
川
へ
流
す
と
健
康
に
な
る
と
い
っ
 

て
や
リ
よ
っ
た
。
盆
が
す
ん
で
お
精
靈
棣
が
冥
土
へ
帰
る
時
、
地
獄
と
極
楽
の
別
れ
道
で
、
鬼
が
土
産
を
持
っ
て
来
た
 

力
と
い
う
の
で
’
山
し
よ
う
と
味
噌
を
や
る
と
、
鬼
は
そ
れ
を
食
べ
て
、
辛
い
辛
い
ど
言
つ
て
い
る
内
に
極
楽
/
^
つ 

た
げ
な
、
子
供
心
に
こ
ん
な
話
も
聞
い
て
お
リ
ま
す
。

十
六
日
山
狩
と
い
っ
て
、
京
都
の
大
文
字
山
の
よ
う
な
こ
と
も
や
リ
ま
し
た
。
子
供
が
十
二
日
頃
か
ら
、
ヶ
、
M
、 

麦
藁
、
縄
な
ど
家
々
で
貰
っ
て
、
大
き
な
松
明
や
小
さ
い
松
明
を
作
る
。
大
き
い
松
明
は
山
の
頂
上
へ
持
っ
て
行
き
、 

下
部
落
は
、
「へ
の
字
」
上
部
落
は
、
「鍋
づ
る
」
の
形
に
並
べ
て
一
斉
に
燃
し
ま
す
。

黒
い
山
の
頂
上
に
火
が
点
さ
れ
て
、
見
る
間
に
へ
の
字
、
鍋
づ
る
が
火
と
な
っ
て
浮
き
出
し
美
し
く
燃
え
つ
づ
け
る
 

時
は
、
大
勢
の
見
物
人
も
い
て
、
衝
道
を
通
る
人
の
目
を
楽
し
ま
せ
足
を
止
め
た
。

笛
、
太
鼓
、
カ
ネ
を
道
化
拍
子
で
吹
き
鳴
ら
し
、
大
き
い
子
供
は
手
に
松
明
を
点
し
て
山
か
ら
降
リ
て
来
る
。
h
さ
い
 

子
供
も
松
明
を
点
し
て
迎
え
に
行
き
、
途
中
で
出
合
っ
て
か
ら
互
い
に
松
明
を
廻
し
廻
し
て
帰
っ
て
来
る
。
手
花
火
が

で
き
て
か
ら
は
、
一
層
美
し
く
賑
や
か
に
な
り
、
男
の
子
供
の
一
番
楽
し
い
行
事
で
し
た
。
山
狩
は
お
盆
の
送
り
火
と
 

い
っ
て
い
た
。

お
盆
の
行
事
も
大
体
こ
ん
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
大
東
亜
戦
争
が
始
ま
っ
て
以
来
こ
ん
な
風
景
は
見
ら
れ
な
 

く
な
つ
た
。
文
明
の
世
の
中
に
な
リ
、
今
は
お
精
霊
樣
も
自
家
用
車
で
川
へ
送
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

.

過
ぎ
し
日
の
見
た
事
、
聞
い
た
事
、
行
な
つ
た
事
の
思
い
出
を
端
た
な
い
筆
に
ま
か
せ
て
綴
つ
て
み
ま
し
た
。
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「勿
体
な
や
、
祖
師
は
、
紙
子
の
九
十
年
」

こ
れ
は
親
鸞
様
が
、
紙
の
着
物
を
着
て
御
苦
労
な
さ
っ
た
一
代
を
お
慕
い
し
て
読
ま
れ
た
お
ぅ
た
で
す
。

お
仏
事
は
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
一
週
間
行
わ
れ
ま
す
お
寺
の
行
事
で
、
普
通
に
い
ぅ
報
恩
講
で
す
。
お
寺
の
都
合
 

に
よ
っ
て
、
そ
の
前
後
幾
日
か
が
あ
て
ら
れ
ま
す
。

大
正
か
ら
昭
和
の
は
じ
め
に
か
け
て
の
頃
、
こ
の
時
期
に
な
リ
ま
す
と
、
ど
こ
の
お
寺
は
何
日
か
ら
報
恩
講
だ
、
村
 

の
報
恩
講
は
一
週
間
後
だ
、
雪
が
降
ら
ね
ば
よ
い
が
と
。

青
年
会
の
人
々
は
、
毎
夜
読
経
の
助
員
に
つ
く
た
め
に
お
経
の
練
習
を
し
て
い
ま
す
。

報
恩
講
の
始
め
の
日
に
は
、
「お
と
き
」
が
あ
リ
ま
す
。
お
ど
き
米
や
、
初
穂
料
を
持
っ
て
お
参
り
し
ま
す
。
子
供



は
母
親
や
祖
父
母
に
つ
い
て
、
お
と
き
に
つ
く
の
は
嬉
し
い
も
の
で
し
た
。

お
給
仕
は
青
年
会
の
方
々
で
、
着
物
、
羽
織
の
姿
で
し
た
。

二
日
、
三
日
目
に
は
、
一
同
助
員
に
つ
く
読
経
、
住
職
の
御
伝
し
よ
う
拝
読
、
布
教
師
の
説
教
が
ぁ
リ
ま
す
。

布
教
師
は
、
西
は
九
州
か
ら
東
北
ま
で
、
広
い
範
囲
で
の
実
話
ど
か
、
見
た
事
、
聞
い
た
事
を
、
「お
た
と
え
」
に 

し
て
お
話
に
な
リ
ま
す
。

面
白
い
こ
と
も
あ
リ
、
悲
し
く
て
涙
ぐ
む
こ
と
も
あ
リ
ま
す
が
、
そ
れ
が
仏
教
の
教
え
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
の
で
 

聞
く
人
も
真
剣
で
、
広
い
卿
堂
も
し
一
ん
と—

^

て
来
ま
す
。

お
嫁
さ
ん
も
嫁
い
だ
娘
さ
ん
も
子
供
連
れ
で
、
在
所
の
御
仏
事
に
参
リ
ま
す
。
家
の
中
ま
で
お
仏
事
様
で
急
に
賑
わ
 

―
一
く
 

t
が__>

 

く
な
リ
ま
す
。

最
後
の
日
の
登
満
座
、
榔
滿
座
に
は
広
い
御
堂
も
座
る
場
所
も
な
い
く
ら
い
一
杯
の
参
詣
者
で
す
。
山
門
前
に
は
露

店
も
並
ぶ
と
い
っ
た
ふ
う
で
す
。

今
も
報
恩
講
は
続
い
て
い
ま
す
が
、
お
參
リ
す
る
人
は
ず
っ
と
少
な
く
な
リ
、
若
い
人
の
姿
は
余
リ
見
ら
れ
ず
、
年
取
 

っ
た
人
が
殆
ん
ど
の
よ
う
で
す
。
で
も
昔
に
変
っ
て
お
給
仕
か
ら
、
お
手
伝
い
し
て
下
さ
い
ま
す
方
々
、
助
員
に
お
つ
 

き
に
な
る
方
々
は
皆
家
庭
の
お
母
さ
ん
た
ち
ば
か
り
で
す
。

お
寺
と
の
お
付
き
合
い
が
多
く
な
リ
ま
す
ば
か
リ
で
な
く
、
親
鸞
聖
人
の
卿
遺
徳
を
お
慕
い
し
て
お
参
リ
す
る
人
が
 

段
々
と
ふ
え
、
昔
の
よ
う
な
御
仏
事
に
な
る
の
も
遠
く
は
な
い
で
し
よ
う
。

A
日
ぶ
き
の
こ
ど

素
朴
な
庶
民
の
生
活
は
極
め
て
単
純
で
自
然
に
す
が
リ
自
然
を
愛
し
、
自
然
を
信
ず
る
こ
と
を
年
中
行
事
に
取
リ
入
 

れ
て
、
そ
れ
を
楽
し
み
は
ぐ
く
み
育
て
て
き
た
の
で
し
よ
う
。

八
日
ぶ
き
と
い
う
も
そ
れ
の
現
わ
れ
の
一
端
か
と
存
じ
ま
す
。
旧
暦
十
二
月
八
日
は
豆
腐
を
買
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
 

醤
油
で
味
付
け
を
し
、
お
汁
に
し
て
夕
食
に
家
内
櫛
っ
て
御
馳
走
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

な
ぜ
十
二
月
八
日
を
選
ん
だ
か
は
分
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
前
後
は
こ
が
ら
し
の
季
節
で
す
が
た
ま
に
は
穩
か
な
日
が
 

あ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
で
風
が
少
し
も
吹
か
ぬ
日
は
来
年
は
世
の
中
が
惡
い
と
か
、
世
柄
が
よ
く
な
い
と
か
と
い
っ
て
 

熱
い
豆
腐
汁
を
ふ
い
て
食
す
よ
う
に
、
風
を
人
工
的
に
起
し
て
世
柄
を
良
く
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
と
い
う
の
で
し
よ
 

う
。
勿
論
、
最
初
の
一
椀
は
神
様
に
お
供
え
し
て
、
世
の
中
の
無
事
平
穏
を
祈
っ
て
、
我
々
は
そ
の
余
り
を
お
し
よ
う
 

判
に
合
っ
た
も
の
で
、
当
時
は
生
活
程
度
が
低
い
の
で
豆
腐
、
あ
げ
、
煮
干
等
は
唯
一
の
卿
馳
走
で
し
た
の
で
、
そ
う
 

い
う
信
仰
に
か
こ
つ
け
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。

な
お
、
豆
腐
に
耳
の
あ
る
部
分
を
買
っ
た
場
合
は
そ
の
家
は
大
変
縁
起
が
よ
い
ど
か
ど
い
っ
て
ほ
め
た
も
の
で
す
。

当
時
の
は
今
の
豆
腐
の
倍
ぐ
ら
い
あ
っ
て
一
つ
の
箱
に
八
本
取
リ
と
い
っ
て
八
本
に
切
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
で
耳
 

つ
き
と
い
う
ど
四
本
は
耳
の
な
い
の
が
で
き
る
の
で
す
。
一
本
の
代
金
は
六
銭
で
し
た
。
一
般
の
家
庭
で
は
当
日
に
限



リ
ー
本
買
う
の
で
す
が
普
通
の
日
は
半
分
買
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
半
分
を
一
丁
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
今
は
ど
こ
の
 

家
庭
も
そ
れ
を
行
な
う
家
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
明
治
三
十
六
年
生
ま
れ
で
す
が
子
供
の
頃
は
小
佐
野
に
は
店
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
お
勝
手
の
買
物
 

は
井
下
田
前
か
三
井
ま
で
行
っ
た
も
の
で
す
。

い
か
に
生
活
程
度
が
低
く
自
給
自
足
の
社
会
の
昨
今
で
あ
っ
た
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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そ

縄
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繩
ど
び
あ
そ
び

一、
 
縄
—
藁
の
縄
や
、
細
71き
と
い
っ
て
麻
で
あ
ん
だ
紐
を
使
っ
た
リ
し
た
。
自
分
の
と
び
よ
い
長
さ
に
切
っ
て
、 

両
端
が
ほ
ど
け
な
い
よ
ぅ
に
こ
ぶ
結
び
を
し
て
お
く
。
そ
れ
が
「握
り
」
に
な
る
。

二
、
 遊
び
場
所
—
家
の
前
の
道
路
、
寺
の
庭
、
校
庭
な
ど
で
あ
っ
て
、
学
校
で
は
休
憩
時
間
に
縄
ど
び
を
し
て
、 

授
業
が
始
ま
る
と
下
駄
箱
へ
履
物
と
一
緒
に
押
し
込
ん
で
お
い
た
。

三
、
 
遊び方

⑴
一
人
と
び

①
 
前ま
わ
し
—
両
端
を
左
右
の
手
で
握
っ
て
前
に
ま
わ
し
て
と
ぶ
。
別
の
一
人
が
這
入
っ
て
一
緒
に
ど
ぶ
 

こ
ど
も
あ
る
。

②
 
後ま
わ
し
—
後
に
ま
わ
し
て
ど
ぶ
。

③
 
波—
前
後
に
地
面
に
波
を
作
っ
て
と
ぶ
。

©
縄
と
び
競
争
—
走
リ
競
争
を
し
た
リ
、
た
く
さ
ん
と
ぶ
競
争
を
す
る
。

⑤
 
縄を二
つ
に
折
っ
て
右
手
に
持
ち
、
地
面
に
平
行
に
足
の
下
を
廻
し
て
と
ぶ
。

⑥
 
縄の一
端
を
柱
か
立
木
に
し
ば
リ
、
一
端
を
片
手
で
廻
し
た
り
大
波
小
波
を
し
て
と
ぶ
。



⑵
二
人
ど
び

①
一
本
の
縄
を
二
人
で
廻
し
な
が
ら
交
代
に
そ
の
場
で
ど
ん
だ
リ
、
と
び
な
が
ら
走
っ
た
リ
す
る
。

⑶
三
人
以
上

①
 
ジャン
ケ
ン
で
決
め
た
二
人
が
廻
し
た
リ
、
大
波
小
波
を
す
る
の
を
仲
間
の
者
が
と
ぶ
。
前
か
ら
と
び
こ
 

ん
だ
リ
後
か
ら
は
い
っ
た
り
、
大
勢
一
緒
に
、
ま
た
は
一
人
ず
つ
順
番
に
数
を
き
め
て
と
ぶ
。

地
面
に
お
手
玉
を
散
ら
し
て
お
い
て
、
と
び
な
が
ら
拾
っ
た
リ
す
る
。

②
 
一
人
が
自
分
を
中
心
に
し
て
地
面
を
摺
っ
て
円
を
画
く
ょ
ぅ
に
廻
す
の
を
皆
が
ど
ぶ
。

③
 
縄ど
び
競
争
—

一
人
ど
び
で
走
っ
た
り
、
二
人
が
廻
し
て
一
人
が
ど
び
な
が
ら
走
っ
た
り
、
幾
組
か
で
 

競
争
す
る
。

④
 
二人で
廻
し
て
い
る
所
へ
一
人
と
び
を
し
な
が
ら
入
っ
て
と
ぶ
。

石
け
〇
あ
そ
び

一、
 
石
—
石
け
リ
に
使
ぅ
石
は
、
平
ら
で
け
リ
よ
さ
そ
ぅ
な
も
の
又
は
店
で
買
っ
て
来
る
、
ガ
ラ
ス
の
平
べ
た
い
 

石
で
中
に
色
さ
ま
ざ
ま
の
模
様
が
入
っ
て
い
た
。

二
、
 
場所
—
道
路
、
校
庭
、
草
の
植
え
て
い
な
い
空
地

三
、
 
人数
—
三
、
四
人
が
適
当
。

四
、
 
遊び
方
—
線
を
引
く
た
め
に
小
枝
の
切
れ
端
を
持
っ
て
来
る
。

⑴
大
き
さ
は
場
所
に
よ
っ
て
自
由
。

①
 
各自の
持
石
を
並
べ
て
ジ
ャ
ン
ケ
ン
を
す
る
。

②
 
順番が
き
ま
っ
た
ら
、
一
か
ら
番
号
の
順
を
追
っ
て
石
を
け
リ
、
最
後
に
一
番
上
図
 

の
小
さ
い
丸
に
け
リ
込
む
。

®

 
③
け
っ
た
石
が
線
の
上
で
止
ま
っ
た
リ
、
外
へ
出
た
場
合
は
一
度
休
む
。

❿

 
④
常
に
片
足
で
立
っ
て
、
そ
の
立
っ
た
足
で
石
を
け
る
の
で
あ
っ
て
、
若
し
あ
げ
た
方
 

の
足
を
地
に
つ
け
た
ら
「ダ
メ
」
に
な
る
。

⑤
全
部
け
リ
終
っ
た
ら
、
又
最
初
か
ら
始
め
る
。



©
、

0
(
©0

⑵
㈠
順
番
を
き
め
て
①
に
け
リ
入
れ
る
。

㈡
①
へ
石
が
入
っ
た
ら
ま
た
い
で
雨
足
を
お
ろ
す
。
②
、
③
ど 

片
足
で
と
ん
で
入
れ
て
®
に
入
っ
た
と
き
に
両
足
を
お
ろ
す
。

㈢
⑤
、
⑥
に
入
れ
④
に
展
っ
て
両
足
を
ま
た
い
で
お
ろ
す
。
②
 

に
来
た
と
き
、
片
足
で
立
っ
た
ま
ま
腰
を
か
が
め
て
自
分
の
石
 

を
拾
っ
て
①
を
と
び
越
え
て
出
る
。

㈣
次
に
石
を
②
に
投
げ
い
れ
て
前
の
ょ
ぅ
に
®
ま
で
行
っ
て
も
 

ど
る
。

㈤
石
を
投
げ
て
予
定
の
場
所
に
入
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
次
の
 

首
と
代
わ
っ
て
何
度
で
も
入
る
ま
で
投
げ
る
。
⑥
ま
で
投
げ
入
 

れ
て
け
リ
展
っ
た
ら
勝
ち
。

^
 
段
々
丸
を
ふ
や
し
©
ま
で
に
す
る
こ
と
も
あ
る

陣
と
〇
あ
そ
び

一、
 場
所
、
校
庭
、
お
寺
、
お
宮
の
境
内

二
、
 
人数
三
〜
四
人

三
、
 
遊び方

⑴
棒
切
れ
で
地
面
に
障
を
画
く
、
大
き
さ
は
自
由
で
あ
る
が
だ
い
た
い
直
径
 

ー
メ
ー
ト
ル
位
。

⑵
ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
順
を
決
め
る
、
出
発
の
場
所
に
お
は
じ
き
を
置
く
。
障
を
画
く
時
、
そ
れ
ぞ
れ
一
番
始
め
に
 

画
く
所
が
大
体
自
分
の
出
発
の
場
所
に
な
る
。



(3) 
石
を
親
指
ど
人
差
指
で
隣
の
障
へ
は
じ
き
入
れ
て
そ
の
境
の
線
を
消
し
、
次
に
ま
た
そ
の
隣
リ
，
上
下
左
右
、 

都
合
の
よ
い
場
所
へ
は
じ
げ
入
れ
て
だ
ん
だ
ん
大
き
く
す
る
。
は
じ
い
た
時
、
線
上
に
止
っ
た
ら
ダ
メ
、
次
の
 

者
の
番
に
な
る
。

(4) 全
部
済
ん
で
し
ま
う
と
、
初
め
画
い
た
小
さ
な
障
が
な
く
な
っ
て
、
全
部
が
三
分
(

三
人
の
場
合
)
し
て
し
 

ま
-

っ
。

こ
れ
か
ら
お
互
い
の
障
の
と
リ
合
い
が
始
ま
る
。
そ
こ
で
三
人
が
ジ
ャ
ン
ケ
ン
を
し
て
誰
が
誰
を
攻
め
る
か
 

を
き
め
る
。
A
は
B
を
、
B
は
C
を
、
C
は
A
を
攻
め
る
こ
と
に
き
ま
る
と
、
A
は
C
よ
リ
最
も
遠
い
所
に
親
 

指
を
中
指
で
半
円
を
画
い
て
障
を
作
る
。
B
も
C
も
同
じ
。

⑸
 
A
は
B
の
障
へ
境
界
線
の
一
番
近
い
所
に
オ
ハ
ジ
キ
を
置
い
て
B
の
障
へ
は
じ
き
入
れ
る
。
う
ま
く
入
れ
ば
 

親
指
と
中
指
で
境
か
ら
半
円
ず
つ
占
領
し
て
い
く
。
一
回
す
む
と
代
る
。
は
い
ら
な
か
っ
た
ら
そ
の
ま
ま
次
の
 

者
と
代
る
。

(6)一A
が
占
領
さ
れ
て一>

ま
う
ど
、
二
人
で
勝
負
す
る
。

植
物
で
あ
そ
ぶ
も
の

一、
 ほ
お
ず
き
 
お
お
ば
こ
の
ほ
お
ず
き

二
、
 
木の葉
人
形
、

ど
ん
ぐ
リ
こ
ま

三
、
 松
葉
の
く
さ
リ
 
松
葉
の
一
本
を
ぬ
い
て
他
の
一
本
を
曲
げ
て
ぬ
い
た
所
へ
さ
し
込
む
ど
輪
が
で
き
る
。
そ
 

の
輪
の
中
へ
次
の
を
通
し
輪
に
し
て
続
け
て
鎖
を
つ
く
る
。
そ
の
輪
の
中
へ
次
の
を
通
し
輪
に
し
て
続
け
て
鎖
を
つ
く
 

る
。
そ
の
輪
の
中
へ
次
の
を
通
し
輪
に
し
て
続
け
て
鎖
を
作
る
。
長
く
つ
な
ぐ
こ
と
を
競
争
し
た
リ
、
鎖
を
輪
に
し
て
 

首
飾
リ
す
る
。

四
、
 
ふくら
ま
す

①
 
百合の
花
び
ら
を
一
枚
と
っ
て
、
元
の
所
は
蜜
が
あ
っ
て
甘
い
の
で
な
め
て
、
そ
れ
か
ら
両
掌
で
、
軽
く
も
ん
 

で
口
元
を
少一>

切
っ
て
ふ
く
ら
ま
せ
る
。

②
 
そら豆
の
葉
っ
ぱ
を
一
枚
ち
ぎ
っ
て
、
も
ん
で
や
わ
ら
か
く
な
っ
た
ら
口
元
を
少
し
切
っ
て
ふ
く
ら
ま
せ
る
。 

片
方
が
ぅ
す
い
ぅ
す
い
膜
状
に
な
る
。

五
、
 
スッボ
ン

①
山
吹
の
く
き
の
し
ん
を
抜
い
て
、
二
、
三
セ
ン
チ
に
切
っ
て
、
口
に
く
わ
え
て
ス
ボ
ン
、
ス
ポ
ン
ど
音
を
た
て



て
吸
い
こ
む
。

②
杉
の
実
を
口
の
中
に
入
れ
て
お
い
て
一
粒
ず
つ
笹
の
筒
に
つ
め
て
、
ピ
シ
ッ
、
ピ
シ
ッ
ど
打
つ
。

六
、
 笹
舟
流
し
一
笹
舟
を
作
っ
て
小
川
に
流
し
走
リ
く
ら
べ
を
す
る
。
お
く
れ
た
リ
、
芥
に
ひ
っ
か
か
っ
た
リ
、 

流
れ
の
瀬
の
ゆ
る
い
所
へ
行
く
と
後
か
ら
の
舟
に
当
ら
な
い
ょ
う
に
小
石
を
投
げ
て
波
紋
を
起
し
、
早
く
流
れ
る
ょ
う
 

に
す
る
。

七
、
 柳
の
芽
—
白
い
や
わ
ら
か
い
芽
出
し
を
ち
ぎ
っ
て
ネ
コ
と
い
っ
て
、
二
つ
に
も
、
三
つ
に
も
分
裂
さ
せ
、
両
 

手
の
掌
で
軽
く
す
る
と
、
細
い
銀
色
の
き
れ
い
な
し
っ
ぽ
が
出
て
く
る
。

八
、
 し
ゃ
み
せ
ん
ば
な
—
ペ
ン
ペ
ン
草
と
か
し
ゃ
み
せ
ん
ば
な
ど
か
い
っ
て
、
白
い
花
が
す
ん
で
実
が
出
来
る
と
- 

耳
の
側
で
な
ら
し
て
、
か
す
か
な
音
が
す
る
。

九
、
 
笛

①
 W
の
葉
を
く
る
く
る
卷
い
て
一
方
を
つ
ぶ一
そ
こ
を
吹
い
て
鳴
ら
す
。

②
 
たんぽ
ぽ
の
軸
を
吹
く
。

③
 
麦笛を
な
ら
す
一
麦
畑
に
行
く
と
、
黒
穂
ど
い
っ
て
病
気
の
つ
い
た
真
っ
黒
の
穂
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
抜
き
 

取
っ
て
つ
く
る
。

④
 
からす
え
ん
ど
う
の
さ
や
を
開
い
て
中
の
実
を
少
し
元
の
形
に
し
て
口
の
中
に
入
れ
、
先
を
少
し
出
し
て
、
吹
 

い
て
鳴
ら
す
。

⑤
 
す
'
'ゝ
め
の
て
っ
ぽ
う
の
穂
を
抜
い
て
吹
く
。

⑥
 
端午の
節
句
に
、
し
よ
う
ぶ
の
根
元
に
近
い
赤
味
の
部
分
を
開
い
て
、
吸
っ
て
鳴
ら
す
。

⑦
 
竹の管
に
ゴ
ム
風
船
の
破
れ
た
細
い
の
を
張
リ
、
吹
い
て
な
ら
す
、
こ
れ
に
ゴ
ム
風
船
を
は
め
て
ふ
く
ら
ま
す
 

と
、
風
船
の
空
気
が
ぬ
け
て
、
し
ぼ
む
ど
き
ピ
—
ど
鳴
る
。

幻
い
ち
よ
う
の
口
を
石
で
す
っ
て
小
さ
な
六
を
あ
け
、
針
や
訂
で
中
を
ほ
じ
く
リ
出
し
て
そ
の
口
を
吹
い
て
な
ら
 

す
。

十
、
押
花
—
時
期
の
花
を
つ
か
う
。
特
に
た
ん
ぽ
ぽ
、
山
吹
、
桜
、
ぼ
た
ん
、
花
し
よ
う
ぶ
の
花
び
ら
を
教
科
書
 

や
、
雑
記
帳
に
挟
ん
で
押
花
に
す
る
。

十
一
、
押
葉
—
紅
葉
し
た
桜
、
い
ち
よ
う
、
ポ
プ
ラ
の
葉
を
本
の
間
に
は
さ
ん
で
押
葉
に
す
る
。
秋
は
黄
、
紅
、 

ま
だ
ら
の
き
れ
い
な
葉
を
拾
っ
て
木
の
葉
人
形
を
つ
く
っ
た
リ
押
葉
に
し
た
リ
す
る
。

男
児
の
あ
そ
び

昭
和
五
十
四
年
に
発
刊
さ
れ
た
「か
ゝ
み
が
は
ら
の
む
か
し
」
を
再
読
し
ま
す
と
、
男
の
子
の
遊
び
に
つ
い
て
何
も
 

栽
っ
て
い
な
い
の
で
、
私
の
子
供
時
代
を
想
い
浮
べ
な
が
ら
稿
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

昔
の
農
家
で
は
小
さ
い
子
供
の
頃
か
ら
家
業
を
手
伝
わ
さ
れ
遊
び
の
日
が
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
村
で
は
田
植
え
も
 

終
リ
ぉ
湿
リ
(

雨
)
が
適
度
で
あ
る
た
び
に
総
休
み
と
か
半
日
休
み
ど
か
村
の
区
長
さ
ん
か
ら
布
令
が
出
る
と
、
子
供



は
手
伝
い
を
止
め
大
き
な
顔
を
し
て
遊
び
に
出
る
。
そ
ん
な
時
の
遊
び
を
少
し
集
録
し
て
み
た
い
。

水
泳
(

水
お
よ
ぎ
)
今
は
ど
の
学
校
に
も
プ
ー
ル
が
完
備
し
て
あ
る
が
、
以
前
は
池
と
か
小
川
で
泳
ぎ
、
大
き
い
子
 

供
は
木
曾
川
ま
で
出
か
け
た
。
泳
ぎ
方
も
今
の
平
泳
ぎ
ど
は
達
っ
て
脚
を
上
下
に
タ
バ
デ
ン
と
動
か
し
て
泳
ぐ
が
一
番
 

楽
し
い
遊
び
で
あ
っ
た
。

魚
採
リ
も
ま
た
格
別
に
面
白
く
用
水
の
小
川
で
草
箕
を
用
い
小
魚
を
と
リ
、
あ
る
い
は
石
の
下
に
隱
れ
て
お
る
メ
ソ
 

を
木
の
股
で
作
っ
た
押
え
木
で
突
き
差
し
て
捕
え
る
魚
づ
リ
も
楽
し
い
も
の
で
主
に
池
で
つ
リ
を
し
た
。
池
で
は
石
投
 

げ
の
競
争
も
し
て
波
飛
び
と
い
っ
て
石
を
な
る
べ
く
水
平
に
投
げ
波
の
上
を
、17

っ
て
 

一
丁
二
丁
三
丁
と
そ
の
数
の
多
い
 

程
上
手
で
あ
る
。

冬
の
頃
に
な
る
ど
、
竹
馬
、
庄
家
券
、
ゴ
マ
廻
し
、
釘
遊
び
、
芝
め
く
リ
等
々
、
色
々
の
遊
び
に
熱
中
し
机
の
柚
出
 

し
に
は
こ
れ
等
の
遊
び
道
具
が
一
杯
大
切
に
し
ま
っ
て
あ
リ
、
こ
れ
我
が
財
宝
な
リ
ど
他
人
に
さ
わ
ら
せ
な
い
。

竹
馬
と
は
ニ
メ
—
ト
ル
位
の
竹
を
二
本
用
意
し
そ
の
竹
の
根
元
の
方
に
脚
を
戴
せ
る
台
を
縄
で
く
く
り
つ
け
た
も
の
 

で
、
そ
の
脚
台
の
高
さ
で
上
手
下
手
を
自
慢
す
る
も
の
で
あ
る
。
支
那
で
は
高
馬
と
し
て
今
で
も
お
祭
り
の
行
事
と
な
 

し
、
テ
レ
ビ
に
も
坎
映
さ
れ
て
い
る
。

訂
遊
び
は
五
寸
釘
を
数
本
ど
こ
か
で
チ
ョ
ロ
ま
か
し
、
地
面
に
訂
を
突
き
差
し
た
も
の
を
他
の
子
が
す
リ
剣
式
に
地
 

面
に
突
き
差
し
な
が
ら
相
手
の
釘
を
倒
す
遊
び
で
多
少
危
険
で
あ
っ
た
。

庄
家
券
は
角
形
と
丸
形
と
あ
リ
、
ボ
ー
ル
紙
の
表
に
昔
の
武
将
の
絵
が
貼
リ
付
け
て
あ
リ
、
先
着
者
が
地
面
を
平
滑
 

に
均
し
、
そ
こ
に
一
枚
を
貼
リ
つ
け
次
の
者
が
自
分
の
券
で
あ
ふ
リ
付
け
て
勝
負
を
す
る
。
又
角
形
の
も
の
は
貼
り
つ

け
た
絵
の
強
い
弱
い
で
勝
負
す
る
も
の
で
あ
る
。

ゴ
マ
廻
し
は
今
の
子
供
達
も
遊
ん
で
い
る
の
で
省
略
す
る
が
私
達
の
頃
は
ゴ
マ
の
金
具
に
太
く
て
大
き
い
も
の
を
用
 

い
相
手
の
ゴ
マ
の
上
に
ブ
ッ
け
て
相
手
を
壞
す
も
の
で
危
険
で
あ
る
。

そ
の
他
十
六
将
棋
ど
云
っ
て
地
面
に
IFを
画
い
た
上
に
小
石
十
六
個
を
用
い
狹
み
と
り
を
す
る
。

障
苹
リ
遊
び
は
野
球
に
似
た
点
が
あ
っ
て
、
基
地
に
な
る
立
木
を
選
び
そ
の
基
地
か
ら
離
れ
た
も
の
を
捕
え
る
。
も
 

ぅ
六
十
年
も
昔
の
こ
と
で
想
い
出
し
て
も
細
か
い
ル
—
ル
は
忘
れ
て
書
け
な
い
。

昔
の
子
供
の
あ
そ
び

昔
に
比
べ
て
子
供
を
取
リ
ま
く
世
界
は
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。
精
巧
な
オ
モ
チ
ャ
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
テ
—
プ
 

レ
コ
—
ダ
—
、
現
代
っ
子
の
囲
リ
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
子
供
は
自
分
の
環
境
か
ら
遊
ぶ
材
料
を
探
し
出
す
 

も
の
で
す
。
歩
い
て
い
る
時
、
勉
強
し
て
い
る
時
で
も
囲
リ
や
机
の
上
の
道
具
な
ど
利
用
し
て
、
絶
え
ず
さ
ま
ざ
ま
な
 

遊
び
を
見
つ
け
ま
す
。
子
供
の
遊
び
の
中
で
も
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
体
験
し
て
、
身
に
つ
け
、
教
室
で
学
ぶ
こ
と
と
は
 

異
っ
た
知
«
を
学
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
お
母
さ
ん
達
が
子
供
に
オ
モ
チ
ャ
を
買
っ
て
遊
び
を
助
長
す
る
こ
と
も
よ
い
 

で
し
よ
う
が
、
余
リ
4
え
す
ぎ
る
と
_
分
で
遊
び
の
材
料
を
発
見
し
、
自
分
で
遊
び
の
方
法
を
工
夫
す
る
と
い
う
大
切
 

な
力
を
失
な
っ
て
、
創
造
力
を
仲
ば
す
こ
ど
が
少
な
い
よ
う
に
田
,'r
疋
ま
す
。



子
供
が
遊
ん
で
い
る
ど
き
は
な
る
べ
く
口
を
出
す
こ
ど
な
く
、
自
由
に
遊
ば
さ
せ
て
、
監
視
を
怠
ら
な
い
こ
と
が
よ
 

い
よ
う
で
す
。

さ
て
主
題
の
昔
の
遊
び
を
二
〜
三
紹
介
し
ま
し
よ
う
。

一
、
 
訂さし

五
寸
訂
を
一
本
ず
つ
用
意
し
て
二
人
で
遊
ぶ
。
湿
っ
た
地
面
に
十
吋
程
の
直
線
を
引
い
て
、
ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
勝
っ
た
 

者
か
ら
直
線
を
う
ず
ま
き
状
に
、
と
リ
囲
む
形
に
訂
を
打
ち
こ
み
、
訂
を
立
て
た
点
と
点
の
間
を
直
線
で
つ
な
ぎ
、
訂
 

が
倒
れ
た
リ
、
打
ち
こ
ん
だ
点
を
直
線
で
つ
な
ご
う
ど
し
た
ら
外
の
線
ど
交
差
す
る
と
き
は
失
格
し
、
次
の
番
ど
な
る
。 

次
の
番
の
者
は
空
地
の
通
路
に
釘
を
打
ち
込
み
な
が
ら
外
へ
脱
出
し
つ
つ
、
逆
に
相
手
を
と
リ
囲
む
が
途
中
で
失
格
し
 

た
ら
次
の
番
と
交
替
す
る
。
相
手
を
囲
ん
で
自
分
の
線
上
に
ピ
タ
リ
訂
を
打
ち
込
み
、
封
鎖
す
る
と
勝
と
な
る
。

二
、
 
国ど

リ

地
面
に
大
き
く
四
角
を
か
い
て
、
相
対
す
る
角
か
ら
国
と
リ
を
始
め
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
勝
っ
た
者
は
親
指
と
人
差
 

指
を
い
っ
ぱ
い
に
開
い
て
地
面
に
円
弧
を
か
き
、
オ
ハ
ジ
キ
を
は
じ
い
て
そ
の
中
に
飛
び
こ
ん
だ
ら
何
回
で
も
繰
り
返
 

え
せ
る
。
失
敗
す
れ
ば
次
ど
交
替
す
る
。
国
と
国
の
境
界
線
は
残
し
て
国
の
中
の
線
は
消
す
。
国
の
広
さ
を
競
う
。
次
 

々
と
ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
そ
の
都
度
順
番
を
き
め
て
遊
ぶ
。

三
、
 
あやど
リ

雨
手
に
か
け
た
紐
の
輪
か
ら
指
を
使
っ
て
ま
ず
最
初
の
形
を
造
リ
、
他
の
一
人
が
異
っ
た
形
に
指
で
直
し
な
が
ら
自
 

分
の
手
に
移
す
。
こ
れ
を
繰
リ
か
え
す
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ま
ず
川
を
作
リ
次
に
た
た
み
、
亀
の
甲
、
魚
た
た
み
と
順

々
に
作
リ
最
後
に
又
川
に
戻
る
の
で
あ
る
。

四
、
一
人
あ
や
と
リ

自
分
一
人
で
両
手
の
指
の
糸
を
か
け
た
リ
、
は
ず
し
た
リ
し
て
形
を
変
え
て
ゆ
く
独
リ
遊
び
で
あ
る
。
カ
ニ
、
ハ
シ
 

ゴ
、
カ
メ
な
ど
最
後
的
に
作
る
も
の
ど
、
終
リ
な
く
続
け
る
も
の
と
二
通
リ
あ
る
。

以
上
ニ
ツ
三
ツ
ぶ
っ
つ
け
本
番
で
か
い
て
み
ま
し
た
が
、
明
治
の
青
年
男
女
を
問
わ
ず
に
経
験
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

当
時
を
思
う
と
き
、
運
道
具
ら
し
い
も
の
も
な
く
、
だ
れ
か
ら
教
わ
る
こ
と
も
な
く
、
見
よ
う
見
ま
ね
に
覚
え
る
当
時
 

を
う
か
が
え
ま
す
。



あ
と
が
き

「む
か
し
」
第
二
集
を
発
刊
す
る
に
あ
た
り
、
思
う
よ
う
に
 

原
稿
が
集
ま
ら
な
く
、
心
配
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
ど
う
 

に
か
発
刊
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

大
学
院
の
皆
さ
ん
の
手
に
よ
り
、
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
 

て
き
た
遊
び
、
う
た
、
伝
承
技
術
、
ふ
る
さ
と
の
は
な
し
 

こ
と
ば
な
ど
、
後
世
に
残
し
伝
え
た
い
と
の
願
い
を
こ
め
 

て
ま
と
め
ま
し
た
。

本
当
に
不
充
分
で
す
が
第
一
集
に
つ
づ
き
ご
愛
読
く
 

だ
さ
れ
ば
幸
い
と
存
じ
ま
す
。

む
か
し
第
二
集

編
集
 
各
務
原
市
高
齢
者
大
学
院
生
一
同
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