
176

ズ　

第
二
巻
『
寿
ぐ
』
二
〇
一
七
現
代
書
館

姜
竣
「
阿
波
木
偶
の
伝
統
と
被
差
別
民
の
漂
泊
性
」
関
根
康
正
編
『
ス
ト
リ
ー

ト
人
類
学
』
二
〇
一
八　

風
響
社

後
藤
捷
一
「
阿
波
の
恵
比
須
廻
し
」『
郷
土
研
究
』
六
巻
二
号　

一
九
三
二

芝
原
生
活
文
化
研
究
所　
『
福
を
運
ん
だ
「
で
こ
ま
わ
し
」
―
―
阿
波
木
偶
箱

ま
わ
し
保
存
会
20
年
の
あ
ゆ
み
』
二
〇
一
六　

芝
原
生
活
文
化
研
究
所

辻
本
一
英
『
阿
波
の
で
こ
ま
わ
し
』
二
〇
〇
八　

解
放
出
版
社

友
常
勉
「
門
付
け
芸
の
精
神
史
―
―
阿
波
の
木
偶
箱
廻
し
と
出
雲
の
大
黒
人

の
詞
章
・
楽
曲
か
ら
」『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』
八
二　

二
〇
一
一

ロ
ー
、
ジ
ェ
ー
ン
マ
リ
ー
『
神
舞
い
人
形
：
淡
路
人
形
伝
統
の
生
と
死
、
そ

し
て
再
生
』
二
〇
一
二　

齊
藤
智
之
訳　

私
家
版

映
像
資
料

「
阿
波
木
偶
箱
廻
し
」
調
査
・
伝
承
推
進
実
行
委
員
会　
『
徳
島
県
の
祝
福
芸

―
―
阿
波
木
偶
「
三
番
叟
ま
わ
し
」
の
門
付
け
記
録
』
二
〇
一
二

「
阿
波
木
偶
箱
廻
し
」
調
査
・
伝
承
推
進
実
行
委
員
会　
『
阿
波
木
偶
「
箱
廻

し
」
資
料
編
』
二
〇
一
二

 

（
も
り
た
・
よ
し
な
り
／
大
阪
大
学
・
特
任
講
師
）

は
じ
め
に

筆
者
は
、「
阿
波
木
偶
の
伝
統
と
被
差
別
民
の
漂
泊
性
」
と
い
う
論
考
に

お
い
て
、
門
付
け
の
人
形
芝
居
の
再
生
に
焦
点
を
当
て
、
一
度
消
滅
し
か

か
っ
た
儀
礼
が
現
代
に
復
活
し
た
過
程
と
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、

門
付
け
の
伝
統
に
対
す
る
現
今
の
担
い
手
た
ち
の
意
識
や
彼
ら
に
対
す
る

社
会
的
期
待
感
を
、
民
族
誌
の
手
法
を
用
い
、
地
域
史
の
成
果
を
活
か
し

て
実
証
的
に
検
証
し
た
﹇
姜　

二
〇
一
八
：
二
〇
七
〜
二
三
四
﹈。
ジ
ェ
ー

ン
マ
リ
ー
・
ロ
ー
に
よ
る
と
、
伝
統
的
に
人
形
芝
居
が
果
た
し
た
儀
礼
上

の
役
割
は
、
本
質
的
に
は
人
形
遣
い
の
体ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

制
外
者
と
し
て
の
漂
泊
性
や
他

者
性
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
が
、
彼
ら
は
ま
さ
に
門
付
け
の
伝
統

ゆ
え
に
自
ら
の
過
去
に
対
し
て
「
痛
み
」
や
「
辛
さ
」
を
抱
い
て
き
た

﹇
ロ
ー　

二
〇
一
二
：
八
一
﹈。
そ
し
て
、ご
神
体
で
あ
り
生
き
る
術
で
あ
っ

た
人
形
は
、
ス
テ
ィ
グ
マ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
封
印
さ
れ
た
。
ロ
ー
の
研

究
に
触
発
さ
れ
た
筆
者
の
研
究
は
、
自
ら
の
過
去
を
隠
ぺ
い
し
否
定
さ
せ

【�

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
の
生
き
延
び
方
―
現
代
に
お
け
る
人
形
儀
礼
の
再
文
脈
化
」】

 

ス
テ
ィ
グ
マ
の
シ
ン
ボ
ル
か
ら
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
イ
コ
ン
へ

―
「
マ
レ
ビ
ト
の
地
理
」
が
導
く
歓
待
の
問
い
―

姜　
　
　

竣　
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つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
私
の
願
い
は
、
も
っ
と
も
慎
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
宗
教

史
に
あ
る
特
別
な
事
例
の
研
究
を
通
し
て
得
ら
れ
る
事
実
の
断
片
を
表
現

す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
過
程
の
中
で
、
日
本
宗
教
史
の
中
で
繰
り
返
し

循
環
す
る
力
学
へ
の
洞
察
を
深
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
力
学
と
は
、
一

つ
に
な
っ
た
意
味
構
造
を
便
利
な
道
具
と
み
な
す
中
央
の
宗
教
権
威
と
、

そ
の
周
縁
の
人
々
が
ま
さ
に
そ
の
儀
礼
行
為
を
通
し
て
中
心
の
力
に
挑
戦

し
、
同
時
に
そ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
相
互
作
用
の
こ
と
で
あ
る
。
人

形
神
事
に
つ
い
て
の
本
論
は
、
日
本
宗
教
史
の
中
の
「
他
者
」
と
い
う
集

団
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
大
方
に
お
い
て
、
儀
礼
人
形
遣
い
の
生
活

や
物
語
（stories

―
姜
注
）、
そ
し
て
そ
の
諸
活
動
は
、
歴
史
資
料
の
欄
外

に
置
か
れ
て
き
た
。
私
た
ち
が
知
り
え
る
の
は
す
べ
て
、
物
的
あ
る
い
は

文
献
上
の
証
拠
で
あ
り
、
過
去
の
遺
物
（
痕
跡
で
さ
え
）
あ
る
。
そ
れ
ら

が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
、
理
解
さ
れ
、
何
を
意
味
し
た
か
を
解
き
ほ
ぐ
す

手
が
か
り
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
ら
が
何
で
あ
る
か
を
誰
も
知
ら
な
い
。

そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
が
提
出

す
る
の
は
、
私
た
ち
が
ま
さ
に
知
り
得
る
そ
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
事
実

を
あ
る
場
所
に
据
え
検
討
す
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
日
本
人
の
宗
教
生
活

史
の
中
か
ら
、
あ
る
い
は
失
わ
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
ろ
う
と
す
る
も
う

一
つ
の
声
を
聞
く
だ
ろ
う
。
私
は
こ
の
関
心
を
、
そ
の
中
心
と
い
う
「
大

き
な
物
語
」（grand narratives

―
姜
注
）
と
の
繋
が
り
を
断
つ
、
よ
り

大
き
な
知
的
活
動
の
枠
内
に
置
く
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
「
そ
の
差
異
を
活

る
社
会
状
況
と
、
埋
も
れ
た
歴
史
と
価
値
の
再
発
見
の
狭
間
で
、
門
付
け

の
人
形
芝
居
の
復
活
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
漂
泊
性
を
発
揮
す
る
の
か

を
論
じ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
、
敗
戦
後
の
文
化
財
行
政
、
民
俗
芸
能
研
究
、

ツ
ー
リ
ズ
ム
が
三
位
一
体
と
な
っ
て
推
し
進
め
た
「
日
本
の
過
去
を
取
り
戻

す
」
運
動
に
対
す
る
批
判
と
、「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
」
と
い
う
斬
新
な
ア
プ
ロ
ー

チ
は
言
揚
げ
し
た
も
の
の
、
ロ
ー
の
研
究
に
お
け
る
、
日
本
民
俗
学
並
び
に

日
本
宗
教
史
に
か
か
わ
る
背
景
と
問
い
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
門
付
け
と
い
う
も
の
の
本
質
や
、
そ
も
そ
も
そ
れ
に
着
目
す
る
筆
者
の

問
い
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
理
由
は
、
ロ
ー
が
調
査

研
究
し
た
淡
路
人
形
伝
統
と
の
比
較
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
徳
島
に
お
け

る
阿
波
木
偶
廻
し
に
よ
る
門
付
け
の
消
滅
や
再
生
の
過
程
を
、民
族
誌
的
デ
ー

タ
に
よ
っ
て
語
ら
せ
る
に
は
未
だ
調
査
が
不
足
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

第
一
章　

他
者
性
の
地
理
か
ら
マ
レ
ビ
ト
の
地
理
へ

そ
う
し
た
反
省
か
ら
、
ロ
ー
の
研
究
の
学
術
的
な
背
景
と
問
い
を
辿
っ

て
い
く
と
、
彼
女
の
目
的
が
、
文
献
研
究
（
二
次
資
料
）
に
よ
る
日
本
宗

教
史
と
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
（
一
次
資
料
）
に
基
づ
く
淡
路
人
形
伝
統

の
実
態
の
接
続
を
試
み
る
、
と
い
う
よ
り
、
後
者
に
よ
っ
て
前
者
を
批
判

的
に
再
検
討
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ロ
ー
は
そ
れ
を
宗
教

的
な
諸
実
践
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
な
知
（「local know

ledge

」﹇
ロ
ー 

同

前
：
二
一
﹈）
を
知
る
た
め
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
い
、
そ
の
狙
い
に
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性
化
さ
せ
る
」
こ
と
を
要
求
し
、
日
本
宗
教
史
の
ず
っ
と
複
雑
な
全
体
像

を
映
し
出
す
こ
と
を
約
束
す
る
活
動
で
あ
る
」﹇
ロ
ー 

同
前
：
二
九
﹈

﹇Law,1997

：15-16

﹈

こ
こ
で
い
う
「
大
き
な
物
語
」
と
は
な
に
か
。
一
つ
目
は
、
民
間
信
仰

を
「
あ
る
価
値
観
を
共
有
す
る
体
系
」﹇
ロ
ー　

同
前
：
一
六
﹈
と
し
、
民

間
レ
ベ
ル
に
そ
れ
を
共
有
す
る
「
意
識
共
同
体
」﹇
ロ
ー　

同
前
：
二
五
﹈

が
あ
る
よ
う
に
仮
定
し
た
柳
田
民
俗
学
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
日
本
の
民

間
信
仰
に
一
貫
し
て
流
れ
る
六
つ
の
共
通
し
た
特
質
（
祖
霊
信
仰
の
重
視
、

報
恩
の
重
視
、
異
な
る
宗
教
伝
統
の
混
在
と
融
合
、
人
格
と
神
格
の
連
続

性
、
個
人
や
家
族
に
お
け
る
異
宗
教
の
共
存
、
祖
霊
信
仰
と
死
霊
信
仰
の

結
び
つ
き
）
を
同
定
す
る
こ
と
で
、
民
間
宗
教
を
体
系
化
し
つ
つ
柳
田
の

視
点
の
実
体
化
を
推
し
進
め
た
堀
一
郎
の
民
間
信
仰
論
で
あ
り
、
そ
し
て

三
つ
目
は
、
堀
の
議
論
に
賛
同
し
て
、
日
本
人
が
抱
く
人
間
と
自
然
界
、

物
質
、
象
徴
と
聖
性
に
「
一
元
意
味
構
造
」
を
求
め
た
ヨ
セ
フ
北
川
三
夫

の
日
本
宗
教
史
が
描
く
と
こ
ろ
の
日
本
人
の
宗
教
的
感
受
性
の
「
同
質
性
」

の
言
説
で
あ
る
﹇
ロ
ー 

同
前
：
二
五
〜
二
八
﹈。

柳
田
か
ら
堀
、
堀
か
ら
北
川
へ
と
連
続
す
る
議
論
に
疑
問
を
呈
し
た

ロ
ー
の
研
究
は
、
じ
つ
を
い
う
と
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
宗
教
学
研
究
に
お
け

る
北
川
を
中
心
と
す
る
日
本
宗
教
史
研
究
の
分
野
で
博
論（
１
）と

し
て
提
出
さ

れ
た
も
の
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
民
俗
学
と
日
本
宗
教
史
研

究
の
権
威
の
た
だ
中
で
脱
中
心
化
を
図
る
ロ
ー
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
こ

そ
は
、「
他
者
性
の
地
理
（geographies of otherness

）」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
、
河
原
な
い
し
サ
ン
ジ
ョ
（
散
所
）
と
呼
ば
れ
る

特
殊
な
場
所
に
局
地
化
さ
れ
て
（
地
理
的
境
界
性
）、
諸
職
や
儀
礼
や
芸
能

を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
（
物
理
的
身
体
性
・
社
会
的
階
層
性
）、「
不
浄
」

を
扱
う
と
さ
れ
た
漂
泊
遊
動
民
た
ち
が
、
体
制
外
者
と
し
て
清
祓
体
系
の

中
で
力
を
発
揮
し
て
き
た
（
象
徴
的
二
元
性
）
と
い
う
実
態
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
ど
こ
と
も
知
れ
ぬ
場
所
（
路
上
、
荒
野
、
森
林
、
海
）
か

ら
村
境
を
越
え
て
ふ
い
に
現
れ
る
体
制
外
の
住
人
が
あ
る
種
の
想
像
力
を

掻
き
立
て
る
。
ロ
ー
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、
淡
路
人
形
伝
統
を
創
出

し
支
え
た
人
形
遣
い
の
集
住
地
で
あ
る
市
三
條
を
出
発
点
に
、
北
は
人
形

遣
い
の
足
跡
を
辿
っ
て
盛
岡
、
南
は
八
幡
信
仰
を
運
ん
だ
傀
儡
子
と
淡
路

人
形
の
は
じ
ま
り
の
関
連
を
探
る
た
め
に
宇
佐
八
幡
宮
に
ま
で
お
よ
ん
で

い
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
の
博
論
の
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
ら
れ
た
「the road

」

に
は
、
第
一
に
、
家
や
村
と
い
う
閉
じ
た
内
部
空
間
が
外
部
と
交
差
す
る

「
路
上
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
が
、
第
二
に
は
、
漂
泊
芸
能
民
が
福
を
運
ぶ

た
め
に
歩
い
て
き
た
局
所
化
さ
れ
た
場
所
へ
と
通
じ
る
「
通
路
」
と
い
う

意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
他
者
性
に
ま
つ
わ
る
空
間
の
問
題
を
一

手
に
引
き
受
け
る
切
り
口
で
あ
る
門
付
け
の
「
門
」
は
、
ま
さ
に
他
者
と

対
面
す
る
境
界
な
の
で
あ
る
。

歓
待
す
る
側
か
ら
眺
め
れ
ば
、
人
形
遣
い
は
、「
外
者
に
対
し
て
畏
怖
ゆ

え
に
謙
虚
で
も
あ
っ
た
定
住
者
の
ま
な
ざ
し
」﹇
関
根　

一
九
九
八
：

二
三
四
﹈
を
前
に
、「
よ
ど
み
が
ち
な
定
住
社
会
に
新
風
を
吹
き
込
み
、
福

を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
の
秩
序
を
破
壊
す
る
か
も
し
れ
な
い

両
義
的
存
在
」﹇
関
根 

同
前
：
二
三
四
﹈
で
あ
る
。
門
付
け
は
「
定
住
世
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界
の
秩
序
の
革
新
の
希
望
と
破
壊
の
恐
怖
と
に
引
き
裂
か
れ
た
境
界
の
場

所
に
生
み
出
さ
れ
た
文
化
」﹇
関
根　

同
前
：
二
三
四
﹈
な
の
で
あ
る
。

本
研
究
は
、
ロ
ー
の
い
う
「
他
者
性
の
地
理
」
に
依
拠
し
つ
つ
、
門
付

け
に
お
け
る
漂
泊
民
の
遊
動
性
と
定
住
者
の
歓
待
の
方
に
力
点
を
お
い
た

「
マ
レ
ビ
ト
の
地
理
」
の
構
築
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、

阿
波
木
偶
廻
し
に
よ
る
門
付
け
の
再
生
の
時
代
相
を
把
握
す
る
た
め
に
、

衰
退
期
に
お
け
る
儀
礼
の
変
容
と
見
え
に
く
い
被
差
別
状
況
を
捉
え
（
第

二
章
）、
人
形
廻
し
と
廻
檀
先
の
つ
き
あ
い
や
人
形
神
事
に
媒
介
さ
れ
る
贈

与
と
返
礼
を
通
じ
て
、
旦
那
場
の
空
間
な
い
し
地
理
的
な
意
味
を
読
み
取

り
（
第
三
章
）、
さ
ら
に
、
被
差
別
部
落
の
地
理
的
局
所
性
は
漂
泊
遊
動
民

と
定
住
世
界
の
関
係
と
か
か
わ
り
な
が
ら
、
社
会
的
な
排
除
に
よ
っ
て
境

界
性
を
失
う
と
い
う
見
方
を
試
み
る
（
第
四
章
）。
そ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま

え
て
、
異
他
者
の
歓
待
が
人
間
に
と
っ
て
極
め
て
困
難
な
要
求
（
歓
待
の

不
可
能
性
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
か
な
る
時
代
に
も
不
可
避
な
局
面
が

く
り
か
え
し
あ
ら
わ
れ
る
状
況
に
際
し
て
、〈
歓
待
〉
概
念
の
再
検
討
の
必

要
性
を
提
示
す
る
（
第
五
章
）。
な
ぜ
な
ら
、
不
可
能
で
あ
り
な
が
ら
不
可

避
で
あ
る
と
い
う
全
体
的
な
観
念
と
し
て
の
〈
歓
待
〉
は
、
異
他
者
と
の

境
界
的
な
出
会
い
を
め
ぐ
る
「
マ
レ
ビ
ト
の
地
理
」
が
導
く
究
極
の
到
達

点
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
二
章　

門
付
け
の
変
化
と
見
え
な
い
差
別

二
〇
一
七
年
一
月
二
十
九
日
、
旧
正
月
の
翌
日
に
、
筆
者
は
徳
島
県
西

部
に
位
置
す
る
東
み
よ
し
町
加
茂
（
旧
三
加
茂
町
）
で
、
阿
波
木
偶
箱
廻

し
保
存
会
（
以
下
、
保
存
会
）
の
門
付
け
に
同
行
し
、
三
番
叟
廻
し
と
え

び
す
廻
し
の
記
録
と
廻
檀
先
へ
の
聞
き
書
き
を
行
っ
て
い
た
。
旧
三
加
茂

町
は
、
近
世
以
来
、
県
西
部
の
吉
野
川
中
流
部
に
点
在
し
た
複
数
の
人
形

廻
し
の
村
に
近
接
し
た
地
域
で
、
保
存
会
は
東
み
よ
し
町
昼
間
の
人
形
の

村
に
住
ん
で
い
た
師
匠
か
ら
受
け
継
い
だ
当
地
域
の
廻
檀
先
を
、
新
正
月

か
ら
旧
正
月
に
か
け
て
師
匠
の
廻
り
方
を
踏
襲
し
な
が
ら
廻
っ
て
い
る
と

い
う
。

こ
の
日
は
、
保
存
会
の
紹
介
で
、
旧
正
月
に
門
付
け
を
行
う
一
軒
の
廻

檀
先
で
聞
き
書
き
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
酒
造
を
営
む
Ａ
家
は
、
戦
前

の
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
木
偶
廻
し
の
門
付
け
を
迎
え
て
い
る
よ
う
で
あ

り
、
そ
の
由
緒
が
窺
え
る
も
の
と
し
て
一
葉
の
写
真
を
見
せ
て
頂
く
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
徳
島
新
聞
社
が
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
一
月

に
、
酒
造
の
庭
先
で
三
番
叟
を
舞
わ
せ
て
い
る
様
子
を
撮
影
し
た
も
の

だ
っ
た
。
写
真
に
は
、
大
勢
の
子
ど
も
た
ち
が
晴
れ
着
や
制
服
の
姿
で
三

番
叟
廻
し
を
見
つ
め
て
い
る
様
子
が
写
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
筆
者
が

そ
の
日
付
が
気
に
な
っ
て
「
写
真
の
撮
影
が
、
一
月
二
十
四
日
付
と
な
っ

て
い
て
」
と
言
っ
た
と
き
だ
っ
た
。

「
む
か
し
は
、
こ
の
お
じ
い
さ
ん
が
来
て
く
れ
た
と
き
は
ね
、
新
の
1
月

の
1
日
の
12
時
す
ぎ
た
ら
、
ぱ
っ
と
お
い
で
く
れ
た
ん
で
す
よ
。
夜
中

の
。
み
ん
な
起
き
て
、
待
っ
て
ね
。
う
ち
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
（
今
生

き
て
た
ら
百
何
歳
）、
そ
う
い
う
の
好
き
で
ね
。
来
る
の
待
っ
て
ね
、
店
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が
畳
敷
き
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
こ
に
座
り
こ
ん
で
ね
。
一
杯
飲
ん
で
、

こ
の
お
じ
い
さ
ん
と
し
ゃ
べ
っ
た
り
し
お
っ
た
ん
で
す
よ
。
こ
っ
ち
は

も
う
、
眠
た
い
の
に
ね
（
笑
―
姜
注
）。」

話
者
（
昭
和
四
・
一
九
二
九
年
生
）
は
、
酒
造
の
三
代
目
女
将
で
、
四
代

目
に
当
た
る
現
社
長
の
母
親
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
写
真
は

本
来
の
門
付
け
と
別
に
、
取
材
の
た
め
に
撮
影
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
撮
影
日
の
一
月
二
十
四
日
は
一
九
五
五
年
の
旧
の
一
月
一
日
に
当
た

る
か
ら
だ
。
し
か
も
、
登
校
日
で
あ
る
は
ず
の
月
曜
日
に
子
ど
も
た
ち
が

晴
れ
着
姿
で
い
る
こ
と
も
撮
影
の
た
め
の
演
出
に
思
え
る
。

年
越
し
の
原
義
に
従
え
ば
、
人
形
遣
い
が
ま
さ
に
除
夜
の
零
時
を
挟
む

時
刻
に
門
付
け
を
す
る
家
は
、
彼
に
と
っ
て
最
も
格
別
な
廻
檀
先
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
迎
え
る
側
も
ひ
と
し
お
念
入
り
に
も
て
な

す
。
明
治
時
代
に
酒
造
を
始
め
た
話
者
の
夫
の
祖
父
（
初
代
）
は
素
人
義

太
夫
を
趣
味
と
し
、
地
鎮
祭
の
と
き
に
浄
瑠
璃
を
語
っ
た
こ
と
を
日
記
に

書
き
残
し
て
い
る
。
人
形
遣
い
に
酒
と
肴
を
出
し
て
歓
待
し
た
の
は
、
そ

の
息
子
（
明
治
三
十
一
・
一
八
九
八
年
生
、
二
代
目
）
の
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
蔵
人
を
含
め
た
大
人
数
が
三
が
日
の
間
に
食
べ
る
だ
け
の
煮
し
め

を
作
り
、
年
越
し
の
そ
ば
と
う
ど
ん
を
出
し
て
い
た
と
い
う
そ
の
頃
の
大

晦
日
に
若
奥
さ
ん
は
眠
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）

年
に
香
川
県
の
医
者
の
家
か
ら
Ａ
家
に
嫁
い
で
き
た
話
者
は
、
実
家
の
方

で
人
形
廻
し
を
み
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
不
慣
れ
だ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
門
付
け
が
訪
れ
た
瞬
間
が
鮮
や
か
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「
む
か
し
」
は
、
嫁
い
で
初
め
て
門
付
け
を
経
験
し
た
昭
和

二
十
四
年
の
新
正
月
以
降
、
写
真
が
撮
ら
れ
る
前
年
で
あ
る
昭
和
二
十
九

年
の
新
正
月
以
前
の
間
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
昭
和
三
十
年
に
も
写
真

撮
影
と
は
別
に
相
変
わ
ら
ず
新
正
月
に
来
て
い
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な

い
。
し
か
し
、「
こ
の
お
じ
さ
ん
」
の
門
付
け
が
い
つ
ま
で
続
い
た
か
を
話

者
は
憶
え
て
お
ら
ず
、
い
つ
し
か
別
の
人
形
廻
し
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
人
形
遣
い
こ
そ
、
最
後
の
三
番
叟
廻
し
芸
人
と
い
わ
れ
た
、
保

存
会
の
師
匠
（
一
九
二
二
〜
二
〇
〇
二
）
で
あ
る
。
師
匠
は
、
自
身
が
書

き
残
し
た
記
録
に
よ
る
と
、
少
な
く
と
も
昭
和
四
十
年
代
以
来
、
大
晦
日

の
深
夜
か
ら
元
旦
に
か
け
て
は
、
東
み
よ
し
町
と
隣
接
し
て
い
る
三
好
市

池
田
町
の
旦
那
場
を
廻
っ
て
い
た
﹇
辻
本　

二
〇
一
三
：
九
、一
六
〜

三
一
﹈。
保
存
会
は
、
一
九
九
九
年
に
彼
に
弟
子
入
り
し
て
木
偶
廻
し
を
習

い
、
門
付
け
に
付
き
添
っ
て
廻
檀
先
を
憶
え
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
単
独
で

廻
る
よ
う
に
な
っ
た
。
話
者
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）

年
一
月
九
日
の
朝
、
師
匠
が
最
後
の
門
付
け
に
訪
れ
た
際
に
廃
業
を
告
げ
、

翌
年
か
ら
は
旧
正
月
（
二
〇
〇
二
年
は
二
月
十
九
日
）
の
朝
に
保
存
会
が

門
付
け
に
く
る
よ
う
に
な
っ
て
、
現
在
に
至
る
と
い
う
。
二
〇
一
七
年
は

一
月
二
十
八
日
が
旧
正
月
に
当
た
り
、
筆
者
が
訪
れ
る
前
日
の
午
前
九
時

に
す
で
に
門
付
け
が
行
わ
れ
て
い
た
。

新
正
月
元
旦
の
午
前
零
時
と
い
う
節
目
に
門
付
け
を
迎
え
た
記
憶
は
余

程
忘
れ
難
い
ら
し
い
。
そ
の
感
覚
を
知
ら
な
い
筆
者
が
、
過
去
に
遡
る
話

の
中
で
新
正
月
の
午
前
零
時
と
い
う
時
間
に
頓
着
し
な
か
っ
た
り
す
る
と
、

話
者
が
こ
と
ご
と
く
訂
正
な
い
し
喚
起
す
る
場
面
が
、
一
時
間
ほ
ど
の
短
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い
聞
き
書
き
の
な
か
で
じ
つ
に
三
度
も
あ
っ
た
。
門
付
け
の
際
は
真
っ
先

に
、
か
ま
ど
に
祀
っ
て
あ
る
荒
神
の
前
で
三
番
叟
を
舞
わ
せ
る
た
め
、
台

所
を
き
れ
い
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
旧
正
月
に
移
っ
た
今
で

は
、
せ
い
ぜ
い
そ
れ
を
忘
れ
な
い
た
め
に
旧
正
月
の
日
付
を
カ
レ
ン
ダ
ー

に
記
し
て
お
く
く
ら
い
で
あ
る
。

さ
て
、
Ａ
家
の
門
付
け
の
今
昔
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
近
世
以
来
、
人

形
廻
し
を
生
業
と
す
る
村
が
点
在
し
、
門
付
け
（
木
偶
廻
し
）
か
ら
旅
回

り
の
大
道
芸
（
箱
廻
し
）、
大
掛
か
り
な
興
行
（
座
組
み
）
に
至
る
ま
で
、

徳
島
で
最
も
人
形
芝
居
が
盛
ん
な
地
域
の
一
つ
の
古
式
ゆ
か
し
い
門
付
け

の
様
子
を
再
現
し
た
い
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
門
付
け
が
変
化
し
て
い
っ

た
過
程
を
捉
え
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
詳
ら
か
に
す
る
用
意
は
十
分

で
は
な
い
が
、
人
形
遣
い
自
ら
が
年
越
し
の
門
付
け
を
忌
避
し
た
こ
と
が

変
化
の
原
因
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
忌
避
の
背
景
に
は
見
え
に
く
い
被

差
別
状
況
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

「
三
番
叟
廻
し
芸
人
が
常
々
い
い
お
っ
た
ん
は
、
年
に
一
度
は
、
お
神
さ

ん
や
け
ん
、
当
然
、
な
ん
ち
ゅ
う
の
、
祝
詞
上
げ
て
三
番
叟
廻
し
を
し

た
ら
な
い
か
ん
ち
ゅ
う
こ
と
は
ず
っ
と
い
っ
た
な
。
し
ま
い
込
み
す
る

わ
け
で
、
だ
か
ら
、
あ
っ
こ
に
、
資
料
館
に
お
い
て
あ
る
人
形
も
、
最

後
は
お
面
だ
け
に
な
っ
た
け
ど
、
い
わ
ゆ
る
旧
正
月
に
出
し
お
っ
た
の
。

旧
正
月
に
表
へ
。
な
ん
で
新
正
月
に
出
さ
ん
か
っ
た
か
つ
っ
た
ら
、
孫

が
も
ん
で
（
戻
っ
て
―
姜
注
）
く
る
か
ら
、
こ
れ
な
に
っ
て
聞
か
れ
る
。

そ
れ
も
あ
る
わ
な
。
そ
ん
で
ま
あ
、
旧
正
月
は
学
校
い
っ
と
う
や
ろ
。

そ
ん
で
、
出
し
と
っ
た
ん
じ
ゃ
と
、
ゆ
う
っ
た
な
。
そ
う
や
っ
て
ち
ゃ

ん
と
表
へ
出
し
て
お
祭
り
せ
え
ち
ゅ
こ
と
だ
な
。
単
な
る
デ
コ
で
は
な

い
ぞ
、
と
。」

阿
波
木
偶
箱
廻
し
保
存
会
の
顧
問
で
あ
る
辻
本
一
英
の
話
で
あ
る
。「
資

料
館
に
お
い
て
あ
る
人
形
」
と
は
、
徳
島
県
東
み
よ
し
町
立
歴
史
民
俗
資

料
館
が
所
蔵
す
る
千
歳
、
翁
、
三
番
叟
、
恵
比
寿
の
四
体
の
人
形
の
こ
と

で
、
白
式
尉
面
と
黒
式
尉
面
、
鼓
と
拍
子
木
、
そ
れ
ら
を
入
れ
て
運
ぶ
箱

と
天
秤
棒
を
含
め
て
、
門
付
け
に
用
い
る
人
形
お
よ
び
道
具
一
式
が
資
料

館
に
は
展
示
さ
れ
て
い
る
。
元
の
持
ち
主
の
名
前
は
後
述
す
る
理
由
で
伏

せ
て
あ
る
が
、
収
集
の
経
緯
に
詳
し
い
辻
本
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
み
な
、

東
み
よ
し
町
の
芸
人
が
一
人
で
所
有
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
人
は
、

岡
山
か
ら
出
雲
街
道
を
北
上
し
、
島
根
県
を
経
て
九
州
地
方
ま
で
旅
し
た

箱
廻
し
芸
人
で
、
と
り
わ
け
、
大
正
期
と
昭
和
期
の
初
め
に
は
島
根
県
安

来
市
大
塚
の
村
の
人
形
座
に
請
わ
れ
て
、
文
化
年
間
に
当
地
に
成
立
し
た

後
、
一
度
廃
れ
た
人
形
芝
居
の
再
興
に
貢
献
し
た
人
物
で
あ
る
﹇
辻
本 

二
〇
〇
八
：
一
〇
一
〜
一
〇
二
﹈。

彼
は
、
正
月
に
は
旅
先
か
ら
地
元
に
戻
っ
て
き
て
行
っ
て
い
た
門
付
け

を
廃
業
し
て
か
ら
も
儀
礼
人
形
を
大
事
に
祀
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
人
形

を
廻
檀
先
に
譲
っ
た
後
も
し
ば
ら
く
の
間
お
面
を
手
放
し
て
い
な
か
っ
た

事
実
か
ら
、
人
形
遣
い
が
儀
礼
人
形
を
神
聖
に
扱
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。
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「
お
面
が
神
さ
ま
や
け
ん
な
。（
中
略)

デ
コ
は
あ
く
ま
で
も
デ
コ
。（
中

略
）
面
付
け
て
神
に
な
る
と
聞
い
と
る
け
ど
ね
。
お
面
は
神
格
化
さ
れ

て
、
あ
の
、
単
に
道
具
じ
ゃ
な
い
。（
中
略
）
面
は
も
と
も
と
の
先
祖
の

面
使
っ
た
。
師
匠
の
相
当
古
い
だ
ろ
う
。（
中
略
）
お
面
は
、
や
っ
ぱ

り
、
な
ん
ち
ゅ
う
の
、
性
根
を
入
れ
て
る
か
ら
、(

中
略)

ビ
デ
オ
撮
っ

て
も
写
真
撮
っ
て
も
、
あ
ん
た
ら
畳
の
上
に
置
く
だ
ろ
う
、
ゆ
る
せ
ん

の
よ
、
こ
の
人
（
師
匠
―
姜
注
）
に
は
、
あ
り
え
な
い
。（
中
略
）
そ

い
で
、
僕
ら
が
な
ぜ
こ
れ
掘
り
起
こ
し
、
あ
の
、
ま
た
伝
承
し
よ
う
と

し
て
る
の
か
意
図
も
わ
か
っ
て
く
れ
て
、
そ
ん
な
ら
、
中
内
さ
ん
や
こ

の
子
ら
に
、
人
形
は
、
お
前
（
師
匠
の
奥
さ
ん
―
姜
注
）
祀
れ
ん
よ
う

に
な
っ
た
ら
、
祀
れ
ん
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
ち
ゅ
っ
た
わ
。
正
月
、
祀

れ
ん
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
あ
れ
せ
え
よ
、
と
。
最
初
ね
、
白
式
尉
面
黒

式
尉
面
な
ん
か
、
こ
れ
は
だ
め
だ
と
、
渡
せ
な
い
ち
ゅ
っ
た
け
ど
、
で

も
そ
れ
が
つ
か
な
い
と
、
資
料
的
に
ね
、
あ
れ
や
け
ん
、
お
願
い
し
て

み
い
や
ち
ゅ
っ
て
。」

例
え
ば
、
五
百
年
の
歴
史
を
も
つ
淡
路
人
形
の
伝
統
で
は
、
道ど

う
く
ん
ぼ
う
ま
わ

薫
坊
廻

し
（
三
番
叟
廻
し
）
に
使
わ
れ
る
儀
礼
人
形
に
は
箱
廻
し
や
興
行
で
外
題

を
演
じ
る
劇
人
形
と
異
な
る
格
別
な
地
位
を
与
え
、
三
体
を
離
し
て
は
な

ら
ず
、
床
に
は
お
か
ず
に
一
段
と
高
い
神
棚
や
決
ま
っ
た
場
所
に
保
管
し
、

米
や
酒
を
供
え
て
い
た
﹇
ロ
ー 

二
〇
一
二
：
二
九
一
﹈。
壊
れ
た
人
形
の

使
え
る
部
分
を
別
の
人
形
に
挿
げ
替
え
て
は
な
ら
ず
、「
肉
と
霊
が
従
う
の

は
別
の
秩
序
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
霊
が
一
旦
肉
を
纏
う
と
、
そ

の
肉
は
単
な
る
物
質
に
は
戻
ら
ず
、「
特
別
扱
い
さ
れ
る
物
（m

atter set 
apart

）」
と
な
」
る
﹇
ロ
ー　

同
前
：
二
九
二
﹈。
さ
ら
に
、
役
割
を
果
た

し
た
人
形
は
供
養
が
営
ま
れ
、「
木
偶
三
昧
」
と
呼
ば
れ
る
人
形
塚
に
埋
葬

さ
れ
る
ほ
ど
﹇
ロ
ー　

同
前
：
二
九
一
〜
二
九
二
﹈、
儀
礼
人
形
が
神
聖
視

さ
れ
て
い
た
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
三
番
叟
廻
し
を
廃
業
し
て
も
年
に
一
度

だ
け
は
表
へ
出
し
て
祀
り
、
人
形
を
手
放
し
て
も
お
面
だ
け
は
守
り
抜
こ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
孫
が
戻
っ
て
く
る
新
正
月
を
避
け
、

旧
正
月
に
祀
っ
た
の
は
、
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
人
形
廻
し
で
あ
る
事
実
を

孫
、
あ
る
い
は
、
婿
や
嫁
に
隠
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
徳
島
県
の
中
西
部
か
ら
西
部
に
か
け
て
は
、
近
世
以
来
住

民
た
ち
が
人
形
廻
し
を
生
業
と
す
る
村
が
少
な
く
と
も
十
カ
所
以
上
点
在

し
て
い
る
が
、
門
付
け
は
、「
掃
除
」
と
呼
ば
れ
る
身
分
に
属
す
る
彼
ら
が

社
会
の
末
端
で
担
わ
さ
れ
た
夫
役
の
代
わ
り
に
認
め
ら
れ
た
勧
進
だ
っ
た
。

一
九
六
〇
年
頃
に
旧
三
好
郡
三
好
町
昼
間
の
人
形
の
村
で
聞
き
書
き
を

行
っ
た
民
俗
写
真
家
に
よ
る
と
、
未
だ
一
六
軒
が
木
偶
廻
し
に
従
事
し
て

お
り
、
さ
ら
に
、
県
中
西
部
に
広
が
る
十
数
カ
所
の
集
住
地
に
は
二
百
軒

以
上
が
稼
働
し
て
い
た
と
い
う
﹇
芳
賀 

一
九
六
〇
：
四
〇
〜
四
三
﹈。
そ

の
当
時
は
正
月
に
街
角
を
歩
く
三
番
叟
廻
し
を
よ
く
見
か
け
、
門
付
け
に

隣
県
へ
出
か
け
る
木
偶
廻
し
で
電
車
一
車
両
が
一
杯
に
な
っ
た
と
も
い
わ

れ
る
。
し
か
し
、
高
度
成
長
期
の
一
九
六
〇
年
代
を
通
じ
て
姿
を
消
し
始

め
た
木
偶
廻
し
は
、
七
〇
年
代
初
め
に
は
人
形
の
部
落
の
若
者
を
巻
き
込

ん
だ
結
婚
差
別
に
よ
る
心
中
事
件
が
原
因
で
、
殆
ど
が
廃
業
し
て
し
ま
っ

た
﹇
姜　

二
〇
一
八
：
二
〇
八
﹈。
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人
形
に
か
か
わ
る
独
自
で
長
い
歴
史
を
も
つ
地
域
と
あ
っ
て
、
漂
泊
芸

能
民
が
賤
視
に
晒
さ
れ
る
被
差
別
状
況
は
な
く
な
り
に
く
い
。
人
形
廻
し

の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
子
の
将
来
に
差
し
障
る
か
も
し
れ
な
い
の

で
、
過
去
を
隠
し
、
名
前
を
伏
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
人
形
は
、
神
事
の
中

心
で
あ
る
と
同
時
に
、
ス
テ
ィ
グ
マ
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
。
旧
正
月
に

し
ま
い
込
ん
で
お
い
た
人
形
を
そ
っ
と
出
し
て
祀
る
情
景
か
ら
は
、
人
形

を
秘
匿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
形
遣
い
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
と
、
過

去
の
露
見
に
怯
え
る
こ
と
の
ま
ま
な
ら
な
い
関
係
が
滲
み
で
て
い
る
。

第
三
章　

旦
那
場
の
成
り
立
ち

平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
に
徳
島
県
全
域
を
網
羅
し
た
約
五
〇
〇

地
点
で
実
施
さ
れ
た
聞
き
取
り
お
よ
び
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
れ
ば ﹇「
阿

波
木
偶
箱
廻
し
」
調
査
・
伝
承
推
進
実
行
委
員
会　

二
〇
一
二
：
四
﹈、
回

答
が
得
ら
れ
た
一
三
〇
七
件
の
内
、
九
一
七
件
か
ら
三
番
叟
廻
し
の
来
訪

が
、
三
四
六
件
か
ら
え
び
す
廻
し
の
来
訪
が
確
認
さ
れ
た ﹇「
阿
波
木
偶
箱

廻
し
」
調
査
・
伝
承
推
進
実
行
委
員
会　

二
〇
一
三
：
六
三
﹈。
ま
た
、
翌

年
に
徳
島
県
を
除
く
四
国
三
県
の
四
九
五
地
点
で
同
じ
調
査
を
行
っ
た
結

果
、
三
二
五
地
点
か
ら
四
六
七
件
の
回
答
が
得
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
愛

媛
県
（
一
八
三
地
点
、
二
七
三
件
の
内
）
で
は
一
四
〇
件
の
三
番
叟
廻
し

の
来
訪
と
七
〇
件
の
え
び
す
廻
し
の
来
訪
が
、
香
川
県
（
八
六
地
点
、

一
一
七
件
の
内
）
で
は
四
〇
件
の
三
番
叟
廻
し
の
来
訪
と
六
三
件
の
え
び

す
廻
し
の
来
訪
が
、
高
知
県
（
五
六
地
点
、
七
七
件
の
内
）
で
は
九
件
の

三
番
叟
廻
し
の
来
訪
と
二
九
件
の
え
び
す
廻
し
の
来
訪
が
確
認
さ
れ
た

﹇「
阿
波
木
偶
箱
廻
し
」
調
査
・
伝
承
推
進
実
行
委
員
会　

二
〇
一
三
：

一
一
四
、一
八
八
﹈。
こ
う
し
た
結
果
か
ら
大
ま
か
に
、
徳
島
県
は
三
番
叟

廻
し
と
え
び
す
廻
し
の
廻
檀
先
が
ほ
ぼ
全
域
に
及
ん
で
い
た
こ
と
、
四
国

の
他
の
三
県
で
は
愛
媛
県
に
廻
檀
先
が
多
く
、
高
知
県
は
漁
村
で
喜
ば
れ

る
え
び
す
廻
し
の
来
訪
の
方
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
調
査
の
中
で
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
の
は
、
廻
檀
先
で

の
人
形
廻
し
の
宿
泊
に
関
す
る
項
目
で
あ
る
。「
地
区
の
特
定
の
家
に
泊
ま

る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
？
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
徳
島
県
内
全
域

か
ら
得
ら
れ
た
二
三
〇
件
の
回
答
の
内
、「
町
内
の
民
家
」
と
答
え
た
件
数

が
旅
館
・
木
賃
宿
の
よ
う
な
宿
泊
施
設
や
庵
・
堂
の
よ
う
な
宗
教
施
設
の

そ
れ
よ
り
圧
倒
的
に
多
い
﹇「
阿
波
木
偶
箱
廻
し
」
調
査
・
伝
承
推
進
実
行

委
員
会　

二
〇
一
三
：
七
〇
〜
七
一
﹈。
民
泊
は
、
地
元
か
ら
離
れ
た
遠
隔

地
や
僻
地
に
旦
那
場
を
形
成
す
る
上
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
要
素
で

あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
を
通
じ
た
つ
き
あ
い
は
漂
泊
遊
動
民
で
あ
る
人

形
廻
し
に
対
す
る
歓
待
の
あ
り
方
を
捉
え
る
手
が
か
り
と
な
る
。

一
般
に
人
形
遣
い
は
、
遠
隔
地
や
僻
地
に
あ
る
旦
那
場
を
、
大
体
二
十

日
〜
四
十
日
間
の
長
期
に
わ
た
り
転
々
と
し
な
が
ら
廻
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
旦
那
場
の
中
心
地
や
経
由
地
に
数
日
間
宿
泊
で
き
る
拠
点
を
持
っ
て
い

る
。
そ
う
い
う
家
と
は
、
泊
ま
る
際
に
特
別
な
家
祓
い
を
し
た
り
、
重
い

人
形
や
道
具
一
式
を
翌
年
ま
で
預
け
て
お
い
て
お
面
だ
け
を
持
っ
て
帰
っ

た
り
、
ご
祝
儀
の
米
を
現
金
に
換
え
て
も
ら
っ
た
り
す
る
と
い
っ
た
格
別

な
つ
き
あ
い
を
す
る
。
宿
泊
先
は
信
仰
の
厚
い
家
が
多
く
、
就
中
、
嫁
入
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り
す
る
娘
の
い
る
家
は
、
嫁
入
り
道
具
に
新
調
し
た
布
団
に
人
形
遣
い
を

休
ま
せ
た
と
い
う
﹇
徳
島
県
教
育
委
員
会 

一
九
八
八
：
四
二
﹈。
ま
た
、

食
糧
が
不
足
し
た
戦
時
中
に
も
人
形
遣
い
の
お
蔭
で
白
米
を
食
べ
る
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
家
で
は
、
人
形
遣
い
に
一
番
風
呂
を
使
わ
せ
た
と
い
う

﹇
辻
本　

二
〇
一
三
：
一
四
﹈。

近
世
か
ら
徳
島
県
中
西
部
に
点
在
し
た
人
形
廻
し
の
村
の
一
つ
で
あ
る
、

東
み
よ
し
町
昼
間
の
人
形
の
村
の
三
番
叟
芸
人
（
保
存
会
の
師
匠
）
を
例

に
、
一
人
の
人
形
廻
し
の
旦
那
場
の
様
態
を
み
て
み
よ
う
。
復
員
し
た
直

後
の
一
九
四
八
年
に
人
形
廻
し
で
あ
る
父
の
勧
め
で
門
付
け
を
は
じ
め
て
、

保
存
会
に
跡
を
継
が
せ
た
二
〇
〇
一
年
を
最
後
に
引
退
し
た
そ
の
芸
人
は
、

昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
〜
平
成
一
〇
（
一
九
九
八
）
年
の
門
付
け
の
記

録
（
日
付
と
廻
檀
先
と
ご
祝
儀
）
を
残
し
て
く
れ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
旦

那
場
の
詳
細
が
把
握
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
は
、
徳
島
県
は
西
部

か
ら
中
西
部
に
か
け
て
池
田
町
、
三
加
茂
町
、
井
川
町
、
山
野
町
、
山
城

町
、
他
県
は
愛
媛
県
の
新
宮
村
と
新
居
浜
市
に
、
長
期
に
わ
た
り
安
定
し

た
旦
那
場
を
形
成
し
て
い
た
﹇
辻
本　

二
〇
一
三
：
九
﹈。
新
正
月
の
門
付

け
は
、
大
晦
日
の
夕
方
に
ま
ず
氏
神
へ
三
番
叟
を
奉
納
し
、
自
宅
の
荒
神

を
拝
ん
だ
後
、
深
夜
か
ら
池
田
町
へ
出
か
け
て
開
始
す
る
が
、
未
明
に
か

け
て
年
越
し
を
す
る
家
、
朝
食
を
頂
く
家
、
元
旦
の
内
に
廻
る
家
が
決

ま
っ
て
い
た
。
酒
造
の
Ａ
家
が
あ
る
三
加
茂
町
の
街
中
は
、
一
部
を
除
い

て
旧
正
月
に
廻
っ
て
い
た
﹇
辻
本　

同
前
：
九
﹈。

愛
媛
県
新
居
浜
市
で
は
、
最
盛
期
に
は
弟
と
二
人
で
一
日
約
七
〇
軒
ず

つ
、
四
十
日
間
に
わ
た
っ
て
廻
檀
す
る
ほ
ど
の
旦
那
場
を
形
成
し
て
い
た

が
、
そ
の
要
所
に
全
部
で
十
四
、五
軒
の
宿
を
設
け
て
い
た ﹇
辻
本　

同

前
：
一
〇
﹈。
二
〇
一
五
年
五
月
に
筆
者
は
、
保
存
会
が
今
も
門
付
け
を

行
っ
て
い
る
そ
の
内
の
一
軒
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
日
は
、
愛
媛

県
東
温
市
で
毎
年
五
月
中
旬
に
行
わ
れ
る
麦
の
収
穫
祭
（
麦
う
ら
し
）
に

際
し
て
、
保
存
会
が
田
植
え
の
前
に
豊
作
を
祈
願
す
る
儀
礼
で
あ
る
「
ノ

バ
セ
ワ
ラ
」
で
三
番
叟
を
舞
わ
せ
た
。
新
居
浜
市
は
ち
ょ
う
ど
徳
島
へ
の

帰
り
道
に
位
置
す
る
。

師
匠
と
つ
き
あ
い
が
長
か
っ
た
そ
の
家
に
着
く
と
、
ま
ず
神
棚
の
あ
る

床
間
に
式
尉
面
を
祀
り
、
祝
詞
を
あ
げ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
一
般
的
な
門

付
け
の
や
り
方
と
違
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
荒
神
を
拝
み
、
離
れ
を
含
め

た
数
カ
所
の
神
棚
の
前
で
三
番
叟
を
舞
わ
す
と
い
う
家
祓
い
が
一
通
り
終

わ
っ
て
、
用
意
さ
れ
た
弁
当
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
。
そ
の
時
で
あ
る
。
三

番
叟
を
踏
ん
だ
保
存
会
の
二
人
に
祝
儀
が
渡
さ
れ
た
つ
い
で
に
、
筆
者
を

含
む
四
人
の
同
行
人
に
も
そ
れ
ぞ
れ
千
円
の
祝
儀
が
渡
さ
れ
た
。
慌
て
た

筆
者
が
自
分
の
立
場
を
説
明
し
つ
つ
、
い
く
ら
お
断
り
し
て
も
聞
き
入
れ

て
下
さ
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
日
は
老
夫
婦
と
一
緒
に
や
や
緊
張
気

味
の
姪
夫
婦
が
ホ
ス
ト
を
務
め
て
い
て
、
そ
こ
で
、
筆
者
が
ご
子
息
に
は

門
付
け
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
方
が
い
な
い
か
と
聞
く
と
、
黙
っ
た
ま
ま

返
事
が
な
か
っ
た
。
姪
夫
婦
の
も
て
な
し
は
、
今
も
続
い
て
い
る
と
い
う
。

さ
ら
に
、
廻
檀
先
が
芸
人
に
自
分
の
屋
号
を
施
し
た
人
形
の
衣
裳
を
誂

え
て
贈
り
、
そ
の
返
礼
と
し
て
芸
人
は
廃
業
時
に
そ
の
人
形
と
用
具
一
式

を
贈
る
と
い
う
つ
き
あ
い
方
も
あ
る
。
東
み
よ
し
町
の
あ
る
三
番
叟
廻
し

芸
人
は
、
愛
媛
県
伊
予
郡
砥
部
町
の
旧
広
田
村
に
衣
裳
を
誂
え
て
く
れ
た
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廻
檀
先
が
二
軒
あ
り
、
廃
業
時
に
用
具
一
式
（
三
番
叟
人
形
三
体
、
え
び

す
人
形
、
道
具
一
式
）
を
二
軒
の
家
に
分
け
て
贈
っ
て
い
る
。
そ
の
芸
人

は
、
え
び
す
人
形
の
衣
裳
を
誂
え
て
く
れ
た
同
じ
砥
部
町
広
田
村
の
別
の

廻
檀
先
に
も
え
び
す
人
形
一
体
を
贈
っ
て
い
た
が
、
そ
の
家
は
そ
の
後
、

愛
媛
県
伊
予
郡
中
山
町
の
廻
檀
先
に
残
さ
れ
て
い
た
三
番
叟
人
形
三
体
を

購
入
し
、
四
体
に
揃
え
て
い
る
。
大
洲
市
肱
川
町
で
は
、
用
具
を
預
け
て

い
た
家
に
用
具
一
式
が
残
っ
て
い
る
。

現
在
、
保
存
会
が
行
っ
て
い
る
ご
く
一
般
的
な
門
付
け
の
所
要
時
間
は

一
軒
に
つ
き
約
一
五
〜
二
〇
分
程
度
で
あ
る
。
過
疎
化
と
高
齢
化
が
進
ん

で
い
る
地
区
に
は
一
人
暮
ら
し
の
家
主
が
通
院
や
入
院
で
留
守
に
し
て
い

る
家
も
多
く
、
そ
う
い
う
場
合
は
荒
神
に
近
い
勝
手
口
の
外
で
三
番
叟
を

舞
わ
せ
、
御
幣
を
郵
便
受
け
等
に
入
れ
て
お
く
だ
け
な
の
で
、
所
用
時
間

が
も
う
少
し
短
い
。
留
守
宅
の
ご
祝
儀
は
預
か
っ
て
い
た
隣
人
か
ら
渡
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
特
に
話
が
は
ず
ん
だ
り
、
家
に
上
が
っ
て
お
茶
や
お

せ
ち
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
り
す
る
と
き
も
滞
在
時
間
は
三
〇
〜
四
〇
分
を

超
え
な
い
。
そ
れ
と
比
べ
れ
ば
、
宿
や
贔
屓
の
廻
檀
先
が
三
番
叟
廻
し
を

特
別
に
も
て
な
し
歓
待
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

第
四
章　

も
う
一
つ
の
え
び
す
廻
し

第
二
章
で
取
り
上
げ
た
徳
島
新
聞
が
撮
影
し
た
木
偶
廻
し
の
写
真
に
埋

も
れ
て
い
た
Ａ
家
の
本
来
の
門
付
け
の
記
憶
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
は
す

で
に
こ
の
人
形
儀
礼
が
変
化
を
こ
う
む
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
繰
り

返
す
が
、
旧
正
月
と
は
い
え
平
日
の
登
校
日
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
子

ど
も
た
ち
が
晴
れ
着
姿
を
し
て
い
る
点
が
不
自
然
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
話
者
が
調
査
者
で
あ
る
私
に
「
歴
史
」
が
刻
ま
れ
た
断
片
と
し
て

提
示
す
る
の
は
、
話
者
に
と
っ
て
そ
の
一
葉
の
写
真
が
、
ロ
ー
の
い
う
二

種
類
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
に
相
当
す
る
な
つ
か
し
さ
を
同
時
に
含
む
も
の
だ

か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
一
方
は
、
当
の
写
真
を
掲
載
し
た
一
九
九
九
年

十
一
月
二
十
二
日
付
徳
島
新
聞
の
記
事
に
付
さ
れ
た
「
思
い
出
と
く
し
ま

③
伝
統
の
行
事
・
芸
能
」
と
い
う
見
出
し
と
同
様
の
認
識
で
あ
り
、
も
う

一
方
は
、
写
真
に
埋
も
れ
て
い
る
、
眠
気
に
耐
え
な
が
ら
迎
え
た
年
越
し

の
光
景
の
記
憶
で
あ
る
。
つ
く
づ
く
写
真
と
は
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
誘
発

す
る
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
記
号
で
あ
る
。

そ
う
し
た
儀
礼
の
変
化
は
、
人
形
廻
し
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
将

来
に
差
し
障
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
仕
舞
い
込
ん
で
お
い
た
人
形
を
旧
正
月

に
出
し
て
祀
る
と
こ
ろ
の
見
え
に
く
い
被
差
別
状
況
の
下
で
生
じ
た
可
能

性
が
大
き
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
た
旦
那
場
は
、

単
な
る
平
坦
な
面
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
人
形
廻
し
の
村
の
地

理
的
境
界
性
と
被
差
別
状
況
と
人
形
神
事
が
媒
介
す
る
贈
与
交
換
を
通
じ

て
、
そ
こ
に
「
マ
レ
ビ
ト
の
地
理
」
の
奥
行
き
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
保
存
会
が
中
心
と
な
っ
て
四
国
全
域
を
対
象
に
推
進
し
た
先
述

の
聞
き
書
き
及
び
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
膨
大
な
デ
ー
タ
を
、
こ
れ
か
ら
綿

密
に
調
べ
れ
ば
見
え
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
差
し
当
た
り
こ
こ
で
は
、

当
該
地
域
に
お
け
る
被
差
別
部
落
の
地
理
的
局
地
性
と
漂
泊
遊
動
民
の
移

動
性
、
そ
し
て
、
体
制
外
者
に
対
す
る
歓
待
と
社
会
的
な
排
除
と
い
う
二
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つ
要
素
の
交
わ
り
の
な
か
に
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、

奥
行
き
に
対
す
る
視
座
を
与
え
た
い
。

「
み
ん
な
が
ね
、
も
の
す
ご
く
大
事
に
し
お
っ
た
ん
で
す
。
な
ん
か
、
あ

の
、
差
別
が
あ
る
か
ね
。
あ
ん
な
の
、
箱
ま
わ
し
す
る
の
ね
、
な
ん
か
、

あ
の
、
み
ょ
う
に
い
う
人
も
お
っ
た
で
す
。
だ
け
れ
ど
、
昼
間
か
ら
き

お
っ
た
の
は
み
ん
な
が
大
切
に
し
て
お
り
ま
し
た
。
ち
ほ
う
に
ね
、
え

べ
っ
さ
ん
の
人
形
を
も
っ
て
、
あ
の
、
も
の
、
お
餅
や
お
米
も
ろ
う
て

歩
い
て
ね
。
そ
ん
な
も
お
り
ま
し
た
、
近
所
に
は
。
昼
間
の
方
の
な
に

は
、
み
ん
な
が
昔
か
ら
大
切
に
し
お
っ
た
き
。」

こ
れ
は
、
二
〇
一
八
年
一
月
に
保
存
会
が
徳
島
県
中
西
部
の
美
馬
市
の

山
村
で
行
っ
た
門
付
け
に
同
行
し
た
際
、
あ
る
廻
檀
先
で
聞
い
た
話
で
あ

る
。
そ
の
あ
た
り
の
廻
檀
先
は
保
存
会
が
師
匠
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
、

「
昼
間
の
方
」
は
師
匠
が
住
ん
だ
東
み
よ
し
町
の
人
形
廻
し
の
村
を
指
す
。

美
馬
市
と
東
み
よ
し
町
は
、
三
野
町
と
つ
る
ぎ
町
を
挟
ん
で
一
部
が
隣
接

し
て
い
る
。
一
方
で
、
そ
れ
よ
り
「
近
所
」
か
ら
来
た
と
い
う
「
え
べ
っ

さ
ん
」
と
は
な
に
か
。

「
▲
▲
と
■
■
の
境
目
の
と
こ
ろ
に
ね
。
で
、
な
ん
か
、
さ
ん
が
い
と
か

な
ん
と
か
ゆ
う
て
、
み
ん
な
ね
、
あ
の
、
差
別
し
た
よ
う
に
い
い
よ
り

ま
し
た
。
ど
ん
な
字
書
く
か
知
ら
ん
や
け
ど
、
さ
ん
が
い
と
か
ゆ
う
て
、

い
い
よ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
ん
が
来
て
、わ
た
し
の
父
親
が
大
工
じ
ゃ
っ

た
ん
で
す
。
そ
ひ
た
ら
、
お
正
月
に
き
て
、
こ
う
し
て
、
め
で
た
き
お

ま
え
を
ま
わ
し
て
そ
う
ろ
う
、
て
こ
う
お
辞
儀
す
る
で
し
ょ
う
。
ひ
た

ら
、
く
と
ん
と
下
へ
首
が
こ
ろ
げ
た
ん
で
す
っ
て
。
ほ
や
ら
、
父
親
が
、

も
う
正
月
早
々
か
ら
縁
起
が
悪
い
、
て
出
し
て
み
い
、
直
し
て
や
ろ
う
、

ち
ゅ
う
て
、
直
し
ま
し
た
。
も
う
い
っ
ぺ
ん
廻
し
直
せ
、
て
い
っ
て
。」

通
常
の
三
番
叟
廻
し
は
、
ま
ず
台
所
の
荒
神
や
井
戸
の
水
神
を
三
番
叟

で
祓
っ
て
か
ら
、
え
び
す
人
形
で
例
の
鯛
を
釣
る
予
祝
芸
を
披
露
し
、
家

中
の
人
の
体
を
さ
す
っ
て
疫
病
や
邪
気
を
払
う
。
と
り
わ
け
戎
信
仰
が
根

強
い
一
部
の
漁
村
を
え
び
す
人
形
の
み
で
廻
る
と
い
う
特
殊
な
ケ
ー
ス
を

除
け
ば
、
三
番
叟
と
え
び
す
の
四
体
の
人
形
を
一
組
と
し
て
扱
う
。
と
こ

ろ
が
、
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
生
ま
れ
の
話
者
（
女
性
）
が
語
る
「
え

べ
っ
さ
ん
」
は
、
三
番
叟
廻
し
が
用
い
る
え
び
す
人
形
と
は
明
ら
か
に
様

子
が
違
う
。
な
お
、（　

）
の
中
は
一
連
の
会
話
の
中
で
筆
者
が
行
っ
た
質

問
の
趣
旨
の
み
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

「（
格
好
は
？
）
格
好
は
普
通
の
格
好
、
お
遍
路
さ
ん
み
た
い
な
袋
つ
っ

て
ね
。（
三
番
叟
は
？
）
三
番
叟
は
、
も
う
、
箱
に
入
れ
て
ね
、
そ
れ

で
、
あ
の
、
な
ん
か
こ
う
、
ひ
わ
ひ
わ
す
る
よ
う
棒
に
担
い
で
、
箱
を
、

黒
い
箱
、
綺
麗
な
箱
担
い
で
。（
人
形
は
？
）
抱
え
て
ま
し
た
、
腰
で
。

出
し
て
歩
き
ま
す
。
ず
っ
と
家
並
み
ま
わ
っ
て
、
あ
の
、
く
れ
る
と
こ

ろ
も
あ
り
、
く
れ
ん
と
こ
ろ
も
あ
り
ね
。
そ
ん
な
ん
し
よ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
も
う
物
も
ら
い
で
す
ね
。（
首
か
ら
袋
は
？
）
こ
ん
な
に
か
け
て
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お
り
ま
し
た
、
袋
を
。
そ
こ
に
入
れ
て
、
は
い
は
い
。
全
然
ち
が
う
、

全
然
ち
が
う
。（
そ
の
時
、
昼
間
か
ら
も
来
て
た
？
）
は
い
、
お
正
月
に

は
ず
っ
と
。（
●
●
か
ら
く
る
時
期
は
？
）
そ
れ
も
お
正
月
の
時
期
で

す
。」

首
か
ら
提
げ
た
袋
に
え
び
す
ら
し
き
人
形
を
入
れ
て
出
し
て
歩
く
と
い

う
格
好
は
、
首
掛
け
の
箱
に
入
れ
た
夷
人
形
を
操
る
西
宮
戎
社
の
夷
舁
き

の
よ
う
な
伝
統
的
な
傀
儡
子
の
姿
に
よ
り
近
い
気
も
す
る
が
、
し
か
し
、

そ
れ
は
「
綺
麗
な
箱
」
を
担
い
だ
三
番
叟
廻
し
の
姿
と
は
「
全
然
ち
が
う
」

も
の
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
さ
ん
が
い
、
と
い
っ
て
ね
、
●
●
っ
て
、
向
こ
う
か
ら
ね
、
こ
う
尾
が

で
て
き
と
る
ん
で
す
。
そ
の
あ
た
り
に
お
っ
た
ら
し
い
。
私
も
こ
ど
も

じ
ゃ
っ
た
け
ん
、
十
分
に
し
ら
ん
け
ど
ね
、
う
ん
。
そ
こ
と
縁
組
す
る

の
き
ら
い
よ
り
ま
し
た
、
う
ん
。」

現
在
の
美
馬
市
に
存
在
す
る
地
名
で
あ
る
「
●
●
」
を
指
す
「
さ
ん
が

い
」
に
対
し
て
、「
そ
こ
と
縁
組
す
る
の
き
ら
い
よ
り
ま
し
た
」
と
い
う
差

別
意
識
が
あ
り
、
そ
れ
は
、「
そ
れ
も
十
分
知
ら
ん
や
け
ど
、
あ
の
、
お
嫁

さ
ん
を
ね
、
も
ら
う
の
に
、
あ
そ
こ
か
ら
来
と
ん
じ
ゃ
よ
ち
ゅ
て
、
き
ら

い
よ
っ
た
き
に
」
と
い
う
ふ
う
に
近
年
も
な
く
な
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

堅
固
に
局
地
化
さ
れ
た
差
別
意
識
が
、
繰
り
返
し
「
な
ん
か
、
お
遍
路
み

た
い
な
ね
」
と
い
う
ふ
う
に
遍
路
に
対
す
る
態
度
と
結
び
つ
く
一
方
で
、

三
番
叟
廻
し
へ
の
歓
待
と
対
照
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。

区
域
と
区
域
の
境
目
に
「
尾
」
の
よ
う
な
地
形
と
し
て
あ
る
「
サ
ン
ガ

イ
」
は
、「
河
原
」
と
同
じ
よ
う
な
地
理
的
境
界
性
を
持
っ
た
場
所
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
宇
佐
八
幡
宮
と
西
宮
戎
社
の
傀
儡
子
や
淡
路
島
の
人
形
遣

い
が
願
人
や
遊
芸
を
働
き
な
が
ら
集
住
し
た
「
サ
ン
ジ
ョ
」
と
同
様
に
、

お
そ
ら
く
歴
史
的
に
は
そ
の
住
民
が
一
定
の
職
能
を
担
う
代
わ
り
に
何
ら

か
の
勧
進
を
行
使
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
う
だ
す
る
と
、
ま
さ
し

く
「
他
者
性
の
地
理
」
を
構
成
す
る
〈
境
界
〉
性
を
帯
び
た
場
所
の
呼
び

名
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、〈
定
住
〉
世
界
に
お
い
て
〈
境

界
〉
の
創
造
性
が
弱
体
化
な
い
し
欠
落
し
、
社
会
的
階
層
性
な
ど
に
よ
る

否
定
性
が
増
幅
す
る
と
、
単
な
る
排
除
と
差
別
の
対
象
と
し
て
局
在
化
し

て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
差
別
対
象
の
局
地
化
が
、
本
来
そ
う
し
た
固
着
性

と
正
反
対
で
あ
る
は
ず
の
〈
移
動
〉
性
の
否
定
、
つ
ま
り
、
四
国
遍
路
の

伝
統
を
有
す
る
地
域
と
あ
っ
て
（
２
）、
漂
泊
性
・
遊
動
性
の
極
め
て
高
い
遍
路

に
対
す
る
敵
対
性
と
結
び
つ
き
、
排
除
と
差
別
が
二
重
化
す
る
原
因
は
、

取
り
も
直
さ
ず
〈
定
住
〉
中
心
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
同
一
化
に
あ
る
。

こ
の
「
サ
ン
ガ
イ
」
か
ら
く
る
「
え
べ
っ
さ
ん
」
の
事
例
は
、
三
番
叟

廻
し
に
お
け
る
見
え
に
く
い
被
差
別
状
況
（
第
二
章
）
と
神
事
人
形
に
媒

介
さ
れ
る
贈
与
交
換
（
第
三
章
）
と
に
引
き
裂
か
れ
た
関
係
を
理
解
す
る

上
で
大
変
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
は
、
南
イ
ン
ド
の
不
可
触
民

に
か
か
わ
る
ケ
ガ
レ
を
論
じ
た
関
根
康
正
に
よ
れ
ば
、
タ
ミ
ル
語
固
有
の

言
葉
で
独
立
し
た
絶
対
概
念
で
あ
る
「
テ
ィ
ー
ッ
ト
ゥ
（
ケ
ガ
レ
）」
は
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
由
来
の
言
葉
で
、「
ス
ッ
タ
ム
（
浄
）」
と
一
対
を
な
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す
相
対
概
念
で
あ
る
「
ア
ス
ッ
タ
ム
（
不
浄
）」
と
も
、
ひ
い
て
は
単
な
る

排
泄
物
を
意
味
す
る
「
ア
シ
ン
ガ
ム
（
醜
悪
）」
と
は
根
本
的
に
異
な
る
位

相
の
観
念
を
指
す
﹇
関
根　

二
〇
〇
七
：
一
七
一
〜
一
七
二
﹈。「
浄
・
不

浄
」
の
二
分
法
は
、
不
可
触
民
が
死
者
や
死
畜
を
扱
う
か
ら
不
浄
だ
と
す

る
支
配
カ
ー
ス
ト
の
見
方
を
従
来
の
社
会
中
心
的
な
研
究
が
無
批
判
に
追

随
す
る
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
下
で
の
理
解
で
し
か
な
い
の
に
対
し
て
、〈
ケ

ガ
レ
〉
は
、
死
の
脅
威
に
よ
っ
て
他
界
性
が
突
出
し
て
く
る
境
界
的
経
験

を
も
た
ら
す
観
念
（
死
の
隠
喩
）
で
あ
る
か
ら
、
ケ
ガ
レ
と
浄
・
不
浄
を

同
一
平
面
上
に
並
列
可
能
な
二
つ
の
実
体
的
領
域
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で

き
な
い
﹇
関
根　

一
九
九
五
：
六
〜
七
、一
六
、二
一
〜
二
二
﹈。
わ
れ
わ
れ

人
間
は
生
き
て
存
在
す
る
限
り
、
未
知
な
る
危
機
と
し
て
死
を
意
識
せ
ざ

る
を
得
な
い
と
同
時
に
、
生
き
て
い
る
以
上
は
不
可
避
に
ケ
ガ
レ
を
背
負

い
込
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
ケ
ガ
レ
を
不
浄
と
み

な
し
て
排
除
し
た
結
果
の
浄
が
聖
と
接
す
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
な
浄
の
聖
か

ら
、
他
界
的
視
点
な
い
し
境
界
領
域
に
内
在
的
な
視
点
に
到
達
で
き
る

〈
ケ
ガ
レ
〉
の
聖
へ
と
見
方
を
超
越
論
的
に
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
三
番
叟
廻
し
に
お
け
る
歓
待
と
被
差
別
経
験
の
引
き
裂
か

れ
た
状
況
、
三
番
叟
廻
し
と
「
え
べ
っ
さ
ん
」
に
お
け
る
「
浄
・
不
浄
」

の
二
分
法
、
物
も
ら
い
と
し
て
の
「
え
べ
っ
さ
ん
」
と
遍
路
に
対
す
る
敵

対
性
の
二
重
化
を
乗
り
越
え
る
に
は
、〈
定
住
〉
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
離
脱

す
る
と
同
時
に
、
そ
も
そ
も
浄
・
不
浄
ま
た
は
歓
待
と
排
除
の
二
項
対
立

に
働
く
近
代
知
の
合
理
性
を
打
ち
破
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章　

歓
待
の
不
可
能
性
と
不
可
避
性

長
野
県
南
安
曇
郡
倭
村
（
現
松
本
市
梓
川
倭
）
で
は
か
つ
て
、
霜
月

二
十
三
夜
（
旧
暦
十
一
月
二
十
三
日
）
に
小
豆
粥
を
炊
い
て
外
者
を
も
て

な
す
オ
デ
シ
コ
（
大
師
講
）
が
行
わ
れ
て
い
た
。
オ
シ
ョ
ウ
バ
ン
と
い
う

役
目
の
村
人
は
オ
ダ
イ
シ
ワ
ン
と
呼
ば
れ
る
直
径
三
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
巨

大
な
椀
に
盛
っ
た
小
豆
粥
を
満
腹
に
な
る
ま
で
客
に
勧
め
た
上
に
、
さ
ら

に
、
ワ
ル
ン
ダ
と
よ
ば
れ
る
木
製
の
固
定
具
に
客
を
縛
り
付
け
、
木
製
の

ヤ
ッ
ト
コ
で
鼻
を
つ
ま
ん
で
致
死
量
の
小
豆
粥
を
強
制
的
に
詰
め
込
む

﹇A
riga　

二
〇
〇
七
：
四
六
九
〜
四
七
〇
﹈。
こ
の
オ
シ
ゲ
と
よ
ば
れ
る
接

待
を
受
け
た
客
は
、
も
は
や
自
力
で
は
歩
け
ず
モ
ッ
コ
に
乗
せ
ら
れ
て
村

境
の
外
へ
運
び
出
さ
れ
る
が
、
過
去
に
は
死
に
至
っ
た
例
も
あ
る
と
い
う

﹇A
riga　

同
前
：
四
七
〇
﹈。

こ
の
事
例
は
一
九
九
九
年
に
梓
川
（
旧
梓
川
村
）
で
聞
き
書
き
さ
れ
た

も
の
だ
が
、
調
査
者
は
そ
の
際
に
、
同
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
梓
川
村
誌
』

（
全
三
巻
、
一
九
九
三
〜
九
九
年
）
の
編
纂
委
員
が
示
し
た
、
終
戦
直
後
ま

で
現
物
が
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
オ
シ
ゲ
の
道
具
の
写
真
の
コ
ピ
ー
を
確

認
し
て
い
る ﹇A

riga　

同
前
：
四
七
一
﹈。
そ
の
編
纂
委
員
は
、
昭
和
初

期
に
還
暦
を
迎
え
た
世
代
の
村
人
は
オ
シ
ゲ
で
死
ん
だ
人
の
こ
と
を
覚
え

て
い
た
と
も
い
っ
た
と
い
う
﹇A

riga　

同
前
：
四
七
七
﹈。
昭
和
十
一

（
一
九
三
六
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
長
野
県
町
村
誌
』
第
三
巻
南
信
篇
の
倭

村
の
古
跡
の
項
に
、「
三
大
師
古
像
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
「
毎
歳
十
一

月
二
十
四
日
を
以
て
祭
日
と
す
。
唯
本
里
の
人
民
の
み
拝
禮
す
る
を
得
。
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然
れ
共
婦
人
の
如
き
は
、
十
五
年
以
上
の
も
の
是
を
拝
す
る
を
禁
ず
。
是

の
日
に
當
り
他
村
の
人
、
本
村
區
域
中
經
過
す
る
あ
れ
ば
、
里
人
其
袖
裙

を
繰
り
來
り
て
、
堂
上
に
燕
居
せ
し
め
、
以
て
喫
飯
を
强
ゆ
る
の
慣
例
な

り
滿
腹
し
て
食
し
能
は
ざ
る
も
、
尚
其
手
足
を
抑
へ
、
其
口
を
强
破
し
て

喫
食
せ
し
め
、
終
に
死
に
至
る
も
、
官
是
を
措
て
問
は
ざ
る
な
り
。
官
の

吏
員
と
雖
も
是
の
日
巡
村
の
期
に
際
す
れ
ば
、
其
難
を
避
け
、
敢
て
近
か

ざ
る
な
り
。
土
人
云
う
、
其
靈
顯
も
亦
多
し
と
ぞ
。
明
治
五
年
廢
寺
に
際

し
堂
宇
を
毀
て
、
今
は
唯
村
の
西
北
小
庫
に
十
襲
し
て
深
く
藏
す
る
の
み
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
﹇
長
野
県　

一
九
三
六
：
二
八
九
一
﹈。
そ
こ
で
、
オ

シ
ゲ
は
、
来
訪
神
を
め
ぐ
る
大
師
信
仰
と
豊
凶
を
占
う
粥
占
が
外
者
に
対

す
る
歓
待
と
供
犠
を
通
じ
て
表
象
さ
れ
る
民
俗
と
い
え
る
が
、
こ
の
書
き

ぶ
り
か
ら
明
治
初
年
に
は
す
で
に
伝
説
と
化
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
他
方
で
、
当
地
で
は
客
人
が
主
人
の
過
度
の
飲
食
の
勧
め
を
拒
否
す

る
場
合
「
も
う
シ
ゲ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
が
、
こ
の
言
い
方
は
戦

後
も
し
ば
ら
く
日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
﹇A

riga　

同
前
：

四
七
一
﹈。

オ
シ
ゲ
に
お
け
る
外
者
（
マ
レ
ビ
ト
、
来
訪
神
）
に
対
す
る
歓
待
と
供

犠
＝
暴
力
、
な
い
し
は
異
他
者
の
受
容
と
排
除
と
が
不
可
分
で
あ
る
の
は
、

供
犠
の
暴
力
に
よ
っ
て
外
へ
放
逐
さ
れ
た
生
贄
が
聖
な
る
も
の
と
し
て
回

帰
す
る
こ
と
が
共
同
体
の
存
立
と
維
持
に
と
っ
て
不
可
避
で
あ
る
（
ジ

ラ
ー
ル
の
「
本
源
的
暴
力
」）﹇
姜　

二
〇
〇
七
：
二
一
八
〜
二
一
九
﹈、
と

同
時
に
、
歓
待
が
そ
も
そ
も
人
間
に
と
っ
て
極
め
て
困
難
な
要
求
だ
か
ら

で
あ
る
（「
歓
待
の
不
可
能
性
」）﹇
鵜
飼　

二
〇
〇
一
：
二
八
〜
二
九
﹈。

と
こ
ろ
が
、
近
代
の
合
理
化
は
不
可
分
性
を
切
り
分
け
、
起
源
の
暴
力
を

隠
ぺ
い
ま
た
は
忘
却
し
た
こ
と
で
、
歓
待
の
不
可
能
性
を
深
く
問
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
。

英
語hospitality

は
、
ラ
テ
ン
語hospes

（
客
人
の
保
護
者
）
を
基
礎

と
す
る
が
、hospes

に
は
客
、
主
、
見
知
ら
ぬ
人
と
い
う
奇
妙
な
多
義
性

が
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
「
客
」
と
「
主
」
と
い
う
両
義
性
を
も
つ
現
代

フ
ラ
ン
ス
語hôte

と
同
じ
で
あ
る
﹇
鵜
飼　

同
前
：
三
〇
﹈。
理
由
は
、

語
源
に
含
ま
れ
るhosti-

の
部
分
に
よ
そ
者
一
般
で
は
な
く
、
相
互
関
係

に
あ
る
自
己
と
対
等
な
他
者
の
意
味
が
あ
っ
て
、
こ
の
語
が
敵
や
敵
意
を

意
味
す
るhostility

に
変
化
し
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
﹇
鵜
飼　

同

前
：
三
〇
﹈。
本
来hospitality

と
い
う
こ
と
ば
に
は
、「
歓
」
が
示
唆
す

る
感
性
的
要
素
は
含
ま
れ
て
い
な
い
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
元
の
概
念
に
は

歴
史
的
変
化
と
と
も
に
思
想
の
軌
跡
（
例
え
ば
、
カ
ン
ト
の
い
う
永
遠
平

和
の
た
め
の
「
普
遍
的
歓
待
」）
が
あ
る
が
、
日
本
語
の
歓
待
に
は
そ
れ
が

な
い
﹇
鵜
飼　

同
前
：
二
九
〜
三
二
﹈。「
起
源
の
歓
待
」
は
、
単
に
「
歓

び
」
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
﹇
鵜
飼　

同
前
：
三
三
﹈。

オ
シ
ゲ
の
民
俗
に
お
け
る
歓
待
と
暴
力
の
不
可
分
性
に
は
、
客
観
性
を

装
う
合
理
的
な
近
代
知
に
よ
っ
て
乖
離
し
隠
ぺ
い
さ
れ
て
し
ま
う
全
体
性
、

つ
ま
り
、
異
他
者
の
受
容
が
本
来
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
か
つ
不
可
避
で

も
あ
る
と
い
う
包
括
性
の
経
験
を
ま
と
も
に
引
き
受
け
な
が
ら
、
そ
の
概

念
に
新
し
い
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
〈
歓
待
〉
の
問
い
を
解
く
た
め
の
重

要
な
手
が
か
り
が
あ
る
。「
あ
る
場
所
に
他
者
よ
り
先
に
い
た
と
い
う
た
だ

そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
、「
客
」
に
対
す
る
「
主
」
に
な
る
こ
と
は
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で
き
な
い
。「
初
め
に
」
歓
待
が
あ
っ
た
。
こ
の
命
題
を
さ
ら
に
推
し
進

め
、
お
そ
ら
く
こ
う
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
場
所
、
あ
る
家

の
「
主
」
は
、
彼
自
身
が
、
そ
の
場
所
、
そ
の
家
の
、
最
初
の
「
客
」
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
彼
に
、「
客
」
を
迎
え
る
能
力
を
授
け
る
」﹇
鵜
飼

　

同
前
：
三
三
﹈。「
マ
レ
ビ
ト
の
地
理
」
は
、「
主
」
と
「
客
」
の
そ
う
し

た
関
係
論
を
、
門
付
け
と
い
う
外
者
歓
待
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
場
所
や
空

間
に
関
わ
る
実
践
を
通
じ
て
問
う
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、〈
歓
待
〉
の
思

考
を
深
め
る
た
め
の
地
図
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

阿
波
木
偶
箱
廻
し
保
存
会
の
原
点
は
、
一
九
七
〇
年
代
末
に
徳
島
市
内

の
あ
る
被
差
別
部
落
で
青
年
た
ち
が
取
り
組
ん
だ
部
落
解
放
と
同
和
教
育

の
運
動
に
あ
る
。
当
時
の
同
和
対
策
が
環
境
改
善
事
業
に
終
始
す
る
一
方

で
、
厳
し
い
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
「
ム
ラ
」（
被
差
別
部
落
の
こ
と
）
の
な

り
わ
い
や
芸
能
や
風
俗
は
、
折
し
も
高
度
経
済
成
長
期
を
へ
て
ム
ラ
の
人

自
ら
の
手
で
封
印
さ
れ
、
遠
ざ
け
ら
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

そ
の
価
値
を
再
評
価
し
よ
う
と
努
め
る
彼
ら
の
活
動
に
も
親
た
ち
が
長
ら

く
決
し
て
「
口
を
割
ら
な
か
っ
た
文
化
」
が
、
す
な
わ
ち
「
え
べ
っ
さ
ん
」

で
あ
っ
た
。
そ
の
ム
ラ
は
、
江
戸
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
殆
ど
の

家
が
「
え
べ
っ
さ
ん
」
の
門
付
け
を
し
て
い
た
が
、
一
九
六
〇
年
頃
に
は

六
軒
だ
け
に
減
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
軒
は
、
保
存
会
の
顧
問
、
辻

本
一
英
（
一
九
五
一
年
生
）
の
実
家
で
あ
っ
た
。
辻
本
の
祖
母
の
形
見
で
、

伯
母
が
廻
し
て
い
た
「
え
べ
っ
さ
ん
」
は
、
存
在
が
知
ら
れ
た
ら
将
来
、

子
や
孫
の
縁
談
に
差
し
障
る
と
い
う
判
断
か
ら
、
間
も
な
く
実
家
の
近
く

の
川
に
流
さ
れ
た
。

青
年
た
ち
の
運
動
の
中
心
に
い
た
辻
本
は
、
あ
る
日
骨
董
屋
で
出
会
っ

た
「
え
べ
っ
さ
ん
」
の
木
偶
を
見
た
瞬
間
、
門
付
け
に
出
か
け
る
前
の
祖

母
が
わ
が
孫
の
健
康
の
祈
り
つ
つ
「
え
べ
っ
さ
ん
」
で
体
を
さ
す
ろ
う
と

し
た
時
、
怖
く
て
泣
い
て
し
ま
っ
た
四
、五
歳
の
頃
の
記
憶
が
甦
っ
た
。
祖

母
の
「
え
べ
っ
さ
ん
」
は
、
後
に
発
見
さ
れ
た
写
真
に
よ
れ
ば
、
首
か
ら

提
げ
て
出
し
て
歩
く
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
仲
間

た
ち
と
え
び
す
廻
し
を
復
活
す
る
模
索
を
始
め
、
伝
承
者
を
尋
ね
て
県
西

部
の
人
形
の
村
を
歩
い
て
い
た
九
八
年
に
、
最
後
の
三
番
叟
廻
し
と
い
わ

れ
た
師
匠
と
出
会
っ
た
。

こ
う
し
て
ス
テ
ィ
グ
マ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
川
に
流
さ
れ
た
木
偶
は
、

同
和
教
育
・
人
権
啓
発
運
動
の
イ
コ
ン
と
し
て
蘇
っ
た
。
保
存
会
の
廻
檀

先
は
、
今
や
師
匠
か
ら
受
け
継
い
だ
軒
数
を
凌
駕
し
、
阿
波
木
偶
箱
廻
し

の
調
査
研
究
、
公
演
・
講
演
、
教
育
に
わ
た
る
二
十
年
間
の
活
動
は
各
界

か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
こ
そ
「
え
べ
っ
さ
ん
」
の
埋
も
れ
た

歴
史
に
も
新
し
い
光
を
当
て
な
が
ら
、
私
た
ち
の
歓
待
の
思
考
の
深
み
を

追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
。

注（
1
） Jane M

arie Sw
anberg-Law, “Puppets of the R

oad

： R
itual 

Perform
ance in Japanese Folk Religion ˮ (Ph.D

. D
iss., U

niver-
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sity of Chicago, 1990).
（
2
） 

大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
、
二
四
歳
の
高
群
逸
枝
が
約
六
か
月
に
お
よ

ぶ
四
国
遍
路
の
体
験
を
赤
裸
々
に
記
し
た
「
娘
巡
礼
記
」
に
は
、
貧
困

や
障
害
や
病
気
な
ど
の
様
々
な
理
由
で
社
会
か
ら
孤
絶
し
て
ど
ん
底
に

生
き
る
遍
路
の
姿
が
写
し
出
さ
れ
て
い
る
が
、
遍
路
は
い
く
ら
金
持
ち

で
も
一
日
七
軒
以
上
で
「
修
行
」
と
し
て
「
乞
食
」
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
﹇
高
群　

二
〇
一
五
：
一
二
五
﹈。

遍
路
の
「
乞
食
」
行
為
は
、
当
時
の
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
貰
っ
た
米
を
換
金
す
る
際
の
相
場
が
決
ま
っ
て
い
る
ほ
ど

﹇
高
群　

同
前
：
一
二
五
〜
一
二
六
﹈、公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
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（
か
ん
・
じ
ゅ
ん
／
京
都
精
華
大
学
）

は
じ
め
に

東
北
の
人
形
儀
礼
で
あ
る
オ
シ
ラ
講
を
考
え
る
際
に
、
青
森
県
の
津
軽

地
方
は
特
異
な
位
置
を
占
め
る
。

明
治
以
降
、
弘
前
市
の
真
言
宗
寺
院
久
渡
寺
は
津
軽
地
方
の
オ
シ
ラ
神

信
仰
を
取
り
込
み
、
護
摩
焚
き
と
読
経
の
儀
礼
と
結
び
つ
く
王
志
羅
講
を

組
織
し
た
。
宗
教
学
者
の
楠
正
弘
は
こ
の
こ
と
を
、
藩
政
時
代
に
藩
主
の

祈
祷
寺
で
あ
っ
た
寺
院
が
、
大
檀
那
を
失
っ
た
後
の
新
た
な
時
代
を
生
き

延
び
る
た
め
の
方
策
と
い
う
見
方
〔
楠　

一
九
八
四
：
三
九
五
〕
を
示

し
た
。

一
方
、
民
俗
学
者
の
清
野
耕
司
は
、
藩
政
時
代
の
弘
前
藩
の
神
社
資
料

に
注
目
す
る
。
幕
末
維
新
期
に
「
大
平
神
」
と
い
う
神
が
流
行
り
、
弘
前

八
幡
宮
で
は
こ
の
神
を
一
時
預
か
り
、元
の
持
ち
主
に
返
し
た
と
あ
る
（
１
）〔

清

野　

二
〇
〇
三
：
三
―

六
〕。
清
野
は
、
こ
の
神
が
オ
シ
ラ
神
で
あ
っ
た
と

同
定
し
、
津
軽
地
方
の
藩
政
期
の
オ
シ
ラ
神
の
扱
い
に
注
意
を
向
け
て
い

【�

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
の
生
き
延
び
方
―
現
代
に
お
け
る
人
形
儀
礼
の
再
文
脈
化
」】

人
形
儀
礼
と
「
語
彙
」

―
津
軽
地
方
の
オ
シ
ラ
神
を
め
ぐ
っ
て
―

山 

田　

厳 

子　


