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本
稿
は
、
前
稿
（『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
三
十
九
号
）
に
引
き
続
き
、『
防
長
風
土
注
進
案
』（
以
下
「
注
進
案
」）
の
「
風

俗
」
の
項
に
記
載
さ
れ
た
内
容
か
ら
、
江
戸
時
代
後
期
の
人
々
の
生
活
ぶ
り
や
も
の
の
考
え
方
に
分
け
入
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
村
人

た
ち
の
正
月
の
行
事
に
焦
点
を
あ
て
る
が
、
正
月
に
は
そ
の
年
の
さ
ま
ざ
ま
な
予
祝
（
そ
の
年
の
豊
作
や
生
業
の
充
足
を
祈
っ
て
、
正
月

な
ど
に
秋
の
豊
作
な
ど
の
様
子
を
模
擬
的
に
お
こ
な
う
呪
術
的
な
行
事
）
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
さ
な
が
ら
年
間
行
事
の
総
覧
の

感
が
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
も
ち
い
る
月
日
は
い
ず
れ
も
「
注
進
案
」
の
記
載
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
注
進
案
」
の
提
出
時
期
は
天
保
十
二
年
（
一

八
四
一
）
以
降
嘉
永
期
ま
で
及
ん
で
お
り
、
し
た
が
っ
て
天
保
十
四
年
末
ま
で
使
用
さ
れ
た
「
寛
政
暦
」
と
、
そ
の
翌
日
か
ら
明
治
五
年

十
二
月
二
日
（
西
暦
一
八
七
二
年
十
二
月
三
十
一
日
）
ま
で
使
用
さ
れ
た
「
天
保
暦
」
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
旧
暦

で
あ
り
、
太
陰
太
陽
暦
に
よ
る
月
日
で
あ
る
。

　

本
稿
で
扱
う
年
中
の
行
事
の
多
く
は
、
明
治
六
年
に
太
陽
暦
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
）
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
い
に
民
間
の
生
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活
の
中
で
混
乱
す
る
こ
と
と
な
り
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
実
感
と
は
相
容
れ
な
い
部
分
も
多
い
が
、
そ
の
こ
と
は
本
稿
で
は
触
れ
な

い
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
た
、
前
稿
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、「
注
進
案
」
の
各
村
の
記
載
は
一
様
で
は
な
く
、
地
域
性
や
精
粗
・
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を

考
慮
の
上
で
、「
風
俗
」
の
項
に
お
け
る
用
例
の
み
か
ら
推
察
で
き
る
記
述
に
と
ど
め
た
。
底
本
は
前
稿
同
様
、
当
館
が
昭
和
三
十
五
年

度
か
ら
三
十
九
年
度
に
か
け
て
刊
行
し
た
『
防
長
風
土
注
進
案
』
巻
一
～
巻
二
十
一
を
用
い
た
。
本
文
中
〔　
　

〕
内
の
引
用
部
分
に
続

く
（15-6

）
等
の
番
号
は
、「
第
十
五
巻
に
収
載
の
村
番
号
六
の
村
」（
こ
の
場
合
は
舟
木
村
）
を
意
味
す
る
。
村
の
一
覧
（
番
号
と
の

対
照
表
）
に
つ
い
て
は
最
後
に
一
括
し
た
。

一　

年
の
始
ま
り

【
年
の
夜
と
除
夜
】

　

そ
も
そ
も
、
い
つ
を
も
っ
て
年
の
始
ま
り
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
歴
史
的
に
は
か
な
り
重
層
し
て
い
て
、
簡
単
に
は
い
え

な
い
複
雑
さ
を
も
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
明
ら
か
に
年
越
し
の
夜
を
意
味
す
る
語
は
、「
注
進
案
」
の
な
か
で
も
、

　

①
大
晦
日
の
夜
の
こ
と
を
、「
除
夜
」（9-6

、17-11

）、「
年
の
夜
」（20-1

） 

　

②
節
分
の
夜
（
立
春
の
前
夜
）
の
こ
と
を
、「
年
の
夜
」（9-6
）、「
除
夜
」（11-18

）

　

③
一
月
六
日
の
夜
の
こ
と
を
、「
六
日
歳
夜
」（9-6

）、「
し
ひ
ら
歳
の
夜
」（20-1

）

　

④
一
月
十
四
日
の
夜
の
こ
と
を
、「
十
四
日
年
越
之
夜
」（7-13

）

と
い
う
ふ
う
に
、
異
な
る
四
日
に
つ
い
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
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①
暦
日
の
朔
旦
（
一
月
一
日
）
を
も
っ
て
年
の
始
ま
り
と
す
る
考
え
方
（
大
正
月
）

　

②
立
春
を
も
っ
て
年
の
始
ま
り
と
す
る
考
え
方
（
立
春
正
月
）

　

③
一
月
七
日
を
重
要
な
区
切
り
と
す
る
考
え
方
（
七
日
正
月
）

　

④
最
初
の
満
月
（
一
月
十
五
日
）
を
も
っ
て
年
の
始
ま
り
と
す
る
考
え
方
（
小
正
月
）

　

に
対
応
し
て
お
り
、
宮
市
町
（9-6

）
で
は
、
大
晦
日
を
「
除
夜
」、
節
分
の
夜
を
「
年
の
夜
」、
一
月
六
日
の
夜
を
「
六
日
歳
夜
」
と

よ
び
分
け
て
い
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
公
的
行
事
は
①
の
朔
旦
正
月
に
収
斂
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、い
ま
だ
②
～
④
の
日
々
に
行
わ
れ
る
行
事
や
語
感
に
、

古
い
習
慣
の
名
残
を
保
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
。

　

例
え
ば
④
の
「
十
四
日
年
越
之
夜
」
は
一
例
の
み
で
あ
る
が
、

〔（
一
月
）
十
四
日
年
越
之
夜
ハ
家
々
よ
り
恵
方
之
田
畠
え
注
連
飾
其
外
持
参
と
ん
ど
は
や
し
候
〕（7-13

）

　

と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
夜
は
い
わ
ゆ
る
小
正
月
を
迎
え
る
夜
で
あ
る
と
と
も
に
、
朔
旦
正
月
に
お
い
て
飾
っ
た
飾
り
を
各
家
で
焼
く
、

「
と
ん
ど
」
の
夜
で
も
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
②
の
節
分
の
夜
を
「
ト
シ
ノ
ヨ
」
と
よ
ぶ
こ
と
は
、
こ
ん
に
ち
で
も
県
内
で
は
あ
る
程
度
行
わ
れ
て
い
る
し
、
三
田
尻
・
宮
市

周
辺
で
は
、
次
例
の
よ
う
に
、
追
儺
（
つ
い
な
）・
豆
ま
き
の
あ
と
、
明
ら
か
に
年
越
し
の
行
事
と
し
て
「
よ
き
歳
を
祈
」
っ
て
通
夜
を

し
た
り
、
ま
た
「
年
廻
り
悪
し
き
人
」
は
厄
払
い
を
し
た
り
、「
能
き
夢
を
結
は
ん
と
て
」
宝
船
を
書
い
た
紙
を
敷
い
て
寝
た
り
し
て
い

た
。「
初
夢
」
は
、
本
来
は
こ
の
よ
う
に
節
分
の
夜
か
ら
立
春
の
朝
に
か
け
て
み
る
夢
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
夜
に
「
火
を
改

め
」
る
例
が
あ
る
こ
と
も
、
年
が
改
ま
る
観
念
の
証
左
と
な
ろ
う
。

〔
儺　

年
の
夜
は
鬼
の
豆
と
て
大
豆
に
と
べ
ら
之
葉
を
入
て
是
を
煎
り
舛
に
入
て
神
々
へ
備
へ
置
、
暫
く
あ
り
て
お
ろ
し
亭
主
又
は
手
代
遣
ひ
男
之
類
、

大
声
に
て
鬼
ハ
外
、
福
ハ
内
と
云
つ
ゝ
件
之
豆
を
内
外
に
蒔
ち
ら
し
、
亭
主
を
始
家
内
不
残
氏
神
へ
詣
よ
き
歳
を
祈
り
通
夜
な
と
す
る
者
有
れ
ハ
、
又
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年
廻
り
悪
し
き
人
は
厄
払
ひ
と
て
右
之
豆
を
歳
の
数
程
紙
に
包
ミ
、
銭
壱
文
を
入
四
ツ
辻
に
て
後
へ
投
帰
る
も
あ
り
、
同
夜
又
能
き
夢
を
結
は
ん
と
て

宝
船
を
書
た
る
紙
を
敷
て
寝
る
も
の
も
御
座
候
事
〕（9-6

）

〔
除
夜
た
ら
花
を
飾
い
り
豆
を
蒔
（
此
豆
を
以
火
ヲ
改
め
焼
て
月
々
の
晴
雨
を
占
ふ
）〕（11-18

）

　

こ
れ
ら
の
例
は
、
無
理
を
し
て
読
め
ば
、
大
晦
日
の
夜
を
除
夜
な
い
し
年
の
夜
と
よ
び
、
そ
の
夜
に
追
儺
や
豆
ま
き
を
お
こ
な
っ
て
い

る
よ
う
に
も
読
め
る
。
確
か
に
、
宮
中
の
追
儺
式
は
大
晦
日
の
行
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
の
前
後
や
周
辺
の
村
の
記
述
を
勘
案

す
れ
ば
、
節
分
の
夜
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
節
分
の
夜
か
ら
立
春
の
日
に
か
け
て
年
を
と
る
と
い
う
考
え
方
を
具
体
的
に

示
す
貴
重
な
例
と
い
え
よ
う
。

　

そ
も
そ
も
旧
暦
に
お
け
る
節
分
・
立
春
は
一
月
一
日
の
前
後
に
あ
た
る
わ
け
だ
か
ら
（
後
述
）、
時
期
的
に
は
何
ら
矛
盾
は
な
い
。
む

し
ろ
、
伝
え
ら
れ
た
行
事
の
方
を
、
ど
の
「
時
間
の
も
の
さ
し
」
に
の
せ
て
お
こ
な
う
か
と
い
っ
た
こ
と
の
違
い
に
よ
っ
て
、
民
間
の
い

わ
ゆ
る
「
年
中
行
事
」
の
複
雑
さ
が
増
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

＊ 

い
わ
ゆ
る
旧
暦
は
実
際
の
季
節
と
の
ズ
レ
を
生
じ
、
農
作
業
等
に
は
不
都
合
な
こ
と
も
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
季
節
の
運
行
に
そ
っ
た
太
陽
暦
の

要
素
を
取
り
入
れ
、
農
作
業
等
の
目
安
と
し
た
。
こ
れ
が
各
季
節
の
始
期
を
示
す
立
春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
や
季
節
の
中
間
点
を
示
す
春
分
・

夏
至
・
秋
分
・
冬
至
等
の
「
二
十
四
節
気
」
で
あ
り
、
ま
た
土
用
・
八
十
八
夜
・
半
夏
生
・
二
百
十
日
な
ど
の
「
雑
節
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
太

陽
暦
の
要
素
で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
暦
に
も
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
固
定
で
き
る
。

　

ま
た
、
ど
の
時
点
を
も
っ
て
年
の
初
日
の
始
ま
り
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
深
夜
零
時
を
も
っ
て
日
が
あ
ら
た
ま
る
と
い

っ
た
考
え
方
以
前
の
、
大
晦
日
の
夕
方
を
も
っ
て
年
の
暮
れ
と
し
、
そ
の
夜
は
年
取
り
の
夜
と
し
て
慎
み
過
ご
し
て
い
た
古
く
か
ら
の
考

え
方
の
名
残
が
、
行
事
の
中
に
垣
間
見
え
る
。

　

た
と
え
ば
、
後
述
す
る
歳
徳
神
は
、
大
晦
日
の
夜
か
ら
御
膳
等
を
供
え
、
灯
明
を
あ
げ
て
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

〔
大
晦
日
、
歳
暮
年
の
夜
と
号
し
家
内
を
清
浄
ニ
仕
候
て
年
徳
神
棚
へ
神
酒
御
膳
を
備
へ
灯
明
を
か
ゝ
け
年
を
迎
へ
候
〕（20-1

）

　

さ
ら
に
、
正
月
三
が
日
の
食
事
の
支
度
は
男
が
行
う
と
い
う
例
は
県
内
に
も
割
合
に
多
い
（
後
述
）
が
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、

〔
此
三
日
之
中
ハ
大
晦
日
の
夜
よ
り
喰
物
男
仕
出
〕（11-18

）
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五

　

と
い
う
ふ
う
に
、
大
晦
日
の
晩
か
ら
男
の
給
仕
が
始
ま
っ
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
も
、
新
年
が
そ
の
時
点
に
は
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
の

証
左
と
な
ろ
う
。

　

も
う
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、「
門
開
き
（
か
ど
び
ら
き
）」
と
よ
ば
れ
る
正
月
の
言
祝
ぎ
（
こ
と
ほ
ぎ
、
後
述
）
が
、
大
晦
日
の
夜
の
う

ち
に
回
っ
て
く
る
例
が
あ
る
。

〔（
大
晦
日
）
夜
半
過
門
開
き
廻
り
申
候
、
米
も
ち
之
間
少
々
遣
シ
申
候
〕（8-7

）

　

こ
れ
な
ど
は
、
明
ら
か
に
そ
の
時
点
で
年
が
あ
ら
た
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

【
節
分
・
立
春
】

　

節
分
お
よ
び
立
春
は
、
旧
暦
で
の
日
付
は
大
ま
か
に
い
っ
て
、
半
分
の
年
で
は
新
年
一
月
の
前
半
、
半
分
の
年
で
は
旧
年
十
二
月
の
後

半
に
あ
る
。
立
春
が
旧
暦
一
月
一
日
に
あ
た
る
場
合
を
朔
旦
立
春
と
い
い
、
旧
年
十
二
月
の
立
春
を
年
内
立
春
、
新
年
一
月
の
立
春
を
新

年
立
春
と
よ
ぶ
。
節
分
・
立
春
が
年
の
あ
ら
た
ま
り
を
意
味
す
る
例
に
つ
い
て
は
先
に
み
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
日
に
行
わ
れ
る
追
儺
や

厄
払
い
に
つ
い
て
、
先
に
み
た
宮
市
町
の
記
述
と
大
同
小
異
で
あ
る
が
、
も
う
一
例
を
挙
げ
る
。

〔
節
分　

楤
木
ニ
樒
を
結
添
へ
戸
口
へ
立
、
土
器
へ
鰯
之
頭
を
焼
置
候
家
も
間
々
有
之
候
、
又
追
儺
の
た
め
大
豆
に
と
へ
ら
の
葉
を
交
て
煮
り
て
桝
に
入

れ
神
棚
へ
備
へ
、
亭
主
上
下
ニ
て
大
豆
を
ま
く
、
高
声
に
外
え
向
、
鬼
ハ
外
、
内
方
え
向
、
福
は
内
へ
と
三
篇
宛
唱
へ
、
又
厄
払
の
た
め
彼
之
大
豆
を

歳
の
数
程
紙
ニ
包
、
或
は
火
吹
竹
を
添
へ
四
ツ
辻
へ
捨
候
も
の
も
御
座
候
、
節
飯
の
料
理
に
蒟
蒻
給
へ
候
得
は
年
中
の
砂
を
く
た
す
と
申
習
ひ
に
て
御

座
候
、
神
々
へ
神
酒
供
物
を
備
へ
其
夜
氏
神
参
り
直
様
通
夜
仕
も
の
も
多
御
座
候
事
〕（9-2

）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
戸
口
に
タ
ラ
や
樒
を
結
び
お
き
、
鰯
の
頭
を
焼
い
て
添
え
る
。
大
豆
に
ト
ベ
ラ
の
葉
を
混
ぜ
て
煎
り
、
枡
へ
入
れ
て

神
棚
に
供
え
た
あ
と
亭
主
が
裃
を
着
て
外
に
向
か
い
「
鬼
は
外
」、
内
に
向
か
い
「
福
は
内
」
と
三
回
唱
え
な
が
ら
撒
く
。
ま
た
年
の
数

ほ
ど
の
豆
を
紙
に
包
み
、
火
吹
き
竹
を
添
え
る
な
ど
し
て
辻
に
捨
て
て
厄
払
い
と
す
る
。
こ
の
日
は
コ
ン
ニ
ャ
ク
を
食
べ
て
「
砂
く
だ
し

（
砂
下
ろ
し
）」
と
す
る
。
そ
の
夜
は
氏
神
に
詣
り
、
通
夜
を
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
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二　

正
月
の
準
備

【
正
月
事
始
め
】

　

正
月
の
準
備
は
年
内
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
始
ま
っ
て
お
り
、

〔
十
二
月
十
三
日
ハ
正
月
事
始
煤
払
ひ
、
今
夜
よ
り
年
徳
神
へ
御
饌
御
酒
を
備
へ
初
る
〕（11-18

）

〔（
十
二
月
）
十
三
日
正
月
事
初
と
申
、
今
日
よ
り
年
越
之
儀
式
相
初
候
、
其
余
煤
払
餅
搗
等
追
々
相
営
候
〕（7-11

）

　

と
い
う
ふ
う
に
、
煤
払
い
の
日
は
歳
徳
神
を
迎
え
る
準
備
を
開
始
す
る
日
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
「
正
月
事
始
め
」
と
い

っ
た
。

　

そ
の
後
次
第
に
越
年
の
準
備
が
本
格
化
し
、
正
月
用
の
餅
を
搗
き
、
神
棚
や
飾
り
を
し
つ
ら
い
始
め
る
。

〔
餅
搗　

（
十
二
月
）
中
頃
よ
り
追
々
搗
申
候
、
其
懸
声
に
、
エ
イ
米
エ
イ
ヤ
田
実
エ
イ
ヤ
エ
イ
米
米
ト
唱
へ
拍
子
取
候
事
〕（9-2

）

〔
廿
日
比
よ
り
餅
搗
、
廿
七
八
日
ニ
至
り
正
月
飾
り
歳
徳
棚
蓑
組
掛
小
鯛
蜜
柑
橙
昆
布
鯣
神
馬
草
串
柿
等
を
以
飾
り
相
調
、
軒
下
諸
向
引
飾
仕
候
〕（20-10

）

【
年
木
（
と
し
ぎ
）】

　

正
月
や
翌
年
に
使
う
薪
の
用
意
も
、
年
内
に
行
う
べ
き
、
こ
と
の
ほ
か
重
要
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
正
月
に
使
う
も
ろ
も

ろ
の
木
を
「
年
木
」
と
い
っ
た
。

〔
雪
ふ
か
き
所
ゆ
ゑ
訖
度
年
木
な
と
申
事
ハ
無
之
候
へ
と
も
薪
之
用
意
ハ
覚
悟
仕
居
候
事
〕（21-11

）

三　

正
月
の
神
と
正
月
飾
り

　

正
月
に
祭
ら
れ
る
中
心
の
神
は
「
歳
徳
（
年
徳
）
神
」
ま
た
は
「
年
神
」
と
よ
ば
れ
、
そ
の
神
を
祭
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
特
別
な
棚
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を
「
歳
徳
棚
」
等
と
よ
ぶ
。
歳
徳
神
は
恵
方
（
え
ほ
う
、
そ
の
年
の
よ
い
方
角
）
か
ら
来
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
歳
徳
棚
は
吉
方
・
恵

方
に
向
け
て
し
つ
ら
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
棚
を
恵
方
棚
と
も
い
う
。

　

ま
た
歳
徳
棚
に
は
、「
カ
ン
ジ
ョ
ウ
」
と
称
し
て
、
お
供
え
の
品
々
で
人
の
顔
に
似
せ
た
飾
り
物
を
作
り
、
歳
徳
神
に
見
立
て
た
特
別

な
飾
り
が
施
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
恵
方
棚
を
釣
年
徳
神
を
勧
請
し
、
神
棚
ハ
不
及
申
家
内
え
注
連
を
引
は
へ
裏
白
楪
等
を
飾
り
〕（1-1

）

〔
歳
徳
棚
計
へ
勧
請
と
申
候
て
歯
朶
ゆ
す
り
葉
橙
其
外
之
物
品
を
集
め
人
面
の
形
に
飾
り
、
中
に
太
神
宮
大
祓
を
附
飾
り
、
榊
若
ま
つ
花
餅
鏡
餅
等
を
備

へ
候
〕（9-2

）

　

歳
徳
神
に
対
し
て
供
え
ら
れ
る
も
の
は
、
灯
明
（8-13

）、
大
福
（
お
お
ぶ
く
。
挽
茶
や
湯
に
梅
干
を
入
れ
た
も
の
）（8-13

、6-13

、

6-14

）、
御
酒
・
膳
（1-10

）、
綯
い
初
め
し
た
牛
の
遣
具
や
挽
き
初
め
し
た
糸
（5-9

）、
一
月
七
日
の
七
草
（
粥
）（5-2

、9-20

）、
一
月

十
一
日
の
帳
祝
い
に
綴
っ
た
帳
面
（13-30

）、
一
月
十
四
日
の
ど
ん
ど
で
焼
く
飾
り
餅
（9-2

、9-20

、10-31

）、
一
月
十
五
日
の
「
も
ち

の
粥
」（5-2

）、
一
月
二
十
日
の
つ
つ
ぼ
団
子
（11-18

）
な
ど
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
七
日
の
七
草
、
小
正
月
の
餅
が
歳
徳
神
に
供
え
ら
れ
る
の
は
、
冒
頭
で
み
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
を
年
の
始
ま
り
と
み
る
考

え
方
の
名
残
で
あ
ろ
う
か
。

【
祝
い
（
鏡
餅
）】

　

正
月
用
の
餅
の
こ
と
を
、「
正
月
餅
」
と
い
う
。
正
月
餅
の
う
ち
、
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
る
の
が
神
仏
に
供
え
る
鏡
餅
や
重
ね
餅
で
、

防
長
で
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
単
に
「
祝
い
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
多
い
。「
注
進
案
」
に
も
「
鏡
餅
」
の
ほ
か
、「
い
わ
い
」「
い
わ
ゐ
」「
祝
」

「
祝
ひ
」
「
祝
餅
」
「
祝
ひ
餅
」
「
祝
言
餅
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
び
方
は
、
西
中
国
地
方
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。
多
く
の

村
に
記
載
が
あ
る
が
、
そ
の
一
部
を
あ
げ
る
。

〔
正
月
元
日
、
祝
ひ
を
飾
り
上
に
小
餅
を
置
、
も
ろ
葉
楪
葉
等
を
用
ひ
注
連
を
曳
は
へ
〕（5-1
）
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〔
三
ケ
日
之
式
と
申
候
て
は
都
て
橙
楪
葉
等
を
以
い
わ
ゐ
を
飾
り
家
に
寄
り
候
て
は
も
ろ
葉
七
五
三
飾
を
も
仕
候
、（
中
略
）
船
持
候
も
の
は
船
霊
神
え
い

わ
ゐ
を
備
へ
、
色
よ
き
松
を
撰
ひ
あ
ま
の
筒
に
是
を
立
、
諸
葉
楪
を
以
て
飾
り
を
調
へ
候
〕（5-2

）

〔
元
三
之
式
、
歳
徳
神
を
祭
り
注
連
を
曳
は
へ
橙
串
柿
昆
布
楪
葉
も
ろ
葉
を
敷
祝
ひ
餅
を
備
へ
、
仏
前
え
ハ
鏡
餅
を
備
へ
申
候
〕（6-12

）

＊
最
後
の
例
で
は
、
神
前
に
は
「
祝
ひ
餅
」、
仏
前
に
は
「
鏡
餅
」
と
よ
び
わ
け
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
祝
い
餅
は
、
お
お
む
ね
一
月
十
一
日
に
は
神
仏
か
ら
お
ろ
し
、
い
わ
ゆ
る
鏡
開
き
を
お
こ
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
こ

と
を
「（
祝
い
餅
を
）
な
ら
す
」
と
い
っ
た
。

　

そ
の
際
に
取
り
分
け
ら
れ
た
餅
は
、「
き
な
粉
餅
」
に
し
て
神
仏
に
供
え
、
家
内
も
食
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

〔（
一
月
）
十
一
日
ニ
ハ
祝
ひ
餅
を
な
ら
し
て
黄
ナ
粉
を
つ
け
神
仏
へ
備
へ
家
内
も
食
之
〕（15-23

）

〔
此
日
（
一
月
十
一
日
）
御
蔵
開
キ
と
て
庄
屋
元
え
畔
頭
米
計
等
参
り
御
蔵
え
備
へ
候
、
祝
餅
を
な
ら
し
黄
粉
付
に
し
て
給
へ
、
田
作
り
の
肴
に
て
酒
差

出
御
蔵
祝
り
仕
候
、
市
中
ハ
帳
祝
ひ
備
候
い
わ
ゐ
餅
を
な
ら
し
黄
粉
付
に
し
て
家
内
打
寄
給
へ
申
候
〕（5-8

）

　

祝
い
餅
の
一
部
や
か
け
ら
（
欠
け
、
コ
ケ
）
は
取
り
置
い
て
お
き
、
小
正
月
の
、
い
わ
ゆ
る
「
と
ん
ど
」
行
事
で
子
供
た
ち
が
焼
き
、

神
に
供
え
た
後
に
食
べ
る
風
も
あ
っ
た
（
後
述
）。
鏡
開
き
に
は
刃
物
を
用
い
な
か
っ
た
か
ら
、「
か
け
ら
」
が
発
生
し
た
。

　

な
お
、
正
月
の
祝
い
餅
は
、
贈
答
用
に
も
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
の
祝
い
餅
は
重
ね
餅
の
こ
と
を
い
い
、
舟
木
周
辺
で
は
「
年
の
餅
」

と
い
う
言
い
方
も
さ
れ
て
い
る
。
寺
子
屋
の
師
匠
や
近
し
い
親
類
、
親
分
と
頼
む
人
た
ち
へ
贈
ら
れ
た
。

〔（
一
月
）
十
一
日
は
上
り
日
と
て
手
習
ひ
す
る
子
供
文
庫
へ
祝
ひ
餅
を
添
て
師
之
元
へ
参
り
祝
言
を
の
べ
寺
入
致
候
事
〕（9-6

）

〔
正
月
元
三
は
寺
社
参
詣
地
下
役
座
親
類
因
ミ
内
等
へ
年
詞
之
祝
詞
申
述
、
近
き
親
類
或
ハ
親
分
抔
へ
ハ
祝
ひ
餅
百
疋
等
持
参
来
往
し
〕（15-14

）

〔
舅
親
分
抔
へ
は
年
の
餅
一
重
青
銅
百
疋
相
添
へ
遣
候
〕（15-7

）

　

ま
た
、
一
月
十
一
日
に
は
鋤
初
め
、
作
り
初
め
な
ど
形
ば
か
り
の
牛
の
遣
い
初
め
を
し
、
牛
を
田
や
野
に
遊
ば
せ
る
風
が
あ
っ
た
（
後

述
）。
そ
の
日
は
牛
に
正
月
の
祝
い
餅
や
雑
煮
餅
を
食
わ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
餅
は
、
旧
年
中
に
、
「
牛
の
餅
」
と
称
し
て

準
備
し
て
お
い
た
村
も
あ
っ
た
。

〔（
一
月
）十
一
日
牛
を
野
に
放
し
遊
は
せ
、
又
祝
ひ
餅
を
飼
候
、
家
に
よ
り
元
日
よ
り
今
日
ま
て
牛
に
朝
祝
と
て
雑
煮
餅
を
飼
候
も
の
も
有
之
候
〕（19-8

）
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〔
餅
搗
ハ
（
十
二
月
）
廿
四
五
日
頃
よ
り
搗
申
候
、
尤
牛
の
餅
と
申
雑
穀
に
て
格
別
に
調
へ
申
候
〕（19-8

）

【
注
連
（
し
め
）
飾
り
】

　

注
連
縄
（
七
五
三
縄
、
し
め
な
わ
）
に
ウ
ラ
ジ
ロ
（
防
長
で
は
も
ろ
む
き
、
も
ろ
ば
と
も
い
う
）
や
ユ
ズ
リ
ハ
、「
駒
牽
銭
」
と
よ
ば

れ
る
絵
銭
な
ど
を
飾
り
つ
け
た
も
の
を
注
連
飾
り
と
い
っ
た
。
家
の
内
側
に
引
き
回
す
例
と
、
家
の
外
側
に
張
り
回
す
例
と
が
あ
る
。

〔
恵
方
棚
を
釣
年
徳
神
を
勧
請
し
、
神
棚
ハ
不
及
申
家
内
え
注
連
を
引
は
へ
裏
白
楪
等
を
飾
り
〕（1-1

）

〔
年
始
祝
儀
、
外
面
ニ
は
注
連
を
曳
き
裏
白
楪
葉
を
飾
り
、
内
ニ
は
年
徳
棚
を
設
け
鏡
餅
橙
昆
布
等
を
備
へ
〕（3-15

）

〔
正
月
家
々
橙
楪
諸
葉
抔
を
用
ひ
祝
餅
を
飾
り
、
或
ハ
七
五
三
縄
駒
引
の
飾
り
を
致
し
候
〕（5-9

）

【
蓑
組
（
簑
組
）・
輪
飾
り
・
引
飾
り
】

　

蓑
組
（
簑
組
、
み
の
ぐ
み
）
は
、
い
わ
ゆ
る
蓑
飾
り
で
あ
り
、
横
竹
に
藁
を
注
連
状
に
一
面
に
垂
れ
下
げ
、
ウ
ラ
ジ
ロ
や
食
物
や
炭
な

ど
を
結
び
つ
け
た
も
の
を
い
う
。
萩
周
辺
の
村
々
で
歳
徳
棚
に
対
し
て
し
つ
ら
え
、
伊
勢
の
大
麻
や
鯛
・
だ
い
だ
い
・
み
か
ん
・
昆
布
・

す
る
め
・
神
馬
草
（
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
）・
串
柿
な
ど
を
飾
り
付
け
た
よ
う
で
あ
る
。

　

一
方
で
現
代
の
玄
関
飾
り
等
に
一
般
的
な
輪
飾
り
は
、
以
下
の
例
か
ら
も
、
萩
周
辺
の
村
々
で
は
蓑
組
の
略
式
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
り
、
軒
下
へ
は
注
連
の
引
飾
り
を
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
正
月
元
旦
よ
り
十
四
日
迄
年
始
之
規
式
、
軒
別
注
連
縄
貫
衆
諸
向
を
付
て
引
飾
り
、
大
体
家
々
伊
勢
よ
り
御
祓
を
請
て
清
浄
な
る
竹
藁
を
以
て
簑
組
を

作
り
、
も
ろ
む
き
を
付
け
御
祓
大
麻
を
斎
キ
奉
り
、
だ
い
だ
い
密
柑
串
柿
昆
布
鯣
掛
鯛
掛
鰮
神
馬
藻
菜
菔
蕪
扇
子
堅
木
炭
な
と
を
飾
付
ケ
〕（20-1

）

〔
年
始
正
月
飾
り
年
徳
神
棚
え
蓑
組
相
調
、（
中
略
）
小
躬
之
者
は
輪
飾
ニ
し
て
手
軽
く
相
調
、
軒
下
え
は
都
て
注
連
縄
諸
向
を
付
け
引
飾
仕
候
〕（20-7

）

　

三
田
尻
周
辺
で
は
、
次
例
の
よ
う
に
萩
周
辺
同
様
の
引
飾
り
や
蓑
組
も
み
ら
れ
る
が
、

〔
年
始　

年
の
内
よ
り
も
ろ
む
き
譲
り
葉
抔
付
た
る
注
連
を
調
へ
家
々
の
軒
端
に
飾
り
、
歳
徳
神
勧
請
と
申
候
て
藁
之
美
濃
組
え
も
ろ
む
き
を
付
、
其
上

に
密
柑
橙
神
馬
草
懸
鯛
串
柿
す
る
め
昆
布
抔
を
顔
形
に
配
り
、
太
神
宮
御
祓
夷
大
黒
扇
子
を
結
付
棚
へ
備
祭
り
候
〕（9-6

）

　

一
方
で
農
家
は
輪
飾
り
、
商
家
は
引
飾
り
と
い
っ
た
区
別
や
、
諸
士
を
ま
ね
て
輪
飾
り
や
注
連
縄
を
張
る
と
い
っ
た
記
述
が
み
ら
れ
、
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一
〇

い
さ
さ
か
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。

〔
農
家
ハ
戸
口
え
輪
飾
、
商
家
は
引
飾
仕
候
、
居
間
え
注
連
縄
を
張
も
有
之
〕（9-1

）

〔
正
月
飾
り
御
諸
士
様
之
真
似
を
し
て
農
家
町
家
と
も
に
輪
飾
注
連
縄
を
引
〕（9-3

）

　

な
お
、
奥
山
代
宰
判
南
桑
村
に
は
、
輪
飾
り
を
恵
方
棚
や
家
の
内
外
の
ほ
か
、
農
具
や
臼
、
ま
た
墓
所
に
も
か
け
る
例
が
あ
る
。
農
具

や
臼
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
道
具
の
年
取
り
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
全
国
的
に
は
小
正
月
に
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
こ
こ

で
は
年
始
に
行
わ
れ
て
い
る
。

〔
年
頭
祝
儀
外
ニ
は
注
連
を
引
、
内
ニ
は
恵
方
棚
裏
白
楪
葉
懸
鯛
等
之
飾
、
鏡
餅
橙
昆
布
等
之
備
物
、
或
ハ
家
に
依
り
農
具
竈
搗
臼
ニ
至
る
迄
も
輪
飾
り

を
か
け
、
又
組
ニ
依
り
て
ハ
先
祖
之
墓
所
え
も
輪
飾
か
け
候
所
も
有
之
〕（3-9

）

　

墓
所
に
輪
飾
り
や
注
連
縄
を
張
る
例
は
、
県
外
に
も
散
見
さ
れ
る
。

【
飾
り
付
け
る
主
な
植
物
の
異
称
と
「
注
進
案
」
に
お
け
る
用
語
例
】

　

ウ
ラ
ジ
ロ
：
裏
白
、
諸
向
、
諸
ロ
向
キ
、
も
ろ
む
き
、
も
ろ
も
き
、
も
ろ
葉
、
諸
葉
、
朶
、
歯
朶

　

ユ
ズ
リ
ハ
：
楪
、
ゆ
す
り
葉
、
ゆ
つ
り
葉
、
譲
り
葉
、
い
つ
り
葉

　

ホ
ン
ダ
ワ
ラ
：
神
馬
藻
、
神
馬
草
、
し
ん
ば
草

【
簾
（
す
だ
れ
）】

　

飾
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
年
始
等
に
家
の
軒
等
に
簾
を
か
け
る
例
が
散
見
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
年
薦
」（
正
月
に
内
庭
を
囲

う
新
し
い
む
し
ろ
。
掛
け
薦
、
福
莚
）
の
類
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
年
始
や
節
日
に
あ
た
っ
て
忌
み
籠
も
る
風
の
残
存
か
と
も
思
え
る
が
、

即
断
を
避
け
た
い
。

〔
年
始　

家
々
軒
毎
に
注
連
飾
簾
を
掛
〕（9-2

）

〔
正
月
ハ
勿
論
盆
会
五
節
句
八
朔
な
と
の
い
は
ひ
日
、
家
毎
に
簾
を
か
け
親
族
朋
友
ミ
な
礼
な
と
い
た
し
候
〕（13-30

）

【
門
松
（
か
ど
ま
つ
）】
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門
松
は
、「
注
進
案
」
の
時
代
に
は
そ
れ
を
許
さ
れ
た
家
だ
け
に
行
わ
れ
て
い
た
。

〔
正
月
飾
り
之
門
松
建
候
ハ
寺
社
御
諸
士
様
足
軽
衆
陪
臣
衆
其
外
御
免
之
家
柄
の
み
ニ
て
農
家
ハ
戸
口
え
輪
飾
、
商
家
は
引
飾
仕
候
〕（9-1

）

〔
門
松
御
免
之
家
に
は
松
を
立
、
家
ニ
寄
り
大
束
把
え
小
松
を
建
門
口
ニ
飾
り
候
部
も
稀
に
有
之
〕（9-2

）

　

ま
た
、
寺
社
・
士
分
等
で
な
く
て
も
、
大
内
氏
以
来
の
由
緒
を
も
ち
、
門
松
を
立
て
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
村
も
あ
っ
た
。

〔
肥
中　

特
牛　

新
藤
田
三
ケ
村
ハ
古
来
よ
り
家
毎
に
正
月
門
松
を
立
来
候
、
殊
に
し
め
か
ざ
り
致
候
こ
と
他
村
に
か
ハ
り
厳
重
に
御
座
候
、
大
内
家
山

口
御
代
此
辺
御
舟
倉
有
之
候
由
、
今
に
船
倉
と
申
場
所
肥
中
に
御
座
候
故
に
門
松
等
立
来
候
事
〕（18-12

）

　

三
田
尻
周
辺
で
は
、
門
松
の
た
め
の
市
が
立
ち
、

〔
門
松
市　

御
船
方
之
御
諸
士
様
御
手
舸
子
衆
其
外
数
百
家
之
御
拝
領
屋
敷
飾
調
之
門
松
、
同
（
十
二
月
）
廿
六
日
よ
り
同
廿
八
日
之
間
、
新
丁
方
之
内

立
丁
と
云
所
え
畑
其
外
之
近
在
よ
り
門
松
数
多
持
出
市
を
な
し
商
ひ
候
事
〕（9-1

）

　

と
い
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
こ
の
門
松
は
買
い
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
来
は
年
内
の
う
ち
に
山
か
ら
一
本
ま
た
は
一

対
の
生
木
（
松
に
限
ら
な
い
）
を
伐
っ
て
き
て
庭
や
門
口
に
立
て
飾
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

「
注
進
案
」
に
は
こ
の
こ
と
に
対
応
す
る
記
述
は
み
え
な
い
が
、
元
日
に
山
に
松
を
採
り
に
行
く
例
は

〔
正
月
元
日
の
曙
に
吉
方
の
山
に
入
、
雌
雄
の
若
松
二
も
と
採
り
帰
り
〕（14-9

）

　

に
み
え
、
ま
た
、
立
て
る
の
が
松
に
限
ら
ず
、
栗
の
木
や
竹
な
ど
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、

〔
正
月
元
日
上
下
共
ニ
分
限
相
応
ニ
家
之
旧
例
を
以
種
々
の
神
飾
等
仕
、
松
の
雌
雄
栗
の
木
竹
等
を
建
て
御
酒
供
物
を
備
へ
〕（7-5

）

〔
正
月
元
日
に
は
分
際
相
応
ニ
家
々
旧
例
を
以
種
々
之
神
飾
等
仕
、
若
松
栗
竹
を
束
て
神
酒
供
物
を
備
へ
〕（7-18

（5

））

〔
平
原
と
申
所
ニ
て
ハ
農
家
ニ
て
三
軒
元
朝
ニ
葉
竹
を
建
候
を
旧
例
ニ
仕
候
家
御
座
候
〕（7-18

（4

））

　

な
ど
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
門
松
が
単
な
る
飾
り
で
な
く
、
年
神
の
降
臨
す
る
一
種
の
神
木
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
大
田
村
（
美
祢
宰

判
）
に
お
い
て
、
市
恵
美
須
に
参
詣
し
、
門
松
の
真
（
芯
）
を
受
け
て
帰
る
、

〔
市
中
の
者
、
正
月
三
日
の
朝
寅
の
刻
に
起
て
市
恵
美
須
え
参
詣
し
、
門
松
の
真
を
頂
キ
我
家
の
神
棚
え
備
る
事
あ
り
、
本
真
ハ
前
夜
宿
役
人
元
へ
折
取

置
、
此
日
に
社
人
を
招
き
市
中
人
別
の
名
札
を
記
し
神
前
に
て
御
鬮
を
揚
ケ
、
鬮
当
リ
の
も
の
へ
是
を
渡
す
、
其
年
ハ
何
事
も
幸
先
キ
宜
商
ひ
も
繁
昌
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す
と
い
へ
り
〕（17-1

）

と
い
っ
た
行
事
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

四　

門
開
き
（
か
ど
び
ら
き
）

　

「
門
開
き
」
は
元
日
早
朝
に
防
長
に
広
く
行
わ
れ
た
風
習
の
一
つ
で
、
茶ち
ゃ

筅せ
ん

（
茶
洗
・
茶

）・
宮
番
・
穢
多
の
人
々
が
村
々
に
万
歳

を
謡
い
来
て
家
々
を
祝
福
す
る
こ
と
を
い
い
、
各
家
で
は
そ
れ
に
対
し
餅
や
米
な
ど
を
与
え
た
。
そ
れ
が
済
む
ま
で
は
各
家
が
戸
を
開
か

ず
、
そ
の
後
に
つ
と
め
あ
い
や
神
仏
に
詣
る
村
も
あ
っ
た
。
大
晦
日
の
夜
半
過
ぎ
に
は
回
っ
て
く
る
村
も
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
。

　

各
村
の
記
述
を
総
合
す
れ
ば
、
門
開
き
に
回
る
人
々
は
鶴
亀
の
模
様
の
つ
い
た
素
袍
よ
う
の
も
の
や
裃
を
着
、
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら
各

家
を
言
祝
い
で
回
っ
た
。
そ
の
順
番
に
は
先
格
が
あ
り
、
当
時
の
家
並
に
か
か
わ
ら
ず
旧
家
や
地
下
役
座
を
先
に
し
、
古
い
家
か
ら
順
に

回
っ
た
。
そ
れ
を
一
番
太
鼓
、
二
番
太
鼓
な
ど
と
称
し
た
が
、
そ
の
家
が
廃
絶
に
及
ん
だ
場
合
も
、
そ
の
屋
敷
跡
に
お
い
て
万
歳
を
う
た

っ
た
と
い
う
。
大
黒
舞
や
恵
比
須
舞
な
ど
を
舞
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
門
開
き
を
行
う
範
囲
に
は
縄
張
り
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
そ

れ
を
「
芝
」
と
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

五　

年
始
の
寺
社
参
詣
と
つ
と
め
あ
い

【
寺
社
参
詣
】

　

「
注
進
案
」
に
「
初
詣
」
の
語
は
み
え
な
い
が
、
三
が
日
の
間
に
氏
神
や
檀
那
寺
に
参
詣
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
の
村
に
見
え
て
お
り
、

一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
月
に
は
、
正
月
三
が
日
以
外
に
も
、
多
く
の
日
に
社
参
を
し
た
。

〔
年
頭
之
儀
は
元
日
、
二
日
、
三
日
、
五
日
、
七
日
、
十
一
日
、
十
五
日
、
二
十
日
、
二
十
八
日
之
内
神
祭
氏
神
参
詣
〕（1-11

）
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【
正
月
墓
参
】

　

な
お
、
正
月
に
正
装
し
て
墓
参
す
る
こ
と
が
い
く
つ
か
の
村
に
み
え
て
い
る
。
こ
ん
に
ち
、
祖
霊
と
の
か
か
わ
り
は
盆
の
行
事
に
集
中

し
て
い
る
感
が
あ
る
が
、
古
く
は
正
月
も
祖
霊
と
交
感
す
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。
正
月
飾
り
を
墓
に

も
飾
る
村
の
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
。

〔（
一
月
一
日
）
恵
方
棚
を
釣
年
徳
神
を
勧
請
し
、（
中
略
）
身
分
夫
々
之
礼
服
を
着
し
氏
神
参
詣
旦
那
寺
え
詣
先
祖
之
墓
所
え
礼
拝
し
〕（1-1

）

〔（
一
月
一
～
三
日
）
長
立
候
者
ハ
上
下
或
ハ
羽
織
袴
中
帯
等
に
て
氏
神
参
詣
、
旦
那
寺
先
祖
之
墓
所
等
え
参
り
、〕（7-2

）

【
年
始
の
廻
礼
】

　

村
人
た
ち
の
年
始
の
つ
と
め
あ
い
に
つ
い
て
は
、
前
稿
に
お
い
て
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
村
人
た
ち
の
廻
礼
は
お
お
む

ね
三
が
日
の
間
に
済
ま
せ
た
。
そ
の
ほ
か
日
を
決
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
人
々
が
廻
礼
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

《
僧
》
一
月
四
日
。
こ
の
日
を
「
坊
主
礼
」「
寺
方
年
礼
」「
出
家
の
礼
」「
寺
院
廻
礼
」
等
と
い
い
、
寺
家
が
檀
家
を
回
っ
た
。
一
般
の
人
々
は

こ
の
日
か
ら
家
業
に
と
り
か
か
っ
た
。

〔
四
日
ハ
坊
主
礼
と
て
在
家
之
者
ハ
往
来
不
仕
候
、
此
日
よ
り
男
女
共
其
職
之
業
を
始
候
〕（6-15

）

《
社
家
》
上
関
宰
判
で
は
、
一
月
三
日
ま
た
は
一
月
五
日
に
社
家
が
廻
礼
す
る
風
が
あ
っ
た
。

〔（
一
月
）
三
日
ハ
社
家
廻
礼
仕
、
四
日
ハ
寺
院
之
廻
礼
と
て
在
家
之
者
ハ
往
来
不
仕
〕（6-16

）

〔（
一
月
）
五
日
は
社
人
之
礼
日
に
て
御
座
候
〕（5-2

）

《
医
家
》
大
島
宰
判
久
賀
村
や
熊
毛
宰
判
八
代
村
等
で
は
、
医
師
が
僧
侶
や
山
伏
と
同
じ
く
一
月
四
日
に
廻
礼
し
た
。

〔（
一
月
四
日
）
寺
社
家
山
伏
元
三
祈
祷
之
札
守
ヲ
持
、
医
師
丸
散
之
薬
ヲ
持
候
て
年
始
之
廻
礼
致
し
候
事
〕（1-1

）

《
茶
屋
女
中
》
上
関
や
下
関
な
ど
の
茶
屋
湯
女
（
ゆ
な
）
や
茶
屋
女
中
は
、
正
月
早
く
か
ら
廻
礼
を
行
っ
た
。

〔
同
日
（
一
月
二
日
）
晩
天
よ
り
茶
屋
湯
女
廻
礼
仕
〕（6-18

）
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〔
元
日
ハ
茶
屋
女
中
年
礼
廻
り
と
て
伊
崎
浦
辺
ま
で
家
毎
に
祝
詞
を
述
、
歩
行
候
事
先
年
よ
り
の
例
に
御
座
候
〕（16-9

）

【
か
ん
し
・
く
い
つ
み
・
節
会
・
節
飯
振
舞
】

　

正
月
の
廻
礼
に
お
い
て
、
親
密
な
関
係
の
し
る
し
に
互
い
の
訪
問
先
で
酒
を
出
し
合
う
こ
と
を
、
防
長
で
は
「
か
ん
し
」「
お
か
ん
し
」

（
か
ん
酒
、
燗
酒
、
寒
酒
、
歓
酒
）
と
い
っ
た
。
肴
は
煮
豆
・
数
の
子
・
鰯
（
田
作
り
）・
干
鱈
・
す
る
め
・
昆
布
・
ナ
マ
コ
な
ど
で
あ

っ
た
。

〔
懇
意
同
士
は
寒
酒
迚
取
肴
二
三
種
ニ
て
酒
出
相
厚
く
礼
を
述
申
候
〕（16-4

）

〔
互
に
年
頭
の
祝
儀
申
か
は
し
、
雑
煮
餅
燗
酒
な
と
給
合
申
候
〕（19-11

）

〔
親
類
知
因
間
ハ
雑
煮
餅
カ
ン
酒
を
も
出
し
候
、
肴
は
乾
鰮
田
作
・
鰊
子
数
子
・
煮
豆
、
此
三
種
を
三
重
の
焼
物
或
は
重
筥
な
ど
に
入
れ
出
し
候
〕（20-1

）

　

ま
た
、
「
く
い
つ
み
」（
食
積
、
喰
積
、
喰
詰
、
喰
つ
め
）
は
正
月
に
年
賀
客
に
儀
礼
的
に
出
す
取
り
肴
で
、
蓬
莱
台
や
三
方
に
白
米

を
盛
り
、
穀
物
の
餅
や
か
ち
栗
・
昆
布
・
橙
・
柿
な
ど
を
盛
り
つ
け
た
も
の
を
い
い
、「
蓬
莱
」「
春
盤
」
と
も
い
っ
た
。

〔
床
に
は
喰
つ
め
と
て
三
方
を
飾
り
廻
礼
客
え
出
之
〕（9-6

）

〔
食
積
と
申
三
方
に
精
米
を
盛
り
、
糯
粟
黍
等
の
餅
、
橙
密
柑
柿
か
ち
栗
鯣
昆
布
を
刻
ミ
賀
客
へ
出
し
候
〕（20-1

）

〔
家
に
依
り
て
は
蓬
莱
三
方
の
設
け
橙
昆
布
搗
栗
等
近
族
の
も
の
へ
雑
煮
の
膳
を
居
へ
、
隣
家
因
ミ
方
え
は
歓
酒
一
献
を
汲
む
〕（3-12

）

　

な
お
、
本
家
筋
や
富
裕
な
家
で
は
正
月
中
に
人
々
を
招
い
て
ふ
る
ま
う
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
節
会
」「
節
飯
振
舞
」
等
と
い
っ
た
。

〔
初
春
之
中
長
立
候
者
ハ
節
会
と
号
シ
親
類
朋
友
を
招
き
有
合
之
酒
肴
を
以
振
舞
仕
来
候
得
共
当
時
質
素
倹
約
ニ
付
相
止
申
候
〕（7-10

）

〔（
正
月
中
）
頭
立
候
者
は
親
類
知
因
間
節
飯
振
舞
抔
仕
候
者
も
御
座
候
事
〕（7-9

）

六　

正
月
の
飲
食

【
若
水
・
大
福
・
男
仕
出
し
・
朝
夕
二
食
】
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元
朝
に
若
水
を
汲
み
、
火
を
新
た
に
し
、
そ
れ
で
湯
茶
を
沸
か
し
、
梅
を
入
れ
て
歳
徳
棚
へ
供
え
た
の
ち
家
族
で
い
た
だ
く
こ
と
は
、

防
長
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
り
、
そ
の
湯
茶
を
「
大
福
茶
（
お
お
ぶ
く
ち
ゃ
、
お
ぶ
く
ち
ゃ
）」
ま
た
は
「
梅
湯
」「
梅
茶
」
と
い
っ
た
。

〔
元
日
若
水
を
迎
へ
火
を
あ
ら
た
め
手
水
を
遣
ひ
大
福
雑
煮
を
神
棚
え
備
へ
朝
祝
ひ
を
致
し
候
〕（5-9

）

〔
元
日
朝
若
水
を
汲
、
大
福
と
て
挽
茶
に
梅
干
を
入
年
徳
神
え
備
へ
家
内
も
不
残
給
へ
〕（6-13

）

　

そ
の
際
、
徳
地
宰
判
堀
村
で
は
、「
お
福
ら
か
し
」
と
い
う
餅
を
炙
っ
た
も
の
も
一
緒
に
食
べ
た
。

〔
正
月
元
日
ニ
ハ
お
福
ら
か
し
（
餅
を
あ
ふ
り
福
来
る
菓
子
と
い
ふ
）
大
福
を
呑
〕（11-18

）

　

こ
れ
は
、
あ
ぶ
る
（
焼
く
）
こ
と
に
よ
っ
て
「
ふ
く
ら
か
し
（
膨
ら
ま
せ
）」
た
餅
を
、
「
福
ら
か
し
」
と
縁
起
を
担
い
で
よ
ん
だ
も

の
で
あ
ろ
う
。

　

若
水
を
迎
え
る
主
体
が
明
示
し
て
あ
る
記
述
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
三
が
日
の
飲
食
の
仕
出
し
を
す
べ
て
男（
年
男
）が
行
う
こ
と
は
、

上
関
宰
判
を
中
心
に
、
周
防
部
に
お
い
て
広
く
記
載
が
あ
る
。

〔
三
ケ
日
之
食
物
、（
中
略
）
朝
飯
ハ
雑
煮
餅
屠
蘇
之
酒
、
晩
ハ
節
と
名
を
付
野
菜
小
煮
染
等
ニ
て
相
済
候
、
是
等
都
て
年
男
を
以
仕
出
す
る
事
古
風
之
仕

来
ニ
候
得
共
、（
後
略
）〕（6-16

）。

　

さ
ら
に
、
こ
の
例
に
見
え
る
よ
う
に
、
朝
は
雑
煮
、
晩
は
節
（
お
せ
ち
）
と
、
三
が
日
の
食
事
が
朝
夕
の
二
食
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
上

関
宰
判
の
諸
村
を
は
じ
め
、
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

〔
三
ケ
日
之
間
は
一
日
ニ
二
度
之
食
事
、
朝
は
雑
煮
餅
晩
ハ
節
と
名
を
付
け
有
合
之
小
煮
染
ニ
て
認
候
〕（5-3

）。

【
朝
祝
い
・
身
祝
い
・
雑
煮
・
節
】

　

「
朝
祝
い
」
は
朝
、
そ
の
日
一
日
の
幸
運
を
願
っ
て
祝
う
こ
と
を
い
う
語
で
あ
る
が
、
特
に
正
月
に
食
べ
る
雑
煮
の
こ
と
そ
の
も
の
を
、

「
朝
祝
」
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

〔
元
日
鶏
鳴
ニ
大
福
と
号
し
湯
ニ
梅
を
入
三
服
呑
、
朝
祝
と
云
て
餅
塩
魚
里
芋
牛
房
昆
布
人
参
大
根
を
入
雑
煮
ニ
し
て
食
〕（6-24

）

〔
総
て
元
三
ハ
朝
祝
節
飯
二
度
の
食
事
ニ
て
御
座
候
〕（6-12

）
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六

　

ま
た
、
元
日
の
雑
煮
は
、
各
自
の
一
身
上
の
祝
い
と
い
う
意
味
で
い
た
だ
く
も
の
で
、
こ
れ
を
「
身
祝
い
」
と
も
よ
ん
だ
。

〔
元
日
に
ハ
若
水
を
迎
へ
大
福
を
酌
ミ
身
祝
と
称
し
て
雑
煮
の
膳
改
玉
の
春
を
祝
へ
は
〕（3-4

）

〔
元
旦
ハ
家
内
ニ
て
ハ
身
祝
と
称
し
雑
煮
の
膳
を
居
り
〕（3-5

）

　

一
方
、
夕
飯
と
し
て
食
べ
る
も
の
を
「
節
饗
（
せ
つ
あ
え
）」「
節
」
と
い
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
お
せ
ち
」
で
、
現
代
で
は
節
（
せ
ち
）

の
日
の
ご
ち
そ
う
を
い
う
が
、
か
つ
て
は
鱠
（
な
ま
す
）
や
煮
染
め
等
の
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。

〔
節
饗
と
号
し
鱠
等
を
整
へ
神
棚
へ
御
膳
神
酒
を
備
へ
家
内
も
認
候
事
〕（1-1

）

〔
朝
は
雑
煮
餅
晩
ハ
節
と
名
を
付
け
有
合
之
小
煮
染
ニ
て
認
候
〕（5-3

）

【
屠
蘇
酒
】

〔
屠
蘇
酒
を
呑
悪
気
除
申
候
〕（9-6
）

　

と
い
う
ふ
う
に
、
正
月
に
飲
む
お
と
そ
（
屠
蘇
）
は
一
年
の
邪
気
を
払
う
薬
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

一
方
で
、
舟
木
宰
判
吉
見
村
に
は
、
正
月
に
家
に
酒
が
あ
る
こ
と
を
忌
む
家
も
あ
っ
た
。

〔
村
中
に
五
六
軒
程
先
祖
よ
り
之
立
例
ニ
て
正
月
五
日
迄
ニ
家
内
ニ
酒
を
入
れ
ば
崇
り
有
と
て
忌
之
、
有
合
濁
酒
抔
も
山
野
に
出
し
来
候
事
〕（15-23

）

七　

正
月
の
子
供
の
遊
戯
と
百
手

　

正
月
の
子
供
の
遊
び
と
し
て
は
、
男
児
は
破
魔
弓
、
女
児
は
鞠
遊
び
や
ム
ク
ロ
ジ
の
種
子
を
使
っ
た
羽
子
突
（
突
羽
子
）、
ま
た
凧
揚

げ
な
ど
が
み
え
る
。

〔
児
童
の
戯
れ
に
男
ハ
破
魔
弓
と
て
小
き
輪
を
調
へ
地
上
を
走
ら
し
め
是
を
射
候
、
女
児
ハ
手
毬
を
つ
き
候
こ
と
世
上
の
通
り
に
て
御
座
候
〕（19-8

）

〔
子
供
は
早
朝
よ
り
破
摩
弓
凧
巾
揚
手
鞠
突
羽
子
等
致
候
て
戯
遊
申
候
〕（9-2

）

　

破
魔
弓
が
子
供
の
遊
び
で
あ
り
な
が
ら
、
単
な
る
娯
楽
で
な
く
、
あ
る
種
の
占
の
意
味
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
は
三
田
尻
宰
判
上
右
田
村
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七

（9-19

）
の
詳
細
な
記
述
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
（
引
用
略
）。
ま
た
、
正
月
に
的
射
を
行
う
こ
と
は
、
子
供
に
限
ら
ず
、
神
社
や
村
で
年

頭
の
重
要
な
行
事
と
し
て
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
防
長
で
は
そ
れ
を
「
百
手
（
も
も
て
）」
と
称
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　

以
下
に
百
手
の
例
を
あ
げ
る
。
神
社
や
村
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
時
期
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
破
魔
」「
年
占
」
の
本
義
が

忘
れ
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
行
事
を
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
ま
た
何
の
行
事
と
の
抱
き
合
わ
せ
で
行
う
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て

生
じ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
。

〔
疫
神
祭
り
百
手　

（
一
月
二
十
日
）
（
中
略
）
三
尺
四
方
位
に
竹
を
組
ミ
、
紙
十
二
枚
に
て
張
り
候
的
一
ツ
、
又
か
ん
の
的
と
申
丸
き
的
一
ツ
共
ニ
調

へ
百
手
の
矢
数
等
書
載
せ
人
別
小
き
的
を
拵
へ
黄
幡
の
方
へ
向
矢
弐
筋
に
て
三
度
放
申
候
、〕（14-12

）

〔
二
月
朔
日
（
中
略
）
百
手
の
神
事
執
行
仕
候
、
竹
に
て
大
き
な
る
的
を
こ
し
ら
へ
白
紙
に
て
張
り
真
中
へ
黒
星
を
か
き
裏
へ
鬼
と
か
き
付
、
こ
れ
を
も

ち
社
参
し
神
前
へ
凡
拾
間
く
ら
い
に
し
て
射
垜
を
こ
し
ら
へ
、
一
番
に
神
主
射
は
し
め
候
、
黒
星
へ
当
り
候
へ
ハ
そ
の
矢
と
も
に
神
殿
に
そ
な
へ
五
穀

成
就
牛
馬
息
災
の
御
祈
祷
仕
、〕（14-15
）

〔
古
例
の
行
事
祭
年
々
八
度
の
執
行
、
其
中
に
百
手
の
祭
祀
と
て
村
長
出
張
、（
中
略
）
是
二
月
十
日
に
限
り
候
〕（14-16

）

　

な
お
、
舟
木
宰
判
で
は
、
百
手
神
事
は
牛
馬
祈
祷
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
時
期
も
正
月
・
三
月
・
四
月
と
ま
ち
ま
ち

で
あ
っ
た
。

〔
四
月
中
旬
千
崎
村
稲
荷
社
住
吉
社
ニ
て
百
手
之
祈
祷
有
之
小
供
六
人
ニ
て
射
申
候
、
的
ハ
竹
の
輪
ニ
し
て
紙
ニ
て
張
り
候
、
是
ハ
牛
馬
の
立
願
ニ
て
其

日
ハ
牛
馬
休
息
仕
ら
せ
亦
此
日
高
泊
西
福
寺
を
招
き
是
迄
斃
候
牛
馬
之
供
養
年
々
仕
来
候
、
其
節
地
下
役
人
出
会
仕
候
〕（15-10

）。

八　

業
始
め

　

百
姓
の
農
始
め
は
、
正
月
明
け
て
早
く
か
ら
行
わ
れ
た
。
正
月
三
が
日
の
間
に
ご
く
形
式
的
な
農
事
の
形
を
行
っ
て
そ
の
年
の
農
の
順

調
を
祈
り
、
四
日
か
ら
業
を
始
め
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
漁
民
た
ち
も
三
が
日
の
内
に
乗
り
初
め
・
漁
初
め
を
お
こ
な
い
、
商
人
や
職

人
た
ち
も
四
日
ま
で
に
は
業
始
め
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
で
、
一
月
十
一
日
を
業
始
め
と
し
て
こ
れ
ら
の
儀
礼
を
行
う
と
こ
ろ
も
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多
く
、
ま
た
両
方
で
行
う
こ
と
も
多
か
っ
た
（
後
述
）。

【
鋤
鍬
初
め
（
耒
耜
は
し
め
）・
作
り
初
・
薪
樵
初
・
縄
綯
初
・
ひ
き
初
】

　

農
村
に
お
い
て
行
わ
れ
る
農
事
始
め
の
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
。

〔（
一
月
）
二
日
三
日
之
間
耒
耜
初
メ
、
薪
樵
初
縄
綯
初
、
女
子
ハ
木
綿
ひ
き
初
等
仕
り
、
四
日
よ
り
ハ
銘
々
家
業
へ
取
懸
り
申
候
〕（8-3

）

＊
耒
耜
（
ら
い
し
）
は
鋤
の
こ
と
。

〔（
一
月
）
二
日
に
ハ
農
家
丑
寅
の
比
よ
り
起
て
男
は
な
ひ
初
と
て
藁
を
打
て
農
具
の
縄
を
な
ひ
、
女
は
曳
初
と
て
木
綿
車
を
出
し
て
糸
を
ひ
き
、
い
つ
れ

も
神
棚
へ
備
へ
置
、
其
後
作
り
初
と
て
早
朝
苗
代
地
へ
椎
薄
な
と
立
て
秋
に
至
り
て
稲
は
薄
の
如
く
米
ハ
椎
の
太
サ
に
あ
れ
と
言
祝
し
〕（15-7

）

　

十
一
日
に
も
耕
作
初
め
、
薪
の
樵
り
初
め
、
縄
の
綯
い
初
め
、
木
綿
糸
の
ひ
き
初
め
、
苗
代
田
に
お
け
る
豊
作
を
祈
る
呪
法
（
作
り
初

め
）
な
ど
が
み
え
る
が
、
正
月
三
が
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
業
始
め
が
儀
礼
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば

〔（
一
月
）
十
一
日
ハ
百
姓
始
と
申
牛
を
出
し
真
の
鋤
初
仕
候
〕（17-3

）

　

と
い
う
い
い
方
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
村
（
美
祢
宰
判
長
田
村
）
で
は
、
十
一
日
の
も
の
を
「
真
の
鍬
初
」
と
よ
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
農
民
た
ち
は
、
正
月
早
く
か
ら
漁
村
や
町
に
肥
取
り
や
そ
の
契
約
に
出
た
。
肥
料
の
確
保
は
農
民
の
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。

〔（
一
月
）
二
日
早
朝
よ
り
仕
業
始
と
て
瀬
戸
崎
へ
馬
を
牽
又
担
荷
に
て
肥
取
に
行
候
〕（19-8

）

〔（
一
月
四
日
）
昼
よ
り
取
肥
先
之
約
束
ニ
歩
行
候
〕（9-3
）

【
き
っ
そ
・
き
っ
そ
う
（
樵
り
初
め
）】

　

山
間
部
の
村
で
は
、
元
旦
の
早
朝
、
戸
主
は
餅
・
ウ
ラ
ジ
ロ
・
藁
苞
（
わ
ら
づ
と
）
な
ど
を
持
っ
て
山
に
行
き
、
恵
方
に
む
か
っ
て
木

の
切
り
ぞ
め
を
し
た
。
こ
れ
を
「
き
っ
そ
」「
き
っ
そ
う
」
な
ど
と
も
い
っ
た
。
切
っ
た
木
の
切
り
株
に
餅
を
供
え
た
の
ち
、
そ
の
餅
は

藁
苞
に
入
れ
て
持
ち
帰
り
、
年
神
に
供
え
て
か
ら
家
内
で
食
べ
た
。
切
っ
た
木
は
長
い
ま
ま
持
ち
帰
り
、
保
管
し
て
お
い
て
田
植
は
じ
め

の
飯
を
炊
く
時
の
薪
に
利
用
し
た
。
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九

〔
先
正
月
元
日
ニ
ハ
（
中
略
）、
男
子
ハ
其
年
の
恵
方
の
山
え
行
、
き
つ
そ
ふ
（
木
を
切
事
を
祝
ふ
言
葉
と
い
ふ
）
此
時
餅
一
重
歯
朶
藁
す
と
持
行
、
切

株
へ
ハ
餅
を
備
へ
、
右
の
歯
朶
と
餅
と
を
は
ら
す
と
へ
入
、
木
え
く
ゝ
り
つ
け
取
帰
り
て
（
是
を
も
っ
て
五
月
の
初
て
田
植
の
飯
を
焚
な
り
）
餅
を
年

神
へ
上
ケ
、
後
に
家
内
戴
く
（
夏
病
を
除
と
い
ゝ
伝
ふ
）〕（11-18

）

　

同
様
の
樵
り
初
め
は
、
き
っ
そ
（
き
っ
そ
う
）
の
名
で
よ
ば
な
く
て
も
、
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
元
日
に
決
ま
っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
三
が
日
の
内
、
ま
た
四
日
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
燃
料
の
確
保
は
、
当
時
に
お
い
て
は
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。

〔
元
日
早
朝
何
の
木
に
て
も
実
の
な
り
候
木
を
樵
り
帰
り
貯
置
候
て
、
是
を
五
月
初
て
田
を
植
候
日
、
飯
を
炊
候
薪
に
用
ひ
候
、
右
樵
初
の
こ
と
ハ
村
中

男
子
の
分
は
残
な
く
相
勤
候
〕（19-14

）

【
商
い
初
】

　

商
人
の
商
い
初
は
、
舟
木
市
村
の
例
で
は
、
一
月
二
日
で
あ
っ
た
。

〔
市
中
ニ
て
ハ
（
一
月
）
二
日
ニ
ハ
商
ひ
初
と
て
売
買
を
初
メ
家
々
年
分
商
ひ
の
店
卸
し
と
て
算
勘
に
取
掛
り
商
買
高
の
引
合
等
な
し
〕（15-7

）

【
乗
り
初
め
（
馬
）】

　

舟
木
宰
判
、
吉
田
宰
判
の
各
村
に
、
一
月
二
日
に
各
々
の
馬
を
氏
神
等
に
ひ
き
つ
れ
て
参
詣
し
、
乗
り
初
め
を
し
た
記
載
が
あ
る
。
乗

り
初
め
は
鞍
を
つ
け
ず
、
裸
背
に
乗
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔（
一
月
）
二
日
ニ
は
遣
ひ
馬
を
出
し
氏
神
ま
た
ハ
観
音
詣
等
仕
、
跡
に
て
馬
乗
初
と
号
し
裸
背
へ
乗
候
儀
も
有
之
〕（15-1

）

　

牛
の
使
い
初
め
は
、
一
月
十
一
日
の
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
（
後
述
）
が
、
美
祢
宰
判
青
景
村
の
一
部
で
は
、
そ
の
日
に
「
馬
の
祝
い
」

と
称
す
る
行
事
を
行
っ
た
。

〔（
一
月
十
一
日
）
芝
尾　

山
領　

早
栗
抔
の
村
々
ニ
ハ
其
次
ニ
又
馬
を
出
し
其
処
の
観
音
へ
参
詣
さ
せ
、
馬
の
祝
イ
と
号
シ
纔
の
祝
イ
餅
を
餅
搗
の
節
格

別
ニ
取
置
、
此
日
に
是
を
観
音
へ
備
へ
十
七
夜
に
地
下
人
一
同
ニ
参
詣
し
て
是
を
戴
き
候
流
例
ニ
候
〕（17-8

）

【
乗
り
初
め
（
船
）】
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二
〇

　

漁
民
た
ち
の
船
の
乗
り
初
め
や
漁
初
め
も
、
三
が
日
の
内
に
行
わ
れ
た
。

〔
漁
人
ハ
都
て
正
月
二
日
朝
銘
々
船
乗
出
シ
、
恵
方
ニ
向
ひ
網
遣
ひ
始
メ
魚
取
帰
り
年
徳
棚
胡
棚
え
相
備
、
廻
船
持
ハ
船
乗
始
メ
之
規
式
仕
、
執
れ
も
親

類
近
隣
を
招
キ
船
祝
ひ
漁
始
祝
候
て
船
歌
抔
ニ
て
祝
宴
仕
来
候
〕（7-12

）

〔（
正
月
三
が
日
）
船
乗
ハ
早
朝
よ
り
乗
初
と
て
船
玉
え
祝
ひ
神
酒
を
備
へ
乗
初
の
式
を
致
し
、
漁
人
ハ
網
釣
の
漁
初
メ
致
シ
、
四
日
よ
り
ハ
銘
々
之
家
業

を
挊
キ
申
候
〕（9-11

）

〔
此
日
（
一
月
二
日
）
漁
人
は
漁
初
と
申
船
乗
初
仕
候
、
鯨
組
の
規
式
ハ
元
日
朝
蔵
開
と
申
、（
中
略
）
二
日
鯨
突
初
と
申
、（
後
略
）〕（19-4

）

　

な
か
で
も
、
上
関
宰
判
別
苻
村
（5-2

）
に
お
け
る
漁
民
の
正
月
儀
礼
の
記
述
は
詳
細
か
つ
具
体
的
で
あ
る
（
引
用
略
）。

九　

正
月
飾
り
を
お
ろ
す

　

先
に
み
た
正
月
の
飾
り
は
、
一
月
三
日
の
夜
な
い
し
四
日
の
朝
に
お
ろ
す
（
片
付
け
る
）
こ
と
が
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
五

日
夜
の
と
こ
ろ
も
あ
り
、
十
四
日
な
い
し
十
五
日
ま
で
置
く
場
合
も
多
い
。

〔（
一
月
三
日
）
三
日
之
夜
諸
向
飾
下
ケ
申
候
〕（4-9
）

〔
飾
り
ハ
太
概
（
一
月
）
四
日
に
お
ろ
し
申
候
、
十
四
日
迄
置
候
者
も
御
座
候
〕（9-10

）

　

一
月
十
四
日
な
い
し
十
五
日
に
お
ろ
す
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
当
日
行
わ
れ
る
「
と
ん
ど
」
行
事
に
お
い
て
燃
や
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

〔（
一
月
十
四
日
）
十
四
日
ニ
ハ
早
朝
家
々
飾
を
卸
し
候
て
、
其
夜
銘
々
抱
之
大
根
畑
え
持
行
左
義
長
相
調
申
候
、
是
を
ド
ン
ド
と
も
相
唱
へ
申
候
〕（7-18

（1

））

　

ま
た
、
門
松
は
、

〔
門
松
は
年
の
内
に
立
て
三
日
の
夜
取
除
申
候
事
〕（9-6

）

　

と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
り
、

〔（
一
月
）
元
日
よ
り
三
日
ま
て
を
松
の
内
と
申
、〕（19-8

）

〔
葬
式
之
儀
大
晦
日
よ
り
正
月
三
日
松
飾
り
有
之
内
は
葬
式
不
相
成
四
日
ニ
至
り
葬
送
仕
候
〕（20-1

）
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二
一

　

と
い
う
ふ
う
に
、「
松
の
内
」
は
お
お
む
ね
正
月
三
が
日
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

【
福
入
・
若
飯
】

　

一
月
四
日
の
朝
に
は
、
正
月
三
が
日
に
神
々
に
供
え
た
食
品
を
お
ろ
し
て
雑
炊
ま
た
は
雑
煮
と
し
、
神
に
供
え
て
家
内
も
食
べ
る
と
い

う
風
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
福
入
り
」
と
い
っ
た
。

〔
福
入　

四
日
は
福
入
と
て
三
ケ
日
之
間
神
々
え
相
備
へ
候
供
物
集
て
雑
煮
を
焚
神
棚
へ
備
ふ
、
家
内
も
是
を
給
へ
候
〕（9-6

）

〔
四
日
農
商
家
々
福
入
と
て
餅
を
入
て
粥
を
焚
神
仏
へ
備
へ
喰
し
〕（15-7

）

　

大
島
郡
の
一
部
の
村
で
は
、
歳
徳
棚
に
、
三
が
日
に
は
朝
夕
に
雑
煮
餅
と
餅
を
供
え
、
四
日
の
朝
に
は
飯
を
、
五
日
に
は
朝
と
昼
に
そ

れ
ぞ
れ
雑
煮
と
飯
を
供
え
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
四
日
の
朝
、
初
め
て
飯
を
炊
い
て
供
え
る
こ
と
を
「
若
飯
」
と
い
っ
た
。

〔
三
ケ
日
之
間
朝
夕
雑
煮
餅
御
餅
を
上
ケ
御
拝
仕
、
四
日
ニ
は
若
飯
と
号
朝
御
飯
を
上
ケ
、
五
日
ニ
は
朝
雑
煮
餅
昼
御
飯
を
上
ケ
〕（1-2

）

十　

ご
か
ん
に
ち
と
六
日
歳
夜

【
ご
か
ん
に
ち
】

　

一
月
五
日
は
、
上
関
宰
判
の
各
村
に
お
い
て
は
「
ご
か
ん
に
ち
」
と
い
い
、
村
の
主
要
な
人
々
が
廻
礼
を
行
い
、
祝
詞
を
述
べ
、
ま
た

特
別
な
も
の
を
食
べ
る
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
地
方
で
も
、
遠
方
に
対
す
る
廻
礼
や
休
息
に
あ
て
ら
れ
た
村
も
あ
っ
た
。

〔
五
日
、
五
か
ん
日
と
て
頭
立
候
者
回
礼
仕
候
〕（5-4

）

〔
五
カ
ン
日
、
此
日
朝
煮
入
と
て
小
豆
を
焚
餅
を
入
給
申
候
、
家
に
よ
り
黄
粉
餅
雑
煮
を
給
候
者
も
御
座
候
〕（5-8

）

【
六
日
歳
夜
（
む
い
か
と
し
の
よ
）】

　

冒
頭
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
一
月
六
日
の
夜
の
こ
と
を
「
六
日
歳
夜
」「
し
ひ
ら
歳
の
夜
」
と
よ
ぶ
例
が
あ
り
、
一
月
六
日
か
ら
七
日
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二

に
か
け
て
年
が
改
ま
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。安
芸
宮
島
の
厳
島
神
社
の
年
越
祭
が
一
月
六
日
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、

由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
が
、
い
ま
こ
こ
で
は
そ
の
淵
源
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
。

〔
六
日
歳
夜　

六
日
は
節
飯
を
神
々
へ
備
へ
祭
り
、
氏
神
へ
参
詣
人
多
く
賑
ハ
し
き
御
座
候
事
〕（9-6

）

〔
し
ひ
ら
歳
の
夜
と
申
な
ら
ハ
し
、
又
今
日
爪
を
取
れ
ば
年
分
い
つ
に
て
も
差
支
る
日
な
し
と
申
伝
ふ
〕（20-1

）

　

後
者
の
「
し
い
ら
」
は
「
し
い
な
（
粃
）」
（
穀
皮
ば
か
り
で
、
実
を
結
ば
な
か
っ
た
籾
）
の
こ
と
を
い
う
が
、
な
ぜ
こ
う
い
う
か
は

不
詳
。
こ
の
日
が
爪
を
切
る
の
に
よ
い
日
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
日
ま
た
は
七
日
を
爪
を
切
る
日
と
す
る
の
は
全
国
に

例
が
あ
る
。

十
一　

人
日
と
七
草
（
七
種
）
粥
（
一
月
七
日
）

【
人
日
（
じ
ん
じ
つ
）】

　

人
日
（
一
月
七
日
）
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
定
め
ら
れ
た
五
節
句
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
防
長
の
村
々
で
は

〔
人
日
上
巳
端
午
七
夕
重
陽
は
農
事
を
休
、
地
下
役
座
親
類
間
礼
儀
勤
合
仕
候
〕（1-13

）

　

と
い
う
ふ
う
に
節
句
の
勤
め
を
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
あ
ま
り
一
般
に
は
普
及
し
な
か
っ
た
ら
し
く
、

〔
同
（
一
月
）
七
日
人
日
之
節
句
祝
候
儀
無
之
、
当
日
を
節
句
と
申
儀
心
得
候
者
稀
ニ
御
座
候
〕（4-9

）

〔
五
節
句　

人
日
七
夕
重
陽
は
平
日
に
同
し
〕（16-4

）

　

と
い
う
よ
う
に
、
農
事
等
も
休
ま
な
い
村
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

【
七
草
（
七
種
）
粥
】

　

た
だ
、
こ
の
日
に
七
草
粥
を
炊
く
こ
と
は
か
な
り
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
多
く
の
例
が
あ
る
。
一
月
七
日
は
、
先
に
み
た

「
六
日
歳
夜
」
を
経
て
年
が
改
ま
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
節
日
で
あ
り
、
次
の
例
に
お
け
る
七
草
粥
に
は
、
そ
の
考
え
方
の
残
存
が
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三

感
じ
ら
れ
る
。

〔
七
日
ニ
は
年
神
へ
七
草
を
奉
る
と
て
、
六
日
よ
り
所
之
童
女
童
男
七
草
歌
を
唄
ひ
野
辺
へ
出
て
是
を
摘
ミ
そ
ろ
へ
て
又
歌
を
唄
ひ
た
ゝ
い
て
神
棚
に
備

へ
奉
る
〕（5-2

）

〔
正
月
七
日　

芹
な
ず
な
鈴
菜
其
外
何
草
ニ
て
も
七
品
を
取
揃
へ
粥
ニ
焚
、
歳
徳
神
え
奉
り
家
内
も
給
申
候
事
〕（9-20

）

　

つ
ま
り
、
七
草
粥
は
年
神
（
歳
徳
神
）
へ
供
え
、
家
内
も
共
食
す
る
と
い
う
心
意
で
あ
る
が
、
し
だ
い
に
そ
の
意
味
は
薄
ら
ぎ
、
粥
を

食
べ
る
と
い
う
風
習
だ
け
が
残
り
、
広
ま
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
こ
の
行
事
は
、
い
わ
ゆ
る
「
鳥
追
い
」（
作
物
の
害
鳥
を
追
い
、
豊
年
の
予
祝
を
行
う
行
事
）
と
の
習
合
が
見
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。

〔
七
日
の
暁
天
に
神
棚
へ
向
ひ
真
魚
板
に
七
種
を
な
ら
べ
、
杓
子
を
と
り
包
丁
の
背
に
て
拍
子
を
取
て
、
唐
土
の
鳥
と
日
本
の
鳥
か
渡
ら
ぬ
さ
き
に
七
種

を
た
ゝ
い
て
歳
徳
様
え
あ
け
ふ
よ
、
と
唱
ふ
る
事
世
の
俗
事
也
、
七
種
は
芹
薺
御
形
繁
縷
耳
無
草
須
々
菜
須
々
志
呂
こ
れ
ぞ
七
種
〕（20-1

）

　

も
っ
と
も
、
山
深
い
村
で
は
、
い
ま
だ
雪
に
閉
ざ
さ
れ
て
七
草
の
入
手
は
困
難
で
あ
っ
た
。

〔
人
日
七
種
の
頃
は
毎
年
野
末
に
雪
積
居
候
故
若
菜
は
無
之
〕（3-1

）

十
二　

御
用
始
め
、
業
始
め
（
一
月
十
一
日
）

【
蔵
祝
い
・
蔵
開
き
】

　

一
月
十
一
日
は
、
い
わ
ゆ
る
御
用
始
め
の
日
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
新
年
初
め
て
蔵
を
開
き
、
蔵
を
祝
う
風
が
あ
っ
た
。

　

村
で
は
、
庄
屋
・
畔
頭
・
証
人
百
姓
・
御
蔵
番
・
小
走
り
・
米
計
り
・
米
見
な
ど
の
役
向
き
が
参
集
し
、
蔵
の
戸
の
前
に
鏡
餅
や
御
神

酒
、
米
な
ど
を
供
え
、
そ
の
前
で
取
り
肴
を
食
し
、
祝
盃
を
交
わ
し
た
。
祝
宴
は
庄
屋
元
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

〔（
一
月
十
一
日
）
御
蔵
祝
と
し
て
嘉
例
ニ
て
庄
屋
畔
頭
証
人
百
姓
御
蔵
番
小
走
り
迄
御
蔵
前
え
参
り
、
鏡
餅
神
酒
米
等
戸
前
々
々
え
備
へ
、
其
前
ニ
て
田

作
り
煮
豆
生
大
根
之
取
肴
ニ
て
冷
酒
之
祝
盃
を
取
替
申
候
〕（1-1

）
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四

〔
此
日
（
一
月
十
一
日
）
御
蔵
開
キ
と
て
庄
屋
元
え
畔
頭
米
計
等
参
り
、
御
蔵
え
備
へ
候
祝
餅
を
な
ら
し
黄
粉
付
に
し
て
給
へ
、
田
作
り
の
肴
に
て
酒
差

出
御
蔵
祝
り
仕
候
〕（5-8

）

　

ま
た
、
商
人
た
ち
も
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
蔵
開
き
を
行
っ
た
。

〔（
一
月
）
十
一
日
式
日
市
中
商
人
分
ハ
蔵
開
キ
帳
祝
ひ
之
式
相
調
、
氏
神
え
参
詣
仕
廻
礼
抔
仕
候
〕（6-16

）

　

長
門
部
で
は
、
蔵
開
き
の
日
取
り
は
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
萩
周
辺
の
七
か
村
は
一
月
十
三
日
、
三
見
や
佐
々
並
で
は
一
月

上
旬
で
あ
っ
た
。

〔
萩
廻
り
七
ケ
村
御
庄
屋
役
之
儀
は
古
例
を
以
御
在
国
年
正
月
十
日
御
目
見
被
仰
付
、
御
留
守
年
は
十
一
日
御
帳
面
着
被
仰
付
候
、
同
十
三
日
御
蔵
開
御

用
始
ニ
付
庄
屋
座
え
畔
頭
中
集
会
〕（20-1

）

〔
御
蔵
開
御
用
始
上
旬
之
内
庄
屋
座
え
地
下
役
人
集
会
、
十
一
日
ニ
は
畔
頭
座
へ
一
組
別
相
集
、
年
中
足
役
彼
是
申
談
仕
候
〕（20-9

）

　

な
お
、
三
田
尻
の
御
船
蔵
に
お
い
て
も
各
役
所
に
お
い
て
御
用
始
め
が
行
わ
れ
、
御
茶
屋
に
お
い
て
は
、
制
法
の
読
誦
が
行
わ
れ
た
。

〔（
一
月
）
十
一
日　

御
船
倉
内
諸
御
役
所
別
夫
々
之
御
規
式
、
又
於
御
茶
屋
は
御
制
法
読
誦
御
座
候
事
〕（9-1

）

　

ま
た
、
長
門
通
浦
や
瀬
戸
崎
浦
の
鯨
組
で
は
、
元
日
に
漁
の
諸
道
具
を
入
れ
た
蔵
に
対
し
て
蔵
開
き
を
お
こ
な
っ
た
。
地
下
役
人
や
ハ

ザ
シ
た
ち
が
正
装
し
て
鏡
餅
や
御
神
酒
な
ど
を
蔵
の
前
に
供
え
、
と
も
に
祝
し
た
。

〔
正
月
元
日
鯨
組
規
式
蔵
開
迚
、
組
方
諸
道
具
入
置
候
蔵
へ
地
下
役
人
中
并
刃
刺
中
鏡
餅
神
酒
鰯
数
の
子
抔
の
肴
に
て
祝
し
申
候
〕（19-6

）

【
帳
祝
い
（
帳
綴
じ
）・
印
判
始
め
】

　

蔵
祝
い
（
蔵
開
き
）
の
あ
と
、
庄
屋
元
の
床
の
間
に
春
定
一
紙
（
は
る
さ
だ
め
い
っ
し
）
を
飾
り
、
そ
れ
に
も
ま
た
御
神
酒
・
鏡
餅
・

雑
煮
な
ど
を
供
え
た
。
こ
れ
を
「
帳
祝
い
」
と
い
っ
た
。
諸
帳
面
の
表
書
き
を
調
え
、
御
用
の
印
判
始
め
等
を
し
た
。

　

「
春
定
」
は
、
萩
藩
で
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
か
ら
実
施
さ
れ
、
廃
藩
ま
で
続
い
た
定
免
法
で
、
毎
年
始
め
に
、
各
農
民
の
田
畠

の
石
高
に
対
応
し
た
貢
租
の
額
を
告
知
す
る
た
め
の
村
別
の
賦
課
台
帳
を
「
春
定
皆
済
一
紙
」、
ま
た
「
春
定
一
紙
」
と
い
っ
た
。
公
的

行
事
と
し
て
の
「
帳
祝
い
」
は
、
こ
の
春
定
一
紙
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
久
賀
村
・
同
浦
で
は
、
こ
の
帳
祝
い
に
続
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い
て
畔
頭
が
各
家
で
名
寄
帳
（
人
別
の
名
寄
せ
賦
課
台
帳
）
を
床
に
飾
り
、
役
付
き
の
も
の
が
畔
頭
の
と
こ
ろ
に
参
集
し
て
祝
い
、
籾
引

歌
を
歌
っ
て
散
会
し
た
。

〔
夫
よ
り
庄
屋
元
え
参
り
御
帳
祝
と
し
て
春
定
御
一
紙
を
床
え
飾
、
神
酒
鏡
餅
雑
煮
膳
等
を
備
へ
、
嘉
例
之
祝
文
ヲ
書
、
庄
屋
畔
頭
御
用
之
印
判
始
仕
、

餅
吸
物
田
作
り
数
ノ
子
の
取
肴
ニ
て
旧
例
規
式
三
献
之
盃
仕
、、
夫
よ
り
畔
頭
中
ハ
証
人
百
姓
一
同
ニ
夫
々
之
宅
え
帰
り
、
床
え
名
寄
帳
ヲ
飾
備
物
同
様

ニ
し
て
地
下
頭
百
姓
拾
人
頭
山
守
樋
守
等
役
掛
り
之
者
寄
集
り
、
畔
頭
よ
り
祝
盃
ヲ
廻
し
三
献
相
済
、
其
中
三
五
人
も
同
音
ニ
て
籾
引
歌
を
諷
し
ヲ
吉

例
と
し
て
引
取
候
事
〕（1-1

）

　

ま
た
こ
の
日
、
市
中
の
商
人
た
ち
も
、
そ
の
年
に
用
い
る
帳
簿
（
大
福
帳
類
）
を
新
た
に
綴
じ
、
表
題
を
書
き
、
神
棚
へ
御
神
酒
や
供

物
と
共
に
供
え
て
祝
っ
た
。
こ
れ
も
「
帳
祝
い
」
と
い
っ
た
。

〔
帳
祝
ひ　

同
日
商
人
は
帳
祝
ひ
と
て
諸
入
用
之
帳
面
を
調
へ
神
棚
へ
備
へ
置
、
神
酒
供
物
を
捧
ケ
下
女
下
男
に
至
る
ま
て
心
よ
く
酒
飯
を
認
さ
せ
商
ひ

繁
昌
を
寿
し
申
候
事
〕（9-6

）

〔
町
家
に
て
ハ
帳
と
ぢ
と
号
し
家
々
商
売
出
入
之
帳
を
調
へ
神
棚
へ
備
へ
手
軽
き
取
肴
ニ
て
御
酒
を
戴
き
た
べ
合
〕（15-7

）

【
業
始
め
・
牛
の
使
い
初
め
】

　

こ
の
日
は
農
民
に
と
っ
て
も
重
要
な
日
で
、
形
式
的
な
稲
の
植
え
初
め
・
扱
初
め
・
舂
初
め
・
籾
挽
き
初
め
、
鍬
初
め
・
鋤
初
め
・
縄

な
い
初
め
・
猿
緒
打
ち
・
作
初
め
・
籾
種
を
種
池
に
漬
け
る
こ
と
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
先
だ
っ
て
、
正
月
三
が
日
に
も
形
式
的

な
業
始
め
を
お
こ
な
う
村
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
先
述
し
た
。

　

こ
の
日
は
ま
た
、
牛
を
使
い
始
め
る
重
要
な
日
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
記
述
は
、
長
門
部
に
偏
し
て
い
る
。

〔（
一
月
）
十
一
日
に
は
牛
を
出
し
鋤
初
抔
仕
候
て
同
日
一
ケ
年
中
相
用
候
猿
尾
を
打
申
候
〕（15-9

）

〔（
一
月
）
十
一
日
は
作
り
初
と
申
、
村
ニ
寄
候
て
は
早
朝
苗
代
地
え
椎
木
薄
き
抔
を
建
、
牛
遣
ひ
初
仕
候
、
秋
に
至
り
候
て
は
稲
は
薄
の
如
く
米
は
椎
の

太
さ
の
如
く
あ
れ
と
言
て
祝
し
候
儀
に
御
座
候
〕（16-4

）

　

も
っ
と
も
、
こ
の
日
は
牛
を
使
役
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
初
め
て
牛
舎
か
ら
出
し
、
野
に
遊
ば
せ
る
と
い
う
意
味
あ
い
が
強
か
っ
た
。
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〔（
一
月
）
十
一
日
ニ
ハ
早
朝
に
銘
々
特
牛
を
初
て
出
し
、
其
村
々
ニ
て
あ
た
り
の
明
キ
地
へ
牽
行
、
数
十
疋
相
交
へ
て
戯
れ
慰
せ
夫
よ
り
休
息
仕
候
〕

（17-8

）

〔
同
（
一
月
）
十
一
日
に
は
作
初
め
と
申
候
て
牛
を
田
頭
に
出
し
候
、
尤
今
日
牛
の
仕
業
は
不
仕
候
〕（19-15

）

　

ま
た
こ
の
日
、
久
賀
や
安
下
庄
の
網
漁
師
た
ち
は
、
大
玉
祭
り
と
称
し
、
酒
食
で
祝
っ
た
。

〔（
一
月
十
一
日
）
網
師
之
儀
は
大
玉
祭
り
と
号
、
銘
々
家
内
ニ
て
神
棚
え
神
酒
御
膳
ヲ
備
へ
酒
飯
ヲ
祝
し
候
事
〕（1-1

）

　

ま
た
、
長
登
銅
山
を
も
つ
長
登
村
で
は
、
こ
の
日
、
山
神
社
に
お
い
て
山
開
き
が
行
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
判
始
め
」
の
行
事
を
伴
っ
て

い
た
。

〔
同
（
一
月
）
十
一
日
か
な
山
入
規
式
之
儀
ハ
（
中
略
）、
十
日
の
夜
よ
り
地
下
中
山
神
社
へ
詣
し
初
穂
相
備
へ
神
主
を
招
通
夜
す
る
也
、
十
一
日
朝
ハ

地
下
老
若
男
女
無
残
集
り
右
の
御
樽
開
を
な
す
、（
中
略
）
山
年
寄
元
ニ
て
少
々
取
合
往
古
ニ
不
替
賑
々
し
く
其
規
式
を
な
す
、（
中
略
）
此
御
樽
肴
請

取
勘
文
ハ
山
年
寄
よ
り
濃
物
方
へ
当
節
季
の
内
ニ
書
出
し
、
正
月
御
用
始
御
代
官
様
御
判
始
の
勘
文
ニ
相
成
御
吉
例
の
よ
し
候
事
〕（17-11

）

【
上
り
日
（
手
習
い
初
）】

　

こ
の
日
は
ま
た
、
三
田
尻
や
宮
市
等
で
は
寺
子
屋
の
始
業
の
日
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
上
が
り
日
」
と
い
い
、
子
供
た
ち
は
文
庫
に

祝
い
の
餅
や
祝
儀
を
添
え
て
師
の
も
と
へ
行
き
、
手
習
い
始
め
を
し
た
。

〔
同
日
（
一
月
十
一
日
）
七
八
才
よ
り
十
三
四
才
迄
の
子
供
、
祝
餅
祝
義
文
庫
を
寺
子
屋
え
持
参
手
習
初
仕
候
事
〕（9-2

）

〔（
一
月
）
十
一
日
は
上
り
日
と
て
手
習
ひ
す
る
子
供
文
庫
へ
祝
ひ
餅
を
添
て
師
之
元
へ
参
り
祝
言
を
の
べ
寺
入
致
候
事
〕（9-6

）

十
三　

小
正
月
の
行
事
（
一
月
十
四
日
・
十
五
日
）

　

朔
旦
正
月
（
大
正
月
）
が
「
餅
」
を
主
体
と
し
た
正
月
な
の
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
小
正
月
（
そ
の
年
の
最
初
の
満
月
を
も
っ
て
年
を

迎
え
る
と
す
る
考
え
方
に
基
づ
く
正
月
）
は
、「
粥
」
を
主
体
と
す
る
正
月
と
い
え
よ
う
か
。
こ
の
日
は
鏡
餅
の
取
り
置
き
を
「
と
ん
ど
」

で
焼
き
、
あ
る
い
は
「
も
ち
の
粥
」
と
い
う
小
豆
粥
に
入
れ
て
食
べ
納
め
る
こ
と
で
朔
旦
正
月
を
終
え
、
そ
の
粥
で
そ
の
年
の
実
り
を
占
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い
（
粥
占
）、
ま
た
実
の
な
る
木
に
対
し
て
こ
の
粥
を
も
っ
て
実
り
の
呪
法
を
行
っ
た
（
成
木
責
め
）。
ま
た
女
の
尻
を
打
ち
、
子
宝
に

恵
ま
れ
る
呪
法
を
も
っ
て
戯
れ
る
（
祝
木
）
な
ど
、
生
産
・
多
産
に
関
す
る
呪
法
が
集
中
す
る
日
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
綱
引
き
を
行
う

村
が
あ
り
、
長
門
部
を
中
心
と
す
る
多
く
の
村
々
で
は
、
「
ト
ヘ
」
と
か
「
ト
ロ
ヘ
イ
」
と
か
よ
ば
れ
る
訪
問
者
が
や
っ
て
く
る
日
で
も

あ
っ
た
。

【
と
ん
ど
・
ど
ん
ど
】

　

い
わ
ゆ
る
小
正
月
の
火
祭
り
と
し
て
広
く
お
こ
な
わ
れ
る
行
事
で
あ
る
。
正
月
飾
り
を
持
ち
寄
っ
て
吉
書
（
書
き
初
め
）
を
焼
き
、
ま

た
正
月
餅
の
取
り
置
き
を
焼
い
て
食
べ
た
。
ほ
と
ん
ど
が
十
四
日
に
行
わ
れ
て
お
り
、
晩
に
行
わ
れ
る
記
述
も
多
い
。「
注
進
案
」
の
内

容
を
表
Ⅰ
に
ま
と
め
た
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、「
と
ん
ど
（
ど
ん
ど
）」
が
唱
え
ご
と
で
あ
っ
た
、
ま
た
は
唱
え
ご
と
を
伴
っ
た
例
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と

で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
注
記
＊
1
～
6
に
記
述
を
抜
萃
し
た
。

　

ま
た
、
三
丘
小
松
原
村
（
＊
7
）
に
つ
い
て
は
、「
大
根
畑
」
や
「
暑
中
之
病
難
を
凌
く
」
等
、
他
村
に
見
ら
れ
な
い
記
述
が
あ
る
の

で
注
記
し
た
。

　

さ
ら
に
、
特
徴
的
な
の
は
、
長
登
村
（17-11

）
の
と
ん
ど
の
記
述
で
あ
る
（
＊
8
）。
鉱
山
と
し
て
の
長
い
歴
史
を
持
つ
同
村
で
は
、

子
供
た
ち
が
、
山
神
社
を
は
さ
ん
で
二
手
に
分
か
れ
、
夜
通
し
互
い
に
相
手
方
の
悪
口
を
言
い
あ
う
と
い
い
、
そ
の
こ
と
を
「
ド
ン
ド
を

タ
ケ
ル
（
叫
ぶ
）」
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
「
悪
態
祭
り
」
（
悪
口
を
言
い
合
い
、
言
い
勝
っ
た
者
が
福
運
を
得
る
と
さ
れ
る
祭
り
。
悪
口

祭
り
）
の
一
種
で
あ
る
が
、
防
長
で
は
他
に
類
例
を
知
ら
な
い
。

　

な
お
、
中
下
郷
村
（14-1

）
に
み
え
る
「
縄
引
き
（
綱
引
き
）」（
＊
3
）
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
注
記
の
＊
2
、
3
、
4
、
6
に
み
え
る
「
祝
い
の
こ
け
（
こ
げ
、
か
ぎ
、
か
げ
）」
が
い
ず
れ
も
「
祝
い
（
鏡
餅
）



『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
村
の
「
正
月
」（
金
谷
）

二
八

表Ⅰ
村番号 村 月日 夜 名称・表記 飾り焼 餅焼 吉書焼 唱え事
1-1 久賀村・同浦 1月14日 とんど ○
1-2 日前村 1月14日 止々焼 ○
2-28 土井村 1月14日 止止焼 ○
3-3 本谷村 1月望日 東ン土
3-9 南桑村 1月望日 ○ 東ン土（どんど）・爆竹 ○
3-10 波野村 上元 爆竹
3-11 本郷村 1月望日 爆竹
3-12 黒澤宇塚村 1月望日 爆竹
3-15 符谷村 1月15日 爆竹 ○
4-9 金峯村 1月14日 止牟止
5-4 下田布施村 1月14日 とんと ○
5-8 曽根村 1月14日 左義長 ○
5-9 大野村 1月14日 どんと ○ ○ ○＊1

6-13 小郡村 1月14日 ○ とんど ○
7-13 岩田村 1月14日 ○ とんど ○
7-18（1）三丘小松原村 1月14日 ○ 左義長・ドンド＊7 ○ ○
8-7 長穂村 1月14日 止牟止
9-1 三田尻村 1月14日 止牟止 ○ ○
9-2 三田尻町 1月14日 止牟止 ○ ○ ○ ○＊2

9-3 東佐波令 1月14日 止牟止 ○ ○
9-5 西佐波令 1月14日 止牟止 ○ ○
9-6 宮市町 1月14日 止牟止 ○ ○ ○
9-7 仁井令 1月14日 止牟止 ○ ○
9-8 植松村 1月14日 止牟止 ○ ○
9-9 伊佐江 1月14日 止牟止 ○ ○
9-10 新田村 1月14日 止牟止 ○ ○ ○
9-11 向嶋 1月14日 止牟止 ○ ○
9-12 浜方 1月14日 止牟止 ○
9-13 田嶋 1月14日 止牟止 ○
9-15 西之浦前ヶ浜 1月14日 止牟止 ○
9-16 切畑村 1月14日 止牟止 ○ ○
9-17 江泊村 1月14日 止牟止 ○
9-20 下右田村 1月14日 止牟止 ○ ○ ○
9-21 高井村 1月14日 止牟止 ○ ○
9-22 大崎村 1月 止牟止 ○ ○
9-23 佐野村 　 止牟止 ○ ○ ○
10-26 真尾村 1月14日 止牟止 ○
10-30 鈴屋村 　 止牟止 ○ ○
10-31 奈美村 1月14日 止牟止 ○ ○
14-1 中下郷 　 　（涅槃） ○ ○ ○＊3

14-15 陶村 1月14日 どんど ○ ○
16-9 今浦御開作 1月15日 ドンド・サギツチヤウ ○ ○＊4

17-11 長登村 1月14日 ○ どんど＊8 ○
19-5 青海村･大日比浦 1月15日 左義長
19-6 瀬戸崎浦 1月15日 左義長 ○ ○＊5

20-1 河島庄 1月14日 さぎちやう・どんど ○ ○＊6

20-8 山田村 1月14日 飾焼 ○
20-9 三見村 1月14日 爆竹（どんと）
20-11 明木村 1月14日 飾り焼 ○
20-12 佐々並村 1月14日 さぎちやう



『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
村
の
「
正
月
」（
金
谷
）

二
九

の
欠
け
」
の
意
で
あ
る
と
す
る
と
、「
祝
い
の
こ
け
は
今
朝
ま
で
」
と
か
、「
祝
い
餅
の
こ
け
」
を
焼
い
て
歳
徳
神
な
ど
に
供
え
、
食
べ
る

と
い
う
行
事
は
、
い
か
に
も
「
正
月
の
終
わ
り
」
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、「
小
豆
飯
（
小
豆
餅
）
は
す
え

っ
た
」
の
「
ス
エ
ル
（
饐
え
る
）」
は
、
飲
食
物
な
ど
が
腐
っ
て
す
っ
ぱ
く
な
る
こ
と
を
い
う
語
で
あ
る
。

＊
1�　

十
四
日
祝
餅
飾
を
取
集
焼
申
候
、
童
と
も
「
ど
ん
と
や
ど
ん
と
」
と
囃
す
、
鏡
餅
を
此
火
ニ
て
焙
り
給
申
候

＊
2�　

止
牟
止　

同
十
四
日
子
供
正
月
飾
り
下
り
之
品
を
取
集
メ
、
里
離
に
持
出
火
を
付
「
ト
ン
ト
ヤ
左
義
長
祝
ひ
之
こ
け
ハ
今
朝
迄
小
豆
餅
ハ
す
へ

り
た
」、
と
い
ふ
て
書
初
を
竹
之
先
に
付
た
る
ニ
て
た
ゝ
き
は
や
し
申
候
、
大
方
祝
餅
之
こ
け
を
其
火
ニ
て
焼
キ
歳
徳
へ
備
へ
候
事

＊
3�　

正
月
十
四
日
に
ハ
子
供
の
戯
に
飾
り
縄
を
解
き
大
縄
を
う
ち
両
方
へ
引
競
べ
、
ひ
き
か
つ
方
そ
の
年
の
福
を
得
る
と
申
、
そ
の
縄
を
廿
日
過
に

は
売
は
ら
ひ
近
郷
へ
行
き
葉
付
の
竹
を
買
ひ
二
月
十
五
日
軒
別
へ
立
申
候
、（
中
略
）
涅
槃
会
に
ハ
そ
の
竹
と
正
月
の
飾
り
歯
朶
を
囲
ひ
置
候
と

を
も
て
田
端
へ
持
出
し
、
山
の
如
く
立
て
五
色
の
紙
の
大
旗
小
旗
に
南
無
釈
迦
如
来
と
書
付
、
町
々
よ
り
持
出
し
候
分
へ
火
を
点
し
、「
ど
ん
ど

や
さ
ぎ
ち
や
う
、
を
し
や
か
さ
ま
ハ
お
し
に
や
つ
た
、
い
わ
ひ
の
か
げ
ハ
け
さ
ま
で
、
あ
づ
き
も
ち
ハ
す
ゑ
つ
た
」
と
声
々
に
申
、
ま
た
家
々
よ

り
正
月
の
餅
を
貯
へ
置
た
る
を
此
火
に
焼
て
給
へ
、
そ
の
年
の
災
難
除
と
申
候
、

　
　
（
こ
の
行
事
に
は
、
と
ん
ど
と
涅
槃
行
事
と
の
習
合
が
見
ら
れ
る
。）

＊
4�　

十
五
日
童
子
家
毎
の
注
連
を
は
づ
し
、
浜
辺
或
ハ
田
上
に
持
出
し
焼
之
、
此
時
童
子
等
〇
ド
ン
ド
ヤ
サ
ギ
ツ
チ
ヤ
ウ
〇
祝
ノ
カ
ギ
ヤ
ア
ケ
サ
マ

デ
〇
ア
ヅ
キ
メ
シ
ャ
ア
〇
ス
ヘ
ツ
タ
と
お
の
お
の
大
音
ニ
て
は
や
し
立
申
候

＊
5　

正
月
十
五
日
寺
児
共
諸
家
の
注
連
飾
を
集
火
に
焚
、
左
義
長
を
唱
へ
申
候
、

＊
6�　

十
四
日
早
天
に
簑
組
其
余
飾
り
を
お
ろ
し
て
諸
所
一
所
に
取
集
め
、浄
火
を
以
て
焼
立
る
こ
と
也
、是
を
さ
ぎ
ち
や
う
と
も
、ど
ん
ど
ゝ
も
云
也
、

男
児
ど
ん
ど
を
は
や
す
と
云
て
、「
ど
ん
ど
や
さ
ぎ
ち
や
う
祝
ひ
の
賀
儀
ハ
今
朝
迄
」
な
ど
唱
ふ
る
事
也

＊
7�　

其
夜
銘
々
抱
之
大
根
畑
え
持
行
左
義
長
相
調
申
候
、
是
を
ド
ン
ド
と
も
相
唱
へ
申
候
、
其
節
左
義
長
之
火
を
以
餅
を
灸
り
神
へ
備
へ
其
神
供
を

戴
候
時
は
暑
中
之
病
難
を
凌
く
と
申
伝
候

＊
8�　

同
十
四
日
ど
ん
ど
と
い
ふ
事
あ
り
、（
中
略
）
夜
ニ
入
小
児
共
上
ミ
ハ
亀
山
下
モ
ハ
乗
泉
寺
と
い
ふ
古
跡
の
寺
山
へ
登
り
、
山
神
社
を
中
に
し

て
味
方
々
々
柴
薪
を
多
く
積
、
是
を
燃
し
終
夜
訇
り
あ
ふ
、
そ
の
詈
の
言
葉
ハ
村
中
諸
人
年
中
の
行
状
善
悪
不
儀
不
道
の
事
を
揚
て
悪
口
す
、
是

を
ド
ン
ド
を
タ
ケ
ル
と
い
ゝ
習
ハ
す
也
、
実
ハ
大
人
も
登
り
ひ
そ
か
に
お
し
へ
て
言
わ
せ
け
る
を
後
日
の
宿
意
ニ
ハ
せ
さ
る
と
い
ふ
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三
〇

【
も
ち
の
粥
・
作
例
し
（
さ
く
だ
め
し
）・
み
て
の
正
月
】

　

一
月
十
五
日
に
、
正
月
の
餅
や
「
く
い
つ
み
」（
先
述
）
の
米
を
入
れ
て
炊
い
た
小
豆
粥
を
「
も
ち
の
粥
」
と
い
い
、
ま
た
こ
の
日
の

一
連
の
行
事
の
こ
と
を
「
も
ち
の
粥
」
と
よ
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
日
（
上
元
）
に
小
豆
粥
を
食
べ
る
と
一
年
中
の
災
難
が
避
け
ら
れ
る

と
い
う
風
は
古
く
、
ま
た
全
国
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
に
お
け
る
「
も
ち
」
は
、
本
来
「
餅
」
で
な
く
「
望
（
も
ち
）」、
す
な
わ
ち
満
月
の
日
を
意
味
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

「
望
日
に
ハ
小
豆
粥
」（3-3

）、「
望
チ
の
小
豆
粥
」（3-4

）、「
も
ち
と
号
し
粥
を
焚
」（7-4

）、「
正
月
十
五
日
は
も
ち
と
て
休
足
」（7-

15

）
な
ど
の
い
い
方
や
、
餅
を
入
れ
な
い
粥
を
「
望
の
粥
」
と
よ
ぶ
例
（15-7

）
等
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
原
義
が
忘
れ
ら
れ

て
「
餅
の
粥
」
と
記
さ
れ
て
い
る
例
も
多
い
。
粥
は
歳
徳
神
等
に
供
え
た
の
ち
、
家
内
で
食
べ
た
。
こ
の
粥
に
入
れ
た
餅
を
「
柱
」
と
よ

ぶ
例
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

〔
同
（
一
月
）
十
五
日　

小
豆
粥
へ
年
礼
客
へ
出
し
候
喰
つ
め
米
切
餅
等
を
焚
ま
せ
神
々
へ
備
へ
〕（9-10

）

〔
同
（
一
月
）
十
五
日　

米
餅
小
豆
の
三
品
を
粥
に
焚
、
歳
徳
神
え
奉
り
家
内
も
給
申
候
、
左
候
て
神
棚
よ
り
下
り
之
粥
を
諸
々
の
実
木
え
喰
し
て
其
年

の
実
を
祝
申
候
事
〕（9-20

）

　

後
者
の
例
に
み
え
る
よ
う
に
、
こ
の
粥
は
同
日
行
わ
れ
る
「
成
木
責
め
」
や
、
そ
の
年
の
実
り
を
占
う
「
作
例
し
」
に
用
い
ら
れ
た
。

「
成
木
責
め
」
に
つ
い
て
は
後
述
し
、「
作
例
し
」
の
例
を
み
る
。
こ
こ
で
は
、
三
本
の
藁
を
そ
れ
ぞ
れ
早
稲
、
中
稲
、
晩
稲
に
み
た
て

て
粥
に
差
し
こ
み
、
つ
い
た
粥
を
稲
穂
に
見
立
て
て
実
り
を
占
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
穂
垂
粥
（
ほ
た
れ
が
ゆ
）」
と
い
っ
た
。

〔（
一
月
）
十
五
日
ニ
ハ
望
の
粥
と
て
小
豆
を
入
て
粥
を
焚
、
穂
垂
粥
と
て
藁
の
し
び
三
本
を
以
早
中
晩
田
と
定
、
鍋
の
中
へ
指
入
粥
の
付
た
る
上
ニ
す
く

も
を
付
る
に
誠
の
稲
穂
の
如
く
、
是
を
其
年
の
作
例
シ
と
て
穂
並
よ
く
付
た
る
を
上
作
と
申
、（
下
略
）（15-23

）

　

な
お
、
こ
の
日
の
こ
と
を
、「
み
て
の
正
月
」
と
よ
ん
で
い
る
例
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
「
み
て
る
」
は
終
わ
る
、
な
く
な
る

こ
と
を
意
味
す
る
語
で
、
い
わ
ゆ
る
朔
旦
正
月
の
終
わ
り
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

〔
此
日
（
一
月
十
五
日
）
は
餅
の
粥
と
て
粥
へ
餅
を
い
れ
神
仏
え
備
へ
家
内
祝
ひ
申
候
、
今
日
を
み
て
の
正
月
迚
村
中
遊
ひ
申
候
〕（5-8

）
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三
一

【
成
木
責
め
】

　

「
成
木
責
め
」
は
、
実
の
な
る
木
に
傷
を
付
け
て
「
も
ち
の
粥
」
を
食
わ
せ
、
豊
穣
を
約
束
せ
し
め
る
呪
法
で
、
具
体
的
に
は
、

〔（
一
月
）
十
五
日
ハ
餅
の
粥
を
焚
神
棚
へ
備
へ
置
、
弐
人
連
に
て
梨
柿
菓
も
の
ゝ
木
の
も
と
へ
行
、
壱
人
斧
を
持
、
亦
壱
人
ハ
粥
を
か
ゝ
へ
、
な
り
木
ニ

む
か
ひ
て
、
な
ら
ね
ば
切
ル
と
斧
を
ふ
り
あ
け
切
込
む
、
又
壱
人
ハ
理
り
て
曰
、
な
り
ま
す
な
り
ま
す
と
言
て
其
切
口
ヘ
粥
を
喰
せ
し
事
あ
り
〕（17-3

）

　

と
い
っ
た
も
の
で
、
防
長
に
お
い
て
も
広
く
行
わ
れ
、「
注
進
案
」
に
も
多
く
の
例
が
あ
る
。

【
綱
引
き
】

　

小
正
月
の
綱
引
き
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
前
表
の
注
記
＊
3
を
含
め
て
三
例
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
年
占
の
意
味
あ
い
を
も
っ

て
い
た
。

〔
市
中
ニ
正
月
十
五
日
夜
大
綱
を
打
、
暮
相
ヨ
リ
市
の
東
西
二
組
ニ
分
れ
子
供
出
て
引
始
、
次
第
ニ
中
老
若
及
深
更
て
ハ
男
女
相
雑
り
、
終
中
よ
り
引
切

勝
た
る
方
ニ
は
閧
を
揚
ケ
、
翌
朝
綱
切
て
其
年
の
吉
事
と
し
て
是
を
配
る
〕（11-9

）

〔
正
月
十
四
日
に
ハ
子
供
の
戯
に
飾
り
縄
を
解
き
大
縄
を
う
ち
両
方
へ
引
競
べ
、
ひ
き
か
つ
方
そ
の
年
の
福
を
得
る
と
申
〕（14-1

）

〔
已
前
ハ
恵
美
須
堂
の
前
に
て
（
一
月
）
十
四
日
の
夜
綱
引
と
い
ふ
事
を
せ
り
、
町
の
上
ミ
下
モ
二
ツ
に
別
れ
、
上
ミ
ハ
友
永
門
前
鳶
の
巣
平
原
、
下
モ

ハ
近
光
田
津
温
湯
辺
の
者
加
勢
し
引
勝
た
る
方
其
年
ハ
諸
事
仕
合
せ
よ
く
耕
作
も
商
ひ
も
満
足
す
る
、
今
ハ
怠
転
せ
り
、
百
年
程
も
已
前
の
事
な
り
と

ぞ
〕（17-1

）

　

一
例
目
と
三
例
目
は
夜
に
行
わ
れ
て
お
り
、
満
月
の
も
と
で
の
行
事
で
あ
っ
た
。

【
祝
い
木
・
墨
塗
り
十
五
日
】

　

祝
い
木
は
、
一
般
的
に
は
小
正
月
の
粥
占
・
成
木
責
め
・
嫁
た
た
き
な
ど
の
行
事
に
用
い
る
棒
を
い
う
が
、
防
長
に
お
い
て
は
、

〔（
一
月
）
十
三
日
昼
後
よ
り
十
五
日
朝
迄
祝
木
と
申
候
て
童
男
の
戯
に
藁
袋
に
橙
を
包
ミ
、
凡
十
歳
位
よ
り
十
八
九
迄
の
女
〔
眉
毛
の
あ
る
女
の
尻
を
擲
、

眉
毛
を
払
候
女
を
バ
構
ひ
不
申
候
〕
の
尻
を
打
候
事
、（
中
略
）
伝
ニ
曰
、
此
祝
木
と
申
者
ニ
て
女
の
尻
を
打
候
得
ば
、
よ
き
子
を
も
つ
呪
と
て
古
老
の
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三
二

も
の
申
伝
候
事
、（
後
略
）〕（16-9

）

　

と
い
う
ふ
う
に
、
ダ
イ
ダ
イ
で
未
婚
の
娘
の
尻
を
打
っ
て
子
供
を
孕
ま
せ
ん
と
し
た
呪
法
の
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら

く
本
来
は
、「
も
ち
の
粥
」
に
用
い
た
棒
で
女
の
尻
を
打
っ
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
役
割
が
「
ダ
イ
ダ
イ
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

も
と
も
と
大
ま
じ
め
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
と
同
様
、
一
種
の
楽
し
み
、
戯
れ
と
な
っ
て
い
た
様
子
は
、

次
の
例
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
女
の
側
か
ら
の
反
撃
と
し
て
、
男
に
墨
な
ど
を
塗
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
に
男
女
が

鍋
墨
を
つ
け
あ
っ
て
戯
れ
る
こ
と
は
、「
墨
付
け
正
月
」
と
い
っ
て
、
山
陰
・
北
陸
地
方
を
中
心
に
例
が
あ
る
。

〔
其
日
を
墨
ぬ
り
十
五
日
と
申
候
て
女
は
男
に
墨
又
は
白
粉
の
類
を
顔
な
ど
に
つ
け
ん
と
争
ひ
、
男
は
橙
を
手
拭
に
つ
ゝ
み
娘
を
祝
と
申
候
て
尻
を
叩
き

な
と
、
若
き
男
女
ど
ち
戯
れ
申
候
〕（21-19

）

【
と
へ
・
と
ひ
・
と
ろ
へ
い
】

　

「
注
進
案
」
に
み
え
る
「
と
へ
（
と
ひ
・
と
ろ
と
ろ
・
と
ろ
へ
い
）」
に
つ
い
て
は
、
表
Ⅱ
に
ま
と
め
た
。

　

こ
れ
は
、
一
月
十
四
日
の
夜
、
若
者
や
子
供
な
ど
が
家
々
を
回
っ
て
、
銭
差
や
藁
馬
な
ど
の
縁
起
物
を
折
敷
に
入
れ
て
縁
側
等
に
置
く
。

家
の
方
で
は
そ
れ
を
受
け
取
り
、
代
わ
り
に
餅
等
の
祝
儀
を
置
い
て
、
家
に
入
る
と
見
せ
か
け
て
、
祝
儀
を
取
り
に
来
た
子
供
た
ち
に
水

を
掛
け
た
り
、
捕
ま
え
て
墨
を
塗
っ
た
り
し
て
戯
れ
る
行
事
で
、
中
国
地
方
の
他
の
地
方
で
は
「
ほ
と
ほ
と
」「
こ
と
こ
と
」
な
ど
と
い

う
も
の
に
あ
た
る
。
民
俗
学
で
、
い
わ
ゆ
る
「
小
正
月
の
訪
問
者
」
と
よ
ん
で
い
る
祝
言
行
事
で
あ
る
。

〔
同
月
（
一
月
）
十
四
日
の
夜
と
ひ
と
唱
へ
候
て
若
き
男
と
も
相
集
り
、
藁
に
て
銭
さ
し
馬
な
と
を
こ
し
ら
へ
盆
に
入
レ
家
々
に
持
行
戸
口
に
居
へ
お
き

か
げ
に
か
く
れ
居
候
、
内
よ
り
ハ
是
を
と
り
盆
に
餅
を
入
レ
戸
口
に
居
へ
お
き
候
へ
は
、
外
よ
り
是
を
と
り
逃
行
、
是
に
水
を
か
け
わ
ら
ひ
候
、
若
う

ち
へ
は
い
り
候
時
ハ
引
捕
へ
か
ほ
へ
墨
を
ぬ
り
可
笑
し
き
風
俗
に
御
座
候
〕（14-15
）

　

「
注
進
案
」
に
記
さ
れ
た
こ
の
行
事
の
主
体
に
つ
い
て
は
、
①
「
若
キ
者
」「
若
き
男
」、
②
「
童
部
」「
少
年
共
」、
③
「
下
賤
之
子

供
」
「
世
渡
り
六
ツ
ケ
敷
も
の
ゝ
子
供
」
「
小
民
の
若
者
子
供
等
」
の
三
つ
に
大
別
で
き
、
歴
史
的
な
変
遷
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
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表
Ⅱ村
番

号
村

名
称

月
日

等
主

体
異

装
唱

え
事

持
参

物
祝

儀
墨

塗
り

水
か

け
備

考

9-2
三

田
尻

町
と

ろ
平

1/14
暮

下
賤

之
子

供
―

「
お

わ
し

ら
を

か
つ

が
せ

よ
」

―
餅

墨
ぬ

り
年

に
よ

り

9-6
宮

市
町

と
ろ

へ
い

1/14
夜

世
渡

り
六

ツ
ケ

敷
も

の
ゝ

子
供

―
「

柱
を

か
た

ぎ
た

し
」

「
前

の
は

し
ら

を
か

た
け

」
―

餅
―

―

9-8
植

松
村

と
ろ

へ
1/14

夜
若

キ
者

―
―

銭
差

縄
餅

水
か

け
―

9-10
神

殿
村

と
ろ

へ
1/14

夜
（

男
子

供
）

蓑
笠

―
銭

差
ま

た
は

藁
馬

餅
水

か
け

―

9-11
向

嶋
と

ひ
1/14

夜
若

キ
者

か
む

り
も

の
「

と
ひ

」
封

縄
三

本
程

餅
一

重
水

か
け

―

9-13
田

嶋
と

ろ
へ

1/14
暮

下
賤

之
者

蓑
笠

―
銭

差
ま

た
は

藁
馬

餅
一

重
水

か
け

―

9-16
切

畑
村

と
ひ

1/14
（

1/15
宵

）
―

―
―

銭
差

ま
た

は
藁

船
馬

、
松

竹
餅

水
か

け
―

10-32
中

山
村

と
ろ

へ
い

1/14
夜

―
―

―
銭

差
ま

た
は

藁
馬

に
松

竹
を

添
餅

水
か

け
―

14-2
上

中
郷

と
へ

と
へ

1/14
夜

子
供

・
若

き
も

の
―

「
ト

へ
ト

ヘ
」

封
縄

弐
本

餅
一

重
墨

ぬ
り

水
か

け
大

笑

14-15
陶

村
と

ひ
1/14

夜
若

き
男

―
―

銭
差

・
藁

馬
餅

墨
ぬ

り
水

か
け

笑

18-1
日

置
上

村
と

へ
い

1/14
夜

小
民

の
若

者
子

供
等

―
―

―
祝

歓
餅

―
―

19-8
深

河
村

と
へ

1/14
夜

童
部

―
―

銭
差

餅
墨

ぬ
り

水
か

け
―

19-14
殿

居
村

と
へ

1/14
夕

―
―

―
銭

差
・

藁
馬

な
ど

餅
―

頭
立

候
百

姓
へ

19-15
殿

敷
村

と
へ

1/14
夕

少
年

共
蓑

合
羽

、
笠

手
拭

等
に

て
面

を
隠

す
―

銭
差

・
藁

馬
な

ど
餅

―
―
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三
四

か
も
し
れ
ぬ
し
、
ま
た
装
束
に
つ
い
て
も
、
蓑
笠
・
か
ぶ
り
物
等
の
異
装
は
来
訪
神
の
お
も
む
き
を
残
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
の
神

は
、
小
正
月
を
年
の
始
め
と
認
識
し
た
場
合
の
、
歳
徳
神
の
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
子
供
の
遊
戯
」
と
い
っ
た
概
念
で
片
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
行
事
で
は
な
か
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
考
察

を
お
こ
な
う
に
は
材
料
が
乏
し
い
。

　

ま
た
、
こ
の
行
事
で
三
田
尻
・
宮
市
に
特
徴
的
な
唱
え
ご
と
に
、「
柱
を
担
ぐ
」
が
あ
る
。

〔
と
ろ
平　

同
日
暮
方
年
ニ
寄
り
下
賤
之
子
供
と
ろ
平
と
申
、
餅
を
貰
歩
行
申
候
時
お
わ
し
ら
を
か
つ
が
せ
よ
と
い
ふ
て
顔
へ
墨
を
ぬ
り
戯
れ
申
候
事
〕

（9-2

）

〔
と
ろ
へ
い　

同
夜
と
ろ
へ
い
と
申
、
世
渡
り
六
ツ
ケ
敷
も
の
ゝ
子
供
数
多
門
口
ニ
彳
ミ
、
柱
を
か
た
ぎ
た
し
と
い
へ
は
、
内
よ
り
出
て
餅
を
あ
と
ふ
、

あ
た
へ
さ
る
家
に
は
前
の
は
し
ら
を
か
た
け
と
言
ふ
て
返
し
候
事
〕（9-6

）

　

こ
れ
ら
に
み
え
る
「
柱
」
は
、
次
の
例
を
も
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
日
に
行
わ
れ
る
「
も
ち
の
粥
」
行
事
（
先
述
）
と
の
か
か
わ
り
が
推

察
さ
れ
る
。

〔（
一
月
）
十
五
日
ニ
は
も
ち
の
粥
と
て
粥
に
餅
を
入
れ
是
を
柱
と
名
付
け
年
徳
神
へ
備
ふ
〕（5-2

）

〔（
一
月
）
十
五
日
家
々
粥
え
餅
を
入
炊
申
候
、
是
を
柱
と
い
ふ
〕（5-9

）

　

な
お
、
日
置
上
村
の
八
幡
宮
に
お
い
て
、
同
夜
「
宮
と
へ
い
」
な
る
行
事
が
あ
り
、
社
家
衆
が
こ
と
ご
と
く
参
籠
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

〔
在
庁
考　

当
庄
八
幡
宮
享
禄
四
年
の
御
社
役
注
文
の
中
に
一
二
斗
正
月
十
四
日
夜
宮
と
へ
い
社
家
衆
悉
参
籠
仕
候
と
あ
り
〕（18-1

）

十
四　

廿
日
正
月
（
一
月
二
十
日
）

【
廿
日
（
は
つ
か
）
正
月
】

　

一
月
二
十
日
は
「
廿
日
正
月
」
と
い
い
、
土
穂
団
子
（
脱
穀
や
臼
挽
き
の
時
に
地
面
に
こ
ぼ
れ
落
ち
た
籾
の
米
で
作
っ
た
団
子
）
や
土
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三
五

穂
飯
、
土
穂
粥
を
作
っ
て
神
前
に
供
え
、
ま
た
食
す
る
日
で
あ
っ
た
。

〔
正
月
廿
日　

家
毎
に
古
年
の
つ
ゝ
穂
し
い
ら
米
は
た
き
団
子
に
し
粥
に
焚
、
其
内
太
き
成
を
拵
へ
置
候
て
作
り
神
へ
備
へ
棚
よ
り
下
し
、
麦
を
誉
る
と

申
候
て
畠
へ
持
出
候
者
も
御
座
候
事
〕（9-10

）

〔（
一
月
）
廿
日
ハ
廿
日
正
月
と
て
土
穂
飯
を
給
候
〕（6-16

）

〔
廿
日
ハ
廿
日
正
月
と
唱
候
て
家
毎
に
前
年
よ
り
臼
引
の
節
追
々
貯
置
候
つ
ゝ
ぼ
を
は
た
き
て
団
子
を
拵
へ
戸
毎
に
朝
飯
に
食
し
申
候
、
農
家
の
食
事
は

常
に
ケ
様
の
物
を
た
べ
よ
と
の
慎
ミ
の
教
へ
な
る
由
申
伝
へ
候
〕（19-15

）

　

こ
の
行
事
は
、
小
正
月
を
も
っ
て
正
月
だ
と
認
識
し
て
い
た
際
の
、
正
月
の
終
わ
り
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
詳
細
を
う
か
が
う

に
は
材
料
に
乏
し
い
が
、
ハ
レ
の
日
の
料
理
を
食
べ
尽
く
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

【
麦
ほ
め
・
作
物
を
誉
め
る
】

　

ま
た
こ
の
日
は
、
前
項
の
一
例
目
に
み
え
る
よ
う
に
、
麦
や
作
物
を
誉
め
、
豊
穣
た
ら
し
め
ん
と
す
る
呪
法
が
行
わ
れ
る
日
で
も
あ
っ

た
。
こ
れ
を
一
般
的
に
は
、「
麦
ほ
め
」
と
い
っ
た
。

〔
廿
日
正
月　

（
一
月
）
廿
日
は
米
の
粉
に
て
団
子
を
拵
へ
神
へ
備
ふ
、
又
農
業
す
る
家
に
は
主
人
田
畑
に
出
て
作
物
を
誉
る
習
ハ
せ
ニ
て
御
座
候
事
〕

（9-6

）

〔（
一
月
）
廿
日
つ
ゝ
ぼ
だ
ん
ご
年
徳
え
備
へ
て
麦
を
ほ
む
る
（
笠
を
着
蓑
を
さ
か
し
に
着
て
ほ
む
る
な
り
）〕（11-18

）

　

な
お
、
麦
が
成
長
を
み
た
四
月
に
も
麦
を
誉
め
、
す
し
な
ど
を
作
っ
て
収
穫
前
の
休
息
を
す
る
風
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
、
麦
熟
し

（
む
ぎ
う
ら
し
）
と
い
っ
た
。

〔
麦
熟
し　

四
月
麦
熟
前
、
鯛
之
取
れ
る
頃
ゆ
へ
鯛
を
麦
藁
鯛
と
唱
、
求
め
酢
食
を
拵
へ
親
類
間
招
キ
合
、
給
へ
候
て
麦
を
誉
め
混
納
植
付
前
之
骨
つ
き

を
致
候
事
〕（9-1

）

【
山
行
を
忌
む
】

　

一
月
二
十
日
は
ま
た
、
山
の
神
を
祭
り
、
山
へ
行
く
こ
と
を
忌
む
日
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
禁
忌
は
北
浦
方
面
で
強
い
よ
う
で
あ
る
が
、
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三
六

山
へ
入
ら
ぬ
日
は
多
く
の
村
々
で
設
定
さ
れ
て
い
た
。

〔
廿
日
を
は
つ
か
正
月
と
も
又
山
の
神
の
祭
り
と
も
申
休
日
、
此
日
山
に
入
こ
と
を
禁
候
〕（19-8

）

〔（
廿
日
正
月
）民
家
に
て
ハ
山
神
の
節
飯
あ
る
日
な
り
と
云
ひ
て
山
に
入
る
こ
と
を
禁
し
、
入
る
者
ハ
必
怪
事
に
遭
ふ
よ
し
に
て
行
者
無
御
座
候
〕（20-1

）

【
浦
手
の
正
月
】

　

奥
阿
武
宰
判
江
崎
村
の
漁
師
た
ち
は
、
こ
の
日
を
「
浦
手
の
正
月
」
と
称
し
、
餅
を
つ
き
、
酒
食
を
も
っ
て
新
年
の
無
事
を
祈
り
、
ま

た
旧
年
の
無
事
を
よ
ろ
こ
ん
だ
。
新
参
の
も
の
は
船
主
に
挨
拶
に
行
っ
た
。

〔
当
村
に
浦
手
の
正
月
と
申
候
て
毎
年
正
月
廿
日
に
若
餅
を
搗
、
餅
吸
物
を
調
近
辺
の
者
を
呼
合
事
御
座
候
、（
中
略
）
去
年
乗
組
の
も
の
ハ
是
迄
互
に
無

難
に
て
一
年
の
終
り
し
を
よ
ろ
こ
ひ
、
又
新
に
乗
組
候
者
は
其
年
中
の
堅
め
と
し
て
船
主
へ
参
り
会
候
ニ
付
、（
中
略
）
互
に
祝
ひ
申
候
事
〕（21-15

）

十
五　

日
待
ち
・
地
神
申
し
・
押
し
競
べ
（
同
士
押
し
）

【
日
待
ち
】

　

一
月
の
う
ち
に
、
社
家
や
山
伏
・
盲
僧
な
ど
を
招
い
て
「
日
待
ち
」
を
お
こ
な
う
こ
と
は
防
長
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

多
く
の
記
載
が
あ
る
。
元
来
は
文
字
ど
お
り
、
通
夜
の
の
ち
昇
り
来
る
太
陽
を
拝
す
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、「
注
進
案
」
の
時
代
に
は
、

す
で
に
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
。

〔
日
待　

正
月
銘
々
日
を
撰
ひ
供
物
を
備
へ
神
主
或
は
山
伏
盲
僧
を
招
キ
神
勤
を
頼
み
、
よ
も
す
が
ら
家
内
打
寄
酒
呑
咄
し
な
と
い
た
し
日
の
出
に
摩
利

支
天
を
拝
ミ
申
候
事
〕（9-2

）

〔
正
月
の
内
に
御
日
待
と
て
一
村
々
々
に
て
社
家
を
招
き
終
夜
日
天
子
を
祭
り
農
業
の
咄
な
ど
仕
翌
朝
日
光
を
拝
し
退
散
仕
候
〕（19-15

）

　

日
待
ち
は
本
来
、
家
々
で
神
主
等
を
請
け
て
営
む
こ
と
（
家
祈
祷
）
が
基
本
の
形
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
正
月
中
ニ
は
御
日
待
と
て
銘
々
為
家
祈
祷
社
人
申
請
祓
執
行
仕
〕（7-9

）
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三
七

〔
地
下
内
ニ
て
も
勝
手
向
宜
敷
者
ハ
神
主
山
伏
座
頭
抔
申
請
候
て
日
待
仕
候
者
も
間
々
御
座
候
〕（9-11

）

　

一
方
で
、
各
家
の
負
担
軽
減
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
日
待
ち
が
組
や
小
村
等
で
、
持
ち
寄
り
等
で
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ

も
あ
り
、
そ
の
場
合
、「
惣
日
待
ち
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

〔
組
中
為
安
全
之
御
日
待
仕
候
、
尤
雑
費
卜
し
て
軒
別
米
五
合
宛
持
寄
相
済
候
〕（8-13

）

〔
正
月
の
内
ニ
ハ
村
内
日
待
迚
、
社
人
を
招
き
当
屋
え
集
り
通
夜
す
、
尤
一
組
切
之
処
も
あ
り
、
又
ハ
近
隣
両
三
軒
兼
て
人
数
を
組
て
催
す
所
も
あ
り
〕

（17-1

）

　

日
待
ち
が
集
団
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
同
じ
く
一
月
中
に
執
行
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
地
神
祭
等
と
合
体
し
て
、
初
寄
合
の
機
能
を
持

つ
こ
と
も
多
か
っ
た
。

〔
地
神
祭
り　

正
月
中
地
下
村
々
米
銭
持
寄
に
し
て
相
集
り
、
御
日
待
兼
祭
に
し
て
社
人
或
は
山
伏
を
申
受
、
五
穀
成
就
之
神
勤
相
頼
夕
飯
夜
食
相
認
候

事
〕（9-20

）

　

な
お
、
日
待
ち
は
五
・
九
月
に
も
行
っ
た
例
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
正
五
九
月
（
し
ょ
う
ご
く
が
つ
）」
で
あ
る
。

〔
正
五
九
月
等
に
は
日
待
仕
候
も
の
村
中
凡
半
方
位
御
座
候
〕（7-15

）

〔
日
待　

禅
宗
之
家
ニ
は
正
五
月
九
月
相
待
候
事
〕（10-27

）

【
地
神
祭
・
地
神
申
し
・
福
の
種
蒔
き
】

　

日
待
ち
が
本
来
、
家
祈
祷
と
し
て
行
わ
れ
た
の
に
対
し
、
地
神
祭
は
、
一
月
中
に
（
二
月
に
な
る
こ
と
も
あ
る
）
組
や
小
村
、
講
中
ご

と
に
寄
り
合
い
、
社
人
や
盲
僧
を
招
い
て
御
幣
を
切
っ
て
も
ら
い
、
五
穀
成
就
を
祈
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
き
お
い
そ
の
共
同
体
の
初
寄

合
と
し
て
の
機
能
を
持
ち
、
地
下
内
の
き
ま
り
ご
と
を
話
し
合
い
、
相
談
し
、
道
筋
の
修
甫
や
田
植
え
の
日
取
り
等
を
決
め
る
こ
と
も
行

わ
れ
た
（
前
稿
参
照
）。
農
家
に
と
っ
て
は
、
大
切
な
祭
り
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

〔
正
月
之
内
ニ
ハ
地
神
申
と
号
し
弐
拾
軒
程
宛
ニ
講
組
を
分
ケ
盲
僧
を
招
キ
祭
式
相
調
、
次
ニ
は
地
下
中
諸
〆
り
等
申
談
候
、
人
々
田
植
日
取
を
も
仕
候
〕

（7-13

）
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三
八

〔
御
百
性
第
一
之
地
神
祭
と
相
唱
、（
後
略
）〕（17-9

）

　

地
神
祭
り
で
調
製
さ
れ
た
御
幣
は
村
の
四
方
境
や
各
家
の
田
畠
、
苗
代
、
水
口
等
に
立
て
ら
れ
た
。

〔
地
神
祭
と
号
盲
僧
を
招
き
於
当
屋
ニ
相
営
村
々
四
方
へ
大
な
る
幣
を
立
家
別
へ
も
少
き
幣
を
配
り
麦
田
へ
是
を
立
〕（15-9

）

〔
地
神
祭
り
正
月
中
旬
盲
僧
を
招
キ
地
下
中
打
寄
り
御
酒
を
備
へ
幣
を
壱
本
宛
取
帰
り
苗
代
え
建
候
事
〕（15-19

）

　

地
神
祭
を
執
行
す
る
主
体
と
な
っ
た
の
は
、
盲
僧
と
よ
ば
れ
る
盲
目
の
琵
琶
弾
き
の
こ
と
が
多
か
っ
た
。
盲
僧
に
つ
い
て
は
別
稿
と
し

た
い
が
、
こ
の
祭
り
の
後
、
前
大
津
宰
判
の
い
く
つ
か
の
村
で
は
、
盲
僧
や
祭
り
の
当
屋
を
「
胴
上
げ
」
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
こ
と

を
「
福
の
種
蒔
き
」
と
記
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
萩
市
大
井
湊
地
区
の
地
神
祭
で
は
、
人
々
が
米
を
撒
き
な

が
ら
願
い
事
を
唱
え
、
座
敷
を
回
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
い
、
そ
の
こ
と
を
「
福
の
種
蒔
き
」
と
い
う
そ
う
で
あ
る
（
萩
市
立
萩

博
物
館
清
水
満
幸
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。

〔
此
頃
地
神
祭
と
て
往
古
よ
り
村
々
に
て
会
合
、
地
神
経
盲
僧
相
招
き
終
日
琵
琶
を
弾
し
読
経
仕
ら
せ
、
終
り
に
五
穀
成
就
福
の
種
蒔
と
号
し
盲
僧
并
に

当
屋
の
主
を
胴
上
ケ
の
祝
ひ
仕
候
〕（19-2
）

〔
此
月
地
神
祭
り
村
々
当
屋
へ
寄
合
、
盲
僧
を
招
き
幣
を
調
へ
注
連
を
張
、
終
日
読
経
福
の
種
蒔
と
い
ふ
こ
と
あ
り
、
夜
中
盲
僧
琵
琶
を
弾
し
し
も
歌
と

い
ふ
も
の
を
唄
ひ
候
こ
と
古
来
よ
り
の
習
俗
に
て
候
〕（19-8

）

〔
此
月
地
神
祭
と
て
琵
琶
法
師
を
招
き
琵
琶
を
弾
き
読
経
仕
、
福
の
種
蒔
と
て
当
屋
の
主
し
を
初
め
寄
合
候
者
胴
あ
け
と
申
こ
と
を
仕
、
又
カ
ラ
ヘ
ユ
ケ

と
申
物
を
拵
へ
終
り
に
川
へ
流
し
申
候
、
是
は
藁
に
て
輪
を
調
へ
終
の
幣
を
数
本
立
廻
し
候
物
に
御
座
候
〕（19-16

）

　

最
後
の
例
に
記
さ
れ
て
い
る
「
カ
ラ
ヘ
ユ
ケ
」
と
い
う
藁
の
輪
に
御
幣
を
挿
し
た
も
の
は
、
害
虫
な
ど
の
厄
災
を
送
る
意
味
を
も
た
せ

て
川
に
流
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
様
の
例
が
（19-8

）
に
あ
る
。

　

ま
た
、
地
神
祭
は
、
春
秋
に
行
わ
れ
る
「
荒
神
祭
」
と
も
習
合
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
名
称
が
混
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
よ
う

で
あ
る
。
地
神
祭
を
一
月
と
田
植
え
後
の
五
・
六
月
や
、
春
秋
の
二
回
行
う
例
も
多
い
。

〔
此
月
（
一
月
）
中
在
所
々
々
ニ
て
社
人
を
招
き
、
鎮
守
社
有
之
在
所
は
鎮
守
社
に
お
い
て
荒
神
告
（
モ
ウ
シ
）、
又
ハ
地
神
告
と
唱
て
組
中
壱
軒
宛
当

家
と
申
曳
受
を
定
め
、
米
壱
升
程
宛
持
寄
り
社
人
賄
ひ
、
村
中
安
全
五
穀
成
就
牛
馬
息
災
之
祈
祷
を
調
ふ
、
次
ニ
村
中
之
締
り
方
を
談
合
し
廉
あ
る
申
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三
九

合
せ
此
日
ニ
決
着
す
、（
中
略
）
尤
春
秋
両
度
宛
相
調
候
儀
古
例
ニ
て
御
座
候
〕（7-18

（1

））

【
同
士
押
し
（
押
し
競
べ
）】

　

押
し
競
べ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
お
し
く
ら
ま
ん
じ
ゅ
う
」
の
こ
と
で
、「
注
進
案
」
に
一
例
だ
け
、
一
月
中
に
行
わ
れ
る
子
供
の
遊
戯
と

し
て
、「
同
士
押
し
」
と
い
う
呼
称
で
記
さ
れ
て
い
る
。
麦
作
の
豊
穣
を
願
う
呪
法
で
あ
り
、「
真
言
善
熟
善
十
郎
」
と
唱
え
な
が
ら
お
し

く
ら
ま
ん
じ
ゅ
う
を
行
い
、
麦
が
押
し
合
う
よ
う
に
よ
く
実
る
こ
と
を
祈
る
も
の
で
、
稲
作
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
呪
法
は
嫌
う
と

し
て
い
る
。
麦
作
に
伴
っ
て
発
生
し
た
呪
法
な
の
で
あ
ろ
う
。

〔
正
月
少
年
の
者
の
戯
れ
に
真
言
善
熟
善
十
郎
と
口
々
に
声
を
立
同
士
押
仕
候
、
是
ハ
麦
作
押
合
様
に
出
来
立
候
へ
と
祝
し
候
て
の
儀
と
申
伝
候
、
植
付

済
せ
て
の
祭
の
節
ハ
仕
ら
す
候
、
田
作
に
ハ
嫌
ひ
候
由
に
御
座
候
〕（19-17

）

（
註
）
本
文
中
で
引
用
し
た
部
分
に
関
わ
る
村
の
番
号
と
村
名
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

1-1

（
大
島
宰
判
久
賀
村
・
同
浦
）、1-2

（
大
島
宰
判
日
前
村
）、1-10

（
大
島
宰
判
地
家
室
）、1-13

（
大
島
宰
判
秋
村
）、3-1

（
奥
山
代
宰
判
宇
佐
村
）、

3-3

（
奥
山
代
宰
判
本
谷
村
）、3-4

（
奥
山
代
宰
判
秋
掛
村
）、3-5

（
奥
山
代
宰
判
阿
賀
村
）、3-9

（
奥
山
代
宰
判
南
桑
村
）、3-12

（
奥
山
代
宰
判
黒
澤

宇
塚
村
）、3-15

（
奥
山
代
宰
判
符
谷
村
）、4-9

（
前
山
代
宰
判
金
峯
村
）、5-1

（
上
関
宰
判
麻
郷
村
）、5-2

（
上
関
宰
判
別
符
村
）、5-3

（
上
関
宰
判
上

田
布
施
村
）、5-4

（
上
関
宰
判
下
田
布
施
村
）、5-8

（
上
関
宰
判
曽
根
村
）、5-9

（
上
関
宰
判
大
野
村
）、6-12

（
上
関
宰
判
伊
保
庄
）、6-13

（
上
関
宰

判
小
郡
村
）、6-14

（
上
関
宰
判
佐
賀
村
）、6-15

（
上
関
宰
判
尾
国
村
）、6-16

（
上
関
宰
判
室
津
村
・
同
浦
）、6-18

（
上
関
宰
判
上
ノ
関
）、6-24

（
上

関
宰
判
八
島
）、7-4

（
熊
毛
宰
判
原
村
）、7-5

（
熊
毛
宰
判
八
代
村
）、7-9

（
熊
毛
宰
判･

島
田
村
）、7-10

（
熊
毛
宰
判
光
井
村
）、7-11

（
熊
毛
宰
判

室
積
村
）、7-12

（
熊
毛
宰
判
室
積
浦
）、7-13

（
熊
毛
宰
判
岩
田
村
）、7-15

（
熊
毛
宰
判
塩
田
村
）、7-18

（1

）（
熊
毛
宰
判
三
丘
之
内
小
松
原
村
）、

7-18

（4

）（
熊
毛
宰
判
三
丘
之
内
樋
口
村
）、7-18

（5

）（
熊
毛
宰
判
八
代
村
）、8-3

（
都
濃
宰
判
末
武
下
村
（
笠
戸
島
）、）、8-7

（
都
濃
宰
判
長
穂
村
）、

8-13

（
都
濃
宰
判
湯
野
村
）、9-1

（
三
田
尻
宰
判
三
田
尻
村
）、9-2

（
三
田
尻
宰
判
三
田
尻
町
）、9-3

（
三
田
尻
宰
判
東
佐
波
令
）、9-6

（
三
田
尻
宰
判

宮
市
町
）、9-10

（
三
田
尻
宰
判
新
田
村
）、9-11

（
三
田
尻
宰
判
向
嶋
）、9-19

（
三
田
尻
宰
判
上
右
田
村
）、9-20

（
三
田
尻
宰
判
下
右
田
村
）、10-27

（
三

田
尻
宰
判
和
字
村
）、10-31

（
三
田
尻
宰
判
奈
美
村
）、11-9

（
徳
地
宰
判
島
地
山
畑
村
）、11-18

（
徳
地
宰
判
堀
村
）、13-30

（
山
口
宰
判
山
口
街
）、
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四
〇

14-1

（
小
郡
宰
判
中
下
郷
）、14-9

（
小
郡
宰
判
岐
波
村
）、14-12

（
小
郡
宰
判
本
郷
）、14-15

（
小
郡
宰
判
陶
村
（
鋳
銭
司
村
含
む
）、）、14-16

（
小
郡

宰
判
台
道
村
）、15-1

（
舟
木
宰
判
東
吉
部
村
）、15-7

（
舟
木
宰
判
舟
木
市
村
）、15-9

（
舟
木
宰
判
東
高
泊
村･

有
帆
村
）、15-10

（
舟
木
宰
判
西
高

泊
村
）、15-14

（
舟
木
宰
判
西
須
恵
村
）、15-19

（
舟
木
宰
判
沖
ノ
旦
村･

広
瀬
村･

末
信
村･

棚
井
村
）、15-23

（
舟
木
宰
判
吉
見
村
）、16-4

（
吉

田
宰
判
厚
狭
村
）、16-9

（
吉
田
宰
判
今
浦
御
開
作
）、17-1

（
美
祢
宰
判
大
田
村
）、17-3

（
美
祢
宰
判
長
田
村
）、17-8

（
美
祢
宰
判
青
景
村
）、17-9

（
美

祢
宰
判
赤
村
）、17-11

（
美
祢
宰
判
長
登
村
）、18-1

（
先
大
津
宰
判
日
置
上
村
）、18-12

（
先
大
津
宰
判
神
田
下
村
）、19-2

（
前
大
津
宰
判
三
隅
村
）、

19-4

（
前
大
津
宰
判
通
浦
）、19-6

（
前
大
津
宰
判
瀬
戸
崎
浦
）、19-8

（
前
大
津
宰
判
深
河
村
）、19-11

（
前
大
津
宰
判
俵
山
村
）、19-14

（
前
大
津
宰

判
殿
居
村
）、19-15
（
前
大
津
宰
判
殿
敷
村
）、19-16

（
前
大
津
宰
判
澁
木
村
）、19-17

（
前
大
津
宰
判
真
木
村
）、20-1

（
当
島
宰
判
河
島
庄
）、20-7

（
当

島
宰
判･

徳
山
領
大
井
黒
川
村
）、20-9

（
当
島
宰
判
三
見
村
）、20-10

（
当
島
宰
判
川
上
村
）、20-11

（
当
島
宰
判
明
木
村
）、21-11

（
奥
阿
武
宰
判

嘉
年
村
）、21-15

（
奥
阿
武
宰
判
江
崎
村
）、21-19

（
奥
阿
武
宰
判
徳
佐
村
）


