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東
北
日
本
海
沿
岸
の
農
山
漁
村
で
は
、
近
年
ま
で
主
に
女
性
に
よ
っ
て
各
種
の

・
労
働
用
の
黒
覆
面
が
か
ぶ
ら
れ
て
い
た
が
、
ま
た
江
戸
期
に
も
多
様
な
覆
面
頭
巾

が
存
在
し
て
い
た
。
両
者
の
全
貌
に
つ
い
て
は
、
頭
巾
状
覆
面
ド
モ
コ
モ
を
中
心

．
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

と
し
た
前
報
で
述
べ
た
。
’

　
と
こ
ろ
で
帯
状
覆
面
に
つ
い
て
も
、
秋
田
県
か
ら
山
形
県
に
か
け
て
広
く
分
布

一
し
て
い
る
が
パ
ま
た
古
く
さ
か
の
ぼ
っ
た
室
町
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
も
各
様

の
帯
状
覆
面
が
み
ら
れ
る
2
両
者
め
関
連
に
つ
い
て
は
『
覆
面
考
料
』
…
で
一
部
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

察
さ
れ
る
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
た
め
べ
こ
こ
で
は
三
都
の
は
な
や
か
な
帯
状
覆
面

と
、
東
北
田
本
海
沿
岸
の
労
働
用
の
帯
状
覆
面
を
つ
な
ぐ
線
の
有
無
を
確
か
め
、

さ
ら
に
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

　
　
　
・
タ
ナ
カ
．
ブ
ヅ
の
種
類
と
内
容

　
覆
面
の
種
類
に
は
帯
状
、
頭
巾
状
、
、
風
呂
敷
状
、
綿
帽
子
状
な
ど
が
あ
る
が
、

そ
れ
ら
が
東
北
日
本
海
沿
岸
の
作
業
用
覆
面
之
工
宍
ゼ
の
よ
う
に
分
怖
L
て
い

る
か
は
前
報
で
図
示
し
た
○
帯
状
覆
面
は
さ
ら
に
細
幅
形
と
広
幅
形
に
分
け
ち
れ

　
る
。
、
そ
の
分
布
地
域
や
呼
称
や
形
状
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
．

　
：
細
幅
形
帯
状
覆
面
に
は
、
山
形
県
の
庄
内
地
方
の
ハ
ン
コ
タ
ン
ナ
と
、
秋
田
県

・
由
利
郡
の
全
域
に
分
布
し
て
い
る
ハ
ナ
ガ
オ
と
が
あ
る
。
ハ
ナ
ガ
オ
は
地
域
に
よ

～
三
は
ナ
ガ
タ
ナ
、
フ
ク
ベ
フ
ク
ベ
タ
ナ
な
ど
と
も
呼
鷲
て
い
ゑ
形
護

　
両
者
と
も
黒
木
綿
を
袷
仕
立
て
に
し
た
細
幅
の
帯
状
の
紐
で
（
図
ユ
ー
1
ー
バ
3
）
、
．

　
ハ
ン
コ
タ
ン
ナ
は
刺
し
ゅ
う
や
端
を
止
め
る
た
め
の
文
銭
の
つ
い
た
も
の
が
多
い
。

　
　
か
ぶ
り
方
は
、
手
拭
を
併
用
し
ご
目
σ
上
と
下
に
巻
き
つ
け
て
覆
面
に
か
ぶ
る

－
が
、
．
特
に
，
ハ
ナ
ガ
オ
は
か
ぶ
り
方
に
技
巧
が
て
ら
さ
れ
て
ゾ
て
手
拭
の
端
を
ピ
ン

　
と
た
て
た
ダ
ケ
ノ
コ
か
ぶ
り
に
か
ぶ
る
こ
と
が
多
い
（
写
真
1
⊥
①
）
。
ま
た
両
者

　
と
も
か
ぶ
り
坊
を
簡
略
に
す
る
大
め
か
、
短
い
二
本
組
の
帯
状
覆
面
（
図
1
1
2
）

　
も
あ
り
、
更
に
素
材
に
白
木
綿
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
（
写
真
1
t
②
、
③
）
。

　
　
広
幅
形
の
帯
状
覆
面
は
秋
田
県
に
か
ぎ
ら
れ
る
が
、
本
荘
市
や
由
利
郡
の
旧
亀

　
田
藩
に
属
す
る
地
域
で
か
ぶ
ら
れ
て
い
た
タ
ナ
と
、
主
と
し
て
旧
本
荘
藩
で
か
ぶ
、

　
ら
れ
て
い
た
ヒ
ロ
タ
ナ
、
河
部
郡
雄
和
町
な
ど
で
か
ぶ
ら
れ
て
い
た
ナ
ガ
テ
ヌ
ゲ

　
が
あ
る
。
多
少
の
長
短
は
あ
る
が
広
幅
物
で
（
図
2
1
1
、
2
、
3
）
、
耕
布
や
絞

　
り
染
な
ど
が
装
飾
的
に
配
さ
れ
て
お
り
、
‘
特
に
ナ
ガ
デ
ヌ
ゲ
は
絞
り
模
様
の
ほ
か
、

2
6＝



片
端
に
フ
シ
コ
と
い
う
華
麗
な
刺
繍
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
裏
布
も
つ
く
（
写
真
2
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

①
、
②
、
③
）
。
タ
ナ
と
ヒ
ロ
タ
ナ
は
ハ
ナ
ガ
オ
と
ほ
ぼ
同
形
の
細
幅
物
の
ハ
ナ

ケ
（
ホ
ソ
タ
ナ
と
も
い
う
）
を
併
用
し
二
本
一
組
と
な
っ
て
い
る
。
手
拭
を
含
め

れ
ば
三
本
一
組
と
い
え
よ
う
。

　
覆
面
の
被
覆
の
仕
方
に
は
大
小
が
あ
り
、
タ
ナ
の
よ
う
に
異
様
な
ほ
ど
に
巻
き

つ
け
る
も
の
（
写
真
3
）
、
や
や
簡
略
な
ヒ
ロ
タ
ナ
（
写
真
4
）
、
一
回
だ
け
巻
く

ナ
ガ
テ
ヌ
ゲ
（
写
真
5
）
な
ど
が
あ
る
。
か
ぶ
り
方
に
も
細
か
い
配
慮
が
な
さ
れ

て
い
て
、
タ
ナ
は
端
を
海
老
の
尾
や
蝶
の
形
に
結
び
、
ヒ
ロ
タ
ナ
も
結
び
目
を
若

い
人
は
平
ら
に
、
年
配
者
は
立
て
た
り
、
ナ
ガ
テ
又
ゲ
は
端
を
鎧
の
袖
状
に
垂
ら

し
た
り
す
る
。
も
っ
と
も
か
ぶ
り
方
も
呼
称
や
形
状
、
寸
法
、
模
様
と
同
様
、
地

域
に
よ
り
多
少
の
差
異
が
あ
り
同
一
で
は
な
い
。
，

　
以
上
の
よ
う
に
東
北
日
本
海
沿
岸
の
帯
状
覆
面
は
、
本
来
、
労
働
用
か
ぶ
り
も

の
で
あ
り
、
日
焼
け
防
止
、
汗
止
め
、
草
よ
け
、
虫
よ
け
、
風
よ
け
、
防
寒
、
髪

の
乱
れ
を
防
ぐ
な
ど
の
効
用
を
持
つ
が
、
必
ず
し
も
機
能
一
辺
倒
で
は
な
く
、
多

分
に
装
飾
性
に
富
み
、
美
的
志
向
の
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
東
北
日
木
海
沿
岸
の
帯
状
覆
面
の
由
来
や
伝
播
の
様
子
は
、
守
屋
磐
村
氏

の
熱
意
あ
る
聞
き
取
り
調
査
や
文
献
調
査
に
よ
っ
て
も
、
明
確
な
か
た
ち
で
は
浮

か
び
上
が
っ
て
き
て
い
な
い
。
し
か
し
昭
和
七
年
頃
は
、
秋
田
県
女
子
師
範
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
「
タ
ナ
の
県
内
分
布
調
査
」
に
よ
れ
ば
秋
田
県
内
の
七
市
郡
中
、
秋
田
市
附
近
、

南
秋
田
郡
、
河
辺
郡
、
由
利
郡
、
雄
勝
郡
の
一
部
で
タ
ナ
を
用
い
て
お
り
、
「
農

村
被
服
の
裁
縫
」
と
し
て
長
手
ぬ
ぐ
い
（
タ
ナ
）
の
縫
い
方
も
説
明
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
ま
だ
か
な
り
普
及
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
仙
北
郡
の
一
部
で
は
、
す

で
に
江
戸
末
期
に
タ
ナ
は
衰
退
し
、
そ
の
頃
は
正
方
形
の
布
を
三
角
に
折
る
フ
ロ

シ
キ
に
代
わ
っ
て
い
る
と
あ
る
が
、
最
近
見
か
け
る
こ
と
の
で
き
る
帯
状
覆
面
は
、

写
真
1
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
細
幅
形
の
み
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
な
お
標
題
の
タ
ナ
か
ぶ
り
の
タ
ナ
は
、
昭
和
初
期
に
帯
状
覆
面
を
総
称
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
こ
と
か
ら
こ
こ
で
は
採
っ
た
。
タ
ナ
の
名
称
は
、
柳
田
国
男
の
『
手
拭
沿
革
』

な
ど
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
帯
や
手
綱
の
ほ
か
、
や
は
り
長
い
手
布
を
指
す
も
の
と

み
な
さ
れ
、
か
つ
て
は
五
尺
手
拭
な
ど
丈
の
長
い
も
の
が
一
般
的
な
長
さ
の
こ
と

も
あ
り
、
幅
を
二
つ
に
折
っ
た
ハ
ン
コ
タ
ン
ナ
、
丈
を
四
半
分
に
切
っ
て
二
枚
を

は
い
だ
シ
ハ
ン
、
一
ヒ
ロ
の
長
さ
の
ヒ
ロ
タ
ナ
、
長
い
手
拭
の
ナ
ガ
テ
ヌ
ゲ
な
ど

と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
も
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

真
田
昭

写
秋
（

③

一
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二
　
庶
民
の
か
ぶ
っ
た
帯
状
覆
面

鯵
、

く
　
（

ぶ
足
）

か
金
ん

ヌ
　
　
セ
目

　
　
ロ

テ
田
良

5真
写

　
と
こ
ろ
で
帯
状
の
か
ぶ
り
も
の
を
求
め
て
江
戸
期
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
初
期
風

俗
画
の
屏
風
絵
に
み
ら
れ
る
風
流
踊
り
の
輪
に
つ
き
あ
た
る
。

　
室
町
期
の
洛
中
洛
外
図
に
み
ら
れ
る
風
流
踊
り
は
町
田
家
旧
蔵
本
や
上
杉
家
本

（
写
真
6
ー
①
）
な
ど
い
わ
ゆ
る
「
手
ぬ
ぐ
ひ
の
ご
と
き
一
ひ
ら
の
布
を
頭
に
た
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
其
う
へ
に
笠
を
か
ぶ
り
た
り
」
の
形
で
あ
る
が
、
慶
長
期
こ
ろ
の
も
の
と
思
わ

れ
る
野
外
遊
楽
図
の
中
の
風
流
踊
り
は
、
救
世
熱
海
美
術
館
の
「
花
見
鷹
狩
図
」

（
写
真
6
ー
②
）
や
、
東
京
国
立
博
物
館
の
「
花
下
遊
楽
図
」
（
写
真
6
1
③
）
で
も

長
い
布
で
頭
を
巻
き
、
そ
の
色
と
り
ど
り
の
布
端
を
ひ
ら
ひ
ら
と
な
び
か
せ
た
り

し
な
が
ら
踊
る
も
の
も
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
覆
面
か
ぶ
り
を
し
て
い
る
人
物
も
多

い
。
か
ぶ
り
方
に
は
若
干
の
差
異
は
あ
る
が
、
後
の
髭
の
み
え
る
女
性
も
あ
り
、

東
北
日
本
海
側
の
タ
ナ
か
ぶ
り
の
覆
面
（
後
頭
部
に
は
手
拭
を
か
ぶ
っ
て
い
る
た

め
直
接
は
み
え
な
い
が
）
を
思
い
起
さ
せ
る
。
こ
の
か
ぶ
り
も
の
は
桂
つ
つ
み
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°

『
嬉
遊
笑
覧
』
の
桂
帯
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
、
彩
色
豊
か
な
桂

　
　
く
｝
s
　
　
　
　
　
　
経
泌
籔
馨
5
‘
新
た
習
s
竃

つ
つ
み
も
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
庶
民
の
労
働
す
る
女
性
の
機
能
的
な
か
ぶ
り
も

の
だ
っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
ゥ

　
　
往
古
は
玉
か
つ
ら
木
綿
か
づ
ら
花
か
づ
ら
な
ど
あ
り
て
卑
き
女
は
木
綿
か

　
　
つ
ら
せ
し
こ
と
万
葉
以
来
歌
に
も
多
く
よ
み
た
り
後
世
京
都
将
軍
の
頃
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
シ
タ

　
　
も
布
を
も
て
か
つ
ら
巻
と
い
ひ
て
乗
輿
に
従
ふ
半
女
な
ど
常
の
こ
と
に
て

　
　
（
中
略
）
古
歪
に
か
つ
ら
巻
の
体
一
様
な
ら
ず
又
五
色
の
筋
な
ど
染
た
る
も

　
　
あ
り
又
黄
な
る
無
地
も
あ
り
も
と
手
拭
を
か
ぶ
れ
る
に
て
今
世
も
同
じ
こ
と

　
　
な
が
ら
古
は
手
拭
も
い
と
長
く
婦
女
膏
澤
を
多
く
用
ひ
ざ
れ
ば
髪
散
み
だ
れ

　
　
易
き
故
に
頭
を
包
む
を
常
と
し
た
る
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
風
流
と
は
中
世
で
は
「
華
美
な
意
匠
や
珍
奇
な
趣
向
を
こ
ら
す
」
こ
と
で
あ
っ

た
と
い
う
か
ら
、
頭
部
に
か
ぶ
る
桂
巻
き
を
覆
面
と
す
る
こ
と
も
あ
り
得
た
で
あ

ろ
う
。
風
流
踊
は
「
舞
が
支
配
者
の
発
想
で
あ
る
の
に
対
し
、
踊
り
が
生
産
者
側

の
理
念
で
あ
り
、
（
中
略
）
し
か
し
あ
く
ま
で
も
集
団
の
行
為
で
あ
っ
た
踊
は
風

流
踊
の
時
代
に
入
っ
て
も
、
行
為
者
が
同
時
に
享
受
者
で
あ
る
と
い
う
次
元
を
脱

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
と
合
わ
せ
考
え
る
た
め
か
、

こ
の
風
流
踊
り
の
覆
面
か
ぶ
り
の
中
に
、
東
北
日
本
海
沿
岸
の
帯
状
覆
面
の
精
神

の
源
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

一

3
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江
戸
期
の
禁
令
は
、
農
民
の
服
飾
の
染
め
色
を
ほ
と
ん
ど
紺
一
色
に
し
て
し
ま

っ
た
が
、
女
達
は
絞
り
染
や
刺
し
ゅ
う
や
、
高
価
な
耕
布
を
わ
ず
か
に
そ
え
る
こ

と
で
紺
地
に
白
模
様
の
世
界
を
展
開
さ
せ
、
ま
た
か
ぶ
り
方
に
蝶
や
海
老
の
尾
な

ど
の
工
夫
を
こ
ら
す
こ
と
で
、
き
び
し
い
労
働
の
日
常
生
活
の
中
に
非
日
常
的
な

空
間
を
、
自
ら
一
つ
の
村
の
集
団
の
慣
習
と
し
て
と
り
入
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
覆
面
に
か
ぶ
る
と
い
う
形
態
か
ら
み
た
系
譜
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
タ

ナ
か
ぶ
り
は
桂
巻
き
に
行
き
つ
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
顔
を
覆
い
か
く
す
こ
と
は
・

上
層
階
級
の
女
性
の
慣
習
で
あ
り
、
働
く
女
性
は
桂
巻
き
を
し
て
顔
を
あ
ら
わ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
『
む
か
し
ー
物
語
』
に
は
「
昔
は
二
三
百
石
位
の
衆

の
奥
方
女
儀
息
女
も
、
歩
行
に
て
は
出
ず
、
遠
方
は
申
に
お
よ
ば
ず
近
所
も
乗
物

に
て
あ
り
く
（
中
略
）
神
社
仏
閣
野
遊
山
杯
に
出
先
き
に
て
乗
物
よ
り
お
り
て
あ

ゆ
む
時
、
覆
面
し
か
ぶ
り
も
の
を
し
て
顔
を
包
み
、
眼
ば
か
り
出
し
つ
つ
む
ゆ
え
、

御
旗
本
の
奥
方
女
儀
息
女
の
貌
、
人
の
見
る
事
な
し
、
惣
て
息
女
は
七
歳
以
後
は

深
窓
に
隠
し
人
に
見
へ
さ
せ
ず
」
と
あ
る
。
女
性
が
顔
を
覆
う
慣
習
は
、
理
由
は

異
な
っ
て
も
世
界
の
各
地
に
あ
る
こ
と
は
、
今
日
に
の
こ
る
チ
ャ
ド
ル
の
例
に
も

み
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
も
っ
と
も
男
性
の
概
而
姿
と
な
る
と
様
相
が
変
わ
る
。
『
錆
庭
雑
考
』
に
は

「
ふ
る
き
絵
ど
も
に
は
よ
き
人
の
ふ
く
め
ん
し
た
る
は
を
さ
を
さ
見
え
ず
、
下
ざ

ま
の
も
の
に
は
多
し
、
共
内
あ
き
人
な
ど
の
ふ
く
め
ん
は
お
の
れ
い
や
し
き
を
恥

じ
て
卑
下
し
」
と
し
、
挿
絵
つ
き
で
甘
露
寺
職
人
尽
の
マ
ン
ジ
ウ
売
り
や
、
硫
黄

箒
売
り
の
覆
面
が
「
こ
れ
ら
頭
巾
の
上
に
笠
き
た
る
も
あ
る
べ
し
又
笠
に
覆
面
を

付
け
た
る
も
の
あ
る
べ
し
」
と
描
か
れ
て
お
り
、
実
際
、
絵
巻
物
や
屏
風
絵
な

ゼ
で
も
物
乞
い
す
る
男
や
、
小
屋
が
け
興
行
の
木
戸
番
（
写
其
7
ー
①
）
な
ど
賎

民
に
覆
面
姿
が
多
い
。
特
に
「
四
条
河
原
遊
楽
図
」
の
木
戸
番
な
ど
の
覆
面
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

は
、
お
そ
ら
く
『
守
貞
漫
稿
』
に
図
示
さ
れ
て
い
る
頗
冠
り
と
み
て
よ
い
か
と
思

・
わ
れ
る
。
解
説
に
は
「
昔
よ
り
三
尺
帽
子
と
云
を
木
綿
に
て
頬
冠
り
に
し
又
帯
に

も
用
ふ
、
後
麻
に
て
種
々
の
模
様
染
た
る
を
三
尺
手
拭
と
云
、
元
禄
よ
り
五
尺
手

拭
に
な
る
今
の
腰
帯
是
也
」
と
あ
り
、
こ
の
庶
民
の
男
性
の
頬
冠
り
用
手
布
が
、

後
の
東
北
日
本
海
沿
岸
の
タ
ナ
の
形
状
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し

が
あ
る
。

　
も
っ
と
も
男
性
の
覆
面
は
外
見
を
は
ば
か
る
た
め
の
も
の
で
『
鋒
庭
雑
考
』
に

も
あ
る
よ
う
に
「
然
る
べ
き
士
」
も
遊
里
に
通
う
た
め
に
編
笠
の
下
に
は
な
紙
や

布
頭
巾
を
あ
て
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
い
、
「
犬
追
物
図
」
　
（
写
真
7
⊥
②
）
の
観

客
に
も
そ
れ
ら
の
覆
面
が
み
ら
れ
る
。
や
が
て
そ
れ
は
討
幕
計
画
に
も
悪
用
さ
れ

た
り
し
て
、
そ
し
て
再
三
の
覆
面
の
禁
止
令
の
発
布
へ
と
つ
ら
な
っ
て
い
く
こ
と

ロ
　
ロ
　

成
成

集
大

絵
董

風
俗

屏
風

本
本

日
日

『
u
『
u

踊
流

風
6真

写
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家杉

咽
中

洛①

灘
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灘
纒

働
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世
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②

一

3
1一

∨

■



●

．

r

ぷ
、
、

咋
・
、
㌣
・

、
　
ご

㌻
べ

∵
り
さ
も

．
Ω
ピ
㍗

口
、
∴
兇
　
’

…
∴
パ
漬
ぼ

パ
ご
，
ピ
～

　
∴
三
〉
・
∋

　
㍍
w
レ
護
、
ご
、
：
乳

　
㌍
㌧
編
い
纂
パ
‖
・

　

　
か
　
ゆ
こ

　
繊
竃
父
㌧
へ
・
．
に

メ
弓
、
『
ー
～
人
一

メ
．
邸
　
　
劉
ピ
・
つ
ば

図楽
遊

外
野②

く図楽
遊下

　館術美
　

”
ンサ

（

絵
⌒

　館術美津根
竃
追



に
な
る
。三

ー

ト
　
　
　
め
　
　
　
ト

き
ま
ふ
頭
巾
の
成
立
と
衰
退

4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
　
　
　
の

　
江
戸
前
期
の
貞
享
期
を
中
心
に
か
ぶ
ら
れ
て
い
た
き
ま
ふ
頭
巾
（
き
ど
く
頭

巾
）
の
形
態
は
帯
状
の
布
吊
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
系
譜
は
覆
面
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
ぎ

て
顔
を
隠
す
点
か
ら
み
て
、
桂
巻
き
で
は
な
く
被
衣
の
着
装
意
識
の
延
長
線
上
に

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
嬉
遊
笑
覧
』
の
覆
面
の
項
に
は
「
古
へ
女
は
外
に
出
る
に
衣
か
づ
き
深
き
笠

を
著
、
下
ざ
ま
な
る
は
桂
包
み
な
ど
し
て
覆
面
は
せ
ざ
り
き
、
永
正
大
永
己
後
、

し
ゆ
き
ん

手
巾
や
う
の
も
の
を
頭
に
か
ぶ
り
上
に
笠
き
た
り
、
こ
れ
覆
面
の
類
な
り
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

り
、
前
述
の
『
骨
董
集
』
の
「
笠
の
下
に
布
を
垂
」
の
項
の
享
禄
二
年
の
古
画
に

も
、
被
衣
に
市
女
笠
の
女
主
人
と
笠
の
下
に
手
拭
を
一
枚
垂
ら
し
た
そ
ば
つ
か
い

と
下
女
の
挿
絵
（
写
真
8
⊥
①
）
が
あ
り
、
前
二
者
が
袖
な
ど
で
顔
を
覆
っ
て
い

る
。
先
の
洛
中
洛
外
図
の
風
流
踊
り
（
写
真
6
－
①
）
に
も
み
ら
れ
た
が
、
室
町

後
期
か
ら
手
拭
に
笠
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
み
出
さ
れ
、
し
ば
ら
く
の
間
従
来
の
被

衣
と
併
存
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
写
真
8
1
②
）
。

『
骨
董
集
』
に
は
享
禄
の
頃
の
遣
風
と
し
て
「
寛
永
寛
文
天
和
の
頃
ま
で
も
か

し
ら
に
布
を
た
れ
て
そ
の
う
え
に
笠
を
か
ぶ
り
、
老
女
は
寒
気
を
ふ
せ
ぎ
、
若
き

女
は
面
を
か
く
す
料
な
る
べ
し
、
笠
の
下
に
き
ど
く
頭
巾
を
か
ぶ
り
し
と
お
な
じ

た
ぐ
ひ
な
ら
ん
」
と
古
図
（
写
其
9
ー
①
）
が
三
種
の
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
先
の

『
む
か
し
ー
物
語
』
を
み
る
と
、
　
「
明
暦
の
頃
迄
針
師
腰
元
か
つ
ぎ
を
載
き
あ

り
き
し
に
、
萬
治
の
頃
よ
り
江
戸
中
か
つ
ぎ
止
む
。
酉
年
大
火
以
後
女
歩
行
に
て

あ
り
く
時
、
二
覆
面
の
上
に
玉
縁
と
云
編
笠
を
か
ぶ
り
あ
り
く
」
と
あ
り
、
次
第
に

被
衣
か
ら
笠
に
覆
面
の
組
み
合
わ
せ
く
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

『
鏑
庭
雑
考
』
に
よ
れ
ば
明
暦
元
年
の
「
ぬ
り
笠
形
浅
く
な
り
」
と
挿
絵
が
あ
’

り
、
ま
た
寛
文
中
の
塗
笠
の
下
に
色
さ
ま
ぐ
な
絹
布
を
垂
ら
し
た
ほ
ぼ
同
類
の

浅
い
塗
笠
の
挿
絵
（
写
真
9
⊥
②
）
も
み
え
る
。
も
っ
と
も
『
骨
董
集
』
の
女
の

編
笠
塗
笠
の
項
に
は
、
寛
文
二
年
の
絵
入
り
で
「
寛
文
の
比
ま
で
は
女
の
編
笠
塗

笠
い
と
深
く
少
し
も
面
を
あ
ら
わ
す
事
な
し
」
と
あ
る
。
度
々
出
さ
れ
る
禁
令
と

か
か
わ
り
あ
い
な
が
ら
顔
面
の
被
覆
面
積
が
大
き
く
な
っ
た
り
小
さ
く
な
っ
た
り

し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
笠
の
下
に
覆
面
を
し
た
頗
当
頭
巾
の
み
ら
れ
る
の
は
『
骨
董

集
』
　
『
篶
庭
雑
考
』
　
（
写
真
1
0
）
と
も
延
宝
期
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
は
り

『
骨
董
集
』
に
も
「
延
宝
の
比
は
あ
み
笠
ぬ
り
笠
あ
さ
く
な
り
た
れ
ど
も
か
く
の

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ご
と
く
笠
の
下
に
き
ど
く
頭
巾
と
い
ふ
も
の
を
か
ふ
り
て
お
も
て
を
か
く
せ
り
」

と
あ
る
よ
う
に
、
浅
く
な
っ
た
笠
の
下
の
顔
を
覆
う
た
め
に
出
来
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

『
均
庭
雑
考
』
に
よ
れ
ば
、
頗
当
頭
巾
は
頗
か
く
し
頭
巾
と
も
呼
ん
で
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

同
じ
著
者
の
『
嬉
遊
笑
覧
』
の
奇
特
頭
巾
の
項
に
「
と
も
こ
も
頭
巾
を
奇
特
の
異

名
と
呼
ぶ
（
中
略
）
此
頭
巾
も
と
の
名
は
頗
当
な
り
一
物
に
て
三
名
あ
り
。
　
（
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

略
）
共
後
天
和
貞
享
こ
ろ
専
ら
女
の
着
た
る
頭
巾
に
て
今
時
は
き
ど
く
と
呼
り
又

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

気
ま
ふ
と
も
い
へ
り
、
五
元
集
に
目
ぽ
か
り
か
気
ま
ま
頭
巾
の
浮
世
か
な
と
い
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

し
は
元
禄
の
こ
ろ
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
『
柳
亭
筆
記
』
の
奇
特
頭
巾
の
項
に
も

「
今
の
袖
頭
巾
な
き
前
は
婦
女
子
此
頭
巾
を
用
ひ
た
り
、
さ
て
奇
特
と
は
不
思
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
云
程
の
詞
に
て
と
も
こ
も
頭
巾
の
条
に
い
へ
る
如
く
目
ば
か
り
頭
巾
と
も
な
り

さ
も
な
き
頭
巾
と
も
な
る
頭
巾
と
い
う
事
な
り
」
と
江
戸
後
期
の
か
ぶ
り
も
の
と

比
較
し
て
書
い
て
お
り
、
、
数
え
て
み
る
と
こ
の
状
態
の
覆
面
が
六
つ
も
の
名
称
で

一
3
3一



呼
ぼ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
，
、
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
江
戸
前
期
の
女
性
用
き
ま
ふ
頭
巾
（
き
ど
く
頭
巾
）
は
、
江
戸
中
期
（
寛

保
）
の
男
性
用
の
気
儘
頭
巾
（
奇
特
頭
巾
）
と
呼
称
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、
形
状

の
分
類
上
、
混
乱
を
き
た
し
が
ち
で
あ
る
が
、
　
『
守
貞
漫
稿
』
に
も
「
婦
女
の
気

硫
頭
巾
一
名
奇
特
頭
巾
は
貞
享
頃
よ
り
専
用
に
て
、
男
子
の
気
儘
頭
巾
は
寛
保
中

初
て
製
す
歎
、
而
も
女
用
と
は
其
形
太
だ
異
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
同
名
異
形
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

覆
面
と
み
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
前
報
に
お
い
て
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　
笠
が
か
ぶ
ら
れ
な
く
な
り
、
目
の
上
下
を
帯
状
の
布
吊
で
覆
い
、
後
頭
部
の
髭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

結
も
み
え
る
、
い
わ
ゆ
る
き
ま
ふ
（
き
ど
く
）
頭
巾
と
呼
ば
れ
る
覆
面
の
流
行
し

た
の
は
、
貞
享
期
を
中
心
と
す
る
わ
ず
か
な
期
間
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

き
ど
く
頭
巾
の
覆
面
は
『
骨
董
集
』
の
挿
絵
（
写
真
1
1
1
①
）
の
「
こ
れ
を
き
ど

く
頭
巾
と
い
ひ
あ
る
ひ
は
き
ま
ふ
頭
巾
と
い
へ
り
」
　
「
文
つ
か
ひ
の
女
き
ど
く
頭

巾
を
か
ふ
り
た
る
体
な
り
」
や
『
箔
庭
雑
考
』
の
同
様
の
挿
絵
で
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
、
　
『
嬉
遊
笑
覧
』
に
も
二
代
男
双
紙
、
天
和
頃
髪
は
水
引
か
け
て
黒
し

ゆ
す
の
き
ど
く
頭
巾
、
女
の
着
た
る
也
」
　
「
一
代
女
冊
子
、
貞
享
三
年
、
女
奉
公

人
薮
入
の
処
き
ど
く
頭
巾
よ
り
目
ば
か
り
あ
ら
わ
し
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
い
ず

れ
も
西
鶴
の
貞
享
三
年
刊
の
『
好
色
一
代
女
』
巻
の
四
、
貞
享
四
年
『
武
道
伝
来

記
』
巻
の
一
の
挿
絵
や
、
貞
享
元
年
の
『
好
色
一
代
男
』
の
文
な
ど
か
ら
引
用
し

　
　
・
（
1
5
）

’
た
も
の
で
、
描
か
れ
た
年
代
が
天
和
か
ら
貞
享
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。

『
笥
庭
雑
考
』
に
は
「
此
黒
き
頭
巾
は
（
中
略
）
元
禄
に
至
り
て
は
作
り
ざ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

異
に
て
今
の
風
呂
敷
頭
巾
の
如
し
」
と
あ
り
、
元
禄
期
の
挿
絵
で
は
白
い
手
ぼ
そ

　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
ン

（
船
わ
た
）
を
頭
部
か
ら
あ
ご
の
下
に
か
ぶ
っ
て
い
る
。
　
『
猫
語
』
に
も
「
江
戸

の
婦
女
の
外
に
出
つ
る
に
、
昔
は
き
ま
ふ
と
て
黒
き
絹
に
て
頭
面
を
つ
ふ
み
目
ば

か
り
を
あ
ら
は
し
け
る
が
、
其
後
綿
に
て
頭
面
を
つ
ふ
み
し
は
我
が
二
十
あ
ま
り

宝
永
の
比
ま
で
し
か
な
り
き
、
今
は
ち
ひ
さ
き
綿
を
頭
上
に
い
た
父
き
た
る
の
み

に
て
面
を
ば
打
ち
さ
ら
し
、
は
れ
や
か
な
る
顔
に
て
道
を
往
く
さ
ま
、
お
も
は
ゆ

げ
に
も
見
え
ず
」
と
あ
っ
て
、
き
ま
ふ
頭
巾
か
ら
手
ぽ
そ
、
そ
し
て
更
に
変
化
し

て
次
第
に
顔
を
あ
ら
わ
に
し
て
行
く
過
程
が
み
え
る
。
そ
し
て
逆
に
前
述
の
よ
う

に
「
男
は
面
を
あ
ら
は
す
べ
き
も
の
な
る
に
此
頃
ハ
あ
み
が
さ
肩
ま
で
か
ふ
る
を

か
ぶ
る
ハ
珍
ら
し
か
ら
ず
、
か
ぶ
と
の
如
く
な
る
帽
子
を
か
ぶ
り
て
面
を
か
く
す

も
あ
り
常
の
頭
巾
に
覆
面
の
如
く
な
る
も
の
を
綴
り
付
て
目
ば
か
り
を
あ
ら
わ
し

道
を
行
も
あ
り
」
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
風
俗
画
に
み
ら
れ
る
き
ま
ふ
頭
巾
の
数
は
き
わ
め
て
少
な
い
が
、
「
花
下
行
楽

図
」
の
紫
の
覆
面
や
「
洛
中
洛
外
絵
巻
」
　
（
写
真
H
l
②
）
の
覆
面
な
ど
、
や
は

り
貞
享
期
前
後
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
慶
長
八
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
い

う
阿
国
歌
舞
伎
を
想
起
し
て
描
か
れ
た
幾
種
か
の
阿
国
歌
舞
伎
図
の
う
ち
、
き
ま

ふ
頭
巾
ら
し
い
覆
面
の
阿
国
の
絵
も
あ
る
。
　
「
阿
国
歌
舞
伎
草
子
断
簡
」
や
、
そ

れ
を
模
写
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
『
骨
董
集
』
の
「
於
国
歌
舞
伎
図
」
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

最
近
見
い
出
さ
れ
た
と
い
う
「
女
歌
舞
伎
」
で
も
男
装
の
阿
国
は
黒
い
絹
の
き
ま

へふ
で
は
な
く
、
大
胆
な
白
地
に
赤
色
の
斜
め
縞
模
様
の
布
が
用
い
ら
れ
て
い
る

（
写
真
1
2
1
①
）
。
ま
た
「
歌
舞
伎
・
婦
女
遊
楽
図
」
の
太
夫
総
踊
り
の
男
装
の
遊

女
達
も
、
赤
色
地
に
絞
り
染
ら
し
い
模
様
の
き
ま
ふ
頭
巾
状
覆
面
を
し
て
い
る
。

『
守
貞
漫
稿
』
の
手
拭
の
染
形
の
項
に
は
、
「
種
々
の
模
様
染
め
或
は
絞
る
物
地

白
文
藍
或
は
地
藍
紋
白
も
あ
り
京
坂
祭
祀
等
に
出
る
衆
人
は
紅
染
を
諸
人
一
様
に

す
る
」
等
と
あ
る
か
ら
紅
地
に
絞
り
や
染
の
手
拭
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

　
　
　
　
　
　
　
か
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
。
歌
舞
伎
も
「
傾
き
」
を
原
義
と
す
る
異
風
を
伴
う
芸
能
で
あ
っ
た
が
、
男
装

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
し
た
女
性
の
か
ぶ
っ
た
き
ま
ふ
頭
巾
は
、
女
性
を
模
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、

や
は
り
、
女
性
用
き
ま
ふ
頭
巾
を
転
用
し
た
男
性
を
模
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、

一
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「
傾
き
」
を
好
ん
だ
江
戸
時
代
α
文
化
の
一
断
面
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
江
戸
期
の
こ
れ
ら
の
き
ま
ふ
頭
巾
は
、
後
頭
部
を
覆
わ
ず
顔

面
の
み
覆
面
に
す
る
と
い
う
着
装
法
か
ら
み
て
、
後
の
東
北
日
本
海
沿
岸
の
女
性

の
覆
面
、
タ
ナ
か
ぶ
り
（
写
真
3
ー
⑤
、
⑥
）
、
ヒ
ロ
タ
ナ
（
写
真
4
）
、
ハ
ナ
ガ

オ
（
写
真
1
ー
①
、
②
）
か
ぶ
り
に
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
・

れ
は
決
し
て
労
働
す
る
庶
民
の
女
性
の
覆
面
で
は
な
く
、
上
層
階
級
を
彩
る
覆
面

で
あ
っ
た
。
良
家
の
婦
女
の
行
楽
の
た
め
の
外
出
用
覆
面
で
あ
り
、
ま
た
自
ら
演

ず
る
こ
と
の
な
い
享
受
者
に
観
せ
る
た
め
の
非
日
常
的
な
異
装
と
し
て
の
歌
舞
伎

の
覆
面
で
あ
っ
た
。

布
…

に
榊

笠
・

と
、

衣
…

被
、

　真
雛

写
華

芦
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ヂ
ロ

　
　
泣
　
　
　
⑨
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シ
ヘ
シ
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く
ボ
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灘
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鷲
鍛
叢
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麩
蕊
爆
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撒
灘
劾
、

　
　
　
　
慕
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欝
鋤
欝
瀞
巷
鱒
口
採

　
　
　
　
灘
菜
鑓
　
、
　
　
　
　
・

　
　
　
　
惑
擬
蓼
．
　
　
　
激

♂
霧
畷
蓑

・
、
茜
籍
縫

灘
毒
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黍
ぶ
灘

覇
　
♂
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麺
籔
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否
房
風
懸
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成

大俗
風本臼

巻
絵

外
洛

中
洛

図楽
行下花②

　集
董骨

『巾
頭

ど

ぽ①
1
1

真
写

　
…
　
撒

き
…
　
㌔
、
、
’

み

　
ね
　
　
　
　
　
　

ユ
　
　
へ
　
　
　

　
　
　

　
図
成

、
楽
集

　
遊
絵

・
女
風

　
婦
屏

　
　
・
本

　
伎
日

〆
舞
『

覗
、
、
歌

　
伎

　
舞

　
歌

　
女

　
遊　

劇
　
繰

　
鰯

㎜
伎
屏

写
騒
灘
纏
騰
鎌
灘
灘
講
雛
藷
懸
熟
纐
①
阿
『

　
簡
』

　
断
成

伎
子
大

舞
草
量

歌
伎
俗

国
舞
風

阿
歌
本

　
国
日

四
　
き
ま
ふ
頭
巾
と
タ
ナ
か
ぶ
り
の
接
点

　
江
戸
前
期
の
き
ま
ふ
頭
巾
が
、
東
北
日
本
海
沿
岸
の
タ
ナ
か
ぶ
り
に
伝
播
し
た

こ
と
を
裏
づ
け
る
よ
う
な
直
接
の
資
料
は
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
諸
史
料
を
つ

き
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
長
い
手
布
を
覆
面
に
す
る
か
ぶ
り
方
や
、
そ
の
呼
称
が
、

何
ら
か
の
形
で
伝
播
し
て
い
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
参

勤
交
代
の
列
に
と
も
な
っ
て
陸
路
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
帆
前

船
の
船
乗
り
に
よ
っ
て
航
路
か
ら
刺
激
伝
播
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
き
ま
ふ
の
名
称
は
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記
』
の
男
鹿
の
寒
風
の
項
に
み
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
こ
い

で
き
る
。
文
化
八
年
正
月
三
日
、
秋
田
県
南
秋
田
郡
で
「
小
布
手
拭
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
か
ぶ

き
ま
ふ
と
い
う
冠
り
も
の
を
し
た
女
の
ひ
と
」
に
菅
江
真
澄
は
雪
の
中
で
出
あ
っ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
い
る
。
そ
の
き
ま
ふ
と
い
う
冠
り
も
の
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
が
、
　
「
小
布

手
拭
あ
る
い
は
き
ま
ふ
」
と
あ
る
こ
と
や
、
雪
中
の
場
景
か
ら
み
て
、
手
巾
状
の

か
ぶ
り
も
の
で
、
あ
る
程
度
顔
を
覆
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記
』
の
、
や
や
さ
か
の
ぼ
っ
た
天
明
四
年
九
月
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
ら
　
が
わ

日
の
記
述
の
秋
田
の
か
り
ね
の
項
で
、
山
形
県
の
五
十
川
附
近
の
こ
と
と
し
て
、

形
状
や
か
ぶ
り
方
に
ふ
れ
て
、
「
こ
の
国
の
習
慣
で
、
頭
に
ど
も
っ
こ
と
い
う
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
の

の
を
つ
け
て
、
そ
の
う
え
に
頭
巾
を
か
ぶ
り
、
ま
た
手
布
と
い
っ
て
三
尺
に
あ
ま

る
布
を
あ
ご
か
ら
頭
上
に
か
け
て
結
び
、
眼
だ
け
を
だ
し
て
あ
る
く
、
こ
れ
を
男

女
と
も
夏
冬
の
区
別
な
く
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
山
形
県
で
は
今
で
も
五
十
川
以

南
の
温
海
町
近
辺
で
は
、
新
潟
県
の
県
北
の
ド
モ
コ
モ
と
同
じ
頭
巾
状
の
ボ
シ
を

か
ぶ
っ
て
お
り
、
庄
内
地
方
の
帯
状
ハ
ン
コ
タ
ン
ナ
と
あ
わ
せ
て
二
種
の
覆
面
の

あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
季
節
を
問
わ
ず
か
ぶ
ら
れ
、
男

「

3
6一



子
も
昭
和
二
十
年
頃
ま
で
は
か
ぶ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
『
覆
面
考
料
』
に
も
詳
し

い
。
こ
の
後
者
の
、
手
布
と
い
う
帯
状
覆
面
が
の
ち
の
ハ
ン
コ
タ
ン
ナ
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

菅
江
真
澄
が
秋
田
で
み
た
き
ま
s
に
相
当
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
の

　
菅
江
真
澄
が
山
形
で
み
た
手
布
を
か
ぶ
っ
た
形
を
描
い
た
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の

よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
挿
画
（
写
真
1
3
）
が
『
笥
庭
雑
考
』
の
笠
頭

巾
帽
子
種
々
の
項
に
あ
る
。
こ
れ
は
秋
田
県
の
大
館
地
方
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
解

説
文
と
し
て
「
秋
田
城
下
よ
り
五
十
里
許
に
お
ん
だ
て
と
い
ふ
処
に
て
は
常
の
手

拭
を
か
ぶ
り
そ
の
う
へ
に
五
尺
手
拭
を
か
ぶ
り
頷
に
か
け
て
頭
上
に
て
結
ぶ
」
と

あ
り
、
ま
た
「
男
は
風
呂
敷
を
隅
ち
か
ひ
に
ニ
ツ
に
折
て
角
の
処
を
頭
背
に
垂
れ

て
か
ぶ
り
う
し
ろ
に
結
ぶ
」
と
あ
っ
て
、
他
地
域
の
も
の
も
含
め
て
い
く
つ
か
の

図
が
あ
る
が
、
写
真
1
3
の
女
の
覆
面
が
秋
田
の
五
尺
手
拭
か
ぶ
り
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
の
か
ぶ
っ
た
形
態
は
、
地
理
的
に
は
や
や
離
れ
る
が
秋
田
県
内
の
本
荘
市

近
郊
で
最
近
ま
で
か
ぶ
ら
れ
て
い
た
ヒ
ロ
タ
ナ
を
か
ぶ
っ
た
形
（
写
真
4
）
に
き

わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
五
尺
手
拭
の
下
に
、
汗
と
り
や
髪
を
ま
と
め

る
の
に
役
立
つ
普
通
の
手
拭
も
か
ぶ
っ
て
お
り
、
江
戸
前
期
の
絹
の
き
ま
x
頭
巾

と
は
異
な
る
労
働
用
覆
面
だ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

－
ま
た
挿
絵
に
注
釈
と
し
て
つ
い
て
い
る
「
五
尺
手
拭
、
紺
地
白
模
様
な
ど
也
」

　
．
叉
・
・
葦
橡
・
“
、
、
・
岬
i
微
ー
ぶ
日
湾
鎧
ば
i
“
羅
±
釜
　
　
　
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ロ

蒙
　
　
蒙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
幅
帯
状
覆
面
の
タ
ナ
、

　
　
　
　
　
　
溝
秋
噛
を
推
測
さ
せ
る
に
充
分
な
支
で
あ

　
　
　
　
嚢
、
臼
　
る
と
思
う
・

　
　
　
　
　
、
・
繋
写
　
　
　
五
尺
手
拭
は
『
守
貞
漫
稿
』
か
ら

の
引
用
文
で
す
で
に
見
た
通
り
、
そ
れ
ま
で
の
、
賎
民
（
男
性
）
が
頬
冠
り
し
て

か
ぶ
っ
て
い
た
木
綿
や
麻
の
三
尺
手
拭
に
代
わ
っ
て
元
禄
期
よ
り
、
後
の
腰
帯
の

よ
う
な
五
尺
手
拭
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
手
拭
は
五
尺
手
拭
を
テ

ー
マ
と
し
た
は
や
り
歌
、
五
尺
手
拭
節
、
ま
た
は
い
よ
こ
の
節
と
と
も
に
元
禄
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

代
に
全
国
的
に
流
行
し
て
お
り
、
各
地
で
唄
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な

唄
と
し
て
で
あ
る
。

　
　
五
尺
い
よ
こ
の
手
拭
　
五
尺
手
拭
中
染
め
て

　
へ
俺
に
い
よ
こ
の
呉
り
ょ
よ
り
　
俺
に
呉
り
ょ
よ
り
宿
に
置
け

　
へ
宿
が
い
よ
こ
の
よ
け
れ
ば
　
宿
が
よ
け
れ
ば
名
も
立
た
ぬ

　
へ
佐
渡
と
い
よ
こ
の
越
後
は
　
佐
渡
と
越
後
は
筋
向
い

　
へ
橋
を
い
よ
こ
の
懸
き
ょ
や
れ
　
橋
を
懸
き
ょ
や
れ
船
橋
を

　
結
局
、
被
衣
に
よ
る
顔
の
被
覆
に
、
笠
に
垂
れ
布
、
頗
当
頭
巾
と
い
う
長
い
揺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

藍
期
を
経
て
、
貞
享
期
に
よ
う
や
く
徒
花
の
よ
う
に
開
花
し
た
黒
い
絹
布
の
き
ま

い
（
き
ど
く
）
頭
巾
は
、
高
貴
な
女
性
の
覆
面
文
化
の
終
焉
と
と
も
に
消
え
て
し

ま
っ
た
が
、
代
わ
っ
て
た
く
ま
し
い
庶
民
の
、
紺
木
綿
地
に
白
絞
り
染
め
の
長

い
五
尺
手
拭
と
し
て
、
は
や
り
唄
に
の
っ
て
全
国
に
流
布
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

る
。
　
『
手
拭
沿
革
』
に
よ
れ
ば
、
薩
摩
の
黒
島
や
伊
豆
大
島
で
は
そ
の
名
称
の
ま

ま
残
っ
て
お
り
、
ま
た
秋
田
県
の
河
辺
郡
で
は
、
隣
郡
で
長
手
拭
と
い
う
も
の
を

五
尺
手
拭
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
五
尺
手
拭
と
ナ
ガ
テ
ヌ
ゲ
と
の

接
点
を
さ
ら
に
強
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

東
北
日
本
海
沿
岸
で
近
年
ま
で
か
ぶ
ら
れ
て
い
た
労
働
す
る
女
性
の
帯
状
覆
面
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タ
ナ
か
ぶ
り
類
は
、
そ
の
か
ぶ
り
方
、
特
に
後
頭
部
を
覆
わ
ず
に
顔
面
を
被
覆
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
と
い
う
か
ぶ
り
方
の
形
態
か
ら
み
て
、
江
戸
前
期
の
女
性
の
き
ま
ふ
頭
巾
の
覆

面
の
系
統
に
属
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
両
者
は
、
そ
の
素
材
が
木
綿
と

絹
で
あ
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
着
用
者
層
や
用
途
を
異
に
す
る
。

　
庶
民
の
タ
ナ
か
ぶ
り
は
物
理
的
機
能
を
持
っ
て
お
り
、
顔
面
を
覆
っ
て
保
護
す

る
と
同
時
に
、
能
動
的
に
身
体
を
動
か
し
て
労
働
す
る
た
め
の
役
も
果
た
す
が
、

き
ま
ふ
頭
巾
の
顔
を
包
み
か
く
す
行
為
は
、
差
恥
感
情
と
い
う
よ
り
は
、
古
来
か

　
　
か
つ
ぎ

ら
の
被
衣
の
長
い
慣
習
と
し
て
の
社
会
的
機
能
を
土
台
と
し
な
が
ら
も
、
次
第
に

積
極
的
な
フ
ァ
ッ
ツ
ヨ
ン
性
を
帯
び
た
社
会
心
理
的
意
味
を
持
っ
て
き
て
い
る
。

　
庶
民
で
も
男
性
に
つ
い
て
は
、
風
俗
画
な
ど
で
路
上
の
賎
民
の
覆
面
姿
が
み
ら

れ
、
江
戸
期
に
入
っ
て
か
ら
は
、
外
見
を
は
ば
か
る
た
め
の
武
士
の
帯
状
覆
面
も

み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
専
ら
隠
蔽
を
目
的
と
し
て
い
る
点
で
、
タ
ナ
か
ぶ
り
と

は
相
容
れ
な
い
。

　
タ
ナ
か
ぶ
り
の
機
能
か
ら
み
た
源
流
は
、
中
世
の
働
く
女
性
の
頭
部
に
み
ら
れ

た
桂
巻
き
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
本
来
、
覆
面
に
し
て
か
ぶ
る

こ
と
は
な
い
が
、
物
理
的
機
能
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
彩
り
豊
か
な
桂

巻
き
を
覆
面
に
し
て
、
自
ら
興
じ
て
踊
る
風
流
踊
り
の
女
達
の
輪
に
、
タ
ナ
か
ぶ

り
の
萌
芽
が
み
て
と
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
桂
巻
き
は
、
覆
面
が
、
被
衣
か
ら
笠
の
下
の
手
布
、
き
ま
ふ
頭
巾
、
顔
を
あ
ら

わ
に
す
る
な
ど
の
過
程
を
経
て
、
上
層
階
級
の
女
性
の
着
装
意
識
か
ら
消
失
し
た

の
ち
に
、
代
わ
っ
て
庶
民
の
た
め
の
覆
面
の
タ
ナ
か
ぶ
り
と
し
て
、
五
尺
手
拭
の

全
国
的
流
行
を
契
機
と
し
、
時
代
と
場
所
を
代
え
て
変
貌
し
て
よ
み
が
え
っ
て
き

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
初
期
の
歌
舞
伎
の
異
装
と
し
て
の
き
ま
ふ
頭
巾
の
紅
絞
り
な
ど
の
模
様
は
、
染

め
色
こ
そ
限
定
さ
れ
た
が
、
や
は
り
五
尺
手
拭
の
紺
の
絞
り
染
め
を
通
し
て
、
健

康
的
な
装
飾
意
識
と
な
っ
て
タ
ナ
か
ぶ
り
の
上
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
結
局
、
タ
ナ
か
ぶ
り
は
、
外
観
的
に
み
れ
ば
労
働
の
た
め
の
用
を
主
た
る
役
割

と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
か
ぶ
る
女
達
は
、
そ
の
覆
面
の
内
側
に
、
風
流
踊
り
や

五
尺
手
拭
の
は
や
り
唄
に
垣
間
見
せ
た
情
熱
を
ひ
そ
ま
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
き
ま
ふ
頭
巾
の
女
達
と
共
通
す
る
非
日
常
的
な
美
的
志
向
が

み
ら
れ
る
。
覆
面
の
持
つ
意
味
は
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

註

　
　
終
り
に
あ
た
り
、
東
北
地
方
の
調
査
に
御
配
慮
頂
き
ま
し
た
守
屋
磐
村
先
生
、

　
秋
田
市
の
木
崎
和
廣
氏
、
本
荘
市
の
作
左
部
直
氏
、
そ
の
他
御
協
力
頂
き
ま
し
た

　
多
く
の
方
々
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
1
）
　
山
崎
光
子
「
覆
面
頭
巾
と
も
こ
も
1
江
戸
の
覆
面
と
東
北
日
本
海
沿
岸
の
覆

　
　
面
」
『
生
活
文
化
史
』
5
号
　
m
～
㎜
頁
　
昭
和
5
9
年

（
2
）
守
屋
磐
村
著
、
山
崎
光
子
編
『
覆
面
考
料
』
5
7
頁
源
流
社
　
昭
和
5
4
年

（
3
）
　
秋
田
県
女
子
師
範
学
校
『
郷
土
研
究
紀
要
』
m
～
m
頁
、
捌
頁
　
昭
和
7
年

（
4
）
　
柳
田
国
男
「
手
拭
沿
革
」
（
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
1
4
巻
　
郷
～
鵠
頁
筑
摩

　
書
房
昭
和
4
4
年
）

（
5
）
　
山
東
京
伝
『
骨
董
集
』
上
編
中
之
巻
　
文
化
1
0
年
（
『
百
家
説
林
』
続
編
中
巻

　
吉
川
弘
文
館
　
明
治
3
8
年
）

（
6
）
　
『
日
本
屏
風
絵
集
成
』
第
1
4
巻
　
皿
頁
講
談
社
　
昭
和
5
2
年

（
7
）
喜
多
村
信
節
『
嬉
遊
笑
覧
』
巻
二
上
　
服
飾
文
政
1
3
年
（
縁
園
香
房
昭
和

　
　
3
3
年
）
　
　
　
　
　
　
　
）

（
8
）
林
屋
辰
三
郎
『
歌
舞
伎
以
前
』
　
阻
頁
岩
波
香
店
　
昭
和
2
9
年
，

（
9
）
小
笠
原
恭
子
「
か
ぶ
き
の
成
立
」
『
日
本
芸
能
史
』
4
　
捌
頁
法
政
大
学
出
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版
局
昭
和
6
0
年
　
゜
、
：
　
∨
　
　
ン
　
し
　
　
∴
　
　
　
‘
二
、
ピ
．
一
　
．
　
．

（
1
0
）
　
新
見
正
朝
『
む
か
し
く
物
語
』
享
保
7
年
（
『
近
世
風
俗
見
聞
集
』
二
　
国

　
　
書
冊
行
会
w
大
正
1
年
）
　
　
w
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
　
　
’

（
1
1
）
喜
多
村
信
節
『
錆
庭
雑
考
』
巻
の
三
　
天
保
1
4
年
（
『
百
家
説
林
』
続
編
下
巻

　
　
之
一
吉
川
弘
文
館
明
治
3
9
年
）
　
　
　
・

（
1
2
）
、
，
喜
田
川
季
荘
（
守
貞
）
『
守
貞
漫
稿
』
第
1
4
編
男
服
下
　
天
保
8
～
嘉
永
6

　
　
（
『
類
聚
近
世
風
俗
志
』
東
京
出
版
同
志
会
　
明
治
4
1
年
）

（
1
3
）
　
柳
亭
種
彦
（
文
明
3
～
天
保
1
3
）
『
柳
亭
筆
記
』
三
の
巻
（
『
百
家
説
林
』
続
編

　
　
下
巻
之
二
　
吉
川
弘
文
館
　
明
治
3
9
年
）
°
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
、
　
ー

（
1
4
）
前
出
コ
復
面
頭
巾
と
も
こ
も
」
　
鵬
～
皿
頁

（
1
5
）
　
『
対
訳
西
鶴
全
集
』
三
巻
　
獅
、
加
頁
、
七
巻
　
4
2
、
4
4
頁
、
一
巻
　
描
頁

　
　
明
治
書
院
　
昭
和
4
9
～
5
3
年

、
（
1
6
）
　
太
宰
春
台
（
延
宝
3
～
延
享
4
）
　
月
狗
語
』
（
『
百
家
説
林
』
巻
一
、
吉
川
弘
文

　
　
館
明
治
2
3
年
）

（
7
1
）
・
菅
江
真
澄
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記
』
天
明
4
と
文
化
8
の
記
録
く
『
菅
江
真
澄
遊

　
　
覧
記
』
一
、
五
　
平
凡
社
゜
昭
和
4
0
、
4
3
年
）
　
　
　
　
　
　
∴
　
　
、
、
°
　
，

（
1
8
）
藤
田
徳
太
郎
編
『
近
代
歌
謡
集
』
－
錨
～
錨
頁
博
文
館
昭
和
4
年

（
1
9
）
．
前
出
『
手
拭
沿
革
』
　
班
、
把
頁
　
、
、
　
　
　
　
　
°
°
　
　
　
°
：
‘

　
　
　
日
本
生
活
文
化
史
学
会
々
則
、

第
一
条
本
会
は
「
日
本
生
活
文
化
史
学
会
」
と
称
す
る
。

第
二
条
．
本
会
は
生
活
文
化
の
歴
史
的
研
究
・
調
査
普
及
お
よ
び
会
員
相
互
の
研
究

∴
　
　
上
の
交
流
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
⇔

第
三
条

　
　
　
ω

　
　
゜
②

　
　
　
e

　
　
　
④

　
　
　
⑤

　
　
　
⑥

第
四
条

　
　
ω
正
会
員

　
　
　
る
個
人
。

　
　
　
②
賛
助
会
員
　
・
、
本
会
の
目
的
に
賛
同
し
会
の
経
済
的
維
持
を
図
る
た
め
に
年

　
　
　
額
二
・
以
上
の
絶
誓
を
納
入
す
る
法
含
た
は
個
人
。
た
だ
し
一
・
の
維
持

　
゜
費
は
一
〇
、
○
O
O
円
ど
す
る
。
　
・
　
　
，
．
．
…
　
　
　
：
：
・

第
五
条
本
会
に
入
会
す
る
者
は
所
定
の
申
込
書
に
年
会
費
を
添
え
、
事
務
局
に
申

．
本
会
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う
。
“

研
究
会
・
発
表
会
・
談
話
会
・
講
演
会
等
の
開
催

会
誌
の
編
集
・
発
行

研
究
調
査
の
企
画
・
実
施

見
学
会
等
の
主
催
お
よ
び
後
援

そ
の
他
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
事
業
　
　
　
）
　
ぶ

本
会
の
会
員
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　
　
本
会
の
目
的
に
賛
同
し
年
額
五
、
○
○
○
円
の
会
費
を
納
入
す

　
　
　
し
込
む
も
の
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
・
、

第
六
条
　
本
会
の
会
員
は
会
誌
の
配
布
を
受
け
、
か
つ
会
誌
へ
の
投
稿
、
総
会
・
研

　
　
　
究
会
等
へ
の
出
席
、
そ
の
他
本
会
主
催
の
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
，

第
七
条
　
1
　
本
会
の
運
営
の
た
め
に
正
会
員
の
中
か
ら
次
の
役
員
を
置
く
。

　
　
　
ω
会
長
　
一
名
　
②
副
会
長
　
三
名
　
③
理
事
若
干
名
④
監
事
　
二
名

　
　
　
2
　
会
長
は
本
会
を
代
表
し
会
務
を
総
括
す
る
。
副
会
長
は
会
長
を
補
佐
す
る
。

　
　
　
理
事
は
会
長
・
副
会
長
と
共
に
理
事
会
を
構
成
す
る
。
理
事
の
中
か
ら
常
任
理

　
　
　
事
若
干
名
を
選
出
し
、
運
営
委
員
会
を
組
織
し
て
会
務
を
処
理
す
る
パ
監
事
は
　
・

　
　
　
会
計
の
監
査
に
あ
た
る
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
常
任
理
事
を
補
佐
す
る
運
営
委

　
　
．
員
若
干
名
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
⇔

第
八
条
会
長
は
総
会
に
お
い
て
推
戴
す
る
。
副
会
長
は
会
長
が
任
命
す
る
。

　
　
，
理
事
お
よ
び
監
事
は
総
会
に
お
い
て
選
任
す
る
。

第
九
条
役
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
重
任
を
さ
ま
た
げ
な
い
。
、
　
ン

第
十
条
　
本
会
の
年
度
は
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。

第
十
一
条
　
一
年
以
上
会
費
を
滞
納
し
、
納
入
の
催
告
に
応
じ
な
い
場
合
は
退
会
し
た

　
、
　
も
の
と
み
な
す
。
°

第
十
二
条
’
、
本
会
則
は
総
会
の
決
議
に
よ
り
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
本
会
則
は
昭
和
六
十
年
九
月
か
ら
実
施
す
る
。
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