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一
、
民
俗
採
訪
と
民
需
査

い
に
し
え
の
日
本
人
が
ど
の
様
な
精
神
生
活
を
送
っ
て
い
た
か
に
興
味
が
あ
る
も
の
に
と
っ
て
、
ま
る
で
タ
イ
ム
マ
シ
ン
を
使
う
よ
う

に
、
そ
れ
を
考
え
る
よ
す
が
が
現
実
と
し
て
目
前
に
存
在
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
ほ
ど
心
強
い
こ
と
は
な
い
。

文
献
に
残
さ
れ
た
過
去
の
記
録
だ
け
で
は
日
本
人
の
精
神
生
括
を
考
え
る
の
に
は
偏
り
が
あ
る
し
、
ま
し
て
、
記
録
を
残
せ
る
よ
う
な
階

層
の
人
間
た
ち
の
精
神
生
活
を
、
そ
れ
が
日
本
人
の
す
べ
て
だ
と
思
い
込
む
こ
と
に
も
危
険
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
日
本
の
文
化
を
基
盤
か
ら

支
え
て
い
る
の
は
、
記
録
に
残
ら
な
か
っ
た
人
々
の
発
想
や
感
受
性
な
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
想
い
が
、
柳
田
国
男
を
筆
頭
と
す
る
日
本
民
俗
学
の
創
始
者
た
ち
を
動
か
し
て
い
た
の
に
違
い
な
い
。

文
献
記
録
に
し
か
残
っ
て
ぃ
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
行
出
や
発
想
が
、
民
間
の
生
活
習
俗
(
民
俗
柳
田
は
最
初
土
俗
と
称
し
た
が
)
の

中
に
残
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
文
献
で
は
理
解
で
き
な
か
0
た
内
容
が
、
実
際
の
、
昔
な
が
ら
の
生
活
を
保
0
て
い
た
山
闇
の
民
俗
を
見
て

い
る
と
よ
く
分
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
度
重
な
っ
て
、
日
本
の
文
化
ヘ
の
氾
里
解
は
市
走
実
に
深
ま
っ
て
き
た
し
、
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
た

の
は
日
本
民
俗
学
の
独
特
の
隆
盛
で
あ
っ
た
。

が
、
そ
れ
も
昭
和
三
0
年
代
末
ま
で
で
あ
0
た
。
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昭
和
三
九
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
境
に
、
高
度
成
長
の
嵐
は
、
単
な
る
経
済
現
象
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四

に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
化
的
な
変
容
の
枠
組
み
を
も
つ
て
首
都
圏
か
ら
全
国
津
々
浦
々
ヘ
吹
き
荒
れ
、

玉
年
ほ
ど
の
間
に
、
日
本
人
の

生
活
風
景
を
一
変
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

普
々
、
よ
き
時
代
に
味
わ
え
た
、
民
俗
学
者
の
至
福
の
瞬
朋
1
山
道
を
汗
を
拭
き
拭
き
辿
0
て
い
く
と
、
忘
れ
去
ら
れ
た
よ
う
よ
小
さ

な
村
が
あ
0
て
、
そ
こ
で
は
ま
ク
た
く
昔
な
が
ら
の
生
活
感
情
と
習
俗
が
残
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
t
る
、
な
ど
と
い
う
お
伽
話
す
ら
、
今

で
ば
持
っ
の
が
不
可
能
に
な
る
ほ
ど
、
平
地
の
民
の
生
活
も
、
山
村
生
活
も
す
っ
か
り
変
わ
0
て
し
三
た
の
で
あ
る
0

生
活
風
景
、
生
活
様
式
の
変
化
は
、
当
然
生
活
習
俗
に
纏
わ
る
精
神
生
活
の
変
化
を
も
た
ら
し
、
古
来
の
民
谷
は
器
の
中
に
埋
も
れ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
現
在
の
民
俗
採
訪
は
、
大
抵
の
場
合
そ
う
や
っ
て
殺
の
中
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
民
俗
生
活
の
有
美
と
、
そ
の
生
活
感
青

を
掘
り
起
こ
す
と
い
う
形
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

筆
者
は
民
俗
学
が
専
門
の
学
徒
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
国
文
学
の
分
野
で
「
ウ
タ
」
の
表
現
を
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
と
思
う
う
ち

に
、
音
楽
学
の
方
法
も
、
民
俗
学
の
方
法
も
必
要
に
な
っ
た
と
V
う
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
民
俗
の
中
で
「
ウ
タ
」
が
ど
の
様
な
あ
り
か
た
を

し
て
き
た
の
か
、
ど
の
様
な
力
を
持
ち
得
た
の
か
、
そ
れ
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
十
数
年
来
、
夏
期
を
中
心
に
、
徹
か
に
な
り
つ
っ
あ
る
民
俗
の
中
の
「
ウ
タ
」
(
民
俗
歌
謡
と
い
う
意
味
で
の
民
謡
)
の
、
張
を
掘
り

起
こ
す
こ
と
を
し
て
き
た
が
、
「
ウ
タ
」
も
矢
張
り
生
活
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
民
俗
生
活
を
き
ち
ん
と
知
っ
て
い
る
粘
年
寄
り
で

な
く
て
は
、
「
ウ
タ
」
の
話
も
で
き
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

具
体
的
な
年
齢
屡
か
ら
言
え
ぱ
、
現
在
で
七
十
代
後
半
以
上
の
幾
村
生
活
人
で
な
け
れ
ぱ
、
一
人
前
の
大
人
に
な
っ
て
か
ら
、
村
の
生
活

に
必
要
な
数
々
の
民
俗
を
主
体
的
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
0
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
下
の
世
代
だ
と
、
青
年
団
活
動
に
ょ
る
生
活

改
善
運
動
や
、
戦
中
戦
後
の
混
乱
、
ま
た
高
度
成
長
期
の
主
た
る
担
い
手
と
し
て
、
民
俗
生
活
を
失
う
方
向
に
つ
き
進
ん
だ
世
代
で
あ
る
か

ら
、
は
か
ぱ
か
し
い
聞
き
取
り
も
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
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ぐ
.
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'
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亀
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様
な
例
と
し
て
、
昭
和
七
年
生
ま
れ
の
田
植
え
唄
(
む
ろ
ん
実
際
に
田
植
え
を
す
る
時
に
歌
っ
た
唄
で
あ
る
)
の
名
人
阿
部
清
三
氏
に
、

平
成
元
年
岩
手
県
江
刺
市
梁
川
地
区
で
出
会
0
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
方
は
、
家
が
貧
し
か
っ
た
た
め
、
小
三
頃
か
ら
、
田
植
え
の
手
問
取
り
(
田
柚
え
の
手
伝
い
を
賃
仕
事
と
し
て
t
る
こ
と
。
隣
近

所
の
共
同
作
業
で
あ
る
ユ
イ
と
は
違
う
形
態
の
労
働
)
を
L
て
稼
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
0
た
。
手
間
取
り
を
頼
ま
れ
る
条
件
は
、
仕
*
(
植

え
る
手
)
の
早
さ
と
、
上
手
に
田
植
え
唄
を
歌
う
こ
と
で
あ
0
た
の
で
、
子
供
の
頃
か
ら
一
所
懸
命
田
植
え
唄
を
練
習
し
た
の
だ
そ
う
で
あ

る
。

昭
和
二
十
年
代
の
、
ま
だ
機
械
が
田
圃
に
入
る
前
の
頃
、
昔
な
が
ら
の
田
植
え
の
風
景
の
中
で
、
十
代
半
ぱ
の
彼
は
、
手
間
を
稼
ぐ
た
め

に
二
十
才
も
三
十
才
も
年
上
の
大
人
に
伍
し
て
働
か
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
硫
か
に
そ
の
よ
う
に
働
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

時
培
っ
た
彼
の
喉
は
、
四
十
年
経
っ
て
も
そ
の
時
の
田
植
え
唄
を
忘
れ
て
は
い
な
か
0
た
の
で
あ
る
。

彼
の
世
代
は
普
通
、
一
人
前
の
働
き
手
と
L
て
扱
わ
れ
る
上
う
に
な
っ
た
頃
は
、
田
風
に
機
械
が
入
っ
て
き
て
い
た
。
結
婚
し
て
一
{
永
を

構
え
、
田
植
え
の
労
働
を
共
同
作
業
の
中
で
り
ー
ド
し
て
行
く
年
頃
に
は
、
も
う
、
手
植
え
に
ょ
る
田
植
え
の
作
業
そ
の
も
の
が
、
ほ
と
ん

ど
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

現
在
で
も
し
ぶ
と
く
残
0
て
い
る
民
俗
は
、
多
く
は
、
祭
や
芸
能
に
か
か
わ
る
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
て
、
個
人
の
生
活
の
中
で
は
簡

単
に
消
え
て
行
っ
て
し
ま
う
も
の
が
、
共
同
体
を
確
認
す
る
精
神
的
な
紐
帯
と
し
て
、
多
大
な
努
力
を
払
っ
て
雑
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多

、
ノ

ナ

、
0

1
t

田
植
え
唄
の
よ
う
な
、
労
働
に
纏
わ
る
民
俗
と
固
有
に
結
び
つ
い
た
ウ
タ
は
、
労
働
の
形
態
そ
の
も
の
が
変
わ
0
て
し
ま
え
ば
、
民
俗
と

し
て
残
る
理
由
を
失
っ
て
し
ま
う
。
日
本
の
農
山
村
の
労
働
の
形
が
急
速
に
変
わ
っ
た
現
在
で
は
、
こ
の
様
な
労
働
に
纏
わ
る
ウ
タ
も
七
十

代
後
半
以
上
の
世
代
の
人
々
の
需
の
中
か
ら
で
な
い
と
、
浮
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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民
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兇
嘩
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斤
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口
H

,

0
A
河
若
松

ノ

、
、

平
成
三
年
夏
、
福
傑
中
通
の
北
端

に
当
た
る
、
旧
伊
逹
郡
に
属
し
た
梁
川

町
と
、
隣
接
す
る
宮
城
県
伊
具
郡
丸
森

町
で
民
謡
調
査
を
中
心
と
す
る
民
俗
採

訪
剥
査
を
行
な
っ
た
。
阿
武
隈
山
系
の

北
端
福
島
市
内
を
中
心
と
す
る
中
通

り
と
、
浜
通
り
の
相
馬
地
方
を
結
ぶ
山

間
地
で
あ
る
。

梁
川
町
全
域
の
荊
査
を
試
み
た
が
、

や
は
り
福
島
市
に
連
な
る
平
野
部
に
開

け
た
梁
川
町
市
街
周
辺
で
は
、
生
活
の

都
市
化
が
進
み
、
民
俗
に
根
差
し
た
ウ

夕
の
あ
り
か
た
が
ど
ぅ
で
あ
っ
た
の

か
、
調
査
を
す
る
こ
と
は
難
し
か
 
0

j

が
、
梁
川
町
で
も
、
隣
の
丸
森
町
と

の
境
界
近
く
の
山
問
部
で
は
、
お
年
寄

り
の
話
の
中
か
ら
貴
重
な
調
査
結
果
を
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得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
本
穂
で
は
、
山
舟
生
地
区

に
霜
け
る
鯛
査
で
得
ら
れ
た
、
往
時
の
労
働
と
離
れ
が
た
く
結
び
つ

?

い
て
い
た
ウ
タ
(
い
わ
ゆ
る
労
作
民
謡
)
の
一
例
と
し
て
、
「
麦
掲
き

よ

唄
」
と
「
夜
麦
搗
き
」
の
習
俗
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
報
告
し
、

民
緊
唄
わ
れ
る
こ
と
の
意
襲
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

梁
川
町
周
辺
は
東
北
地
方
で
も
随
一
の
淡
(
大
麦
)
の
生
産
地
で

あ
る
。
現
在
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
以
前
は
も
っ
と
作
付
け
面
積
が

多
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
水
田
の
耕
作
面
積
が
比
較
的
少
な
い
の

と
、
収
量
が
低
い
の
と
で
、
ど
ぅ
し
て
も
主
食
の
一
つ
と
し
て
、
麦

を
栽
培
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
山
舟
生
地
区
で
は
米
四
麦
六

の
麦
鈑
奪
通
の
農
家
の
普
段
の
主
食
で
あ
っ
た
と
V
う
。
従
っ

て
、
米
よ
り
は
手
朋
の
掛
か
る
麦
の
脱
殻
は
、
重
要
で
か
つ
労
働
量

を
要
す
る
作
業
で
あ
っ
た
。

夜
麦
搗
き
と
い
う
の
は
、
夏
、
収
穫
を
終
え
た
麦
(
粒
食
用
の
大

麦
で
あ
る
)
の
実
を
、
麦
打
ち
を
し
て
穂
か
ら
落
と
し
、
の
ぎ
を
取

つ
た
後
、
さ
ら
に
麦
粒
の
固
い
外
皮
を
臼
で
つ
い
て
知
く
作
業
で
あ

.
昆

る
。
こ
れ
は
粗
搗
き
の
段
階
で
、
男
手
を
必
要
と
し
、
八
月
い
っ
ぱ

V
ビ
ろ
ま
で
は
、
昼
澗
の
什
亭
を
終
え
た
男
た
ち
に
ょ
っ
て
、
そ
の
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゛

名
の
と
粘
り
夜
行
な
わ
れ
る
作
業
で
あ
る
。
粗
搗
き
を
終
え
た
麦
は
殻
入
れ
に
入
れ
ら
れ
て
貯
蔵
さ
れ
、
そ
の
都
度
食
ベ
る
量
に
応
じ
て
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夜
麦
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き
の
習
俗
と
歌
需
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獨
協
大
学
教
聾
諸
学
研
究
第
二
七
巻
(
一
九
九
三
年
)

プ
ノ

仕
上
げ
づ
き
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
、
夜
行
な
わ
れ
る
粗
搗
き
の
際
に
ウ
タ
が
唄
わ
れ
た
。
麦
搗
き
唄
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
ん
の
変
哲
も
よ
、
労
作
民
謡
よ
の
で

あ
る
が
、
夜
麦
搗
き
と
い
う
作
業
と
、
麦
搗
き
唄
と
い
う
ウ
タ
と
の
間
に
大
変
面
白
い
か
か
わ
り
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
0

単
純
に
労
作
民

,
言
っ
て
は
「
麦
搗
き
唄
」
の
ウ
タ
と
し
て
の
表
現
は
分
ら
な
く
な
る
の
で
あ
0
た
0

民
謡
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
故
浅
野
健
二
氏
は
『
日
本
需
・
芸
能
の
周
辺
』
の
な
か
で
、
東
ヒ
民
謡
の
項
に
お
、
て
扶
の
美
に
記

さ
れ
た
。

ま
た
米
に
つ
ぃ
て
盛
ん
な
麦
作
は
、
そ
の
八
割
が
阿
武
隈
台
地
か
ら
生
産
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
福
.
俄
浜
通
り
の
嘔
馬
地

方
に
は
美
し
い
陰
旋
調
の
「
麦
搗
き
唄
」
が
あ
る
。

麦
も
搗
け
た
し
寝
、
こ
ろ
も
き
た
し
う
ち
の
親
た
ち
ゃ
ア
佐
ん
と
に
寝
ろ
寝
ろ
と

毎
年
夏
が
来
る
と
、
麦
打
ち
の
処
理
が
終
わ
っ
た
後
夜
業
仕
事
に
若
い
男
女
が
夜
麦
搗
き
を
す
る
0
 
庭
に
幾
っ
も
の
臼
七
並
ヘ
、

一
っ
の
臼
に
二
人
ず
つ
横
杵
(
昔
は
手
杵
)
で
向
か
い
合
っ
て
掲
く
の
で
あ
る
0

確
か
に
類
似
の
麦
搗
き
唄
は
、
相
馬
市
周
辺
の
み
で
は
な
く
、
宮
城
県
南
部
、
そ
し
て
こ
の
梁
川
町
周
辺
に
も
分
布
し
て
、
る
こ
ミ
、

既
に
『
日
本
民
謡
大
観
』
や
『
東
北
民
霊
』
'
福
島
県
民
謡
緊
翁
査
報
告
』
『
宮
援
儒
豐
剥
査
報
告
』
よ
ど
で
報
告
さ
れ
て
、
る
0

ま
た
、
習
俗
と
し
て
の
梁
川
町
山
舟
生
の
夜
麦
搗
き
に
つ
い
て
は
、
既
に
昭
和
五
四
年
十
月
に
成
城
大
学
民
谷
学
研
究
会
に
よ
っ
て
、
『
冥

0
 
6
6

島
県
伊
達
郡
梁
川
町
山
舟
生
日
面
民
倫
査
報
告
書
』
の
Ⅵ
人
生
儀
礼
二
婚
姻
の
項
で
数
の
様
に
報
告
さ
れ
て
、
る
0

麦
つ
き
.
米
っ
き
夏
の
夕
方
に
は
、
娘
や
婦
人
達
が
麦
っ
き
を
し
、
冬
に
は
米
っ
き
に
集
ま
っ
た
0
 
葱
沼
と
日
面
は
円
々
に
中
町

の
家
を
交
代
で
ま
わ
る
。
麦
は
一
ウ
ス
に
二
人
で
か
か
り
、
カ
タ
ヅ
キ
、
ナ
カ
ヅ
キ
、
シ
ア
ゲ
と
三
回
つ
く
0
 
米
は
一
ウ
ス
で
弌
工

つ
け
た
。
娘
達
が
麦
つ
き
や
米
っ
き
を
し
て
い
る
所
に
若
い
衆
が
五
、
六
人
で
夜
遊
ぴ
に
く
る
0
麦
っ
き
う
こ
は
次
の
よ
う
な
し
の
、

あ
つ
た
。
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、
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,
、
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、
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、
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、
、
、
气
、
、
゛
、
、
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゛

、
生
 
tf

^
,
ξ
・
ー
ー
、
1
4
^
^
^
^
、
、
^
^
、
N

↓
、
゛

き
ね
の
枕
に
う
す
の
か
げ
麦
つ
い
て
助
ら
ぱ
片
肌
脱
い
で
お
ら
も
助
ら
ぱ
丸
は
だ
か

も
つ
け
た
L
寝
ご
ろ
も
き
た
し
う
ち
の
完
見
憲
ξ
あ
ね
ろ
ね
ろ
と

の
底
頁
が
見
た
さ
に
 
1
隹
か
来
た
よ
う
な
煽
一
キ
艮
の
外
鳴
い
た
金
令
虫
^
日
を
止
め
た

以
上
の
記
述
・
報
告
で
は
窺
え
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
今
回
幾
つ
か
の
新
知
見
が
得
ら
れ
、
ま
た
、
音
楽
的
に
も
興
味
深
い
事
例
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
線
告
し
考
察
を
加
え
る
。

、
、
、
ナ

三
調
査
実
績
稜
麦
搗
き
に
関
わ
る
分
)

◎
調
査
日
程

平
成
三
年
八
月
二
十
七
t
三
十
日

◎
採
訪
地

福
島
県
伊
逹
郡
梁
川
町
山
舟
生
地
区

◎
追
稠
査
日

平
成
三
年
十
一
月
四
制
、
十
二
月
一
日

◎
調
査
者

飯
島
一
彦
、
飯
島
み
ほ
、
伊
藤
健
中
井
彩

◎
本
稿
に
関
わ
る
伝
承
者
一
覧

斎
藤
ヨ
シ
イ
女
(
明
治
三
十
五
年
四
月
笂
日
生
)

斎
藤
ヨ
リ
女
(
明
治
三
十
八
年
工
月
王
日
生
)

佐
藤
嘉
助
男
(
明
治
三
十
六
年
七
月
十
二
日
生
)

夜
変
掲
き
の
習
俗
と
歌
謡
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字
大
小
在
住

字
坊
在
住

字
清
水
在
住
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字
日
面
在
住

字
除
石
在
住

0
坊
.
清
水
.
 
R
面
・
除
石
地
区
で
か
つ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
夜
麦
搗
き
の
習
俗

(
斎
藤
ヨ
リ
氏
、
佐
藤
喜
助
氏
の
話
か
ら
)

麦
の
収
穫
ば
六
月
い
っ
ぱ
い
で
終
わ
ら
せ
た
。
そ
う
し
て
麦
打
ち
を
行
な
い
、
誓
る
状
態
に
し
た
0
 
八
月
、
ク
ぱ
、
頃
ま
で
の
二
箇

間
は
夜
麦
搗
き
を
行
な
0
て
い
た
。
麦
搗
き
の
作
業
は
荒
搗
き
1
搗
い
た
麦
を
千
t
1
唐
箕
に
か
け
る
1
仕
上
げ
島
き
と
、
う
手
順
で
行
よ

わ
れ
る
が
、
夜
麦
搗
き
は
こ
の
中
の
荒
麦
搗
き
の
作
業
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
坊
・
清
水
部
落
で
は
、
荒
麦
島
き
は
男
ミ
朝
早
く
や
天
一
、

の
悪
い
時
な
ど
に
搗
い
た
。
と
い
う
の
も
麦
の
外
皮
は
硬
く
、
男
の
力
で
な
け
れ
ぱ
搗
け
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
0
 
そ
う
し
て
仕
上
げ
島
き

は
女
衆
が
行
な
い
、
{
永
族
の
も
の
だ
け
で
麦
掲
き
は
済
ん
だ
。
仕
上
げ
搗
き
は
食
、
へ
る
分
だ
け
を
島
い
た
の
で
女
衆
だ
け
で
島
け
こ
0

一
方
、
日
面
.
除
石
部
落
は
豊
か
な
家
が
多
く
、
麦
の
収
穫
量
も
多
か
 
0
た
た
め
に
、
女
衆
は
各
家
を
行
っ
こ
り
来
こ
り
し
て
手
伝
0

た
。
ま
た
そ
の
家
に
手
間
取
り
に
来
て
い
る
も
の
も
夜
麦
搗
き
を
手
伝
0
た
。
そ
こ
ヘ
他
の
部
落
か
ら
も
若
、
男
犬
ミ
女
遊
び
工
て
ら
、
娘

に
会
う
た
め
に
手
伝
い
に
来
て
い
た
。
夜
麦
搗
き
を
い
つ
行
な
う
か
に
つ
い
て
は
そ
の
家
の
主
人
が
息
子
や
良
と
冒
談
し
、
他
の
家
と
重
よ

る
こ
と
の
無
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
家
族
か
ら
他
の
若
い
衆
ヘ
と
情
報
が
流
れ
、
夜
麦
搗
き
が
行
な
わ
れ
る
0
 
夜
愛
島
き
を
行
よ
う

家
で
は
臼
と
杵
だ
け
用
意
し
て
お
き
、
そ
の
他
は
一
切
構
わ
な
か
0
た
0

場
所
は
、
月
の
明
る
い
晩
な
ど
は
、
外
の
庭
で
、
暗
い
晩
は
「
か
ら
も
の
屋
」
(
物
置
小
屋
)
で
行
な
0
た
0
 
む
し
ろ
を
女
、
て
臼
を
幾
っ

か
 
9
-
ー
さ
並
、
へ
て
置
き
、
杵
は
横
杵
(
ヨ
リ
氏
は
手
杵
)
で
搗
い
た
。
集
る
人
数
は
十
人
前
後
で
あ
っ
た
0

夜
飯
が
終
わ
っ
て
か
ら
集
り
始
め
、
用
意
さ
れ
た
麦
が
搗
き
終
わ
る
ま
で
行
な
わ
れ
、
大
体
十
時
頃
ま
で
か
か
っ
た
0
 
格
好
は
'
段
と
変

わ
ら
な
い
。
む
し
ろ
の
上
に
は
履
き
物
を
脱
い
で
上
が
り
、
男
女
が
向
い
合
っ
て
「
柵
搗
き
」
を
し
、
話
な
ど
し
な
工
ら
島
、
こ
0
 
あ
ぶ

獨
諭
大
学
教
養
諸
学
研
究
錦
二
七
巻
(
一
九
九
三
年
)

八
巻
ミ
ッ
イ
女
(
明
治
三
十
八
年
生
)

幕
田
忠
男
(
昭
和
五
年
九
月
二
日
生
)

<
ナ会

1
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1
望
婆
1
W
W
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^
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"
ー
、
1
t
゛
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ー
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4
:
、
典
々
矧
き
、
ー
ー
ー
ミ
^
ー
ー
,
^
1
恵
安
、
^
団
、
凡
N
1
.
、
 
1
壽

て
し
ま
っ
た
者
た
ち
は
、
周
り
で
座
っ
て
交
代
す
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
興
が
乗
っ
て
く
る
と
歌
が
出
始
め
、
勉
の
臼
の
も
の
た
ち
や
待
っ

て
い
る
も
の
た
ち
も
一
緒
に
な
う
て
歌
っ
た
。
唄
を
歌
う
こ
と
で
搗
く
調
子
を
合
わ
せ
た
り
、
作
業
の
単
調
さ
を
紛
ら
わ
せ
た
り
す
る
と
い

う
こ
と
よ
り
も
、
目
の
前
の
相
手
と
楽
し
む
た
め
と
い
う
意
味
合
V
、
が
強
か
 
0
た
。

唄
は
男
と
女
に
関
す
る
も
の
が
多
く
歌
わ
れ
た
が
、
即
興
で
歌
を
作
っ
た
り
ナ
る
こ
と
は
な
か
0
た
。
た
と
え
ぱ
と
の
よ
う
な
歌
が
歌
わ

L
 
ブ
ヒ
。

は
1
 
俺
と
ゆ
か
ね
か
裏
山
に
あ
け
ぴ
と
り
さ
ゆ
か
ね
え
か

高
い
山
か
ら
谷
底
見
れ
ぱ
赤
い
た
す
き
の
女
が
見
え
る

島
田
娘
と
夏
吹
く
風
を
そ
よ
と
入
れ
た
い
蚊
帳
の
な
か

島
田
娘
と
垣
根
の
芋
は
掘
ら
れ
な
が
ら
も
絡
み
つ
く

娘
十
六
七
は
し
て
も
し
た
が
る
針
仕
事
今
朝
も
し
て
き
た
寺
参
り

向
い
小
山
の
崖
の
つ
っ
じ
お
よ
び
な
け
れ
ぱ
見
て
暮
ら
す

へ
の
と
鉄
砲
に
し
て
笹
籔
こ
げ
ぱ
し
し
も
む
じ
な
も
皆
逃
げ
る

へ
の
こ
の
皮
下
駄
の
緒
に
ナ
れ
ば
い
く
ら
履
い
て
、
脱
い
で
も
切
れ
や
せ
ぬ

べ
っ
ち
ょ
の
皮
袖
口
に
す
れ
ば
い
く
ら
抜
い
て
も
挿
し
て
も
切
れ
や
せ
ぬ

(
以
上
、
斎
藤
喜
助
氏
)

-
0
0

'
气
{

麦
を
搗
く
な
ら
男
と
搗
き
ゃ
れ
男
ち
か
ら
で
麦
の
皮
剥
け
る

(
以
上
、
斎
藤
ヨ
リ
氏
)

一
緒
に
麦
を
搗
く
う
ち
に
、
仲
の
良
く
な
る
男
女
も
い
て
、
手
拭
い
を
交
換
す
る
人
た
ち
も
い
た
。

は
な
か
っ
た
が
、
目
と
目
で
通
じ
合
っ
た
。
夜
麦
拙
き
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
、
若
し
、
娘
と
残
っ
た
り
、

夜
麦
掲
き
の
習
俗
と
歌
謡

ー
、
i
}
ー

琴
4

1

、

4

七

ー
,
 
4

ー
イ
ミ
、
、
ι
ミ
ョ
亭

口
説
き
の
決
め
手
と
な
る
よ
う
な
唄

1
差
つ
て
千
テ
0
 
た
り
し
た
も
の
た
ち
も

-
0
-

1



獨
協
火
学
教
養
諸
学
研
究
鋳
二
七
巻
(
一
九
九
三
年
)

-
0
二

お
り
、
来
る
時
は
何
人
か
連
れ
立
0
 
て
来
た
の
が
、
返
り
は
バ
ラ
バ
ラ
倫
っ
た
。
親
た
ち
も
、
支
麦
島
き
に
陶
し
て
は
大
目
に
見
て
、

た
。
そ
れ
が
縁
に
な
0
 
て
結
婚
す
る
男
女
も
い
た
。
た
だ
、
普
通
の
結
婚
の
形
式
を
と
っ
て
結
昏
t
る
の
で
、
周
り
に
は
圭
、
ら
本
人
ミ

言
っ
て
分
か
っ
た
。

0
岡
.
大
小
・
日
面
・
除
石
地
区
で
か
つ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
夜
麦
搗
き
の
習
俗

(
斎
藤
ヨ
シ
イ
氏
の
話
か
ら
)

麦
は
七
月
十
日
頃
ま
で
に
は
刈
り
取
り
を
終
え
、
麦
打
ち
を
し
て
お
い
た
。
そ
う
し
て
麦
を
掲
け
る
状
態
に
し
て
お
き
、
「
設
入
れ
」
に
入

れ
て
船
い
た
。
霊
過
ぎ
か
ら
夜
麦
搗
き
を
始
め
、
十
月
の
始
め
頃
ま
で
行
な
っ
た
。

夜
麦
搗
き
は
男
も
女
も
掲
き
、
ユ
イ
を
し
て
歩
い
た
。
そ
の
場
ヘ
た
だ
の
手
伝
い
で
来
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
0
た
0
 
一
晩
に
一

臼
金
斗
臼
)
毎
晩
搗
い
て
ぃ
た
。
搗
く
と
き
に
は
男
と
女
が
相
搗
き
し
、
横
杵
(
昔
は
手
杵
)
で
搗
い
た
0
 
話
を
し
た
り
、
皆
で
唄
を
唄

つ
た
り
し
な
が
ら
搗
い
た
。
唄
は
作
業
の
単
詔
さ
を
誘
ら
わ
す
た
め
に
歌
っ
た
。
歌
わ
れ
て
い
た
唄
は

搗
い
て
助
ら
れ
て
た
だ
帰
さ
れ
ぬ
ア
ー
ド
カ
ン
ド
カ
ン
杵
を
枕
で
ほ
ん
と
に
臼
の
か
げ
ハ
ー
ド
カ
ン
ド
カ
ン

麦
も
拙
け
た
し
寝
頃
も
来
た
し
寝
頃
も
来
た
し
う
ち
の
ぱ
っ
ぱ
や
孫
寝
ろ
寝
ろ
と

0

ー
ー
'

麦
を
搗
く
な
ら
七
か
ら
八
か
ら
三
か
ら
四
か
ら
は
ほ
ん
と
に
誰
も
搗
く

J
 
'
、
 
6

一
方
、
日
面
.
除
石
は
家
柄
が
揃
っ
て
ぃ
た
の
で
、
た
く
さ
ん
麦
を
搗
い
て
い
た
。
そ
こ
へ
は
若
い
男
が
夜
遊
び
が
て
ら
遠
く
か
ら
も
行

う
て
ぃ
た
。
中
に
は
見
染
め
た
人
を
目
当
て
に
通
0
た
人
も
い
た
。
夜
麦
掲
き
が
緑
で
結
婚
し
た
人
た
ち
も
あ
っ
た
0

四
夜
麦
搗
き
と
い
う
場
の
差
異
と
麦
搗
き
歌
の
表
現

如
上
の
採
胎
査
の
結
果
か
ら
、
地
区
に
よ
0
て
夜
麦
搗
き
の
形
態
に
差
異
が
島
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
棒
.
架
也
区
で
は
家
族
で
麦

.
、f

;
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
f
4
亀
発
1
で
ー
ー
ー
;
ー
ー
ー
メ
ー
寄
食
又
ー
イ
'
ξ
ミ
ー
、
、
、
玉
進
1
、
ー
ー
、
1
即
1
彬
y
゛
ー
ー
ー
ー
恩
1
ヘ
ー
'
証
、
ー
ー
島
1
'
、
(
 
y
1
ー
ー
ゞ
ー
、
"
ゾ
ー
七
 
1
色
Ⅷ
、
L
プ

1

1

き
を
済
ま
せ
て
い
た
。
岡
.
大
小
で
は
ユ
イ
(
隣
近
所
の
共
同
作
業
、
労
働
力
の
貸
し
借
り
を
す
る
J
 
で
麦
搗
き
を
行
な
っ
て
い
た
0
 
日

面
.
除
石
で
は
、
{
永
族
以
外
の
も
の
、
手
聞
取
り
に
来
て
い
る
も
の
や
他
の
部
落
か
ら
若
い
男
た
ち
が
や
0
て
き
て
一
緒
に
夜
麦
島
き
を
行

な
0
 
て
い
た
。

こ
の
違
い
は
、
第
一
に
地
区
に
ょ
っ
て
生
じ
る
経
済
的
規
模
の
差
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
面
、
除
石
で
は
比
較
的
豊
か
な
家
が

多
か
う
た
よ
う
で
あ
る
。
伝
承
者
の
表
現
で
は
、
「
家
柄
が
揃
っ
て
い
た
」
と
な
っ
て
い
る
が

.
、

こ
の
地
区
は
、
宮
城
県
丸
森
町
に
抜
け
る
街

道
沿
い
で
も
あ
り
、
傾
斜
地
が
多
い
が
、
開
け
た
地
勢
と
な
0
て
い
る
。
手
問
取
り
と
い
う
労
働
力
を
常
時
必
要
と
し
た
地
区
は
周
辺
で
は

こ
の
地
区
だ
け
だ
っ
た
よ
う
で
、
麦
の
収
穫
量
も
多
か
 
0
た
。
当
然
麦
搗
き
を
す
る
労
働
力
も
多
大
に
必
要
に
な
る
わ
け
で
あ
る
0
 
他
の
部

落
か
ら
さ
え
若
者
が
や
っ
て
き
て
、
手
間
の
掛
か
る
寄
を
手
問
賃
な
し
で
や
っ
て
く
れ
る
七
な
れ
ば
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
あ
る
ま

、
 
0

そ
れ
に
比
し
て
、
他
の
地
区
で
は
よ
そ
か
ら
手
伝
い
に
来
て
も
ら
う
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
{
永
族
、
も
し
く
は
隣
近
所
で
ユ

1
rイ

を
す
る
だ
け
で
人
手
は
問
に
合
ウ
た
の
だ
。

経
済
的
規
椣
の
差
に
ょ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
作
業
形
態
の
差
異
は
、
作
業
の
性
格
の
違
い
を
も
も
た
ら
し
て
い
る
0

日
面
.
除
石
で
は
、
夜
麦
搗
き
が
行
な
わ
れ
る
家
の
親
た
ち
は
準
備
だ
け
を
し
て
お
き
、
後
は
一
切
構
う
こ
と
が
な
か
 
0
た
0
 
つ
ま
り
、

親
た
ち
に
は
、
庭
で
行
な
わ
れ
る
夜
麦
搗
き
の
様
子
は
分
か
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
夜
麦
搗
き
の
場
で
男
女
が
出
会

う
こ
と
を
認
知
し
区
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
他
の
部
落
か
ら
も
夜
麦
搗
き
の
場
に
若
者
が
出
か
け
、
実
際
に
夜
麦
掲
き
が
縁
で

結
婚
し
た
男
女
も
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
山
舟
生
に
お
い
て
、
夜
麦
搗
き
が
男
女
の
出
会
い
の
場
と
し
て
社
会
的
に
認
知
を
保
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
経
営
規
模
の
大
き
な
幾
家
の
主
人
に
と
っ
て
は
、
手
間
賃
を
出
さ
十
に
麦
搗
き
を
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
対
費
用
効

果
も
め
っ
た
わ
け
だ
が
、
実
際
に
夜
麦
搗
き
の
場
に
参
加
す
る
も
の
た
ち
に
と
0
て
の
意
味
は
、
作
業
の
形
態
を
と
り
な
が
ら
、
農
村
生
活

に
は
数
少
な
か
っ
た
男
女
の
出
会
い
の
場
、
楽
し
み
の
場
で
あ
っ
た
の
だ
。

一
力
、
他
の
地
区
で
は
夜
麦
搗
き
は
純
粋
に
儲
作
業
と
し
て
の
性
格
し
か
持
ち
得
て
い
な
い
。
一
{
永
族
あ
る
い
ば
、

夜
変
拙
き
の
習
俗
と
歌
謡

ミ
1

'
 
4
-
、
し
、
、
ー

、
ノ
ー
4

才

イ

Y

、
{

ξ

ユ
イ
に
お
け
る
食

-
0
三

1
、
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0
四

料
を
確
保
す
る
た
め
の
労
働
の
一
嚇
と
し
て
の
夜
麦
搗
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
見
同
じ
様
な
夜
麦
搗
き
と
い
う
作
業
で
あ
り
な
が
ら
、
山
舟
生
に
は
異
な
0
た
性
格
の
二
種
の
夜
搗
麦
き
が
存
在
し
て

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
額
1
4
無
で
き
た
麦
搗
き
唄
の
歌
詞
は
ど
れ
も
さ
ほ
ど
特
,
雅
女
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
あ
か
ら
さ
ま
に
男
女
の
関
わ

リ
、
あ
る
い
は
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
に
性
交
を
思
い
起
さ
せ
て
(
い
わ
ゆ
る
バ
レ
唄
の
表
現
)
、
男
女
が
(
主
に
男
性
だ
が
)
互
い
に
誘
い
合
う
表

現
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い

0

そ
れ
に
対
し
て
、
単
に
労
働
作
業
と
し
て
の
意
味
し
か
持
ち
得
な
い
場
で
の
麦
摘
き
唄
は
、
た
と
え
同
じ
様
な
バ
レ
唄
の
表
現
で
あ
0
て

も
、
表
現
上
は
作
業
唄
の
性
格
し
か
持
ち
得
な
い
。
伝
承
者
の
言
葉
に
も
「
唄
は
作
業
の
単
調
さ
を
紛
ら
わ
せ
る
た
め
に
歌
っ
た
。
」
と
あ
っ

た
。
こ
こ
で
は
バ
レ
歌
の
表
現
は
、
昼
聞
の
労
働
に
疲
れ
た
上
で
の
夜
の
重
労
働
を
、
少
し
で
も
楽
し
い
場
に
し
、
眠
気
を
覚
ま
す
た
め
の

夜
業
唄
の
意
味
し
か
な
い
。

後
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の
二
っ
の
違
っ
た
籍
を
持
っ
揚
で
歌
わ
れ
た
麦
搗
き
唄
は
、
麦
搗
き
と
い
う
作
業
に
あ
0
た
テ
ン
ポ
で
唄
わ
れ

る
。
そ
の
点
で
は
二
っ
の
場
に
な
ん
ら
違
い
は
な
い
。
麦
搗
き
と
い
う
作
業
の
様
態
、
歌
わ
れ
る
唄
と
作
業
と
の
見
掛
け
上
の
密
接
な
結
び

つ
き
は
、
こ
れ
ら
二
っ
の
場
で
歌
わ
れ
る
麦
搗
き
歌
の
表
現
に
な
ん
ら
積
極
的
な
弁
別
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
作
業
に
参
加
す
る
も
の
の
意
識
の
違
い
に
ょ
り
、
見
掛
け
上
は
同
様
の
作
業
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
し
て
、
同
様
の
唄
が
歌
わ
れ

よ
う
と
も
、
各
々
で
歌
わ
れ
て
い
た
唄
の
性
格
、
表
現
上
の
意
図
は
明
ら
か
に
違
っ
た
も
の
と
な
0
て
い
る
。

男
女
の
出
会
い
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
日
面
・
除
石
地
区
の
夜
麦
掲
き
の
場
で
唄
わ
れ
た
麦
搗
き
唄
は
、
一
見
作
業
唄
の
様
に
見
え

な
が
ら
、
実
際
は
男
女
が
互
い
に
情
を
交
わ
す
た
め
の
表
現
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
坊
・
清
水
・
岡
・
大
小
の
各
地
区
で
は
、
麦
搗
き
唄
は
純
粋
に
作
業
唄
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

伺
じ
ウ
タ
が
、
表
面
上
同
じ
表
現
を
持
ち
な
が
ら
、
場
の
差
異
に
ょ
っ
て
、
ま
っ
た
く
違
う
機
能
を
果
た
ナ
、
つ
ま
り
、
ま
っ
た
く
違
う

表
現
意
図
を
付
与
さ
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
好
例
が
こ
こ
に
存
在
し
た
。

#

、
ー
'
J
五
食
知
1
1
气
J
、
太
>
ー
ー
t
、
ー
ー
ー
姦
1
1
L
嘩
1
ι
女
弓
支
ニ
ハ
ー
゛
.
"
t
葵
ミ
永
亨
宮
司
、
ゞ

四

通
常
の
言
雲
現
と
し
て
み
た
場
貪
表
現
意
図
は
表
現
に
先
立
0
て
存
在
す
る
と
老
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
の
扱
っ
た
民

俗
に
見
ら
れ
る
麦
搗
き
唄
の
果
た
し
て
い
る
機
能
の
違
い
は
、
そ
の
理
解
を
不
可
能
に
す
る
事
例
に
見
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
例
は
、

歌
謡
に
と
っ
て
は
纓
々
起
こ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
特
殊
に
は
属
さ
な
い
。

な
ぜ
歌
謡
に
は
、
場
の
制
約
に
ょ
0
て
、
表
現
意
図
が
後
天
的
に
付
与
さ
れ
る
と
い
う
構
造
が
存
在
t
る
か
は
、
大
き
な
命
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
本
調
査
に
ょ
っ
て
得
ら
れ
た
事
例
の
み
に
つ
い
て
誇
察
す
る
な
ら
ぱ
、
麦
搗
き
唄
が
夜
麦
搗
き
と
い
う
揚
の
違
い
に
ょ
っ
て
、

二
っ
の
別
の
機
能
を
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
発
揮
す
る
理
由
は
、
以
下
の
様
に
考
え
ら
れ
る
。

需
は
本
来
的
に
は
問
い
掛
け
の
性
質
を
必
十
持
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歌
謡
は
語
・
音
楽
の
両
面
に
わ
た
0
て
、
共
同
性

の
堅
周
な
枠
組
み
の
中
で
表
現
さ
れ
る
非
日
常
的
な
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
別
の
面
か
ら
一
冨
え
ば
、
現
に
そ
こ
に
居
て
、
そ
の
ウ
タ

を
非
日
常
的
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
も
の
が
必
ず
必
要
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
か
つ
て
は
決
し
て
不
特
定
多
数
を
あ
ら
か

じ
め
予
測
し
て
な
さ
れ
る
表
現
で
は
な
か
 
0
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。

特
定
の
少
数
、
も
し
く
は
多
数
が
聞
き
手
と
し
て
保
証
さ
れ
る
時
、
初
め
て
、
歌
謡
は
聞
き
手
に
対
し
て
歌
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ

な
ら
、
歌
謡
は
自
分
に
対
し
て
の
み
、
も
し
く
は
そ
こ
に
い
な
い
誰
か
に
対
し
て
の
み
歌
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
か
ら

。
こ
(
1
)
0

問
い
掛
け
る
行
為
に
粘
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
が
、
や
は
り
男
女
の
問
い
掛
け
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
作
業
の
仲
問
に
対
し
て
、

さ
ら
に
は
神
に
対
し
て
の
問
い
掛
け
で
あ
る
。

作
業
と
し
て
の
夜
麦
搗
き
で
バ
レ
唄
が
歌
わ
れ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
適
接
的
に
は
作
業
の
仲
間
に
呼
び
か
け
て
眠
気
を
誓
す
た
め
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
は
豊
秘
ヘ
の
期
待
も
あ
る
だ
ろ
う
。
性
的
な
期
待
感
を
込
め
た
歌
謡
表
現
は
、
田
植
え
唄
と
同
様
な
意
味
を
持
0
て
い
た
と

言
え
る
と
思
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
男
女
の
出
会
い
の
場
と
し
て
の
夜
麦
搗
き
で
歌
わ
れ
る
麦
搗
き
歌
で
は
、
呼
び
掛
け
そ
の
も
の
が
直
接
的
な
男
女
関
係

-
0
工

夜
変
掲
き
の
習
俗
と
歌
謡

1

1
、

1

で
、
)

{
、
'
々

^
、

夕
ι

ミ

1

コ
i
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六

を
示
唆
t
る
行
為
で
あ
っ
て
、
バ
レ
唄
の
表
現
も
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
高
め
、
結
果
的
に
ば
多
産
と
豊
秘
を
約
束
ず
る
も
の
と
な
っ
た
に
違

一
↓

1

t
ミ

1

、

h

ノ
、

t

:

>"

i

主

゛

、
f゛

智
1
三
A
1
f
^
.
1
 
弐
、
^
ー
、
ー
,
1
驫
、
;
ー
ノ
ー
ー
畠
碕
建
^
心
^
ー
,
'
;
玉
1
t
す
@
;
ー
ー
、
1
N
、
忠
ト
{
》
縄
1
生
乏
.
ー
、
走
.
ー
ー
^
会
、
^
^
^
,
1
4
じ
ー
,
、
凡
,
し
、
.
ン
主
恩
1
、
く
>
二
四
、
^
ゞ
¥
遵
太
亀
'

-
0
七

「

"

つ

=

礼
的
女
長
持
ち
歌
な
ど
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
幕
田
氏
は
実
際
の
麦
搗
き
の
作
業
は
行
な
っ
た
こ
と
が
な
く
、
ご
く
幼
い
頃
に
見
た
こ
と
が
あ
る
程
度
だ
と
い
う
。
そ
れ
も
道

理
で
、
こ
の
地
区
で
は
す
で
に
昭
和
の
初
期
に
は
精
麦
の
機
械
が
現
わ
れ
、
夜
麦
搗
き
の
労
働
は
、
従
っ
て
男
女
の
出
会
い
の
場
と
し
て
の

夜
麦
搗
き
の
習
俗
も
、
急
速
に
廃
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

幕
田
氏
は
麦
搗
き
歌
を
祖
父
や
父
親
が
宴
席
な
ど
で
歌
う
の
を
開
い
て
覚
え
た
も
の
だ
と
言
う
。
そ
の
声
は
哀
剥
を
帯
び
て
、
民
誤
手

な
ど
か
ら
は
閣
け
な
い
、
い
か
に
も
在
地
の
民
謡
で
あ
ク
た
。

こ
の
幕
田
氏
の
麦
拙
き
歌
は
、
山
舟
生
の
も
の
に
間
違
い
な
い
の
だ
が
、
斎
藤
ヨ
シ
イ
氏
に
歌
っ
て
い
た
だ
い
た
も
の
と
較
ベ
る
と
、
四

つ
の
点
で
大
き
な
違
い
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
楽
製
照
)

第
一
に
、
テ
ン
ポ
の
違
い
で
あ
る
。
実
際
に
夜
麦
搗
き
を
経
験
し
た
斎
藤
氏
の
歌
の
テ
ン
ポ
は
、
相
搗
き
を
し
て
互
い
に
杵
を
振
り
下
ろ

す
、
実
際
の
作
業
の
早
い
テ
ン
ボ
と
し
て
ま
0
た
く
無
理
が
な
い
。
こ
れ
は
横
杵
で
も
縦
杵
で
も
同
じ
で
あ
る
。
粗
麦
搗
き
に
用
い
る
縦
杵

は
非
常
に
太
く
重
い
も
の
で
あ
0
た
。
そ
れ
に
対
し
て
幕
田
氏
の
歌
は
ゆ
っ
く
り
で
、
い
か
に
も
実
際
の
作
業
を
陛
れ
た
感
が
あ
る
。

第
二
に
、
テ
ン
ポ
が
遅
い
ゆ
え
で
あ
ろ
う
、
幕
田
氏
の
も
の
は
所
々
に
民
謡
歌
手
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
小
節
ら
し
い
節
回
し
が
付
け

ら
れ
て
い
る
。
旋
律
も
装
飾
的
な
付
点
音
が
多
用
さ
れ
て
鷲
り
、
実
際
の
作
業
に
は
不
適
当
で
あ
ろ
う
。
斎
藤
氏
の
歌
い
方
は
ぶ
っ
き
ら
ぽ

う
で
、
単
純
で
あ
る
。

第
三
に
、
嚇
し
言
葉
の
違
い
で
あ
る
。
実
際
に
は
唯
し
言
葉
と
は
言
え
な
い
の
だ
が
、
斎
藤
氏
の
歌
に
は
「
ハ
ー
ド
カ
ン
ド
カ
ン
」
と
い

う
言
葉
が
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
際
の
麦
搗
き
を
し
て
い
る
つ
も
り
で
、
杵
を
振
り
下
ろ
し
た
音
を
擬
音
的
に
表
現
し
て
下
さ
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
幕
田
氏
の
歌
で
は
同
じ
部
分
の
雌
し
一
言
葉
と
し
て
「
ハ
ー
ド
ッ
ド
ド
、
ド
ッ
ド
ド
」
と
い
う
音
が
入
っ
て
い

る
。
嚇
L
号
豆
柴
で
さ
え
実
際
の
作
業
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
が
、
他
の
民
謡
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

嚇
し
言
葉
の
発
生
を
老
え
る
の
に
は
い
い
材
料
と
な
る
だ
ろ
う
か
。

夜
麦
掲
き
の
習
俗
と
厭
謡

発
、
.
Q
゛
R

一
一

い
な
い
の
で
あ
る
。

一
一

ケ

五
音
楽
的
側
面

歌
荊
表
現
と
し
て
の
、

夜
麦
搗
き
の
場
に
朽
け
る

淡
搗
き
唄
の
機
能
の
差
に

つ
い
て
の
考
察
は
以
上
だ

音
楽
的
側
面
に
つ
い

゛
)
、

力て
は
ま
た
別
の
知
見
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ

で
簡
単
に
報
告
す
る
。

除
石
地
区
で
採
訪
調
査

を
行
な
っ
て
い
る
時
に
、

幕
田
忠
氏
に
、
麦
曾
唄

を
歌
0
 
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
た
。
幕
田
氏
は
地

元
の
民
謡
に
詳
し
く
、
他

に
結
婚
の
習
俗
に
伴
う
儀
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獨
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大
学
数
養
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学
研
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第
二
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一
九
九
三
午
)

-
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八

第
四
に
、
音
階
の
違
い
を
指
摘
で
き
る
。
斎
藤
氏
の
歌
は
、
典
型
的
な
陽
旋
法
令
わ
ゆ
る
ヨ
ナ
抜
き
音
階
)
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
幕

田
氏
の
も
の
は
典
型
的
な
陰
旋
法
で
あ
る
。
但
し
、
最
後
の
部
分
に
装
飾
的
な
陽
旋
法
の
旋
律
ヘ
の
転
沸
を
行
な
0
て
い
る
。
陽
旋
法
か
ら

陰
旋
法
ヘ
の
変
化
は
、
民
栗
ら
芸
謡
ヘ
の
変
化
に
伴
う
音
楽
的
変
化
と
し
て
古
く
か
ら
諄
ら
れ
て
い
る
特
徴
で
あ
る
。
現
代
で
は
陽
旋

法
・
陰
旋
法
と
い
う
言
い
方
は
、
ヨ
本
の
音
階
論
と
し
て
は
不
適
当
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
例
は
余
り
に
も
典
型
的
な
の
で
あ
え
て
使

用
し
た
次
第
で
あ
る
。

以
上
の
諸
点
を
眺
め
る
限
り
、
斎
藤
氏
の
麦
搗
き
歌
と
幕
田
氏
の
そ
れ
と
は
、
麦
掲
き
の
実
際
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
た
か
否
か
に
ょ

る
民
謡
の
変
化
が
起
こ
っ
た
事
例
と
し
て
、
典
型
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
報
告
さ
れ
て
い
る
周
囲
の
麦
搗
き
歌
を
見
て
も
、
前

記
四
点
の
変
化
を
除
く
部
分
で
ば
こ
れ
ほ
ど
一
致
す
る
も
の
は
な
い
か
ら
、
山
舟
生
に
お
け
る
麦
搗
き
歌
の
変
化
と
見
て
間
違
い
が
な
い
も

の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
点
で
は
、
第
二
節
に
引
い
た
浅
野
健
次
氏
の
言
う
麦
搗
き
歌
は
、
実
際
の
麦
拙
き
の
作
業
か
ら
酷
れ
た
段
階
の
も
の
で
あ
る
可
能
性

が
^
局
い
七
^
弓
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
採
訪
羽
査
に
協
力
L
て
い
た
だ
い
た
山
舟
生
の
伝
承
者
の
方
々
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
、
本
箱
を
終
わ
る
こ
と
と
す
る
。

【
註
】

(
1
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
ウ
タ
の
自
立
1
梁
塵
秘
抄
第
四
五
七
番
歌
か
ら
1
」
(
『
梁
塵
』
第
十
一
号
、
平
成
四
年
十
二
月
)
に
浦
い

て
詳
細
に
論
じ
た
。

※
第
三
節
及
ぴ
第
四
節
の
前
半
は
、
調
査
に
同
行
し
た
現
在
本
学
経
済
学
部
四
年
の
伊
藤
健
君
の
手
に
な
る
も
の
を
改
稿
し
た
も

の
で
あ
る
。
調
査
の
手
配
や
テ
ー
プ
起
こ
し
の
労
を
と
っ
て
く
れ
た
伊
藤
君
の
協
力
、
伺
じ
く
採
訪
調
査
に
同
行
し
、
記
録

.

聞
き
取
り
等
に
つ
い
て
協
力
を
得
た
本
学
外
国
語
学
部
三
年
の
中
井
彩
さ
ん
、
お
よ
ぴ
荊
妻
み
抵
に
深
く
感
謝
す
る
。
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