
豊
後
｢
シ
ヤ
ア
｣
羽
に
つ
い
て

近

藤

は

し

が

き

柳
日
光
北

の指
南
小
紀

､
三
三
式

｢
地

の
良
し

の
草
に

｢
北
ハよ
り
も

永
-
な
つ
か
し
い
の
は
州
山稜
で
は
臼
杵
内
税
の
津

久
見
槌
で
あ
る
｡
-;

が
険
し

い
た
め
か
此
粘
ば
か
り
傑
公
称
に
嗣
入
さ
れ
る
以
前
も

二
内
に

弾
け
を
知
ら
ず
､
隙
間
も
触
-
茂
っ
た
紋

の
樹
の
中
か
ら
色
々
の
鳥

の

輝
が
辿
-
彼

の
上
の
沖
ま
で
問
え
る
｡

シ
ヤ
ア
の
村
か
ら
も
稀
に
朴
枚

を
拾
ひ
に
氷
る
位
で
'
人
の
駆
虫
に
は
殊

の
細

い
応
ら
し

い
L
と
あ
る
こ

の
文
で
､
津
久
見
抱
に
科
枚
を
折
ひ
に
氷
る
と
云
ふ
シ
ヤ
ア

の
肘
と
は

共
の
名

の
珍
し
さ
か
ら
誹
で
も
純
忠
を
ひ
か
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
｡
併

し

｢
シ
ヤ
ア
｣

と
呼
ば
れ
る
際

こ
の
村

の
人
治
は
非
骨
に
侮
辱
さ
れ
た

悠
じ
を
受
け
る

の
で
%
'で
な
-
と
も
縞
が
光
-
て
･附｡i嘩
早

い
こ
と
で
和

布
た
こ
の
肘

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
村

の
人
に
封
し
て
は
う
っ
か
り
で
も

口
に
し
て
は
な
ら
な
い
音
楽
で
あ
る
｡
此
臆

の
制
水
に
は

.I
方
な
ら
ぬ

厄
介
も
か
け
た
し
､
川
氷
る
だ
け

｢
シ
ヤ
ア
L
と
云
ふ
*:;非
は
川
ひ
た

-
な

い
が
'
そ
れ
で
も
拍
泣
付
小
串
津
留
で
は

こ
の
村

の
感
じ
が
少
し

ち
-;
ず
､
ま
た
平
凡
に
過
る
故
此
銘
榊
を
州
ひ
た
｡
村

の
人
に
は
兜
分

2:
九
枚

｢
シ
ヤ
ア
｣

村
に
つ
い
て

討
詑
び
し
て
か
-
O

リ
ア
ス
式
相
伴

の
特
に
光
条
な
形
を
僻

へ
る
と
首
は
る
ゝ
臼
杵
僻

の

収
も
奥
に

常

っ
て
大
友
続
騰

の
榊
城
と
し
て
材
令
な
瓜
地
鳥

の
城
跡
が

あ
る
｡
翁
は
鵜
で
あ
つ
て
も
現
れ
で
は
件
拭
き
､

l
鶴
瓶
ケ
城
と
も
冨

ふ
o
焚
蝕
の
｡JG
が
恰
も
紬
が
甲
か
ら
打
を
覗
け
た
や
ぅ
な
恰
好
を
し
て

ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡
城
比
は
眺
党

の
よ
い

公
開
と
な
っ
て
ゐ
る
｡
正
而

脂
上
に
は
+iIi
ん
だ
仰
級

の
山
々
を
常
食
と
し
て
こ
ん
も
り
と
樹
木
の
茂

っ
た
津
久
見
臓
が
桝
雛
形
の
櫛
な
資
を
浮
べ
て
F･3
る
.
公
開
か
ら
肘
に

杓

っ
て
大
方
､
斑
紋
距
離
で
五
'
六
丁
か
'
臼
杵
川
の
河

口
を

舶
し
た

小
丘
の
相

の
漣
に
窮
川
棚
に
探
っ
た

一部
拓
が
あ
る
｡

こ
れ
が
泡
榊

シ

ヤ
ア
柑
'
即
ち
大
分
螺
北
粘
雅
邦
泊
池
村
大
串
討-i
訪
中
沖
解
で
あ
る
O

背
紋

の
小
丘
を
的
場
山
と
首
ふ
｡
臼
杵
の
地
は
日
本
仝
閥
何
鹿
よ
り
も

早
-
大
砲
の
管
を
捕
せ
た
肝
'
そ
の
大
砲

の
射
撃

の
的
に
で
も
な
っ
て

ゐ
た
た
め
で
あ
ら
う
｡

部
拓

の
泣
虫
は
附
辻

の
肌
村
に
比
し
て
且

葬
り
は
し
な

い
が
部
鮮
肉

は
釈
蛇
料

の
や
う
で
乱
刺
頼
り
な
-
'
足
を

1
渉
踏
入
れ
る
な
ら
ば
逃

爵

七

三

'I



地

球

節
二
十
二
埠

路
縦
桃
に
光
っ
て
､
偶
か
甘
五
折
の
戸
数
に
も
拘
ら
ず
脚
れ
な
い
人
な

ら
ば

1
庶
訪
れ
た
家
を
攻
の
日
はJ
迎
ひ
な
-
見
川
す
こ
と
は
六
ケ
敷

い

程
で
あ
る
｡

一
般
に
漁
村
は
臼
魚
心
が
弧
-
排
他
心
が
弧

い
も
の
で
あ
る
｡
仲
々

北
ハ
の
地
方
の
授
範
に
同
化
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
O

l
岬
越
え
た
隣
の

村
と
は
妹
の
出
拭

山
切
せ
ぬ
や
う
な
こ
と
は
野
地
で
あ
る
0
或
る
駐
い

地
相
地
域
を
収
上
げ
見
る
な
ら
ば
恰
も
共
は
都
骨
の
此
桁
に
聾

(
る
こ

と
が
川
氷
る
で
あ
ら

っ
.
同
じ
-
鰹
後

の
放
射
で
も
元
木
の
-班
,後
人
の

琳
蹄
も
あ
れ
ば
､
仰
激
よ
り
の
移
位
潜

の
部
路
も
あ
ら
う
'
ま
た
中
に

は
長
門
川
身
の
榔
拓

も
あ
ら
う
0
隣
村
の
こ
と
は
攻
不
閑
の
和
様
は
丁

鹿
部
骨
の
兜
屈
位
ひ
の
夫
れ
で
あ
る
｡

斯
る
村
々
の
閏
に
あ
っ
て
史
に
数
段
の
別
大
地
を
形
成
し
て
ゐ
る
の

が
シ
ヤ
ア
村
､
即
ち
津
留
村
で
あ
る
｡
骨
に
平
家
の
彼
鯖
を
以
て
自
ら

誇
り
古
-
か
ら
仙
部
落
と
交
際
せ
ず
､

冠
姉
群
衆
絶
て
部
落
内
で
行
ひ

研
ま
し
敢
て
他
に
同

化
L
や
う
と
し
な
い
｡
調
査
ご
と
は
余
-
困
難
で

綿
誠
を
腿
舶
す
る
の
凪
が
轍
-
､
何
部
に
よ
ら
ず
秘
碑
妨

∵
託
覇
で
あ

る

殊
に
仙
郷
人
で
あ
る
な
ら
ば
村
人
の
H
か
ら
紅
接
に
都
路
内
の
銘

柄
な
L
lを
剛
川
す
こ
と
は
六
ケ
救

い
｡

叫

シ
ヤ
ア
村
の
成
立
に
関
す
る
憶
説

シ
ヤ
ア
部
落
の
人
達
は
二
口
日
に
は

｢
シ
ヤ
ア
と
言

っ
て
も
元
は
平
家
の
武
ij
だ
｣
と
言
ふ
の
が

骨

で
あ

る
｡
ま
た
彼
等
が
飴
-
に
も
其
熱
心
に
主
張
す
る
た
め

妨
五
統

蒜

八

三
二

は
別
に
共
を
吟
味
す
る
で
も
を
-
地
方
民
か
ら
は
rJ.の

部
落
は
平
家
の
子
孫
だ
と
信
じ
ら
れ
て
来
た
｡
最
近
で

は
此
部
落
の
人
情
風
習
或
は
言
語
が
飴
-
ほ
も
豊
後
色

と
掛
離
れ
て
ゐ
る
た
め
に
村
の
由
雄
を
突
飛
に
も
寓
に

囲
外
は
求
め
て
甫
支
那
或
は
南
洋
整

式
々
す
る
者
も
あ

る
○此

等
の
意
見
は
別
と
し
て
第

一
の
仕
事
と
し
て
は

シ

ヤ
ア
相
に
よ
-
似
た
部

落

を
見

出
す
こ
と
に
骨
折
っ

た
0
類
似
の
部
落
と
云
ふ
も
飲
み
は
摸
熱
と
し
て
ゐ
る

か
ら

シ
ヤ
ア
村
に
あ
っ
て
教
も
目
に
つ
-
特
徴
の

.i
で

あ
る
朗
の
女
連
が
頭
は
平
桶
を
載
せ
て
行
商
は
歩
-
風

習
の
部
落
を
探
し
た
｡
物
を
頭
に
載
せ
て
歩
-
風
習
.

即
ち
頭
上
運
搬
の
風
習
は
世
鼎
的
夜
7g
の
で
あ
わ
.
忠

ね
著
聞
に
於

い

ても
決
し
て
珍
し

い
も
の
で
は
な

い
｡

併
し
頭
上
運
搬

は於
い
て
も
特
は
底
の
廉

い
練
の
浅

い

.i
見
盟
の
如
き
桶
､

.1

ン
ガ
タ
或
は

JT
ン
ギ
-
と
呼
ば

れ
る
桶
HLJ頭
に
載
せ
魚
宝

只
渉
-

｢
カ
ネ
-
｣
或
は
｢
カ

ペ
ソ
｣
と
名
付
け
ら
れ

る

風
習
が
中
図

･
四
囲
の
湘
月

内
海
沿
岸
か
ら
鳥
哩
に
か
け
て
塵
々
ほ
あ
る
0
豊
後
の



シ
ヤ
ア
村
も
カ
ネ
-
､
カ
;ペ
ソ
の
村
の

一
で
あ
る
｡

此
等
の
村
々
は
各
々
其
の
地
方
は
於
い
て
､
豊
後
は

於
け
る
シ
ヤ
ア
相
の
程
度
で
な
-
と
も
､
珍
し
い
相
だ

特
殊
夜
風
暫
の
部
落
だ
と
L
ttJ
眺
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
｡
カ
ネ
リ
､
カ
ペ
ソ
の
風
暫
の
如
き
も
其
の
部
落

特
有
の
風
習
で
あ
る
か
の
如
-
間
違
以
考

へ
ら
れ
で
ゐ

る
も
の
が
多

い
｡
例
へ
ば
日
本
地
坪
風
俗
大
系

(別

個地

恥
入
)に
は
長
門
豊
浦
郡
安
岡
町
の
カ
ネ
-
の
蔓

雷

掲

げ
て

｢
安
岡
町
民
の
特
殊
な
風
俗
と
し
て
は
婦
女
が
盟

の
如

き
器
具
を
翫
上
は
服
せ
'
恰
79
大
原
女
ま
ね
は
朝

鮮
人
の
如
-
行
商
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
を
の
風
俗
は
け

だ
し
珍
奇
で
あ
る
｣
と
説
明
し
て
ゐ
る
｡
兎
に
角
此
等

カ
ネ
-
の
漁
村
は
各
々
地
方
的
に
は
注
意
さ
れ
て
ゐ
て

も
末
だ
傘
濃
と
し
て
比
較
研
究
む
し
た
も
の
は
無
い
や

う
に
見
受
け
る
｡
今
夏
中
岡
側
は
沿
っ
て
カ
ネ
リ
､
カ

ペ
ソ
の
風
習
の
漁
村
を
殆
ど
漏
れ
な
-
尋
ね
歩

い
た
｡

即
ち
攻
の
加
-
で
あ
る
｡

長
門
豊
浦
郡
安
刷
町
安
岡

周
防
玖
珂
郡
柳
井
町
江

ノ
浦

安
養
豊
朋
郡
車
幅
町
能
地

備
後
御
調
郡
中

2=H
後

｢
シ
ヤ
ア
L

村

に

つ

い
て

庄

相

関

浦

備

後

御

調

郡

吉

和

柑

豊

後

の

シ

ヤ
ア
村

は

平

家

の

武

士

近

藤
五
郎

･
滞
月

隼
人

･
森
川
左
源

｡
篠
原
主
膳
の
後
衛
で
'
諒
永
四
年

平
氏
滅
亡
の
際
以

上
四
人

の
者

は
安
事
豊
田
郡
髄
地

(㌔

)は
難
を
逃
れ
其
の
地
に
定
着
し
た
が
､
其
の
子
孫

に
至
み
生
計
愈
々
困
難
と
を
カ
.
慶
長
十
年
春
矢
田
惣

兵
衛
･金
剛
輿
十
郎
･桶
口
太
良
･大
原
源
兵
衛
･竹
中
六

良
の
五
家
族
が
豊
後
沿
岸
を
盛
泊
し
蓮
に
臼
杵
轡
岸
は

定
着
し
て
漁
業
を
僚
む
や
う
に
な
っ
た
と
倖
ふ
｡

以
上
の
言
俺

へ
を
死
は
二
つ
の
部
分
に
分
っ
て
考

へ

る
rJ
と
J
す
る
.
即
ち
第

1
は
盟
後
シ
ヤ
ア
村
は
安
泰

豊
刑
郡
閑

地
か
ら
移
-
凍
充
と
云
ふ
言
侍

へ
､
今

一
つ

は
平
家
落
人
の
冨
停

へ
で
あ
る
｡

安
泰
の
能
地
は
前
掲
の
如
-

シ
ヤ
ア
相
と
同
様
に
代

表
的
カ
ネ

リ
漁
村
の

山
で
あ
る
｡
能
地
は
瀬
月
内
源
は

放
け
る
漁
民
の
流
れ
を
研
究
せ
ん
と
す
る
人
に
と
つ
て

は
最
も
注
意
さ
る
可
き
漁
村
で
あ
る
｡
如
何
な
る
捌
由

に
疲
る
か
安
葱
の
蘭
地
か
ら
は
庶
-
湘
声
内
海

完
W
は

可
成
み
多
-
の
砥
民
部
落
が
分
派
さ
れ
て
ゐ
る
｡
彼
等

詩
ル

三
三



地

球

筋

二
十
二
容

は
所
謂

｢能
地
流
れ
｣
と
桝

さ
る
J

.I
風
有
る
漁
村
で

あ
っ
て

-i
棟
に
カ
ネ
-
の
風
習
･)<BJ
有
す
｡
彼
等
の
多
-

が
稚
気
で
あ
-
､
ま
光
四
囲
石
槌
山
の
信
仰
を
有
す
rJ

彼
等
は
他
郷
よ
わ
の
漂
着
者
で
あ
る
と
云
ふ
班
由
か
ら

で
も
あ
ら
う
が
附
近
の
村
々
か
ら
幾
分
瞳
楓
ru
れ
る
凪

が
以
前
は
あ
っ
た
｡
焼
鳥
の
日
宇
郷

(
代
り
)
の
漁
村
は

髄
地
流
れ
で
あ
る
た
め
に

(
珍
し
-
カ
ネ
-
の
部
落
で

は
在

5,が
)
乙
の
部
落
の
漁
民
に
限
っ
て
毛
利
僕
の
厳

島
参
詣
の
際
の
用
船
鯨
旭
に
は
舵
手
は
傭
は
れ
る
こ
と

を
御
衣
か
つ
カ
と
言
ふ
｡
能
地
流
れ
で
は
な

い
が
長
門

安
岡
の
カ
計
り
の
漁
村
も
同
様
で
p
下
関
附
近
で
は
｢
没

-
と
安
岡
の
カ
ネ
リ
ほ
遣
る
｣
と
母
親
が
子
供
を
叱
る

言
菜
が
あ
る
｡

シ
ヤ
ア
村
が
平
家
の
後
衛
で
あ
る
こ
と

を
弧
-
主
張
し
部
落
の
由
緒
を
出
水
る
だ
け
深
め
よ
う

と
す
る
の
も
附
近
付
民
の
自
己
に
封
す
る
態
度

へ
の
反

抗
で
も
あ
る
｡

豊
後

シ
ヤ
ア
相
が
所
謂

｢
能
地
流
れ
｣

の
漁
村
の

一

で
あ
る
乙
と
は
確
で
あ
ら
う
｡
然
も
恐
ら

-
髄
地
流
れ

の
郡
小粋
中
政
も
南
方
に
位

置
し

て
ゐ
る
も

の
で
あ
ら

筋
五
批

ま
,TO

三
関

う
O
豊
後
人
に
は
解
し
か
ね
る
シ
ヤ
ア
村
の
言
葉
も
よ

-
聞
け
ば
安
薮
地
方
の
諏
-
が
多

い
｡
恐
ら
-
何
首
年

か
以
前
の
安
事
の
方
言
を
郷
里
に
於
け
る
よ
し,L
79
忠
賓

に
豊
後
の
土
地
で
保
持
し
兼
ね
の
で
あ
ら
う
｡
シ
ヤ
ア

相
が
安
事
の
能
地
よ
-
移
住
し
た
の
が
今
か
ら
約
三
百

.1<
十
年
前
､
囚
ノ
島
酉
浦
は
二
宵
年
前
と
体

へ
ら
れ
る
｡

瀬
戸
田

｡
日
宇
邪
等
の
漁
村
は
知
ら
れ
て
ゐ
な

い
｡
豊

後

シ
ヤ
ア
村
或
は
間
島
酉
浦
重
吉
樽

へ
等
か
ら
推
察
す

る
ほ
安
聾
の
僻
地
か
ら
寓
接
移
う
兼
ね
も
の
で
夜
-
可

成
み
の
期
間
漂
泊
の
生
酒
を
頂
け
カ
ら
し

い
｡
併
し
海

賊
で
有
名
在
湘
月
内
海
の
rJ
と
で
あ
る
か
ら
平
凡
を
漂

泊
の
生
活
で
あ
っ
カ
か
は
疑
は
し

い
.
シ
ヤ
ア
相
が
臼

杵
轡
岸
は
定
着
地
を
見
出
し
て
か
ら
も
彼
等
は
他
郷
者

と
し
て
恐
縮
や
遠
慮
は
し
な
か
つ
た
｡
.彼
等
は
金
-
不

作
法
で
あ
っ
た
｡
平
家
の
後
衛
で
あ
か
他
部
弥
よ
カ
は

血
統
が
良

い
と
自
負
し
て
地
方
の
風
習
に
は
寧
ろ
積
極

的
に
同
化
L
や
う
と
は
し
な
か
つ
カ
｡

シ
ヤ
ア
相
が
臼

杵
地
方
に
於

い
て
以
前
は
嫌
は
れ
も
の
で
あ
っ
た
と
す

る
怒
ら
ば
其
の
韮
在
る
原
因
は
彼
等
が
飴
-
ほ
も
穐
儀



を
郡

へ
な

い
か
ら
で
あ
る
｡
上
長
に
封
す
る
尊
敬
の
念

を
粂
-
有
し
て
ゐ
な

い
｡
老
幼
男
女
の
置
別
を
-
言
語

動
作
は
殆
ど
無
差
別
で
､
刺
の
子
は
封
す
る
言
葉
と
子

の
勤
に
封
す
る
言
基
と
は
差
違
が
な

い
｡
撃
棟
の
先
任

に
勤
し
で
も
同
様
で
あ
る
｡
ま
し
て
妻
が
犬
に
勤
し
で

は
重
々
敬
語
を
有
し
て
ゐ
な

い
｡
平
家
の
後
背
を
自
慢

し
な
が
ら
も
被
等
に
は
何
等
の
嘉
晶
も
見
出
せ
な

い
.

次
に
平
家
落
人
の
言
樽

へ
で
あ
る
｡

シ
ヤ
ア
相
の
出
身
地
､
安
薬
の
傭
地
も
好
都
合
に
も

同
様
に
寧
豪
落
人
の
言
俸

へ
を
有
す
｡
敢
近
｢
妙
見
｣
な

る
家
か
ら
古
刀
が
礁
兄
さ
れ
た
の
で
土
地
の
人
は
平

家

武
士
の
子
孫
だ
ら
う
と
曝
し
て
ゐ
る
｡
能
地
は
あ
っ
て

シ
ヤ
ア
相
と
利
達
す
る
鮎
は
金
部
落
民
が
平
家
の
後
帝

で
あ
る
と
云
ふ
の
で
は
な
-
'
唯
平
家
が
敏
之
浦
に
亡

ん
だ
際
多
数
の
武
士
が
此
地
に
落
延
び
凍
て
漁
民
に
混

-
漁
業
を

倍

む
や
う
に
な
っ
た
と
言
ふ
の
で
あ
る
｡
シ

ヤ
ア
村
の
様
に
其
等
落
人
の
人
数

･
姓
名
或
は
階
級
の

如
き
は
愈
々
棟

へ
ら
れ
て
ゐ
な

い
｡

史
に
豊
後
シ

ヤ
ア
村
と
舶
蓮
す
る
の
は
安
塾
の
能
地

難

役

｢
シ
ヤ
ア
｣

利
に
つ
い
て

で
は
rJ
の
言
橡

へ
は
大
し
て
聞
題
に
も

ruれ
ず
､
共
に

代
っ
て
村
の
由
来
の
如
き
は
殆
ど
刺
功
皇
后
件
数
を
以

て
と

かれ
て
ゐ
る
｡
貼

る
ほ
此
棟
数
は
豊
後

シ
ャ
ア
羽

は
勿
論
の
rJ
と
其
の
他
の
能
地
流
れ
の
村
に
於

い
て
は

見
受
け
夜

い
や
う
で
あ
る
｡
女
が
頭
は
麿
の
如
き
串
柿

を
載
せ
る
カ
ペ
ソ
の
風
習
も
其
の
起
源
を
安
薬
機
地
で

は
醐
功
虫
后
俸
改
む
以
て
散
明
し
､
豊
後

シ
ヤ
ア
村
で

は
平
家
落
人
の
倖
詮
を
以

てし
て
ゐ
る
｡
梅
腰
村
上
氏

で
有
名
な
因
島
閣
浦
の
言

俸
へ
で
は
豊
後
シ
ヤ
ア
相
に

於
け
る

｢
平
家
の
落
武
者
｣
が

｢
申
欄
の
或
る
城
の
i.i

武
者
｣
に
置
換

へ
ら
机
で
ゐ
る
ほ
過
ぎ
な

い
｡

長
門
の
カ
ネ
-
の
漁
村
安
岡
は
能
地
流
れ
･で
は
を

い

が
不
恩
講
な
ほ
ど
安
輩
の
髄
地
と
其
の
俸
説
を
合
致
せ

し
め
て
ゐ
る
｡
平
家
落
人
の
言
体

へ
と
言
払
､
醐
功
皇

后
の
樽
説
と
言
以
､
或
は
カ
ネ
リ
の
風
習
を
之
等
の
俸

数
社
以
て
説
明
し
や
う
と
し
で
ゐ
る
鮎
な
ど
盆
-
よ
-

似
て
ゐ
る
｡
下
捕
附
近
の
伊
臓
の
カ
ネ
リ
漁
村
､
或
は

周
防
玖
珂
郡
江
′浦
か
ら
舶
ノ
浦
に
か
け
て
の
カ
ネ
-
の

漁
村
は
豊
後
シ
ヤ
ア
村
と
岡
城
は
純
粋
夜
平
家
武
ij
の

嘉

1

二
.i証



地

球

後
蘭
だ
と
信
じ
て
ゐ
る
｡

節

二
十
二
容

此
等
カ
ネ
リ
､
カ
ペ
ソ
の
風
習
の
漁
村
に
於

い
て
共
通

し
て
ゐ
る
乙
と
の
二
､
三
を
考

へ
る
に
､

ま
つ
第

一
に

殆
ど
総

てが
他
地
方
よ
り
の
移
住
者

と

し

て

ゐ
る
乙

と
､
即
ち
飛
地
流
れ
或
は
平
家
落
人
等
の
棟
数
を
有
す
｡

第
二
は
多
-
が
皿
先
は
武
士

で
あ

る
と
し

で
ゐ
る
TJ

と
､
殊
に
平
家
の
武
士
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
乙
と
'
姉

三
は
カ
ネ
リ
､
カ
ペ
ソ
の
風
習
も
其
の
起
源
は
大
抵
が

各
々
自
己
の
邦
i.*
だ
と
し
て
ゐ
る
乙
と
､
然
も
乙
の
風

習
は
由
緒
粗

い
奪

い
風
習
だ
と
考

へ
て
ゐ
る
fJ
と
､
第

四
は
彼
等
は
多
-
が
其
の
附
近
の
柑
々
か
ら
以
前
は
蔑

介
楯
説
せ
ら
れ
る
風
が
あ
っ
た
rJ
と
｡

妨
五
舵

毒

7

三

六

rN

四
囲
の
融
谷
(;
)
或
は
九
州
の
五
箇
苑
は
卒
家

落
人
の
俸
説
を
以
て
有
名
で
あ
る
｡
斯
る
山
村
と
霜
に

述
べ
カ
如

き
平
家
落
人
俸
散
を
有
す
る
漁
村
と
を
比
瞭

研
究
し
た
な
ら
ば
興
味
深

い
鮎
基
79
得
ら
れ
は
し
な

い

だ
ら
う
か
.
多
-
の
島
噛
む
浮
べ
る
瀬

戸内
海
は
帥
詣

時
代
か
ら
吾
問
に
於

い
て
最
も
雄
を
民
族
活
動
の
教
養

で
あ
っ
カ
.
更
に
海
賊

｡
債
鬼
の
本
接
で
あ

か
屡
々
戦

場
と
も
を
つ
カ
｡
此
等
に
あ
や
在
ru
れ
地
坪
的
事
情
に

憩
ま
れ
で
活
散
在
漁
民
の
移
住
が
撹
け
ら
れ
ね
｡
湘
月

内
海
漁
民
の
流
れ
が
妃
に
操
-
研
究
せ
ら
れ
る
怒
ら
ば

豊
後
シ
ヤ
ア
相
の
成
立
に
輔
す
る
幡
散
り
如
き
は
今
少

し
明
確
に
云
々
す
る
rJ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
.

〓

血

族

結

婚

最
近
池
見
猛
氏
が
血
族
結
婚
部
落
な
る
が
故
は
豊
後

シ
ヤ
ア
村
を
取
上
げ
て
､
｢
血
族
結
婚
の
可
否
｣
在
る
論

文
を
磯
表
さ
れ
た
｡
藩
閥
は
於

い
て
完
各
な
血
族
結
婚

部
落
計
見
出
す
こ
と
は
仲
々
容
易
な
rJ
と
で
は
な

い
や

う
で
あ
る
｡
触
る
に
池
兄
氏
が
血
族
結
婚
部
落
と
し
て

捕
-
も
手
軽
に
訪
れ
る
乙
と
の
揖
凍
る
豊
後
津
留
村
を



見
出
ruれ
,ItN
乙
と
は
成
功
で
あ
る
｡

さ
て
シ
ヤ
ア
相
､
即
ち
津
留
村
が
矢
m
惣
兵
衛

･
金

剛
輿
十
郎

.
桶
口
太
良

｡
大
原
源
兵
衛

･
竹
中
六
良
の

五
家
族
の
み
か
ら
し
て
次
第
に
人
数
を
樹
し
て
行
つ
ね

と
云
ふ
は
耀
な
る
言
樽

へ
は
過
ぎ
な

い
｡
恐
ら
-
因
島

相
浦
に
於
け
る
が
如
-
敢
初
の
漂
着
者
は
数
家
族
に
過

ぎ
夜
-
と
も
其
の
後
郷
里
の
能
地
か
ら
親
戚
縁
者
を
呼

基
め
て
月
数
を
相
加
せ
し
め
た
こ
と
で
あ
ら
う
｡
兎
に

角

シ
ヤ
ア
村
は
移
任
し
て
よ
-
今
日
に
至
る
ま
で
教
官

年
の
間
と
云
ふ
も
の
は
完
金
に
部
落
内
に
於

い
て
の
み

結
婚
し
て
衆
ね
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
金
村
が
蔑
韮
も
の

濃

い
親
戚
閥
係
に
あ
-
'
ま
た
現
在
従
兄
胡
夫
婦
の
如

き
は
i此
所
は
幾
組
で
も
数
上
る
｢J
と
が
出
凍
る
｡

池
児
氏
は
何
故
に
同
部
群
が
血
族
結
婚
を
な
す
か
を

調
査
さ
れ
'
次
の
如

Fu幾
つ
か
の
原
因
を
懸
ら
れ
て
ゐ

る
｡
ま
づ

一
般
に
早
熟
で
小
撃
杖
卒
業
前
後
は
な
る
と

両
人
ほ
て
口
約

む
な
し
､
両
人
が
二
十
歳
前
後
に
な
る

と
結
婚
を
す
る
風
習
で
あ
る
と
云
ふ
乙
と
が
第

山
の
原

因
ら
し

い
｡
次
に
卒
家
の
未
蘭
で
あ
る
か
ら
他
の
部
落

-;
･3,枚

｢
シ
ヤ
ア
｣

村

に

つ
い
て

よ
-
は
血
統
が
良

い
と
自
負
し
て
ゐ
る
rJ
と
が
第
二
の

原
因
で
あ
る
｡
他
の
部
落
の
人
と
の
結
婚
は
若

い
時
代

に
は
よ
い
が
年
を
取
っ
て
雛
蛸
し
た
時
に
乙
ま
る
と
云

ふ
こ
と
が
第
三
の
原
因
で
あ
る
｡
節
凶
の
原
因
は
他
部

落
人
と
は
風
俗
習
慣
を
金
-
異
に
し
て
､
そ
の
上
に
貧

民
霜
の
撲
で
あ
る
が
た
め
敢
て
交
際
を
も
と
め
覆

い
か

ら
他
部
落
人
と
結
婚
の
問
題
が
起
る
機
骨
が
な

い
.
節

瓦
は

一
般
の
人
が
同
部
落
人
を
別
人
と
な
し
て
ゐ
る
が

た
め
に
子
供
を
同
部
落
の
人
は
遣
る
rJ
と
を
嫌
っ
て
ゐ

る
○安

塾
の
能
地

･
備
後
首
都
･因
島
相
浦
･
周
防
江
ノ
浦
･

長
門
安
岡
等
も
血
族
結
婚
の
傾
向
､
即
ち
部
落
内
で
結

婚
を
す
る
凪
が
弧

い
け
れ
ど
も
､

一
般
漁
村
に
は
普
通

の
rJ
と
で
特
に
皮
を
越
し
た
と
云
ふ
程
の
も
の
で
は
な

い
｡
唯
旗
島
日
宇
郡
の
漁
村
は
能
地
流
れ
で
あ
る
た
め

に
敢
近
ま
で
他
称
と
は
結
婚
し
在
か
つ
ね
｡

潰
返
付
小
撃
校
の
先
生
の
話
に
よ
れ
ば
此
部
落
の
兄

嚢
の
中
か
ら
は
撃
業
成
績
に
於

い
て
も
運
動
競
技
に
於

･い
て
79
或
は
髄
格
に
於

い
て
も
他
部
蕗
見
韮
よ
少
は
披

三
宝

三
七



地

球

妙
二
十
二
怨

出
て
優
秀
夜
着
を
出
す
粕
で
あ
る
｡
金
枚
生
徒
数
五
官

人
中
二
百
人
を
占
ひ
る
津
留
相
で
は
あ
る
が
､
津
留
相

の
小
撃
枚
の
戚
が
有
る
と
言

っ
て
ゐ
ね
｡
併
し
同
部
弥

人
は
子
供
の
教
育
と
云
ふ
乙
と
は
就
Y
は
非
常
に
無
舶

心
で
あ
る
た
め
に
磨
け
ば
光
る
玉
を
磨
か
ず
ほ
終
ら
せ

る
場
合
が
多

い
ら
し
い
｡

シ
ヤ
ア
村
の
者
は
鰭
格
が
他
部
落
よ
少
は
優
秀
で
あ

る
｡
臼
杵
町
で
の
怨
-1
の
角
力
で
も
他
朴
よ
-
は
何
時

も
強

い
｡
大
分
聯
隊
で
も
rJ
の
相
の
者
が

1
番
弧
い
と

言
は
れ
で
ゐ
る
｡
池
兄
氏
に
よ
れ
ば
同
部
落
に
は
闘
士

型
の
機
格
が
多

い
と
の
乙
と
で
あ
る
｡
胴
が
長
-
て
下

脚
の
無

い
ど
つ
し
-
し
た
鯉
格
の
多

い
rJ
と
は
素
人
の

日
に
も
つ
く
〇

三

カ
ネ
リ
の
風
習

今
日
の
如
-
草
永
久
的
な
女
連
の
村
外
机
縁
の
盛
で

な
か
っ
た
以
前
に
は
シ
ヤ
ア
相
に
於
い
て
は
概
の
如

き

卒
桶
を
頭
に
載
せ
て
行
商
に
出
る
女
の
数

は
多

か

つ

ね
o

ll
ン
.'沸
ク
と
呼
ば
れ
る
rJ
の
桶
は
男
の
漁
に
よ
っ

で
得
た
漁
頼
'
或
は
他
よ
-
仕
入
れ
た
わ
か
め

･
乙
ん

節

五

娩

還

四

三
八

ぶ
の
頻
を
入
れ
て
行
商
は
Ⅲ
で
､
rJ
机
を
農
作
物
と
交

換
し
.tJ
踊
る
の
で
あ
る
｡

彼
女
等
は
十
六
p
七
賞
の
蛮

み
教
頭
に
載
せ
で
も
平
気
で
あ
る
O
併
し
行
商
の
際
は

七
.
入
賞
で
､

一
目
の
行
程
は
ifij､
六
旦
平
均
で
あ
る
｡

平
素
荷
物
を
運
搬
す
る
に
も
悉
-
之
を
頚
に
載
せ
決
し

て
両
肩
に
捨
ふ
fJ
と
む
し
を

い
.

頭
上
運
搬
の
風
習
は
健
脚
的
な
も
の
で
あ
る

｡
rJの

風
習
は
殆
ど
女
は
限
ら
れ
て
ゐ
る
乙
と
も
亦
共
通

し
て

ゐ
る
.
斯
る
風
習
の
行
は
れ
る
理
由
は
北
の
装

い
地

方

で
は
手
を
悪
風
に
ruら
す
こ
と
を
避
る
た
め
で
あ
-
､

ま
ね
南
方
地
方
で
は
猛
獣
毒
蛇
に
不
意
北
山
食
っ
た
際

は
弱
い
女
蓮
は

一
散
は
献
出
す
rJ
と
の
容
易
で
あ
る
た

め
で
あ
る
｡
ま
た
傾
斜
地
の
多

い
地
方
で
は
肩
に
謄
ふ

よ
-
は
頭
上
に
て
運
搬
す
る
方
が
急
坂
の
上
下
に
柴
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
蕃
問
に
あ
つ
て
も
八
潮

･
大
原
女

の
柴
刈
の
簡
閲
を
見
る
如
-
頭
上
ほ
て
運
搬
す
る
乙
と

は
菅
は
教
も
普
通
夜
女
の
運
搬
形
式
で
あ
っ
た
｡

今
日
で
も
rJ
の
運
搬
形
式
の
多
-
見

受
け
ら
れ
る
の

は
申
開

･
四
囲
の
海
岸
か
ら
九
州
南
部
の
地
方
で
あ
っ



て
､
湘
月
内
海
の
或
る
島
は
あ
つ
て
は
肥
料
桶

n
へ
班

は
職
せ
て
.;B
ぶ
と
の
乙

J

J
で
あ

る
｡

晶
物
を
頭
に
載

せ
る
際
に
は
何
か
器
典
に
入
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡

を
の
器
具
の
中
で
79
多

い
の
は
桶
の
瓶
で
あ
る
G
屡
々

連
ね
如
-
を
の
桶
が
特
に
練
の
璃

5'底
の
頗

い
も
の
を

以
て
し
て
ゐ
る
朗
の
カ
ネ
タ
或
は
カ
べ
ク
と
呼
ば
れ
る

頭
上
運
搬
の
風
習
が
瀬
戸
内
海
地
方
に
行

は

れ

で

ゐ

る

O
E

カ
ネ
リ
､
カ
べ
ク
の
名
稀

女
が
頭
に
晶
物
を
載
せ
で
運
ぶ
fJ
と
を
長
門
安
岡

｡

ヽ
ヽ
ヽ

伊
崎
で
は
か
ね
る
と
言
払
う
か
ね
っ
て
ゐ
る
女
運
の
乙

と
を
カ
ネ
リ
と
呼
ん
で
ゐ
る
｡
周
防
江
′
浦

｡
相
′
浦
で

,p
カ
ネ
リ
で
あ
る
｡
安
塾
の
能
地
で
は
頭
上
で
運
ぶ
rJ

ヽ
ヽ
ヽ

と
を
か
..(
る
と
富
山
'
斯
様
に
し
て
運
ぶ
女
蓮
を
カ
ペ

ソ
と
呼
ん
で
ゐ
る
.
国
鳥
西
浦
で
も
カ
ペ
ソ
､
備
後
音

和
で
も
カ
ペ
ソ
で
あ
る
｡
==.Pj後
シ
ヤ
ア
相
で
は
別
に
カ

ネ
リ
と
も
カ
ペ
ソ
と
も
聞
か
な
か
っ
た
が
､
併
し
部
落

人
の
問
で
言
っ
て
ゐ
る
と
し
ね
な
ら
ば
僻
地
流
れ
の
相

川
瓜
後

｢
シ
ヤ
ア
L

村

に
つ
い
て

で
あ
る
か
ら
悲
ら
-
カ
ペ
グ
で
あ
ら
う
｡

シ
ヤ
ア
と
言
ふ
言
基
は
金
-
意
味
を
解
し
か
ね
る
｡

カ
ネ

リ
､
カ
ペ
ソ
と
は
物
を
頭
に
戴
せ
尭
女
連
は
対
し

て
の

み
言
は
れ
る
の
で
あ
る
が
､

シ
ヤ
ア
と
は
部
落
人

重
機
男
も
女
も
指
す
の
で
あ
る
｡
従
嬢
の
解
樺
で
は
彼

等
の
風
光
が
平
家
の
革
を
守
る
食
入
'
即
ち
｢
革
者
｣
で

あ
っ
た
か
ら
そ
れ
が
耽
っ
て
シ
ヤ
ア
と
呼
ば
れ
る
や
う

に
な
っ
た
と
言
ふ
の
で
あ
る
｡
併
し
此
解
輝
も
頗
る
暖

味
で
'
婁
す
る
に
分
ら
な

い
と
し
て
龍
-
方
が
無
難
で

あ
ら
う
｡

こ

頭
に
載
せ
る
桶

豊
後

シ
ヤ
ア
村
で
は
fJ
の
桶
の
こ
と
を
｢
'1

ン
ガ
タ
L

と
呼
び
､
肢
帽
と
云
ふ
学
を
皆
っ
て
ゐ
る
.
長
門
の
安

岡
或
は
伊
崎
で
は

J,

ン
ギ
-
.
字
は
牛
切
'
周
防
江
′
浦

で
は

バ
ン
ポ
ク
､
安
薮
の
能
地
は

'1
ン
ポ
ク
､
因
島
西

浦
も
備
後
膏
刺
も
バ

ン
ポ
ク
で
あ
る
｡

==
fL彼
シ

ヤア利

長

門

安

岡

長

門

仰

怖

ハ
ン
ポ
ウ

カ
ネ
-

ハ
ン
ギ
リ

｡

カ
ネ
リ

ハ
ン
ギ

少

志

筑

三
九



地

球

川
防

江
ノ
祁

穀
銭

茄

地

仰
後
剛
比
西
浦

俳

後

吉

和

カ
ネ
-

ハ
ン
ボ
ウ

カ
べ
リ

ハ
ン
ボ
ウ

カ
ペ
ソ

ハ

ン
ポ
ウ

カ
ぺ
リ

ハ
ン
ポ

ウ

節

二
十
二
懇

相
の
女
が
預
に
載
せ
て
行
商
に
出
る

ハ
ン
ガ
ウ
或
は

'1
ン
ギ

リ
の
大
き
さ
は
部
落
に
よ
っ
て
殆
ど

一
定
し
て

ゐ
る
0

rJ
れ
か
ら
見
て
も
カ
ネ
-
の
漁
村
で
も
豊
後
シ
ャ
ア

相
の
女
が
政
も
大
き
夜

'1

ン
.rif
ク
を
班
に
載
せ
て
行
商

は
出
る
わ
け
で
あ
る
｡
備

後
の
菅
和
は
今
で
は
カ
ペ
グ

の
風
習
の
敢
7P
播
在
土
地
で
あ
わ
､
カ
'ペ
ソ
の
人
数
も

三
宮
人
を
越
え
る
で
あ
ら
ケ
と
言
は
れ
か
稗
で
あ
る
が

そ
れ
だ
け
に

'1
ン
ガ
タ
も
大
小
六
通
わ
の
大
inJru
を
有

し
て
ゐ
る
｡
最
大
が
匿
種
5
3
cTn
.
捉
さ
は

2
3
cm
_
を

妨
五
択

烹
六

四

〇

れ
よ
少
匿
種

｡
洗
ru
典
に
)

.5
cm
遵
以
と
な
っ
て
敢
小

は
匿
種
4
2
cm
,
泥
岩
は
14
cln
と
在
っ
て
ゐ
る
｡
豊
後

シ
ヤ
ア
相
の

ハ
ン
ガ
ク
は
備
後
音
和
の
最
大
型
に
ほ
î

此
適
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
竹
の
輪
も
極
-
小
さ
V､
の
む

胴
に

一
本
と
底
に
二
本
締
め
て
ゐ
る
の
が
普
通
で
あ
る

が
､
豊
後
シ
ヤ
ア
相
の
バ
ン

.'ii
ク
の
み
が
胴
に
巾
的

山

寸
ば
か
ゎ
の
大
q
Jを
輪
を

い
れ
て
ゐ
る
｡
長
門
安
岡
で

は
家
内
邦
の

バ
ン
ポ
ク
と
行
商
州
の

ハ
ン
ガ
ク
と
を
置

別
し
て
'
外
に
出
る
時
の

ハ
ン
ガ
ク
は
横
で
作
っ
た
充

分
磨
き
を
か
け
た
79
の
で
あ
る
｡

三

カ
ネ

タ

の
風
習
は
封
す
る
言
樽

へ

･

阿
波
の
漁

村
に
も
T
イ
タ
ダ
キ
｣
と
桐
さ
る
ゝ
風
習

が
あ
る
が
頭
上
に
桶
を
載
せ
る
の
で
は
な

い
｡
伊
橡
の

於
前

(
㌔

)
の
㌫

い
の
頂
上
に
載
せ
る
魚
用
桶
は

ハ

ン
ガ
ク
と
は
恰
好
が
違
以
洗
い
桶
で
あ
る
0
加
藤
霜
明

が
於
山
城
築
造
の
際
､
於
前
の
女
子
は
石
垣

用の
石
材

を
頭
に
載
せ
て
運
ん
だ
の
で
そ
の
報
酬
と
し

て石
を
載

せ
た
堰
は
御
用
相

の
藤

印
を
押
し
無
枕
で
城
下
は
行
商

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
､
御
用
偶
の
格
印
は
今
日
で
は
魚



用
桶
の
格
印
に
代

へ
ら
れ
て
ゐ
る
｡

豊
後
の
シ
ヤ
ア
相
の
班
上
運
搬
の
凪
暫
は
沫
氏
に
迫

は
れ
で
逃
げ
息
際
河
を
渡
る
の
ほ
飯
袋
の
濡
れ
る
の
む

恐
れ
て
頭
は
の
せ
カ
の
か
ら
始
つ
ね
と
体

へ
ら
れ
て
ゐ

る
｡
長
門
の
安
岡
で
は
彼
等
の
配
光
は
高
貴
孜
身
分
の

者
が
身
t{LJ落
し
穴
の
で
あ
る
か
ら
荷
物
を
運
ぶ
ほ
旦
府

に
な
れ
ず
班

に
之
を
載
せ
運
ぶ

や
う
に
な
つ
東
と
言

ふ
｡
乙
の
安
岡
の
カ
ネ
-
に
限
-
晶
物
を
貿
る
呼
野
が

｢
花
買

へ
｣
｢
鯛
貴

へ
｣
｢鯖
男

へ
｣
と
命
令
的
翠
義
光
を

用S
る
の
も

一
の
名
物
と
在
っ
て
ゐ
る
が
､
こ
れ
も
高

黄の
者
と
し
て
其
の
質
旦
憲
非
の
槌
用
法
を
知
ら
ず
慣

れ
た
ま
J
の
命
令
的
言
葉
を
用
S
で
褒
ム
歩

い
た
の
が

今
日
は
至
る
ま
で
獲
つ
ね
の
で
あ
る
と
土
地
の
人
は
信

じ
て
ゐ
る
0

僻
輩
を
見
る
は
バ

ン
ポ
ク
と
は
甲
斐
･Ⅲ
震
･仰
像
地

方
の
飯
椙
の
方
言
と
し
.て
ゐ
る
｡
以
上
の
三
地
方
は
限

ら
ず
飯
椙
の
こ
と
を

ハ
ン
ガ
ク
と
呼
ぶ
地
方
は
其
の
他

彪
々
ほ
あ
る
ら
し
い
｡
繁
華
の
能
地
で
も

バ
ン
が
ク
と

は
元
氷
は
飯
椙
の
rJ
と
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
知
っ
て

2:.i
後

｢
シ
ヤ
ア
｣
村

に

つ
い
て

ゐ
る
｡

鞘

で何
故
に
飯
蛸
に
魚
を
入
れ
馬
は
載
せ

欝
か

歩
-
や
う

にな
っ
た
か
ほ
就
て
次
の
様
な
.iL=;
白

い
件
数

を
以
て
説
明
し
て
ゐ
る
｡

能
地
で
の
名
物
は
梓
鯛
で
あ
る
｡
四
十
八
夜
頃
よ
-,h

八
十
八
夜
頃
に
か
け
て
有
髄
島
よ
み
約
十
数
町
の
間
の

細
長
さ
洩
渦
の
影
響

を
受
け
て
異
紅
の
樺
鯛
が
海
面
に

浮
ぶ
.
そ
れ
を
船
か
ら
手
綱
で
掬
以
取
る
の
で
あ
る
｡

醐
功
畠
后
が
三
韓
征
伐
に
赴
か
れ
る
際
に
能
地
に
立
寄

ら
れ
カ
｡
村
人
蓮
は
虫
塙
に
名
物
の
搾
鯛
を
献
上
せ
ん

と
し
允
が
､
如
何
な
る
器
具
に
入
れ
､
如
何
な
る
姿
で

行
っ
た
も
の
か
ほ
督
惑
し
光
｡
考

へ
光
束
新
し
さ
観
相

に
津
別
を
入
れ
報
に
共
を
載
せ
て
蓋
后
の
前
に
損
ね
｡

rJ
れ
が
カ
ネ

-
.
カ
ペ
ソ
の
風
習
の
飴
少
で
あ
-
､
他

相
は
能
地
の
風
習
を
異
似
た
79
の
で
あ
る
と
云
ふ
の
で

あ
る
0

村
々
に
ょ
つ
で
種
々
の
言
体

へ
係
数
は
春
す
る
が
､

要
す
る
に
蔓
所
の
飯
相
を
頭
に
載
せ
ね
に
過
ぎ
な

い
｡

豊
後
シ
ヤ
ア
村
を
は
じ
め
カ
ネ
-
､
カ
べ
リ
の
部
落
に

あ
っ
LiJ
は

ハ
ン
ガ
ク
は
轟
所
で
は
何
よ
少
も
必
要
夜
J

蓋

屯

田
.I



地

球

節

二
十
二
懲

典
な
の
で
あ
る
.
運
搬
の
際
の
容
器
で
あ
-
'
最
も
必

要
な
世
帯
道
具
で
あ
-
､
餅
或
は
語
司
等
h
t作
る
場
合

も
皆
FJ
の
バ

ン
rJif
ク
を

川
以
る
｡

E
f

行

商

置

域ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

バ

ン
ポ

ク
を
頭
に
か
ね
つ
ね
或
は
か
べ
っ
た
姿
は
敢

近
急
は
見
ら
れ
夜
-
な
っ
た
｡
シ
ヤ
ア
相
で
も
rJ
の
二
､

三
年
で
殆
ど
無
-
な
つ
カ
と
言
っ
て
79
よ
い
｡
長
門
の

安
岡
で
は
七
十
歳
以
上
の
老
人
唯

一
人
が
今

甜
乙
の
葡

智
を
守
っ
て
下
関
は
か
ぬ
つ
で
行
商
に
Ⅲ
で
ゐ
る
O
周

防
江
ノ
緒
で
は
十
年
位
以
前
か
ら
乙
の
姿
は
す
た
れ
た

｡

今

佃
堵
に
か
べ
っ
て
ゐ
る
の
は
因
島
閣
浦
と
備
後
尾
道

に
近

い
吉
和
で
あ
る
｡

さ
て
恩
後

シ
ヤ
ア
相
の
女
の
行
商
に
は
二
種
あ
る
｡

即
ち
近
在
行
商
と
遠
地
行
商
と
で
あ
る
｡

近
在
行
商
-

臼
杵
町
｡
下
北

津
留村
｡
上
北
津
留
村
･
両
津
留

村
､
滋
も
泣
-
弛
ん
で
密
封
村

附
妃ま
で
｡

遠
地
行
商
～

南
は
日
向
延
岡
の
奥
地
よ
り
都
城
附
虹
､
問
は
大

野
郡
｡
紅
入
郡
よ
り
肥
後
の
阿
練
郷
､
北
は
玖
珠
邦
｡
日
日
邦
､

肌濫
桝
の

骨
枇
附
妃
ま
で
､

節
五
紙

芸
八

E
r
ニ

近
在
行
商
は
此
朴
を
中
心
と
し
て
約
十
粁
の
牛
種
を

以
で
し
た
牢
固
で
あ
ヵ
､
遠
地
行
商
は
八
十
粁
乃
至
九

十
肝
の
牢
種
を
以
て
塞

い
た
草
間
で
あ
る
｡
此
等
二
様

の
行
商
の
内
近
在
行
商
は
シ
ヤ
ア
村
の
女
運
に
と
つ
て

は
暇
潰
し
の
種
皮
に
過
ぎ
ず
､
目
蹄

･Q
で
あ
る
｡
遠
地

行
商
と
在
る
と
其
の
口
数
も
十
四
､
五
日
か
ら

.i
ヶ
月

位
に
わ
た
る
rJ
と
も
屡

々
で
あ
る
｡
春
夏
秋
冬
四
季
を

通
じ
て
置
別
無
-
行
商
に
出
る
が
'
そ
れ
で
も
経
っ
た

金
の
欲
し

い
盆
前
と
正
月
前
が
殊
に
多

い
｡
褒
る
晶
は

季
節
に
よ
っ
て
舶
違
す
る
｡

春

乾

魚
､
其
の
他

夏

わ
か
め
'
其
の
他

秋

乙
ん
ぶ
､
其
の
他

冬

蜜

柑
､
其
の
他

乙
の
行
商
は
女
手
の
細
腕
で
鵜
苫
れ
る
も
の
と
し
で
は

可
成
ら
大

仕
掛
け
で
あ
る
｡
即
ち
此
等
の
海
産
物
秒
仕

入
れ
は
殆
ど
絶
て
下
閲
に
於

い
て
を
さ
れ
､
下
袖
の
海

産
物
問
屋
か
ら
共
等
の
晶
物
を
行
商

コ
ー

ス
の
要
地
の

運
送
店
に
先
に
逢
っ
て
葉
ふ
け
で
あ
る
｡
r
l

リ
ボ
ク
を

頭
に
服
せ
た
シ
ヤ
ア
付
の
女
は
其
等
の
土
地

を
中
心
と

し
て
附
近

1
昔
を
行
商
し
な
が
ら
乾
は
先
は
進
ん
で
行



く
｡

行
商
の
際
班
は
載

せ
る
兼
み

は
普
池
七
､
入
賞
で

叫
=

の
行
程
は
韮
'
六
旦
平
均
で
あ
る
｡
十
六
､
七
歳
の

鮎
賭
せ
ぬ
以
前
か
ら
豊
前
･肥
後
｡日
向
等
の
遠
方
に
ま

で
行
商
に
出
る
の
だ
か
ら
勇
敢
で
あ
る
｡
ま
ね
以
前
は

結
婚
し
て
も
し
な
-
と
も
十
七
歳
に
在
れ
ば
歯
を
数
め

二
十

二

二
歳
に
な
れ
ば
眉
毛
h
t泡
と
し
た
｡

斯
様
に

し
て
ゐ
な
く
で
は
旅
に
出
で
河
を
渡
る
際
水
柵
に
魅
ら

れ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
｡
子
守
少
を
つ
れ

て
出
る
者
さ
へ
あ
る
｡

瀬
戸
内
海
沿
岸
の
カ
ネ
-
､
カ
ペ
ソ
の
漁
村
で
豊
後

シ
ヤ
ア
柑
程
遠
方
に
行
商
に
出
る
相
は
無

い
｡
長
門
安

岡
は
下
銅
と
長
府
に
日
原
～,L
の
行
商
に
出
る
｡
乙
の
町

は
蒲
鉾
の
製
造
が
盛
で
あ
る
か
ら
十
月
境
か
ら
四
月
頃

ま
で
の
掠

い
季
節
に
は
五
日
間
棟
の
恭
春
で
北
九
州
或

は
三
田
尻
方
面
ほ
ま
で
蒲
鉾
栗
-
に
出
る
者
が
多

い
｡

周防
江
′
浦
は
柳
井
町
.

安
薮
の
髄
地
は
三
原
町
よ
み

本
郷
附
近
攻
で
､
北
ハに
近
在
行
商
で
あ
る
｡
因
島
西
浦

の
カ
ペ
-
の
行
商
は
島
内
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
｡
備
後
の

吉
和
は
大
部
分
が
尾
遭
方
術
で
あ
る
｡

帆
･3.後

｢
シ
ヤ
ア
｣
村

に

つ

い
て

五

行

商

船

シ
ヤ
ア
相
に
は
行
商
鼎
と
も

綱
rJ
る
吋

き
船
が
五
､

六
漉
あ
る
｡
行
商
肋
の
始
っ
た
の
は
二
.
三
十
年
前
か
ら

で
左
程
東

レ.
も
の
で
は
な

い
｡
躯
に
は

.i
家
族
全
部
乗

組
ひ
｡
乙
の
船
は
元
求
は
湘
月
物
行
商
船
で
あ
っ
て
､

満
月
物
は
石
見
船
か
ら
買
受
け
る
か
或
は
中
開
は
直
接

仕
入
れ
て
行
-
｡
植
木
鉢
･た
こ
壷
の
類
が
重
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

そ
れ
に
下
掬
で
仕
入
れ
た
い
少
fJ
･
わ
か
め
･
こ
ぶ
等
を

積
み
別
に
足
っ
た
=
取
-
も
孜
-
弛
む
量
に
す
る
ま
で

豊
後
海
峡
の
沿
岸
を
廻
る
｡

=m
物
を
港
で
貿
捌
-
の
は
絶
て
女
の
行
商
は
ま
か
rb

れ
､
バ
ン
ボ
ク
を
カ
ペ
ソ
日
据
わ
か
或
は
二
､
三
日
の
行

程
で
附
近

完
W
を
行
商
す
る
｡

.i
の
港
の
碇
泊
は
永
-

と
も
十
四
､
五
日
で
､

仕
事
も

一
腰
終
れ
ば
ま
ね
先
の

港

へ
進
む
｡
行
商
低
域
は
豊
後
海
峡
沿
岸
に
限
ら
れ
瀬

月
内
源
に
這
入
る
の
は
仕
入
れ
の
時
の
み
で
あ
る
｡
此

種
の
行
商
船
は
安
嚢
の
能
地
に
79
.
備
後
署
和
に
も
あ

る
｡
飛
地
の
如
き
は
今
は
其
の
土
地
で
は
か
べ
ら
ず
､

行
商
融
に
乗
る
と
か
べ
っ
て
ゐ
る
｡

S
ゎ
乙

｡
蜜
柑
を

宝

九

四
三



地

球

節
二
十
二
懇

親
込
入
で
満
月
の
島
々
か
ら
沿
岸
を
行
商
す
る
.

rJ
の
行
商
船
は
盆
と
正
月
ほ
し
か
村
に
踊
ら
な

い
0

-3
年
中
旅
で
荘
す
｡
謂
は
ば
移
動
す
る
カ
ネ
リ
の
漁
村

で
あ
る
｡
瀬
戸
内
擬

完
W
か
ら
豊
後
海
峡
に
か
け
て
常

は
カ
ネ
リ
な
が
ら
廻
-
歩

い
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
rJ
の
蔀

･
情
に
通
じ
な

い
放
行
者
か
ら
は
中
間
か
ら
四
囲

･
九
州

は
か
け
て
至
る
塵
に
カ
ネ
リ
漁
村
が
在
る
様
に
間
違
は

れ
易

い
｡

大

物
々
交
換
を
好
む
凧

骨
は
斯
様
は
行
商
し
て
歩
-
ほ
79
物
々
交
換
に
よ
る

場
合
が
多
か
っ
た
O

交
換
さ
れ
る
は
米
･穿
｡大
豆
･小

豆
等
の
農
作
物
が
束
で
あ
わ
､
其
の
他
種
々
邪
多
を
も

の
と
交
換
し
て
ゐ
た
｡
而
白
い
の
は
シ
ヤ
ア
は
妹
に
味

噌
を
好
ん
で
ゐ
ね
｡
物
々
交
換
を
好
む
凧
は
今
日
で
も

依
然
春
し
て
ゐ
る
｡
彼
女
等
に
直
接
聞
-
ほ
其
の
方
が

儲
け
に
な
る
か
ら
だ
と
言
っ
て
ゐ
ね
｡
シ
ヤ
ア
が
斯
様

に
物
々
交
換
を
好
む

一
原
因
は
維
新
前
は
被
等
の
行
商

匿
城
に
は
小
藩
錯
離
し
藩
札
の
こ
と
が
面
倒
で
あ
っ
た

か
}b
で
も
あ
ら
う
0

節
五
雛

三

烹

四
川

豊
後
坂
の
市
の
溝
弘
寺
で
は
毎
年
五
月
十
八
日
よ
り

一
週
間
開
帳
の
H
に
灘
貸
市
が
開
か
れ
る
｡
現
今
朝
市

の
開
か
れ
る
初
め
の

一
両
日
は
何
等
貨
幣
の
媒
介
に
依

ら
ず
し
て
物
々
交
換
が
行
は
れ
て
ゐ
る
鮎
で
興
味
が
以

か
れ
て
ゐ
る
｡
大
分
高
商
商
事
調
査
部
か
ら
磯
表
さ
れ

た

｢
大
分
聯
坂
の
市
町
満
弘
寺
印
は
闘
す
る
調
査
｣

は

次
の
様
な
こ
と
が
葦
か
れ
て
ゐ
る
.

｢磁
弘
寺
が

叔
勧
兵
火

に
縦
リ
し
以

後
に
於
て
菊
し
-
衷
殊
し
､
共
後

感
大
な
る
を
柑
ず
し
て
経
過
し
た
る
が
､
訂
永
田
年
中
家
滅
亡
の
後
車

家
の
紡
人
の
常
相
場
に
捉
ま
る
に
及
び
再
び
盛
大
と
な
れ
リ
と
の
訟
あ

り
'
即
ち
詳
永
田
年
中
家
城
之
揃
に
滅
亡
す
る
や
非
々
と
捕
す
る
平
家

拓
人
､
現
今
北
恥
部
那
脂
迦
村
に
凍
り
て
先
任
せ
り
､
現
水
に
於
て
は

彼
韓

の
未
満
は
単
に
シ
ヤ
ア
と
呼
ぼ
る
0
釣
る
に
総
額
は
頻
る
信
仰
心

が
弧
-
'
∬
彼
等
の
信
仰
す
る
の
は
満
弘
寺

の
不
辞
と
同

fi
な
る
如
密

輸
粗
革
骨
な
る
が
故
に
屡
々
消
弧
韓
に
参
詣
せ
る
も
の
な
る
'.(
-
､
更

に
好
ん
で
物
々
交
換
な
行
ひ
し
も
の
な
る
べ
し
｡
現
今
に
於
て
も
彼
等

の
後
荷
た
る
シ
ヤ
ア
は
甚
し
-
物
々
交
換
を
好
み
､

1
の
位
相
と
も
見

る
を
相
..(
き
相
に
し
て
､
物
を
狩
る
の
に
現
余
を
以
て
す
る
も
の
姶
ど

如
-
絶
て
･E
己
の
抽
鋳
物
を
似
て
交
換
し
渉
-
｡
故
に
被
等
が
常
寺
院

に
於
て
盛
に
物
々
交
換
む
な
し
居
た
り
し
こ
と
は

想
像
き
る
L



四

船

舶

運

搬

菓

シ
ヤ
ア
は
郵
群
の
位
龍
す
る
土
地
と
云
ふ
も
の
に
封

し
て
何
等
の
愛
着
も
減
じ
な

い
ら
し
い
.
IJ
机
は
他
郷

よ
わ
の
移
住
者
の
常
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
｡
漁
村
は

1
舷
に
家
屋
と
云
ふ
も
の
に
勤
し
で
は
左
程
の
剛
心
を

緋
は
覆
い
も
の
で
あ
る
｡
之
が
殊
に
シ
ヤ
ア
村
に
あ
っ

て
甚
し
い
｡
殆
ど
完
全
に

1
年
を
船
上
で
暮
す
彼
等
は

た
ま
に
部
落
に
掠
る
こ
と
が
あ
っ
て
79
束
の
向
-
ま
J

に
誰
の
家
で
も
鷹
泊
み
す
る
と
云
つ
ね
風
で
､
金
村
が

親
戚
と
旦
l臼
へ
る
の
だ
か
ら
此
鮎
は
遠
慮
が

い
ら

覆

い
0シ

ヤ
ア
村
を
今
ま
で
屡
々
漁
村
と
言
っ
た
が
今
日
で

は
こ
れ
は
通
皆
で
は
な

い
.
相
の
現
在
の
経
路
生
活
の

基
礎
を
な
す
は
船
舶
運
搬
業
で
あ
る
.
即
ち

一
年
を
完

盆
に
梅
上
で
恭
す
塵
活
で
あ
る
｡
現
在
此
村
は
磯
動
機

舶
四
十
戯

･
帆
射
三
十
赦

･
其
の
他
約
五
娘
を
有
す
｡

此
等
の
敵
の
動

き
は
大
健
に
於
い
て
津
久
見

｡
月
順
等

の
セ
メ
ン
ト
工
場
地
と
大
阪

方
面
を
基
抱
す
る
も
の

と
'
北
九
州
若
松
方
面
と
の
間
を
社
復
す
る
79
の
と
の

紫
筏

｢
シ
ヤ
ア
L

利

に
つ

い
て
･

二
種
数
あ
る
｡

シ
ヤ
ア
は
相
に
閉
瀧
っ
て
漁
と
な
し
-
漁
業
に
従
事

す
る
や
う
な
乙
と
は
乗
質
に
各
は
な
い
O
船
を
操
る
乙

と
の
巧
を
乙
と
は
親
譲
与
で
､
女
の
行
商
か
ら
で
も
窺

は
れ
る
や
う
に
商
業
的
取
引
は
興
味
を
有
L
t
欧
洲
大

我
督
時
の
こ
の
部
落
の
景
乗
は
索
脹
ら
し
い
も
の
で
あ

つ
ヵ
o

老

5'カ
る
両
親
と
小
撃
枚
に
追
撃
す
る
子
供
達
を
村

に
残
し
て
船
に
は
乳
飲
兄
ま
で
加

へ
て

1
家

族

乗

組

む
｡
小
撃
校
に
追
撃
す
る
子
供
蛍
は
風
父
母
や
或
は
親

戚
に
あ
づ
け
ら
れ
'
ま
た
は
五
､
六
年
生
の
中
に
は
自
炊

し
て
通
学
す
る
者
n
へ
あ
る
｡
併
し
蚤
部
落
が
濃
い
親

戚
闘
係
に
あ
-
互
は
子
供
の
面
倒
を
児
､
子
供
達
も
別

に
淋
し
5,瓜
以
を
す
る
rJ
と
も
な

い
が
併
し
両
親
の
寮

を
見
る
の
は

一
年
に

1
回
､
正
月
だ
け
な
の
で
あ
る
｡

以
前
は
盆
と
正
月
は
入
江
に
帆
楢
を
林
立
ru
せ
る
の
が

1
の
挫
蘭
村
風
発
で
あ
っ
た
が
t
fJ
の
頃
で
は
正
月
に

の
み
然
も
人
だ
け
掠
る
様
に
な
っ
た
｡

兎
に
角
シ
ヤ
ア
相
は
役
場
の
帳
約
両
に
於
け
る
部
落

宗

T

a
:
混



地

球

節

二
十
二
谷

の
人
口
と
覚
際
寧
時
の
生
活
者
の
人
数
と
の
間
は
酵
し

い
隔
わ
を
有
し
て
ゐ
る
｡
部
落
の

1
隅
､
灸
月
数
の
約

三
分
の
二

五
十

tE
月
に
就
て
役
場
の
帳
簿
面
に
於
け

る
人
口
(A
)と
賓
際
的
現
任
人
口
(
B
)と
を
此
校
訓
究

し
わ
粘
基
は
次
の
如
-
で
あ
る
｡

飾
五
紙

t萎

一

四
六

A

一〇
〇
は
封
す
る
玉
の
指
数

10故 以下 66 68 65

11歳-20放 52｢打iT

21歳-30鹿 33 24日5

･31蔵-40歳 47 W4qt仙■1㌦㌻

41康一60鹿 82 一一~~可 二丈

I

其
の
外
に
永
久
的
村
外
出
縁
者
と
し
て
阪
醐

･
北
九

州

･
大
分
輔
｡囲
兼
｡捕
碑
に
約
官
二
十
世
帯
あ
る
が
､

寄
留
屈
を
出
し
て
ゐ
る
も
の
は
阪
帥
方
面
の
者
だ
け
は

過
ぎ
な

い
｡

菅
は
金
儲
け
の
仕
事
は
大
抵
女
に
萎
さ
れ
て
ゐ
た
｡

男
は
漁
に
出
た
ゎ
'
家
に
ゐ
て
子
供
の
守
や
炊
事
ま
で

L
LJ｡
併
し
男
達
の
鹿
を
榛
名
乙
と
の
大
脇
は
し
て
巧

な
乙
と
は
温
め
ら
れ
て
臼
杵
潤
発
酵
の
滞
米
抽
法
の
仕

事
は
多
-
rJ
の
相
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
.
併
し
麿
藩
彼
は

碑
が
刺
々
と
し
た
漁
業
珪
清
に
蹄
る
む
飴
儀
な
-
ru
れ



LJ
O
臼
杵
川
の
堆
積
は
河
口
に
位
置
す
る
此
部
落
を
し

て
益
々
独
和
と
し
て
は
不
通
皆
な
も
の
と
な
ら
し
め
た

シ
ヤ
ア
村
は
元
来
漁
業
に
は
上
手
で
な
か
っ
た
｡
漁
法

に
網
と
純
望

遠

が
あ
る
｡
カ
ネ

リ
漁
村
の
多
-
が
左

様
で
あ
る
如
-

シ
ヤ
ア
相
は
維
新
赤

ら
な
か
っ
た
｡
純

を
知
ら
な

い
此
相
は
隣
接
の
漁
村
の
様
に
遠
洋
漁
業
に

樽
ず
る
を
得
な
か
っ
た
｡
併
し
商
事

一
利

1i
聾
で
､
臼

杵
川
の
川
口
に
位
置
す
る
乙
と
は
臼
杵
方
面
の
諾
貨
物

の
運
搬
の
注
文
を
受
け
る
に
好
都
合
で
あ
っ
た
｡
明
治

十
六
､
七
年
頃
に
は
三
十
石
乃
至
四
十
石
種
の
帆
船

が

建
造
さ
れ
､
臼
杵
近
在
の
藍
痕

垂

煙
草

･
米
等
を
伊

像
方
面
に
抽
選
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
其
の
後
次
第
に

造
ら
れ
る
船
も
大
き
-
在

か
運
搬
匿
域
も
猫
大
さ
れ
､

下
輔
か
ら
肥
料

･
石
油
或
は
北
九
州
よ
少
石
炭
を
東
九

州
の
渚
海
岸
は
運
迭
す
る
等
の
仕
事
は
従
事
す
る
乙
と

し

な

っ

た

.

シ

ヤ

ア

相
は
盆
々
畏
業
を
し
な
か
っ
か
と
云
ふ
乙
と

は
此
地
方

完
仰
の
漁
業
部
落
と
著
し

い
相
違
で
あ
る
｡

漁
業
の
傍
に
農
業
を
す
る
と
云
ふ
や
う
な
乙
と
は

.i
敬

川
山稜
｢

シ
ヤ
ア
L
村

に

つ
い
て

に
カ
ネ

リ
漁
村
で
は
見
ら
れ
な

い
｡
農
業
む
し
夜

い
漁

村
の
老

人
蓮
は
金
-
暇
な
も
の
で
あ
る
｡
乙
机
が

シ
ヤ

ア
相
を
し
て
益
々
迷
信
的
な
ら
し
め
る
敢
大
の
原
因
で

あ
ら
う
｡

五

シ
ヤ
ア
相
に
あ
っ
て
特
.ii
目
に
つ
く
事
の
二
､
三

l

東
食
男
卑
の
風

漁
村
は
多
少
の
差
乙
を
あ
れ
東
食
男
卑
の
傾
向
が
あ

る
0
殊
に
シ
ヤ
ア
村
に
あ
っ
て
載
し
い
｡
こ
の
部
落
は

骨
か
ら
女
子
の
食
韮
r
uれ
る
風
が
腫
上

家
庭
に
於
け

る
商
事
は
､
即
ち

一
家
の
鮭
漁
は
勿
論
金
銀

｡
物
品
の

貸
借
等
絶
て
女
の
掌
中
に
あ
っ
た
｡
男
は
指
揮
さ
れ
る

や
う
な
立
場
に
あ
っ
た
｡
部
落
の
争
論
苦
情
の
因
は
大

抵
女
に
あ
っ
た
｡
殊
に
辞
論
の
国
は
心
軽
組
で
あ
る
.

心
経
組
と

云
ふ
の

は
四
十
雪

六
歳
以
上
の
女
が
八

人

乃
至
十
人
位
が

-1
組
と
な
っ
て
般
若
心
経
を
葡
み
諸
病

の
新
宿
を
す
る
の
で
あ
る
.
彼
等
が
異
面
目
な
束
縛
で

心
距
藍
硯
む
の
琴

b
問
題
は
無

い
が
家
事
を
か

へ
う
み

雪

卦
舘

-
し
て
酒
食
に
耽
わ

'
信
仰
の
方
南
か
ら
脱

線
し
て
他
組
の
鑑
口
宣

告
ふ
む

第

1
罫
と
し
て
ゐ
る
｡

1]:玉

川

七



地

球

節
二
十
二
谷

井
月
傍
骨

講
を
幾

分

組

織
化
し
た
や
う
在
も
の
で
あ

る

○争
論
と
な
る
と
男
を
さ
を
ひ
女
が
先
頭
は
進
み
､
ま

づ
女
が
口
角
池
を
飛
し
て
軍
ふ
｡
粘
極
男
女
入
混
っ
て

の
格
闘
と
な
る
が
､
味
方
が
不
利
と
な
れ
ば
女
は
棺
杓

で
水
を
汲
み
男
は
飲
ま
せ
気
勢
む
漁

へ
る
｡
菅
は
此
村

は

｢
親
知
ら
ず
｣
と
云
ふ
名
義
で
幼
兄
を
薯
受
け
る
風

が
あ
っ
カ
が
､
そ
れ
は
悉
-
女
子
に
限
ら
れ
て
ゐ
ね
.

〓

慶

っ

た

呼

名

シ
ヤ
ア
村
は
あ
っ
て
特
に
而
倒
在
風
習
は
各
人
が
二

様
若
-
は
三
様
の
呼
名
を
有
す
rJ
と
で
あ
る
.
撃
枚
の

光
雄
も
乙
の
風

習

に
は
ほ
と
ほ
と

困
ら
n
れ
る
ら
し

い
｡
月
舘
両
の
名
前
に
は
殆
ど
無
頓
着
で
部
落
内
で
の

迫
栴
し
か
知
ら
氾
者
が
多

い
｡
.敢
初
附
し
カ
名
を
改
る

と
其
の
子
の
賂
裸
に
串
運
が
あ
る
と
云
ふ
迷
信
よ
わ
生

じ
た
79
の
で
あ
る
｡
乙
の
迷
信
は
此
村
程
甚
し
-
夜
-

と
も
瀬
戸
内
海
沿
岸
漁
村

完
W
の
凪
で
あ
る
.
焼
鳥
宇

晶
轡
の

｢
隅
に
あ
る
丹
那
の
漁
村
に
於

い
て
或
る
老
人

か
ら
怖

い
た
話
し
で
は
骨
此
地
方
で
は
液
性
さ
を
す
る

妨
五
雛

蓑

田

四
八

子
供
夜
ど
あ
る
と
付
の
四
辻
に
捨
て
他
人
か
ら
治
っ
て

凍
て
某
以
改
名
し
た
と
言
ふ
｡
暇
脊
動
機
は
迷
信
で
あ

っ
て
79
今
朝
iE
を
典
左
市
､
今
朝
治
を
柵
枚
､
松
治
を

島
五
郎
と
云
つ
ね
調
子
で
鼻
面
日
夜
改
名
で
あ
る
な
ら

ば
ま
だ
聞
き
よ
い
が
'
其
の
外
は
多
数
の
者
が
薯
に
滑

稽
を
通
釈
を
有
し
て
ゐ
る
｡
再
で
幼
少
の
時
か
ら
迫
栴

の
み
呼
ば
れ
る
7b
の
だ
か
ら
本
名
を
知
ら
を

い
も
の
n

へ
抄
-
な

い
し
､
部
落
内
で
は
正
式
の
名
前
と
し
て
通

っ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
で
は
撃
枚
の
先
塵
も
困
ら
n
れ
る
筈

で
あ
る
0

悦

二

郎

ジ

p
Jl
I

倉

市

ア
カ
ン
或

は
ク
ラ
ン

山

吹

告

四
六

松

右
二

門

光

五
郎

今

朝
胎

菊

五
郎

マ
ー
ク

p
-

ヒ
テ
ク

ヒ
ヨ
ー
ク
リ

チ

ユ
ー
ロ
ー

エ
ス

マ
ツ

マ

-

レ
-

如
何
に

も
日
本
人

離
れ
の
し
た
名
前
で
あ

る
.

部
落
の

背
後
の

小
丘
に
あ

る
天
紳
配
に
或
日
付
か
縛
る
所
は
夜



い
か
と
石
段
を
登
っ
て
兄

LJ
｡
揮
殿
の
向
っ
て
左
手
は

榊
帽
が
置
か
れ
､
そ
れ
は

大
正
十
年
紳
馬
修
捕
寄
附
名

鰐
と
し
て
次
の
様
な
名
が
戴
せ
ら
れ
て
ゐ
ね
｡
フ
シ
ク

ダ

･
ナ
ミ
オ
ソ
･
刊
申
ピ
ン
ツ
ン
｡
ピ
シ
ャ
オ
.ワ
シ
･

オ

シ
ヨ
ノ
､
こ
れ
で
は
男
か
女
か
分
ら
な

い
｡
氏
刺
の

正

式
夜
寄
附
名
鞘
に
斯
様
複
名
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
｡

三

走

み

戒

富

津
留
材
の
走
力
些

百
と
言

へ
ば
臼
杵
地
方
で
は
有
名

で
あ
る
｡
然
79
今
硝
す
た
れ
な

い
風
習
で
あ
る
｡
些

un

の
こ
と
が
村
民
に
知
ら
さ
れ
る
と
村
人
連
は
婁
所
々
々

ほ
肥
桶
を
置
q
J之
に
汚
水
泥
水
を
入
れ
て
待
受
け
る
｡

新
郎
は
脇
蟹
と
栴
す
る
同
年
輩
の
親
友

一
人
と
共
に
揮

散
つ
け
知
刀

一
振
む
癖

し
裾
む
か
ら
げ
て
手
拭
で
戴
冠

か
む
し
義
草
履
を
は
き
､
ど
ち
ら
が
新
郎
か
分
ら
舶
様

ほ
し

で新
婦
の
家
に
向
ふ
｡
す
る
と
群
衆
は
逃
げ
廻
る

二
人
に
最
向
か
ら
汚
水
を
搭
せ
か
け
る
の
で
あ
る
.
新

難
役

｢
,h
ヤ
ア
)
村
に
つ
い
て

婦
の
毅
で
の
式
中
も
汚
水
を
家
内
に
投
入
れ
た
-
し
て

拍
手
喝
釆
す
る
｡
次
に
新
郎
･脇
館
及
新
婦
･脇
嫁
は

∵

日
放
は
新
郎
の
家
に
向
っ
て
走
る
の
は
ま
ね
容
赦
衣
-

汚
物
を
浴
せ
る
｡
,i出
で
両
人
は
衣
数
を
肴
巷

へ
て
盛
装

し
三
々
九
度
の
式
に
薫
っ
て
fJ
の
騒
ぎ
も
し
ず
ま
る
わ

け
で
あ
る
｡

次
は
葬
式
で
は
身
内
の
者
は
拭
凍
る
だ
け
泣
き
わ
め

-
強
情
が
あ
る
と
さ
れ
'
鼻
偽
の
程
は
確
で
覆

い
が
以

前
は
狂
人
計
や
と
ふ
風
も
あ
っ
カ
と
聞

い
て
ゐ
る
が
､

若
し
賓
際
と
す
る
舟･6ら
ば
如
何
に
も
朝
鮮
式
で
あ
る
｡

(九
｡九
｡二
〇
)

今
笈
の
羽
衣
に
常

っ

て
灘
な
ら
ぬ
御
授
助
を
給

っ
た
紳
助=.
相

の
内
川

山
瀬
氏
｡梅
迫
村
小
騨

校

の
紙
北
蝕
｡梅
迫
村
役
場
の
方
々
､
或
は
淋
戸

内
源
治
粋
虚
々
の
仙
材
に
於

い
て
何
例
な
班
関
に
も
親
切
に
お
客

(
下

っ
た
方
々
に
惇
-
感
謝
致
し
ま
す
｡

兜
に

｢
シ
ヤ
ア
村
｣
の
名
相
を
川
ひ
た
こ
と
は
村
の
人
に
射
し
て
兜

に
州
折
ま
ね
次
筋
で
す
が
､
晦
滋
射
中
津
留
で
は
偽
り
に
も
平
凡
に
過

る
故
地
桝
を
川
ひ
た
ま
で
ZJ
.
此
鮒
は
放
流
に
も
む
詑
び
放
し
ま
す
O

真
芯

四

九


