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は
じ
め
に

　

毎
年
十
一
月
、
そ
の
年
に
収し
ゅ
う
か
く穫
さ
れ
た
穀こ
く
も
つ物
を
天て
ん
の
う皇
が
神
に
供そ
な

え
、
天て
ん
の
う皇
み
ず
か
ら
も
食お

す
祭
り
が
行
わ
れ
、
そ
れ
を

「
新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
」
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
天て
ん
の
う皇
が
即そ
く
い位
し
た
後
に
初
め
て
行
う
新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
を
「
大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
」
と
い
い
ま
す
。

　

大
た
い
し
ょ
う正
四
年
に
、
大
た
い
し
ょ
う正
天て
ん
の
う皇
の
大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
が
京
都
で
行
わ
れ
、
そ
の
供そ
な

え
る
べ
き
穀こ
く
も
つ物
の
う
ち
、
米
は
現
在
の
岡お
か
ざ
き崎
市
中な
か
じ
ま島
町
の

太お
お
た
ぬ
し
田
主
・
早は
や
か
わ川
定さ
だ
の
す
け
之
助
さ
ん
の
田
で
も
栽さ
い
ば
い培
さ
れ
京
都
御ご
し
ょ所
へ
納お
さ

め
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
「
宇う
へ
い平
さ
ん
」
と
は
、
そ
の

当
時
の
田
で
米
づ
く
り
を
し
た
約

百
二
十
人
の
内
の
一
人
の
若わ
か
も
の者
で
あ

り
、
日
々
の
内
容
を
日に
っ
し誌
に
書
き
と

め
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
誠せ
い
じ
つ実
な
様
子
を
現げ
ん
だ
い代
の
子
ど

も
た
ち
に
も
知
っ
て
も
ら
い
た
く
、

な
る
べ
く
わ
か
り
や
す
い
言
葉
に
な

お
し
、
資し
り
ょ
う料
な
ど
参
考
に
し
た
絵
を

添そ

え
、
こ
の
絵
日に
っ
し誌
が
で
き
あ
が
り

ま
し
た
。
当
時
の
人
々
の
奉ほ
う
し仕
の

精せ
い
し
ん神
と
力
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て

も
大た
い
し
ょ
う正
の
大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
が
成
立
し
た
こ
と

を
、
多
く
の
皆み
な

さ
ん
に
お
伝
え
で
き

れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

池い
け
だ田　

節せ
つ
こ子
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大た
い
し
ょ
う正
四
年
四
月
十
二
日　

雨
天

　

愛
知
県
碧へ
き
か
い
ぐ
ん

海
郡
旭あ
さ
ひ

村む
ら

（
現げ
ん

・
碧へ
き
な
ん南
市

二に
ほ
ん
ぎ
本
木
町
）
に
住
む
長な
が
さ
か坂
宇う
へ
い平
さ
ん
は

碧へ
き
か
い
ぐ
ん

海
郡
六む
つ
みッ
美
村む
ら

（
現げ
ん

・
岡お
か
ざ
き崎
市
中な
か
じ
ま島
町
）

を
目
指
し
、
羽は
お
り織
を
き
り
り
と
ま
と
い
早
朝

六
時
、
徒
歩
で
家
を
出
発
し
ま
し
た
。
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こ
の
年
の
秋
、
＊

京�
都
御ご
し
ょ所
で
大
た
い
し
ょ
う正
天て
ん
の
う皇
の
大
だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭

が
行
わ
れ
ま
す
。
大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
は
、
天て
ん
の
う皇
が
＊

即そ
く
い位
後
、
そ

の
年
に
収し
ゅ
う
か
く穫
さ
れ
た
穀こ
く
も
つ物
と
、
そ
の
お
米
か
ら
造つ
く

ら
れ

た
＊
御お

み

き

神
酒
、
様
々
の
＊
神し
ん
せ
ん饌
を
＊
大だ
い
じ
ょ
う
き
ゅ
う

嘗
宮
の
悠ゆ
き紀
殿で
ん

、

主す
き基
殿で
ん

で
天て
ん
の
う皇
の
先せ
ん
ぞ祖
と
天
地
の
神
々
に
供そ
な

え
、
天て
ん
の
う皇

自
身
も
共
に
＊

食お

し
、
み
ず
か
ら
祭
り
を
執と

り
行
う
も

の
で
す
。

　

天て
ん
の
う皇
一
代
に
一
度
だ
け
の
最
も
重
要
な
祭
り
で
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
供そ
な

え
物
の
主
と
な
る
お
米
を
、

六
む
つ
みッ
美
村
と
香か
が
わ川
県
綾あ
や
う
た歌
郡
山や
ま
だ田
村
（
現げ
ん

・
綾あ
や
う
た歌
郡

綾あ
や
が
わ川
町
）
の
斎さ
い
で
ん田
と
い
う
特
別
な
田
で
作
る
と
＊

亀き
ぼ
く卜

等
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
し
た
。

　

六
む
つ
みッ
美
村
を
悠ゆ
き紀
斎さ
い
で
ん田
、
山
田
村
を
主す
き基
斎さ
い
で
ん田
と
い

い
、斎さ
い
で
ん田
で
作
業
す
る
人
を
「
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
」
と
呼よ

び
ま
す
。

　

宇う
へ
い平
さ
ん
は
、
旭
あ
さ
ひ

村
を
代
表
す
る
一
人
と
し
て
、

奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
に
＊

推す
い
き
ょ挙
さ
れ
ま
し
た
。
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
は
名め
い
よ誉
な
こ

と
で
、
県
内
か
ら
多
く
の
希
望
者
が
あ
り
ま
し
た
。

真
ま
じ
め面
目
な
働
き
者
で
あ
る
の
は
勿も
ち
ろ
ん論
の
こ
と
、
家か
け
い系
、

人ひ
と
が
ら柄
、
学
業
な
ど
詳く
わ

し
く
調
べ
ら
れ
、
認み
と

め
ら
れ
た
人

だ
け
が
、
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
と
な
り
ま
し
た
。

＊
京
都
御ご
し
ょ所
（�
現
在
の
京
都
御ご
し
ょ所
の
南
東
に
、

か
つ
て
位
置
し
た
仙せ
ん
と
う洞
御ご
し
ょ所

跡あ
と
ち地
を
指
す
）

　

即そ
く
い位　
　

（
天て
ん
の
う皇
が
位
く
ら
い
に
つ
く
こ
と
）

　

御お

み

き
神
酒　

（
神
に
供そ
な

え
る
酒
）

　

神し
ん
せ
ん饌　
　

（
神
に
供そ
な

え
る
飲
食
物
）

　

大だ
い
じ
ょ
う
き
ゅ
う

嘗
宮　

（
大
だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
を
行
う
た
め
の
建
物
）

食お

し
（�

地
位
・
身
分
の
高
い
人
へ
の
尊そ
ん
け
い敬
語
。

飲
食
す
る
こ
と
の
言
い
回
し
）

亀き
ぼ
く卜
（�

青あ
お
う
み
が
め

海
亀
の
甲こ
う
ら羅
を
火
で
あ
ぶ
る
う
ら
な

い
）

推す
い
き
ょ挙
（�

あ
る
仕
事
に
適て
き
と
う当
な
人
だ
と
し
て
、
す

す
め
る
こ
と
）
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歩
き
続
け
る
こ
と
二
時
間
五
十

分
。
六む

つ

み

ッ
美
村
の
悠ゆ
き紀
斎さ
い
で
ん田

事じ
む
し
ょ
務
所
に
到と
う
ち
ゃ
く着
し
、
江こ
う
と
う東
医い
か
ん館

（
現げ
ん

・
志し
が賀
医
院
）
で
、
九
時
か

ら
健
康
診し
ん
だ
ん断
を
受
け
ま
し
た
。

　

宇う
へ
い平
さ
ん
の
身
長
は
五
尺し
ゃ
く

三

寸ず
ん

八
分ぶ

（
約
163
㎝
）。
体
重
は

十
三
貫か
ん

九
百
八
十
匁も
ん
め（
約
52.4
㎏
）。

身
体
は
「
強
」
と
さ
れ
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者

候こ
う
ほ補
と
な
り
ま
し
た
。
審し
ん
さ査
は
午

後
二
時
ま
で
及お
よ

び
見
事
、
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者

に
決
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
、

真
心
込
め
て
の
米
作
り
に
つ
と
め

ま
す
。
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午
後
二
時
か
ら
は
六
む
つ
みッ
美
第
三
小
学
校
で
、
講こ
う
し師
の

＊
訓く
ん
じ示
が
あ
り
ま
し
た
。

◦�

井い
ぶ
か深
・
碧へ
き
か
い海
郡
長
殿ど
の

よ
り「
御ご

斎さ
い
で
ん田
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
の
心
得
」

に
つ
い
て
。

◦�

山や
ま
ざ
き崎
・
農
林
学が
っ
こ
う
ち
ょ
う

校
長
殿ど
の

よ
り
「
斎さ
い
で
ん田
の
決
定
は
、
光

栄
で
歴
史
に
残
る
素す
ば晴
ら
し
い
こ
と
」
と
い
う
話
。

◦�

太お
お
た
ぬ
し
田
主
と
呼よ

ば
れ
る
斎さ
い
で
ん田
所
有
者
の
早は
や
か
わ川
定さ
だ
の
す
け
之
助
殿ど
の

よ
り
、「
皆み
な

で
心
を
一
つ
に
し
、
力
を
尽つ
く

し
て
く
だ

さ
い
。」
と
い
う
お
願
い
。

◦�

六む

つ

み

ッ
美
村
長
・
早は
や
か
わ川
様
よ
り
「
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
の
心
得
」
に

つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

＊
訓く
ん
じ示
（
教
え
示
す
こ
と
）

『
悠ゆ
き紀
齋さ
い
で
ん田
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
心
得
』

第
一
条じ
ょ
う
　

�

悠ゆ
き紀
斎さ
い
で
ん田
は
神
の
御お
つ告
げ
に
よ
り
定
め
ら

れ
、
大
だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
に
お
供そ
な

え
す
る
極き
わ

め
て
大
切
な

＊

新し
ん
こ
く穀
を
栽さ
い
ば
い培
す
る
所
で
す
。
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
は
神

に
奉ほ
う
し仕
す
る
心
を
持
ち
、
決
し
て
＊

不ふ
き
ん
し
ん
謹
慎

な
行こ
う
い為
を
し
な
い
こ
と
。
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＊
新し
ん
こ
く穀　

（�

そ
の
年
に
取
り
入
れ
た

穀こ
く
も
つ物
。
米
・
粟あ
わ

な
ど
）

　

不ふ
き
ん
し
ん
謹
慎
（
不
注
意
で
軽
々
し
い
こ
と
）

就し
ゅ
う
ぎ
ょ
う
業
（
仕
事
が
始
ま
る
こ
と
）

謹き
ん
げ
ん厳
（�

注
意
深
く
規
則
を
き
び
し
く
守
る

こ
と
）

誠せ
い
い意
（
い
つ
わ
り
の
な
い
真
実
の
心
）

旨む
ね　

（
中
心
と
す
る
こ
と
）

従じ
ゅ
う
じ事
（
仕
事
に
し
た
が
う
こ
と
）

事じ
こ
う項
（
こ
と
が
ら
の
一
つ
一
つ
）

喫き
つ
え
ん煙
（
た
ば
こ
を
吸す

う
こ
と
）

勤き
ん
む務
（
仕
事
を
す
る
こ
と
）

第
二
条じ
ょ
う
　

奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
は
知
事
、
郡
長
、
所
有
者
、
そ
の
他
の
斎さ
い
で
ん田
関
係
委
員
の
指し
き揮
に
従
し
た
が
う
こ
と
。

　
　
　
　

一
、
＊
就し
ゅ
う
ぎ
ょ
う業
一
時
間
前
に
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
出
向
く
こ
と
。

　
　
　
　

一
、
＊
謹き
ん
げ
ん厳
、
＊
誠せ
い
い意
を
＊
旨む
ね

と
し
業ぎ
ょ
う
む務
に
＊
従じ
ゅ
う
じ事
し
、
少
し
も
自
分
勝
手
な
行こ
う
い為
を
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

一
、
器き
ぐ具
物
品
は
始
業
時
に
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
で
受
取
り
、
終
業
時
に
清せ
い
そ
う掃
し
て
返へ
ん
の
う納
す
る
こ
と
。

第
三
条じ
ょ
う
　

奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
は
左
の
＊
事じ
こ
う項
を
堅か
た

く
守
る
こ
と
。

　
　
　
　

一
、
工こ
う
さ
く
ぶ
つ

作
物
、
耕こ
う
さ
く
も
つ

作
物
を
傷い
た

め
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

一
、
斎さ
い
で
ん田
で
＊
喫き
つ
え
ん煙
、
痰た
ん
つ
ば唾
を
吐は

い
た
り
、
小
便
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

一
、
作
業
中
、
雑ざ
つ
だ
ん談
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

一
、
作
業
以
外
に
は
斎さ
い
で
ん田
に
出
入
り
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

一
、
斎さ
い
で
ん田
地
区
内
で
は
履は
き
も
の物
を
用
い
な
い
こ
と
。

第
四
条じ
ょ
う
　

�

病
気
、
事じ
こ故
で
＊

勤き
ん
む務
で
き
な
い
と
き
は
速す
み

や
か
に
届
と
ど
け
い
で出
る
こ
と
。
就
し
ゅ
う
ぎ
ょ
う
ち
ゅ
う

業
中
の
事じ
こ故
で
勤き
ん
む務
で
き
な
い
時
も
斎さ
い
で
ん田

事じ
む
し
ょ
務
所
へ
届
と
ど
け
い
で出
る
こ
と
。

　

訓く
ん
じ示
が
済す

む
と
小
学
校
玄げ
ん
か
ん関
前
で
記
念
写
真
を
撮と

り
ま
し
た
。
午
後
四
時
、
風ふ
ろ
し
き
呂
敷
包
み
を
抱か
か

え
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発
、
六

時
三
十
分
、
帰き
た
く宅
し
ま
し
た
。

　

い
よ
い
よ
始
ま
る
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
の
つ
と
め
。
何
せ
家
か
ら
は
遠
い
の
で
早
起
き
を
心
に
刻き
ざ

み
、
墨す
み

を
磨す

り
今
日
の
記き
ろ
く録
を
つ
け
ま

し
た
。



7

四
月
二
十
二
日　

曇ど
ん
て
ん天

　

夜
明
け
前
、
五
時
二
十
分
。
わ
ら
じ
ば
き
で
家
を
出
発
。
八
時

十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到と
う
ち
ゃ
く着
。

　

休き
ゅ
う
け
い
じ
ょ

憩
所
で
真ま
あ
た
ら新
し
い
奉ほ
う
こ
う耕
式し
き
ふ
く服
を
＊

賜た
ま
わり
着
用
。
御お
に
わ庭
で
記
念

写
真
を
写
し
ま
し
た
。

　

こ
の
日
は
清き
よ
は
ら
い
し
き

祓
式
と
い
っ
て
斎さ
い
で
ん田
の
作
業
に
か
か
る
そ
の
前

に
、
作
業
が
無
事
に
進
む
よ
う
関
係
者
全
員
を
＊

御お
は
ら
い祓
す
る
儀ぎ
し
き式

が
行
わ
れ
ま
す
。

　

十
時
、
式
場
入
場
。
十
時
三
十
分
、
＊

号ご
う
ほ
う砲
と
共
に
清き
よ
は
ら
い
し
き

祓
式
は

＊

挙き
ょ
こ
う行
さ
れ
一
時
間
ほ
ど
で
終
し
ゅ
う
り
ょ
う
了
。
休き
ゅ
う
け
い
じ
ょ

憩
所
で
衣
服
を
替か

え
食
事

休
み
と
な
り
ま
し
た
。

　

午
後
二
時
、
崇そ
う
ふ
く
じ
福
寺
で
有あ

り
ま馬
・
＊

農の
う
し
ょ
う
む
し
ょ
う

商
務
省
＊

嘱し
ょ
く
た
く託
か
ら

「
斎さ
い
で
ん田
と
農
業
」
に
つ
い
て
、
安
藤
・
農の
う
し
ょ
う
む
し
ょ
う

商
務
省
農
事
試
験
場

技ぎ
し
ゅ手
か
ら
「
米
作
り
の
改
良
」
に
つ
い
て
二
時
間
、
盛せ
い
だ
い大
な
講こ
う
え
ん演

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

四
時
三
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発
。
七
時
四
十
分
帰き
た
く宅
。

＊
賜
た
ま
わ
り　
　

（
い
た
だ
く
）

　

御お
は
ら
い祓　
　

（
欲
望
や
悪
事
で
け
が
れ
た
心
を
取
り
去
る
こ
と
）

　

号ご
う
ほ
う砲　
　

（
合
図
に
う
つ
大た
い
ほ
う砲
、
銃
じ
ゅ
う
ほ
う砲
）

　

挙き
ょ
こ
う行　
　

（
式
を
行
う
こ
と
）

　

農の
う

商し
ょ
う
む務
省し
ょ
う（�

農
林
・
商
工
行ぎ
ょ
う
せ
い
政
を
管
理
す
る
当
時
の
役
所
。
現げ
ん
ざ
い在
の
農
林
水
産
省
と
経
済
産
業
省
）

　

嘱し
ょ
く
た
く託　
　

（
正
式
の
任に
ん
め
い命
に
よ
ら
な
い
で
業ぎ
ょ
う
む務
を
頼た
の

ま
れ
る
こ
と
、
人
）
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五
月
七
日　

晴
天

　

東
の
空
が
明
る
く
な
り
始
め
た
五
時
、
家
を
出

発
。
八
時
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到と
う
ち
ゃ
く着
。

　

九
時
、
太お
お
た
ぬ
し
田
主
宅た
く

で
奉ほ
う
こ
う耕
式し
き
ふ
く服
を
着
用
し
、
村

長
宅た
く

で
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
一
同
の
写
真
を
写
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
事じ
む
し
ょ
務
所
で
井い
ぶ
か深
碧へ
き
か
い海
郡
長
殿ど
の

よ
り
「
斎さ
い
で
ん田

心
得
」
に
つ
い
て
盛せ
い
だ
い大
な
講こ
う
わ話
を
聞
き
ま
し
た
。

三
時
三
十
分
に
終
了
し
、
太お
お
た
ぬ
し
田
主
宅た
く

で
衣
服
を
替か

え
、
四
時
に
中な
か
じ
ま島
を
出
発
、
七
時
に
家
に
帰
り
ま

し
た
。
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六
月
一
日　

晴
天

　

梅
の
実
が
、
ぷ
っ
く
り

と
ふ
く
ら
み
、
つ
や
つ
や

し
て
い
ま
す
。
午
前
六
時

十
分
、家
を
出
発
。九
時
、

斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。

　

十
時
、
八は
ち
ま
ん
し
ゃ

幡
社
＊

境け
い
だ
い内

で
＊

俚り
よ
う謡
の
先
生
二
人
か

ら
「
御お
た
う
え
う
た

田
植
歌
」
を
二
時

間
、
習
い
ま
し
た
。
来き
た

る

五
日
の
御お
た
う
え
田
植
祭さ
い

式し
き

に
皆み
な

　

＊
境け
い
だ
い内　

（
社
寺
内
の
土
地
）

　

俚り

謡よ
う　

（
は
や
り
歌
、
民み
ん
よ
う謡
な
ど
）

　

早さ
お
と
め
乙
女
（
田
植
え
を
す
る
女
）

で
一い
っ
し
ょ緒
に
歌
う
も
の
で
、
今
日
が
初
め
て
の
練
習
日
。
な
か
な

か
上う
ま手
く
い
き
ま
せ
ん
。

　

そ
の
一
方
、
＊

早さ
お
と
め
乙
女
た
ち
は
崇そ
う
ふ
く
じ
福
寺
の
御お
に
わ庭
で
田
植
踊お
ど

り

の
特
訓
で
す
。
食
事
休
み
の
後
、
宇う
へ
い平
さ
ん
た
ち
も
早さ
お
と
め
乙
女
と

共
に
三
時
間
み
っ
ち
り
歌
の
練
習
を
続
け
ま
し
た
。

　

午
後
四
時
三
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発
。
七
時
五
十
分
、

家
に
着
き
、
わ
ら
じ
を
脱ぬ

ぎ
ま
し
た
。
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六
月
三
日　

晴
天

　

午
前
四
時
、
家
を
出
発
。
六
時
二
十

分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到
と
う
ち
ゃ
く着
す
る
と
潔け
っ
さ
い
じ
ょ

斎
所

に
向
か
い
ま
し
た
。
潔け
っ
さ
い
じ
ょ

斎
所
と
は
、
水
、

ま
た
は
塩
を
溶と

か
し
た
湯
水
で
、
心
身

を
清
め
る
場
所
の
こ
と
で
す
。
＊

神し
ん
せ
い聖
な

悠ゆ
き紀
斎さ
い
で
ん田
で
の
作
業
に
か
か
る
前
に
は

「
豊ゆ
た
か
い井
」
と
名
付
け
ら
れ
た
井い
ど戸
水
で
、

必
ず
潔け
っ
さ
い斎
す
る
と
い
う
き
ま
り
で
し
た
。

　

今
日
か
ら
、
悠ゆ
き紀
斎さ
い
で
ん田
で
の
作
業
開
始

で
す
。

七
時
、
作
業
服
を
着
、
鎌か
ま

を
手
に
草く
さ
か刈
り

を
始
め
、
午
後
か
ら
は
鍬く
わ

を
持
ち
五
時

三
十
分
ま
で
整
地
を
し
ま
し
た
。

　

六
時
、
衣
服
を
替か

え
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
を
出

発
。
暗
い
道
を
歩
き
八
時
四
十
分
帰き
た
く宅
。

そ
れ
か
ら
晩ば
ん
ご
は
ん
御
飯
、
風ふ
ろ呂
に
入
り
、
斎さ
い
で
ん田

作
業
の
記
録
を
つ
け
ま
し
た
。
翌よ
く
あ
さ朝
も
四

時
頃こ
ろ

に
出
発
の
予
定
で
す
。

＊
神し
ん
せ
い聖
（
清
ら
か
で
美
し
い
こ
と
）
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六
月
四
日　

曇ど
ん
て
ん天

　

午
前
四
時
十
分
、
家
を
出

発
。
七
時
三
十
分
、
斎さ
い
で
ん田

事じ
む
し
ょ
務
所
に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。
御お
た
う
え
田
植
祭さ
い
し
き式

を
明
日
に
控ひ
か

え
、
午
前
中
は

崇そ
う
ふ
く
じ
福
寺
で
御お
た
う
え
う
た

田
植
歌
の
練
習
。

十
二
時
に
弁べ
ん
と
う当
を
食
べ
、
一
時

か
ら
二
時
三
十
分
ま
で
、
式
で

行
う
＊

挿そ
う
お
う秧
の
練
習
を
し
ま
し

た
。
三
時
、
崇そ
う
ふ
く
じ
福
寺
境け
い
だ
い内
で
、

山や
ま
ざ
き崎
校こ
う
ち
ょ
う長
殿ど
の

か
ら
「
御お
た
う
え
田
植
祭さ
い

式し
き

に
対
す
る
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
の
心
得
」

に
つ
い
て
の
講こ
う
え
ん演
を
聞
き
ま
し

た
。
四
時
三
十
分
に
終
し
ゅ
う
り
ょ
う
了
す
る

と
、
宇う
へ
い平
さ
ん
は
休
き
ゅ
う
け
い
じ
ょ

憩
所
と
さ

れ
る
民
家
へ
向
か
い
ま
し
た
。

＊
挿そ
う
お
う秧
（
田
植
え
の
こ
と
）
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明
日
の
御お
た
う
え
田
植
祭さ
い

式し
き

に
備そ
な

え
、
前
も
っ
て

休き
ゅ
う
け
い
じ
ょ

憩
所
で
の
宿
し
ゅ
く
は
く泊
を
希
望
と
申
し
出
て
あ
り
、
他

に
も
二
人
の
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
仲な
か
ま間
と
一い
っ
し
ょ緒
で
し
た
か
ら
、

若わ
か
も
の者
三
人
は
＊

話
に
花
が
咲さ

き
、
ヒ
ソ
ヒ
ソ
声
で

も
楽
し
く
夜
を
明
か
し
ま
し
た
。�

＊
話
に
花
が
咲さ

く
（
次
々
と
色
々
な
話
が
出
る
こ
と
）
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六
月
五
日　

曇ど
ん
て
ん天

　

お
め
で
た
き
、
御お
た
う
え
田
植
祭さ
い

式し
き

の
朝
で
す
。

　

四
時
起き
し
ょ
う床
。
＊

即そ
く
じ時
潔け
っ
さ
い斎
。
五
時
に
朝
食

を
終
え
、
七
時
に
奉ほ
う
こ
う耕
式し
き
ふ
く服
着
用
。
九
時
式

場
入
場
。

　

辺
り
一
面
に
は
、
わ
ん
さ
わ
ん
さ
と
見
物

人
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
出
店
も
並な
ら

び
当
地

で
は
＊
前ぜ
ん
だ
い
み
も
ん

代
未
聞
の
人
出
と
な
り
ま
し
た
。

＊
即そ
く
じ時　
　

（
す
ぐ
、
そ
の
時
）

　

前ぜ
ん
だ
い
み
も
ん

代
未
聞
（
こ
れ
ま
で
に
聞
い
た
こ
と
の
な
い
こ
と
）
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十
時
、
御お
た
う
え
田
植
祭さ
い

式し
き

の
挙き
ょ
こ
う行
。
愛
知
県
知

事
、
来ら
い
ひ
ん賓
、
早さ
お
と
め
乙
女
、
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
は
＊

祓は
ら
え
ど所
に
入

場
。
＊

祓は
ら
い
ぬ
し
主
は
、
＊

祓は
ら
え
こ
と
ば
詞
を
＊

奏そ
う
じ
ょ
う
上
。
大お
お
ぬ
さ麻
の
儀ぎ

。

神ひ
も
ろ
ぎ籬
、
神し
ん
せ
ん饌
、
知
事
、
関
係
者
、
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
、

稲な
え苗
、
来ら
い
ひ
ん賓
を
祓は
ら

い
ま
し
た
。

　

塩え
ん
と
う湯
の
儀ぎ

、
＊

奏そ
う
が
く楽
が
流
れ
、
＊

降こ
う
し
ん神
の
儀ぎ

、

神し
ん
せ
ん饌
品ひ
ん

が
供そ
な

え
ら
れ
ま
し
た
。

　

太お
お
た
ぬ
し
田
主
の
＊

祝の
り
と詞
の
奏
そ
う
じ
ょ
う上
。
知
事
、
太お
お
た
ぬ
し
田
主
、

内な
い
む務
部
長
、
郡
長
、
村
長
、
各
議
員
の
＊

玉た
ま
ぐ
し串

奉ほ
う
て
ん奠
。

　
＊

雅み
や
びや
か
な
＊

倭や
ま
と
ま
い
舞
の
後
、
早さ
お
と
め
乙
女
、
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者

は
斎さ
い
で
ん田
に
入
り
、
太た
い
こ鼓
の
拍ひ
ょ
う
し子
で
御お
た
う
え
う
た

田
植
歌
を
歌

い
つ
つ
苗な
え

を
植
え
、
田
植
踊お
ど

り
を
行
い
ま
し
た
。

　

神し
ん
せ
ん饌
品ひ
ん

が
下
げ
ら
れ
る
間
も
奏そ
う
が
く楽
が
流
れ
、
最

後
に
祓
は
ら
い
ぬ
し主
の
＊

昇し
ょ
う
し
ん
神
の
儀ぎ

を
も
ち
、
午
後
一
時
め

で
た
く
式
は
閉と

じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

一
時
三
十
分
、
宇う
へ
い平
さ
ん
ら
は
休き
ゅ
う
け
い
じ
ょ

憩
所
に
戻も
ど

り
＊

中ち
ゅ
う
じ
き
食
を
す
ま
せ
、
二
時
か
ら
翌よ
く
じ
つ日
の
準じ
ゅ
ん
び備
を

し
、
五
時
に
終
し
ゅ
う
り
ょ
う
了
。
衣
服
を
替か

え
五
時
三
十
分
、

中な
か
じ
ま島
を
出
発
、
八
時
帰き
た
く宅
。
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六
月
二
十
一
日　

曇ど
ん
て
ん天

　

御お
た
う
え
田
植
祭さ
い
し
き式
か
ら
半
月
が
た
っ
た
数
日
前
、
事じ
む
し
ょ
務
所
か
ら
至
し
き
ゅ
う
あ
つ
か

急
扱
い
の
葉は
が
き書
を
受
け
取
り
ま
し
た
。「
大
だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
の
御ご
よ
う
ひ
ん
用
品
と

し
て
、
藁わ
ら

と
筵
む
し
ろ
も
＊

供き
ょ
う
の
う
納
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
更さ
ら

に
稲い
ね

を
栽さ
い
ば
い培
す
る
の
で
、
六
月
二
十
一
日
、
＊

出し
ゅ
っ
と
う
頭
し

て
く
だ
さ
い
。
尚な
お

、当
方
で
弁べ
ん
と
う当
を
準じ
ゅ
ん
び備
し
ま
す
。」と
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、早
朝
四
時
に
家
を
出
発
。
六
時
三
十
分
、

斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。
即そ
く
じ時
潔け
っ
さ
い斎
し
作
業
服
を
着
用
。
七
時
か
ら
夕
方
五
時
三
十
分
ま
で
食
事
休
み
の
他
は
全
て
、鍬く
わ

を
手
に
、

ひ
た
す
ら
整
地
を
し
ま
し
た
。
衣
服
を
替か

え
六
時
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発
。
八
時
三
十
分
帰き
た
く宅
。

＊
祓は
ら
え
ど所　
　

（
お
は
ら
い
を
行
う
と
こ
ろ
）

　

祓は
ら
い
ぬ
し主　
　

（
お
は
ら
い
を
す
る
人
。
神
し
ん
し
ょ
く職
）

　

祓は
ら
え
こ
と
ば詞　
　

（
神
し
ん
し
ょ
く職
が
お
は
ら
い
の
た
め
に
神
に
祈
る
こ
と
ば
）

　

奏そ
う
じ
ょ
う上　
　

（
国
の
統と
う
ち
し
ゃ
治
者
、
神
、
天て
ん
の
う皇
に
申
し
上
げ
る
こ
と
）

　

奏そ
う
が
く楽　
　

（
日
本
古
来
の
祭
用
の
歌う
た
ま
い舞
）

　

降こ
う
し
ん神
の
儀ぎ

（
神
に
降お

り
て
き
て
も
ら
う
こ
と
）

　

祝の
り
と詞　
　

（
祭
の
際
に
神
に
奏
そ
う
じ
ょ
う上
す
る
一
定
の
形
を
持
っ
た
こ
と
ば
。
祓
は
ら
え
こ
と
ば
詞
な
ど
も
ふ
く
め
る
）

　

玉た
ま
ぐ
し串
奉ほ
う
て
ん奠
（
玉た
ま
ぐ
し串
を
つ
つ
し
ん
で
供そ
な

え
る
こ
と
）

　

雅み
や
びや
か　

（
上
品
で
美
し
い
さ
ま
）

　

倭や
ま
と
ま
い舞　
　

（
日
本
古
来
の
祭
用
歌う
た
ま
い舞
。
歌
に
合
わ
せ
て
竜
り
ゅ
う
て
き笛
、
篳ひ
ち
り
き篥
の
伴ば
ん
そ
う奏
に
よ
る
舞ま
い

）

　

昇し
ょ
う
し
ん
神
の
儀ぎ

（
神
に
も
ど
っ
て
も
ら
う
こ
と
）

　

中ち
ゅ
う
じ
き食　
　

（
一
日
二
食
の
時
、
朝
食
と
夕
食
の
間
に
と
る
軽
い
食
事
。
昼
食
の
こ
と
）

＊
供
き
ょ
う
の
う納
（
大
だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
で
必
要
な
物
を
お
さ
め
る
こ
と
）

　

出し
ゅ
っ
と
う
頭
（
本
人
自
ら
出
向
く
こ
と
）
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六
月
三
十
日　

晴
天

　

そ
ろ
そ
ろ
梅つ
ゆ雨
が
明
け
る
頃こ
ろ

で

し
ょ
う
か
。

　

午
前
八
時
三
十
分
、
家
を
出

発
。
矢
作
川
の
美み
や
い矢
井
橋
近
く
の

河か
わ
ら原
に
向
か
い
ま
し
た
。
夕
方
か

ら
の
＊

大お
お
は
ら
え
し
き

祓
式
に
参
列
す
る
た
め

で
、
式
が
済す

む
ま
で
は
何
も
食
べ

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

午
後
二
時
三
十
分
よ
り
東

堤て
い
ぼ
う防
の
松
の
陰か
げ

で
「
悠ゆ
き紀
斎さ
い
で
ん田

田た
の
く
さ
と
り
う
た

草
採
歌
」
の
練
習
を
し
ま
し

た
。
草
と
り
作
業
の
時
に
皆み
な

で
揃そ
ろ

っ
て
歌
い
ま
す
。

　

六
時
、
矢
作
川
砂す
な
は
ら原
で
大
お
お
は
ら
え
し
き

祓
式

が
挙き
ょ
こ
う行
さ
れ
、
身
の
大
お
お
は
ら
え祓
を
し
ま

し
た
。
六
時
三
十
分
、
式
が
終
わ

り
九
時
帰き
た
く宅
。

＊
大
お
お
は
ら
え祓
（�

６
月
と
12
月
の
末
日
に
宮
中
や
神
社
で
多

く
の
人
の
罪つ
み

や
け
が
れ
を
は
ら
う
こ
と
）
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七
月
五
日　

雨
天

　

午
前
五
時
三
十
分
、
家
を
出
発
。
七

時
五
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到と
う
ち
ゃ
く着
。

潔け
っ
さ
い
じ
ょ

斎
所
で
式し
き
ふ
く服
を
着
用
し
、
斎さ
い
で
ん田

の
接せ
つ
ど
う道
で
＊

真
し
ん
し
ゅ
う宗
大お
お
た
に
は
谷
派
本ほ
ん
が
ん
じ
願
寺
の

＊
御ご
れ
ん
し
連
枝
殿ど
の

を
お
迎む
か

え
し
ま
し
た
。

　

太お
お
た
ぬ
し
田
主
は
、
真
し
ん
し
ゅ
う宗
大お
お
た
に
は
谷
派
の
＊

門も
ん
と徒

で
あ
っ
た
の
で
、
御ご
れ
ん
し
連
枝
殿ど
の

が
わ
ざ
わ

ざ
斎さ
い
で
ん田
の
拝は
い
か
ん観
に
い
ら
し
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
小
学
校
で
御ご
れ
ん
し
連
枝
殿ど
の

よ
り

「
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
の
心
得
と
青
年
の
心
得
」
に

つ
い
て
、
十
時
ま
で
盛せ
い
だ
い大
な
講こ
う
え
ん演
が

あ
り
ま
し
た
。
午
後
十
二
時
四
十
分

帰き
た
く宅
。

＊
真
し
ん
し
ゅ
う宗
大お
お
た
に
は
谷
派
本ほ
ん
が
ん
じ
願
寺

　
　
　
　

（�

仏
ぶ
っ
き
ょ
う教
の
中
の
親し
ん
ら
ん鸞
が
開
い
た
浄
じ
ょ
う
ど
し
ん
し
ゅ
う

土
真
宗
の

一い
っ
ぱ派
の
本
山
。
東ひ
が
し
ほ
ん
が
ん
じ

本
願
寺
と
も
い
う
）

　

御ご

連れ
ん
し枝
（�

真
し
ん
し
ゅ
う宗
大お
お
た
に
は
谷
派
を
代
表
す
る
門も
ん
し
ゅ首
の
補ほ
さ佐
を

す
る
僧そ
う

。
現げ
ん
ざ
い在
は
鍵か
ぎ
や
く役
と
い
う
）

　

門も
ん
と徒　

（
浄
じ
ょ
う
ど
し
ん
し
ゅ
う

土
真
宗
の
教
え
を
受
け
る
者
）
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七
月
七
日　

晴
天

　

午
前
三
時
、
家
を
出
発
。
五
時
三
十

分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。
即そ
く
じ時
潔け
っ
さ
い斎

し
、
作
業
服
を
着
用
。
六
時
か
ら
十
時

ま
で
、
草く
さ
と
り
う
た

採
歌
と
共
に
田
の
草
を
と

り
、
三
十
分
間
の
食
事
休
み
の
後
も
午

後
二
時
ま
で
草
を
と
り
ま
し
た
。

　

強
い
日ひ
ざ射
し
の
下も
と

で
の
草
と
り
。
針は
り

の
よ
う
に
尖と
が

っ
た
稲い
ね

の
葉
先
が
時
た

ま
、
チ
ク
ッ
と
顔
を
刺
し
て
き
ま
す
。

　

二
時
の
食
事
休
み
の
後
、
三
時
か
ら

は
＊

悪あ
く
す
い
ろ
水
路
の
土
管
の
い
け
か
え
工
事

を
し
、
五
時
三
十
分
終し
ゅ
う
り
ょ
う
了
。

　

衣
服
を
替か

え
六
時
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
を

出
発
。
八
時
三
十
分
帰き
た
く宅
。

＊
悪あ
く
す
い
ろ
水
路
（
汚お
す
い水
を
流
す
溝み
ぞ

・
下
水
道
）
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七
月
三
十
日　

晴
天

　

午
前
三
時
十
分
、
家
を
出
発
。
五
時

四
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到と
う
ち
ゃ
く着
。
即そ
く
じ時

潔け
っ
さ
い斎
、
作
業
着
を
着
用
し
斎さ
い
で
ん田
へ
。

　

稲い
ね

は
青
々
と
し
腰こ
し

の
丈た
け

ほ
ど
に
生
育
し

て
い
ま
す
。
六
時
三
十
分
、
稲い
ね

の
害
虫
、

稲い
な
ご子
の
駆く
じ
ょ除
に
か
か
り
ま
し
た
。
大
き
な

白
い
布ぬ
の

を
広
げ
、
稲い
ね

の
上
を
ふ
わ
り
と
覆お
お

う
と
バ
タ
バ
タ
と
羽
音
が
し
、
稲い
な
ご子
が
布ぬ
の

に
く
っ
つ
き
ま
す
。
十
時
ま
で
次
々
と

稲い
な
ご子
を
捕と

り
ま
し
た
。

　

三
十
分
間
の
食
事
休
み
の
後
、
十
時

三
十
分
か
ら
午
後
二
時
ま
で
は
草
を
刈か

り

ま
し
た
。

　

二
時
か
ら
食
事
休
み
。
三
時
か
ら
は

傷い
た

ん
で
き
た
＊

畦あ
ぜ
ぐ
ろ畔
を
修
し
ゅ
う
ぜ
ん繕
し
五
時
三
十

分
、
作
業
終し
ゅ
う
り
ょ
う
了
。
衣
服
を
替か

え
六
時
、

斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発
。
八
時
四
十
分

帰き
た
く宅
。

＊
畦あ
ぜ
ぐ
ろ畔
（
田
と
田
の
間
の
土
を
盛も

り
上
げ
た
と
こ
ろ
）
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八
月
六
日　

晴
天

　

午
前
四
時
十
分
、
家
を
出
発
。
七

時
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到と
う
ち
ゃ
く着
。

即そ
く
じ時
潔け
っ
さ
い斎
し
作
業
服
を
着
用
。

　

稲い
ね

の
生
育
は
良
好
で
穂ほ

が
伸の

び
て

き
ま
し
た
。
す
る
と
ま
た
、
た
く
さ

ん
の
稲い
な
ご子
が
、
稲い
ね

を
か
じ
り
に
集
ま

っ
て
い
た
の
で
、
十
時
ま
で
稲い
な
ご子
を

捕と

り
ま
し
た
。

　

三
十
分
間
の
食
事
休
み
の
後
も
、

二
時
ま
で
捕と

り
続
け
ま
し
た
が
、
ま

だ
ま
だ
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
一
時
間

の
食
事
休
み
の
後
は
、
十
八
人
に

増ぞ
う
い
ん員
し
て
五
時
三
十
分
ま
で
、
稲い
な
ご子

を
捕と

り
ま
し
た
。

　

衣
服
を
替か

え
六
時
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所

を
出
発
。
八
時
四
十
分
帰き
た
く宅
。
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八
月
十
五
日　

晴
天

　

午
前
四
時
、
家
を
出
発
。
六
時
四
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所

に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。
即そ
く
じ時
潔け
っ
さ
い斎
し
式し
き
ふ
く服
を
着
用
。

　

今け
さ朝
は
、
斎さ
い
で
ん田
西に
し
ど
な
り
隣
で
地じ
ち
ん
さ
い
鎮
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。

地じ
ち
ん
さ
い
鎮
祭
は
、
土
木
建け
ん
ち
く築
工
事
の
前
に
そ
の
土
地
の
神
様
を

お
祭
り
し
、
工
事
の
無
事
を
＊

祈き
が
ん願
す
る
儀ぎ
し
き式
で
す
。
来

月
の
＊
抜ぬ
い
ほ穂
式
で
使
わ
れ
る
建
物
が
造つ
く

ら
れ
る
の
で
す
。

　

七
時
三
十
分
、
地じ
ち
ん
さ
い
鎮
祭
式
場
に
入
場
。
八
時
、
＊

掌し
ょ
う
て
ん典

を
は
じ
め
＊

高
位
高
官
数
名
に
よ
っ
て
地じ
ち
ん
さ
い
鎮
祭
の
挙き
ょ
こ
う行
。

御お
は
ら祓
い
、
祝の
り
と詞
の
奏そ
う
じ
ょ
う上
。
式
場
内
の
四よ
す
み角
の
穴あ
な

に
塩
・

酒
・
米
・
＊

切き
り
ぬ
さ麻
を
撒ま

き
、
中
央
の
穴あ
な

に
＊

鎮し
ず

め
物
を
納お
さ

め
、
一
時
間
ほ
ど
で
式
は
終
し
ゅ
う
り
ょ
う
了
。
衣
服
を
替か

え
午
後
十
二

時
帰き
た
く宅
。

＊
祈き
が
ん願　
　

（
神し
ん
ぶ
つ仏
に
祈い
の

り
願
う
こ
と
）

　

抜ぬ
い
ほ穂
式　

（
稲い
な
ほ穂
を
収
し
ゅ
う
か
く穫
す
る
式
。
一
本
一
本
稲い
な
ほ穂
を
抜
き
取
る
）

　

掌し
ょ
う
て
ん典　
　

（
皇こ
う
し
つ室
の
祭
り
を
つ
か
さ
ど
る
職
し
ょ
く
い
ん員
）

　

高
位
高
官
（
地
位
の
高
い
役
人
）

　

切き
り
ぬ
さ麻　
　

（
麻あ
さ

ま
た
は
紙
を
細こ
ま

か
に
切
っ
た
も
の
）

　

鎮し
ず

め
物　

（
地じ
ち
ん
さ
い
鎮
祭
で
、
地
中
に
埋う

め
る
物
）
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九
月
十
日　

晴
天

　

午
前
六
時
十
分
、
家
を
出
発
。
八

時
三
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。

即そ
く
じ時
潔け
っ
さ
い斎
し
式し
き
ふ
く服
を
着
用
。

　

九
時
の
汽
車
で
河こ
う
の野
・
農の
う
し
ょ
う
む

商
務

大だ
い
じ
ん臣
閣か
っ
か下
殿ど
の

が
、
斎さ
い
で
ん田
視し
さ
つ察
の
た

め
、
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
一
同
も
御お
で
む
か
出
迎
え
で

す
。
大だ
い
じ
ん臣
閣か
っ
か下
殿ど
の

の
斎さ
い
で
ん田
拝は
い
か
ん観
に
お

供と
も

を
し
、
そ
の
後
は
、
休き
ゅ
う
け
い
じ
ょ

憩
所
で

講こ
う
え
ん演
会
と
な
り
ま
し
た
。

一
、�

悠ゆ
き紀
斎さ
い
で
ん田
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
た
る
一い
っ
そ
う層
の

＊
尽じ
ん
り
ょ
く
力
。

二
、�

＊

千せ
ん
ざ
い
い
ち
ぐ
う

載
一
遇
の
名め
い
よ誉
を
永え
い
え
ん遠
薫か
お

ら
せ
よ
、
と
の
事
。

　

九
時
四
十
分
終し
ゅ
う
り
ょ
う
了
。
十
時
、
大だ
い
じ
ん臣

閣か
っ
か下
殿ど
の

の
お
帰
り
を
見
送
り
ま
し

た
。
十
二
時
か
ら
食
事
休
み
。

＊
尽
じ
ん
り
ょ
く力　
　

（
力
を
つ
く
す
こ
と
）

　

千せ
ん
ざ
い
い
ち
ぐ
う

載
一
遇
（�

千
年
に
一
回
し
か
あ
り
え
な
い
よ
う

な
、
め
っ
た
に
無
い
こ
と
）
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一
時
か
ら
米
を
選
別
す
る
練
習
を

し
ま
し
た
。
練
習
に
使
う
米
は
、
昨

年
収し
ゅ
う
か
く
穫
さ
れ
た
も
の
で
、
玄げ
ん
ま
い米
を

十
八
時
間
ほ
ど
精
米
機
に
か
け
白
米

に
し
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
白
米

を
＊

一
升し
ょ
う

五
合ご
う

ず
つ
綿め
ん

の
長
な
が
ぶ
く
ろ袋
に
入

れ
、
二
人
一
組
で
持
ち
、
二
時
間
ほ

ど
さ
ら
さ
ら
と
米
を
転
が
す
よ
う
に

し
ま
す
。
そ
う
し
て
磨み
が

い
た
米
を
盆ぼ
ん

の
上
に
広
げ
、
箆へ
ら

で
粒つ
ぶ

を
選よ

り
ま
し

た
。
一
名
当
り
、
＊

七
、八
勺し
ゃ
くほ
ど

を
選
別
し
四
時
三
十
分
終し
ゅ
う
り
ょ
う
了
。

　

衣
服
を
替か

え
五
時
に
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所

を
出
発
。
七
時
五
十
分
帰き
た
く宅
。

＊
一
升し
ょ
う

五
合ご
う

（
2.1
㎏
・
米
一
升し
ょ
う

は
1.4
㎏
・
一
合
は
140
ｇ
）

　

七
、
八
勺し
ゃ
く

（
約
100
ｇ
・
一
勺し
ゃ
く

は
一
合
の
十
分
の
一
）
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九
月
十
五
日　

晴
天

　

午
前
四
時
三
十
分
、
家
を
出
発
。
霧き
り

の

中
を
歩
き
、
七
時
二
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所

に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。
即そ
く
じ時
潔け
っ
さ
い斎
し
作
業
服
を
着
用
。

　

十
時
ま
で
稲い
ね

を
刈か

り
、
三
十
分
間

休き
ゅ
う
け
い
憩
。
十
時
三
十
分
か
ら
稲い
ね

刈か

り
と
稲い
ね
こ扱

き
を
し
ま
し
た
。
午
後
二
時
か
ら
食
事
休

み
。
三
時
か
ら
も
五
時
ま
で
稲い
ね
こ扱
き
を
続

け
ま
し
た
。

　

衣
服
を
替か

え
午
後
五
時
三
十
分
、
斎さ
い
で
ん田

事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発
。
沈し
ず

み
そ
う
な
夕
日
に
向

か
い
、
八
時
十
分
帰き
た
く宅
。
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九
月
十
九
日　

晴
天

　

午
前
七
時
三
十
分
、
家
を
出
発
。
道み
ち
ば
た端
に
咲さ

く
彼ひ
が
ん
ば
な
岸
花
に
目
が
留と

ま
り
ま
す
。

　

十
時
二
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。
潔け
っ
さ
い斎
を
す
ま
せ
、
奉ほ
う
こ
う耕
式し
き
ふ
く服
を
風ふ
ろ呂
敷し
き

に
包
み
、

美み
や
い矢
井
橋
上
流
、
大
だ
い
し
ょ
う聖
寺じ

近
く
の
河か
わ
ら原
を
目
指
し
、
十
二
時
、
事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
、「
大
お
お
は
ら
え祓
の
儀ぎ

」
と
い
っ
て
、
明
日
の
抜ぬ
い
ほ穂
式
に
参
列
す
る
関
係
者
等
を
お
祓は
ら

い

す
る
儀ぎ
し
き式
が
あ
り
ま
す
。
儀ぎ
し
き式
に
あ
た
り
、

近
く
の
家
で
着き
が替
え
を
す
ま
せ
ま
し
た
。

　

三
時
、「
勅ち
ょ
く
し使
」
と
い
わ
れ
る
天て
ん
の
う皇
の
御

使
い
の
北ほ
く
ご
う郷
掌し
ょ
う
て
ん
典
と
、
高
位
高
官
の
お
出で

迎む
か

え
を
し
ま
し
た
。
勅ち
ょ
く
し使
は
「
抜ぬ
い
ほ穂
の
使
つ
か
い
」
と

い
う
命
を
受
け
、
今
日
と
明
日
の
儀ぎ
し
き式
を
執と

り
行
い
ま
す
。

　

小
舟
で
川
の
中
流
あ
た
り
に
す
す
み
大
お
お
は
ら
え祓

の
儀ぎ
し
き式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

儀ぎ
し
き式
を
終
え
、
御お
ん

勅ち
ょ
く
し使
は
明
日
の
抜ぬ
い
ほ穂
式

に
備そ
な

え
、
二
頭
馬
車
で
宿
し
ゅ
く
は
く泊
先
の
六
む
つ
みッ
美

＊

斎さ
い
か
ん館
へ
。
そ
の
お
見
送
り
の
後
、
斎さ
い
で
ん田

事じ
む
し
ょ
務
所
で
衣
服
を
替か

え
、
五
時
四
十
分
出

発
。
八
時
十
分
帰き
た
く宅
。

＊
斎さ
い
か
ん館
（
神
し
ん
し
ょ
く職
な
ど
が
こ
も
っ
て
身
を
清
め
る
館
）
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九
月
二
十
日　

晴
天

　

五
時
、
ひ
ん
や
り
と
し
た
夜
明
け

前
、
家
を
出
発
。
七
時
四
十
分
、
斎さ
い
で
ん田

事じ
む
し
ょ
務
所
に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。

　

こ
の
日
は
、
抜ぬ
い
ほ穂
式
と
い
っ
て
、

大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
で
供そ
な

え
る
少
し
の
稲い
な
ほ穂
を
収
し
ゅ
う
か
く穫

す
る
重
要
な
儀ぎ
し
き式
が
あ
り
ま
す
。

潔け
っ
さ
い斎
、
式し
き
ふ
く服
着
用
後
、
式
の
説
明
を
聞

き
ま
し
た
。

　

十
二
時
三
十
分
、
抜ぬ
い
ほ穂
式
挙き
ょ
こ
う行
。

御お
は
ら祓
い
、
神し
ん
せ
ん饌
品ひ
ん

が
供そ
な

え
ら
れ
、
勅ち
ょ
く
し使

は
抜ぬ
い
ほ穂
の
使
つ
か
い
と
し
て
祝の
り
と詞
を
奏
そ
う
じ
ょ
う上
。

　

太お
お
た
ぬ
し
田
主
を
先
頭
に
十
名
の
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
は

斎さ
い
で
ん田
に
入
り
選せ
ん
ば
つ抜
し
た
稲い
な
ほ穂
を
鎌か
ま

で
刈か

り
、
三さ
ん
ぽ
う宝
に
お
き
ま
し
た
。
稲い
な
ほ穂
は

抜ぬ
い
ほ穂
の
使
つ
か
い
に
点
検
さ
れ
た
後
、
太お
お
た
ぬ
し
田
主

が
稲い
な
の
み實
殿で
ん

に
納お
さ

め
ま
し
た
。

　

愛
知
県
知
事
閣か
っ
か下
、
高
位
高
官
は

玉た
ま
ぐ
し串
奉ほ
う
て
ん奠
。
一
般
職
員
、
奉
賛
会
、

奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
一
同
拝は
い
れ
い礼
。
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十
二
時
二
十
分
、
め
で
た
く
式
を

終
え
、
宇う
へ
い平
さ
ん
ら
は
休
き
ゅ
う
け
い
じ
ょ

憩
所
で
衣

服
を
替か

え
、
祝
し
ゅ
く
は
い盃
を
あ
げ
ま
し
た
。

食
事
を
す
ま
せ
、
一
時
四
十
分
、

斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発
。
満
ち
足
り
た

心
地
で
四
時
三
十
分
帰き
た
く宅
。
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九
月
二
十
一
日　

晴
天

　

午
前
四
時
三
十
分
、
家
を
出
発
。

七
時
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。

潔け
っ
さ
い斎
し
奉ほ
う
こ
う耕
式し
き
ふ
く服
を
着
用
後
、
小
学

校
前
の
道
に
並
び
、
御お
ん
ち
ょ
く
し

勅
使
を
お
送

り
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
作
業
服
に

替か

え
、
斎さ
い
で
ん田
に
入
り
二
時
ま
で
標
本

用
の
稲い
な
か
ぶ株
の
抜ぬ

き
取
り
を
し
、
食
事

休
み
の
後
も
三
時
か
ら
五
時
ま
で
続

け
ま
し
た
。
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悠ゆ
き紀
斎さ
い
で
ん田
へ
通
い
出
し
て
か
ら
初

め
て
の
こ
と
「
汽
車
で
帰
ろ
う
。」

と
思
い
立
ち
、
西に
し
お
て
つ
ど
う

尾
鉄
道
中な
か
じ
ま島
駅
で

「
西に
し
お尾
ま
で
一
枚
。」
十
一
＊

銭せ
ん

の

切き
っ
ぷ符
を
握に
ぎ

り
、汽
車
を
待
ち
ま
し
た
。

五
時
五
十
二
分
発
車
。車し
ゃ
そ
う窓
か
ら
は
、

黄こ
が
ね
い
ろ
金
色
に
輝
か
が
や
く
六む
つ
みッ
美
村
が
見
え
ま

す
。
ガ
ッ
タ
ン
ゴ
ト
ン
と
三
十
分
間

揺ゆ

ら
れ
、
西に
し
お尾
駅
か
ら
は
歩
き
、
八

時
十
分
や
っ
と
こ
さ
帰き
た
く宅
。
汽
車
に

乗
る
の
も
い
い
気
分
で
し
た
。

＊
銭せ
ん

（
当
時
の
お
金
の
単
位
。
100
銭せ
ん

で
一
円
）
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九
月
二
十
八
日　

曇ど
ん
て
ん天

　

午
前
四
時
三
十
分
、
家
を
出
発
。
七
時

十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。
潔け
っ
さ
い斎
し
作

業
服
を
着
用
す
る
と
、
気
が
急せ

き
ま
し

た
。
雨あ
ま
も
よ
う
模
様
の
た
め
、
稲は
ざ架
に
掛か

け
て
あ

る
稲い
ね

を
稲い
な
の
み實
殿で
ん

と
神し
ん
せ
ん饌
殿で
ん

に
積
み
込
み
ま

し
た
。
続
い
て
小
学
校
に
稲は
ざ架
掛か

け
し
て

あ
る
稲い
ね

も
校こ
う
し
ゃ舎
内
に
積
み
込こ

み
ま
し
た
。

　

昼
食
の
後
、
一
時
か
ら
は
収
し
ゅ
う
の
う
し
ゃ

納
舎
の
整

理
と
、
明
日
の
稲い
ね

扱こ

き
の
準じ
ゅ
ん
び備
を
し
ま
し

た
。
五
時
三
十
分
、
作
業
を
終
え
六
時
、

斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発
。
日
が
沈し
ず

む
と
冷
え

て
き
ま
し
た
。
八
時
四
十
分
帰き
た
く宅
。
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九
月
二
十
九
日　

曇ど
ん
て
ん天

　

午
前
四
時
、
家
を
出
発
。
六
時
五
十
分
、

斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。
潔け
っ
さ
い斎
し
作
業
服
を
着
用

後
、
収
し
ゅ
う
の
う
し
ゃ

納
舎
前
で
御お
は
ら
い
し
き

祓
式
に
参
列
し
、
御お
は
ら祓
い

を
受
け
作
業
に
就つ

き
ま
し
た
。

　

午
前
中
は
小
学
校
の
校
庭
で
、
昼
休
み
の
後

は
、斎
さ
い
じ
ょ
う場
内
の
＊
握あ
く
し
ゃ舎
で
稲い
ね
こ扱
き
を
し
ま
し
た
。

　

六
時
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発
。
八
時
二
十
分

帰き
た
く宅
。

十
月
三
日　

曇ど
ん
て
ん天

　

午
前
四
時
十
分
、
家
を
出
発
。
七
時
二
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に

到と
う
ち
ゃ
く
着
。
即そ
く
じ時
潔け
っ
さ
い斎
、
作
業
服
着
用
。

　

八
時
か
ら
小
学
校
の
教
室
で
、選せ
ん
ま
い
じ
ょ

米
所
の
準じ
ゅ
ん
び備
を
手
伝
い
ま
し
た
。

　

昼
休
み
の
後
、
晴
れ
て
き
た
の
で
、
小
学
校
の
運
動
場
に
籾も
み

を

運う
ん
ぱ
ん搬
し
藁わ
ら

筵む
し
ろに
広
げ
干ほ

し
ま
し
た
。

　

二
時
か
ら
五
時
ま
で
選せ
ん
ま
い
じ
ょ

米
所
の
準じ
ゅ
ん
び備
を
続
け
、
五
時
三
十
分
、

斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発
。
八
時
帰き
た
く宅
。

＊
握あ
く
し
ゃ舎
（
儀ぎ
し
き式
、
祭
り
な
ど
で
庭
に
設も
う

け
る
仮
屋
）
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十
月
五
日　

晴
天

　

午
前
五
時
、
重
た
い
荷
物
を

背せ
お負
い
家
を
出
発
。
中
に
は
、
白し
ろ

足た
び袋
、
＊

清せ
い
じ
ょ
う
浄
な
下
着
、
手て
ぬ
ぐ
い拭
、

四よ
ん

升し
ょ
うの
白
米
が
入
っ
て
い
ま
す
。

　

今
日
か
ら
は
七
日
間
連
続
で
、

選せ
ん
ま
い米
と
米こ
め
み
が磨
き
を
す
る
た
め
、
家

が
遠
い
人
は
休
き
ゅ
う
け
い
じ
ょ

憩
所
で
宿
し
ゅ
く
は
く泊
し
ま

す
。
そ
の
際
、
一
日
当
た
り
女
は

四
合
、
男
は
五
合
の
米
を
持
参
の

こ
と
と
あ
り
ま
し
た
。
荷
は
少
し

で
も
軽
い
方
が
楽
で
す
し
、
ど
こ

の
家
で
も
米
は
大
切
で
余よ
ぶ
ん分
な
お

米
は
一
粒つ
ぶ

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
一
日
分
多
く
用
意
し
て
い
き

ま
し
た
。

＊
清
せ
い
じ
ょ
う浄
（
清
ら
か
で
汚け
が

れ
の
な
い
こ
と
）
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七
時
四
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に

到と
う
ち
ゃ
く
着
。
潔け
っ
さ
い斎
し
作
業
服
を
着
用
。

八
時
か
ら
収
し
ゅ
う
の
う
し
ゃ

納
舎
で
米こ
め
み
が磨
き
に
か

か
り
ま
し
た
。
六
尺し
ゃ
く（
約
182
㎝
）

の
麻あ
さ

の
長
な
が
ぶ
く
ろ袋
で
三
十
分
、
木も
め
ん綿
袋ぶ
く
ろ

で
一
時
間
三
十
分
、
二
人
一
組
で

磨み
が

き
ま
す
。

　

十
時
、
小
学
校
の
選せ
ん
ま
い
じ
ょ

米
所
で

島し
ま
む
ら村
技ぎ
し師
か
ら
、
選せ
ん
ま
い米
の
注
意
と

心
得
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
話

し
が
あ
り
ま
し
た
。

「
心
を
清
め
口
に
マ
ス
ク
を
掛か

け
、
机
つ
く
え
の
上
で
盆ぼ
ん

に
の
せ
、
箆へ
ら

で

＊

屑く
ず
ま
い米
を
一
粒つ
ぶ

一
粒つ
ぶ

選
別
し
て
く

だ
さ
い
。」

　

昼
休
み
の
後
も
午
後
一
時
か
ら

六
時
ま
で
収
し
ゅ
う
の
う
し
ゃ

納
舎
で
米こ
め
み
が磨
き
を
し

ま
し
た
。

＊
屑く
ず
ま
い米
（
見
た
目
に
悪
い
米
）
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今
夜
は
宿
し
ゅ
く
は
く泊
初
日
。
早は
や
か
わ川
さ
ん

の
家
で
宿
し
ゅ
く
は
く泊
し
ま
す
。

十
月
六
日　

曇ど
ん
て
ん天

　

宿し
ゅ
く
は
く
じ
ょ

泊
所
で
の
朝
を
迎
え
ま
し

た
。
五
時
起き
し
ょ
う床
、
即そ
く
じ時
八は
ち
ま
ん
し
ゃ

幡
社

に
＊

参さ
ん
ぱ
い拝
。
潔け
っ
さ
い斎
し
食
事
を
す
ま

せ
、
七
時
に
小
学
校
へ
出
発
。

　

八
時
か
ら
選せ
ん
ま
い米
に
奉ほ
う
し仕
し
、
昼

食
後
も
一
時
か
ら
五
時
三
十
分
ま

で
続
け
、宿
し
ゅ
く
は
く
じ
ょ

泊
所
へ
帰
り
ま
し
た
。

＊
参さ
ん
ぱ
い拝
（
社
寺
に
参
り
神し
ん
ぶ
つ仏
を
拝お
が

む
こ
と
）
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十
月
七
日　

雨
天

　

午
前
五
時
十
分
、
起き
し
ょ
う床
。
即そ
く
じ時

八は
ち
ま
ん
し
ゃ

幡
社
に
参さ
ん
ぱ
い拝
。
潔け
っ
さ
い斎
し
食
事
を

す
ま
せ
小
学
校
へ
出
発
。

　

八
時
か
ら
選せ
ん
ま
い米
を
始
め
、
昼
食

の
後
も
三
時
ま
で
続
け
ま
し
た
。

　

中な
か
じ
ま島
駅
三
時
着
の
汽
車
で
、
愛

知
県
知
事
閣か
っ
か下
が
到
と
う
ち
ゃ
く着
。
作
業
の

＊

視し
さ
つ察
に
来
ら
れ
、
そ
の
お
帰
り

を
見
送
り
ま
し
た
。

　

午
後
五
時
三
十
分
、
選せ
ん
ま
い米
作
業

を
終
し
ゅ
う
り
ょ
う
了
し
、
宿
し
ゅ
く
は
く
じ
ょ

泊
所
へ
帰
り
ま
し

た
。

＊
視し
さ
つ察
（
そ
の
場
の
状
じ
ょ
う
き
ょ
う
況
を
見
き
わ
め
る
こ
と
）
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十
月
八
日　

晴
天

　

午
前
四
時
五
十
分
、
起き
し
ょ
う床
。
即そ
く
じ時

八は
ち
ま
ん
し
ゃ

幡
社
に
参さ
ん
ぱ
い拝
。
潔け
っ
さ
い斎
し
朝
食
前
に

一ひ
と
し
ご
と
仕
事
。
供
き
ょ
う
の
う納
す
る
藁わ
ら

と
筵
む
し
ろ
を
中な
か
じ
ま島

駅
ま
で
運う
ん
ぱ
ん搬
し
ま
し
た
。

　

七
時
三
十
分
よ
り
、
作
業
服
を
着

用
し
収
し
ゅ
う
の
う
し
ゃ

納
舎
で
米こ
め
み
が磨
き
。
一
升し
ょ
う

五
合ご
う

を
麻あ
さ

の
袋
ふ
く
ろ
で
三
十
分
、
次
に
木も
め
ん綿
の

袋ふ
く
ろで
二
時
間
三
十
分
、
麻あ
さ

袋ぶ
く
ろと
木も
め
ん綿

袋ぶ
く
ろと
を
繰く

り
返
し
、
五
時
に
終
し
ゅ
う
り
ょ
う
了
。

宿し
ゅ
く
は
く
じ
ょ

泊
所
へ
帰
り
ま
し
た
。

十
月
九
日　

晴
天

　

午
前
五
時
十
分
、
起き
し
ょ
う床
。
即そ
く
じ時
潔け
っ
さ
い斎
。
食
事

を
す
ま
せ
七
時
三
十
分
、
小
学
校
へ
出
発
。
八

時
か
ら
選
別
作
業
を
し
、
五
時
終し
ゅ
う
り
ょ
う
了
。

　

今こ
ん
ば
ん晩
、
家
の
都
合
で
自じ
た
く宅
に
帰
る
た
め
、

五
時
二
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発
、
八
時

帰き
た
く宅
。
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十
月
十
日　

晴
天

　

午
前
四
時
五
十
分
、
家
を
出

発
。
七
時
四
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に

到と
う
ち
ゃ
く
着
。
即そ
く
じ時
潔け
っ
さ
い斎
。
作
業
服
を
着
用

し
、
選せ
ん
ま
い
じ
ょ

米
所
に
入
り
ま
し
た
。
昼
休

み
の
後
も
四
時
四
十
分
ま
で
選せ
ん
ま
い米

に
従じ
ゅ
う
じ事
。
一
日
の
作
業
を
終
し
ゅ
う
り
ょ
う
了
し
、

宿し
ゅ
く
は
く
じ
ょ

泊
所
に
帰
り
ま
し
た
。

十
月
十
一
日　

曇ど
ん
て
ん天

　

選
別
最
終
日
、
午
前
五
時
十
分
、

起き
し
ょ
う床
。
即そ
く
じ時
八は
ち
ま
ん
し
ゃ

幡
社
参さ
ん
ぱ
い拝
。
潔け
っ
さ
い斎
し

食
事
を
す
ま
せ
選せ
ん
ま
い
じ
ょ

米
所
に
向
か
い
、

八
時
か
ら
選せ
ん
ま
い米
に
従じ
ゅ
う
じ事
。

　

午
後
二
時
、
農
の
う
し
ょ
う
む
し
ょ
う

商
務
省
技ぎ
し
ゅ手
が
、

視し
さ
つ察
に
来
ら
れ
、
お
帰
り
を
見
送
り

ま
し
た
。

　

今
日
は
、
中な
か
じ
ま島
八は
ち
ま
ん
し
ゃ

幡
社
の
祭
礼
。
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四
時
、
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
一
同
は

参さ
ん
ぱ
い拝
を
す
ま
せ
、
宿
し
ゅ
く
は
く
じ
ょ

泊
所

に
戻も
ど

っ
た
と
こ
ろ
に
、
作

業
部
よ
り
知
ら
せ
が
あ
り

ま
し
た
。

「
供
き
ょ
う
の
う納
米
の
選
別
が
、
ま

だ
残
っ
て
い
ま
す
。
明
日

も
出
頭
し
て
く
だ
さ
い
。」

…
も
う
一い
っ
ぱ
く泊
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
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十
月
十
二
日　

晴
天

　

午
前
五
時
起き
し
ょ
う床
。
即そ
く
じ時
八は
ち
ま
ん
し
ゃ

幡
社
に
参さ
ん
ぱ
い拝
。
潔け
っ
さ
い斎
し

食
事
を
す
ま
せ
る
と
、
宇う
へ
い平
さ
ん
ら
五
人
は
炊す
い
じ事
当

番
を
命
ぜ
ら
れ
、
昼
食
の
仕し
た
く度
と
片か
た
づ
け付
を
し
ま
し

た
。
二
時
か
ら
は
選
別
に
か
か
り
、
四
時
三
十
分
、

つ
い
に
発
送
す
る
供
き
ょ
う
の
う納
米
＊

一い
っ
こ
く石
（
140
㎏
）
の
選
別

が
全
て
終
し
ゅ
う
り
ょ
う
了
し
ま
し
た
。

＊
一い
っ
こ
く石
（�

体
積
の
単
位
で
、
米
一い
っ
し
ょ
う
升
を
1.4
㎏
と
し
た
時
、
一い
っ
と斗
は
一
い
っ
し
ょ
う升
の
十
倍
、

一い
っ
こ
く石
は
一い
っ
と斗
の
十
倍
と
し
た
）
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来き
た

る
十
月
十
五
日
の
京

都
御ご
し
ょ所
へ
の
供
き
ょ
う
の
う納
米ま
い

御お
お
く
り送

の
件け
ん

に
つ
い
て
、
事じ
む
い
ん
務
員

よ
り
次
の
よ
う
に
注
意
が

あ
り
ま
し
た
。

◦�

午
前
十
時
ま
で
に
斎さ
い
で
ん田

事じ
む
し
ょ
務
所
に
集
合
。

◦�

午
後
一
時
三
十
分
、

中な
か
じ
ま島
出
発
。

◦�

京
都
御ご
し
ょ所
内
へ
供
き
ょ
う
の
う納
す

る
ま
で
奉ほ
う
こ
う耕
式し
き
ふ
く服
を
着

用
の
こ
と
。

◦�

服ふ
く
そ
う装
は
、
あ
わ
せ
一

枚
、
袴
は
か
ま
、
鳥と
り
う
ち打
帽ぼ
う
し子
、

履は
き
も
の物
は
白
の
麻あ
さ

裏う
ら

草ぞ
う
り履
、
白し
ろ

足た
び袋
を
用
意

の
こ
と
。

　

四
時
五
十
分
、
斎さ
い
で
ん田

事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発
。
七
時

二
十
分
帰き
た
く宅
。
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十
月
十
五
日　

晴
天

　
＊

爽そ
う
か
い快
な
朝
で
す
。
七
時
三
十
分
、
家
を
出

発
。
九
時
四
十
分
、
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到と
う
ち
ゃ
く着
。

即そ
く
じ時
休き
ゅ
う
け
い
じ
ょ

憩
所
で
式し
き
ふ
く服
を
着
用
し
八は
ち
ま
ん
し
ゃ

幡
社
へ
。

　

十
時
、愛
知
県
知
事
閣か
っ
か下
を
出で

迎む
か

え
ま
し
た
。

十
時
三
十
分
よ
り
斎さ
い
で
ん田
関
係
者
、
青
年
会
、

＊

在ざ
い
ご
う
ぐ
ん
じ
ん

郷
軍
人
、
小
学
校
生
徒
、
諸し
ょ

役
員
一
同
は

八は
ち
ま
ん
し
ゃ

幡
社
に
整
列
し
、
め
で
た
き
発
送
式
挙き
ょ
こ
う行
。

　

御お
は
ら祓
い
が
行
わ
れ
、
知
事
は
、
＊

唐か
ら
ひ
つ櫃
の
白

米
を
点
検
し
、
＊
玉た
ま
ぐ
し串
奉ほ
う
て
ん奠
。

＊
爽そ
う
か
い快　
　

（
さ
わ
や
か
で
気
持
ち
が
よ
い
こ
と
）

　

在ざ
い
ご
う
ぐ
ん
じ
ん

郷
軍
人
（�

平
常
は
生
活
の
た
め
の
仕
事
を
し
、
戦
時
、
天て
ん
さ
い
じ

災
時
に
必

要
に
応
じ
て
召
し
ょ
う
し
ゅ
う
集
さ
れ
た
軍ぐ
ん
じ
ん人
）

　

唐か
ら
ひ
つ櫃　
　

（
足
の
付
い
た
箱
）

　

玉た
ま
ぐ
し
ほ
う
て
ん

串
奉
奠
（
玉た
ま
ぐ
し串
を
つ
つ
し
ん
で
供そ
な

え
る
こ
と
）
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式
の
後
、
知
事
か
ら
感か
ん
し
ゃ謝
の
意
と

斎さ
い
で
ん田
＊

点て
ん
て
い定
の
歴
史
と
由
来
、
郡
村
民

の
将
来
の
覚か
く
ご悟
と
心
得
に
つ
い
て
訓く
ん
じ示

が
あ
り
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
湯ゆ
ち地
・
内な
い
む務
部
長
か
ら

感か
ん
し
ゃ謝
の
意
と
六
む
つ
みッ
美
村
民
の
将
来
の

覚か
く
ご悟
に
つ
い
て
。

原
口
・
産
業
課
長
か
ら
感か
ん
し
ゃ謝
の
意
。

山や
ま
ざ
き崎
・
農
林
学が
っ
こ
う
ち
ょ
う

校
長
か
ら
斎さ
い
で
ん田
成
功
の

喜
び
の
言
葉
。

早は
や
か
わ川
・
六む
つ
みッ
美
村
長
か
ら
京
都
供き
ょ
う
の
う納
米

御お
お
く
り送
に
お
け
る
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
心
得
に
つ
い
て

訓く
ん
じ示
が
あ
り
ま
し
た
。

　

式
を
終
え
、食
事
を
す
ま
せ
ま
し
た
。

＊
点て
ん
て
い定
（
悠ゆ

き紀
、
主す

き基
田で
ん

の
場
所
が
決
ま
る
こ
と
）
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午
後
一
時
三
十
分
。

　

村
民
、
在ざ
い
ご
う
ぐ
ん
じ
ん

郷
軍
人
、
青
年
会
、
小
学

生
に
送
ら
れ
て
斎さ
い
で
ん田
事じ
む
し
ょ
務
所
を
出
発

し
、
四
時
四
十
分
、
安あ
ん
じ
ょ
う城
町
役
場
に

到と
う
ち
ゃ
く
着
。

　

供き
ょ
う
の
う納
米
唐か
ら
ひ
つ櫃
五
個こ

を
役
場
内
斎さ
い
の
う納
場じ
ょ
う

に
お
き
、
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
一
同
は
衣
服
を
替か

え
、
安あ
ん
じ
ょ
う城
町
議
事
堂
で
宿し
ゅ
く
は
く泊
し
ま
し

た
。
翌よ
く
あ
さ朝
、
安あ
ん
じ
ょ
う城
駅
か
ら
列
車
で
京
都

へ
向
か
い
ま
す
。
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十
月
十
六
日　

晴
れ
曇
り

　

午
前
三
時
三
十
分
、
起き
し
ょ
う床
。
即そ
く
じ時
式し
き
ふ
く服
を
着
用
し
、

五
時
、
議
事
堂
出
発
。
安あ
ん
じ
ょ
う城
駅
へ
向
か
い
ま
し
た
。

　

青
年
会
、
在ざ
い
ご
う
ぐ
ん
じ
ん

郷
軍
人
、
小
学
生
等
の
「
万ば
ん
ざ
い歳
」
の
声

に
送
ら
れ
列
車
は
安あ
ん
じ
ょ
う城
駅
を
発
車
し
ま
し
た
。

６
時
13
分　

安あ
ん
じ
ょ
う城

６
時
24
分　

刈か
り
や谷

７
時
14
分　

名な
ご
や古
屋　

供き
ょ
う
の
う納
米
室
に
注し
め
な
わ
連
縄
を
張は

る
。

８
時
10
分　

木き
そ
が
わ
曽
川

９
時
48
分　

醒さ
め
が
い
ヶ
井

　

�

～
12
時
25
分　

京
都

　

京
都
駅
で
一
同
整
列
し
、
警け
い
さ
つ察
部
長
を
先
頭
に
、

百
五
十
名
の
行
列
で
御ご
し
ょ所
に
向
か
い
ま
し
た
。
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午
後
二
時
五
分
、
御ご
し
ょ所

に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。
休
き
ゅ
う
け
い
じ
ょ

憩
所
で
お
茶

を
の
み
ま
し
た
。

　

二
時
三
十
分
、
悠ゆ

き紀

供き
ょ
う
の
う納
殿で
ん

奉ほ
う
の
う納
式
に
参
列

し
、
三
時
十
分
、
式
は

終し
ゅ
う
り
ょ
う
了
。
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御ご
し
ょ所
内
室
の
＊

拝は
い
か
ん観
が
許ゆ
る

さ
れ
、
承
し
ょ
う
め
い明

門も
ん

、
紫し
し
ん宸
殿で
ん

内
室
を
拝は
い
か
ん観
。

＊
拝は
い
か
ん観
（
礼
を
も
っ
て
見
る
こ
と
）
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続
い
て
、
＊

二に
じ
ょ
う
り
き
ゅ
う

条
離
宮
に
向
か
い
、
離り
き
ゅ
う宮

内
室
、
＊
宴え
ん
か
い
じ
ょ
う

会
場
を
拝は
い
か
ん観
し
ま
し
た
。

　

宴え
ん
か
い
じ
ょ
う

会
場
は
＊

白し
ら
き木
造づ
く

り
で
、
＊

そ
ぎ
葺ぶ

き

の
屋
根
。
内
部
中
央
に
は
舞ぶ
た
い台
が
あ
り
、

「
何
と
も
言
え
ぬ
美
し
き
こ
と
、
こ
の
う
え

無
し
。」
と
感か
ん
げ
き激
。

　

拝は
い
か
ん観
を
終
え
、
男
子
は
六
条じ
ょ
う

通
り
の
新
川

屋
。
女
子
は
永え
い
ら
く
か
ん

楽
館
で
宿
し
ゅ
く
は
く泊
。

＊
二に
じ
ょ
う
り
き
ゅ
う

条
離
宮
（
今
の
二
に
じ
ょ
う
じ
ょ
う

条
城
の
こ
と
）

　

宴え
ん
か
い
じ
ょ
う

会
場　

（
右
図
中
の
大
だ
い
き
ょ
う
え
ん
じ
ょ
う

饗
宴
場
を
指
す
）

　

白し
ら
き木
造づ
く

り
（
材
木
の
着
色
等
を
せ
ず
建け
ん
ち
く築
す
る
こ
と
）

　

そ
ぎ
葺ぶ

き
（�

檜
ひ
の
き
の
樹じ
ゅ
ひ皮
を
用
い
た
屋
根
の
つ
く
り
方
の
こ
と
を

指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
不
明
）
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十
月
十
七
日

雨
天

　

京
都
で
の
朝

を
迎む
か

え
ま
し
た
。

五
時
三
十
分
、

起き
し
ょ
う床
。
即そ
く
じ時
式し
き
ふ
く服

着
用
。
東ひ
が
し
ほ
ん
が
ん
じ

本
願
寺

＊

本ほ
ん
ざ
ん山
に
＊

参さ
ん
け
い詣

し
、
＊

お
朝あ
さ
じ事
で

＊

御ご

真し
ん

影ね
い

拝は
い

礼れ
い

。

＊

御ご

門も
ん

跡ぜ
き

の
お
出

ま
し
。
＊

法ほ
う

話わ

の

後
、
全
部
の
お

座ざ
し
き敷
を
拝は
い
か
ん観
。
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＊
本ほ
ん
ざ
ん山　

（
一
い
っ
し
ゅ
う宗
・
一い
っ
ぱ派
の
代
表
の
寺
）

　

参さ
ん
け
い詣　

（
神し
ん
ぶ
つ仏
に
お
参
り
に
行
く
こ
と
）

　

お
朝あ
さ
じ事
（�

浄
じ
ょ
う
ど
し
ん
し
ゅ
う

土
真
宗
で
、
毎
朝
の
お
勤つ
と

め
に
声
を
出

し
て
お
経
き
ょ
う
を
読
む
こ
と
。
晨
じ
ん
じ
ょ
う朝
）

　

御ご

真し
ん
ね
い影
（�

本ほ
ん
ざ
ん山
、
東ひ
が
し
ほ
ん
が
ん
じ

本
願
寺
御ご

影え
い
ど
う堂
に
安
置
さ
れ
る

親し
ん
ら
ん鸞
聖し
ょ
う
に
ん
人
の
木も
く
ざ
ぞ
う
座
像
。
八
百
年
前
の
聖し
ょ
う
に
ん人

で
あ
る
が
、
今
も
そ
の
お
姿
を
通
し
て
教

え
を
い
た
だ
く
こ
と
を
形
ど
っ
て
い
る
）

　

御ご

門も
ん
ぜ
き跡
（�

真
し
ん
し
ゅ
う宗
大お
お
た
に
は
谷
派
の
僧そ
う
り
ょ侶
・
門も
ん
と徒
の
代
表
者
。

現げ
ん
ざ
い在
は
門も
ん
し
ゅ首
と
い
う
）

　

法ほ
う
わ話　

（
仏
ほ
と
け
の
説
い
た
教
え
に
関
す
る
話
）

＊
枳き
こ
く殻
邸て
い

（�

東ひ
が
し
ほ
ん
が
ん
じ

本
願
寺
の
飛と
び
ち
け
い
だ
い
ち

地
境
内
地
（
別べ
っ
て
い邸
）
庭
園
の
美
で
有
名
。
渉
し
ょ
う
せ
い
え
ん

成
園

と
も
い
う
）

　

宿
に
戻も
ど

り
朝
食
を
す
ま
せ
、
九
時
よ
り
＊

枳き
こ
く
て
い
殻
邸

を
拝は
い
か
ん観
。
十
一
時
よ
り
明
治
天て
ん
の
う皇
の
墓ぼ
し
ょ所
で
あ
る

伏ふ
し
み見
桃も
も
や
ま山
御ご
り
ょ
う陵
に
参さ
ん
ぱ
い拝
。

　

午
後
二
時
、
宿
で
衣
服
を
替か

え
、
京
都
駅
で
四
時

四
十
一
分
発
の
帰
り
の
列
車
に
乗
り
込こ

み
ま
し
た
。

十
一
時
、
刈か
り
や谷
駅
で
降
り
た
後
、
三
時
間
歩
き
深
夜

二
時
五
分
無
事
帰き
た
く宅
。
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十
月
二
十
五
日　

雨
天

　

京
都
で
の
出
来
事
か
ら
十
日
ほ
ど
が
た

ち
、家
の
畑
仕
事
に
精せ
い

を
出
し
て
い
ま
す
。

　

数
日
前
、
事じ
む
し
ょ
務
所
か
ら
届と
ど

い
た
葉は
が
き書
に

「
二
十
五
と
二
十
六
日
、
作
業
の
た
め
に

出し
ゅ
っ
と
う
頭
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
書
い
て
あ
り

ま
し
た
。

　

そ
れ
を
受
け
午
前
五
時
、
家
を
出
発
。

七
時
四
十
分
、
事じ
む
し
ょ
務
所
に
到と
う
ち
ゃ
く着
。
即そ
く
じ時

作
業
服
を
着
用
。
収し
ゅ
う
の
う
し
ゃ

納
舎
で
、
＊

大た
い
れ
い礼

御ご
よ
う
ま
い
用
米
の
選
別
作
業
に
か
か
り
ま
し
た
。

白
米
、
一
石こ
く

二
斗と

五
升し
ょ
う

（
約
175
㎏
）
を
選

別
し
、
俵
た
わ
ら
そ
う装
に
し
ま
し
た
。
五
時
、
作
業

を
終
え
、
八
時
帰き
た
く宅
。

＊
大た
い
れ
い礼
御ご

用よ
う
ま
い米
（�

大
だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
後
の
盛せ
い
だ
い大
な
も
て
な
し
《
大
た
い
き
ょ
う饗
の
儀ぎ

》
で
、
天て
ん
の
う皇
と
参

列
者
が
い
た
だ
く
食
事
と
御お

み

き
神
酒
と
な
る
米
）
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十
月
二
十
六
日　

曇ど
ん
て
ん天

　

午
前
四
時
二
十
分
、
家
を
出
発
。
七
時
五
十
分
、
斎さ
い
で
ん田

事じ
む
し
ょ
務
所
に
到
と
う
ち
ゃ
く着
。
即そ
く
じ時
作
業
服
を
着
用
。
選せ
ん
ま
い米
に
従じ
ゅ
う
じ事
し

て
い
る
と
十
二
時
、
大た
い
れ
い
ご
よ
う

礼
御
用
供き
ょ
う
の
う納
米ま
い

の
選
別
が
全
て

終し
ゅ
う
り
ょ
う
了
し
ま
し
た
。

　

午
後
二
時
、
斎さ
い
で
ん田
関
係
者
一
同
は
、
崇そ
う
ふ
く
じ
福
寺
に
集
合
し

ま
し
た
。

　
「
本
日
を
も
っ
て
、
悠ゆ
き紀
斎さ
い
で
ん田
作
業
は
、
全
部
終し
ゅ
う
り
ょ
う
了
し

ま
し
た
。
皆み
な

様
の
お
か
げ
で
す
。」
と
太お
お
た
ぬ
し
田
主
か
ら
御お
れ
い礼

の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

　

続
い
て
福
引
、
＊

園え
ん
ゆ
う
か
い

遊
会
と
な
り
奉ほ
う
こ
う
し
ゃ

耕
者
の
技ぎ
げ
い芸
が

披ひ
ろ
う露
さ
れ
ま
し
た
。
五
時
十
分
、
め
で
た
き
＊

三み

河か
わ

万ま
ん
ざ
い歳

を
も
っ
て
終
し
ゅ
う
り
ょ
う
了
と
な
り
五
時
三
十
分
、
八は
ち
ま
ん
し
ゃ

幡
社
に
参さ
ん
ぱ
い拝

し
、
八
時
十
分
帰き
た
く宅
。

「
大だ
い
じ
ょ
う
さ
い
ゆ
き
さ
い
で
ん

嘗
祭
悠
紀
齋
田
作
業
め
で
た
く
終
し
ゅ
う
り
ょ
う
了
」

と
い
つ
も
よ
り
大
き
な
字
で
記
録
し
、筆
を
お
き
ま
し
た
。

＊
園え
ん
ゆ
う
か
い

遊
会　

（�

祝
事
で
、
多
く
の
人
を
招ま
ね

き
、
庭
や
屋
外
で
余よ
き
ょ
う興
や
食
事
な
ど
で
も
て

な
す
会
）

　

三み

河か
わ

万ま
ん
ざ
い歳
（�

め
で
た
い
文
句
を
唱
え
歌
い
舞ま

え
ば
、
歌
の
通
り
に
な
る
と
信
じ
る
芸

を
万ま
ん
ざ
い歳
と
い
う
。
江え

戸ど

時
代
、
三み

河か
わ

と
縁え
ん

の
あ
る
武ぶ

家け

を
回
り
万ま
ん
ざ
い歳
を

し
、
も
て
は
や
さ
れ
三み

河か
わ

万ま
ん
ざ
い歳
と
呼
ば
れ
た
）
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日
にっ し

誌表紙大正４年４月12日の記録

宇平さんは後ろより二段
だん

目　向かって右から三人目

大正４年10月26日の記録

●�

志し

賀が

医
院
と
記
録
に
あ
る
が
、
大
正
四
年
当
時
は
江こ
う

東と
う

医
館
で
あ
り
、
そ
の
後
志し

賀が

医
院
と
改
め
ら
れ
た
。

　

�　

志し

賀が

医
院
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
日に

誌っ
し

の
清
書

に
あ
た
り
宇
平
さ
ん
が
改
め
て
中
島
を
訪
れ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
が
伺
う
か
が
い
知
れ
る
。

●�

11
月
26
日
と
記
録
に
あ
る
が
、
作
業
内
容
と
外
の
通
達

文
書
の
両
点
か
ら
10
月
26
日
の
こ
と
と
判は
ん

断だ
ん

し
た
。
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主
な
参
考
文ぶ
ん
け
ん献

『
御
卽
位
禮
画
報
』
第
参
巻　

大
正
３
年
３
月
20
日　

御
卽

位
記
念
協
會

『
列
車
時
刻
表
』
大
正
４
年
５
月
10
日
訂
補　

鐵
道
院
運
輸

局『
斎
田
記
念�

中
島
案
内
』　

大
正
４
年
６
月
５
日　

牧
喜
丸

『
新
愛
知
』
第
八
五
九
七
號　

大
正
４
年
６
月
６
日　

株
式

会
社
新
愛
知
新
聞
社

『
悠
紀
斎
田
記
念
寫
真
帖
』
上
巻　

大
正
４
年
９
月
20
日　

愛
知
懸

『
悠
紀
斎
田
記
念
寫
真
帖
』
下
巻　

大
正
５
年
３
月
５
日　

愛
知
懸

『
太
陽�

御
大
禮
記
念
』
大
正
４
年
11
月
25
日
増
刊　

博
文
館

『
悠
紀
斎
田
紀
録
』�

大
正
５
年
３
月
25
日　

愛
知
懸

『
京�

御
所
離
宮
』�

昭
和
39
年
９
月
10
日　

小
西
六
写
真
工
業

株
式
会
社

『
復
刻
版�

六
ツ
美
村
誌
』
昭
和
61
年
11
月
15
日　

六
ツ
美
地

区
総
代
会
連
絡
協
議
会　

愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会

『
神
職
寶
鑑
』
平
成
19
年
３
月
30
日　

復
刻
第
三
版　

臨
川

書
店
刊　

半
井
真
澄
編

『
悠
紀
の
里
』�

平
成
20
年
10
月
１
日　

岡
崎
市
六
ツ
美
南
部

小
学
校

『
皇
學
館
大
学　

佐
川
記
念　

神
道
博
物
館
』
平
成
22
年
４

月
１
日
増
補
改
定　

皇
學
館
大
学　

佐
川
記
念
神
道
博
物
館

『
お
米
の
大
研
究
』
平
成
27
年
12
月
８
日　

株
式
会
社P

H
P

研
究
所

『
大
嘗
祭
六
ツ
美
悠
紀
斎
田
100
周
年
記
念
事
業
記
念
誌
』　

平

成
28
年
２
月
25
日　

六
ツ
美
悠
紀
斎
田
100
周
年
記
念
事
業
実

行
委
員
会

『
安
城
の
三
河
万
歳
』
平
成
28
年
３
月
13
日　

安
城
市
教
育

委
員
会

『
新
編
新
し
い
国
語
六
』
平
成
29
年
２
月
10
日　

小
森
茂　

東
京
書
籍
株
式
会
社

『
即
位
礼
と
大
嘗
祭
』
令
和
元
年
５
月
31
日　

皇
學
館
大
学　

研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー

『
御
代
替
り
平
成
か
ら
新
し
い
御
代
へ
』
神
社
本
庁

　

皆
様
方
に
は
数
々
の
ご
教
示
を
賜
た
ま
わ
り
ま

し
た
。
記し
る

し
て
感か
ん
し
ゃ謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

（
以
下
敬け
い
し
ょ
う
り
ゃ
く

称
略
）

・
長
坂
宇
一

・
東
海
学
園
大
学　

中
出
美
代

　
　
　
　
　
　
　
　

廣
田
匡
則

・
綾
川
町
役
場
綾
上
支
所

・
池
田
高
康

・
宇
野
ま
つ
江

・
岡
崎
天
満
宮

・
神
谷
康
子

・
柄
澤
照
文

・
小
林
也
寸
志

・
榊
原
旭
完

・
榊
原
祥
隆

・
志
賀
医
院

・
真
宗
大
谷
派
三
河
別
院

・
鈴
木
功

・
野
本
欽
也

・
早
川
佐
代
子

・
深
川
け
い

・
深
川
み
ら
い

・
藤
井
建

・
松
井
直
樹

・
六
ツ
美
悠
紀
斎
田
保
存
会

・
悠
紀
の
里
サ
ポ
ー
タ
ー
の
会

・
岡
崎
市
教
育
委
員
会

あ
と
が
き

　

百
年
前
の
日
本
語
だ
か
ら
読
め
そ
う
か
な
…
と
着
手
し
た
も
の

の
、
大
だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
悠ゆ
き紀
斎さ
い
で
ん田
と
い
う
特と
く
し
ゅ殊
な
祭さ
い
し祀
を
理り
か
い解
し
日に
っ
し誌
内
容

を
検
け
ん
し
ょ
う証
す
る
こ
と
は
、
そ
の
方
面
の
知ち
し
き識
を
全
く
持
た
な
い
私
に

は
難
む
ず
か
し
い
こ
と
で
し
た
。「
ど
う
や
ら
自
分
の
手
に
余
る
内
容
で

あ
っ
た
。」
と
気
づ
い
た
時
の
シ
ョ
ッ
ク
は
大
き
く
、
机
つ
く
え
に
突つ

っ

伏ぷ

し
て
泣
き
ま
し
た
。で
も
不
思
議
と
放ほ
う
き棄
す
る
気
に
は
な
れ
ず
、

そ
れ
を
機
に
逆
ぎ
ゃ
く
に
意
欲
的
に
な
り
ま
し
た
。

　

宇
平
さ
ん
は
、
斎さ
い
で
ん田
ま
で
徒
歩
で
通
い
、
そ
の
出
発
と

帰き
た
く
じ
こ
く

宅
時
刻
だ
け
に
注
目
し
て
も
、
い
か
に
誠せ
い
じ
つ実
に
奉ほ
う
し仕
さ
れ
た
の

か
が
見
て
取
れ
ま
す
。

　

日
々
の
記
録
を
後
日
改
め
て
罫け
い
し紙
に
清
書
さ
れ
た
こ
と
を
知

り
、
何
と
し
て
も
こ
の
日に
っ
し誌
に
光
を
当
て
る
べ
き
だ
と
感
じ
ま
し

た
。
ま
た
、
宇
平
さ
ん
の
硯
す
ず
り
、
机
つ
く
え

等
に
も
触ふ

れ
、
更
に
そ
の
思
い

は
強
く
な
り
ま
し
た
。

　

昨
年
末
、
幸
い
な
こ
と
に
恩お
ん
し師
、
中
出
美
代
先
生
の
協
力
を
得
、

「
宇う

平へ
い

さ
ん
の
奉ほ
う
こ
う耕
絵え

日に
っ
し誌
」
の
刊か
ん
こ
う行
が
決
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ

に
伴
と
も
な
い
非
常
に
多
く
の
方
々
か
ら
御
支し
え
ん援
を
い
た
だ
き
、
深
く

感か
ん
し
ゃ謝
い
た
し
ま
す
。
こ
の
絵
日に
っ
し誌
制
作
に
着
手
し
て
か
ら
と
い
う

も
の
不
思
議
な
ほ
ど
次
々
と
支し
え
ん
し
ゃ
援
者
が
現
れ
た
こ
と
は
、「
時
空

を
超こ

え
た
宇
平
さ
ん
か
ら
の
贈お
く

り
物
」だ
と
受
け
と
め
て
い
ま
す
。

　

折お
り

し
も
、
本
年
十
一
月
に
令れ
い
わ和
の
大
だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ

の
斎さ
い
で
ん田
は
、
九
月
に
決
ま
り
ま
し
た
。
時
代
に
よ
っ
て
方
法
は
変

わ
れ
ど
、
人
の
心
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
時
機
に

「
宇う

平へ
い

さ
ん
の
奉ほ
う
こ
う耕
絵え

日に
っ
し誌
」
が
刊か
ん
こ
う行
で
き
る
こ
と
を
喜
び
と
し
、

今
後
も
様
々
な
形
で
こ
の
贈お
く

り
物
を
活
か
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

令
和
元
年
十
月
吉
日　

池
田
節
子
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・�

小
学
校
高
学
年
以
上
を
対
象
と
し
て
ふ
り
が
な
を
ふ
っ
て
い
ま
す
。

・�

宇
平
さ
ん
の
日に
っ
し誌
、
硯
す
ず
り
な
ど
は
、
現げ
ん
ざ
い在
岡お
か
ざ
き崎
市
教
育
委
員
会
に
寄き
ぞ
う贈
さ
れ
、

保ほ
か
ん管
さ
れ
て
い
ま
す
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

「
宇う

平へ
い

さ
ん
」
の
奉ほ
う
こ
う
え
に
っ
し

耕
絵
日
誌

大た
い
し
ょ
う
正
四
年
大だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
悠ゆ

き紀
齋さ
い
で
ん田
紀き
ね
ん念
紀き
ろ
く録

令
和
元
年
十
一
月
八
日
発
行

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

著
者　
　
　
　

池
田
節
子

制
作
・
発
行　

池
田
節
子

　
　
　
　
　
　

�

東
海
学
園
大
学
健
康
栄
養
学
部
栄
養
教

育
研
究
室

印
刷　
　
　
　

有
限
会
社
イ
ヅ
ミ
印
刷
所

『
斎さ
い
で
ん田
の
そ
の
後
』

　

大
だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
悠ゆ
き
さ
い
で
ん

紀
斎
田
は
、
昭
和
四
十
一
年
に
岡お
か
ざ
き崎
市
無む
け
い形

民み
ん
ぞ
く
ぶ
ん
か
ざ
い

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
主す
き
さ
い
で
ん

基
斎
田
は
平
成
十
二
年
に
香か

川が
わ

県
綾あ
や
う
た歌
郡
綾あ
や
が
わ川
町
有ゆ
う
け
い形
・
無む
け
い形
民み
ん
ぞ
く
ぶ
ん
か
ざ
い

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
資し
り
ょ
う
か
ん

料
館
が
整せ
い
び備
さ
れ
当
時
の
用
具
、

衣い
し
ょ
う装
、
絵
は
が
き
な
ど
が
展て
ん
じ示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
元
年
六
月
二
日
（
日
）
に
は
岡お
か
ざ
き崎
市
と
綾あ
や
が
わ川
町

の
間
で
交
流
提て
い
け
い携
が
締て
い
け
つ結
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
、
益ま
す
ま
す々

交
流
が
深
ま
り
文ぶ
ん
か
ざ
い
化
財
の
保ほ
ぞ
ん存
・
伝で
ん
と
う統
文
化
の

継け
い
し
ょ
う
承
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

六ツ美歴史民俗資料室
（岡崎市地域交流センター）

主基斎田記念館



「
宇
平
さ
ん
」
の
奉
耕
絵
日
誌

　大
正
四
年 

大
嘗
祭 

悠
紀
齋
田
紀
念
紀
録

■ 
大
嘗
祭
っ
て

　
　
　
ど
ん
な
お
祭
り
？

■ 

悠
紀
斎
田
っ
て

　
　
　
ど
こ
に
あ
っ
た
の
？

■ 

宇
平
さ
ん
っ
て

　
　
　
ど
ん
な
人
？

■ 

下
の
五
人
は

　
　
　
ど
う
い
う
人
た
ち
？

大
正
四
年

悠
紀
齋
田
紀
念
紀
録

う

た
い
し
ょ
う

だ
い
じ
ょ
う
さ
い

ゆ
き
さ
い
で
ん

の
奉
耕
絵
日
誌

へ
い

ゆ 

き 

さ
い 

で
ん 

き 

ね
ん 

き 

ろ
く

い
け 

だ 

せ
つ 

こ

ほ
う 

こ
う 

え 

に
っ 

し

文
・
絵
　
池
田 

節
子

文
・
絵

　池
田 

節
子

だ
い 

じ
ょ
う 

さ
い


