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第
三
章

情
報
と
地
位

の
贈
与

・
交
換
論

ー

大
工
集
団
の
贈
答
の
分
析
ー

須

藤

健

一

は

じ

め

に

203

日
本
社
会
の
贈
答
は
、
正
月
、
盆
、
暮
、
節
句
な
ど
の
年
中
行
事
や
誕
生
、
婚
姻
、
葬
送
な
ど
の
通
過
儀
礼
の
機

会
に
集
中
的
に

お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
従
来
の
贈
答
研
究
の
視
点
は
、
そ
れ
ら
の
契
機

に
や
り
と
り
さ
れ
る
物
資
の
分
析
を
と
お
し
て
、
贈

答

品
の
歴
史
的
変
化

〔有
賀

一
九
七
八
、

一
九
九
『
二
五
二
〕
や
贈
与
者
と
受
贈
者
と
の
人
間
関
係
の
特
性

〔大
間
知

一
九
六
六
、
二

〇
ー
二
九
。
別
府

一
九
七
三
、
二
七

一
⊥
二
〇
六
〕
、
お
よ
び
贈
答

の
動
機

(気
も
ち
)
、
心
理
的
評
価

(親
密
度
)
な
ど
の
贈
答
行
動

に
お
け
る
意
識

〔夢
羅
〉羅
o↓o
お
蕊
゜
井
下

一
九
七
九
、
四
〇
ー
四
九
〕
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と

に
あ

っ
た
。
そ
の
調
査
方
法
は
、

村
落
社
会
に
お
い
て
は
香
貧
帳
や
祝
儀
帳
と
い
っ
た
記
録
類
が
重
要
視
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
資
料

の
分
析
か
ら
親
族
関
係
者
の
社
会
的

距
離
、
地
縁
、
友
人
関
係
の
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
に
力
点
が
お
か
れ
た
。
ま
た
、
都
市
社
会
に
お
い
て
は
、
調
査
票
に
よ
る
サ
ン

プ
リ
ソ
グ
調
査
を
実
施
し
、
贈
答
の
契
機
や
頻
度
か
ら
贈
答
行
動
を
動
機
つ
げ
る
心
理
的
側
面
の
分
析
に
焦
点
が
あ

て
ら
れ
て
き
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、
贈
与
、
交
換
が
人
び
と
の
つ
き
あ
い
に
と

っ
て
ど

の
よ
う
な
意
味
を
も

ち
、
人
び
と
の
人
間
関
係
の
維
持
、
強
化
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
は
た
し
て
い
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
ア
ブ

μ
ー
チ
が
欠
如
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
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モ
ー
ス

(竃
>qωωり
冨
)
は
、
太
平
洋
地
域
の
諸
社
会
に
み
ら
れ
る
贈
与
慣
行
を
比
較
し
、
人
び
と
が
交
換
す
る
も

の
は
、
経
済
的

に
価
値
の
あ
る
物
質
的
資
源
に
か
ぎ
ら
ず
、
「
礼
儀
、
饗
宴
、
儀
式
、
軍
事
的
奉
仕
、
婦
女
、
子
供
、
舞
踏
、

祭
礼

お
よ
び
市
」
も

ふ
く
ま
れ
る
と
述
べ
て
い
る

〔モ
ー
ス

一
九
七
三
、
二
二
六
〕
。
つ
ま
り
、
情
報
、
地
位
、
サ
ー
ビ
ス
、
愛
情
と
い

っ
た
非
物
質
的
資

源
も
贈
与
、
交
換
の
対
象
に
な
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
本
章
は
、
村
落
社
会
で
特
定
の
技
術
を
修
得
し
た
人
び
と
よ

り
構
成
さ
れ
る
職
業

(大
工
)
集
団
を
と
り
あ
げ
、
地
位
の
異
な
る
二
者

(師
匠
と
弟
子
)
間
で
な
さ
れ
る
贈
答

の
性
格
を
あ
き
ら

か
に
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
る
。
同
時
に
、
社
会

(
村
落
)
生
活

に
お
い
て
大
工
集
団
の
役
割
を
把
握
す
る
た
め
に
、
大
工
集
団
と

ほ
か
の
集
団

(家
族
)
と
の
あ
い
だ
の
贈
答
に
も
ふ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
師
匠
と
弟
子
と
の
関
係
に
基
づ
く
、

物
資
、
情
報

(技
術

・
知
識
)、
資
格
の
授
受

の
分
析
に
重
点
が
お
か
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
師
弟
結
合

の
性
格
ボ
あ
き

ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
後
者
に
関
し
て
は
、
家
屋
の
新
築
を
例
に
あ
げ
、
建
築
主
と
大
工

(棟
梁
)
と
の
あ
い
だ
で
展
開
さ

れ
る
労
力
、
物
資
、
祝
儀
な
ど
の
贈
与
唐
交
換

の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
論
点
が
あ
る
。
そ

こ
で

は
、
「職
人
気
質
」
と
も

い
う

べ
き
大
工
の
仕
事
に
た
い
す
る
も
の
の
考
え
か
た
に
も
言
及
す
る
予
定
で
あ
る
。

調
査
地
は
、
新
潟
県
両
津
市
椎
泊
地
区
と
そ
の
周
辺
村
落
で
あ
る
。
椎
泊
は
、
家
数
九

一
軒
、
人
口
三
八

一
人

の
農
村
で
あ
る
。

こ
こ
は
、
明
治
時
代
よ
り
寺
社
の
普
請
を
う
け
も
つ

「
.ハ
ソ
ジ

ョ
ウ
」
(番
匠
)
を
輩
出
す
る
地
区
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
現
在
、

大
工
の
総
数
は
、

一
七
人
で
う
ち
三
人
が
東
京
に
在
住
す
る
。
大
工
の
家
は
、

一
軒
を
除
き
、

い
く
ら
か
の
農
地

(水
田
)
を
所
有

し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
大
工
が
農
繁
期
の
数
日
間
農
業
に
従
事
す
る
。
し
か
し
、
婿
入
り
し
た
四
人
の
大
工
家
以
外
の
大
工
家
の

農
地
所
有
面
積
は
、
三
反
歩
未
満
で
、
こ
の
地
区
の
農
家
の
平
均
所
有
面
積
に
比
較
す
る
と
少
な
い
。
大
工
に
な
る
人
は
、
古
く
か

ら
生
計
を
農
業
に
依
存
で
き
な
い
家
の
長
男
や
次
三
男
で
、
二

生
の
食
い
だ
ね
」
を
も
ら
う
た
め
に
大
工

の
道

を
選
ん
だ
と
い
わ

れ
る
。
大
工
の
工
方

(
日
当
)
は
、
農
作
業
や
土
木
工
事
の
労
賃
と
較
べ
高
額
で
、
い
つ
の
時
代
で
も
そ
れ
ら
の
二
～
三
倍
に
相
当



す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
椎
泊
地
区
の
大
工
集
団
は
、
都
市
社
会
で
み
ら
れ
る
大
工
を
専
業
に
す
る
人
び
と
よ
り
構

成
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
飯
米
や
野
菜
な
ど
を
自
給
で
き
る
農
家

の

「
ア
ト
ト
リ
」
(後
継
者
)
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
点
に
特

徴
が
あ
る
。

一
七
人
の
大
工
は
、
「椎
泊
番
匠
」
と
よ
ば
れ
る
大
工
集
団
を
つ
く

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
工
務
店

の
よ
う

な

会
社
組
織
で
は
な

い
が
、
家
の
普
譜
に
は
、
全
員
が
共
同
で
作
業
に
あ
た
る
。
明
治
年
間
以
来
、
こ
の
地
区
の
家
屋
は
、
す
べ
て
そ

の
集
団
の
大
工
に

よ

っ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
個
々
の
家
が

「
ト
ー
リ

ョ
ウ
バ
ソ
ジ

ョ
ウ
」
(棟
梁
番
匠
)
と
よ
ば
れ
る

一
人
の
専
任

の
大
工

を
か
か
え
る
と
い
う
慣
行
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
大
工
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
自
分
が
棟
梁
と
し
て
家
普
請
を
ひ
き
受
け
る

何
軒
か
の
家

(得
意
先
)
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
制
度
は
、
家
に
死
者
が
で
た
と
き
に
、
棺
を
つ
く
る
必
要
性
か
ら
確
立
さ
れ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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師
弟
関
係
と
贈
答

職
人
社
会
に
お
け
る
師
弟
関
係
と

い
え
ぱ
、
す
ぐ
に
、
徒
弟
制
度
が
連
想
さ
れ
る
。
こ
の
制
度
は
、
親
方

・
棟
梁
が
弟
子

・
徒
弟

に
技
術
の
教
授
お
よ
び
指
導
の
義
務
を
負
い
、
弟
子

・
徒
弟
が
年
季
奉
公
に
よ

っ
て

一
定
期
限
の
労
力
を
提
供
す
る
と
い
う
契
約
の

も
と
に
な
り
た
つ

〔遠
藤

一
九
五
六
、
七
六
ー
一
三
二
。
竹
内

一
九
五
九
、
九
六
-
九
七
〕
。
そ
し
て
両
者
の
関
係

は
、
「
封
建
的
、
身

分
的
な
主
従
関
係
」
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
農
村
社
会
で
の
大
工
の
師
弟
関
係
の
特
質
を
あ
き
ら
か
に
し
た
う
え
で
、

師
匠
と
弟
子
と
の
あ
い
だ
で
や
り
と
り
さ
れ
る
贈
答
の
性
格
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

205
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(
1
)

弟
子
の
つ
と
め

大
工
志
願
者
は
、

一
人
前
の
大
工
に
な
る
た
め
に
は
、
師
匠
の
も
と
で
の
弟
子
つ
と
め
が
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。
弟
子
入
り
の

時
期
は
、
学
校
を
卒
業
す
る
春
先
に
な
る
。
年
輩
の
大
工
の
場
合
、
そ
れ
は
、
世
間
の
こ
と
が
何
も
わ
か
ら
な
い

二
二
、

一
四
歳
こ

ろ
で
あ
る
。
親
が
本
人

の
意
志
も
聞
か
ず
、
師
匠
に
選
ん
だ
大
工
と
の
あ
い
だ
で
話
を
ま
と
め
る
と
、
す
ぐ
に
弟
子
入
り
と
な
る
。

師
匠
の
方
で
は
、
「
子
ど
も

(弟
子
)
に
す
る
」
と
、
ほ
か
の
師
匠
に
挨
拶
し
て
了
承
を
う
る
。
そ
し
て
、
弟
子
に
、
最
初
の
大
工
道

具
と
し
て
、
二
本
の
の
み
と

一
本
の
か
な
づ
ち
を
買
い
あ
た
え
る
。
弟
子
入
り
す
る
さ
い
に
は
、
弟
子
の
親
か
ら
師
匠

へ
贈
り
も
の

を
届
け
る
よ
う
な
慣
行
は
な
い
。
師
匠
に
は
、
親
族
関
係
の
な
い
、
近
く
に
住
ん
で
い
る
棟
梁
経
験
者
の
大
工
が
優
先
的
に
選
ば
れ

る
。
大
工
で
あ
る
親
や
近
親
者
を
師
匠
に
す
る
と
、
そ
の
弟
子
は
、
「
ウ
チ
デ
シ
」
(内
弟
子
)と
み
な
さ
れ
る
。
内
弟
子
は
、
「
ツ
ト
メ

が
な
い
か
ら
あ
ま
く
な
る
」
と
い
う
世
間

の
目
を
気

に
し
て
敬
遠
さ
れ
た
。
親
が
大
工
の
場
合
、
そ
の
息
子
は
、
親
の
も
と

へ
弟
子

入
り
し
た
大
工
を
師
匠
に
す
る
例
が
あ
る
。
ま
た
、
親
ど
う
し
が
彼
ら
の
息
子
を
相
互
に
弟
子
に
す
る
例
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
師
匠
の
選
定
に
あ
た

っ
て
は
、
弟
子
は
、
他
人
の
も
と
で
厳
格
な
つ
と
め
を
は
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
規
範
が
あ
る
。

弟
子
の
つ
と
め
は
、
早
朝
に
師
匠
の
家

へ
行
き
、
そ
の
日
の
仕
事

の
段
ど
り
を
聞
き
、
指
示
を
あ
お
ぐ
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ

か
ら
、
自
分

の
家
で
朝
食
を
す
ま
せ
、
師
匠
の
道
具
箱
と
弁
当
と
を
背
負

っ
て
作
業
現
場

へ
向
か
う
。
夕
方
に
は
、
師
匠
の
持
物
を

家

へ
届
け
る
。
近
住
の
大
工
を
師
匠
に
す
る
の
は
、
こ
の
朝
夕
の
つ
と
め
と
関
連
し
て
い
る
。

現
場
に
お
い
て

は
、
仕
事
場

の
掃

除
、
道
具
の
研
ぎ
水
の
用
意
な
ど
、
下
働
き
の
役
を
負
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
師
匠
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
の
み
で
穴
を
ほ
る
こ
と
が

初
歩
の
仕
事
と
な
る
。
そ
れ
か
ら
、
鋸
の
つ
か
い
か
た
、
鉋
が
け
や
手
斧
を
ふ
る
段
階

へ
と
進
む
。
穴
を
ま
っ
す
ぐ
ほ
っ
た
り
、
屋

根
材
の
荒
削
り
、
柱
や
天
張
り
板
を
逆
昌
な
し
に
削
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、
三
～
四
年
の
年
限
が
必
要
で
あ
る
。

弟
子
つ
と
め
の
あ
い
だ
、
師
匠
の
方
か
ら
弟
子
に
、
大
工
の
技
術
や
知
識
に
つ
い
て
の
細
目
を
直
接
教
え
る

こ
と
は
な
い
。
弟
子



第三章 情報 と地位の贈与 ・交換論207

は
、
「見
よ
う
見
ま
ね
」
で
の
み
や
鉋
の
使
い
か
た
を
覚
え
、,
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
弟
子
つ
と
め
の
先
輩
や

「
ア

ニ
デ

シ
」

八
兄
弟
子
)
に
た
ず
ね
る
。
昼
食
な
ど
の
休
憩

の
あ
い
ま
に
、
弟
子
た
ち
は
、
師
匠
の
ほ

っ
た
柱
の
穴
や
鉋
が
け

の
あ
と
を

「
盗
み

見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
仕
事
の
こ
つ
を
身

に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
師
匠
は
、
と
き
お
り
、
弟
子
の
仕
事
内
容
を
見
て
ま
わ

ま
が
り
が
ね

り
、
指̂
示
を
あ
た
え
る
が
、
も
し
、
ま
ち
が
い
が
あ
れ
ば
、
皆

の
前
で
叱
り

つ
け
、
と
き
に
は
、
か
な
づ
ち
や
曲

金
で
叩
く
こ
と
も

あ
る
。
弟
子
に
と

っ
て
師
匠
は

「
恐
い
」
存
在
で
あ
り
、
弟
子
は
、
師
匠
に
大
工
技
術
の
直
接
的
伝
授
を
期
待
で
き
な
い
と
い
わ
れ

る
。こ

の
地
区
の
師
弟
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
で
み
た
よ
う
に
、
弟
子
が
師
匠

の
家

に

「
住
み
こ
む
」

の
で

は
な

く
、
「
通
い
」

の
形
式

の
う
え
に
な
り
た

っ
て
い
る
。
前
者
の
形
式
に
お
い
て
は
.
弟
子
に
師
匠
の
家

の
掃
除
、
子
守

り
と
い
っ
た
雑
役
も

課
せ
ら
れ
る

が
、

一
定
期
間
の
奉
公
を
す
れ
ば
、
師
匠
が
弟
子
に
大
工
の
諸
技
術
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
い
う
約
束
が
あ
る

〔遠
藤

一
九
五
六
、

入
二
ー
入
八
〕。
後
者
の
形
式
を
と
る
こ
の
地
区
の
場
合
は
、
そ
の
種

の
雑
役
が
免
除

さ
れ
る
も
の
の
、
師
匠
が
弟
子
に
大
工
と
し
て

不
可
欠
な
技
術
を
手
と
り
足
と
り
教
え
る
性
格
で
は
な
く
、
弟
子
が
あ
る
程
度
独
力
で
そ
れ
を
修
得
し
て
い
る
点
を
特
徴
と
し
て
炉

る
。
ま
た
、
弟
子
入
り
し
て
師
匠
と
と
も
に
仕
事
を
し
て
い
れ
ば
、

一
〇
日
目
か
ら
弟
子
に
も
い
く
ら
か
の
日
当
が
支
給
さ
れ
る
点

で
も
、
前
者
と
は
異
な
る
。
住
み
こ
み
の
場
合
は
、
年
季
が
あ
け
な
い
と
、
弟
子
は
、
日
当
を
自
分
の
も
の
に
で
き
ず
、
師
匠
か
ら

小
遣
を
も
ら
う
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
地
方
の
大
工
日
当
の
支
払

い
は
、
ふ
つ
う
、
盆
と
暮
に
な
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
弟
子
つ
と
め
は
、
弟
子
入
り
し
て
か
ら
翌

年
の
盆
ま
で
が

一
年
と
数
え
ら
れ
る
。
そ
の
期
間
の
弟
子
の
日
当
は
、

一
人
前
の
大
工
日
当

の
約

一
割
、
二
年
目
ボ
ニ
割
、
三
年
目

に
な
る
と
五
割
と
い
う
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
る
。
五
割
の
日
当
を
も
ら
え
る
と
、
弟
子
は
、
「
ハ
ソ
サ
ク
リ

ョ
ク
」
と
よ
ば

れ
、

こ
の
こ
ろ
ま
で
に
仕
事
に
必
要
な

一
通
り
の
大
工
道
具
を
買
い
揃
え
る
。
こ
の
殺
階
ま
で
く
る
と
、
弟
子
も
、
技
術
的
に
は

一
人
前
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の
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
と
の
自
負
心
が
わ
く
。
し
か
し
、
設
計
図
、
も
の
さ
し
に
よ
る
各
部
材
の
わ
り
だ
し
、
墨
つ
け
な

ど
の
知
識
を
修
得
し
、
「
イ
ッ
チ
ョ
ウ
メ
エ
」
(
一
人
前
)
の
大
工
に
な
る
に
は
、
さ
ら
に
三
～
四
年
の
つ
と
め
が
要
求
さ
れ
る
。
日

当
は
、
年
数
に
比
例
し
て
上
昇
す
る
。

一
人
前

の
大
工
と
し
て
社
会
的
に
承
認
さ
れ
る
の
は
、
住
み
こ
み
形
式
の
弟
子
の
よ
う
に
、
五
年
な
い
し
六
年

の
つ
と
め
と

一
年

の
年
季
奉
公
と
い
う
期
限
が
明
確
に
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
師
匠
と
ほ
か
の
師
匠
格
の
地
位
に
あ
る
大
工
と
の
話
し
合
い

で
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
さ
い
、
師
匠
は
、
自
分
の
弟
子
を
推
薦
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ほ
か
の
大
工
の
意
見
を
ま
た
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
。
そ
の
時
期
は
、
弟
子
の
資
質
に
も
よ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
六
年
目
の
弟
子
つ
と
め
を
終
え
た
と
き
で
あ

る
。

以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
地
区
の
大
工
の
師
弟
関
係
に
お
い
て
は
、
師
匠
が
弟
子
に
大
工
の
技
術
や
知
識
を
直
伝
す
る
と
い

う
面
よ
り
も
、
弟
子
に
仕
事
を
す
る
場
を
あ
た
え
、
弟
子
が
そ
こ
で
自
分
の
技
量
を
修
得
、
上
達
さ
せ
て
ゆ
く
と

い
う
性
格
が
強
調

さ
れ
て
い
る
点
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
通
い
と
い
う
弟
子
入
り
の
形
態
は
、
朝
夕
の
つ
と
め
や
現
場
で
の
雑
役
な
ど
厳
し

い
し
き
た
り
が
あ
る
も
の
の
、

一
年
を
と
お
し
て
仕
事
が
で
き
、
い
く
ら
か
の
現
金
が
す

ぐ
手
に
入
る
と
い
う
側
面

を
考
慮
す
る

と
、
農
地
を
多
く
所
有
し
な
い
家
の
後
継
者
に
と

っ
て
は
、
好
条
件
の
職
場
を
確
保
す
る
手
段
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

形
態

の
師
弟
関
係
は
、
以
下
で
み
る
大
工
集
団
の
形
成
や
師
弟
間
の
贈
答
の
性
格
に
大
き
く
反
映
し
て
い
る
。

(
2
)

大
工
集
団
の
性
格

一
人
前
の
大
工
と
い
う
承
認
を
う
げ
て
か
ら
も
、
弟
子
は
、
師
匠
と
と
も
に
仕
事
を
続
け
る
。
六
～
七
年
の
弟
子
つ
と
め
を
終
え

て
も
、
弟
子
の
仕
事
内
容
は
、
師
匠
の
そ
れ
の
域
に
は
達
せ
ず
、
両
者
の
技
量
の
差
は
、
歴
然
と
し
て
い
る
。
棟
梁
と
し
て
家
屋
を

新
築
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、
さ
ら
に

一
〇
年
ほ
ど
の
年
数
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
地
区
の
大
工
の
し
き

た
り
で
は
、
棟
梁

と
し
て
の
経
験
を

一
度
で
も

つ
め
ば
、
「
ト
ウ
リ

ョ
ウ
カ
ブ
」
(棟
梁
株
)
と
み
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
人
で
も
弟
子
を
と
れ
ば
、
「
シ
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シ
ョ
ウ
カ
ブ
」
(師
匠
株
)と
い
う
こ
と
に
な
る
。
弟
子
が

一
人
前
の
大
工
に
な

っ
て
家

の
普
請
を
彼
の
責
任
で
お
こ
な
う
場
合
は
、

彼
の
師
匠
の
了
承
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
弟
子
は
、
棟
梁
に
な
る
と
師
匠
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
用
材
の
見
積
り

か
ら
問
取
の
設
計
、
墨
つ
け
な
ど
、
す
べ
て
自
分
の
裁
量
で
決
定
す
る
責
任
が
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
師
匠
は
、
弟
子
か
ら
相
談
を
う

け
れ
ば
助
言
す
る
が
、
自
分
の
方
か
ら
教
え
る
こ
と
は
な
い
。
建
築
の
作
業
過
程
に
お
い
て
は
、
師
匠
と
弟
子
と

い
う
主
従
関
係
が

意
味
を
も
た
ず
、
師
匠
で
あ

っ
て
も
ほ
か
の
大
工
と
同
様
、
棟
梁

(弟
子
)
の
指
示
に
従

っ
て
仕
事
を
分
担
す
る
。

家
の
新

・
改
築
に
関
し
て
、
特
定
の
家
に
権
利
を
も

つ
棟
梁
番
匠
が
、
新
し
い
大
工
の
出
現
に
よ

っ
て
ほ
か
の
大
工
に
か
わ
る
こ

と
が
あ
る
。
棟
梁
番
匠
制
の
も
と
で
は
、
棟
梁
の
権
利

は
、
原
則
と
し
て
師
匠
か
ら
弟
子

へ
と
継
承
さ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る
家
の

(
1
)

シ

ソ

ル
イ

に
大

工
が

で

た
場

合

、

棟

梁

番

匠

の
責

任

を

そ

の
大

工

に
依

頼

す

る
事

態

が

生

じ

る
。

こ

の
と

き

、

建

築

主

は
、

い

ち

お

う

、

従

来

の
棟

梁

番

匠

に
家

普

請

の
う

か
が

い
を

た

て

る
が

、

そ

の
大

工

は
、

状

況

を

み

て
棟

梁

に
な

る

こ
と

を

辞

退

す

る
。

そ
れ

で

、

シ

ン

ル
イ

の
大

工
が

棟

梁

に

な
れ

る

の

で
あ

る
。

そ

れ

ま

で

の
棟

梁

番

匠

に
何

の

こ
と

わ

り

も

な

く

、

ほ

か

の
大

工

に
棟

梁

を

頼

む

こ
と

は
、

「
義

理

を

か
く

」

こ
と

に
な

る
。

建
築

主

に

か
ぎ

ら

ず

、

大

工
ど

う

し

の
あ

い
だ

で

も
、

棟

梁

番

匠

の

地
位

の

交

替

は
、

一
定

の
す

じ

を

と

お

し

て
話

を

進

め
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

(
1
)

シ
ン
ル
イ
は
、
こ
の
地
方
で
は
家
を
単
位
と
し
、
婚
姻
お
よ
び
親
族
関
係
に
あ
る
家
と
家
と
の
関
係
を
指
示
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
シ
ン
ル
イ
は

「
オ
モ
シ

ン
ル
イ
」
、
「
フ
ル
シ
ン
ル
イ
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
、
自
己

(戸
主
)
を
中
心
に
し
た
場
合
、
上
下
二
世
代
間
に
婚
姻
お
よ
び
分
出

の
関
係
で
結
ば
れ
る
家
と
家
と
の
関
係
を
さ
す
。
後
者
は
、
そ
れ
よ
り
も
遠
い
過
去
の
世
代
に
そ
の
よ
う
な
関
係
ボ
あ

っ
た
と
認
知
さ
れ
る
家
と
家
と
の
関
係

で
あ
る
。

こ

の

こ
と

か
ら

も

わ

か

る

よ
う

に
、

こ

の
地

区

の
家

普
請

に

お

い

て
は
、

特

定

の
大

工
が

つ
ね

に
、

す

べ

て

の
家

の
棟
梁

を

ひ
き

う

け

る

の
で

は
な

い
。

一
人

の
師
匠

に
弟

子

入

り
す

る
弟

子

の
数

は
、

多

く

て

三
人

、

ふ

つ
う

、

一
人

な

い
し

二
人

で
あ

る
。

そ

の

た

め

に
、

一
組

の
師

匠

と
弟

子

と

で

一
軒

の
家

を
建

て

る

こ
と

は
不

可

能

と

な

る
。

あ

る
大

工
が

、

棟

梁

と

し

て
家

普

請

に
着

手

す
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れ
ば
、
ほ
か
の
大
工
全
員
が
、
建
築
作
業
に
あ
た
る
。
こ
の
地
区
の
大
工
集
団
は
、
徒
弟
制
度
に
基
づ
い
て
特
定
の
大
工
を
親
方
と

し
て
組
織
化
さ
れ
て
い
る

〔遠
藤

一
九
五
六
、
七
六
ー
一
四
一
。
礒
貝

一
九
六
四
、
二
七
二
〕
の
で
は
な
い
。
建
築
主
と
の
関
係

で
責

任
者

(棟
梁
)
が
決
ま
る
共
同
労
働
集
団
の
性
格
を
お
び
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
大
工
集
団
は
、

一
人
の
大
工
を
頭
と
し
て
階
層

化
さ
れ
た
組
織
を
形
成
し
な
い
の
で
あ
る
。
棟
梁
株
や
師
匠
株
と
い
う
呼
称
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
大
工
集
団
の
組
織
上
の

役
職
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
棟
梁
お
よ
び
師
匠
の
経
験
を
も

つ
大
工
の
個
人
的
資
格
を
指
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
何
組
か
の
師
弟
関
係
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
大
工
集
団
は
、
排
他
的
性
格
に
よ

っ
て
集
団
と
し
て
の
連
帯
を
強
め
て

い
る
。
こ
の
集
団
に
所
属
す
る
大
工
を
師
匠
に
し
な
か

っ
た
ら

「椎
泊
番
匠
」
の
仲
間
に
は
い
れ
な
い
。
町
の
工
務
店
で
修
業
を
つ

ん
だ
こ
の
地
区
出
身
の
大
工
は
、
す
ぐ
に
こ
の
集
団

へ
は
加
入
で
き
な
い
。
彼
は
、

集
団
に
所
属
す

る
大
工

を

師
匠
に
し
て
、
再

度
、
六
年
間
の
弟
子
つ
と
め
を
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
、
他
村
出
身
者
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
地
区
の
大
工
を
師
匠
に
す
れ

ぽ
、
そ
の
集
団
成
員
と
さ
れ
、
と
も
に
仕
事
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
地
区
の
建
築
主
が
他
村
の
大
工
に
棟
梁
を
依

頼
し
た
場
合
、
こ
の
集
団
の
大
工
は
、
そ
の
棟
梁
の
も
と
で
働
か
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
地
区
の
大
工
が
他
村
の
家
普
請
を
受
注
し

た
と
き
に
は
、
そ
こ
の
大
工
に
助
力
を
求
め
ず
、
こ
の
集
団
の
大
工
だ
け
で
建
築
を
お
こ
な
う
。
椎
泊
番
匠
と
よ
ば
れ
、
地
域
的
な

ま
と
ま
り
を
示
す
大
工
集
団
は
、
結
束
を
強
め
る
た
め
に
講
を
組
織
す
る
。

こ
れ
が
、
聖
徳
太
子
を
祭
祀
す
る
太
子
堂
の
縁
日
、
八

(
2
)

月

二

二

日

に
催

さ

れ

る

「
オ

テ

エ
シ

コ
ー
」

(
お
太

子

講

)

で
あ

る
。

大

工

は
、

こ

の
日

、
宿

と

な

る

家

に
集

ま

っ
て
会

食

す

る
。

大

工

の
賃

金

や

仕
事

の
予

定

、

弟

子

の
昇

格

な

ど

を

話

し

合

う
。

(
2
)

大
工
を
は
じ
め
、
建
築
に
従
事
す
る
職
人
が
守
護
神
と
し
て
聖
徳
太
子
を
信
仰
す
る
習
慣
は
、
全
国
的
に
分
布
す
る
。
聖
徳
太
子
の
画
像
を
祀

っ
て
共
同
飲

食
す
る
太
子
講
の
行
事
は
、
中
世
か
ら
始
め
ら
れ
た

(大
内

一
九
七

一
、
八
七

ー
九
〇
)
。

「
椎

泊

番

匠

は

ま

と

ま

っ
た
仕

事

を
す

る
」

と

他

地

区

の
大

工

か

ら
高

く

評

価

さ

れ

る

の

は
、

以

上

で
み

た

よ

う

に
、

こ

の

地

低
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の
大
工
が
き
わ
め
て
強
固
な
共
同
労
働
集
団
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
さ
し
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

師
弟
関
係
は
、
単

に
弟
子
が
技
術

・
知
識
を
修
得
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
大
工
集
団

へ
の
帰
属
権
の
獲
得
も
意
味
し
て
い
る
。
弟
子
が
そ
の

集
団
の
成
員
で
あ
る
か
否
か
は
、
大
工
に
と

っ
て
死
活

に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
椎
泊
地
区
に
お
け

る
大
工
の
師
弟
関

係
の
基
本
的
性
格
は
、
師
匠
が
弟
子
に
仕
事
を
す
る
機
会
と
場
所
と
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
、
大
工
集
団

の
師
弟
関
係
の
性
格
を
親
方
子
方

(親
分
子
分
)
関
係
の
そ
れ
と
比
較
し
て
そ
の
特
質
を
あ
き
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

実
の
親
子
で
な
い
も
の
の
あ

い
だ
に
親
子
の
紐
帯
を
結
ぶ
親
方
子
方
慣
行
は
、
日
本
各
地
で
諸
分
野
に
わ
た

っ
て
み
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、
社
会
的
に
優
位
に
あ
り
、
生
活
上
の
実
力
を
も

つ
親
方
に
た
い
し
、
子
方
が
庇
護
を
求
め
、
親
方
が
必
要

に
応
じ
で
子
方
に

奉
仕
を
要
求
す
る
と
い
う
、
政
治
的
、
経
済
的
援
助

・
協
力
を
内
容

と

し

て
成
立
し
て
い
る

〔喜
多
野

一
九
五
九
、
三
五
〕。
そ
し

て
、
庇
護
と
奉
仕
が
い
ず
れ
も
両
者
の
生
活

の
全
体
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
点
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
対
価
的
な
計
算
で
お
こ
な
わ
れ

て
い
な
い
点
、
親
方
も
子
方
も
相
互
の
全
人
格
的
な
信
頼
に
基
づ
く
献
身
が
期
待
さ
れ
て
い
る
点
を
、
こ
の
関
係

に
お
け
る
特
質
と

し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
有
賀
喜
左
衛
門
も
都
市
の
露
天
商
人

(
テ
キ
ヤ
)
の
親
分
子
分
関
係
に
つ
い
て
、

そ
の
関
係
が
、
個

人
的
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
親
分
と
子
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
ま
で
組

み
こ
ん
で
い
る
と
指
摘
し
て
い
る

〔有
賀

一
九
七
〇
、
ゴ
ニ

四
〕。
ま
た
、
農
地
改
革
前
の
農
村
に
お
い
て
も
親
方
子
方
関
係
は
、
同
族
お
よ
び
地
主
と
小
作
の
あ

い
だ
で
顕
著
に
存
在
し
た

〔服

部

一
九
六
八
、
六
ニ
ー
六
入
〕
。

こ
の
よ
う
に
、
親
方
子
方
関
係
は
、
政
治
的
、
経
済
的
に
優
位
な
地
位
に
あ
る
も
の
と
そ
れ
に
従
属
す
る
も
の
と
の
あ
い
だ
で
成

立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
工
の
師
弟
関
係
は
、
師
匠
が
弟
子
を

「子
ど
も
に
す
る
」
と
い
う
表
現
を
と
る
も
の
の
、
両
者
間

に
は
、
政
治

・
経
済
的
優
劣
と
い
っ
た
格
差
が
前
提
と
な

っ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
師
匠
が
弟
子
の
家
族
を
庇
護

す
る
こ
と
は
師
弟

関
係
の
条
件
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
そ
れ
は
、
師
弟
間
で
大
工
の
技
術

・
知
識
の
授
受
を
契
機
に
成
立
す
る
も
の
で
、
そ
れ
以
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外
の
分
野
で
の
援
助

・
協
力
、
庇
護

・
奉
仕
を
主
要
な
目
的
と
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
区
の
師
弟
関
係
は
、
大
工
の
仕

事
面
で
の
結
合
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
あ
と
で
み
る
よ
う
に
シ
ソ
ル
イ
の
つ
き
あ
い
へ
と
発
展
す
る
が
、
両
者

の
関
係
は
相
互
扶
助
的
性
格
で
、
上
下
関
係
で
は
な
い
。

(
3
)

師
弟
間
の
贈
答

師
弟
関
係
が
成
立
す
る
と
、
弟
子
の
家
か
ら
師
匠
の
も
と

へ
は
、
正
月
や
暮
、
三
月
、
五
月
、
九
月
の
節
句
に
贈
り
も
の
が
届
け

ら
れ
る
。
贈
ら
れ
る
も
の
は
、
正
月
に
大
小
二
個
の
鏡
餅
、
節
句
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
菱
餅
、
ち
ま
き
、
丸
餅
、
暮

に
魚

(
ス
ヶ
ソ
ウ

ダ

ラ
)
の
食
物
類
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
、
師
匠
の
方
か
ら
は
、
弟
子
が
贈

っ
た
餅
や
ち
ま
き
の
三
分
の

一
、
魚
に
は
手
ぬ
ぐ
い

の
お
返
し
を
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
弟
子
は
、
暮
と
正
月
に
師
匠
を
家

に
招

き
、
御
馳
走
を
振
ま
う
。
そ
れ
は
、
「
シ
シ
ョ
ウ
ブ

ル
メ

エ
」
(
師
匠
振
舞
)
と
よ
ば
れ
、
弟
子
の
家
で
は
、
ブ
リ
や
イ
ヵ
の
さ
し
み
、
に
し
め
な
ど
の
特
別
料
理
を

つ
く
り
、
師
匠
を
も
て

な
す
。
そ
し
て
、
手
み
や
げ
と
し
て
二
人
分
の
ぞ
ぽ
と
に
し
め
を
重
箱
に
つ
め
て
贈
る
。
大
晦
目
の
晩
に
は
、
弟
子
が
師
匠
の
家

へ

出
か
け
、

一
年
間
の
仕
事
に
た
い
す
る
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
し
、
食
事
や
酒
を
御
馳
走
に
な
る
。
師
弟
間

の
そ
れ

ら
の
贈
答
は
、
弟

子
が

一
人
前
に
な

っ
て
か
ら
も
、
師
匠
の
生
存
中
、
毎
年
続
け
ら
れ
る
。

大
工
の
師
弟
間
で
贈
答
が
お
こ
な
わ
れ
る
年
中
行
事
の
機
会

(節
句
)
は
、
こ
の
地
区
で
は
、
「
ム
ラ
ヤ
ス
ミ
」
(
村
休
み
)
と
さ

れ
、
野
良
仕
事
を
休
止
し
、
各
家
で
餅
な
ど
を

つ
き
御
馳
走
を

つ
く
る
日
で
あ
る
。

こ
の
日
に
は
、
大
工
の
師
弟
問
に
か
ぎ
ら
ず
、

昭
和

一
〇
年

こ
ろ
ま
で
は
、
裁
縫
の
技
術
や
学
問
の
伝
授
に
基
づ
く

「
デ
シ
コ
」
(師
弟
)
関
係
者

の
あ
い
だ

で
も
、
同
様
な
贈
り

も
の
が
弟
子
か
ら
師
匠

へ
届
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
暮
と
正
月
の
師
匠
振
舞
も
実
施
さ
れ
て
い
た
。
現
在
で
も
、
節
句
や
正
月
、

暮
に
は
、
嫁
の
実
家
か
ら
婚
家

へ
、
檀
家
か
ら
菩
提
寺

へ
同
種
の
物
資
が
贈
ら
れ

て
い
る

(表
1
参
照
)。

つ
ま
り
、
各
節
句
、
暮
や

正
月
に
実
施
さ
れ
る
贈
答
慣
行
は
、
大
工
集
団
だ
け
に
特
有
な
も
の
で
な
く
、
村
落
社
会
の
ほ
か
の
分
野
で
も
共
通
に
み
ら
れ
る
も



の
で
あ
る
。

村
落
社
会
で
の
大
工
の
師
弟
間
の
贈
答
と
ほ
か
の
分
野
の
そ
れ
と
を
較
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
の
内
容
に
お
い
て
興
味
深
い
側
面

が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
こ
の
地
方
の
社
会
生
活
で
は
、
家
と
家
と
の
つ
き
あ
い
で
嫁
の
実
家
と
そ
の
婚
家
と
の
関
係
が
も

っ
と
も
重
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裏1年 中行事における贈答

弟子か ら師匠 嫁の実家か ら婚家 檀家から菩提寺

正 月 飾 りもち2個 同 左 同 左

三月節供 ひしもち5枚 同左7枚 同左7枚

五月節供 ちまき20本 同 左 同 左

盆 な し お 見 舞 お盆寄せ 米2升

九月節供 丸もち7個 同左 一重 丸もち7個

暮(
セーt) 魚1尾 もち 一重 年とり寄せ 米2升

視
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
冠
婚
葬
祭
の
祝
儀
や
香
彙
、
家
普
請
の
労
力
提
供
な
ど
の
さ
い

に
、
両
家
間
の
貢
献
度
は
、
ほ
か
の
親
族
関
係
者
と
の
そ
れ
よ
り
も
大
き
な
比
重
を
占
め

め
て
い
る
。

こ
の
姻
族
関
係
に
あ
る
家
と
家
と
の
年
中
行
事
に
な
さ
れ

る
贈
答

の
内
容

は
、
大
工
の
師
弟
間
で
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
量

・
同
質
で
あ
る
こ
と
が
表
1
か
ら
う
か
が
え

る
。
こ
れ
は
、
弟
子
が
師
匠
の
娘
と
結
婚
し
た
場
合
の
贈
答
の
事
例
か
ら
も
う
ら
づ
け
ら

れ
る
。
本
来
な
ら
、
弟
子
の
家
か
ら
師
匠
の
家

へ
、
嫁
の
実
家
で
あ
る
師
匠
の
家
か
ら
そ

の
婚
家
で
あ
る
弟
子
の
家

へ
、

一
年
の
節
目
ご
と
に
贈
り
も

の
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
両
家
は
、
話
し
合
い
で

「
行
か
ず
来
ず
の
あ
い
だ
に
し
よ
う
」
と
い
う
こ

と
に
し
、
結
婚
後
、
そ
れ
ら
の
や
り
と
り
を
や
め
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
は
、
師
弟
関
係
に

基
づ
く
家
間
で
の
贈
り
も
の
の
内
容
と
姻
族
関
係
に
よ
る
そ
れ
と
が
、
量
的
、
質
的

に
等

価
値
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
大
工
の
弟
子
か
ら
師
匠

へ
の
贈
り
も

の
は
、
村
落
社
会
で
年
中
行
事
に
実
行
さ
れ
る
贈
答
慣
行
に
お
い
て
、
最
大
級
、
最
大
規

模
の
価
値
を
も

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
、
弟
子
の
結
婚
お
よ
び
師
匠
の
死
に
さ
い
し
て
の
贈
答
に
ふ

れ

る

こ
と

に
す

る
。
弟
子
の
結
婚
に
つ
い
て
は
、
師
匠
は
何
ら
関
与
せ
ず
、
弟
子
の
家
族
、
親
族
の
問
題
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と
さ
れ
る
。
結
婚
式
に
は
、
師
匠
も
招
待
さ
れ
、
シ
ソ
ル
イ
づ

き
あ

い
並
み
の
祝
儀
を
贈
る
。
師
匠
の
葬
式
に

お
い
て
は
、
弟
子

は
、
シ
ソ
ル
イ
よ
り
高
額
の
香
彙
を
持
参
す
る
。
さ
ら
に
、
弟
子
は
、
師
匠
の
七
日
目
ご
と
に
催
さ
れ
る
供
養

の
と
き

に
、
「
ナ
ノ

カ
リ

ョ
ウ
」
(七
日
料
)
と
し
て
、
供
養
の
参
加
者
に
施
主
に
か
わ

っ
て
品
物

(
タ
オ
ル
な
ど
)
を
贈
る
。

ま
た
、

師
匠
の
死
後
馬

弟
子
の
生
存
中
、
師
弟
関
係
に
あ
る
家
と
家
と
は
、
シ
ソ
ル
イ
づ
き
あ
い
を
続
け
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
工
集
団

の
師
匠
と
弟
子
と

の
関
係
は
、
村
落
生
活
に
お
い
て
親
族
関
係
者
間
の
交
際

へ
と
発
展
す
る
性
質
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

最
後
に
、
そ
の
よ
う
な
贈
答
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
師
弟
関
係
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

つ
ま
り
、
弟
子
は
、
師
匠
の

何
に
た
い
し
て
贈
与
の
義
務
を
負
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
弟
子
に
し
て
み
れ
ば
、
師
匠
は
、
自
分
を
仕
事
現

場
に
連
れ
て
ゆ
き
、
下
働
き
を
さ
せ
る
が
、
大
工
に
必
要
な
技
術

・
知
識
を
詳
細
に
教
示
し
て
く
れ
る
存
在
で
は
な
い
。
弟
子
は
、

の
み
や
鋸
の
つ
か
い
か
た
、
鉋
が
け
な
ど
の
こ
つ
を
自
分
で
体
得
し
、
設
計
図
や
墨

つ
け
の
方
法
を
身
に
つ
け

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
中
堅
の
大
工
に
よ
る
と
、
実
感
と
し
て
、
「師
匠
か
ら
は
、
五
分
の

一
し
か
大
工
の
こ
と

を
教
わ

っ
て
い
な

い
」
と
の
こ
と
で

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
、
長
老
の
大
工
に
す

る
と
、
「弟
子
は
、

一
生
の
く
い
だ
ね
を
師
匠
か
ら
も
ら
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
の

弟
子
つ
と
め
と
年

々
の
つ
け
届
け
を
す
る
の
が
あ
た
り
ま
え
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
食
い
だ
ね
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
弟
子
が
師
匠
か
ら
大
工
に
不
可
欠
な
技
術

・
知
識
を
修
得
す
る
場
と
機
会
と
を
う
る
こ

と
で
あ
り
、
師
匠
を
と
お
し
て
大
工
集
団
に
帰
属
す
る
権
利
を
獲
得
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
弟
子
は
、
村
落
社
会

ヘ

へ

で
生
計
を
維
持
す
る
、
生
活
の
基
盤

(
か
て
)
を
確
保
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
恩
恵
に
た
い
す
る

お
返
し
と
し

て
、
「
弟
子
つ

と
め
」
と

「年
々
の
つ
け
届
け
」
と
が
あ
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
地
区
の
大
工
集
団
に
お
け
る
師
弟
間
の
贈
答
慣
行

は
、
師
匠
か
ら
の

情
報
と
資
格

(地
位
)
の
贈
与
に
た
い
し
、
弟
子
か
ら
の

一
定
期
間
の
労
働
力
と
長
期
に
わ
た
る
物
資
の
返
礼
と
い
う
二
老
間
の
了

解
の
も
と
に
成
立
し
て
い
る
と
み
な
せ
よ
う

(図
1
参
照
)。
そ
し
て
、
師
匠
か
ら
の
情
報
の
授
与
に
は
、
多
分
に
個
人
の
恣
意
に
ま



弟

子

情報(技 術 ・知識)
資格(地 位)

物 資(餅 、ち まき、魚》

労 力、振 まい、供 養

図1師 弟間の贈答
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師

匠

か
さ
れ
る

一
面
も
あ
る
が
、
弟
子
か
ら
の
返
礼
に
は
、
質
、
量
と
も
に
明
確
な
基
準
が
社
会
的
に
設
定

さ
れ
、
贈
与
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

(
4
)

地
位
と
名
誉
の
贈
与

・
交
換
論

大
工
の
師
弟
関
係
に
基
づ
く
二
者
間
の
贈
与

・
交
換
は
、
食
物
や
物
品
な
ど
の
物
質
的
資
源
に
限
定

さ
れ
ず
、
情
報
、
地
位
、
労
力
や
感
情
と
い

っ
た
非
物
質
的
資
源
も
対
象
と
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
社

会
人
類
学
や
社
会
心
理
学
な
ど
の
分
野
で
論
議
さ
れ
て
き
た
、
贈
与

・
交
換
論
の
観
点
か
ら
、
そ
の
性

格
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ブ
ラ
ウ

翁
いき
層
型
蜜

)
に
よ
る
と
、
交
換
論
の
基
本
原
理

は
、
「他
者
B
に
報
酬
と
な
る
サ
ー
ビ

ス
を
供
与
す
る
個
人
A
は
、
そ
の
他
者
B
に
義
務
を
負
わ
せ
る
。

ζ
の
義
務
を
果
す
た
め
に
B
は
、
お
返
し
と
し
て
A
に
利
益
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

考
え
か
た
で
あ
る

〔ブ
ラ
ゥ

一
九
七
四
、
八
〇
〕。
交
換
の
本
質
が
、
こ
の
よ
う

に
、
贈

り
も

の
の
贈

与
、
受
贈
、
返
礼
の
三
つ
の
義
務

の
体
系

に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
は
、

モ
1

ス
で
あ
る
。

モ
ー

ス
は
、
『贈
与
論
』
に
お
い
て
、
太
平
洋
諸
島
の
資
料
を
検
証
し
た
う
え
で
、
未
開
社
会

で
の
交
換
が
、
取
り
引
き
の
形
と
い
う
よ

り
も
む
し
ろ
互
恵
的
、
互
酬
的
な
贈
与
の
形
で
お
こ
な
わ
れ
る
点
を
指
摘
し
た

〔
モ
ー
ス

一
九
七
三
、
二

一
九
-
三
二
八
〕。

モ
ー
ス
の
提
示
し
た
義
務
を
と
も
な
う
交
換
お
よ
び
互
酬
的
贈
与

の
問
題
は
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
贈
与

・
交
換
論
の
主
要
な
テ

ー
マ
と
な

っ
て
き
た
。
多
く
の
研
究
者
は
、
人
間
関
係
や
集
団
間
の
連
帯
、
均
衡
関
係
の
維
持
、
強
化
の
基
本
に
、
こ
の
互
酬
性
の

原
理
を
す
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
ま
ず
、
互
酬
性
の
原
理
に
よ

っ
て
大
工
の
師
弟
間
に
み
ら
れ
る
贈
答
慣
行
を
位
置
づ
け

(
3
)

る

こ
と

に
す

る
。

互

酬

性

(『8
甘
8
0
搾
団
)

の
概

念

は
、

研

究

者

に

よ

っ
て

一
様

で

は
な

い
が

、

こ

こ
で

は
、

も

っ
と

も

広

義

な
意

味

内

容

を

ふ

く

む

、
「
自

分

が

受

け

た
贈

物

、

サ
ー

ビ

ス
行

為

ま

た

は

損

害

に
た

い
し

て
何

ら

か

の
形

で

お

返

し

を
す

る

こ
と

」

〔
フ
ァ
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ン

・
バ
ー

ル

一
九
入
○
、
七
〕
と

い
う

定

義

に
し

た

が

う
。

そ

し

て
、

受

け

た
も

の
と

返

す

も

の

は
、

ほ
ぼ

等

価

で

平

等

で
あ

る

べ

き

と

い
う

付
帯

条
件

が
付

与

さ
れ

る
も

の
と

す

る
。

(3
)

互
酬
性
を
人
間
行
動
す
べ
て
に
み
い
だ
さ
れ
る
普
遍
的
原
則
と
み
な
す
か
、
贈
与
、
交
換
な
ど
の
局
面
に
限
定
さ
れ
る
原
則
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
概

念
は
、
大
き
く
異
な
る
。
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー

(罎
〉
ド
目宕
O
≦
ω丙
」

】W°)
は
、
互
酬
性
の
原
理
が
メ
ラ
ネ
シ
ア
社
会
の
人
間
関
係
を
律
す
る
主
要
な
規
則
と
述
べ

て
い
る

〔
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー

一
九
七
六
b
、
四
二
ー
四
三
〕
が
、
同
じ
地
域
を
調
査
し
た
ツ
ー
ル
ン
ヴ
ァ
ル
ト

(↓
馨
窪
≦
き
u
矯
即
)
は
、
互
酬
性
の
観

念
が
友
好
的
援
助
や
物

々
交
換
の
場
面
に
顕
著
に
現
わ
れ
、

人
間
の
す
べ
て
の
行
動
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
る

〔↓
揖
身
z
≦
き
u
お
ω
腎
ωα
"

お
b。
博
憲
呂
。
ポ
リ
ネ
シ
ア
社
会
の
贈
与
、

交
換
の
分
析
を
お
こ
な
っ
た
フ
ァ
ー
ス

(周
目男
↓
踏
℃
謁
)゚
は
、
互
酬
性

の
原
理
を
同
等
の
お
返
し
を
す
る
均
衡
の

と
れ
た
贈
答
、
交
換
に
限
定
し
て
使
用
す
べ
き
だ
と
提
案
し
て
い
る

珊
舅
↓
出

H
りOS

ωH
酔
恕
。゚
〕。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
の
研
究
者

の
あ

い
だ
で
も
、
互
酬
性
の
位
置
づ
け
か
た
が
異
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
互
酬
性
の
用
語
を
使
用
す
る
と
、
各
社
会
の
内
容
が
不
明
瞭
に
な
る
の
で
、
で
き
る
だ

け
用
い
な
い
ほ
う
が
良

い
と
い
う
意
見
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。

マ
ッ
コ
ー
マ
ク

(ヌ
>
o
o
o
男
言
き
押

O
°)
は
、
互
酬
性
や
互
酬
的
原
理
に
よ

っ
て
行
動
や
態

度
を
記
述
す
る
さ
い
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
規
則
、
理
念
、
願
望
、
期
待
、
習
慣
な
ど
の
ど
の
局
面
を
指
示
す
る
の
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る

〔言
>
OO
O
開
】≦
>
O
閉
日Φ¶
①
"り㊤〕
。

椎

泊

地

区

の
大

工

の
師

弟

間

で

の
贈

答

は
、

図

1

で
示

さ

れ

る

と

お

り
、

師

匠

か
ら

の
情

報

(
技

術

・
知

識

)

と
資

格

(
集

団

帰

属

権

、

地

位

)

と

の
提

供

に
た

い
し
、

弟

子

か

ら

の
物

資

(
食

料

品

な

ど
)

と

労
力

と

の

反

対

給

付

と

い
う

形

式

を

と

る
。

し

か

し

、

師

匠

か

ら

の
贈

り
も

の
が

非

物

質

的

資

源

で
あ

る

た

め

に
、

そ

の
内

容

の
質

的

価

値

を

わ

り

だ

す

こ
と

が

困

難

で

あ

る
。

そ

の

た

め

に
、

師

匠

と
弟

子

と

の
交

換

物

の
価

値

を

同

一
の
基

準

で

比
較

で
き

な

い
。

そ

の

こ
と

は
、

前

述

し

た

よ

う

に
、

弟

子
が

大

工

と

し

て
必

要

な

知

識

を

師

匠

か

ら

五
分

の

一
程

度

授

与

さ
れ

る

に
す

ぎ

な

い
と

か
、

師

匠

が

弟

子

に

「

一
生

の
く

い
だ

ね

」

を

あ

た

え

る

の
だ

か
ら

、

「
そ
れ

だ

け

の
も

の
」

を

返

礼

と

し

て
期

待

し

て

よ

い
と

い
う

表

現

で
あ

ら

わ

さ

れ

て

い
る
。

こ
の

よ

う

な

性
格

を
明

確

に
す

る

た

め

に

は
、

交

換
内

容

に

つ

い

て
の

当
事

者

の
評

価

を

考

察

す

る

の
が
、

さ

し

あ

た

り
重

要

で
あ

ろ
う

。

師

匠

を
経

験

し

た
大

工

の
多

く

は
、

弟

子

を

と

る

と

、

「
自

分

の
仕

事

の

邪

魔

に

な

る
」

し
、

「
自

分

の

仕

事

を

弟

子

に
と

ら

れ

る
」

と

か
、

「
何

も

う

る

と

こ

ろ
が

な

い
」

と

述

べ

て

い

る
。

邪

魔

に
な

る

と

い
う

こ

と

は
、

弟

子

に
気

を

つ
か

い

師

匠

の
仕

事

が
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犠
牲
に
な
る
点
を
さ
し
て
お
り
、
仕
事
を
と
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
師
匠
が
保
有
し
て
き
た
棟
梁
番
匠
と
し
て
の
得
意
先
を
弟
子
に

譲
る
慣
行
を
言
及
し
て
い
る
。
棟
梁
番
匠
と
得
意
先
と
の
関
係
は
、
固
定
的
な
性
質
で
は
な
く
、
得
意
先
の
シ
ソ
ル
イ
に
大
工
が
で

れ
ば
、
彼
に
そ
の
家
の
普
請
を
ま
か
せ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
師
匠
が
棟
梁
と
し
て
家
屋
建
築
を
す
る
機
会
が
減

少
す
る
。
こ
の
要
因
の
ほ
か
に
、
家
の
数
が
限
定
さ
れ
て
い
る
条
件
の
も
と
で
は
、
弟
子
ど
り
に
よ
っ
て
大
工
の
人
数
が
増
加
す
る

と
、
家

の
建
築
に
要
す
る

一
人
あ
た
り
の
大
工
の
労
働
量
が
少
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

弟
子
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
も
う
る
も
の
が
な
い
と
い
う
指
摘
は
、
前
述
し
た
住
み
こ
み
形
式
の
師
弟
関
係
と
較
べ
て
の
話
で

あ
る
。
ノそ
の
形
式

に
お
い
て
は
、
五
～
六
年
の
弟
子
つ
と
め
の
期
間
、
師
匠
は
、
弟
子
の
と
る
日
当
を
自
分
の
も

の
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
、

一
人
前
に
な

っ
た
弟
子
が
う
る
日
当
も
、

一
年
間
、
年
季
奉
公
と
し
て
師
匠
の
ふ
と
こ
ろ
に
は
い
る
約
束
に
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
、
か
よ
い
形
式
の
場
合
は
、
師
匠
が
弟
子
の
日
当
に
何
ら
関
与
し
な
い
。

こ
の
よ
う

な
差
異
か
ら
、
こ

の
地
区
の
師
匠
は
、
弟
子
か
ら
の
贈
与
物
に
大
き
な
経
済
的
価
値
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
師
匠
の
立
場
か
ら

み
た
、
師
弟
間
で
の
交
換
内
容
に
つ
い
て
の
経
済
的
算
定
は
、
客
観
的
に
も
首
肯
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
弟

子
は
、
師
匠
か
ら

授
与
さ
れ
る
情
報
と
地
位
と
に
よ

っ
て
、

一
生
の
生
活
の
か
て
を
う
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
に
た
い
す
る
報
酬
と
し
て
師
匠

が
弟
子
か
ら
贈
与
さ
れ
る
の
は
、

一
定
期
間
の
労
力
と
生
涯
に
わ
た
る
物
資
で
あ
る
。
弟
子
か
ら
の
返
礼
が
、
村
落
社
会
の
贈
答
慣

行
に
お
い
て
最
大
級
の
価
値
が
あ
る
と
し
て
も
、
師
匠
か
ら
の
贈
与
内
容
に
較
べ
れ
ば
、
そ
の
経
済
価
値
は
、
と

る
に
た
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。

大
工
の
師
弟
間
で
の
贈
答
は
、
い
ま
み
た
よ
う
に
、
経
済
的
に
は
均
衡
の
と
れ
た
互
酬
性
の
原
理
に
基
づ
い
て
い
な
い
こ
と
が
あ

き
ら
か
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
互
酬
的
な
贈
与
は
、

モ
ー
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
単

に
経
済
的
性
格
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な

く
、
「《
全
体
的
》
社
会
現
象
」
で
あ
る

〔モ
ー
ス

一
九
七
三
、
二
二
三
〕。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
同
時
に
社
会
的
に
し
て
宗
教
的
、
呪
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術
的
に
し
て
経
済
的
、
功
利
的
に
し
て
情
緒
的
、
法
的
に
し
て
道
徳
的
な
意
味
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ

"
ス
ト

ロ
ー
ス
の

表
現
を
か
り
る
な
ら
、
贈
与

・
交
換
の
本
質
的
目
的
は
、
利
益
や
経
済
的
特
典
を
う
る
こ
と
で
な
く
、
権
力
で
あ

る
と
か
、
同
情
を

う
る
と
か
、
地
位
、
感
情
と
い
う
よ
う
な
、
亀

っ
と
社
会
的
性
質

を
お
び
て
い
る

〔
レ
ヴ
ィ
H
ス
ト
ロ
ー
ス

一
九
七
七
、

=
二
四
ー
一

三
五
〕
。

経
済
的
に
不
均
衡
な
互
酬
的
贈
与

・
交
換
の
性
格
を
把
握
す
る
に
は
、
当
事
者
間
の
社
会
的
地
位
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

贈
与

・
交
換
が
対
等
者
間
で
な
さ
れ
る
の
か
、
優
位
者
と
劣
位
者
と
い
う
地
位
の
異
な
る
二
者
間
で
な

さ
れ

る
か
と
い
う
点

で
あ

る
。
大
工
の
師
弟
間
の
場
合
は
、
技
術

・
知
識
を
保
有
す
る
も
の
と
そ
れ
を
修
得
す
る
も
の
と
い
う
地
位
差
の
あ

る
二
者
関
係
よ
り

な
り
た

っ
て
い
る
。
師
弟
間
の
贈
答
に
お
い
て
、
こ
の
地
位
差
を
示
す
性
格
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
第

一
は
、
師
匠
が
弟
子
に
直
接

的
か
つ
詳
細
に
技
術

・
知
識
の
授
与
を
せ
ず
、
弟
子
が
師
匠
に
よ
り
多
く
の
情
報
を
う
る
目
的
で

一
定
量
以
上
の
物
資
や
労
力
を
供

与
し
な
い
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
弟
子
が
無
限
に
贈
り
も
の
を
し
て
も
、
師
匠
は
そ
れ
に
た
い
し
て
返
礼
を
す
る
義
務
を
負
わ
ず
、

そ
の
内
容
が
師
匠
の
恣
意

に
ま
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
両
者
間
の
地
位
は
、
贈
り
も
の
の
多
寡
に
よ

っ
て
変
動

す
る
性
質
で
は
な
い
。
そ
の
贈
与

・
交
換
は
、
相
互
の
地
位
を
確
認
す
る
手
段
と
な

っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

第
二
は
、
弟
子
が
弟
子
つ
と
め
の
期
間
を
す
ぎ
て
も
、
師
匠
に

一
方
的
に
物
資
を
贈
り
続
け
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
弟

子
は
生
涯
に
わ
た

っ
て
師
匠
に
贈
り
も
の
を
す
る
義
務
を
も

つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
弟
子
が

一
人
前
の
大
工
と
し
て
の
資
格
の
認

定
を
う
け
、
「
一
生
の
く
い
だ
ね
」
を
え
た
と
い
う
師
匠
に
借
り
て
い
る
義
務
の
お
返
し
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
贈
与
は
、
師
匠
が
弟
子
に
た
い
し
恩
恵
に
よ

っ
て
自
己
の
地
位
の
優
位
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
第
三
は
、
師
匠

が
弟
子
に
と

っ
て

「恐
い
」
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
師
匠
が
弟
子
の
資
格
認
定
の
権
限
を
保
有
し
て
い

る
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
同
時
に
、
弟
子
が
自
分
と
師
匠
と
の
技
量
の
格
差
を
認
め
る
こ
と
に
帰
因
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
要
因
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が
弟
子
に
師
匠
に
た
い
す
る
尊
敬
な
い
し
賛
美
の
感
情
を
誘
発
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
師
匠
の
熟
達
し
た
知
識
、
助
言

へ
の
報
酬
と

し
て
の
弟
子
の
尊
敬
の
気
も
ち
は
、
日
常
的
に
は
、
師
匠
を
心
理
的
に
満
足
さ
せ
る
態
度
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
贈

与

に
お
い
て
は
、
師
匠

へ
の
生
涯
に
お
よ
ぶ
最
大
級

の
贈
り
も
の
と
師
匠
の
死
後
の
供
養
と
い
う
行
為
で
示
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

以
上
で
み
た
よ
う
に
、
地
位
の
異
な
る
師
弟
間
で
の
贈
答
に
お
い
て
は
、
対
等
者
間
の
そ
れ
で
よ
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
贈
り
も

の
を
武
器
と
し
て
相
手
の
特
権
、
権
威
、
威
信
な
ど
を
と
り
あ
げ
る

〔ブ
ラ
ゥ

一
九
七
四
、
九
五
〕
性
格
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
贈
答
は
、
地
位
の
違
い
を
認
め
た
う
え
で
、
劣
位
者

(弟
子
)
が
優
位
者

(師
匠
)
に
敬
意
に
み
ち
た
贈
り
も
の
を
持
続

的
に
贈
与
し
続
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
二
者
間
の
関
係
を
維
持
、
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
互
酬
性
に
基
づ
く
こ
の
贈
与

・
交
換
は
、
生
活
の
か
て
と
い
う
恩
恵
を
う
け
た
師
匠
に
た
い
し
て
、
弟
子
が
社
会
的
に
高
い
価
値
の
あ
る
贈
り
も
の
を
長
期
間
、

定
期
的
に
返
礼
と
し
て
贈
与
す
る
こ
と
で
、
均
衡
を
保
と
う
と
す
る
性
質
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
均
衡

へ
指

向
す
る
傾
向
の
あ
る
点
を
指
摘
で
き
て
も
、
受
け
た
も
の
と
返
す
も
の
と

の
価
値
が
、
等
価
で
平
等
で
あ
る
か
否
か
を
判
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
ま
で
は
、
大
工
の
師
匠
と
弟
子
と
の
二
者
間
で
の
互
酬
的
な
贈
与

・
交
換
に
つ
い
て
述
ぺ
て
き
た
が
、
最
後

に
、
村
落
社
会
に
お
い
て
両
者

の
し
め
る
位
置
や
状
況
と
関
連
す
る
評
価
に
ふ
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

村
落
社
会
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
工

(
師
匠
)
は
、
仕
事
上
で
犠
牲
を
こ
う
む
り
、
経
済
的
利
益
も
少
な
い

の
に
、
な
ぜ
弟
子
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
長
老
の
大
工
の
説
明
に
よ
る
と
、
「
(弟
子
と
な
る
)
親
か
ら
頼
ま
れ
れ
ぽ
、
断

わ
れ
な
い
か
ら
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
弟
子

の
方
か
ら
厳
し
い

つ
と

め
に
耐
え
ら
れ
ず
弟
子
つ
と
め
を
や
め
た
例
が
あ
る

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

が
、
師
匠
が
弟
子
ど
り
を
拒
否
し
た
話
は
な
い
。
た
し
か
に
、
断
わ
れ
な
い
消
極
的
要
因
と
し
て
、
村
落
社
会
に
お
い
て

「
困

っ
た

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

家
庭
を
助
け
る
」
と
い
う
大
工
集
団
の
負
う
社
会
的
責
任
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
断
わ
ら
な

い
積
極
的
な
理
由

も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ム
ラ
の
人
び
と
か
ら
、
「
大
工
は
格
を
競
う
」
と
か
、
「弟
子

の
つ
か
な
い
大
工
は
肩
身
が
せ
ま
い
」
と
い
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う
こ
と
ば
を
よ
く
耳
に
す
る
。
ま
た
、
「弟
子
の
腕
は
師
匠
を
み
れ
ば
わ
か
る
」
と
も

い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら

は
、
大
工
の
弟
子
ど
り

や
棟
梁

の
経
験
の
有
無

に
た
い
す
る
人
び
と
の
評
価
を
意
味
す
る
。
「
シ
シ
ョ
ウ
カ
ブ
」
や

「
ト
ー
リ

ョ
ウ
カ
ブ
」
と
い
う
呼
称
は
、

前
述
し
た
よ
う
に
大
工
集
団
に
お
け
る
大
工
の
資
格
、
地
位
を
指
す
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
評
価
に
基
づ
い
て
使
用
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

大
工
に
と

っ
て
は
、
師
匠
株
や
棟
梁
株
の
地
位
に
つ
く
こ
と
が
主
要
な
関
心
事
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
よ
ば
れ
る
こ
と
に
大
き
な
価

値
が
お
か
れ
て
い
る
。
実
際
に
、
大
工
集
団
に
お
い
て
、
弟
子
つ
と
め
の
大
工
に

一
人
前
の
資
格
を
授
与
す
る
権

限
を
も

っ
て
い
る

の
は
、
師
匠
株
の
大
工
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
、
長
老
の
大
工
の
う
ち
で
、
弟
子
を
も
た
な
い
大
工
が
棟
梁
と
し
て
家
を
建
築
し
た
数

は
、
自
己
の
家
と
シ
ソ
ル
イ
の
そ
れ
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
弟
子
の
技
量
を
判
定
し
た
り
、
多
く
の
家
の
棟
梁
を
ひ
き

う
け
る
条
件
に
、
こ
の
師
匠
株
と
い
う
地
位
が
関
連
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
工
が
経
済
的
特
典

の
と
も
な
わ
な
い

弟
子
ど
り
を
拒
ま
な
い
理
由
は
、
弟
子
を
と
る
こ
と
に
よ

っ
て
う
け
る
社
会
的
評
価
、

つ
ま
り
、

一
種
の
名
声
を
う
る
こ
と
に
あ
る

と
い
え
よ
う
。
し
た
が

っ
て
、
師
匠
の
弟
子
ど
り
に
た
い
す
る
経
済
的
報
酬
の
心
理
的
不
充
分
さ
は
、
こ
の

「
社
会
的
名
声
」
を
う

る
こ
と
に
よ

っ
て
補
填
さ
れ
る
と
の
解
釈
も
な
り
た
つ
。

一
一

家
普
請
と
贈
答

家
屋

の
新
築
に
さ
い
し
、
建
築
主
が
大
工
に
金
銭
や
物
資
を
祝
儀
と
し
て
贈
る
慣
行
が
あ
る
。
建
築
に
必
要
な
経
費

(
日
当
)
と

は
別
に
大
工
に
贈
与
さ
れ
る
祝
儀
は
、
大
工
の
何
に
た
い
す
る
報
酬
な
の
だ
ろ
う
か
。
大
工
集
団
に
関

わ

る
贈
答

を
考

え
る
う
え

で
、
こ
れ
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
家
屋
が
完
成
す
る
ま
で
の
諸
過
程
で
、
建
築
主
と
大
工
と
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
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わ
れ
る
贈
答

の
意
味
を
考
察
し
、
そ
の
性
格
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。
家
を
普
請
し
よ
う
と
す
る
建
築
主
が
棟
梁
番
匠
に
そ
れ
を
依

頼
す
る
場
合
、
ま
ず
、
「今
の
家
よ
り
も
ち

っ
と
い
い
の
を
建

て
た
い
」
と
い
う
話
の
き
り
だ
し
か
た
を
す
る
。

こ
れ

を
う
け
て
棟

梁
は
、
「期
待
に
そ
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
や
ら
せ
て
も
ら
う
」
と
い
っ
た
内
容
の
返
答
を
す
る
の
が
し
き
た
り
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
口
上
で
話
が
ま
と
ま
る
と
、
棟
梁
は
、
設
計
の
仕
事
に
か
か
る
。
以
後
、
家
は
、
山
見
、
木
出
し
、
小
屋
入
り
、
古

い

家
屋
の
と
り
壊
し
、
基
礎
打
ち
、
棟
上
げ
、

の
諸
過
程
を
へ
て
完
成
す
る
。

(
1
)

建
築
過
程
と
祝
儀

こ
の
地
方
の
家
は
、
家
格
に
よ

っ
て
大
き
さ
や
間
取
り
が
決
ま
っ
て
お
り
、
棟
梁
は
、
設
計
の
段
階
で
材
木
の
量
を
見
積
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
平
屋
で
建

て
坪
が
五
〇
坪
の
家
な
ら
、
二
～
三
石
の
立
木
が

一
〇
〇
本
も
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
伝
統
的

な
設
計
図
は
、
板
の
上
に
柱
の
位
置
と
間
仕
切
線
が
墨
で
記
さ
れ
る
程
度

の
も
の
で
あ
る
。
最
近
は
、
役
所

へ
提
出
す
る
た
め
に
、

あ
お
焼
き
の
正
式
な
設
計
図
の
作
製
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
仕
上
げ
る
に
は
、

一
週
間
の
手
間
を
要
す
る
、
板
に
記
入

す
る
設
計
図
で
も
、
最
低
三
日
は
か
か
る
。
棟
梁
が
こ
れ
ら
の
作
製
に
費
や
し
た
労
力
に
は
、
日
当
が
支
払
わ
れ
な
い
。
設
計
図
が

で
き
あ
が
る
と
、
棟
梁
は
、
建
築
主
の
山
に
入
り
、
用
材
の
選
定
に
あ
た
る
。
こ
の
山
見
は
、

一
日
あ
れ
ば
よ
い
が
、
そ
の
労
力
に

く

か
た

た
い
し
て
も
旧
当
が
支
給
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
大
工
道
具
を
使
わ
な
い
仕
事
に
は
、
工
方

(
日
当
)
を
貰
わ
な

い
と
い
う
大
工
の

慣
習
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
建
築
主
の
家
で
は
、
そ
の
労
力
に
た
い
し
て
、
昼
と
夜
に
食
事
を
提
供
す
る
。

棟
梁
が
選
ん
だ
木
は
、
木
挽
き
に
よ

っ
て
伐
採
さ
れ
、
家
の
近
く
ま
で
運
搬
さ
れ
る
。
製
材
が
終

っ
た
段
階
で
、
大
工
の
作
業
小

屋
が
建
て
ら
れ
る
。
こ
の
目
が
、
大
工
の
仕
事
始
め
と
な
る
。
建
築
主
の
家
で
は
大
工
に
食
事

を
振

ま
い
、
「
セ
イ
ノ
1
ワ
ケ
」
と

よ
ば
れ
る
わ
ら
つ
と
に
入
れ
た
料
理
を
み
や
げ
と
し
て
贈
る
。
作
業
小
屋
で
の
各
部
材
の
加
工
が
終
了
し
た
こ
ろ

に
古

い
家
は
倒
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
「
コ
ボ
シ
ヤ
」
と
よ
ば
れ
、
屋
根
を
は
が
し
、
壁
、
床
板
、
柱
な
ど
が
と
り
外
さ
れ
る
。
こ
の
日
も
大
工

に
は
食
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事
が
出
さ
れ
る
。
そ
の
数
日
後
、
敷
地
の
整
地
が
終

っ
た
段
階
で
、
「
イ
シ
カ
チ
」
と
よ
ば
れ
る
基
礎
づ
く
り
が

お
こ
な

わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
主
要
な
柱
を
建

て
る
個
所
に
土
台
石
を
固
定
す
る
作
業
で
あ
る
。
石
の
基
部
を
土
中
に
埋
め
る
た

め
、
「
カ
チ
ギ
リ
」
と

い
う
木
製
の
杵
と
そ
れ
を
つ
る
す
櫓
が
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
日
、
棟
梁
は
、
大
工
の
な
か
か
ら
基
礎
打
ち
の
責
任
者
を
指
命
す
る
。

そ
の
大
工
は
、
「
イ
シ
バ
ト
ウ
リ

ョ
ー
」
(石
場
棟
梁
)
と
よ
ば
れ
、
棟
梁
の

一
人
前

の
弟
子
が
つ
と
め
る
。
基
礎
打
ち
の
仕
事
ボ
終

了
す
る
と
、
棟
梁
は
、
敷
地
の
北
側
に

一
本
の
柱
を
建
て
、
そ
れ
に
弓
と
矢
を
模
し
た
板
を
と
り
つ
け
る
。
柱
上
部
の
四
面
に
は
、

東
西
南
北
の
字
が
そ
れ
ぞ
れ
書
か
れ
、
字

の
方
位
に
合
わ
せ
て
柱
が
建
て
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
棟
上
げ

の
日
、
最

初
の
柱
が
立
ち
あ

が
る
と
と
り

は
ず

さ
れ
る
。
基
礎
打
ち
の
目
、
建
築
主
は
、
大
工
に
祝
儀
を
贈
る
。
そ
の
金
額
は
、
石
場
棟
梁

に
日
当

の

一
日
分

(
一
工
分
)、
棟
梁
を
は
じ
め
ほ
か
の
大
工
に
そ
の
半
日
分
で
あ
る
。
ま
た
、
棟
梁
に
は
、
こ
の
日
使
用

し
た
杵
、
櫓
、
弓
矢
が
棟

上
げ
の
日
に
贈
ら
れ
る
。

棟
上
げ
は
、
「
タ
テ
ヤ
」
(建
て
屋
)
と
も
よ
ば
れ
、
柱
を
建
て
梁
や
桁
を
わ
た
し
、
屋
根

を
の
せ
る
作
業

で

あ
る
。
屋
根
が
で

(
4
)

き
、
家
の
枠
組
が
完
成
す
る
と
そ
の
日
の
夕
方
、
新
築
さ
れ
た
家
の
座
敷

(土
間
)
で
棟
上
げ
の
儀
礼
が
催
さ
れ

る
。
建
築
主
の
家

で
は
、
餅
を

つ
き
、
多
く
の
料
理
を
用
意
し
て
大
工
だ
け
で
な
く
、
棟
上
げ
に
助
力
し
た
シ
ソ
ル
イ
や
組
の
人
び
と
に
振
ま
う
。
そ

し
て
、
棟
梁
や
大
工
に
祝
儀
が
贈
ら
れ
る
。
棟
梁
に
贈
ら
れ
る
も
の
は
、
米
、
餅
、
料
理
な
ど
の
食
物
と
金
銭
の
ほ
か
、
基
礎
打
ち

や
家
の
計
測
に
使
わ
れ
た
道
具
類
や
木
製
の
も
の
さ
し
で
あ
る
。
ほ
か
の
大
工
に
は
、
餅
、
料
理
、
金
銭
が
配
ら
れ
る
。
祝
儀
の
内

容
は
、
建
築
主
の
経
済
事
情
や
考
え
に
よ

っ
て
異
な
る
が
、
棟
上
げ
の
日
に
は
、

シ
ソ
ル
イ
や
組

の
人
び

と

か

ら
建
築
主
に
米
、

酒
、
金
銭
が
贈
ら
れ
る
の
で
、
多
く
の
場
合
、
棟
梁
が
玄
米

一
俵
と
日
当

の
三
日
分
、
ほ
か
の
大
工
が
日
当
の

一
日
分
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
祝
儀
や
贈
り
も
の
は
、
建
築
主
の
シ
ン
ル
イ
の
人
び
と
に
よ

っ
て
棟
梁

の
家
に
運
ぼ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
棟
梁
の
家
で
も
特

別
の
御
馳
走
を

つ
く
り
、
そ
の
人
び
と
に
振
ま
う
。
ま
た
、
棟
梁

の
方
か
ら
も
、
か
れ
ら
に
、
大
工
日
当
の
半
日
分
ほ
ど
の
金
額
を
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祝
儀
と
し
て
贈
る
。

(4
)

こ
の
地
方
で
は
、
建
て
屋
と
棟
上
げ
と
は
、
元
来
、
異
な
る
建
築
段
階
を
さ
す
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
建
て
屋
は
、
柱
を
建
て
屋
根
を
上
げ
た
段
階
を
、
棟
上

げ
は
、
家
の
壁
や
戸
、
障
子
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
家
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
段
階
を
そ
れ
ぞ
れ
指
示
す
る
。
そ
し
て
、
建
て
屋
の
日
に
は
、
家
の
建
ち
あ
が
り
を

祝
っ
て
、
建
築
主
は
、
盛
大
な
振
ま
い
を
催
す
。
棟
上
げ
は
、
そ
れ
か
ら
一
年
後
く
ら
い
に
お
こ
な
わ
れ
、
棟
梁
か
ら
建
築
主
へ
家
の
ひ
き
渡
し
の
儀
礼
が
催

さ
れ
た
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
、
柱
が
建
て
ら
れ
る
日
に
、
一
緒
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

以
上
が
家
屋
の
建
築
過
程
の
特
定
機
会
に
み
ら
れ
る
建
築
主
と
大
工
と
の
贈
答
慣
行
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
者
間
で
贈
答
の

対
象
と
な
る
の
は
、
棟
梁

(
大
工
)
か
ら
の
労
力

の
サ
ー
ビ
ス
と
建
築
主
か
ら
の
祝
儀

(金
銭
)、
食
物
お
よ
び

木
製
の
建
築
用
具

類
で
あ
る
。
棟
梁
か
ら
の
サ
ー
ビ

ス
は
、
家
屋
の
設
計
と
山
見
に
要
す
る
労
力
で
、
日
当
に
換
算
す
れ
ば
少
な
く
と
も
四
日
分
に
あ

た
る
。
そ
れ
に
た
い
し
建
築
主
か
ら
の
祝
儀
は
、
基
礎
打
ち
と
棟
上
げ
の
さ
い
に
贈
ら
れ
、
日
当
の
三
工
半
分

の
金
額
で
あ
る
。
食

物
に
つ
い
て
は
、
山
見
、
小
屋
入
り
、
基
礎
打
ち
、
棟
上
げ

の
日
に
食
事
が
振
ま
わ
れ
、
小
屋
入
り
と
棟
上
げ

の
機
会
に
は
、
餅
な

ど
も
贈
ら
れ
る
。
と
く
に
、
棟
上
げ
の
と
き
に
は
、
米

一
俵
が
贈
与
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
基
礎
打
ち
に
使
用
さ
れ
た
櫓
な
ど
の
道
具

類
も
建
築
主
か
ら
棟
梁
に
贈
ら
れ
る
。
こ
こ
で
そ
れ
ら
を
経
済
的
側
面
か
ら
考
察
し
、
棟
梁

(大
工
)
と
建
築
主
と
の
贈
答
の
性
格

を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
。

建
築
主
か
ら
の
祝
儀
は
、
棟
梁
の
労
力
提
供
の
日
当
分
と
較
べ
て
み
る
と
、
金
額

の
う
え
で
ほ
ぼ
同
額
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

建
築
主
の
四
回
に
わ
た
る
食
事
と
二
回
の
食
物
の
贈
与
は
、
棟
上
げ
の
日
に
棟
梁
家
で
、
建
築
主
の
贈
り
も
の
を
届
け
る
数
人
の
人

び
と
に
た
い
す
る
も
て
な
し
を
み
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
経
済
的
意
味
を
も

っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
櫓
な
ど
の
道
具

類
の
利
用
価
値

に
つ
い
て
も
、
柱
や
も
の
さ
し
は
以
後
も
使
用
さ
れ
る
が
、
杵
や
弓
矢
は
ほ
か
の
用
途
で
は
利
用
さ
れ
ず
、
薪
に
さ

れ
る
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
玄
米

一
俵
の
贈
与
は
、
現
在
で
は
、
そ
の
価
格
が
大
工
日
当
の
二
日
分

に
相
当
す
る
程
度

の
価
値
し
か
な
い
が
、
昭
和
二
〇
年

こ
ろ
ま
で
は
、
日
当

の
五
～
六
日
分
に
相
当

し
た
と
い
わ
れ
る
。
「
大
工
日
当
、
酒

一
升
」
と
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み
な
さ
れ
た
時
代
に
は
、
米

一
俵
の
ね
う
ち
は
、
現
在
よ
り
も
か
な
り
高

い
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
う

か
が
え

る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
大
工
が
棟
梁
と
い
う
責
任
あ
る
役
目
を
は
た
す
こ
と
に
よ

っ
て
う
る
経
済
的
報
酬
は
、
玄
米

一
俵
分
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
建
築
主
が
家
を
建
て
て
く
れ
た
お
礼
と
し
て
の
棟
梁

へ
の
贈
与
に
は
、
二
つ
の
側
面
の
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ

る
。
第

一

は
、
設
計
、
山
見
、
基
礎
打
ち
と
い
っ
た
建
築
上
、
基
礎
的
な
い
し
大
工
道
具
を
使
用
し
な
い
棟
梁
の
労
力
に
は
、
そ
れ
に
ほ
ぼ
見

合
う
金
額
が
祝
儀
と
し
て
贈
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
建
築
主
が
棟
梁
に
負
わ
せ
た
経
済
的
負
担
を
金

に
よ

っ
て
返
済
す

る
行
為
と
解
釈
で
き
ょ
う
。
第
二
は
、
棟
梁

へ
の
祝
儀
や
そ
の
ほ
か
の
贈
与
物
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
建
築
主
の
判
断
で
決
め
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
棟
梁
の
方
か
ら
そ
の
多
寡
に
つ
い
て
云
々
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ

は
、
建
築
主
が
家

を
建
て
た
こ
と
に
た
い
す
る
感
謝
の
表
現
で
あ
り
、
棟
梁

へ
の

「
成
功
報
酬
」
の

一
種
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
贈
与

物

の
数
量
に
は
明
確
な
基
準
が
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
建
築
主
の
裁
量
に
ま
か
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
建
築
主
か
ら
贈
与

さ
れ
る
も
の
渉
成
功
報
酬
で
あ
り
、
棟
梁
の
期
待
で
き
な
い
贈
り
も
の
で
あ

っ
て
も
、
棟
梁
は
、
受
贈
し
た
も
の
に
は
、
相
応
の
も

て
な
し
を
し
、
お
返
し
を
す
る
の
で
あ
る
。

(
2
)

棟
上
げ
儀
礼

建
築
主
か
ら
棟
梁

へ
の
贈
与
物

の
多
く
は
、
棟
上
げ
の
日
に
贈
ら
れ
、
と
く
に
、
米
や
餅
な
ど
は
神
前
に
供
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
棟
上
げ

の
儀
礼
を
と
お
し
て
建
築
主
と
棟
梁
と
の
関
係
お
よ
び
二
者
間
で
の
贈
答
の
性
格
を
考
察
し
て
み
た
い
。

こ
の
儀
礼
は
、
建
ち
あ
が

っ
た
家
の
座
敷
で
お
こ
な
わ
れ
、
普
請
完
了
を
神
に
感
謝
す
る
過
程
と
棟
梁
か
ら
建
築
主

へ
家
の
ひ
き
渡

し
を
象
徴
す
る
過
程
と
の
二
場
面
よ
り
な
る
。
儀
礼
の
場
と
な
る
座
敷
の
床
の
間
に

「
サ
ン
ジ
ャ
サ

マ
」
(三
社
様
)
と
称

さ
れ
る

天
照
大
神
、
八
幡
大
菩
薩
、
春
日
大
明
神
が
描
か
れ
た
掛
軸
を

つ
る
し
、
そ
の
前
に
供
物
と
し
て
三
組
の
丸
い
重

ね
餅
と
膳
に
白
米

を
入
れ
て
お
く
。
床
の
間
の
前
方
に
は
、
設
計

に
使
用
さ
れ
た

「ジ
イ

タ
」
(
地
板
)
が
敷

か
れ
、
そ

の
上
に
、
徳
利
二
本
、
三
組
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床 の 間
掛 軸

餅
米

ね重
白

俵つ米禾恵

金　お
噌
1

∩
∠

り
Q

1)か なずち

2)墨 つ ぼ
3)墨 さ し

4)曲 金

,4く
ジイタ

ラ金お鵬伯櫃一債秀

(II)

ジTタ

杯のね重三

三重ねの重箱

梁棟建築主マ メ
スル メ
コンフ

器酉
工吠蔀見

図2棟 上げの儀礼

の
丸
餅

を

の
せ

た
盆
、

お

金
を
入
れ
た
盆
、
大
工
道
具

、

の
か
な
づ
ち
、
墨

つ
ぼ
、
墨

さ
し
と
曲
金
が
置
か
れ
る
。

床
の
間

に
向
か
っ
て
地
板
の

右
側
に
米

一
俵
、
お
金
と
白

米

の
入

っ
た
櫃
が
、
左
側
に

も
櫃
が
そ

れ
ぞ
れ

置

か
れ

る

(図
2
参
照
)
。

棟
梁

は
、

床

の
間

近

く

で
、

つ
ぎ

の
段
取
り
で
儀
礼

を
お
こ
な
う
。
ω
白
足
袋
と

わ
ら
草
履

を
は
い
て
地
板
の

前
に
進
み
、
正
座
し
て
か
ら

拍
手
を
二
回
打

つ
。
②
徳
利

を
と
り
、
酒
を
地
板
の
右
上

の
隅
か
ら
四
隅
に
た
ら
す
。

③
曲
金
を
持
ち
、
新
築
家
の
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屋
根
の
勾
配
を
示
す
目
盛
を
両
手
で
お
さ
え
、
掛
軸
に
お
が
む
。
ω
墨

つ
ぼ
と
墨
さ
し
を
持
ち
、
墨

つ
ぼ
か
ら
糸
を
ひ
き
出
し
て
巻

く
動
作
を
三
回
く
り
返
す
。
⑤
か
な
づ
ち
で
地
板
の
四
隅
を
打

つ
。
⑥
櫃
を
ひ
き
寄
せ
、
中
の
餅
と
お
金
を
ま
く
。
家

の
新
築
を
神

々
に
感
謝
す
る
こ
の
儀
礼
の
内
容
に
つ
い
て
、
大
工
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
白
足
袋
と
草
履
を

は
く

の
は
、
大
工

(
職
人
)
が
そ
れ
ら
さ
え
身
に
つ
け
れ
ば
、
い
か
な
る
神

に
も
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
地
板
は
、
家
そ
の
も
の
に
見

た
て
ら
れ
、
そ
の
隅
々
に
酒
を
た
ら
す
の
は
、
家
の

「
キ
キ
バ
シ
ラ
」
す
な
わ
ち
家

の
四
隅
を
か
た
め
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
そ
し

て
、
曲
金
、
墨
つ
ぼ
、
墨
さ
し
を
手
に
す
る
の
は
、
「
ツ
ボ
ガ
ネ
」
の
術
で
家
の
つ
り
合
い
を
示
す
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ

ら

の
順
序

は
、
大
工
が
家
を
建
て
る
諸
段
階
に
対
応
し
て
い
る
。
大
工
の
説
明
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
儀
礼
は
、
棟
梁
が
司
祭
者

に
な

っ
て
神

々
に
た
い
し
、
家
屋
の
建
築
過
程
を
再
現
し
、
家
の
建
ち
あ
が
り
を
報
告
し
て
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
神
々
へ
の
供
物
と
し
て
捧
げ
ら
れ
た
三
組
の
丸
餅
、
白
米
と

一
俵

の
米
は
、
建
築
主
か
ら
棟
梁

へ
の
贈
与
物
と
な
る
。
神

へ
の
供
物
を
棟
梁
に
贈
与
す
る
と
い
う
行
為
は
、
前
述
し
た
金
銭
の
祝
儀

の
そ
れ
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、

建
築
主
が
棟
梁
の
好
意

(
サ
ー
ビ
ス
)
に
た
い
す
る
負
い
目
の
返
済
で
あ
り
、
前
者
は
、
建
築
主
の
自
発
的
な
贈
与
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

つ
ぎ
に
、
家
の
移
譲
の
儀
礼
に
う
つ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
餅
と
お
金
が
ま
か
れ
て
し
ま
う
と
、
地
板
の
前
に
置

か
れ
た
三
重
ね
の

杯
を
は
さ
ん
で
棟
梁
が
右
側
、
建
築
主
が
左
側
に
座
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
そ
ば
に
若
い
大
工
が

一
人
ず

つ
つ
き
、
建
梁
主
の
背
後

に

「
サ
ヵ
ナ
」
(
豆
、

ス
ル
メ
、
昆
布
)
の
入

っ
た
三
重
ね
の
重
箱
が
置
か
れ
る
。

こ
の
式
の
順
序
は
、
ま
ず
、
棟
梁
が

二
枚
目
の

杯
を
と
り
、
そ
れ
に
若
い
大
工
二
人
が
酒
を
つ
ぐ
。
棟
梁
が
杯
に
口
を
つ
け
る
と
、
参
加
者
の

一
人
が
謡
を
歌
い
始
め
、
そ
れ
が
終

る
と
建
築
主
が
棟
梁

に
サ
ヵ
ナ
を
さ
す
。
同
じ
作
法
で
、
棟
梁
は
、

一
枚
目
と
三
枚
目
の
杯
を
と
り
、
酒
を
飲
む
。
そ
れ
か
ら
、
建

築
主
が
同
様
の
手
順
で
そ
れ
ら
の
動
作
を
す
る
。
終
了
す
る
と
、
儀
礼
の
参
加
者
全
員
に
酒
が
ま
わ
さ
れ
る
。
こ
の
儀
礼
は
、
結
婚
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式

の

「
三
三
九
度
」

の
方
式
と
同
じ
意
味
を
も

つ
と

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
地
方
で
は
、
建
築
中
の
家
は
、
こ
の
儀
礼
が
す
む
ま
で
棟
梁
の

「財
産
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
棟
上
げ

の
儀

礼
は
、
棟
梁
が
自
分
の
も

の
さ
し
で
各
部
材
を
わ
り
だ
し
、
自
分
の
責
任
で
つ
く
り
あ
げ
た
家
を
神
々
の
前
で
建
築
主
に
手
渡
す
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
者
間
で
の
移
譲
の
手
続
き
が
、
三
三
九
度
で
象
微
的
に
表
現
さ
れ

る
。
こ
の
地
方
の

さ
か
ず
き

結
婚
式
に
お
け
る
三
三
九
度
は
、
「
メ
オ
ト
の

盃
」
と
も
よ
ば
れ
、
夫
婦
関
係
の
成
立
を
意
味
し
て
い
る
。
結
婚
式
と
棟
上
げ
儀
礼

と
の
三
三
九
度
を
単
純
に
は
比
較
で
き
な
い
が
、
棟
上
げ

の
そ
れ
は
、
棟
梁
が
家
を
神
前
で
ひ
き
渡
す
こ
と
に
よ

っ
て
《
両
者
間
に

依
頼
者
と
製
作
者
と
い
う
関
係
以
上
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
み
な
せ
よ
う
。

つ
ま
り
、
こ
の
二
者
間
の
関
係

は
、
「当
事
者
間
の
社
会
的
関
係
は
弱
く
、
取
り
引
き
行
為
の
終
了
と
と
も
に
両
者
の
関
係
は
つ
か
い
果
さ
れ
る
」

〔フ
ァ
ン
.
バ
ー
ル

一
九
八
〇
、
五
〇
〕
と
い
う
意
味
で
の
経
済
的
取
り
引
き
に
代
表
さ
れ
る
性
格
で
は
な
い
。
具
体
的
に
は
、
新
築
家

の
将
来
に
生
ず
る

修
理
や
死
者
が
で
た
と
き
の
棺
づ
く
り
の
な
ど
の
責
任
を
棟
梁
が
負
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
は
、
あ
る
家
と
特
定
の
大
工
と
の

あ
い
だ
に
成
立
す
る
、
こ
の
地
方
に
特
有
な
棟
梁
番
匠
制
の
形
成
な
い
し
、
維
持

・
強
化
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
よ

う
。

(
3
)

大
工
的
世
界
の
贈
答

家
の
普
請
を
め
ぐ
る
棟
梁
と
建
築
主
と
の
贈
答
に
お
い
て
は
、
建
築
主
か
ら
棟
梁

へ
の
贈
与
は
、
義
務
づ

け

ら
れ
た
も
の
で
な

く
、
ま
た
、
贈
与
物
の
経
済
的
価
値
は
、
棟
梁
の
労
力
の
サ
ー
ビ
ス
と
較
べ
、
米

一
俵
分
以
外
、
そ
れ
ほ
ど
高
い
も
の
で
な
い
こ
と

が
あ
き
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
大
工
の

「棟
梁
は
、
祝
儀
め
あ
て
で
は
つ
と
ま
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
も

う
か
が
え
る
。
と
く
に
、
最
近
の
大
工
賃
金
の
上
昇
、
設
計
図
作
製
の
た
め
の
労
力
の
増
加
と
い
う
状
況
の
も
と

で
は
説
得
力
が
あ

る
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
は
、
「
大
工
は
、
建
て
た
家
の
み
ば
で
勝
負
が
つ
く
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

表
現

は
、
大
工
が



228第二部 社会関係からみた贈答

棟
梁
を
す
る
こ
と
に
は
、
単
に
経
済
的
要
因
だ
け
で
な
く
、
大
工
と
し
て
の
技
術
的
お
よ
び
社
会
的
評
価
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
工
の
仕
事
に
お
い
て
も

っ
と
も
難
し
い
と
さ
れ
る
の
は
、
家
の
四
隅
を
合
わ
せ
る
こ
と
と
、
屋
根
と
廟

の
見
映
を
良
く
し
、

柱

の
高
さ
と
屋
根
の
つ
り
合
い
を
保

つ
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
技
術
や
知
識
は
、
棟
梁
と
し
て

一
軒
の
家
を
自
分
の

責
任
で
建
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
修
得
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
家
の
全
体
的
調
和
を
自
分

の
も

の
さ
し
で
わ
り
出
し
、
墨
を
う

つ
と
い
う

経
験
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
大
工
の
腕
の
上
達
は
、
棟
梁
に
な
っ
て
多
く
の
家
普
請
を
手
が
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が

「良
い
番
匠
」
の
社
会
的
評
価
を
う
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
棟
梁
は
、
家
普
請
に
お
い
て
大
工
を
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
に
指
命
す
る
強

い
権
限
を
も

っ
て
い
る
。
棟
梁
に
な

っ
た
大
工
は
、
た
と
え
師
匠
で
あ

っ
て
も
ほ
か
の
大
工
と
同
様
、
建
築
部
材

の
加
工
や
間
仕
切

の
作
業
を
分
担
し
て
も
ら
う
。
そ
し
て
、
か
れ
が
不
明
な
細
工
法
を
師
匠
に
聞
く
と
き
で
も
、
ま
ず
自
分
の
考
え
を
述
べ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
師
匠
に

一
方
的
に
教
え
を
求
め
る
こ
と
は
、
棟
梁
と
し
て
の
恥
で
あ
る
。
逆
に
、
師
匠
は
、
弟
子
で
あ

る
棟
梁
が
見
逃
し

て
い
る
個
所
が
あ

っ
て
も
直
接
に
は
教
示
し
な
い
。
大
工
は
、
い
っ
た
ん
棟
梁
を
ひ
き
う
け
た
ら
、
家
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
自
分
の

裁
量
で
建
築
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
大
工
の
し
き
た
り
の
な
か
で
、

一
人
の
大
工
が
棟
梁
と
し
て
建
て
た
家
の
全
体
の
す
が
た
や
で
き
ば
え
に
つ
い
て
、

ほ
か
の
大
工
が
評
価
を
下
す
こ
と
は
、
き
つ
く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
他
人

の
し
く
じ
り
を
見
ぬ
き
、
自
分
の
失
敗
を
二
度
と
く
り
返

さ
な
い
こ
と
が
、
良
い
仕
事
を
す
る
大
工
に
な
る
道
と
さ
れ

て
い
る
。
大
工
間
で
の
技
量
を
め
ぐ
る
そ
の
よ
う
な
緊
張
、
競
争
が
存

在
す
る
も
と
で
、
大
工
は
、
自
分
の
建
て
た
家
の
評
価
を

「
ム
ラ
の
人
び
と
の
口
か
ら
聞
く
」

こ
と
で
納
得
す

る
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
大
工
の
力
量
は
、
師
匠
株
と
か
棟
梁
株
と
い
う
大
工
集
団
の
地
位
に
よ

っ
て
で
な
く
、
棟
梁
と
し
て
つ

く
り
あ
げ
た
家

の
形
に
よ

っ
て
社
会
的
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
大
工
が
棟
梁
を
す
る
こ
と

の
意
義
は
、
そ
の
仕



事
に
よ
り
大
き
な
経
済
的
利
益
を
求
め
る
こ
と
よ
り
も
、
個
人

の
技
術
を
練
磨
し
、
知
識
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

お

わ

り

に
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本
章
で
は
、
大
工
集
団
の
師
弟
間
、
お
よ
び
大
工
と
建
築
主
と
の
あ
い
だ
で
の
贈
答
慣
行
を
と
り
あ
げ
、
情
報
、
地
位
、
サ
ー
ビ

ス
な
ど
の
非
物
質
的
資
源
を
め
ぐ
る
贈
答
の
性
格
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
筆
者
は
、
と
く
に
贈
答

の
経
済
的
要
因
と
同
時
に

社
会
的
要
因
も
重
視
し
、
贈
与

・
交
換
論
の
視
点
か
ら
分
析
を
こ
こ
ろ
み
た
。
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
ま
と
め
を
お
こ
な
い
、
贈
答

の

特
質
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

大
工
の
師
匠
と
弟
子
と
の
贈
答
は
、
師
匠
か
ら
の
情
報
と
地
位
と
の
授
与
に
た
い
し
、
弟
子
か
ら
の
労
力
と
物
資
と
の
返
礼
と
い

う
形
で
成
立
す
る
。
こ
の
二
者
間
の
贈
答
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
性
格
を
も

っ
て
い
る
。

第

一
は
、
二
者
間
の
贈
答
が
互
酬
性
の
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
師
匠
は
、
恣
意
的
で
あ
る
に
せ
よ
、

弟
子
に
情
報

(
技
術

・
知
識
)
と
地
位

(
資
格
)
を
贈
与
す
る
義
務
を
も

っ
て
お
り
、
弟
子

は
、
労
力

(弟
子

つ
と
め
)
と
物
資

(節
句

の
食
料
品
)
を
返
礼
す
る
義
務
を
負

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
義
務
的
贈
与
は
、
師
匠
に
お
い
て
は
、
弟
子
ど
り
の

短
期

(
六
年
)
間
に
集
中
し
、
弟
子
に
お
い
て
は
、
短
期
間
の
労
力
と
長
期
間
の
物
資
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
な
る
。
こ
の
長
期

の
返
礼
は
、

一
人
前
と
し
て
の
生
活
の
基
盤
を
確
保
し
た
と
い
う
師
匠

へ
の
恩
恵
に
た
い
す
る
、
弟
子
の
生
涯
に
お
よ
ぶ
返
済
を
意

味
す
る
。

第
二
は
、
師
弟
間
の
互
酬
的
な
贈
答
が
、
村
落
社
会
の
規
範
に
よ
る
と
、
贈
与
物
に

一
定
の
甚
準

が

も
う

け

ら
れ
、
長
期
的
に
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は
、
均
衡
化

へ
指
向
す
る
制
度

(契
約
)
と
し
て
確
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
師
匠
の
贈
与

す

る
も

の
が

「無
形
の

財
」
で
あ
る
た
め
、
弟
子
か
ら
返
礼
さ
れ
る
も
の
と

の
経
済
的
な
交
換
価
値
を
め
ぐ
り
、
当
事
者

の
評
価
が
異
な
る
。
と
く
に
師
匠

の
報
酬

へ
の
欲
求
は
、
弟
子
か
ら
の
経
済
的
返
済
だ
け
で
は
充
足
さ
れ
な
い
。

第
三
は
、
二
者
間
の
経
済
的
互
酬
性
の
不
均
衡
が
、
社
会
的
報
酬
に
よ
っ
て
補
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
的
特

典
が
少
な
い
師
匠
の
弟
子
ど
り
は
、
師
匠
が
弟
子
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
起
す
る
社
会
的
名
声
に
よ

っ
て
補
填
さ
れ
る
。

他
方
、
棟
梁
と
建
築
主
と
の
贈
答
は
、
棟
梁
か
ら
の
労
力
の
サ
ー
ビ

ス
と
建
築
主
か
ら
の
祝
儀

(
金
銭
と
物
資
)
と
の
贈
与
、
交

換
で
あ
る
。
こ
の
二
者
間
の
贈
答
に
お
い
て
は
、
つ
ぎ
の
三
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

第

一
は
、
二
者
間
の
贈
答
が
、
互
酬
性
の
性
格
と
い
う
よ
り
も
、
成
功
報
酬
的
性
格
が
強
い
点
で
あ

る
。
建
築

主

か
ら

の
贈
与

は
、
祝
儀
の
形
で
な
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
建
築
主
の
自
発
的
意
志
、
裁
量
に
基
づ
い
て
決
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
贈
答
に
お
い

て
は
、
二
者
間
で
交
換
さ
れ
る
べ
き
内
容
が
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
両
者
の
関
係
が
、
経
済
的
取
り
引
き
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
永
続
性
を
保

つ
こ
と
が
儀
礼
的
に
表
現
さ
れ
る
点
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
棟
上
げ

の
儀
礼

の
場
に
お
い
て
、
棟
梁
と
建
築
主

(家
)
と
が
将
来
に
わ
た
っ
て
、
特
定
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と

(棟
梁
番
匠
制
)
を
確
認
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
は
、
大
工
が
棟
梁
を
ひ
き
う
け
る
こ
と
は
、
経
済
的
報
酬
を
期
待
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
力
量
を
発
揮
し
、
社
会

的
評
価
を
う
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
工
は
、
建

て
た
家
の
評
価
を
大
工
仲
間

か
ら
で
な
く
、
建

築
主
を
は
じ
め
ム
ラ
の
人
び
と
か
ら
受
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
満
足
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
筆
者
は
、
贈
与
、
交
換
を
当
事
者
間
の
行
為
の
み
に
限
定
せ
ず
、
社
会
的

コ
ソ
テ
ク
ス
ト
の
な

か
で
位
置
づ
け
る

よ
う
に
つ
と
め
た
。
と
い
う
の
は
、
社
会
制
度
と
し
て
は
均
衡
が
と
れ
、
師
匠
の
恩
恵
に
た
い
し
て
弟
子
が
敬
意
と
最
大
規
模
の
贈



与
物
を
長
期
間
返
礼
し
続
げ
る
こ
と
で
、
師
匠
の
報
酬

へ
の
欲
求
を
充
足
さ
せ
て
い
る
か
に
み
え
る
大
工
の
師
弟

間
の
贈
答
に
お
い

て
、
師
匠
の
側
か
ら

「
不
均
衡
」

で
あ
る
と
の
意
見
が
聞
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
贈
答
慣
行
を
め
ぐ
る
社
会

レ
ベ
ル
と
個
人

レ

ベ
ル
で
の
見
解
の
相
違
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
報
酬
を
期
待
せ
ず
に
価
値
あ
る
も
の
を

贈
与
す
る
と
い
う
、
地
位
の
異
な
る
二
者
間
の
贈
与
、
交
換
に
お
け
る
優
位
者
の
も

つ
社
会
的
属
性
で
あ
る

〔ブ
ラ
ウ

一
九
七
四
、

九
四
-
九
五
〕
と
の
解
釈
も

で
き
よ
う
。
し
か
し
、
.筆
者
は
、
そ
の
ズ

レ
を
当
事
者
以
外
の
第
三
者
か
ら

の
間
接
的
返
礼

に
よ
っ
て

充
足
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
、
弟
子
を
と
る
こ
と
に
よ

っ
て
う
る

「社
会
的
名
声
」
と
結

び

つ
け

て
説
明
し

た
。
ま
た
、
建
築
主
か
ら
贈
ら
れ
る
祝
儀
の
性
格
も
、
報
酬
に
動
機
づ
け
ら
れ
な
い
大
工
の
行
為
の
結
果
と
し
て
う
る

「
社
会
的
評

価
」

の
表
現
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
い
ず
れ
に
ぜ
よ
、
「職
人
気
質
」
で
象
徴
さ
れ
る
、
自
己
完
結
性
の
強
い
大
工
集
団

の
贈
答

の
把
握
に
は
、
当
事
者
の
心
理
的
過
程
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
社
会
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連
で
あ
き
ら
か
に
す
る
方
法
が
必
要

で
あ
る
。
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⊥
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未
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-
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頁
。
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」
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編

『
日
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の
生
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』
、
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社
、
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七

一
⊥

二
〇
五
頁
。
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換

と
権
カ
ー
社
会
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1
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塩
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職
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。
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帳
』

よ
り
見

た
る
ー
」
、

『
民
間
伝
承
』
三

〇

巻

一
号
、
二
〇

ー
二
九

〇

fo
昌

さ
。

ω
a

。
δ
σq
団

。
h

中

冒

団什
団く
Φ

貯

魯

雪

σq
ρ

ぎ

護

。匿

巴

切
9。
馨
8

(0
9

)
嫡

§

鴨

尋

§

§

亀

ミ

さ

§

～°。
さ

、

ω
8
ミ

体
ミ

ミ

魯

。
、o
堕

讐
[
§

9

炉

目
碧

算

。
。
F

召

」

°。
㊤l
b。
。。
①
゜

寒

ぎ

篭
繋

ミ

§

⑦
ミ

ミ

9
、
§
ミ
鳶

ミ

、ミ

O
、
暮
§

3

2
薯

尾
。
甚

ω
ρ

蚕

号

、の
中
Φ
ωω
゜



社
会
伝
承
研
究
会

一
九
七
三

竹

内

利

美

一
九
五
九

]
コ国
口
国
2
≦
〉
ピ
U
》

国
゜

μ
㊤
ω
心
1
ω
α

団
〉
寓
〉
§

↓
ρ

ド

お
♂

吉

田

光

邦

一
九
六
二

『親
分
子
分
関
係
と
村
落
組
織
-
社
会
伝
承
研
究
四
ー
』
。

「
奉
公
人

・
雇

い
人

・
徒
弟
」
、
『
日
本
民
俗
学
大
系
』

4
、
平
凡
社
、
六
三
ー

一
〇
〇

頁
。

コ
鵯

9

幕

琴
団

ぎ

しd
巳
p

g

Q
§

ミ
鴇
α
二

H
㊤
占

#

罫

O
ミ

亀
ミ
駄

、勘
恥

恥
恥
§

噛謡

＼
愚

Q
斜

q
昌
℃
g
び
=
のゴ
O良

℃
F

U
°

男
窃
§

O
げ

津

〇
七
〇
鈴
測

d
ゴ
寄
2
の
凶畠

O
h

同
崔
凶昌
O
凶ω
願

『
日
本

の
職
人
』
、
角

川
書
店
。
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