
タ
イ
農
村
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
研
究
は
、
バ
ン
チ
ャ
ン
研
究
を
起
点
と
し
て
命
冨
Ｓ
ミ
ミ
．
岳
認
）
、
一
九
五
○
年
代
以
降
数
多
く
お
こ
な
わ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
ん
に
ち
工
業
化
の
進
展
と
都
市
・
農
村
間
の
交
通
の
活
発
化
に
伴
っ
て
、
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
研
究
の
限
界
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
タ
イ
社
会
を
理
解
す
る
う
え
で
、
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
研
究
の
意
義
が
全
く
な
く
な
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
一
つ
の
地
域
の
変
化
か
ら
社
会
全
体
の
変
化
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
意
義
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
、
タ
イ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
研
究
を
振
り
返
る
と
、
東
北
タ
イ
南
部
の
研
究
が
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

東
北
タ
イ
南
部
一
帯
は
ラ
ー
オ
語
を
話
す
タ
イ
・
ラ
ー
オ
人
な
ど
の
ほ
か
に
、
ク
メ
ー
ル
語
を
話
す
人
々
が
お
よ
そ
一
三
一
万
人
三
豊
己
○
一

（
１
）

ご
己
ぐ
の
厨
ご
乞
誤
國
皀
ｅ
、
ク
イ
語
を
話
す
人
々
が
お
よ
そ
二
七
万
人
（
二
号
丘
○
一
口
己
ぐ
①
国
ご
乞
誤
貢
巴
住
ん
で
い
て
、
彼
ら
は
ク
メ
ー
ル

語
や
ク
イ
語
を
そ
れ
ぞ
れ
日
常
語
と
し
て
話
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
研
究
が
少
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
は
、
タ
イ
語
が
日
常

語
で
は
な
い
と
い
う
事
情
に
加
え
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
の
国
境
に
近
く
、
調
査
研
究
そ
れ
自
体
が
危
険
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
を
あ
げ
る
こ
と

論
説タ

イ
・
ク
メ
ー
ル
農
村
の
家
族
構
造
に
関
す
る
社
会
学
的
研
究

ｌ
ス
リ
ン
県
プ
ラ
サ
ー
ト
郡
プ
ル
ア
ン
地
区
の
事
例
ｌ

佐
藤
康
行

｜
は
じ
め
に

－23－



次
に
、
家
族
に
関
す
る
民
俗
語
彙
の
意
味
理
解
を
通
し
て
村
人
の
家
族
観
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
の
タ
イ
家

族
の
研
究
は
、
総
じ
て
欧
米
の
家
族
概
念
を
用
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
必
ず
し
も
調
査
地
の
人
々
の
家
族
観
が
十
分
に

理
解
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
、
ク
メ
ー
ル
人
の
研
究
の
場
合
は
、
研
究
そ
れ
自
体
が
質
量
と
も
に
不

足
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
次
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
家
族
構
造
の
分
析
を
お
こ
な
う
が
、
そ
の
さ
い
親
子
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
、
夫
婦
関
係
の
性

格
か
ら
理
解
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
。
具
体
的
に
は
、
主
と
し
て
農
作
業
の
協
同
と
共
食
、
居
住
、
相
続
、
儀
礼
な
ど
の
考
察
を
通
し
て
、

そ
れ
ら
の
関
係
の
性
格
を
考
察
し
、
家
族
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
に
す
る
。

考
察
に
先
だ
っ
て
、
調
査
の
範
囲
と
呼
称
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
岩
田
が
か
っ
て
調
査
し
た
一
九
六
○
年
代
は
大
き
な
プ
ル
ァ
ン
集

落
（
バ
ー
ン
・
プ
ル
ア
ン
）
し
か
な
く
、
そ
の
集
落
が
一
つ
の
行
政
村
を
成
し
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
そ
の
集
落
が
プ
ル
ァ
ン
北
と
プ
ル

変
意
義
深
い
と
い
え
る
。

が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
ん
に
ち
東
北
タ
イ
南
部
の
地
域
は
、
エ
ス
’
一
シ
テ
ィ
の
視
点
を
踏
ま
え
て
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

東
北
タ
イ
南
部
の
ク
メ
ー
ル
家
族
の
研
究
に
関
し
て
は
、
岩
田
慶
治
が
一
九
六
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
お
こ
な
っ
た
も
の
が
あ
る
（
岩
田

一
九
六
九
）
。
そ
の
後
、
岩
田
は
六
八
年
に
再
訪
し
て
短
期
の
調
査
を
し
て
い
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
こ
れ
以
外
に
は
タ
イ
在
住
の
ク
メ
ー
ル

人
（
以
下
、
タ
イ
・
ク
メ
ー
ル
人
と
略
称
）
の
家
族
研
究
は
な
い
。
そ
こ
で
、
岩
田
が
家
族
調
査
を
お
こ
な
っ
た
ス
リ
ン
県
プ
ラ
サ
ー
ト
郡
プ
ル
ア

ン
地
区
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
タ
イ
・
ク
メ
ー
ル
人
の
家
族
構
造
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
プ
ル
ア
ン
地
区
に
は
、
二
世

紀
に
建
設
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
バ
ー
ン
・
プ
ル
ア
ン
遺
跡
が
あ
る
命
日
茸
三
国
ミ
．
乞
君
邑
皀
。
こ
の
地
区
は
、
バ
ン
コ
ク
か
ら
東

北
に
お
よ
そ
四
五
○
キ
ロ
離
れ
た
ス
リ
ン
市
の
南
三
五
キ
ロ
程
の
所
に
あ
り
、
ま
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
の
国
境
か
ら
三
○
キ
ロ
程
離
れ
た
所
に
位

置
し
て
い
る
。

初
め
に
、
岩
田
が
調
査
し
た
一
九
六
○
年
代
の
家
族
と
現
在
の
家
族
の
諸
相
を
比
較
考
察
し
、
家
族
の
歴
史
的
変
化
と
連
続
性
を
と
ら
え
る

こ
と
に
す
る
。
岩
田
が
調
査
し
た
一
九
六
○
年
代
は
国
家
経
済
開
発
計
画
が
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
工
業
化
が
急
激
に
進
展
す
る
以
前

に
あ
た
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
間
の
家
族
の
変
化
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
タ
イ
の
近
年
の
急
速
な
工
業
化
の
影
響
や
変
化
を
知
る
う
え
で
も
大
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ア
ン
南
の
二
つ
の
行
政
村
に
分
か
れ
、
さ
ら
に
新
し
く
二
つ
の
小
さ
な
集
落
が
で
き
て
、
ノ
ー
ン
・
プ
ル
ア
ン
は
プ
ル
ア
ン
北
に
、
バ
ー
ン
・

タ
チ
ュ
ア
ン
は
プ
ル
ア
ン
南
に
そ
れ
ぞ
れ
行
政
上
属
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
行
政
村
に
分
か
れ
三
つ
の
集
落
か
ら
成
る
範
囲

全
体
を
プ
ル
ア
ン
地
区
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
表
し
て
い
く
。

ま
ず
、
人
口
、
世
帯
数
、
平
均
世
帯
員
数
お
よ
び
家
族
形
態
な
ど
を
概
観
し
て
お
こ
う
（
表
ｌ
）
。
全
世
帯
数
三
五
二
戸
の
う
ち
一
戸
が
不
在

が
ち
で
調
査
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
世
帯
数
の
項
を
除
い
て
三
五
一
戸
で
集
計
し
て
い
る
。
表
１
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
三
五
年
間
に
人
口
は

一
二
三
八
人
か
ら
一
五
四
六
人
に
若
干
増
え
た
の
に
対
し
て
、
世
帯
数
は
一
二
○
戸
か
ら
三
五
二
戸
に
大
幅
に
増
え
て
い
る
。
人
口
が
わ
ず
か

に
一
・
二
倍
し
か
増
え
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
世
帯
数
は
お
よ
そ
三
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
多
く
の
子
供
た
ち
が
結

婚
後
、
地
区
の
な
か
に
家
を
建
て
世
帯
分
け
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
他
方
、
平
均
世
帯
員
数
は
六
・
四
六
人
か
ら
四
・
四
人
へ
と
減

少
し
て
い
る
が
、
今
年
出
稼
ぎ
に
出
て
い
る
人
た
ち
を
除
い
て
数
値
を
割
り
出
す
と
三
・
八
六
人
に
ま
で
減
少
す
る
。
こ
れ
に
は
、
人
口
の
微

増
、
世
帯
数
の
激
増
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
ま
た
、
タ
イ
で
は
家
族
計
画
の
導
入
の
結
果
、
子
供
数
が
激
減
し
た
こ
と
が
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
平
均
世
帯
員
数
の
減
少
は
、
子
供
数
の
減
少
に
も
一
因
が
あ
る
。
こ
の
子
供
数
の
変
化
に
関
し
て
は
、
家

族
計
画
が
一
九
七
○
年
代
か
ら
導
入
さ
れ
て
い
る
た
め
、
夫
が
五
○
歳
代
以
上
と
未
満
で
区
別
し
て
違
い
を
見
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
以
下
の

よ
う
な
数
値
を
得
た
。
五
○
歳
代
以
上
の
場
合
は
平
均
子
供
数
が
四
・
五
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
五
○
歳
代
未
満
で
は
二
・
一
人
で
あ
っ
た
。

初
め
に
、
今
回
筆
者
が
調
査
し
た
デ
ー
タ
を
岩
田
が
報
告
し
て
い
る
一
九
六
四
年
の
デ
ー
タ
と
比
較
し
て
、
家
族
の
歴
史
的
変
化
と
連
続
性

（
２
）

を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
さ
い
本
節
で
は
家
族
と
世
帯
と
い
う
用
語
を
学
術
用
語
と
し
て
便
宜
上
用
い
る
。
し
か
し
、
か
と
い
っ
て

プ
ル
ア
ン
地
区
の
人
々
が
こ
う
し
た
学
術
用
語
の
意
味
で
民
俗
語
彙
を
用
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
つ

て
お
き
た
い
。

’
一
家
族
の
歴
史
的
変
化
と
連
続
性
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て
も
独
身
で
い
る
人
が
男
女
と
も
い
る
こ
と
な
ど
に
拠
っ
て
い
る
。

婚
姻
居
住
に
関
し
て
は
、
村
人
は
結
婚
後
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
妻
方
の
親
元
に
一
旦
居
住
し
た
の
ち
に
世
帯
分
け
を
す
る
習
慣
が
あ
り
、
岩

田
は
「
妻
方
居
住
の
ち
分
居
と
い
う
方
式
が
一
般
化
し
て
い
る
」
と
、
報
告
し
て
い
る
（
一
○
七
ペ
ー
ジ
）
。
彼
の
調
査
に
よ
る
と
、
調
査
戸
数
七

一
戸
中
、
妻
方
居
住
が
五
八
戸
（
八
一
・
七
％
）
、
夫
方
居
住
が
一
二
戸
（
一
六
・
九
％
）
、
妻
方
居
住
か
ら
夫
方
居
住
に
移
行
し
た
も
の
－
戸
（
一
・

四
％
）
で
あ
っ
た
。
岩
田
は
質
問
紙
調
査
に
加
え
て
、
さ
ら
に
面
接
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
を
み
る
と
、
調
査
戸
数
二
○
戸

中
、
妻
方
居
住
が
一
五
戸
（
七
五
％
）
、
夫
方
居
住
が
五
戸
（
二
五
％
）
で
あ
っ
た
（
一
○
七
ペ
ー
ジ
）
。
今
回
の
筆
者
の
調
査
で
は
、
妻
方
居
住
は

二
○
○
戸
（
六
○
・
一
％
）
、
夫
方
居
住
は
一
三
三
戸
三
九
・
九
％
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
新
処
居
住
は
き
わ
め
て
数
が
少
な
い
。
そ
れ
は
、
土

地
は
親
か
ら
提
供
し
て
も
ら
え
る
が
、
家
屋
は
自
力
で
建
て
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
だ
結
婚
し
た
て
の
時
に
は
結
婚
式
の
費
用
や
結
納
金
な
ど

の
支
出
が
多
い
た
め
に
資
金
的
に
余
裕
が
な
く
、
家
の
建
設
資
金
を
捻
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

岩
田
と
筆
者
の
調
査
結
果
を
比
較
し
て
み
る
と
、
妻
方
居
住
が
優
先
し
て
い
る
傾
向
に
あ
る
点
は
変
わ
ら
な
い
が
、
近
年
の
ほ
う
が
妻
方
居

表1人口・世帯数・平均世帯員数・家

族形態の推移

1998年

1546

352

4．4 （3.86）

100.0%

74.1%

18.5%

7.4％

注)*の人口については，岩田は全戸調査で

はなく 120戸のうち89戸の調査をしてい

るため，岩田が紹介している小学校の黒板

に記載されていた数値をここには記載し

た。なお，岩田の分類を筆者が家族形態に

あわせて再分類し直した。また, 1964年時

の家族形態は1戸が未詳, 1998年時は1戸

が不在のため未調査であり，世帯数以外は

1戸を除いた数値である。 （ ）は調査当時

の出稼者を除いて割った数値。

資料) 1964年は岩田(1969)による。 1998

年は筆者調査による。

こ
の
結
果
、
子
供
数
は
世
代
間
で
明
確
に
差
が
あ
っ
た
。

子
供
数
の
減
少
に
関
し
て
、
村
人
は
子
供
の
学
費
の
費
用

が
か
か
る
点
を
第
一
番
目
に
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た

点
は
タ
イ
社
会
全
体
で
広
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

家
族
形
態
は
夫
婦
家
族
形
態
が
最
も
多
く
、
ま
た
家
族

形
態
の
割
合
は
こ
の
三
五
年
間
に
そ
れ
ほ
ど
変
化
し
て
い

な
い
。
こ
う
し
た
家
族
形
態
の
割
合
は
、
タ
イ
人
の
全
体

的
傾
向
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
複
合
家
族
形
態
の
多

く
は
、
子
世
帯
が
出
稼
ぎ
に
伴
っ
て
都
市
に
出
て
行
き
、

祖
父
母
が
孫
を
預
か
る
ケ
ー
ス
や
四
○
歳
代
以
上
に
な
っ
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住
の
割
合
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
岩
田
は
妻
方
居
住
が
優
先
さ
れ
て
い
て
も
、
「
必
ず
し
も
ル
ー
ル
に
従
わ
な
い
こ
と
も
少
な
く

な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
（
一
○
六
ペ
ー
ジ
）
、
こ
の
点
は
妻
方
居
住
が
規
範
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
当
時
者
を
取
り
巻
く
状
況
に
応
じ
て
妻

方
居
住
か
夫
方
居
住
か
を
選
択
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
妻
方
居
住
が
多
く
選
択
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
妻

方
優
先
の
居
住
制
は
タ
イ
人
全
体
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
割
合
が
減
少
し
て
い
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

次
に
、
通
婚
圏
の
推
移
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
岩
田
の
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
六
四
年
当
時
の
世
帯
主
の
世
代
は
被
調
査
者
八
○

人
中
六
七
人
（
約
八
三
・
八
％
）
が
「
村
内
」
で
、
残
り
の
一
三
人
（
約
一
六
・
二
％
）
が
「
近
隣
」
の
村
の
人
と
結
婚
し
て
い
た
（
一
○
五
ペ
ー

ジ
）
。
世
帯
主
の
親
世
代
は
、
一
六
○
人
中
一
二
四
人
（
七
七
・
五
％
）
が
「
村
内
」
で
、
三
四
人
（
二
一
・
三
％
）
が
「
近
隣
」
、
不
明
二
人
（
一
・

二
％
）
で
あ
っ
た
二
○
五
ペ
ー
ジ
）
。
こ
れ
ら
の
傾
向
は
既
に
一
九
六
○
年
代
に
は
村
内
婚
が
お
よ
そ
八
割
く
ら
い
い
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
以

外
は
「
近
隣
」
（
現
在
の
プ
ラ
サ
ー
ト
郡
内
に
ほ
ぼ
あ
た
る
範
囲
と
考
え
ら
れ
る
）
の
人
々
と
結
婚
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
一
方
、
筆
者

は
通
婚
圏
が
世
代
に
よ
っ
て
拡
大
し
て
い
る
の
か
否
か
に
関
し
て
、
夫
が
四
○
歳
代
以
上
と
未
満
と
で
区
別
し
て
集
計
し
て
み
た
（
表
２
）
。
と

い
う
の
も
、
こ
の
年
齢
層
が
出
稼
ぎ
が
著
し
く
増
加
す
る
以
前
と
以
後
を
分
け
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
通
婚
圏
は
プ
ル
ア
ン
地
区
内
（
か

っ
て
の
「
村
内
」
）
で
は
二
○
％
代
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
こ
と
、
プ
ル
ア
ン
区
内
お
よ
び
プ
ラ
サ
ー
ト
郡
内
で
は
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
こ
と
、

な
か
で
も
郡
内
は
最
も
多
く
四
○
％
代
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
祭
り
や
学
校
な
ど
を
通
し
て
周
囲
の

村
の
人
と
知
り
合
い
に
な
り
、
そ
れ
が
結
婚
す
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
。
か
つ
ま
た
、
出
稼
者
が
増
加
し
通
婚
圏
が
拡
大
し
て
い
る
が
、
東
北

タ
イ
出
身
者
ま
で
の
範
囲
内
で
あ
り
、
全
国
に
ま
で
は
通
婚
圏
が
伸
び
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
出
稼

ぎ
先
で
東
北
タ
イ
出
身
者
と
知
り
合
い
、
そ
の
結
果
、
結
婚
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

岩
田
の
調
査
報
告
に
よ
る
と
、
当
時
は
配
偶
者
の
選
択
に
さ
い
し
て
両
親
の
意
思
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
配
偶
者
選
択
に
関

し
て
、
本
人
の
意
思
が
大
事
で
あ
る
と
応
え
て
い
る
の
は
一
例
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
一
例
だ
け
が
本
人
と
両
親
の
意
思
ど
ち
ら
も
大
事
で
あ
る

と
応
え
て
い
て
、
そ
れ
以
外
の
一
九
例
は
両
親
の
意
思
が
大
事
で
あ
る
と
応
え
て
い
る
（
一
八
○
ペ
ー
ジ
）
・
し
か
し
、
今
回
私
が
聞
い
た
限
り
で

は
、
両
親
は
子
供
本
人
が
選
ん
だ
配
偶
者
な
ら
ば
ク
メ
ー
ル
人
は
も
ち
ろ
ん
日
本
人
で
も
、
周
囲
に
住
ん
で
い
る
ク
イ
人
で
も
誰
で
も
よ
い
と
、
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も
述
べ
た
よ
う
に
、
今
回
の
調
査
で
は
夫
婦
関
係
の
ほ
う
が
親
子
関
係
に
比
べ

て
優
先
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
統
計
を
と
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
聞
き
取
り
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
親
子
関
係
か
ら
夫
婦
関
係

へ
と
優
先
順
序
が
推
移
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
親
の
子
供
に
対
す
る
支
配
力
の
低
下
、
夫
婦
関
係
の
重
視
を
伴
っ
て

い
る
が
、
こ
の
背
景
に
は
農
業
以
外
の
職
種
が
増
え
て
き
た
こ
と
、
お
よ
び
子
供
た
ち
が
都
市
な
ど
に
出
稼
ぎ
に
行
き
、
容
易
に
現
金
を
稼
ぐ

こ
と
が
で
き
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
親
子
関
係
を
み
る
場
合
、
親
子
の
世
帯
間
で
「
共
働
・
共
食
」
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
参
考
に
な
る
。
「
共
働
・
共
食
」
と
い
う
の

は
、
親
と
子
の
世
帯
が
稲
作
農
業
を
協
働
し
、
収
穫
米
を
分
け
あ
う
関
係
を
い
う
。
家
族
周
期
に
応
じ
て
、
子
世
帯
は
親
世
帯
と
の
「
共
働
・

共
食
」
か
ら
、
農
地
の
経
営
権
を
委
託
さ
れ
る
段
階
に
進
み
、
そ
の
後
農
地
の
相
続
に
発
展
し
て
、
子
世
帯
の
親
世
帯
か
ら
の
分
離
独
立
が
達

成
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
「
共
働
・
共
食
」
は
「
ト
ゥ
・
シ
ィ
ー
・
モ
ー
イ
・
カ
ニ
ア
言
の
一
日
ｇ
冨
昌
巴
」
（
タ
イ
語
の
牙
四
日
五
コ
ｇ
四
○

冨
邑
な
い
し
タ
イ
・
ラ
ー
オ
語
の
言
冒
〕
四
日
富
国
五
目
目
四
日
百
口
）
と
い
い
、
農
地
の
経
営
権
を
子
供
に
委
託
す
る
こ
と
は
ク
メ
ー
ル
語
で
「
オ

イ
・
ト
ゥ
・
シ
ィ
ー
言
冒
里
と
（
タ
イ
語
の
富
澤
冨
日
蚕
己
と
い
う
。

表2通婚圏の変化

40歳代未満

24．6

13．1

42．3

7．6

11．5

0．8

100.0%

注)年齢は，夫が40歳以上か未満かで区別

している。

なお，区は行政村が集まったもの，郡は

その区が集まったもの，県は郡が集まった

ものからそれぞれ構成されている。

資料）筆者調査。

ほ
と
ん
ど
の
人
が
答
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
外
国
人
と
の
結
婚
の
例
と
し
て

は
、
一
人
女
性
が
数
年
前
に
日
本
人
と
結
婚
し
て
い
る
（
そ
の
後
、
彼
女
は
結
婚

の
一
年
後
に
交
通
事
故
で
死
亡
し
て
い
る
）
。
ま
た
、
現
在
バ
ン
コ
ク
の
学
校
に

通
っ
て
い
る
男
性
で
、
将
来
日
本
人
と
結
婚
す
る
予
定
の
人
が
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
近
年
は
外
国
人
と
結
婚
す
る
こ
と
で
さ
え
、
本
人
の
選
択
に
ま
か
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
配
偶
者
選
択
の
傾
向
は
、
現
在
、
タ
イ
の

全
国
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
、
岩
田
の
調
査
当
時
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
親
子
関
係
と
夫

婦
関
係
は
ど
ち
ら
も
大
事
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
た
が
（
一
七
九
ペ
ー
ジ
）
、
上
に
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こ
う
し
た
「
共
働
・
共
食
」
の
ケ
ー
ス
が
生
じ
る
の
は
、
相
続
が
ま
だ
完
了
し
て
い
な
い
場
合
で
、
さ
ら
に
子
世
帯
が
親
か
ら
農
地
の
経
営

権
を
委
譲
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
り
、
し
か
も
親
世
帯
か
子
世
帯
に
労
働
力
が
不
足
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
事
情

を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
子
世
帯
が
農
業
に
従
事
で
き
な
い
状
態
で
あ
れ
ば
、
親
世
帯
は
小
作
に
出
す
こ
と
が
多
い
こ
と
、
ま
た
子
世
帯
は

小
作
を
し
て
も
容
易
に
食
べ
て
い
け
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
プ
ル
ア
ン
地
区
の
小
作
料
は
他
地
方
に
比
べ
て
た
い
へ
ん
安
く
、

（
３
）

地
主
対
小
作
人
が
三
六
分
の
八
対
二
八
と
い
う
比
率
で
収
穫
米
を
分
配
す
る
慣
習
が
伝
統
的
に
あ
る
。
こ
の
比
率
は
、
ク
ワ
シ
ナ
リ
ン
第
一
村

を
含
め
て
周
囲
一
帯
の
地
域
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
、
親
族
か
ら
借
り
て
い
る
場
合
に
は
小
作
料
は
取
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
多

く
、
そ
の
た
め
あ
え
て
「
共
働
・
共
食
」
せ
ず
に
小
作
し
た
と
し
て
も
、
子
世
帯
が
自
立
で
き
る
環
境
に
あ
る
事
情
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る

く

そ
α
一

の
一
四
・
九
％
と
比
べ
る
と
（
重
富

値
は
著
し
く
少
な
い
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
平
均
耕
作
規
模
は
ど
の
く
ら
い
か
見
て
み
る
と
、
農
地
が
合
計
で
三
七
四
八
ラ
イ
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
不
耕
作
地
が
七
五
一

ラ
イ
も
あ
る
（
一
ラ
イ
は
○
・
一
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
。
こ
う
し
た
理
由
は
、
開
拓
地
に
あ
る
農
地
が
高
地
に
あ
る
た
め
保
水
能
力
が
低
く
、
雨
が
あ

ま
り
降
ら
な
い
年
に
は
水
不
足
で
不
作
に
な
り
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
不
耕
作
地
を
入
れ
た
所
有
規
模
は
一
戸
当
た
り
平
均
で
お
よ
そ
一
二
・

八
ラ
イ
あ
る
が
、
耕
作
地
だ
け
で
は
一
戸
当
た
り
の
平
均
は
一
○
・
七
ラ
イ
に
な
る
。
一
九
七
○
年
頃
の
東
北
タ
イ
北
部
の
ド
ン
デ
ー
ン
村
の

平
均
耕
作
規
模
が
一
九
・
一
ラ
イ
で
あ
り
（
水
野
一
九
八
一
二
八
七
）
、
一
九
八
七
年
の
時
点
で
あ
る
が
、
全
国
平
均
が
二
六
・
三
ラ
イ
、
な

か
で
も
東
北
タ
イ
は
最
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
平
均
一
○
・
七
ラ
イ
と
い
う
数
字
は
決
し
て
大
き
く
は
な
く
、
む
し
ろ
少
な
い
こ
と
が
分

で
あ
ろ
う
。

今
回
の
調
査
結
果
で
は
、
こ
う
し
た
「
共
働
・
共
食
」
は
九
ケ
ー
ス
計
一
八
戸
、
五
・
一
％
し
か
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、
ク
メ
ー
ル
人
の

ほ
か
の
村
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
ス
リ
ン
市
の
東
北
約
一
五
キ
ロ
程
の
所
に
位
置
す
る
ク
ワ
シ
ナ
リ
ン
第
一
村
で
は
「
共
働
・
共
食
」
は
六

ケ
ー
ス
、
割
合
で
二
・
八
％
し
か
な
か
っ
た
。
重
富
が
紹
介
し
て
い
る
東
北
タ
イ
北
部
の
ト
ン
村
の
二
八
・
五
％
、
北
タ
イ
の
タ
ー
カ
ー
ム
村

の
一
四
・
九
％
と
比
べ
る
と
（
重
富
一
九
九
六
エ
ハ
九
）
、
プ
ル
ア
ン
地
区
の
数
値
や
ス
リ
ン
県
で
別
に
調
査
し
た
ク
ワ
シ
ナ
リ
ン
第
一
村
の
数

か
る
０

－29－



そ
こ
で
次
に
、
子
世
帯
の
夫
妻
が
親
か
ら
ど
の
く
ら
い
の
規
模
を
経
営
受
託
し
て
い
る
の
か
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
今
回
の
調
査
で
は
、

経
営
受
託
し
て
い
る
子
世
帯
は
合
計
で
六
九
戸
（
一
九
・
七
％
）
あ
っ
た
。
こ
れ
を
夫
婦
間
の
男
女
比
で
み
る
と
、
夫
が
四
七
人
、
五
七
七
ラ

イ
、
一
人
平
均
一
二
・
三
ラ
イ
、
妻
が
四
九
人
、
五
○
六
ラ
イ
、
一
人
平
均
一
○
・
三
ラ
イ
そ
れ
ぞ
れ
受
託
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
数
値

に
は
不
耕
作
地
も
含
ま
れ
て
い
る
。
プ
ル
ア
ン
地
区
で
は
、
良
田
が
四
’
五
ラ
イ
あ
れ
ば
四
人
家
族
が
一
年
間
食
べ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
か
ら
、
上
記
の
よ
う
な
受
託
規
模
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
夫
の
ほ
う
が
受
託
者
数
が
若
干
少
な
い
が
、
平
均
受
託
規
模
は
む
し
ろ
大

き
い
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
経
営
受
託
は
後
に
そ
の
ま
ま
相
続
に
移
行
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
夫
（
男
性
）
の
ほ
う
が
妻
（
女
性
）
よ

り
平
均
受
託
規
模
が
大
き
い
こ
と
は
、
将
来
の
相
続
規
模
も
ま
た
大
き
い
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

相
続
さ
せ
る
農
地
は
「
概
し
て
婚
出
、
他
出
し
た
も
の
に
は
少
な
く
、
在
村
の
も
の
に
多
い
。
ま
た
、
婚
出
す
る
娘
に
は
少
な
く
、
男
子
に

は
多
い
と
い
う
の
が
通
例
で
あ
る
」
と
岩
田
が
述
べ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
（
一
二
六
ペ
ー
ジ
）
、
ス
リ
ン
国
立
大
学
学
長
の
ア
ー
チ
ャ
ラ
ー
博
士

も
筆
者
に
男
子
の
農
地
相
続
の
優
先
を
強
調
し
て
い
た
が
、
今
回
調
査
し
て
み
た
結
果
以
下
の
よ
う
な
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
た
。
夫
の
相
続
は
二

三
○
人
で
四
四
九
一
・
九
ラ
イ
、
一
人
平
均
一
九
・
五
ラ
イ
、
女
性
が
二
一
○
人
で
二
六
二
六
ラ
イ
、
一
人
平
均
一
二
・
五
ラ
イ
と
な
り
、
相

続
者
数
、
相
続
規
模
の
平
均
と
も
に
男
性
が
女
性
よ
り
多
い
。
村
人
か
ら
の
聞
き
取
り
で
は
、
男
性
が
女
性
よ
り
多
く
相
続
す
る
慣
習
は
な
い

と
多
く
の
人
が
い
っ
て
い
た
が
、
男
女
間
で
多
少
で
は
あ
る
が
相
違
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
男
性
の
ほ
う
が
女
性
よ
り
も
農
地
の
相
続
規

模
が
多
少
と
も
大
き
い
と
い
え
る
。
こ
の
点
は
、
東
北
タ
イ
北
部
の
ラ
ー
オ
人
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
末
娘
が
親
元
に
残
っ
て
親
の
扶
養
を
お

こ
な
い
、
娘
の
ほ
う
が
息
子
よ
り
多
く
の
農
地
を
相
続
す
る
慣
習
（
水
野
一
九
八
言
九
九
）
、
も
し
く
は
息
子
が
相
続
を
辞
退
し
て
娘
だ
け
が

農
地
を
相
続
す
る
慣
習
（
佐
藤
一
九
九
八
恥
八
九
、
九
二
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
近
年
は
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
プ
ル
ア

ン
地
区
で
も
男
女
の
均
分
相
続
が
増
え
て
い
る
。

以
上
、
家
族
の
諸
相
に
関
し
て
歴
史
的
考
察
を
し
て
き
た
が
、
最
後
に
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
全
体
的
な
変
化
と
し
て
は
、

人
口
の
微
増
、
世
帯
数
の
激
増
、
平
均
世
帯
員
数
お
よ
び
子
供
数
の
減
少
、
通
婚
圏
で
は
プ
ル
ア
ン
地
区
（
旧
村
）
内
の
通
婚
割
合
の
減
少
、
プ

ラ
サ
ー
ト
郡
内
の
そ
の
増
加
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
と
、
通
婚
圏
の
拡
大
が
見
ら
れ
た
が
、
そ
の
範
囲
は
東
北
タ
イ
出
身
者
ま
で
に
と
ど
ま
っ
て
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い
る
点
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
か
っ
て
は
親
の
意
思
が
反
映
さ
れ
た
相
続
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
調
査
結
果
か
ら
は
総
じ
て
男
性
優

先
の
相
続
傾
向
が
窺
わ
れ
た
。
と
同
時
に
、
親
子
関
係
の
弱
化
、
結
婚
に
お
け
る
当
人
の
自
由
な
選
択
へ
と
変
化
が
見
ら
れ
る
。
変
化
が
あ
ま

り
見
ら
れ
な
い
点
と
し
て
は
、
核
家
族
形
態
が
最
も
多
い
こ
と
、
家
族
形
態
の
割
合
が
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
、
妻
方
居
住
の
割
合
が
減
少
し

て
い
る
も
の
の
そ
の
優
先
が
依
然
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
、
夫
（
男
性
）
の
ほ
う
が
妻
（
女
性
）
よ
り
相
続
規
模
や
経
営
受
託
規
模
が
多
少
と
も

大
き
い
こ
と
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
、
親
子
の
世
帯
間
の
「
共
働
・
共
食
」
関
係
が
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

つ
（
四
○

プ
ル
ア
ン
地
区
の
人
々
は
日
常
会
話
で
は
普
段
ク
メ
ー
ル
語
を
話
し
て
い
る
。
そ
の
言
葉
の
な
か
に
は
行
政
用
語
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
タ

イ
語
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
た
言
葉
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
タ
イ
語
が
日
常
用
語
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

プ
ル
ア
ン
地
区
の
人
々
が
タ
イ
語
を
学
び
始
め
た
の
は
、
寺
院
に
小
学
校
が
作
ら
れ
た
一
九
三
二
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
七
○
歳

代
前
半
の
人
は
タ
イ
語
が
少
し
で
き
る
が
、
そ
の
年
齢
以
上
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
点
、
若
い
世
代
の
人
ほ
ど
テ

レ
ビ
や
出
稼
ぎ
の
影
響
で
タ
イ
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
タ
イ
語
を
読
み
書
き
す
る
こ
と
は
、
若
い
人
で
も
で
き
な
い
人
が
結
構

い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
村
人
は
ク
メ
ー
ル
語
で
も
タ
イ
語
で
も
ど
ち
ら
で
も
話
せ
る
と
い
う
二
重
言
語
の
生
活
を
送
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
ク
メ
ー
ル
文
字
の
読
み
書
き
は
学
習
す
る
機
会
が
な
く
な
り
、
一
部
の
年
輩
者
と
司
祭
を
除
い
て
読
み
書
き
で
き
な
い
。

ま
ず
、
プ
ル
ア
ン
地
区
の
村
人
が
家
族
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
初
め
に
家
族
観
を
め
ぐ
る
ク
メ
ー
ル
語
の
意
味
理
解
か
ら
見
て

い
く
こ
と
に
す
る
。
以
下
、
タ
イ
語
に
は
「
タ
イ
語
で
は
」
と
表
記
し
、
調
査
地
の
ク
メ
ー
ル
語
に
つ
い
て
は
何
も
断
り
書
き
を
表
記
せ
ず
に

い
く
こ
と
に
す
る
。

記
す
こ
と
に
す
る
。

村
人
は
家
屋
の
建
物
は
パ
テ
ィ
ア
（
冨
冨
）
と
呼
び
、
一
つ
の
家
屋
に
居
住
し
て
い
る
人
々
を
ク
メ
ー
ル
語
で
マ
ッ
ク
ロ
ー
言
口
重
○
言
）
と

三
家
族
観
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い
っ
て
両
者
を
区
別
し
て
い
る
。
し
か
し
、
マ
ッ
ク
ロ
ー
の
意
味
に
つ
い
て
さ
ら
に
聞
い
て
み
る
と
、
ク
ロ
ー
プ
・
ク
ル
ー
房
言
呂
客
旦
で

あ
る
と
い
う
説
明
が
返
っ
て
く
る
。
こ
の
ク
ロ
ー
プ
・
ク
ル
ー
と
い
う
表
現
は
、
タ
イ
語
の
家
族
房
言
呂
琴
昌
巴
を
ク
メ
ー
ル
語
と
し
て
用

い
た
も
の
で
あ
る
。
直
訳
す
る
と
、
台
所
ｓ
ｏ
ご
害
昌
、
タ
イ
語
の
言
晨
言
昌
巴
、
つ
ま
り
カ
マ
ド
を
管
理
す
る
人
々
、
な
い
し
カ
マ
ド
を
共

有
す
る
人
々
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
の
カ
マ
ド
を
共
有
す
る
人
々
と
い
う
表
現
に
は
、
「
共
働
・
共
食
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
さ
ら
に
生
計

を
共
に
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
別
の
家
屋
に
居
住
し
て
い
て
も
カ
マ
ド
を
共
に
し
て
い
る
場
合
は
、
マ
ッ

ク
ロ
ー
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
か
に
は
キ
ョ
ウ
ダ
イ
が
一
緒
に
住
ん
で
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
食
費
だ
け
は
互
い
に
金
銭
を

出
し
合
っ
て
生
計
を
賄
っ
て
い
て
、
そ
の
他
の
こ
と
は
各
自
自
分
で
負
担
し
あ
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
マ
ッ
ク
ロ
ー
に
あ
た
る
。

歴
史
的
に
家
屋
の
変
遷
を
辿
っ
て
み
る
と
、
岩
田
が
調
査
し
た
一
九
六
四
年
頃
は
ト
イ
レ
の
あ
る
家
が
六
戸
で
、
ほ
か
の
一
三
九
戸
に
は
ト

イ
レ
が
な
か
っ
た
（
一
○
二
ペ
ー
ジ
）
・
年
輩
者
が
、
小
さ
い
頃
森
に
行
っ
て
用
事
を
済
ま
せ
て
い
た
と
い
う
記
憶
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
地

区
だ
け
で
は
な
い
。
岩
田
の
調
査
時
点
で
は
、
台
所
は
既
に
家
屋
内
に
あ
っ
た
が
、
筆
者
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
の
国
境
に
近
い
村
々
を
回
っ
た
さ

い
に
は
、
複
数
の
世
帯
が
同
じ
ト
イ
レ
を
共
用
し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
カ
マ
ド
が
家
屋
の
内
に
は
な
く
外
に
あ
っ
て
（
別
棟
を
成
し
て
い
る
こ

と
も
あ
る
）
、
複
数
の
世
帯
が
カ
マ
ド
を
共
用
し
て
い
た
。
カ
マ
ド
を
共
有
す
る
こ
と
は
、
国
境
に
近
い
高
地
と
い
う
生
産
・
生
活
が
困
難
な
条

件
の
も
と
で
、
親
子
の
世
帯
が
「
共
働
・
共
食
」
し
、
生
計
を
共
に
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
比
較
的
遅
く
ま
で
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ロ
ー

と
い
う
言
葉
に
は
、
こ
う
し
た
姿
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
４
）

と
こ
ろ
で
、
タ
イ
行
政
府
が
実
施
し
て
い
る
「
世
帯
基
礎
資
料
（
ｇ
○
酉
弓
○
ご
」
の
調
査
の
定
義
に
よ
る
と
、
世
帯
（
タ
イ
語
の
言
昌
四

目
四
巳
は
同
一
家
屋
に
居
住
し
て
い
る
家
族
を
指
し
、
家
族
（
タ
イ
語
の
客
『
呂
客
昌
巴
は
複
数
の
世
帯
に
ま
た
が
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
と

説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
タ
イ
人
は
一
般
に
、
家
族
と
世
帯
を
区
別
せ
ず
、
家
族
を
「
同
一
家
屋
に
居
住
し
、
日
々
の
活
動
を
協
力
し
分
担
し

（
５
）

あ
い
、
血
縁
関
係
に
は
必
ず
し
も
関
係
し
な
い
親
族
集
団
」
と
理
解
し
て
い
る
多
ョ
目
四
ｓ
ミ
．
ご
麗
孟
巴
。
こ
の
家
族
観
は
、
プ
ル
ア
ン
地

区
の
人
々
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
プ
ル
ア
ン
地
区
の
人
々
は
、
マ
ッ
ク
ロ
ー
を
家
族
と
世
帯
を
区
別
せ
ず
に
両
方
を
含
む
意
味
で
理
解

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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以
上
を
整
理
す
る
と
、
プ
ル
ア
ン
地
区
の
人
々
は
マ
ッ
ク
ロ
ー
と
い
う
言
葉
で
、
家
屋
を
共
に
し
て
い
る
人
々
、
お
よ
び
カ
マ
ド
を
共
に
し

て
い
る
人
々
を
指
し
て
き
た
。
親
と
子
の
家
屋
が
同
じ
家
屋
番
号
（
タ
イ
語
の
国
亘
四
ご
冨
己
と
い
う
場
合
を
含
め
て
、
た
と
え
家
屋
番
号
を
異

に
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
親
と
子
の
世
帯
が
生
計
を
共
に
し
、
家
屋
を
別
に
し
て
住
ん
で
い
る
だ
け
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
マ
ッ
ク
ロ
ー
で
あ
る
と
、
村
人
は
説
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
合
の
内
容
を
み
る
と
、
親
子
の
世

帯
は
近
接
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
さ
ら
に
「
共
働
・
共
食
」
し
て
い
る
う
え
、
副
食
な
ど
を
互
い
に
融
通
し
あ
っ
て
生
計
を
共
に
し
て

い
る
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
ッ
ク
ロ
ー
は
ひ
と
つ
の
生
計
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
共
働
・
共
食
」
は
、
親
子
の
世
帯
が
近
接
居
住
で
は
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
稲
作
の
農
作
業
を
一
緒
に
し
、
収
穫
米

は
互
い
に
分
け
て
い
る
が
、
米
以
外
の
副
食
な
ど
を
融
通
し
あ
っ
て
生
計
を
共
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
親
子
の
世
帯
は
家
族
と

い
う
集
団
で
は
な
く
、
「
共
働
・
共
食
」
と
い
う
関
係
を
結
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
両
者
に
は
、
こ
う
し
た
点
で
相
違
が
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
米
を
「
共
食
」
し
て
い
る
だ
け
の
ケ
ー
ス
含
号
冨
胃
巨
昌
冨
邑
国
、
タ
イ
語
の
百
三
国
○
百
コ
）
や
田
を
ま
だ
分
割
せ
ず
に
、
協
同

し
て
耕
作
し
て
い
る
ケ
ー
ス
言
の
閏
①
目
ョ
冨
己
四
、
タ
イ
語
の
。
ｍ
ｇ
四
○
百
コ
）
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
場
合
は
い
ず
れ
も
親
子
の
世
帯
が
生

計
を
共
に
し
て
お
ら
ず
、
ひ
と
つ
の
マ
ッ
ク
ロ
ー
を
成
し
て
い
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

キ
ョ
ウ
ダ
イ
は
ク
メ
ー
ル
語
で
ポ
ン
パ
オ
ン
（
ｇ
岳
窟
○
コ
）
と
い
う
。
ボ
ン
パ
オ
ン
と
は
キ
ョ
ウ
ダ
イ
と
い
う
意
味
と
親
族
と
い
う
意
味
が

あ
る
。
ま
た
、
ポ
ン
パ
オ
ン
と
全
く
同
じ
意
味
で
イ
ア
ッ
ド
言
巳
と
い
う
表
現
も
用
い
ら
れ
、
両
者
を
つ
な
げ
て
イ
ア
ッ
ド
・
ボ
ン
パ
オ
ン

と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
親
族
の
関
係
は
、
基
本
的
に
は
家
族
の
な
か
で
世
帯
主
夫
婦
を
中
心
に
関
係
が
辿
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
族
概
念
は
夫
婦
の
父
方
・
母
方
の
双
系
に
広
が
っ
て
観
念
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
人
の
親
族
は
こ
れ
ま
で
「
母
方
に
傾
斜

し
た
双
系
」
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
（
シ
ョ
閏
己
宅
弓
皀
、
こ
の
理
解
は
プ
ル
ア
ン
地
区
で
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
。
と
い
う
の
は
、
タ
イ
人

と
同
様
に
、
親
族
は
夫
婦
の
双
系
に
わ
た
っ
て
広
が
っ
て
認
知
さ
れ
て
い
る
が
、
妻
方
居
住
の
優
先
に
伴
い
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
て
「
母
方
に

傾
斜
し
た
双
系
」
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

親
族
関
係
に
は
「
遠
い
親
族
」
と
か
「
近
い
親
族
」
と
い
う
区
別
は
あ
る
が
、
結
婚
式
や
葬
式
な
ど
の
行
事
の
さ
い
に
用
い
ら
れ
る
に
過
ぎ
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な
い
。
そ
う
し
た
儀
礼
の
さ
い
に
、
近
い
親
族
か
遠
い
親
族
か
で
持
参
す
る
金
額
や
手
伝
い
の
仕
方
が
違
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
親

族
は
関
係
の
遠
近
と
い
う
よ
り
も
、
日
頃
の
付
き
合
い
や
親
し
さ
の
度
合
に
よ
っ
て
親
族
の
認
知
が
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
族
の

認
知
は
親
族
関
係
の
遠
近
の
み
な
ら
ず
、
日
頃
の
付
き
合
い
の
度
合
が
加
味
さ
れ
て
認
知
さ
れ
る
、
社
会
的
な
関
係
な
の
で
あ
る
。
ボ
ン
パ
オ

ン
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
、
村
人
は
タ
イ
語
で
「
同
じ
先
祖
を
、
共
に
尊
敬
・
信
仰
す
る
人
々
（
ロ
呂
言
［
冨
呂
号
昌
］
ｇ
四
○
百
弓
）
」
と
い

う
応
え
が
返
っ
て
く
る
。
こ
の
表
現
に
は
、
儀
礼
や
困
っ
た
さ
い
に
互
い
に
助
け
合
う
人
々
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
思
い
出
す
こ
と
は
、
米
倉
が
火
災
に
な
っ
た
村
人
の
と
こ
ろ
に
米
を
持
参
す
る
よ
う
に
、
村
長
が
村
人
に
協
力
要
請
し
た
と
き
、
村
長
が
村

人
に
対
し
て
「
ボ
ン
パ
オ
ン
（
キ
ョ
ウ
ダ
イ
・
親
族
と
と
呼
び
か
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
は
、
地
区
や
行
政
村
の
村
人
ま
で
が
、

状
況
に
応
じ
て
親
族
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。

（
６
）

こ
の
ほ
か
、
プ
ー
イ
・
モ
ー
イ
・
カ
ニ
ア
含
昌
日
ｇ
百
コ
色
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
血
統
を
表
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
夫
方

の
場
合
は
妻
お
よ
び
妻
方
の
親
族
を
含
ま
ず
、
自
分
の
子
供
を
含
む
夫
方
の
血
族
関
係
の
み
を
指
し
、
妻
の
場
合
に
は
夫
は
含
ま
ず
、
自
分
の

子
供
を
含
む
妻
方
の
両
親
・
キ
ョ
ウ
ダ
イ
た
ち
血
縁
関
係
者
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
血
統
の
関
係
に
は
婚
姻
禁
忌
の
観
念
が
付
与

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
若
い
人
々
は
こ
う
し
た
昔
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
た
め
こ
の
言
葉
を
用
い
な
い
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
親
族
の

ボ
ン
パ
オ
ン
と
同
じ
意
味
で
理
解
し
て
い
る
。
あ
る
人
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
プ
ー
イ
・
モ
ー
イ
・
カ
ニ
ア
の
意
味
が
血
統
か
ら
双

系
の
親
族
に
変
化
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
の
真
偽
の
ほ
ど
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
血
統
と
双
系
の
親
族
の
二
つ
の
広
義
の
親
族

概
念
が
あ
る
こ
と
を
、
さ
し
あ
た
っ
て
押
さ
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

親
子
と
キ
ョ
ウ
ダ
イ
の
関
係
を
協
同
農
業
労
働
と
共
食
、
相
続
の
代
わ
り
に
農
地
の
経
営
権
の
委
託
な
ど
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
す

る
が
、
そ
の
さ
い
ひ
と
つ
の
事
例
を
用
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
取
り
上
げ
る
事
例
は
、
調
査
当
時
七
二
歳
の
夫
と
六
四
歳
の
妻
の
場

四
親
子
・
キ
ョ
ウ
ダ
イ
関
係
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こ
の
事
例
の
場
合
、
父
母
と
次
女
（
三
○
歳
）
夫
妻
と
小
さ
な
子
供
が
ひ
と
つ
の
家
屋
に
同
居
し
て
い
る
。
こ
の
地
区
で
は
親
と
同
居
す
る
子

供
は
、
男
女
に
か
か
わ
り
な
く
末
子
が
最
も
多
く
、
次
い
で
長
子
が
多
い
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岩
田
も
す
で
に
一
九
六
○
年
代
に

お
い
て
も
報
告
し
て
い
る
（
一
○
八
’
九
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
事
例
の
場
合
は
、
末
子
の
男
子
が
出
家
し
て
い
て
い
な
い
の
で
、
実
質
的
に
は
次
女
が

末
子
の
よ
う
な
立
場
に
あ
り
、
父
母
と
同
居
し
て
老
親
の
面
倒
を
見
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
岩
田
は
、
当
時
へ
末
子
に
つ
い
で
長
子
が
親
元

に
残
り
、
親
の
老
後
の
面
倒
を
見
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
が
、
聞
き
取
り
調
査
か
ら
は
現
在
で
も
同
様
の
傾
向
が
窺
わ
れ
た
。

長
男
（
四
七
歳
）
は
世
帯
分
け
し
た
後
、
ノ
ー
ン
・
プ
ル
ア
ン
に
居
を
構
え
た
。
ノ
ー
ン
・
プ
ル
ア
ン
は
四
○
年
ほ
ど
前
に
田
圃
だ
っ
た
と
こ

ろ
に
一
軒
だ
け
家
屋
が
建
て
ら
れ
て
か
ら
、
次
第
に
家
が
建
ち
集
落
を
成
す
に
至
っ
て
い
る
。
次
男
西
四
歳
）
は
親
の
近
く
に
家
を
建
て
て
い

る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
親
の
土
地
を
分
け
て
も
ら
い
自
力
で
家
を
建
て
て
い
る
。
長
女
（
四
○
歳
）
は
以
前
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
出
稼
ぎ
に
出
て
い
て

金
銭
の
蓄
え
が
あ
り
、
そ
の
資
金
で
一
九
九
五
年
に
父
母
の
家
の
隣
に
家
を
新
築
し
て
い
る
。
四
男
（
三
七
歳
）
は
大
工
の
出
稼
ぎ
を
し
て
き
た

経
験
が
あ
る
の
で
、
父
母
の
隣
に
自
分
で
家
を
建
て
た
。
こ
の
よ
う
に
、
親
は
土
地
を
分
与
し
て
く
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
キ
ョ
ウ
ダ
イ
は

互
い
に
家
の
建
設
費
を
援
助
す
る
こ
と
な
く
、
各
自
が
独
力
で
家
を
建
て
て
い
る
。
ま
た
、
長
男
や
次
男
、
四
男
と
も
結
婚
当
初
夫
方
の
親
の

家
屋
に
居
住
し
て
い
た
が
、
そ
の
一
’
二
年
後
に
夫
方
の
親
か
ら
宅
地
を
分
け
て
も
ら
い
世
帯
分
け
を
し
て
い
る
。
次
女
の
場
合
に
限
っ
て
は

妻
方
居
住
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
質
的
に
末
子
と
い
う
立
場
で
、
親
と
同
居
し
老
後
の
面
倒
を
見
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
例
か
ら
、
夫
方
居
住

も
普
通
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
同
じ
家
屋
に
同
居
し
て
い
る
父
母
と
次
女
家
族
の
関
係
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
居
し
て
い
る
父
母
と
次
女
家
族
は
、
農

業
労
働
を
お
こ
な
う
単
位
と
し
て
は
ひ
と
つ
で
あ
り
、
収
穫
し
た
米
を
一
緒
に
食
べ
て
い
る
。
同
居
の
家
族
が
世
代
を
超
え
て
「
共
働
・
共
食
」

合
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
子
供
が
八
人
い
た
が
、
そ
の
う
ち
一
人
が
幼
く
し
て
亡
く
な
っ
た
の
で
現
在
男
五
人
、
女
二
人
の
合
計
七
人
い
る
（
以

下
、
年
齢
は
す
べ
て
一
九
九
八
年
調
査
時
の
も
の
で
あ
る
）
・
三
男
と
末
の
五
男
は
独
身
で
、
三
男
は
プ
ー
ケ
ッ
ト
で
魚
取
り
、
末
子
の
五
男
は
僧
侶

を
し
て
い
て
、
ど
ち
ら
も
プ
ル
ア
ン
地
区
に
は
住
ん
で
い
な
い
。
五
男
は
ど
こ
に
い
る
の
か
す
ら
わ
か
ら
ず
、
音
信
不
通
の
状
態
が
続
い
て
い

た
。
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し
て
い
る
の
は
、
多
く
の
事
例
で
見
ら
れ
る
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。
米
は
余
れ
ば
売
却
し
、
そ
の
資
金
を
肥
料
代
に
充
て
る
。
副
食
の
食
費
は
、

親
子
間
で
互
い
に
融
通
し
あ
っ
て
金
銭
を
捻
出
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
親
子
間
で
厳
密
な
計
算
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
食
費

以
外
の
も
の
は
、
父
母
と
次
女
夫
婦
と
で
は
サ
イ
フ
を
別
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
次
女
の
夫
は
出
稼
ぎ
に
出
て
い
る
が
、
時
々
帰
省
す
る

さ
い
に
妻
に
金
銭
を
渡
し
て
い
る
。
金
銭
を
多
く
持
ち
帰
れ
た
場
合
は
、
妻
の
次
女
が
一
部
を
父
母
に
分
け
る
が
、
少
し
の
場
合
に
は
父
母
に

分
け
る
こ
と
は
し
な
い
。
ま
た
、
次
女
の
子
供
が
風
邪
を
ひ
い
て
入
院
し
た
さ
い
、
父
母
か
ら
五
○
○
○
バ
ー
ツ
借
金
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
借
金
で
あ
り
、
建
前
上
は
返
済
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
調
査
時
現
在
、
一
バ
ー
ツ
は
約
三
・
三
円
）
。
し
か
し
実
際
に
は
、
事
情
に

よ
っ
て
は
融
通
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
娘
婿
が
中
古
の
オ
ー
ト
バ
イ
を
買
う
時
に
五
○
○
○
バ
ー
ツ
の
資
金
援
助
を
し
て
も
ら
っ
て
お
り
、
そ

れ
は
返
さ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
何
か
と
父
母
を
オ
ー
ト
バ
イ
に
乗
せ
て
無
償
で
送
り
迎
え
す
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
長
女
が
父
母
に
あ
げ
た
冷
蔵
庫
や
テ
レ
ビ
は
、
同
居
し
て
い
る
次
女
夫
妻
が
勝
手
に
使
用
し
た
り
処
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
所
有

権
は
、
あ
く
ま
で
父
母
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
同
居
の
場
合
は
、
親
子
の
間
で
は
農
作
業
を
共
に
お
こ
な
い
、
な

お
か
つ
生
計
を
共
に
し
て
い
る
一
方
で
、
世
代
間
で
食
事
以
外
の
も
の
は
所
有
権
を
分
け
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
か
ら
借
り
た
金
銭
は
返
済
が
厳
密
に
求
め
ら
れ
る
。
長
男
と
三
男
が
長
女
か
ら
七
万
バ
ー
ツ
ず
つ
借
り
て
い

る
が
、
こ
れ
は
無
利
子
で
あ
る
点
で
普
通
の
村
人
や
高
利
貸
し
と
は
違
っ
て
い
る
が
、
返
済
の
義
務
が
あ
る
。
キ
ョ
ウ
ダ
イ
が
野
菜
の
収
穫
の

手
伝
い
を
し
て
も
、
そ
の
売
上
代
金
の
一
部
を
手
伝
っ
た
人
に
分
け
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
自
主
的
な
手
伝
い
（
ｏ
言
四
百
コ
色

で
あ
り
、
手
当
て
を
あ
げ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
が
隣
合
っ
て
住
ん
で
い
て
も
、
食
事
を
一
緒
に
す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
く
、

も
し
キ
ョ
ウ
ダ
イ
が
一
緒
に
食
べ
る
と
す
れ
ば
、
副
食
や
主
食
の
ご
飯
を
互
い
に
持
ち
寄
る
か
、
彼
ら
の
父
母
が
負
担
し
て
一
緒
に
食
事
を
す

る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
は
基
本
的
に
別
々
の
家
計
・
生
計
を
成
し
て
い
る
。

長
女
は
離
婚
し
、
現
在
、
台
湾
に
出
稼
ぎ
に
出
て
い
て
不
在
の
た
め
に
、
長
女
の
娘
は
父
母
の
家
に
預
け
ら
れ
て
い
る
。
父
母
が
長
女
の
娘

（
祖
父
母
に
と
っ
て
孫
）
の
面
倒
を
見
て
お
り
、
こ
の
場
合
こ
の
娘
の
食
費
は
祖
父
母
が
負
担
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
長
女
が
以
前
の
ク
ウ
ェ
ー
ト

の
出
稼
ぎ
で
稼
い
だ
資
金
で
両
親
に
冷
蔵
庫
や
テ
レ
ビ
を
購
入
し
て
送
っ
て
遣
し
た
こ
と
、
お
よ
び
新
築
の
家
を
ほ
か
の
人
に
貸
し
て
い
て
、
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農
地
の
経
営
権
の
委
託
は
、
厳
密
に
は
均
分
で
は
な
い
が
、
七
人
の
子
供
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
ほ
ぼ
均
等
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
三
ラ
イ
を

父
母
用
の
分
と
し
て
残
し
、
そ
れ
以
外
を
子
供
た
ち
に
分
け
て
い
る
が
、
同
居
し
て
い
る
次
女
が
父
母
の
分
を
一
緒
に
耕
作
し
て
い
る
。
ま
た
、

現
在
住
ん
で
い
な
い
長
女
と
三
男
、
未
の
五
男
の
分
は
長
男
と
四
男
、
末
娘
の
次
女
が
そ
れ
ぞ
れ
一
緒
に
耕
作
し
て
い
る
。
ま
た
、
長
男
、
四

男
、
次
女
は
そ
れ
ぞ
れ
キ
ョ
ウ
ダ
イ
か
ら
管
理
料
を
も
ら
う
こ
と
も
な
く
、
収
穫
米
は
す
べ
て
取
得
で
き
る
状
況
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
耕

地
三
一
ラ
イ
は
親
子
の
同
居
組
が
一
○
ラ
イ
（
自
分
の
四
十
三
十
三
）
、
長
男
が
九
ラ
イ
（
自
分
の
六
十
三
）
、
四
男
が
七
ラ
イ
（
自
分
の
四
十
三
）
、

次
男
は
五
ラ
イ
と
分
け
ら
れ
て
い
る
。
内
訳
を
詳
細
に
見
て
み
る
と
、
耕
作
し
て
い
な
い
子
供
は
三
ラ
イ
ず
つ
、
耕
作
し
て
い
る
長
男
に
は
六

ラ
イ
、
次
男
に
は
五
ラ
イ
、
四
男
と
次
女
に
は
四
ラ
イ
ず
っ
と
平
等
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
次
女
の
場
合
は
自
分
の
四
ラ
イ
に
加
え
て

親
の
扶
養
分
の
三
ラ
イ
が
あ
る
の
で
、
実
質
七
ラ
イ
に
な
る
。
こ
う
し
た
農
地
の
経
営
権
の
委
託
の
仕
方
は
、
子
供
に
均
分
相
続
を
旨
と
し
て

い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
子
供
が
地
区
に
住
ん
で
い
な
い
場
合
で
も
潜
在
的
に
相
続
す
る
権
利
を
建
前
上
有
し
て
い
る
が
、
在
住
の
子
供
と
不

在
の
子
供
と
の
間
で
は
若
干
の
面
積
の
差
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
と
い
っ
て
も
長
男
と
次
男
に
委
託
さ
れ
て
い
る

面
積
が
多
少
と
も
多
く
、
正
確
に
は
必
ず
し
も
キ
ョ
ウ
ダ
イ
間
で
平
等
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
キ
ョ
ウ
ダ
イ
間
で
も
め
ご

と
が
起
こ
る
わ
け
で
は
な
く
、
均
分
相
続
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
親
の
判
断
が
加
味
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
か
ら
上
が
っ
て
く
る
家
賃
を
父
母
が
受
け
取
っ
て
い
る
事
情
が
あ
る
た
め
、
孫
の
養
育
費
が
相
殺
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
、
も
し

く
は
帰
国
後
に
報
酬
が
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
孫
が
使
用
す
る
オ
ー
ト
バ
イ
の
ガ
ソ
リ
ン
代
や
菓
子
代
な
ど
は
、
彼
女
の
母
親
が
金
銭
を

貸
し
て
あ
る
家
々
を
娘
本
人
が
直
接
訪
ね
て
毎
月
利
子
だ
け
を
受
け
取
り
、
そ
れ
に
充
て
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
祖
父
母
と
孫
の
関
係

の
場
合
も
、
孫
の
食
費
の
み
祖
父
母
が
面
倒
を
見
て
お
り
、
そ
れ
以
外
は
長
女
と
そ
の
娘
が
基
本
的
に
自
己
資
金
で
賄
っ
て
い
る
。

さ
て
次
に
、
農
地
の
相
続
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
友
人
が
二
万
バ
ー
ツ
農
協
か
ら
借
り
た
担
保
に
農
地
が
入
っ
て
い
る
た
め
、
父
母
は
子
供

に
農
地
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
農
地
の
経
営
権
を
子
供
に
委
託
し
て
い
る
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
実
際

に
は
相
続
で
は
な
い
が
、
そ
の
後
引
き
続
い
て
相
続
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相
続
と
み
な
し
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
点
を
あ

に
は
相
続
で
は
な
い
が
、
そ
（

ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
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そ
れ
で
は
、
昔
は
ど
の
よ
う
な
農
作
業
の
協
同
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
ロ
ー
ン
・
パ
ネ
ウ
言
品
宮
。
①
言
、
タ
イ
語

の
ざ
岳
冨
の
ご
で
あ
る
。
こ
れ
は
無
償
で
あ
る
が
、
食
事
が
一
日
二
回
か
ら
三
回
出
さ
れ
て
、
お
互
い
の
世
帯
を
順
繰
り
に
回
っ
て
田
植
え
や

稲
刈
り
の
農
作
業
を
お
こ
な
う
や
り
方
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
、
現
在
で
は
田
植
え
や
稲
刈
り
な
ど
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
、
脱
穀

だ
け
若
干
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
、
一
九
九
七
年
に
村
長
の
家
だ
け
が
農
作
業
が
遅
れ
て
い
た
た
め
、
一
○
○
人
程
が
手
伝
っ

て
ロ
ー
ン
・
パ
ネ
ウ
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
村
長
と
い
う
こ
と
で
き
わ
め
て
例
外
で
あ
り
、
ま
た
協
力
の
仕
方
も
通
常
の
も
の
と
は
異

な
っ
て
い
る
。
岩
田
は
、
ロ
ー
ン
・
パ
ネ
ウ
は
農
作
業
が
著
し
く
遅
れ
た
場
合
な
ど
に
の
み
残
っ
て
お
り
、
普
通
に
は
見
ら
れ
な
い
と
当
時
既

そ
れ
で
は
、
祖
父
母
の
世
代
で
は
相
続
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
調
べ
て
み
る
と
、
祖
父
は
三
人
キ
ョ
ウ
ダ
イ
で
長
男
で
あ
る
。
祖
父
は

二
二
ラ
イ
、
長
女
は
親
を
扶
養
す
る
の
で
多
少
多
く
三
一
ラ
イ
、
末
の
次
女
は
八
ラ
イ
相
続
し
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
長
女
が
両
親
と
同
居
し
、

老
後
の
面
倒
を
見
て
い
る
。
祖
母
の
場
合
は
父
親
の
妻
が
二
人
亡
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
異
母
キ
ョ
ウ
ダ
イ
が
二
○
人
と
多
く
、
キ
ョ
ウ
ダ

イ
の
相
続
は
平
等
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
聞
き
取
り
し
た
限
り
で
は
、
年
輩
者
の
世
代
は
総
じ
て
均
分
相
続
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
岩

田
も
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
「
す
べ
て
の
子
供
に
平
等
に
分
割
す
る
こ
と
が
た
て
ま
え
で
あ
る
」
と
述
べ
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
親
の
老
後

の
面
倒
を
み
る
の
で
末
子
に
多
く
配
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
キ
ョ
ウ
ダ
イ
の
喧
嘩
を
防
ぐ
た
め
に
「
父
親
の
意
思
が
大
き
く
物
を
い
う
こ

と
に
な
る
」
と
、
相
続
の
規
模
が
親
の
意
思
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
二
一
六
ペ
ー
ジ
）
。
以
上
の
よ
う
に
、
昔
は
子
供
へ
の
相
続

が
父
親
の
裁
量
に
比
較
的
任
さ
れ
て
い
た
た
め
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
は
必
ず
し
も
平
等
に
相
続
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

岩
田
の
報
告
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
一
九
六
○
年
代
に
は
基
本
的
に
家
族
農
業
経
営
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
（
一
二
九
ペ
ー
ジ
）
、
現
在
で
も

こ
れ
は
変
化
し
て
い
な
い
。
こ
の
事
例
で
も
、
農
作
業
は
キ
ョ
ウ
ダ
イ
間
で
あ
っ
て
も
世
帯
別
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。
自
分
の
農
地
の
農
作
業

が
済
む
と
、
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
キ
ョ
ウ
ダ
イ
を
手
伝
い
に
行
く
が
、
自
分
の
と
こ
ろ
が
済
ま
な
け
れ
ば
手
伝
い
に
行
く
こ
と
は
な
い
。
こ

の
場
合
、
手
伝
い
に
行
っ
て
も
金
銭
で
の
報
酬
は
な
く
、
そ
の
日
の
昼
と
夕
方
の
二
回
に
食
事
と
酒
が
振
舞
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
農
作

業
の
手
伝
い
方
式
を
チ
ュ
エ
イ
・
カ
ニ
ア
（
の
言
①
壽
四
ョ
巴
と
い
う
。
こ
の
や
り
方
は
、
あ
く
ま
で
各
世
帯
の
家
族
農
業
の
自
立
を
前
提
に
し
た

手
伝
い
合
い
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
昔
は
心
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タ
イ
全
土
で
も
、
脱
穀
の
ロ
ー
ン
・
ケ
ー
ク
だ
け
は
比
較
的
最
近
ま
で
残
っ
て
い
る
。
農
作
業
の
な
か
で
も
脱
穀
作
業
は
、
ロ
ー
ン
・
ケ
ー

ク
の
労
働
形
態
に
比
較
的
適
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ル
ア
ン
地
区
の
脱
穀
の
ロ
ー
ン
・
パ
ネ
ウ
は
、
事
例
で
取
り
上
げ
た
事
例
の
親
族
の

場
合
、
以
下
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
一
九
九
七
年
に
は
、
父
母
と
同
居
し
て
い
る
次
女
の
夫
（
次
女
は
小
さ
な
子
供
が
い
る
た
め
欠
席
）
、
四

男
の
夫
婦
二
人
、
そ
れ
と
脱
穀
機
を
所
有
し
て
い
る
人
と
そ
の
キ
ョ
ウ
ダ
イ
な
ど
の
計
一
○
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
脱
穀
機
の
使
用
料
が

別
に
必
要
と
さ
れ
る
。
九
八
年
は
次
男
夫
婦
が
加
わ
り
、
ま
た
人
数
も
増
え
て
い
る
。
こ
の
ロ
ー
ン
・
パ
ネ
ウ
は
主
に
二
つ
の
親
族
が
集
ま
っ

て
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
親
族
内
の
主
た
る
関
係
は
キ
ョ
ウ
ダ
イ
で
あ
り
、
し
か
も
毎
年
都
合
の
よ
い
人
だ
け
が
加
わ
っ
て
い
て
メ
ン
バ
ー

が
必
ず
し
も
固
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
特
徴
を
ロ
ー
ン
・
パ
ネ
ウ
は
有
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
農
作
業
を
み
て
も
、
親
子
・
キ
ョ
ウ
ダ
イ
で
世
帯
を
別
に
す
れ
ば
、
自
分
の
家
の
農
作
業
が
終
わ
ら
な
け
れ
ば
親
子
・
キ
ョ
ウ
ダ
イ

の
農
作
業
を
手
伝
い
に
行
く
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
た
姿
は
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
は
基
本
的
に
家
計
を
別
に
し
、
対
等
に
助
け
合
う
関
係
に
あ
る
こ

と
こ
ろ
で
、
親
子
関
係
の
規
範
に
つ
い
て
は
、
タ
イ
社
会
で
は
一
般
に
仏
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
わ
れ
て

き
た
。
仏
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
、
親
の
恩
（
タ
イ
語
の
言
。
客
屋
。
）
な
い
し
報
恩
感
謝
の
気
持
ち
（
タ
イ
語
の
百
画
三
口
巳
が
子
供

た
ち
に
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
（
シ
日
日
己
宅
藍
謂
）
。
こ
う
し
た
観
念
は
現
在
で
も
タ
イ
人
に
根
強
く
保
持
さ
れ
て

お
り
、
息
子
の
得
度
が
母
親
へ
の
恩
返
し
に
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
プ
ル
ア
ン
地
区
の
場
合
は
、

仏
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
そ
れ
ほ
ど
強
く
見
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
プ
ル
ア
ン
地
区
に
は
、
「
両
親
は
一
○
人
の
子
供
を
育
て
ら
れ
る
が
、
一

○
人
の
子
供
は
両
親
を
扶
養
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
諺
が
あ
る
。
こ
の
諺
に
は
、
親
の
恩
が
全
く
強
調
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た

事
態
は
、
親
子
関
係
が
仏
教
で
い
う
ブ
ン
ク
ン
（
親
の
恩
）
の
文
脈
で
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
北
タ
イ
や
東
北

に
述
べ
て
い
る
が
（
一
三
○
ペ
ー
ジ
）
、
お
そ
ら
く
一
九
六
○
年
代
に
は
脱
穀
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
田
植
え
や
稲
刈
り
な
ど
で
も
ま
だ
ロ
ー
ン
・

パ
ネ
ウ
は
残
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
村
人
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
ン
・
パ
ネ
ウ
が
な
く
な
っ
た
の
は
こ
こ
一
○
年

か
ら
二
○
年
位
前
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
を
示
し
て
い
る
。
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農
業
は
家
族
経
営
で
営
ま
れ
て
い
る
。
夫
婦
が
対
に
な
っ
て
田
植
え
を
し
た
り
、
草
取
り
な
ど
日
頃
の
農
作
業
を
す
る
光
景
を
し
ば
し
ば
見

か
け
た
が
、
こ
う
し
た
姿
は
家
族
農
業
の
基
本
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
夫
婦
の
う
ち
ど
ち
ら
か
片
方
が
欠
け
た
場
合
、
労

働
力
の
不
足
を
き
た
し
、
親
子
の
世
帯
間
で
協
働
す
る
か
、
小
作
に
出
す
か
、
何
ら
か
の
対
応
が
必
要
に
な
る
。
農
業
で
注
目
し
て
お
き
た
い

も
う
ひ
と
つ
の
点
は
、
農
業
労
働
が
夫
婦
の
対
を
基
本
に
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
男
性
が
主
、
女
性
が
従
と
い
う
分
担
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
耕
起
を
始
め
と
す
る
重
労
働
の
農
業
は
主
に
男
性
の
分
担
で
あ
り
、
草
取
り
や
軽
作
業
な
ど
は
主
に
女
性
の
分
担
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

夫
婦
の
分
担
が
厳
密
に
規
範
と
し
て
決
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
プ
ル
ア
ン
地
区
で
も
「
男
性
は
仕
事
、
女
性
は
家
庭
の
こ
と
に
責
任

を
持
っ
て
い
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
以
前
は
女
性
が
出
稼
ぎ
に
出
る
の
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
っ
た
。
女
性
が
出
稼
ぎ
に
出
る
の
は
こ

こ
一
○
年
く
ら
い
の
こ
と
で
あ
り
、
昔
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
光
景
で
あ
る
。
タ
イ
・
ク
メ
ー
ル
人
の
農
村
家
族
で
も
、
夫
婦
な
い
し
男
女
が

相
互
に
補
完
し
あ
い
生
産
・
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

農
業
生
産
に
お
け
る
こ
う
し
た
男
性
と
女
性
の
補
完
関
係
は
、
家
庭
生
活
の
な
か
で
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
先
の
事
例
で

は
、
普
段
、
祖
父
は
籠
作
り
、
祖
母
は
水
牛
の
世
話
と
機
織
り
、
娘
が
忙
し
い
と
き
の
孫
の
世
話
、
娘
は
畑
の
仕
事
と
家
事
、
子
供
の
世
話
を

分
担
し
て
い
た
。
娘
の
夫
は
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
い
る
。
帰
省
し
て
い
る
と
き
に
は
、
畑
の
仕
事
を
妻
と
し
な
が
ら
、
そ
の
他
の
こ
と
を
必
要
に

以
上
、
家
↑

こ
と
に
す
る
。 家
族

タ
イ
北
部
で
は
、
出
稼
ぎ
に
出
て
行
っ
た
子
供
た
ち
が
帰
っ
て
来
て
両
親
の
農
作
業
を
手
伝
わ
な
け
れ
ば
親
の
不
平
・
不
満
を
か
う
こ
と
で
あ

ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
光
景
が
見
ら
れ
な
い
。
「
自
分
で
自
活
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
」
と
い
う
返
事
が
、
親
か
ら
返
っ
て
く

る
。
子
世
帯
の
独
立
性
、
自
律
性
を
望
む
声
が
、
親
か
ら
強
く
聞
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

五
夫
婦
関
係
の
性
格

観
と
親
子
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
次
に
、
夫
婦
関
係
を
取
り
上
げ
て
同
様
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
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祖
母
が
水
牛
の
世
話
を
し
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
祖
母
が
水
牛
の
所
有
権
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
祖
父
母
の
二
人
が
と
も
に

所
有
権
を
持
っ
て
い
る
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
財
産
は
夫
婦
間
で
二
人
の
共
有
物
と
強
く
観
念
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
タ
イ
・
ラ
ー

オ
人
と
比
べ
る
と
夫
婦
間
の
別
財
意
識
は
弱
く
、
特
徴
を
成
し
て
い
る
と
い
え
る
。
夫
婦
の
別
財
意
識
の
有
無
に
つ
い
て
質
問
す
る
と
、
き
ま
つ

（
７
）

て
夫
婦
の
共
有
を
強
調
す
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
・
結
婚
の
停
止
や
離
婚
し
た
場
合
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
寄
っ
た
財
産
を
別
々

に
分
け
る
と
い
う
発
想
は
あ
ま
り
聞
か
れ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
離
婚
な
ど
で
は
い
な
く
な
っ
た
夫
の
農
地
を
将
来
子
供
に
相
続
さ
せ
る
こ

と
で
処
理
し
て
い
る
の
で
、
問
題
が
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
土
着
儀
礼
が
夫
婦
の
対
の
重
要
性
を
理
念
と
し
て
強
調

し
て
い
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
見
る
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
と
併
せ
て
、
男
性
優
先
の
考
え
方
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
先
に
事
例
で
見
た
水
牛
の
価
格
交

渉
で
も
、
水
牛
を
飼
っ
て
い
る
の
は
祖
母
で
あ
る
が
、
直
接
交
渉
し
て
い
る
の
は
祖
父
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
家
庭
の
外
の
こ
と
、
つ
ま
り

「
公
的
領
域
」
の
こ
と
は
男
性
が
責
任
を
持
つ
領
域
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
家
庭
の
な
か
の
こ
と
は
女
性
が
受
持
つ
領
域
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
男
性
は
家
庭
の
外
の
仕
事
、
た
と
え
ば
政
治
や
防
犯
な
ど
を
お
こ
な
い
、
女
性
は
家
庭
に
い
て
家
計
を
き
り
も
り
し
、
そ
の
結
果
家

庭
生
活
は
母
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ル
ア
ン
地
区
に
は
「
男
性
は
象
の
前
足
、
女
性
は
象
の
後
足
」
と
い
う
諺
⑦
貝
宮
田
信

ら
ご
墓
）
こ
そ
な
い
が
、
こ
れ
と
同
様
の
考
え
方
は
あ
っ
た
。
地
区
内
で
は
「
夫
は
妻
よ
り
も
先
に
考
え
、
妻
は
そ
の
後
に
考
え
る
」
と
い
う

こ
こ
で
、
夫
婦
の
関
係
を
あ
る
出
来
事
を
通
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
あ
る
日
、
祖
母
が
飼
育
し
て
い
る
水
牛
を
あ
る
村
人
が
購
入
す
る
た

め
に
立
ち
寄
っ
た
。
買
い
に
来
た
男
性
は
祖
父
の
イ
ト
コ
に
あ
た
る
人
で
、
話
合
い
は
祖
父
と
の
間
で
な
さ
れ
た
。
最
初
、
イ
ト
コ
は
普
通
の

相
場
価
格
よ
り
低
い
値
段
を
提
示
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
祖
父
が
納
得
せ
ず
、
結
局
他
人
ど
う
し
の
間
の
売
買
価
格
に
近
い
も
の
で
決
着
し

た
。
こ
の
値
段
の
交
渉
の
過
程
で
祖
父
と
祖
母
は
話
し
合
い
を
持
ち
、
合
意
で
き
な
け
れ
ば
合
意
で
き
る
ま
で
祖
父
と
祖
母
の
間
で
話
し
合
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
後
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
分
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
男
性
が
決
定
権
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
夫
婦

れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
雑

応
じ
て
手
伝
っ
て
い
る
。

の
合
意
で
決
ま
る
の
で
あ
る
。
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考
え
方
を
し
て
い
る
が
、
男
性
の
地
位
の
ほ
う
が
女
性
よ
り
優
越
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
世
帯
の
代
表
は
い
つ
も
男
性
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
キ
ョ
ウ
ダ
イ
五
人
だ
け
で
住
ん
で
い
る
場
合
、
代
表
者

は
一
番
年
上
の
姉
が
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
独
身
の
オ
バ
の
家
に
メ
イ
が
夫
と
子
供
を
つ
れ
て
同
居
し
て
い
る
場
合
に
は
、
代
表
者
は
年
輩

の
オ
バ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
世
帯
の
代
表
権
に
あ
っ
て
は
、
性
別
原
理
よ
り
も
年
齢
の
原
理
が
卓
越
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
ク
メ
ー
ル
人
は
土
着
儀
礼
を
根
強
く
保
持
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
上
座
部
仏
教
と
は
異
な
る
側
面
も
少
な
く
な
い
。
な
か
で
も

特
徴
的
な
も
の
は
、
重
要
な
地
区
の
祭
祀
に
あ
た
っ
て
男
女
が
一
組
で
司
祭
を
つ
と
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
集
落
の
守
護
霊
祭

り
（
の
ｇ
国
、
タ
イ
語
の
閉
己
冒
邑
や
遺
跡
の
土
地
霊
祭
祀
（
の
①
邑
冨
亘
と
い
っ
た
地
区
レ
ベ
ル
の
重
要
な
儀
礼
が
そ
う
で
あ
る
お
異
○

乞
毛
四
、
佐
藤
一
九
九
九
ｂ
）
。
こ
の
よ
う
に
男
女
が
対
に
な
っ
て
司
祭
を
つ
と
め
祭
祀
を
執
り
お
こ
な
う
こ
と
は
、
北
タ
イ
や
中
央
タ
イ
、
さ

ら
に
東
北
タ
イ
北
部
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
儀
礼
の
主
催
者
が
男
女
が
対
に
な
っ
て
執
り
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
が
あ
り
、
そ
れ
は
稲
魂
祭
り
や
初
穂
刈
り
儀
礼
、
一
番
柱
儀
礼
、
新
築
儀
礼
な
ど
多
く
の
家
の
儀
礼
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。

結
婚
式
も
妻
方
で
お
こ
な
っ
た
後
、
そ
の
翌
日
に
夫
方
で
結
婚
式
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
ま
た
、
結
婚
式
で
の
招
魂
儀
礼
の
さ
い
、
仮
に
建
て

ら
れ
た
柱
（
ｇ
３
９
匡
日
）
に
き
ま
っ
て
刀
と
銃
が
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
刀
と
銃
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
夫
婦
間
で
合
意
が
大
切
で
あ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
（
佐
藤
一
九
九
九
ｂ
）
。
つ
ま
り
、
離
婚
し
て
も
よ
い
が
、
合
意
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、
妾
な
ど
を

よ
そ
に
つ
く
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
と
、
村
人
は
説
明
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
プ
ル
ア
ン
地
区
で
は
離
婚
や
結
婚
停
止
が
少
な
く
、
調
査
結

果
で
は
三
五
一
戸
の
う
ち
死
亡
か
離
婚
か
不
明
な
婚
姻
一
○
組
を
除
い
た
婚
姻
数
四
一
九
組
の
う
ち
で
離
婚
一
二
組
（
二
・
九
％
）
、
結
婚
停
止

ま
た
、
結
婚
式
の
最
後
に
共
食
儀
礼
を
執
り
お
こ
な
う
が
、
そ
の
さ
い
司
祭
は
夫
婦
が
対
で
あ
る
こ
と
、
合
意
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
、
ロ

ウ
ソ
ク
を
対
に
し
て
説
明
す
る
。
ま
た
、
男
性
が
女
性
に
優
先
す
る
観
念
も
併
せ
て
あ
る
。
こ
れ
は
、
夫
が
妻
の
足
の
上
に
乗
せ
て
足
を
洗
っ

て
か
ら
二
階
に
登
る
こ
と
や
、
共
食
儀
礼
の
さ
い
妻
が
夫
に
始
め
に
食
べ
さ
せ
て
か
ら
次
に
自
分
で
食
べ
る
と
い
う
行
為
の
な
か
に
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
結
婚
式
に
は
、
夫
優
先
の
観
念
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
夫
婦
の
補
完
性
と
合
意
を
重
視
す
る
観
念
が
儀
礼
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

三
組
（
○
・
七
％
）
で
あ
っ
た
。
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と
し
て
強
く
見
ら
れ
る
（
佐
藤
一
九
九
九
ｂ
）
。

タ
イ
人
の
夫
婦
（
男
女
）
関
係
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
に
農
村
に
お
い
て
男
性
の
地
位
の
優
越
性
が
見
ら
れ
る
が
命
三
の
匡
国
長
ら
弓
塾
》

シ
日
四
国
邑
麗
些
巴
、
そ
の
根
拠
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
仏
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
求
め
ら
れ
て
き
た
（
シ
日
四
国
己
麗
些
謁
』
塞
言
屋
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
男
性
の
女
性
に
対
す
る
優
越
性
は
簡
単
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
仏
教
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
い
え
な
い

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
夫
婦
勇
女
）
の
補
完
性
、
合
意
の
重
要
性
も
併
せ
て
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
、

紙
幅
の
余
裕
が
な
い
の
で
改
め
て
別
槁
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
指
摘
の
み
に
と
ど
め
る
。

タ
イ
の
家
族
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
北
タ
イ
を
調
査
し
た
デ
ー
ヴ
ィ
ス
が
用
い
た
「
女
性
の
構
造
的
優
越
」
ｅ
四
ｓ
の
ご
匿
孟
巴
と
い

う
表
現
ほ
ど
適
切
な
表
現
は
な
い
。
そ
れ
は
、
女
性
が
妻
方
居
住
と
財
産
相
続
に
お
け
る
優
越
的
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
概
念

化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
プ
ル
ア
ン
地
区
の
家
族
構
造
を
検
討
す
る
と
、
居
住
に
関
し
て
は
妻
方
居
住
が
優
越
し
て
い
る
が
、

事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
夫
方
居
住
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
妻
方
居
住
が
規
範
と
し
て
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
相
続
に
お
い
て
は
男

性
の
ほ
う
が
女
性
よ
り
多
少
と
も
優
先
が
見
ら
れ
、
女
性
の
優
先
は
見
ら
れ
な
い
。
末
子
や
末
娘
が
親
の
老
後
の
面
倒
を
み
る
こ
と
が
多
い
が
、

長
子
も
そ
れ
に
次
い
で
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
妻
（
女
性
）
が
夫
（
男
性
）
と
比
べ
て
、
必
ず
し
も
「
女
性
の
構
造
的
優
越
」
を
形
成

し
て
い
な
い
。
土
着
儀
礼
の
な
か
で
男
女
の
補
完
性
と
合
意
重
視
の
観
念
が
儀
礼
上
卓
越
し
て
見
ら
れ
る
点
は
、
北
タ
イ
や
東
北
タ
イ
北
部
な

ど
、
ほ
か
の
地
域
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
土
着
信
仰
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
家
族
生
活
や
夫
婦
関
係
の
形
成
の
あ
り
方

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
プ
ル
ア
ン
地
区
を
事
例
と
し
て
、
ク
メ
ー
ル
農
村
の
家
族
構
造
を
親
子
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
、
夫
婦
の
関
係
の
性
格
理
解
を
通
し
て
見
て

き
た
。
タ
イ
・
ク
メ
ー
ル
研
究
は
タ
イ
研
究
全
体
の
な
か
で
も
き
わ
め
て
少
な
い
が
ゆ
え
に
、
今
後
と
も
様
々
な
角
度
か
ら
さ
ら
な
る
研
究
の

六
結
び
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積
み
重
ね
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

《
汪（

１
）
ク
イ
人
は
ク
イ
語
を
話
す
人
々
で
、
主
と
し
て
東
北
タ
イ
南
部
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
居
住
し
て
い
る
。
タ
イ
族
の
王
朝
が
、
か
っ
て
貢
納
す
る

人
々
を
意
味
す
る
ス
ワ
イ
族
（
呂
巴
）
と
彼
ら
を
呼
ん
で
き
た
こ
と
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
タ
イ
在
住
の
ク
イ
人
の
農

村
研
究
は
、
サ
イ
デ
ン
フ
ァ
ー
デ
ン
な
ど
の
わ
ず
か
な
研
究
し
か
な
く
⑦
①
丘
の
具
且
①
ご
岳
良
○
言
ご
乞
窒
①
甘
・
）
、
ク
イ
語
を
話
せ
る
ク
イ

人
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
後
の
ク
イ
人
研
究
が
急
が
れ
る
。

（
２
）
本
稿
で
は
、
家
族
は
親
族
の
う
ち
で
協
働
関
係
に
あ
る
人
々
、
世
帯
は
家
計
で
は
な
く
、
同
居
し
て
い
る
人
々
を
単
位
と
し
た
概
念
で
あ
る

と
定
義
す
る
。
ま
た
、
家
族
構
成
の
分
類
で
あ
る
家
族
形
態
は
森
岡
清
美
・
望
月
嵩
の
分
類
に
従
っ
た
（
一
九
八
七
二
五
）
。
な
お
、
岩
田
の

家
族
形
態
の
デ
ー
タ
は
、
筆
者
が
再
分
類
し
直
し
て
用
い
て
い
る
。

（
３
）
農
民
は
、
牛
車
に
籾
米
が
二
○
リ
ッ
ト
ル
入
り
の
容
器
（
岸
画
長
）
で
三
六
入
れ
ら
れ
る
の
を
基
準
に
し
て
割
合
を
算
出
し
て
い
る
た
め
、
八

対
二
八
が
標
準
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
、
実
際
に
一
○
対
二
六
や
一
二
対
二
四
、
六
対
三
○
と
い
っ
た
割
合
が
あ
る
が
、
小

作
料
の
割
合
は
地
主
と
小
作
人
の
話
し
合
い
で
決
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
割
合
を
二
対
八
で
は
な
く
八
対
二
八
と
表
記
し
た
の
は
、
三
六
を
算
出

の
母
数
に
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
小
作
料
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
て
、
農
民
の
表
現
の
ま
ま
に
記
す
こ
と
に
し
た
。

（
４
）
○
ぎ
ぎ
目
○
」
は
タ
イ
の
内
務
省
、
大
蔵
省
、
厚
生
省
な
ど
合
計
九
省
庁
が
共
同
で
毎
年
実
施
担
当
し
て
い
る
国
民
調
査
の
呼
称
で
、
正
式

名
称
は
「
世
帯
基
礎
資
料
（
言
ヨ
ロ
ロ
ー
ハ
ミ
四
日
８
日
罵
邑
９
口
ご
国
口
言
信
冑
匡
四
『
弓
巴
］
）
」
と
い
い
、
調
査
項
目
は
世
帯
構
成
の
ほ
か
に
年
収

付
記

本
調
査
は
、
国
際
交
流
基
金
の
平
成
八
年
度
「
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
事
業
」
の
資
金
を
受
け
て
プ
ル
ア
ン
地
区
の
調
査
を
一
九
九
八
年
の
九
月
か
ら

翌
年
の
三
月
ま
で
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ホ
ス
ト
に
な
っ
て
い
た
だ
い
た
シ
ー
ナ
カ
リ
ン
ヴ
ィ
ロ
ー
ト
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
所
の
プ

ラ
ッ
プ
ル
ン
・
コ
ン
チ
ャ
ナ
所
長
、
現
地
で
調
査
の
お
世
話
を
い
た
だ
い
た
ス
リ
ン
国
立
大
学
の
ア
ー
チ
ャ
ラ
ー
・
パ
ヌ
ラ
ッ
ト
学
長
、
そ
れ
か
ら

プ
ル
ア
ン
地
区
の
人
々
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
査
読
者
か
ら
丁
寧
な
コ
メ
ン
ト
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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シ
ョ
閏
四
酉
晨
協
凰
ｇ
》
ｚ
冑
扁
日
巳
国
日
号
后
葺
向
己
望
ヨ
○
困
画
》
三
尉
閏
ヨ
》
ご
ま
．
』
琴
へ
ｓ
ミ
尋
ミ
暑
○
ミ
ミ
ミ
胃
ゑ
あ
雪
ｇ
弓
狩
ミ
宮
‐

ミ
ミ
自
琴
ｓ
ご
菖
具
〆
一
国
穴
昌
匡
の
づ
こ
“
吾
の
【
一
画
穴
巨
匡
の
ゴ
ロ
句
○
吋
ロ
日
○
コ
シ
の
国
。
ご
く
○
日
の
Ｐ

ｏ
冨
一
も
○
号
ご
画
．
己
臼
・
《
弓
言
詞
目
巴
弓
冨
一
両
曽
三
ご
”
の
○
ョ
の
○
房
の
弓
里
さ
吊
四
己
詞
＄
の
冑
ｇ
ｚ
開
房
》
ゞ
ヨ
記
ｓ
ｏ
ミ
。
苫
自
害
ミ
、
ミ
ミ
曾
国
菖
包

配
ご
謹
め
、
琴
○
一
割
の
壁
竜
こ
の
二
国
四
コ
、
穴
○
戸
卵
目
。
巽
詳
匡
庁
の
○
哺
勺
Ｏ
ｐ
ｐ
匿
匙
○
コ
の
庁
匡
ｇ
ｏ
の
．

引
用
文
献

シ
ョ
国
３
勺
目
甥
呂
言
戸
己
君
．
農
悪
日
言
の
日
弓
言
○
ご
巴
己
も
国
蚤
喫
三
○
ョ
ｇ
げ
き
Ｑ
巴
三
○
扇
ｇ
①
昌
冒
弓
冨
旨
呂
ご
》
ヨ
三
国
呂
切
陣
蟹
ご

弓
．
（
＆
巴
・
ミ
ミ
尽
震
⑦
§
ａ
ミ
記
⑮
き
き
鼠
色
旨
Ｑ
ｂ
ｇ
Ｑ
・
曽
尽
ミ
ミ
ョ
ミ
の
胃
討
ご
・
三
○
日
２
㎡
野
口
９
＄
○
２
房
【
》
○
三
目
ｍ
三
日

弓
．
（
①
Ｑ
巴
》

が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
調
査
は
、
村
役
人
が
村
人
全
戸
の
調
査
票
を
調
査
を
せ
ず
に
自
分
で
記
入
す
る
た
め
正
確
さ
に
か
け
て
い
る
。
筆
者

が
お
こ
な
っ
た
数
か
村
の
調
査
で
は
、
無
記
入
な
い
し
役
員
が
勝
手
に
記
入
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
き
わ
め
て
杜
撰
な
も
の
で
あ
っ
た
。
昨
今
、

年
収
の
資
料
を
用
い
て
議
論
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
資
料
の
精
度
に
つ
い
て
注
意
を
要
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

（
５
）
こ
の
文
は
、
シ
日
四
国
が
○
冨
一
酉
号
尉
言
（
乞
皀
）
の
論
文
を
引
用
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
「
血
縁
関
係
に
は
必
ず
し
も
関
係
し
な
い
親

族
集
団
」
と
い
う
表
現
は
、
タ
イ
の
家
族
で
は
子
供
が
い
な
い
場
合
な
ど
、
老
後
の
世
話
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
ら
い
子
な
い
し
養
子
を
と
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
血
縁
関
係
に
な
い
人
に
死
後
、
財
産
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
を
約
束
し
て
同
居
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
た

め
、
先
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）
岩
田
は
プ
ー
イ
・
モ
ー
イ
・
カ
ニ
ア
を
双
系
の
親
族
で
あ
り
（
二
○
’
二
二
ペ
ー
ジ
）
、
婚
姻
が
む
し
ろ
同
じ
プ
ー
イ
の
な
か
で
優
先
的

に
選
好
さ
れ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
（
一
七
八
ペ
ー
ジ
）
。
ま
た
、
双
系
の
親
族
を
表
す
ポ
ン
パ
オ
ン
に
つ
い
て
は
何
ら
触
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
ら
の
点
で
、
筆
者
の
調
査
内
容
と
食
い
違
い
が
あ
る
。
村
人
の
み
な
ら
ず
、
ア
ー
チ
ャ
ラ
ー
博
士
も
プ
ー
イ
は
血
統
（
タ
イ
語
の
客
ｇ
な
い

し
ｇ
四
○
昌
画
。
）
を
意
味
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。

（
７
）
結
婚
停
止
と
は
、
行
政
に
提
出
す
る
書
類
上
は
離
婚
し
て
い
な
い
が
、
実
際
に
は
連
絡
も
と
ら
ず
に
一
方
的
に
別
居
し
て
い
る
状
態
を
指
し

て
い
る
。

ロ
ヨ
ぐ
の
厨
』
ご

●
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水
野
浩
一
、
一
九
八
一
、
「
タ
イ
農
村
の
社
会
組
識
」
創
文
社

森
岡
清
美
・
望
月
嵩
、
一
九
八
七
、
「
新
し
い
家
族
社
会
学
（
改
訂
版
こ
培
風
館

佐
藤
康
行
、
一
九
九
八
、
「
東
北
タ
イ
農
民
生
活
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
構
造
」
、
内
山
田
康
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
恥
移
動
と
後
期
近
代
』
国
際
開
発

高
等
教
育
機
構
・
国
際
開
発
セ
ン
タ
ー

Ｉ
、
ご
毛
四
・
震
。
富
岳
の
四
己
。
。
三
目
ご
ａ
９
日
目
三
昌
幽
己
要
ョ
ご
冒
弓
冨
了
【
言
昂
『
く
こ
猪
の
葛
》
車
言
、
ミ
ミ
湧
具
誉
璽
量

ｇ
ミ
、
討
葛
馬
具
詮
切
言
章
毎
へ
昌
一
の
ミ
ミ
品
計
ミ
淫
脇
目
言
ご
黄

‐
、
一
九
九
九
ｂ
、
「
タ
イ
・
ク
メ
ー
ル
人
の
農
村
生
活
と
宗
教
」
第
一
回
日
本
タ
イ
学
会
発
表
資
料

靜
己
ｇ
註
号
員
卑
弄
》
ご
認
．
↑
弓
言
尿
昌
雰
呂
行
ａ
ｓ
ョ
言
昌
四
四
己
の
国
ヨ
》
ゞ
ご
ミ
ミ
ミ
ミ
一
言
の
胃
ミ
の
。
ミ
轡
．
＄
‐
障
野
岳
百
言
目
言
の
国
冒

の
冨
巳
》
Ｆ
》
国
昌
訂
｝
国
・
三
百
三
男
言
》
宍
．
四
己
弓
の
×
８
『
》
詞
．
由
．
岳
圏
．
切
言
蔦
馬
記
言
二
言
鴇
皿
隆
車
ミ
ミ
ミ
園
こ
ぎ
へ
暑
旦
陣
ミ
叱
○
言
誌

穐
℃
心
的
ｌ
催
い
》
国
ｍ
ｐ
ｍ
穴
○
天
恥
○
○
『
ご
里
一
詞
の
の
①
四
『
の
ご
○
の
ご
庁
の
尻

重
富
真
一
、
一
九
九
六
、
「
タ
イ
農
村
開
発
と
住
民
組
織
」
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

雪
三
三
堕
国
与
呂
目
》
両
言
号
の
言
三
８
局
四
呂
三
甘
言
２
句
昂
自
国
国
》
ら
君
（
乞
宙
）
．
、
冒
馬
の
旦
罫
、
客
房
亀
尋
ミ
ミ
』
亘
障
』
ざ
ミ
ミ
ミ
馬

雪
目
》
ｓ
言
菖
具
国
四
口
”
穴
○
穴
皿
少
の
国
国
○
○
戸
の
．

。
ご
ロ
ロ
の
吋
尉
四
二
国
言
ゞ
胃
＠
の
Ｐ
《
皇
弓
四
ヰ
ゴ
四
．
四
《
一
〕
曽
己
穴
曽
〕
一
国
国
函
ｇ
〕
巴
〕
ぬ
穴
ｏ
ｐ
ｍ
○
画
四
○
言
茸
臼
１
戸
巳
（
の
巨
巴
）
ご
巴
○
四
ｍ
乏
四
《
の
こ
『
言
》
》
）
雪
含
廷
吾
邑
菖
国
尋
画
》
言
の
震
ご
苫

●

ミ
ロ
の
言
ミ
弓
ミ
謹
冨
卵
詐
ミ
宮
ミ
ふ
き
葛
⑳
黄
昏
ｏ
麓
ヘ
ミ
の
震
亙
曽
の
ロ
ヨ
員
の
匡
己
君
異
曽
国
昏
四
日
の
四
ｍ
君
異
２
国
Ｐ

ロ
“
急
の
》
罰
甘
ご
囚
『
９
毛
ｍ
↑
』
、
慧
国
旨
叱
ニ
ヘ
凰
員
ご
香
勇
司
Ｂ
・
画
四
コ
ｍ
穴
○
天
皿
勺
四
ご
ｇ
ｏ
『
Ｐ

岩
田
慶
治
、
一
九
六
九
、
『
東
南
ア
ジ
ア
の
こ
こ
ろ
」
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

二
号
己
ｇ
ご
己
吊
国
賓
言
呂
日
房
三
Ｆ
四
．
空
信
の
四
且
○
巳
冒
昂
さ
門
口
２
座
呂
日
①
晨
乞
誤
Ｐ
昏
曽
苫
尋
さ
ミ
雲
ヘ
ミ
局
言
包
言
菖
寒
ミ
ミ
導
き

罫
ｓ
［
両
。
ｏ
再
ｇ
ｏ
ロ
①
島
四
旦
宍
ゴ
ョ
の
『
ヨ
目
写
巴
両
国
＆
．

三
目
四
巨
口
巳
ご
己
く
の
『
凶
昌
〕
言
里
岸
匡
房
旦
Ｐ
四
コ
ｍ
屋
四
ｍ
の
四
コ
Ｑ
○
三
言
吋
の
ざ
門
口
の
ぐ
ｇ
Ｏ
ｐ
ｇ
①
貝
『
己
の
ｍ
ｐ
ｍ
冒
謹
冒
菖
章
寿
ミ
ミ
向
吾
ｏ
旨
の
香
ミ
計
ミ
［
両
ロ
ｏ
望
ｇ
ｏ
ロ
の
ｑ
国

の
○
○
』
の
庁
冨

＆
尿
昌
］
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普
房
昌
四
信
酉
○
一
号
呂
冨
｝
ご
弓
．
《
《
目
冨
ｇ
目
唱
晨
詞
○
行
具
弓
百
日
三
○
日
ｇ
こ
》
尋
言
Ｒ
ミ
ミ
甥
旦
尋
、
樽
ｅ
§
尋
ｇ
曼
鳶
ミ
、
旦
尋
⑲

誉
討
ミ
ミ
さ
言
ミ
」
の
曽
菖
鞄
冴
ご
言
曽
鼠
崔
閉
ミ
ミ
写
ご
言
．

（
新
潟
大
学
比
較
歴
史
社
会
学
・
タ
イ
地
域
研
究
）
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