
隠
居
慣
行

を
め
ぐ
る

一
考
察

大
間
知
民
俗
学
の
継
承

八

木

透

は

じ

め

に

隠
居
制
の
研
究
は
、
日
本
の
家
族
制
研
究
の

一
端
と
し
て
、
比
較
的
古
く
か
ら
脚
光
を
あ
び
、
様
々
な
方
面
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
主
と
し
て
、
法
制
史
学
、
社
会
学
等
の
立
場
に
お
け
る
も
の
が
大
半
で
あ

っ
て
、
日
本
の
諸
地
域
に
慣

行
と
し
て
今
な
お
存
在
す
る
隠
居
家
族
制
に
関
す
る
民
俗
学
的
立
場
に
お
け
る
分
析
、
考
察
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な

い
。

本
論
文
に
お
い
て
は
、
伊
豆
の
島
々
に
残
存
す
る
隠
居
家
族
制
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ
を
長
い
間
保
持
し
て
き
た
人
々
の
意
識
の
源

泉
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
よ
り
、
隠
居
家
族
制
発
生
と
存
続
の
原
因
を
究
明
し
た
い
。
さ
ら
に
、
隠
居
家
族
制
と
非
常

に
密
接
な
か
か
わ
り

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
伊
豆
諸
島
の
代
表
的
婚
姻
で
あ
る
足
入
レ
婚
に
も
触
れ
、
両
者
の
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

主
題
の
よ
り

一
層
深
い
考
察
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。

な
お
、
伊
豆
諸
島
の
隠
居
制
研
究
に
関
し
て
は
、
大
間
知
篤
三
が
、
す
で
に
画
期
的
な
成
果
を
残
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
そ
の

副
題
が
示
す
と
お
り
、
大
間
知
篤
三
が
過
去
に
提
示
し
た

"親
ヱ
J
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
し
な
い
と
い
う
原
則

の
存
在
が
、
隠
居
家

隠
居
慣
行
を
め
ぐ
る
同
考
察

二
三
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族
制
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
"
と
い
う
命
題
は
、
何
を
意
昧
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
あ
て
、
私
な

り
の
隠
居
家
族
論
を

展
開
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

一
、
隠

居
研

究

の
展

開

と
そ

の
争
点

-

大
間
知
篤
三
と
竹
田
旦
の
隠
居
論
の
対
比
よ
り
ー

民
俗
学

の
立
場
か
ら
隠
居
の
研
究
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
比
較
的
新
し
い
こ
と
で
、
昭
和
十
三
年

の
大
間

知

篤

三

の

0

「
"
隠
居
"
に
就
い
て
」
が
最
初
で
あ
る
。
氏
は
、
す
で
に
こ
の
時
点
で
、
わ
が
国
の
隠
居
慣
行
の
特
質
に
着
目
し
、
伊
豆
諸
島
の
事
例

よ
り
、

「親
子
二
世
代
の
夫
婦
が
竈
を
共
に
し
な
い
と
い
う
原
則
が
は
っ
き
り
守
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

一
例
に
よ

っ

て
、
常
民
の
間
に
い
わ
ゆ
る
隠
居
制
を
発
生
せ
し
め
、
な
い
し
は
維
持
せ
し
め
た
原
因
の

一
つ
は
、
こ
の
家
族
生
活
上
の

一
原
則
で
あ

②

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
を
い
よ
い
よ
強
か
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
の
べ
、
常
民
の
聞
に
存
在
す
る
、
親
子
二
世
代
夫

婦
が
竈
を
共
に
し
な
い
と
い
う
原
則
が
隠
居
家
族
制
を
生
み
、
か

つ
維
持
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
き
わ
め
て
画
期
的
な
問

題
提
起
を
行
な

っ
て
い
る
。
氏
の
こ
の
視
点
は
、
そ
の
後
、
よ
り
発
展
す
る
。
氏
は
、
伊
豆
諸
島
を
中
心
に
、
五
島
列
島
、
鹿
児
島
県

③

甑
島
、
志
摩
半
島
な
ど
隠
居
制
が
濃
厚
に
存
在
す
る
地
域
を
勢
力
的
に
調
査
し
、
昭
和
十
四
年
に
は

「
家
に
つ
い
て
の
覚
書
」
、
ま
た
、

④

⑤

昭
和
二
十
五
年
に
は

「
家
の
類
型
」

「
隠
居
家
族
制
に
つ
い
て
」
等
の
論
文
を
次
々
に
発
表
し
た
。
氏
は

「
隠
居
家
族
制
に
つ
い
て
」

に
お
い
て
、

「
隠
居
と
い
う
語
が
常
民
の
間
に
普
及
し
た
の
は
、

お
そ
ら
く
中
世
以
降
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
ん
に
ち
隠
居
と
よ

ば
れ
る
慣
行
と
も
み
な
す
べ
き
も
の
が
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
古
い
時
代
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
私
は
想
定
し
て
い
る
。
そ
れ

⑥

は
い
う
ま
で
も
な
く
聟
入
婚
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
、
隠
居
制
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
見
解
と
、
婚
姻
と
隠
居
と
の0

関
連
性
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
意
味
深
い
こ
と
と
い
え
る
。
氏
の
隠
居
研
究
は
、
昭
和
三
十
三
年
の

「
家
族
の
構
造
」



と
・
昭
和
三
+
四
年
の

醸

居
と
婚
姻
匚⑧

に
よ

っ
て
さ
ら
に
発
展
し
・
よ
り
明
確
な
説
と
な

っ
て
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

蒙

族
の

構
造
」
に
お
い
て
氏
は
日
本
の
家
族
を
、
そ
の
構
造
上
の
特
質
よ
り
、
単
世
帯
家
族
と
複
世
帯
家
族
に
分
け
、
さ
ら
に
単
世
帯
家
族
を

一
子
残
留
に
よ
る
直
系
親
族
の
集
団
と
し
て
の
家
族
と
、
多
子
残
留
に
よ
る
傍
系
親
族
を
も
加
え
た
家
族

に
分
類
し
た
。
後
者
は
、
今

日

一
般
に
大
家
族
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
複
世
帯
家
族
を
、
親
別
居
に
よ
る
隠
居
複
世
帯
家
族
と
、
嗣
子
別
居
に
よ
る
家

族
と
に
分
類
し
た
。
こ
の
大
間
知
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
本
論
文
で
取
扱
う
隠
居
家
族
制
は
、
親
別
居
に
よ
る
隠
居
複
世
帯
家
族
に
相
当

す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
氏
は
、
単
世
帯
家
族
と
複
世
帯
家
族
の
分
布
状
態
に
も
触
れ
、
前
者
が
東
北
日
本

に
多
く
分
布
し
て
お
り
、

後
者
は
西
南
日
本
に
多
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
氏
は
親
別
居
に
よ
る
隠
居
複
世
帯
家
族
を
、
そ
の
婚
姻
の
形
態
と
、

複
世
帯
形
成
時
の
母
屋

隠゚
居
屋
の
構
成
員
を
基
準
と
し
て
、
北
常
陸

磐゚
城
型
、
対
馬
久
根
浜
型
、
対
馬
曲
型
、

伊
豆
大
島
型
、

伊
豆
利
島
型
の
五
類
型
汐

分
類
し
た
・
こ
の
分
類
は
・
翌
年
発
表
さ
れ
た

「
隠
居
と
鑛

」
に
も
そ
の
ま
ま
継
馨

れ
て
い
る
。
氏
は

こ
の
論
文
の
中
で
、
隠
居
に
関
す
る
問
題
の
焦
点
を
、

「
家
が
隠
居
に
よ
っ
て
複
世
帯
に
分
裂
す
る
た
め
の
条
件
を
主
と
し
て
嗣
子
の

婚
姻
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
こ
と
こ

す
え
・
そ
の
研
究
志
向
に
つ
い
て
・

「
隠
居
複
世
帯
制
の
古
い
形
式
は
、
ま
ず
箜

に
、

一

　

時
的
聟
入
婚
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
さ
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
隠
居
制
に
関
す
る

大
間
知
篤
三
説
と
も
称
す
べ
き
、
ひ
と
つ
の
意
味
深
い
見
解
が
提
言
さ
れ
た
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

大
間
知
篤
三
以
外
に
、
隠
居
研
究
の
大
家
と
し
て
竹
田
旦
の
名
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
昭
和
三
十
九
年

に
は
、
氏
の
隠
居
研

究
の
集
大
成
と
も
称
す
べ
き
大
著

『
民
俗
慣
行
と
し
て
の
隠
居
の
研
究
』
が
出
版
さ
れ
た
。
氏
は
こ
こ
に
お
い
て
、
膨
大
な
実
態
調
査

の
資
料
を
も
と
に
、
民
俗
学
の
み
な
ら
ず
、
社
会
学
、
歴
史
学
等
の
諸
研
究
を
も
考
慮
し
つ
つ
、
日
本
の
諸
地
域
に
残
存
す
る
隠
居
慣

行
の
分
類
と
そ
の
分
折
を
行
な

っ
て
い
る
。
氏
は
隠
居
慣
行
を
類
型
と
し
て
分
類
す
る
に
際
し
て
、
先
の
大
間
知
が
基
準
と
し
た
要
素

以
外
に
、
隠
居
家
屋
の
後
の
発
展
と
帰
属
と
い
う
問
題
を
重
視
し
、
ま
ず
大
き
く
三
類
型
に
分
類
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
居
隠
居
、
別

隠
居
慣
行
を
め
ぐ
る

一考
察

二
五
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居
隠
居
、
分
住
隠
居
の
三
類
型
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
様
々
な
要
素
に
よ
っ
て
細
分
類
を
試
み
て
い
る
。

竹
田
も
、
他
の
著
作
の
中
で

「
別
居
隠
居
を
支
え
て
い
る
の
は
、
親
子
二
代
の
夫
婦
は
同
居
し
な
い
と
い
う
観
念

で
あ
る
と
考
え
ら
れ

　る
」
と
の
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
大
間
知
と
同

一
の
見
解
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
、

竹
田
の
隠
居
研
究
の
問
題
の
中
心
は
、
別
居
隠
居
の
中
の
、
特
に
隠
居
分
家
と
い
う
類
型
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
す
な

わ
ち
、
氏
は
、

一
般
に
日
本
の
隠
居
慣
行
は
、
隠
居
を
後
に
分
家
と
し
て
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
最
終
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
た
慣
行
で

あ

っ
て
、
隠
居
分
家
の
研
究
が
隠
究
研
究
の
中
心
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
非
常

に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
今
日
私
が
住
ん
で
い
る
京
都
市
北
区
の
大
宮
地
区
の
農
家
に
お
い
て
、
今
日
で
も

本
家
の
こ
と
を
オ
モ
ヤ
と
呼
び
、
分
家
の
こ
と
を
イ
ン
キ

ョ
と
呼
ん
で
い
る
の
も
、
こ
の
こ
と
に
由
来
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
事
例
は
、
関
西
周
辺
の
諸
地
域
に
お
い
て
、
非
常
に
多
く
見
う
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
竹
田
が
こ
の
見
解
を
説
く

に
至

っ
た
過

程
に
お
い
て
、
若
干
の
問
題
が
残
る
。
氏
は
、

『
民
俗
慣
行
と
し
て
の
隠
居
の
研
究
』
の
結
語

「
隠
居
の
起
源
と
そ
の
展
開
」
の
中
で
、

「
隠
居
と
分
家
の
行
為
は
、
い
ず
れ
も
当
事
者
が
母
屋

(本
家
)
か
ら
出
て
別
の
居
所

に
移
り
、
そ
こ
で
起
居
す

る
こ
と
を
も

っ
て
出

　

発
点

と
す
る
。
す
な
わ
ち
両
者
の
企
図
は
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
る
と
い
え
る
」
と
の
べ
、
ま
た
そ
の
起
源
に
関

し
て
、

「隠
居
も
分

家
も
、
別
居
の
直
接
動
機
は
新
婚
者
の
た
め
に
婚
舎
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
.つ
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
輪
」
と

の
べ
て
い
る
。
氏
の
こ
の
視
点
は
日
本

の
家
屋
の
構
造
に
大
い
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「建
築
術
の
未
発
達
な
時
代

に
お
い
て
は
、
小
さ
な

ヘ
ヤ
で
は
二
組

の
夫
婦
の
生
活
は
万
事
不
都
合
で
あ

っ
た
ろ
う
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
単
婚
家
族

。核
家
族
の
原

　

理
に
連
な
る
。
西
日
本
の
小
家
族
制
は
こ
の
よ
う
な
理
念
の
も
と
に
推
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、

一

つ
の
大
き
な
問
題
を
蔵
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
氏
が
、
単
婚
家
族

核゚
家
族

(大
間
知
の
い
う
複
世
帯
家
族
)
が
建
築
上

の
、
い
わ
ば
物
理
的
な
生
活
状
況
よ
り
、
必
然
的
に
発
生
し
た
も
の
と
想
定
し
て
、
隠
居
と
分
家
を
同

一
の
次
元

で
と
ら
え
よ
う
と
し



て
い
る
点
で
あ
る
。
確
か
に
氏
の
言
う
よ
う
に
、
隠
居
、
分
家
と
も
ど
も
、
新
婚
夫
婦
の
婚
舎
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
全
国
の
広
い
地
域
に
分
布
す
る
隠
居
慣
行
の
事
例
を
み
て
も
、
そ
れ
が
単
な

る
家
屋
の
構
造
上
の

問
題
か
ら
の
み
発
生
し
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
隠
居
は
も
と
も
と
、
分
家
と
同
様
に
新
婚
者
の
た
め

の
婚
舎
を
提
供
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
に
し
て
も
、
で
は
、
な
ぜ
新
婚
者
を
わ
ざ
わ
ざ
独
立
の
家
屋
に
住
ま
わ
せ
る
必
要
が
あ

っ
た

へ
か
が
問
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
屋
敷
地
や
金
銭
に
余
裕
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
伊
豆
の
島
々
の
事
例
に
お

い
て
は
、
頑
強
に
親

子
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
さ
け
よ
う
と
し
て
き
た
積
極
的
な
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
嫁
は
早
く
聟
家
に
引
き
移
り

た
い
の
だ
が
、
ま
だ
聟
家
で
は
両
親
が
母
屋
に
が
ん
ば

っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
嫁
は
自
分
の
生
家
で
、
あ
る
い
は
自
分
の
両
親
の
隠

居
で
、
そ
れ
も
不
可
能
な
場
合
は
、
他
家
に
頼
ん
で
部
屋
を
借
り
て
ま
で
し
て
、
そ
こ
に
毎
夜
聟
を
迎
え
る
と
い
う
よ
う
な
特
別
な
婚

姻
形
態
を
生
み
出
し
た
こ
と
に
つ
な
が
る
。
特
に
、
嫁
の
両
親

の
隠
居
が
婚
舎
に
あ
て
ら
れ
る
場
合
な
ど
は
、
小

さ
な
い
く
間
も
な
い

⑯

小
屋
に
、
相
当
の
年
月
の
間
夫
婦
が
寝
と
ま
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
相
当
な
無
理
を
冒
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
近
年
ま
で
実
際
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
伊

豆
の
島

々
に
お
い
て
、

隠
居
が
家
屋
の
構
造
上
の
都
合
の
み
に
よ

っ
て
発
生
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
親
子
二

世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
さ
け
よ
う
と
す
る
意
識
が
、
人
々
を
支
配
す
る
現
状
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の

意
識
は
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
頑
と
し
て
守
り
通
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
隠
居
は
、
親

子
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
さ
け
よ
う
と
す
る
意
識
を
基
礎
と
し
て
存
在
し
て
き
た
慣
行
で
あ

っ
て
、
家
屋
の
構

造
上
の
問
題
と
い
う

の
は
決
し
て
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、

「
家
」
の
拡
大
と
発
展
を
も
目
的
と
し
た

分
家
の
慣
行
と
、
隠
居
の
慣
行
を
、
そ
の
発
生
に
お
い
て
同

一
視
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
大
間
知
篤
三
、
竹
田
旦
二
人
の
隠
居
研
究
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
い
く

つ
か
の
問
題
点
を
提
示
し
て
き
た
が
、
両
者

隠
居
慣
行
を
め
ぐ
る

一考
察

二
七
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八

の
研
究
視
角
の
本
質
的
相
違
は
、
隠
居
慣
行
の
発
生
の
本
質
を
、
親
子
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
さ
け
よ
う
と
す
る
意
識
に
求
め
る
か
、

分
家
創
設
と
い
う
問
題
に
求
め
る
か
の
点
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
私
は
、
少
な
く
と
も
伊
豆
の
島
々
の
事
例
を
見
る
限
り
に
お
い
て
、

前
者
、
す
な
わ
ち
、
大
間
知
の
視
点
を
よ
り
深
く
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
が
隠
居
慣
行
の
本
質
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
有
効
で
あ

ろ
う
と
考
え
る
。
そ
こ
で
次
節
に
お
い
て
は
、
具
体
的
に
伊
豆
の
島
々
の
事
例
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
深
く
考
察
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
隠
居
慣
行
に
関
す
る
私
の
見
解
を
導
く
指
標
と
し
た
い
。

二
、
伊

豆
諸
島

の
隠

居
家

族
制

関
東
地
方
の
南
に
細
長
く
連
な
る
伊
豆
諸
島
は
、
近
年
ま
で
隠
居
制
が
根
強
く
残
存
し
て
い
た
地
域
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
本
節
で
は
、
そ
れ
ら
伊
豆
の
島
々
の
隠
居
制
の
事
例
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

竹
田
旦
は
、
伊
豆
諸
島
の
隠
居
制
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
分
類
を
行
な

っ
て
い
る
。

「
利
島

・
新
島
が
単
独
隠
居
、
御
蔵
島
が
家

⑰

族
別
居
隠
居
、
大
島

・
三
宅
島

・
八
丈
島

・
青
ケ
島
が
隠
居
分
家
を
慣
行
と
し
て
き
た
」
と
。
氏
に
よ
る
と
、
単
独
隠
居
と
は
、

「
全

⑱

子
女
の
独
立
を
ま

っ
て
隠
居
す
る
も
の
」
で
あ
あ
り
、
伊
豆
諸
島
の
場
合
は
正
確
に
は

「
智
.入
婚
型
単
独
別
居
隠
居
」
と
氏
が
よ
ぶ
形

態
で
あ
る
。
家
族
別
居
隠
居
と
は

「
隠
居
者
が
別
棟
の
隠
居

へ
引
き
移
る
際
、
相
続
人
夫
婦
と
そ
の
子
を
母
屋
に
残
し
、
そ
れ
以
外
の

⑲

兄
姉

・
弟
妹
な
ど
、
通
例
未
婚
の
子
女
を
す
べ
て
つ
れ
て
ゆ
く
方
法
」
を
さ
す
。
こ
れ
も
、
伊
豆
諸
島
の
場
合
は
、
正
確
に
は

「
聟
入

婚
型
家
族
別
居
隠
居
」
と
氏
が
よ
ぶ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
隠
居
分
家
と
は

「
家
族
別
居
で
は
二
、
三
男
の
分
家

(そ
の
ほ
か
養
子
や

出
稼
ぎ
な
ど
を
含
め
て
)
を
こ
の
隠
居
屋
で
準
備
し
て
適
当
な
場
所
に
創
立
し
て
出
す
の
に
対
し
て
、
隠
居
分
家

で
は
、
隠
居
所
そ
の

⑳

も
の
を
二
、
三
男
の
分
家
の
た
め
に
宛
て
る
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
竹
田
の
分
類
に
対
し
て
、
大
間
知
篤
三
は
伊
豆
諸
島
の
隠

居
制

に
つ
い
て
、
前
節
で
の
べ
た
伊
豆
大
島
型
と
伊
豆
利
島
型
の
二
類
型
に
し
か
分
類
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
大
間
知
が
分
類
の
際



〈伊
豆
諸
島
位
置
図
〉

に
、
隠
居
が
形
成
さ
れ

る
時
の
母
屋
と
隠
居
の

家
族
構
成
員
に
の
み
基

準
を
お
い
て
分
類
を
行

な

っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

氏

に
よ
れ
ば
、
伊
豆
大

島

型
と
は

「
嫁
の
引
き

移
り
と
同
時
に
、
聟
方

の
親
は
、
未
婚

の
子
女

を
伴

っ
て
隠
居
世
帯
を

0

つ
く
る
」
も
の
で
あ
る

と
し
、
伊
豆
利
島
型
は
、

「
二
男
以
下
の
子
女
の

ピ

身
の
始
未
を
つ
け
て
や

っ
て
、
そ
の
の
ち
に
親
は
隠
居
す
る
」
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
大
間
知
の
こ
の
二
分
類
は
、
竹
田
の
い
う

単
独
隠
居
と
家
族
別
居
隠
居
に
相
応
す
る
。
大
間
知
の
分
類
に
よ
る
と
、
大
島

・
三
宅
島

・
御
蔵
島

・
八
丈
島

・
青
ケ
島
が
伊
豆
大
島

型
に
、
利
島
と
新
島
が
伊
豆
利
島
型
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
竹
田
は
、
隠
居
分
家
を
加
え
た
三
類
型

に
分
類
し
た
。
こ
の

両
氏
の
分
類
方
法
の
差
異
は
、
先
ほ
ど
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
竹
田
が
大
間
知
の
分
類
基
準

に
加
え
て
、
隠
居
屋
が
後

に
二
、
三
男
の

分
家
に
あ
て
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
新
た
な
基
準
を
設
定
し
、
か
つ
、
そ
こ
に
重
点
を
お
い
て
分
類
を
行
な

っ
た
結
果
生
じ
た
も
の

隠
居
慣
行
を
め
ぐ
る
一
考
察

二
九
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三
〇

で
あ
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
者
に
よ
る
各
島
の
調
査
報
告
や
、
私
が
実
際
に
調
査
し
た
記
録
と
照
合
す
る
と
、

必
ず
し
も
竹
田
の
分
析
ど
お
り
の
結
果
に
な
る
と
は
い
い
が
た
い
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
青

ケ
島
の
調
査
報
告
に

は

「
イ
ン
キ

ョ
シ

ョ

(隠
居
の
持
分
)
を
さ
ら
に
二
、
三
男
に
分
割
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
、
イ
ン
キ

ョ

シ
・
は
原
則
と
し
て
ギ

瀞

も
ど

っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
・
従

っ
て
三

三
男
が
分
家
す
る
に
は
、
自
力
で
山
を
開
墾
す
る
か
、
或

　

い
は
大
工
や
漁
師
と
し
て
職
を
他
に
求
め
る
か
、
ま
た
は
金
に
よ
っ
て
他
家
の
畑
を
購
入
す
る
以
外
に
道
は
な
か

っ
た
」
と
し
て
、
青

ケ
島
に
隠
居
分
家
の
事
例
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か

っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
、
私
が
青
ケ
島
を
訪
れ
た
時
も

、
ほ
と
ん
ど
隠
居
は

一
代
限
り
で
、
親
が
死
亡
し
た
あ
と
は
、
隠
居
は
ボ
ー
エ
に
も
ど

っ
て
く
る
の
が
通
例
で
あ

っ
て
、
二
、
三
男
は
ほ
と
ん
ど
が
島
を
出

て
ゆ
く
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
聞
か
さ
れ
た
。
八
丈
島
に
お
い
て
も
、
そ
の
報
告
の
中
で

「隠
居
地
所

は
親
が
死
ね
ば
ボ
ー

エ
の
長
男
に
も
ど
る
の
が
通
例
で
あ

っ
た
。
少
な
く
と
も
近
世
中
期
以
降
、
こ
の
島
で
は

一
般
に
分
家
を
出
す
と
い
う
こ
と
は
非
常
に

困
難
に
な

っ
て
い
た
。
長
男
に
対
し
て
、
二
、
三
男
以
下
を
バ

ッ
シ
モ
ノ
と
呼
び
、
バ

ッ
シ
モ
ノ
が
独
立
し
た
家
を
持
ち
う
る
機
会
は

乏
し
か

っ
た
・
財
産
は
多
く
の
場
食

男
の
単
独
相
続
で
あ

つ
函

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
・
私
の
調
査
に
お
い
て
も
、
八
丈
島
で
隠
居

制
が
最
も
濃
厚
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
三
根
地
区
の
聞
き
書
き
に
お
い
て
、
隠
居
し
て
も
、
先
祖
か
ら
の
財
産
は
や
が
て
長
男
の
も
の
に

な
り
・
よ
ほ
ど
隠
居
に
住
む
老
夫
婦
が
精
を
出
し
て
新
し
く
畑
を
開
墾
し
た
り
せ
ぬ
限
り
、
二
、
三
男
は
分
家
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

ほ
と
ん
ど
の
者
が
島
を
出
て
ゆ
く
の
が
通
例
で
あ
る
と
聞
か
さ
れ
て
お
り
、
八
丈
島
に
お
い
て
も
、
ご
く
少
数
例
を
除
い
て
、
隠
居
屋

を
分
家
に
あ
て
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
も
ず
、
竹
田
旦
が
青
ケ
島
や
八
丈
島
を
も
、
隠
居
分

家
慣
行
の
行
な
わ
れ
て
い
た
地
域
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
氏
が
入
手
し
た
資
料
と
そ
の
分
析
結
果
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
以
外
に
、
氏
の
隠
居
制
に
対
す
る
問
題
意
識
と
そ
の
と
ら
え
方
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う

の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
氏
は
そ
の
著
作

『
民
俗
慣
行
と
し
て
の
隠
居
の
研
究
』
の
結
語
に
お
い
て
、
隠
居
慣
行
の
発
展
と
衰
亡
の
歴
史
に
つ
い
て
論
じ
、



そ

の
中
で

「
隠
居
の
慣
行
を

"
家
"
の
発
展
と
い
う
点
か
ら
把
握
す
れ
ば
、
ま
ず
婚
舎
の
確
保
を
め
ぐ

っ
て
別
居
隠
居
を
成
立
さ
せ
、

つ
い
で
小
家
独
立
の
機
運
に
乗
じ
て
隠
居
分
家
の
形
成
を
導
い
た
と
い
う
二
つ
の
契
機
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
変
遷
の
跡
は
、
同
居
隠

居
↓
別
居
隠
居

(単
独
別
居
型

・
家
族
別
居
型
)
↓
11
隠
居
分
家
と
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
単
式
完
全
隠
居
分

家
は
右
の
発
展

コ
ー
ス
の
頂
点
を
な
す
も

の
と
い
え
よ
う
…
…
…
こ
の
よ
う
な
発
展
の
跡
は
、
い
わ
ば
隠
居
の
第

一
次
の
歴
史
で
あ

っ

⑭
た
」
と
す
る
。
そ
し
て

「
ま
た
近
来
旧
慣
を
維
持
で
き
ず

に
、
他
の
隠
居
形
式
に
変
容
し

つ
つ
あ
る
土
地
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
つ

ま
り
、
第
二
次
の
歴
史
、
発
展
の
歴
史
に
対
し
て
衰
亡
の
歴
史
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
変
遷
の
コ
ー
ス
は
前
述
の
場
合
と
ち

ょ

う
ど
逆
、
す
な
わ
ち
隠
居
分
家
↓
別
居
隠
居
↓
H
同
居
隠
居
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
隠
居
慣
行
の
変
遷
の
歴
史
を
二
段
階

に
分
け
、
こ
の
慣
行
は
、
元
来
同
居
隠
居
を
も

っ
て
出
発
点
と
し
、
そ
の
頂
点
は
隠
居
分
家
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。

竹
田
は
以
上
の
よ
う
な
視
点
で
伊
豆
の
島

々
の
隠
居
の
事
例
を
も
分
析
し
よ
う
と
し
た
が
故
に
、
青
ケ
島
、
八
丈
島
を
も
、
近
年
は
家

族
別
居
隠
居
の
形
態
を
呈
し
て
は
い
る
が
、
か
つ
て
は
隠
居
分
家
が
普
及
し
て
い
た
地
域
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な

わ
ち
、
氏
は
青
ケ
島

・
八
丈
島

の
隠
居
慣
行
を
、
氏
の
い
う
隠
居
の
第
二
次
の
歴
史
で
あ
る
衰
亡
の
過
程
に
あ
る
も
の
と
し
て
想
定
し

た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
立
論
と
し
て
は
た
い
へ
ん
興
味
深

い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
は
た
し
て
本
当

に
伊
豆
の
島

々
の
隠
居
慣
行
が
同
居
隠
居
を
も

っ
て
出
発
点
と
し
、
分
家
創
立
の
達
成
の
た
め
に
発
展
し
て
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う

か
。
私
は
、
そ
う
い
い
き
る
こ
と
に
は
多
少
問
題
が
残
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
竹
田
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
利

島

・
新
島
等
に
比
べ
れ
ば
、
青
ケ
島

・
八
丈
島
で
は
、
隠
居
分
家
の
慣
行
が
か
つ
て
は
行
な
わ
れ
て
い
た
と
す
る
推
測
は
不
可
能
で
は

な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
竹
田
の
見
解
の
よ
う
に
、
隠
居
慣
行
の
発
展
の
頂
点
は
、

一
律

に
、
隠
居
分
家

の
達

成

で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
青
ケ
島

・
八
丈
島

で
も
、
隠
居
分
家

の
慣
行
が
ほ
と
ん
ど
見
出
し

え
な
く
な

っ
た
の
ち
に
お
い
て
も
、
頑
と
し
て
別
居
隠
居
の
慣
行
が
習
俗
と
し
て
残
存
し
て
お
り
、
そ
れ
は
今
日

に
お
い
て
も
、
そ
の

隠
居
慣
行
を
め
ぐ
る
一
考
察
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形
態
に
多
少
の
変
化
は
あ
る
に
せ
よ
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
地
域

の
隠
居
慣
行
が
、
単
に
分
家
の
創
立
の

た
め
の
目
的
の
み
で
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
何
か
別
の
も

っ
と
重
要
な
要
因
が
あ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
要
因
と
は
、
私
は
親
子
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
伊

豆
の
島
々
に
お
け
る
隠
居
慣
行
の
頂
点
は
、
別
居
隠
居
で
あ

っ
て
、
隠
居
を
分
家
に
あ
て
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
第
二
次
的
な
目
的
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
竹
田
の
見
解
で
は
、
親
子
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
し
な
い
と
い
う
原
則
が
、
い
っ
た
い
ど
こ
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
な
の
か
と
い
う
、
最
も
基
本
的
で
あ
り
、
か
つ
、
重
要
な
問
題
に
対
し
て
、
納
得
し
う
る
解
答
が
得
ら
れ
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
八
丈
島
の
三
根
で
は
、
屋
敷
地
が
狭
く
、
経
済
的
に
も
余
裕
が
な
い
場
合
は
、
ボ
ー

エ
に
張
出
し
を

⑳

つ
く

っ
て
隠
居
し
、
そ
れ
で
も
煮
炊
き
だ
け
は
別
に
す
る
と
い
う
事
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
ま
で
、
嫁
の
引
き
移
り
と

同
時
に
、
聟
の
両
親
が
隠
居
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
識
の
中
に
は
、
隠
居
が
単
に
分
家
創
立
の
た
め
に
の
み
行
な
わ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
今
ひ
と
つ
付
言
し
て
お
き
た
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
人
類
学
の
立
場
か
ら
伊
豆
諸
島
の
隠
居
家
族
制
の
分
析

を
試
み
た
村
武
精

一
の
見
解
に
つ
い
て
で
あ
る
。
氏
は
、
伊
豆
諸
島
の
隠
居
制
を

「
伊
豆
利
島
11
新
島
的
隠
居
制
家
族
」
と

「
伊
豆
八

丈
"
青
ケ
島
的
隠
居
制
家
族
」
と
に
分
類
し
た
。
こ
れ
は
、
竹
田
旦
の

「
単
独
別
居
隠
居
」
と

「
隠
居
分
家
」
と

の
分
類
に
相
当
す
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
村
武
、
竹
田
両
氏
の
分
類
方
法
に
お
け
る
差
異
は
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
村
武
は
、
こ
れ
ら
の
隠
居
制
の
形
態

を
家
の
相
続
と
継
承
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
村
武
に
ょ
る
と
、
前
者

(伊

⑳

豆
利
島
目
新
島
的
隠
居
制
家
族
)
は

「家
名
の
継
承
と
家
屋
の
相
続
は
父
系
的
で
あ
る
」
と
し
、
後
者

(伊
豆
八
丈
11
青
ケ
島
的
隠
居

0

制
家
族
)
は

「原
家
を
ひ
き

つ
ぐ
も
の
は
明
確
に
男
系
に
よ
る
息
子
優
先
で
あ
る
が
、
分
立
家
は
必
ず
し
も
男
系
と
は
い
え
な
い
」
と

す
る
。
そ
し
て
、

「後
者
で
は
、
原
家
-
分
立
家
-
原
家
と
い
う
過
程
を
原
則
的
に
く
り
返
し
、
か
つ
分
立
家
の
時
期
に
必
ず
し
も
息



子
の
み
に
よ

っ
て
ひ
き
つ
が
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
、
そ
の
家
筋
も
流
動
的
で
あ
り
、

一
定
の
ヤ
シ
キ
筋
1ー

ヤ
シ
キ
原
理
も
形
成

⑧

さ
れ
が
た
い
」
と
の
べ
、

「
ま
さ
に
血
縁
関
係
は
双
系
的

に
錯
綜
し
て
網
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
あ
る

一
方
の
血
縁
を
誹
除
す
る
単

⑫

系
性

へ
の
形
成
あ
る
い
は
萌
芽
も
容
易
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
視
点
よ
り
、
武
村
は
、
伊
豆
諸
島

の
家
族
制
に
つ
い
て

「
本
家
と
分
家
と
の
系
譜
関
係
の
上
に
よ
く
整
備
さ
れ
た
同
族
組
織
と
そ
の
も
と
に
あ
る
単
系
的
家
筋
を
強
固
に
維
持
し
て
い
る
民
俗

村
落
と
異
な
り
、

す
ぐ
れ
て
双
系
的

(ぴ
屮late
ralisbP)
の
強
調
の
も
と
に
、

あ
る
部
分
に
お
け
る
父
系
性

(も
鉾
艶
ぎ
①
⇔舒
ヨ
)
の
妥

M

協
を
わ
ず
か
に
見
い
出
す
」
と
い
う
き
わ
め
て
興
味
深
い
見
解
を
提
示
し
た
。
こ
の
見
解
は
、
伊
豆
諸
島
の
隠
居
制
を
考
察
す
る
に
お

@

い
て
、
た
い
へ
ん
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
村
武
の
い
う

「
あ
る
部
分
に
お
け
る
父
系
性

の
妥
協
」
と
は
、
お
そ
ら
く
原
家
巨
母
屋

は
原
則
的
に
長
男
が
相
続
、
継
承
す
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
面
で
は
、
き
わ
め
て
双
系
性

が
見
い
出
さ
れ
る
と

す
る
。
中
で
も
、
そ
の
焦
点
と
な
る
の
は
、
分
立
家
11
隠
居
屋
の
相
続
、
継
承
が
男
系
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
氏
は

「
利
島
目
新
島
的
隠
居
制
家
族
」
で
は
、
分
立
家
は
基
本
的
に
は
原
家
に
帰
属
し
て
ゆ
く
か
ら
父
系

的
で
あ
る
と
し
た
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
大
間
知
篤
三
の
興
味
深
い
報
告
が
あ
る
。
大
間
知
は
、

「
利
島

の
隠
居
と
分
家
」
の
中
で
、

利
島
に
お
け
る
ご
く
少
数
で
は
あ
る
が
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
隠
居
分
家
が
、
何
者
を
中
心
に
創
立
さ
れ
た
か
と
い
う
事
例
を
報
告

⑳

し
て
い
る
。
氏
は

「娘

(養
女
)
と
聟
養
子
と
い
う
例
が
目
立

っ
て
多
い
。
こ
れ
を
偶
然
と
し
て
見
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
古
い

⑳

型
態
を
追
求
し
確
認
す
る
た
め
の
、

一
つ
の
手
が
か
り
と
す
べ
き
で
あ
る
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
」
と
の
べ
、
利
島
に
お
け
る
、
古
い

時
代
の
相
続
形
態
を
知
る
た
め
の
、
ひ
と

つ
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
資
料
を
提
示
し
て
い
る
。
近
年
の
利
島

に
お
い
て
は
、
私
の

調
査
で
も
、
隠
居
屋
が
分
家
と
し
て
独
立
し
た
と
い
う
話
は

一
度
も
聞
か
れ
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
も
、
隠
居
分
家

の
慣
行
は
ほ
と
ん
ど

な
か

っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
か
つ
て
存
在
し
た
ご
く
少
数
の
隠
居
分
家
の
事
例
に
お
い
て
は
、
決
し
て
男
系
に
よ
る
単
系
的
な

相
続
、
継
承
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
隠
居
屋
の
相
続
に
関
し
て
は
き
わ
め
て
女
系
的
な
形
態
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

隠
居
慣
行
を
め
ぐ
る

1
考
察

1i1三
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こ
の
こ
と
は
、
単
に
利
島
の
み
な
ら
ず
、
伊
豆
の
他
の
島
々
に
お
い
て
も
、
古
く
は
日
本
の
他
の

一
般
的
な
村
落
社
会
と
は
性
格
を
異

に
す
る
き
わ
め
て
双
系
的
な
家
族
制
が
存
在
し
、
そ
れ
が
隠
居
制
と
深
い
関
わ
り
が
あ

っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

私
は
考
え
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
、
伊
豆
の
隠
居
家
族
制
を
考
察
し
て
ゆ
く
際
に
、
決
し
て
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
問

題
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
伊
豆
諸
島
の
隠
居
慣
行
を
、
ひ
い
て
は
日
本
の
他
の
地
域
に
お
け
る
隠
居
慣

行
を
も
、
竹
田
の
い

う
分
家
創
立
の
た
め
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
日
本

に
お
け
る

一
般
的
村
落
社
会
に
存
在
す
る
男
系
に
よ
る
単
系
的
な
家
族
制
と
性
格

を
異
に
す
る
家
族
制
の
存
在
と
い
う
問
題
と
関
連
さ
せ
て
、
考
え
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
こ

と
は
、
親
子
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
さ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
と
も
、
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問

題
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
深
く
考
察
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
私
は
提
唱
し
た
い
。

三
、

足

入

レ
婚

と
隠

居
制

-

親
子
二
世
代
夫
婦
の
不
同
居
の
原
則
を
申
心
に
1

伊
豆
の
島
々
に
お
け
る
代
表
的
な
婚
姻
は
、
足
入
レ
婚
と
よ
ば
れ
る
形
態
の
も
の
で
あ
る
。
足
入
レ
婚
と
は
、
大
間
知
篤
三
が
昭
和

二
十
五
年
に
発
表
し
た

「
足
入
レ
婚
と
そ
の
周
辺
」
に
お
い
て
提
示
し
た
ひ
と
つ
の
婚
姻
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
嫁
が
不
断
着
で
聟

家
を
訪
れ
、
聟
の
親
と
は
じ
め
て
正
式
に
対
面
す
る
ア
シ
イ
レ
と
い
う
簡
素
な
祝

い
で
婚
姻
が
成
立
し
、
そ
の
後

、
し
ば
ら
く
の
間
嫁

は
生
家
に
い
て
、
毎
夜
、
聟
を
生
家
に
迎
え
、
あ
る
時
期
を
経
た
後
、
嫁
は
正
式
に
聟
家

へ
引
き
移
る
と
い
う
婚

姻
方
法
で
あ
る
。
嫁

の
聟
家

へ
の
引
き
移
り
の
時
期
は
、
地
域
に
よ

っ
て
若
干
異
な
る
が
、
だ
い
た
い
聟

の
両
親
が
、
母
屋
を
長
男
夫

婦
に
明
け
渡
し
、
嫁

が
聟
家
の
主
婦
と
な
り
う
る
時
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多

い
。
こ
の
婚
姻
は
、
形
態
に
お
い
て
、
婚
姻
成
立
の
儀
礼
は
聟
方
で
行
な
わ
れ
る



に
も
か
か
わ
ら
ず
、
婚
舎
は
嫁
家
に
お
か
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
婚
姻
の
最
終
的
承
認
権

は
聟
の
両
親
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
婚
舎
に
、
篆

が
あ
て
り
れ
る
と
い
・つ
特
性
奢

し
て
い
る
.
こ
の
点
に
お
い
て
、
足
入
レ
噸

従

来
の
婚
姻
の
二
類
型
で
あ
る
嫁
入
婚
、
聟
入
婚
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
ず
、
い
わ
ば
そ
の
中
間
的
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
伊
豆
諸
島
の
代
表
的
婚
姻
で
あ
る
足
入
レ
婚
は
、
そ
の
形
態
、
成
り
立
ち
う
る
社
会
背
景
等
、
す

べ
て

の
面
に
お
い
て
、
嫁

入
婚
よ
り
聟
入
婚
に
近
い
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
婚
姻
の
承
認
の
儀
礼
が
聟
方
を
中
心

に
行
な
わ
れ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
は
・
今
日
の

覈

的
嫁
入
婚
と
し
て
の
要
素
を
若
干
な
が
ら
含
ん
で
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
伊
豆
諸
島

に
お
い
て
は
、

家
の
財
産
の
継
承
・
相
続
は
、
長
男

一
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
が
常
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
足
入

レ
婚
は

一
般
的
父
系

制
的
社
会
の
中
で
存
在
し
て
い
た
か
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
八
丈
島

・
三
宅
島

.
新
島

。
利
島
等
で
は
、
婚
姻
成
立
後
の
婚
舎
が
、

当
面
の
間
・
寝
宿
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
私
は
、
寝
宿
を
鑾

.
に
あ
て
る
形
態
は
、
伊
豆
の
島

々
に
お
い
て
最
も
古

い
、
基
本
的
な
婚
姻
の
形
態
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
大
間
知
篤
三
は
こ
れ
を
寝
宿
婚
と
名
ず
け
た
。
正
確
に
は
、
寝
宿
婚
的
足
入
レ
婚

と
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
・
こ
れ
は
氏
に
よ
れ
ば

「聟
入
婚
、
嫁
入
婚
と
は
異
な
り
、
本
来
、
家
族
制
の
外
側

に
展
開
し
た
婚
姻
で

あ

っ
た
う

勉
」
と
の
べ
て
・
そ
の
性
格
が
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は

覈

的
家
父
長
制
と
は
い
さ
さ
か
相

反
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
足
入
レ
婚
と

一
般
的
家
父
長
制
と
を
安
易
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
で
は
・
こ
の
よ
う
な
形
態
の
婚
姻
が
発
生
し
、
か
つ
ま
た
近
年
ま
で
残
存
し
て
き
た
理
由
は
何
で
あ

っ
た
の
か
。

大
間
知
篤
三
は
・
足
入

レ
婚
が
近
年
ま
で
残
存
し
て
き
た
理
由
と
し
て
、

一
つ
に
家
族
制
的
原
因
が
、
今
ひ
と

つ
に
経
済
的
原
因
が

あ
る
と
の
べ
て
い
龜

家
族
制
的
原
因
と
は
嫁

が
主
婦
と
な
る
日
に
初
め
て
聟
方

へ
引
き
移
る
と
い
う
慣
行
を
指
す
。
ま
た
、
経
済

的
原
因
と
は
、
嫁
の
労
働
力
を
、
婚
姻
成
立
以
降
も
な
お
手
も
と
に
と
ど
め
お
か
ん
と
す
る
篆

の
要
裘

指
す
。
含

唾

の
婚
姻

の
研
究
者
た
ち
は
・
主
と
し
て
経
済
的
原
因
に
の
み
着
目
し
て
足
入
レ
婚
を
論
じ
よ
う
と
し
て
き
た
傾
向
が
み
う
け
ら
れ
る
。
確
か
に
、

隠
居
慣
行
を
め
ぐ
る
一
考
察

三
五
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ひ
と
つ
の
婚
姻
形
態
が
長
い
期
間
、

一
地
域
に
お
い
て
代
表
的
な
婚
姻
と
し
て
存
続
し

つ
づ
け
る
こ
と
と
、
そ
の
地
域
の
生
産
、
労
働

と
が
き
わ
め
て
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
も
、
た
と
え
ば
八
丈
島
に
お
い
て
は
、
女
性
の
労
働
力

に
男
性
と
同
等

の
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
価
値
が
与
え
ら
れ
て
い
た
し
、
ま
た
八
丈
島
の
男
性
は
、
婚
姻
成
立
以
降
も
、
嫁
家
に
対

@

し
て
何
ら
か
の
労
働
義
務
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ひ
と

つ
の
婚
姻
形
態
を
生
み
出
し
た
社
会
的
基
盤
は
、
経
済
的
要
因
の
み

と
は
決
し
て
い
え
な
い
。
特
に
、
足
入
レ
婚
の
よ
う
な
妻
処
婚
形
式
の
婚
姻
に
関
し
て
は
、
そ
の
社
会
に
古
い
時
代
よ
り
根
強
く
残
存

し
て
き
た
家
族
慣
行
の
原
則
の
方
が
、
そ
の
婚
姻
の
発
生
と
存
続
に
よ
り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
と

え
ば
、
利
島
の
事
例
を
見
る
と
、
嫁
の
労
働
力
を
生
家
に
引
き
と
ど
め
て
お
こ
う
と
す
る
積
極
的
な
要
求
は
全
く
見
出
せ
な
い
。
利
島

の
女
性
は
、
婚
姻
成
立
後
、
昼
間
は
聟
家
に
い
て
、
聟
家
の
仕
事
を
し
、
食
事
も
す
べ
て
聟
家
で
と
る
。
た
だ
、
夜
に
寝
る
だ
け
の
た

　

め
に
、
聟
や
子
供
た
ち
を
連
れ
て
生
家

へ
帰
る
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
、
聟
の
両
親
が
他
所

へ
引
き
移
る
か
あ
る
い
は
死
亡
す
る
の
を
首

を
長
く
し
て
待

っ
て
い
る
姿
か
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
利
島
に
お
い
て
は
、
足
入

レ
婚
維
持
の
経
済
的

原
因
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
ず
、
家
族
制
的
原
因
の
み
が
顕
著
な
形
で
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
利
島
の
例
か
ら
も
、

私
は
、
社
会
の
根
底
に
地
下
水
の
如
く
流
れ
る
家
族
慣
行
の
大
原
則
に
よ

っ
て
ひ
と
つ
の
婚
姻
の
形
態
が
作
り
出

さ
れ
、
そ
れ
が
た
ま

た
ま
経
済
的
要
因
と
合
致
す
る
要
素
を
有
し
て
い
た
場
合
に
、
そ
の
婚
姻
形
態
は
、
地
域
に
お
い
て
よ
り
代
表
的

な
も
の
と
な
り
、
姿

は
若
干
の
変
化
を
示
し
な
が
ら
も
近
年
ま
で
残
存
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
ひ
と
つ

の
婚
姻
形
態
を
生
み
、
か
つ
支
え
て
き
た
本
質
的
な
社
会
的
基
盤
は
、
そ
の
社
会
の
中
に
存
在
す
る
家
族
慣
行
の
大
原
則
で
あ
り
、
経

済
的
要
因
は
い
わ
ば
第
二
次
的
な
要
因
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
伊
豆

の
島
々
に
お
い
て
も
、
特
に
利
島
で
は
、
足
入
レ
婚
が
近
年
ま
で
残
存
し
て
き
た
要
因
は
、
嫁
は
聟
の
両
親
が
死
亡
す
る
か
、
あ
る
い

は
他
所

へ
引
き
移
る
ま
で
、
頑
と
し
て
聟
家

へ
の
完
全
な
る
引
き
移
り
を
こ
ば
む
と
い
う
家
族
慣
行
の
原
則
の
存
在
に
あ

っ
た
と
い
え



る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
伊
豆
諸
島
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
他
の
地
域

に
お
い
て
も
見
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

家
族
慣
行
の
原
則
と
は
、
す
な
わ
ち
、
親
子
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
さ
け
よ
う
と
す
る
原
則
で
あ
り
、
こ
の
原
則
に
よ

っ
て
生
ま
れ

た
家
族
制
と
し
て
、
隠
居
家
族
制
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

で
は
、
隠
居
制
、
足
入
レ
婚
両
者
と
も
に
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
す
る
親
子
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
さ
け
よ
う
と
す
る
原
則
と
は
、

い

っ
た
い
何
な
の
か
。
親
子
二
世
代
夫
婦
と
は
、
両
親
夫
婦
と
そ
の
息
子
夫
婦
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
中
で
も
、
同
居
を
よ
り
こ
ば

も
う
と
し
た
主
体
は
、
息
ヱ
J
の
配
偶
者
で
あ
る
嫁
と
、
夫
の
両
親
と
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
要
求
は
、
嫁
か
ら
夫
の
両
親
に

対
し
て
よ
り
積
極
的
に
作
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
大
間
知
篤
三
は
、
嫁
の
引
き
移
り
の
時
期
と
、
聟

の
両
親
の
隠
居
の
時

期
に
つ
い
て
、
両
者
が
同
時
期
に
行
な
わ
れ
る
の
が
本
来
の
形
で
あ
る
が
、
二
つ
の
も
の
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
そ

の
時
期
を
決
定
す
る

た
め
の
よ
り
根
本
的
な
要
因
が
あ

っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、

「古
い
毅
階
で
は
嫁
の
引
き
移
り
が
よ
り
重
要
で
あ
り
、
後
に

@

は
次
第
に
隠
居
が
よ
り
重
要
性
を
増
す
こ
と
に
な

っ
た
と
考
え
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
換
言
す
れ
ば
、
本
来
は
嫁
家
の

都
合
に
よ

っ
て
、
嫁
が
聟
家
に
引
き
移
る
意
志
を
表
明
し
た
ら
、
聟
の
両
親
は
た
だ
ち
に
隠
居
屋

へ
移
る
も
の
で
あ
り
、
隠
居
屋
の
準

備
が
ま
だ
で
き
ぬ
か
ら
、
嫁
は
引
き
移
り
た
く
て
も
引
き
移
れ
な
い
と
か
、
嫁
が
引
き
移

っ
て
か
ら
、
二
年
も
三
年
も
た

っ
て
聟
の
両

親
が
隠
居
し
た
等
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
ず

っ
と
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
嫁

は
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
聟
の
両
親
と
共
に
同
じ
家
屋
内
に
暮
ら
さ
な
い
と
い
う
強
い
欲
求
が
、
嫁
方
に
存
在
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
嫁
方
の
欲
求
は
今
日
の
主
婦
権
の
問
題
や
、
姑
と
嫁
と
の
関
係
云
々
と
い
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
日
本
に
古
く
か
ら
存
在
す
る
家
族
制
に
由
来
す
る
こ
と
に
な
る
と
い

え
よ
う
。

こ
こ
で
、
こ
の
問
題
を
よ
り
深
く
究
明
す
る
た
め
の
手
が
か
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
習
俗
を
紹
介
し
た
い
。

隠
居
慣
行
を
め
ぐ
る
一
考
察

三
七
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ひ
と
つ
は
、
利
島
に
お
い
て
、
聟
の
両
親
が
隠
居
屋
へ
引
き
移
る
際
、
息
子
嫁
全
員
が
盛
装
し
て
親
を
隠
居
屋

へ
送
っ
て
ゆ
き
、
そ
の

時
に
薪
主
婦
と
な
る
長
男
の
嫁
が
姑
の
裾
に
す
が

っ
て
泣
く
な
ら
わ
し
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
習
俗
は
大
間
知
篤
三
も
報
告
し
て

⑭

お
り
、
か
つ
私
の
利
島
の
調
査
に
お
い
て
も
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
似
た
習
俗
は
八
丈
島
に
も
存
在
す
る
。
こ
の
習
俗

の
解
釈
に
つ
い
て
、
多
く
の
研
究
者
た
ち
は
杓
文
字
渡
し
と
同
様
の
主
婦
権
譲
渡
に
関
す
る
儀
礼
と
し
て
の
み
と
ら
え
よ
う
と
す
る
傾

向
が
見
う
け
ら
れ
る
が
、
私
は
伊
豆
の
他
の
島

々
に
、
葬
送
に
お
け
る
近
親
の
女
性
の
哭
泣
儀
礼
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
は

葬
送
の
場
合
と
同
様
に
、
両
者
の
別
離
を
よ
り
決
定
的
な
も
の
と
し
て
社
会
に
公
然
と
披
露
す
る
た
め
の
儀
礼
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。
い
ま
ひ
と
つ
の
習
俗
は
、
八
丈
島
に
お
い
て
、
嫁
が
聟
家
に
引
き
移
る
際
、
は
じ
ら

っ
て
に
げ
か
く
れ
し
た
り
、

祝
言
の
席
よ
り
に
げ
出
し
た
り
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
間
知
篤
三
が

『
八
丈
志
』
の

一
節
を
引

用
し
て
紹
介
し
た
も

⑮

の
で
あ
る
。
こ
の
嫁
の
行
為
に
つ
い
て
、
大
間
知
は
、

「
こ
の

一
文
を
そ
の
前
後
の
関
係
か
ら
判
断
す
れ
ば
嫁
の
引
き
移
り
の
祝
い
の

こ
と
を
の
べ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
婚
姻
が
成
立
し
て
か
ら
か
な
り
長
い
年
月
を
経
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
嫁
た
ち
に
な
お
こ
の
こ
と
あ
る
の
は
、
単
に
そ
の
晴
れ
の
席
に
堪
え
ら
れ
な
い
と
い
う
は
に
か
み
の
気
持
ち
だ
け
に
帰
し
て

⑯

よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
他
に
何
か
、
も

っ
と
深
い
原
因
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
し
て
、
意
味
あ
り
げ
な
含
み
を
残
し

て
い
る
。
私
も
、
こ
の
嫁
の
行
為
は
単
に
は
に
か
み
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ば
嫁
が
聟
家
に
引
き
移
る
こ
と
に
抵
抗
す
る
か
の
よ
う
な

意
志
表
示
に
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
習
俗
は

一
見
た
が
い
に
矛
盾
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
嫁
は
本
来
、
聟
家
の
家
族
の

一
員
に
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
聟
家

へ
移
り
住
む
こ
と
に
何
ら
か
の
抵
抗
を
示
し
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
れ
が
あ
る
条
件
を
満
た
さ
れ
た
場
合
に
は
、
妥
協
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
条
件
と
は
、
聟

の
両
親
が
他
所

へ
引

き
移
り
、
聟
家
の
母
屋
を
自
分
た
ち
夫
婦
と
そ
の
子
供
た
ち
だ
け
で
独
占
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
嫁
は
自
分



と
聟
の
両
親
と
㊨
尉
離
が
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
強
調
し
て
社
会
に
公
然
化
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
儀
礼
は
・
あ
た
か
も
両
者
の
死
別
を
現
わ
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
さ
え
見
う
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
。
以
上
の
よ
う
に
考

え
る
と
、
今
ま
で
問
題
と
し
て
き
た
親
子
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
こ
ば
む
と
い
う
原
則
は
、
嫁
が
聟
家
に
引
き
移
る
こ
と
に
抵
抗
し

よ
う
と
し
た
意
識
か
ら
発
生
し
、
そ
れ
が
や
が
て
聟
の
両
親
が
他
所

へ
引
き
移
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
妥
協
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な

り
・
こ
の
形
態
が
若
干
姿
を
変
え
な
が
ら
も
今
日
ま
で
残
存
し
て
き
た
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
原
則
を
守
る
こ
と
か
ら
足
入
レ
婚
の
よ

う
な
中
間
的
な
妻
処
婚
形
式
の
婚
姻
が
生
ま
れ
、
ま
た
隠
居
制
を
長
く
保
持
す
る
要
因
と
も
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ひ
と
つ
の

推
論
が
成
り
立
ち
え
よ
う
。

結

語

私
は
・
隠
居
制
・
足
入
レ
婚
両
者
と
も
、
親
子
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
し
な

い
と
い
う
こ
と
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
か
ら
発
生
し
た
族

制
・
婚
制
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
全
国

一
律
に
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
伊
豆
諸
島

の
よ
う
に
、
少
な
か
ら
ず
、

親
子
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
し
な
い
と
い
う
原
則
が
強
く
守
ら
れ
て
き
た
地
域
に
お
い
て
の
話
で
あ
る
。
足
入

レ
婚
は
、
形
態
と
し

て
は
今
日
の

一
般
的
嫁
入
婚
の
原
理
に
相
反
す
る
要
素
を
多
分
に
有
し
な
が
ら
も
、
婚
姻
成
立
の
儀
礼
だ
け
は
聟
家
で
行
な
う
と
い
う

点
で
・
矛
盾
し
た
性
格
の
婚
姻
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
。
近
世
以
来
の
武
家
社
会
の
道
理
で
あ

っ
た

「
家
」
の
尊
重
と
、
家
父

長
制
原
理
が
・
徐
々
に
僻
遠
の
地
に
も
浸
透
し
て
ゆ
く
中
で
、
日
本
の
古
く
か
ら
の
な
ら
わ
し
と
新
し
い
社
会
原
理
と
の
問
に
葛
藤
が

生
じ
た
・
つ
ま
り
、
古
く
か
ら
の
な
ら
わ
し
と
は
、
嫁
は
、

一
生
涯
自
分
の
生
家
で
暮
ら
し
、
聟
家

へ
は
引
き
移
ら
な
い
と
す
る
な
ら

わ
し
で
あ
る
・
こ
の
よ
う
な
な
ら
わ
し
と
、
嫁
は
婚
姻
を
も

っ
て
生
家
の
領
有
か
ら
離
れ
て
、
聟
の

「家
」
の
人
間
と
な
る
も
の
と
す

る
近
世
的

・
武
家
社
会
的
家
族
観
と
が
矛
盾
を
示
す
の
は
、
し
ご
く
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
か
ら
社
会
生
活
の
中
で
葛
藤
が

隠
居
慣
行
を
め
ぐ
る
一
考
察

三
九
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四
〇

生
じ
、
そ
の

一
種
の
妥
協
的
な
形
態
と
し
て
足
入
レ
婚
の
よ
う
な
婚
姻
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
嫁
の
労
働
力
を

少
し
で
も
嫁
家
に
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
有
効
性
を
有
し
た
地
域
に
お
い
て
は
、
よ
り
定
着
し
た
も
の
と
し
て
、
長
く

残
存
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
古
く
か
ら
の
社
会
生
活
の
原
理
で
あ
る
、
親
子
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
し
な

い
と
い
う
原
則
だ
け
は
堅
く
守
ら
れ
て
い
た
。
隠
居
に
よ
る
複
世
帯
家
族
の
形
成
と
い
う
家
族
慣
行
の
存
在
が
、
古
く
か
ら
の
な
ら
わ

し
が
近
世
的
社
会
原
理
の
浸
透
し
た
社
会
に
お
い
て
も
、
根
強
く
残
存
し
て
き
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の

こ
と

は
、

「
家
」
の
相
続

。
継
承
は
長
男
に
よ
る

一
子
相
続
で
あ
り
な
が
ら
、
親
子
二
世
代
の
夫
婦
が
同
居
を
し
な
い
と
す

る
原
則
が
隠
居
制
を

支
え
る
柱
と
な

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
言
い
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
の
べ
て
く
る
と
、
私
が
こ
れ
ま
で
提
示
し
て
き
た
家
族
制
は
、
日
本
古
代
の
母
系
的
氏
族
原
理
に
の
っ
と

っ
た
も
の
で

は
な
い
の
か
と
い
う
議
論
が
当
然
に
お
こ
り
え
よ
う
。
確
か
に
、
高
群
逸
枝
は
、

『招
婿
婚
の
研
究
』
の
中
で
、
大
間
知
篤
三
の
足
入

レ
婚
や
隠
居
制
の
報
告
を
引
用
し
て
、
そ
れ
ら
は
招
婿
婚
の
遺
制
で
あ
ろ
う
と
定
義
し
て
い
る
し
、
中
で
も
、
高
群
の
い
う

「
擬
制
婿

⑰

取
婚
」
の
形
態
が
、
足
入
レ
婚
と
隠
居
制
の
関
係
と
非
常
に
近
似
し
た
要
素
を
も

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
然

の
問
題
提
起
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
高
群
の
研
究
は
、
あ
く
ま
で
文
献
史
料
に
よ
る
歴
史
学
的
方
法
に
お
け
る
研
究
で
あ
り
、
高
群
が
足
入
レ

婚
や
隠
居
制
の
民
俗
資
料
を
自
分
の
研
究
の

一
端
に
加
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
逆
に
、
高
群
の
研
究
の
成
果
を
私
た
ち
が
そ
の
ま
ま
民

俗
学
的
研
究
に
流
用
し
て
立
論
す
る
こ
と
は
、
あ
や
ま
り
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
る
。
し
か
し
、
今
後
の
問
題
と
し
て
、
高
群
の
研
究

の
成
果
と
、
足
入
レ
婚

。
隠
居
制
の
民
俗
を
比
較
、
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
す
る
べ
き
必
要
の
あ
る

⑱

問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

今
ひ
と
つ
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
地
域
的
な
問
題
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
隠
居
制
の
事
例
を
主
と
し
て
伊
豆

の
島
々
に
求
め
て
き

た
が
、
そ
れ
は
、
伊
豆
諸
島
が
、
最
も
顕
著
な
形
で
隠
居
制
、
あ
る
い
は
足
入
レ
婚
が
残
存
し
て
き
た
地
域

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
お



よ
び
・
私
が
長
年
に
わ
た

っ
て
実
態
調
査
を
行
な

っ
て
き
た
地
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
。
し
か
し
、
伊
豆
諸
島
以
外
に
も
、

た
と
え
ば
、
琉
球

・
八
重
山
の
島
々
、
南
西
諸
島

ロ
之
島
、
鹿
児
島
県
甑
島
、
三
重
県
志
摩
等
の
地
域
で
は
、
親
子
二
世
代
の
夫
婦
が

同
居
を
さ
け
よ
う
と
す
る
原
則
が
比
較
的
堅
く
守
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
な

っ
た
隠
居
制
、
婚
姻
が
行
な
わ
れ
て
き
た

こ
と
が
、
諸
氏
の
報

告
に
よ

っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
、
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
隠
居
制
に
つ
い
て
も
、
よ
り
厳
密
な
調
査
、
分
析
が

必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
す

べ
て
西
日
本
の
、
特
に
太
平
洋
岸
の
地
域
が
多
い
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の

分
布
が
・
裔

騫

三
碧

畢

一
郎
も
の
べ
て
い
る
よ
う
隔
・
杲

の
南
岸
を
洗
う
黒
潮
の
流
れ
と
何
ら
か
の

つ
な
が
り
が
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
も
、
決
し
て
無
視
は
で
き
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

大
間
知
篤
三
は
、
隠
居
家
族
制
や
足
入
レ
婚
を
彼
独
自
の
視
点
で
と
ら
え
、
そ
の
研
究
の
志
向
を

"
日
本
に
古
く
か
ら
存
在
す
る
家

族
制
の
大
原
則
"
に
求
め
続
け
て
き
た
こ
と
が
、
彼
の
種
々
の
著
作
の
中
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
彼
は
、
そ
の
問
題
に

対
し
て
、
つ
い
に
は

っ
き
り
と
し
た
結
論
を
の
べ
る
こ
と
な
く
、
昭
和
四
十
五
年
に
世
を
去

っ
た
。
彼
の
そ
の
志
向
は
、
他
の
研
究
者

た
ち
の
だ
れ
と
も
、
若
干
異
な

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
彼
が
提
示
し
た
問
題
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
た
め

に
も
、
ま
た
、
私
が

前
節
で
提
示
し
た
推
論
を
推
論
と
し
て
終
わ
ら
さ
ず
立
証
し
て
ゆ
く
た
め
に
も
、
隠
居
制
、
足
入

レ
婚
等
に
関
す
る
個
々
の
習
俗
の
よ

り
厳
密
な
分
析
、
検
討
が
、
ま
た
、
高
群
逸
枝
の
歴
史
学
的
研
究
と
の
比
較
、
検
討
が
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
地
域
的
な
問
題
と
し
て
、

琉
球

・
八
重
山

の
島

々
、
南
西
諸
島
、
さ
ら
に
は
メ
ラ
ネ
シ
ア
や
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
島
々
の
民
俗
と
、
伊
豆
諸
島

の
民
俗
と
の
比
較
、

検
討
が
、
今
後
さ
ら
に
行
な
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
、
私
は
考
え
る
。

隠
居
慣
行
を
め
ぐ
る
一
考
察

四

一
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註③

初
出
は

『
年
報
社
会
学
』
第

五
号

(
一
九
三
八
年

)
(『
大
間
知

篤
三
著
作
集
第

一
巻
』
未
来
社
、

一
九
七

五
年
に
収
録
)

②

大
間
知
篤

三

「
『
隠
居
』
に

つ
い
て
」

(前
掲
書
収
録
)

五
七

ぺ

ー
ジ
。

③

初
出
は

『
国
民
思
想

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』

第
六
号

(
一
九

三
九

年
)

(前
掲
書
収
録
)

④

初

出
は

『
民
間
伝
承
』
第
十

四
巻
第
十
二
号

(
一
九
五
〇
年
)

(前
掲
書
収
録
)

⑤

初

出
は

『
入
類
科
学
』
第

二
集

(九
学
会
連
合
編

、

一
九

五
〇

年
)

(前
掲
書
収
録
)

⑥

大
間
知
篤
三

「
隠
居
家
族
制

に

つ
い
て
」

(前
掲
書
収
録
)
二

九

二
ペ
ー
ジ
。

⑦

初
出
は

『
日
本

民
俗
学
大
系
』
第

三
巻

(
一
九
五
八
年
)

(前

掲
書
収
録
)

⑧

初
出
は

『
人
類
科
学
』
第
十

一
集

(九
学
会
連
合
編
、

一
九

五

九
年
)

(前
掲
書
収
録
)

⑨

個

々
の
類
型

に

つ
い
て
は
、
大
間

知
篤

三

「
家

族

の
構

造
」

(
前
掲
書
収
録
)
を
参
照

の
こ
と

。

⑩

大
間
知
篤

三

「
隠
居
と
婚
姻
」

(前
掲
書
収
録
)
二
九

五
ペ
ー

ジ
。

⑪

大
間
知
前
掲
書

、
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
。

⑫

竹

田
旦

「
隠
居
」
(『
講
座

・
家
族
第
二
巻
』
弘
文
堂
、

一
九
七

四

二

八
年

)
三
二
五
ペ
ー
ジ
。

⑱

竹

田

旦

『
民
俗
慣
行
と
し

て
の
隠
居
の
研
究
』
未
来
社
、

一

九
六

四
年

、
四
九
三

ペ
ー
ジ
。

⑭

竹

田
前
掲
書
、
四
九

三
ペ
ー
ジ
。

⑮

竹

田
前
掲
書
、
四
九

三
ペ
ー

ジ
。

⑯

伊
豆

の
島

々
で
は
、
多
く
の
場
合

、
聟

の
妻
問

い
の
期

間
中

に
、

嫁

の
両
親
が
長

男
夫
婦

に
母
屋
を
あ
け
わ
た
し

て
隠
居
し
た
場
合

に
は
、
嫁
は
両
親

の
隠
居
屋
に
毎
夜
聟
を
迎
え

る
こ
と
に
な
る
。

言

い
か
え
れ
ば

、
嫁

は
、
必
ず
自
分

の
両
親

の
も
と

へ
、
毎
夜
帰

っ
て
寝
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

⑰

竹
田
旦

「
隠
居
」

(『
講
座

・
家
族
第

二
巻
』
弘
文
堂
、

一
九
七

八
年
)
三
二
六

ペ
ー
ジ
。

⑱

竹
田
旦

『
民
俗
慣
行
と
し
て
の
隠
居

の
研
究
』
未
来
社

、

一
九

六
四
年
、
九
六

ペ
ー
ジ
。

⑲

竹
田
前

掲
書

、

一
四
六

ペ
ー
ジ
。

⑳

竹
田
前

掲
書

、
二

一
一
ペ
ー
ジ
。

⑳

大
間
知
篤
三

「
家
族
の
構
造
」

(『
大
間
知
篤
三
著
作
集

、
第

一

巻
』
未
来

社
、

一
九
七
五
年
)
二
五
五
ペ
ー
ジ
。

⑳

大
間
知
前
掲
書

、
二
五
五
ペ
ー
ジ
。

⑳

青
ケ
島

や
八
丈
島

で
は
、
母
屋
の
こ
と
を
ボ
ー

エ
と
呼

ぶ
。

⑭

蒲
生
正
男

・
坪
井
洋
文

・
村
武
精

一
『
伊
豆
諸
島
』
未
来
社
、

一
九
七

五
年

、
三
二
九

ペ
ー
ジ
。



⑳

大
間
知
篤
三

「
八
丈
島
」

(『
大
間
知
篤

三
著
作
集

、
第
四
巻

』

未

来
社

、

一
九
七
八
年
)
三
六

四
ペ
ー
ジ
。

⑳

竹
田
旦

『
民
俗
慣
行
と
し
て
の
隠
居

の
研
究
』
未

来
社
、

一
九

六
四
年

、
四
九
八

ペ
ー
ジ
。

⑳

竹
田
前
掲
書

、
四
九
八
ペ
ー
ジ
。

⑳

大
間
知
篤

三

「
八
丈
島
)
(『
大
間
知
篤
三
著
作
集
第

四
巻
』
未

来
社
、

一
九
七
八
年
)
三
六

三
ペ
ー
ジ
を
参
照

の
こ
と
。

⑳

村
武
精

一

『
家
族

の
社
会

人
類
学
』
弘
文
堂
、

一
九
七
七
年
、

=

○

ペ
ー
ジ
。

⑳

村
武
前
掲
書

、

=

○

ペ
ー
ジ
。

⑳

村
武
前
掲
書
、

一
一
〇

ペ
ー
ジ
。

⑳

村
武
前
掲
書

、

一
一
〇

ペ
ー
ジ
。

⑳

村
武
前
掲
書
、

=

○

ペ
ー
ジ
。

⑭

村
武
前
掲
書
、

一
一
〇

ペ
ー
ジ
。

⑳

大
間
知
篤
三
は

「
利
島

の
隠
居
と
分
家
」

に
お

い
て
、
利
島

に

お

け
る
隠
居
分
家
が
何
者
を
中
心
に
創
立
さ
れ
た
か

に
つ
い
て
調

査

し
、
そ
の
結
果

一
、
娘

、
聟
養
子

二
、
不
明

三
、
娘

、

聟
養

子

四

(養
子
、
嫁

)↓
嫁

、

聟
養
子

五
、

女
系

の
孫
女

(養
女
)
、
聟
養
子

六

、
次
男

(た
だ
し
隠
居
女

の
長
男
)
と
い

う
六
例
を
報
告
し
て
い
る
。

(『
大
間
知
篤
三
著
作
集

、
第

五
巻
』

未

来
社
、

一
九
七
九
年
)

⑳

大
間
知
前
掲
書

、

一
〇
四

ペ
ー
ジ
。

⑳

足
入

レ
婚

の
特
質
、
お
よ
び

、
足
入

レ
婚
と
嫁
入
婚

・
聟
入
婚

隠
居
慣
行
を
め
ぐ
る

一
考
察

と

の
区
別

の
問
題
、
ま

た
、
足
入

レ
婚
の
形
態

の
変
容
等
に
関
し

て
は
、
拙
著

「
婚
姻
類
型
の
研
究
i
i
足
入

レ
婚

を

中

心

と

し

て
」
(『
近
畿
民
俗
』
第
七
八
号

、
近
畿
民
俗

学

会

、

一
九

七

九

年
)
の
中

で
、
く
わ
し
く
の
べ
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳

大
間
知
篤

三

「
足
入

レ
婚
と

そ
の
周
辺
」
(『
大
問
知
篤

三
著
作

集
、
第

二
巻
』
未
来
社
、

一
九
七

五
年
)
四
〇
九

ペ
ー
ジ
。

⑲

大
間
知
篤

三
は
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て

「
そ

の

一
は
、
嫁
が
主

婦
と
な
る
日
に
初
め

て
聟
方

に
引
き
移

る
と

い
う
慣
行
の
存
在

で

あ
る
。

こ
れ
は
、
足
入

レ
婚
維

持
の
家
族
制
的
原
因
と
も
称

せ
ら

れ
る

べ
き
も
の
で
あ

る
。
そ
の
二
は
、
嫁

の
労
働
力
を
婚
姻
承
認

以
後

の
あ
る
期
間

、
な
お
依

然
と
し
て
手
も
と
に
留
め
お
か
ん
と

す
る
嫁
方
の
要
求

で
あ
る
。

こ
れ
は
足
入

レ
婚
維
持
の
経
済
的
原

因
と
も
称
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
の
三
は
、

こ
れ
ら

二

種

の
積
極
的
原

因
を
す

で
に
喪
失
し
な
が
ら
も

、
な
お
存

在
し

つ

づ
け

て
い
る
情
勢

の
影
響

で
あ
る
。

こ
れ
は
前

二
者
に
対

し
て
、

足
入

レ
婚
維
持
の
消
極
的
原
因
と
も
称
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
」
と
説
明
し
て
い
る

(大
間
知
前
掲
書
四
〇

三
ペ
ー
ジ
参
照
)

⑳

た
と
え
ば

『
講
座
、
日
本

の
民
俗
』

(有
精
堂
)

の

「
足
入
れ
」

の
著
者

で
あ

る
池
田
秀
夫

は
、
足
入

レ
婚
と
女
性
労
働
力
と

の
関

係

に

つ
い
て
は
入
念
な
考
察
を
行
な

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

家
族

制
度
と

の
関
係
に

つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
て
い
な

い
。

@

八
丈
島

の
女
性
は
、
江
戸
時
代

に
、
幕
府

へ
貢
納
す

る
黄
八
丈

を
織
る
役
割
を
担

っ
て
い
た

こ
と

か
ら

、
今
日
で
も
女
性

の
労
働

四
三



佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
號

力

が
比
較
的
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
。
ま

た
、
八
丈
島

の
聟
に
は
、

シ

ュ
ウ
ト
ズ
ト
メ
と
よ
ば
れ
る
嫁
家
の
手
伝

い
を
す

べ
き
社
会
的

義
務
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

⑫

利
島

で
は

こ
の
こ
と
を
ネ
ド
ガ

エ
リ
と
よ

ぶ
。

⑲

大
間
知
篤

三

「
八
丈
島
」
(
『
大
間
知
篤

三
著
作
集
、
第

四
巻
』

未
来
社
、

一
九
七
八
年
)
三
六
三
ペ
ー
ジ
。

⑭

大
間
知
篤

三

「
利
島
の
隠
居
と
分
家
」

(『
大
間
知
篤

三
著
作
集
、

第
五
巻

』
未
来
社

、

一
九
七
九
年
)
九
六

ペ
ー
ジ
。

⑮

大

間
知
篤

三
は

「
八
丈
島
」
(『
大
間
知
篤
三
著
作
集

、
第
四
巻
』

未

来
社

、

一
九
七
八
年
)
の
中

で
、

『
八
丈
志
』

よ
り
引
用
し
た

次
の
よ
う
な

一
文
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
婚
姻
の
日
に
至
れ
ば
、

女

子
甚

は
ち
ら

ひ
て
逃

隠
れ

、
又
は
婚
姻

の
席
よ
り

か
け
出
し

て

隠

る
る
事
も
あ
り
。
故

に
婿

の
家
、
是
を
心
遣

ひ
に
思

ふ
事
な
り

。

家

君
常

に
笑

ふ
。
島
人
の
妻
を
迎

る
は
婿
の
家

の
人
、
囚
を
護
る

か
如
し
と
。
其
脱
走
を
お
そ
る
れ
は
な
り
」

⑳

大
間
知
前
掲
書
、
1
1-1:
1
ペ
ー
ジ
。

⑯

高
群
逸
枝
は

『
招
婿
婚

の
研
究
』

(
理
論
社

、

一
九
七
五
年
)

四
四

の
中

で
、
擬
制
婿
取
婚
を

「
内
実
は
夫
家
に
妻
を
迎
え

る
も
の
で

あ
る
が
、
そ

の
夫
家
を
妻
の
領
と
観
念
し
、
夫

が
そ
こ
に
い
な
が

ら
婿
取
ら
れ
る
擬
制
式
の
方
法
」
と
定
義
し
て
い
る
。

⑱

高
群
逸
枝
の
学
説
と

、
足
入

レ
婚

・
隠
居
制

の
民
俗
学

的
研
究

と

の
比
較
、
検
討

に
関
し

て
は
、
拙
著

「
足
入
れ
婚
と
隠
居
複
世

帯
制
」
(
『
季
刊
人
類
学

12
1

4
』
講

談
社
)

の
中

で
触
れ
て
い
る

の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

⑲

石
田
英

一
郎

は
、
八
丈
島
に
母
子
相
姦

に
よ
る
始
祖
伝
説

や
、

女
護
ケ
島
伝
説

が
存
在
す
る

こ
と
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
関

し
て

「
日
本
本
土

の
周
縁

の
、
と
く
に
太
平
洋

の
波
に
洗
わ
れ

た
離
島

の
中
に
は
、
か

つ
て
女
性
の
地
位

の
高

い
社
会

構
造

が
、
分
布

の

広

い
女
人
島
伝
説
を
そ

の
島
に
結
び

つ
け
る
契
機
と
な

っ
た
も

の

が
、
八
丈
島

の
ほ
か
に
な
お
存
在
し

た
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思

わ
れ
る
の
で
あ

る
」
と
の

べ
て
い
る
。
(
「
女
人
島

の
話
」

『
日
本

民
俗
学
大
系
第
十

二
巻
』
平

凡
社

、

一
九
七
二
年
、
二
五
〇

ペ
ー

ジ
参
照
)(文

学
研
究
科
博
士
後
期
課
程

一
回
生

・
日
本
史
学
専
攻
)


