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「
う
た
」
の
歳
事

正
　
月

〈年

神

迎

え
〉

新
し
い
年
の
″さ
ち
″

―

　
「
お
正
月
様
の
う
た
」

ヽ
正
月
さ
ま
ど
こ
ま
で

磐
梯
山
の
か
げ
ま
で

な
に
を
土
産
に
持

っ
て
来
る

木
片
の
よ
う
な
餅
持

っ
て

雪
の
よ
う
な
米
持

っ
て

笹
の
よ
う
な
魚
持

っ
て

弓
の
矢
を
腰
に
さ
し

羽
子
を

つ
ま
つ
き
ご
ざ
る
　
（福
島
県
）

ヽ
正
月
ど
こ
ま
で
来
た
や

く
る
く
る
山
の
下
ま
で

な
に
土
産
持

っ
て
き
た

松
と
譲
り
葉
橙
串
柿
ほ
ん
だ
わ
ら
　

（秋
田
県
）

木

村

重

利

ヽ
正
月
ど
ん
ご
ざ

っ
た

ど
う
し
て
ご
ざ

っ
た

ゆ
ず
り
葉
に
乗

っ
て

ゆ
ず
り
ゆ
ず
り
ご
ざ

っ
た

（奈
良
県
）

少
し
以
前
ま
で
、
正
月
が
近
く
な
る
と
全
国
的
に
広
く
謡
わ
れ
て
い
た

「
正

月
様
の
う
た
」
で
あ
る
。
正
月
の
訪
れ
を
待
ち
わ
び
る
子
供
達
が
、
冷
い
北
風

に
向
か

っ
て
手
を

つ
な
ぎ
な
が
ら
大
声
を
張
り
あ
げ
て
い
る
情
景
が
浮
ん
で
く

る
。
正
月
が
す
ぐ
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
の
だ
と
思
う
と
と
て
も
家
の
中
で
じ

っ

と
し
て
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
外
に
飛
び
出
し
た
子
供
達
は
、
い
つ
の
間
に

か
こ
の
歌
の
合
唱
を
始
め
て
い
る
。
時
に
は
こ
の
歌
を
謡
い
な
が
ら
村
境
や
峠

ま
で
行

っ
て
み
た
り
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
正
月
が
早
く
来
て
く
れ
る
よ
う

な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
に
正
月
が
待
ち
遠
し
か

っ
た
の
は
、
日
頃
、
忙
し
い
大
人
の
生
活

と
の
か
か
わ
り
で
、
子
供
の
分
担
が
あ

っ
て
思
う
よ
う
に
遊
べ
な
か

っ
た
こ
と

が

一
つ
の
原
因
で
あ
る
。　
一
日
中
、
昼
も
夜
も
忙
し
い
大
人
に
と

っ
て
、
全
く

の
仕
事
休
み
と
い
う
と
、
盆
と
正
月
の
そ
れ
ぞ
れ
何
日
か
で
あ

っ
た
。
し
た
が
つ

て
、
こ
の
二
つ
の
時
期
は
大
人
に
と

っ
て
も
楽
し
み
で
あ

っ
た
が
、
子
供
達
に

と

っ
て
は
、
こ
の
楽
し
み
が
よ
り
大
き
く
ふ
く
ら
む
の
で
あ

っ
た
。
と
い
う
の

は
、
大
人
達
が
仕
事
を
休
ん
で
の
ん
び
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
供
達

も

「
手
伝
い
」
か
ら
開
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
か
ら
。
盆
や
正
月
と

い
う
、
親
た
ち
が
ゆ

っ
た
り
し
て
い
る
こ
の
時
期
は
、
子
供
達
も
全
く
自
分

の
″遊
び
″
に
精
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
盆
は
夏
休
み
、
正
月
は
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冬
休
み
と
い
う
、
学
校
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
心
身
と
も
に
自
由
そ
の
も
の
と
い
っ

た
快
適
さ
の
中
に
あ
る
。
朝
起
き
て
日
が
暮
れ
る
ま
で
、
ど
れ
ほ
ど
遊
び
に
夢

中
に
な
ろ
う
と
、
親
か
ら
文
句
を
言
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
普
段
、
あ
れ
や
こ

れ
や
手
伝
わ
せ
て
し
ま

っ
て
、
た
っ
ぷ
り
遊
ば
せ
て
や
れ
な
い
不
憫
さ
か
ら
、

せ
め
て
盆
の
間
く
ら
い
、
正
月
の
間
く
ら
い
は
と
親
も
寛
容
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
遊
び
の
時
期

へ
の
期
待
が
こ
の
歌
を
謡
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
さ
せ
る

の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
正
月
の
楽
し
み
は
、　
一
年
中
で

一
番
う
ま
い
も
の
が
食
べ
ら
れ

る
の
が
正
月
で
ぁ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
普
段
は
、
め

っ
た
に
食
卓
に
の
ぼ
ら
な

い
魚
―
―
そ
れ
も
サ
ン
マ
や
サ
バ
な
ど
で
は
な
く
―
―
サ
ケ
が
皿
に
載
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
餅
が
大
変
な
ご
馳
走
で
あ

っ
た
。

そ
れ
ほ
ど
に
つ
つ
ま
し
か

っ
た
時
代
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
つ
つ
ま
し
さ
を

笑

っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

「
正
月
様
の
う
た
」
に
よ
る
と
、
正
月
の
ご
馳
走

で
あ
る
魚
や
餅
は
正
月
様
の
土
産
な
の
で
あ

っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
正
月
に

魚
が
食
べ
ら
れ
、
餅
が
食
べ
ら
れ
る
の
は
、
み
な
正
月
様
が
来
て
く
れ
る
か
ら

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
素
朴
さ
敬
虔
さ
を
軽
々
し
く
笑

っ
て
は
な

る
ま
い
。
何
に
対
し
て
も
贅
沢
に
な
り
傲
慢
に
な

っ
て
、
あ
り
が
た
さ
を
忘
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
最
も
欠
け
て
い
る
の
が
こ
の

「
つ
つ
ま

し
さ
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
と
は
い
っ
て
も
、
不
自
由
な
時
代
、
乏
し
い
時
代

に
戻
ろ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
第

一
今
さ
ら
戻
れ
る
は
ず
も
な
い
。
た
だ
、

物
に
対
し
て
、
人
に
対
し
て
、
人
の
力
の
及
ば
な
い
も
の
に
対
し
て
″
つ
つ
ま

し
く
向
き
合
う
心
″
は
い
つ
も
持

っ
て
い
た
い
も
の
と
願
う
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
も
の
を
こ
の

「正
月
様
の
う
た
」
は
教
え
て
く
れ
る
。
正
月
の
楽

し
さ
を
待

つ
心
は
、
正
月
様
の
訪
れ
を
待
つ
心
で
あ
る
。
魚
が
あ
り
餅
が
あ
る

豊
か
さ
は
正
月
様
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

正
月
様
は
新
し
い
年
の
神
、
年
神
様
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
年
神
様
が
来
ら

れ
る
こ
と
で
正
月
が
来
る
の
だ
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
正
月
の
ご
馳
走
は

そ
の
土
産
な
の
だ
と
感
謝
す
る
つ
つ
ま
し
さ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う

一

つ
の
歌
に
よ
る
と
、
正
月
様
の
持

っ
て
き
て
く
だ
さ
る
土
産
に
は

「
松
の
木
」

と

「譲
り
葉
」
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
松
は
常
磐
木
で
め
で
た
い
も
の
、
そ
れ

は
門
松
と
し
て
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
、
正
月
様
が
訪
れ
る
と
き
の
目
じ
る
し
で

あ
り
、
新
し
い
年
の
め
で
た
さ
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
譲
り
葉
は
と
い

う
と
、
そ
れ
は
正
月
様
が
わ
れ
わ
れ
人
間
に
も
た
ら
し
て
く
れ
る
新
し
い
年
の

〃
さ
ち

（幸
）
″
―

い
い
こ
と
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

正
月
様
は
こ
の
譲
り
葉
を
土
産
に
、　
一
人

一
人
に
〃さ
ち
〃
を
譲
り
譲
り
や
っ

て
来
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
る
。
誰
に
譲

っ
て
誰
に
譲
ら
な
い
と
い
う
不
平
等
は

な
さ
ら
な
い
。
た
だ
、
せ
っ
か
く
譲
ら
れ
た
″
さ
ち
〃
を
実
現
で
き
る
か
ど
う

か
は
、
譲
ら
れ
た
我
々
自
身
の
、
そ
の
一
年
間
の
過
ご
し
方
い
か
ん
に
か
か

っ

て
い
る
の
だ
と
思
う
。

（九
巻
三
号

　
一
九
八
五

・
一
二

・
二
三
）
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〈若

水

汲

み
〉

若
返
り
の
水

―
―

「
若
水
汲
み
の
歌
」

わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
古
い
信
仰
か
ら
す
る
と
、
新
し
い
年
を
迎
え
る
と
い
う

こ
と
は
、
単
に

一
つ
年
齢
を
重
ね
る
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。
正
月
を
祝
う
の
は
、

一
年
間
無
事
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
め
で
た
さ
か
ら
で
は
な
い
。
も

っ
と
積

極
的
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

正
月
は
若
返
り
、
生
ま
れ
か
わ
り
の
時
な
の
で
あ

っ
た
。
新
し
い
ト
シ
は
、

新
し
い
生
命

・
活
力
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
、
新
し
い
ト
シ
を
迎
え

る
と
い
う
こ
と
は
、
ト
シ
を
重
ね
る
こ
と
で
は
な
く
、
ト
シ
を
改
め
る
こ
と
で

あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
日
本
の
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
り
の
性
格
を

見
る
と
よ
く
わ
か
る
。

旧
暦
に
よ
る
季
節
感
で
言
え
ば
、
十
二
月
ま
で
は
冬
で
あ
り
、
正
月
か
ら
は

春
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
正
月
は
冬
を
終
え
て
春
を
迎
え
る
祭
り
の
月

な
の
で
あ
る
。
冬
は
、
天
然
自
然
の
諸
物
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ

人
間
も
休
息
す
る
時
節
な
の
で
あ
る
。
休
息
と
い
う
こ
と
は
、
次

へ
の
活
動
に

備
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
春

・
夏

・
秋
と
過
ご
し
て

来
て
、
そ
の
間

に
衰
え
た
魂

の
再
生

ｏ
復
活
を
は
か
る
た
め
の

「
慎
し
み
」

（物
忌
み
）
の
期
間
が
冬
な
の
で
あ
る
。

フ
ユ
と
い
う
動
詞
は
、
威
力

・
活
力
を
増
殖
す
る

・
分
割
す
る

・
蘇
ら
せ
る

と
い
う
意
味
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が

「
冬
」
と
い
う
季
節
名
に
な

っ
た

と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
フ
ユ
の
活
動
が
充
分
に
熟
し
て
、
衰
え
た
魂

（精
力

・
活
力
）
が
濯

っ
た
状
態
が
ハ
ル
（張
る
）
で
あ
り
、
そ
れ
が

「
春
」
と

い
う
季
節
名
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
蘇

っ
た
魂
が
新
し
く
活
動
を
開

始
す
る
季
節
が
春
、
そ
し
て
そ
の
ス
タ
ー
ト
が

「
正
月
」
で
あ

っ
た
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
新
し
い
年
の
最
初
の
月
で
ぁ
る
正
月
が
め
で
た
い
の
は
、

復
活
し
た
魂
の
門
出
を
祝
う
こ
と
か
ら
な
の
で
あ
る
。

話
を
少
し
戻
す
と
、
冬
は
ま
た

一
年
の
し
め
く
く
り
、
終
わ
り
の
時
期
で
あ

る
。
春
か
ら
ず

っ
と
月
日
を
重
ね
て
来
て
、
次
第
々
々
に
魂
は
衰
え
て
き
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
新
し
く
切
り
替
え
る
た
め
に
行
な
わ
れ
る
の
が
冬
祭
り
で
あ

る
。
そ
の
具
体
的
な
神
事
内
容
は
″は
ら
い
〃
と

〃き
よ
め
″
で
あ
る
。
人
間
の

魂
は
春
か
ら
少
し
ず

つ
、
そ
れ
も
生
活
し
て
い
く
中
で
自
然
と
衰
え
て
い
く
も

の
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
何
で
あ
れ
、
使

っ
て
い

る
間
に
少
し
ず

つ
減

っ
て
い
く
、
衰
え
て
い
く
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

周
囲
の
形
あ
る
物
、
日
に
見
え
る
物
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
考
え

方
の
延
長
に
わ
れ
わ
れ
人
間
の
肉
体
と
魂
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

生
ま
れ
て
以
来
「
肉
体
が
日
を
重
ね
て
い
く
中
で
少
し
ず

つ
変
化
し
て
い
く

こ
と
は
、
実
際
の
観
察
を
通
し
、
各
自
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
こ
と
と
し
て
確
認
し

て
い
け
る
。
特
に
子
供
の
時
代
を
終
え
、
青
年

（壮
月
）
期
を
過
ぎ
て
み
れ
ば
、

年
々
歳
々
わ
が
肉
体
は
衰
退
に
向
か

っ
て
い
く
こ
と
は
誰
し
も
実
感
し
た
の
で

あ
る
。
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
肉
体
の
衰
え
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
気
遣

っ

た
り
心
配
し
た
り
は
し
な
か

っ
た
。
人
が
生
き
て
い
く
上
で
大
事
な
の
は
肉
体

で
は
な
く
、
そ
の
内
部
に
あ
る
魂
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
新
し
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く
す
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
若
々
し
く
活
力
に
満
ち
溢
れ
て
生
き
ら
れ
る
と
考
え

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
衰
え
た
原
因
に
な

っ
て
い
る
も
の
を

″
は
ら
い
″

″清
め
″
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
何
分
そ
れ
は
魂
に

つ
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
目
に
見
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
罪

・

厄

・
機
れ
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
を
払
い
落
と
す
具
体
的
な

手
段
は

「火
」
や

「水
」
に
よ
る
″は
ら
い
〃
″清
め
″
で
あ

っ
た
。

冬
の
祭
り
に
火
の
祭
り
が
多
い
の
は
、
時
期
的
に
寒
い
か
ら
火
を
焚
い
て
暖

か
く
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
火
に
よ

っ
て
、
魂
を
衰
え
さ
せ
た
も
ろ
も

ろ
の
罪

ｏ
厄

・
機
れ
を
取
り
除
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
も

っ
と
端
的
に
言
え

ば
、
火
に
よ
っ
て
衰
え
た
も
の
を
燃
え
立
た
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
は

「
水
」
に
よ
る
″は
ら
い
〃
″き
よ
め
″
で
あ
る
。
水
と

い
え
ば
、

い
か
に
も
夏
の
祭
り
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
い

つ
の
祭
り
で
あ
ろ
う
と
、
身
を
清
め
て
神
に
仕
え
る
た
め
に
は
水
が
欠
か
せ
な

い
も
の
で
あ

っ
た
。
水
が
身
を
清
め
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ

っ
た
こ
と
を
端

的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
年
頭
の
水
の
行
事
で
あ

る

「
若
水
汲
み
」
で
あ
る
。

現
在
で
は
、
都
会
に
限
ら
ず
、
水
と
言
え
ば
水
道
の
蛇
日
か
ら
出
て
来
る
も

の
と
い
う
の
が

一
般
的
だ
か
ら
、
こ
と
さ
ら
正
月
だ
か
ら
と
い
っ
て
″新
し
い

水
〃
″神
聖
な
水
〃
と
い
う
意
識
は
生
ま
れ
に
く
い
も
の
に
な

っ
て
い
る
が
、
少

し
以
前
ま
で
は
、
年
の
始
め
に
第

一
番
に
丼
戸

（泉

・
川

・
海
）
か
ら
汲
み
あ

げ
る
水
は

「
若
水
」
と
か

「初
水
」
と
い
っ
て
、
ど
こ
の
家
で
も
重
ん
じ
ら
れ

た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
を
汲
む
人
間
は
、　
一
家
の
主
人
と
か
年
男
と
い
っ
た

男
性
に
限
ら
れ
て
い
て
、
女
性
が
そ
の
役
を

つ
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

主
人
な
り
年
男
な
り
が
汲
み
あ
げ
た
そ
の
水
を
、
松
の
葉
に
浸
し
て
は
神
棚

や
床
の
間
か
ら
始
ま
っ
て
家
中
を
払
い
清
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
元
日
の

「若
水
汲
み
」
は
厳
粛
な
も
の
で
、　
一
家
の
主
人
あ
る
い
は
年

男
が
ま
だ
他
の
家
族
の
者
が
起
き
出
さ
な
い
う
ち
に
丼
戸
か
ら
汲
み
あ
げ
る
の

で
あ
る
。
汲
み
あ
げ
る
柄
杓
に
は
昆
布
や
勝
栗

・
千
柿
な
ど
を
青
苧
で
結
え
た

り
も
す
る
。
そ
の
時
、
次
の
よ
う
な
め
で
た
い
文
句
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

○
元
日
に
鶴
の
声
す
る
あ
の
井
戸
の
水

甕
に
汲
み
込
む
若
の
水

〇
年
の
始
め
の
若
水
迎
え

銭
汲
め
金
汲
め
　
よ
ろ
ず
の
宝
汲
め

こ
の

「
若
水
汲
み
」
は
元
日
の
朝
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
丁
寧
な
土
地

ｏ

家
で
は
、
正
月
の
三
が
日
の
毎
朝
に
加
え
て
、
七
日

（七
草
）
や
十
四
日

ｏ
十

五
日

（小
正
月
）
の
朝
に
も
や
る
こ
と
が
あ
る
。

福
島
県
や
山
形
県
で
は

「若
水
汲
み
」
の
歌
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
を

伝
え
て
い
る
。

「
何
汲
む
　
よ
ね
汲
む

黄
金
さ
ら
さ
ら
　
さ
ら

っ
と
汲
む

（福
島
県
会
津
若
松
市
）

ヽ
と
ん
と
す
る
　
す
る
り
す
べ
る
水
車

祝
い
の
水
を
汲
む
　
め
で
た
し
め
で
た
し

（同
、
鹿
島
町
）

ヽ
福
を
汲
み
汲
み

あ
き
の
方
に
向
か
っ
て

（山
形
県
谷
地
町
）
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ヽ
黄
金
の
柄
杓
で
　
福
を
汲
み
汲
み

福
汲
む
何
汲
む
　
黄
金
の
花
汲
む

（同
、
西
村
山
郡
）

こ
う
し
て
汲
み
あ
げ
た
水
で
家
中
を
清
め

（新
し
く
造
り
替
え
た
と
同
じ
こ

と
に
な
る
）
、
そ
れ
で
煮
炊
き
し
た
物
を
食
べ
て
若
返
り
蘇
り
を
確
認
し
た
の

で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（十
巻
三
号
　
一
九
八
六

・
一
二

・
三
二
）

〈小
　
正
　
月
〉

「福
」
を
運
ぶ
正
月
の
訪
れ
人

年
頭
に
は
誰
し
も
、
こ
の

一
年
が
い
い
年
で
あ
る
よ
う
に
、
い
い
事
が
沢
山

あ
る
よ
う
に
と
念
願
す
る
。
だ
か
ら
、
い
か
に
も
そ
う
し
た

「福
」
を
実
現
し

て
く
れ
そ
う
な
訪
れ
人
が
来
て
く
れ
る
こ
と
は
大
歓
迎
で
あ

っ
た
。
今
か
ら
少

し
前
ま
で
の
日
本
の
村
や
町
の
正
月
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
訪
問
者
が
や

っ
て
来

て
人
々
の
新
し
い
年
の
出
発
を
祝
福
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
は

正
月
神

（歳
徳
神
）
が

一
人

一
人
に

「
ト
シ
」
（年
玉
）
を
授
け
に
回

っ
て
来
る

こ
と
で

「正
月
が
来
る
」
と
い
う
、
日
本
人
の
信
仰

・
考
え
方
が
あ

っ
た
。

各
家
々
を
回
る
そ
う
し
た
訪
れ
人
は
実
際
に
は
ム
ラ
内
の
大
人
な
り
子
供
な

り
が
来
る
場
合
と
、
や
や
芸
人
化
し
た
、
他
所
か
ら
の
者
が
来
る
場
合
と
あ

っ

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
特
に
ム
ラ
内
の
大
人
の
場
合
に
は
手
拭
で
顔
を
隠
し

た
り
、
蓑
笠
を
着
け
た
り
、
特
別
な
道
具
を
携
え
て
い
た
り
と
い
う
よ
う
に
、

多
少
扮
装
め
い
た
姿
形
を
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
の
は
、
自
分
の
村
の
人
に
顔

を
見
ら
れ
た
ら
恥
ず
か
し
い
か
ら
な
ど
と
説
明
す
る
が
、
こ
れ
も
、
こ
う
し
た

初
春
の
訪
問
者
が
ヒ
ト
で
は
な
く
、
モ
ノ
（神
）
な
の
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
き

て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
正
月
―

十
五
日
の

「小
正
月
」
前
後
の
場
合
が
多
い
―
―
に

家
々
を
回
り
来
る
訪
れ
人
は
多
く
、
そ
の
形
態
や
詞
章
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

ヽ
た
び
た
び
　
た

っ
ぷ
り
く
だ
さ
い
　

一
本
足
で
は
歩
け
な
い

た
び
た
び
　
た

っ
ぷ
り
く
だ
さ
い
　
一
一本
足
で
歩
く
は
苦
え
い

這

っ
て
歩
く
に
は
五
本
い
る

千
葉
県
の

「
タ
ビ
タ
ビ
」
と
い
う
訪
れ
人
の
口
上
で
あ
る
。
子
供
達
が

「
正

月
十
四
日
、
付
木
や
大
根
な
ど
で
大
判

・
小
判
や
俵
な
ど
の
形
に
つ
く
り
こ
の

歌
を
歌
い
な
が
ら
、
家
々
に
米
や
銭
な
ど
を
貫
い
歩
く
」
（『
日
本
伝
承
童
謡
集

成
』
第
五
巻
）
の
だ
と
い
う
。
作
り
物
と
は
い
え
、
大
判

・
小
判

・
俵
な
ど
を

持
ち
歩
く
の
だ
か
ら
福
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
詞
章
の

「
た
び
た
び
た

っ

ぷ
り
く
だ
さ
い
」
は

「
賜
え
賜
え
、
た

っ
ぷ
り
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
。
そ

れ
以
下
の

「
一
本
足
云
々
」
「
二
本
足
云
々
」
「
這

っ
て
歩
く
云
々
」
が
わ
か
ら

な
い
が
、
遥
々
や

っ
て
来
る
遠
来
神
の
扮
装
と
身
振
り
を
重
ね
て
い
る
の
か
も

も
う
二
十
年
も
前
に
な
る
が
、
埼
玉
県
の
山
里

（児
玉
郡
児
玉
町
金
谷
）
で

聞
い
た

「
コ
ン
タ
ビ
」
と
い
う
正
月
の
物
乞
い
人
は
、
手
に
紺
の
足
袋
を
か
ぶ

せ
て
、
そ
れ
を
狐
の
顔
の
よ
う
に
し
て
動
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
謡

っ
て

や
っ
て
来
た
と
い
う
。

「
コ
ン
コ
ン
と
来
ま
し
た
コ
ン
タ
ビ

一
度

貰

え

ば

二

度

コ

ン

コ

ン

し
れ
な
い
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「
コ
ン
コ
ン
」
は

「来
ん
」
（「来
ぬ
」
―
来
な
い
）
「
紺
」
に
か
け
て
狐
の
鳴

き
声
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
「
コ
ン
タ
ビ
」
は

「今
度
」
に

「
紺
足
袋
」
を
か

け
て
い
る
。
「
も
う
来
な
い
来
な
い
と
言

っ
て
お
い
て
、　
コ
ン
コ
ン
と
鳴
き
な

が
ら
今
度
も
ま
た
コ
ン
タ
ビ
が
や
っ
て
来
ま
し
た
」
と
い
う
訪
れ
の
回
上
は
い

い
と
し
て
、
「
一
度
貰
え
ば
二
度
は
来
な
い
か
ら
、
ケ
チ
ケ
チ
し
な
い
で
早
く

沢
山
く
れ
ろ
」
と
い
う
の
は
手
前
勝
手
で
可
愛
く
な
い
。

千
葉
県
の

「
タ
ビ
タ
ビ
」
と
埼
玉
県
の

「
コ
ン
タ
ビ
」
に
は
ど
こ
か
に
脈
絡

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
と
も
に
本
来
の
形
が
大
き
く
く
ず
れ
て
し
ま

っ
て
、

祝
福
人
と
い
う
よ
り
単
な
る
物
乞
い
人
に
傾
い
て
し
ま

っ
て
い
る
。
詞
章
も
ふ

ざ
け
て
い
た
り
意
味
不
明
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
は
そ
の
結
果
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
そ
う
し
た

「物
乞
い
人
」
に
物

（米
や
銭
）
を
与
え
る
の
も
、
祝
福

に
や
っ
て
来
て
く
れ
た
年
神
様
に
捧
げ
物
を
し
た
名
残
り
で
あ

っ
た
。
「
物
乞

い
人
」
を
い
う
古
語
の
ホ
イ
ト
は

「寿
い
人
」
か
ら
き
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

九
州
南
部
と
東
北
地
方
に
残

っ
て
い
る

「
カ
セ
ド
リ
」
と
い
う
訪
問
者
は
、

「
ア
キ
の
方
か
ら
カ
セ
ド
リ
参
り
申
し
た
　
コ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

と
い
っ
た
口
上
で
、
や
は
り
小
正
月
に
家
々
を
訪
れ
る
。
カ
セ
ド
リ

（
カ
サ
ド

リ
と
も
）
は

「
稼
ぎ
取
り
」
「稼
ぎ
鶏
」
の
意
だ
と
い
う
。

こ
の

一
年
を
達
者

で

「稼
ぐ
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
祝
福
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。

福
島
地
方
の
カ
サ
ド
リ
は
正
月
十
四
日
の
夜
、
絆
纏
で
頭
を
覆
い
隠
し
て
家
々

を
訪
れ
て
団
子
餅
を
貰
い
回
る
の
で
あ
る
。

ヽ
ア
キ
の
方
か
ら
カ
サ
ド
リ
罷

っ
た

と
、
こ
こ
で
も
日
上
は
簡
単
で
あ
る
。
た
だ
、
同
じ
福
島
県
内
で
も
地
域
に
よ
っ

て
多
少
の
違
い
が
あ
る
。
相
馬
地
方
で
は
、

「
カ
セ
ド
リ
　
ホ
イ
ホ
イ

ヽ
ア
キ
の
方
か
ら
チ
ャ
セ
ン
ゴ
来
た

な
ど
と
い
う
口
上
で
や

っ
て
来
た
し
、
安
積
地
方
の
カ
セ
ド
リ
は
子
供
達
が
た

だ
、
「
カ

ッ
カ

ッ
カ
」
と
言

っ
て
回

っ
て
来
る
。
福
島
市
付
近

で
も
子
供
の
行

事
に
な

っ
て
い
て
鼻
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、

ヽ
団
子
く
ん
ち
ゃ
　

コ
ン
コ
ン

と
や
っ
て
来
る
。
厄
年
の
大
人
も
顔
を
隠
し
て
回

っ
て
来
る
と
い
う
。

宮
城
県
で
も
正
月
十
四
日
の
晩
に
カ
セ
ド
リ
と
か
チ
ャ
セ
ン
ゴ
と
い
う
も
の

が
回

っ
て
来
た
。
厄
年
の
者
が
自
分
の
歳
の
数
だ
け
餅
を
貫

っ
て
食
べ
る
と
厄

を
免
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
子
供
に
限
ら
ず
や

っ
て
来
て
餅
や
蜜
柑
を
貫
い

歩
い
た
と
い
う
。

ヽ
ア
キ
の
方
か
ら
チ
ャ
セ
ン
ゴ
に
来
ま
し
た

祝
い
な
し
て
く
な
え
ん

福
島
県
に
は

「病
気
の
根
掘
り
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
正
月
十
四
日
の
夜
、

子
供
達
が
鍬
を
持

っ
て
厄
年
の
者
の
い
る
家
に
行

っ
て
、
そ
の
家
人
と
次
の
よ

う
な
掛
け
合
い
を
し
て
庭
先
を
鍬
で
掘
り
起
こ
す
じ
ぐ
さ
を
す
る
。

「掘
り
申
す
　
掘
り
申
す

「何
の
根
掘
り
申
す

「万
病
の
根
掘
り
申
す

厄
年
に
ふ
り
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
病
気

（災
厄
）
を
取
り
除
く
と
い
う
、
い

わ
ば

「祓
い
」
の
訪
れ
人
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
め
で
た
さ
が
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具
現
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
も

「福
」
を
授
け
る
こ
と
に
な
る
。

青
森
県
で
は
正
月
十
五
日
、
鈴
の
つ
い
た
福
俵
を
家
々
に
投
げ
込
ん
で
菓
子
や

蜜
柑
な
ど
を
貰
い
歩
く

「福
の
神
」
が
来
た
と
い
う
。

ヽ
西
の
方
か
ら
福
の
神
ぁ
　
舞
い
込
ん
だ

石
川
県
河
北
郡
地
方
で
は
、
正
月
の
は
じ
め
に

「
フ
ク
ド
ウ
ラ
」
と
い
う
祝

福
人
が
や
っ
て
来
て
、
鈴
の
つ
い
た
小
さ
な
米
俵
を
投
げ
入
れ
て
行
っ
た
と
い

う
。

「
福
は
こ
な
た
へ
　
ど
っ
さ
り

フ
ク
ド
ウ
ラ
は

「福
俵
」
、
ま
さ
に
正
月
の
福
の
神
の
訪
間
で
あ
っ
た
。

（十
四
巻
四
号
　
一
九
九
〇

・
一
二
・
二
〇
）

〈成
り
木
責
め
〉

威
じ
と
祝
い
―
―
成
り
木
責
め
の
歌

正
月
の
中
で
も

一
日
か
ら
を

「大
正
月
」
と
い
う
の
に
対
し
て
、
十
五
日
か

ら
を

「小
正
月
」
と
い
う
。
月
の
満
ち
欠
け
で
暮
ら
し
を
考
え
て
い
た
時
代
は
、

満
月
に
な
る
十
五
日
か
ら
が
コ
ト
の
開
始
、

つ
ま
り

一
月
で
言
え
ば

「本
当
の

正
月
」
と
い
う
意
識
が
強
か

っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
暦
の
時
代
に
な
っ

て
、　
一
日
が
、
「月
の
は
じ
ま
り
」
に
な
る
と
、　
一
月

一
日
か
ら
が
正
月
と
さ

れ
、
公
の
年
頭
行
事
や
儀
式
は
そ
こ
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
イ
エ
と
か

ム
ラ
の
行
事

・
儀
式
は
そ
の
ま
ま
、
十
五
日
を
中
心
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。

確
か
に
各
地
の
正
月
行
事
を
見
る
と
、
ム
ラ
や
イ
エ
の
行
事
は
小
正
月
に
集

中
し
て
い
る
。
特
に
農
耕
儀
礼
と
い
わ
れ
る
生
産
儀
礼
に
は
多
種
多
様
の
も
の

が
あ
っ
て
、
主
に
小
正
月
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
目
的
と
い
う
か
根
本
は
、

稲
を
は
じ
め
と
す
る
農
作
物
の
豊
作

・
豊
穣
を
願
う
祝
福
行
事
と
言
え
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
行
事
形
態
や
内
容
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
そ
う
だ
。

一
つ
は

「祝
い
事
」。
祝
う
と
い
っ
て
も
、
秋
の
豊
か
な
実
り
を
模
擬
的
に

演
じ
た
り
、
形
に
あ
ら
わ
し
た
り
し
て
、
秋
の
豊
か
さ
を
前
も
っ
て
祝
う
も
の
。

二
つ
目
が

「追
い
事
」
。
人
の
生
活
に
害
を
も
た
ら
す
も
の
を
追
い
払
う
こ

と
で
平
穏
な
暮
ら
し
を
願
お
う
と
い
う
も
の
。

三
つ
目
が

「火
焚
き
事
」
。
「追
い
事
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
火
に
よ
っ

て
害
敵
を
追
い
払
お
う
と
い
う
意
味
も
生
ま
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
冬
の
間
、

衰
え
て
い
る
太
陽
に
か
わ
っ
て
大
地
の
威
力
を
復
活
ざ
せ
る
、
あ
る
い
は
清
浄

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う

一
つ
は

「訪
れ
事
」。
春

（年
頭
）
に
、
ヨ
ソ
か
ら
祝
福
を
授
け
に
や

っ

て
来
る
モ
ノ
が
い
る
と
い
う
信
仰
か
ら
き
た
も
の
。
実
際
に
は
ム
ラ
の
子
供
達

や
若
い
衆
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
場
合
も
多
い
が
、
も
と
も
と
は
遥
か

遠
く
か
ら
や
っ
て
来
て
祝
福
を
授
け
て
く
れ
る
祖
神
の
姿
な
の
だ
と
い
わ
れ
て

い
る
。

右
の
四
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
具
体
的
に
と
り
あ
げ
て
説
明
し
て
い
く
だ
け
の
余

裕
が
な
い
の
で
、
今
回
は

一
つ
め
の

「祝
い
事
」
の
中
か
ら
、
広
く
行
な
わ
れ

て
い
る
行
事
を

一
つ
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
行
事
の
意
味
と
歌
に
つ
い
て
述
べ
て
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み
よ
う
と
思
う
。

「成
り
木
責
め
」
と
い
う
そ
の
行
事
は
、
文
字
通
り
、
成
り
も
の
の
木
、

つ

ま
り
果
樹
を
責
め
た
て
て
、
秋
に
は
沢
山
の
実
を

つ
け
る
よ
う
に
約
束
さ
せ
る

の
で
あ
る
。

新
潟
県
の
下
田
村
の
例
で
具
体
的
に
み
て
み
よ
う
。

正
月
十
五
日
の
朝
、
小
豆
粥
を
持

つ
者
と
銘
を
持

つ
者
と
の
二
人
で
柿
の
木

の
と
こ
ろ
に
行
く
。
ま
ず

一
人
が

「
な
る
か
な
ら
ぬ
か
」
と
問
い
か
け
な
が
ら

銘
で
幹
に
キ
ズ
を

つ
け
る
。
す
る
と
も
う

一
人
が

「
な
り
ま
す
な
り
ま
す
」
と

答
え
な
が
ら
、
小
豆
粥
を
そ
の
キ
ズ
ロ
に
か
け
て
や
る
。
こ
こ
で
の
歌

（
唱
え

言
）
を
整
理
し
て
お
く
。

ヽ
今
年
ゃ
山
の
柿
　
な
る
か
な
る
ま
い
か

な
ら
ぎ
ぁ
ひ
と
枝

ぶ

っ
ぎ
ろ
ぶ

っ
ぎ
ろ
―
―
な
り
申
す

な
り
申
す

ど
こ
の
も
の
を
見
て
も
行
事
次
第
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。　
一
家
の
主
人

な
ど
が
屋
敷
内
と
か
家
の
近
く
の
果
樹

（柿

・
梨

・
栗
な
ど
）
の
下
に
行

っ
て
、

本
に
向
か

っ
て

「
な
る
か
な
ら
ぬ
か
、
な
ら
ぬ
と
ぶ

っ
た
ぎ
る
ぞ
」
と
い
っ
た

威
し
文
句
を
言
い
な
が
ら
、
持

っ
て
行

っ
た
鈍
や
斧
で
幹
に
キ
ズ
を

つ
け
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
お
伴
し
て
い
っ
た
妻
や
子
供
が
木
に
代

っ
て

「
な
り
申
す

ｏ

な
り
申
す
」
な
ど
と
答
え
る
と
い
う
形
は
共
通
し
て
い
る
。
目
的
は
果
樹
の
豊

か
な
実
り
で
あ
る
。
詞
章
は
祝
福
と
い
う
よ
り
威
嚇
の
文
句
に
な
っ
て
い
る
が
、

威
す
こ
と
に
よ

っ
て
豊
穣
を
約
束
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
結
果
に
お
い
て
祝
う

こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
う
し
た
将
来
の
め
で
た
さ
を
あ
ら
か
じ
祝
う
こ
と
を

「
予
祝
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
行
事
の
各
地
の
歌
を
い
く

つ
か
拾

っ
て
み
よ
う
。
童
謡
風
に
ふ
く
ら
ん

だ
も
の
も
あ

っ
て
楽
し
い
。

「
な
り
申
す
か
な
り
申
さ
ぬ
か
　
な
り
申
さ
ぬ
と
切
り
申
す

―
―
枝
の
さ
け
る
程
な
り
申
す
　
（福
島
県
）

「
な

っ
か
な
れ
ね
ぇ
が
　
な
ん
ね
ぇ
が

っ
た
ら
切
る
ぞ

―
―
な
り
ま
す
な
り
ま
す
　
必
ず
な
り
ま
す
　
（岩
手
県
）

ヽ
な
り
も

っ
そ
な
り
も

っ
そ
千
百
俵

な
る
か
な
ん
な
い
か
　
な
ら
ぬ
と
ぶ

っ
た
切
る
ぞ

な
―
る
ベ
ー
と
お

っ
し
ゃ
れ

高
い
と
こ
成
る
と
カ
ラ
ス
が
も
ぐ
ぞ

低
い
と
こ
成
る
と
子
供
が
も
ぐ
ぞ

ち
ゅ
っ
と
け
な
れ
　
ち
ゅ
っ
と
け
な
―
れ
　
（静
岡
県
北
駿
地
方
）

ヽ
柿
の
木
や
柿
の
木
や
　
今
年
ゃ
な
る
か
　
な
ら
ぬ
か

も
の
い
わ

っ
し
ゃ
い
　
な
ら
な
き
ゃ
刀
で
ぼ

っ
切
る
ぞ

―

な
り
ま
す
な
り
ま
す
　
（富
山
県
硬
波
地
方
）

果
樹
や
作
物
で
は
な
い
が
、
イ
エ
（家
）
の
繁
栄
を
願
う
行
事
に
よ
く
似
た

も
の
が
あ
る
。
イ
エ
の
繁
栄
は
、
何
と
い
っ
て
も
家
族
が
ふ
え
て
、
次
々
に
系

譜
が
続
き
、
大
き
く
広
が
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
子
沢
山
の
イ
エ

は
そ
れ
だ
け
安
定
し
た
豊
か
な
イ
エ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
子

供
を
沢
山
産
む
嫁
は
い
い
嫁
で
あ
る
。

新
し
く
嫁
を
迎
え
た
家
で
は
、　
一
日
も
早
く
丈
夫
な
子
宝
に
恵
ま
れ
る
よ
う
、

小
正
月
に
ひ
と
つ
の
呪
術
を
し
た
。
「尻
打
ち
」
と
か

「尻
叩
き
」
「お
方
叩
き
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
嫁
の
尻
を
打

つ
行
事
が
あ

っ
ち
こ
ち
に
あ
る
。
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新
潟
県
名
立
町
で
は
、
「嫁
祝
い
」
と
い
っ
て
、
小
正
月
の
十
五
日
の
早
朝
、

子
供
達
が
手
に
手
に
ホ
イ
タ
ケ
と
呼
ぶ
柳
の
木
で
作

っ
た
棒
を
持

っ
て
、
こ
こ

一
年
間
に
嫁
入
り
の
あ
っ
た
家
々
を
訪
れ
回
る
。
訪
れ
た
家
の
玄
関
先
で

「嫁

祝
い
申
そ
う
」
と
呼
ぶ
と
、
嫁
が
出
て
来
て
く
る
り
と
背
を
向
け
る
。
す
る
と

子
供
達
は
手
に
し
た
棒
で
嫁
の
尻
を
打
ち
な
が
ら
謡
い
出
す
。

「
男
ま
け
子
ま
け
　
大
の
男
十
二
人

大
の
男
十
二
人
　
男
ま
け
子
ま
け

終
わ
る
と
嫁
さ
ん
か
ら
餅
や
菓
子
を
も
ら
っ
て
次
の
家
に
向
か
う
。

岩
手
県
の
江
刺
地
方
で
は
、
「
な
す
か
な
さ
ぬ
か
」
と
い
う
の
が
同
じ
行
事
。

た
だ
し
、
嫁
を
叩
く
の
は
姑
の
役
。
十
五
日
の
夜
、
小
豆
粥
を
か
き
ま
わ
す
棒

で
叩
き
な
が
ら
謡
う
。

「
な
す
か
な
さ
ぬ
か
　
な
す
か
な
さ
ぬ
か

万
葉
歌
人
山
上
憶
良
は

「銀
も
黄
金
も
玉
も
何
せ
む
に
　
ま
さ
れ
る
宝
子
に

し
か
め
や
も
」
と
詠
み
、
江
戸
時
代
の
民
謡
に
も
、

「
野
に
も
山
に
も
子
無
き
は
お
き
ゃ
れ

万
の
蔵
よ
り
子
は
宝
　
（『山
家
鳥
虫
歌
』
明
和
九
年
）

と
謡
わ
れ
て
い
る
。
「子
供
」
は
い
つ
の
時
代
に
も
親
の
、
家
の
、
世
の
中
の

宝
な
の
で
あ
る
。

（十
三
巻
四
号
　
一
九
八
九

。
一
二

・
二
〇
）

二
　

月

〈雛

の

節

供
〉

雛
流
し
の
歌

二
月
と
い
え
ば
雛
祭
り
、
桃
の
節
供
で
あ
る
。
男
子
の
学
校
で
雛
祭
り
の
話

は
似
合
わ
な
い
と
思
う
が
、
そ
の
明
る
さ
が
春
の
喜
び
に
重
な
り
、
ま
た
、
幼

い
日
に
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
の
家
の
雛
祭
り
に
招
か
れ
て
緋
毛
醗
の
上
に
ち
ょ
こ

ん
と
す
わ

っ
て
、
こ
ん
な
き
れ
い
な
雛
飾
り
を
し
て
も
ら
え
る
女
の
子
が
ち
ょ
っ

ぴ
り
う
ら
や
ま
し
く
、
ま
た
雛
人
形
の
美
し
さ

・
上
品
さ

・
や
さ
し
さ
を
ま
ぶ

し
く
眺
め
た
思
い
出
も
あ

っ
た
り
し
て
、
男
の
子
に
と

っ
て
も
何
か
心
弾
む
思

い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

さ
て
、
雛
祭
り
と
言
え
ば
、
す
ぐ
次
の
歌
を
思
い
浮
か
べ
る
人
は
多
い
と
思
う
。

ヽ
あ
か
り
を

つ
け
ま
し
ょ
　
ぼ
ん
ぼ
り
に

お
花
を
あ
げ
ま
し
ょ
　
桃
の
花

五
人
ば
や
し
の
笛
太
鼓

今
日
は
た
の
し
い
　
ひ
な
祭
り

ヽ
お
内
裏
様
と
お
ひ
な
様

二
人
な
ら
ん
で
　
す
ま
し
顔
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お
嫁
に
い
ら
し
た
姉
様
に

よ
く
似
た
官
女
の
　
白
い
顔

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
伝
承
歌
謡
で
は
な
い
。
作
詞
山
野
二
郎

（
サ
ト
ウ

・
ハ

チ
ロ
ウ
筆
名
）
、
作
曲
河
村
光
陽
と
い
う
創
作
歌
謡
で
あ
る
。
た
だ
、　
こ
の
歌

の
旋
津
と
言
葉
の
や
さ
し
さ
は
、
雛
祭
り
が
女
の
子
の
や
さ
し
さ
を
祈
る
祭
り

で
あ
る
こ
と
に
、
い
か
に
も
ぴ

っ
た
り
合

っ
て
、
こ
れ
か
ら
も
作
詞
Ｉ
作
曲
は

誰
か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
も
、
日
本
人
の
春
の
歌
の

一
つ
と
し
て

長
く
生
き
続
け
る
に
ち
が
い
な
い
。

さ
て
、
右
の
歌

「
う
れ
し
い
雛
祭
り
」
の
歌
は
段
飾
り
の
雛
人
形
の
美
し
さ

を
謡

っ
て
い
る
。
近
年
、
正
月
早
々
か
ら
テ
レ
ビ
な
ど
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
雛

人
形
が
登
場
す
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
全
国
津
々
浦
々
に
ま
で
広
が

っ
て
、
雛
人

形
を
飾
る
の
が

一
般
的
だ
が
、
そ
の
風
潮
は
近
世
以
後
の
こ
と
と
い
わ
れ
て
い

る
。そ

も
そ
も
、
雛
人
形
と
い
う
の
は
、
も
と
は
生
ま
れ
た
子
の
厄
難
を
の
が
れ

さ
せ
る
た
め
に
、
布
地
な
ど
で
人
形
を
作
り
、
そ
れ
を
子
供
の
か
た
わ
ら
に
い
っ

し
ょ
に
寝
さ
せ
て
、
そ
の
子
に
将
来
ふ
り
か
か
る
で
あ
ろ
う
厄
難
を
そ
れ
に
移

し
と
り
、
そ
の
子
の
誕
生
日
と
か
、
あ
る
い
は
重
要
な
節
目
な
ど
に
、
そ
れ
を

山
や
川
に
送

っ
て
厄
難
を
振
り
払

っ
た
の
が
も
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
作

っ
た

人
形
を
ホ
ウ
コ
（這
子
）
と
か
ア
マ
ガ
ツ
（天
児
）
と
い
っ
た
。
そ
れ
が
次
第
に

美
し
い
人
形
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
は
じ
め
は
宮
廷
を
中
心
と
す
る

貴
族
社
会
に
お
い
て
、
人
形
に
美
し
い
着
物
を
着
せ
て
遊
ぶ
こ
と

（
ヒ
ナ
ア
ソ

ビ
）
が
行
な
わ
れ
る

一
方
、
そ
う
し
た
豪
華
で
美
し
い
人
形
を
飾
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
風
習
が
、
近
世
期
に
な
る
と
、
財
力
の
あ
る
町
人
階
級
で
も
行
な
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
そ
れ
が
広
ま

っ
て
、
今
日
の
よ
う
な
雛
人
形
を
飾

る
雛
祭
り
が

一
般
的
に
な

っ
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

日
に
ち
に
つ
い
て
も
、
二
月
二
日
を
節
日
と
す
る
風
習
は
本
来
、
中
国
か
ら

入

っ
て
き
た
も
の
で
、
そ
こ
に
、
春
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
農
耕
生
活
の

一
年
間

が
無
事
で
あ
る
よ
う
に
、
人
形
に
災
厄
を
移
し
て
流
す
日
本
の
風
習
が
重
な

っ

た
も
の
ら
し
い
。
そ
れ
で
も
、
室
町
時
代
ま
で
は
二
月
上
巳

（最
初
の
巳
の
日
）

の
行
事
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
が
は

っ
き
り
二
月
二
日
に
な

っ
た
の
は
、
徳

川
の
時
代
も
綱
吉
の
代
に
な

っ
て
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

二
月
二
日
と
定
ま

っ
て
も
、
こ
の
日
が
必
ず
し
も

「女
の
節
供
」
で
は
な
か

っ

た
ら
し
い
し
、
ま
た
人
形
も
女
の
子
だ
け
の
専
有
で
な
か

っ
た
ら
し
い
の
は
、

信
州
で
は
、
男
の
子
が
生
ま
れ
た
家
に
親
類
が
雄
雛
を
買

っ
て
贈
り
、
女
の
子

が
生
ま
れ
た
家
に
雌
雛
を
贈
る
と
い
っ
た
風
習
が
残

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う

か
が
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
雛
人
形
は
飾
る
も
の
で
は
な
く
、
流
し
送
る
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
今
も
鳥
取
県
下
で
は
、
流
し
ビ
ナ
の
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
竹

の
骨
に
赤
い
色
紙
を
貼

っ
た
簡
単
な
人
形
を

一
対
つ
く
り
、
二
月
二
日
の
夕
方
、

雛
祭
り
に
供
え
た
も
の
と
い
っ
し
ょ
に
、
棧
俵

（米
俵
の
蓋
）
な
ど
に
載
せ
て

川
に
流
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う

一
つ
、
千
葉
県
の
雛
祭
り
の
歌
に
次
の

よ
う
な
も
の
が
残

っ
て
い
て
、
や
は
り
、
流
し
ビ
ナ
（送
リ
ビ
ナ
）
の
風
習
を

伝
え
て
い
る
。
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「
お
雛
様
よ
　
来
年
ご
ざ
れ

海
を
見
て
　
河
を
見
て

再
来
年
ご
ざ
れ

ヽ
お
雛
様
よ

来
年
も
ご
ざ
れ

二
月
さ
く
ら

花
見
さ
ご
ざ
れ

非
常
に
単
純
素
朴
な
歌
で
あ
る
が
、
流
す
雛

・
送
る
雛
と
の
別
れ
を
惜
し
ん

で
い
る
歌
で
あ
る
。
人
間
に
ふ
り
か
か
る
厄
難
を
移
し
取

っ
た
の
だ
か
ら
、
汚

れ
て
不
吉
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
雛
人
形
な
の
に
、
名
残
り
惜
し
ん
で
送
る
の

は
お
か
し
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
が
日
本
人

の
″
ま

つ
る
心
″
の

基
本
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
や
な
も
の
、
恐
ろ
し
い
も
の
、
災
い
を
な
す
も
の

に
対
し
て
も
、
ま
ご
こ
ろ
を
尽
く
す
と
い
う
の
は
、
威
力
あ
る
神
を
ま

つ
る
の

と
同
じ
方
式
な
の
で
あ
る
。
神
祭
り

（祭
礼
）
に
さ
ま
ざ
ま
な
供
え
物
を
し
た

り
、
芸
能
を
は
じ
め
と
す
る
に
ぎ
や
か
な
催
し
物
が
行
な
わ
れ
た
り
す
る
の
は
、

精

一
杯
も
て
な
し
て
神
に
満
足
し
て
も
ら
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ご
機
嫌
を

損
じ
た
ら
、
神

の
ご
加
護
が
受
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
い
神
で
あ
ろ
う
と
悪
い
神
で
あ
ろ
う
と
、
人
の
力
が
及
ば
な
い
も
の
に
対

し
て
は
、
敬
虔
さ
、
謙
虚
さ
を
も

っ
て
対
し
、
そ
の
威
力
が
ま
ち
が

っ
て
使
わ

れ
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
夏
の
は
じ
め
、
流
行
病
を
も
た
ら
す
怨
霊
を

送
り
出
そ
う
と
い
う
厄
病
神
送
り
や
、
二
百
十
日
頃
、
稲
作
に
被
害
を
与
え
る

暴
風
を
避
け
よ
う
と
い
う
風
神
送
り
と
い
っ
た
祭
り
は
、
恐
ろ
し
い
も
の
を
た

だ
た
だ
丁
重
に
も
て
な
し
て
、
荒
々
し
い
神
を
な
だ
め
よ
う
と
し
た
心
の
あ
ら

わ
れ
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
神
は
、
い
か
に
も
厄
介
者
、
邪
魔
者
の
よ
う
に

扱
う
と
、
す
ね
て
へ
そ
を
曲
げ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

少
々
、
話
が
広
が
り
す
ぎ
て
し
ま

っ
た
が
、
千
葉
県
の
雛
祭
り
の
歌
の
よ
う

な
、
さ
さ
や
か
な
も
の
か
ら
も
、
何
に
対
し
て
も
、
て
い
ね
い
に
心
を
尽
く
し

て
向
き
合
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
た
ち
の
生
き
方
で
あ

っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。

（九
巻
四
号

　
一
九
八
六

・
三

・
一
九
）

「桃
の
節
供
」
と
山
遊
び

前
稿
で
は
、
雛
祭
り
と
雛
人
形
の
こ
と
、
そ
の
人
形
送
り
、

つ
ま
り
雛
流
し

の
歌
に
つ
い
て
の
習
俗

・
信
仰
を
と
り
あ
げ
て
み
た
。
今
回
も
そ
の
続
き
と
い

う
こ
と
で
、
も
う
少
し
雛
祭
り

・
桃
の
節
供

（
セ
ッ
ク
と
い
う
の
は
、
特
別
な

供
え
物
を
し
て
祈
り
、
祝
う
節
目
の
意
だ
か
ら

「節
供
」
と
書
く
の
が
正
し
い
）

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

桃
の
節
供
の
人
形
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
厄
払
い
の
人
形
（人
の
か
わ
り
に

厄
を
背
負

っ
て
く
れ
る
も
の
）
か
ら
来
た
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
流
す

の
が
本
来
で
あ

っ
た
と
い
う
の
が
前
回
の
話
の
要
点
で
あ

っ
た
。

雛
人
形
は
年
々
豪
華
に
な
り
、
そ
の
豪
華
さ
で
何
と
か
売
り

つ
け
よ
う
と
懸

命
で
あ
る
。
そ
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
も

「顔
が
命
の
○
○
」
と
か

「
冠
に
家
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紋
を
入
れ
る
の
は
○
○
だ
け
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
と
か

「
七
人
雅
楽

の
○
○
」

「胡
蝶
雛
を
加
え
た
○
○
」
と
、
ま
こ
と
に
に
ぎ
や
か
で
あ
る
。
本
来
、
雛
人

形
と
い
う
も
の
は

「生
ま
れ
た
子
の
厄
難
を
の
が
れ
さ
せ
る
た
め
、
布
地
な
ど

で
人
形
を
作
り
、
そ
れ
を
子
供
の
か
た
わ
ら
に
い
っ
し
ょ
に
寝
さ
せ
て
、
そ
の

子
に
将
来
ふ
り
か
か
る
で
あ
ろ
う
厄
難
を
そ
れ
に
移
し
と
り
、
そ
の
子
の
誕
生

日
と
か
、
あ
る
い
は
重
要
な
節
目
な
ど
に
、
そ
れ
を
山
や
川
に
送

っ
て
厄
難
を

振
り
払

っ
た
の
が
も
と
で
あ

っ
た
。
」
（前
回
号
）
だ
か
ら
、
「
お
子
様

の
成
長
を

お
祈
り
し
て
」
と
い
う
の
は
確
か
に
そ
の
通
り
な
の
だ
と
思
う
が
、
と
て
も
流

し
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
贅
沢
で
高
価
な
、
し
た
が
っ
て
、
親
も
か
な

り
無
理
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
雛
人
形
が
売
り
買
い
さ
れ
て
い
る
今
日
の
雛

祭
り
は
ど
こ
か
お
か
し
い
。
そ
れ
だ
け
世
の
中
が
平
和
で
豊
か
だ
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
現
在
の
二
月
二
日
の
節
供
は
、
人
形
屋
の
商
法
に
乗
せ
ら
れ
て
、

雛
人
形
の
節
供
、
女
の
子
の
節
供
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
の

こ
の
節
供
に
は
、
人
形
に
よ
る
厄
払
い
の
ほ
か
に
も
大
事
な
要
素
が
あ

っ
た
の

で
あ
る
。

そ
れ
は
、
農
耕
儀
礼
と
し
て
の
春
の
予
祝
祭
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
予

祝
」
と
は
文
字
通
り

「あ
ら
か
じ
め
祝
う
」
意
。
前
も
っ
て
、
め
で
た
い
結
果

を
予
想
し
た
り
、
形
に
あ
ら
わ
し
た
り
し
て
、
そ
の
通
り
に
な
る
こ
と
を
確
信

し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
農
耕
生
活
に
即
し
て
言
え
ば
、
春
早
く
、
農
耕

開
始
時
に
、
す
で
に
秋
の
豊
か
な
実
り
を
想
像
し
て
、
そ
れ
を
神
に
約
束
さ
せ

よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
田
打
ち
や
種
蒔
き
に
始
ま
っ
て
、　
一
年
間
の
稲
作
り

の
さ
ま
を
模
擬
的
に
演
じ
る
各
地
の
田
植
え
祭
り
と
か
田
遊
び
祭
り
で
、
雪
の

原
で
松
の
枝
で
田
植
え
を
演
じ
た
り
、
そ
れ
を
刈
り
取

っ
て
稲
刈
り
の
様
を
演

じ
た
り
す
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で

「
こ
の
よ
う
に
今
年
も
無

事
に
秋
の
収
穫
期
が
迎
え
ら
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
祈
る
の
で
あ
る
。
農
耕
儀
礼

が
基
盤
と
な

っ
て
い
る
日
本
の
春
祭
り
は
、
す
べ
て
が

「予
祝
の
祭
り
」
と
い
っ

て
も
い
い
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。

二
月
二
日
の
節
供
も
、
そ
う
し
た
農
耕
儀
礼
と
し
て
の
春
の
予
祝
行
事
の

一

つ
で
あ

っ
た
こ
と
を
見
せ
て
い
る
の
が
、
新
潟
県
西
蒲
原
郡
弥
彦
村
の
習
俗
で

あ
る
。
新
暦
に
な

っ
て
か
ら
は

一
月
遅
れ
の
四
月
三
日
に
な

っ
て
い
る
が
、
陰

暦
の
頃
は
二
月
三
日
の
桃
の
節
供
の
行
事
で
あ

っ
た
。
こ
の
日
に
な
る
と
、
あ

ち
こ
ち
の
山
か
ら
子
供
た
ち
の
に
ぎ
や
か
な
歌
声
が
響
い
て
き
た
も
の
で
あ

っ

た
と
い
う
。
雪
の
多
い
土
地
柄
で
も
あ
る
か
ら
春
の
訪
れ
は
遅
い
。
桃
の
節
供

の
頃
に
な

っ
て
、
や

っ
と
野
山
の
雪
が
消
え
る
。
待
ち
に
待

っ
た
春
の
到
来
を

喜
ぶ
思
い
も
重
な

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
日
、
甘
酒
や
重
箱
に
詰
め
た

ご
馳
走
を
持

っ
て
、
南
向
き
の
山
に
登

っ
て
遊
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
声
を

合
わ
せ
て
謡
う
の
が
次
の
歌
。

ヽ
マ
ン
サ
ク
　
咲
い
た

サ
ク
ラ
ば
な
　
つ
ば
ん
だ
　
つ
ぼ
ん
だ

マ
ン
サ
ク
（万
作
）
は
マ
ン
サ
ク
科
の
落
葉
低
木
。
山
野
に
自
生
し
、
早
春
、

葉
に
先
立

っ
て
黄
色
の
四
弁
の
花
が
咲
く
。
雪
消
え
の
野
山
に
い
ち
早
く
咲
く

花
と
い
え
る
。
「
サ
ク
ラ
ば
な
つ
ぼ
ん
だ
」
は
、
桜
の
花
が
し
ば
ん
だ
と
い
う
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の
で
は
な
い
。
桜
の
花
が
音
を

つ
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

マ
ン
サ
ク
は
豊
年

満
作
の

「満
作
」
に
通
じ
る
。
桜
の
花
は
も
と
も
と
稲

の
花
の
象
徴

で
あ
る
。

桜
の
花
の
咲
き
様
、
散
り
様
に
そ
の
年
の
稲
の
花
の
咲
き
様
、
そ
し
て
秋
の
実

り
具
合
を
占

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
桜
の
花
の
咲
き
具
合
が
思
わ
し
く
な
い
年

は
、
天
候
も
不
順
で
、
し
た
が

っ
て
様
々
な
病
害
虫
が
発
生
し
、
加
え
て
疫
病

も
は
や
っ
た
り
と
い
う
、
不
穏
な
年
に
な
る
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ

の
歌
で
は

「
マ
ン
サ
ク
の
花
が
咲
い
て
、
次
に
咲
く
桜
の
花
も
見
事
に
雷
を

つ

け
た
よ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
豊
作

・
豊
年
の
じ
る
し
が
確
実
に
見
え
て
い
る

と
い
う
喜
び
を
謡

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「花
」

に
よ
る
予
祝
が
こ

の
日
の
目
的
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
高
い
所
、
（山

・
丘
）
に

登
る
こ
と
自
体
が

一
つ
の
儀
式
な
の
で
あ

っ
た
。
高
台
か
ら
四
方
を
眺
め
渡
す

こ
と
は
、
そ
の
土
地
の
霊
を
鎮
め
る
こ
と
、
そ
の
土
地
を
讃
め
る
こ
と
な
の
で

あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
種
蒔
き
以
下
の
農
作
業
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
収

穫
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
の
大
地
を
ほ
め
た
た
え
て
、
そ
の
恵
み
を
う
け
よ
う

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
古
代
に
天
皇
が
丘
や
山
に
登

っ
て
周
囲
を
眺
め
渡

し
て
詠
ま
れ
た
と
い
う
国
見
歌
に
も
通
じ
る
古
い
信
仰
で
あ
る
。

弥
彦
村
の
こ
の
習
俗
は
、
「山
遊
山
」
と
か
単
に

「遊
山
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
子
供
た
ち
の
楽
し
い
春
の
行
楽
行
事
の
よ
う
に
な

っ
て
し
ま

っ

た
の
は
後
の
変
化
で
あ
る
。
前
述
の
こ
の
歌
の
花
の
信
仰
や
山
登
り
の
信
仰
か

ら
考
え
て
も
、
も
と
は
農
耕
生
活
に
根
ざ
し
た
大
人
の
厳
粛
な
行
事
で
あ

っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
筑
前

（福
岡
県
）
の
地
の
島
で
は
、
二
月
三
日
を

ム
ギ
ホ
メ

セ
ッ
ク
と
い
っ
て
、
畑
に
出
て
麦
の
出
来
具
合
を
ほ
め
る
式
が
あ
る
と
い
う
の

も
、
こ
の
日
が
農
耕
儀
礼
の
大
事
な
日
で
あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
二
月
二
日
の
節
供
に
、
戸
外
で
飲
食
す
る
風
は
広
く
見
ら
れ
、

そ
の
土
地
土
地
に
よ
っ
て
、
ヤ
マ
ア
ソ
ビ
と
か
イ
ソ
ア
ソ
ビ
・
ハ
ル
ナ
グ
サ
ミ
●

ハ
ナ
ミ
シ
ョ
ウ
ガ
ツ
な
ど
と
い
い
、
山
に
登
っ
た
り
浜
辺
に
出
た
り
河
原
に
降

り
た
り
し
て
、
そ
こ
に
竃
を
築
い
て
煮
炊
き
を
し
て
遊
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
煮

炊
き
と
い
う
こ
と
も
、
単
な
る
春
の
行
楽
的
な
要
素
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
、

ご
馳
走
を
腹

一
杯
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
豊
か
な
収
穫
の
秋
の
先
取
り
な
の

で
あ
り
、
実
際
の
秋
に
も
こ
の
よ
う
に
豊
富
な
食
物
に
恵
ま
れ
ま
す
よ
う
に
と

い
う
祈
り
か
ら
出
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
ヤ
マ
ユ
ザ
ン
・
ヤ
マ
ア
ソ
ビ
ｏ
イ
ソ
ア
ソ
ビ
と
い
っ
た
も
の
が

子
供
の
行
事
に
、
さ
ら
に
は
煮
炊
き
を
伴
な
う
こ
と
か
ら
マ
マ
ゴ
ト
遊
び
の
よ

う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
し
か
も
雛
流
し
の
人
形
と
も
結
び
つ
い
て
、
次
第
に
三

月
二
日
は
女
の
子
の
節
供
と
い
っ
た
傾
向
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
も

と
は
、
春
の
大
事
な
農
耕
儀
礼
の
節
日
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（十
巻
四
号
　
一
九
八
七

二
二
・
七
）

子
供
の
悪
態
歌
―
―

「
雛
見
」
の
行
事

子
供
の
言
葉
の
生
活
の

一
部
に
悪
態
と
か
暴
言
が
ま
か
り
通
る
と
い
う
側
面

が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
人
の
生
活
に
お
い
て
は
他
人
に
対
し
て
む
や
み

に
悪
態
を

つ
い
た
り
暴
言
を
吐
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
し
、
悪
態

・
暴
言

を
ぶ

つ
け
る
と
き
は
、
そ
の
人
と
喧
嘩
す
る
覚
悟
、

つ
ま
り
敵
対
関
係
に
な
る

こ
と
を
覚
悟
し
た
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
子
供

の
社
会
で
は
日
常
的
に
そ
う
し
た
悪
態

・
暴
言
が
交
わ
さ
れ
て
、
そ
れ
が

一
つ
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の

「
遊
び
」
に
な

っ
て
い
る
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
て
み

よ
う
。「

お
前
の
母
さ
ん
デ
ベ
ソ
　
お
前
の
父
さ
ん
ア
ン
ポ
ン
タ
ン

喧
嘩
し
て
の
別
れ
際
に
は
、
相
手
の
両
親
ま
で
持
ち
出
し
て
け
な
す
の
で
あ
る
。

「
泣
き
虫
毛
虫
　
は
さ
ん
で
捨
て
ろ

遊
び
に
負
け
て
泣
い
た
相
手
や
、
い
じ
め
て
泣
か
せ
て
し
ま

っ
た
幼
い
弟
や

妹
に
対
し
て
囃
し
立
て
て
追
い
う
ち
を
か
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
謡
い
か
け

ら
れ
て
き

っ
と
な

っ
て
泣
き
止
む
と
今
度
は
、

ヽ
今
泣
い
た
カ
ラ
ス
が
も
う
笑

っ
た

と
カ
ラ
カ
イ
は
容
赦
な
く
続
く
。

ヽ
お
団
子
三
つ
タ
コ
三

つ

日
が
暮
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
家
路
に
別
れ
る
と
き
に
、
相
手
の
ス
キ
を
ね
ら

っ

て
背
中
な
ど
を
強
打
し
な
が
ら
、
さ
ら
に

ヽ
あ
は
ば
よ
　
カ
バ
よ

（「馬
鹿
」
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
も
の
）
ま
た
明
日

と
わ
め
き
立
て
て
逃
げ
帰

っ
て
来
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

ヽ

一
年
芋
掘

っ
て
　
一
一年
煮
て
食

っ
て
　
三
年
酒
飲
ん
で

四
年
酔

っ
ぱ
ら

っ
て
　
五
年
ゴ

ロ
ツ
キ
　
六
年
牢
屋
に
入
れ
ら
れ
た

小
学
生
が
互
い
の
学
年
を
あ
げ
て
囃
し
立
て
る
遊
び
で
あ
る
。
中
で
も
日
頃
や
っ

つ
け
ら
れ

っ
ぱ
な
し
の
上
級
性

（五
年
生

・
六
年
生
）
を
ゴ

ロ
ツ
キ

（定
職
も

持
た
ず
に
ふ
ら
つ
き
歩
く
乱
暴
者
）
、
「牢
屋
に
入
れ
ら
れ
た
」
と
謡
う
こ
と
で

腹
い
せ
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
挙
げ
よ
う
。

ヽ
○
○
の
学
校
は
い
い
学
校
　
行

っ
て
み
た
ら
ば
糞
だ
ら
け

他
村
の
子
供
に
向
か

っ
て
投
げ

つ
け
る
の
で
あ
る
。
「
お
前
等
の
学
校
は
外

か
ら
見
る
と
な
か
な
か
立
派
な
学
校
だ
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
行

っ
て
み
た
ら
ク

ソ
だ
ら
け
で
き
た
な
い
学
校
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
分

の
学
校
の
と
き
は
逆
に
謡
う
の
で
あ
る
。

■
△
△
の
学
校
は
糞
だ
ら
け
　
行

っ
て
み
た
ら
ば
い
い
学
校

こ
う
し
た
子
供
の
囃
子
歌
の
類
を
悪
態
歌
と
い
う
。
互
い
に
悪
態
を

つ
き
合

う
こ
と
が

「遊
び
」
で
す
ま
さ
れ
る
の
は
子
供
の
世
界
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
う
し
た
悪
態

ｏ
暴
言
が
子
供
対
子
供
で
な
く
、
対
大
人
に
向
か

っ
て

も
許
さ
れ
る
ト
キ
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
子
供
同
士
の
場
合
と
違

っ
て
そ
れ
が

許
さ
れ
る
の
は
日
常
生
活
の
中
に
お
い
て
で
は
な
く
、
特
別
の
日
、

つ
ま
り
祭

り
や
年
中
行
事
と
い
わ
れ
る
日
に
限
ら
れ
て
い
た
。

雛
祭
り
の
中
で
、
そ
う
し
た
悪
態
歌
が
謡
わ
れ
る
地
方
が
あ
る
。

そ
れ
は

「雛
見
」
と
い
う
、
石
川
県
金
沢
地
方
で
行
な
わ
れ
て
い
る
行
事

の
中

で
謡
わ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
金
沢
地
方
で
は

一
月
遅
れ
の
四
月
二
日
が

「
雛
の
節

供
」
で
あ
る
が
、
こ
の
日
、
女
の
子
達
は
次
々
と
友
達
の
家
を
回

っ
て
雛
人
形

を
見
て
歩
く
の
だ
と
い
う
。
そ
の
と
き
の
日
上
が
次
の
も
の
。

「
ヒ
ナ
ン
ち
よ
っ
こ
見
せ
た
い

と
こ
ろ
が
、
そ
の
家
の
人
が

「
見
せ
れ
ん
」
（見
せ
ら
れ
な
い
）
と
言

っ
て
家

の
中
に
入
れ
て
く
れ
な
い
と
、
次
の
よ
う
な
悪
態
を

つ
い
て
逃
げ
る
の
で
あ
る
。

「
頭
の
腐

っ
た
ダ
イ
ロ
ー

（内
裏
）
さ
ん

ヽ
尻
の
腐

っ
た

エ
ビ
ス
さ
ん

ヽ
こ
こ
の
ヒ
ン
ナ

（雛
）
だ
ら
ヒ
ン
ナ
　
頭
の
は
げ
た
ダ
イ
リ
さ
ん
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祭
り
や
行
事
に
お
け
る
訪
問
者
が
、
悪
態
を

つ
く
例
は
多
い
。
多
く
は

「勧

進
」
（物
も
ら
い

・
物
ね
だ
り
）
に
行

っ
て
、
そ
れ
が
十
分
に
叶
え
ら
れ
な
か

っ

た
時
に
、
捨
て
ぜ
り
ふ
の
よ
う
に
、
そ
の
家
に
と

っ
て
不
吉
な
こ
と
、
縁
起
の

悪
い
こ
と
、
主
人
や
奥
さ
ん
の
悪
口
を
謡

っ
た
り
す
る
。

特
に
、
子
供
達
が
連
れ
立

っ
て
家
々
を
回
り
歩
い
て
悪
口
暴
言
を
浴
び
せ
か

け
る
行
事

・
風
習
は
多
く
見
ら
れ
、
単
に
言
葉
の
面
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
い

た
ず
ら
や
い
や
が
ら
せ
、
と
き
に
は
盗
み
と
い
っ
た
行
為
ま
で
許
さ
れ
る
行
事

さ
え
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
の
本
来
的
な
意
味
に
つ
い

て
は
別
に
考
え
る
と
し
て
、
こ
の

「雛
見
」
の
悪
態
歌
の
意
味
に
つ
い
て
は
多

少
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

雛
祭
り
の
人
形
の
役
割
に
つ
い
て
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
解
説
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
の
で
詳
し
く
は
く
り
返
さ
な
い
が
、
本
来
的
に
は
厄
払
い
の
た
め
の
も
の
で

あ

っ
た
。
人
間
の
身
に
つ
い
た
災
厄
を
そ
れ
に
移
し
取

っ
て
、
海
な
り
川
な
り

に
流
し
去
る
こ
と
で
そ
れ
が
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
前
に
、
人
形
を
家

の
祭
壇
に
据
え
て
供
え
物
を
し
て
祀

っ
た
の
で
あ
る
が
、
金
沢
地
方
の

「雛
見
」

を
見
る
と
、
家
族
以
外
の
合
力
を
求
め
、
そ
れ
に
よ

っ
て
災
厄
を
確
実
に
追
い

払
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
も
の
の
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
に
互
い
に
訪
問
し

合

っ
て

一
人
で
も
多
く
の
人
に
人
形

（
ヒ
ナ
）
を
見
て
も
ら
い
祈
り
を
込
め
て

も
ら

っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
迎
え
た
家
で
は

多
少
の
も
て
な
し
を
し
て
そ
れ
に
応
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
が
ム
ラ

の
若
い
衆
や
子
供
達
が
他
家
を
訪
れ
て
酒
や
菓
子
な
ど
を
無
心
す
る
よ
う
な
他

の
行
事

・
風
習
に
も
な

っ
て
い
っ
た
部
分
も
あ

っ
た
。
金
沢
地
方

の

「
雛
見
」

も
、
本
来
の
意
味
が
薄
れ
て
煎
り
豆
や
食
べ
物

（菓
子
な
ど
）
を
無
心
す
る
だ

け
の
楽
し
い
遊
び
の
よ
う
に
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
中
国

・
四
国
地
方
は
、

こ
れ
を

「雛
荒
し
」
と
い
っ
て
、
子
供
ば
か
り
で
な
く
若
い
衆
も
押
し
か
け
る

，と
い
う
。

物
を
も
ら

っ
た
り
ご
馳
走
に
な

っ
た
り
す
る
楽
し
い
行
事
な
の
に
、
乱
暴
で

下
品
な
悪
態
歌
が
謡
わ
れ
る
の
は
、
古
く
は
も

っ
と
厳
粛
な
行
事
で
あ

っ
た
こ

と
の
名
残
り
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
特
別
な
日
に
家
々
を
訪
問
し
て

歩
く
モ
ノ
の
の
根
底
に
は
、
遠
く
か
ら
祝
福
に
や
っ
て
来
る
神
の
姿
が
重
な

っ

て
い
る
。
だ
か
ら
、
快
く
迎
え
入
れ
て
も
て
な
す
の
が
当
然
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
な
の
に
、
そ
の
訪
間
を
認
め
ず
追
い
払

っ
た
り
す
れ
ば
、
神
は
お
怒
り
に
な

る
の
で
あ
る
。
そ
の
怒
り
の
言
葉
が
変
化
し
て
残

っ
た
の
が
悪
態
の
囃
子
歌
で

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（十
三
巻
五
号
　
一
九
九
〇

二
二
・
一
〇
）

〈彼
　
　
　
岸
〉

春
の

「彼
岸
」
の
歌

「暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
い
う
よ
う
に
、
寒
さ
の
方
は
春
の
彼
岸
あ
た

り
を
境
に
し
て
よ
う
や
く
薄
ら
ぎ
、
こ
の
頃
か
ら
春
暖
の
気
が
安
定
し
て
、
い

よ
い
よ
春
本
番
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
春
の
彼
岸
は
春
分
の
日
を
中
心
に

し
た
七
日
間
で
、
今
年
は
二
月
十
七
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
と
な

っ
て
い
る
。

一
般
に
春
分
の
日
を

「
彼
岸
の
中
日
」
と
い
い
、
彼
岸
の
入
り
の
日
を

「彼
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岸
太
郎
」
「
入
り
彼
岸
」
、
そ
れ
に
対
し
て
終
わ
り
の
日
を

「
終
い
彼
岸
」
「
彼

岸
・ば
ら
い
」
な
ど
と
い
う
。
そ
の
間
、
寺
で
は

「彼
岸
会
」
が
行
な
わ
れ
、
人
々

は
先
祖
の
墓
参
り
を
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
日
は
単
に
寺
参
り
を
し
た
り
墓
参

り
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
も

っ
と
近
し
く
先
祖
の
霊
と
接
す
る
日
で
あ

つ

た
こ
と
は
、
各
地
の
彼
岸
行
事
を
見
る
と
よ
く
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
、
先
祖
の

霊
を
迎
え
て
大
事
に
も
て
な
し
て
送
る
と
い
う
、
「盆
」
と
同
じ
意
識
が
息
付

い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

新
潟
県
魚
沼
地
方
の
十
日
町
辺
で
は
、
次
の
よ
う
な
彼
岸
入
り
の
日
の
歌
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「
ほ
っ
け
た
ち
　
ほ
っ
け
た
ち

ジ
サ
も
バ
サ
も
　
こ
の
明
か
り
に
つ
い
て

川
へ
こ
ろ
ば
ね
よ
う
に

来
な
れ
　
来
な
れ

「
ほ
っ
け
た
ち
」
は

「仏
た
ち
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
遠
い
昔
に
亡
く
な

っ
た

先
祖
の
霊
た
ち
に
呼
び
か
け
た
の
が

「
ほ
っ
け
た
ち
」
、
親
や
祖
父
母
な
ど
が

亡
く
な

っ
て
い
る
場
合
、
そ
う
し
た
近
い
先
祖
に
対
し
て
呼
び
か
け
た
の
が

「
ジ
サ
」
「
バ
サ
」
（爺
さ
ん

・
婆
さ
ん
）
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
か
ら
、
魚
沼
地
方
で
は
彼
岸
の
入
り
の
日
を

「
来
な
れ
」
と
い
う
。

こ
の
日
、
夕
方
、
川
辺
り
に
ジ
ジ
と
バ
バ
と
呼
ぶ
二
つ
の
藁
の
塔
が
作
ら
れ
、

そ
れ
に
火
が

つ
け
ら
れ
る
と
、

こ
の

「
来
な
れ
」

の
歌
を
謡
う
の
で
あ
る
。

「
こ
ろ
ん
で
川
に
落
ち
な
い
よ
う
に
、
明
か
り
に
よ
く
足
元
を
照
ら
し
て
気
を

つ
け
て
お
い
で
な
さ
い
」
と
い
う
の
は
、
生
き
て
い
る
年
長
者

・
年
寄
り
に
向

け
る
の
と
同
じ
や
さ
し
さ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
彼
岸
の
中
日
に
な
る
と
、
ま
た
次
の
よ
う
に
謡
う
。

「
ほ
っ
け
た
ち
　
ほ
っ
け
た
ち

ジ
サ
も
バ
サ
も
　
こ
の
明
か
り
に
つ
い
て

川

へ
こ
ろ
ば
ね
よ
う
に

な
か
ん
だ
ち
　
召
さ
れ
　
召
さ
れ

「
な
か
ん
だ
ち
」
は

「中
発
ち
」
。
「
な
か
ん
だ
ち
召
さ
れ
」
は

「中
間
の
旅
立

ち
を
な
さ
れ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
岸
も
半
分
ま
で
き
て
、
あ
と
半
分
、

そ
ろ
そ
ろ
出
立
す
る
準
備
に
か
か
れ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
祖
霊
に
対
し
て
、

い
く
ら
子
孫
の
い
る
こ
の
世
、
こ
の
家
が
居
心
地
が
い
い
か
ら
と
い
つ
て
、
い

つ
ま
で
も
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
帰
る
覚
悟
を
し
て
お
き
な
さ

い
と
い
う
気
持
ち
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
方
で
は
、
彼
岸
の
中
日
の
こ
と
を

「
な
か
ん
だ
ち
」
と
い
う
。

少
し
以
前
ま
で
は
、
彼
岸
の
入
り

・
中
日

ｏ
終
わ
り
の
日
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
の
前
や
川
辺
り
で
藁
火
を
焚
い
て
先
祖
の
霊
を
送
り
迎
え
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
同
じ
魚
沼
地
方
の
六
日
町
の
畦
地
で
は
、
家
々
個
々
で
な
く
　
地
区
全
体

の
火
焚
き
が
あ

っ
た
。
彼
岸
の
中
日
や
終
わ
り
の
日
の
夕
方
、
近
く
の
小
高
い

山
の
上
に
藁
の
塔
を
作
り
、　
一
斉
に
点
火
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

「百
八
燈
」

と
い
う
。
そ
の
終
わ
り
の
日
の
歌
。

「
百
八
燈
　
百
八
燈

十
文
酒
が
十
六
ぱ
い

バ
サ
舟
に
乗
り
な
れ
も
ん

ジ
サ
川
を
越
え
な
れ
も
ん
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こ
の
明
り
で
　
行
き
な
れ
　
行
き
な
れ

婆
さ
ん
の
乗
る
舟
に
乗
れ
な
い
者
、
爺
さ
ん
の
渡
る
橋
を
渡
れ
な
い
者

（川
を

越
え
ら
れ
な
い
者
）
と
い
う
の
は
、
子
供
の
う
ち
や
未
婚
の
ま
ま
に
死
ん
だ
人

の
霊
や
無
縁
の
霊
に
対
し
て
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
く
し
て
（親
よ
り
先
に
）

死
ん
だ
人
の
霊
は
迷
い
が
多
く
成
仏
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
彼
岸
明

け
の
こ
と
を

「行
き
な
れ
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
歌
に
よ
っ
て
い

る
。
明
け
の
日
の

「百
八
燈
」
の
送
り
火
の
煙
に
乗

っ
て
、
彼
岸
の
う
ち
の
七

日
間
、
懐
か
し
い
子
孫
の
も
と
で
過
ご
し
た
先
祖
の
霊
た
ち
は
再
び
高
い
所
に

帰

っ
て
行
か
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
彼
岸
の
迎
え
の
歌

・

中
日
の
歌

・
送
り
の
歌
の
文
句
を
眺
め
て
み
る
と
魚
沼
地
方
の
人
々
は
、
彼
岸

に
な
る
と
、
先
祖
の
霊
た
ち
は
川
を
渡
っ
て
か
、
あ
る
い
は
川
上
か
ら
か
、
山

の
上
か
ら
か
、
と
に
か
く
遠
く
か
ら
逢
々
や
っ
て
来
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
よ

う
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
心

・
送
る
心
は
、
ま
っ
た
く
遠
来

の
客
を
迎
え
送
る
優
し
さ
と
丁
寧
さ
を
示
し
て
い
る
。
盆
の
先
祖
ま
つ
り
の
迎

え

・
送
り
の
心
情
と
も
重
な

っ
て
、
日
本
人
の
神
や
仏
を

「
ま
つ
る
」
心
の
細

や
か
さ
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

同
じ
新
潟
県
の
蒲
原
地
方
の
村
松
町
で
も
、
春

・
秋
の
彼
岸
に
各
家
々
で
精

霊
様
を
迎
え
る
た
め
に
、
夕
方
、
迎
え
火
を
焚
き
、
提
灯
を
持

っ
て
墓
地
ま
で

行
く
と
い
う
。
そ
の
時
の

「
し
ょ
う
れ
ん
ぼ
」
と
い
う
子
供
の
囃
子
歌
が
伝
え

ヽ
し
ょ
う
れ
ん
ぼ
　
し
ょ
う
れ
ん
ぼ

明
か
し
に
つ
い
て
　
ご
ざ
れ
や

「
し
ょ
う
れ
ん
ば
」
は

「精
霊
坊
」
で
あ
ろ
う
。
先
祖
の
霊
も
含
め
て
、
盆
や

彼
岸
に
迎
え
る
霊
た
ち
に
親
し
み
を
こ
め
て
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

も
う

一
つ
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
い
歌
に
、
秋
田
県
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
次

の
歌
が
あ
る
。

ヽ
爺
な
　
婆
な
　
明
か
り
の
よ
い
に

か
ご
さ
乗

っ
て
　
行
と
う
れ
や
あ
　
来
と
れ
や
あ

春
二
月
、
雪
消
え
の
丘
に
藁
や
古
俵
を
持
ち
出
し
て
焚
く
火
を
見
な
が
ら
謡
う

の
だ
と
い
う
。
特
に

「彼
岸
」
と
い
う
こ
と
わ
り
は
な
い
が
、
先
に
あ
げ
た
魚

沼
地
方
の
彼
岸
の
歌
に
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の
地
で
は

「
こ
の
火
は
早
く
雪
を

消
し
て
春
を
呼
ぶ
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

こ
う
し
た
例
か
ら
、
春
先
の
火
焚
き
が
、
冬
か
ら
春

へ
の
切
り
換
え
、
も

っ

と
言
え
ば
、
作
物
を
育
て
る
大
地
の
復
活
を
願
う
儀
式
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「彼
岸
」
と
い
う
仏
教
行
事
以
前
に
、
農
耕
生

活
の
開
始
時
に
戸
外
で
火
を
焚
く
と
い
う
、
春
の
農
耕
祭
り
が
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
火
を
焚
い
て
農
耕
の
神

（田
の
神

・
祖
神
）
を
迎
え
て
祭
り
、
そ
し

て
送
る
と
い
う
、
春
の
農
耕
儀
礼
が

「彼
岸
」
と
い
う
仏
教
行
事
に
重
な
っ
て
、

「
爺
」
「婆
」
を
迎
え
る
、
「先
祖
ま

つ
り
」

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
段
階
で
、

そ
の

「火
」
は
、
丁
度
、
盆
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
あ
の
世
か
ら
や

っ
て
来
る
祖

霊
た
ち
の
足
元
を
照
ら
す
迎
え
火

・
送
り
火
と
い
っ
た
印
象
を
強
く
し
て
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

（十

一
巻
三
号

　
一
九
八
八

三
二
・
五
）

り

れ
て
ヽヽ
る
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五
　
月

〈端
　
　
　
午
〉

端
午
の
節
供
と

「菖
蒲
叩
き
」

五
月
の
行
事
と
言
え
ば
、
何
と
い
っ
て
も
五
月
五
日
の
端
午
の
節
供
で
あ
る
。

今
日
で
は

「
子
ど
も
の
日
」
と
い
う
、
国
民
の
祝
日
で
あ
り
、
二
月
二
日
の
女

の
子
の
節
供
に
対
し
て
、
男
の
子
の
節
供
と
し
て
祝
わ
れ
て
い
る
。
人
形
屋

（店
）
の
宣
伝
も
あ

っ
て
、
二
月
二
日
の
雛
祭
り
が
豪
華
な
段
飾
り
の
雛
人
形

で
祝
わ
れ
る
よ
う
に
、
五
月
五
日
に
は
鯉
の
ば
り
や
武
者
人
形
を
飾
る
の
が
全

国

一
律
の
よ
う
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と
と
は
別
に
、

各
地
に
は
五
月
五
日
の
行
事
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
伝
え
て
い
る
。

そ
の

一
つ
が

「菖
蒲
叩
き
」
と
い
う
も
の
。
蓬

・
蒲

・
菖
蒲
な
ど
の
東
ね
た

も
の
で
地
面
を
強
く
叩
き
回
る
の
で
あ
る
。
た
い
て
い
は
四
日
の
宵
節
供
に
し

て
い
る
土
地
が
多
い
。
ま
た
、
農
村
で
は
新
暦
の
時
代
の
五
月
は
田
植
え
前
の

忙
し
い
時
期
な
の
で
、
こ
の
節
供
を

一
月
遅
ら
せ
て
行
な

っ
て
い
た
。

新
潟
県
北
蒲
原
郡
中
条
町
で
も
端
午
の
節
供
は

一
月
遅
れ
て
六
月
五
日
で
あ

る
。
そ
の
前
日
の
四
日
の
宵
節
供
に
な
る
と
、
子
供
た
ち
が
菖
蒲
と
蓬
の
茎

・

葉
を
東
ね
た
棒
状
の
も
の
を
作
り
、
そ
れ
で
家
や
畑
の
ま
わ
り
の
地
面
を
叩
い

て
次
の
歌
を
謡

っ
た
。

■
シ
ョ
ウ
ブ
叩
き
の
鉦
叩
き

シ
ョ
ウ
ブ
と
ヨ
モ
ギ
を
刈
り
ま
ぜ
て

今
年

の
作

の
よ
い
よ
う
に

な
ん
と
名
づ
け
よ
う
ば

八
幡
太
郎
と
名
づ
け
て

今
年

の
作

の
よ
い
よ
う
に
　
よ
い
よ
う
に

山
形
県

の
谷
地
町
で
も
同
じ
よ
う
に
菖
蒲

の
東

で
大
道
を
叩
き
な
が
ら
謡

っ

た
と
い
う
。

ヽ
菖
蒲
た
た
ぎ
　
山
姥
金
時

来
ん
な
来
ん
な

年
中
行
事
の
中
で
、
地
面
を
叩
く
と
い
う
、
呪
術
的
行
為
を
持

つ
も
の
は
、

こ
の

「菖
蒲
叩
き
」
だ
け
で
な
く
、
年
間
を
通
じ
て
い
く

つ
か
拾
え
る
が
、
そ

れ
は

一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
―
―

一
般
的
に
は
、
地
中
に

潜
む
悪
霊
を
追
い
出
す
の
だ
と
か
、
も

っ
と
く
だ
け
て
は
モ
グ
ラ
が
上
を
も
た

げ
な
い
よ
う
に
す
る
の
だ
と
か
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
二
次
的
な
合
理

解
が
生
ん
だ
も
の
。
地
面
を
叩
く

・
掲
く

（突
く
）
と
い
う
行
為
は
、
本
来
的

に
は
、
作
物
を
育
て
る
大
地
の
霊
威
を
叩
い
た
り
鶴
い
た
り
す
る
こ
と
で
奮
い

立
た
せ
増
強
さ
せ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
威
力
が
強
大
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

結
果
的
に
、
威
力
を
衰
え
さ
せ
て
い
る
、
地
中
に
潜
む
悪
霊

・
邪
霊
ど
も
も
逃

げ
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら

「
追
い
出
す
」
と
い
う

考
え
方
も
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
に
叩
く
と
か
掲
く
と
か
い
う
行
為
が
い
か
に

も

「悪
い
も
の
」
を
こ
ら
し
め
る
、
追
い
立
て
る
、
退
治
す
る
と
い
う
印
象
を

呼
び
や
す
い
の
で
あ
る
。

掲
げ
た
二

つ
の
歌
の
詞
章
に
も
ど

っ
て
み
よ
う
。
中
条
町
の
例
は
、
ま
さ
に
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「今
年
の
作
」
の
上
出
来
を
祈
願
す
る
祝
福
詞
章
に
な
っ
て
い
て
、
大
地
に
そ

れ
を
約
束
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
後
者
の
谷
地
町
の
歌
は
、
諸
々
の
悪
霊

・

災
厄
を

「山
姥
金
時
」
に
か
ぶ
せ
て
、
そ
れ
ら
に

「
来
ん
な
来
ん
な
」
（近
寄

る
な
、
来
る
な
）
と
命
ず
る
こ
と
で
、
「
災
い
」
の
接
近
を
防
ご
う
と
い
う
、

呪
術
的
詞
章
に
な

っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
歌
か
ら
も
、
五
月
五
日
の
節
供
も
、
男
の
子
の
節
供

・
鯉
の
ぼ
り

の
節
供
と
は
別
に
、
こ
れ
ま
た
豊
作
を
祈
願
す
る
農
耕
儀
礼
の

一
つ
と
し
て
大

事
な
ト
キ
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

地
面
を
叩
く
道
具
に
菖
蒲
や
蓬
を
使
う
の
は
、
そ
れ
が
呪
力
を
持
つ
薬
草

・

霊
草
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
大
陸

（中
国
の
端
午
の
日
の
習
俗
）

か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
が
、
菖
蒲
の
霊
力
を
謡
う
端
午
の
日
の
歌
が
新
潟
県

に
は
ま
だ
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ヽ
ヘ
ビ
も
ム
カ
ジ
（百
足
）
も
出
ん
な

鈍
も
鎌
も
差
し
て
き
た

シ
ョ
ウ
ブ
湯
も
浴
び
て
き
た

シ
ョ
ウ
ブ
湯
た
ん
ぜ
ん
か
け
て
き
た
　
（佐
渡
郡
相
川
町
）

「
五
月
の
節
供
に

シ
ョ
ウ
ブ
切
り
が
は
や
る
　
（十
日
町
市
）

相
川
町
の
歌
は
虫
除
け
の
呪
言
で
あ
る
。
蛇
や
百
足
は
田
畑
や
山
で
仕
事
を

す
る
者
に
と

っ
て
は
邪
魔
で
厄
介
な
も
の
。
特
に
素
足

・
素
手
で
仕
事
を
し
て

い
た
時
代
に
は
、
そ
の
害
は
大
き
か
っ
た
。

十
日
町
市
の

「菖
蒲
の
虫
切
り
」
の
歌
は
威
嚇
で
あ
ろ
う
。
前
の
歌
の
銘

・

鎌
、
そ
し
て
こ
の
歌
の

「切
る
」
が
威
し
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
威
す

こ
と
で
虫
類
を
近
寄
ら
せ
ま
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
蛇
や
百
足
と
い
っ

た
虫
た
ち
の
気
味
悪
さ
や
害
を
嫌

っ
た
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
実
際
の
田
畑
の

仕
事

・
山
仕
事
で
蛇
や
百
足
を
鈍
や
鎌

・
鍬
な
ど
で
切
り
殺
し
て
し
ま
う
こ
と

が
多
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
の
生
理
的
な
気
持
ち
悪
さ
よ
り
も
、
蛇

・

百
足
の
命
を
誤

っ
て
絶

っ
て
し
ま

っ
た
、
無
為
な
殺
生
を
し
て
し
ま

っ
た
と
い

う
悔
い
と
、
そ
の
た
め
の
崇
り
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
や
つ
ら
が
地
中
や
草

木
の
茂
み
に
い
な
け
れ
ば
、
殺
さ
ず
に
す
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
虫
除

け
な
の
で
あ
る
。
作
物
に
害
を
な
す
虫
だ
か
ら
除
け
る
の
で
は
な
い
。
作
物
を

作
る
た
め
、
山
仕
事
を
順
調
に
こ
な
す
た
め
に
、
邪
魔
に
な
る
、
障
り

（
殺
し

て
し
ま
う
こ
と
に
よ
る
祟
り
も
含
め
て
）
に
な
る
虫
類
を
ど
け
よ
う
、
遠
ざ
け

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
田
植
え
後
の
稲
虫
に
対
す
る

「虫
送
り
」
も
、
退
治

す
る
の
で
は
な
く
、
「送
る
」
「追
い
や
る
」
行
事
な
の
で
あ
る
。　
一
体
に
年
中

行
事
の
中
で
は
、
無
益
な
も
の
、
害
を
な
す
も
の
に
対
し
て
も
殺
す
と
か
退
治

す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
送
る

・
流
す
と
い
っ
た
形
の
も
の
が
多
い
。

新
潟
県
に
伝
わ
る
も
う

一
つ
の
端
午
の
節
供
の
歌
。

「
ヨ
モ
ギ

・
シ
ョ
ウ
プ
は
身
の
薬

あ
し
た
の
晩
は
大
毒
だ
　

（川
原
町
）

「
節
供
」
が
祝
い
の
日
で
あ
る
以
前
に
、
身
を

つ
つ
し
ん
で
身
心
に
付
着
し

た
害
悪

（磯
れ
）
を
追
い
払
う
日
で
あ

っ
た
こ
と
を
見
せ
て
い
る
歌

で
あ
る
。

端
午
の
節
供
は
、
農
耕
生
活
の
忙
し
い
時
期

（田
植
え
前
）
を
迎
え
て
身
心

の

復
活
を
は
か
る
大
事
な
日
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
身
を
清
め
て
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田
の
神
を
迎
え
祀
ろ
う
と
い
う
心
に
も
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（十
二
巻
三
号
　
一
九
八
九

二
二
・
一
）

端
午
の
節
供
の
行
事
性
格

前
稿
で
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
の
五
月
五
日
は
国
民
の
祝
日
と
し

て
の

「子
供
の
日
」、
二
月
二
日
の
雛
祭
り
が
女
の
子
の
節
供
で
あ
る
の
に
対

し
て
男
の
子
の
節
供
と
し
て
、
鯉
の
ぼ
り
や
武
者
人
形
を
飾
っ
て
祝
う
日
に
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
行
事
内
容
も
含
め
て
幾
度
か
の
変
化
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。そ

も
そ
も

「端
午
」
と
は

「
最
初
の
午
の
日
」
と
い
う
こ
と
で
必
ず
し
も

「
五
日
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が

一
月

一
日
・
二
月
二
日

・
七

月
七
日
・
九
月
九
日
と
い
う
重
日
を
祝
う
風
習
の
中
で
五
月
も
五
日
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
、
五
節
供
と
し
て
祝
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
鯉
の
ぼ
り
や

武
者
人
形
を
飾

っ
て
男
児
の
無
事
な
成
長
や
出
世
を
祈
る
行
事
に
な

っ
た
の
は

武
士
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

農
耕
民
族
と
し
て
生
き
て
き
た
日
本
人
の
風
習

・
信
仰
の
上
か
ら

「さ
つ
き
」

（五
月
）
は

「
田
植
え
」
を
す
る
月
、
稲
作
り
で
は
大
事
な
月
で
ぁ

っ
た
。

つ

ま
り
、
田
の
神
を
迎
え
て
祭
り
を
し
、
秋
の
無
事
な
稔
り
を
祈
念
し
て
苗
を
植

え
、
身
を
つ
つ
し
ん
で
暮
ら
す
月
な
の
で
あ

っ
た
。
邪
気
を
払
い
身
を

つ
つ
し

ん
で
清
浄
さ
の
中
で
暮
ら
す
と
い
う
部
分
に
、
中
国
の
端
午
の
日
の
風
習
で
あ

る
、
蓬
や
菖
蒲
な
ど
薬
草
に
よ
る
除
災
の
考
え
が
重
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
も

こ
の
節
供
に
蓬

・
菖
蒲
を
軒
に
さ
し
た
り
風
呂
に
入
れ
た
り
す
る
こ
と
は
続
い

て
い
る
。

前
回
、
端
午
の
節
供
を
と
り
あ
げ
た
と
き
に
は
、
蓬
や
菖
蒲

ｏ
蒲
な
ど
を
束

ね
た
も
の
で
地
面
を
打

っ
て
回
る

「
菖
蒲
叩
き
」
と
い
う
行
事
や
そ
の
と
き
の

唱
え
言
や
歌
を
中
心
に
述
べ
た
。
今
回
も
そ
こ
に
続
け
て
、
そ
の
後
集
め
得
た

資
料
を
も
と
に
わ
が
国
に
お
け
る
こ
の
節
供
の
本
来
的
な
行
事
性
格
を
追

っ
て

ま
ず
、
前
回
あ
げ
た
以
外
の

「菖
蒲
叩
き
」
の
歌
が
他
所
で
も
謡
わ
れ
て
い

て
、
こ
の

「
叩
き
の
行
事
」
が
こ
の
日
の
大
事
な
行
為
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。

ヽ
菖
蒲
叩
き
　
鉦
叩
き

今
年
の
作
　
よ
う
な
れ
よ
う
な
れ

一
つ
二
つ
二
つ
　
お
ま
け
に
二
つ

一
つ
二
つ
二
つ
　
（新
潟
県
北
蒲
原
郡
紫
雲
寺
町
）

「
菖
蒲
叩
き
　
鉦
叩
き

金
の
千
両
　
叩
き
出
せ
　
（福
島
県
猪
苗
代
地
方
）

ヽ
五
月
の
節
供

ど
こ
を
打

っ
て
も
罪
科
な
い
　
（新
潟
県
北
蒲
原
郡
中
条
町
）

最
後
の
も
の
は
単
純
な
囃
し
歌
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
信
仰
的
な
行

事
で
あ

っ
た

「菖
蒲
叩
き
」
が
単
な
る
子
供
の
遊
び
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ム
ラ
の
子
供
た
ち
は
、
普
段
、
庭
先
を
叩
い
た
り

突
い
た
り
、
ほ
じ
く

っ
た
り
し
て
荒
ら
す
こ
と
は
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

そ
こ
は
穀
物
の
乾
燥
や
調
整
に
大
事
な
場
所
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
下
駄
で
歩

み
た
い
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き
回

っ
て
そ
の
歯
の
跡
を

つ
け
て
も
大
変
だ

っ
た
か
ら
、
こ
の
日
、
思
い
切
り

庭
先
で
騒
げ
る
の
が
嬉
し
く
て
仕
方
が
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

新
潟
県
の
糸
魚
川
周
辺
で
も
、
こ
の

「叩
き
の
行
事
」
が
全
く
の
遊
び
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
男
の
子
が
カ
ツ
（真
菰
）
を
編
ん
で
、
そ
れ
を
水

に

つ
け

た
も
の
で
地
面
を
叩
き
な
が
ら
女
の
子
を
追
い
回
し
た
と
い
う
。
歌
は
次
の
よ

う
に
な

っ
て
い
る
。

「
男
の
節
供
　
日
和
節
供

女
の
節
供
　
降
り
節
供

男
の
節
供
の
日
は
穏
や
か
で
い
い
天
気
、
そ
れ
に
対
し
て
女
の
節
供
は
雨
降

り
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
も

「遊
び
」
気
分
が
生
ん
だ
悪
態
歌

・
呪
い
歌

に
な

っ
て
い
る
。

前
の
二
つ
の
歌
は
祝
福
詞
章
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
こ
の
行
事
の
本
来
的
性
格

が
ま
だ
残

っ
て
い
る
。
「今
年
の
作
」
と
は
そ
の
年
の
米
の
出
来
具
合
で
あ
る
。

そ
の
豊
か
さ
を
祈
り
、
結
果
と
し
て

「
金
の
千
両
叩
き
出
せ
」
と
、
豊
か
な
暮

ら
し
を
願

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
叩
き
出
せ
」
と
い
う
の
は

「
生
み
出
せ
」

と
い
う
こ
と
で
、
「追
い
出
せ
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

作
物
の
出
来
を
祝
う

（あ
ら
か
じ
め
祝

っ
て
現
実
に
し
よ
う
と
い
う
願

い
）

の
は
比
較
的
平
野
部
の
村
里
に
お
い
て
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
山
里
で
は
も
う
ひ

と

つ
別
の
展
開
を
し
て
い
て
、
そ
こ
に
違

っ
た
行
事
要
素
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
。

佐
渡
の
各
地
で
は
、
こ
の
日
山
に
入
る
と
き
の
歌
と
し
て
次
の
よ
う
な
文
句

を
伝
え
て
い
る
。

ヽ
蛇
も
む
か
じ

（百
足
）
も
食
わ
し
ゃ
ん
せ

銘
も
鎌
も
持

っ
て
来
た

菖
蒲
湯
も
浴
び
て
来
た

菖
蒲
た
ん
ぜ
ん
か
け
て
来
た

蛇
も
む
か
じ
も
食
わ
し
ゃ
ん
な

ヽ
菖
蒲
湯
も
浴
び
て
来
た

菖
蒲
あ
た
ま
も
結
う
て
来
た

銘
鎌
三
丁
し
ゃ
あ
て
来
た

鈍
も
む
ら
じ
も
出
さ
し
ゃ
ん
な

（小
池
）

謡
い
継
が
れ
て
い
る
う
ち
の
変
化
か
、
多
少
意
味
不
明
の
部
分
も
あ
る
が
、

山
仕
事

（山
畑
の
仕
事
）
で
邪
魔
に
な
る
蛇
や
百
足
除
け
の
ま
じ
な
い
に
な

っ

て
い
る
。
そ
う
し
た
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
で
順
調
に
作
業
を
運
ぶ
こ
と
が
で

き
て
、
結
果
と
し
て
山
の
仕
事
が
は
か
ど
り
、
作
物
の
収
穫
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
、
こ
れ
も
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
農
作

・
豊
穣
祈
願
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

新
潟
県
六
日
町
の
上
薬
師
堂
で
は
、
こ
の
日
、
チ
マ
キ
の
茄
汁
を
家
の
周
囲

に
ま
き
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
唱
え
る
と
い
う
。

「
へ
っ
べ
く
ん
な
　
蚊
く
ん
な

虻
さ
す
な

暑
い
時
期
に
さ
し
か
か

っ
て
、
わ
ず
ら
わ
し
い
虫
を
避
け
る
呪
文
に
な

っ
て

い
る
の
が
面
白
い
。

総
じ
て
、
外
で
の
本
格
的
な
労
働
の
時
期
を
迎
え
て
、
健
康
で
仕
事
に
精
が
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出
せ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
豊
か
な
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
と
、

こ
の
節
供
は
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
の
豊
か
さ
と
順
調
さ
を
祈
る
も
の
で
あ

っ
た

よ
う
だ
。

（十
五
巻

一
号

　
一
九
九

一
・
五

・
二
〇
）

〈
田
　
植
　
え
〉

田
植
え
と
田
の
神
祭
り
の
歌

稲
作
民
族
で
あ
る
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
現
代
社
会
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
日
本

人
の
米
に
対
す
る
意
識
ば
か
り
で
な
く
、
米
作
り
そ
の
も
の
も
大
き
く
変
化
し

た
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
ム
ラ
の
生
活
や
た
た
ず
ま
い
も
、

「
兎
追
い
し
あ
の
山
　
小
鮒
釣
り
し
か
の
川
　
（文
部
省
唱
歌

「
故
郷
」
）

と
い
う
唱
歌
の
情
景
か
ら
は
、
ず
い
ぶ
ん
遠
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

米
作
り
の
作
業
の
中
で
、
お
そ
ら
く
機
械
化
は
無
理
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い

た
、
「
田
植
え
」
す
ら
機
械
植
え
が

一
般
的
に
な

っ
て
か
ら
す
で
に
久
し
い
ほ

ど
に
、
す
べ
て
が
機
械
化
さ
れ
、
能
率
主
義

・
合
理
主
義
が
優
先
し
た
米
作
り

と
な

っ
て
い
る
。

も
と
も
と
米
作
り
は
す
べ
て
田
の
神
の
加
護
が
あ

っ
て
、
は
じ
め
て
順
調
に

は
か
ど
る
も
の
と
信
じ
て
進
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
特
に

「
田
植
え
」
は

単
な
る
労
働
で
は
な
か

っ
た
。
苗
代
田
で
育
て
た
苗
を
、　
一
株
々
々
植
え
田
に

移
す
の
は

一
つ
の
神
事
で
あ

っ
た
。
苗
代
田
か
ら
抜
い
た
苗
が
植
え
田
に
根
付

く
た
め
に
は
、　
一
本

一
本
の
苗
に
稲
魂
が
入

っ
て
鎮
ま
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
叶

わ
ぬ
こ
と
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
何
と
し
て
も
田
の
神
に
立
ち
合

い
を
願
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
，
田
植
え
は
田
の
神
を
迎

え
て
の
マ
ツ
リ
で
も
あ

っ
た
の
だ
。

田
植
え
の
時
、
楽
器
で
囃
し
た
り
歌
を
う
た

っ
た
り
、
田
の
神
の
代
行
を

つ

と
め
る

「
田
主
」
な
ど
と
い
う
、
蓑
笠
姿
の
翁
が
田
の
畦
に
立

っ
て
い
た
り
す

る
の
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
古
い
田
植
え
歌
に
は
、
田
の

神
降
ろ
し
の
詞
章
が
あ

っ
た
り
、
田
の
神
の
誕
生
か
ら
そ
の
成
長
、
さ
ら
に
は

わ
が
田
に
来
臨
し
て
く
だ
さ
る
時
の
出
で
立
ち
や
乗
り
物
な
ど
を
謡
う
詞
章
ま

で
伝
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
今
日
で
は
さ
す
が
に
、
そ
れ
ほ
ど
大
部
に
整
然

と
し
た
田
の
神
の
詞
章
を
伝
え
て
い
る
田
植
え
歌
は
め
ず
ら
し
く
な

っ
て
し
ま

っ

た
が
、
そ
れ
は
田
植
え
歌
が
神
事
歌

・
儀
式
歌
で
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
田
植
え
歌
が
腰
の
痛
さ
な
ど
の
労
働
の
辛
さ
を
紛
ら
わ

す
た
め
の
慰
安
歌

・
娯
楽
歌
や
共
同
作
業
の
能
率
を
は
か
る
た
め
の
仕
事
歌
に

な

っ
て
し
ま

っ
て
い
て
も
、
そ
の
中
に
い
く

つ
か
田
の
神
信
仰
の
名
残
り
を
う

か
が
わ
せ
る
歌
詞
を
伝
え
て
い
た
り
す
る
の
は
、
「
田
植
え
」

が
神
事
で
あ

っ

た
と
い
う
根
強
さ
か
ら
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
お
田
の
神
様
は
か
ご
ざ
れ

晩
の
あ
が
り
の
早
い
よ
に

十
年
程
前
、
岩
手
県
東
磐
井
郡
の
山
里
で
採
集
し
た
田
植
え
歌
の

一
つ
で
あ

る
。
「
は
か
」
は

「
は
か
ど
る
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
よ
う
に
、
仕
事

の
量
の
こ
と
。
今
日

一
日
の
田
植
え
作
業
が
順
調
に
は
か
ど
る
よ
う
に
と
、
田
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の
神
に
頼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
言
い
換
え
で
あ
ろ
う
が

「
お
田
の
神
様

早
よ
ご
ざ
れ
」
と
も
謡
っ
て
い
た
が
、
田
の
神
の
立
ち
合
い
に
よ
っ
て
、
田
植

え
仕
事
を
順
調
に
終
わ
ら
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
同
じ
で
あ
る
。

「
田
植
え
」
が
大
事
な
神
事

・
儀
式
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
確
に
残
し
て
い
る

の
が
、
そ
の
終
了
の
日
の
習
俗
で
あ
る
。
こ
れ
を
サ
ナ
プ
リ
と
い
い
、
苗
を
束

ね
て
神
棚
に
あ
げ
て
マ
ツ
リ
を
し
、
そ
の
後
に
祝
宴
を
開
く
地
方
は
多
い
。
た

だ
、
そ
う
し
た
こ
と
は
神
祭
り
と
い
う
よ
り
、
次
第
に
辛
い
仕
事
の
終
わ
り
と

い
う
安
堵
感
か
ら
、
田
植
え
を
手
伝

っ
て
く
れ
た
親
戚

・
縁
者
も
呼
ん
で
ご
馳

走
を
食
べ
る
こ
と
の
楽
し
み
に
意
識
が
傾
い
て
、
サ
ナ
ベ

（
ナ
ベ
に

「
鍋
」
、

「ご
馳
走
」
の
意
を
感
じ
取

っ
て
い
る
）
な
ど
と
い
う
言
い
方
に
も
な

っ
た
が
、

サ
ナ
ブ
リ
は
田
植
え
終
了
時
の
神
へ
の
感
謝
の
マ
ツ
リ
で
あ
っ
た
。

サ
ナ
プ
リ
の
祀
り
方

・
祝
い
方
は
土
地
々
々
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、

神
棚
に
苗
を
供
え
る
こ
と
が

一
つ
の
中
心
儀
式
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。

長
野
県
の
諏
訪
湖
周
辺
の
村
々
で
は
、
田
植
え
が
終
わ
る
こ
と
を

「
大
田
」

と
い
っ
た
。
そ
の
日
、
あ
ら
か
じ
め
残
し
て
お
い
た
苗
代
の
苗
の
長
め
の
も
の

を
取

っ
て
き
て
き
れ
い
に
洗
う
。
別
に
稲
の
実

（籾
）
の
形
に
握

っ
た
む
す
び

を
作
る
。
そ
の
む
す
び
を
、
き
れ
い
に
洗

っ
た
苗
で
包
む
よ
う
に
巻
き
つ
け
る
。

で
き
あ
が
っ
た
も
の
を

「
お
苗
ぼ
こ
」
と
い
い
、
そ
れ
を
三
個
、　
一
升
桝
の
中

に
入
れ
て
恵
比
須
の
神
棚
に
あ
げ
る
。
そ
の
時
、
桝
を
揺
さ
ぶ
り
な
が
ら
唱
え

る
の
が
次
の
文
句
。

「
昼
田
　
昼
田

今
日
の
田
植
え
は
昼
田
植
え

一
束
三
把
に
五
斗
七
升

「
田
植
え
」
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
は
、
朝
早
く
か
ら
日
暮
れ
ま
で
息
付
く
ひ

ま
と
て
な
い
何
日
か
で
あ

っ
た
が
、
今
日
は
余
裕
を
持

っ
て
昼
ま
で
の

「
田
植

え
」
で
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
年
の
米
作
り
も
こ
れ
で
無
事
開
始
で
き

た
。
秋
に
は

一
東

（小
束
を
三

つ
東
ね
た
）
の
苗
で
五
斗
七
升
も
米
が
収
穫

で

き
る
ほ
ど
の
豊
作
ま
ち
が
い
な
し
と
思
う
が
、
な
お
田
の
神
よ
、
し
っ
か
り
守

っ

て
下
さ
い
―

と
い
う
の
で
あ
る
。

主
題
は
、
秋
の
豊
作
を
前
も

っ
て
祝
う
こ
と

（予
祝
）
で
あ
る
が
、
無
事
に

「
田
植
え
」
が
済
ん
だ
こ
と
を
田
の
神
に
報
告

（感
謝
）
し
、
植
え
終
わ

っ
た
稲

の
秋
の
豊
か
な
実
り
を
祈
る
の
が
サ
ナ
プ
リ
の
儀
式

・
マ
ツ
リ
で
あ

っ
た
こ
と

が
、
こ
う
し
た
唱
え
言

（歌
）
か
ら
も
わ
か
る
。
田
の
神
は
常
住
す
る
神

で
は

な
い
か
ら
、
こ
の
地
方
で
は
恵
比
須
の
神
棚
を
そ
の
臨
時
の
居
所
と
し
た
の
で

あ
る
。

サ
ナ
プ
リ
は
サ
ノ
ボ
リ
の
変
化
で
あ
る
と
い
う
。
サ
は
稲
の
象
徴
で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
田
の
神
そ
の
も
の
を
も
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、
田
植
え
終
了
を
見
届

け
た
田
の
神
が
山
に
帰
っ
て
行
か
れ
る

（
の
ぼ
る
）
こ
と
が
サ
ノ
ボ
リ
で
あ
り
、

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
行
事
名
に
な

っ
た
の
だ
。
そ
の
年
の

「
田
植
え
」
が
無
事
終

了
し
た
こ
と
を
見
届
け
て
安
心
し
て
帰

っ
て
行
く
田
の
神
を
、
丁
重
に
も
て
な

し
て
感
謝
の
心
を
尽
く
す
の
が
サ
ナ
プ
リ
と
い
う
マ
ツ
リ
な
の
で
あ
っ
た
。

静
岡
県
御
殿
場
市
上
林
地
区
の
サ
ナ
プ
リ
は
苗
三
把
を
荒
神
様
に
供
え
て
祀

り
、
ま
た
、
ご
馳
走
を
作

っ
て
ソ
ゥ
ト
メ
（さ
お
と
め

・
五
月
女
）
を
も
て
な

す
。
そ
の
時
、
次
の
よ
う
に
唱
え
た
と
い
う
。
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「
サ
ー
ラ
バ
　
サ
ー
ラ
バ
　
タ
ー
ノ
カ
ミ

ー
ー
さ
ら
ば
さ
ら
ば
　
田
の
神

田
の
神

へ
の
別
れ
の
言
葉
で
あ
る
こ
の
詞
章
か
ら
も
、
サ
ナ
プ
リ
が
田
植
え

が
無
事
終
了
す
る
ま
で
守

っ
て
く
れ
た
田
の
神
に
感
謝
し
、
そ
れ
を
丁
寧
に
も

て
な
し
て
送
る
マ
ツ
リ
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
歌
の
種
類
は
、
行
事
歌

・

祭
り
歌
の
中
の

一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
、
送
り
事

ｏ
払
い
事

・
流
し
事
に
共
通

す
る

「
別
れ
」
「
名
残
り
」
の
歌
に
な

っ
て
い
る
。

（十
三
巻

一
号
　
一
九
八
九

上
ハ
・
二
〇
）

〈
ム
ケ
の
朔
日
〉

一
年
前
半
の
し
め
く
く
り

―
―

「
ム
ケ
の
朔
日
」
の
歌

古
く
日
本
人
は

一
年
を
二
期
に
分
け
て
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一

つ
の
始
ま
り
が
正
月
、
そ
し
て
も
う

一
つ
が
七
月
で
ぁ
る
。
仏
教
が
伝
来
し
て

か
ら
、
七
月
は

「盆
」
と
し
て
、
「祖
先
の
霊
祭
り
」
的
な
色
彩
を
濃
く
し
て

き
た
た
め
、
日
本
古
来
の
信
仰
か
ら
来
る
正
月
の

「年
神
祭
り
」
と
は
ず
い
ぶ

ん
違

っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
本
来
は
二
つ
と
も
同
質
の

「
ま
つ
り

の
ト
キ
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
正
月
に
対
し
て
七
月
と
い
う
こ
と
は
、
十
二
月
に
対
し
て
は
六

月
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
十
二
月
が
正
月
を
迎
え
る
準
備
の
月
で
ぁ

る
よ
う
に
、
六
月
も

「七
月
」
と
い
う

「
ま

つ
り
の
ト
キ
」
を
迎
え
る
準
備
の

月
な
の
で
あ

っ
た
。

「
ま

つ
り
」
前
の
準
備
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
心
身
を
き
よ
め
る
こ

と
で
あ
る
。
「
ま
つ
り
」
は
神
に
仕
え
る
と
い
う
意
の

「
ま
つ
ら
ふ
」
（
ま

つ
ろ

う
）
か
ら
き
て
い
る
と
い
う
。
神
に
仕
え
る
た
め
に
は
身
も
心
も
き
よ
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
十
二
月
〓

六
月
は

一
言

で
言
え
ば

「
は
ら
い
の
月
」
「
き
ょ
め
の
月
」
で
ぁ

っ
た
と
い
ぅ
こ
と
が
で
き
る
。

具
体
的
に
み
て
も
、
十
二
月
は
家
中
の
大
掃
除
が
あ
り
、
神
棚
の
掃
除
が
あ

り
、
そ
う
し
て
掃
き
き
よ
め
た
と
い
う
し
る
し

（指
標
）
に
松
や
竹
を
立

て
た

り

（門
松
―
―
同
時
に
、
門
口
に
立
て
ら
れ
た
松
や
竹
は
年
神
が
訪
れ
来
る
と

き
の
目
印
で
も
あ

っ
た
）
と
、
こ
の
月
が
正
月
と
い
う

「
ま
つ
り
」
（年
神
を
迎

え
て
祝
う
）
の
前
の

「
は
ら
い
の
月
」
「
き
ょ
め
の
月
」

で
ぁ
る
と
い
う
こ
と

が
実
感
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
六
月
の
方
は
現
在
の
都
会
の
生
活
の
中
で

は
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た

「
は
ら
い
」
な
り

「
き
よ
め
」
の
具
体
的
な
行
為

が
無
い
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
ま
だ
地
方
に
は
こ
の
月
が

「
は
ら
い
の

月
」
で
ぁ

っ
た
こ
と
を
見
せ
て
い
る
習
俗
や
行
事
が
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の

一
つ
が
六
月

一
日
を

「
ム
ケ
の
朔
日
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
ム
ケ
節
供
」
と
か

「
ム
ケ
カ
ヘ
リ
の
朔
日
」
、
ま
た
土
地
に
よ

っ
て
は

「
キ
ン

ヌ
ギ
の
朔
日
」
な
ど
と
も
い
う
。
ム
ケ
は
ム
ケ
ル
、
キ
ン
ヌ
ギ
は
衣

ヌ
ギ

（脱

ぐ
）
の
意
で
あ
る
。
こ
の
日
、
桑
畑
に
入
る
な
な
ど
と
い
う
。
蛇
が
脱
皮
し
て

い
て
、
そ
れ
を
見
る
と
た
た
ら
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
う
し
た
迷
信
的
言
い

伝
え
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ム
ケ
ル
・
ヌ
グ
と
い
う
の
は
、
古
い
も
の
か
ら
新

し
い
も
の
へ
の
切
り
替
え
を
意
味
し
て
い
る
。
正
月
か
ら
暮
ら
し
て
来
て
、
心
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身
に
た
ま
っ
た
磯
れ
や
罪
な
ど
を
、
こ
こ
で
払
い
捨
て
て
新
し
く
生
ま
れ
か
わ

る
と
い
う
意
味
か
ら
つ
け
ら
れ
た
呼
称
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ム
ケ
ル
・
ヌ

グ
に

「
よ
み
が
え
り
」
（蘇
生
）
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
肉
体
の

復
活

・
暮
ら
し
の
切
り
替
え
を
、
見
事
に
古
い
皮
を
脱
ぎ
捨
て
る
蛇
に
か
ぶ
せ

て
言
い
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
野
山
と
共
に
あ

っ
た
ヒ
ト
の
生
活

実
感

・
自
然
観
察
が
あ
る
。

六
月

一
日
と
い
う
時
が
、　
一
年
の
半
分
の
最
後
の
月
の
第

一
日
と
し
て
、
や

は
り
印
象
深
い
日
で
あ
り
、
こ
の
日
は
身
を
き
よ
め
て
、
そ
の
上
で
こ
れ
か
ら

迎
え
る
後
半
期
が
め
で
た
い

「
い
い
こ
と
」
の
重
な
り
で
過
ご
せ
る
日
々
で
あ
っ

て
欲
し
い
と
願
う
日
で
あ

っ
た
ら
し
い
の
は
、
こ
の
日
に
謡
わ
れ
る
唄
に
も
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。

「
い
い
こ
と
聞
け
　
い
い
こ
と
聞
け
　
悪
い
こ
と
聞
く
な

宮
城
県
に
伝
わ
る

「
ム
ケ
の
朔
日
」
の
歌
。

こ
の
地
方
で
は
、
こ
の
日
、
新
し
い
芋

（里
芋
）
・
歯
固
め
の
餅

・
神
酒
を

供
え
て
祀

っ
た
あ
と
、
「
蚤
の
舟
」
と
土
地
で
呼
ん
で
い
る
草

の
実
を
水
に
流

す
と
い
う
。
「蚤
の
舟
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

こ

う
し
た
特
別
の
日
に
何
で
あ
れ

「流
す
」
こ
と
は
、
古
い
も
の
ｏ
衰
え
た
も
の
、

さ
ら
に
は
身
に
つ
い
た
諸
々
の
害
悪

・
汚
機
え
流
し
去
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
「
い
い
こ
と
聞
け
」
の
歌
は
、
流
す
と
き
の
も
の
で
は
な
く
、
新

芋

（時
期
的
に
収
穫
に
は
ま
だ
早
い
か
ら
小
さ
い
も
の
）
で
耳
を
掻
く
真
似
を

し
な
が
ら
唱
え
る
の
だ
と
い
う
。
単
純
で
短
い
詞
章
な
が
ら
、
古
い
も
の
、
汚

れ
た
も
の
を
流
し
去

っ
た
後
の
祝
福
を
期
待
し
た
も
の
を
受
け
と
れ
る
。
そ
の

時
の
呪
術
に
、
収
穫
に
は
ま
だ
早
く
て
掘
り
起
こ
す
の
は
も

っ
た
い
な
い
の
に
、

あ
え
て
新
芋
を
使
う
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
収
穫
を
先
取
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
芋
に
代
表
さ
せ
て
農
作
物
全
体
の
豊
作
を

「
予
祝
」
（前
も

っ
て
祝

う
こ
と
で
そ
の
通
り
に
な
る
よ
う
に
願
う
こ
と
）
す
る
意
味
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
芋
は
子
沢
山

（親
芋
に
子
芋
が
沢
山

つ
く
形
で
生
長
す
る
）
で
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
豊
作

ｏ
繁
栄
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

里
芋
は
め
で
た
い
も
の
と
し
て
広
く
各
地
の
民
謡
に
謡
わ
れ
て
い
る
。
目
に

つ
い
た
も
の
を
い
く

つ
か
拾

っ
て
み
よ
う
。

「
め
で
た
い
も
の
は
芋
の
子
の
種
よ
　
孫
子
栄
え
て

葉
を
開
く
　
（宮
城
県

・
ど
ん
づ
き
唄
）

「
め
で
た
い
も
の
に
は
芋
の
子
様
よ

茎
長
々
と
葉
を
開
く
　
孫
子
栄
え
て
末
繁
盛
　
（同

・
松
坂
）

「
め
で
た
い
も
の
は
芋
の
子
の
種

茎
長
く
葉
も
広
く
　
孫
子
栄
え
る
　

（秋
田
県

・
祝
儀
唄
）

「
め
で
た
い
も
の
に
は
芋
の
子
の
種
よ

土
を
も
く
ら
も
く
ら
げ
て
子
が
で
き
る
　
（同

ｏ
荷
方
節
）

「
め
で
た
い
も
の
は
芋
の
つ
る

す
ね
長
で
葉
広

で
子
供
繁
盛
で
　

（山
梨
県

ｏ
日
挽
き
唄
）

「
芋
の
子
は
背
立
ち
あ
が
れ
て
末
葉
を
丸
く

親
子
兄
弟
仲
睦
じ
く
　
孫
曽
孫
や
し
ゃ
ご
と
末
丸
く
　
（新
潟
県
・
松
坂
）

ヽ
め
で
た
い
も
の
に
芋
の
種

，て
ヽ
　
ず
い
き
長
く
て
葉
が
広
う
て
孫
子
栄
え
る

長
く
て
ま
た
葉
が
広
う
て
孫
子
栄
え
る

（同

・
天
神
林
）

-25-



ヽ
め
で
た
い
も
の
は
芋
の
種
　
畑
で
も

っ
く
り
し
ゃ
く
り
子
が
で
き
た

こ
い
つ
ぁ
お
め
で
た
い

（長
野
県

・
作
物
唄
）

山
形
県
谷
地
町
で
は
や
は
り
六
月

一
日
、
芋
で
な
く
シ
オ
デ

（牛
尾
菜
）
の

茎
で
耳
を
突
き
な
が
ら
謡
う
と
し
て
宮
城
県
の
も
の
と
同
様
の
歌
を
伝
え
て
い

る
。

（よ
い
）
　
・

ヽ
え
え
耳
聞
か
せ
で
く
れ
ろ

こ
こ
で
も
歯
固
め
餅
を
鶴
く
と
い
う
が
、
六
月

一
日
の
風
習
の

一
つ
に

「
固

い
も
の
を
食
べ
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
。
正
月
の
お
供
え
を
こ
の
日
ま
で

と

っ
て
お
い
て
、
金
槌
で
割

っ
て
食
べ
た
り
、
乾
餅

（
あ
ら
れ
）
を
炒

っ
て
食

べ
た
り
炒
豆
を
食
べ
た
り
す
る
。
こ
の
日
を

「氷
の
朔
日
」
と
言

っ
て
い
る
土

地
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
餅
は
氷
の
代
用
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「歯
固
め
」
は
長
寿
の
ま
じ
な
い
で
あ

っ
た
ろ
う
。

も
う

一
つ
、
六
月
が

「
は
ら
い
の
月
」
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
確
に
残

っ
て
い

る
の
が
、
神
社
の
祭
典
と
し
て
行
な
わ
れ
る

「六
月
祓
」
と
か

「
夏
越
祓
」
と

い
う
六
月
二
十
日
の
神
事
で
あ
る
。
社
殿
の
前
に
大
き
な
茅
の
輪
が
し

つ
ら
え

ら
れ
、
参
詣
人
は
そ
の
輪
を
く
ぐ
る
こ
と
で
身
が
き
よ
め
ら
れ
る
と
い
う
、

「茅
の
輪
く
ぐ
り
」
も
あ
ち
こ
ち
の
神
社
で
見
ら
れ
る
。

（十
四
巻

一
号

　
一
九
九
〇

上
ハ
・
一
九
）

七
　
月

〈七
　
　
　
夕
〉

タ
ナ
バ
タ
の
歌

ヽ
笹
の
葉
さ
ら
さ
ら
　
軒
端
に
ゆ
れ
る

お
星
さ
ま
き
ら
き
ら
　
金
銀
砂
子

「
五
色
の
短
冊
　
私
が
か
い
た

お
星
さ
ま
き
ら
き
ら
　
空
か
ら
見
て
る

（昭
和
十
六
年
二
月

『
う
た
の
ほ
ん

（下
）
』
）

な
つ
か
し
い
唱
歌
で
あ
る
。
七
月
七
日
の
七
夕
は
、
天
の
川
を
は
さ
ん
で
牛

飼
い
（牽
牛
）
と
機
織
り

（織
女
）
の
二
星
が

一
年
に

一
度
逢
う
日
な
の
だ
と
い

う
。
沢
山
の
小
さ
な
星
が
流
れ
を
作

っ
て
い
る
天
の
川
に
、
こ
の
夜
だ
け
橋
が

で
き
て
、
両
岸
か
ら
渡
り
始
め
て
、
そ
の
橋
の
中
央
で
二
つ
の
星
が
出
逢
い
を

持

つ
の
だ
ろ
う
か
と
、
美
し
い
思
い
で
空
を
見
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

七
夕
は
む
ろ
ん
七
月
の
行
事
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
旧
暦
の
七
月
な
の
で

あ
り
、
今
の
暦
に
直
せ
ば
八
月
の
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
の
頃
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
梅
雨
と
は
無
関
係
で
あ
る
し
、
あ
ま
り
雨
の
心

配
す
る
必
要
の
な
い
時
期
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
旧
暦
の
七
月
は
も
う
秋

で
あ

っ
た
。
た
だ
、
暦
が
新
暦
に
な
っ
て
か
ら
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
七
月
七

日
頃
は
梅
雨
が
明
け
な
い
年
も
あ
っ
て
、
雨
の
七
夕
の
場
合
は
ど
う
な

っ
て
し

ま
う
の
だ
ろ
う
か
と
、
二
つ
の
星
の
精
に
同
情
を
寄
せ
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
七
夕
と
い
う
と
冒
頭
に
あ
げ
た
唱
歌
の
よ
う
に
、
願
い
ご
と
を
書
い

た
色
と
り
ど
り
の
短
冊
や
色
紙
の
輪
飾
り
、
切
り
紙
や
折
り
紙
の
細
工
物
や
金

銀
の
星
な
ど
を
竹
笹
に
む
す
び
付
け
て
軒
端
に
立
て
か
け
る
、
楽
し
い
子
供
の

行
事
と
い
う
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
加
え
て
都
会
地
で
は
、
商
店
街
の
祭
り
と

結
び
つ
い
て
豪
華
で
大
規
模
な
飾
り
付
け
で
客
寄
せ
に
利
用
さ
れ
た
り
も
し
て

い
る
。

そ
も
そ
も
七
月
七
日
は
、　
一
年
を
二
期
に
考
え
て
い
た
日
本
人
の
古
い
暦
観

に
立

っ
て
の
、
前
半
期
の
正
月
七
日
に
該
当
す
る
後
半
期
開
始
時
の
重
要
な
年

神
祭
の
日
で
あ

っ
た
。
タ
ナ
バ
タ
の
タ
ナ
は
、

こ
の
日
に
作
る
祭
壇

の
タ
ナ

（棚
）
で
あ
り
、
バ
タ
は
そ
の
棚
が
特
別
に
神
聖
な
棚

で
あ
る
こ
と
を
明
示
す

る
た
め
に
そ
れ
に
添
え
ら
れ
た
注
連
や
幣
な
ど
の
標
識
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

つ

ま
り
、
タ
ナ
バ
タ
と
い
う
の
は
正
月
に
作
る
年
神
棚
と
同
様
に
、　
一
年
の
後
半

期
の
開
始
に
あ
た

っ
て
、
特
別
な
棚
を
設
け
て
神
を
迎
え
祭
る
こ
と
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
タ
ナ
バ
タ
に

「七
夕
」
の
字
を
あ
て
て
読
ま
せ
る
の
は
中
国
か
ら
の
輸

入
に
よ
る
も
の
で
、
中
国
で
は
七
月
七
日
は
星
祭
り
の
重
要
な
節
目
で
あ

っ
た

と
い
う
、
そ
の
内
容
ま
で
採
り
込
ま
れ
、
中
世
以
降
、
文
人

・
知
識
人
に
よ

っ

て
牽
牛

・
織
女
二
星
の

「
天
の
川
伝
説
」
が
宣
伝
さ
れ
た
結
果
、
タ
ナ
バ
タ
が

あ
た
か
も
織
女
の
機
織
り
と
関
係
し
て
の
言
葉
で
あ
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て

き
た
の
で
あ

っ
た
。
本
来
の
日
本
の
タ
ナ
バ
タ
は
星
祭
り
と
は
無
縁
の
も
の
で

あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
年
の
前
半
期
の
開
始
時
の
正
月
と
同
様
、
七
月
は
後
半
期
の
開
始
時
に
あ

た

っ
て
、
棚
を
設
け
て
年
神
を
迎
え
て
祭
る
重
要
な
日
な
の
で
あ

っ
た
。
日
本

人
の
神
観
念
で
は
、
年
神
は
ま
た
祖
先
神
で
も
あ

っ
た
か
ら
、
こ
の
後
半
期
の

年
神
祭
は
祖
先
祭
と
い
う
色
彩
を
当
初
か
ら
持

っ
て
い
た
が
、
仏
教
渡
来
後
は

い
よ
い
よ
そ
の
傾
向
を
強
く
し
て
、
七
月
は
祖
先
の
霊
祭
り
、

つ
ま
り
盆
の
祭

り
の
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
七
日
は
そ
の
盆
の
祭
り
の
準
備
開
始
の
日
と

い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
七
日
は
ボ
ン
ハ
ジ
メ

・
ナ

ヌ
カ
ボ
ン
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
る
地
方
が
あ
る
こ
と
で
も
知
れ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
日
は
墓
を
掃
除
し
た
り
墓
地
ま
で
の
道
の
草
刈
り
を
し
た
り
と
い
う
、
い

か
に
も
祖
先
の
祭
り
の
準
備
と
い
っ
た
こ
と
の
ほ
か
に
、
井
戸
さ
ら
え
を
し
た

り
鍋
釜
を
み
が
い
た
り
、
少
し
変
わ

っ
て
は
女
性
が
髪
を
洗

っ
た
り
す
る
日
に

な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
七
月
七
日
と
い
う
日
は
身
辺
を
清
め
る
日
で
あ

っ
た
の
だ
。
そ
れ

は
何
の
た
め
か
と
言
え
ば
、
祖
先
の
霊
を
迎
え
る
た
め
な
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、

七
夕
飾
り
の
竹
笹
を
川
に
流
す
の
は
、
牽
牛

・
織
女
の
二
星
に
供
え
た
も
の
を

地
上
の
川
に
流
し
て
、
天
上
の
川
で
あ
る
天
の
川
に
届
け
る
の
だ
と
い
う
よ
う

に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
川
が

「
清
め
」
（古

い
言
葉

で
言
え
ば

「
み
そ
ぎ
」
）
の
場
所
で
あ

っ
た
こ
と
と
、
こ
の
七
月
七
日
と
い
う
日
が
、
そ
れ

ま
で
の
半
年
間
で
身
に
つ
い
た
汚
れ
を
流
し
清
め
て
、
次
の
後
半
期
を
迎
え
る

た
め
の
日
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
根
底
に
あ

っ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

タ
ナ
バ
タ
の
日
に
謡
う
各
地
の
歌
を
追

っ
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が

こ
の
日
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
た
か
が
わ
か

っ
て
く
る
。

「
七
夕
は
ん
七
夕
は
ん
　
こ
の
松
明
で
ご
ん
座
ら

へ
よ
う

「
七
夕
は
ん
七
夕
は
ん
　
こ
の
松
明
で
戻
ら
へ
よ
う
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山
形
県
西
村
山
郡
地
方
の
七
夕
の
歌
で
あ
る
。
前
者
は
六
日
の
晩
に
、
後
者

は
七
日
の
晩
に
謡
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
盆
に
迎
え
火

・
送
り
火
を
焚
い
て
祖

霊
を
迎
え
送
る
の
と
同
じ
意
識
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
何
事
も

念
入
り
で
て
い
ね
い
な
わ
れ
わ
れ
の
先
祖
の
心
が
、
盆
と
同
じ
祭
り
方
を
こ
こ

に
も
適
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「送

っ
く
れ
送

っ
く
れ
送

っ
く
れ
よ
　
七
夕
送
っ

く
れ
よ

（宮
城
）
」
「
七
夕
の
勧
進
　
ま
た
来
年
ご
ざ
れ

（岐
阜
）
」
と
い
っ
た
送

り
歌
も
同
じ
意
識
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
タ
ナ
バ
タ
が
神
を
迎
え
て
お
も
て
な
し
を
す
る
祭
り
で
あ

っ
た
と
い

う
こ
と
を
見
せ
て
い
る
の
が
埼
玉
県
秩
父
地
方
に
伝
わ
る
次
の
歌
で
あ
る
。

「
七
夕
や
　
棚
か
ら
落
ち
た
す
ま
ん
じ
ゅ
う

ヽ
七
夕
や
　
よ
く
来
て
く
れ
た
す
ま
ん
じ
ゅ
う

歌
自
体
は
、
七
夕
の
日
に
ご
馳
走

（ま
ん
じ
ゅ
う
）
が
食

べ
ら
れ
る
喜
び
を

謡

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
棚
に
供
え
物
を
し
て
お
祭
り
す
る
の
が
タ
ナ
バ
タ

で
あ

っ
た
こ
と
を
見
せ
て
い
る
。
「
年
に

一
度
の
七
夕
よ
何
を
ご
馳
走
に
あ
げ

ま
し
ょ
う
か

（神
奈
川
）
」
の
よ
う
に
、
き
れ
い
に
謡

っ
て
い
る
地
方
も
あ
る
。

そ
し
て
、
盆
祭
り
の
前
行
事
と
か
星
祭
り
の
七
夕
と
な
る
以
前
の
七
月
七
日

が
、
本
来
身
を
清
め
る
大
事
な
日
で
あ

っ
た
名
残
り
を
と
ど
め
て
い
る
の
が
次

の
歌
。ヽ

ね
ぶ
た
流
し
が
ぁ
な
ん
か
ぁ
　
豆
の
葉
流
し
て
ま
め
に
な
れ
　
（埼
玉
県
秩
父
郡
）

ヽ
ね
ぶ
た
流
れ
ろ
　
マ
メ
の
葉
と

ッ
ば
れ
　

（青
森
県
北
津
軽
郡
）

ね
ぶ
た
祭
り
と
し
て
は
、
青
森
県
の
そ
れ
が
有
名
で
、
今
は
月
遅
れ
の
八
月

の
祭
り
と
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
タ
ナ
バ
タ
行
事
な
の
で
あ
る
。
ね
ぶ
た
祭

り
の

「
ね
ぶ
た
」
は
睡
魔
の
こ
と
だ
と
い
う
。
盆
前
の
暑
さ
の
時
期
、
盆
が
終

わ
れ
ば
、
や
が
て
刈
り
入
れ
の
時
期
と
な
る
。
睡
魔
に
妨
げ
ら
れ
て
、
最
後
の

稲

へ
の
気
遣
い

・
手
入
れ
を
怠
る
よ
う
な
こ
と
に
な

っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
睡
魔
を
川
や
海
に
流
し
て
退
治
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
し

か
し
、
も
と
も
と
は
、
こ
の
時
期
、
人
は
疫
病
や
暑
熱
に
苦
し
み
、
農
作
物
も

害
虫
や
風
雨

（台
風
）
の
不
安

に
さ
ら
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
諸
々
の
災
い
を

「
ね
ぶ
た
」
と
し
て
、
そ
れ
を
は
ら
い
送
ろ
う
と
い
う
の
が
原
義

で
あ

っ
た
。

そ
れ
ら
を
す

っ
か
り
流
し
去

っ
て
、
「
ま
め
」
で
あ
り
た
い
と
願

っ
た
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
タ
ナ
バ
タ
は
夏
の
災
い
を
は
ら
う

「
み
そ
ぎ
」
の
祭
り
を
受
け

て
、
秋
に
つ
な
ぐ
祭
り
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

（十
巻

一
号

　
一
九
八
六

・
七

・
一
九
）

七

月

・
八

月

〈
（τ“〉

香
作
り
と
合
歓
の
木
遊
び
の
歌

旧
暦
の
八
月
と
い
え
ば
、
秋
の
中
心

（七
月
か
ら
秋
）
で
あ
る
が
、
新
暦
の

今
の
時
代
に
お
い
て
は
、
八
月
は
夏
の
盛
り
で
あ
り
、
生
徒
や
教
師
な
ど
、
学

校
に
か
か
わ
る
者
に
と
っ
て
は

一
年
中
で
最
も
長
い
、
楽
し
い
夏
休
み
の
月
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
東
京
な
ど
で
は
七
月
が
盆
の
月
で
ぁ
る
が
、
地
方

で
は
ひ
と
月
遅
れ
て
八
月
が
盆
の
月
で
ぁ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
盆
の
行
事
が
行
な
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わ
れ
る
。

越
後
や
佐
渡
で
も
盆
は
月
遅
れ
で
八
月
に
な

っ
て
い
る
。
盆
の
中
心
は
十
二

日
の

「盆
迎
え
」
（墓
参
り
）
か
ら
十
六
日
の

「盆
送
り
」
ま
で
で
あ
る
が
、
そ

の
後
も
、
「
二
十
日
盆
」
と
か

「
ウ
ラ
盆
」
（
二
十
六

・
七

・
八
）
な
ど
の
盆
行

事
が
続
く
し
、
十
二
日
以
前
に
も
盆
を
迎
え
る
た
め
の
行
事
が
い
く

つ
か
あ

っ

て
、
結
局
、
八
月

一
杯
が
盆
の
月
、
盆
ま

つ
り
の
時
期
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。十

三
日
以
前
の
盆
の
行
事
と
い
う
と
、
盆
の
月
、
八
月
の
最
初
の
日
で
あ
る

一
日
が
、
や
は
り
大
事
な
日
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
日
あ
た
り
か
ら

亡
き
人
を
迎
え
る
た
め
の
準
備
を
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。
新
盆
を
迎
え
る
家
で

は
、
庭
先
に
高
燈
籠
を
立
て
た
り
す
る
。
ま
た
、
早
く
も
こ
の
日
に
新
仏

（去

年
の
盆
以
降
に
亡
く
な

っ
た
人
の
霊
）
が
戻

っ
て
来
る
と
信
じ
て
い
る
地
方
も

多
い
。
そ
こ
に
は
、
新
仏
は
ま
だ
あ
の
世
の
生
活
に
馴
染
め
ず
、
そ
れ
だ
け
古

い
仏
た
ち
と
く
ら
べ
て
、
こ
の
世
の
人
た
ち
と
暮
ら
し
た
生
活

へ
の
未
練
が
絶

ち
切
れ
ず
に
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、　
一
日
も
早
く
こ
の
世
に
戻
り
た
が

っ
て
い

る
は
ず
だ
と
考
え
る
、
生
き
て
い
る
人
た
ち
の
思
い
や
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

逆
か
ら
言
え
ば
、
親

・
兄
弟

（姉
妹
）
な
ど
の
肉
親
や
友
人

ｏ
恋
人
と
い

っ
た

大
事
な
人

・
愛
し
い
人
を
あ
の
世
に
送
り
出
し
た
、
生
き
て
い
る
人
た
ち
の
、

亡
き
人
に
早
く
逢
い
た
い
と
い
う
想
い
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
二
つ
の
想

い
が
重
な

っ
て
、
新
仏
だ
け
を
早
く
迎
え
る
日
と
し
て

「
一
日
」
が
用
意
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
を

「
ボ
ン
プ
チ

一
日
」
と
い
っ
て
、
親
戚
が
供
物
や
提

灯
を
持

っ
て
お
参
り
に
来
た
り
す
る
。

八
月

一
日
を

「
釜
蓋

一
日
」
と
い
っ
て
、
こ
の
日
は
地
獄
の
釜
の
蓋
が
あ
く

日
だ
と
伝
え
て
い
る
所
は
多
い
。
こ
の
日
の
夜
明
け
頃
、
耳
を
澄
ま
す
と
、
そ

の
釜
の
蓋
の
あ
く

「
ゴ
ー
ン
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
る
な
ど
と
い
う
。
ま
さ
か

自
分
の
近
し
い
人

・
大
事
な
人
が
あ
の
世
で
地
獄
に
落
ち
て
い
る
な
ど
と
考
え

て
い
る
は
ず
は
な
い
の
だ
か
ら
、
「地
獄
の
釜
の
蓋
」
と
い
い
な
が
ら
、
そ
れ

は
こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
の
扉
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
入
回
の
扉
が
あ
い
て
、
死
者
の
霊
た
ち
が
順
々
に
そ
こ
か
ら
出
て
こ
の
世

に
向
か
い
、
十
三
日
の

「盆
迎
え
」
の
日
に
そ
れ
ぞ
れ
の
子
孫
の
家
に
到
着
す

る
と
い
っ
た
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
も
新
仏
が
早
く

も

「
ボ
ン
ブ
チ

一
日
」
「釜
蓋

一
日
」
に
戻

っ
て
来
る
よ
う
に
受
け
止
め
て
い

る
の
は
、
入
回
の
扉

（釜
蓋
）
が
あ
い
た
途
端
、
新
仏
た
ち
は
古
い
仏
た
ち
を

押
し
の
け
て

一
日
散
に
こ
の
世
に
駆
け
戻

っ
て
く
る
の
だ
と
で
も
考
え
た
の
で

あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
新
仏
た
ち
は
あ
の
世
で
は
新
参
者
で
あ
る
か
ら
、
あ
の

世
の
入
口
付
近
に
し
か
そ
の
居
場
所
が
な
い
の
だ
と
で
も
考
え
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
と
も
か
く
、
そ
れ
ほ
ど
に
新
仏
た
ち
は
こ
の
世

へ
の
未
練

（
そ
れ
は
生
き

て
い
る
者
の
亡
き
人

へ
の
未
練
で
も
あ
る
）
が
強
い
は
ず
な
の
だ
と
考
え
た
の

で
あ
る
。

越
後
や
佐
渡
の
中
で
は
八
月

一
日
の
こ
と
を

「香
取
り

一
日
」
と
呼
ん
で
い

る
地
方
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
日
に
盆
に
使
う

「香
」
を
作
る
こ
と
か
ら
で

あ
る
。
以
前
の
村
々
で
は
、
今
日
の
よ
う
な
線
香
を
買
う
こ
と
な
く
、
仏
壇
に

焚
く
香
は
み
な
自
家
製
で
あ
っ
た
。
山
か
ら

「香
の
木
」
（合
歓
の
木
）
を
切

っ

て
来
て
、
そ
れ
を
二
日
程
干
し
、
葉
を
し
ご
き
、
手
で
揉
ん
だ
り
石
臼
で
挽
い

た
り
し
て
粉
に
す
る
。
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盆
前
の
香
作
り
は
大
人
の
仕
事
で
あ

っ
て
、
そ
の
作
業
の
と
き
に
謡

っ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
合
歓
の
木
か
ら
香
を
作
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
子
供
た

ち
が
、
こ
の
頃
に
謡
う
歌
が
あ
る
。

ヽ
コ
ウ
コ
の
木
　
寝
れ
や

い
ま
　
か
か
来
る
ど
　
（新
潟
県
加
茂
市
）

ら
、
そ
の
行
事
内
容
が
変
化
し
て
き
た
が
、
日
本
本
来
の
タ
ナ
バ
タ
の
行
事
性

格
が
、
こ
の
合
歓
の
木
流
し
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
合
歓
の
木

に
か
ぶ
せ
て
睡
魔
を
流
す
と
い
う
説
明
の
裏
に
は
、
正
月
以
来
生
活
し
て
き
た

中
で
身
に
受
け
た
さ
ま
ざ
ま
な
罪

・
磯
れ
を
水
に
流
し
て
、
清
ら
か
な
身
と
心

で
祖
霊
を
迎
え
よ
う
と
い
う
、
い
わ
ば
、
盆
の
祭
り
の
前
の
楔
ぎ
と
い
っ
た
意

味
が
本
来
で
あ

っ
た
の
だ
。

そ
の
意
味
で
七
日
も
盆
の
準
備
の
大
事
な
日
で
あ

っ
た
。
こ
の
日
に
、
墓
地

ま
で
の
道
の
草
刈
り

（盆
道
作
り
）
を
し
た
り
、
盆
用
の
花

（格
）
を
取

っ
て
き

た
り
す
る
地
方
も
あ
る
。
新
潟
県
東
蒲
原
郡
三
川
村
の
山
里
で
は
香
作
り
を
七

日
に
行
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
盆
用
の
香
ば
か
り
で
な
く
、　
一
年
間
に
使

う
香
を
こ
の
日
に
作
る
の
だ
と
い
う
。
香
作
り
は
毎
年
の
こ
と
な
の
で
、
屋
敷

内
に
合
歓
の
木
を
植
え
て
い
る
家
も
多
い
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。　
一
体
、
合
歓
の

木

（葉
）
か
ら
香
を
作
る
と
い
う
知
恵
は
ど
こ
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
盆
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日
々
の
暮
ら
し
に
お
い
て
も
、
仏

壇
の
前
で
亡
き
人
と
向
き
合
う
と
き
、
面
倒
を
し
て
作

っ
た
自
家
製

・
手
作
り

の
香
を
く
ゆ
ら
せ
る
と
い
う

つ
つ
ま
し
さ

・
や
さ
し
さ
は
う
ら
や
ま
し
い
。
そ

し
て
、
大
人
の
香
作
り
と
子
供
の
合
歓
の
木
遊
び
と
が
、　
一
つ
の
季
節
に
お
い

て
ぴ

っ
た
り
と
寄
り
添

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
大
人
と
子
供
の
生
活
と
心
情
が

自
然
の
営
み
の
中
で
常
に

一
つ
に
溶
け
合

っ
て
い
た
時
代
が
そ
ん
な
に
遠
い
昔

の
こ
と
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（十
二
巻

一
号

　
一
九
八
八

・
七

・
二
〇
）

ヽ

コ
ウ

コ
ウ

の
本

コ
ウ
コ
ウ
の
木

寝
―
れ

寝
―
れ
　
（同
　
安
塚
町
）

ヽ
コ
ウ
の
末
，

コ
ウ
の
木
　
眠
ら
ん
せ

お
鐘
が
鳴

っ
た
ら
　
起
き
し
ゃ
ん
せ
　

（同
　
村
松
町
）

盆
の
香
作
り
が
近
づ
い
た
頃
、
川
や
沼
淵
に
泳
ぎ
に
行

っ
た
帰
り
に
、
土
手

や
山
肌
に
涼
し
げ
に
枝
を
広
げ
て
い
る
合
歓
の
本
を
見

つ
け
る
と
、
そ
の
一
枝

を
折
り
取
っ
て
、
葉
に
触
れ
て
み
た
り
、
枝
ご
と
振

っ
た
り
し
て
謡
う
の
で
あ

る
。
合
歓
の
木
は
触

っ
た
り
振

っ
た
り
す
る
と
葉
を
閉
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を

「寝
た
」
と
か

「眠

っ
た
」
と
か
い
う
の
で
あ
る
。

合
歓
の
本
に

「寝
る
」
「眠
る
」
意
を
感
じ
て
、
暑
さ
の
時
期
、
睡
魔
を
追

い
払

っ
て
、
ま
め
で
働
け
る
よ
う
に
と
、
月
遅
れ
の
タ
ナ
バ
タ
で
あ
る
八
月
七

日
に
、
川
に
合
歓
の
木
と
豆
の
木
を
流
す
風
習
が
関
東
か
ら
東
北
に
か
け
て
見

ら
れ
る
こ
と
は
、
以
前
に
も
と
り
あ
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た

（第
十
巻
第

一
号
）
。

中
国
の
故
事
に
学
ん
で
タ
ナ
バ
タ
を
星
祭
り
の
風
習
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
か
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盆
の
ま

つ
り

―
―
盆
迎
え

ｏ
盆
送
り
の
歌

わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
古
い
暦
観
で
は
、　
一
年
は
二

つ
の
周
期
に
分
け
て
考
え

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
正
月
か
ら
六
月
ま
で
、
七
月
か
ら
十
二

月
ま
で
の
半
年
ご
と
に
区
切

っ
て
各
月
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
対
応
し
た

「月
ご
と
の
ま

つ
り
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、

月
の
運
行
を
基
準
に
し
た
陰
暦

（旧
暦
）
で
の
考
え
方
で
あ
る
。

一
つ
一
つ
、
そ
の
対
応
関
係
を
挙
げ
て
こ
こ
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、　
一
つ
挙
げ
れ
ば
、
正
月

（
一
月
）
と
盆

（七
月
）
で
あ
る
。
正
月
と
七
月
の

性
格
を
見
る
に
は
そ
の
前
月
の
十
二
月
と
六
月
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十

二
月
は

一
年
の
し
め
く
く
り
で
、
そ
の

一
年
の
罪

・
汚
れ
を
払
い
清
め
よ
う
と
、

神
社
や
寺
で
は
そ
の
た
め
の
祭
り
や
法
要
が
行
な
わ
れ
る
し
、
各
家
々
で
も
家

中
の
大
掃
除
を
し
た
り
、
古
い
お
札
を
神
社
に
納
め
た
り
燃
や
し
た
り
す
る
。

そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
、
古
く
な

っ
た
も
の

（威
力
や
活
力
が
衰
え
て
し
ま

っ
た

も
の
）
や
、
汚
れ
た
も
の
を
取
り
除
い
て
新
し
く
改
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ

っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
は
六
月
に
も
似
た
よ
う
な
祭
り
や
行
事
が
あ
る
。
わ

か
り
や
す
い
も
の
と
し
て
は
、
大
晦
日
の
祓
い
の
行
事
を

「大
祓
い
」
と
い
う

の
に
対
し
て
、
六
月
晦
日
の
そ
れ
を

「六
月
祓
い
」
「
夏
越

の
祓
い
」
と
い
う

の
で
あ
る
。
神
社
の
鳥
居
や
拝
殿
の
前
に
大
き
な
茅
萱
の
輪
を
据
え
て
、
そ
こ

を
く
ぐ
り
ぬ
け
さ
せ
た
り
す
る
の
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。

祖
先
た
ち
は
、
人
間
の
肉
体
ば
か
り
で
な
く
、
霊
魂

（精
神

・
生
き
る
活
力
）

も
日
を
重
ね
て
い
く
に
つ
れ
て
少
し
ず

つ
衰
退
し
、
し
ば
ん
で
い
く
も
の
と
考

え
て
い
た
。
形
あ
る
も
の
が
使

っ
て
い
る
う
ち
に
、
時
間
が
経

つ
う
ち
に
少
し

ず
つ
古
び
た
り
減

っ
た
り
し
て
い
く
こ
と
を
見
て
、
人
間
の
霊
魂
と
て
同
じ
こ

と
だ
と
受
け
止
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
物
は
古
び
た
り
減

っ
た
り
す
れ
ば
、
ま

た
新
し
く
求
め
た
り
作

っ
た
り
で
き
る
。
し
か
し
、
人
間
の
霊
魂
は
新
し
く
求

め
た
り
作
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
威
力
を
盛
り
返
す
こ
と

は
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。
そ
の
手
段
が
″祓
い
″
と
か
″清
め
″
（楔
ぎ
）
と
か

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
霊
魂
が
活
力
を
失

っ
て
い
く
の
は
、
生
活
し
て
い
く
う

ち
に
、
し
ら
ず
し
ら
ず
身
に
受
け
て
し
ま
う
罪

・
悪

・
厄

・
機
と
い
っ
た
も
の

の
せ
い
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
を
払
い
落
と
し
て
し
ま
え
ば
、
霊
魂

は
新
し
く
よ
み
が
え
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
機
会
が

一
年
の
う
ち
に
二
度
あ
っ
て
、
そ
れ
が
六
月
と
十
二
月
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
霊
魂
を
新
し
く
し
て
迎
え
る
の
が
正
月
と
七
月
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
心
身
の
汚
機
を
祓
い
清
め
て
、
清
浄
な
身
と
心
で
神
を
迎
え
、
そ
れ
か
ら

半
年
間
の
無
病
息
災

・
家
内
安
全

・
五
穀
豊
穣
を
祈
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
期

が
正
月
と
盆
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
が
仏
教
的
な
色
彩
を
濃
く

し
て
、
迎
え
る
の
が
祖
先
の
霊
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
て
き
て
、
正
月

は
″年
神
ま
つ
り
″
、
七
月
は
″霊
ま
つ
り
″
と
い
う
よ
う
な
受
け
止
め
方
に
な
っ

て
き
た
の
だ
が
、
正
月
も
盆
も
、
も
と
も
と
は
日
本
古
来
の
信
仰
に
根
ざ
し
て
、

と
も
に
祖
神

（祖
先
神
）
を
迎
え
て
ま
つ
る
神
祭
り
の
時
期
で
あ

っ
た
の
で
あ

る
。神

祭
り
の
基
本
は
、
神
を
迎
え
、
そ
れ
を
丁
重
に
も
て
な
し
―
―
マ
ツ
ル
と
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い
う
の
は
神
に
仕
え
る
こ
と
、
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る
―
―
、
送
る
と
い
う
こ

と
で
あ

っ
た
。
盆
に
祖
先
の
霊
を
迎
え
、
沢
山
の
供
え
物
を
し
て
何
日
か
も
て

な
し
た
あ
と
送
り
帰
す
―
―
そ
の
形
は
、
ま
さ
に
神
を
ま
つ
る
方
式
と
同
じ
な

の
で
あ
る
。
そ
の
神
の
姿
が
仏
教
渡
来
後
は
、
仏

（祖
先
）
の
姿
に
な

っ
て
、

亡
き
人
を
弔
い
、
供
養
す
る
と
い
う
盆
の
ま

つ
り
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
盆
迎
え
は
十
三
日
、
盆
送
り
は
十
六
日

（十
五
日
の
夕
方
）
と
い
う

地
方
が
多
い
。
そ
の
迎
え
方

・
送
り
方
に
は
各
地
あ
る
い
は
各
家
の
独
特
な
方

式
が
あ

っ
た
り
し
て
い
る
が
、
多
く
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
迎
え
に
も
送
り

に
も
火
を
焚
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を

「迎
え
火
」
「
送
り
火
」
と
い
う
。
「
迎

え
火
」
は
、
祖
先
た
ち
が
や

っ
て
来
る
と
き
、
道
に
迷
わ
ず
に
子
孫
の
家
に
辿

り
着
け
る
よ
う
に
と
い
う
目
印
な
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
暗
闇
に
不

自
由
な
わ
れ
わ
れ
人
間
を
基
準
に
し
た
説
明
で
あ

っ
て
、
冥
界
に
暮
ら
す
祖
先

の
霊
力
か
ら
す
れ
ば
、
暗
闇
な
ど
何
程
の
も
の
で
も
な
い
は
ず
だ
。　
一
方
、

「
送
り
火
」
の
方
は
、
そ
の
煙
に
乗

っ
て
祖
先
た
ち
が
あ
の
世
に
帰
ら
れ
る
の

だ
と
説
明
し
た
り
す
る
が
、
そ
れ
も
後
で
加
わ

っ
た
も
の
。
迎
え

・
送
り
に
火

を
焚
く
こ
と
は
、
火
に
よ
る
清
浄
さ
を
示
す
も
の
で
、
清
ら
か
な
中
で
迎
え
送

る
の
だ
と
い
う
形
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
。
神
社
の
祭
り

（神
事
）
に
火
を

焚
く
も
の
が
多
い
の
も
そ
こ
に
通
じ
て
い
る
。
火
を
焚
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
々

の
罪
や
汚
れ
を
焼
き
払
い
、
結
果
と
し
て
清
ら
か
な
状
況
に
な
る

（復
活

・
再

生
）
と
い
う
の
が
、
本
来
の
″火
焚
き
″
の
原
理
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
火
を

焚
い
て
、
祖
先
を
迎
え
送
る
心
の
基
本
に
あ
る
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
清
ら
か
な

身
と
心
で
、
清
ら
か
な
場
所

へ
迎
え
て
、
心
を
尽
く
し
て
も
て
な
し
た
あ
と
帰

っ

て
い
た
だ
く
。
神
を

マ
ツ
ル
心
が
そ
の
ま
ま
盆
の
祖
霊
を
マ
ツ
ル
心
に
な

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
盆
の
場
合
は
、
迎
え
る
の
が
祖
先
の
霊
で
あ
る
と
い
う
親
し
さ
が
加

わ

っ
て
、
そ
の
迎
え
方

・
送
り
方
に
、
生
き
て
い
る
身
内

・
縁
者
を
客
と
し
て

迎
え
る
よ
う
な
や
さ
し
さ
や
細
か
さ
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

墓
地
や
寺
、
辻
や
橋
の
た
も
と
か
ら
迎
え
て
来
る
時
、
道
々
、
提
灯
で
そ
の

足
元
を
照
ら
す
よ
う
に
先
導
し
、
「足
元
に
気
を

つ
け
て
下
さ
い
」
「
も
う
少
し

で
す
か
ら
我
慢
し
て
下
さ
い
」
な
ど
と
、
生
き
て
い
る
人
に
対
す
る
よ
う
に
声

を
掛
け
る
。
家
に
着
い
て
か
ら
も

「
お
疲
れ
で
し
た
で
し
ょ
う
。
さ
あ
さ
、
ゆ
っ

く
り
休
ん
で
下
さ
い
」
な
ど
と
い
っ
て
、
足
を
す
す
ぐ
た
め
の
水
ま
で
用
意
す

る
。
そ
う
し
た
親
密
さ
は
、
迎
え

ｏ
送
り
の
時
の
歌
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

ヽ
オ
ジ
イ
も
オ
バ
ア
も
　
こ
の
明
か
り
で
コ
サ
ッ
シ
ャ
イ

静
岡
県
伊
豆
地
方
の
盆
迎
え
の
時
の
歌
で
あ
る
。
先
祖
の
霊
を
生
き
て
い
る

爺
さ
ん
婆
さ
ん
に
対
す
る
よ
う
に
、
親
し
み
を
こ
め
て
呼
び
迎
え
る
。

ヽ
盆
ど
ん
さ
ん
　
盆
ど
ん
さ
ん
　
ま
た
来
て
ご
ざ
れ

人
に
負
け
ね
い
よ
う
に
　
早
く
行

っ
て
休
み
な
ん
し
ょ

こ
ち
ら
は
福
島
県
の
安
積
地
方
の
盆
送
り
の
歌
。
こ
こ
で
は
盆
に
来
る
先
祖

の
霊
た
ち
を

「盆
ど
ん

（殿
）
さ
ん
」
と
呼
ぶ
。
盆
の
間
、
子
孫
か
ら
精

一
杯

の
も
て
な
し
を
受
け
た

「盆
ど
ん
さ
ん
」
は
、
盆
が
終
わ
れ
ば
、
懐
か
し
い
人
々
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と
別
れ
て
帰
ら

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
の
世
ま
で
の
道
の
り
が
ど
れ

ほ
ど
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
道
を
肉
親

・
子
孫
と
別
れ
を
告
げ
て
来

た
霊
た
ち
が
帰

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
中
の
わ
が
先
祖
の
霊
に
向
か

っ
て

「人
に
負
け
な
い
よ
う
に
、
早
く
行

っ
て
休
み
な
さ
い
」
と
い
う
の
は
、
思
わ

ず
涙
ぐ
ま
ず
に
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
、
や
さ
し
く
切
無
い
。

（十

一
巻

一
号

　
一
九
八
七

・
七

・
二
〇
）

盆
の
火
祭
り

本
来
、
盆
は
七
月
で
あ
る
が
、
地
方
で
は
今
も
盆
は
圧
倒
的
に

一
月
遅
れ
の

八
月
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
七
月
に
し
ろ
八
月
に
し
ろ
、
盆
は
暑
い
盛

り
の
中
で
行
な
わ
れ
る
祖
先
の
霊
祭
り
で
あ
る
。　
一
年
中
で
も
最
も
暑
い
時
期

に
行
な
わ
れ
る
盆
な
の
に
、
ど
う
い
う
わ
け
で
か
熱
い
火
を
焚
く
こ
と
が

一
つ

の
特
徴
に
な

っ
て
い
る
行
事
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
。

一
体
に
、
年
中
行
事
と
い
う
イ
エ
（家
）
の
祭
り
や
祭
礼

・
法
会
と
い
う
神

社
や
寺
の
祭
り
に
は
、
火
を
焚
く
こ
と
が
大
事
な
行
事
要
素
に
な

っ
て
い
て
、

そ
れ
が
そ
の
祭
り
の
特
徴
に
な

っ
て
い
る
も
の
が
か
な
り
あ
る
。
特
に
秋
の
終

わ
り
か
ら
冬
、
そ
し
て
正
月

（小
正
月
）
に
か
け
て
そ
う
し
た
も
の
が
多
い
の

は
、
春
以
来
活
動
し
て
き
て
衰
え
た
も
の

（人
で
言
え
ば
生
き
る
活
力
、
大
地

で
言
え
ば
作
物
を
育
て
る
威
力
）
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
と
、
火
に
よ
っ

て
汚
れ

（機
れ
）
た
も
の
を
清
浄
に
し
よ
う
と
い
う
意
味
か
ら
き
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
寒
い
時
期
で
も
あ
る
か
ら
、
火
の
暖
か
さ

。
明
る
さ

・
威
勢
の
良
さ

と
い
う
の
は
、
新
し
い
春
を
呼
ぶ
た
め
の
行
事

・
祭
り
と
し
て
い
か
に
も
ふ
さ

わ
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
不
思
議
な
の
は
、
そ
ん
な
火
の
祭
り
が
冬
の
次
に
多
い

の
が
暑
さ
の
盛
り
の
盆
の
時
期
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

福
島
県
の
浪
江
町
請
戸
の
中
野

・
中
浜

・
両
竹

・
持
平
の
四
つ
の
集
落
で
行

な
わ
れ
る
盆
の
行
事
に

「
ガ
オ
レ
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
「
火
焚
き
」
の
行

事
、
祭
り
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
材
料
の
調
達
が
先
行
す
る
。
盆
に

な
る
と
、
こ
こ
で
も
子
供
達
が
各
家
々
を
回
っ
て
麦
藁
を
貰
い
集
め
る
こ
と
か

ら
始
ま
る
。
そ
の
訪
間
の
時
の
口
上
が
次
の
も
の
。

ヽ
藁
く
れ
て
く
ん
ち
ぇ
　
藁
く
れ
て
く
ん
ち
ぇ

「藁
を
く
れ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
単
刀
直
入
な
物
貰
い

（物
乞
い
）
の
回

上
で
あ
る
。
「
う
た
」
に
ま
で
な
っ
て
い
な
い
、
い
わ
ば
訪
間
の
挨
拶
言
葉
そ

の
ま
ま
で
あ
る
。

さ
て
、
集
め
た
麦
藁
で
束
を
作
り
、
そ
れ
を
長
さ

一
間
く
ら
い
の
青
竹
の
先

に
結
わ
え
て
松
明
を
作
る
。
夕
方
、
そ
の
松
明
を
持

っ
て
地
区
ご
と
に
畦
道
に

集
ま
り
、
揃

っ
た
と
こ
ろ
で
松
明
に
火
を

つ
け
、
お
互
い
の
悪
口
を
叫
び
合
う
。

「
中
浜
　
持
平
　
ガ
オ
レ
ー
　
エ
ー
エ
ー

中
浜

ｏ
持
平
は
悪
口
を
ぶ
つ
け
る
相
手
の
集
落
名
。
こ
の
よ
う
に
相
手
地
区

の
名
を
入
れ
て
謡
い
囃
す
の
で
あ
る
。
「
ガ
オ
ル
」
は
す

っ
か
り
意
気
消
沈
し

て
し
ょ
げ
返
る
意
。
そ
の
命
令
形
が

「
ガ
オ
レ
」
。　
つ
ま
り
相
手
に
対
し
て

「意
気
地
無
く
し
ょ
げ
返
れ
、
威
勢
が
無
く
な
れ
」
と
呪
い
を
か
け
て
い
る
の

で
あ
る
。
い
わ
ば
こ
れ
も
悪
態
歌
の
部
類
に
入
る
。
大
勢
で
声
を
揃
え
て
相
手

に
負
け
ま
い
と

「ガ
オ
レ
ガ
オ
レ
」
と
怒
鳴
り
合
う
の
で
あ
る
。
人
数
の
多
さ
、

声
の
大
き
さ
で
相
手
を
圧
倒
し
言
い
負
か
そ
う
と
い
う
激
し
さ
で
あ
る
。
し
か
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も
盆
の
三
日
間
、
夜
に
な
る
と
集
ま
っ
て
松
明
を
振
り
回
し
て
騒
ぎ
立
て
る
の

だ
と
い
う
。

福
島
県
い
わ
き
市
高
久
の
海
岸
に
近
い
神
谷
作
で
行
な
わ
れ
る

「
松
明
ま
つ

り
」
は
旧
盆
の
七
月
十
三
日
か
ら
の
五
日
間
。
こ
れ
も
子
供
達
の
行
事
で
、
北

側
の
山
腹
め
が
け
て
、
五
尺
余
の
松
明
を

一
本
々
々
投
げ
る
。
暗
い
樹
間
に
弧

を
描
い
て
光
り
が
次
々
と
落
下
し
て
い
く
の
は
な
か
な
か
の
見
物
で
あ
る
と
い

う
。
投
げ
始
め
る
と
、
「投
げ
番
」
の
子
供
の
名
を

一
斉
に
叫
ぶ
。

「
こ
―
い
こ
い
　
こ
い
こ
い
　
て
―
ま
こ
い
　
こ
い
こ
い

○
○
の
×
×
ご
ざ

っ
と

（「
○
○
の
×
×
」
の
部
分
に
名
前
を
入
れ
る
）

と
い
う
具
合
。　
一
人
で
十
三
日
に
四
本
、
十
四
日
に
六
本
、
十
五
日
に
四
本
、

十
六
日
に
四
本
、
十
七
日
に
は
八
本
を
投
げ
る
。
そ
の
数
の
多
さ
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
何
の
た
め
の
松
明
投
げ
な
の
か
。
「
こ
―
い
こ
い
、
こ
い
こ
い
、
て
―

ま
こ
い
、
こ
い
こ
い
」
の
文
句
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
何
か
を
呼
び
迎
え
る

た
め
の
呪
言
の
よ
う
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
れ
も
盆
に
来
る
精
霊
た
ち
を
あ

の
世
か
ら
迎
え
る
た
め
の
道
案
内
の
火
、
あ
る
い
は

「
よ
う
こ
そ
お
い
で
に
な
っ

た
、
ゆ

っ
く
り
休
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
こ
め
て
の
供
養
の
火
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

越
後
の
郷
里

（新
潟
県
北
蒲
原
郡
豊
浦
町
天
王
）
で
は
、
九
十
歳

に
近

い
父

が
子
供
の
頃
に
は
、
八
月
七
日
を

「盆
送
り
」
と
い
っ
て
、
麦
藁
の
松
明
に
火

を

つ
け
て
、

ヽ
オ
ー
グ
レ
オ
グ
レ
　
万
代
の
子
供
に
負
け
な

ヽ
オ
ー
グ
レ
オ
グ
レ
　
八
万
の
子
供
に
負
け
な

（「
万
代
」
「
八
万
」
は
近
隣
の
集
落
）

と
、
近
隣
他
集
落
と
対
抗
す
る
形
で
大
声
で
わ
め
き
な
が
ら
振
り
回
し
た
も
の

だ

っ
た
と
い
う
。
掛
け
声
の

「
オ
ー
グ
レ
オ
グ
レ
」
は

「送
れ
送
れ
」
で
あ
ろ

う
か
ら
、
こ
れ
は
ま
ち
が
い
な
く

「送
り
の
行
事
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
行
事
名
の
よ
う
に
し
て
、
「
オ
ー
グ
レ
オ
グ
レ
」
と
普
通
に
は
言

っ
て
い
る

が
、
正
式
行
事
名
は

「
盆
送
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
盆
送
り
」
と
い
う
か

ら
に
は
盆
行
事
の

一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
七
日
に

「盆
様
」
を
送

っ

て
し
ま
う
の
は
早
す
ぎ
る
。
こ
の
日
は

「七
日
盆
」
と
い
っ
て
、
普
通
に
は
盆

の
始
ま
り
と
い
う
こ
と
で
、
「盆
様
」
を
迎
え
る
た
め
の
準
備
を
具
体
的
に
始

め
る
日
な
の
で
あ
る
。
盆
に
使
う
香
を
作

っ
た
り
、
墓
ま
で
の
道
の
草
刈
り
や

掃
除
を
し
た
り
、
井
戸
さ
ら
い
（掃
除
）
を
し
た
り
す
る
。

た
だ
こ
の

「
オ
ー

グ
レ
オ
グ
レ
」
は

「
盆
送
り
」
と
言
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
行
な
う
人
達
の
実
際

の
意
識
上
で
は

「
虫
送
り
」
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。

石
川
県
河
北
郡
宇
ノ
気
町
大
崎
で
も
盆
の
八
月
十
五
日
の
夕
刻
に

「虫
送
り
」

が
あ
る
。
砂
丘
の
高
い
所
で
元
村
と
出
村
に

一
か
所
ず

つ
、
藁
や
麦
藁
を
東
ね

て
二
十
四
、
五
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
大
松
明
を
し

つ
ら
え
て
立
て
、
そ
れ
に
点
火

す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
各
自
は
小
松
明
を
手
に
浜

へ
行

っ
て
次
の
よ
う
に
連

呼
す
る
。

ヽ
タ
イ
や
来
い
　
サ
バ
来
い

「虫
送
り
」
と
言
い
な
が
ら

「鯛
や
来
い
、
鯖
来
い
」
と
謡

っ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ

「
送
り
の
行
事
」
と
い
う
よ
り

「
迎
え
の
行
事
」
と
い
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嫁
の
悲
し
む
と
云
ふ
な
る
べ
し
」
と
あ
る
ｃ

「盆
々
唄
」
と
い
う
の
は
、
盆
に
な
る
と

（盆
前
か
ら
）
、
通
り
を
練
り
歩

き
な
が
ら
、
子
供
達

（
い
く
ら
か
大
人
も
ま
じ
っ
て
）
が
囃
し
立
て
て
謡
う
歌

で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
出
さ
れ
た

『童
謡
編
』
（明
和
以
前
、
行
智
編
）
に
も
出

て
い
る
か
ら
、
江
戸
時
代
か
ら
、
少
な
く
と
も
明
治
二
十
年
頃
ま
で
は
、
東
京

の
あ
ち
こ
ち
の
横
町
で
謡
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
記
録
で
辿
れ
る
も
の
は
別
に
し
て
、
こ
の
歌
は
、
各
地
に
盆
踊
り
が

盛
ん
だ

っ
た
昭
和
三
、
四
十
年
頃
ま
で
、
広
く
謡
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
。

■
盆
々
と
て
も
今
日
明
日
ば
か
り
　
あ
さ

っ
て
は
嫁
の
し
お
れ
草

「嫁
の
し
お
れ
草
」
の
部
分
を

「山
の
し
お
れ
草
」
と
も
謡

っ
て
い
る
。
先

の
、
「
盆
々
唄
」
の
解
説
で
は
、
盆
の
間
は
、
姑
が
仏
参
り
に
出
か
け
て
留
守

を
す
る
の
で
嫁
も
気
楽
で
い
ら
れ
る
が
、
盆
が
終
わ
る
と
、
ま
た
い
つ
も
家
に

い
る
か
ら
嫁
が
悲
じ
む
―

と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
盆
踊
り
歌
と
い

う
こ
と
で
、
説
明
的
な
解
釈
を
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

盆
だ
盆
だ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
楽
し
く
踊
り
騒
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
は

今
日
と
明
日
だ
け
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
あ
さ

っ
て

（明
後
日
）
に
な
れ
ば
、

も
う
盆
は
終
わ

っ
て
し
ま

っ
て

「
盆
礼
」
に
帰

っ
て
い
た
実
家
か
ら
、
嫁
も

婚
家
に
戻

っ
て
、
ま
た
姑
や
小
姑
の
い
る
家
で

「
し
お
れ
た
草
」
の
よ
う
に

な

っ
て
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
嫁
で
は
な
い

が
、
わ
れ
わ
れ
だ

っ
て
普
通
の
生
活
に
戻

っ
て
、
ま
た
仕
事
に
追
わ
れ
て
の

毎
日
に
な
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
せ
め
て
今
日
明
日
は
精

一
杯
踊
り
尽
く
そ
う

じ
ゃ
な
い
か
。

か

な

盆
の
楽
し
さ
と
哀
し
さ

明
治
二
十
七
年

一
月
に
出
さ
れ
た

『
あ
づ
ま
流
行
　
時
代
子
供
う
た
』
（明

治
二
十
六
年
十
月
序
、
岡
本
昆
石
編
）
と
い
う
本
の

「盆
々
唄
」
の
中
に
次
の

よ
う
な
歌
詞
が
載
る
。

盆
ぼ
ん
　
盆

ハ
今
日
明
日
ば
か
り
　
明
日
ハ
嫁
の
し
ほ
れ

ェ
草
　
凋
草

解
説
に

「盆
中

ハ

姑
仏
参

に
出
て
　
不
在
な
れ
ど
も
　
盆
過
れ
バ
又
在
宅
故
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え
る
。

前
述
の
い
わ
き
市
の

「
こ
―
い
こ
い
…
…
」
の
唱
え
言
と
も
合
わ
せ
て
、
盆

の
火
焚
き
の
持
う
意
味
は
や
は
り
、
盆
に
祀
る
祖
先
の
霊
た
ち
を
迎
え
る
た
め

の
火
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
宇
ノ
気
町
大
崎
の
例
は
、
そ
こ
に
土
地
柄
、
「
海

の
幸
」
を
も
合
わ
せ
迎
え
よ
う
と
し
た
結
果
の
変
化
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が

「虫
送
り
」
と
い
う
農
耕
の

「払
い
」
「
追
い
」
の
行
事
が
重
な
っ
て
く
る
の
は
、

時
期
的
な
重
な
り
も
あ
ろ
う
が
、
「幸
の
招
来
」
は
災
厄
を
払
い
清
め
た
上

で

実
現
す
る
と
い
う
、
人
の
心
の
納
得

・
合
理
解
が
加
わ

っ
て
き
て
か
ら
で
あ
ろ

う
。
稲
に
害
を
な
す

「虫
」
は
人
の
暮
ら
し
に
も
た
ら
さ
れ
る
諸
々
の
災
厄
の

象
徴
で
あ
る
。
そ
れ
を

「
送
る
こ
と
」
は
結
果
的
に

「幸
を
招
来
」
す
る
こ
と

で
あ

っ
た
。

そ
れ
を
さ
ら
に
推
し
進
め
れ
ば
、
盆
と
い
う
も
の
が
祖
霊
を
祀
る
仏
教
行
事

と
い
う
以
前
に
祖
神
を
迎
え
て
秋
の
豊
か
な
収
穫
を
祈
る
日
本
古
来
の
祭
り
で

あ

っ
た
こ
と
を
見
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（十
四
巻
二
号
　
一
九
九
〇

・
七

・
二
〇
）



ほ
ば
、
同
じ
気
持
ち
を
謡

っ
た
も
の
に
、

「
踊
る
も
跳
る
も
今
晩
限
り
　
明
日
の
晩
か
ら
オ
ヤ
の
そ
ば

と
い
う
の
が
あ
る
。
盆
踊
り
も
今
晩
が
最
後
と
な

っ
た
。
明
日
の
晩
か
ら
は
も

う
、
厳
し
い
オ
ヤ
の
そ
ば
に
い
て
、
夜
遊
び
に
も
出
ら
れ
な
い
。
―
―
と
い
う

の
で
あ
る
。
「
オ
ヤ
」
は
、
嫁
に
と

っ
て
は
口
う
る
さ
い
姑
、
息
子
や
娘
た
ち

に
と

っ
て
は
、
こ
わ
い
親
父
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
盆
踊
り
が
盛
ん
だ

っ
た
頃

の
農
村
で
は
、
年
頃
の
息
子
や
娘
の

「夜
遊
び
」
に
は
特
に
や
か
ま
し
か
つ
た
。

そ
の
頃
は
、
何
日
か
続
け
て
野
良
仕
事
が
休
め
る
と
い
う
の
は
、　
一
年
の
中
で

正
月
と
盆
の
三
度
し
か
な
か

っ
た
。
そ
の
中
で
も
盆
と
い
う
の
は
、
ご
馳
走
も

食
べ
ら
れ
る
し
、
盆
踊
り
と
い
う
楽
し
い
も
の
も
あ

っ
て
、
「
夜
遊
び
」
が
公

認
の
た
だ

一
度
の
機
会
で
あ

っ
た
。
誰
に
と

っ
て
も
楽
し
い
盆
で
あ

っ
た
が
、

特
に
若
い
者

（若
い
衆
や
娘
た
ち
）
に
と

っ
て
は
、
盆
の
楽
し
さ
は
格
別
で
あ
っ

た
。そ

し
て
、
そ
れ
以
上
に
盆
が
待
ち
遠
し
か

っ
た
の
は
、
嫁
に
行

っ
た
者
と
他

家
に
奉
公
し
て
い
る
者
で
あ

っ
た
。
嫁
や
奉
公
人
は
実
家
に
帰
れ
る
か
ら
で
あ
っ

た
。
嫁
と
し
て
婚
家
の
舅
姑
の
ほ
か
夫
の
弟
妹
で
あ
る
小
姑
も
ぞ
ろ
ぞ
ろ
い
る

大
家
族
の
中
で
小
さ
く
な

っ
て
暮
ら
し
て
い
る
日
頃
か
ら
考
え
れ
ば
、
実
家
で

両
親
を
は
じ
め
、
自
分
の
身
内
に
囲
ま
れ
て
過
ご
す
こ
と
の
で
き
る
盆
の
何
日

か
は
、
ま
さ
に
極
楽
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
盆
が
終
わ

っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
そ

う
し
た
生
活
が
終
わ

っ
て
、
「
し
お
れ
草
」
の
よ
う
な
毎
日
に
戻
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
切
無
く
辛
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

「嫁
」
の
心
情
か
ら
出
た
文

句
が
前
掲
の
盆
踊
り
歌
で
あ

っ
た
。

そ
ん
な
嫁
の
立
場
に
似
通

っ
て
い
る
の
が
奉
公
人
で
あ
る
。
同
じ
奉
公
人
で

も
、

ワ
カ
イ
シ
ュ
（男
衆
）
や
オ
ナ
ゴ
タ
チ

（女
衆
）
と
い
わ
れ
る
、
大
人

の
奉

公
人
は
ま
だ
よ
か

っ
た
。
本
当
に
辛
く
悲
し
い
思
い
を
し
て
い
る
の
は
、
子
守

り
奉
公
に
出
さ
れ
る
よ
う
な
小
さ
な
奉
公
人
で
あ

っ
た
。
十
二
、
三
歳
で
親
元

を
離
れ
て
他
人
の
家
で
使
わ
れ
る
身
の
苦
し
さ

・
悲
し
さ
は
ど
れ
ほ
ど
で
あ

っ

た
か
。
大
学
を
出
る
ま
で
は
親
が
か
り
と
い
う
よ
う
な
恵
ま
れ
た
現
代
の
子
供

達
に
は
想
像
も

つ
く
ま
い
。

そ
う
し
た
子
守
り
奉
公
を
し
て
い
る
女
の
子
の
謡

っ
た
子
守
り
唄
に
次
の
よ

う
な
歌
詞
が
あ
る
。

「
お
ど
ま
盆
ぎ
り
盆
ぎ
り
　
盆
か
ら
さ
き
ゃ
お
ら
ん
と

盆
が
早
よ
来
り
ゃ
　
早
よ
も
ど
る
　

（熊
本
県

「
五
木
の
子
守
り
唄
」
）

私
が
実
家
に
い
ら
れ
る
の
は
盆
の
間
だ
け
。
盆
か
ら
先
は
こ
の
生
ま
れ
在
所

の
親
の
家
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
盆
が
早
く
来
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
早
く
過
ぎ

て
し
ま
う
。
盆
よ
ゆ

っ
く
り
来
い
。
い
や
早
く
来
い
。
―
―
と
い
う
の
で
あ
る
。

子
守
り
奉
公
に
限
ら
ず
、
奉
公
人
が
わ
が
家
に
帰
れ
る
の
は
正
月
と
盆
の
二

回
だ
け
。
そ
れ
を

「
ヤ
ブ
入
り
」
と
い
う
。
正
月
の

「
ヤ
ブ
入
り
」
が
終
わ

っ

て
か
ら
、
早
く
盆
が
来
て
欲
し
い
と
思
い
つ
つ
待

っ
て
い
る
の
が
楽
し
い
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
盆
が
近
づ
い
て
来
る
と
、
今
度
は
盆
は
ゆ

っ
く
り

来
て
欲
し
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
れ
ほ
ど
待

っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
盆
は
来
て
し
ま
う
と

一
瞬
の
う
ち
に
過
ぎ
さ

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

盆
が
近
く
な
る
と
嬉
し
さ
の
反
面
、
盆
が
終
わ

っ
て
、
ま
た
奉
公
先
の
家
に
帰

る
時
の
何
と
も
や
る
せ
な
い
情
無
さ
が
身
に
し
み
て
思
い
返
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
早
く
来
て
欲
し
い
盆
、
い
や
、
ゆ
っ
く
り
来
て
欲
し
い
盆
な
の
で
あ
る
。
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た
だ
、
「盆
ぎ
り
盆
ぎ
り
」
の
歌
詞
に
は
、
そ
う
し
た
子
守
り
奉
公

の
女
の

子
の
歌
に
な
る
以
前
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
盆
に
帰

っ
て
来
る
祖
先
の
霊

の
こ
と
を
謡

っ
た
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
あ
の
世
か
ら
子
孫
の
供
養
を
受
け

に
帰

っ
て
来
る
祖
先
の
霊
た
ち
に
と

っ
て
も
、
盆
の
何
日
か
―
―
普
通
は
十
三

日
の
夕
方
の

「
盆
迎
え
」
か
ら
、
十
六
日
の
朝
の

「
盆
送
り
」
ま
で
―
―
は
楽

し
い
嬉
し
い
毎
日
で
あ

っ
た
。
盆
棚
と
い
っ
た
特
設
の
棚
や
仏
壇
に
果
物
や
菓

子
の
ほ
か
沢
山
の
ご
馳
走
を
供
え
て
も
ら

っ
て
大
事
に
さ
れ
、
し
か
も
元
気
で

楽
し
い
子
孫
た
ち
の
生
活
ぶ
り
を
眺
め
な
が
ら
、
こ
の
世
に
戻

っ
た
よ
う
な
気

分
に
浸

っ
て
の
ん
び
り
過
ご
せ
た
数
日
間
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
で
き
る
こ
と

な
ら
、
こ
の
ま
ま
こ
の
世
に
こ
の
家
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
い
の
で
あ
る
。
で
も
、

そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
。
盆
が
終
わ
れ
ば
、　
一
刻
も
早
く
あ
の
世
に
戻
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
「
盆
ぎ
り
」
し
か
い
ら
れ
な
い
こ
の
家

へ
の
未
練
は
、
嫁
や
子
守
り

奉
公
の
女
の
子
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
祖
霊
の
場
合
、
こ
の
家
に
戻

っ
て
来
れ

る
の
は

一
年
の
う
ち

「盆
」
だ
け
の
、
本
当
に

一
度
き
り
な
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
祖
霊
の
こ
の
世

へ
の
未
練
を
察
し
て
、
そ
れ
は
送
る
側
の
わ
れ
わ
れ
と
て

同
じ
で
す
、
名
残
り
惜
し
い
こ
と
で
す
と
、
生
き
て
い
る
側
が
謡

っ
て
や
る
の

で
あ
る
。

神
や
仏
を
ま

つ
っ
た
場
合
、
そ
の
ま

つ
り
の
果
て
に
、
惜
別
の
情
を
こ
め
て

挨
拶
す
る
の
が
ま

つ
る
側
の
礼
儀
で
あ

っ
た
。

（十
二
巻
二
号
　
一
九
八
九

・
七

ｏ
二
〇
）

〈十
　
日
　
夜
〉

十
日
夜
の
歌

秋
は
収
穫
の
季
節
で
あ
る
。
こ
の
季
節
を
ア
キ
と
い
う
の
は
、
豊
か
な
収
穫

物
を
ア
キ
グ
イ

（
ヒ
）

〈飽
き
食
い
―

飽
き
る
ほ
ど
精

一
杯
食
べ
る
こ
と
〉

で
き
る
時
期
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
何
に
よ
ら
ず
贅
沢
に
な

っ
て
い
て
、
「
食
う
」

こ
と
な
ど
ご
く
当
り
前
の
こ
と
と
し
て
少
し
も
意
に
介
せ
ず
、
食
う
こ
と
の
上

に
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望

・
願
望
が
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が

一
年
中
の

こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
少
し
前
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
た
ち
に
と
っ

て
は
、
「生
き
る
こ
と
」
即

「食
べ
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
食
べ
る

物
が
豊
富
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
第
二

の
安
心
で
あ

っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば

「生
活
す
る
」
と
い
う
こ
と
は

「食
う
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
基

本
は
、
大
地
に
向
き
合

っ
て
、
そ
こ
か
ら
わ
が
手
と
足
を
使

っ
て
食
料
を
生
産

し
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
が
農
耕
生
活
で
あ
る
。

農
を
営
む
人
々
の

一
年
の
暮
ら
し
は
、
収
穫
の
時
期
で
あ
る
ア
キ
に
向
か

っ

て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
も
祭
り

・
行
事
も
、
無
事
に
豊

か
な
ア
キ
が
迎
え
ら
れ
る
こ
と
を
願

っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
最
大
の

ま
つ
り
が
秋
祭
り
で
あ
っ
た
。
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ま
つ
り
は
何
も
神
社
の
そ
れ
ば
か
り
に
限
ら
な
い
。
そ
の
家
々
で
、
あ
る
い

は
村
々
で
行
な
わ
れ
る
ま
つ
り
も
あ
る
。
神
社
の
ま

つ
り
は
神
祭
り
、
家
や
村

の
ま
つ
り
は
年
中
行
事
と
呼
ぶ
。
神
祭
り
に
し
ろ
、
年
中
行
事
に
し
ろ
、
秋
の

そ
れ
は
豊
作
感
謝
の
ま
つ
り
で
あ

っ
た
。
豊
か
な
収
穫
物
を
恵
ん
で
く
れ
た
神

に
感
謝
し
、
神
に
そ
の
収
穫
物
を
供
え
、
自
分
た
ち
も
そ
の
収
穫
物
で
腹

一
杯

に
し
て
（飽
き
食
い
し
て
）
生
き
て
い
る
こ
と
の
喜
び
を
か
み
じ
め
る
季
節
が

秋
な
の
で
あ

っ
た
。

各
地
の
神
社
に
祀
ら
れ
る
神

（祭
神
）
は
違

っ
て
い
て
も
、
ま
た
そ
の
祭
り

の
規
模
に
大
小
は
あ

っ
て
も
、
秋
祭
り
が
収
穫
感
謝
の
祭
り
で
あ
る
こ
と
に
か

わ
り
は
な
い
。
そ
れ
は
祭
り
時
に
祭
壇

（神
前
）
に
供
え
ら
れ
る
物

（神
餞
）
を

見
て
も
わ
か
る
。
田
や
畑
で
と
れ
た
穀
類
や
野
菜
、
あ
る
い
は
穀
物
か
ら
醸
し

た
酒
が
ま
ず
供
え
ら
れ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は

「
あ
な
た
様
の
お
か
げ
で
、
こ
の

よ
う
に
豊
か
な
収
穫
物
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
存
分
に
お
召
し

あ
が
り
下
さ
い
」
と
い
う
気
持
ち
か
ら
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
神

に
供
え
、

自
分
た
ち
も
相
伴
す
る
。

つ
ま
り
、
神
と
い
っ
し
ょ
に
食
べ
る

（共
食
す
る
）
、

そ
れ
が
ま

つ
り
で
あ
っ
た
。

一
方
、
神
社
の
祭
り
で
な
い
、
家
々
の
ま

つ
り
、
村
の
ま
つ
り
の
根
本
も
同

じ
で
あ
る
。
秋
は
収
穫
の
時
期
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
収
穫
の
ひ
と
区
切
り
ひ
と

区
切
り
に
お
い
て
ま
つ
り
を
行
な
い
、
収
穫
の
秋
に
ふ
さ
わ
し
く
、
う
ま
い
物

を
食
べ
て
祝
い
を
し
た
。
そ
う
し
た

一
つ
に

「十
日
夜
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

十
月
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。
今
の
暦
の
十
月
十
日
で
は
な
い
。
旧
暦
の
十
月
十

日
の
こ
と
。
今
の
暦
に
直
せ
ば
十

一
月
も
下
旬
の
頃
に
あ
た
ろ
う
か
。
雪
国
で

は
み
ぞ
れ
や
あ
ら
れ
が
降

っ
た
り
、
雪
の
降
ら
な
い
地
方
で
も
霜
が
降

っ
た
り

す
る
時
節
で
あ
る
。
昔
の
暦
で
は
十
月
か
ら
は
冬
の
時
期
に
数
え
る
が
、
そ
の

十
日
は
農
を
営
む
人
々
に
と

っ
て
の
、
ぎ
り
ぎ
り
の
秋
で
あ

っ
た
。
い
わ
ば
秋

じ
ま
い
の
日
と
し
て
こ
の
重
日

（
一
月

一
日

・
二
月
二
日

・
五
月
五
日

・
七
月

七
日

・
九
月
九
日
な
ど
と
同
じ
祝
い
の
日
）
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
本
格
的
な

冬
に
な
る
前
に
、
秋
の
し
め
く
く
り
を
し
た
の
が
こ
の
日
な
の
で
あ

っ
た
。
い

わ
ば
秋
の
ま

つ
り
の
最
終
日
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

旧
暦
十
月
十
日

（今
は
月
遅
れ
の
十

一
月
十
日
）
を

「
と
お
か
ん
や
」
と
い

う
の
は
、
東
北
地
方
か
ら
中
部
地
方
に
か
け
て
で
、
特
に
山
梨

・
長
野

・
埼
玉

・

群
馬
な
ど
の
関
東
及
び
そ
の
周
辺
の
地
方
で
は
盛
ん
で
、
今
も
き
ち
ん
と
行
事

を
営
ん
で
い
る
。
そ
の
行
事
内
容
を
見
る
と
、
信
州
で
は
こ
の
日
を

「案
山
子

あ
げ
」
と
い
っ
て
、
そ
れ
ま
で
田
畑
に
立
ち

っ
ば
な
し
で
あ

っ
た
案
山
子
を
引

き
あ
げ
て
、
供
え
物
を
し
て
、
そ
れ
ま
で
作
物
の
見
張
り
役
を

つ
と
め
て
く
れ

た
そ
の
労
を
ね
ぎ
ら

っ
た
。
案
山
子
は
単
な
る
人
形
で
は
な
く
、
田
の
神
様

（あ
る
い
は
そ
の
代
理
）
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ま

つ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ

の
日
が
、
無
事
に
収
穫
を
終
え
た
こ
と
を
感
謝
し
て
の
田
の
神
祭
り
で
あ

っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
田
の
神
は
、
こ
の
日
以
降
、
山
の
神
と
な

っ
て
、
山
に
帰
ら

れ
、
次
の
年
の
春
、
農
作
業
が
始
ま
る
頃
、
ま
た
田
の
神
と
な

っ
て
平
地
に
降

り
て
来
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
日
を

「大
根
の
年
取
り
」
と
い
っ
て
、
大
根
畑
に
入

っ
て
は
な

ら
ぬ
と
い
っ
て
い
る
地
方
も
あ
る
。
こ
の
夜
は
、
大
根
が
唸
り
唸
り
し
な
が
ら

伸
び
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
音
を
聞
く
と
死
ぬ
と
い
っ
た
り
、
こ
の
日
以
前
に

大
根
を
抜
き
取

っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
り
も
し
て
い
て
、
大
根
が
秋
の
大

事
な
収
穫
物
の

一
つ
で
あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
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さ
て
、
こ
の
十
日
夜
は
子
供
た
ち
に
と

っ
て
印
象
深
い
日
で
あ

っ
た
。
新
藁

を
東
に
し
て
、
そ
れ
を
縄
で
き

つ
く
巻
い
た

「藁
鉄
砲
」
と
い
う
も
の
を
作
り
、

そ
れ
を
振
り
あ
げ
て
は
地
面
に
叩
き

つ
け
る
の
で
あ
る
。
い
い
音
が
す
る
よ
う

に
ミ
ョ
ウ
ガ
の
葉
や
里
芋
の
殻
を
芯
に
入
れ
た
り
も
し
た
。
そ
の
藁
鉄
砲
で
地

面
を
打
ち
な
が
ら
各
家
々
を
謡
い
な
が
ら
回

っ
て
歩
く
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の

歌
は
、
土
地
々
々
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
埼
玉
県
の

秩
父
地
方
の
場
合
に
は
次
の
よ
う
に
謡

っ
て
い
る
。

ヽ
と
お
か
ん
や
　
と
お
か
ん
や

朝
ぼ
た
も
ち
に
　
ひ
る
だ
ん
ご

夕
飯
食

っ
た
ら
　
ぶ

つ
ぱ
た
け

ヽ
と
お
か
ん
や
　
と
お
か
ん
や

朝
ぼ
た
も
ち
に
　
昼
だ
ん
ご

夕
そ
ば
き
り
に
　
酒
さ
か
な

麦
も
蚕
も
大
当
り

た
わ
い
の
な
い
文
句
で
あ
る
が
、
朝
は
牡
丹
餅
、
昼
は
団
子
、
夜
は
蕎
麦
と
、

こ
の
日
の
ご
馳
走
が
謡
わ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
十
日
夜
の
歌
の
特
色
に
な
っ

て
い
る
。
牡
丹
餅

ｏ
団
子

・
蕎
麦
と
、
昔
は
ど
れ

一
つ
と
っ
て
も
、
普
段
は
食

べ
ら
れ
な
い
大
変
な
ご
馳
走
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
二
つ
と
も
に
揃

っ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
日
が
ど
ん
な
に
嬉
し
い
日
で
あ

っ
た

か
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
大
人
に
は
酒
や
肴
ま
で
つ
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

「十
日
夜
」
と
い
う
行
事
が
ご
馳
走
を
う
ん
と
食
べ
れ
る
秋
の
ま

つ
り
で
あ

っ

た
こ
と
が
、
そ
こ
か
ら
も
わ
か
る
。

な
お
、
藁
鉄
砲
で
地
面
を
打
つ
の
は
、
も
ぐ
ら
除
け
で
あ
る
と
説
明
し
た
り

す
る
が
、
作
物
を
取
り
入
れ
た
後
の
田
や
畑
で
多
少
も
ぐ
ら
が
騒
い
だ
っ
て
大

し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
く
、
収
穫
物
を

恵
ん
で
く
れ
た
大
地
に
感
謝
し
、
そ
れ
を
力

一
杯
叩
き
ま
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
衰
え
た

（作
物
を
育
て
る
た
め
に
）
威
力
を
高
め
、
次
の
年
も
ま
た
豊
か

な
実
り
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
に
願
う
、　
一
種
の
呪
術
な
の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
が
楽
し
い
遊
び
と
な

っ
て
子
供
の
世
界
に
残
っ
た
の
で
あ
る
。

（十
巻
二
号
　
一
九
八
六

・
一
〇

・
四
）

十
月

・
十

一
月

〈大
黒
様
の
嫁
取
り
〉

大
黒
様
の
嫁
迎
え

一
口
に

「
エ
ビ
ス
ダ
イ
コ
ク
」
と
い
っ
て
、
恵
比
須
様
と
大
黒
様
は
わ
れ
わ

れ
日
本
人
に
と
っ
て
身
近
な
神
様
に
な

っ
て
い
る
。
恵
比
須
様
は
海
の
神
様

・

漁
の
神
様
と
し
て
、
釣
り
竿
を
肩
に
、
大
き
な
鯛
を
抱
え
て
い
る
お
姿
を
想
起

し
、　
一
方
、
大
黒
様
は
、
い
か
に
も
福
々
し
い
大
き
な
耳
た
ぶ
と
、
に
こ
や
か

で
や
さ
し
い
お
顔
が
印
象
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
特
徴
的
な
の
は
、
背
負
わ
れ
た

大
き
な
袋
で
あ
る
。
そ
の
点
で
西
洋
の
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
に
似
て
い
る
が
、
サ
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ン
タ
ク
ロ
ー
ス
の
袋
の
中
身
は
子
供
た
ち
が
喜
び
そ
う
な
オ
モ
チ
ャ
や
菓
子
類

で
あ
る
が
、
大
黒
様
の
袋
の
中
身
は
、　
一
軒
々
々
に
配
ら
れ
る

「福
」
が
入

っ

て
い
る
の
だ
。

大
黒
様
に
つ
い
て
は
、
本
来
は
印
度
の
神
様

（仏
様
）
だ
と
し
、
経
典

に
は

様
々
に
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
日
本
に
入

っ
て
き
て
か
ら
は
、
神
社
に
祀

ら
れ
る
神
と
い
う
よ
り
、
家
々
に
祀
ら
れ
る
神
と
し
て
、
台
所
の
守
り
神

・
福

の
神
と
い
う
性
格
を
強
く
し
て
き
た
。
特
に
福
の
神
様
と
し
て
の
大
黒
信
仰
は
、

中
世
以
降
の
七
福
神
思
想
の
中
で
盛
ん
に
な
り
、
広
く
庶
民
の
生
活
の
中
に
も

根
を
お
ろ
し
て
い
っ
た
。

も
う
ひ
と

つ
、
大
黒
様
を
身
近
な
神
様
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
ダ
イ

コ
ク
が

「大
国
」
に
通
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
か
、
わ
が
国
古
来
の
神
様
で
あ
る

大
国
主
命
と
混
同
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の

一
つ
が
昔
話
を
謡
う
唱

歌

「大
黒
さ
ま
」
で
あ

っ
て
、
子
供
た
ち
に
さ
え
身
近
な
神
様
に
な

っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

ヽ
大
き
な
袋
を
肩
に
か
け
　
大
黒
さ
ま
が
来
か
か
る
と

こ
こ
に
イ
ナ
バ
の
自
う
さ
ぎ
　
皮
を
む
か
れ
て
あ
か
は
だ
か

ヽ
大
黒
さ
ま
は
だ
れ
だ
ろ
う
　
大
国
主
の
命
と
て

国
を
開
き
て
世
の
人
を
　
助
け
な
さ
れ
た
神
様
よ

明
治
三
十
八
年
十
二
月
　
尋
常
小
学
唱
歌

石
原
和
三
郎
作
詞

（
二
番
、
二
番
の
歌
詞
は
省
略
し
た
）

以
上
の
こ
と
と
は
別
に
、
大
黒
様
に
は
も
う
ひ
と

つ
の
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

農
家
の
人
た
ち
に
よ

っ
て
農
作
神
と
し
て
厚
く
信
仰
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

秋
、
収
穫
が
済
ん
だ
時
期
か
ら
冬

（正
月
）
に
か
け
て
、
イ
エ
（家
）
の
祭
り

と
し
て
大
黒
様
の
お
祝
い
を
す
る
地
方
は
多
い
。

岩
手
県

ｏ
宮
城
県
各
地
で
は
十
月
九
日

（旧
暦
）
を

「
大
黒
の
女
迎
え
」
と

い
っ
て
い
る
。
そ
の
日
の
夜
、
二
股
大
根
と
豆
を
あ
げ
て
お
祝
い
し
、
そ
の
と

き
の
歌
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
を
伝
え
て
い
る
。

○
お
大
黒
様
　
耳
あ
が
し
ゃ
れ
　
耳
あ
が
し
ゃ
れ

嫁
御
ぁ
来
ま
し
た
　
耳
あ
が
し
ゃ
れ
　
耳
あ
が
し
ゃ
れ
　
（岩
手
県
）

〇
大
黒
　
大
黒
　
耳
開
げ

妻
貰

っ
た
を
知
ら
か
　
知
ら
ん
か
　

（宮
城
県
）

○
大
黒
　
大
黒
　
耳
あ
げ
　
お
方
持

っ
た
の
　
ほ
で
ぇ
ね
い
が

豆
の
か
ず
　
俵
儲
げ
ろ
　

（右
同
）

多
少
、
意
味
不
明
の
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
三
つ
の
歌
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、

大
黒
様
に

「
耳
を
あ
け
な
さ
い
」
と
い
い
、
「今
夜
は
あ
な
た
の
嫁
取
り
な
の

だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
日
を

「大
黒
様
の
嫁
迎
え
」
（女
迎
え
）
と
い

い
、
そ
の
夜
を

「耳
あ
け
の
夜
」
と
い
う
よ
う
に
、
行
事
名
に
も
な

っ
て
い
る

ほ
ど
だ
か
ら
、
こ
の
二
つ
に
何
か
特
別
の
意
味
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

新
潟
県
で
は
、
特
に
阿
賀
野
川
か
ら
県
北
に
か
け
て
広
く
行
な
わ
れ
て
い
て
、

十

一
月
九
日
を

「大
黒
様
の
嫁
迎
え
」
と
言

っ
て
い
る
。

山
を
越
え
れ
ば
福
島
県
の
会
津
盆
地
に
入
る
山
里
、
東
蒲
原
郡
鹿
瀬
町
で
は
、

こ
の
日
、
ま

っ
す
ぐ
な
大
根
と
二
股
大
根
を
煎
り
豆
と
い

っ
し
ょ
に
供
え
る
。

さ
ら
に
父
親
と
子
供
が

「嫁
取
り
だ
。
嫁
取
り
だ
」
と
唱
え
な
が
ら
豆
を
ま
く

と
い
う
か
ら
、
節
分
の
行
事
の
よ
う
な
性
格
も
あ

っ
た
ら
し
い
。

こ
こ
で
は
、
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こ
の
行
事
の
意
味
を

「良
縁
が
授
か
る
よ
う
に
祈
る
日
だ
」
と
説
明
し
て
い
る

が
、
こ
れ
も
大
黒
様
と
大
国
主
命

（縁
結
び
の
出
雲
の
神
様
）
を
ひ
と

つ
に
考

え
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
歌
は
岩
手
や
宮
城
の
も
の
と
似

て
い
る
。

○
大
黒
大
黒
耳
開
き
ゃ
れ
　
今
日
は
そ
な
た
の
嫁
取
り
だ

祝
い
ま
す
　
祝
い
ま
す

も
う
ひ
と

つ
、
鹿
瀬
町
か
ら
は
津
川
と
い
う
町
を
は
さ
ん
で
阿
賀
野
川
を
く

だ

っ
た
、
同
郡
三
川
村
で
も
、
こ
の
日
、
二
股
大
根
と
七
種
類
の
豆
料
理
を
供

え
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
歌
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

○
恵
比
須
大
黒
　
耳
開
け
て
　
豆
を

つ
ま
み
な
さ
れ

「恵
比
須
大
黒
」
と
あ
る
の
は
、
農
家
で
は
恵
比
須
様
と
大
黒
様
を
同
じ
棚

に
祀

っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
大
黒
様
の
祭
り

（祝
い
）
が
恵
比
須

様
の
祭
り
で
も
あ
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
大
黒
様
の
祝
い
に
は

「
二
股
大
根
」
が
つ
き
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
三
川
村
で
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

昔
、
大
黒
様
が
、
川
で
大
根
を
洗

っ
て
い
る
嫁
に
そ
の

一
本
を
恵
ん
で
く
れ

な
い
か
と
頼
ま
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
何
事
も
自
由
に
な
ら
な
い

の
が
嫁
の
立
場
。
洗
っ
て
い
る
大
根
も
姑
が
き
っ
ち
り
数
を
か
ぞ
え
て
い
る
の

で
、
た
と
え

一
本
で
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
で
も
何
と
か
な
ら
な
い
か

と
思
案
し
た
結
果
、
二
股
に
分
か
れ
て
い
る
大
根
の
片
方
を
も
ぎ
取

っ
て
や
れ

ば
、
本
数
が
減
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
姑
も
気
が
つ
く
ま
い
と
判
断
し
て
、
格

別
み
ご
と
な
二
股
大
根
の

一
方
を
も
ぎ
と
つ
て
さ
し
あ
げ
た
。

大
黒
様
は
そ
の
嫁
の
心
や
さ
し
さ
と
知
恵
に
感
心
し
て
、
そ
れ
以
来
、
そ
の

家
の
大
根
が
よ
く
で
き
る
よ
う
に
し
て
や

っ
た
。

お
も
し
ろ
い
話
で
あ
る
が
、
こ
の
話
が
二
股
大
根
を
供
え
る
い
わ
れ
だ
と
い

う
の
は
ち
ょ
っ
と
苦
し
い
。
大
黒
様
と
二
股
大
根
の
結
び

つ
き
に
は
も

っ
と
別

の
意
味
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

農
家
で
は
、　
一
本
に
ま

っ
す
ぐ
伸
び
た
太
い
大
根
が
喜
ば
れ
る
。
二
股
に
分

か
れ
た
大
根
は
、
分
か
れ
た
部
分
は
当
然
細
く
な
る
か
ら
ス
ジ

っ
ぽ
い
。

つ
ま

り
不
良
品
な
の
だ
。
そ
れ
を
神
様
に
供
え
る
に
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
祭
り
、
儀
式
用
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
に

分
か
れ
た
大
根
は
豊
作

・
繁
栄
の
象
徴
で
あ
る
と
考
え
た
の
だ
。
そ
れ
を
豆
と

と
も
に
供
え
る
の
は
、
こ
の
二

つ
の
作
物
に
、
秋
に
収
穫
す
る
畑
作
物
を
代
表

さ
せ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
春
以
来
、

マ
メ
で
働
く
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
取

入
れ
も
無
事
に
済
ま
せ
た
、
そ
の
感
謝
の
祭
り
が
こ
の
日
で
、
二
股
の
大
根
を

供
え
る
の
は
来
年
も
沢
山
大
根
が
と
れ
ま
す
よ
う
に
と
い
う
願
い
を
こ
め
た
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

と
い
う
こ
と
は
、
農
作
神
大
黒
様
と
は
い
っ
て
も
、
畑
作
神
の
色
合
い
が
濃

い
と
言
え
る
。
豊
作

・
豊
穣
は
、
嫁
を
迎
え
る
と
い
う
イ
エ
の
繁
栄
に
つ
な
が

る
。
豊
か
な
実
り
に
感
謝
し
て
、
大
黒
様
に
も
嫁
を
迎
え
て
や
る
、
そ
の
嫁
の

初
々
し
さ
を
、
白
い
二
股
大
根
に
重
ね
て
感
じ
取

っ
て
い
る
素
朴
さ
が
ほ
ほ
え

（十
三
巻
三
号
　
一
九
八
九

・
一
〇

・
二
四
）

ま
し
い
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十

一
月

・
十
二
月

〈大
　
師
　
講
〉

大
師
講
の
歌

十

一
月
と
い
う
月
は

「
う
た
」
を
伝
え
て
い
る
歳
事
の
少
な
い
月

で
あ
る
。

そ
の
中
で
た
だ

一
つ
、
広
く
各
地
で
行
な
わ
れ
て
い
る
の
が

「大
師
講
」
で
あ

る
。
祭
り
方
は
地
方
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
大
師
像
の
掛
軸
を
か
け

て
ご
馳
走
を
供
え
る
と
い
う
の
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。

そ
の

一
般
的
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、

そ
の
家

で
最
も
大
き
な
き
れ
い
な
器

（鉢
と
か
皿
）
に
小
豆
粥
を
盛

っ
て
、
そ
れ
に
栗

の
木

で
長
さ
六
〇

セ
ン
チ
く

ら
い
の
不
揃
い
の
箸
を
添
え
て
供
え
る
。
ま
た
こ
の
小
豆
粥
の
オ
カ
ズ
は
焼
き

大
根
の
胡
麻
味
噌
和
え
と
決
ま

っ
て
い
た
。
箸
が
不
揃
い
な
の
は
、
お
大
師
様

が
チ
ン
バ
で
あ

っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
も
う
ひ
と

つ
、
共
通
し
た
伝
承
と
し
て

こ
の
日
は
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
必
ず
雪
が
降
る
と
い
わ
れ
て
い
て
、
面
白
い
話

そ
の

一
つ
。
こ
の
日
大
師
が
訪
れ
た
家
は
、
そ
の
日
そ
の
日
の
食
べ
物
に
も

不
自
由
す
る
ほ
ど
の
貧
乏
暮
ら
し
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
師
様
を
迎
え
て
も
何
の

お
も
て
な
し
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
悲
し
ん
だ
お
ば
あ
さ
ん
が
、
悪
い
こ

と
と
知
り
つ
つ
も
、
近
く
の
畑
か
ら

一
本
の
大
根
を
盗
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の

こ
と
を
知

っ
た
大
師
様
が
、
畑
に
残

っ
た
お
ば
あ
さ
ん
の
足
跡
を
隠
す
た
め
に

雪
を
降
ら
せ
る
の
だ
と
い
う
も
の
。
別
の
伝
え
で
は
、
子
沢
山
で
生
活
に
不
自

由
を
し
て
い
る
大
師
様
が
畑
か
ら
大
根
を
盗
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の

チ
ン
バ
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
る
足
跡
を
隠
す
た
め
に
雪
を
降
ら
せ
る

の
だ
と
い
う
。

さ
て
、
こ
の
日
、
子
供
達
は
次
の
よ
う
な
歌
を
謡

っ
て
町
中

・
村
中
を
練
り

歩
く
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
新
潟
県
下
の
例
で
あ
る
。

○
大
師
講
の
ば
ん
げ
　
キ
ジ
ン
鳥
が
鳴
い
て
来
た

ど
い
う
て
鳴
い
て
来
た
　
お
ま
ん
団
子
食
い
て
い
う
て

い
う
て
　
い
う
て
　
鳴
い
て
来
た
　
（魚
沼
地
方
）

○
大
師
講
の
ば
ん
げ
　
キ
ジ
ン
鳥
が
鳴
く
え
の

ど
う
い
う
て
鳴
く
や
　
ケ
ン
ケ
ン
ボ
ト
ボ
ト
　
（中
蒲
原
郡
村
松
町
）

多
く
の
行
事
歌
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
に
も
童
謡
的
な
響
き
が
感

じ
ら
れ
る
。
そ
の
謡
い
手
が
子
供
達
で
あ

っ
た
か
ら
当
然
だ
と
し
て
片
付
け
て

し
ま
え
な
い
問
題
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
行
事
自
体
は
イ
エ

の
祭
り
で
あ
り
、
ム
ラ
の
祭
り
で
あ

っ
て
、
大
人
が
厳
粛
に
つ
と
め
る
べ
き
も

の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
特
別
の
日
に
は
普
段
食
べ
ら
れ
な
い

ご
馳
走
が
作
ら
れ
た
か
ら
、
そ
の
日
を
待
ち
遠
し
く
思

っ
た
子
供
た
ち
が
、
押

さ
え
き
れ
な
い
浮
き
浮
き
し
た
気
分
を
歌
に
し
て
謡
い
囃
し
た
こ
と
で
、
そ
れ

が
行
事
要
素
の

一
つ
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
い
う
側
面
も
考
え
ら
れ
る
。

右
の
歌
な
ど
も
、
す
っ
か
り
子
供
の
遊
び
歌
的
な
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
で
も
そ
の
中
に
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
あ
る
自
然
の
営
み
と
そ

こ
に
ぴ
っ
た
り
と
合
わ
せ
て
生
き
て
い
た
山
里

・
村
里
の
人
々
の
暮
ら
し
、
さ

ら
に
は
そ
れ
を
と
ら
え
た
子
供
達
の
素
直
な
観
察
が
表
現
さ
れ
て
い
て
な
つ
か

し
い
。
雪
の
頃
を
迎
え
て
、
餌
を
求
め
て
里
に
降
り
て
来
た
雉
子
に
こ
れ
か
ら

が
・つ
い
て
い
る
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続
く
厳
し
い
冬
の
暮
ら
し
を
思
い
、
そ
の
せ
わ
し
な
い
動
き
と
独
特
の
鳴
き
声

を
面
白
く
聞
き
止
め
た
子
供
達
の
心
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

大
師
講
は
旧
暦
十

一
月
二
十
二
日
で
あ
る
が
、
新
暦
の
時
代
に
な

っ
て

一
月

遅
れ
に
移
し
て
十
二
月
二
十
三
日
に
行
な

っ
て
い
る
土
地
も
あ
る
。
新
潟
県
三

条
市
周
辺
で
は
後
者
を
そ
の
日
と
し
、
作
る
ご
馳
走
も
多
少
違

っ
て
い
る
。
塩

の
入
ら
な
い
小
豆
団
子
を
作
り
、
川
柳
の
枝
で
長
い
箸

一
膳
と

「杖
」
（「楊
枝
」

と
も
い
う
）
一
本
を
添
え
て
神
棚
に
供
え
る
。
む
ろ
ん
小
豆
団
子
は
そ
の
日
の

ご
馳
走
で
あ
る
。
子
供
達
は
団
子
で
腹
が
ふ
く
れ
る
と
外
に
飛
び
出
し
て
、
謡

い
な
が
ら
夜
道
を
は
じ
ゃ
ぎ
回
る
。
そ
の
時
の
歌
。

○
大
師
講
の
ば
ん
げ
　
キ
ジ
ン
ド
リ
が
鳴
い
た

ど
う
い
う
て
鳴
い
た
　
ケ
ン
ケ
ン
ボ
ト
ボ
ト

団
子
食
う
　
団
子
食
う

前
出
の
歌
と
同
様
に
、
や
は
り
雉
子
と
そ
の
鳴
き
声
を
謡
い
、
最
後
に

「
団

子
食
う
」
を
囃
子
言
葉
の
よ
う
に
繰
り
返
し
て
い
る
。

「
大
師
講
の
夜
に
雉
子
が
鳴
く
」
と
い
う
部
分
、
あ
る
い
は
単
純
に
童
謡
的

な
詞
章
立
て
と
い
う
以
上
に
、
古
く
は
雉
子
と
大
師
信
仰
と
の
間
に
何
か
結
び

付
き
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

南
蒲
原
郡
下
田
村
で
は
今
の
暦
で
も
そ
の
ま
ま
十

一
月
二
十
三
日
を
大
師
講

と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
こ
の
日
の
夜
か
ら
翌
朝
に
か
け
て
必
ず
雪
が
降
る
と

い
い
、
こ
れ
を

「大
師
講
荒
れ
」
と
い
っ
て
い
る
。
歌
も
や
は
り
雉
子
の
鳴
き

声
を
入
れ
た
囃
子
歌
に
な
っ
て
い
る
。

〇
ケ
ン
ケ
ン
　
ポ
ト
ボ
ト

羽
が
な
い
ば
　
立
た
ん
ね
　
立
た
ん
ね

寒
さ
の
中
、
餌
を
求
め
て
ヤ
プ
の
中
を
動
き
回
る
雉
子
を
、
「
羽
が
な
く
て

飛
び
立
て
な
い
の
か
」
と
か
ら
か

っ
て
い
る
。

も
う

一
つ
、
佐
渡
の
相
川
町
の
大
師
講
の
歌
を
あ
げ
て
お
く
。
こ
こ
で
は
十

二
月
十
日
が
そ
の
日
。

○
大
師
講
さ
ん
　
大
師
講
さ
ん

ど
こ
ま
で
ご
ざ
し
た

す
り
鉢
笠
に
す
り
こ
ん
木
　
杖
に
さ
し
て

き
り
き
り
山
の
腰
ま
で

え
ん
と
こ
さ
っ
さ
ご
ざ

っ
た
ご
ざ
っ
た

こ
れ
ま
で
の
雉
子
の
歌
と
は
違

っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
十
二
月
二
十
日

と
い
う
、
も
う
正
月
が
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
時
期
と
い
う
こ
と
か
ら
、
正
月
様

を
迎
え
る
歌
の
刺
激
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
正
月
様
の

「迎
え
歌
」
は

「正
月
様
ご
ざ
っ
た
　
ど
こ
ま
で
ご
ざ

っ
た
」
に
続
け
て
、
ど
ん
な
身
な
り
で

何
を
土
産
に
ど
こ
ま
で

「
ご
ざ

っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
謡
う
の
が

一
つ
の
型
に

な
っ
て
い
る

（第
九
巻
第
二
号

〈
新
し
い
年
の
″
さ
ち
″
―
―
お
正
月
様
の
う

た
〉
参
照
）。

前
述
の
村
松
町
で
は
、
大
師
講
の
翌
日
の
二
十
四
日
は

「虫
供
養
」
と
い
っ

て
、
そ
の
年
、
作
物
に
つ
い
た
虫
を
た
く
さ
ん
殺
し
た
の
で
そ
れ
を
供
養
す
る

の
だ
と
い
う
。
大
根
か
蕪
を
囲
炉
裏
で
焼
い
て
か
ら
、
豆
腐
や
胡
麻
で
和
え
物
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に
し
、
小
豆
飯
と

一
緒
に
神
棚
に
供
え
る
。
そ
の
日
の
歌
、

○
今
度
は
神
に
な

っ
て
　
来
ら

っ
し
ゃ
い

い
ろ
い
ろ
あ

っ
た
こ
の

一
年
の
罪
や
磯
れ
を
清
め
て
新
し
い
年
を
迎
え
よ
う

と
い
う
、
年
末
の
祭
り
の

一
つ
で
あ

っ
た
。

（十
四
巻
三
号
　
一
九
九
〇

・
一
一
・
二
〇
）

十

二

月

〈大
　
晦
　
日
〉

年
の
瀬
の
行
事
と
歌

一
年
の
終
わ
り
と
い
う
の
は
、
そ
の
年
が
ど
ん
な
に
慌
し
く
う
ち
過
ぎ
、
あ

れ
も
こ
れ
も
思
い
通
り
に
い
か
な
く
て
悔
い
ば
か
り
が
残

っ
て
し
ま

っ
た
に
し

て
も
、
次
の
年
こ
そ
は
、
い
い
事
が
沢
山
続
く
年
に
な
る
は
ず
だ
と
信
じ
、
ま

た
、
そ
う
あ

っ
て
欲
し
い
と
願
う
の
は
誰
し
も
で
あ
る
。

少
し
前
ま
で
は
、
そ
ん
な
人
々
の
願
い
を
察
し
て
、
年
の
瀬
に
、
め
で
た
い

文
句
を
携
え
て
各
家
々
を
回

っ
て
祝
福
し
て
く
れ
る
者
た
ち
が
あ

っ
た
。
そ
れ

は
旅
回
り
の
祝
福
芸
人
た
ち
な
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
遠
い
世
界
か
ら
わ

ざ
わ
ざ
神
が
や
っ
て
来
て
く
れ
る
の
だ
と
い
う
信
仰
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
年

末
の
祝
福
人
の
役
割
が
神
か
ら
芸
人

へ
、
そ
し
て
芸
人
か
ら
ム
ラ
の
若
い
衆
や

子
供
た
ち
に
移

っ
て
ム
ラ
の
行
事
に
な

っ
た
も
の
が

「
年
中
行
事
」
と
い
わ
れ

る
も
の
な
の
で
あ
る
。

伊
豆
三
宅
島
の
伊
ケ
谷
と
い
う
所
で
は
、
か

つ
て
年
越
し
の
夜

（大
晦
日
）
、

ム
ラ
の
子
供
た
ち
や
若
い
衆
が
小
さ
い
俵
を
持

っ
て
家
々
を
回
り
歩
い
た
と
い

う
。
そ
の
小
俵
の
こ
と
も
、
行
事
そ
の
も
の
も

「福
俵
」
と
い
う
。
そ
の
時
の
歌
。

「
あ
あ
ら
め
で
た
い
な
　
め
で
た
い
な

ひ
と
こ
ろ
が
し
で
　
千
俵

ふ
た
こ
ろ
が
し
で
　
二
千
俵

み
こ
ろ
が
し
で
　
三
千
俵

　
（以
下
続
く
）

三
宅
島
は
海
上
に
浮
か
ぶ
島
で
あ
る
。
稲
を
作
る
平
地
が
そ
れ
ほ
ど
広
が

っ

て
い
る
は
ず
は
な
い
。
何
千
俵
と
積
み
あ
げ
る
ほ
ど
の
米
を
収
穫
す
る
土
地
柄

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
こ
う
し
た
米
の
豊
年
満
作
の
喜
び
を
謡
う

の
は
、
単
に
稲
作
の
祝
福
の
み
を
め
ざ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か

っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
米
に
代
表
さ
せ
て
、
来
た
る
年
の
豊
か
さ
を
祝
福
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
ん
な
た
わ
い
の
な
い
祝
福
の
言
葉

一
つ
の
中
に
も
、
め
で
た
い
こ

と
を
あ
ら
か
じ
め
口
に
出
し
て
言
い
立
て
て
お
く
と
、
そ
の
通
り
の
こ
と
が
実

現
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
信
仰
が
生
き
て
い
る
の
だ
。
古
く
は
こ
れ
を
言
霊
信
仰
―

―
言
葉
に
は
霊
魂
が
宿

っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
信
仰
―
―
と
い
っ
て
、
祭
り
や

儀
式
の
中
で
は

「
言
い
立
て
」
と
い
う
こ
と
が
大
事
と
さ
れ
、
そ
れ
に
は
細
心

の
注
意
を
払

っ
た
の
で
あ
る
。
祭
り
や
儀
式
の
中
で
発
せ
ら
れ
る
言
葉
は
、
神

の
御
前
で
の
言
葉
で
あ
る
。
い
わ
ば
神
と
の
契
約
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
そ
の

際
に
誤

っ
た
言
葉
を
発
し
た
り
、
不
都
合
な
言
葉

（悪
い
言
葉

ｏ
不
吉
な
言
葉
）

を
発
し
て
し
ま
う
と
、
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
と
信

じ
た
の
で
あ
る
。
日
本
人
の
、
言
葉
を
生
き
も
の
と
感
じ
、
そ
れ
を
畏
怖
す
る

思
想
は
そ
う
し
た
事
で
培
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
「
忌
み
言
葉
」
な
ど
、

わ
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れ
わ
れ
の
普
段
の
生
活
に
、
今
も
、
使
う
と
縁
起
が
悪
い
と
さ
れ
て
い
る
言
葉

が
あ
る
の
は
そ
の
名
残
り
な
の
で
あ
る
。

ム
ラ
や
イ
エ
の
ま
つ
り
で
あ
る
年
中
行
事
の
中
で
発
せ
ら
れ
る
言
葉

（唱
え

言

・
歌
）
に
対
す
る
信
仰
の
根
本
は
言
霊
信
仰
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ム
ラ

の
子
供
た
ち
の
行
事
と
し
て
定
着
し
、
さ
ら
に
年
月
が
重
な
る
と
、
そ
こ
に
は

信
仰
的
な
要
素
が
薄
れ
て
、
行
事
そ
の
も
の
が
楽
し
い
子
供
た
ち
の

「
遊
び
」

の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
中
で
謡
わ
れ
る
歌
も
次
第
に

「
遊
び
歌
」

の
よ
う
な
く
だ
け
た
内
容
の
も
の
に
変
化
し
て
い
く
。
今
日
各
地
に
残

っ
て
い

る
行
事
の
歌
の
多
く
は
、
そ
う
し
た
も
の
ば
か
り
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ヽ
戸
地
の
田
ん
ぼ
で
　
カ
ラ
ス
が
言
う
に
ゃ

二
十
と
八
日
ぁ
　
餅

つ
き
だ

新
潟
県
佐
渡
の
相
川
地
方
で
、
暮
れ
の
餅

つ
き
の
頃
に
謡
わ
れ
た
歌
。
暮
れ

の
餅
は
正
月
様

（年
神
様
）
を
迎
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
餅
は

特
別
な
ト
キ

（晴
）
の
た
め
の
神
聖
な
食
物
な
の
で
あ
る
。
本
来
は
神

へ
の
供

え
物
で
あ
る
が
、
人
は
そ
の
相
伴
に
あ
ず
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
普
段
は
食

べ
ら
れ
な
い
ご
馳
走
な
の
で
あ
る
。
正
月
を
待

つ
楽
し
さ
は
、
餅
を
は
じ
め
、

日
常
の
食
卓
に
は
並
ば
な
い
ご
馳
走
が
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
ら
れ
る
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

子
供
た
ち
は
、
暮
れ
に
な
る
と
遊
び
仲
間
の
家
の
餅
の
量
を
気
に
し
た
。
自

で
掲
く

一
回
分
を

「
ひ
と
臼
」
と
い
っ
て
、
「
お
れ
の
家
は
三
日
だ
」
「
お
れ
の

家
は
五
日
だ
」
と
自
慢
し
合
う
の
で
あ
る
。
掲
く
餅
の
量
が
多
い
こ
と
が
そ
の

ま
ま
自
分
の
家
の
豊
か
さ
、
正
月
の
楽
し
さ
に
通
じ
る
よ
う
に
思

っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

そ
の
暮
れ
の
餅
撮
き
は
二
十
八
日
が
普
通
で
あ

っ
た
。
二
十
九
日
は
ク
ニ
チ

餅
と
か
ク
餅
と
い
い
、
「
苦
」
に
通
じ
て
縁
起
が
悪
い
と
さ
れ
、
二
十
日

・
三

十

一
日
で
は
い
か
に
も
せ
わ
し
な
く
、
特
に
二
十

一
日
に
掲
く
餅
は
イ
チ
ヤ
餅

と
い
っ
て
、
こ
れ
も
縁
起
が
悪
い
と
い
っ
て
嫌

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
二

十
八
日
が
餅
掲
き
の
最
盛
期
な
の
で
あ
る
。
こ
の
日
、
あ

っ
ち
の
家
こ
っ
ち
の

家
か
ら
、
朝
早
く
杵
の
音
が
し
て
く
る
。
神
へ
の
供
え
物
で
あ
る
餅
は
、
で
き

る
だ
け
早
朝
に
掲
く
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
各
家
々
は
競
争
で
早
起
き
し
た
。

午
前
二
時
と
か
三
時
と
か
、
朝
と
い
う
よ
り
は
真
夜
中
に
杵
音
が
響
く
の
で
あ

る
。
そ
の
杵
音
で
正
月
様
が
降
り
て
来
る
の
だ
な
ど
と
い
っ
て
い
る
地
方
も
あ

り
、
こ
の
餅
掲
き
が
正
月
様
を
迎
え
る
大
事
な
行
事
で
あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

相
川
地
方
の
歌
は
、
田
ん
ぼ
の
カ
ラ
ス
が

「
二
十
八
日
は
餅
掲
き
だ
」
と
喜

ん
で
い
る
と
い
っ
て
、
カ
ラ
ス
に
か
ず
け
て
い
る
が
、
餅
掲
き
を
喜
ん
で
い
る

の
は
こ
の
歌
の
謡
い
手
で
あ
る
子
供
た
ち
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
子
供

た
ち
の
た
わ
い
の
な
い
発
想
で
カ
ラ
ス
が
謡
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
餅
掲

き
の
日
、
掲
き
あ
が

っ
た
餅
を

「
カ
ラ
ス
に
や
る
」
と
い
っ
て
空
中
に
放
り
投

げ
た
り
す
る
地
方
も
あ

っ
て
、
そ
こ
に
は
神
の
使
い
で
あ
る
カ
ラ
ス
に
ま
ず
ご

馳
走
し
た
古
い
信
仰
の
名
残
り
も
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
言

っ
て
も
、

こ
の
歌
を
謡

っ
て
い
る
時
の
子
供
た
ち
の
心
に
は
、
餅
鶴
き
の
嬉
し
さ
ば
か
り

が
溢
れ
て
い
る
。
そ
の
分
、
こ
の
歌
は
行
事
歌
と
い
う
よ
り
童
謡
に
近
い
と
い

え
る
。

同
じ
佐
渡
の
佐
和
田
町
の

「大
年
小
年
」
の
歌
も
童
謡
風
な
も
の
に
な
っ
て
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い
る
。ヽ

大
年
小
年
　
小
年
の
晩
に

光
り
も
ん
が
通
る

ど
う
言
う
て
通
る
　
金
銀
山
大
盛
り

「
大
年
」
と
は
三
十

一
日
、
「小
年
」
は
二
十
日
の
こ
と
。
「小
年
」
は
仏
様

の
年
取
り
の
日
だ
と
い
う
。
こ
の
日
ま
で
に
各
家
々
で
は
年
内
の
仕
事
を
す

っ

か
り
終
え
、
豆
腐
や
精
進
料
理
を
作

っ
て

「
仏
様
に
供
え
て
下
さ
い
」
と
い
っ

て
本
家
に
届
け
る
。
そ
の
使
い
は
子
供
の
役
。
そ
の
道
々
で
こ
の
歌
を
謡
う
の

で
あ
る
。
新
し
く
来
る
年
は

「金
銀
山
大
盛
り
」
の
め
で
た
さ
だ
と
祝
福
す
る

「光
り
も
ん
」
が
通
る
と
い
う
。
黄
金
の
島
佐
渡
に
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
歌
。

単
純

・
素
朴
な
言
葉
の
中
に
年
の
瀬
、
人
々
に
新
し
い
年
の
幸
を
与
え
る
た
め

に
年
神
様

（祖
先
神
）
が
行
き
来
す
る
姿
が
思
い
浮
か
ん
で
く
る
、
弾
み
の
あ

る
楽
し
い
歌
で
あ
る
。

（十

一
巻
三
号

　
一
九
八
七

・
一
二

ｏ
三
二
）

ネ
ズ

ミ
と

カ

ラ

ス

ー
ー
暮
れ
か
ら
正
月
の
行
事

八
丈
島
の
中
之
郷
地
方
で
は
、
大
晦
日
に
正
月
用
の
餅
を
掲
く
。
そ
の
揚
き

あ
げ
た
餅
を
天
丼
の
入
口
に
供
え
る
。
そ
れ
を

「
一
番
の
お
膳
」
と

い

っ
て
、

そ
れ
は
天
丼
に
す
み
つ
い
て
い
る
ネ
ズ
ミ
に
捧
げ
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
役
は

女
衆
か
子
供
が

つ
と
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
、
ネ
ズ
ミ
に
向
か

っ
て
呼
び

掛
け
る
。

ヽ
よ
め
殿
が
な
あ
―

ネ
ズ
ミ
を

「
よ
め
殿
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ネ
ズ
ミ
を
ネ
ズ
ミ
と
ぶ
っ

き
ら
ぼ
う
に
呼
び
捨
て
に
す
る
と
、
そ
の
機
嫌
を
そ
こ
ね
て

「あ
た
げ
ら
れ
る
」

（暴
れ
て
悪
さ
を
す
る
）
の
だ
と
い
う
。
だ
か
ら
、

こ
の
地
方

で
は
敬
意
を
こ

め
て
、
嫁
殿
と
か
姫
殿

・
夜
殿
と
か
い
う
の
で
あ
る
。
正
月
二
が
日
、
ネ
ズ
ミ

と
い
う
言
葉
を
忌
ん
で

「嫁
が
君
」
と
い
う
の
も
同
じ
考
え
に
基
づ
い
て
の
こ

と
で
あ
る
。

穀
物
や
衣
類
に
対
す
る
ネ
ズ
ミ
の
被
害
は
パ
カ
に
な
ら
な
い
。
猫
を
飼

っ
た

り
、
多
少
、
毒
薬
や
ワ
ナ
で
退
治
し
て
も
、
そ
ん
な
も
の
で
は
彼
ら
の
旺
盛
な

繁
殖
力
に
た
ち
打
ち
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
考
え
た
の
は
、
彼
ら
の
ご
機
嫌
を

と
り
、
大
事
に
扱
う
こ
と
で
悪
さ
を
し
な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
こ

と
で
あ

っ
た
。
「
よ
め
殿
」
と
呼
び
、
掲
い
た
ば
か
り
の
餅
を
ま

っ
さ
き
に
彼

等
に
供
え
る
の
は
そ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

正
月
の
餅
を
カ
ラ
ス
に
や
る
地
方
も
あ
る
。
奈
良
県
の
ど
の
地
方
か
、
ど
ん

な
行
事
次
第
な
の
か
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の

「
カ
ラ
ス
呼
び
」

の
歌
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ヽ
カ
ラ
ス
来
い
　
餅
や
る
ぞ
　
柘
相
二

つ
と
　
か
え
こ
と
し
ょ

「柘
梱
三
つ
」
を

「
銀
杏
二
つ
」
と
も
謡
う
と
い
う
。
「
か
え
こ
と
し
ょ
」
は

「交
換
し
よ
う
」
と
い
う
こ
と
。
い
か
に
も
子
供
の
発
想
に
よ
る
ら
し
い
童
謡

的
な
詞
章
。

一
体
、
ハ
レ
の
日

（特
別
の
日
）
の
食
物
を
異
類

（人
間
以
外
の
モ
ノ
）
に
施
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す
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。

ハ
レ
の
日
に
ご
馳
走
を

作
る
の
は
、
祀
る
神

（
こ
こ
で
言
え
ば
正
月
様
、
年
神
様
、
年
徳
神
様
な
ど
と

呼
ぶ
、
人
間
に
ト
シ

〈新
し
い
魂
〉
を
く
れ
る
神
）
に
お
供
え
し
、
そ
れ
を
分

か
ち
戴
く

（神
と
の
共
食
）
こ
と
で
、
神
の
威
力
を
頂
戴
す
る
の
で
あ
る
。

そ

れ
を
神
に
供
え
る
前
に
ネ
ズ
ミ
や
カ
ラ
ス
に
供
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
と
さ
ら

祀
る
こ
と
を
し
な
い
モ
ノ
に
も
お
供
え
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
祀
ら

れ
な
い
モ
ノ
、
い
わ
ば

一
段
格
が
さ
が
る
神
は
、
祀
ら
れ
な
い
と
い
う
ひ
が
み

が
あ
る
上
に
、
も
と
も
と
気
性
が
荒
々
し
い
か
ら
、
ひ
と
た
び
機
嫌
を
そ
こ
ね

た
ら
、
ど
れ
ほ
ど
の
災
難
や
害
厄
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
あ
ら
か
じ
め
な
だ
め
て
、
荒
々
し
さ
を
押
さ
え
て
も
ら
う
た
め
に
、
神
に

供
え
る
と
同
じ
よ
う
に
ご
馳
走
だ
け
は
捧
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
は
見
え
な
い
モ
ノ
に
対
し
て
い
た
心
が
、
や
が
て
ネ
ズ
ミ
と
か
カ

ラ
ス
と
い
っ
た
具
体
的
な
対
象
を
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
農
耕
的
な
生

活
形
態
を
と
る
よ
う
に
な

っ
て
、
穀
物
や
野
菜
な
ど
に
被
害
を
及
ぼ
す
も
の
の

代
表
を
そ
こ
に
見
た
の
で
あ
る
。
穀
物
や
野
菜
を
そ
こ
な
う
と
い
う
こ
と
は
、

生
活
の
基
盤
を
お
び
や
か
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
も
ろ
も
ろ
の
不
幸

・

災
厄
を
そ
こ
に
具
象
化
し
て
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

実
際
の
生
活
と
そ
れ
に
よ

っ
て
営
む
日
々
の
食
の
生
活
、
衣
の
生
活
、
住
の

生
活
に
お
い
て
、
ネ
ズ
ミ
や
カ
ラ
ス
を
悪
さ
を
す
る
憎
き
も
の
、
邪
魔
な
も
の
、

厄
介
な
も
の
と
し
て
押
し
遣
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
ら
か
ら
受
け
る
被
害
を
無
く

せ
な
い
と
思

っ
た
の
で
あ
る
。
害
を
な
す
、
人
間
を
困
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、

ヒ
ト
の
持

つ
力
で
は
か
な
わ
な
い
、　
一
種
の
強
力
な
威
力
を
や
つ
ら
が
持

っ
て

い
る
か
ら
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
モ
ノ
に
対
し
て
は
、
た
だ
嫌

っ

て
遠
ざ
け
る
こ
と
で
そ
の
害
か
ら
の
が
れ
ら
れ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
逆
効
果
で
あ

っ
て
、
粗
末
に
扱

っ
た
り
し
て
怒
ら
せ
る

と
、
か
え
っ
て
害
を
大
き
く
す
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
マ
イ
ナ
ス
の
威

力
の
大
き
さ
、
ヒ
ト
ヘ
及
ぼ
す
害
の
大
き
さ
を
恐
れ
て
、
な
だ
め
鎮
め
よ
う
と

し
て
雷
神
や
風
神
と
い
っ
た
自
然
神
を
祀

っ
た
り
、
疱
着
神
と
い
っ
た
悪
病
を

神
と
し
て
祀

っ
た
り
す
る
心
は
、
そ
こ
に
起
因
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
祖
先
た
ち
は
、
い
い
神
ば
か
り
で
な
く
、
悪
い
神
で
あ
っ
て
も
、

人
の
及
ば
な
い
力
を
持

っ
て
い
る
モ
ノ
に
対
し
て
は
、
常
に
敬
虔
な
心
で
接
す

る
つ
つ
ま
し
さ

・
謙
虚
さ
を
失
わ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
ネ
ズ
ミ
や
カ
ラ
ス
と

て
同
じ
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
害
を
く
い
止
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
機
嫌

を
と
る
こ
と
で
あ
り
、
丁
重
に
接
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
ネ
ズ
ミ
を
ネ
ズ
ミ
と

呼
ば
ず
、
嫁
が
君

ｏ
嫁
殿

・
姫
殿

・
夜
殿
な
ど
と
、
こ
と
さ
ら
敬
意
を
こ
め
て

呼
ん
で
み
た
り
、
米
俵
に
群
ら
が
る
ネ
ズ
ミ
を
、
米
を
食
い
散
ら
す
憎
き
や

つ

と
思
い
つ
つ
も
、
い
や
い
や
そ
う
で
は
な
い
の
だ
、
大
黒
様
の
お
使
い
で
、
米

俵
の
番
を
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
り
、
昔
話
で
、
地
底
の
世
界
に
は
富
と
幸

が
あ

っ
て
、
そ
こ
へ
導
い
て
く
れ
る
の
は
ネ
ズ
ミ
で
あ
る
と
い
っ
た

「
ネ
ズ
ミ

浄
土
」
の
話
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
そ
う
し
た
考
え
に
よ
っ
て
組
み
立

て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
カ
ラ
ス
は
神
話
の
時
代
―
―
や
た
烏
と
い
っ
て
、
神
武
天
皇
が
東
征

の
時
、
熊
野
か
ら
大
和

へ
ぬ
け
る
山
中
の
道
案
内
と
し
て
、
天
照
大
神
の
お
告

げ
に
よ
っ
て
飛
来
し
た
と
い
う
―
―
か
ら
、
神
の
使
者
で
あ

っ
た
。
今
日
で
も
、

カ
ラ
ス
は
山
の
神
の
使
い
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
地
方
は
多
い
。

奈
良
県
の

「
カ
ラ
ス
呼
び
」
の
行
事
に
は
、
カ
ラ
ス
の
餅
の
食
べ
具
合
に
よ
っ
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て
次
の
年
の
作
物
の
豊
凶
を
占

っ
た
り
し
た
こ
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

暮
れ
の
餅
褐
き
の
時
で
な
く
、
正
月
に
な

っ
て
か
ら
カ
ラ
ス
に
餅
を
施
す
地

方
も
あ
る
。
新
潟
県
柏
崎
地
方
で
は
、
こ
れ
を

「
カ
ラ
ス
勧
進
」
と
い
っ
て
、

正
月
三
日
の
行
事
に
な

っ
て
い
て
、
次
の
歌
を
伝
え
て
い
る
。

ヽ
カ
ラ
ス
に
餅
く
ろ
　
正
月
二
日
　
黄
粉
は
大
毒
だ

小
豆
餅
く
ろ
か
く
ろ
か

こ
こ
で
も
カ
ラ
ス
の
餅
の
食
べ
方
で
、
そ
の
年
の
作
柄
の
よ
し
あ
し
を
占

っ
た

も
の
だ
と
い
う
。

そ
の
他
、
青
森
県
で
は
正
月
十

一
日
の
朝
、
子
供
た
ち
が
ト
リ

（
カ
ラ
ス
と

い
わ
な
い
）
に
餅
を
投
げ
与
え
る
時
の
歌
を
伝
え
て
い
る
し
、
茨
城
県
で
は
六

日
と
か
十

一
日
に
行
な

っ
て
い
た
。
六
日
の

「
山
入
り
」
、
十

一
日
の

「
鍬
入

れ
」
の
日
に
、
や
は
り

「
カ
ラ
ー
ス
　
カ
ラ
ー
ス
」
と
呼
ん
で
米
や
豆
な
ど
の

穀
物
を
与
た
。
秋
田
県
で
は
正
月
七
日
、
福
島
県
内
で
は
元
日
と
か
二
日
、
あ

る
い
は
六
日
と
か
十
二
日
の

「山
入
り
」
と
か

「山
申
し
」
の
日
に
同
種
の
行

事
が
あ

っ
た
。

「
と
う
た
よ
　
あ
ん
ぶ
ら
ド
リ
ね
　
餅
は
ん
ぶ
　
ホ
ラ
ア
（青
森
県
）

ヽ
カ
ラ
カ
ラ
　
ボ
ウ
ボ
ウ
　
カ
ラ
カ
ラ
ボ
ウ
ボ
ウ

（秋
田
県
）

ヽ
カ
ー
ラ
ス
　
カ
ー
ラ
ス
　
オ
ミ
サ
キ
　
オ
ミ
サ
キ

（福
島
県
）

（十
二
巻
二
号

　
一
九
八
八

・
一
二

・
二
二
）

あ

と

が

き

こ
こ
に
収
録
し
た
も
の
は
図
書
委
員
会
発
行
の
機
関
誌

「
ｒ
ｏ
３
８
【
」

に
五

年
余
に
わ
た

っ
て
連
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
き

っ
か
け
と
し
て
は
、
せ

つ
ぱ

つ

ま

っ
た
、
記
事
不
足
を
埋
め
る
と
い
う
編
集
顧
間
と
し
て
の
責
任
か
ら
、
ほ
ん

の
気
紛
れ
に
書
い
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
れ
が
、
た
ま
た
ま
手
元
に
各
地
の
資

料
を
集
め
て
い
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
こ
の
際

「歳
事
唄
」
と
い
う
も
の
に
対
す

る
自
分
な
り
の
見
方

ｏ
考
え
方
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
が
、
以
降
の
調
査

・
研

究

へ
の
基
礎
固
め
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
ら
延
々
、
書
き
継
い

で
き
た
も
の
で
あ
る
。

断

っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で

「
う
た
」
と
い
う

の
は
、
作
詞
者

・
作
曲
者
の
明
確
な
創
作
歌
謡

（童
謡

・
唱
歌

・
歌
謡
曲
）
で

も
な
く
、
む
ろ
ん

『
万
葉
集
』
以
来
、
久
し
い
伝
統
を
持

つ
個
人
の

「詠
む
歌
」

で
あ
る
和
歌
で
も
な
く
、
誰
が
い
つ
謡
い
出
し
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
人
々

の
生
活
の
中
で
日
か
ら
耳
、
耳
か
ら
ロ
ヘ
久
し
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
歌
で
あ

る
伝
承
歌
謡
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
祝
い
歌

ｏ
踊
り
歌

・
仕
事
歌
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
あ
る
伝
承
歌
謡
の
中
で
も
あ
る
定
ま

っ
た
ト
キ

（季
節

・
時
節
）
に
謡

わ
れ
て
き
た
歌
に
焦
点
に
絞

っ
て
い
る
。

そ
れ
と
も
う
ひ
と

つ
、
定
ま

っ
た
季
節

・
時
節

に
謡
う
歌
と
い
い
な
が
ら

「歳
時
」
で
な
く

「歳
事
」
と
し
た
の
は
、
単
に

「
う
た
」
と
季
節

ｏ
時
節
と

の
か
か
わ
り
、

つ
ま
り

「
う
た
」
の
中
に
ど
の
よ
う
に
季
節

ｏ
時
期
が
謡
わ
れ

て
い
る
か
、
ど
う
い
う
季
節

ｏ
時
節
に
謡
う
の
か
と
い
う
よ
り
も
、
人
々
の
春

夏
秋
冬
、　
一
年
の
暮
ら
し
を
通
じ
て
そ
の
節
目
で
あ
る
祭
り
や
行
事

の
中

で
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「
う
た
」
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で

謡
わ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
課
題
に
据
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う

少
し
言
え
ば
、
人
の
営
み
に
お
い
て
、
「
コ
ト
あ
る
日
」
―
―
正
月
と
か
節
供

・

彼
岸

◆
七
夕
と
か
盆

・
十
五
夜
と
い
っ
た
特
別
の
日
―
―
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う

な

「
う
た
」
が
謡
わ
れ
て
き
た
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

ち
、
そ
れ
を
謡
う
こ
と
が
ど
う
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
と
い
う
観
点

か
ら
、
「
う
た
」
及
び

「
う
た
の
言
葉
」
（歌
詞
）
を
考
え
て
み
よ
う
と
意
図
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
「
コ
ト
あ
る
日
の
う
た
」
を
通
し
て
、

日
本
の

文
化
な
り
日
本
人
の
信
仰
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か

ら
、
次
第
に
消
え
て
行
き

つ
つ
あ
る
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
営
ん
で
き
た
祭
り

や
行
事
の
本
来
的
な
意
味
と
、
そ
れ
を
行
な

っ
て
き
た
祖
先
の
心
を
少
し
で
も

知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
通
し
て

「生
き
る
こ
と
」
「
暮
ら
す
こ
と
」
と
は

ど
う
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
の
か
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

っ
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
こ
と
で
、
め
ま
ぐ
る
し
い
生
活
を
し
て
い

る
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
心
に
も
何
程
か
の
反
省
と
う
る
お
い
が
生
ま
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
の
期
待
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

南
北
に
細
長
い
日
本
列
島
、
そ
の
ム
ラ
ム
ラ
に
は
正
月
か
ら
歳
末
ま
で
さ
ま

ざ
ま
な
祭
り
や
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
歌

（
口
上
、
唱
え
言
も
含

め
て
）
が
謡
わ
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
広
く
多
く
取
り

あ
げ
て
、
そ
の
比
較
検
討
を
通
し
て
見
え
て
く
る
も
の
を
整
理
し
て
み
よ
う
と

い
う
の
が
本
シ
リ
ー
ズ
の
目
的
で
あ
っ
た
が
、
主
に
学
期
末
を
そ
の
発
行
日
と

す
る

「ｒ
ｏ
『σ
８
『」
に
合
わ
せ
て
、
ど
う
し
て
も
そ
の
時
期
の
祭
り

・
行
事
を

選
ぶ
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
結
果
、
取
り
あ
げ
た
も
の
に
片
寄
り
が
で
き
て

し
ま
っ
た
。
扱

っ
た
祭
り

・
行
事
以
外
に
ま
だ
ま
だ
さ
ま
ざ
ま
な
歳
事
唄
が
各

地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
シ
リ
ー
ズ
は
こ
れ
で
完

結
し
た
も
の
で
な
く
、
今
後
も
書
き
継
い
で
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

読
者
が
都
会
育
ち
の
中

・
高
校
生
で
あ
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
言
わ
ず
も
が
な

の
く
ど
く
ど
し
い
解
説
が
目
立
つ
し
、
む
ろ
ん
論
文
と
か
研
究
と
い
っ
た
も
の

で
は
な
い
が
、
今
回

「
研
究
紀
要
」
に
ま
と
め
て
掲
載
し
て
も
ら
う
機
会
を
与

え
ら
れ
て
、
伝
承
歌
謡
論
、
歌
謡
儀
礼
論
構
築
に

一
歩
踏
み
出
せ
た
よ
う
な
気

が
し
て
い
る
。
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(35)人口自然減 (出生―死亡)=高知県は昨年生まれた赤ちゃんが約 7,200人に対

して、死者は7,700人、差し引き500人 マイナス成長となった。 (自然減)。

(36)合計特殊出生率に関して=人口維持できるとする水準は2,1人である。

年次変化は、55年 は2,37人 に対して、91年 は 1,53人、この中で 75年 は66年の

1,58人を除いて 1ポ イント台の 1,91人 に落ちている。なお都道府県別では大都

市ほど出生率は低い。こうした傾向については「 このまま低下を続けるとは思わ

れない」という楽観論が共通意見、これとても根拠あってのことではない。

(37)「 日本の百年」10巻 P.285-296

(38)同上 3巻 P.94-99

(39)人口爆発=爆発的人口増加現象

(40)「 日本国勢図会」1990年度版 P.67-68

(41)含み資産=政府筋から、わが国の老人福祉について「家庭は大きな含み資産」

であるとして、女性の家事労働を資金に換算すると大きな額になるという意味。

(42)家族的責任を有する労働者の機会均等及び平等待遇に関する条約・勧告

(43)「90年 2月 5日版朝日新聞文化欄」

(44)「新しい家族の創造」田中寿美子著 P.173
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立とともに書記長となる。23年検挙後、社会民主主義に転 じ29年普通選挙法によ

る東京市会選挙に最高点で当選。

(13)( )は いずれも利谷信義氏の分類による。

(14)「憲法」鵜飼信成著 P.142

(15)「現代政治の組織と象徴」P.282

(16)国体の本義=1987年 5月 刊、文部省編纂による国体思想普及の教科書「天皇ヘ

の忠誠が強調されている」(天皇絶対随順する道)日本ファシズムが思想的に確

立されたことを示す。

(17)「現代政治の組織と象徴」P.314

(18)「日本の家族法」青山道夫著 P.201

(19)ベ ーベル=(August Bebel 1840-1913)ド イッ社会主義者、主著「婦人と社

会主義」

(20)「婦人論」ベーベル著 第二編現代の婦人 P.370(草間平作訳))

(21)「新しい家庭の創造」田中寿美子著 P.153

(22)「 日本の政治」京極純一著 P.56-57

(23)「昭和の歴史」10巻 P.79-80、 P.76

(24)低位推計=5年後には女性 1人当たりの子供数が 1,35以下まで低下、百年後

には総人口は現在の半分に近い6,700万人まで落込む。

(25)「1991年 3月 14日 版朝日新聞」

(26)厚生省「 これからの家庭と子育てに関する懇談会」の意見。

(27)人口激増国=マ レーシア、インドネシア、バングラディッシュ、スリランカ、

プエル トリコなど。

(28)人口減少国=ルーマニア、ベルギーなど

(29)1人の女性が一生の間に産んだ子供の数の平均 (厚生省調査)

1947年 =4,54 1985年 =1,76

1955年 =2,37 1988年 =1,66

1965年 =2,14 1991年 =1,53

1975年 =1,91

(30)落合恵子氏=月 刊「子ども」発行、クレヨンハウス主宰。

(31)坂本春生氏=西武常務。

(32)汐見稔幸氏=東大助教授

(33)「1991年 8月 6日版朝日新聞」

(34)「1991年 6月 7日 版朝日新聞」
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いくものと考えられる。一方、家族集団自体は常に周囲の影響を受けっつ、その在り

方、機能、規模と変化変容を繰り返しながら多様化する。このような家族集団の変化

あるいは弱体化に対応するところの国家社会は、それを補強し支援することが自ずと

国家社会の発展存続に直結、寄与するという因果関係に置かれるのである。

筆者の「家族問題」は今回をもって終了させていただく、原稿枚数の関係もあって

充分に意を尽くせなかったきらいはあるが今後機会があれば、内容を加えてより豊か

にしたいと考えている。

1991年 12月 筆者

「注」

(1)「現代政治」松下圭一著 P.188

(2)「社会生活と家族制度」戒能通孝著

「家族制度の研究」日本法社会学会編

(3)「現代家族の諸問題」P.36

(4)「明治維新」遠山茂樹著 P.275-276

(5)赤子=(せ きし)天子からみた人民の意味。

(6)「現代政治の組織と象徴」石田雄著 P.285

(7)「倫理と教育」井上哲次郎著

井上哲次郎=(1856-1944)明治―昭和期の哲学者、キリスト教を否定、 日本主

義を唱え国粋主義的立場をとる。

(8)甘え=幼児が母親に対する場合にみられるような、相手との一体感を求める姿

勢、甘えの態度は内と外の区別を生み出し、「内」では保護され、甘えられる仕

組になっており、「外」即ち他人との関係において敵対的感情が示される。「内」

は成長するにしたがって、家庭から仲間集団へひろがる一 仲間集団への同調整

へ発展。(現代政治の組織と象徴 P.309)

(9)新中間層=(中間層)資本主義社会における資本家階級と労働者階級への階級

分化のなかで、そのどちらにも属さない階層=小企業主、手工業者、自作農、小

売業者など。この層の属する人々は所得、生活水準は中位、学歴、教養も割合高

く、比較的進歩的であるが左右に動揺しやすい。

(10)「現代政治の組織と象徴」P.294

(11)同上 P.299

(12)同上 P.292

堺枯川=堺利彦(1870-1933)明 治から昭和初期の社会主義者 一高中退後、万潮

報、平民新聞記者となり共産党宣言を訳載。日本社会主義同盟を組織、共産党創
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〔後記 〕

「家族問題その現象とこれから」はもともと入門書としてかきはじめたものであるが、

煎 じ詰めると筆者の家族概論にほかならない。

「その I」 は1987年から88年にかけて

「そのⅡ」は89年から90年 にかけて

「そのⅢ」は90年から91年にかけて

それぞれ脱稿している。

「その I」 は主に、家族の定義、規模、機能の変化を捉え、我が国の戦前、戦後、産

業化、都市化という変化変動の中の家族の意識と制度。

家族像と法制度の観点から、明治民法における家の制度と日本国憲法 (新民法)の

家族像について言及 し、戦後は核家族における諸問題=父親不在、産業社会と個人の

対応、家族の変化をもって「そのⅡ」へつなげた。

「そのⅡ」は家族集団の行 くえとして、ソビエトにおける「家族不要論」から「家族

強化論」への変質を明らかにするとともに、日本の家族の特殊性と子の養育を通して、

人間形成にからむ典型的家族環境の幾つかに求め、現代家族の包括する問題を一 ―

その被害者を明らかにするとともに、企業社会、官僚制、疎外、をして、 I日体制の残

滓としての家族問題から、「家族集団と国家とのかかわり」として「 そのⅢ」につな

げた。

「そのⅢ」は、現代国家における行政的家族法が社会保障的立場で法制化され、これ

によって家族集団は、国家の主要な単位として位置づけられていること。

我が国では、戦前の「家」を支配原理とする天皇制国家とのかかわり=家族国家観

を建前として、本音は労働者、都市中間層の早熟と個人主義的「家庭」との併存とと

もに、建前の部分に吸収されつつ戦後の国家と企業集団との複数同一化特に企業集団

との同一化を強めながら「家庭主義」へと連結させた。

×            ×            ×

現在、国家は私的領域たる家族に関与することにおいて、国家存立の諸条件を整え、

且つ国家社会持続のための社会生産関係を保守する。こうした図式にあっては、とも

すると家族集団は国家政策のための具に供せられる危機を常に抱えている。 しかし国

家企業集団にとっても、家族集団即ち国民こそが、その主体であるからして、これを

無視しては経済社会自体は存立しえないのである。

今後はこの主体を軸に経済的、社会的保障とともに、国民的自治の強化へ転化して
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引用はここで止めるが、問題はソ連邦における今後の潮流の方向である。

代表的な波紋は、「 ロシア連邦」における「脱社会主義」と「私有財産制」の規定

であるが、この新たなる波紋は、これまでの社会主義国家下の家族集団にも波紋を投

じたことになる。ソビエトは、いま統一性を希求する連邦と、排他的に権利を主張す

る共和国という国式をとりつつ、結果的には緩やかな国家連合体に落ち着くものと考

えられる。

かつて社会主義建設という一枚岩での家族法は、「結婚と家族を保護 し、家族を国

家発展の健全な基礎とする」としてきたのである、このときの国家は一応社会主義体

制下の国家であった。しかし現在、私有財産性がちらつきだした体制否定の状況から

は、いずれは家族法をめぐっての法制度改革は避けられないのではないかという疑問

符が付けられよう。例えば財産権であるが、現行ソビエト法では、「夫婦財産性」の

項を設けて、結婚前と結婚後における財産を区分して、結婚前の「各配偶者に属した

財産は、各自の個別財産であるとする「別産制」を採用し、結婚後は「夫婦の共同財

産」とみなす「共同財産制」をとっている。

これらは、ともに男女の完全な法的平等性によって貫かれているから、新体制にあっ

ても問題はない。あるとすれば、想像の域を出ないが、公共の福祉の立場から、財産

権の合理的制限、あるいは夫婦間の財産共有性と離婚時の係争、財産権と親子間の同

種の係争などであろうか。

一年前までは、《国民と家族と社会は、みな同じ目的――社会主義建設につらだっ

てきた》(注
44)こ

れが「社会主義建設」という同一の目標を失 ったとき、過去の遺物

を抱えこんできた家族集団にとってはロシア革命以来のとまどいと、体制内部の激し

い矛盾に直面することになろう。これまでは国家による 《家族強化の政策は安定 し、

家族の意義を高く位置付けてきた》この国の人口増加率は高く、離婚率は低く、結婚

率は高いという堅実で健全な一面をみせている。

今後は、西側情報社会の影響と、経済の外部支配、そして脱社会主義と私有財産制

はソビエト家族に複雑で困難な選択を求めることになろう。同時に商業主義を中心に、

家政、家事の社会化、機械化は一段と進むものと思われる。家族の在り方も、ソビエ

ト経済の変化に伴なって、社会構造がどう変わるかによって左右される。

人民としての家族集団が、革命当時の理想とともに、歴史的経験に着目して、純粋

な社会主義的民主主義社会の構築に向かうまでにはまだかなりの時間を消費しなけれ

ばならないであろう。私たちにとってこれほどまでに、国家と家族の関わりを劇的に

提示してくれる機会は他に例をみないのである。

(59)



草案なるものがまとまったと報 じていた。

新憲法草案は国名を「 ロシア連邦」と規定しているから、「社会主義」「 ソビエ ト」

「共和国」が削除されたことになるになる。

さらには、「 ロシア連邦」を主権を持つ「民主的な政治社会国」と規定。土地を含

む私的所有を明確に容認。独自の外交、国防政策を推進することと、憲法の発効は、

国民投票による承認後という手続である。政治体制が完全に改まるまでは、かなりの

時間がかかるものとみられている。

この憲法草案の基本的なところは、経済形態を経済活動の自由と、所有形態の多様

性、平等を保障した社会的市場経済を規定していることである。所有は個人、組合な

どの私的所有と、国家などの公的所有の二つをあげている。また土地を含めて、その

不可侵を強調 している。

草案の詳細は不明だが、「脱社会主義」と土地を含めた「私的所有」を明らかに容

認ししたことの 2点が気になった点である。

現段階で、ソ連社会主義経済の行方を速断することはできない。本題から逸脱する

ことでもあるから避けねばならないが、今日のソ連政策を「新・市民革命」と定義す

る学者もいることからも今後の潮流は、ロシア共和国を除いた14の共和国それぞれが

独自の憲法をもち、私有財産性を掲げる可能性は容易に推測されるところである。

もっとも、私有財産性といっても<個人・組合などの私的所有と、国家などの公

的所有>を掲げている点かは、一種の社会主義的混合経済ということになるのであ

ろうか。この点に関しては
一

過般、都留重人氏が「社会主義の理念を考える」
(注43)の

中で、体制識別の拠 りどこ

ろとして『 その社会の剰余生産物 (サ ープラス)の形態にあるという考えをとっ

てきた。そして、資本制社会では、その形態は経済活動の担い手である私的資本の

利潤というカテゴリーであり、社会主義社会はサープラスが社会化されることを、

その特徴とするというのが私見である。なを、この「社会化」のためには、生産手

段のようなストックの公有化は必ずしも必要ではなく、生み出される剰余というフ

ローの漸次的な社会化が重要なストラテージとなりうる。したがって、過渡的体制

としての「混合経済」は十分にその歴史的意味をもつ』としている。そして、この

ような社会主義体制を規定した場合の指導理念に及んで、

「人間の主体性の尊重」にほかならない。この立場から『 働くものが労働用具に使

われるのではなく、その逆ということになり、言い換えれば、「資本」 という生産

要素が「労働」という生産要素を包摂支配するのではなく、後者が生産過程の主人

公となることを意味する。 』としている。
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いま家族集団に対 して、外部からの様々な提言やら要求が示されてる。

老人問題についてはスウェーデンの実例を挙げて、《老人などの施設で生活する高

齢者は5%にみたない。自宅で生活 している高齢者が圧倒的に多いと紹介 して、住み

なれた自宅で長 く住む方が幸福なのだという。またこうしたことが先進国でのコンセ

ンサスになっている》としている。老人が家族と一緒に、住みなれた自宅を希望する

のは当然だが、日本では大きく違 うのである。老人介護には在宅介護の十分な支援シ

ステムがなければならない。これを考えると素直に肯定できる状況にはないのである。

家事に関する提言でも、《主婦だけでなく家族が分担せよ、外部サービスを使え》

という。あるいは 《家族外の友人、親族、地域の人々の援助によって支えあえ》とい

ずれも的を射た指摘である。 しかし、有効な提言になっていない。地域の人々の援助

についは、隣りの主婦 もその隣りの主婦 も働いている。限られたボランテアでは処理

しきれないという実情がある。友人も親戚も同様であろう。

外部サービスは有料であって家計に左右される。結論から伝うと、既に家族は家事

を分担 し、自から助け合って生き続けているのである。であるからして、問題の所在

を家族集団に被せるのではなく、家族を支援 し、働 く女性 (主婦)に対 して、多様な

就業形態を開発 し、提供する企業の在り方、再就職の機会を保有するなど最低、ILO

156号条約、165号勧告
(注42)の

完全実施を確約する国家でなければばらない。

さらに、既にふれた家族集団にかかわる諸事、家事、育児、養育、介護などについ

ての公的な対応であって家族援助強化策である。

これまでの家族のように私的生活を犠牲に、何ものにも尽 くすという論理は捨てき

らなければならないであろう。

家族が家族のために、自己を変革 し、社会を改革 していく方向にこそ、新 しい家族

の生きていく道がある。

その確かなる出発は、先ず女性差別を根元から払試 して、完全なる男女の同等の権

利と、そのための教育、子 らの権利確立を含めて、人としての基本的権利の確立と最

大の尊重から、それは始まるのである。

×            ×            ×

筆者は 《「家族問題」その現象とこれからⅡ》においては、主としてソビエト社会

主義共和国連邦における家族消滅論から家族強化論に言及 して、国家と家族のかかわ

りという角度から、家族の問題を解明しようと試みた。従って家族問題のⅢはその延

長線にあったが、執筆中はからずも、政変が勃発し、ソ連、東欧の社会主義体制の挫

折が報 じられ、続いてソ連のクーデター、 9月 17日 の新聞にはロシア共和国の新憲法
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いるが利害対立、無知無理解、南北経済格差、局地的戦争などをめぐって後手に回っ

ているだけに、環境破壊の速度は加速をゆるめていない。

人類は先史時代から、エクメーネ(6kumene=居住地呪)を アネクメーネ(AnOkumene=

非居住地域)に拡大する努力を続けてきたが、世界の自然環境を守る上からも、人類

が生き続けるためにも、すでに限界に達したと見るべきであって、アネクメーネのエ

クメーネ化は不可という結論にならぎる終えない。

これらの問題をひとつの国家、社会に置換しても結論はおなじである。環境問題を

人口問題に重ねたときに、いたずらに出生率を上昇させて、人口拡大を計ることは、

地球規模での人口爆発と環境破壊、汚染の危機を意味する。

人口減少は文明の衰退でもなければ、低福祉国家に甘んじることを意味しない。国

力優先、経済優先の発想こそ転換させ、都市集中主義を捨てさることである。

人口削減は、環境への荷重な負担を排除して、資源の枯喝と自然破壊を防ぎ、競争、

証争を抑制する。人間尊重のゆとりある社会形成に有効であろう。

確認すべきは、家族集団を阻害する諸要因の除去と保護、強化施策である。

子の養育をはじめとして、高齢者、障害者の介護扶養を、家族の責任と犠牲の上に

依存するっような制度は改めなければならない。

近時の事例としては、1980年 (昭55)の「家庭基盤充実のための提言」がある。ここ

では一 子どもの教育 (扶養)と 老親の扶養と介護は、具体的に家族の責任として国

は在宅福祉を固定化、女性の家族内労働を含み資産
(注41)で

あるとして社会保障はお座

成りにされたのである。

こうした国家の姿勢は、急激に変化を続けている家族集団の実情を無視 して、安易

に性役割に依拠したものである。

特に男性と同等の権利をどこまで女性に確約できるのか。女性の出産、育児による

職業の中断に対しても未確定である。それどころか家庭内労働を「含み資産」とした

ことで、大方の筋書きはみえてくるのである。

家庭の変化については、まず規模の縮小化にはじまり、構成上に変化を生じて機能

障害に到るのである。これに外部の諸因子が追加される。社会一般の、なりゆきからも

家族集団にとって、あまりにも障害が多すぎるのである。

いま家庭の機能、構成、能力を点検 しても家事、育児、養育 (教育)、 介護 (健常児

を除く身障、老身)のすべてにわたって対応できる力を持ちあわせていはいない。 日

常の家事を外部サービスや市場から購入するとしても、社会的にまかせることのでき

る機能は、公的サービス (福祉施設等)に依存せざるおえないが、 こうしたシステム

の完備が難問なのである。
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男女の性を媒介に、婚姻を経て子が産まれ、夫婦、親子関係を基礎に成立する。社

会成員の再生産である。

家庭構成間の結合、相互依存、補充、生活の営みなどの相互作用は、日常性と共同

性を通して、個々の家族独自の性格を形成する。その機能 (家族の対社会的機能)と

なると、単位が家族から個人へ移行したことによって、一大変化をもたらす。夫婦間

の勢力、分業関係も例外ではない。これまでの性役割分業の原理を超えた役割関係が

生じる。

こうした傾向は高度経済成長後に顕著である。一般的に消費活動や家族成員の職業

などの経済体系が、家族内部に投影して、夫婦間の力関係、分業関係に作用するので

ある。

総体として、家族は経済構造に対応して変化するところの上部構造であるから、経

済社会の変化につれて家族の在り方も左右されることになる。

基礎集団たる家族は、人類社会の存続を可能にする社会的装置とされている。この

ことから、これを地球規模観点から、国家群の人口問題と環境の問題と重ねたときに

どういう問題性をもつのであろうか。

世界人口は現在年間 9,000万人のペースで増え続けている。統計上 2,000年 には

65億 5,000万人となり、2025年では85億人に膨張すると予測する。地域別には、人口

の増え続けている地域と、減少している地域とに三分される。国連の世界人口白書は

《アフリカ・ 中南米・ アジアなど、人口増加が懸念される地域とは逆に、先進国では

人口の減少が問題になるであろう。

先進工業国のほとんどが、すでに合計特殊出生率は2を下回っており、2025年 まで

に、人口維持可能な 1,2ま で回復する国はないとみられている。

最近になって、世界人口の増加ペースが少し低下して、人口爆発
(注39)の

心配が少し

薄らいだともいえるが、世界人口の急速な高齢化と労働不足、移民の増加など、困難

な問題がある。

さらに、アフリカの飢餓に見られるように、人口増加に見合う食糧増産の体制が整っ

ていない地域では、再び食糧危機に見舞われる可能性は高い。》
(注40)と

している。

人口増加は地域的に著しい不均衡を示しているが、共通性は人口高齢化と労働力問

題、人口増加地域おける食糧増産体制の確立である。

地球規模での環境問題としては、

地球温暖化、フロンとオゾン層の破壊、C02、 熱帯林消滅、酸性雨、海洋・大気汚

染、多国籍企業による公害輸出などの増加によるマイナス要因が目立つ。これからの

問題について、89年を「地球環境元年」と呼称して、国際的な取り組みが開始されて
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隊として海外侵略の具に動員されたのである。

この時代の家族は、自らの意志とは異なる方向へと追い立てられていく。

日べらしとして子を売り、国力充実、国威発揚という名のもとに、子を生み育てて

“天子様"に ささげた。

1939年 4月 の靖国神社臨時大祭に上京した遺族、中村シゲ (当時67才)と森川ユキ

(当時65才)は次のように語っている。

『 ほんとうになあ、 もう子供は帰 らんと思やさびしくなって仕方がないが、お国の

ために死んで、天皇様にほめていただいとると思うと、何もかも忘れるほどうれしゅ

うて元気が出ますあんばいどすわい。』

『 出征する前の晩にな、「ちとお前の手なとにぎらせておくれ。 もうこんど征った

ら、この生きた手をにぎることはできんでな。どうぞ手をにぎらせておくれ」といっ

たら、「お母さん、そんなにしたって、来年帰ってきますぜ」というて、笑 っとり

ましたわいな。それでも私は、こどもが寝てから、一晩中手をにぎっておりました。』

(注38)

― お国のため死を名誉とした明治以来の天皇国家信仰の姿がここに語られている。

44年から45年 になると、前線と銃後の境は消えて、都市空襲と艦砲射撃は激烈をき

わめ、本土も戦場化した。

夫や子を戦場に送り、在学中の学徒、未婚の女子まで動員、家族は飢えと疲労、衛

養失調。肉体も財産もすべて投入 して戦い続けて敗戦となったのである。ポツダム宣

言によって海外にいた日本人 (兵士、一般人)は強制的に引揚げが開始され、その数

は45年から5か年間に6百24万9900人 に達 した。インフレの中で、日本の家族は衣・

食・住と働き場所を求めて苦 しみ続けた。この時を象徴する復員・ 引揚げ者問題は、

再会一出産・結婚―出産=人口急増、そして産児制限からはじまる中絶と避妊を中心

に「一姫二太郎」の50年代へと進むのである。

1966年 は60年 に一度の「丙午 (ひのえうま)」 の年に当たり、今世紀最低の出生率

を記録する。こうした状況の流れは、特に戦後日本人家族の出生数については家族集

団の自己規制による人為的調節の歴史であったということができる。

7)家庭と当面の問題

家族集団は生物学的法則を受けていることをひとつの特徴とする。
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ω は1872年頃から1962年頃までの約90年間の人口増大ぶ りが語 られている。 この

人口増加には二つの意味を含んでいる。即ち (i)は経済発展のための推進力であった

こと。(五)は人口増加は、日本の経済、社会あらゆる問題の根源として、「狭い国土 と

多すぎる人口」という(i)と 相矛盾 したところの要因を含んでいる。

0は戦時化の国策「生めよ、殖やせよ」にかかわる政策項 目であるが、 これ以前

の状況と突き合わせると、ようやく低下 しはじめた出生率を人的資源確保のもとに、

「増殖力および資源において他国を凌駕すること」と「兵力・ 労働力確保」の緊急 目

的で人口増加政策に転 じて、家族の意志とは無関係に、子どもを多 くつくることが国

策に添うとされ、中絶堕胎は犯罪として厳罰に処されたのである。

0は敗戦後のベビー・ ブームとその後 (50年代以降)の計画産児による家族集団

としての努力がうかがわれるが、ここにも「狭い国土、限りある資源」と「過剰人口」

に対する国民意識が人口抑制として機能 している。

わが国の人口増加は、安価で豊富な労働力の供給源として、日本経済を支え、且つ

天皇の軍隊として、日清・ 日露、第 2次大戦を通 じて他国を侵略 した。 この間、昭和

初期の人口増大は食糧問題の調整にせまられ、「人口食糧問題調査会」を政府は発足

させている。

同会の趣旨を、阿部氏は次のように紹介する。

《我が帝国ノ人ロハ遂年増加ノ趨勢二在 り、是 レ菅 (タ ダ)二 我ガ民族ノ精彩 ヲ発揚

スルノミナラズ、又実二国力充実ノ根帯 ヲ成スモノニシテ、邦家隆昌ノ象徴 トシテ慶

スベキモノナリ。然 レドモ我ガ国土狭小ニシテ天然ノ資源二乏シク、産業経済ノ発達

未ダ不十分ナルヲ免 レザル為メ、人ロノ棚度イヨイヨ密二、食糧ノ需要著シク増加ス

ルニ随イ、ヤヤモスレバ労働ノ需要供給 ヲ不均衡ナラシメ、延イテ国民生活ノ不安ヲ

醸成スルガ如キ事情ナシトセズ。 ヨッテ帝国人ロノ増加 卜之ガ食糧ノ充実 トニ善処ス

ルノ対策 ヲ確立シ、社会的経済的二之ガ解決の方途ヲ講ズルコトハ、洵二刻下ノ重要

問題タラザルベカラズ》といわしめている。ここでの「人口増加」は、「民族 として

の勢いをふるい起こすとともに、国力充実の基礎であって、国家隆昌の証としてよろ

こぶべきもの」と位置付けてはいるが、一方では、「食糧需要を著 しく増加 させ、労

働の需要を不均衡ならしめ、国民生活に不安をかもしだす。」 (食糧・ 失業問題の深刻

化)を指摘。当時の独占企業は恐慌を背景に合理化を推進、 その結果、余剰労働力

(産業予備軍)は、低賃金、劣悪な労働条件のもとに、中小企業や炭鉱に、活路を求

めざるを得なかったという事情 もある。

こうして明治以来、わが国の人口過剰は、食糧生産と失業問題を深刻化させたが、

同時に一方では低賃金と低米価にあまんじさせ、豊富な労働力として、且つ天皇の軍
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n《明治 5年 (1872年)の 日本の人口は3,480万人と推計されている。ほぼ90年 の

あいだに、おなじ国土に人口が2,8倍 になったことになる。明治 5年 の人口が倍増

したのは昭和11年 (1936年6,959万 )で、この間ほぼ65年かかっている。

現在の人口のちょうど半分だった年代は明治40年 (1907年4,742万 )で、この間は55

年にしかすぎない。この増加は、西欧諸国の増加率をさらにこえるもので、日本人

の人口現象の異常さの認識は、まずこの事実におかれるのが普通であった。しかも、

西欧では工業化の進行とともに出生率が低下しはじめたのに、日本では逆に出生率

が高まっていったという事実である。(略)

明治以後の日本の人口増加は、(i)経済発展のための推進力でもあったし、国内に

さまざまな不均衡や断層をもたらす根源でもあった。ω 日本の経済や社会がにな

うほとんどあらゆる問題は、因果の糸をたどれば、「せまい国土に多すぎる人口」

という問題意識にたぐりよせられた。》

D《― ようやく出生率が低下 してきた当時のわが国―大正 9年の第 1回国勢調査

時の出生率36,2。 昭和14年 26,6。 いずれも人口千人につき――では、一転 して人

的資源の確保が緊急の課題となった。昭和16年 (1941年 )1月 閣議決定の「人口政

策確立要綱」は、政策の目標として、

0人 口の永遠の発展性を確保すること。

0増殖力および資質において他国を凌駕すること。

(′

'高
度国防国家における兵力および労働の必要量を確保すること。

0東亜諸民族にたいする指導力を確保するためその適正なる配置をなすこと。

をかかげ、これを達成するためにくわしい具体策を論 じている。いわゆる「生めよ、

殖やせよ」のスローガンはその要約であったのだが一 》

0《 1947年の人口千人につき34,3と いう出生率 (1948年33,5。 49年33,0)は当時の

総人口7,810万人のもとで、 1分間にほぼ 5人ずつの赤ん坊がうまれていた計算に

なる。(略)こ うしたベビー・ ブームの事態に加重された過剰人口にたいする国民的

不安が、その後の急激な出生率の低下となってあらわれたのは、むしろ当然の帰結

といえるだろう。(略 )

やがて日本経済の再建が軌道にのるにつれて戦争で喪失した国土資源に対応 して、

過剰人口を解決 しようとの国民の真剣な努力がはじまった。計画産児の実行が普及

するにともない出生率は漸減 し、1950年 には戦前水準をわって、最近 (1962年 )で

は人口千人につき17,2ま で下っている。》

*引用文の各冒頭につけた卸 から0の符合と、ω 文中の (1)0は筆者が分類上加

筆したものである。
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〔二人で一人を支える〕

「2003年 には、15歳から64歳 までの「現役」世代 2人が、それ以下の子供やお年寄

り1人を支えることになる。現在は5人で 2人を支えており、「現役」への負担は

ぐっと大きくなる。過去30年 ほどはこの負担が低く、若い労働力が日本全体の経済

を支えてきたが、これからはそうはいかない。」

日本大学人口研究所の小川直宏教授によると「市町村レベルでは、全国3,400の 市

町村のうち1,200近 くが自然減になっている。

納税者が減少して、自治体の機能を失うところも出てくるだろう。団地のあるとこ

ろは若い世代が集まるが、それ以外は激しく高齢化する。》

以上、記事の引用は忠実に再現したが、ここから汲みとれるのは、(人 口減少は都

道府県市町村における納税者の減少と、これによる自治体機能が失われること。

「合計特殊出生率」はイタリアよりも下回ったこと。出生率低下の要因として、男

性過剰を背景に、女性の晩婚化傾向と、一生結婚しない女性の増加、さらに夫婦が希

望する子供の数も減少する悲観的状況を取り込んだ「低位推計」では、 5年後の女性

1人当たりの子供の数は1,35(注
36)ま

で低下すると予測。百年後の人口は現在の半分に

近い6,700万人まで落ち込む。》としている。全体として大胆な人口減少の未来図を提

示し、専門家をして「いまは若い世代に支えられているお年寄りが、一番幸せな老後

を送っているかもしれない」と言わせるなど、危機的状況を国家的視野から効果的に

演出する。この人口動態記事のねらいが奈辺にあるかは自ずから推理できよう。これ

から数日間は、この種の話題でマスコミを賑わしたのを見れば、その効果のほどが理

解されるのである。

特に新聞は、合計特殊出生率が取りざたされてから、出産や育児の現状に焦点を置

き、育児休業、児童手当、保育所などの海外の制度や施設を紹介、この種の問題を積

極的に掲載、意欲的な取り込みがなされている。しかしそこには何か、限界を感 じさ

せる。

出生率低下を解くカギは、家族集団の置かれている状況、あるいは家族そのものに

あるのだから、この徹底 した究明にある。これを真正面に据えて、国家・企業の意識

の改革やら家族保護政策を引きだすといった試みは、残念ながらみあたらない。いま

までのところは国力低下、マイナス予測に終始している。

では人口減少は、日本にとってマイナス材料なのであろうか。阿部統氏の労作「日

本百年の人口推移」(注37)を 素材に、明治以降の人口推移を国家と家族の観点から考え

てみたい。

(51)



現によってその一部は塗りかえられ、結婚そのものを否定する男女の増加、子どもを

忌避する夫婦の出現、エイズの急速な進行などは人類の前途に暗雲となって漂う。さ

らには局地的な戦争による破壊の繰り返 し、自然の汚染と喪失、周期性をもちはじめ

ている食糧危機、こう考えてくると、普遍性をもつ家族という基礎集団の瓦解によっ

て人類社会の衰退は、すでにはじまっているとする計算は十分に成立するのである。

現在の一夫一婦制家族にしても、時代とともに変化 して、男性中心から男女の完全

な平等化に向かっている。これから先の、一夫一婦制が社会の要求に合致しなくなっ

たとき「その次にあらわれるものが、どんな性質のものであるかは予言できない。」

とするエンゲルス指摘もある。いずれにせよ、これからも変化を続けていくのは確か

である。

6)「合計特殊出生率」

91年 6月 6日 厚生省は「人口動態統計に関する現状と将来予測」を発表している。

以下関連新聞記事
(注 34)に

よると……。

《厚生省が明らかにした人口の現状分析と特殊予測は「 日本社会の構成がかつてな

い変化を引き起したと専門家は分析するが、こうした変化はどこまで続くのだろうか。」

〔500人マイナス成長 〕

「今回の人口動態統計で、高知県が都道府県始めての「 自然減」
(注 35)を

記録 した。

昨年生まれた赤ちゃんが約7200人だったのに対して、死者は7700人 。差 し引き500

人のマイナス成長となった。人口の自然増加率が 1%を切った県は山口、秋田、和

歌山など5つある。」

「女性 1人が一生に産む平均の子ども数
(注 36)を

都府県別にみると、東京が1,21で最

低、すでに総人口が頭打ちになっているイタリアの1,29を も下回った。」

〔100年後 0人口激減 ?〕

「今回の推計は独身生活を楽しんでいる女性もやがては結婚、出産に向かうはず」

としてきたこれまでの希望的観測を打ち捨て、晩婚化の進行と、一生結婚 しない女

性の増加を正直に折り込んだのが特徴。

夫婦が希望する子供の数も減少するなどという考えうる悲観的状況を多く取り込ん

だ「低位推計」では、 5年後には女性 1人当たりの子供数が、 1,35に まで低下。

100年後には総人口は現在の半分近い6,700万 人まで落ち込むという大胆な未来図

も示した。」
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意識を変える機会に」という発言。(注30)さ らに「個人の自由と社会の義務のギャップ

を埋める為に、産む意志のある人がその能力を発揮できる環境作りをするのが社会や

企業の役割」と指摘、これは「企業にとってコスト負担ではなく、企業システムを変

えていくための前向きな投資としてとらえるべきです」
(注31)と

する企業側に立ち入っ

た発言は注目される。「男性にも育児教育を」と主張する発言者は
(注 32)「

出生率の低

下の要因には三つある」として、「① ここ10年 ほどで、女性の権利の伸張、社会進出

が進み、以前は当然としか考えられなかった産むことが、「選択」の問題となったこ

と。② 都市部と地方で出生率に大きな差があるのに象徴される、住宅や育児援助施

設などの社会政策の遅れ。

③ 日本的事情で、母親であることが教育熱心な母親と同義化 し、学歴競争社会に

いかに早く子供を乗せるかが心理的圧迫になり、育児が全然楽しくない。楽しくない

からたくさん育てるのはうんざり、となる。」と語る。

こうした発言は、 《子を産み、あるいは産まないかを決断 してきた家族の悩みや

「子を産み、育てる女性に、周囲はどれだけのバックアップをしているだろうか。今、

私たちが暮らしているのは、本当に子供に温かい社会だろうか。1,53と いう数字はそ

んな社会への抗議、さらには子供たちからのSOSと も見える。」
(注33)行

き当たりばっ

たりの国や企業に対する憤りを含めて、女性たちの怨みつらみ》が前提にある。これ

まで、家族の処遇は、国家・企業の繁栄を優先に、家族を資源として一一ために尽す

ことのみ要求され続けた歴史である。それだけではない、家族から父親を母親を取り

上げ、親のぬくもりも家庭の温かさも知らぬ子らを出現させた。次にその子らの声さ

え社会から消えようとしている。こうした家族の置かれた一般状況をして、家族崩壊

寸前と解すべきなのかどうか。自然瓦解するならば放置しておくべきなのか。

あるいは、残された家族機能から、社会の方向とあわせて、家族存在そのものが人

間にとって不可欠であるならば、家族を支持するための、社会・法・制度はどうあら

ねばならないかについて答をださねばならない。

これまでの人類の歴程にあっては、家族集団を欠いたところの時代も社会も存在し

なかったという事実は家族をして、人類社会を持続させる社会的装置としてのそれを

立証する。仮定として、人類消滅の根拠をさがすとすれば、家族集団の崩壊に遠因を

求めることができよう。

家族集団は生物学的規定 (配偶、血縁関係)と 深く結びついている。異性間の性的

結びつきによって婚姻は成立し、出産によって成員は増加する。家族集団は性を異に

する夫婦と、世代を別にする親子との結合体をもって基本とするが、この基本が少し

ずつ狂いはじめている。男女の関係が変化し、性を異にする夫婦は、同性の夫婦の出
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家族の抱えている今日的課題は、地球規模から捉えれば 《人口増加率の急激な減少

や人口老齢化の顕著な先進諸国》と 《人口の爆発的増加の懸念や食糧増産を含めた経

済自立の整備が急がれる発展途上国》という対照的な課題に結びつく。

前者についていま少 し立ち入ると……。

出生率低下は家族次元よりも、国家次元に重大な問題として投影する。我が国では

これまで国益優先、企業優先で突っ走ってきたが、史上最低の出生率記録に直面して、

色めきたち厚生省は出生率低下は「文明の衰退する前兆」
(注 26)と

警告を発 し、 さらに

「子どもの発達に深刻な影響が出る」と指摘した。

国民のいない国家は存在 しない。その国民が減少するとなると、国家にとっては穏

やかではないのである。

逆に人口増加となると、家族計画による自然増加の抑制に乗り出し、移民の奨励や

生産力の増強に拍車をかけることになる。

国家とは誠に勝手なものだ。諸外国の例をみると、人口激増国
(注27)で

は不妊手術の

積極的な採用、あるいは強制的不妊手術がなされたり、避妊薬の奨励がみられる。中

国のように「ひとりっ子政策」をとる国もある。反対に人口減少国では、避妊や人工

妊娠中絶の制限とか禁止
(注 28)、

あるいは産むことの強制など、国情によって異なる政

策が強力に推進され、いずれの場合も国民の選択権は無視されている。今回の出生率

の低下に関しても、社会的に発言する方々の中には「産むか産まないかは個人の自由

である」としながらも「バランスのとれた人口構成を次の世につなげることは社会的

義務である」とする発言も出はじめていることか ら、 こうした発言の行き着 く先は

「国力維持のためには、適正な人口維持を目的とするところの「産む」という強制が」

国家をして、再びもくろまれる可能性は否定しがたいところであろう。

確かに、出生率の著しい減少は望ましくないが、これまでの経験から、何らかの強

制をともなう人口政策は成功 した例をみない。「家族という関係」をまとめられた金

城清子氏は、ルーマニアの事例をあげて次のように述べている。

《1966年人口増加策として、人工妊娠中絶が非合法化されました。その結果一時的に

は出生率が上向きましたが、まもなく元どうりになってしまったばかりではありませ

ん、人工妊娠中絶が禁止されてからは、中絶による女性の死亡率が著しく増えました。

子供を生む、生まないは個人のプライバシーであるとの意識が人びとのあいだで形

成されてくると、国の政策の遂行のため、刑罰によって生むことを強制しても、決し

て目的を達成することはできないことが明らかでしょう。》

出生率 1.53議論をめぐっても (9108月 7日 朝日新聞)、 高齢化社会を「国力の低

下」マイナスとしてのみ位置付ける視点に対して「高齢化社会での豊かさを問い直し、
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も家庭も」に変化しているのである。スウェーデンのベビープームの原因については

《社会に進出し、出産を遅らせてきた30代 ぐらいの女性が、最近一斉に産み始めたこ

と》にあると報じている。ここでは働く女性にとって、子育ての負担があきらかに日

本よりも軽いとみるべきであろう。

5)国家の役割

スウェーデンの実状を概観 しても 《国家の主要な事業のなかに、家族を支持する施

策》が、きちんと位置づいていることがうかがわれる。先進国の趨勢としての出生率

の低下問題は、女性の高学歴化、晩婚、独身主義などが影響 しているが、男女ともに

働 くのが当り前の社会にあっては、特に女性は出産のわずらわしさを嫌う傾向にある。

これが直接的問接的要因となって作用 した結果であろうけれども、片方で子を産み育

てることを社会的に助ける制度なり仕組みなりを、整えてやることで意識を変え、意

識が変わることで社会もまた変わるということに注目しつつ、家族を支える役割が国

民を主体とする民主的国家の第一義的使命として存在 しなければならない。 (子 を産

む、産まないかはそれ自体、個人の選択の範囲であってもである。)

「家族」は国家の細胞として、同時に人間の総体たる人類の問題に直結する。

国家と国民という領域区分からすれば、家族は両者のはざまに置かれ、国民なるが

故をもって国家機関による諸制度、諸施策の下に統御されてきた。法と施策の如何は

家族の在 り方、構造、機能に作用 し、時としては家族の安定は侵害されることにもな

りかねないのである。

その典型を家族構成員の不平等に発見する。法的には平等であるが、実態は不平等

という問題である。明治民法は性役割を規定 したが、これは現行憲法によって、同民

法上の用件のすべては廃止されている。 しかし法は法として、その制度的運用と社会

の実態は、強固な性役割観、無関心、怠慢、無知によって、女性の真の平等は達成さ

れてはいない。国家社会における放置と怠慢は、人権問題 (特 に女性と児童)に影を

落 し、さらに企業軍需への傾斜は、福祉の著 しい停滞となって現われている。 この停

滞と混迷については、国民と国家という領域区分を超えた国際 レベルでの行動によっ

て、その環境を整えることが有効に思えるのである。過去にさかのぼれば、1948年の

世界人権宣言、1966年の国際人権規約、1979年の女性差別撤廃条約、1990年の子ども

の権利条約など、人権・ 家族保護条項、あるいは男女平等の教育の確保などに関する

各国家段階での達成、実現すべき基準、行動計画を国際的に提示 し実行をせまるとい

う実例は、効果あるモデルとなるだろう。

(47)



である。従って出生率低下の背景には住宅政策をはじめ、男女雇用機会均等法、再雇

用制度、育児休業、介護制度などとともに、乳幼児保育、学童保育等の施設整備を含

めて、いずれも中途半端で有効性に欠けていこと。さらには育児・教育費の家計負担

も無視できない。

かくして、我が国は先進諸国中最も出生率の低い地位にあって、急激に子どもの数

が減り続けている。

先進国中でも出生率上昇傾向にあるのは、スウェーデン、デンマーク、 ドイツなど

のヨーロッパ諸国である。昨年10月 23日 から数回にわたって、スウェーデンの育児制

度を紹介 した朝日新聞の記事からその実状を概観する。

スウェーデンで育児休業制度 (育児休暇)が スタートしたのは17年前の1974年から

である。職場復帰可能、所得保障によるこの制度は、出産と育児のために休める期間

は450日 間、(360日 間は賃金 9割支給、残余の90日 間は最低保障)子 どもが 8歳にな

るまで、両親いずれかが休業できる。この財源は自由業者を含む使用者側が85%、 残

りを国庫が負担する。このほか、一時介護両親手当の制度もある。有給で、子どもが

病気の時などに両親合わせて年間60日 間休める仕組みである。

さらに、住宅補助と育児手当がある。児童手当はわが国と違って、第 1子から親の

収入とは無関係 (所得制度なし)で全児童に支給され、期間は15歳まで。我が国の支

給対象は第 2子から、支給期間は義務教育就学前までと極端に短かく、所得制限、金

額、支給条件ともども大きな開きがあって、国家施策、諸制度上、明らかに対応の遅

れを発見する。

スウェーデンは60年代末から80年代初めにかけて、出生率が下がり続けた時期があっ

たが、その歯止めとして育児休業、児童手当、住宅補助などの一連の諸制度整備によっ

て、出産育児の負担を親だけにかぶせるのでなく、社会全体で支える仕組みを打ちだ

した。これは男女の意識の上に、有効に機能したと思われる。

しかし、スウェーデンのこれらの制度がすべてバラ色というわけんはいかない。制

度は整っていても「男性も女性も、伝統的な役割分担意識からまだ抜け切れていない」

という声もある。父親の育児休暇も、昇進の遅れ、待遇悪化を恐れて、休暇を取りた

がらない男性が多いとこの記事をまとめた山之上玲子記者は指摘する。保育所の不足

とともに、制度と意識の間を埋めるには、まだ時間がかかるのであろう。

我が国の現実はこれよりもはるかに遅れて、制度でも、意識の上でも格段の差を知

らされるのである。出産、育児は個人の問題として片づけられない意味合いをもつが、

仮に個人の選択に限定したとしても子を産み育てやすい環境と、そうでない社会とで

は女性の意識も違ってこよう。「仕事か家庭か」の二者択一に対して、現実は「仕事
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「出生率の低下」「晩婚の増加」「一生結婚しない女性の増加」あるいは、夫婦が希

望する子どもの数も減少するであろうところの「低位推計」
(注24)は

さらに落ち込むと

いった状況と合わせると、家族の未来図は悲観的材料に事欠かない。

ともあれ、過去と現在で、大きく変化 してのは女性の高学歴、晩婚化、特に出産に

対する意識の変化である。朝日新聞が企画したテーマ討論「子どもを持つのはいやで

すか」
(注25)の

中で35歳の主婦は 《日本人の働き過ぎの問題は、一部の勇気ある人を除

いて、個人の価値観の転換では解決できない。超過動務やサービス残業が当たり前の

社会では、父親はもちろん、仕事をバリバリやってゆきたいと願う母親も家庭をあき

らめざるをえない。

実効のある方法で労働時間の短縮が図られないかぎり、男は家庭から疎外され続け、

女は社会から疎外され続ける。「子どもを持つのがいやですか」という間は、企業戦

士と呼ばれる男たちに長時間労働を要求する企業に、そしてそれを黙認する政府に向

かって投げたい。》と怒 りともいえる問いかけがなされている。さらに、同日の投書

欄には57歳の母子保険推進員の女性は、 《育児休業にふれて「給料がもらえないと生

活できないから」と育児休業をとらない先生や保母さんを知っているので、所得保障

のない育児休業の有効性は少 し疑わしい。》と指摘する。

こうした意見は、子どもを産む、産まないの選択は、主体的に夫婦にあるとしなが

ら、家事育児の男女分担 (育児、家事の男性側の協力は不可避とする)に関 しての国

家企業の対応のなさに、激 しい問いかけがなされている。 しかし超然たる国家企業は

無策の上に「産めよ殖やせよ」型の戦前思考が支配的で、家族構成や機能の変化に直

面 しながら、公的福祉、社会的な支援や保障のないままに、ずるずると後退を続けて、

安心 して子どもも産めない環境に追いこんでいる。このことは厚生省の調査でも明ら

かで、 《子ども二人を理想としている家庭の四割近 くは二人目の出産を諦めていると

いう結果がでている。その理由の第 1は「子育てに金がかかる。」=36,9%。 第 2は

「教育費が高い」=29,3%。 第 3は「育児の肉体的精神的不安」=25,3%で、経済的理

由を中心に、「家が狭い」=15,7%を 占めている》同様な回答は、経済企画庁の「家庭

観に関するアンケー ト調査」 (90年 2月 )に もみられる。即ち出生率低下の原因のトッ

プは「子育てのための経済負担が大きいから」=51,3%。 第 2位葉「親が子育てより

自分の生活を楽 しみたい」=31,2%。 第 3位は「子供にとって望ましい居住環境にな

いから」=25,5%。 第 4位は「安心 して子供を産み育てられる雇用環境が十分でない

から」=17,3%と なっている。

この二種類の調査結果の共通点は「子育ての経済負担大」「子育てに望ましい環境

ではない」特に後者のうち、住環境と雇用環境の不備が大きく作用 しているとみるの
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4)出生率と家族

現代は居住環境を含めて、家族集団にとって子を生み育てにくい状況になっている。

先ず人口統計から追ってみよう。

1991年 6月 6日 に発表された厚生省前年の人口動態統計によると、全体傾向は、小

産小死、高齢社会に向けての足取りが一段と速まったしている。また、一人の女性が

生涯平均 して何人の子どもを生むかを示すところの「合計特殊生産率」は、最低であっ

た前年 (98年 )の 1,57か ら、さらにさがって1,53人を記録した。これは先進国中スウェー

デン、アメリカの2,0人前後をはるかに下回り、イタリアの1,29人、 ドイツの1,39人

に次ぐ低水準となった。通例、人口が維持されるためには「合計特殊出生率は2,1人

以上」が必要とされている。こうした人口動態をもとに、将来人口の推計がなされる

が、今後の合計特殊出生率はさらに低下 して、 2年後の93年には1,48人 まで下がると

され、その後はゆるやかに回復 して、総人口は2010年 に 1億 2千 9百45万人でピーク

に達する。その後、80年後には 1億人を割り込むと予測。さらに高齢者が15歳未満児

を上回るところの、いわゆる「逆転」時期は98年 と見ている。

こうした人口の現状から将来を俯政すると、家族集団は大きな変動期の中に置かれ

ていることがわかる。例えば初婚の平均年齢は、男性28,4歳 に対して、女性25,9歳 、

前年比では男性0,1歳若返ったが、女性は0,1歳上がって、かつてない高さを示 した。

このことは男性余剰と女性の余裕を反映し、男性の結婚急ぎを表わしている。晩婚化

と結婚しない女性の増加は社会進出と地位向上に裏打ちされた結果であろう。この面

でも出生率低下の一要因を表現 している。

先に挙げた「合計特殊出生率」に結びつけると、 《何故、女性は子どもを産み育て

たがらないのか》という点と、《国家政策と家族とのかかわり》が問題となる。

「女が子どもを産みたがらない理由」を出版 した吉広紀子氏は 《女の人が仕事をす

ると、出産、子育てに回せる時間が非常に少なくなる。だから結局、簡単に言ってし

まうと、子育てには、マネー、タイム、スペースが足りないということですね。とく

に働く女性について言いますと……》となる。つまり、「安心 して子育てができる環

境の有無」が鍵になっている。 《家事とか子育てとかを全部、一方的に女の側にゆだ

ねるのでなければ、女の人にとって結婚は快適なもののうちに入ってくるわけですよ》

と……。女性はあいかわらず性役割から解放されていないことを裏づける。

この点は総理府の世論調査でも、日本で女性が長 く働き続けようとする時の「障害」

の トップは「育児」で65%。 次いで「老人病人の世話」「家事」がそれぞれ30%余が

働く女性の肩にのしかかる。子育てと家事の負担がいかに大きいかが理解されよう。
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×            ×            ×

国家施策による社会的、経済的環境の変化は家族集団に様々な影響を与えた。一般

的に法制度による改革 (新憲法、新民法の成立)の場合は、通常告知されたり教育や

マスメディアを通して、徹底化がはかられて徐々に的確に浸透定着する。これが産業

構造上の変化に由来する場合は、きわめて不規則で不定型、しかも家族 (家庭)機能、

家族構成員の個々を直撃することから、混乱と動揺をよぎなくさせ、家族分離や時と

して病理的現象さえ惹起させるのである。例えば、この期の著しい都市化の進行は、

人口と企業の爆発的都市集中によって、これまでの状況を一変させた。殊に産業優位

の国家政策は、生活関連会社資本の遅滞を、そして都市化に伴う土地高騰は住宅困窮

世帯を増大させた。「うさぎ小屋」で象徴される狭小で過密、劣悪、絶対数不足の庶

民住宅は無策と相まって、安価な土地を求めてスプロール化を強め、道路、交通 (鉄

道)の長距離化、混雑、渋滞を生み出し、教育、文化、医療の不平等性を助長。公害、

交通問題を一段と深刻化させた。

わが国の住宅の劣悪ぶりの代名詞は、「遠・高・狭」がすべてを物語っている。当

時の住宅需要実態調査 (建設省住宅局1969年)によると、「住宅困窮世帯」は東京圏

で54,8%と 過半数を超え、全国では47,5%と 過半数に近い。その後の調査 (1988年 12

月 1日現在)と東京・大阪・名古屋の10万世帯を対象とした調査)で も「現在住んで

いる住宅に不満を持つ人」は、51,5%に 達し、その不満率は持ち家世帯が45,0%借

家世帯で64,1%(5年前はそれぞれ 39,0%、 60,0%)こ れらの数字は住宅政策の無

能無策を立証したことになろう。同じ敗戦国の西 ドイツは、60年代には勤労者に対し

て、民間による「社会化住宅」の供給と、家賃の規制、住宅権利保障などの一連の政

策によって、住宅難はほぼ解消したといわれている。

家族集団にとっては、住居は重要な「場」で、生活の拠所である。ここを起点に対

外対内的活動と人間交流そして休息と団梁が営まれる。住居こそ家族の生活と文化を

共有し、互いに確認し合える基盤であって最低必要、不可欠の場といえる。であるか

らして、この住宅の無策無能は日本の家族の不幸であるといっても過言ではない。狭

くて高い家賃に住み、安い公営住宅の募集には何十倍もの希望者が殺到する。

新聞の社会面は、家族の荒廃と少年非行、老人の自殺、乳児の圧死、人口死産。大

阪では三畳一間に親子 7人の生活実態が報道された。正に住宅の貧困は家族集団を襲

い続けている。
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ガス・電気 (石油)を中心とする暖房、厨房、テレビの普及が際だっている。

当時さわがれた “三種の神器"(テ レビ0電気洗濯機・電気冷蔵庫)に、後から電

気掃除機と電気・ ガス炊飯器、乗用車が加わる。こうした変化は、かつての家族生活=

勤倹節約型 (耐乏と節約)か ら、使い捨てのレジャー消費型の生活 (流行と浪費)に

変質する。

経済企画庁の国民生活統計年報によると、「三種の神器」の普及は70年代で全世帯

の90%以上であったという。この時期の労働者の状況は、徹底 した労働管理と合理化

による生産性の上昇運動などは、モーレツ社員を生みだす。松下電気を例にとると

《松下の急成長は1963年民青 (日 本民主青年同盟)系の活動家を排除、経営者一体と

なって経営参加 した労働組合のあり方にもとめられる。高畑敬一「決断と排戦」によ

ると、60年代には、松下の従業員、組合員はシャニムニ働いてきた、余暇にも仕事の

勉強をし、頭から仕事のことが抜けないというモーレツ社員が多かった。その結果、

家に帰っても子どもの教育などを考えず、地域の下水、道路など山積みしている日常

生活上の悪条件を解決しよとせず、すべて妻に任すという亭主を生みだした。》
(注 23)

この時代の典型的な例であるが、こうした労働者の出現は、職場と家庭の分離とと

もに、単身赴任、モーレツ社員=夫 (父親)不在の濃密な母子家庭を出現させて “父

親なき社会"をみせつけた。さらに労働集約的な土木建築業、流通サービス業などの

伸張は、農山村の出稼ぎ労働者、学生アルバイト、パートタイマーの主婦労働を多数

輩出させる。(女性労働者は、工業社会にあっては補助的役割として、脱工業社会で

は基幹的労働力の様相を強めつつある。)

高度経済成長期における一種の国民総動員は、農村の過疎化と都市の過密化を出現

させ、伝統的地域共同体の崩壊と地域社会の連帯性の欠如、住民の無定着性とともに、

家族集団の小規模化、地域集団からの孤立化など、対外、対内的に影響を受けつつ、

その在り方も多様化するのである。

次に、この時期における労働者の家計簿から家族集団の状況を捉えることにする。

日につくのは所得水準の上昇と職業別、地域別所得水準の平準化である。貯蓄率が

高く、ぜいたく支出が目につく、即ち実収入、支出とも5～ 7%の伸張を示して、貯

蓄率が異常に高いことである。(こ れが低成長期に入ると、妻の収入を中心に、定期

収入外の収入割合が増加する。)

支出面では食料費の比率が60年代前半で減少、かわって 《保険医療費、交通通信、

自動車関係費、教育・教養・娯楽費がふえる。》
(注23)70年

代にはいると、一世帯当り

の負債残高が増えて、いわゆる契約的支出 (月 賦、住宅ローン、保険料など)が目立っ

てくる。
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ここでは国家政策が家族にどういう影響と変化をもたらしたかを、 “所得倍増政策"

をもって検証する。

所得倍増政策は、60年池田勇人内閣によって公式政策となり、72年の田中角栄内閣

の列島改造政策につながるものである。先ずそれは

《月給三倍論によって、国民全員が参加する所得倍増政策を政治目標として、経済

成長に国民のコンセンサスを定着させ、その後の20年近 く「高度成長か、安定成長

か」を内政本位の経済基調とするもので、― 経済成長に対する政治の政策的関与

は信用の創出と公共投資の増大であって、具体的には国内市場の拡大であった。そ

の象徴的な例は、東京オリンピックと東海道新幹線である。一一完全雇傭の重視で

日本国民の収入は増加 し、消費水準は上昇、衣食住、 レジャーなど消費生活の物的

内容はアメリカの消費生活の見本と、テレビ番組の影響により、 より洋式 となり、

同時に地域差が薄れた。一 消費物資の大量生産は大量消費を必要 とするために、

質素倹約を説 く「欠乏の倫理」に代って、「豊富な倫理」と「使いすて文明」が説

かれ、購買力の担い手となった若年層に受け入れ られた。一一日本国民の間に共通

の消費生活が形成され、またその共通性の意識を背景として大多数の日本国民が自

分を「中」流と分類する。平等、同質、共通の国民集団が形成された。》
(注 22)

この政策 (計画)が家族集団にどのような影響と変化をもたらしたのであろうか。

直接的には完全雇傭を謳文句に、国内購買力を上昇させるところの、大量、消費生

活様式の導入であった。賃金上昇と物価の上昇、これが家計構造と生活スタイルを一

変させた。

一方では、耐久消費財の整備確立によって、家庭電化普及と結びついて、家事労働

の合理化や省力化に拍車をかけ、これが主婦層をはじめ、女性の職場進出を容易なら

しめ性分業に若千の変化をもたらしたのである。

所得倍増政策は独占資本のためのそれであったが、この時期のもうひとつの特徴は

企業を中心とした経済機能の三大都市圏への集中である。交通、通信網をはじめとし

て、近代的重化学工業を中心とする第二次産業化 (脱工業化)と いう産業構造上の変

化である。さらに、都市集中化は家族集団に様々な問題を投げかけることになるが、

その幾つかは生活スタイル上の変化である。

都市集中は、労働人口の大移住となり、ベットタウンで代表される団地 (高層住宅=

集住形態)族を多数出現させることになる。都市社会では、社会共同消費形態を生み、

生活資材、サービス等を商品として需給を拡大させる。同時にすべてが「金」に支配

されるところの、消費生活様式をうみだしたのである。

当時の住生活 も一段と洋風化 して、机・椅子・ ベッド0じ ゅうたんが取 り入れられ
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治社会の実現にある。従 って、家族秩序 もこの体制に組み込まれることになった。

であるからして、市民革命における自由、平等の諸原理が、ただちに家父長的家族

制度を排除、解体させることにはならず、家族法の性格 も不自然な状態を余儀なくさ

せる結果となったのである。

ここで「家族と国家」の項を想起されたい。国家は 《国家の意図する方向に家族像

を想定 して、 この方向に誘導する。》という対応が具体的に確認されるのである。 こ

れまでのいかなる時代にあっても、人民の意図するところの、国家のそれとでは大い

なる隔たりを発見するのである。それはソビエ ト社会主義共和国連邦においてもフラ

ンス革命にあっても然 りである。

国家は既に確認 したように、国家社会に好都合なものをもって家族の在 り方、家族

像、家族法の体系、制度に組み込み、それをしてその目標に家族集団を誘導するとい

う図式を採 ってきた。 しか し国家は施策上、家族生活に関心を示すものの多様化する

家族集団に充分対応 しきれてはいないのである。

現在は夫と妻、親と子の独占的で排他的な関係にあるとされる核家族すらが、過去

になりつつある。加わうるに、家族の危機的要因についても有効な手立てを打ち出し

てはいない。

今日の家族問題の幾つかを取 り出すと。……。

家計中心者の欠損、離婚の増加、隔離、家出、蒸発、単身赴任、父親不在 (労働管

理・ 長時就労等)、 母親不在 (主婦労働倍増等)な どの構造欠損。家族間の役割不調

整と混乱、同不確定などの構造的障害である。統計上は離婚が際だってしる。夫婦や

親子の断層、その他乳幼児虐待と人権無視、出産・ 育児環境の不備。老人、障害者の

介護問題など、福祉を自助努力に委ねた社会では、出生率の低下とともに老人の自殺、

事故死が増加する。

子供の権利に限定 しても 《立派に生んでもらう権利、立派に育ててもらう権利、立

派に教育される権利》 これらの権利とは、生存権、生活権、教育権、福祉権に置換さ

れようが、 こういた権利す ら厳密にいって確立されているとはいえない。 こうみてく

ると、国家社会のそれぞれが、ちぐはぐな展開と不適確な施策、あるいは怠慢によっ

て家族集団を抜きさしならない状況に追い込んでいると思われるのである。

×            ×            ×

筆者は「家族問題Ⅱ」において主に経済的環境の視点から、家族集団の変容につい

て言及した。
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これは、もともと公権力から個人を解放するところの「 自由権」として注目されて

いる。

国王主権から人民主権への置換は、「主権」は手つかづのままで「国家」 という枠

組に継承された。つまり国家の構成要素たる「人民」とそのための「主権」の対内的

意識は、政治の主体は人民であること、その目的は人民の幸福と平等にある。 (と す

る個人主義的思想からすれば)その人民が形成する国家の家族秩序は、新 しい社会に

相応 しいところの自由と平等を約束するものであって、当然のこととしてそこには男

女の同等の権利が確保されていなければならなかった。 しかし、出現 した実態は、本

質的に様相をたがえるものとなっていた。例えばフランス革命 (1789年)の「人およ

び市民の権利宣言」を実定法とした「 フランス民法」(1804年)で ある。 ここには進

歩性と同時に保守性が混在する。確かに「契約の自由」「私的所有権」を「家族制度」

の支柱とする家族組織の強化はみられるのだが家族秩序、形式の上での自由、平等の

原理は完全に確立されたとはいえない。

フランス革命は、封建的諸権利の廃棄と人権宣言における基本理念の実現で、家族

内平等の原理が導入されたが、ナポレオン法典 (1804年)の成立で、革命前期の立

法と異なる家族法の強化がみられる。それは親権と夫権を強化 して、財産を資本と

する措置が講 じられ、ブルジョア家族の維持存続が意図されていたのである。

この点についてベーベル
(注 19)は

《フランスおよびフランス民法の影響を強 くうけた

国、 もしくは、その一部を改正 してそのまま受けついだ国― 多 くはラテン系国家の

民法は、まだ一般婦人にとって特に反動的である。ベルギー、スペイン、ポルトガル、

イタリア、ロシア領ポーランド、オランダ、およびスイスの多 くの諸州がそうである。

一 女子は結婚すると同時に夫の後見を受ける。民法215条 にしたがえば、彼女は訴

訟事件をもつ場合にも、夫の承諾なしには法定に立つことも許されない。

213条 にしたがえば、夫は妻を保獲 し、妻は夫に従順でなければならない。

夫は妻の持参 した財産を監理する。彼はその財産を、妻の協力と同意を要せず して

売却 し、貸与 し、抵当に入れることができる。その結果、妻は純然たる奴隷状態にお

ちいることが少なくない。》
(注20)と

述べている。ここには経営財産を保有するブルジョ

ア家族の擁護、なかんずく財産の継承を中心とする「ブルジョア家族の維持」と「家

父長的家族制度」の残滓、「妻の無能力者扱い」などが際だっている。

即ち、この種の革命の限界性を露呈 したことになるが、民法上の男女平等が実現を

みるまでには、この革命からかなりの時間 (約10年 もの)を消費しなければならなかっ

たのである。ブルジアジーを支柱とする国家であるから、私有財産と所有者間の権利

擁護、非所有者との関係を法律によって秩序づけるところの私有財産を媒介とした政
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うのが、学者によってわが国についてもいわれている。 しかしたとえば、西洋社会、

とくに今日強くさけばれているアメリカにおける一夫一婦制の危機とでは、性格がち

がうのではないかと思われる。アメリカにおいては、ピューリタニズム的純潔の価値

体系が、いまや失われつつあるのである。 しかしわが国においてはさきにもふれた如

く、一夫一婦のきびしい倫理意識は完成 していないのである。だから今日における性

秩序の混乱は、いわば封建的な性アナーキーが近代的仮面を装うている面がつよいの

であり、完成された一夫一婦制が崩壊の危機にあるわけではないのである》
(注 18)と

し

て、一夫一婦制の性格、倫理意識の相違を指摘する。

国家が求めてる家族像は、それぞれの体制に順応するものであるのはいうまでもな

い。例えば、国家が一方的に設定 した家族像に国民をして強制力をもって従属させて

も、それとは反対の方向に作用する一面 (家族集団の自己表現としての家族意識)、

即ち国家の建前に対する家族集団側の本音の部分とがあるということ。言い換えると

国家に同一化され統合される側面と、家族集団側の分離、非統合の二面性を発見する

のである。この二面性についての石田氏の論理は 《戦前、戦後のちがいは、国家ある

いは社会に対する「家」および「家族」の関係が、反対の方向を持っているというわ

けではない》として 《戦前の家が国家に連続的に統合されるという関係が、戦後には

国家の中の複数化 した集団の一つに対 して家庭が同一視し、これに統合されるように

変ったにすぎないともいえる。たまたま戦後には、一般的に経済的価値が優位をしめ

るようになったから、この集団は多くの場合企業体であり、これへの同一化が結果的

には非政治化となるにすぎない。》という。明解なる論理である。筆者は制度と実態、

そして変化 していく過程を問題にしたい。ひとつの改革、価値の転機が、家族にどん

な波紋を起こし、どう変化するものなのか、家族は、どんな状況変化にあっても、過

去の残滓を持ち続けていくものなのか。実態が先行 して制度がそれを追いかけるとい

う形は、日本のそれをして、ひとつは理解するが、そう簡単ではない。

制度は制度自体が、自己目的化するという性質を備えている。制度の動きを監視し

たり、批判し、修正改革することにおいて、制度を実態に近づける、あるいは両者の

溝を埋めるのも可能になる点を含めて、だからこそ「過程」を問題にするのである。

3)制度と家族の変化

ここでは家族集団がより大きな集団 (国家)と 同調、同一化する、あるいは社会変

革の中で標榜された理念の具現化という「過程」と家族 (法)と のかかわり (結果)を

問題にしたい。この点を検証する手近な素材として西欧の市民革命がある。
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に対して、制度に基づかない自由も存在したのである。

国家の意図する方向とこのときすでに、古き家族形態とその観念は停滞し崩壊する

過程にあった。加えて急激な都市化、欧米化の風潮は「文化生活」という形での憧憬

として、庶民の間に存在したのである。先に引用した都市中間層を基盤とする「家族」

への流れは「狭いながらも楽しい我が家」
―

と庶民に回ずさまれながら、民主化

に伴わぬ小市民的理想と現実の吐息を表現している。「家」が実態において、「家庭」

への転化するところのステップが、ここに包括されているのである。

(家庭雑誌― 婦人雑誌― の出現は、この間の「個人」の一段の主張を証明する

ものにほかならない。)では、国家ファシズムと、都市庶民の実態のズレとが、なぜ

共通の基盤を持ち得たのであろうか。

国家は 《農村共同体への連帯として、家族国家の統合のエネルギーにしようとす

る。》
(注 17)方

向と、多くの人々にとって急激な都市化は 《人間を第一集団の拘束から

自由にするのと、同時に他方で孤立化に伴う不安の増大をもたらす。》
(注 17)と

ぃう全

体の流れの中で、石田雄氏の表現をかりれば、反都市化即反西欧化という形で、欧米

帝国主義への反発にむけられたとなるのである。

公的イデオロギーと多くの人々が抱いた不安とが、両集団の共通の方向を生みなが

ら第 2次大戦の破局へ向かったと考えられる。

ここでは国家が軍国主義体制へ「家」を動員統合する形をとりながら、一方で「家」

も家庭の急激な増大傾向を含みながら、建前としての軍国日本の家族像形成に順応し、

逃避 していったのではなかろうか。

これまでみてきたように、家族集団の在り方は戦前は国家が、戦後は企業の発展が

大きくかかわっている。そして、その証が、その時代なり社会なりを背景に醸成され

た制度としてのそれである。

家族における人間関係についても、我が国と西欧とでは人格的主体性として捉えた

ときに、歴史的社会的土壌においてかなりの違いを発見する。例えば、明治民法にお

ける一夫一婦制と西欧のそれとは、後者が「婚姻の形態」を「一夫一婦制」の確立に

置き、平等と主体的な個人としての性的結合として、きちんと位置付けている (こ れ

とても短期間に確立されたのではない)のだが、わが国では、同じ一夫一婦制であっ

ても、夫婦間の平等の原則は存在しない。妻の無能力、家督相続、妻の姦通など。実

質は、一夫一婦制を公認したところの男女の差別であり、婚姻・離婚における不平等

からも「個人の尊厳と両性の平等」とはほど遠い内容になっている。

ここでは細部にわたって論究する余裕はない。「現代の家族法」をまとめられた青

山道夫氏は 《民法の一夫一婦制の確立にもかかわらず、一夫一婦制が危機にあるとい

(37)



として「国体の本義」(注 16)が全国の学校・ 教化団体に配布され、 さらにはこの国民思

想の統合を目的とする「臣民の道」(1941年 7月 )が、ともに文部省か ら全国に流 さ

れている。

国体の本義の一節には「家は親子関係による縦の和と、夫婦兄弟による横の和と相

合 したる渾然たる一如一体の栄えるところである」とし、家族全体が一体となること

で個人主義を阻止 して、一億一心国策遂行に総動員することを目的としたものであっ

た。

石田雄氏は 《都市における急激な変化にもかかわらず、依然として「家」制度イデ

オロギーの再生産が必要な修正を加えながら続けられており、またそうした「軍の選

挙区」としての農村の「家」イデオロギーが、軍国日本の支配的家族像を形成 してい

たことは一 のような公定国民倫理書をみれば明らかである》としてさらに 《昭和に

おける「家族国家」観の再編が、単なる昔のままのそれの復活ではなかったという点

である。「 ファシズム段階」の軍国日本における「家族国家」観は、一方では都市中

間層における「家族」の急速な増大傾向を含め (そ の限りでは統合力を弱める面をも

ちながら)、 他方では広 く都市化に伴って生ずる共同体喪失の「不安」、とりわけ農村

のそれを組織 しようとした》と分析する。

確かに、軍国日本のねらいは、ある意味では家族国家の再編であって、統合力を強

化 して、共同体としての不安を払拭 しようとしたのは容易にうかがわれるところであ

る。 しかし大正一昭和を通 して、都市化に伴う家族の増大という社会的変化を して、

《潜在的な傾向としての戦後における家庭の全面的開化を準備 した》のがこの時期で

あるという分析 もまた納得できるところである。

×            ×            ×

「家」が実態において「家庭」へ転化するところの意義はどこにあるのであろうか。

若千の重複はさけられない、ここで「家」の制度における「個」の問題を整理 して

みたい。家長である戸主を上位者として、その統率と支配 (身分的人格的)下に家族

が置かれるところの家族集団の秩序である。ここでは、家長の権利に対して、家族の

私権 (個々の権利)は否定される。権利意識と自己主張は、家の「和」をみだすころ

であって、上下秩序 (家族的恭順)の維持からも否認される。

であるからして、家族を構成する個は、上位の個と下位の個が存在 し、支配従属の

関係が成立する。さらに、下位の個も、それなりの序があって男と女 (男尊女卑、妻

の隷属的地位)、 長子と次子 (年上と年下)の長幼の序が存在 した。 こうした人間関

係でも、そのなかでの意志の自由を求めることにかわりはない。また制度による拘束
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新聞大衆雑誌、週刊誌、などの刊行で代表される。

まさに大衆社会の当来であろう。こうしたなかで1923年 9月 1日 の関東大震災は、

時代を超えて、江戸から東京への変質を強めつつ、あらゆる面で都市生活を近代化さ

せていく契機となったのである。

それでは、国家と家族との相関を、戦前と戦後のそれとはどう異なるのであろうか―。

戦前の家族は「家」として、国家統治機構の末端に組み込まれていたのは、前述の通

りであるか、ここで再確認したいことは以下の点である。

明治の家族国家は家をもって支配原理とする国家で、制度としては、明治民法の法

的家族像がすべてを象徴する。

この点について、鵜飼信成氏
(注 14)は

《明治憲法には家族制度に関する規定は何ら定

められていない。》としながらも、《その下での法制は、まさしく明治憲法の精神を

体現した家父長的権威主義的家族制度であった》としている。制度的連続性とは別に、

制度そのもの即ち、明治民法における財産法の分野=青山道夫氏「現代の家族法」に

よると 《総則・物権 0債権編では、資本主義社会の発展に対応する個人の自由な人格

性を中心とする近代民法の原理はいちおううけつがれている。

親族・相続編はこれと異なり、近代市民法とは異質な精神の上にきずかれたことが

特徴である》としている。このことからも明治民法は家族国家理念を主体としながら

も、一方では近代国家法を加味したところの混成の所産で、矛盾と特異性を包摂して

いたということになろう。

青山道夫氏はさらに、(和辻哲郎「風土」を引用して)《 〔「忠孝一致の主張が、理

論的にも歴史的にも多くの無理を含むことは一見して明らかである。家の全体性は決

してそのままに国民の全体性ではありえない。一 連帯性の構造が両者に於て異なっ

ている」と批判されつつ、この論理をこえた矛盾的存在がわが国民の特殊的存在の仕

方であったと論じられた〕しかし、じつはこの特殊的存在の仕方が問題なのだ。》と

している。

こういった特異性 (特殊的存在の仕方)と ともに、すでに1920年 の国勢調査では、

核的家族が最多の家族形態として登場している事実。さらには、都市中間層、労働者

の増大、大正デモクラシー、大衆社会当来などを組合わせると、家族国家における

「家」は、実態においてすでに崩壊が始まっていた。つまりそれは、資本主義社会の

進展に伴うところの家族主義の後退であって、家父長制家族解体の始まりであるとと

もに家族機能の変化、内面的構造の変化などは、家族生活の近化への進行を意味して

いた。

このような状況の変化について、例えば1937年 (昭12)5月 に思想教化の運動指針
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登場と結びつく。特に「表 2」 の主婦層を対象とする婦人雑誌=「家庭雑誌から婦人

雑誌」への変化は、同氏の論旨によると 《伝統的な「家」が、実態においては都市中

間層的な「家庭」への転化 して行こうとする傾向》
(注 10)を

反映したものとして促えて

いる。

「婦人雑誌」は 《家庭雑誌当時よりも、一層家庭の国家からの遠心化が進行した点で

ある。日露戦争後のナショナリズムの交代と、「大正デモクラシー」の時代思潮の中

にある国家からの自由への志向と、早熟的な大衆社会に伴う「私化」の進行とが相乗

効果をもたらして、家庭の国家からの、あるいは社会からの逃避傾向を生みだす。

「狭いながらも楽 しい我が家」という歌の一節は、小市民的閉鎖性をみごとに示 して、

今日のマイホーム主義の先駆をなしている。》
(注 11)と

して、 きわめて明解な論理を展

開する。同氏は「家族意識」が量的に増えつつあった都市中間層の自己表現とみてい

る点と、 《普通教育の普及―修身教科書の改討―中央報徳会をはじめとする「教化団

体」の整備、「国民道徳論」の流行という全体の流れの中で、「家庭」意識の素直な自

己表現は困難となり、「家」意識によって排除され、あるいはその中に包摂されよう

とする。》としている。こうした家庭観念の発展を困難にする条件の中で、より意識

的に「家庭」の名を冠して、「家庭雑誌」という題の雑誌を発行したのは、社会主義

者堺枯川 (利彦)であった。第 1号発行が1903年 (明治 6年)4月 3日 である。この

同じ月に国定教科書制度が確立したことや、日露開戦前夜の世論の時期だったという

点は興味深い。堺は社会主義実現のためには、最も基礎的な社会結合の単位を「家庭」

からはじめなければならないと信 じていたというのである

`注

12)(時
間のずれを念頭

に)家庭の遠心化傾向に対 して、婦人雑誌の出現は、個人としての女性の「家」から

の遠心化傾向としてとらえている。加えるに、大正一昭和時代を友映して 《順応と閉

鎖的家庭》が支配的であったとして、《婦人公論に代替されるインテリ的な家族像に

おいては、理想追究、夢へのあこがれと現実の悲哀、それに伴う幻滅という試行錯誤

がみられる。》

「表 3」 では、平塚雷鳥、市川房枝らの婦人開放運動とともに、働 く女性の進出、友

愛会婦人部の設置、全国小学校女教員大会、自動車会社の女子車掌の採用、デパート

店員の制服、簡易服アッパパの流行などは、この間の状況を証明する。以上を表面と

すれば、その裏面は「女工哀史」であろう。

全体としては俸給生活者の増大、職業婦人の増加、大学・専門学校の拡張 (表 4)

などは大正期の経済発展に伴うもので、大学卒業生の増加とともに、知識階級の「失

業」という社会問題をも包含する。

この時期の方向は、「表 3」 の浅草オペラから映画へ (人気スター投票)、 流行歌、
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ハイカラ節。金色夜叉の歌流行

平塚らいてう。中央公論に新
しい女を宣言。婦人問題につ
いての関心を高める。

カチューシャの唄流行。

友愛会に婦人部設置。同年 8

月「友愛婦人」創刊。

浅草オペラ人気。

全国小学校女教員大会 (最初の
女教員集会)。 この年のス トラ
イキ398件 を数える。

米騒動勃発 (富山県)以後 1都
3府 32県に波及。

平塚らいてう。市川房枝 ら「新
婦人協会」結成。

三越女子店員の制服を制定。

1909年 (M42)

1911年 (M44)

1913年 (T2)

1916年 (T5)

1917年 (T6)

1918年 (T7)

1920年 (T9)

1921年 (T10)

週刊朝日・サンデー毎日創刊。
この頃文化住宅 。文化カミソ
リ。文化生活がもてはやされ

「文化」の言葉がさかんに使わ
れる。(小市民的家庭へのあこ
がれを表現)

関東大震災(M7.9)

簡易服アッパッパ流行。

文芸春秋創刊。

「月は無情」「ストトン節」流行。

細井和喜蔵「女工哀史」刊行。

大衆雑誌キング創刊 70余万部
売りつくす。

スター人気投票 (キ ネマ旬報 )

女優第 1位 岡田嘉子、男優第
1位 阪東妻二郎。

オギノ式避妊法が婦人之友に
掲載。論議をよぶ

1922年 (Tll)

1923年 (T12)

1924年 (T13)

1925年 (T14)

表 3「表 2の関連事項と世相」

(日 本の歴史 ― 昭和史 より)

表 4「大学・専門学校卒業生の就職状況」

大原社研「 日本労働年鑑」1930年版 31年版より (日 本の百年)

「表 1-1」 は同氏の文章を表に置き換えたもので、これによって一定の教育と定収

をもった人々 (サ ラリーマン)の増え方がうかがわれる。「表 1-2」 は1926年 (大正

15年)度の中学から高等師範一 大学までの学校数、生徒数を把握 したもので、「表

1-1」 と比べてもらいたい。関東大震災から3年後の状況である。

1923年 (大正12年)夏の東京各新聞紙の発行部数は、報知新聞 34万部。国民新聞

30万部。東京日日24.5万部。読売 10万部。万潮報 10万部。時事新報 30万部。東京

朝日24.5万部 (昭和の歴史P.271)と なっており、これなどは、労働者の増大、都市

新中間層
(注 9)<早

熟的な大衆社会>を中心的販路とするところの週刊誌や大衆雑誌の

卒 業 生 数 就 職 者 数 就  職  率

1925年 (T14)

26年

27年 (S2)
28年

29年 (S4)
30年 (S5)

人

9,028
15,151
12,794
17,018
22,959
24,002

人

6,132
8,957
8,301
9,171

11,525
11,488

66,6
59,0
64,7
5 3,9

5 0,2

4 2,3
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家 庭 雑 誌 婦 人 雑 誌

雑  誌  名 創  刊  年 雑  誌  名 創  刊  年

家 庭 雑 誌

家 庭 之 友

家 庭 週 報

家 庭 の し る べ

家 庭 新 報

家 庭 文 芸

家 庭 衛 生

家 庭 講 話

家       庭

家 庭 パ  ッ ク

1903年 (M36)

1904年 (M37)

1906年 (M39)

1907年 (M40)

1908年 (M41)

1910年 (M43)

1912年 (M45)

※ 世 界 婦 人

※ 「婦 人 之 友 」

婦 人 公 話

主 婦 之 友

婦 人 倶 楽 部

厨 川 自 村
近 代 の 恋 愛 観

倉 田 百 三

「愛と認識 との出発」

1907年 (M40)

1908年 (M41)

1916年 (T5)

1917年 (T6)

1920年 (T9)

1921年 (T10)

遮二無二侵入 した。家族すなわち国家、国家すなわち家族という形式論理に、忠孝と

いう道徳を、家長に尽す孝と天皇 (国家)に尽す忠として、国家道徳「忠」が家族道

徳「孝」の上に据えられて、国家と家族の一体化が図られた。

なお同氏は、明治末から大正、昭和の過渡期の特質を、家庭雑誌から婦人雑誌への

変化を通 じて検証されている。 ここには、家族国家における「家」という体制に対 し

て、都市中間層、労働者階層の拡大という実態を背景とした「家庭意識」の流を把握

することができるのである。

筆者は同氏の資料をあえて増幅、別の資料を加えて図表 (表 1か ら表 4)と した。

表 1-1「中学生 0高等女学高生徒の

変化とサラリーマンの状況」 表 1-2「学生数の増加」

明治未年 大正未年 倍率

中学生徒数
人

128,000
人

316,000
倍

2.5

高等女学校
生 徒 数

人
75,000

人
326,000 4倍強

サラリーマン 東京市有業
人口の5.6%

21.4%

※この表は「現代政治の組織と象徴」P.298の
文章をまとめたものである

表 2「家庭雑誌・婦人雑誌創刊」
1903年 ～ 1921年

「現代政治の組織と象徴」より引用  ※印は筆者付記

1926年 (大正15年)

種 別 学校数 生 徒 数

校
校

校

等
校
校
校
校
校

学

自
　
　
　
　
　
　
　
　
叫子

・
学
喘
昔国
十
学
学
学
解

学

‐
女
　
　
　
　
　
礁

範
等
科
子
業
門
等
割

中
師
高
実
女
実
専
高
高
大

518 &
102

663

189

853

139

31

4

37

316,759  
48,647

299,463

26,745

233,433
73,909
18,107

2,719
52,786

学制有年史 (昭和の歴史(I)P.277)
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いたらしめたものである。ここにおいては、家族個々の人格よりも、家長の権威をもっ

て統率されるところの「家」を主体とした人間関係である。

家族と国家の関係は、「国」を主とし「家」を従とする。「家」の総本家が皇室であっ

て、天皇は慈父、皇后は慈母、国民は赤子
(注 5)と

して位置づけられた。また総本家の

下にそれに従うべき家を配置して、その「家」はまた家長により統率されるものであった。

「現代政治の組織と象徴」をかかれた石田雄氏
(注 6)は

井上哲次郎氏の「我が国体と家

族制度」を引用して、天皇制国家における家について次のように述べている。

《「一つの家族の中に¨̈ 中̈心点と見るべき家長があって、一家族を統率して行くや

うになってゐる」ような「家」は、「綜合家族制度」としての国家、すなわち「個々

の家族が集まってさうして日本全国を総体として見ると一つの大なる家族制度ができ

て」国家をなしている。その国家に整合的lヒ 包摂されると考えられる。》

《そのような体制の下では「家」における孝は、そのまま「綜合家族制度」としての

国家に対する忠と連続するものと考えられる。》

井上哲次郎氏の表現をかりれば『 一家族内に於て家長に孝を尽す精神を、一国内に

推拡めると伝ふと、それが矢張天皇に対する忠となるのであります。併し此忠と伝ふ

ものは、亦孝とも伝へる訳であります。何故ならば、天皇は日本民族の家長の地位に

立って居られますからして、一家族に於ける家長に対する本務と同じ様に天皇に対し

て忠を尽す次第でありまして、此忠は即ち孝と同じ物であります。そこで忠孝一本と

伝ふ民族的道徳の教が、古来伝はって来て居る次第であります。』
(注 7)こ

の時代 (戦

前)の家族国家における「家」を建前とすれば、市民社会における「家族」は都市化

の進展に伴なって現れてきた、都市中間層を基礎とした個人主義的家庭のそれであっ

て、当時の農山村状況を除外すれば、本音の部分といえる。この間の状況を石田氏は

仮説として 《家庭が非政治化する方向をとる場合と「家族国家」に包摂される場合と

(実はこの両方に同時的にもありえたと思うが)の双方について、「家庭」が政治的社

会において果した役割は、後に詳述する「甘え」
(注 8)と

ぃう基礎的態度を培養する上

で、大きなものがあったと考えられる。

「家族国家」観のイデオロギーの外見的整合性にもかかわらず、「家庭」の非政治

化傾向は、戦前にも都市化の進行とともに、潜在的には増大していったのではないか

という点である。そうでないと、戦後における非政治的「家庭」の急速な展開状況は、

戦後の急速な変化だけからは十分説明 しつくせないように見える。

そして、家庭が非政治化する場合においても「甘え」の態度の培養によって、政治

的社会化の担い手であることにはかわらなかった。と述べている。

この家族国家にあっては、「国家権力は家庭の扉の前で止まる」 ことはなかった。
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親の権威を国家が代行するものであるとし、国家が国際主義的であれは文明にとって

利益となるが、国家が自国本位で軍国主義的であるかぎり、それは文明にたいする戦

争の危険の増大をあらわすと警告 している。 (結婚と道徳)》 みすごせない指摘である。

特に国家によるところの直接的な子の保護とか、義務教育化の場合は、国家自体の

在り方が厳 しく間われることになるのである。

但 し、「教育」はいかなる場合にあっても、国家のものではない。 あきらかに国民

のものであるのは言 うまでもない。

2)「家」と「家庭」

「家族問題」(I)でふれたように、我が国の家族像についてみると、明治から現

代にわたって、複数の形を発見する。ひとつは明治民法のそれであって、ふたつは第

二次大戦後の現代民法のそれである。

前者は、「家」「戸主義」「家督相続」で象徴される家族制度で、家長たる戸主に統

率された家族 (家父長制)である。家族はこの家を通じて管理統制される。換言する

と、国民は家を支配原理とした家族国家に綜合統一されるのである。これは明治維新

以降の絶対主義的天皇制の国家機構を反映するものにほかならない。

明治維新の著者である遠山茂樹氏
(注 4)に

よれば家父長制こそ、天皇制の社会的、思

想的基盤であったとして、 《すでに江戸時代後期、商品経済の発展によって、農村に

あっては、村落共同体は解体し、封建的な家族形態は分解しつつあった。この分解を

法によって阻止 し、あらためて家を単位に農民を把握しようとするところに、 4年 4

月の戸籍法の配布および徴兵令の戸主免役の意義があった。

戸籍法の当初の目標は、一面では「四民平等」の精神にもとづいて士族も平民も同

一戸籍簿に編入したが、他面では、1日幕時代の農民の土地緊縛に代わって、すべての

臣民を戸すなわち家に帰属せじめ、それを統轄する戸主一戸長一地方官という人民統

治の系列を確立することにあった。従来武士および格式のある富商 0地主にのみあっ

た戸主権 (家長権)は、この法によって、一般庶民にまで適用・強制された》

以上は明治前期 (1871年<明治 4年>太政官布告戸籍法における戸籍制度)に関す

るくだりである。これは、戸籍法制定が戸主権設置と一体化して、家を単位とする人

民統治の系列を確立すること。さらには、これを基盤に天皇制国家構造のもとに、天

皇の権威を強調する支配体制の理念として「家族国家」が据えられているのである。

そもそも「家族国家」とは、国家をひとつの家族とする思想で、近代儒教の家族主

義を採用、これに西欧流の社会有機体説と結びつけ、家族制度としての国家観にまで
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とは、家族を活性化するばかりでなく、国家の行政能率のためにもプラスである。

「国家権力は家族の扉の前で止まる」というのは、このような意味においてである。

かくして選択された家族像に基ず く家族法は、現実の多様な家族関係はもちろんのこ

と、選択された家族像とも全 く同一のものではない。それは、国家が現実の家族関係

をその方向へと導 こうとする政策の目標である。

国家は、家族に関する紛争が起 ったばあいには、これをもって判断 し、そのことを

通 じて目標を実現 しようとする。また家族に関する具体的な施策は、この目標、すな

わち法的な家族像を前提として立案され、実施されることになる。》

引用が長文にわたったが、これからの思考の筋道として参考にさせていただくため

に、若干の分析を試みたい。

その第一点は、この論文のこの箇所は同氏が指摘しているように、ポルタリスの民

法典序論を素材とした家族法の体系にふれたくだりである。特にフランス革命後にど

のようにして、近代的な家族像をもととした家族法がつくられたかという点で、この

ことから家族と国家との相関を窺うことができるのである。(後述の「制度と家族の

変化」の項参照)

第二点は、近代家族像は多様な家族の在り方のなかから、国家に好都合 (新国家の

基礎としての要求に合致したもの)な家族の在り方を取捨選択した。それは新しい社

会と国家 (自 由平等の市民社会を建前とする)の要求に、基本的に抵触 しなければ、

その枠の範囲において家族関係の自律を認めたこと、従ってそれは国家が意図すると

ころの政策目標に現実の家族関係を誘導することにある。

故に 《国家と家族との関係は、国家の意図する方向に家族像を設定して、この方向

に誘導する》のであって、これは大方の国家に共通する。

但し我が国の場合は 《国家と家との一体性》のもとに、政策的にも目的々にも、強

力に推進 したという特殊的な事実が存在するのは言うまでもない。今日、国家が家族

生活に積極的に干与するのをみると、西欧諸国では社会保障制度とのかかわりからで、

行政的家族法が社会保障的立場から法制化されるという点である。

言いかえると、社会保障計画に基づいて家族を国家の重要な単位と定めて、公的家

族法をして、それまでの私的家族法をあらためたという点につながる。

以下余談になるが、現代家族法の著者青山道夫氏によると 《イギリスの学者たちは、

国家による義務教育をもって近代国家の家族にたいする大きな任務であり、救貧法以

来の伝統が結実した国家扶助法と同じ程度に評価されるべきものとみている。この義

務教育にきわめて批判的なのはバートランド・ ラッセルであ
.る

。彼はこれをもって父
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て、政治の権力が主権であるとされている。

換言すると、公的領域たる国家が、私的領域たる家族に関与することにおいて、国

家存立の諸条件を整え、且つ国家社会を持続するための社会的生産関係を保守する。

家族は国家政策の対象とされ、公権力が機能 して国家に従属することになる。同時に、

国民として表現される家族の生活保障は、公約という名のもとに統合される。家計は

企業生産と綜合されて国民経済を構成 し、国家はその管理を強める。

形式的には、市民的自由の体制をとりつつ、現実は支配・非支配に三分化され、前

者が後者を統制し、その支柱としての機関が国家とされるのである。

現在この地球上には約 172の独立国家が存在する。民主化の程度、社会・経済の格

差はもとより、国民生活の高低を別にしても、資本主義国家群、社会主義国家群、あ

るいは発展途上国と先進国といった体制の相違とともに多様な国家が生き続けている。

そしてそのそれぞれが一定の領土を保有し、国民経済を土台として、 《地域権力の単

一性や物理的強制力の独占》
(注 1)を

保有 しながら、説得と合意を建前に運営されてい

るが、結果的には強制力がすべてにわたって作用することになる。国民のいない国家

は存在しない。家族の歴史は古く、且つ普遍的な集団として常に重要であった。それ

が故に、国家社会は家族の在り方を定めその自律を認知して、 《家族内の生活を規制

し、外部社会と関連を規定する淮則ないし様式としての「家族制度」を作りあげてき

た。》
(注 2)っ

まり「家族制度」とは、国家や地域社会等の諸集団が、家族の機能、構

成について秩序づけている制度にほかならない。

利谷信義氏
(注 3)は

国家と家族の関わりについて以下のように述べている。

《新 しい社会における立法者の役割は、まず多様な家族のあり方の中から、新 しい社

会の、 したがってまたそれをになう国家のあり方に好都合な家族のあり方を選びとる

ことである。それはすでに、古い社会の中からその姿を徐々に現わしつつあることが

多い。

そうでなかったならば、国家の力がどれほど強 くとも、衰えていくものに真に力を

与えることはできないし、まして無から有を生ずることはできない。立法者 は次に、

この選びとった家族関係の基本的な構造を分析 しなければならない。新 しい社会と国

家の立場から、そのすべてを肯定できるものでもない。

そこには、新 しい社会と国家の基礎としての要求にもとず く取捨選択、および修正

のための価値判断が働 く。また、家族関係のどこまで介入すべきかの判断にも迫 られ

る。

新 しい社会と国家の要求に基本的に抵触 しないかぎり、家族関係の自律を認めるこ
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「家族問題」―その現象とこれから一(Ⅲ )

高 梨 冨士二郎

1)家族と国家

私は家族問題 (Ⅱ )において、ソビエト社会主義共和国連邦における「家族」主に

「家族不要論」から「家族強化論」への変質過程を論述するとともに、家族自体 (我

が国を含めて)の今日的変容と問題点について言及した。特に後者については経済、

社会体制の違いを超えて散見される現象である。同時に現代社会が抱え込んでいると

ころの官僚制化、疎外と差別、個性の喪失という問題をも内包 している。

家族の問題は、社会全体との関連から、機構と制度、企業と個人、家族の中の男女、

親と子、旧態勢の残滓を含めて複雑な展開を示す。なかんずく、その根本は国家社会

とのかかわりである。家族問題 (Ⅲ )で は、家族と国家とのかかわりを鮮明に映しだ

したソ連、我が国のそれらと対比しつつ、家族の在り方とその方向を追求してみたい。

×            ×            ×

マルクス主義的論理から「家族の在り方」を捕捉すると、《社会制度としての「家

族」(一夫一婦制)は、階級社会と私有財産制を基盤に成立したのであるから、 これ

が一掃されたときは、解体消滅する運命》にあるとされた。同様に「国家」について

も 《共産主義的生産関係が達成されて、社会全員の利害の一致とともに、各人が能力

と欲求に応じて、社会に貢献し、生産の分配にあづかるようになれば、国家は不必要

となって、おのずから死滅する運命》にあった。ところが、ソビエト社会主義共和国

連邦は、これとは全く異なる進路を選択した。それどころか「社会主義的家族の倫理

が強調され、且つ家族を強化することは、つねにソビエト国家のもっとも重要な事業

のひとつである」とまでいわしめている。

かつて「社会主義のもとでは家族は死滅する。子の共同養育と妻の生産参加によっ

て、家族の死滅はすでにはじまっている」として個々の家政、家事のすべてを社会化

する計画を掲げたところの同一国家が、一転して家族強化策に到った経過をたどると、

そこには、家族集団の在り方、存廃自体が、国家によって大きく左右されたという事

実が浮上する。

通例、国家とは社会生活を権力に基づいて統制する組織体であって、社会構成員の

一部が他の部分を統制するための組織にほかならない。従って、この統制が政治であっ
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(Ⅳ)結 語

Steiner氏 が頭の中に描いていたPascalの構図はどんなものであったかは知ること

が出来ないが,筆者の場合では (Fig.20)曲 線の内部にあるK点 の数は27個 で,従 っ

て曲線の外部にあるK点の数は33個である。また Fig.20で は曲線は円を使用したが,

これは円は互に垂直な直径の方向に伸縮することにより,どんな形の曲線にも描 くこ

とが出来るからである。

以上で本論文は終る。
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また Fig.19(1)に おける辺 3-4,2-5,6-1の 交点は

SO=Sl≡ S7

K(|:::|)((03)(11)(51))==K(|::::)((01)(71)(13)}

≡三K(1::::){(12)(52)(73))==K(1::3)|{(02)(53)(72)}
である。よって曲線の外部にあるK点の数は Fig.19(1),(2)か ら30個 であることを知

る。 Fig.19(3)は 一つの頂点とD点とを通る直線と,あ る辺 とある´線 との交点 との

関係を示 したものである。

Fig.20(1)は 曲線の外部にあるK点は33個 である。 Fig.20(2)も 曲線の内部にある

K,S点 を明示するため図形を拡大 してある。また´線の一部も省略 してある。 これ

は線の太さのため,K,Sが 明示されないのを避けるためである。

(19)



(Ⅲ )Pascalの 構図

円錐曲線上にある6個の点から得られる60個の´線の作る図形をPascalの構図と

いう。この60個の´線上にある20個のS点,60個のK点を限られた紙面上に書き表

はすのが筆者の目的である。数学者 Steinerは その方法を知っていたと伝われている

が,そ の方法は現在伝えられていない。

60個のK点及び20個のS点を大きな紙面に表わし,こ れを紙面外の点から射影 し,

これを適当に切断すればいくらでも小さい紙面に表わすことが出来るが,曲線の内部

にあるK点 S点が余り接近すれば無意味になる。それを避けるためには曲線上に 6

点を適当に定めることが必要である。

以下の方法はすべて筆者の案である。第 1案は前に述べた4組の3D点が一致する

場合である。この図形は興味深いので筆者の原案のままこれを加えた(Fig。 19)。

Fig.20は 第 2案である,こ れはどのD点も一致 しない場合である。

Fig.19(1)は´線の作る模様に重点をおいて表わし,Fig.19(2)は 曲線の内部にある

K,S点を表はすために内部を拡大して示した。Fig.19(1)の 辺 1-4,2-5, 3-
6の交点は

SO≡ S3≡ S5=S9
であり,

K(|::::){(06)(34)(95)}:=:K(1:::)|{(16)(24)(45)}

≡三K(::1,I){(76)(64)(85)}==K(|:::|)|{(05)(35)(55)}

=:K(I:::)|{(36)(56)(96)}==K(|::::){(04)(54)(94)}

である。よってこの場合曲線の内部にあるK点は30個であるが,点 Ssは不定である。

辺 1-4,2-5,3-6が 一点で交はらない場合は第 2案に移行する。

尚,Fig.19(1)において辺 1-2,3-6,4-5の 交点は

S4=S8≡ S9

で,同時に

K(|::;:){(42),(51),(92)〕 :=:K(|::::){(43)(81)(93)}

=:K(|::::)((41)(82)(52)}==K(l:::|){(53)(62)(31)}

また Fig.19(1)に おける辺 2-3,1-4,5-6の 交点は

S2≡ S3=S6
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第 (i),(五 ),(■ )群に属するψ線上にあって,第 (市)群に属する´線上にない

30個のK点から上にあげた21個のK点のうち, 3個のK点

K(81:り ……{(05)(35)(55)};K(1:ふ り……{(13)(64)(92)};

K(:::)・ … {(33)(76)(92)}

は曲線の内部にあり,残 りの6個のK点

・{(02)(31)(45)};

Kti`:り ……((04)(54)(94)};K(:18り ……((05)(35)(55)};

Kt::3り ……{(06)(31)(91)};K(1::り ……((36)(96)(56)}

は曲線の外部にある。以上を綜合して曲線の内部にあるK点の数は最 も多い場合は

30個 ,最 も少い場合は24個である。尚 Fig.18(1)は 3本の′線 (54),(55),(56)

が互に 60° で交る場合である。Fig.18(2)は 6個のK点のうち 2個 が曲線の外部にあ

ることを示 した。
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前述 した曲線の外部にある30個のK点を除いた30個のK点のうち,次の 21個のK点
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;K(I::::){(04)(23)(75)}

;K(|::::){(13)(36)(65)};

;K(::::|){(15)(46)(54)};

;K(|:::|){(25)(36)(71)};

;K(|::::){(35)(43)(66)};

;K(13:::)((54)(75)(86)};

;K(I:::|){(14)(26)(55)};

は曲線の内部にある。円に内接する正六角形の場合には残り9個のK点全部が曲線の

内部にある (Fig.17)。
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イ)(::'),´ク(:::)上のK点は

だ(::')……{(41)(52)(82)}
だ(1':)……{(06)(63)(82)}
だ(3::)……((34)(73)(82))

(́1,:)上のK点は

K(1ぅ こり……{(14)(74)(93)}

……{(24)(72)(83)}

・・…・{(53)(83)(91)}

・・・・・・{(16)(62)(83))
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で,合計30個のK点は曲線の外部にある。尚上のK(ぅ ::り
・̈ ・̈{(06)(21)(41)}

は´線 (06),(21),(41)の 交点であるK点を意味し,Kは前出のK点であるこ

とを示す。また第 市群のψ線上あるS点 10個 は曲線の外部にあり,残 りの10個 のS

点は曲線の内部にあるが,他の30個のK点は曲線の内部にあるとは限らない。

曲線上の六点 a,b,C,d,e,fは 曲線を六個の部分に分つ,二個の´線が Fig.16(1)

のように曲線を切るときは,二個の´線は曲線の内部で交るが,Fig.16(2)′ (3)の よう

に曲線を切るときは´線は曲線の内部で交るとも外部で交るとも定められない。また

Fig。 16(4)の ようにψ線が曲線を切るときは交点は外部にある。
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である。45個のD点のうち,曲線の内部

にある3D点
多
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また曲線の外部にある3組のD点
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とがある (Fi9.15)。 併 し2組が一致

して,3組 が一致 しないことはない。

即ち二組が一致すれば,残 りの一組 も

一致する。

(3)曲線の外部にあるS, K点
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か

(2)´ 線上にあるD, S,K点 の位置関係

´線上にある3個のD点は´線を 3個 の部分,即 ち 3線分に分つが,そ の一線分上

にはK点,S点は存在 しない。残りの二線分上にD点をはさんで
,

DKD SKKD

DKSDKKD

の順に存在する。便宜上前者を第一種のψ線,後者を第二種の´線と呼ぶ。尚,

KKDDKD S

KDDKD SK

S KKDD KD

は第一種 ,

KKDDKSD

SDKKDDK

は第二種である。第二種のψ線は24本で ,

(01)一→(93)―→ (32)一→(01);

(06)一→(95)一→(34)一→(06)

(13)‐―→ (81)‐―→ (23)一―→(71)一→ (4

(16)一―→(85)一一→(24)一→ (76)一→ (4

(51)===主 (53)(52)==2(52)

(54)一―→ (56)――→ (55)――→ (54)

で,第一種の´線は36本で ,

(02)一→(92)一→(31)一→(03)一→(9

(11)一一→(83)一→ (22)一―→(72)‐―→ (4

(12)一―→(82)一―→ (21)一―→ (72)一―→(4

(25)一―→(74)一―→(46)一一→(65)一―→(1

(26)一―→(75)一→ (44)――→ (66)一―→(1

(()4)―一→(96)一→ (3.5)―――→(()4),

(05)一―→(94)一―→(36)――→ (05)

3)一――→(6

51)一   (16

1)――→(3

2)――→(6

1)――→(6

4)一―→ (8

5)―――→(8

1)―→ (13)

4)―――→(16)

3)―一→(()21)

2)一   (1 1)

3)―一→(121)

6)――一>(25)

4)――→(26)

(11)
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(i)曲線の内部にある 3個のD点

を通るψ線は三本で

(06)一―→ (95)―→ (34)

一一)(06)

尚,――→ は,1-→ 2-→ 3-→
5-→ 6-→ 1な る置換によって

移行することを意味する。

(五 )内部にある 2個のD点 と外部

にある 1個のD点を通 る´線         ::V・
:V

は 12本で

(43)一→(61)―→(13)一→(81)一→(23)一→(71)一→(43)

(02)一→(92)一→(81)一→(03)一→(91)一→(33)一→(02)

(■ )内部にある 1個のD点と外部にある2個のD点を通る´線は 27本で

(04)一→(96)一→(35)一→(04)

(05)一→(94)一→(36)一→(05)

(54)一→(56)一→(55)一→ (54)

(25)一→(74)一→(46)一→(65)一→(14)一→(86)一→(25)

(24)一→ (76)―→ (45)一→(64)一→(16)一→(85)一→(24)

(26)一→(75)一→(44)一→(66)一→(15)一→(84)一→(26)

(iv)外部にある3個のD点を通るp線は12本で

(11)一→(83)一→(22)一→(72)―→ (42)―→(62)一→(11)

(12)一→(82)一→ (21)一→(73)一→(41)一→(63)一→(12)

(01)一→(93)一→(32)一→(01)

(51)=(53)(52)=(52)

上の (i)(五 )(i)群 に属するψ線は曲線と必ず交るが,(m)群 に属する´線

は曲線と交 らないとはかぎらない。

正六角形の場合 (Fig.11)を 見れば (市 )に属する18個 の´線 は曲線 と交 らない。

但 し6個の´線 (01)(32)(93)(51)(52)(53)は 無限遠にあるので

Fig… 11に はない。では,曲線と交 らないψ線は最 も少い場合では何個あるか ?。

点 1=点 2,点 3=点 4(Fig.12)の場合を考へることにより,曲線 と交 らない′

線が 8個の場合がある。

点 1≡点 2,点 4≡ 点 5の場合 (Fig.13)か ら曲線と交 らない´線が 4個 あること

を知る。尚´線 (01),(32)は 不定である。

(9)



(Ⅱ )曲線とp線及びS,K,D点    ,
曲線をその平面上にない点から射影 し,こ れを適当な平面で切断すれば,円を得る

ので曲線としては主に円を用いる。またp線を簡単な記号で表はすために,二行三列

の行列を用いて来たが,更に簡単に表わしたいので,次のように一行二列の行列で表

わすことにする (表 2)。

表 2

(1)曲線と交らない´線

曲線上の六点を結ぶと15個 の直線が得られ,こ れらの交点即ちD点は45個 存在す

る。そのうち15個 のD点
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は曲線の内部にあるから,こ れらのD点を通る´線はすべて曲線と交る。これを次の

ように分類する
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S(3::),S(3::),S(3::),S(3::)

は一直線上にある。これをPliicker線 という。S点は20個 あるから,Plicker線 は 2

0×
:=15個

ある。15個 のPliicker線 上にあるS点は次のようになる(表 1)。

表 l Plucker線

1() 11 12 13 14 15

SO SO S。
（ヽ
〕 S （ヽ

） Sl Sl （ヽ
）

（ヽ
） S2 （ヽ

〕 S4 S S5

S3 Sl St S2 S4 （ヽ
） S2 St S3 S S3 S （ヽ

〕
（ヽ
〕 S6

Ss S St S6 （ヽ
〕 St S4 S7 St S8 S今 S: St St S7

S9 S S7 St S8 （ヽ
） S5 S S6 S9 （ヽ

〕 St S9 S S8

また, これ等のS点の位置関係を示したものが Fig.9である。

尚

S8==S(:::),S9==S(:::)

でま (i=0,1,2,… …… 9)に
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ついてもこれに準ずる。

以上は先賢の発表 した結果を筆

者の流技によって解説 したもので

ある。

尚,以上の事実はすべてDesargues

の図形を利用したものであるが平

面の射影幾何ではDesarguesの 定

理は証明されない。即ち Desargues

の定理 は公理 として採用 しなけれ

ばならない。

S『

Sl

(7)

F ig.9



即ち三本のCayley― SalmOn線
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は一点で交る。 ここで C=fな る置換により

となる。よって四個のS点

を通るCayley― SalmOn線

(6)Picker線

3点

S(:::),S(:::),

S(:::)

は一直線上にあり(Fig.8),こ れに

C=f

なる置換を行えば

a
d

を得るから,四個の S点

(6)
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は一点で交 る。 この点を Salmon点 といい,SL(38){(=SL(38))}で 表わす。

Cs(:::)=Cs(3::)=Cs(::3)

であるか ら,SL(3:),SL(::)は Cs(38:)の 上 にある。即 ち Cayley―

Salmon線上には三個の SalmOn点 がある。従って Salmon点 は全部で

20×
:==15個

ある,
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(4)Cayley― Salmon線

Fig..6に見られるように二点

S,(.3::):K(3::)

T′ /adCヽAkfbeノ

(5)Salmon点

三組のK点

K(3::),K(3:1);

K(3::),K(3::);

K(3::),K(3:1)

KIゆ S(1ゆ

S(雉
) re*b

は一直線上にある。ここで

d一→e,e―→ f,f一 → d

なる置換により上の三点は

S(3::),K(3::),     争([|り
Qわ

Fig.6

となり,

S(3::):=S(:::):=S(:::)

であるから,K(3::)も この直線上にある。よって四点

S(3::), K(3::), K(:::), K(:::)
′ ,1、 ´ 、

は一直線上にある。 この直線をCayley― Salmon線 といい、 これを Cs t五 ぎ¥り
で

表わすことにする。一個の Steiner点 に一個の Cayley― Salmon線 が対応するので

Cayley― Salmon線 も20個ある。
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この点をS(3::)で表わすと
S(38:)=S(8P:)=S(]::)

以后 Sま たは S′ で表わされる点 は Steiner点 を意味する。 尚、本論文で

S(3::)を S,S(3::)を S′ で表わす。

曲線上の六点から5!÷ 2=60個 の六辺形が出来るから,Steiner点 は20個 (S点

10個,S点 も10個)あ る。

(3)Kirkman点

Desarguesの図形にいおて各直線

をFig.5の ように定めると,三個の

ψ線

イ)(:::),グ'(3::),

イ)(:[:)

が一点で交わることが分る。

この点をKirkman点 という。 こ

の点をK(:::)で 表わすと

K(:::)=K(3::)

(■

=)

夕(1つ

θイ
ac

K(11:)

Fig.5

以后 Kirkman点を単にK点で表わす。K点を表わす行列は行と行の交換は可能で

あるが,列と列との交換は不可である。

グ)(::3),´ (::1),′ρ(3::);イ)(:::),´ク(3:1),グ'(3P:)

は夫々一点で交わる。一個の´線上には三個のK点があるから全部では六十個のK点

がある。
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同様にして,二直線

(104)(3・ 6);(102,506);(2・ 3),(405)

の交点 も一直線上にある。即ち

である。この二直線は点 (2)(5)を 調和に分つ。

円錐曲線 (以后単に曲線ということにする)が二直線となった場合は,300年頃既

にPappusに よって小されていた。これをPappusの 定理という。彼はどのように証

明したであろうか ?。

点 3か ら四点 0,4,2,6を 射

影 し,直線 (5・ 6)で切断 した点を

5,4′ , 2′ ,6と し,点 1か ら ,

四点 0,4,2,6を 射影 し,直線

(5・ 4)で切断 した点を 5,4,2″
,

6′ とすれば

(54′ 2′ 6)天 (542″ 6′ )

であるから三直線

(606′ ),(2′ 02″ ),(404′ )

は一点で交わる(証明終)。

ノ

Fig.3
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この点を Steiner点 という。

s′″ルc、~ヽ
こeFノ

(3)

Fig.4



こ こで

れば,曲線は

(1・ 2)× (306)十 λ(203)× (601)=0 ・・………・・・̈ …(1)

ここでλはこの二次曲線が点 5を通るように定める。また

(4・ 5)× (3・ 6)十 μ(3・ 4)× (5・ 6)=0・……… …̈…̈ (2)

は点 1を通るようにμをさだめる。 (1)と (2)は同 じ曲線であるので

(102)× (306)+λ (203)× (601)=κ {(4・ 5)× (3・ 6)十 μ(304)× (5・ 6))

となる定数κが存在する。

.・。(1・ 2)× (3・ 6)一 κ(306)× (4・ 5)=κ μ(3・ 4)× (506)一 λ(2・ 3)× (6・ 1)

(102)× (306)一 κ(4・ 5)× (3・ 6)=(306){(102)一 κ(405)}=0

を表わす曲線を考える。

κμ(304)(506)一 λ(2・ 3)× (601)=0

は二直線 (3・ 4),(6・ 1),及 び (203),(5・ 6)の交点を通る。この曲線は直線 (3・ 6)

とは一致 しないので,二直線 (1・ 2)(4・ 5)の交点を通る。即ち三組の三直線

(3・ 4)=0,(601)=0;(2・ 3)=0,(506)=0;(1・ 2)=0,(405)=0

の交点は一直線上にある(証明終)。

最后に射影幾何における証明を

しめす。

点 1か ら曲線上の点 4,2,6,

5を射影 しこれを直線 (4・ 5)で

切断 した点列と,点 3か ら曲線上の

点 4,2,6,5を 射影 し,こ れを

直線 (5・ 6)で切断 した点列にお

いて

(56′ 2′ 4)天 (562″ 4′ )

であるから,3直線 (6・ 6′ ),(2′ 02″
),

(404′ )は一点で交る。即ち三組の

二直線 (102),(405);(106),

(304);(203),(5・ 6)の交点は

直線 (2′・ 2″)上にある。この直線を

．洵
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ヽ
ノ

リ
ケ

わ
′

ヽ
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ノ
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ｔ
ヽ

´

で表わし,こ れをPascal線 という。

(2)
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Pascalの構図
Configuration of Pascal 

増田 昇

(I)緒論

「円錐曲線に内接する六辺形の三対の対辺の交点は一直線上にある」という定理，

即ち現在 Pascalの定理とよばれている定理を B. Pascal (1623-1662)が発表したの

は，彼が16オのときといはれていれが，このときの論文は伝はっていない。併し1640

年出版の彼の円錐曲線に関する論文の中には見られるという。 Pascalによってこの

定理の証明が発表されて以后，多くの学者の別証明が発表されている。ここにその証

明を 3つ紹介する。

Fig. 1のように円周上の六点をA,B, 

C, D, E, F,とし，直線AB,DEの

交点をL,CD, FA,の交点をNとし，

BD, EFの交点が直線LN上にあるこ

とを示す。点B1を円周上に BB'JLN

になるように定める。直線B'I)と直線

LNとの交点をH,直線BC,EFと直

線LNとの交点を夫々M,Mとする。三

組の四点 Fig. 1 

L,H, D, A;H,M, D, C;H,M', F, A 

t 

は夫々一円周上にある。よって

ND・NC=NM・NH;NF・NA=NM'・NH=ND・NC 

:. NH・ NM=NH • NM' 

:. M三 M'

円の場合から，この円の平面上にない点から射影し，この円錐を他の平面で切断す

れば一般の円錐曲線が得られるから，円錐曲線上のある六点について Pascalの定理

が成立する（証明終）。

以上は Enclid幾何を用いた証明である。次に座標を使った証明を示す。

円錐曲線上の六点を 1, 2, 3, 4, 5, 6で表わし，点 1, 2を結ぶ直線の一次式

を (1.2)｛三 (2• 1)｝，点 2, 3を結ぶ直線を (2• 3)で表わす。以下同様にす

(1) 
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