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昔
話
「
肉
附
き
面
」
の
背
景

―
近
世
社
会
に
お
け
る
女
性
と
生
活
―

は
じ
め
に

　

拙
稿
「
昔
話
「
肉
附
き
面
」
の
伝
承
と
蓮
如
信
仰１

」
で
は
、
昔
話
「
肉
附
き
面
」
の
話
型
分
析
を
す
る
な
か
で
「
蓮
如
」
上
人
や
吉
崎
御
坊
へ
の
寺
参
り
と

関
係
が
な
い
話
で
は
、
結
末
が
姑
の
嫁
い
じ
め
を
戒
め
る
話
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
話
型
分
析
か
ら
は
昔
話
「
肉
附
き
面
」
の
背
景
に

西　

座　

理　

恵

　

昔
話
に「
嫁よ
め

と
姑
し
ゅ
う
と
め」の
葛か
っ

藤と
う

を
描
い
た
話
が
あ
る
。
嫁
姑
の
葛
藤
譚
は
、

イ
ン
ド
の
古
い
経
典
や
中
国
の
古
典
に
も
あ
り
、
そ
の
影
響
が
み
ら
れ

る
。
嫁
が
悪
者
で
姑
が
被
害
者
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
孝こ
う

行こ
う

心し
ん

の
な
い
嫁

が
戒
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
昔
話
「
姥
捨
て
山
―
致
富
型
」
で
は
老
婆

を
焼
き
殺
そ
う
と
し
た
嫁
が
反
対
に
焼
け
死
に
、
ま
た
「
姑
の
毒
殺
」
で

は
嫁
が
姑
を
毒
で
殺
害
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
昔
話
は
、
孝
行
心

の
な
い
者
を
戒
め
る
趣
旨
や
説
話
が
基
に
あ
る
た
め
、
嫁
は
悪
者
と
な

る
。
し
か
し
、昔
話
「
肉に
く

附づ

き
面め
ん

」
は
嫁
の
寺
参
り
を
妨
害
す
る
姑
に
「
肉

附
き
面
」
の
罰
が
下
り
、
寺
院
の
縁
起
に
用
い
ら
れ
る
話
で
は
あ
る
が
、

姑
が
悪
者
と
な
り
、
孝
行
を
説
く
話
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
話
は
寺
院
の

説
教
で
も
語
ら
れ
て
い
る
が
、
他
の
嫁
姑
の
昔
話
の
よ
う
に
古
い
経
典
に

ル
ー
ツ
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
現
実
世
界
に
お
け
る
姑
の
嫁
い
じ
め
が
反

映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
姑
が
嫁
を
い
じ
め
る
話
の
背
景

に
つ
い
て
、『
官か
ん

刻こ
く

孝こ
う

義ぎ

録ろ
く

』
を
参
考
に
し
て
近
世
期
の
日
本
の
家
庭
に

お
け
る
嫁
姑
の
問
題
や
女に
ょ

人に
ん

講こ
う

の
在
り
様
を
考
察
す
る
。

１　
「
嫁
と
姑
」
の
葛
藤　

２　

孝
行
心　

３　

昔
話
「
肉
附
き
面
」　

４

　
『
官
刻
孝
義
録
』　

５　

女
人
講

論
　
文
　
要
　
旨
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あ
る
実
際
の
「
嫁
姑
」
関
係
や
、
ま
た
、
昔
話
を
継
承
す
る
人
々
の
生
活
と
の
関
わ
り
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
昔
話
は
単
独
で
存
在
す
る
も
の
で

は
な
く
、
語
ら
れ
る
時
代
や
文
化
と
関
係
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
背
景
に
あ
る
女
性
の
生
活
と
昔
話
「
肉
附
き
面
」
と
の
関
係
を
探
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
た
。

　
「
肉
附
き
面
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、お
伽
草
子
で
は
『
磯
崎
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、描
か
れ
る
の
は
正
妻
と
後
妻
の
葛
藤
で
あ
る
。『
お
伽
草
子
事
典
』「
お

伽
草
子
・
主
要
テ
ー
マ
・
モ
チ
ー
フ
稿２

」
の
中
の
「
家
族
・
社
会
関
係
」
の
項
目
で
確
執
あ
る
関
係
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
兄
弟
、
本
妻
と
後
妻
、
主
従

の
関
係
で
あ
り
、「
嫁
・
姑
」
の
葛
藤
は
み
ら
れ
な
い
。

　

延
広
真
治
「
江
戸
文
学
の
多
様
性
―
「
肉
附
き
の
面
」
を
通
し
て
見
る３

―
」
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
崔
仁
鶴
『
韓
国
昔
話
の
研
究４

』
で
は
、「
肉
附
き

の
面
」
に
対
応
す
る
韓
国
の
昔
話
と
し
て
、「
嫁
と
姑
の
葛
藤
」
に
分
類
さ
れ
る
話
型
「
姑
の
毒
殺
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
韓
国
で
は
嫁
と
姑
の
葛
藤
譚

に
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
に
お
い
て
も
丁
乃
通
『
中
国
民
間
故
事
類
型
索
引
』
に
、
太
平
興
国
二
年
（
九
七
七
）

成
立
の
『
太
平
広
記
』
四
百
三
十
三
巻
の
「
僧
虎
」（『
高
僧
伝
』）
に
、
虎
の
皮
を
被
っ
て
人
を
脅
し
、
逃
げ
る
人
が
棄
て
て
い
っ
た
物
を
得
て
生
活
し
て
い

た
僧
が
虎
に
な
っ
た
話
が
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
嫁
姑
の
葛
藤
譚
で
は
な
い
と
い
う
。

　

昔
話
「
肉
附
き
面
」
は
寺
社
縁
起
に
も
同
じ
話
型
の
話
が
多
く
あ
り
、
説
教
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
て
き
た
。
採
集
さ
れ
た
昔
話
の
中

に
も
、
寺
の
説
教
で
聞
い
た
と
い
う
話
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
話
が
寺
院
と
関
わ
り
が
深
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
話
が
経
典
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

中
国
や
韓
国
、
イ
ン
ド
に
も
類
話
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、
中
国
や
韓
国
に
は
姑
が
嫁
を
面
で
お
ど
す
話
は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で

は
は
じ
め
に
昔
話
「
肉
附
き
面
」
と
経
典
や
古
典
に
お
け
る
嫁
姑
の
葛
藤
譚
と
を
比
較
し
て
、
そ
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
昔
話
「
肉
附
き
面
」

が
一
般
庶
民
の
女
性
の
生
活
を
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
か
を
、『
二
十
四
輩
順
拝
図
会
』、『
官
刻
孝
義
録
』
に
み
ら
れ
る
家
族
、
嫁
と
姑
の
関
係
を
参

考
に
し
な
が
ら
考
察
す
る
。
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一
　
文
献
に
お
け
る
嫁
姑
の
葛
藤
譚

　

南
方
熊
楠
は
「「
磯
崎
」
に
就
て５

」
で
吉
崎
の
願
慶
寺
と
西
念
寺
に
「
肉
附
き
面
」
の
話
が
あ
り
、『
磯
崎
』
で
描
か
れ
る
正
妻
と
後
妻
の
葛
藤
が
、
嫁
姑
の

葛
藤
譚
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
南
方
は
論
考
の
中
で
、
姑
が
嫁
を
お
ど
す
の
で
は
な
く
、
嫁
が
姑
を
お
ど
す
例
と
し
て
下
総
の
匝
瑳
郡
南
条

村
大
字
虫
生
に
あ
る
広
済
寺
の
話
を
挙
げ
て
い
る
。
昔
話
「
肉
附
き
面
」
で
は
、
姑
が
嫁
を
お
ど
す
た
め
に
面
を
被
っ
て
と
れ
な
く
な
る
が
、
宗
教
者
や
信
心

深
い
嫁
の
力
に
よ
っ
て
外
さ
れ
て
、
結
末
で
は
嫁
と
姑
の
仲
が
修
復
さ
れ
る
。
一
方
、
下
総
の
広
済
寺
の
話
で
は
嫁
が
姑
を
脅
し
て
面
が
外
れ
な
く
な
り
、
そ

の
ま
ま
埋
め
ら
れ
て
杉
の
木
が
そ
の
墓
標
と
な
る
。

　

南
方
は
ほ
か
に
も
中
国
の
古
典
と
経
典
か
ら
嫁
姑
の
葛
藤
の
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
資
料
は
荘
子
の
「
室
廡
空
虚
、
則
婦
姑
勃
蹊
。」、
賈
諠
の
治
安
策

の
「
婦
姑
不
相
悦
、
則
反
唇
而
相
稽
。」、
願
子
家
訓
の
「
婦
人
之
性
、
率
寵
子
婿
、
而
虐
児
婦
。」、
そ
し
て
范
成
大
の
「
姑
悪　

并
序
」「
姑
悪
の
詩
」
で
あ
る
。

最
初
の
荘
子
の
言
葉
は
、
家
の
間
取
り
に
ゆ
と
り
が
な
い
と
、
嫁
と
姑
の
仲
が
悪
く
な
る
と
い
う
も
の
、
次
の
「
治
安
策
」
の
一
文
は
嫁
と
姑
は
互
い
に
相
い

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。「
願
子
家
訓
」
の
一
文
は
、
婦
人
の
性
質
は
婿
を
か
わ
い
が
り
、
女
性
と
子
供
を
疎
む
と
い
う
意
味
合
い
に
と
れ
る
。
范

成
大
の
詩
は
嫁
に
同
情
的
で
、『
范
成
大
詩
集６

』
に
よ
る
と
姑
悪
と
は
水
鳥
の
こ
と
で
、
鳴
き
声
が
「
姑
悪
」
と
き
こ
え
て
耳
障
り
で
あ
る
と
い
う
。
姑
の
虐

待
に
よ
っ
て
嫁
が
死
ん
で
化
け
た
と
鳥
と
い
わ
れ
る
よ
う
で
、
そ
の
水
鳥
の
声
を
き
い
た
旅
人
の
な
か
に
、
こ
れ
を
忌
み
嫌
う
者
が
お
り
、
息
子
の
嫁
が
親
不

孝
な
者
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
言
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
范
成
大
は
姑
が
悪
く
な
け
れ
ば
嫁
が
死
ぬ
は
ず
は
な
く
、
人
の
嫁
と
な
る
こ
と
は
難
し
い
、
亡
く

な
っ
て
も
こ
ん
な
風
に
言
わ
れ
る
の
だ
か
ら
と
い
う
意
味
合
い
を
こ
め
て
「
姑
悪
」
の
詩
を
作
成
し
た
と
い
う
。

　

他
の
二
例
は
「
冥
報
記
」
と
、「
雑
宝
蔵
経
」
か
ら
引
い
た
「
法
苑
珠
林
」
の
話
で
、
仏
典
関
係
の
資
料
で
あ
る
。
南
方
が
紹
介
す
る
「
冥
報
記
」
の
話
は
、

隋
の
時
代
に
河
南
人
の
婦
女
が
盲
目
の
姑
に
み
み
ず
を
入
れ
た
ス
ー
プ
を
食
べ
さ
せ
た
罪
で
天
神
に
罰
せ
ら
れ
、
頭
を
白
い
犬
の
頭
に
変
え
ら
れ
る
と
い
う
内

容
で
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
九
「
河
南
の
人
の
婦
、
蚯
蚓
の
羹
を
食
せ
し
め
た
る
に
依
り
て
現
報
を
得
た
る
語７

」
に
同
じ
内
容
が
み
ら
れ
る
。「
法
苑
珠
林
」
の

話
で
は
、
姑
に
礼
を
つ
く
さ
ず
常
に
反
目
し
て
い
た
嫁
が
夫
に
姑
を
殺
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
夫
が
母
親
を
殺
そ
う
と
し
た
時
、
夫
に
天
罰
が
く
だ
り
雷
に
打
た

れ
て
死
ぬ
。
他
に
も
、
妻
を
重
ん
じ
て
母
を
軽
ん
じ
た
業
を
背
負
っ
た
目
連
尊
者
の
因
縁
譚
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
南
方
が
紹
介
し
た
「
冥
報
記
」
の
話
は
、
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日
本
の
昔
話
「
う
ど
ん
は
み
み
ず８

」
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　
（
１
）
姑
が
病
で
寝
て
お
り
、
食
事
に
度
々
う
ど
ん
を
所
望
す
る
。

　
（
２
）
嫁
は
毎
日
う
ど
ん
を
所
望
さ
れ
て
続
か
な
く
な
り
、
み
み
ず
を
掘
っ
て
き
て
食
べ
さ
せ
る
。

　
（
３
）
す
る
と
姑
は
お
い
し
く
な
い
、
の
ど
を
通
ら
な
い
と
い
っ
て
食
べ
な
か
っ
た
の
で
嫁
が
怒
っ
た
。

　
（
４
） 

そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
教
訓
話
で
あ
る
。

　

南
方
は
嫁
姑
の
葛
藤
譚
を
中
国
の
古
典
や
仏
典
か
ら
挙
げ
て
い
る
が
、
南
方
が
挙
げ
た
「
冥
報
記
」
の
話
が
日
本
の
昔
話
「
う
ど
ん
は
み
み
ず
」
に
類
似
し

て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
昔
話
や
説
話
に
は
、
イ
ン
ド
の
経
典
が
中
国
を
経
て
日
本
に
伝
わ
り
、
そ
れ
が
題
材
と
な
っ
て
生
成
さ
れ
た
も
の
も
み
ら
れ
る
。
昔

話
「
姥
捨
て
山
」
は
、
そ
の
一
例
で
あ
り
、
内
容
は
「
孝
徳
」
を
説
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
昔
話
「
姥
捨
て
山
」
は
い
く
つ
か
の
サ
ブ
タ
イ
プ
に
分
か
れ
る

が
、
大
島
建
彦
は
「「
姥
捨
て
」
の
昔
話
の
諸
問
題９

」
の
中
で
、「
枝
折
り
型
」「
も
っ
こ
型
」「
難
題
型
」「
福
運
型
」
の
四
つ
の
話
型
に
分
か
れ
る
と
分
析
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
話
型
に
お
け
る
モ
チ
ー
フ
が
イ
ン
ド
の
経
典
や
中
国
の
古
典
に
も
み
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
「
姥
捨
て
山
」
の
「
難
題
型
」
で
は
、
国
の
掟
に
従
っ
て
老
母
を
山
に
捨
て
よ
う
と
し
た
息
子
が
実
行
で
き
ず
、
老
母
を
家
に
連
れ
帰
っ
て
床
下
に
隠
し
て

養
う
。
隣
国
か
ら
様
々
な
難
題
を
出
さ
れ
た
殿
様
が
お
ふ
れ
を
出
す
と
、
老
母
が
息
子
に
知
恵
を
か
し
て
解
決
す
る
、
そ
れ
を
知
っ
た
殿
様
は
老
人
を
捨
て
る

掟
を
廃
止
す
る
。
こ
の
話
は
経
典
『
雑
宝
蔵
経
』「
老
人
を
棄
て
る
国
の
縁10

」
に
類
話
が
あ
る
。

　
「
も
っ
こ
型
」で
は
息
子
と
孫
が
も
っ
こ
を
担
い
で
婆
を
山
奥
へ
捨
て
に
行
く
。
孫
は
次
に
父
親
を
捨
て
る
と
き
の
た
め
に
、も
っ
こ
を
持
ち
帰
ろ
う
と
し
て
、

そ
れ
を
知
っ
た
息
子
は
反
省
し
て
婆
を
連
れ
帰
る
。

　

福
運
型
で
は
、
息
子
夫
婦
に
邪
魔
者
扱
い
に
さ
れ
て
い
る
姑
が
、
嫁
の
策
略
に
よ
っ
て
焼
き
殺
さ
れ
そ
う
に
な
る
が
、
ひ
そ
か
に
逃
れ
る
。
神
様
や
鬼
か
ら

富
を
得
て
家
に
帰
る
。
同
じ
よ
う
に
す
れ
ば
富
を
得
ら
れ
る
と
嫁
に
告
げ
る
と
、
嫁
は
息
子
に
自
分
を
焼
く
よ
う
に
告
げ
て
焼
け
死
ん
で
し
ま
う
。
寺
川
真
知

夫
「
老
婆
致
富
型
姥
捨
伝
承
と
文
献11

」
で
は
、
こ
の
話
が
『
雑
宝
蔵
経
』「
婆
羅
門
婦
人
欲
害
婆
縁
」
の
類
話
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
こ
の
話
で
は
、
姑
を

邪
魔
者
扱
い
す
る
嫁
が
夫
に
頼
ん
で
、
姑
を
五
熱
炙
身
の
行
で
天
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
と
い
う
建
前
で
焼
き
殺
そ
う
と
す
る
。
姑
は
火
坑
か
ら
逃
れ
、
生
き

て
宝
物
を
持
ち
返
り
、
そ
れ
を
見
た
嫁
は
自
分
を
焼
く
よ
う
に
夫
に
告
げ
て
、
焼
け
死
ん
で
し
ま
う
。
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嫁
が
姑
を
殺
害
す
る
企
み
は
、
昔
話
「
姑
の
毒
殺12

」
に
も
み
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
姑
と
仲
の
悪
い
嫁
が
医
者
へ
行
っ
て
姑
が
早
く
死
ぬ
薬
を
所
望
す

る
。
医
者
は
機
転
を
利
か
せ
て
姑
に
優
し
く
す
る
と
早
く
死
ぬ
と
嫁
に
入
れ
知
恵
を
し
て
、
偽
り
の
薬
を
わ
た
す
。
そ
の
う
ち
姑
の
性
格
は
優
し
く
な
り
、
嫁

は
毒
を
飲
ま
せ
て
い
る
こ
と
を
後
悔
し
て
医
者
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
偽
の
薬
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
挙
げ
て
き
た
嫁
姑
の
葛
藤
譚
で
は
嫁
が
加
害
者
で
、
姑
が
被
害
者
と
な
っ
て
い
る
。
経
典
や
説
話
が
嫁
姑
の
話
を
取
り
上
げ
る
の
は
、「
孝
行
」

を
説
く
こ
と
が
主
な
目
的
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
昔
話
「
肉
附
き
面
」
の
話
は
寺
院
の
縁
起
に
も
散
見
さ
れ
、
説
教
と
深
く
か
か
わ
る
と
指
摘
さ
れ
な

が
ら
、
姑
が
嫁
を
脅
す
話
と
な
っ
て
お
り
、
古
い
経
典
を
典
拠
に
し
た
話
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
延
広
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
昔
話
「
肉
附
き
面
」
の
類

話
が
韓
国
や
中
国
に
は
み
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
話
の
目
的
が
「
孝
行
」
を
説
く
こ
と
に
は
な
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
嫁
が
姑
に
害
を

与
え
る
昔
話
が
説
話
や
経
典
に
由
来
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
姑
が
嫁
を
脅
す
話
に
は
、
逆
に
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
　
面
の
喪
失
を
語
る
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
嫁
姑
の
葛
藤
譚
で
は
嫁
が
姑
に
害
を
与
え
る
パ
タ
ー
ン
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
で
は
、
姑
が
嫁
を
脅

か
す
パ
タ
ー
ン
が
多
く
、
嫁
が
姑
を
面
で
お
ど
す
話
は
少
な
い
。
管
見
に
お
い
て
は
、
南
方
熊
楠
が
挙
げ
る
匝
瑳
郡
の
広
済
寺
の
話
と
、
小
池
直
太
朗
『
小
谷

口
碑
集
』
の
「
お
か
る
」
の
伝
説13

と
関
わ
る
、
白
馬
村
の
切
久
保
諏
訪
神
社
の
「
七
道
祭
」
の
面
に
ち
な
む
話
の
二
例
で
あ
る
。
こ
の
二
例
の
話
で
は
嫁
が
加

害
者
と
な
り
、
姑
が
被
害
者
と
な
る
が
、
必
ず
し
も
孝
行
を
説
く
話
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
「
七
道
祭
」
に
ま
つ
わ
る
話
で
は
、
某
家
の
お
か
る
と
い
う
嫁
が
姑
を
脅
す
た
め
に
被
っ
た
面
が
外
れ
な
く
な
っ
て
岩
窟
に
隠
れ
る
。
こ
の
岩
窟
は
、
大
木

の
あ
る
別
の
岩
窟
に
つ
な
が
り
、
そ
の
場
所
に
は
十
二
社
が
祀
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

千
葉
県
匝
瑳
郡
の
広
済
寺
の
話
は
、
藤
井
貞
和
「
い
そ
ざ
き14

」
で
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
藤
井
は
片
山
正
和
『「
鬼
来
迎
」
と
房
総
の
面15

』
を
参
考
に
し
て

い
る
。
本
書
で
は
広
済
寺
の
「
鬼
来
迎
」
が
「
地
獄
劇
」
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
、
劇
で
用
い
ら
れ
る
数
々
の
面
や
「
鬼
来
迎
」
の
内
容
を
記
し
て
い
る
。

南
方
や
藤
井
が
紹
介
す
る
「
肉
附
き
面
」
の
伝
承
は
、『「
鬼
来
迎
」
と
房
総
の
面
』
に
お
い
て
、
広
済
寺
の
「
鬼
来
迎
縁
起
」
を
基
に
記
さ
れ
て
お
り
、
内
容
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は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
建
久
二
年
（
一
一
九
六
）
の
夏
に
激
し
い
雷
雨
に
見
舞
わ
れ
た
後
に
空
が
晴
れ
、
突
然
真
っ
赤
な
火
柱
と
と
も
に
、
門
前
に
青
、

黒
、
赤
、
白
と
祖
母
（
奪
衣
婆
）
の
面
が
天
降
っ
た
。
寺
は
面
を
お
堂
に
安
置
し
た
。
あ
る
日
、
城
の
家
老
の
奥
方
が
子
ど
も
を
連
れ
て
や
っ
て
き
た
。
子
ど

も
は
天
降
り
の
面
を
恐
れ
た
が
、
母
親
は
木
で
作
っ
た
面
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
子
ど
も
に
青
鬼
の
面
を
つ
け
さ
せ
た
。
す
る
と
取
れ
な
く
な
り
、
角
が
生
え

た
。
子
ど
も
は
そ
の
ま
ま
鬼
に
な
り
、
村
人
は
子
ど
も
を
捕
ま
え
て
生
き
埋
め
に
し
た
。
す
る
と
、
白
い
鬼
面
が
青
鬼
の
面
を
慕
っ
て
追
い
か
け
て
き
た
。
し

か
し
、
お
堂
の
近
く
の
井
戸
に
落
ち
て
沈
ん
だ
の
で
、
白
と
青
の
鬼
面
は
失
わ
れ
た
。
い
ま
残
っ
て
い
る
の
は
赤
、
黒
の
鬼
面
と
奪
衣
婆
の
面
で
あ
る
と
い
う
。

　

一
方
、
大
正
十
年
刊
『
匝
瑳
郡
誌16

』
で
は
、
南
方
が
記
す
よ
う
に
嫁
が
姑
を
お
ど
す
話
に
な
っ
て
お
り
、「
鬼
来
迎
縁
起
」
と
同
様
に
、
雷
雨
の
日
に
赤
黒

青
の
鬼
面
が
天
降
り
、
寺
僧
が
拾
い
集
め
て
七
日
七
夜
供
養
を
し
て
本
堂
に
安
置
し
た
。
寺
の
近
く
に
富
豪
が
住
ん
で
お
り
、
嫁
は
姑
と
不
和
の
た
め
、
青
鬼

の
面
で
姑
を
威
嚇
し
た
と
こ
ろ
、
面
が
顔
か
ら
離
れ
な
く
な
っ
て
、
生
き
な
が
ら
埋
め
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
墓
上
に
一
本
の
杉
を
植
え
た
も
の
が
鬼
堂
の
大

杉
で
あ
り
、
杉
の
皮
目
か
ら
は
血
が
流
れ
る
と
い
う
怪
談
じ
み
た
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
今
で
も
、
里
人
は
赤
と
黒
の
二
面
を
肉
附
き
面
に
な
る
の
を
恐
れ
て

か
ぶ
ら
な
い
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
話
は
、
虫
生
の
鬼
堂
の
大
杉
に
ち
な
む
伝
説
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
二
例
が
姑
と
嫁
の
「
肉
附
き
面
」
の
話
に
お
い
て
特
異
な
の
は
、昔
話
「
肉
附
き
面
」
や
蓮
如
伝
説
で
は
、話
の
お
わ
り
に
顔
に
つ
い
て
離
れ
な
く
な
っ

た
面
が
吉
崎
や
地
域
の
寺
院
な
ど
に
今
で
も
あ
る
と
語
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
本
来
あ
っ
た
面
が
失
わ
れ
た
と
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。
福
井
県
あ
わ
ら
市
の
願

慶
寺
で
は
、
縁
起
で
あ
る
「
嫁
威
肉
附
面
」
説
話
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
説
教
の
最
後
に
肉
附
き
と
な
っ
た
面
が
披
露
さ
れ
る
。
本
物
の
面
を
見
せ
る
こ
と
で

話
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
た
せ
て
、
説
教
の
効
果
を
高
め
る
狙
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
反
対
に
、
面
を
使
っ
て
姑
を
お
ど
し
た
『
小
谷
口
碑
集
』
の
「
お
か
る
」

は
面
が
外
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
異
形
の
者
と
な
っ
て
山
に
の
ぼ
り
、
広
済
寺
の
伝
説
で
は
、
顔
か
ら
面
が
は
ず
れ
な
く
な
っ
た
富
豪
の
嫁
は
耳
を
切
り
落
と

し
て
も
効
果
が
な
く
、
生
き
た
ま
ま
埋
め
ら
れ
る
。
嫁
が
い
な
く
な
り
、
身
に
つ
い
て
離
れ
な
く
な
っ
た
面
も
失
わ
れ
る
。

　

広
済
寺
の
「
肉
附
き
面
」
の
伝
承
は
「
鬼
来
迎
縁
起
」、『
匝
瑳
郡
誌
』
と
も
に
、
面
が
外
れ
な
く
な
っ
た
人
が
面
と
と
も
に
生
き
埋
め
に
さ
れ
る
と
い
う
グ

ロ
テ
ス
ク
な
内
容
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
話
の
側
面
と
し
て
は
怪
談
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
が
、
面
の
扱
い
の
民
俗
か
ら
は
、
別
の
見
方
が
考
え
ら
れ
る
。

武
井
正
弘
「
天
龍
川
流
域
の
芸
能
の
面17

」
で
は
、
民
俗
芸
能
の
面
が
破
損
し
て
失
わ
れ
、
新
調
さ
れ
る
時
に
は
、
伝
承
の
在
り
方
に
よ
っ
て
古
面
を
模
し
て
新

面
を
作
る
こ
と
が
多
く
、
形
式
な
ど
か
ら
作
成
年
代
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
新
面
を
古
面
と
取
り
換
え
る
時
に
は
魂
抜
き
を
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す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
、
次
の
よ
う
な
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

 　

新
面
が
補
わ
れ
る
と
古
面
は
魂
を
抜
か
れ
る
。
こ
の
場
合
瞳
穴
を
損
じ
た
り
、
鼻
を
削
い
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
魂
を
抜
か
れ
た
面
は
堂
下
な
ど
に
収

納
さ
れ
る
が
、
機
を
み
て
焼
か
れ
た
り
、
大
雨
の
折
に
川
流
し
し
た
り
す
る
。
魂
を
抜
い
て
も
、
か
つ
て
は
神
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
祟
り
を
怖
れ
て
の
措

置
で
あ
る18

。

　

こ
う
し
た
面
の
魂
抜
き
の
方
法
を
参
考
に
す
る
と
、「
肉
附
き
面
」
を
外
す
た
め
に
嫁
の
耳
を
削
い
だ
、
土
に
埋
め
た
と
い
う
の
は
役
割
を
終
え
た
面
の
扱

い
が
怪
談
風
の
話
と
な
っ
て
伝
わ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

嫁
が
姑
を
お
ど
す
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
話
は
管
見
に
お
い
て
二
例
し
か
知
ら
な
い
が
、
面
の
喪
失
を
伝
え
る
こ
れ
ら
の
話
は
、
嫁
い
じ
め
を
戒
め
る

「
嫁
威
肉
附
面
」
縁
起
の
話
と
は
目
的
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。
嫁
お
ど
し
の
話
も
姑
お
ど
し
の
話
も
、「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
た
嫁
姑
の
葛

藤
譚
で
は
あ
る
が
、
昔
話
「
肉
附
き
面
」
や
蓮
如
伝
説
で
は
、
願
慶
寺
の
寺
院
縁
起
の
よ
う
に
「
肉
附
き
の
面
」
を
伴
っ
て
い
て
も
話
の
側
面
が
強
く
、
反
対

に
姑
お
ど
し
の
二
話
に
お
い
て
は
実
在
の
面
を
中
心
に
し
た
伝
説
の
要
素
が
強
い
。
ど
ち
ら
の
話
が
先
に
成
立
し
た
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

例
話
の
数
で
は
嫁
威
し
の
話
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
嫁
威
し
が
先
行
し
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
見
方
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
を
含
む
嫁
姑
の
葛
藤
譚
は
、姑
が
嫁
を
お
ど
す
場
合
も
、嫁
が
姑
を
お
ど
す
場
合
も
「
孝
行
」
を
説
く
目
的
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

仮
面
の
喪
失
を
語
る
話
で
は
、
嫁
の
顔
か
ら
面
が
は
ず
れ
な
く
な
り
、
面
と
と
も
に
嫁
も
姿
を
消
す
。
縁
起
や
昔
話
で
は
、
姑
が
面
を
か
ぶ
っ
て
嫁
を
お
ど
し
、

面
が
顔
か
ら
外
れ
な
く
な
る
が
、
反
省
し
て
面
が
は
ず
さ
れ
る
と
嫁
と
の
仲
が
修
復
さ
れ
て
幸
せ
な
結
末
に
お
わ
る
。
し
か
し
、
面
の
喪
失
を
語
る
話
で
は
面

を
被
っ
た
人
は
救
済
さ
れ
な
い
の
で
、
年
長
者
が
面
を
か
ぶ
る
役
割
を
担
う
と
年
長
者
が
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
孝
徳
を
説
く
仏
教
的
な
意

図
か
ら
し
て
面
を
被
る
の
が
嫁
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

先
に
、
中
国
の
古
典
や
仏
典
で
は
嫁
が
加
害
者
、
姑
が
被
害
者
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
が
逆
に
な
っ
て
い
る
昔
話
「
肉
附
き
面
」、
蓮
如
伝

説
は
典
拠
を
仏
典
に
み
る
よ
り
も
、
家
庭
内
の
嫁
姑
の
葛
藤
に
話
の
淵
源
を
探
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
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三
　「
嫁
威
肉
附
面
」
説
話
と
近
世
期
の
出
版
物

　
「
嫁
威
肉
附
面
」
説
話
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
に
は
、
親
鸞
の
高
弟
に
ち
な
む
寺
院
や
伝
説
が
紹
介
さ
れ
た
旅
行
案
内
書
で
あ
る
『
二
十
四

輩
順
拝
図
会19

』（
以
下
、『
二
十
四
輩
』
と
記
す
。）
の
存
在
が
あ
る
。『
二
十
四
輩
』
の
「
吉
崎
山
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
嫁
お
ど
し
谷
の
由
来
」
で
は
、
与

総
治
と
い
う
貧
し
い
百
姓
と
妻
、
与
総
治
の
母
が
登
場
人
物
と
な
っ
て
お
り
、
姑
が
嫁
を
お
ど
す
た
め
に
隠
れ
た
竹
藪
の
あ
た
り
を
「
嫁
お
ど
し
谷
と
號な

づ

け
老

母
が
被
き
し
鬼
女
の
面
も
其
所
に
有
と
か
や
」
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

　

拙
稿
「
昔
話
「
肉
附
き
面
」
の
伝
承
と
蓮
如
信
仰
」
で
収
集
し
た
昔
話
で
、「
よ
そ
じ
」
や
「
よ
そ
じ
ろ
う
」
夫
妻
と
そ
の
母
親
が
登
場
人
物
と
な
る
話
は

九
九
例
の
う
ち
二
例
み
ら
れ
、
こ
の
書
物
が
影
響
し
た
形
跡
が
あ
る
。『
二
十
四
輩
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
嫁
お
ど
し
谷
」
の
伝
説
は
、
澤
博
勝
「
蓮
如
の

伝
説
と
歴
史
意
識20

」
に
よ
る
と
、
吉
崎
に
お
け
る
東
西
本
願
寺
の
歴
史
的
動
向
に
よ
っ
て
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。

　

澤
に
よ
る
と
、蓮
如
退
却
後
の
吉
崎
御
坊
は
当
初
、地
元
の
有
力
寺
院
な
ど
に
よ
っ
て
守
護
さ
れ
て
い
た
が
、永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
の
一
向
一
揆
に
よ
っ

て
破
却
さ
れ
て
、
そ
の
後
御
坊
な
ど
の
宗
教
施
設
は
再
興
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
延
宝
年
間
（
一
六
七
三
～
八
一
）
に
真
宗
東
本
願
寺
派
は
御
山
に
御
坊
再

建
を
画
策
し
、
西
本
願
寺
派
が
異
議
を
と
な
え
て
争
論
と
な
る
。
幕
府
は
両
本
願
寺
と
も
に
、
御
山
へ
御
坊
を
建
立
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
両
本
願

寺
は
争
論
以
降
、
吉
崎
の
重
要
性
を
認
識
し
て
宗
教
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
一
方
で
、
地
元
の
末
寺
や
門
徒
は
吉
崎
御
坊
破
却
後
も
蓮
如

を
忘
れ
ず
、
蓮
如
忌
を
行
い
、
蓮
如
の
御
影
を
か
け
て
法
要
を
行
っ
て
い
た
。
争
論
の
際
に
は
、
東
西
福
井
御
坊
と
福
井
藩
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
吉
崎
周
辺
の
絵
図

が
幕
府
に
提
出
さ
れ
、
そ
の
う
ち
二
点
に
は
「
よ
め
お
ど
し
（
嫁
威
し
）
茶
屋
」
の
地
名
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
澤
は
、
後
の
蓮
如
伝
説

の
中
心
と
な
る
肉
附
き
面
モ
チ
ー
フ
が
地
元
に
存
在
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

延
宝
年
間
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
、『
吉
崎
御
坊
願
慶
寺
文
書21

』
に
「
延
寳
五
巳
年　

山
上
一
件
公
訴
江
戸
御
坊
日
記
之
写
」「
粟
津
家
蔵
記
写
之　

延
寳
年
中

上
一
件
記
」
等
の
文
書
が
あ
る
。
前
者
は
横
田
主
水
と
い
う
人
物
が
、
争
論
の
た
め
に
江
戸
に
滞
在
し
た
際
の
日
記
で
あ
る
。
文
中
に
は
道
場
を
山
上
に
引
き

上
げ
る
こ
と
に
関
し
て
「
乍
去
国
境
之
儀
ニ
候
間
己
来
迄
寺
院
夥
敷
目
立
候
事
ハ
御
遠
慮
候
様
ニ
仕
度
旨
家
老
共
申
事
シ
」
と
あ
る
。
澤
が
す
で
に
述
べ
て
い

る
が
、
吉
崎
が
国
境
に
あ
る
た
め
、
寺
が
目
立
つ
こ
と
を
敬
遠
し
て
、
幕
府
は
寺
院
の
建
立
を
認
め
な
か
っ
た
。
ま
た
吉
崎
道
場
が
寺
号
や
住
持
は
な
く
惣
道
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場
で
あ
り
、
住
持
の
坊
主
は
い
な
い
こ
と
、
吉
崎
山
上
の
旧
跡
に
大
木
の
松
が
三
本
あ
り
、
仮
屋
を
立
て
て
、
蓮
如
の
影
像
を
か
け
て
毎
年
三
月
二
十
五
日
に

法
事
を
行
い
、
代
々
門
跡
よ
り
教
化
の
文
を
誦
し
て
い
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
澤
の
指
摘
の
と
お
り
、
吉
崎
の
道
場
が
な
く
な
っ
た
後
も
「
蓮
如

忌
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
伝
説
は
福
井
藩
士
、
井
上
翼
章
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
て
福
井
藩
に
献
上
さ
れ
た
『
越
前
国
名
蹟
考22

』（
一
八
一
五
）
巻
之
十
二
「
坂
井
郡
下
」

の
「
嫁
お
ど
し
」
の
項
目
で
は
「
二
の
胯
と
い
ふ
所
」
の
「
与
惣
治
」
百
姓
夫
婦
と
老
母
お
よ
び
蓮
如
の
話
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
出
典
は
「
廿
四
輩
図

会
に
記
せ
り
」
と
あ
る
。
澤
は
、『
越
前
国
名
蹟
考
』
が
さ
ら
に
伝
説
の
拡
大
を
促
し
た
と
述
べ
、
出
典
で
あ
る
『
二
十
四
輩
』
が
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）

に
河
内
国
専
教
寺
了
貞
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
、
三
都
の
書
肆
永
楽
屋
東
四
郎
も
復
刻
版
を
出
す
な
ど
、
出
版
当
初
か
ら
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
り
、
全
国
レ
ベ
ル

の
出
版
に
よ
っ
て
由
緒
や
伝
説
が
広
範
囲
に
伝
播
し
た
と
指
摘
す
る
。

　
「
嫁
威
肉
附
面
」
説
話
は
「
蓮
如
上
人
絵
伝
」
の
一
幕
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
絵
伝
の
歴
史
的
な
研
究
の
観
点
か
ら
は
、
蒲
池
勢
至
や
赤
井
達
郎
が
蓮

如
上
人
絵
伝
は
本
山
下
付
の
絵
伝
が
三
点
し
か
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
は
末
寺
住
職
や
坊
守
、
一
般
門
徒
が
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
多
く
は
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
の
三
〇
〇
回
忌
か
ら
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
の
四
〇
〇
回
忌
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
蓮
如
上
人
伝

の
成
立
を
み
て
い
く
と
、
近
世
期
の
蓮
如
上
人
像
が
二
〇
〇
回
忌
の
元
禄
年
間
か
ら
形
成
さ
れ
は
じ
め
て
、
三
〇
〇
回
忌
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
近
世
蓮
如
上
人
伝

が
成
立
、流
布
し
た
と
い
う
の
が
通
説
の
よ
う
で
あ
る23

。
福
井
県
願
慶
寺
の
「
正
真　

嫁
威
肉
附
面
縁
起
」
は
開
版
が
慶
長
一
六
年
、改
版
は
貞
享
二
年
と
な
っ

て
い
る
が
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
概
観
す
る
と
、「
嫁
威
し
」
の
伝
説
、
縁
起
は
延
享
年
間
の
吉
崎
に
お
け
る
東
西
本
願
寺
の
論
争
の
頃
に
脚
光
を
浴
び
は

じ
め
、
蓮
如
上
人
伝
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
が
元
禄
年
間
か
ら
寛
政
年
間
で
あ
り
、
地
誌
や
全
国
規
模
の
出
版
物
に
よ
っ
て
拡
散
し
て
い
く
の

は
近
世
後
期
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
が
収
集
し
た
昔
話
「
肉
附
き
面
」
の
昔
話
を
み
て
い
く
と
、
昔
話
が
多
く
伝
承
さ
れ
る
地
域
と
ほ
と
ん
ど
伝
承
さ
れ

な
い
地
域
に
分
か
れ
、
内
容
に
も
多
少
の
差
異
は
あ
る
が
、
そ
の
伝
播
が
全
国
レ
ベ
ル
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

浄
土
真
宗
の
寺
院
縁
起
に
お
い
て
は
、
藤
島
秀
隆
「
吉
崎
の
嫁
お
ど
し
（
肉
附
面
）
の
伝
承
―
蓮
如
伝
説
の
一
断
面24

―
」
に
よ
る
と
話
が
二
系
統
に
分
類
さ

れ
る
。
Ⅰ
型
は
夫
婦
共
に
健
在
で
、
姑
が
夫
婦
の
信
心
を
嫌
い
、
夫
の
留
守
に
嫁
が
一
人
で
お
参
り
す
る
の
を
姑
が
面
で
お
ど
し
て
離
れ
な
く
な
る
。
Ⅱ
型
で

は
夫
と
子
供
が
亡
く
な
り
、
残
さ
れ
た
姑
と
嫁
の
う
ち
、
嫁
だ
け
が
寺
参
り
に
行
き
、
姑
が
嫁
を
面
で
お
ど
し
て
離
れ
な
く
な
る
。
福
井
県
あ
わ
ら
市
の
吉
崎
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御
坊
に
は
、
大
谷
派
の
願
慶
寺
と
本
願
寺
派
の
吉
崎
寺
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
「
嫁
威
肉
附
面
」
の
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
吉
崎
寺
の
縁
起
が
Ⅰ
型
で
、
願

慶
寺
は
Ⅱ
型
で
あ
り
、
Ⅰ
型
、
Ⅱ
型
と
も
顔
に
面
が
つ
い
て
離
れ
な
く
な
っ
た
姑
は
蓮
如
上
人
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
。
し
か
し
、
差
異
に
注
目
す
る
と
、
Ⅰ

型
で
お
ど
し
に
使
用
さ
れ
る
面
は
「
産
土
神
の
社
の
面
」
と
あ
り
、
姑
は
「
白
山
権
現
」
の
命
を
受
け
た
と
語
る
。
Ⅱ
型
で
姑
が
か
ぶ
る
の
は
「
先
祖
伝
来
の

面
」
で
あ
る
。
ま
た
、
両
者
に
は
家
族
構
成
に
も
差
異
が
あ
る
。
昔
話
「
肉
附
き
面
」
で
は
、
話
が
嫁
と
姑
の
関
係
に
集
約
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
縁
起
の
話

で
は
嫁
と
姑
を
と
り
ま
く
環
境
と
し
て
家
族
構
成
の
設
定
が
あ
る
。
縁
起
に
み
ら
れ
る
家
族
の
環
境
は
話
を
享
受
す
る
時
代
を
反
映
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
Ⅰ
型
に
分
類
さ
れ
る
了
貞
の
『
二
十
四
輩
（
前
編
）』
の
「
吉
崎
山
」
で
は
姑
と
息
子
夫
婦
が
対
立
し
て
お
り
、
や
り
と
り
の
中
で
姑
が
、

農
作
業
に
費
や
す
べ
き
時
間
を
売
僧
坊
主
の
法
義
で
無
駄
に
使
っ
て
い
る
と
息
子
夫
婦
を
非
難
す
る
。
Ⅱ
型
で
は
、
夫
と
子
ど
も
を
亡
く
し
た
嫁
が
姑
と
二
人

暮
ら
し
と
い
う
状
態
に
あ
り
、
姑
が
嫁
の
寺
参
り
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
。

　
『
二
十
四
輩
』
は
近
世
後
期
の
享
和
・
文
化
年
間
（
一
八
〇
一
～
一
八
一
八
）
の
出
版
物
で
あ
る
。
同
時
期
の
一
八
〇
〇
年
に
完
成
し
た
『
官
刻
孝
義
録
』

か
ら
、寺
院
縁
起
が
背
景
と
し
て
描
く
近
世
期
の
家
族
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
山
下
武
『
江
戸
時
代
庶
民
教
化
政
策
の
研
究25

』
で
は
、「
孝
義
録
」

の
刊
行
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）、
松
平
定
信
は
儒
官
柴
野
栗
山
の
す
す
め
に
よ
り
、『
官
刻
孝
義
録
』
の
編

集
に
着
手
す
る
た
め
に
全
国
各
地
の
為
政
者
に
孝
行
や
奇
特
あ
る
者
の
記
録
を
提
出
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
。
収
集
さ
れ
た
資
料
は
昌
平
坂
学
問
所
に
お
い
て

整
理
、
編
纂
が
開
始
さ
れ
て
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
八
年
の
歳
月
を
か
け
て
完
成
し
た
。
諸
藩
が
進
達
し
た
資
料
は
「
孝
義
録
」
の
草
稿
に
な
る
と

同
時
に
「
徳
川
実
紀
」
の
資
料
と
し
て
も
活
用
さ
れ
た
と
い
う
。
山
下
は
「
こ
の
伝
文
を
執
筆
す
る
に
当
っ
て
「
み
る
人
の
通
じ
安
か
ら
ん
が
た
め
俗
語
を
専
」

と
す
る
こ
と
に
し
た
。」
と
い
う
記
述
か
ら
、
読
者
の
対
象
が
一
般
庶
民
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
「
孝
義
録
」
の
例
話
に
は
、
Ⅰ
型
の
話
に
似
た
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。「
武
蔵
国
牧
右
衛
門
・
さ
ん26

」
夫
婦
は
、
病
気
に
よ
る
短
気
な
姑
に
尽
く
し
て
お

り
、
嫁
が
「
つ
か
へ
様
あ
し
き
」
と
の
の
し
ら
れ
て
も
恨
む
様
子
も
な
く
、
夫
と
心
を
合
わ
せ
て
看
病
す
る
。
ま
た
「
陸
奥
国
権
右
衛
門
・
と
り
」
夫
婦27

は
、

両
親
が
貧
し
い
養
父
母
で
、
子
供
と
共
に
親
を
養
う
。
姑
は
「
病
に
く
る
し
ミ
て
筋
な
き
事
を
い
ひ
罵
り
も
す
る
を
、
夫
婦
と
も
に
か
し
こ
ま
り
入
て
何
事
も

其
の
身
の
奉
養
の
疎
な
る
に
や
と
思
ひ
か
へ
し
、
聊
も
う
ら
む
る
色
な
く
」
と
描
か
れ
て
お
り
、
夫
婦
で
親
に
忍
従
す
る
。

　

ま
た
縁
起
の
Ⅱ
型
で
は
、夫
や
子
供
を
亡
く
し
た
嫁
が
姑
と
二
人
暮
ら
し
と
い
う
状
態
が
描
か
れ
る
。
菅
野
則
子
は
「
幕
藩
権
力
と
女
性
―
『
官
刻
孝
義
録
』
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の
分
析
か
ら28

」
の
な
か
で
「
孝
義
録
」
の
略
伝
文
の
一
部
を
取
り
上
げ
て
、
ど
の
事
例
を
と
っ
て
も
家
と
無
関
係
の
も
の
は
な
く
、
娘
時
代
も
嫁
時
代
も
、「
家

を
守
る
」
こ
と
が
女
性
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
で
あ
り
、
女
性
の
労
働
の
す
べ
て
が
「
家
を
守
る
」
こ
と
に
帰
結
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
夫

の
生
死
に
関
わ
ら
ず
、
家
を
維
持
し
存
続
さ
せ
る
と
い
う
事
例
は
「
孝
義
録
」
で
は
多
々
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
子
供
や
夫
を
亡
く
し
て
も
嫁
ぎ
先
の
家
を

出
る
こ
と
な
く
「
二
夫
に
ま
み
え
ず
」
の
精
神
で
姑
に
尽
く
す
例
話
に
、「
尾
張
国
は
つ29

」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
夫
が
病
床
で
自
分
の
死
後
に
再
婚
を
勧
め
る
に

も
関
わ
ら
ず
嫁
ぎ
先
に
残
っ
て
、
二
子
を
失
っ
た
後
も
「
わ
か
ま
ゝ
な
る
生
れ
つ
き
に
て
常
に
す
ち
な
き
事
を
い
ひ
き
こ
え
」
る
姑
に
優
し
く
接
し
、
わ
ず
か

な
収
入
で
養
う
。
ほ
か
に
も
、
夫
は
健
在
で
あ
る
が
邪
慳
な
姑
に
つ
か
え
る
嫁
の
話
に
「
伊
勢
国
り
よ30

」
の
褒
賞
例
が
あ
り
、「
姑
の
生
れ
つ
き
腹
あ
し
く
し

て
い
た
く
せ
め
つ
か
ひ
、
い
さ
ゝ
か
も
心
に
か
な
は
ぬ
事
あ
れ
ハ
の
ゝ
し
り
う
ち
た
ゝ
き
な
と
し
け
れ
と
も
、
事
の
理
非
を
い
ひ
わ
か
た
ん
と
い
ふ
心
も
な
く
、

ミ
な
我
か
仕
へ
様
の
あ
し
き
に
よ
れ
り
と
て
色
に
も
出
さ
す
な
に
こ
と
も
そ
の
む
ね
に
さ
か
ふ
事
な
か
り
け
り
」
と
、
理
不
尽
な
姑
に
忍
従
す
る
。
こ
れ
ら
の

「
孝
義
録
」
の
例
話
と
「
嫁
威
肉
附
面
」
の
話
を
比
較
す
る
と
、
Ⅰ
型
の
「
夫
婦
と
姑
」、
Ⅱ
型
の
「
嫁
と
姑
」
の
両
話
と
も
、「
孝
義
録
」
の
例
話
に
登
場
す

る
家
庭
と
類
似
す
る
環
境
下
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

孝
行
を
説
く
た
め
の
嫁
姑
の
説
話
は
も
と
よ
り
あ
っ
た
。
古
い
文
献
で
は
『
日
本
霊
異
記
』「
凶
女
の
生
め
る
母
に
孝
養
せ
ず
し
て
、
以
て
現
に
悪
死
の
報

を
得
し
縁　

第
二
十
四31

」、「
悪
逆
の
子
の
、
妻
を
愛
み
て
母
を
殺
さ
む
と
謀
り
、
現
報
に
悪
死
を
被
り
し
縁　

第
三32

」
な
ど
の
例
話
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、

親
を
害
す
る
子
が
罰
を
受
け
る
話
と
な
っ
て
い
る
。
近
世
期
に
出
版
さ
れ
た
渋
川
版
「
お
伽
草
子
」
に
も
「
二
十
四
孝33

」
が
あ
る
。「
閔
氏
鶱
」
は
継
子
い
じ

め
を
す
る
義
母
を
父
が
離
縁
し
よ
う
と
す
る
の
を
止
め
る
息
子
の
話
で
あ
り
、
悪
者
は
や
は
り
妻
と
な
っ
て
い
る
。「
唐
夫
人
」
で
は
、
歯
の
悪
い
義
母
の
た

め
に
妻
が
母
乳
を
与
え
る
。
子
や
嫁
が
親
に
孝
行
す
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
、
不
義
理
を
戒
め
る
話
が
多
く
み
ら
れ
る
な
か
で
、
嫁
を
い
じ
め
る
姑
が
戒
め
ら

れ
る
話
は
あ
ま
り
例
が
な
く
、『
二
十
四
輩
』
の
出
版
時
期
を
考
慮
し
て
も
比
較
的
時
代
を
下
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
菅
野
則
子
「
幕
藩
権
力
と
女
性
」
に

よ
る
と
、
近
世
期
に
は
孝
義
伝
と
い
わ
れ
る
も
の
が
「
孝
義
録
」
を
筆
頭
に
全
国
的
に
流
布
し
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
編
ま
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
幕
府
に
よ
る
も
の
は
「
孝
義
録
」
以
外
は
、
編
纂
さ
れ
な
か
っ
た
。
各
地
か
ら
表
彰
事
例
の
書
き
上
げ
は
報
告
さ
れ
続
け
た
が
、
報
告
書
は
文
庫
の
中
で

虫
に
食
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
嘉
永
年
間
に
「
続
編
孝
義
録
料
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
が
刊
行
さ
れ
ず
、
一
般
に
は
閲
覧
さ
れ
ず
に
幕
末
と
な
っ
た
。
菅
野

は
「
孝
義
録
」
の
分
析
か
ら
貧
困
に
よ
る
家
の
崩
壊
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
そ
の
後
の
社
会
の
趨
勢
が
「
孝
義
録
」
の
よ
う
な
も
の
を
受
け
容
れ
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る
状
況
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。
孝
行
の
精
神
だ
け
で
は
家
を
存
続
で
き
な
い
状
況
が
社
会
の
な
か
に
起
こ
り
始
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

四
　
昔
話
「
肉
附
き
面
」
と
「
孝
義
録
」
に
お
け
る
女
性
の
労
働
と
寺
参
り

　

寺
院
縁
起
に
比
べ
る
と
昔
話
「
肉
附
き
面
」
は
、
昔
話
で
は
嫁
姑
の
関
係
に
話
が
集
約
さ
れ
て
、
寺
参
り
を
妨
げ
る
た
め
に
姑
が
嫁
の
仕
事
を
増
や
す
と
語

る
点
に
あ
る
。
筆
者
が
収
集
し
た
九
十
九
話
の
う
ち
二
十
七
話
に
の
ぼ
り
、
夜
な
べ
や
仕
事
と
い
っ
た
抽
象
的
な
表
現
の
ほ
か
に
、
苧
績
を
編
む
、
雑
穀
、
豆
、

麦
、
米
を
挽
く
、
挽
い
て
団
子
を
作
る
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

二
〇
一
八
年
の
夏
に
群
馬
県
中
之
条
六
合
村
に
お
け
る
調
査
で
「
嫁
と
姑
の
昔
話
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」
と
問
い
か
け
た
と
き
、「
そ
れ
は
昔
話
で
は
な
く
、

現
実
だ
。」
と
九
十
代
の
女
性
が
話
し
て
く
れ
た
。
六
合
村
で
は
戦
後
も
、
麦
を
水
車
小
屋
で
ふ
る
っ
て
乾
か
し
、
ひ
き
わ
り
に
し
て
粉
に
し
て
い
た
そ
う
で

あ
る
。
雑
穀
を
粉
に
す
る
仕
事
は
昭
和
に
い
た
る
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
、
女
性
の
家
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

家
事
労
働
に
多
く
の
時
間
を
割
く
な
か
で
、
女
性
は
ど
の
よ
う
な
形
で
宗
教
と
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
二
十
四
輩
』
と
同
時
期
の
出
版
物
で
あ

る
『
官
刻
孝
義
録
』
を
参
考
に
し
て
、
神
仏
へ
の
参
拝
の
状
況
お
よ
び
嫁
の
仕
事
の
内
容
を
表
「
官
刻
孝
義
録
」
に
示
し
た
。「
孝
義
録
」
は
孝
行
者
の
褒
章

事
例
集
で
あ
り
、「
嫁
威
肉
附
面
」
縁
起
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
姑
に
反
対
さ
れ
て
も
参
拝
を
強
行
す
る
嫁
は
登
場
し
な
い
。
ま
た
、「
孝
義
録
」
で
描
か
れ
る
働

く
女
性
は
働
き
手
で
あ
る
配
偶
者
が
死
亡
し
て
い
た
り
、
病
気
で
あ
っ
た
り
と
貧
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
が
多
い
。
一
般
家
庭
、
さ
ら
に
経
済
的
に
余
裕
の
あ

る
世
帯
で
は
、
寺
社
へ
の
参
拝
の
機
会
は
増
加
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
孝
義
録
」
は
『
二
十
四
輩
』
と
同
時
期
の
出
版
物
で
あ
り
、
口
承
で
は
な
く
諸
国

で
表
彰
さ
れ
た
実
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、「
嫁
威
し
」
の
話
が
流
布
し
た
時
期
の
生
活
の
一
端
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
で
は
、
生
産
に
関
す
る
労
働
を
主
に
あ
げ
た
。
蚕
を
か
う
、
苧
う
み
、
機
織
り
、
綿
を
篠
巻
に
す
る
、
藍
染
め
、
裁
縫
、
木
綿
や
絹
を
織
る
、
草
履
づ
く

り
な
ど
、
衣
食
住
の
「
衣
」
に
関
す
る
仕
事
が
八
十
三
話
の
う
ち
三
十
話
に
み
ら
れ
る
。
農
事
に
関
し
て
は
「
雇
わ
れ
」
も
含
め
て
二
十
六
話
に
み
ら
れ
、
人

か
ら
雇
わ
れ
て
賃
料
を
も
ら
う
仕
事
（
洗
濯
な
ど
）、
魚
や
団
子
を
売
る
行
商
も
あ
る
。
家
事
で
は
燃
料
の
た
め
の
薪
や
落
ち
葉
ひ
ろ
い
、
雑
穀
を
挽
く
な
ど
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が
あ
る
。「
孝
義
録
」
を
み
て
い
く
と
食
事
作
り
の
ほ
か
、女
性
に
負
担
を
強
い
た
労
働
と
し
て
「
介
護
」
と
「
看
病
」
も
挙
げ
ら
れ
る
。
看
病
の
対
象
に
は
「
ら

い
病
」
や
「
中
風
」
と
い
っ
た
病
、
そ
し
て
介
護
の
対
象
と
し
て
は
現
在
で
い
う
認
知
症
、
ま
た
特
異
な
例
と
し
て
は
配
偶
者
の
兄
弟
が
精
神
病
を
患
っ
て
刃

物
を
ふ
り
ま
わ
し
、
嫁
が
身
を
挺
し
て
家
族
を
守
る
話
も
み
ら
れ
た
（
表
５
）。

　

こ
の
よ
う
な
近
世
の
家
庭
環
境
に
お
い
て
、「
嫁
と
姑
」
の
間
が
ら
が
問
題
化
し
て
く
る
時
期
に
つ
い
て
興
味
深
い
言
及
が
あ
る
。
岩
上
真
珠
「「
家
」
婚
入

者
の
家
族
役
割
経
歴
―
「
嫁
―
姑
関
係
」
再
考34

―
」
で
は
「
家
」
の
構
造
分
析
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
分
析
が
家
長
を
中
心
に
な
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
家
の
内
部
に
お
け
る
「
妻
」
と
し
て
婚
入
り
し
な
が
ら
も
「
嫁
」
と
し
て
構
造
化
さ
れ
、「
姑
」
と
と
も
に
組
織
化
さ
れ
る
関
係
が

は
じ
ま
る
時
期
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 　

嫁
―
姑
に
関
す
る
規
範
は
、
直
系
家
族
を
指
向
す
る
「
家
」
制
度
が
定
着
し
、
か
つ
、
嫁
―
姑
関
係
が
成
立
し
う
る
人
口
学
的
な
基
盤
が
存
在
す
る
よ
う

に
な
っ
て
以
降
出
現
し
、
強
化
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
い
つ
頃
か
ら
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
嫁
―
姑
関
係
が
「
厄
介
な
関
係
」
と

し
て
認
識
さ
れ
、
庶
民
の
レ
ベ
ル
で
関
係
を
調
整
す
る
規
範
の
強
化
が
図
ら
れ
て
く
る
の
は
、
平
均
余
命
が
伸
び
。
人
口
の
小
爆
発
の
時
期
を
経
て
、
一
村

の
人
口
増
大
が
一
段
落
す
る
と
さ
れ
る
、
一
八
世
紀
以
降
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る35

。

　

こ
こ
で
は
、
家
に
お
け
る
嫁
と
姑
の
問
題
が
現
実
的
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
の
が
、
一
八
世
紀
頃
か
ら
と
い
う
見
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。『
官
刻

孝
義
録
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
寛
政
十
二
年
で
あ
り
、
蒲
池
や
赤
井
が
蓮
如
上
人
絵
伝
の
制
作
が
集
中
す
る
と
い
う
寛
政
十
年
の
蓮
如
上
人
三
〇
〇
回
忌
か

ら
明
治
三
十
一
年
の
四
〇
〇
回
忌
の
頃
と
も
重
な
っ
て
く
る
。
岩
上
の
論
に
よ
れ
ば
、
嫁
姑
問
題
が
顕
在
化
し
は
じ
め
て
か
ら
半
世
紀
ほ
ど
経
っ
た
時
期
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
女
性
の
「
寺
参
り
」
に
つ
い
て
「
孝
義
録
」
を
参
考
に
、
そ
の
目
的
と
形
態
を
み
る
と
『
官
刻
孝
義
録
』
の
中
に
は
、
表
３
、
32
、
36
、
38
、
44
、

45
、
52
、
53
、
54
の
よ
う
に
家
族
の
病
気
平
癒
を
祈
る
、
表
30
、
37
、
62
な
ど
の
葬
送
儀
礼
に
際
し
て
参
る
、
27
、
48
、
61
、
65
、
67
、
70
、
71
、
75
、
79
な

ど
、
父
母
、
舅
、
姑
の
参
拝
に
附
き
そ
う
、
例
40
の
一
例
の
よ
う
に
親
族
の
吉
凶
を
問
う
な
ど
が
あ
り
、
嫁
が
一
人
で
説
法
を
聞
き
に
行
く
と
い
う
も
の
は
み
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ら
れ
な
い
。

　

寺
参
り
の
実
態
は
先
に
挙
げ
た
横
田
主
水
の
日
記
に
も
み
ら
れ
、
こ
の
文
書
で
は
吉
崎
道
場
に
は
寺
号
が
な
く
惣
道
場
で
あ
り
、
住
持
は
毛
坊
主
が
務
め
て

仏
事
を
行
い
、
吉
崎
山
の
旧
跡
で
蓮
如
の
像
を
か
け
て
三
月
二
十
五
日
に
法
事
を
行
う
と
あ
る
。
女
性
に
よ
る
「
寺
参
り
」
も
ま
た
女
人
講
と
い
う
形
で
簡
素

に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
千
葉
乗
隆
「
女
人
講
の
結
成36

」
に
よ
る
と
、
浄
土
真
宗
で
は
「
講
」
と
い
う
名
称
で
は
な
か
っ
た
が
、
親
鸞
上
人
の
時
代
に

は
念
仏
集
団
が
法
然
の
命
日
、
毎
月
二
十
五
日
に
道
場
に
集
会
し
、
各
自
が
報
謝
の
懇
志
を
出
す
形
を
と
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
に
門
徒
組
織
の
講
が

現
れ
る
の
は
蓮
如
の
時
代
と
い
わ
れ
、
女
人
講
、
女
房
講
、
尼
講
な
ど
が
あ
っ
た
。
信
仰
を
核
と
し
た
宗
教
的
な
講
を
本
来
の
姿
と
し
つ
つ
、
本
願
寺
へ
の
志

納
金
を
拠
出
す
る
経
済
的
性
格
も
持
っ
て
い
た
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
講
は
本
山
や
末
寺
の
護
持
的
性
格
を
強
め
、
女
性
中
心
の
講
が
浄
土
真
宗
に
お
い
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
始
め
る
。
文
政
九
年
の
広
如
宗
主
の
時
代
に
は
女
性
門
徒
の
参
加
を
推
奨
し
、
全
国
で
最
勝
講
の
結
成
が
行
わ
れ
た
。
紀
伊
国
の
事
例37

で
は
、
女
性
門
徒
は
自
宅
で
集
ま
っ
て
講
を
開
き
、
御
坊
へ
い
く
代
わ
り
に
自
宅
の
御
内
仏
に
手
を
合
わ
せ
て
御
坊
を
遥
拝
し
、
賽
銭
を
寄
進
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
女
性
門
徒
の
志
納
金
の
実
例
を
み
て
い
る
と
、
嫁
世
代
、
姑
世
代
と
い
っ
た
区
分
け
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
矢
野

治
世
美「
浄
土
真
宗
の「
尼
講
」に
つ
い
て38

」で
は
、紀
伊
国
名
草
郡
岡
嶋
か
わ
た
村
の
善
光
寺
の
旦
那
が
木
仏
の
下
付
と
寺
号
を
求
め
て
宝
永
元
年（
一
七
〇
四
）

に
奉
加
を
集
め
た
記
録
「
就
寺
号
木
仏
奉
願
奉
加
帳
」
に
お
け
る
女
性
の
奉
加
の
史
料
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
女
性
が
妻
や
母
で
あ
る
場
合
は
夫
や
子
の
名
前

の
後
に
「
は
ゝ
」「
ば
ゞ
」「
か
ゝ
」「
女
房
」「
妻
女
」「
後
家
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ほ
か
に
は
「
召
使
女
」
と
記
さ
れ
る
奉
公
人
、
借
家
、
長
屋
住
ま
い
の

独
身
女
性
と
み
ら
れ
る
名
が
あ
り
、
尼
講
が
年
齢
も
立
場
も
多
様
な
女
性
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
奉
加
は
「
奉
加
帳
前
書
」
に

「
申
ノ
十
月
七
日
道
場
ニ
テ
村
中
寄
せ
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
村
の
寄
合
い
で
決
め
ら
れ
て
お
り
、
尼
講
に
よ
る
奉
加
も
村
の
共
同
体
の
公
的
行
事
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
女
性
の
講
は
浄
土
真
宗
と
い
う
枠
を
外
し
て
、
女
人
講
全
体
の
役
割
で
概
観
す
る
と
、
共
同
体
内
に
お
け
る
同
世
代
の
女
性
の
結

束
と
意
見
交
換
が
な
さ
れ
る
社
交
の
場
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
戸
邉
優
美
『
女
講
中
の
民
俗
誌39

』
に
よ
る
と
、
子
育
て
世
代
の
女
性
が
女
人
講
に
参
加
す
る
に
は

姑
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
子
の
世
話
や
炊
事
を
姑
が
嫁
に
代
わ
っ
て
引
き
受
け
、
小
遣
い
を
渡
す
こ
と
も
あ
り
、
姑
が
嫁
を
講
に
送
り
出
す
の
は
姑
の
社

会
的
な
評
価
に
も
つ
な
が
っ
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
女
人
講
の
あ
り
様
を
考
慮
す
る
と
、
肉
附
面
説
話
や
昔
話
に
お
け
る
嫁
の
寺
参
り
、
つ
ま
り
女
人
講
へ
の

参
加
を
妨
害
す
る
姑
は
共
同
体
に
と
っ
て
の
異
端
者
で
あ
り
、
語
り
手
の
説
教
僧
に
と
っ
て
は
信
仰
を
妨
げ
る
者
と
な
る
。
よ
っ
て
昔
話
「
肉
附
き
面
」
お
よ
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び
寺
院
説
話
に
お
け
る
姑
の
主
張
は
否
定
さ
れ
、
昔
話
や
説
教
の
語
り
手
お
よ
び
聴
き
手
は
カ
タ
ル
シ
ス
を
も
っ
て
姑
の
改
心
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

仏
教
説
話
や
経
典
に
描
か
れ
る
嫁
姑
の
葛
藤
は
、「
孝
行
」
を
重
ん
じ
る
立
場
か
ら
、嫁
が
姑
を
害
し
て
罰
を
受
け
る
話
が
主
流
で
あ
る
。
仏
典
「
雑
宝
蔵
経
」

や
お
伽
草
子
「
二
十
四
孝
」
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
や
儒
教
思
想
に
基
づ
い
た
嫁
姑
の
葛
藤
譚
は
「
孝
行
」
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
が
、「
肉
附
き
面
」

モ
チ
ー
フ
の
嫁
姑
の
葛
藤
譚
は
、
姑
が
嫁
に
危
害
を
加
え
て
罰
せ
ら
れ
る
話
で
あ
り
「
孝
行
」
を
説
く
も
の
で
は
な
い
。
嫁
が
姑
を
お
ど
す
「
肉
附
き
面
」
モ

チ
ー
フ
の
二
例
の
話
も
、
姑
を
面
で
お
ど
し
た
嫁
が
不
運
な
境
遇
に
お
ち
い
る
内
容
で
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
話
も
実
際
に
あ
っ
た
面
の
喪
失
を
語
る
伝
説
で

あ
り
、
孝
行
を
し
な
い
嫁
が
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
面
が
嫁
の
顔
に
つ
い
た
ま
ま
失
わ
れ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
昔
話
「
肉
附
き
面
」
が
一
般
庶
民
の
生
活
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
を
近
世
期
の
家
庭
に
お
け
る
嫁
姑
の
関
係

や
嫁
の
仕
事
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
試
み
た
。
嫁
威
し
の
伝
説
を
全
国
的
に
周
知
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た
の
は
『
二
十
四
輩
』「
吉
崎
山
」
の
記
述
で

あ
る
と
い
う
先
行
研
究
の
指
摘
を
ふ
ま
え
て
「
嫁
威
肉
附
面
」
説
話
に
み
ら
れ
る
家
庭
の
形
態
が
、
同
時
期
に
出
版
さ
れ
た
『
官
刻
孝
義
録
』
に
記
さ
れ
る
家

族
形
態
と
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、「
講
義
録
」
の
嫁
姑
に
関
係
す
る
例
話
、
仕
事
の
内
容
、
寺
参
り
の
諸
相
を
参
考
に
し
て
女
性
の
生
活
の
実
例
を
挙
げ
た
。

　
「
嫁
威
肉
附
面
」
縁
起
の
制
作
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
の
話
を
組
み
込
む
「
蓮
如
上
人
絵
伝
」
も
蓮
如
の
三
〇
〇
回
忌
の
時
期
に
相

当
す
る
寛
政
十
年
頃
か
ら
多
く
制
作
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
十
八
世
紀
初
頭
が
日
本
社
会
に
お
い
て
嫁
姑
の
関
係
が
顕
在
化
し
は
じ
め
る
時
期
で
あ
る

と
い
う
岩
上
の
先
行
研
究
を
考
慮
す
る
と
、
昔
話
「
肉
附
き
面
」
の
嫁
姑
の
葛
藤
は
嫁
姑
の
関
係
が
社
会
的
な
問
題
と
し
て
表
面
化
し
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
「
嫁
威
肉
附
面
」
縁
起
や
昔
話
「
肉
附
き
面
」
で
嫁
が
好
む
と
い
う
寺
参
り
に
つ
い
て
は
、
講
の
形
で
女
性
が
集
ま
り
、
冥
加
金
を
納
め
る
形
態
が
中

心
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
を
中
心
に
し
な
が
ら
も
女
性
の
講
は
貴
重
な
社
交
や
情
報
交
換
の
場
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
公
的
行
事
に
準
ず
る

扱
い
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
嫁
の
女
人
講
へ
の
参
加
を
拒
否
す
る
姑
の
存
在
は
、
共
同
体
内
の
輪
を
乱
す
存
在
で
あ
り
、「
肉
附
き
面
」
説
話
の
主
題
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は
信
仰
の
妨
げ
と
同
時
に
共
同
体
の
秩
序
を
乱
す
者
へ
の
罰
と
い
う
意
味
合
い
も
併
せ
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
昔
話
「
肉
附
き
面
」
が
近
世
の
社
会
環
境
の
な
か
で
、
嫁
姑
と
い
う
濃
密
な
人
間
関
係
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
、
澤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
嫁
お
ど
し
」
の
モ
チ
ー
フ
が
吉
崎
周
辺
に
存
在
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
こ
の
地
域
の
伝
説

を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
延
広
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
肉
附
き
面
」
モ
チ
ー
フ
の
嫁
姑
の
葛
藤
譚
が
近
隣
諸
国
に
な
い
の
か
と
い
う
問

題
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

１　

拙
稿
「
昔
話
「
肉
附
き
面
」
の
伝
承
と
蓮
如
信
仰
」（『
國
學
院
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
50
輯　

二
〇
一
九
・
二
）

２　

 

徳
田
和
夫
編
『
お
伽
草
子
事
典
』（
二
〇
〇
二　

東
京
堂
出
版
）

３ 　

延
広
真
治
「
江
戸
文
学
の
多
様
性
―
「
肉
附
き
の
面
」
を
通
し
て
見
る
ー
」（『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
日
本
文
化
学
（
41
）
二
〇
一
〇
・
三
）

４　

崔
仁
鶴
『
韓
国
昔
話
の
研
究 

』（
一
九
七
六　

弘
文
堂
）

５ 　

南
方
熊
楠
「「
磯
崎
」
に
就
て
」（
南
方
熊
楠
著
・
中
瀬
喜
陽
編
『
門
弟
へ
の
手
紙　

上
松
蓊
へ
』
一
九
九
〇　

日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
）

６ 　

三
野
豊
浩
『
范
成
大
詩
集
』（
二
〇
一
八
・
十
一　

幻
冬
舎
）

７　

 

池
上
洵
一
編
『
今
昔
物
語
集
』
天
竺
・
震
旦
部
「
河
南
の
人
の
婦
、
姑
に
蚯
蚓
の
羹
を
食
せ
し
め
た
る
に
依
り
て
現
報
を
得
た
る
語
」
第
四
十
二
（
二
〇
〇
一　

岩
波
書
店
）

８ 　

伊
吹
山
口
承
文
芸
資
料
『
伊
吹
町
の
民
話
』（
一
九
八
三
・
六　

和
泉
書
院
）

９ 　

大
島
建
彦
『
日
本
の
昔
話
と
伝
説
』（
二
〇
〇
四　

三
弥
井
書
店
）

10　
「
雑
宝
蔵
経
」（
入
矢
義
高
『
仏
教
文
学
集
』
中
国
古
典
文
学
大
系
60　

一
九
七
五　

平
凡
社
）

11　

寺
川
真
知
夫
「
老
婆
致
富
型
姥
捨
伝
承
と
文
献
」（『
民
話
と
文
学
』
19　

一
九
八
八　

民
話
と
文
学
の
会
）

12　

真
鍋
真
理
子
編
『
越
後
黒
姫
の
昔
話
』（
一
九
七
三　

三
弥
井
書
店
）
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13　

小
池
直
太
朗
編
「
尾
花
踊
と
七
道
の
面
と
」（『
小
谷
口
碑
集
』
一
九
二
二　

郷
土
研
究
社
）

14　

藤
井
貞
和
「
い
そ
ざ
き
」（『
國
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
46
巻
・
11
号　

一
九
八
一
）

15　

片
山
正
和
『「
鬼
来
迎
」
と
房
総
の
面
』（
一
九
八
〇
・
五　

崙
書
房
）

16　
『
匝
瑳
郡
誌
』（
一
九
二
一　

国
立
国
会
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
） 

17　

武
井
正
弘
「
天
龍
川
流
域
の
芸
能
の
面
」（『
神
々
の
訪
れ
』
一
九
九
六　

飯
田
市
美
術
博
物
館
）

18　

武
井
氏
、
注
17
論
文
、
七
〇
頁
か
ら
引
用
。

19　

了
貞
編
『
二
十
四
輩
順
拝
図
会
』（
一
八
〇
一
～
一
八
一
八　

国
立
国
会
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

20　

澤
博
勝
「
蓮
如
伝
説
と
歴
史
意
識
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
五
・
十　

學
燈
社
）

21　

北
西
弘
編
著
『
吉
崎
御
坊
願
慶
寺
文
書
』（
二
〇
〇
五
・
十　

清
文
堂
出
版
）

22　
『
越
前
国
名
蹟
考
』（
福
井
県
郷
土
史
懇
談
会　

一
九
五
八
）

23　
『 

蓮
如
上
人
絵
伝
の
研
究
』（
一
九
九
四
・
五
、
蓮
如
上
人
絵
伝
調
査
研
究
班
）
の
蒲
池
勢
至
「
蓮
如
上
人
絵
伝
の
系
譜
」
で
は
「
寛
政
十
年
（
一
七
八
九
）
の
三
〇
〇
回
忌
か
ら
明

治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
の
四
〇
〇
回
忌
に
か
け
て
絵
伝
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
年
次
の
確
定
で
き
な
い
も
の
も
、
そ
の
描
き
方
か
ら
し
て
こ
の
百
年
間
に
相
当

数
入
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
あ
る
。
赤
井
達
郎
「
絵
解
き
と
念
仏
」
に
お
い
て
も
「
蓮
如
絵
伝
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
本
書
所
収
の
蒲
池
勢
至
氏
の
論
考
が
明
ら
か
に

し
た
よ
う
に
、
蓮
如
三
百
回
忌
か
ら
三
百
五
十
回
忌
の
間
、
北
陸
・
三
河
な
ど
い
わ
ゆ
る
旧
跡
寺
院
を
中
心
に
作
ら
れ
る
が
、
そ
の
形
式
・
絵
相
・
表
現
と
も
に
、
親
鸞
の
御
絵

伝
に
く
ら
べ
極
め
て
不
統
一
で
あ
る
。（
略
）
い
わ
ば
そ
の
絵
伝
は
そ
の
寺
の
縁
起
で
も
あ
る
と
い
う
在
地
性
が
強
く
、
蓮
如
忌
な
ど
に
か
か
げ
ら
れ
、
絵
解
き
さ
れ
た
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

24　

藤
島
秀
隆
「
吉
崎
の
嫁
お
ど
し
（
肉
附
面
）
の
伝
承
」（『
金
沢
大
学
語
学
文
学
研
究
』
18　

一
九
八
九
・
一
）

25　

山
下
武
『
江
戸
時
代
庶
民
教
化
政
策
の
研
究
』（
一
九
六
九　

校
倉
書
房
）

26　

菅
野
則
子
校
訂
『
官
刻
孝
義
録
』
上
（
一
九
九
四　

東
京
堂
出
版
）
一
七
三
頁
参
照
。

27　

菅
野
則
子
校
訂
『
官
刻
孝
義
録
』
中
（
一
九
九
九　

東
京
堂
出
版
）
五
八
頁
参
照
。
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28　

菅
野
則
子
「
幕
藩
権
力
と
女
性
―
『
官
刻
孝
義
録
』
の
分
析
か
ら
―
」（『
論
集
近
世
女
性
史
』
一
九
八
六　

吉
川
弘
文
館
）

29　

注
26
前
掲
書
、
七
〇
頁
参
照
。

30　

注
26
前
掲
書
、
五
四
頁
参
照
。

31　

中
田
祝
夫
訳
注
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
「
凶
女
の
生
め
る
母
に
孝
養
せ
ず
し
て
、
以
て
現
に
悪
死
の
報
を
得
し
縁　

第
二
十
四
」（
一
九
七
八　

講
談
社
） 

32　

中
田
祝
夫
訳
注
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
「
悪
逆
の
子
の
、
妻
を
愛
み
て
母
を
殺
さ
む
と
謀
り
、
現
報
に
悪
死
を
被
り
し
縁　

第
三
」（
一
九
七
八　

講
談
社
） 

33　

市
古
貞
次
『
御
伽
草
子
（
下
）』「
二
十
四
孝
」（
一
九
八
六　

岩
波
書
店
）

34　

岩
上
真
珠
「「
家
」
婚
入
者
の
家
族
役
割
経
歴
―
「
嫁
―
姑
関
係
」
再
考
―
」（
田
中
真
砂
子
編
『
縁
組
と
女
性
』
一
九
九
四
・
三　

早
稲
田
大
学
出
版
部
）

35　

岩
上
氏
、 

注
34
論
文
、
二
〇
七
頁
参
照
。

36　

千
葉
乗
隆
編
『
仏
教
婦
人
会
百
五
十
年
史
』（
一
九
八
二
・
十　

仏
教
婦
人
会
総
連
盟　

同
朋
舎
）

37　

注
36
前
掲
書
、
一
一
九
～
一
二
〇
頁
を
参
照
。

38　

矢
野
治
世
美
「
浄
土
真
宗
の
「
尼
講
」
に
つ
い
て　

紀
伊
国
の
事
例
か
ら
」（『
部
落
解
放
研
究
』
197　

二
〇
一
三
・
三
）

39　

戸
邉
優
実
『
女
講
中
の
民
俗
誌　

牡
鹿
半
島
に
お
け
る
女
性
同
士
の
つ
な
が
り
』（
二
〇
一
九　

岩
田
書
院
）
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表．官刻孝義録
No. 表彰された者 尽くした相手 生業 宗教とのかかわり 表彰され

た時期
資料

01 三重郡黒田村の百姓
の妻、りよ

姑は生まれつ
き 腹 あ し く、
責め使う

嫁入りに持参したもの
を売って姑の食べ物を
用意をする

宝暦13年 伊勢国（上巻
54P）

02 高石郡観音寺村百姓
の娘、小ゆり、くに

病の両親 耕作、草切、食事つく
り、両親の世話、苧う
み糸をくる、草履つく
り、縄をなう

天明７年 大和国（上巻
18Ｐ）

03 南郡池田村きく、さ
つ、ふり

病の母 人に仕えて、給銀をも
らう

母の病気のため、伊勢
の宮に七度、京なる愛
宕山に5度、吉野山の
神に年々参り、住吉に
は２、３年に一度、七
日詣をする

宝暦12年 和泉国（上巻
27Ｐ））

04 三重郡水澤村の民の
妻、その　（夫と娘は
死去）

姑 日夜、苧うみ、糸をくっ
て 衣 食 の た す け と す
る。夏は蚊をはらい、
冬はしとねをあたため
て孝行する

天明８年 伊勢国（上巻
55P）

05 安濃郡古川村の百姓
の妻、ゑん　（夫は死
去）

姑の誓心とい
う 者 と、 幼 き
子 供 二 人、 夫
の弟で狂気せ
し者

耕作 明和元年 伊勢国（上巻
60Ｐ）

06 三重郡芝田村の民の
妹、たつ

病の兄 木綿糸をくる業、村の
忙しい時は雇われ奉公

寛政３年 伊勢国（上巻
55P）

07 一志郡雲出池田村の
百姓の娘、よね

病の父、母 人の田畑を二反耕し、
田面の草をとり、看病
の間に、綿をつむぐ

明和３年 伊勢国（上巻
60Ｐ）

08 飯野郡清水村の百姓
の妻、さつ

病の夫 山で薪を拾い、耕作を
する

明和７年 伊勢国（上巻
61P）

09 海西郡鳥ヶ地村の百
姓の娘、そよ

酒のみの父 よそ人のために綿をう
ち、苧うみ機を織る

安永３年 尾張国（上巻
69Ｐ）

10 西成郡下新庄村の百
姓の継子、しも　（夫
は死去）

養父、母 昼は人に雇われ奉公、
夜は縫い針をする

寛政２年 摂津国（上巻
37P）

11 海東郡新居屋村のや
もめ、はつ　（夫は死
去）

いじわるな姑 田畑を耕し、機をおる 仏道に心をよせる 天明２年 尾張国（上巻
70Ｐ）

12 幡豆郡深池村の百姓
甚兵衛の娘、けん

奉公先の主の
姉

糸をくる 寛政３年 三河国（上巻
77Ｐ）

13 愛知郡熱田の社人鏡
味福本太夫の娘、の
ふ、母は社家の娘

貧窮の父 奉公にでる 父は福本太夫神事の頭
人役となって、出費が
増える

天明４年 尾張国（上巻
72Ｐ）

14 巣鴨原町の二丁目､
さよ　（夫、娘、息子
は死去）

目がみえない
姑

寛政５年 武蔵国（上巻
143P）

15 那珂郡大岩村百姓の
娘、かよ

病の両親 髪をおろし、木綿をお
り、物あらいなどして
人に雇われる

安永２年 常陸國（上巻
215Ｐ）

16 那珂郡湊村忠助の妻、
とみ

病の夫 人 の 田 を 預 か り つ く
り、種をおろすより刈
り入れまで一人でこな
す

安永４年 常陸国（上巻
217Ｐ）
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17 久慈郡稲木村の百姓
藤兵衛の妻、なを　

（夫は死去）

年老いて目の
見えない舅と
盲人の叔父と
たくさんの幼
児を一人で養
う。

田畑の高一石八斗あま
りを昼夜を耕す

安永７年 常陸国（上巻
218P）

18 那珂郡東野村の百姓
の妻、のえ　（夫、娘
は死去）

姑 田畑を耕し、木綿をお
り、種々の営みをする

天明８年 常陸国（上巻
221P）

19 那珂郡東野村のやも
め、まつ　（夫、子は
死去）

孫 九 石 に 余 る 田 畑 を 耕
し、孫に田畑の業を教
える

天明８年 常陸国（上巻
222Ｐ）

20 那珂郡八田村百姓の
娘、りつ　（夫は出奔）

子と両親 十石の田畑を耕し、人
の衣の洗濯をし、縄を
ない、糸をくり、豆腐
を売る

天明８年 常陸国（上巻
223P）

21 筑波郡小田西町の民
の娘、けん

父 縫針糸機 明和７年 常陸国（上巻
225P）

22 茨木郡夏海成田村の
百姓の娘、はん

父 雇われて、自ら鍬で田
を作り、人の為に洗濯
をする

宝暦７年 常陸国（上巻
226P）

23 犬上郡高宮村の民の
娘、きの　（父母は死
去）

二人の妹 餅団子を売る、おうミ、
苧かせを作る

寛政２年 近江国（上巻
234P）

24 海西郡大和田村百姓
の妻、さよと娘、き
く

木綿を織る 天明３年 美濃國（上巻
252P）

25 石津郡高須の上町の
餅屋の妻、はつ

寺に詣でるときに、金
二両を拾う

× 美濃國（上巻
253P）

26 策郡軽井沢宿、かつ
　（やもめ）

姑と子 野山の働きをして世渡
りする

寛政２年 信濃国（上巻
276P）

27 伊那郡羽広村の百姓
の養女、もよ

養父母 奉公先の主の家の夜の
仕業、昼は田をつくり、
夜は、苧をくる

養父の善光寺参りの願
いをかなえる

寛政５年 信濃国（上巻
279P）

28 筑摩郡城板村の百姓
の娘、さき

病 気 の 父、 盲
人 の 母、 弟 二
人

田畑を耕し、薪、草木
の芽、田螺、芹を売る。

元文４年 信濃國（上巻
284P）

29 安曇郡塩嶋新田村の
百姓の母、たよ（夫
は死去）

子、病身の姑 男女をめし置き、自ら
も耕作

天明７年 信濃国（上巻
286P）

30 諏訪郡金沢町の百姓
の妻、つる

姑 農業を営み、コイを漁
る

姑の供養のために、川
中島の善光寺に参る

寛政２年 信濃国（上巻
289P）

31 館林の城下鍛冶町の
町人の妻、まつ

姑、 舅、 子 二
人

娘二人が、綿を篠巻に
する手業をする、足袋
縫い、賃仕事

寛政元年 上野國（上巻
302P）

32 邑楽郡高根村の百姓
の妻、ちよ

病 の 養 父、 伯
母

足袋を縫う業、機織り、
藍染め、麦を挽き割り
にする

暁ことに水をあび、村
の鎮守の社に17日参っ
て立願する、餅稲をつ
くり、もちゐを菩提寺
に供える

寛政２年 上野國（上巻
305P）

33 鳥山の城下金井町に
すむ娘

両親 耕作、薪、落葉取 寛政元年 下野国（上巻
326P）

34 会津郡糸沢村の百姓
の妻、かね（夫は関
東で屋根葺）

姑、舅 耕作 姑と共に、神ほとけ詣、
宮寺へ伴う、

元文５年 陸奥国（中巻
11P）

35 大沼郡尾岐窪村百姓
の妻、いね

病気の夫、子 八石あまりの田地を耕
す

安永２年 陸奥国（中巻
21P）

36 会津郡田代村の名主
の妻、ちよ

病気の夫 所の鎮守、神仏に平癒
を祈る

寛政９年 陸奥国（中巻
23P）
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37 名取郡南方下増田村
の百姓の妻、さと　

（夫、娘は死去）

慈愛のない姑 姑の世話、七反の田地
の耕作

35日過ぎるまで位牌は
寺に送らず、49日すぎ
て寺に送る。

寛保２年 陸奥国（中巻
39ｐ）

38 仙台城下大町一町目
の借家に住む染師の
妻、なよ

病気の夫 夫の世話 夫の病の平癒のため、
神仏に祈り、賀美郡か
ら来た円光大師の像の
開帳に怠らず祈願する

寛延３年 陸奥国（中巻
51P）

39 江刺郡高師村の百姓、
文六の妻

病気の夫 姑と共に農事 宝暦２年 陸奥国（中巻
54P）

40 登米郡狼川原本町の
百姓、平右衛門の妻

気 が 短 く、 短
慮 で、 病 気 の
姑

親族の吉凶を問い、神
仏に詣でるのも姑の許
しがないと行かない

安永５年 陸奥国（中巻
80ｐ）

41 仙台の城下肴町星屋
なにがしの抱屋敷に
住 む 者、 甚 蔵 の 妻、
くに、妹、らく

病気の夫 夫の死後、豆腐作りを
継承する

寛政元年 陸奥国（中巻
88P）

42 耶麻郡木地小屋村の
百姓太郎作の妻、わ
き　（夫、死去）

子供と二人で
野山の稼をし、
夫のあとを継
がせることだ
けを考えた

貞節を守り抜く 元禄２年 陸奥国（中巻
93ｐ）

43 若松の城下材木町の
年貢地にすむ五右衛
門の娘、せん　（夫は
死去）

養父と実父の
世話

貞節を守り抜き、ひた
すら、主人と父母を養
うことに尽くす

寛延３年 陸奥国（中巻
174Ｐ）

44 若松城下西名子屋町
の娘

病気の舅の世
話

舅の病気の平癒のため
に、神仏に祈ること数
知らず、同町高厳寺に
法然上人の開帳と説経
があると、舅を連れて
行く

寛延３年 陸奥国（中巻
176P）

45 若松城下甲賀町にす
める、きよ

病気の舅姑 病気平癒で神仏に祈る 宝暦５年 陸奥国（中巻
181P）

46 耶麻郡小荒井村の貧
民の妻、はな

病気の姑 衣を縫い、木綿を織る 宝暦７年 陸奥国（中巻
183P）

47 若松の城下南町分年
貢地に住む、さき

病気の姑 機織り、衣縫い、あら
い

宝暦13年 陸奥国（中巻
189P）

48 河沼郡坂下村の百姓、
しま　（夫は死去）

頑 な で、 病 気
の姑

農事 姑が彼岸に寺詣でをし
たいというので背負っ
て行く

明和4年 陸奥国（中巻
197P）

49 耶麻郡雄國新田村の
内市史沢、はつ

病の夫 人の耕作の手伝い、木
綿糸織織事に雇われる

明和4年 陸奥国（中巻
198P）

50 会津の家士栗田平右
衛門の召使う女、ろ
う

主人の家の人 糸織、薪とり、外菜の
手入れ、桑とり、糸く
り、薪わり、絹織り

安永３年 陸奥国（中巻
207P）

51 耶麻郡山写村の端郷
上戸、よし

主人を育てた
伯父

農事、人に雇われる、
薪を割る

安永３年 陸奥国（中巻
209P）

52 若松の城下常慶寺町、
とり

病気の夫、姑、
子供、

酒肴を売る、手業 夫の病平癒に神明に詣
でる

安永７年 陸奥国（中巻
212P）

53 若松城下愛宕町、と
よ

病気の夫、姑、 すきはひの手業 夫の病気平癒のため神
仏に祈る

安永７年
頃

陸奥国（中巻
215P）

54 耶麻郡内野村の修験
宝蔵院の娘、同村の
養女、うの

養家の姑 農事、雑穀、山菜とり、
日雇い

姑の病気平癒のため、
神仏に祈る

安永８年 陸奥国（中巻
219P）

55 耶麻郡下利根川村の
肝いりの召つかい、
みつ

病気の夫、姑、
主家

農事、薪とり、 天明３年 陸奥国（中巻
229P）

56 会津郡西柳原村の百
姓の妻、ひさ

姉夫婦 農事、雇われ、芹つみ、
草履草鞋作り

寛政２年 陸奥国（中巻
248P）
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57 若松城下紺屋町の借
家、いち

禁獄された夫、
子

人の手業、賃縫、薪と
り

寛政3年 陸奥国（中巻
251P）

58 若松城下寺町、なか 病の夫、子 篩をおる 寛政３年 陸奥国（中巻
252P）

59 安達郡表塩沢村の百
姓、はる

病 の 夫、 子、
姑

六 石 の 半 分 を 人 に か
し、半分は自分で耕し、
山林で薪をくだく

享保12年 陸奥国（中巻
257P）

60 伊達郡梁川村の百姓、
みゑ

病の夫、姑 人の衣の洗濯、蚕をか
う

寛政3年 陸奥国（中巻
261P）

61 飽海郡酒田四の町商
人小右衛門の娘、つ
る

母、 病 の 父、
病の兄

豆腐をする 父親を物寺詣でに連れ
て行く

宝暦６年
と９年

出羽国（中巻
298P）

62 飽海郡酒田山王堂町
の商人の妻、くの

病の夫 黒髪をきって、カモシ
とする

母親の七回忌のため
に、髪を切ってかもし
として、菩提寺に納め
る

明和５年 出羽國（中巻
300P）

63 三方郡早瀬浦の民の
妻、いと

舅 魚を売る 明和７年 若狭國（中巻
310P）

64 魚沼郡小千谷の医者
の下女

主家の妻と二
人の娘

縮苧をうむ 寛延３年 越後国（中巻
376P）

65 蒲原郡新写の小揚町
のそよ　（夫は死亡）

舅と幼児 春の網をひくとき、浜
辺へ酒を売りに行く、
蛤をとる

舅が寺詣をするのを送
る

宝暦５年 越後國（中巻
381P）

66 蒲原郡新写、十七軒
町、とよ　（夫は出稼
ぎ）

姑舅、幼児 水汲み、豆腐つくり 宝暦６年 越後国（中巻
383Ｐ）

67 古志郡田中村の百姓
の妻、きよ

舅 舅の菩提寺参りに日に
付き添い、歩けなくな
ると、朝夕、持仏の前
に燈明香花を供えて仏
事を営ませる

安永５年 越後国（中巻
387P）

68 出雲郡西代村の貧民
の妹、ため

目の見えない
母

物乞い 寛政３年 出雲国（下巻
13P）

69 加東郡上三草村の養
女、ふさ

養父母 子守り、小使い、奉公 寛政２年 播磨国（下巻
40P）

70 美嚢郡久次村の百姓
の娘、くめ

病 気 の 父、 盲
人 の 母、 弟 二
人

伊勢講に招かれる時、
菓子などを持参して父
を喜ばせる

安永３年 播磨国（下巻
41P）

71 美嚢郡三木滑原町の
娘、なつ

病気の両親 母が西国の霊場をめぐ
りたいと望む

寛政元年 播磨国（下巻
43P）

72 久米南条郡八出村の
肝煎百姓の娘、とみ

病気の母 綿をくる 講釈をきいて、領主の
城を拝し、神仏にぬか
づく、いとまあれば、
光明真言を唱え、先祖
の追福のためとする

寛政３年 美作国（下巻
60P）

73 領主の家士何某の娘、
もん

主の養母と姉 縫針の業、櫛笄を売る 備前国（下巻
96P）

74 御調郡宇津戸村の組
頭の娘、ひめ

病 の 夫、 か た
ましい姑、舅

田畑三反を耕し、麻苧
綿衣類を織る、鉄鋳物、
穀類、茶、塩、味噌を
売る。布木綿を織る、
豆腐を作って売る

享保20年 備後國（下巻
125P）

75 広島の城下稲荷町釘
屋の家代の妻、みつ

老いた姑 紡績 姑が法談を好むが、歩
けないので、菩提寺の
僧をよんで、仏に回向
させて姑にきかせる

寛政２年 安芸国（下巻
162P）
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76 安芸国佐伯郡厳島小
浦の娘、じよろ

病の夫、母 松の落ち葉、木の皮を
拾って薪として、貝を
掘る、つつほを拾う、
鹿の番

寛政３年 安芸国（下巻
167P）

77 宗像郡土穴村、はん 姑と娘３人 六反一畝の耕作、草刈、
薪こり

天明２年 筑前国（下巻
315P）

78 宗像郡元木村の百姓
の娘、きた

病 の 父、 姉、
弟

山林の薪を切る、畑の
大根をひく、草履草鞋
つくり、縄俵を編むわ
ら細工を営む、樫炭を
牛につけて送る

天明８年 筑前国（下巻
317P）

79 芦北郡津奈木の郷、
野中村の百姓の孫

祖父母 田を耕す、畑をうつ、
菜をつむ、菓を拾う、
葛蕨の根をほる、人に
雇われる、苧うみ、裁
縫

老いた祖父母を背負っ
て、寺に詣でさせる

貞享２年 肥後国（下巻
435P）

80 熊本の城下板谷町、
まん

病気の母 煙草の葉をのべる、人
の衣を洗う、織縫う事
をなす

貞享２年 肥後国（下巻
437P）

81 玉名郡小田の郷横嶋
村の百姓の妻、つや

病気の夫、姑 貝を拾って売る、人に
雇われて賃を得る、

享保20年 肥後国（下巻
443P）

82 玉名郡荒尾の郷宮崎
村、さん

母 雑魚、鰯を売る 宝暦９年 肥後国（下巻
457P）

83 阿蘇郡小国の郷下城
村の百姓の下女、つ
や

苧をうみ、綿をつむぐ、
農事

安永３年 肥後国（下巻
460P）
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