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  ヨ
テ
コ
沢
伝
説 

村
の
庄
屋
に
娘
三
人
が
い
た
。
院
内
岳
に
は
性
根
の
悪
い
猿
の
一
家
が
住
ん
で
い
た
。
村
を
荒
ら
し
回
っ
て
い
た
猿
一

家
の
息
子
が
庄
屋
の
娘
を
一
人
嫁
に
欲
し
い
と
い
う
。
末
娘
の
ヨ
テ
コ
が
猿
の
嫁
に
な
る
。
里
帰
り
に
餅
を
搗
き
、
猿
が

石
臼
に
入
れ
た
ま
ま
の
餅
を
背
負
っ
て
来
る
と
、
き
れ
い
な
桜
の
花
が
咲
い
て
い
た
。
ヨ
テ
コ
は
一
枝
土
産
に
し
た
い

と
猿
に
願
う
。
猿
は
石
臼
を
背
負
っ
た
ま
ま
桜
の
木
に
登
る
が
、
ヨ
テ
コ
は
上
の
枝
を
所
望
す
る
。
細
い
枝
を
折
ろ
う
と

し
た
猿
は
石
臼
を
背
負
っ
た
ま
ま
落
ち
て
死
ぬ
。
ヨ
テ
コ
は
実
家
に
は
帰
ら
ず
、
田
沢
湖
畔
の
河
童
渕
に
身
を
沈
め
て

命
を
絶
っ
た
と
い
う
。 

 

 
 

 

カ
ン
ジ
キ
は
案
付 

山
の
神
は
女
神
で
冬
山
を
歩
き
回
る
と
き
積
雪
に
ぬ
か
っ
て
苦
労
な
さ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
神
は
考
え
た
末
木
を
曲

げ
て
足
に
つ
け
る
こ
と
を
案
付
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
昔
は
「
ア
ン
ジ
キ
」
と
よ
ん
で
い
た
と
い
う
。（
田
沢
湖
町
生

保
内
）
一
説
に
は
、
八
幡
太
郎
義
家
公
が
安
倍
貞
任
を
討
つ
た
め
、
八
幡
平
を
越
え
仙
北
の
地
に
攻
め
入
ろ
う
と
し
た

時
、
貞
任
は
魔
術
を
使
っ
て
大
雪
を
ふ
ら
せ
た
の
で
、
義
家
の
軍
勢
は
進
退
き
わ
ま
り
、
杉
の
枝
で
輪
を
作
っ
て
は
く
こ

と
に
案
付
い
た
。
考
え
た
場
所
は
、
今
の
鳩
の
湯
の
付
近
で
あ
る
と
い
う
。（
西
木
村
檜
木
内
） 
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銭
神
沢
の
大
蛇
の
化
石 

角
館
町
中
川
の
銭
神
沢
に
、
銭
形
の
斑
文
の
あ
る
大
蛇
が
住
ん
で
い
た
。
あ
る
時
領
主
が
狩
に
出
て
、
偶
然
出
会
っ
た
大

蛇
を
射
た
が
、
急
所
を
は
ず
れ
た
た
め
、
大
蛇
は
人
間
に
姿
を
変
え
て
、
西
木
村
西
明
寺
の
門
屋
方
面
に
逃
げ
、
さ
ら
に

田
沢
に
ぬ
け
て
湯
治
を
し
た
。
ほ
ぼ
癒
え
て
帰
途
に
つ
い
た
が
、
大
石
嶽
の
麓
に
来
た
時
、
遂
に
殺
さ
れ
、
そ
の
遺
骸
は

化
石
と
な
っ
た
。
今
で
も
化
石
の
割
れ
目
に
銭
形
の
あ
る
小
蛇
が
住
ん
で
い
る
そ
う
だ
。 

 
 

 

 

五
斗
坂
と
五
斗
淵 

西
木
村
小
白
川
の
袖
野
（
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
の
あ
る
地
）
の
付
近
に
長
者
倉
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
昔
こ
の
地
に
あ

る
長
者
が
住
ん
で
お
り
、
辰
子
は
長
者
の
家
に
女
中
奉
公
し
て
い
た
が
、
九
曲
も
あ
る
坂
を
小
豆
五
斗
背
負
っ
て
下
り
、

院
内
川
の
淵
ま
で
小
豆
と
ぎ
に
行
く
の
が
毎
日
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。
辰
子
は
働
き
手
で
、
ど
ん
な
仕
事
も
や
り

と
お
し
た
と
い
う
。
辰
子
が
登
り
下
り
し
た
坂
の
名
を
五
斗
坂
と
い
い
、
淵
を
五
斗
淵
と
い
う
。 

 

寝
仏 
 

鳩
峯
神
社
に
行
く
途
中
の
国
有
林
の
な
か
に
、
長
さ
七
～
八
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
、
人
間
が
寝
て
い
る
姿
に
似
た
大
石

が
あ
り
、
村
の
人
は
寝
仏
様
と
よ
ん
で
い
る
。
早
起
き
、
寝
小
便
な
お
し
に
霊
験
が
あ
り
、
ま
た
頭
痛
平
癒
に
は
枕
を
あ
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げ
て
祈
願
す
る
と
よ
い
な
ど
の
信
仰
が
あ
る
。 

 
 

 

 
船
越
村
の
む
じ
な 

角
館
山
中
に
も
湖
水
が
あ
る
。
こ
こ
に
八
郎
の
雌
竜
が
住
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
院
内
に
六
人
の
衆
徒
と
い
う

者
が
い
て
、
そ
の
中
の
神
成
沢
の
常
厳
坊
の
娘
で
鶴
子
と
い
う
の
が
、
嫉
妬
が
深
く
て
蛇
身
と
な
り
こ
の
湖
水
に
来
た
。

こ
の
水
は
船
越
へ
水
脈
が
通
じ
て
い
て
、
年
に
一
度
は
二
匹
の
竜
が
出
会
う
と
い
う
。 

 

 

仙
岩
峠
の
山
賊  

仙
岩
峠
に
は
女
の
山
賊
が
お
り
、
川
を
負
ぶ
っ
て
渡
し
て
く
れ
と
誘
い
、
有
り
金
全
部
奪
う
。
あ
る
男
が
山
賊
退
治
に
出

か
け
、
こ
の
女
山
賊
を
退
治
す
る
。
向
こ
う
岸
に
あ
る
家
に
は
母
親
と
妹
が
い
た
が
、
姉
の
亡
骸
を
届
け
ら
れ
、
そ
れ
か

ら
改
心
し
た
。 

 
 

 

長
者
の
山 

玉
川
地
域
で
金
山
の
開
発
を
手
掛
け
た
の
は
、
陸
奥
の
豪
族
安
倍
頼
良
で
あ
っ
た
と
い
う
。
金
山
探
索
の
一
行
は
、
南
部

領
の
葛
根
田
（
か
っ
こ
ん
だ
）
か
ら
山
を
越
え
、
出
羽
領
の
「
八
尺
の
沢
」
で
金
山
を
発
見
し
た
と
い
う
。
二
年
後
の
あ
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る
夜
、
二
人
組
み
の
盗
賊
に
襲
わ
れ
て
リ
ー
ダ
ー
の
石
黒
直
久
が
殺
さ
れ
た
の
で
、
高
台
に
「
長
者
館
」
が
建
て
ら
れ
た

と
い
う
。
そ
の
後
、「
川
崎
の
六
０
目
の
沢
」（
金
が
日
産
六
十
匁
出
た
）、「
ダ
ラ
メ
沢
」（
粒
状
の
ダ
ラ
メ
金
）、
石
黒
氏

に
ち
な
ん
だ
「
石
黒
森
」「
石
黒
沢
」
な
ど
が
地
名
と
し
て
残
り
、
当
時
の
坑
道
跡
ら
し
い
も
の
も
残
っ
て
い
る
と
い
う
。

 
 

 

河
童
の
話 

小
勝
川
集
落
の
甚
助
の
家
で
放
馬
を
し
て
い
た
ら
、
河
童
が
馬
を
淵
に
引
き
込
も
う
と
し
て
、
反
対
に
厩
に
引
き
ず
り

込
ま
れ
た
。
馬
槽
に
隠
れ
て
い
た
が
見
つ
か
り
、
摺
臼
を
引
か
さ
れ
こ
き
使
わ
れ
、
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
助
命
を
願

い
、
聞
き
入
れ
ら
れ
る
と
、
礼
に
一
本
の
匙
を
置
い
て
い
っ
た
。
こ
の
匙
で
調
合
し
た
薬
が
売
れ
て
、
大
金
持
ち
に
な
っ

た
が
、
い
つ
し
か
匙
が
見
え
な
く
な
る
と
、
家
は
傾
い
て
い
っ
た
。 

 
 

 

 

弁
慶
の
凹
石 

古
城
山
の
旧
大
手
口
の
登
口
に
、
二
個
の
石
が
あ
る
。
そ
の
石
面
に
足
跡
状
の
風
化
し
た
凹
み
が
そ
れ
ぞ
れ
つ
い
て
い

る
が
、
こ
れ
は
弁
慶
の
足
跡
だ
と
い
う
。 

 

  



西木周辺の昔ばなし 

7 

 

イ
タ
コ
塚 

昔
、
大
野
堰
の
人
柱
と
な
っ
た
、
イ
タ
コ
の
お
小
夜
の
霊
を
慰
め
る
た
め
埋
葬
し
て
、
小
白
川
の
上
田
に
塚
を
造
っ
た
と

い
う 

飛
ん
だ
舟 

 
 

昔
あ
る
男
が
カ
ル
ケ
ヤ
崎
で
、
大
楢
を
使
っ
て
舟
を
え
ぐ
っ
た
。
完
成
が
間
近
く
な
っ
た
時
、
ひ
と
り
で
に
舟
が
走
り
出

し
、
セ
ン
ノ
木
沢
を
通
り
、
村
人
が
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
湖
中
に
落
ち
、
湖
底
深
く
つ
き
さ
さ
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
。
光
年
に
な
っ
て
も
湖
底
に
舟
型
が
見
え
て
い
た
と
い
う
。 

 

 

大
威
徳
山 

弁
慶
が
大
威
徳
山
を
み
て
、
こ
の
山
を
背
負
っ
て
自
分
の
力
の
程
を
試
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
山
に
縄

を
か
け
て
、
背
負
お
う
と
し
た
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、
満
身
の
力
を
入
れ
て
苦
し
さ
に
涙
を
流
し
た
。
そ
の
涙
が

山
の
す
そ
を
流
れ
て
川
と
な
っ
た
。
こ
の
川
を
“
な
み
だ
川
”
と
い
っ
て
い
る
が
、
玉
川
の
上
流
の
辺
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
峰
の
二
ヶ
所
に
く
ぼ
ん
だ
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
時
縄
を
か
け
た
あ
と
で
、
ま
た
笠
を
ぬ
い
だ
と
こ
ろ

が
、
ア
シ
カ
サ
森
と
よ
ば
れ
た
。 
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最
明
寺
時
頼
（
さ
い
み
ょ
う
じ
と
き
よ
り 

鎌
倉
幕
府
の
執
権
北
条
時
頼
は
、
家
督
を
ゆ
ず
っ
て
最
明
寺
で
出
家
し
、
諸
国
巡
業
の
旅
に
出
て
、
津
軽
で
か
つ
て
の
愛

妾
唐
糸
の
舞
姫
の
死
に
め
ぐ
り
あ
っ
た
と
い
う
大
館
に
入
っ
た
時
に
唐
糸
の
死
後
ひ
と
七
日
た
っ
て
い
た
の
で
、
一
七

山
釈
迦
堂
を
建
て
追
善
供
養
を
し
た
。
ふ
た
七
日
め
に
秋
田
に
着
き
、
仏
像
を
安
置
し
て
唐
糸
の
菩
提
を
弔
っ
た
の
が

二
七
光
明
寺
で
あ
る
。
仙
北
西
木
村
の
西
明
寺
に
は
三
七
山
光
明
寺
が
あ
り
、
こ
の
地
名
は
み
七
日
め
に
着
い
た
最
明

寺
時
頼
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
象
潟
蚶
満
寺
に
も
立
ち
寄
り
、
寺
領
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

  

） 

カ
チ
カ
チ
山 

雲
沢
の
太
平
山
に
ウ
サ
ギ
と
ク
マ
が
い
た
。
あ
る
と
き
ク
マ
が
や
け
ど
を
し
た
の
で
、
ウ
サ
ギ
が
松
ヤ
ニ
を
塗
れ
ば
よ

い
と
教
え
た
。
ウ
サ
ギ
は
そ
の
後
桧
木
内
川
に
お
り
て
、
渡
し
守
を
だ
ま
し
、
焼
い
た
小
魚
を
食
べ
た
。
そ
こ
へ
怒
っ
た

ク
マ
が
来
る
と
、
ウ
サ
ギ
は
も
っ
と
良
い
薬
が
あ
る
。
川
に
い
る
魚
を
食
べ
れ
ば
良
い
と
教
え
た
。
泳
げ
な
い
ク
マ
は
お

ぼ
れ
て
死
ん
だ
。
そ
こ
で
ウ
サ
ギ
は
あ
る
家
に
ク
マ
を
運
び
、
ク
マ
汁
に
し
て
食
べ
た
。
そ
こ
は
渡
し
守
の
家
で
、
あ
や

う
く
捕
ま
え
ら
れ
か
け
た
が
、
命
か
ら
が
ら
逃
げ
出
し
た
。 
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カ
ラ
ガ
ラ
ス 

 
 

角
館
町
下
延
に
つ
た
わ
る
話
で
は
、
カ
ラ
ガ
ラ
ス
（
ヨ
シ
キ
リ
）
は
常
光
寺
に
奉
公
し
て
い
た
が
、
そ
こ
の
住
職
が
口
う

る
さ
い
人
だ
っ
た
。
あ
る
日
、
カ
ラ
ガ
ラ
ス
は
住
職
の
草
履
を
片
方
な
く
し
て
し
ま
い
、
寺
を
追
い
出
さ
れ
る
。
そ
の
た

め
に
カ
ラ
ガ
ラ
ス
は
「
常
光
寺
常
光
寺
ケ
エ
ケ
ヤ
シ
（
こ
や
か
ま
し
い
者
）
ケ
エ
ケ
ヤ
シ
」
と
鳴
く
。 

 

 

大
蔵
山
観
世 

本
尊
は
坂
上
田
村
麻
呂
東
征
の
際
に
兜
の
八
幡
座
に
こ
め
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
祠
堂
の
後
方
、
老
杉
の
下
に
穴

が
あ
り
、
田
沢
湖
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
。  

  

薬
師
様  

白
岩
村
広
久
内
の
佐
藤
久
左
ヱ
門
の
祖
先
は
、
有
名
な
マ
タ
ギ
だ
っ
た
。
永
正
二
年
二
月
、
村
の
東
に
そ
び
え
る
奥
羽
山

脈
の
白
岩
嶽
へ
狩
り
に
行
っ
た
。
近
く
の
山
の
頂
上
で
一
服
し
た
と
き
の
こ
と
だ
。
傍
ら
の
雪
の
中
か
ら
蒼
い
小
蛇
が

姿
を
現
し
、
ク
ル
ク
ル
三
度
廻
っ
て
雪
の
中
へ
潜
っ
て
行
っ
た
。
不
思
議
に
思
い
雪
を
掘
っ
て
み
た
ら
、
薬
師
の
小
像
が

燦
然
と
光
を
放
っ
て
い
た
。
以
来
そ
こ
に
薬
師
を
祀
り
、
山
の
名
も
薬
師
嶽
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
佐
藤
家
に
、

今
も
そ
の
ご
本
尊
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 
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勇
然
坊  

勇
然
坊
は
高
筑
紫
森
か
ら
小
山
田
の
山
に
琵
琶
を
持
っ
て
飛
行
し
よ
う
と
し
た
。
勇
然
淵
の
岩
瀬
に
落
ち
、
そ
の
時
の

足
跡
や
手
の
あ
と
が
岩
上
に
あ
り
、
琵
琶
は
淵
に
落
ち
石
に
化
し
た
。 

 
 

 

 

メ
ン
ゴ
淵
の
河
童
（
め
ん
ご
ぶ
ち
の
か
っ
ぱ
） 

沢
の
村
近
く
の
淵
を
村
人
は
メ
ン
ゴ
淵
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
名
は
メ
ン
ゴ
（
可
愛
い
子
供
）
が
河
童
に
捕
え
ら
れ
こ

と
か
ら
き
て
い
る
。
田
中
与
治
右
ェ
門
の
馬
を
河
童
が
淵
へ
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、
逆
に
馬
に
ひ
か
れ
て
廐
へ
来

た
。
馬
桶
を
か
ぶ
っ
て
か
く
れ
た
が
、
発
見
さ
れ
叩
き
殺
さ
れ
そ
う
に
な
り
、
人
を
害
さ
な
い
と
あ
や
ま
り
解
放
し
て
も

ら
っ
た
。
以
来
河
童
は
人
に
悪
戯
し
な
い
。
子
供
達
が
泳
ぎ
に
行
く
と
き
河
童
の
頭
上
の
皿
を
わ
る
力
が
あ
る
と
い
う

オ
ガ
ラ
を
持
っ
て
い
く
と
、
河
童
は
恐
れ
て
近
寄
ら
な
い
。 

 

 

鮭
と
夜
叉
明
王
（
さ
け
と
や
し
ゃ
み
ょ
う
お
う
） 

昔
は
玉
川
の
上
流
ま
で
鮭
が
の
ぼ
り
、
角
館
の
大
威
徳
神
社
下
で
も
毎
年
鮭
網
を
お
ろ
し
て
漁
を
し
た
。
あ
る
年
背
の
高
い
坊
主
が
毎
日

の
よ
う
に
来
る
の
で
、
漁
師
た
ち
が
鮭
を
や
ろ
う
か
と
声
を
か
け
、
断
る
坊
主
に
無
理
に
キ
ノ
メ
の
蔓
（
ア
ケ
ビ
の
蔓
）
で
ゆ
わ
え
、
鮭

を
背
負
わ
せ
た
。
坊
主
は
立
ち
去
り
、
そ
れ
以
来
玉
川
に
鮭
が
の
ぼ
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
の
坊
主
は
、
大
威
徳
夜
叉
明
王
で
あ
り
、
今
で
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も
腹
痛
平
癒
祈
願
す
る
者
は
、
鮭
と
ア
ケ
ビ
を
断
つ
と
い
う
。 

 
 

 

  

鮭
女
房 

昔
、
男
が
大
威
徳
神
社
に
祈
願
し
、
満
願
の
日
白
衣
の
爺
に
石
段
で
待
て
ば
か
な
え
ら
れ
る
と
言
わ
れ
た
。
若
く
美
し
い

女
に
赤
児
を
抱
い
て
い
て
く
れ
と
頼
ま
れ
、
重
く
な
る
の
に
耐
え
て
い
る
と
女
は
力
強
い
男
に
な
っ
た
と
言
い
、
夫
婦

名
乗
り
を
し
た
。
夫
婦
仲
が
良
く
、
嫁
は
料
理
が
上
手
で
、
若
者
が
水
屋
を
の
ぞ
く
と
、
女
は
鍋
を
ま
た
い
で
小
便
を
し

て
い
た
。
見
ら
れ
た
と
気
づ
き
、
女
は
水
屋
尻
に
飛
び
込
み
、
大
鮭
に
な
っ
て
大
威
徳
山
の
縁
の
方
に
泳
い
で
い
っ
て
し

ま
っ
た
。 

 
 

 

 

堂
の
沢
の
片
目
鰍 

西
明
寺
八
津
観
音
本
宮
の
南
端
の
堂
の
沢
に
棲
息
す
る
鰍
は
ど
れ
も
片
目
だ
と
い
う
。
昔
、
沢
の
奥
に
金
山
が
あ
っ
た

が
、
あ
る
日
坑
道
が
崩
れ
、
多
く
の
鉱
夫
が
圧
死
し
、
そ
の
血
が
堂
の
沢
の
渓
流
に
入
っ
た
た
め
、
鰍
は
全
部
片
目
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。 
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大
野
堰
の
人
柱 

元
和
５
年
（
１
６
１
９
）
大
野
堰
の
水
か
か
り
の
百
姓
が
神
様
に
祈
願
し
た
。
前
年
大
洪
水
に
あ
い
、
大
野
堰
の
と
め
が

破
れ
、
西
明
寺
付
近
が
被
害
を
被
っ
た
た
め
、
竜
神
の
祟
り
を
は
ら
う
に
は
牝
牛
に
巫
女
を
の
せ
、
生
贄
に
捧
げ
よ
と
い

う
御
託
宣
だ
っ
た
。
小
白
川
集
落
の
お
小
夜
と
い
う
美
女
が
飢
饉
の
時
南
部
か
ら
親
子
で
流
れ
て
き
て
、
女
中
と
し
て

仕
え
、
巫
女
だ
っ
た
の
で
、
村
人
の
嘆
願
に
承
諾
し
、
水
中
深
く
生
き
埋
め
に
さ
れ
た
。
村
人
は
堰
堤
を
築
き
、
大
日
如

来
の
一
宇
を
建
て
、
お
小
夜
の
霊
に
報
い
る
た
め
七
つ
の
禁
断
を
誓
っ
た
。
そ
の
禁
断
の
一
つ
で
も
破
る
と
そ
の
家
七

代
に
わ
た
り
、
七
不
思
議
の
祟
り
が
あ
る
と
い
う
。 

 

穴
堰
の
人
柱 

 

下
河
原
芳
谷
地
の
道
心
坊
の
清
水
を
ひ
い
て
、
菅
沢
開
拓
田
の
灌
漑
用
水
と
し
よ
う
と
、
水
路
を
作
っ
て
い
っ
た
が
、 

金
山
付
近
に
水
路
を
通
す
と
こ
ろ
が
な
く
、
金
山
下
に
隧
道
を
通
す
こ
と
に
な
っ
た
。
岩
が
固
く
掘
鑿
が
困
難
だ
っ
た

の
で
、
稚
児
を
牛
に
の
せ
て
人
柱
と
し
た
と
い
う
。
稚
児
の
名
は
四
郎
と
か
、
そ
の
た
め
付
近
の
坂
を
四
郎
坂
と
い
う
。

 
 

 

飛
ん
だ
温
泉 

 
 

昔
雲
沢
の
坊
沢
に
有
名
な
温
泉
が
あ
っ
た
が
、
村
の
八
幡
社
の
祭
酒
に
酔
っ
た
鉱
夫
た
ち
が
温
泉
へ
馬
の
骨
を
投
じ
た
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と
こ
ろ
、
温
泉
が
怒
っ
て
抱
き
帰
り
の
奥
に
と
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
神
代
の
抱
返
り
渓
谷
に
あ
る
夏
瀬
温
泉
が
そ

れ
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
田
沢
湖
町
乳
頭
温
泉
郷
の
つ
る
の
湯
は
、
昔
病
ん
だ
つ
る
が
お
り
て
、
こ
の
湯
で
病
気
を
な

お
し
て
飛
び
去
っ
た
た
め
に
、
こ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
。 

 

  

祖
父
が
沼 

角
館
町
雲
然
の
地
に
祖
父
が
沼
と
い
っ
て
深
い
沼
が
あ
っ
た
。
沼
に
は
大
蛇
が
棲
ん
で
お
り
、
時
々
美
男
に
化
け
て
付

近
を
歩
き
回
っ
た
。
山
伏
の
妻
を
知
っ
た
大
蛇
は
夜
な
夜
な
通
い
、
気
づ
い
た
姑
女
が
嫁
に
注
意
し
た
と
こ
ろ
、
嫁
は
否

定
し
た
が
、
美
男
と
密
か
に
あ
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
妊
娠
し
、
月
み
ち
て
分
娩
し
た
と
こ
ろ
七
、
八
寸
の
蛇
が
十
匹
ば

か
り
出
た
と
い
う
。 

 

 

ア
メ
鱒
落
と
し  

 

昔
、
あ
る
山
に
住
ん
で
い
た
鷺
が
、
湖
岸
（
田
沢
湖
）
の
岩
頭
か
ら
、
湖
中
を
泳
ぎ
回
る
ア
メ
鱒
を
ね
ら
っ
て
い
た
。
ア

メ
鱒
の
一
群
が
岸
に
よ
っ
て
泳
ぎ
回
っ
て
い
る
と
、
鷺
は
一
撃
し
よ
う
と
急
降
下
し
、
一
匹
の
ア
メ
鱒
を
つ
か
み
上
空

に
の
が
れ
よ
う
と
し
た
。
ア
メ
鱒
も
水
底
深
く
沈
ん
で
爪
を
逃
れ
よ
う
と
し
、
格
闘
を
続
け
た
が
、
つ
い
に
は
両
者
力
尽

き
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
の
格
闘
の
あ
っ
た
付
近
を
「
ア
メ
鱒
落
と
し
」
と
い
っ
て
い
る
。 
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ガ
ラ
ク
ラ 

檜
木
内
戸
沢
舘
の
東
南
方
に
突
出
し
て
い
る
山
端
に
、
円
錐
形
の
小
山
が
あ
り
、
北
斜
面
を
石
森
ま
た
は
ガ
ラ
ク
ラ
と

呼
ん
で
い
る
。
一
説
に
よ
れ
ば
、
蝦
夷
が
舘
を
目
が
け
て
石
を
投
じ
た
と
こ
ろ
と
い
わ
れ
、
大
小
の
石
が
散
乱
し
て
い

る
。
舘
と
石
森
の
距
離
は
一
町
ほ
ど
で
、
蝦
夷
と
い
え
ど
も
舘
ま
で
投
ず
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
い
。
あ
る
人
の
話
に

よ
れ
ば
、
こ
の
地
よ
り
約
半
里
程
の
奥
の
「
奥
石
森
」
と
い
う
山
に
も
、
石
が
散
在
し
て
い
る
。
昔
、
戸
沢
舘
を
守
護
し

て
い
た
大
蛇
が
棲
息
し
て
い
た
と
い
わ
れ
、
近
年
蕨
取
り
に
行
っ
た
女
達
が
耳
の
あ
る
蛇
を
み
た
と
い
い
、
大
蛇
の
化

身
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
逃
げ
帰
っ
た
と
い
う
。 

 
 

  

大
仏
嶽
の
拝
み
石 
 

西
木
村
檜
木
内
と
北
秋
田
阿
仁
合
町
の
境
界
に
、
大
仏
嶽
が
あ
り
、
檜
木
内
川
の
支
流
、
浦
子
内
沢
、
小
波
内
沢
等
が
そ

の
源
を
発
し
て
い
る
。
大
仏
嶽
に
拝
み
石
と
い
わ
れ
る
石
が
あ
り
、
あ
る
時
又
鬼
（
漁
師
）
が
、
ア
オ
シ
シ
を
発
見
し
て

追
っ
て
行
く
と
、
拝
み
石
の
辺
で
消
え
た
。
付
近
を
見
る
と
、
雪
に
大
穴
が
あ
い
て
い
て
、
そ
の
底
は
ど
こ
ま
で
深
い
の

か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
又
鬼
は
冷
や
汗
が
湧
き
、
逃
げ
帰
っ
た
と
い
う
。
そ
の
穴
は
鬼
の
穴
だ
っ
た
ろ
う
と
い
い
、
そ
の

付
近
に
行
く
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。 
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巫
女
石
と
山
伏
石
（
み
こ
い
し
と
や
ま
ぶ
し
い
し
） 

 
 

神
代
発
電
所
を
過
ぎ
、
抱
返
神
社
の
東
に
流
れ
る
玉
川
の
河
中
に
二
個
の
奇
岩
が
立
っ
て
い
る
。
大
同
の
昔
、
山
伏
が
巫

女
を
連
れ
、
白
岩
嶽
の
薬
師
に
参
詣
に
き
た
。
河
中
に
入
る
と
大
津
波
が
起
こ
り
、
山
伏
は
巫
女
を
抱
き
上
げ
難
を
逃

れ
、
巫
女
を
岸
に
残
し
て
泳
い
で
向
こ
う
岸
に
つ
い
た
。
巫
女
も
河
中
に
身
を
入
れ
た
が
、
水
勢
に
流
さ
れ
た
時
、
神
霊

が
現
れ
巫
女
を
救
っ
た
。
巫
女
は
崇
敬
の
あ
ま
り
、
大
岩
と
化
し
た
。
山
伏
が
巫
女
の
名
を
呼
ぶ
と
岩
が
答
え
、
こ
の
一

件
を
語
っ
た
。
山
伏
は
、
明
神
様
を
礼
拝
し
な
か
っ
た
の
は
残
念
と
自
分
も
大
石
に
化
し
て
し
ま
っ
た
。
玉
川
の
二
石

は
、
今
も
神
の
御
力
の
不
思
議
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。 

 

 

駒
ヶ
岳 

田
沢
湖
町
生
保
内
の
東
に
聳
え
る
駒
ケ
岳
は
、
二
重
式
火
山
と
し
て
ま
た
高
山
植
物
の
豊
富
な
山
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

特
に
高
山
植
物
の
コ
マ
ク
サ
・
ム
シ
ト
リ
ス
ミ
レ
の
群
落
は
我
が
国
北
部
の
代
表
で
、
大
正
十
五
年
二
月
二
十
四
に
天

然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
春
の
雪
消
え
の
頃
、
盛
岡
の
方
か
ら
見
る
と
駒
ケ
岳
に
馬
の
前
身
の
よ
う
な
形
が
黒

く
見
え
る
と
い
う
。
昔
、
東
の
国
の
領
主
が
、
秋
田
か
ら
馬
を
買
っ
て
く
る
途
中
、
生
保
内
の
山
越
え
で
馬
が
一
頭
い
な

な
い
た
と
思
う
と
倒
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
春
に
な
る
と
、
駒
の
姿
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
南
部

領
に
不
作
が
多
く
秋
田
藩
が
豊
富
な
の
は
、
駒
の
姿
が
南
部
領
に
頭
を
、
秋
田
藩
の
方
に
尻
を
向
け
て
い
る
か
ら
だ
と

い
う
。 
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駒
ヶ
岳 

駒
ケ
岳
は
、
そ
の
名
の
よ
う
に
南
部
領
か
ら
み
て
も
、
秋
田
領
か
ら
見
て
も
駒
の
形
に
見
え
る
と
い
わ
れ
、
崇
拝
さ
れ
て

い
る
。
昔
、
南
部
か
ら
秋
田
へ
駒
を
買
い
に
来
て
、
馬
を
買
っ
て
帰
る
時
、
国
見
峠
に
来
た
ら
馬
が
動
か
な
く
な
っ
て
、

遂
に
駒
ケ
岳
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
曳
い
て
帰
る
の
で
自
然
馬
の
尻
は
秋
田
側
に
あ
り
、
南
部
側
に
あ
る
頭
が
南
部
の

草
を
食
っ
て
糞
を
秋
田
側
に
す
る
た
め
、
秋
田
側
は
地
味
が
肥
え
よ
い
米
が
で
き
る
が
、
南
部
は
稗
や
粟
で
よ
う
や
く

飢
え
を
し
の
ぐ
の
だ
と
い
う
。 

 

 

国
見
峠
と
仏
沢 

板
沢
か
ら
田
沢
に
越
え
る
道
の
峠
に
立
つ
と
、
平
鹿
や
雄
勝
の
方
ま
で
見
え
る
た
め
、
国
見
峠
と
い
う
。
仏
沢
は
小
杉
山

か
ら
心
像
に
ぬ
け
る
途
中
に
あ
る
集
落
で
、
こ
の
名
は
虚
空
蔵
菩
薩
を
祀
っ
た
「
仏
ケ
峯
」
が
あ
る
た
め
、
峯
の
沢
と
い

う
意
味
で
出
た
と
い
う
。
小
杉
山
と
杉
沢
の
中
間
に
柳
沢
集
落
が
あ
り
、
雷
公
者
と
い
う
お
宮
が
あ
る
。
昔
落
雷
の
あ
っ

た
地
に
、
五
大
力
菩
薩
一
柱
「
雷
電
吼
」
を
祀
っ
た
と
い
う
。
金
剛
吼
、
竜
王
吼
、
無
畏
十
力
吼
、
雷
電
吼
、
無
量
力
吼

の
五
柱
の
仏
様
で
、
金
剛
吼
は
手
に
千
宝
相
輪
を
持
ち
、
竜
王
吼
は
金
輪
灯
を
、
無
長
十
力
吼
は
金
剛
杵
を
、
電
電
吼
は

千
宝
羅
網
を
無
量
力
吼
は
手
に
五
千
剣
輪
を
持
っ
て
、
守
護
国
家
の
任
に
あ
た
っ
て
い
る
。
家
の
四
隅
に
「
五
大
力
菩

薩
」
と
書
い
て
貼
っ
て
お
く
と
、
盗
難
除
け
の
御
利
益
が
あ
る
と
い
う
。
小
杉
山
集
落
の
手
前
に
鳥
居
野
と
い
う
所
が
あ

り
、
昔
十
一
面
観
音
の
鳥
居
が
こ
の
野
に
た
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
来
た
と
い
う
。 
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小
玉
ネ
ズ
ミ
の
話 

 
ミ
ズ
木
の
肌
が
赤
い
の
に
は
、
次
の
よ
う
な
訳
が
あ
る
。
山
の
神
が
、
七
人
組
の
小
屋
へ
泊
ま
っ
た
と
き
に
お
産
を
し

た
。
そ
の
と
き
ミ
ズ
木
の
枝
を
敷
い
た
の
で
、
血
が
つ
い
て
赤
く
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
血
で
染
ま
っ
た
木
な
の
で
、
マ

タ
ギ
が
ミ
ズ
木
を
使
う
こ
と
は
な
い
し
、
人
に
よ
っ
て
は
家
を
建
て
る
材
木
と
し
て
も
使
わ
な
い
と
い
う
。 

 

  

マ
タ
ギ
の
話 

山
に
入
る
人
の
い
る
家
で
は
、
寒
の
三
十
日
間
、
絶
対
に
豆
を
煎
っ
て
は
な
ら
な
い
。
豆
の
は
じ
け
る
響
き
で
、
雪
が
裂

け
雪
崩
が
起
き
る
か
ら
で
あ
る
。
以
前
、
村
か
ら
山
形
県
へ
四
、
五
人
で
猟
に
出
か
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
内
の
一

人
の
家
で
豆
を
煎
ろ
う
と
し
た
の
で
、
皆
は
過
ち
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
止
め
る
よ
う
に
忠
告
し
た
。
そ
れ
で
も

構
わ
ず
煎
っ
た
と
こ
ろ
、
一
行
は
大
雪
崩
に
遭
遇
し
た
。
し
か
も
他
の
者
は
助
か
り
、
豆
を
煎
っ
た
家
の
マ
タ
ギ
だ
け
圧

死
し
た
の
で
村
人
は
身
震
い
し
た
。 

 

 

重
五
郎
と
ム
ジ
ナ 

或
る
と
き
、
重
五
郎
が
罠
に
掛
か
っ
た
ム
ジ
ナ
を
捕
っ
て
き
た
。
腹
を
裂
か
ず
に
、
い
わ
ゆ
る
エ
ン
ド
え
ぐ
り
に
し
て
マ
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メ
（
掌
）
ま
で
も
は
い
だ
。
と
こ
ろ
が
、
は
ぎ
終
わ
る
や
い
な
や
、
そ
の
赤
メ
ロ
の
狢
が
ム
ッ
ク
リ
起
き
上
が
り
、
ス
タ

ス
タ
と
歩
き
出
し
た
。
そ
れ
は
、
重
五
郎
が
出
産
の
忌
み
期
間
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
猟
に
行
っ
た
せ
い
だ
と
言
わ

れ
て
い
る
。 

 
 

 

ム
ジ
ナ
の
屋
根
滑
り 

明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
話
だ
。
東
右
ヱ
門
は
大
き
な
家
で
、
大
黒
柱
は
抱
き
抱
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
太
く
使
用
人
も
五
十

人
ほ
ど
い
た
。
鉱
山
成
金
で
、
村
の
税
金
の
半
分
を
納
め
て
い
た
。
あ
る
夜
か
ら
、
家
が
ミ
シ
ン
ミ
シ
ン
と
不
気
味
な
動

き
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ノ
リ
ギ
（
法
力
者
）
に
祓
っ
て
も
ら
っ
た
が
止
ま
な
か
っ
た
。
一
匹
の
大
ム
ジ
ナ
が
、
屋
根

雪
に
幾
筋
も
の
跡
を
残
し
て
滑
り
降
り
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
火
縄
銃
で
仕
留
め
て
か
ら
、
そ
の
怪
事
は
起
き
な
く
な

っ
た
そ
う
だ
。 

 

 

石
の
怪  

大
仏
に
、
拝
み
石
と
い
う
所
が
あ
る
。
雪
に
大
穴
が
開
い
て
い
て
、
人
が
シ
シ
を
追
っ
て
そ
こ
ま
で
行
く
と
追
っ
て
い
た

シ
シ
が
急
に
見
え
な
く
な
る
。
鬼
が
い
る
と
い
わ
れ
、
行
く
所
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
小
滝
の
専
右
ヱ
門
も
、
そ
こ

で
鬼
に
や
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 
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小
玉
レ
チ
ュ 

昔
、
小
玉
レ
ッ
チ
ュ
（
連
中
）
と
杉
野
レ
ッ
チ
ュ
の
二
組
の
又
鬼
（
マ
タ
ギ
）
が
小
屋
掛
け
し
た
。
カ
ク
ラ
さ
ん
（
山
神
）

が
お
産
の
宿
を
借
り
に
行
く
が
、
小
玉
レ
ッ
チ
ュ
は
貸
さ
ず
、
杉
野
レ
ッ
チ
ュ
は
貸
し
て
ミ
ヅ
木
を
敷
い
て
床
を
作
っ

た
。
カ
ク
ラ
さ
ん
は
そ
こ
で
十
二
人
の
子
ど
も
を
産
み
、
子
ど
も
た
ち
は
何
処
か
へ
飛
ん
で
い
っ
た
。
ミ
ヅ
木
は
お
産
の

血
で
染
ま
り
赤
く
な
っ
た
。
小
玉
レ
ッ
チ
ュ
は
鼠
に
さ
れ
、
そ
れ
を
恨
ん
で
躯
体
を
弾
け
さ
せ
鉄
砲
よ
り
も
ひ
ど
い
音

を
さ
せ
て
祟
っ
て
い
る
。 

           

秋
田
の
昔
ば
な
し
・
伝
説
・
世
間
話 

 
口
承
文
芸
検
索
シ
ス
テ
ム
よ
り
抜
粋 

 


