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雅
史
と
見
附
市
小
柳
勇
様
長
女
み
ゆ
き
の
婚
約
が
整
い
、
九
月
二
十
二
日
当
寺

本
堂
の
尊
前
で
巻
町
妙
光
寺
御
住
職
井
上
国
輔
師
の
司
婚
に
よ
り
結
婚
式
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
将
来
当
寺
第
十
六
世
の
法
灯
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に

な
り
ま
す
が
何
卒
幾
久
し
く
御
懇
情
を
賜
り
ま
す
よ
う
幾
重
に
も
伏
し
て
お
願

皆
様
の
お
顔
を
お
ぼ
え
心
の
ふ
れ
合
い
交
流
に
つ
と
め
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

新
郎
新
婦
の
御
紹
介
　
新
郎
雅
史
は
三
条
高
校
を
経
て
昭
和
五
十
五
年
二
月

日
本
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
、
同
月
本
山
仏
光
寺
で
得
度
、
僧
籍
に
入
り
広

福
寺
の
寺
格
を
継
承
同
五
十
七
年
二
月
龍
谷
大
学
文
学
部
仏
教
学
科
卒
、
現
在

は
東
京
都
多
摩
市
立
西
落
合
中
学
校
教
諭
。
新
婦
み
ゆ
き
は
三
条
高
校
を
経
て

昭
和
五
十
三
年
二
月
文
教
大
学
女
子
短
期
大
学
部
文
芸
科
卒
、
現
在
は
東
京
都

立
川
市
立
立
川
第
七
中
学
校
教
諭
。
現
住
所
は
〒
１
９
０
東
京
都
立
川
市
柏
町

い
を
申
し

上
げ
ま
す
。

新
郎
新

婦
は
目
下

東
京
都

で

中
学
校
の

教
職
に

つ

い
て
お
り

ま
す
が
今

後
寺

の
行

事

の
あ
る

折
に
は

一

日
も
早
く

門
信
徒

の

）４
１
５‐
‐
１
柏

町
団
地
１３
‐
２

０
２
　
電
話
は

０

４

２

５

１

３

７

１

０

５

５

３

和
や
か
に

披
露
宴

九
月
二
十
四

日
門
徒
各
位
ヘ

の
技
露
の
祝
宴

が
催
さ
れ
本
堂

に
溢
れ
る
ば
か

り
多
数
の
方
々

か
ら
祝
福
を
頂

き
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
す
ば

ら
し
い
司
会
進

行
で
慶
祝
気
分

は
盛
り
上
が
り

歌
も
踊
り
も
出

ま
し
た
。
写
真

右
か
ら
歌
う
は

武
石
宅

一
氏
踊

る
は
本
多
キ
ミ

子
さ
ん
と
名
司

会
を
務
め
ら
れ

た
鈴
木
孝
氏
。
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近
年
鐘
楼
の
根
元
が
次
第
に
腐
朽
し
修
復
の
必
要

に
迫
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
本
年
雪
消
え
後
、
屋

根
が
傾
き
ね
じ
れ
て
倒
壊
の
危
険
も
あ
る
た
め
報
恩

講
終
了
後
と
り
こ
わ
す
こ
と
に
な
り
鐘
楼
の
再
建
が

世
話
方
会
議
で
鋭
意
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
寺
梵
鐘
と
鐘
楼
の
由
来
　
記
録
に
よ
れ
ば
今
か

ら
三
百
七
十
年
前
の
正
徳
三
年

（
一
七

一
四
）
第
五

世
祐
円
の
時
代
に
初
め
て
梵
鐘
が
供
養
さ
れ
、
こ
の

時
に
当
寺
下
通
り
門
徒

（饉
、
曽
根
、
升
潟
）
の
寄

進
で
鐘
楼
が
建
立
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
鐘
楼
が
昭

和
の
大
火
ま
で
三
百
二
十
六
年
間
風
雪
に
耐
え
て
き

た
。
梵
鐘
は
後
年
火
災
の
折
村
民
が
激
打
し
た
た
め

損
傷
、
音
色
が
低
く
な
り
明
治
三
十
四
年
第
十
三
世

法
道
の
時
代
に
改
鋳
さ
れ
た
。
こ
の
時
三
歳
だ

っ
た

前
住
職
の
記
憶
に
よ
れ
ば
境
内
の
も
み
じ
の
木
の
下

で
鐘
の
内
側
に
火
を
焚
き
人
夫
が
大
槌
で
打
ち
割
り

下
組
鎮
守
社
大
門
わ
き
の
心
光
寺
山
で
炉
を

つ
く
り

門
信
徒
寄
進
の
か
ん
ざ
し
な
ど
貴
金
属
も
数
多
く
鋳

込
ま
れ
た
と
い
う
。

午
前
十

一
時
の
時
の
鐘
　
明
治
三
十
四
年
の
改
鋳

以
来
毎
日
午
前
十

一
時
に
鐘
を

つ
き
田
畑
に
働
く
近

郷
近
在
の
村
民
に
お
ひ
る
あ
が
り
の
時
の
鐘
と
し
て

永
く
親
し
ま
れ
て
き
た
。
昭
和
三
年
二
月
麓
の
二
郎

右
衛
門
、
高
嶋
清
吉
殿
が
報
恩
感
謝
の
念
か
ら
発
起

人
と
な
り
梵
鐘
講
を
結
成
、
桜
井
郷
の
村
民
が
講
員

と
な
り
世
話
人
が
運
営
に
当
た
っ
て
き
た
。
毎
年
の

講
日
に
は
布
教
家
を
招
き
演
芸
講
談
浪
曲
な
ど
余
興

も
あ

っ
て
盛
会
を
極
め
た
。
現
在
は
菅
保
氏

一
人
が

世
話
人
を
務
め
運
営
に
当
た
ら
れ
て
い
る
。

鐘
楼
の
焼
失
と
仮
鐘
楼
の
建
立
　
昭
和
十
五
年
五

月
二
日
の
大
火
で
鐘
楼
が
焼
失
、
梵
鐘
は
大
勢
の
門

徒
が
火
焔
の
中
か
ら
死
守
し
た
。
楼
が
倒
さ
れ
る
時

梵
鐘
が
転
落
し
た
が
竜
頭
の
角

一
本
を
折
損
す
る
だ

け
で
辛
く
も
火
難
を
ま
ぬ
が
れ
た
と
い
う
。
時
の
鐘

を

一
日
も
早
く
復
活
さ
せ
た
い
と
鐘
楼
再
建
の
議
が

お
こ
り
六
月
二
日
境
内
の
焼
け
残
り
の
樹
木
を
倒
し

木
造
丸
柱
で
仮
鐘
楼
を
建
立
し
た
。
こ
の
仮
鐘
楼
が

現
在
に
及
ん
で
い
る
。

し

梵
鐘
の
供
出
と
新
鋳
　
昭
和
十
七
年
戦
時
金
属
類

特
別
回
収
で
供
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
お
別
れ
の

法
要
に
遠
近
か
ら
数
百
人
が
参
詣
し
諸
行
無
常
の
こ

と
わ
り
を
身
を
も

っ
て
示
す
梵
鐘
に
別
れ
を
惜
し
み

車
に
長
い
綱
を

つ
け
て
弥
彦
駅
ま
で
護
送
し
た
。
故

婿
淋

念ネ庭
研
崚
¨
耀
湖
わ
鋼
η
蜘
懲
熾
仲
囃
納
動
物
耐

十

一
時
を
報
じ
て
き
た
が
同
三
十
九
年
梵
鐘
の
新
鋳

が
計
画
さ
れ
同
四
十

一
年
篤
志
者
本
間
孝
殿
の
特
別

懇
志
上
納
も
あ
り
高
岡
市
老
子
製
作
所
で
口
径
二
尺

八
寸
、
三
百
貫
の
梵
鐘
を
新
鋳
、
以
降
は
毎
朝
午
前

六
時
の
鳴
鐘
を
続
け
今
日
に
至

っ
て
い
る
。

鐘
楼
堂
の
再
建
に
御
協
力
を
　
鐘
楼
堂
再
建
の
た

め
に
住
職
は
じ
め
世
話
方
が
十
月
二
十
二
日
、
最
近

鐘
楼
を
再
建
さ
れ
た

寺
院
を
視
察
、
十

一

月
二
日
の
世
話
方
会

議
で
原
案
を
検
討
し

明
年
お
盆
ま
で
の
完

工
を
目
途
に
事
業
計

画
を
定
例
各
字
総
代

会
議
に
は
か
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

門
信
徒
は
も
と
よ
り
の
こ
と
広
く
有
縁
の
方
々
の

愛
山
護
法
の
御
懇
念
に
ま
た
ね
ば
、
こ
の
計
画
の
達

成
は
到
底
お
ぼ
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
何

卒
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
御
賢
察
い
た
だ
き
、
永
い
世

代
に
わ
た

っ
て
護
ら
れ
て
き
た
鐘
楼
堂
を
後
代
に
残

す
た
め
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

）

WV



8)6号 広 福 寺 だ よ り 昭和59年 11月

正
信
偶
の
前
半
は
大
経
の
心
を
後
半
は
七
高

僧
の
説
を
説
く
。
極
濁
悪
の
悪
人
こ
そ
救
わ
ん

と
す
る
の
が
大
経
の
心
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
と

南
無
阿
弥
陀
仏
、
本
願
と
い
う
こ
と
、　
一
切
の

人
々
と
運
命
を
共
に
し
、
汝
の
悩
み
を
わ
が
悩

み
と
す
る
。
こ
の
精
神
が
願
い
、
仏
の
願
い
に

め
ざ
め
る
。
釈
尊
か
ら
七
高
僧
を
通
し
て
聖
人

に
届
い
た
真
理
、
そ
の
願
い
に
め
ざ
め
る
こ
と

を
信
心
と
申
す
。
　
′
０
　
　
こ
と
に
な
る
。
汝

ムの願いにめざめる
錦

の
助
か
ら
ぬ
か
ぎ

私
の
心
に
生
き
る

♭

卸

の
助
か
ら
ぬ
か
い

る

の
で
な
く
て
仏
の

いＬ
・
い

り
私
は
助
か
ら
ぬ

に
と
に
う
誓
‘」

の
性

願
い
に
生
き
る
の

りヽ
′
Ｍ

と
い
う
誓
い

れ

と
い

が
念
仏
者
の
生
活

日́
嗜

格
が
あ
る
の
で
誓

か

私
に
か
け
ら
れ
た
　
ヽ

生

願
と
申
す
。
我
汝

に

仏
の
願
い
に
め
ざ

印

障

を
信
ず
る
。
ど
こ

中

め
る
と
き
大
悲

の

Ｐ洲
一
０

ま

で
も
信
ず

る
。

悲

中
に
生
か
さ
れ
て

，Ｈ
Ｔ
規

そ
こ
に
南
無
阿
弥

大

い
る
私
を
見
出
す

′１
ぃ
　

陀
仏
の
魂
が
あ
る
。

人
間

へ
の
絶
対
信
頼
、
私
が
裏
切
り
そ
む
い
て

も
気
づ
く
ま
で
願
い
を
か
け
て
待
ち
続
け
る
。

そ
む
き
に
辛
抱
し
何
時
に
な

っ
た
ら
気
づ
い
て

く
れ
る
か
と
堪
え
て
い
く
。
外
に
対
し
て
は
愛

と
祈
り
、
内
に
は
じ

っ
と
待
つ
我
慢
、
極
濁
悪

の
苦
悩
者
よ
　
如
来
の
本
願
に
心
を
聞
き
開
い

て
く
れ
よ
と
よ
び
か
け
て
く
る
の
で
す
。

∧
第
１００
回
聞
法
例
会
正
信
偶
講
話
の
要
旨
∨

心
光
寺
当
院
得
度
、
僧
籍
に
入
る

心
光
寺
当
院
柏
原
了
永
は
本
年
二
月
本
山
仏
光
寺

で
得
度
式
を
受
け

僧
籍
に
入
り
心
光

寺
の
寺
格
を
継
承

し
ま
し
た
。
今
後

は
仏
道
に
心
を
い

た
し
門
信
徒
の
皆

様
と
も
ど
も
宗
祖

聖
人
の
み
教
え
を

仰
ぐ
同
朋
の

一
人
と
し
て
幾
久
し
く
よ
ろ
し
く
お
願

い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
∧
経
歴
　
巻
高
校
を
経
て
昭

和
四
十
七
年
二
月
国
学
院
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
、

現
在
は
栃
尾
市
立
栃
尾
中
学
校
教
諭
∨

聞
法
会

ｌｏｏ
回
を
迎
え
る

広
沢
憲
隆
師
正
偶
講
話
終
講

毎
月
二
十
日
を
例
会
と
し
小
針
瑞
林
寺
住
職
広
沢

憲
隆
師

（写
真
）
を
講
師
に
迎
え
お
正
信
侶
の
お
つ

と
め
の
後
講
話
、
そ
し
て
座
談
会
で
散
会
と
す
る
当

寺
の
間
法
会
も
本
年
七
月
百
回
目
を
迎
え
終
講
と
な

っ
た
。
九
月
か
ら
講

師
に
打
越
仏
照
寺
の

花
井
性
寛
師
を
迎
え

歎
異
抄
講
話
が
始
ま

り
ま
ｔ
た
。
鈴
木
七

次
郎
会
長
を
中
心
に

会
員
二
十
数
名
が
気

軽
に
交
流
で
き
る
広

場
と
し
て
、
よ
き
友

よ
き
師
と
の
出
会
い

そ
し
て
仏
と
の
出
会

い
、
本
当
の
自
分
と

の
出
会
い
を
め
ざ
し

て
い
ま
す
。
新
し
い

会
員
の
御
参
加
を
歓

迎
し
ま
す
。
気
軽
に

お
い
で
下
さ
い
。

聞
法
会
の
歩
み
　
昭
和
５０
年
５
月
結
成
準
備
会
、

６
月
第
１
回
例
会
、
は
じ
め
仏
教
入
門
的
な
講
話
に

始
ま
り
第
６
回
か
ら
親
鸞
聖
人
の
伝
記
に
そ
っ
て
真

宗
の
教
え
の
概
略
に
つ
い
て
の
講
話
、
第
郎
回
か
ら

正
信
偶
講
話
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
時
に
は
折
に
ふ

れ
て
の
法
話
、
仏
事
の
な
ら
わ
し
の
由
来
な
ど
に
及

ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
長
い
お
つ
き
あ
い
の
間
に

何
で
も
い
え
る
気
軽
さ
が
定
着
、
七
月
の
生
ビ
ー
ル

大
会
、
十
二
月
の
忘
年
会
な
ど
歌
も
お
ど
り
も
と
び

出
す
和
や
か
な
パ
ー
テ
ィ
ー
が
恒
例
の
行
事
と
し
て

親
し
ま
れ
て
本
年
６
月
１０
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
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造
園
で
境
内
の
面
目

一
新

御
寄
進
あ
り
が
と
い２

」ざ

い
ま
し
た

本
年
七
月
燕
市
の
大
谷
統
司
殿
の
御
寄
進
で
境
内

に
造
園
工
事
が
進
め
ら
れ
、
十
ト
ン
を
越
え
る
大
石

に
梅
や
も
ち
の
木
の
古
木
、
寺
庭
に
ふ
さ
わ
し
く
沙

羅
の
木
な
ど
を
配
し
境
内
も
面
目
を

一
新
し
ま
し
た
。

な
お
前
住
職
所
望
の
雪
見
灯
籠
が
中
庭
に
す
え
ら
れ

ま
し
た
。
ま
た
本
堂
巻
障
子
、
両
脇
壇
両
余
間
上
壇

彫
り
物
枢
金
具
、
付
帯
工
事

一
式

（
工
費
三
百
四
万

五
千
円
）
が
前
住
職
子
供

一
同
の
寄
進
で
整
い
ま
し

た
。
そ
の
ほ
か
の
御
寄
進
次
の
と
お
り
。

書
院
座
布
団

一
組
　
北
茨
城
市
　
　
丸
山
　
文
吉
殿

発
行
所
　
　
広
　
福
　
寺
　
　
０
９
５
９
１
０
３

葬
儀
用
御
本
尊
　
　
　
麓
　
　
　
　
山
岸
　
義
正
殿

同
右
収
納
桐
箱
　
　
　
境
江
　
　
　
武
石
文
太
郎
殿

高
張
台
塗
装
工
事
　
　
麓
　
　
　
　
武
石
　
重
蔵
殿

紫
地
大
座
布
団
　
　
　
弥
彦
　
　
　
坂
本
　
ト
ヨ
殿

御
斎
用
茶
碗
　
　
　
　
麓
　
　
　
　
菅
　
　
新
子
殿

書
院
香
炉
台
　
　
　
　
一二
条
市
　
　
小
野
里
輪
也
殿

書
院
香
炉
　
　
　
　
　
東
京
都
　
　
柏
原
　
恵
行
殿

な
お
結
婚
式
を
迎
え
た
当
院
雅
史
の
た
め
に
、
同
じ

く
柏
原
恵
行
殿
か
ら

「織
色
紋
緞
子
地
布
抱
」

（七

万
五
千
円
）
が
寄
進
さ
れ
ま
し
た
。
各
位
の
御
懇
念

に
対
し
ま
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

写
真
は
造
園
の
全
景
（上
）、
参
道
か
ら
見
た
石
組
み
（中
）、

中
庭
の
灯
籠
（下
左
）
、
書
院
香
炉
と
香
炉
台

中
興
了
源
上
人
六
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要

当
寺
か
ら
団
体
参
拝
に
十
名
の
方
が
参
加

本
年
四
月
の
本
山
仏
光
寺
の
御
遠
忌
に
は
全
国
か

ら

一
万
人
の
参
詣
者
が
は
せ
参
じ
ま
し
た
が
、
教
区

の
団
体
参
拝
団
に
当
寺
か
ら
は
十
名
の
方
が
参
加
し

四
泊
五
日
の

旅
程
中
、
本

山
の
法
要
参

詣
の
ほ
か
上

人
の
お
墓
の

あ
る
了
源
寺

や
高
田
専
修

寺
本
山
な
ど

に
も
参
詣
し

ま
し
た
。
お

念
仏
の
み
教

え
を
仰
ぐ
同

行
と
し
て
の

き
ず
な
を
深
く
胸
に
き
ざ
ん
で
無
事
帰
り
ま
し
た
。

全
国
門
徒
穂
代
の
集
い
　
全
国
か
ら
二
五
〇
名
が

集
い
、
当
寺
か
ら
は
山
岸
義
正
、
大
谷
統
司
の
両
氏

か
ら
参
列
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

当
寺
主
催
の
団
参
企
画
を
検
討
　
今
回
の
御
遠
忌

団
参
は
農
作
業
の
時
期
と
の
か
ら
み
か
ら
参
加
で
き

な
か

っ
た
方
々
も
あ
り
、
明
年
か
ら
小
規
模
な
団
参

を
当
寺
で
主
催
し
て
ほ
し
い
と
の
声
も
あ
り
ま
す
の

で
、
本
山
の
お
正
忌
参
拝
な
ど
に
あ
わ
せ
企
画
を
進

め
た
い
と
検
討
し
て
お
り
ま
す
。

新
潟
県
西
蒲
原
郡
弥
彦
村
大
字
麓
６
５
９
０

）
し

電
話
０
２
５
６
９
４
１
２
４
３
７

ワ
ノ
ウ
印
刷


