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松
江
地
方
に
お
け
る
紐
落
し
行
事
調
査
研
究
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口
、
調
’
査
の
目
的

戦
時
か
ら
戦
後
に
か
げ
て
圧
縮
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
我
々
の
衣
生
活
も
、
物
贋

の
出
廻
り
が
豊
富
と
な
り
、
生
活
も
安
定
す
乃
に
つ
れ
て
、
弐
第
に
膨
張
す
る
傾
，

向
に
あ
る
こ
と
ば
生
討
費
の
中
で
の
被
服
費
の
占
池
る
比
率
の
推
移
を
見
て
も
明

ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
傾
向
が
当
地
方
の
年
中
行
事
の
中
で
も
特
に
家
計
に
大
き
な
脅
威
を
与
吹

る
と
い
わ
れ
る
紐
落
し
行
事
に
対
す
る
影
響
の
程
度
を
知
る
た
め
と
、
諾
行
事
の

盛
衰
と
封
建
性
と
は
密
接
な
関
係
を
持
つ
と
い
わ
れ
る
点
に
鑑
み
、
一
行
事
の
実
態

調
査
に
よ
つ
て
こ
の
辺
の
事
惜
を
考
察
し
、
健
全
な
家
庭
生
活
設
計
へ
の
基
礎
資

料
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
σ
調
査
を
計
画
し
た
。

　
　
　
　
．
二
、
松
江
地
方
に
お
け
る
紐
落
し
行
事
の
概
要

　
親
が
子
供
の
生
長
を
喜
び
そ
の
子
の
幸
を
、
神
に
祈
念
し
感
謝
し
て
祝
う
習
慣

は
一
七
五
三
の
祝
、
、
男
子
の
袴
着
の
祝
、
女
子
の
帯
の
祝
、
或
い
は
オ
・
ビ
ト
キ
の

祝
、
カ
ツ
ギ
、
ソ
メ
、
等
の
行
事
と
し
て
全
国
－
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
当
地
方

の
ビ
モ
オ
ト
シ
も
て
れ
等
と
同
じ
親
心
か
ら
行
わ
れ
て
・
い
る
行
事
で
あ
る
。
そ
の

形
式
は
地
域
的
に
多
少
の
差
異
は
あ
る
が
、
大
体
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。

i
、
期
扇
　
十
一
月
十
五
日

　
2
、
祝
を
す
る
子
供
の
年
令
　
男
女
と
も
四
才

　
3
、
祝
儀
．
の
内
容

　
　
④
子
供
の
た
め
当
日
着
用
す
る
祝
着
を
薪
調
す
る
、
こ
の
費
用
は
、
子
供
の

母
親
の
実
家
で
賃
糖
す
る
習
慣
で
あ
る
。

②
近
親
者
、
隣
家
、
知
人
か
ら
も
そ
机
人
＼
子
供
の
衣
類
パ
身
の
廻
り
晶
等

を
贈
つ
て
子
供
の
生
長
を
祝
う
。

③
祝
日
の
前
目
、
祝
物
を
贈
ら
れ
た
家
へ
、
祝
返
し
の
礼
を
す
る
、
普
通
に

は
赤
飯
、
或
い
は
祝
餅
等
を
贈
・
る
。

㈹
祝
の
当
目
、
祝
着
を
着
飾
つ
た
子
供
は
、
父
親
や
母
親
に
連
れ
ら
れ
て
、

産
土
神
に
参
詣
し
、
引
き
つ
讐
き
祝
物
を
贈
ら
れ
た
家
庭
へ
礼
廻
り
を
す

る
o

⑤
礼
廻
り
を
受
け
た
家
で
は
、
更
に
菓
子
玩
具
等
相
当
な
も
の
を
用
意
し
て

こ
れ
を
与
え
る
。

●
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〃

　
　
⑥
当
日
家
庭
で
は
近
親
者
、
隣
人
を
招
待
し
て
祝
宴
を
開
く
。

　
　
⑦
礼
廻
り
を
受
け
た
家
で
は
後
日
答
礼
の
た
め
訪
間
を
す
る
。

　
註
　
こ
の
形
式
に
つ
い
て
の
茸
建
性
ば
樽
に
市
街
地
に
強
い
。

　
　
　
　
　
三
、
調
査
ー
の
方
法

　
H
　
調
査
の
対
象
　
　
　
松
江
市

　
松
江
市
は
人
口
約
八
万
八
千
、
世
帯
数
約
一
万
九
千
、
周
辺
農
村
の
合
併
に
よ

つ
て
ふ
く
れ
上
つ
た
申
郡
市
で
あ
る
。

　
生
産
企
業
の
見
る
べ
き
も
の
は
少
な
い
が
、
近
年
観
光
都
市
と
し
て
の
整
備
に

重
点
を
お
い
て
、
市
政
の
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
直
接
、
戦
争
の
被
害
を
受
け
て
い
な
い
都
市
だ
け
に
、
市
民
の
心
も
穏
や
か
で
、

音
な
が
ら
の
習
慣
も
数
多
く
温
存
さ
れ
、
家
庭
生
活
に
も
封
建
的
色
彩
が
濃
い
。

　
日
　
■
調
査
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

①
旧
市
内
、
及
び
そ
の
近
接
農
村
に
於
け
名
紐
落
し
祝
該
当
の
子
供
を
持
つ
、
主

と
し
て
中
程
度
の
家
庭
か
ら
、
五
十
世
帯
を
有
意
抽
肘
に
よ
り
調
査
し
た
。
．

②
職
業
の
点
か
ら
は
農
業
、
商
業
、
給
料
生
活
者
の
数
が
ほ
じ
均
分
す
る
様
に
し

た
。③

調
査
の
形
式
は
調
査
用
紙
を
送
付
し
て
各
自
記
　
　
答
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
　
4
　
9
　
1
3
．

入
の
方
法
を
取
つ
た
。
第
二
表
（
聞
込
調
査
の
つ
　
　
圓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
老

も
り
で
あ
つ
た
が
、
被
調
査
者
が
嬢
う
傾
向
が
見
　
　
　
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者
　
1
8
　
1
2
　
7
　
3
7

え
た
の
で
記
入
方
法
に
変
更
し
た
。
）
　
　
　
　
　
　
　
答

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回

④
農
、
商
業
者
の
中
に
は
発
表
を
好
ま
ぬ
も
の
も
　
　
　
　
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
　
活
業
業

あ
つ
た
の
で
回
答
者
の
数
は
第
一
表
の
よ
う
に
な
．
　
　
　
生
．
　
　
　
計

ら
た
◎
　
　
　
　
　
　
第
　
繍
農
商

第二表

住

調　査　　表

紐落し行事の事態調査

所

島根大学教育学部

被服研究室

職　　業（生活の基
　礎となるもの）

家 族　構　成
家の隼収入の概算

子供の性別
祝のために

要した費用

の概算

男 女（嚢
・祝着及び附属晶費

（実家から贈られた場含
はその推定価格）

返礼用一費

糞…婁）

計

雑費客招待費
宮参　り費
Iそ　の　他

祝着はどちらで作つたか

祝着の型式
行の
事感
に想
対
す
る

両
親

自宅

洋服

実家

新調
その他

その他

　　　新調和服
　　　その他

1．出来るだげ盛んに続げた一い。

2．なるべく簡素にして続けたい。

3一極簡素にして続けたい。

4．廃止Lた方がよい。

5．その他（例えぽ祝着の型式とか行事の申で改良Lたい
　点等。）

四
、
調
　
　
査

経
費
に
関
す
る
調
査

第三1表　職業別に見た

　　平均収入
協歓峰世篶

　　　　　円農’業152，500

給料生　236・692

活1者
商業236，667

円

214042

H
経
費
に

・関

業
生
者
業

　
料
・

農
給
活
商

1
、
世
帯
に
於
け
る
収
入

　
中
小
商
工
業
者
の
経
営
不
振
に
つ
い
て
は
、
杜
会

間
題
と
し
て
も
種
火
論
議
さ
れ
て
い
る
が
一
こ
の
調

査
を
通
し
て
見
た
と
こ
ろ
・
で
は
（
少
い
資
料
で
は
あ

る
が
）
商
業
が
最
高
で
あ
り
、
農
家
の
そ
れ
は
そ
の

6
2
％
に
過
ぎ
な
い
。
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2
、
経
費
の
支
出
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
行
事
の
次
1
め
の
支
出
は
全
棋
帯
平
均
ニ
ハ
、
二
」
O
円
と
な
り
一
ケ
年
の
〃
入

に
対
す
る
比
率
は
“
観
“
と
な
る
。
そ
の
最
大
最
小
の
開
き
は
第
四
表
の
様
に

甚
だ
し
く
大
き
い
。

　
収
入
に
対
す
る
比
率
の
高
い
例
は
長
男
の
勢
合
に
多
く
、
低
い
例
は
二
、
三
勢
、

若
し
く
は
二
、
三
女
の
場
合
に
多
い
。

　
更
に
こ
れ
を
職
業
別
に
見
る
と
第
五
表
の
様
で
商
家
の
支
出
が
他
に
比
し
て
著

し
く
高
率
を
示
し
て
居
る
こ
と
が
目
立
つ
て
居
る
。

第四表

最大

最小

麦出の最大・最小

支出総額庚ケ年の収

47，000円160，000円

4．100　　　120，000

収入に対す
る支出の比

29．38％

3・42％

職業

商L

農

子供の

性別
女

男

職業別に見た支出の状況

麦出の平均鰯翻最

11，356円　　7．44％

14．308　6．1士

37．483　　　　　13．37

大

20，000円

40．000

50，300

最　　小

4，100円

5．700

15500

第五表

業
瀦
業

　
性

農
瀞
商

麦出の内訳第六表

支出平均騨艦琵 最大1最　　小．
祝
着
及
び
附
属
品
購
入
費
祝
宴
費
返
礼
費
そ
の
他
雑
費

8
，
8
5
4
円
4
．
6
9
2
2
．
3
5
8
　
2
9
6

5
4
．
6
2
％
2
8
．
9
5
．
1
4
，
5
5
　
1
．
8
3

盈
O
，
O
O
O
．
3
0
，
0
0
q
1
O
，
0
0
0

1
，
O
0
0
　
0
　
0

、

3
、
支
出
。
の
内
容

　
祝
着
の
薪
調
に
多
額
の
支
串
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ほ
じ
想
像
し
た
こ

と
で
あ
る
が
、
ぞ
の
他
の
費
胃
、
特
に
宴
会
費
に
多
額
の
経
費
が
か
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
予
想
外
で
あ
つ
た
。
．

　
こ
れ
は
両
親
や
家
族
の
行
事
に
対
す
る
考
え
方
の
現
れ
と
晃
見
1
る
べ
　
1
き
で
「
子

供
の
た
め
の
祝
が
大
人
の
も
の
と
な
り
、
そ
の
優
越
感
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
派

手
さ
を
競
い
溢
々
経
費
の
膨
張
を
来
す
結
果
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
目
　
祝
着
の
調
．
達
に
つ
い
て
■

　
祝
着
は
そ
の
程
度
に
差
こ
そ
あ
る
が
、
殆
ん
ど
全
部
が
第
八
表
の
よ
う
忙
薪
調

し
て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
の
費
舟
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
子
供
の
母
親
の
実
家
で

負
擦
す
る
の
が
従
来
か
ら
の
風
習
で
あ
る
、

　
し
た
が
つ
て
娘
を
結
婚
さ
せ
て
ホ
ツ
と
し
た
父
母
も
外
孫
の
蔽
生
と
芙
に
、
ま

た
く
裂
続
く
蟹
の
畜
に
苦
労
し
な
け
涯
奮
ξ
。
即
ち
馨
、
’
宮

詣
着
、
第
一
回
の
誕
生
日
の
た
め
の
祝
憲
、
紐
落
し
の
祝
着
と
、
毎
年
息
つ
く
間

も
な
い
程
の
支
出
で
あ
る
。
「
娘
三
人
持
て
ば
七
蔵
倒
れ
る
」
と
は
こ
の
辺
の
事

惜
を
い
つ
た
ポ
の
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
調
査
の
結
果
は
第
九
表
の
よ
う
に
、
全
体
の
約
牛
数
は
自
宅
で
用
意
し
、

1
了
は
実
家
か
ら
、
1
一
1
0
は
両
方
共
同
で
贋
担
す
る
と
い
う
薪
型
式
を
と
つ
て

い
る
。
白
H
分
の
腹
が
痛
ま
な
け
れ
ば
出
来
る
だ
け
豪
華
な
も
の
を
と
望
む
の
は
人

情
で
あ
り
、
実
家
の
父
母
は
叉
娘
可
愛
さ
か
ら
無
理
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

こ
∫
に
こ
の
行
事
を
ま
す
く
派
手
に
す
る
一
つ
の
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
肯
こ
の
傾
向
は
、
長
努
の
場
合
に
特
に
目
立
つ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
将
来

の
霧
親
人
を
偏
重
す
る
と
い
う
従
来
の
考
え
方
が
ま
蓑
か
く
に
強
崖

を
張
つ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
目
　
祝
着
の
型
式
に
つ
い
て

sokyu
、



，
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当
巳
の
た
め
用
意
し

た
祝
着
の
型
式
は
調
査

の
結
果
に
よ
れ
ば
第
七

表
ー
の
よ
う
に
、
勇
子
は

全
体
の
8
0
％
が
洋
服
、

女
子
は
そ
の
7
2
％
が
和

・
服
で
あ
る
。
し
か
し
和

洋
両
方
を
用
意
し
た
も

の
も
当
日
は
、

祝着の型式

男

第七妻

女

72 olo 

ll~~ 

17710~ 

13

2
　
3

O
％
％

8
0
2
0

O
15

4

和　　服

洋　　服

和洋両方

第八表

1新調1その他

男
子

長　男次・三男

1
4
5

0
0女

子

長女次・三女

6
9

0
3

註その他は姉のものを流用

　
　
　
　
　
男
子
は
洋
服
、
女
子
は
和
服
を
着
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
σ
、

で
結
局
男
子
は
H
8
“
が
洋
服
、
女
子
は
約
9
0
％
が
和
服
で
神
詣
を
し
た
こ
と
に

な
る
。視

着
調
達
の
形
式
が
少
し
で
も
明
る
い
方
向
へ
向
つ
て
来
た
こ
と
は
喜
し
い
こ

　
と
で
あ
る
p

　
　
卿
　
行
事
に
・
つ
い
て
の
父
母
の

一
感
想

　
行
事
に
つ
い
て
の
感
想
と
し
て

　
は
、
経
費
の
点
か
ら
そ
の
行
き
遇

　
ぎ
の
幣
害
を
一
様
に
認
め
て
い
る

　
け
れ
ど
も
こ
れ
を
不
要
な
も
の
と

　
し
て
積
極
的
に
廃
止
し
て
し
ま
つ

た
方
が
よ
い
と
考
え
る
も
の
は
な

　
い
。

祝着調達の方法第九表

　自　宅　で
；実家　か　ら

1共　同　で
』両方でそれぞれ

第十表

ユ9

12

4
2

52％

32

11

5

行事についての父母の感想

宅
家
同
税

　
　
　
方

自
実
共
両

1
　
2
　
3
　
4
一

O
19

18

O

出来るだげ盛んに続げたい

なるべく簡素にLて続げたい

極簡素にLて続け一たい

廃止Lたい

子
供
の
生
長
の
二
段
階
と
し
て
、
子
供
嘗
身
に
も
或
る
程
度
の
自
覚
を
持
た
せ
み

機
会
と
な
り
、
叉
美
し
く
楽
し
い
思
い
出
と
も
な
る
も
の
と
し
て
、
多
少
の
苦
し

み
は
し
て
も
祝
つ
て
や
り
度
い
の
が
親
心
で
あ
ろ
う
。
要
は
そ
の
程
度
が
間
題
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
．
　
　
　
　
、
　
　
　
　
．

　
見
栄
を
去
り
、
不
要
の
支
出
を
極
力
圧
縮
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
子
供
本
意
の
簡

素
な
も
の
と
し
た
い
と
い
う
の
も
す
べ
．
て
の
親
の
念
願
で
あ
る
、
。
し
か
し
な
が
ら

こ
の
念
願
も
、
杜
会
の
風
習
と
、
古
い
世
代
の
思
惑
に
引
き
づ
ら
れ
て
、
本
意
な

ぐ
も
初
志
を
曲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
と
嘆
く
若
い
両
親
も
あ
つ
た
。

む
　
す

び

　
こ
の
調
査
を
通
し
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
紐
落
し
行
事
に
膨
大
な
費
用
を

支
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
額
は
年
収
入
に
対
し
て
七
・
五
五
％
に

相
当
す
る
。
終
戦
以
来
家
庭
経
済
の
不
如
意
に
主
婦
の
や
り
く
り
は
容
易
で
な
い

の
が
今
目
の
家
庭
生
活
の
現
状
で
あ
る
。
従
つ
て
こ
の
一
つ
の
行
事
だ
け
で
も
、

こ
れ
が
家
庭
生
活
の
平
和
を
は
じ
む
大
き
な
癌
と
も
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
す
近

年
こ
の
行
事
が
ま
す
ま
す
盛
大
に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
に
を
物
語
る
の
で

あ
ろ
う
か
、
亡
れ
は
思
プ
一
に
こ
の
地
方
の
封
建
的
民
践
性
が
1
ま
だ
中
々
大
き
な
根

を
は
つ
て
い
る
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
そ
も
く
こ
の
行
事
の
起
源
が
、
一
子
供
の
志
な
き
成
長
を
神
に
感
謝
し
、
将
来

の
発
展
を
析
り
、
な
お
子
供
に
一
つ
の
甘
覚
を
持
た
沓
る
と
い
う
意
味
に
於
て

な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
少
な
く
と
も
親
と
し
て
は
虚
飾
虚
礼
を
去
り
、
・

形
式
方
面
を
重
大
視
し
す
る
よ
り
は
糖
神
の
籠
つ
た
、
清
素
で
明
る
く
楽
し
く

ゆ
か
し
い
、
祝
事
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
因
襲
的
伝
統
の
風
習
の
殻

を
切
り
抜
け
て
近
代
的
杜
会
惜
勢
の
中
で
沐
浴
じ
薪
ら
し
く
頭
の
切
り
か
え
を
し



●

珊

て
こ
そ
、
1
始
め
て
進
歩
的
現
代
的
な
生
活
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
出
来
る

と
思
う
◎

と
う
し
た
考
え
方
か
ら
割
り
閏
し
て
従
来
の
行
事
に
メ
ス
を
入
れ
．
こ
れ
を
善
処

す
各
に
は
、

一
第
一
経
済
的
に
無
理
の
な
い
仕
度
を
す
る
．

　
第
二
祝
宴
の
粛
正
、

　
第
三
　
雑
費
の
切
り
つ
め

等
の
間
題
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
。

　
即
ち
第
一
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
衣
裳
の
華
美
な
も
の
を
新
調
す
る
こ
と
は
、

子
供
の
よ
ろ
こ
び
そ
の
も
の
よ
り
も
親
の
虚
栄
心
の
強
い
所
か
ら
で
あ
る
。
ζ
∫

に
も
抜
げ
き
ら
な
い
も
の
が
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
収
入
と
の

バ
ラ
ン
ス
を
考
え
新
ら
し
い
硯
野
に
立
つ
て
計
画
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
の
間
題

は
祝
宴
と
派
手
に
し
て
、
見
栄
を
張
り
た
い
と
い
う
親
の
気
持
と
子
供
に
と
つ
て

は
叉
と
な
い
こ
の
時
で
あ
る
か
ら
少
し
は
無
理
を
し
て
じ
も
、
と
い
つ
た
こ
の
二

つ
の
気
持
が
働
い
て
い
る
が
こ
れ
も
極
く
近
い
親
戚
の
み
に
止
め
て
簡
素
な
祝
盃

に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
、
蟹
二
の
間
題
に
つ
い
て
は
従
来
よ
り
も
弐
第
に
こ
の
支

串
が
か
さ
む
傾
向
が
あ
る
。
例
え
ば
宮
詣
り
或
い
は
祝
品
を
送
ら
れ
た
家
々
へ
の

礼
廻
り
等
に
賞
動
軍
を
利
用
す
る
た
め
に
そ
の
経
費
は
相
当
の
額
に
な
．
る
の
で
あ

る
ρ
こ
う
し
た
礼
廻
り
は
廃
止
し
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
祝
着
の
新
調

沌
こ
の
た
め
に
ま
す
ま
す
虚
飾
を
張
局
こ
と
に
も
な
’
る
。
も
し
儀
礼
的
見
地
か
ら

こ
れ
を
行
う
と
す
る
な
れ
ば
、
な
る
べ
く
徒
歩
或
い
は
父
親
の
自
転
軍
に
便
乗
さ

せ
る
ζ
と
も
経
費
削
減
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
一
つ
！
＼
を
計
画
的
に
考
慮
す
れ
ば
従
来
の
費
用
を
牛
減
す
る
こ

と
が
萬
来
る
。
ζ
の
行
事
は
い
つ
迄
も
続
け
た
い
と
い
う
回
答
が
一
〇
〇
％
で
あ

名　称 数一 価　格
丈
、
こ
暮
の
之
試
己
案
き
の
一
牟
ね
一
艮
ら
一
い

上
　
着
附
ズ
ボ
ソ
オ
p
バ
ー
帽
．
子
靴
ソ
ツ
ク
ス
　
書
十

1
．
1
ユ
ユ
ユ

2
，
0
0
0
円
2
，
0
0
0
．
・
1
5
0
4
0
0
　
3
5
4
，
4
8
5

名∵　称 数 価格
上
表
整
繋
鳩
着
嚢
（
人
絹
紅
1
絹
）
羅
蹴
然
　
繕
　
帯
’
帯
帯
　
　
メ
　
帯
　
　
上
足
　
　
　
袋
髪
飾
（
リ
ボ
ソ
）
下
　
駄
（
塗
）
’
　
　
計

1
反
6
n
・
、
1
．
5
0
肌
5
工
皿
1
1
1
1
1
1
1

1
，
2
0
0
円
6
3
0
1
7
0
3
9
0
’
5
0
6
0
0
1
0
0
3
0
0
　
7
5
　
7
0
1
5
0
3
7
3
5
，

1
男
児
（
既
成
晶
洋
服
）
2
（
ム
）
女
帰
（
和
服
（
松
価
江
格
市
墜
の
ギ
小
曇
売
主
販
月
売
現
価
在
格
に
で
於
あ
」
げ
る
る
）
‘

つ
た
が
こ
の
行
事
本
来
の
主
旨
か
ら
言
え
ば
続
け
て
や
る
こ
と
も
意
義
の
あ
る
こ

と
で
あ
る
か
ら
∵
余
り
憶
却
で
な
く
所
謂
気
軽
に
心
か
ら
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
の
出
来

る
祝
事
に
し
た
い
毛
の
で
あ
る
。
一

　
か
∫
る
観
点
か
ら
先
づ
出
費
の
大
部
分
を
占
め
る
衣
の
面
に
つ
い
て
簡
素
に
と

考
え
た
一
例
を
上
げ
て
見
る
。
（
次
表
参
照
）

・
琵
一
麗
晶
洋
服
一
・
一
ム
一
姦
一
翌
鮒
脇
撚
一
繧
鯖
綴
簸
墾

　
こ
の
試
案
の
ね
ら
い

は
、
男
女
児
共
に
洋
服
と

し
簡
素
に
し
か
も
近
代
美
を
持
た
せ
た
と
い

う
点
で
あ
る
。
洋
服
は
子
供
の
身
体
の
発

達
を
助
け
る
誇
条
件
に
て
ら
し
最
適
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
叉
後
日
の
着
用
頻

度
も
多
く
す
べ
て
の
点
か
ら
実
用
価
の
高
い

も
o
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
又
子
供
の
衣
服

は
子
供
の
威
長
発
達
が
甚
だ
し
い
た
め
長
く

着
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
点
か
ら
上

（
B
）
　
評
服
（
既
成
品
）

名称1数1 価格

ワソピトス 1 1．000

オ←バF 1 2，000

　　　○スリヅフ 1 70．

クヅ下 ヱ ユOO

靴 1 400
髪飾り（リ
ボニ■）

ユ 70

計 乳640

sokyu

sokyu

sokyu

sokyu

sokyu
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，

－
軌

等
の
地
賢
を
用
い
る
必
要
な
く
、
．
現
在
豊
富
に
市
販
さ
れ
て
価
格
も
低
廉
な
化
繊

を
用
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
1

　
然
し
こ
の
行
事
本
来
の
主
旨
に
よ
つ
て
紐
を
落
し
て
帯
を
締
め
る
、
叉
は
帯
直

し
と
い
ろ
そ
の
意
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
や
は
り
日
本
古
来
の
伝

統
で
あ
る
和
服
に
帯
と
い
う
欲
求
も
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
つ
た

の
で
和
服
の
試
案
も
あ
げ
て
見
た
の
で
あ
る
。
が
こ
れ
こ
そ
着
用
頻
度
は
小
で
あ

り
実
用
的
で
な
い
点
か
ら
や
は
り
地
質
を
上
等
に
す
る
必
要
が
な
い
の
で
交
織
叉

は
人
絹
に
し
て
格
安
に
し
た
。

　
上
着
の
お
も
て
に
一
反
を
使
用
し
た
こ
と
は
後
の
利
用
を
考
慮
に
入
れ
た
た
め

で
あ
る
。
却
ち
大
人
に
な
つ
て
は
こ
れ
を
長
濡
枠
に
更
生
し
て
着
用
さ
せ
る
つ
も

り
で
叡
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噌

　
帯
は
兵
子
帯
に
改
め
た
い
。
が
や
は
り
行
事
の
名
に
因
ん
で
紺
目
の
あ
る
堅
い

帯
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
の
で
不
経
済
と
思
つ
た
が
結
帯
が
簡
便
で
あ
る
の
で
そ

れ
を
使
う
こ
と
に
し
た
。
出
来
れ
ば
無
地
の
人
絹
に
母
の
ゆ
か
し
い
手
芸
の
ア
ツ

プ
リ
ケ
、
叉
は
刺
繍
を
施
し
た
帯
に
す
れ
ば
更
に
美
し
く
、
ぼ
二
笑
ま
し
い
も
の

と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
安
あ
が
り
で
も
あ
る
。

　
以
上
は
経
費
の
節
約
を
主
体
に
考
え
た
も
の
で
あ
る
が
こ
の
よ
う
に
衣
脹
面
の

出
費
を
切
り
つ
め
た
の
み
で
も
非
常
に
支
出
の
額
を
減
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
然
し
行
事
の
総
費
用
に
荷
相
当
σ
出
費
は
免
れ
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
行
事
を
前

述
の
如
く
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
に
は
平
常
か
ら
の
心
懸
が
必
要
と
な
る
。
そ
の

策
と
し
て
子
供
が
誕
生
し
た
と
ぎ
を
期
し
月
額
百
円
乃
至
百
五
十
円
程
度
の
貯
蓄

を
励
行
す
れ
ば
三
ケ
年
後
に
は
三
千
六
百
円
乃
至
五
千
円
の
準
備
金
が
出
来
、
一

時
の
負
担
が
軽
く
な
る
の
で
従
来
よ
ガ
は
非
常
κ
明
る
い
祝
事
が
出
来
る
。

　
荷
種
々
工
夫
し
て
浪
費
を
さ
け
切
り
つ
め
て
出
た
余
剰
の
金
は
子
供
が
杜
会
的

に
自
覚
を
持
つ
た
と
い
う
こ
と
を
記
念
す
る
意
に
於
い
て
、
こ
の
際
杜
会
福
杜
事

業
に
多
少
な
り
と
も
寄
附
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
一
方
法
で
、
幼
少
の
と
き
か
ら

杜
会
事
業
の
協
力
に
関
心
を
も
つ
と
い
う
精
神
を
植
え
つ
け
る
こ
と
に
も
な
り
、

こ
の
行
事
を
一
層
意
義
あ
ら
し
め
る
と
思
う
。

　
以
上
こ
の
行
事
を
永
久
に
続
行
す
る
と
し
て
、
新
し
い
こ
の
行
事
の
あ
り
方
に

つ
い
て
述
べ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
要
は
こ
れ
の
実
行
で
あ
る
。
そ
の
実
行
を
動

機
づ
け
る
の
は
、
そ
の
人
の
物
の
考
え
方
と
強
い
勇
気
と
で
あ
る
。

　
人
間
の
生
活
は
常
に
理
想
と
現
実
と
の
板
ば
さ
み
に
な
や
み
に
な
や
み
つ
じ
け

て
い
る
。
然
し
古
の
人
は
こ
の
板
ば
さ
み
に
苦
し
み
つ
㌧
も
生
活
の
幸
福
を
あ
き

ら
め
す
種
々
工
夫
創
造
し
て
一
歩
々
々
前
進
し
て
今
日
を
築
き
上
付
た
の
で
あ
る

吾
々
．
は
祖
先
た
ち
の
こ
の
旺
盛
な
生
活
意
欲
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

に
引
き
か
え
現
在
の
人
達
は
因
襲
に
く
つ
た
く
し
す
ぎ
勇
気
に
乏
し
い
。
そ
の
た

め
に
古
代
の
人
の
よ
う
な
独
創
力
の
発
揮
が
出
来
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
現
在
生
活
改
善
と
い
う
言
葉
で
よ
ば
牝
る
も
の
は
他
で
な
く
、
こ
う
し
た
人
間

の
向
上
意
欲
の
あ
ら
わ
れ
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。
、
こ
う
し
た
根
本
的
な
ね
ら
い
を

は
な
れ
て
技
術
的
な
面
の
み
で
は
生
活
の
改
善
と
か
行
事
の
簡
素
化
と
い
う
よ
う

な
間
題
は
解
決
し
な
い
。

　
　
　
あ
と
が
き
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
．

　
こ
の
調
査
は
、
そ
の
対
象
を
、
松
江
と
い
う
特
定
の
地
域
に
か
ぎ
つ
た
た
め
、

そ
の
資
料
も
十
分
で
な
く
、
し
た
が
つ
て
こ
れ
に
よ
つ
て
、
調
査
の
昌
的
を
結
論

づ
け
る
こ
と
は
む
づ
か
し
い
。
こ
れ
は
そ
の
第
一
報
と
し
て
、
今
後
の
継
続
調
査

－

sokyu
，

sokyu

sokyu

sokyu



、

42

に
よ
久
、
研
究
め
完
成
を
期
す
る
つ
も
久
で
あ
る
。
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（
附
記
）

　
　
本
調
査
を
す
る
に
当
つ
て
実
地
調
査
に
つ
い
て
御
協
力
下
さ
つ
た
方
々
に
厚
く
御

　
　
礼
申
し
上
げ
ま
す
◎

●

■
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