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は
し
が
き

我
が
国
は
、
国
土
の
約
三
分
の
二
が
森
林
で
占
め
ら
れ
て
い
る
森
林
国
で
あ
る
。
こ
れ
ら
森
林
は
、
木
材
を
は
じ
め
と
す
る
林

産
物
を
供
給
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
水
資
源
を
蓄
え
た
り
土
砂
災
害
を
防
止
し
た
り
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近

年
は
「
地
域
お
こ
し
」
と
し
て
森
林
を
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
利
用
し
た
り
、
森
林
の
恵
み
を
再
認
識
す
る
機
会
を
設

け
た
り
す
る
な
ど
、
我
が
国
固
有
の
「
木
」
の
文
化
を
継
承
し
な
が
ら
、
森
林
の
新
た
な
活
用
方
法
を
模
索
す
る
試
み
も
み
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
森
林
の
役
割
や
文
化
の
継
承
を
考
え
る
と
き
、
森
林
と
人
び
と
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
や
、
そ
の
な
か
で
人
び
と
が

営
ん
で
き
た
暮
ら
し
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
議
論
の
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

当
研
究
所
で
は
、
こ
れ
ら
森
林
と
人
び
と
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
全
国
各
地
の
行
政

機
関
や
史
料
保
存
機
関
、
さ
ら
に
は
山
間
地
域
の
旧
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
の
整
理
・
保
存
活
動
や
、
写
真
撮
影
に
よ
る
史

料
の
収
集
を
実
施
し
て
き
た
。
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
そ
の
成
果
と
し
て
、
平
成
三
〇
年
度（
二
〇
一
八
）よ
り
実
施
し
て
い
る
内
木
哲

朗
家
所
蔵
文
書（
内
木
家
文
書
）の
調
査
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
江
戸
時
代
の
森
林
管
理
の
あ
り
方
や
、
地
域
に
暮
ら
す
人
び
と
の

生
活
の
様
相
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

内
木
家
は
江
戸
時
代
に
尾
張
藩
の
「
御
山
守
」
を
代
々
務
め
て
き
た
家
で
、
日
記
を
は
じ
め
と
す
る
約
三
万
点
に
お
よ
ぶ
史
料

が
、
今
な
お
同
家
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。
シ
リ
ー
ズ
四
冊
目
と
な
る
本
冊
で
は
、『
四
季
折
々
の
暮
ら
し
と
文
化
─
江
戸
時
代
の



“
か
し
も
生
活
”
②
─
』
と
題
し
て
、
江
戸
時
代
中
期
の
加
子
母
村
に
お
け
る
一
年
間
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
、
年
中
行
事
・
農
事
・

食
べ
も
の
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
み
て
い
く
。
江
戸
時
代
の
加
子
母
村
で
は
、
田
畑
の
耕
作
に
基
づ
い
た
生
活
リ
ズ
ム
が
構
築
さ

れ
、
そ
れ
に
関
わ
る
行
事
も
多
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
行
事
や
日
常
生
活
の
な
か
で
、
村
の
人
び
と
が
互
い
に
助
け

合
っ
た
り
、
酒
食
を
供
し
て
時
間
を
と
も
に
し
た
り
す
る
姿
が
日
記
に
は
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
本
書
を
通
じ
て
、
日
本
人
の

「
思
い
や
り
」
の
源
流
と
も
な
る
、
農
業
や
食
べ
も
の
を
介
し
た
人
づ
き
あ
い
を
感
じ
と
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
本
シ
リ
ー
ズ
の
執
筆
は
、
当
研
究
所
の
若
手
研
究
者
や
特
任
研
究
員
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
史
料
調
査
や
教
育
普
及
活
動

に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
研
究
者
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
末
筆
な
が
ら
執
筆
者
各
位
と
と
も
に
、
調
査
等
で
い
つ
も
格
別
な
ご
配

慮
を
賜
っ
て
い
る
史
料
所
蔵
者
の
内
木
哲
朗
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

令
和
三
年
三
月

徳
川
林
政
史
研
究
所　
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は
じ
め
に

一
年
間
の
暮
ら
し
を
再
現
す
る

岐
阜
県
中
津
川
市
加か

子し

母も

に
あ
る
内な

い

木き

哲
朗
家
は
、
加
子
母
村
の
草
分
け
と
し
て
庄
屋
を
勤

め
、
江
戸
中
期
の
享
保
一
五
年（
一
七
三
〇
）か
ら
は
歴
代
に
わ
た
り
、
尾お

張わ
り

藩は
ん

の
「
御お

山や
ま

守も
り

」
を

勤
め
た
家
で
す
。

徳
川
林
政
史
研
究
所
で
は
、
平
成
三
〇
年（
二
〇
一
八
）か
ら
内
木
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
古
文

書
の
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
古
文
書
の
調
査
か
ら
、「
御お

山や
ま

方か
た

御ご

用よ
う

并
な
ら
び
に

諸し
ょ

事じ

日に
っ

記き

」

と
い
う
日
記
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
内
容
は
、
御
山
守
の
職
務
に
関
す
る
こ
と
や
日
常
生
活
に
関

す
る
こ
と
で
す
。

現
在
日
記
は
、
宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）・
明
和
二
年（
一
七
六
五
）・
同
五
年
・
同
六
年
・
同
八

年
・
同
九
年（
安
永
元
年
と
改
元
）・
安
永
二
年（
一
七
七
三
）・
同
三
年
・
同
四
年
の
九
冊
が
現
存
し

て
い
ま
す
。
日
記
は
、
一
冊
が
と
て
も
分
厚
く
、
膨
大
な
情
報
が
毎
日
几
帳
面
に
書
き
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
江
戸
時
代
中
期
と
い
う
時
代
に
、
こ
れ
だ
け
の
情
報
量
を
持
つ
日
記
は
全
国
的
に
み
て

も
稀
で
、
今
か
ら
お
よ
そ
二
五
〇
年
前
の
加
子
母
村
の
人
び
と
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
詳
細
に
知
る
こ

と
が
で
き
る
貴
重
な
歴
史
資
料
と
い
え
ま
す
。
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本
書
の
前
号
に
あ
た
る
太
田
尚
宏
『
林
政
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト 

尾
張
藩
の
林
政
と
森
林
文
化
二　

山
村
の
人
・
家
・
つ
き
あ
い
─
江
戸
時
代
の
“
か
し
も
生
活
”
①
─
』
で
は
、
日
記
に
み
ら
れ
る

生
活
感
覚
に
根
ざ
し
た
ゆ
る
や
か
な
共
同
性（
社
会
性
）を
基
底
に
持
つ
生
活
文
化
の
あ
り
方
を

“
か
し
も
生
活
”
と
名
づ
け
、
家
族
や
親
類
・
近
隣
と
の
つ
き
あ
い
、
暮
ら
し
の
な
か
で
の
楽
し

み
な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。

本
書
は
こ
の
続
編
と
し
て
、
日
記
か
ら
加
子
母
村
の
人
び
と
の
一
年
間
の
暮
ら
し
を
再
現
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
四
季
を
通
じ
て
、
私
た
ち
の
祖
先
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
、
ど
の
よ

う
に
暮
ら
し
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
年
中
行
事
・
農
事
・
食
生
活
の
三
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
を
立
て
な
が
ら
、
古
文
書
を
も
と
に
な
る
べ
く
具
体
的
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

本
書
の
主
な
登
場
人
物

本
題
に
入
る
前
に
、
こ
こ
で
本
書
の
主
な
登
場
人
物
に
つ
い
て
改
め
て
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ

う
。先

ほ
ど
紹
介
し
た
日
記
の
筆
者
は
、
内
木
家
の
第
一
一
代
当
主
で
、
二
代
目
の
御
山
守
を
勤
め

た
内
木
彦ひ

こ

七し
ち

武た
け

久ひ
さ

で
す
。
内
木
家
の
当
主
は
、
代
々
彦
七
も
し
く
は
彦ひ

こ

七し
ち

郎ろ
う

を
襲

し
ゅ
う

名め
い

し
て
い
ま
し

た
。
加
子
母
地
区
で
は
各
家
に
屋
号
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
内
木
家
は
屋
号
を
《
桑く

わ

原ば
ら

》
と
い
い

（
1
）

（
1
）

彦
七
の
家
族
や
「
一
家
中
」
に

つ
い
て
の
詳
細
は
、
太
田
尚
宏

『
林
政
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト 

尾
張

藩
の
林
政
と
森
林
文
化
二　

山

村
の
人
・
家
・
つ
き
あ
い
─
江

戸
時
代
の
〝
か
し
も
生
活
〟
①

─
』、
一
五
〜
二
二
頁
参
照
。
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ま
し
た（
以
後
、
各
家
の
屋
号
に
つ
い
て
は
、《　

》
を
付
し
て
示
し
ま
す
）。
日
記
を
書
い
て
い
た
頃
の
年

齢
は
、
お
そ
ら
く
五
〇
歳
か
ら
六
〇
歳
前
半
だ
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
彦
七
の
奥
さ
ん
は
、
日
記
に

は
、「
か
ゝ
」
や
「
ば
ゝ
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
実
家
は
加
子
母
村
の
小お

郷ご

と
い
う

集
落
に
居
住
す
る
今い

ま

井い

勘か
ん

兵べ

衛え

家
か
、
そ
の
縁
戚
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

彦
七
と
「
か
ゝ
」
の
間
に
は
、
子
ど
も
が
四
人
い
ま
し
た
。
彼
ら
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
紹
介

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
長
男
は
善ぜ

ん

右え

衛も

ん門（
の
ち
の
一
二
代
彦
七
武た
け

信の
ぶ

）と
い
い
ま
す
。
彼
は
御
山
守
見
習
と
し
て
、

三
浦
山
や
三
ヶ
村
山
の
巡
察
な
ど
に
従
事
し
て
い
た
人
物
で
す
。
善
右
衛
門
に
は
、
妻
で
あ
る
お

い
く（
お
幾
）が
い
ま
し
た
。
彼
女
の
実
家
は
《
か
ぢ
や
》
で
、
父
は
佐さ

忠ち
ゅ
う

次じ

、
兄
弟
に
は
当
主

の
佐さ

右え

衛も

ん門
と
、《
上
い
づ
ミ
》
へ
婿
養
子
に
入
る
佐さ

助す
け

が
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
善
右
衛
門
と

お
い
く
と
の
間
に
は
子
ど
も
が
二
人
い
ま
し
た
。
長
男
は
、
の
ち
に
第
一
三
代
彦
七
武た

け

昭あ
き

と
な
る

孫ま
ご

太た

郎ろ
う（

の
ち
に
「
安や
す
次じ

郎ろ
う
」
と
改
名
）、
二
男
は
亀か

め

之の

助す
け（

の
ち
に
「
理り

平へ
い
」
と
改
名
）で
す
。

彦
七
の
次
男
は
、
武た

け

助す
け

と
い
い
ま
す
。
は
じ
め
は
「
百も

も

助す
け

」
と
称
し
て
い
ま
し
た
が
、
宝
暦

一
三
年（
一
七
六
三
）二
月
八
日
に
改
名
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）正
月
五
日

に
は
「
武た

け

右え

衛も

ん門
」
と
改
名
し
て
い
ま
す
。
明
和
七
年（
一
七
七
〇
）に
新
宅
を
建
て
、
結
婚
・
独

立
し
、《
桑く

わ

野の

屋や

》
と
い
う
屋
号
の
家
を
興
し
ま
す
。

三
人
目
は
、
彦
七
の
長
女
お
そ
よ
で
す
。
元
文
四
年（
一
七
三
九
）生
ま
れ
で
、
近
所
の
《
下し

た

屋や

》
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の
当
主
藤と

う

吉き
ち

の
も
と
へ
嫁
ぎ
ま
し
た
。

四
人
目
は
次
女
お
ま
つ（
お
松
）で
す
。
彼
女
は
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）正
月
一
八
日
に
付つ

け

知ち

村

の
紺こ

ん

屋や

源げ
ん

太た

の
も
と
へ
嫁
ぎ
ま
す
が
、
婚
家
と
の
折
り
合
い
が
悪
く
、
同
年
七
月
二
四
日
に
不
縁

と
な
っ
て
帰
っ
て
き
て
し
ま
い
ま
す
。
お
ま
つ
は
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）正
月
五
日
に
「
お
し

げ
」
と
改
名
し
ま
す
。

以
上
、
彦
七
家
は
、
彦
七
・「
か
ゝ
」・
善
右
衛
門
・
お
い
く
・
孫
太
郎
・
亀
之
助
・
お
ま
つ
が

《
桑
原
》
と
い
う
屋
号
で
呼
ば
れ
た
家
に
同
居
し
て
い
ま
し
た
。

彦
七
は
、
日
記
の
な
か
で
こ
う
し
た
自
分
の
家
族
と
親
類
・
縁
者
の
家
庭
を
一
緒
に
し
て
「
一い

っ

家か

中ち
ゅ
う」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
彦
七
の
「
一
家
中
」
に
は
、
次
男
武
助
の
《
桑
野
屋
》、
彦
七
の

妹
お
つ
ね（
お
経
）の
婚
家
で
あ
る
《
中な

か

洞ぼ
ら

》・《
冨と

み

田だ

》、
彦
七
の
長
女
お
そ
よ
の
婚
家
の
《
下
屋
》

と
い
う
屋
号
の
家
々
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
に
は
、
近
隣
の
《
岩い

わ

屋や

》
や
《
林は

や
し》、
善
右
衛
門
の
嫁
お
い
く
の
実
家
《
か
ぢ
や
》、

次
男
武
助
の
嫁
お
し
の
の
実
家
《
田た

口ぐ
ち

》、長
女
お
そ
よ
の
義
妹
お
む
め
が
嫁
い
だ
《
上
い
づ
ミ
》、

彦
七
の
妻
の
実
家
と
推
測
さ
れ
る
小
郷
の
今
井
家
な
ど
と
も
密
接
な
つ
き
あ
い
が
あ
り
ま
し
た
。
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図1　彦七の「一家中」推定系図（太田尚宏氏作成）

註：名前は最終段階のもの。［　］内は、「御用留」「御山方御用幷諸事日記」で
記されたその他の名前・呼称である。
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1
　
四
季
折
々
の
暮
ら
し
と
文
化

（
1
）　

伝
統
的
年
中
行
事

年
中
行
事
と
は

読
者
の
皆
さ
ん
は
、年
中
行
事
と
聞
い
て
、ど
の
よ
う
な
も
の
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
か
。

正
月
、
節
分
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
、
お
彼ひ

岸が
ん

、
七
夕
、
お
盆
、
ク
リ
ス
マ
ス
な
ど
…
…
。
は
た

ま
た
、
最
近
で
は
、
家
庭
内
で
の
記
念
日
、
運
動
会
や
文
化
祭
な
ど
の
学
校
行
事
、
会
社
の
旅
行

な
ど
を
思
い
浮
か
べ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
現
代
社
会
を
生
き

る
私
た
ち
の
暮
ら
し
は
、
多
く
の
行
事
で
彩い

ろ
どら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
行
事
が
本
来
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
問
わ
れ

る
と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
お
盆
に
お
こ
な
わ
れ
る
盆
踊
り
は
、
本
来
亡
く
な
っ
た
人

の
魂
を
鎮し

ず

め
、
慰な

ぐ
さめ

る
た
め
の
鎮
魂
の
芸
能
で
す
が
、
現
在
で
は
そ
の
信
仰
性
は
失
わ
れ
、
多
く

は
娯
楽
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ク
リ
ス
マ
ス
は
、
戦
後
に
な
っ
て
外
国
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
行
事
で
、
本
来
日
本
の
宗
教
と
は
無
関
係
で
す
が
、
毎
年
の
よ
う
に
ク
リ
ス
マ
ス
・
ツ

リ
ー
や
ケ
ー
キ
を
用
意
し
て
お
祝
い
し
て
い
ま
す
。
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こ
の
よ
う
に
、
現
代
の
年
中
行
事
は
、
主
に
個
人
を
中
心
と
し
た
人
と
人
と
の
交
流
が
目
的
と

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
伝
統
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
年
中
行
事
に
は
、

自
然
を
畏い

怖ふ

し
、
神
々
や
祖
先
に
対
す
る
感
謝
と
祈
り
を
捧さ

さ

げ
る
と
い
う
目
的
が
あ
り
ま
し
た
。

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
科
学
技
術
の
発
達
に
よ
り
暮
ら
し
は
安
定
し
て
い
ま
す
が
、
自
然
が
脅

き
ょ
う

威い

で
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
自
然
と
人
び
と
が
共
生
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
伝
統

的
年
中
行
事
は
こ
の
よ
う
な
自
然
と
の
関
わ
り
合
い
の
な
か
で
、
長
い
年
月
を
か
け
て
繰
り
返
し

お
こ
な
わ
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
ま
す
。

農
耕
社
会
の
一
年

今
か
ら
五
〇
年
な
い
し
一
〇
〇
年
以
前
に
遡

さ
か
の
ぼる
と
、
私
た
ち
日
本
人
の
生
活
様
式
は
、
一
部
の

都
市
な
ど
を
除
き
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
農
業
を
中
心
と
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
豊ほ

う

作さ
く

を
祈
願

し
た
農
耕
儀
礼
が
、
日
本
人
の
一
年
で
あ
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。
特
に
、
稲
作
に
お
い
て
は
、
田た

起お

こ
し
か
ら
収

し
ゅ
う

穫か
く

と
い
っ
た
一
連
の
農
作
業
が
一
年
間
の
暮
ら
し
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
伝
統
的
年
中
行
事
を
考
え
る
う
え
で
は
、
田
畑
の
耕
作
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で

の
節
目
ご
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
農
耕
儀
礼
が
生
活
リ
ズ
ム
の
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
昭
和
四
七
年（
一
九
七
二
）に
、
加
子
母
村
の
自
然
や
歴
史
を
ま
と
め
た
『
加
子
母
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村
誌
』
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
同
書
の
「
年
中
行
事
」
の
項
目
を
み
る
と
、「
今
の
年
輩
の
人
達
に

と
っ
て
は
、
懐
か
し
い
思
い
出
に
彩い

ろ
どら

れ
て
い
る
が
、
近
年
は
だ
ん
だ
ん
と
簡
略
化
の
方
向
に
進

み
、
現
在
で
は
全
く
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
委
員
各
自
の
思
い
出
に
、
古

老
の
話
を
交
え
て
、
出
来
る
だ
け
細
か
く
拾
い
上
げ
て
見
る
こ
と
に
し
た
」（
六
四
一
頁
）と
書
か
れ

て
い
ま
す
。『
加
子
母
村
誌
』
は
昭
和
四
七
年（
一
九
七
二
）に
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で

い
う
「
各
委
員
」
や
「
古
老
」
と
は
、
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
生
ま
れ
の
方
々
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
ょ
う
か
。
伝
統
的
年
中
行
事
を
確
認
す
る
う
え
で
、
重
要
な
資
料
と
い
え
ま
す
。

『
加
子
母
村
誌
』
に
は
、
田た

の
神か

み

祭ま
つ

り
と
し
て
、「
さ
な
び
き
」
と
「
さ
な
ぶ
り
」
の
記
述
が
あ

り
ま
す
。
田
の
神
と
は
、
春
に
山
か
ら
下
り
て
き
て
、
稲
の
豊
穣
を
約
束
し
て
く
れ
る
神
様
の
こ

（
2
）

（
3
）

（
2
）

加
子
母
村
誌
編
纂
委
員
会
編

『
加
子
母
村
誌
』（
加
子
母
村
、

一
九
七
二
年
）。

（
3
）

こ
の
ほ
か
の
聞
き
書
き
と
し

て
、
か
し
も
通
信
社
編
『
聞

き
書
き 

加
子
母
人 

加
子
母

村
に
生
き
て
来
た
人
た
ち
の

人
生
。』（
か
し
も
通
信
社
、

二
〇
一
〇
年
）、
か
し
も
通
信

社
編
『
聞
き
書
き 

加
子
母
人

2 

加
子
母
村
に
生
き
て
来
た

人
た
ち
の
人
生
。』（
か
し
も
通

信
社
、
二
〇
一
四
年
）な
ど
が

あ
る
。

と
で
す
。「
さ
び
ら
き
」
に
つ
い
て
は
、「
田
植
え

始
め
の
行
事
。（
田
開
き
の
転
訛
か
、
或
は
早
苗
開
き

か
）田
の
神
祭
り
で
、
家
か
ら
最
も
近
い
便
利
な

田
、
或
い
は
最
も
古
い
田（
最
初
に
開
い
た
と
伝
え

ら
れ
る
田
）に
祭
り
、
菖
蒲
が
植
え
て
あ
る
。
こ
の

日
は
鍬く

わ

頭が
し
らが
田
の
神
さ
ま
に
米
飯
と
蕗ふ

き

・
わ
ら
び

な
ど
の
山
菜
と
、
昆
布
・
凍
豆
腐
・
鰊に

し
んの

あ
ら
め

4

4

4

巻4

、神
酒
を
供
え
て
、田
植
の
無
事
を
祈
願
す
る
」
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（
六
五
四
頁
）と
あ
り
ま
す
。

一
方
の
「
さ
な
ぶ
り
」
と
は
、「
田
植
が
終
わ
る
と
、
み
ん
な
残
り
苗
で
足
を
洗
っ
て
田
の
神

を
祭
り
、
田
植
の
無
事
終
っ
た
事
を
感
謝
す
る
」（
六
五
四
頁
）と
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、『
加
子
母
村
誌
』
に
は
、
農
事
と
年
中
行
事
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、「
農
業
は
厳
し

い
自
然
の
中
で
行
わ
れ
、
自
然
の
恵
み
で
豊
年
を
た
た
え
る
年
も
あ
れ
ば
、
自
然
の
暴
力
の
前
に

ひ
れ
伏
し
て
泣
く
年
も
あ
る
。
総
て
を
神
の
御
意
志
と
信
ず
る
が
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
神
意

を
安
ら
げ
豊
作
を
祈
願
す
る
事
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
年
に
一
度
の
鎮
守
の
祭
り
を
始
め
、
年
中

行
事
の
中
で
豊
作
祈
願
に
関
係
の
な
い
も
の
は
な
い
と
云
っ
て
も
よ
い
」（
五
一
二
頁
）と
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
年
中
行
事
は
、
稲
作
を
中
心
と
し
た
農
耕
儀
礼
が
大
半
を
占
め
、
農

耕
の
開
始
と
終
了
に
合
わ
せ
て
生
活
リ
ズ
ム
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

四
季
を
彩
る
食
生
活

現
代
で
も
馴な

染じ

み
深
い
言
葉
と
し
て
「
今
日
は
息
子
の
晴
れ

0

0

舞
台
だ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。「
ハ
レ
」（
晴
れ
）と
は
、
特
別
な
儀
式
や
行
事
の
日
を
指
し
ま
す
。
こ
れ
と
対つ

い

に
な
る
言
葉
と

し
て
、「
ケ
」（
褻
）と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
現
代
で
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
言
葉
で
す

が
、
日
常
生
活
と
い
う
意
味
で
す
。
年
間
の
大
半
を
占
め
る
「
ケ
」
の
生
活
の
中
に
、「
ハ
レ
」

の
行
事
を
振
り
分
け
、
両
者
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
単
調
な
日
常
生
活
に
一
定
の
生
活
リ
ズ
ム
を
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作
り
出
し
て
い
ま
し
た
。

「
ハ
レ
」
の
日
を
彩
る
も
の
と
し
て
、
食
べ
物
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
日
本
人
は
古

く
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
と
と
も
に
、
四
季
折
々
の
食
材
を
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
、

神
仏
の
祭
り
や
暦
に
ち
な
ん
だ
特
別
な
食
事
を
作
り
、
神
仏
と
と
も
に
食
べ
る
こ
と
を
、
一
年
間

を
通
し
て
お
こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。

再
び
『
加
子
母
村
誌
』
の
記
述
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
同
書
で
は
、
米
飯
を
使
っ
た
特
色
の
あ

る
食
べ
物
と
し
て
、
五ご

平へ
い

餅も
ち

と
朴ほ

お

葉ば

寿ず

司し

が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
五
平
餅
は
「
炊
き
た
て
の
飯

を
練
り
、
巾
三
㎝
、
長
さ
三
〇
㎝
程
の
さ
わ
ら

4

4

4

の
板
に
長
円
形（
巾
一
〇
㎝
、
長
さ
二
〇
㎝
、
厚
さ
三

㎝
程
）に
固
定
し
、
胡ご

麻ま

・
胡く

る

桃み

等
を
す
り
込
ん
だ
味
噌
や
醤
油
を
つ
け
て
焼
き
上
げ
た
も
の
で
、

新
築
家
屋
の
棟
上
げ
祝（
葺
き
ご
も
り
）其
の
他
に
用
い
る
」（
四
六
九
〜
四
七
〇
頁
）と
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
朴
葉
寿
司
に
つ
い
て
は
、「
鮭
・
鯖
等
の
切
身
、
蜂
の
子
、
椎し

い

茸た
け

等
を
の
せ
た
鮨
飯
を
、
朴

の
葉
に
包
ん
だ
一
種
の
押
鮨
で
、
其
の
彩い

ろ
どり
と
風
味
は
格
別
で
あ
る
。
菖
蒲
の
節
句
、
さ
な
ぶ
り

（
田
植
終
了
の
慰
労
）其
の
他
夏
の
間
は
何
か
に
つ
け
て
こ
れ
を
作
り
、
遠
来
の
客
も
亦
こ
の
万
葉
調

の
野
趣
豊
か
な
御
馳
走
を
珍
重
す
る
」（
四
七
〇
頁
）と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
と
と
も
に
、
特
別
な
ご
馳
走
が
作
ら
れ
、
普
段
の
食
生
活
に

リ
ズ
ム
を
も
た
ら
し
て
い
ま
し
た
。
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（
2
）　

暦
と
生
活
リ
ズ
ム

江
戸
時
代
の
暦

現
在
、
私
た
ち
が
普
段
目
に
し
て
い
る
カ
レ
ン
ダ
ー
は
、
新し

ん

暦れ
き

の
日
付
で
す
。
そ
の
一
方
で
、

「
御お

山や
ま

方か
た

御ご

用よ
う

并
な
ら
び
に

諸し
ょ

事じ

日に
っ

記き

」
が
書
か
れ
た
江
戸
時
代
は
旧

き
ゅ
う

暦れ
き

が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
簡
単
に
旧
暦
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

旧
暦
と
は
、
太
陽
の
動
き
と
月
の
満
ち
欠
け
を
も
と
に
し
て
作
成
し
た
暦
の
こ
と
で
、
明
治
六

年（
一
八
七
三
）に
太た

い

陽よ
う

暦れ
き（

グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
）へ
改
暦
さ
れ
る
ま
で
の
約
一
二
七
〇
年
間
に
わ
た
っ
て

日
本
で
使
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
旧
暦
に
は
、
古
く
か
ら
日
本
人
が
作
り
上
げ
て
き
た
歳
事
や
習

俗
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
昔
は
よ
く
暦
を
持
ち
出
し
て
助
言
す
る
お
年
寄
り
が
い
ま
し
た

が
、
現
在
は
占う

ら
ない

や
風ふ

う

水す
い

に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
冠
婚
葬
祭
や
引
っ
越
し

の
日
取
り
に
は
、
必
ず
暦
が
使
わ
れ
、
人
び
と
は
暦
を
頼
り
に
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。

暦
の
歴
史
は
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
遡

さ
か
の
ぼり
ま
す
。
そ
の
頃
は
、
中
国
の
陰い

ん

陽よ
う

暦れ
き

を
取
り
入
れ

つ
つ
、
毎
年
朝
廷
の
陰お

ん

陽み
ょ
う

寮り
ょ
うと

い
う
占
い
や
天
文
を
司

つ
か
さ
どる

部
署
が
暦
を
発
行
し
ま
し
た
。
江
戸

時
代
に
入
る
と
、
渋し

ぶ

川か
わ

春し
ゅ
ん

海か
い

に
よ
っ
て
日
本
で
最
初
の
独
自
の
暦
法
で
あ
る
貞

じ
ょ
う

享き
ょ
う

暦れ
き

が
採
用
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
江
戸
幕
府
は
、
全
国
各
地
に
あ
っ
た
地
方
暦
や
私
暦
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

暦
の
統
一
化
を
図
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
暦
に
は
月
日
や
干
支
は
勿
論
の
こ
と
、
農
業
生
産
と
密
接

（
4
）

（
4
）

地
方
暦
に
は
、
大
宮
氷
川
神

社
の
大
宮
暦（
現
・
埼
玉
県
）、

三
島
神
社
の
三
島
暦（
現
・
静

岡
県
）、
鹿
島
神
宮
の
鹿
島
暦

（
現
・
茨
城
県
）、
会
津
諏
訪
神

社
の
会
津
暦（
現
・
福
島
県
）、

伊
勢
神
宮
の
伊
勢
暦（
現
・
三

重
県
）な
ど
が
あ
る
。
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に
関
わ
る
記
載
が
あ
り
、日
本
の
大
多
数
を
占
め
た
農
家
に
は
、農
事
暦
と
し
て
普
及
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
暦
は
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。

特
に
、
大
量
に
印
刷
さ
れ
、
種
類
も
豊
富
な
伊い

勢せ

暦こ
よ
みは

、
伊い

勢せ

神じ
ん

宮ぐ
う

の
御お

師し　

た
ち
が
、
毎
年

定
期
的
に
将
軍
や
大
名
、
村
々
の
農
民
に
至
る
ま
で
、
各
地
各
層
の
信
徒
や
得
意
先
を
廻
る
際
に
、

神
宮
の
御
札
と
と
も
に
届
け
る
土
産
の
一
つ
と
し
て
各
地
に
運
ば
れ
ま
し
た
。
加
子
母
村
に
も
伊

勢
の
御
師
が
来
て
い
る
様
子
が
日
記
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）一
二
月
一
七
日
の
記
事
を
み
て
み
ま
し
し
ょ
う
。

伊い

勢せ

御お

師し

中な
か

川が
わ

幸こ
う

右え

衛も

門ん

と
申

も
う
す

仁ひ
と

立た
ち

寄よ
り

逢あ
い

、
不あ

い

相か
わ

替ら
ず

御お

祓は
ら
い

并
な
ら
び
に

鰹か
つ
お

節ぶ
し

十じ
ゅ
うヲ
・
暦こ

よ
み・
櫛く

し

弐に

枚ま
い

・
ふ
の
り
・
さ
ら
さ
持じ

参さ
ん

也な
り

、
右み

ぎ

御お

師し

ハ
早さ

っ

速そ
く

通と
お

ル

也
、
此こ

方な
た

へ
来

き
た
り

候
そ
う
ろ
う

由よ
し

に
て
小お

郷ご

与よ

左ざ

衛え

門も
ん

夕ゆ
う

方が
た

寄よ

り
通と

お

ル

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
伊
勢
御
師
の
中
川
幸
右
衛
門
と
い
う
人
物
が
や
っ
て
き
て
、
例
年
の
通
り
御お

祓は
ら
い

札ふ
だ

に
添
え
て
、
鰹

か
つ
お

節ぶ
し

・
櫛く

し

・
布ふ

海の

苔り

・
更さ

ら

紗さ

と
と
も
に
、
伊
勢
暦
を
持
参
し
て
い
ま
す
。
年

末
に
来
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー
や
手
帳
を
買
い
求
め
る
現
代
の
私
た
ち
の
よ
う
に
、
彦
七
が
暦
を
心
待

ち
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
御
師
の
中
川
幸
右
衛
門
は
、
そ
の
後
足
早
に
小
郷
の

与
左
衛
門
の
と
こ
ろ
へ
立
ち
寄
っ
て
い
ま
す
。

実
際
に
、
毎
年
の
日
記
を
み
る
と
、
伊
勢
御
師
か
ら
受
け
取
っ
た
暦
を
彦
七
が
写
し
取
っ
て

い
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
試
み
に
、
明
和
六
年（
一
七
六
九
）の
日
記
の
最
初
の

（
5
）

（
5
）

特
定
の
信
者
と
師
檀
関
係
を
結

ん
で
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
た
め

に
、
巻か
ん
じ
ゅ数

、
守
札
な
ど
を
配
布

す
る
な
ど
祈
祷
を
し
て
、
そ
の

代
償
に
米
銭
の
寄
進
を
得
た
神

官
あ
る
い
は
社
僧
。
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ペ
ー
ジ
を
み
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、「
歳さ

い

殺さ
つ

辰た
つ

ノ
方か

た　

此こ

方な
た

ヨ
リ
ヨ
メ
ト
ラ
ス
」（
こ
の
年

に
辰
の
方
角〔
東
南
東
〕か
ら
お
嫁
さ
ん
を
迎
え
る
こ
と
は
凶
）と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
年
の
吉き

っ

凶き
ょ
うの

方
位
と
禁き

ん

忌き

を
説
明
し
た
も
の
が
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
月
ご
と
に
季
節
の
変
わ
り
目
の
目
印
と
な
る
「
雑ざ

っ

節せ
つ

」
と
「
選せ

ん

日じ
つ

」
も
日
記
に

写
さ
れ
て
い
ま
す
。「
彼ひ

岸が
ん

」「
半は

ん

夏げ

生し
ょ
う」「

二に

百ひ
ゃ
く

十と
お
か」「

八は
っ

専せ
ん

」
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
り

ま
す
。
特
に
、「
雑
節
」
は
農
作
業
の
目
安
と
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
日
記
を
読
ん
で

い
る
と
、
た
び
た
び
こ
の
「
雑
節
」
に
出
く
わ
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
今
で
は
あ
ま
り
馴

染
み
の
な
い
「
二
百
十
」
は
、
立
春
か
ら
数
え
て
二
一
〇
日
目
の
こ
と
で
、
新
暦
で
い
う

と
九
月
一
日
頃
で
す
。
こ
の
時
期
は
、
稲
の
花
が
咲
く
頃
と
台
風
の
到
来
と
が
重
な
る
時

期
で
、
農
家
に
と
っ
て
は
大
変
不
安
な
時
期
で
し
た
。
実
際
に
、
明
和
六
年（
一
七
六
八
）

の
日
記
で
「
二
百
十
日
」
に
あ
た
る
八
月
二
日
の
記
事
を
み
て
み
る
と
、「
同ど

う

二ふ
つ

日か

、

二に

百ひ
ゃ
く

十と
お

日か

也な
り

、
此こ

の

日ひ

も
雨う

天て
ん
ニ
而て
風か

ぜ

余よ

程ほ
ど

騒さ
わ

キ
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
実
際
に
強
風
が

吹
い
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。
ま
た
、
宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）七
月
二
五
日
に

は
「
天て

ん

気き

吉き
ち

、
今き

ょ

日う

二に

百ひ
ゃ
く

十と
お

日か

ニ
而て

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

至し

極ご
く

長の
ど

閑か

に
て
、
目め

出で

度た
し

〳め
で
た
し〵

」（
天
気
よ

し
、
今
日
は
二
百
十
の
日
だ
け
ど
、
と
て
も
穏
や
か
で
、
め
で
た
い
、
め
で
た
い
）と
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
日
記
の
書
き
出
し
に
は
「
今
日
は
○
×
な
り
…
…
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
暦

を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
彼
ら
の
な
か
に
は
暦
を
軸
と
し
た
生
活
リ
ズ
ム
が

図2　明和6年の日記冒頭の暦の箇所（内木哲朗家所蔵）
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存
在
し
た
の
で
す
。

江
戸
時
代
の
季
節
感
覚

次
に
、
江
戸
時
代
の
季
節
感
覚
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
旧
暦
で
は
、
春
は
一

月
か
ら
三
月
、
夏
は
四
月
か
ら
六
月
、
秋
は
七
月
か
ら
九
月
、
冬
は
一
〇
月
か
ら
一
二
月
と
、
季

節
区
分
が
明
確
に
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
旧
暦
の
正
月
元
日
は
、
新
暦
だ
と
立り

っ

春し
ゅ
んを

迎
え
る
二
月
頃
に
当
た
り
ま
す
。
私
た
ち
が
毎
年
の
よ
う
に
年
賀
状
で
目
に
す
る
「
新し

ん

春し
ゅ
ん」
と
い

う
文
字
は
、
旧
暦
の
名な

残ご
り

か
ら
来
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
新
暦
に
改
暦
さ
れ
た
こ
と
で
、
旧
暦
の
季
節
感
覚
と
約
一
か
月
の
ズ
レ
が
生
じ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
現
在
の
年
中
行
事
で
は
、
旧
暦
を
尊
重
し
て
季
節
を
合
わ
せ
る
た
め
に
、
旧

暦
の
日
付
を
一
か
月
遅
ら
せ
る
月
遅
れ
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
月
遅
れ
は
、

新
暦
を
軸
と
し
つ
つ
、
旧
暦
の
季
節
感
覚
を
取
り
入
れ
よ
う
と
工
夫
さ
れ
た
も
の
で
す
。
お
盆
は

そ
の
代
表
例
で
す
。
現
代
で
は
八
月
盆
が
一
般
的
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
旧
暦
の
お
盆
は
七
月

一
三
日
か
ら
一
六
日
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
新
暦
に
な
っ
た
後
も
そ
の
ま
ま
お
盆
は
新

暦
の
七
月
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
七
月
は
農
繁
期
な
ど
と
重
な
る
な
ど
都
合
が
悪
い
と
い
う
こ

と
で
、
一
か
月
遅
れ
の
八
月
盆
が
広
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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（
３
）　

彦
七
家
の
年
中
行
事

そ
れ
で
は
、
実
際
に
、
日
記
か
ら
彦
七
家
の
年
中
行
事
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

正
月
行
事

初
め
に
、
正
月
行
事
か
ら
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
般
的
に
、
正
月
行
事
は
、
元
日
を

中
心
と
し
た
大お

お

正し
ょ
う

月が
つ

と
、
陰
暦
で
月
の
一
五
日
を
意
味
す
る
望ぼ

う

日じ
つ

を
中
心
と
し
た
小こ

正し
ょ
う

月が
つ

が

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

正
月
元
日
に
は
、
年
始
の
挨
拶
の
た
め
の
年
礼
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。「
一い

っ

家か

中ち
ゅ
う」

を
は
じ
め
、

村
の
内
外
か
ら
大
勢
の
人
が
年ね

ん

礼れ
い

に
や
っ
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）の
元

日
の
様
子
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

正し
ょ
う

月が
つ

朔つ
い

日た
ち

、
目め

出で

度た
し

〳め
で
た
し〵

、
此こ

の

日ひ

者は
雪ゆ

き

降ふ
り

雨あ
め

降ふ
り

暖
あ
た
た
か

也な
り

、
雪ゆ

き

壱い
っ

寸す
ん

計ば
か
り

降ふ
り

居お
り

申も
う
し

候そ
う
ろ
う、
中な

か

切ぎ
り

組ぐ
み

・
桑く

わ

原ば
ら

組ぐ
み

追お
い

々お
い

大お
お

勢ぜ
い

年ね
ん

礼れ
い
ニ
来き

給た
ま
い

候そ
う
ろ
う、
昼ひ

る

過す
ぎ

冨と
み

田だ

へ
相あ

い

越こ
し

、
母は

は

人び
と

御お

目め

ニ
懸か

か

ル
、
御ご

機き

嫌げ
ん

能よ
く

御ご

越え
つ

年ね
ん

恐き
ょ
う

悦え
つ

目め

出で

度た
し

〳め
で
た
し〵

、
緩ゆ

る

々ゆ
る

預ち
そ
う

馳に

走
あ
ず
か
り

帰か
え

り
、
夫そ

れ

ゟよ
り

下し
た

屋や

・
岩い

わ

屋や

へ
相あ

い

越こ
し

、

緩ゆ
る

々ゆ
る

預ち
そ
う

馳に

走あ
ず
か
り、

暮く
れ

前ま
え

帰か
え

ル

明
和
五
年（
一
七
六
八
）の
元
日
は
、
新
暦
で
い
う
と
、
二
月
一
八
日
に
あ
た
り
ま
す
。
雪
は
一い

っ

寸す
ん（

約
三
㎝
）ほ
ど
降
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
春
先
で
気
温
が
暖
か
か
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
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す
。
こ
の
日
は
、
中
切
組
・
桑
原
組
の
人
び
と
が
大
勢
年
礼
の
た
め
に
や
っ
て
き
て
い
ま
す
。
昼

頃
に
は
《
冨
田
》
に
年
始
の
挨
拶
に
行
っ
て
い
ま
す
。《
冨
田
》
に
は
、
彦
七
の
「
母
人
」
が
暮

ら
し
て
い
ま
し
た
の
で
、「
母
人
」
に
も
挨
拶
を
済
ま
せ
て
い
ま
す
。「
母
人
」
は
、
こ
の
ご
ろ
体

調
が
あ
ま
り
よ
ろ
し
く
な
か
っ
た
た
め
、
元
気
な
姿
を
み
た
彦
七
は
そ
の
日
の
日
記
に
「
御ご

機き

嫌げ
ん

能よ
く

御ご

越え
つ

年ね
ん

恐き
ょ
う

悦え
つ

、
目め

出で

度た
し

〳め
で
た
し〵

」
と
喜
び
の
言
葉
を
記
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、《
下
屋
》・

《
岩
屋
》
に
も
行
き
、
暮
前
に
帰
宅
し
て
い
ま
す
。
年
礼
は
、
元
日
以
降
も
続
き
、
村
内
に
限
ら

ず
、
付つ

け

知ち

の
ほ
う
か
ら
も
確
認
で
き
ま
す
。

正
月
四
日
に
は
、
若わ

か

木ぎ

迎む
か

え
の
行
事
が
あ
り
ま
し
た
。
若
木
迎
え
と
は
、
新
年
に
初
め
て
山
へ

薪た
き
ぎを
取
り
に
い
く
行
事
の
こ
と
で
す
。『
加
子
母
村
誌
』
に
よ
れ
ば
、「
一
月
二
日
。
主
人
の
仕

事
始
め
で
あ
る
。
恵
方
の
山
へ
行
っ
て
薪
を
切
っ
て
持
ち
帰
り
、
初
午
の
団
子
を
煮
る
時
に
焚

い
た
」（
六
四
四
頁
）と
あ
り
ま
す
。
日
記
に
は
詳
し
い
こ
と
は
書
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
た
と
え

ば
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）正
月
四
日
に
は
、「
此こ

の

日ひ

ハ
雪ゆ

き

降ふ
り

、
如

か
れ
い

嘉の

例ご
と
く

武た
け

助す
け

・
幸こ

う

次じ

郎ろ
う

若わ
か

木ぎ

む

か
へ
也な

り

、（
中
略
）此こ
の

節せ
つ

若わ
か

木ぎ

む
か
へ
来き

た

り
、
祝い

わ

ひ
申

も
う
す

也な
り

」
と
あ
り
ま
す
。
雪
や
雨
の
日
で
も
必
ず

四
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

正
月
一
一
日
に
は
、
帳

ち
ょ
う

祝い
わ

い
や
蔵く

ら

開び
ら

き
な
ど
の
行
事
が
み
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
宝
暦
一
三
年

（
一
七
六
三
）の
様
子
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

如か
れ
い

嘉の

例ご
と
く

蔵く
ら

開び
ら

キ
ナ
リ
、
例れ

い

年ね
ん

之の

通と
お
り

帳ち
ょ
う

初は
じ

メ
目め

出で

度た
し

〳め
で
た
し〵

、（
中
略
）明あ

日す

ハ
百

ひ
ゃ
く

万ま
ん

遍べ
ん

ニ
而て
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有こ
れ

之あ
る

旨む
ね

言い
い

次つ
ぎ　

通と
お

ル
也な

り

、
昨き

の

日う

お
い
わ
ニ
酒さ

か

屋や

政ま
さ

助す
け

ゟよ
り

差さ
し

越こ
し

候
そ
う
ろ
う

手て

紙が
み

近き
ん

所じ
ょ

衆し
ゅ
う

招ま
ね

キ
帳ち

ょ
うい

わ
ひ
致い

た

ス
筈は

ず

、
御お

酒さ
け

壱ひ
と

ツ
進し

ん

し
可

も
う
す

申べ
く

間あ
い
だ、

遊あ
そ

ひ
な
か
ら
御お

越こ
し

被く
だ

下さ
れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

ニ
と
申

も
う
し

越こ
し

候そ
う
ろ
う
　

ま
ず
、
蔵く

ら

開び
ら

き
と
は
、
家
々
の
正
月
じ
ま
い
の
行
事
の
こ
と
で
、
大
正
月
の
一
連
の
行
事
が
終

わ
り
、
こ
の
日
以
降
、
蔵
の
扉
を
開
け
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
記
か
ら
は
詳
し
い
こ

と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、『
加
子
母
村
誌
』
に
は
「
正
月
始
め
て
蔵
又
は
物
置
き
を
開
き
、
お
供

え
の
鏡
餅
を
割
っ
て
、
焼
い
た
り
お
汁
粉
や
雑
煮
に
し
た
り
し
て
食
べ
る
」（
六
四
六
頁
）と
あ
り
ま

す
。ま

た
、
こ
の
日
に
は
、
帳
面
な
ど
を
新
調
す
る
帳
初
め
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
帳
初
め
で

は
、
紙か

み

商あ
き
ない
を
営
ん
で
い
る
勘か

ん

右え

衛も

門ん

と
い
う
人
物
か
ら
購
入
し
た
飛ひ

驒だ

紙が
み

を
使
用
し
て
い
た
よ

う
で
す
。
帳
初
め
の
日
に
は
、
近
所
の
人
を
集
め
て
、
帳
祝
い
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
酒
屋

を
商
っ
て
い
る
《
酒
屋
》
の
政
助
へ
の
手
紙
の
文
面
に
「
今
日
近
所
の
人
た
ち
と
帳
祝
い
を
す
る

予
定
で
す
。
お
酒
を
注
文
す
る
の
で
、
遊
び
つ
い
で
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
認
め
た

と
あ
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
日
に
は
明
日
に
百

ひ
ゃ
く

万ま
ん

遍べ
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

を
お
こ
な
う
と
い
う
旨
の
「
言い

い

次つ
ぎ

」
が
回
っ
て
き

て
い
ま
す
。
百
万
遍
念
仏
と
は
、
浄

じ
ょ
う

土ど

往お
う

生じ
ょ
う・

先せ
ん

亡ぼ
う

供く

養よ
う

・
除じ

ょ

災さ
い

招し
ょ
う

福ふ
く

な
ど
の
祈き

祷と
う

を
目
的

と
し
て
念
仏
を
百
万
回
唱
え
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
実
際
に
、
翌
日
の
日
記
を
み
る
と
、「
此こ

の

日ひ

百ひ
ゃ
く

万ま
ん

遍べ
ん

百も
も

助す
け

遣つ
か
わス

」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）の
百
万
遍
念
仏
で
は
、「
今き

ょ

（
6
）

（
6
）

村
組
ご
と
に
家
々
の
経
路
を
決

め
て
、
庄
屋
・
組
頭
な
ど
か
ら

の
指
示
を
順
番
に
口
頭
で
伝
達

し
て
い
く
仕
組
み
の
こ
と
。
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日う

百ひ
ゃ
く

万ま
ん

遍べ
ん

有こ
れ

之あ
る

筈は
ず

、
武た

け

助す
け

相あ
い

越こ

ス
、
七な

な

ツ
比ご

ろ

組く
み

中じ
ゅ
う

念ね
ん

仏ぶ
つ

申も
う
し

来き
た

り
、
夕ゆ

う

方が
た

供く

養よ
う

相あ
い

聞き
き

候そ
う
ろ
う」

と
あ

り
ま
す
。「
組
中
」
で
念
仏
を
唱
え
た
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
村
の
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

次
に
、
小
正
月
に
つ
い
て
。
明
和
五
年（
一
七
六
八
）の
様
子
を
み
る
と
、
正
月
一
四
日
に
「
如

か
れ
い

嘉の

例ご
と
く

餅も
ち

搗つ
く

也な
り

」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
餅
は
「
若わ

か

餅も
ち

」
と
書
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
一
五
日
の
正
月
の
準
備
の
行
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

翌
日
一
五
日
は
、朝
か
ら
《
下
屋
》
の
藤と

う

吉き
ち

と
《
冨
田
》
の
次じ

郎ろ

兵べ

衛え

な
ど
が
や
っ
て
き
ま
す
。

そ
し
て
、「
俄に

わ
かニ

酒さ
け

取と
り

寄よ

セ
飯め

し

拵
こ
し
ら
え

饗き
ょ
う

応お
う

、
歌う

た

抔な
ど

ニ
而て
祝い

わ

ふ
也な

り

」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
お
酒
を
取

り
寄
せ
、
飯
な
ど
も
用
意
の
う
え
、
歌
な
ど
を
唄
っ
て
お
祝
い
を
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

春
か
ら
夏
の
行
事

次
に
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
行
事
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
二
月
初
旬
に
は
先
祖
代
々
の
霊
を
祀ま

つ

る
行
事
で
あ
る
彼ひ

岸が
ん

が
あ
り
ま
し
た
。
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）の
日
記
を
み
る
と
、
二
月
三
日
に
「
七な

な

ツ
比ご

ろ

掻
餅
拵こ

し
ら
え、

彼ひ

岸が
ん

仏ぼ
と
けニ

備そ
な

へ
」
と
あ
り
、

彼
岸
に
は
掻
餅
を
供
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

二
月
下
旬
か
ら
三
月
初
旬
に
は
、
田た

打う

ち
の
祝
い
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
田
打
ち
と
は
後

で
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
が
、
鍬く

わ

な
ど
で
田た

起お

こ
し
を
す
る
こ
と
で
す
。
明
和
五
年（
一
七
六
八
）二
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月
二
二
日
に
は
、「
然

し
か
る

処と
こ
ろ

下し
た

屋や

よ
り
田た

打う
ち

之の

祝い
わ

ひ
振ふ

る

廻ま
い

可も
う
す

申べ
き

旨む
ね

子こ

共ど
も

呼よ
び

ニ
来き

た

り
、
則

す
な
わ
ち

相あ
い

越こ
し

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

掻
餅
・
飯め

し
ニ
而て
緩ゆ

る

々ゆ
る

預ち
そ
う

馳に

走
あ
ず
か
り

帰か
え
る」

と
あ
り
、
こ
の
日
は
《
下
屋
》
が
田
打
ち
の
祝
い
を

し
て
い
た
よ
う
で
、
彦
七
家
も
是
非
来
て
欲
し
い
と
《
下
屋
》
の
子
供
た
ち
が
呼
び
に
や
っ
て
き

て
い
ま
す
。
こ
の
前
日
の
日
記
を
み
る
と
、「
明
日
に
田
打
ち
を
始
め
る
の
で
、
人
手
を
貸
し
て

欲
し
い
」
と
《
下
屋
》
の
藤
吉
が
彦
七
家
に
や
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
ど
う
や
ら
田
打
ち
初
め

の
際
の
行
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
田
打
ち
の
祝
い
で
は
、
掻
餅
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
ま

す
。四

月
か
ら
五
月
に
か
け
て
は
農
繁
期
に
あ
た
り
、
な
か
で
も
最
大
の
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
と
し
て

田
植
え
作
業
が
あ
り
ま
し
た
。
安
永
三
年（
一
七
七
四
）で
は
、
五
月
三
日
に
田
植
え
始
め
の
行
事

で
あ
る
「
さ
び
ら
き
」
が
お
こ
な
わ
れ
、
同
月
八
日
に
は
「
田た

の

神か
み

祭ま
つ

り
、
皆み

な

々み
な

為の
ま

呑せ

申も
う
すナ
リ
」
と

あ
り
、
田
の
神
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
彦
七
家
で
は
、
田
の
神
へ
の

お
供
え
と
し
て
、「
と
り
の
口く

ち

焼や
き

米ま
い

」
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
種た

ね

籾も
み

を
焼
い
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

一
般
的
に
、
田
植
え
は
、
半は

ん

夏げ

生し
ょ
う　

の
日
前
に
終
わ
り
、
こ
れ
以
降
に
植
え
た
も
の
は
、
半は

ん

夏げ

半は
ん

作さ
く

と
言
っ
て
、
収
穫
が
少
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
実
際
に
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）で

は
、
半
夏
生
の
日
で
あ
る
五
月
二
四
日
ま
で
に
田
植
え
を
終
わ
ら
せ
、
こ
の
日
は
農の

う

休や
す

み
に
入
っ

て
い
ま
す
。
農
休
み
は
農
作
業
の
一
区
切
り
と
し
て
重
要
な
日
で
、
村
組
ご
と
に
お
こ
な
わ
れ
て

（
7
）

（
8
）

（
7
）

夏
至
か
ら
数
え
て
一
一
日
目
の

こ
と
。

（
8
）

小
郷
・
小
和
知
・
二
渡
り
・
番

田
・
中
切
・
上
桑
原
・
中
桑
原
・

下
桑
原
・
万
賀
・
角
領
と
い
う

字
を
単
位
と
し
た
村
組
。
小
郷

と
万
賀
は
各
二
組
あ
り
、
合
計

一
二
組
あ
っ
た
。
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い
ま
し
た
。
日
記
に
は
、「
今き

ょ

日う

農の
う

休や
す

ミ
、
此こ

の

朝あ
さ

お
幾い

く

・
徳と

く

助す
け

饂う

飩ど
ん

拵こ
し
ら
え、

皆み
な

々み
な

給た
べ

申も
う
し

候そ
う
ろ
う」

と
あ

り
ま
す
。
彦
七
家
で
は
、
饂
飩
を
作
っ
て
食
べ
る
の
が
習
慣
で
し
た
。

六
月
に
は
、
虫む

し

送お
く

り
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
虫
送
り
と
は
、
田
植
え
が
終
わ
っ
た
後
に
稲
な

ど
に
つ
く
害
虫
を
駆
除
し
、
そ
の
年
の
豊
作
を
祈
願
す
る
行
事
の
こ
と
で
す
。『
加
子
母
村
誌
』

に
よ
れ
ば
、「
大
き
い
木
の
珠た

ま

一
〇
八
箇
で
作
っ
た
数じ

ゅ

珠ず

を
、
区
内
総
出
で
持
ち
『
な
ん
ま
い
だ
、

な
ん
ま
い
だ
』
と
唱
え
な
が
ら
操
り
、
鐘
・
太
鼓
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
区
の
境
ま
で
虫
送
り
を
し

た
」（
六
五
九
〜
六
六
〇
頁
）と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
続
け
て
、「
古
老
の
話
に
よ
る
と
、
江
戸

時
代
に
は
五
木
禁
制
で
、
そ
の
上
、
村
里
近
く
に
お
巣
山
を
作
っ
た
為
に
、
こ
う
じ
ゅ
う

4

4

4

4

4

の
蛾
が

檜
の
密
林
に
多
く
発
生
し
、
秋
風
に
乗
っ
て
里
へ
大
挙
襲
来
し
て
稲
に
産
卵
し
た
。
そ
の
幼
虫
は

さ
な
ぎ
と
な
り
、
糸
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、
稲
田
に
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
。
甚
だ
し
い
時
は
、

田
の
口
の
稲
を
ゆ
さ
ぶ
る
と
、
田
全
体
の
稲
が
動
い
た
」（
六
六
〇
頁
）と
い
う
古
老
の
証
言
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

現
代
の
よ
う
な
農
薬
が
な
い
た
め
、
害
虫
に
よ
る
被
害
は
ま
さ
に
死
活
問
題
で
し
た
。
安
永
三

年（
一
七
七
四
）の
日
記
で
は
、
六
月
一
三
日
に
「
明あ

日す

ハ
虫む

し

送お
く

り
有こ

れ

之あ
る

間あ
い
だ、

下し

タ
す
も
た
へ
来き

た

り

候そ
う
ろ
う

様よ
う

林は
や
し

ゟよ
り

言い
い

次つ
ぎ

来き
た

ル
」
と
あ
り
、
虫
送
り
の
「
言
次
」
が
《
林
》
か
ら
や
っ
て
き
ま
す
。
翌

日
の
日
記
を
み
る
と
、「
此こ

の

節せ
つ

誠せ
い

教き
ょ
う

院い
ん

并
な
ら
び
に

大お
お

勢ぜ
い

祓は
ら

ヒ
ニ
来き

た

ル
也な

り

」
と
あ
り
ま
す
。
誠
教
院
と
は
、

加
子
母
村
に
住
ん
で
い
る
山
伏
の
こ
と
で
す
。
山
伏
に
よ
る
虫
送
り
の
祈
祷
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
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る
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

盆
行
事

七
月
に
は
盆
行
事
が
あ
り
ま
し
た
。
旧
暦
は
、
一
年
を
二
分
す
る
考
え
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
盆

は
正
月
と
対
称
的
に
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

明
和
五
年（
一
七
六
八
）の
日
記
を
み
る
と
、
お
盆
の
期
間
は
、「
一
家
中
」
を
は
じ
め
、
多
く
の

人
び
と
が
盆ぼ

ん

礼れ
い

の
た
め
に
や
っ
て
き
て
い
ま
す
。
盆
礼
で
は
、
お
酒
・
肴さ

か
な・
素そ

う

麺め
ん

・
饂う

飩ど
ん

・
茄な

子す

な
ど
の
贈
答
が
確
認
で
き
ま
す
。
正
月
の
よ
う
に
、
米
か
ら
作
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
畑
で
収
穫

し
た
も
の
が
中
心
で
す
。

一
五
日
に
は
「
此こ

の

朝あ
さ

お
い
く
・
幸こ

う

次じ

郎ろ
う

饂う

飩ど
ん

拵
こ
し
ら
え

祭ま
つ

ル
也な

り

」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
彦
七
家
で

は
、
饂
飩
を
お
供
え
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
一
六
日
に
は
、「
八や

ツ
半は

ん

比ご
ろ

法ほ
う

禅ぜ
ん

寺じ

へ
相あ

い

越こ
し

、夫そ
れ

よ
り
帰か

え

り
、御ご

廟び
ょ
う

参ま
い
り

相あ
い

勤つ
と
め

帰か
え

ル
」
と
あ
り
ま
す
。
法
禅
寺
で
寺
参
り
を
し
、そ
れ
か
ら
、

先
祖
の
お
墓
参
り
を
済
ま
せ
て
い
ま
す
。

な
お
、
お
盆
は
、
嫁
や
奉
公
人
に
と
っ
て
大
手
を
振
っ
て
実
家
に
里
帰
り
で
き
る
時
期
で
し

た
。
一
四
日
の
夜
に
、
善
右
衛
門
の
妻
お
い
く
が
実
家
の
《
か
ぢ
や
》
へ
、
彦
七
の
長
女
で
《
下

屋
》
に
嫁
い
だ
お
そ
よ
が
彦
七
家
に
里
帰
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）の
日

記
で
は
、
奉
公
人
の
徳
助
も
「
暇い

と
ま」

を
貰も

ら

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
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秋
か
ら
冬
の
行
事

八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
は
稲
の
収
穫
の
時
期
に
あ
た
り
、
再
び
農
繁
期
と
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
収
穫
を
祝
う
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
収
穫
祭
と
し
て
脱だ

っ

穀こ
く

作
業
が
終
わ
っ
た
時
に

お
こ
な
う
こ
ば
し
祝
い
が
あ
り
ま
す
。
安
永
三
年（
一
七
七
四
）の
日
記
を
み
る
と
、
彦
七
家
で
は

九
月
二
九
日
に
こ
ば
し
祝
い
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
の
家
で
も
、
二
一
日
に
《
桑
野
屋
》、

二
八
日
に
《
冨
田
》
で
そ
れ
ぞ
れ
こ
ば
し
祝
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
、《
桑
野
屋
》
か
ら
は
お
し
の

と
孫
た
ち
、《
冨
田
》
か
ら
は
お
つ
ね
が
彦
七
家
に
そ
れ
ぞ
れ
や
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
ば
し
祝

い
で
は
、
掻
餅
を
持
参
す
る
の
が
習
慣
だ
っ
た
よ
う
で
、
両
家
と
も
に
掻
餅
を
持
参
し
て
い
ま
す
。

一
〇
月
の
行
事
と
し
て
は
、
一
〇
月
の
亥
の
日
に
行
わ
れ
た
大
根
の
年
取
り
や
、
一
〇
月
二
〇

日
に
行
わ
れ
た
恵え

比び

須す

講こ
う

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

一
二
月
に
入
る
と
、
正
月
準
備
の
た
め
の
煤す

す

払は
ら

い
や
松ま

つ

迎む
か

え
な
ど
の
行
事
が
あ
り
ま
す
。
松
迎

え
は
毎
年
一
三
日
に
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
安
永
三
年（
一
七
七
四
）の
日
記
を
み
る
と
、「
善ぜ

ん

右う

・

久き
ゅ
う

蔵ぞ
う

松ま
つ

む
か
へ
ニ
行ゆ

く

、（
中
略
）九こ
こ
のツ

比ご
ろ

結け
っ

構こ
う

成な
る

門か
ど

松ま
つ

む
か
へ
来き

た

り
、
家か

内な
い

相あ
い

揃そ
ろ
い

祝い
わ

ひ
、
目め

出で

度た
し

〳め
で
た
し〵

」
と
あ
り
、
善
右
衛
門
と
久
蔵
が
立
派
な
松
を
迎
え
て
き
て
、
家
族
揃
っ
て
お
祝
い
を
し
た

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
松
迎
え
の
行
事
に
つ
い
て
、『
加
子
母
村
誌
』
を
み
る
と
、「
故
内

木
又
六
が
森
林
愛
護
の
為
に
、
門
松
は
松
の
木
の
幹
を
使
わ
な
い
で
、
枝
を
使
う
よ
う
に
奨
め
た

の
で
、
加
子
母
で
は
殆
ん
ど
の
家
が
今
で
も
枝
松
を
使
う
」（
六
六
二
頁
）と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記

（
9
）

（
9
）

嘉
永
四
年
一
〇
月
二
日
、
加
子

母
村
下
区
《
桑
名
屋
》
二
代
目

内
木
順
六
郎
綱
正
の
長
男
と
し

て
出
生
。
明
治
一
七
年
加
子
母

村
戸
長
、
明
治
二
二
年
初
代
村

長
、
大
正
一
三
年
恵
那
郡
農
会

特
別
議
員
を
歴
任
。
昭
和
五
年

六
月
逝
去
、
享
年
七
八
歳
。
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さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
時
代
と
と
も
に
、
工
夫
し
な
が
ら
、
伝
統
行
事
が
引
き
継
が
れ

て
き
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

以
上
、
日
記
か
ら
彦
七
家
の
一
年
間
の
年
中
行
事
を
み
て
き
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
紹

介
し
た
の
は
代
表
的
な
も
の
で
、
細
か
く
み
て
い
け
ば
も
っ
と
多
く
の
行
事
が
あ
る
こ
と
を
断
っ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

二
章
以
降
は
、
テ
ー
マ
に
立
ち
入
っ
て
、「
四
季
折
々
の
暮
ら
し
と
文
化
」
を
よ
り
詳
し
く
み

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
二
章
で
、
農
業
の
こ
と
、
三
章
で
は
、
食
生
活
の
こ

と
を
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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2
　
農
事
に
み
る
暮
ら
し

（
1
）　

彦
七
家
の
農
事
暦

日
記
か
ら
農
事
暦
を
再
現
す
る

日
記
が
記
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
社
会
で
は
、
人
口
の
大
部
分
の
人
び
と
が
農
業
に
従
事
し
て
い

図3　現在の加子母の田園風景（筆者撮影）

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
仕
事
や
暮
ら
し
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
農の

う

事じ

を
基
本
と
し

て
い
ま
し
た
。
稲
作
の
場
合
を
み
て
も
、
種た

ね

籾も
み

の
水み

ず

浸つ

け
・
播は

種し
ゅ

・
田た

植う

え
・
除じ

ょ

草そ
う
・
稲い

ね

刈か

り
・
収

し
ゅ
う

穫か
く

と
い
う
一
連
の
作
業
が
毎
年
の
よ
う
に
繰
り
返
し
お
こ
な
わ
れ
、

生
活
の
サ
イ
ク
ル
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
日
記
か
ら
、
彦
七
家
の
農の

う

事じ

暦れ
き

を
再
現
す
る
こ
と
で
、彼
ら
の
一
年
間
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
迫
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
御お

山や
ま

守も
り

で
あ
る
彦
七
の
日
記
を
読
み
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
筆
者
で
あ
る
彦
七
が
御
山
守
の

職
務
と
し
て
、
た
び
た
び
山
に
入
っ
て
い
る
期
間
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
試

み
に
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）の
日
記
か
ら
、
彦
七
が
山
に
入
っ
て
い
た
期
間
を
抜

き
出
し
て
み
る
と
、
次
の
通
り
で
す
。
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〈
二
月
〉　
　

三
日
間　
〈
四
月
〉　
一
五
日
間　
〈
五
月
〉
四
日
間　
〈
六
月
〉　　
六
日
間

〈
七
月
〉
一
五
日
間　
〈
八
月
〉　
二
七
日
間　
〈
九
月
〉
九
日
間　
〈
一
〇
月
〉
二
二
日
間

〈
一
一
月
〉
八
日
間　
〈
合
計
〉
一
〇
九
日
間

彦
七
が
山
に
滞
在
し
た
日
数
は
、
二
月
〜
一
一
月
の
間
で
合
計
一
〇
九
日
間
に
も
の
ぼ
り
ま

す
。
特
に
、
四
月
や
七
月
は
月
の
半
数
近
く
、
八
月
と
一
〇
月
は
、
ほ
と
ん
ど
山
に
入
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
四
月
〜
五
月
の
田
植
え
や
、
八
月
〜
九
月
の
稲
刈
り
の
時
期
な
ど
に
も
重

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
で
は
、
断
片
的
に
し
か
農
事
暦
を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）の
日
記
は
例
外
で
し
た
。
こ
の
年
の
彦
七
は
、

病
気
が
ち
で
登
山
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
山
仕
事
の
指
揮
は
、
息
子
の
善
右
衛
門
に
任
せ
き
り
で

し
た
。
自
宅
で
療
養
中
だ
っ
た
の
で
、
農
事
に
関
す
る
記
事
が
こ
と
細
か
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
書
付
録
の
【
彦
七
家
の
農
事
暦
】
は
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）の
日
記
を
も
と
に
彦
七
家
の

農
事
暦
を
再
現
し
て
み
た
も
の
で
す
。
以
下
、
付
録
を
参
照
し
な
が
ら
、
一
年
間
を
通
し
た
加
子

母
村
の
農
作
業
の
様
子
に
つ
い
て
稲
作
を
中
心
に
覗
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

加
子
母
村
の
土
地
柄

さ
て
、
本
題
に
入
る
前
に
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
加か

子し

母も

村
の
土
地
柄
に
つ
い
て
説
明
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
記
が
記
さ
れ
た
少
し
後
の
時
代
に
、
尾お

張わ
り

藩
士
樋ひ

口ぐ
ち

好よ
し

古ふ
る

に
よ
っ
て

（
10
）

「
濃
州
徇
行
記
」（
林
一
八
四
五

〈
全
一
〇
冊
〉）。
尾
張
藩
士
の

樋
口
好
古
が
、
尾
張
藩
領
を
巡

回
し
、
寛
政
四
年
か
ら
文
政
五

年
に
か
け
て
執
筆
し
た
「
郡
村

徇
行
記
」
全
三
九
巻
の
な
か
の

美
濃
国
の
部
分
。
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「
濃の

う

州し
ゅ
う

徇じ
ゅ
ん

行こ
う

記き

」
と
い
う
地
誌
が
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
、
加
子

母
村
の
土
地
柄
に
つ
い
て
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

此こ
の

村む
ら

土と

地ち

は
小こ

石い
し

交ま
じ

り
な
れ
と
も
、
一い

っ

体て
い

沃よ
く

土ど

に
し
て
作さ

く

物も
つ

よ
し
、
田た

多お
お

き
故ゆ

え

、
田た

麦む
ぎ

も
一い

ち

面め
ん

蒔ま
き

付つ
け

る
な
り
、
反た

ん

米ま
い

上じ
ょ
う

田で
ん

は
二に

石こ
く

、
中

ち
ゅ
う

田で
ん

は

一い
っ

石こ
く

五ご

斗と

、
下げ

田で
ん

は
一い

っ

石こ
く

ほ
ど
に
つ
き
、
田で

ん

地ち

売ば
い

買ば
い

上じ
ょ
う

田で
ん

反た
ん

に
金き

ん

十じ
ゅ
う

四し

・
五ご

両り
ょ
うよ
り
、
下げ

田で
ん

は
七し

ち

両り
ょ
う

位く
ら
いま
で
す
る
と
い
へ
り
、
此こ

の

あ
た

り
は
多た

人に
ん

数ず
う

に
て
、
田
地
の
あ
た
り
ま
え
少す

く
なき

故ゆ
え

、
売ば

い

買ば
い

の
価あ

た
いも

貴た
か

く
、

さ
れ
ば
荒こ

う

地ち

散さ
ん

田で
ん

な
ど
は
で
き
ず
、
い
づ
れ
も
農の

う

力り
ょ
くを
は
げ
ま
し
、
馬う

ま

を
多お

お

く
つ
か
ひ
援さ

ず

け
と
せ
り
、
昔せ

き

時じ

は
漸よ

う
やく
馬う

ま

数す
う

三さ
ん

十じ
ゅ
っ

匹ぴ
き

ほ
ど
あ
り

し
が
、
累る

い

年ね
ん

相あ
い

増ま
し

、
今い

ま

は
三さ

ん

百び
ゃ
っ

匹ぴ
き

に
及お

よ

ぶ
事こ

と

も
年と

し

に
よ
り
あ
る
と
い

え
り

こ
れ
に
よ
る
と
、
加
子
母
村
の
土
地
は
、
肥ひ

沃よ
く

で
良
い
作
物
が
獲
れ
た
と

あ
り
ま
す
。
特
に
、
田
が
多
い
こ
と
か
ら
、
田
に
麦
を
植
え
つ
け
る
二に

毛も
う

作さ
く

を
盛
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
実
際
に
、
田
畑
の
内

訳
を
み
る
と
、
田
八
六
二
石
余
・
畑
三
二
六
石
余
と
、
田
畑
の
比
率
が
八
対

二
と
い
う
割
合
で
、
水
田
優
位
の
土
地
柄
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

（
10
）

（
11
）

0 1km

付知川

白川

耕地
溜池

村境
河川

凡例

図 4の範囲

図4　明治初期における加子母村の耕地
（『加子母村誌』〔加子母村、1972年〕の口絵に掲載されている明治10年頃の絵
図をトレースして加筆。芳賀和樹氏作成）
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ま
た
、
加
子
母
村
は
人
口
が
多
い
た
め
、
土
地
の
値
段
が
高
く
、
荒
地
や

散
田
な
ど
が
少
な
か
っ
た
こ
と
や
、
馬
を
多
く
使
い
、
農
業
に
励
ん
で
い

た
様
子
が
読
み
取
れ
ま
す
。
特
に
、
加
子
母
村
で
は
馬
の
数
は
多
い
時
に

は
三
〇
〇
匹
に
も
お
よ
ん
で
い
た
と
あ
り
ま
す
。
他
の
史
料
を
確
認
す
る

と
、
た
と
え
ば
、
天
明
八
年（
一
七
八
八
）の
巡
見
使
通
行
時
の
史
料
に
馬
数

三
四
二
匹
、
万
延
元
年（
一
八
六
〇
）一
〇
月
の
「
御お

国く
に

御ご

領り
ょ
う

見み

ニ
付つ

き

手て

控び
か
え」
に

馬
数
二
三
四
匹
と
あ
る
の
で
、
正
確
な
情
報
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
加
子
母

村
に
馬
が
多
い
の
は
、
山
仕
事
だ
け
で
は
な
く
、
刈か

り

草く
さ

の
運
送
、
代し

ろ

掻か

き
、

厩き
ゅ
う

肥ひ　

作づ
く

り
な
ど
の
農
作
業
に
も
利
用
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

ま
た
、「
濃
州
徇
行
記
」
に
は
、
畑
で
は
、
麦む

ぎ

・
粟あ

わ

・
稗ひ

え

・
蕎そ

麦ば

・
芋い

も

・

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
11
）

前
掲
註（
2
）『
加
子
母
村
誌
』、

一
八
三
頁
参
照
。

（
12
）

前
掲
註（
2
）『
加
子
母
村
誌
』、

一
二
八
頁
参
照
。

（
13
）

内
木
家
文
書
Ｂ
七
二
─
六
─
九
。

長嶋
中
嶋

村
上

神
田

田
口
前

吉田

諸
田

桑
原

木
曽
越

上
田
ホ
（
上
ハ
田
ン
ボ
）

カ
シ
ヤ
田

（
鍛
冶
屋
田
）

須
母
田

古薙

酒
屋

森
泉

正
元

岩
泉 小

平

福崎

図5　上桑原地区周辺の字名
（図4の破線部分を拡大。芳賀和樹氏作成。
字名は内木哲朗氏よりご教示を得た）　

大だ
い

根こ
ん

・
大だ

い

豆ず

・
小あ

ず

豆き

の
ほ
か
、
楮こ

う
ぞや
煙た

ば

草こ

な
ど
を
作
っ
て
い
た
と
あ
り
ま
す
。
実
際
に
、
日
記
を

み
る
と
、
自
家
用
作
物
と
し
て
は
、
大お

お

麦む
ぎ

・
小こ

麦む
ぎ

・
大だ

い

豆ず

・
小あ

ず

豆き

・
大だ

い

根こ
ん

・
芋い

も

・
茄な

子す

・
茶ち

ゃ

・
牛ご

蒡ぼ
う

な
ど
、
ま
た
、
商
品
作
物
に
は
、
楮こ

う
ぞ・

煙た
ば
こ草

・
繭ま

ゆ

・
麻あ

さ

な
ど
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

ま
す
。

田
打
ち
の
祝
い
か
ら
農
休
み

そ
れ
で
は
、
本
題
に
戻
っ
て
、
彦
七
家
の
農
事
暦
を
稲
作
行
事
を
中
心
に
再
現
し
た
い
と
思
い
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ま
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
田
の
準
備
作
業
で
あ
る
田

打
ち
か
ら
田
植
え
終
わ
り
の
農
休
み
ま
で
の
作
業
を
み

て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

稲
作
の
基
本
は
、
田
の
土
作
り
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

苗な
え

の
生
長
を
良
く
す
る
た
め
に
、
田
植
え
の
前
に
田
打

ち
と
い
う
田
を
掘
り
起
こ
す
作
業
が
あ
り
ま
し
た
。
現

代
は
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
の
機
械
を
使
っ
て
お
こ
な
い
ま

す
が
、
当
時
は
人
力
で
鍬く

わ

な
ど
を
使
っ
て
田
を
掘
り
起

こ
し
ま
し
た
。
か
な
り
の
重
労
働
で
し
た
の
で
、
こ
れ

は
男
性
の
仕
事
で
し
た
。
田
打
ち
は
、
二
月
下
旬
頃
か

ら
田
植
え
の
時
期
ま
で
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
前
述
し
た

春
の
行
事
で
あ
る
田
打
ち
の
祝
い
は
田
打
ち
が
始
ま
っ

た
日
に
お
こ
な
わ
れ
ま
す
の
で
、
田
で
の
作
業
の
ス

タ
ー
ト
ラ
イ
ン
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

（
14
）

家
畜
の
糞
尿
・
敷
き
わ
ら
・
草

な
ど
を
混
ぜ
て
腐
ら
せ
た
有
機

質
肥
料
。

田
の
土
作
り
と
し
て
田
打
ち
と
並
ん
で
重
要
だ
っ
た
の
が
、
あ
ら
く
れ
と
呼
ば
れ
た
作
業
で

す
。
一
般
的
に
は
代し

ろ

掻か

き
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
く
れ
と
は
、
田
打
ち
が
完
了
し
た
田
に

水
を
張
っ
て
、
土
を
さ
ら
に
細
か
く
砕
き
、
丁
寧
に
か
き
混
ぜ
て
、
土
の
表
面
を
平
ら
に
す
る
作
業
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の
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
は
馬
が
活
躍
し
ま
し
た
。
馬ま

鍬ぐ
わ　

を

牽
か
せ
る
の
に
利
用
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
近
所
で
は
馬
の

貸
し
借
り
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

一
方
、
田
の
準
備
と
並
行
し
て
、
三
月
頃
か
ら
稲
の
苗
の

準
備
に
着
手
し
ま
す
。
日
記
に
は
、「
苗な

わ

代し
ろ

拵こ
し
ら
え」

と
あ
り
ま

す
。
苗な

わ

代し
ろ

と
は
、
田
に
植
え
る
稲
の
苗
を
育
て
る
場
所
の
こ

と
を
指
し
ま
す
。
現
代
で
は
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
で

作
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
は
、
水み

ず

苗な
わ

代し
ろ

と
い
っ
て
水
田
の
一

部
で
苗
を
育
て
る
の
が
基
本
で
し
た
。「
苗
代
拵
」
と
は
少

し
曖
昧
な
表
現
で
す
が
、
た
と
え
ば
、
三
月
一
四
日
の
日
記

に
、「
今き

ょ

日う

苗な
わ

代し
ろ

か
き
ニ
而て
孫ま

ご

共ど
も

弐ふ
た

人り

・
徳と

く

次じ

郎ろ
う

来き
た

り
」
と

み
え
、「
苗
代
か
き
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
ま
す
。
前
日

（
15
）

（
15
）

牛
や
馬
に
ひ
か
せ
て
水
田
の
土

を
か
き
な
ら
す
農
具
。
長
さ
一

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
横
の
柄
に
、

刃
を
櫛
状
に
取
り
付
け
た
も

の
。

の
一
三
日
に
は
、《
桑く

わ

野の

屋や

》の
武た

け

右え

衛も

門ん

が
苗
代
か
き
の
た
め
に
馬
を
借
り
に
来
て
い
ま
す
か
ら
、

苗
代
か
き
と
は
、
苗
代
に
水
を
入
れ
て
か
ら
馬
を
使
っ
て
馬
鍬
で
掻
く
作
業
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
明
和
六
年（
一
七
六
九
）の
日
記
に
は
「
苗
代
あ
ら
く
れ
」
と
も
書
か
れ
て

い
ま
す
。
苗
代
か
き
が
終
わ
る
と
、
次
に
苗
代
に
籾も

み

蒔ま

き
を
し
て
い
ま
す
。
蒔
い
た
種た

ね

籾も
み

は
、
田

植
え
の
際
に
田
に
移
す
ま
で
苗
代
の
な
か
で
生
育
し
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
畔あ

ぜ

塗ぬ

り
の
作
業
も
お
こ
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な
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
一
連
の
準
備
作
業
が
終
わ
っ
た
ら
、
よ
う
や
く
田
植
え
で
す
。
安
永
三
年（
一
七
七
四
）

の
田
植
え
作
業
は
、
ほ
か
の
家
々
も
合
わ
せ
る
と
、
五
月
初
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ

て
い
ま
す
。
彦
七
家
の
田
植
え
の
様
子
は
後
ほ
ど
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
が
、
田
植
え
で
は
、「
一い

っ

家か

中ち
ゅ
う」

や
近
所
の
人
た
ち
が
協
力
し
あ
っ
て
、
お
よ
そ
二
〇
〜
三
〇
人
で
、
一
日
が
か
り
で
お
こ

な
い
ま
し
た
。

ま
た
、
田
植
え
が
お
こ
な
わ
れ
た
五
月
に
は
、
二
毛
作
の
田
を
水
田
に
切
り
替
え
る
作
業
も
あ

り
ま
し
た
。
二
毛
作
で
田
に
麦
を
作
っ
て
い
る
田
は
、
日
記
で
は
「
麦む

ぎ

田た

」
と
表
現
さ
れ
て
い
ま

す
。
麦
田
へ
の
田
植
え
は
、
短
期
間
で
麦
刈
り
を
済
ま
せ
、
す
ぐ
に
、
水
田
へ
切
り
替
え
る
作
業

が
必
要
で
し
た
。
た
と
え
ば
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）五
月
一
二
日
の
記
事
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

夜よ

明あ

ケ
前ま

え

ゟよ
り

大お
お

降ぶ
り

也な
り

、
次じ

郎ろ

兵べ

衛え

朝あ
さ

忩そ
う

々そ
う

来き
た

り
、
善ぜ

ん

右う

・
武た

け

助す
け

・
幸こ

う

次じ

郎ろ
う
ニ
差さ

し

加く
わ
わり
麦む

ぎ

田た

打う
つ

也な
り

、（
中
略
）八や

ツ
比ご

ろ

迄ま
で
ニ
田た

打う
ち

仕し

廻ま
い

、
夫そ

れ

ゟよ
り

し
た
や
源げ

ん

六ろ
く

に
て
馬う

ま

借か

り
、
鹿か

毛げ

共ど
も

三み
っ

ツ
に
て

か
く
也な

り

こ
の
日
は
、《
冨と

み

田だ

》
の
次
郎
兵
衛
が
来
て
、
善ぜ

ん

右え

衛も

門ん

・
武
助
・
幸
次
郎
に
加
わ
り
、
麦
田

の
田
打
ち
を
八
つ
時
頃（
午
後
二
時
）ま
で
お
こ
な
っ
た
後
、《
下し

た

屋や

》
の
源
六
か
ら
馬
を
借
り
て
、

あ
ら
く
れ
を
し
た
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）五
月
九
日
で
は
、「
前ま

え

田だ

ニ
而て
昨さ

っ

今こ
ん

ニ
麦む

ぎ

弐ふ
た

ツ
苅か

り

、
直じ

か
ニ
打う

ち

、
夫そ

れ

よ
り
今き

ょ

日う

弐に

疋ひ
き

ニ
而て
か
く
也な

り

」
と
あ
り
、
麦
刈
り
と
田
打
ち
と
あ
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ら
く
れ
の
作
業
を
一
日
で
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
五
月
は
田

植
え
に
加
え
て
、
麦
田
で
の
麦
刈
り
・
田
打
ち
・
あ
ら
く
れ
と
い
っ
た
作
業
が
同
時
並
行
で
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
時
期
で
、
ま
さ
に
、
農
繁
期
で
し
た
。

そ
し
て
、
半は

ん

夏げ

生し
ょ
うの

五
月
二
四
日
に
農
休
み
を
迎
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
後
も
農
作
業
は

続
き
ま
す
が
、
こ
の
農
休
み
の
日
で
、
田
打
ち
か
ら
田
植
え
ま
で
の
一
連
の
作
業
が
一
段
落
し
ま

す
。

天
候
と
麦
干
し
の
話

と
こ
ろ
で
、
彦
七
は
日
記
に
天
候
の
移
り
変
わ
り
を
敏
感
な
ま
で
に
記
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
彦
七
が
山
仕
事
に
関
わ
っ
て
い
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
農
事
に
お
い
て
も
天
候
の

移
り
変
わ
り
は
重
要
で
し
た
。
こ
こ
で
は
、
天
候
と
農
作
業
に
関
す
る
話
を
紹
介
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

五
月
下
旬
か
ら
六
月
初
旬
に
か
け
て
は
麦
が
実
る
時
期
で
す
。
現
代
の
季
節
で
は
、
初
夏
に
あ

た
り
ま
す
。
こ
の
時
期
の
麦
畑
は
黄こ

金が
ね

色い
ろ

に
色
付
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
降
る
雨
の
こ
と

を
一
般
的
に
麦ば

く

雨う

と
い
い
ま
す
。
麦
は
収
穫
直
前
に
三
日
以
上
雨
に
あ
た
る
と
、
せ
っ
か
く
実
っ

た
麦
の
穂
が
発
芽
し
て
し
ま
っ
た
り
、
赤
カ
ビ
に
見
舞
わ
れ
た
り
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
雨
が
続

く
前
に
刈
り
取
り
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
の
後
の
麦
を
乾
燥
さ
せ
る
麦む

ぎ
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干ぼ

し
の
作
業
も
麦
雨
の
時
期
と
重
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
実
際
に
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）五
月
二
五
日

の
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

此こ
の

日ひ

も
雨う

天て
ん

、
迷め

い

惑わ
く

〳め
い
わ
く〵

、（
中
略
）次し

第だ
い

ニ
降ふ

り

強つ
よ

ク
相あ

い

成な
り

、
気き

之の

毒ど
く

〳き
の
ど
く〵

、
庭に

わ

も
湿し

め

り
候

そ
う
ろ
う
に

付つ
き

、
麦む

ぎ

座ざ

敷し
き

一い
っ

盃ぱ
い

取と
り

散ち
ら

し
有こ

れ

之あ
り

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、
雨あ

め

止や

ミ
不

も
う
さ

申ず

、
大お

お

こ
ま
り
〳お

お
こ
ま
り〵、
此こ

の

夜よ
る

も
降ふ

る

也な
り

連
日
降
り
続
い
て
い
た
雨
が
な
か
な
か
止
ま
ず
、

麦
干
し
が
で
き
ま
せ
ん
。
仕
方
が
な
い
の
で
、
こ
の

日
は
、
家
の
な
か
に
麦
を
干
す
こ
と
に
し
ま
し
た

が
、
家
の
座
敷
が
麦
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま

い
、「
大
こ
ま
り
、
大
こ
ま
り
」
と
日
記
に
綴
っ
て

い
ま
す
。

翌
日
も
雨
が
降
り
続
き
、
こ
の
ま
ま
で
は
彦
七
た
ち
の
生
活
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
せ
ん
。
困
っ

た
彦
七
は
、
お
い
く
・
幸
次
郎
に
麦
を
片
付
け
さ
せ
ま
す
。
日
記
に
は
「
殊

こ
と
の

外ほ
か

し
い
な
出で

ル
」
と

あ
り
ま
す
か
ら
、
麦
は
十
分
に
実
っ
て
お
ら
ず
、
皮
ば
か
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

結
局
、
雨
は
六
月
に
入
る
ま
で
降
り
続
き
ま
し
た
。
六
月
一
日
の
日
記
に
は
、「
今い

ま

天て
ん

気き

ニ
相あ

い

（
16
）

（
16
）

粃
。
皮
ば
か
り
で
実
が
な
い
こ

と
。
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成な
り

、
麦む

ぎ

干ぼ
し

、
大た

い

慶け
い

〳た
い
け
い〵

」
と
あ
り
ま
す
。
よ
う
や
く
麦
干
し
が
で
き
る
喜
び
が
日
記
の
文
面
か
ら

も
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
天
候
の
良
し
悪
し
に
よ
っ
て
、
農
作
業
が
大
き
く
左
右
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
日
記
に
は
毎
日
の
天
候
が
こ
と
細
か
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
候
に
よ
っ
て
は
「
大た

い

慶け
い

〳た
い
け
い〵

」
や
「
迷め

い

惑わ
く

〳め
い
わ
く〵

」
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
彦
七
の
感
情
の
起
伏
が
読
み
取
れ
ま
す
。

天
候
不
順
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
作
業
が
遅
れ
る
と
ほ
か
の
作
業
に
も
影
響
が
出
ま
す
。
ま
さ
に
、

農
作
業
は
天
候
と
の
戦
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。

田
の
草
取
り
・
草
刈
り
作
業

田
植
え
が
一
段
落
し
、
稲
が
根
付
き
始
め
る
六
月
上
旬
頃
に
、
田
の
除
草
作
業
が
あ
り
ま
す
。

田
に
這は

い
つ
く
ば
り
、
稲
の
間
に
生
え
た
草
を
む
し
り
取
っ
て
い
き
ま
す
。
田
に
生
え
る
草
は
、

一い
ち

番ば
ん

草く
さ

、
二に

番ば
ん

草く
さ

と
い
っ
た
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
日
記
を
み
て
み
る
と
、
六
月
八
日
に

「
今き

ょ

日う

お
し
け
・
徳と

く

助す
け

田た

ノ
草く

さ

と
り
」
の
文
言
が
確
認
で
き
ま
す
。
そ
の
後
、
一
二
日
に
は
「
前ま

え

田だ

か
き
取と

り

」、
一
三
日
〜
一
四
日
は
「
田た

ノ
草く

さ

取と
り

」、
一
五
日
は
「
二に

番ば
ん

か
き
取と

り

」、
一
九
日
に
は

「
麦む

ぎ

田た

田た

ノ
草く

さ

取と
り

」、
二
〇
日
に
「
か
き
仕し

舞ま
い

」
と
あ
り
ま
す
。「
か
き
取と

り

」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、

文
字
通
り
稲
の
ま
わ
り
を
手
な
ど
で
か
き
取
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
の
後
は
、
田

の
草
取
り
の
記
事
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
七
月
三
〇
日
か
ら
八
月
一
日
の
二
日
間
に
か
け
て
は
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畔あ
ぜ

草く
さ

取と

り
の
作
業
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
畔
草
が
生
え
始
め
、
稲
の
生
長
に
支

障
を
き
た
す
た
め
、
畔
に
生
え
た
草
を
取
り
除
い
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
八
月
六
日
に
は
「
田た

ひ

え
引ひ

き
」
と
あ
り
ま
す
。
稲
を
刈
り
取
る
少
し
前
に
田た

稗ひ
え

を
刈
り
取
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
田
の
草
取
り
な
ど
と
並
行
し
て
、
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
は
、
草
刈
り
の
記
事
が
目

立
ち
ま
す
。
ほ
ぼ
毎
日
の
よ
う
に
山
な
ど
か
ら
草
を
刈
り
取
っ
て
い
ま
す
。
草
刈
り
作
業
に
は
、

「
馬ま

草ぐ
さ

刈か

り
」
と
書
か
れ
た
り
、
単
に
「
草く

さ

刈か

り
」
と
書
か
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
前
者
は
、
刈

り
取
っ
た
草
を
馬
に
背せ

負お

わ
せ
、
後
者
は
、
刈
り
取
っ
た
草
を
人
が
背
負
っ
て
運
ん
で
い
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時
期
に
刈
り
取
っ
た
草
は
、
主
に
馬
の
飼
料
や
肥
料
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
肥
料
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
日
記
か
ら
確
認
で
き
る
主
な
草
木
は
、
柴し

ば

・

茅か
や

・
笹さ

さ

・
葛く

ず

葉は

な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
四
月
は
柴
、
八
月
は
葛
葉
・
茅
、
一
〇
月
は
笹
な
ど
と

い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
入
会
山
の
解
禁
日
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
解
禁
日
は
「
口く

ち

明あ

け
」

と
呼
ば
れ
、
決
め
ら
れ
た
日
数
の
間
に
、
競
争
で
刈
り
取
り
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
重
要
な
肥
料

源
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
村
の
中
に
は
口
明
け
の
日
を
守
ら
な
い
人
も
い
ま
し
た
。
そ
の
様
子
は
彦

七
の
日
記
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）で
は
八
月
二
四
日
が
茅か

や

場ば

の
口
明
け
で
し
た
が
、
伝
次
郎
と
吉
右
衛
門
と
喜
作
の
三
人
は
口
明
け
の
前
日
か
ら
茅
刈
り
を

お
こ
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
噂
は
瞬ま

た
たく
間
に
村
中
に
広
が
り
、
二
五
日
の
日
記
に
は
「
伝で

ん

次じ

郎ろ
う

・
吉き

ち

右え

衛も

門ん

・
喜き

作さ
く

ハ
一い

っ

昨さ
く

日じ
つ

よ
り
茅か

や

苅が
り

ニ
相あ

い

越こ
し

候
そ
う
ろ
う

噂う
わ
さ

之の

由よ
し

相あ
い

聞き
こ

へ
」
と
記
さ
れ
、
彦

（
17
）

（
17
）

ヒ
エ
の
品
種
で
、
水
田
に
適
す

る
も
の
。
た
の
ひ
え
。
た
の
み

の
。
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七
が
「
甚

は
な
は
だ

不ふ

埒ら
ち

之の

事こ
と

」（
と
て
も
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
だ
）と
綴
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、

村
内
は
も
ち
ろ
ん
、
ほ
か
の
村
と
の
間
で
も
争
論
が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、

山
野
の
草
木
は
重
要
な
資
源
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

稲
刈
り
か
ら
こ
ば
し
祝
い

八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
は
、
稲
の
収
穫
の
時
期
で
す
。
彦
七
家
で
は
、
稲
の
脱だ

っ

穀こ
く

作
業
な
ど

は
、
お
い
く
を
中
心
に
女
性
が
リ
ー
ド
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

今き
ょ

日う

卯う

二に

刻こ
く

八は
ち

月が
つ

節せ
つ

ニ
入い

り

、
五ご

月が
つ

十と
お

日か

植う
え

昨さ
く

日じ
つ

八は
ち

十じ
ゅ
う

日に
ち

め
、
前ま

え

田だ

稲い
ね

お
い
く
五ご

わ
苅か

り

、
今き

ょ

日う

糯も
ち

米ご
め
ニ
い
た
し
候

そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、
弐に

升し
ょ
う

有こ
れ

之あ
り

、
皆み

な

々み
な

頂ち
ょ
う

戴だ
い

仕
つ
か
ま
つ
り、
冨と

み

田だ

・
桑く

わ

野の

屋や

江へ
も
亀か

め

之の

助す
け
ニ

為も
た

持せ

遣つ
か
わス
也な

り

こ
れ
は
、
八
月
一
日
の
記
事
で
す
。
彦
七
家
で
は
、
五
月
一
〇
日
に
植
え
た
稲
が
ち
ょ
う
ど

八
〇
日
目
を
迎
え
ま
し
た
。
試
し
に
、
お
い
く
が
稲
を
五ご

把わ

刈
り
取
り
、
糯も

ち

米ご
め

に
し
た
と
こ
ろ
、

二
升
ほ
ど
に
な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
今
日
で
は
、
一
般
的
に
田
植
え
の
後
、
早わ

稲せ

で
は
五
〇
日
、

晩お
く

稲て

で
は
八
〇
日
経
つ
と
出

し
ゅ
っ

穂す
い

期（
四
〜
五
割
の
穂
が
出
穂
し
た
時
期
）に
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
か
ら

二
〇
日
ほ
ど
で
穂ほ

揃ぞ
ろ
い

期（
八
〜
九
割
の
穂
が
出
穂
し
た
時
期
）に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
彦
七
家

で
も
田
植
え
後
の
八
〇
日
目
が
意
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
「
前ま

え

田だ

」
の
稲
刈
り
は
、
八
月

二
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
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彦
七
家
で
は
、
早
稲
取
り
は
、
八
月
七
日
か
ら
一
二
日
、
稲
刈
り
は
、
八
月

二
一
日
か
ら
九
月
五
日
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
稲
刈
り
は
一
家
総
出

で
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
刈
り
取
っ
た
稲
か
ら
順
次
稲い

ね

扱こ

き
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
脱
穀
作
業

で
す
。
稲
扱
き
は
、
女
性
の
仕
事
で
、
お
し
げ
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、《
冨
田
》

の
お
い
し
も
連
日
手
伝
い
に
や
っ
て
き
ま
す
。
前
述
し
た
茅
場
の
口
明
け
の
二
四

日
に
は
「
久

き
ゅ
う

蔵ぞ
う

母は
は

出し
ゅ
っ

精せ
い

い
ね
扱こ

き

、
拾

じ
ゅ
う

八は
っ

束そ
く

五ご

わ
こ
く
也な

り

」
と
あ
り
ま
す
。
朝
か

ら
久
蔵
の
母
が
や
っ
て
き
て
、
彦
七
の
家
族
が
茅
刈
り
で
留
守
の
間
、
稲
扱
き
を

手
伝
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

脱
穀
作
業
が
終
わ
る
と
、
臼う

す

挽ひ

き
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
籾も

み

か
ら
籾も

み

殻が
ら

を

除
去
し
て
玄げ

ん

米ま
い

に
す
る
作
業
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
稲
扱
き
が
終
わ
っ
た
も
の
か
ら
、
順
次
お
こ

な
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
八
月
二
八
日
に
は
「
大だ

い

工く

と
う
ミ
拵

こ
し
ら
え」

と
あ
り
ま
す
か
ら
、
彦
七
家

に
は
籾
殻
と
玄
米
を
選
別
す
る
唐と

う

箕み

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
実
際
に
、
彦
七
家
で
唐
箕
を
使
用
し

て
い
る
記
事
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
が
、
一
〇
月
一
日
の
日
記
に
は
、「
今こ

ん

晩ば
ん

下し
た

屋や

う
す
引ひ

き

之の

由よ
し
ニ

而て
、
お
か
の
と
う
ミ
借か

り
ニ
来き

た

り
、
久

き
ゅ
う

蔵ぞ
う

背せ

負お

わ
せ
遣つ

か
わし
、
此こ

の

夜よ
る

お
し
け
・
久

き
ゅ
う

蔵ぞ
う

う
す
挽ひ

き
ニ
相あ

い

越こ
し

、

泊と
ま

ル
也な

り

」
と
あ
り
、《
下
屋
》
に
唐
箕
を
貸
し
て
い
ま
す
。
臼
挽
き
と
セ
ッ
ト
で
使
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

図6　稲刈り間近の田んぼ
（加子母中切地区、太田尚宏氏撮影）
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そ
の
後
の
米こ

め

搗つ

き
は
、
主
に
水
車
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
水
車
は
彦
七
家
に

は
な
か
っ
た
よ
う
で
、《
田た

丸ま
る

屋や

》
の
水
車
を
借
り
、
米
を
持
ち
込
ん
で
米
搗

き
を
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
麦む

ぎ

蒔ま

き
は
、
稲
刈
り
が
終
わ
っ
た
場
所
か
ら
順
次
実
施
し
ま
す
。
八

月
一
五
日
か
ら
「
小こ

麦む
ぎ

蒔ま

き
」
と
あ
り
ま
す
。
九
月
に
入
る
と
、
麦
蒔
き
が

ス
タ
ー
ト
し
、
同
月
一
三
日
に
は
「
今き

ょ

日う

迄ま
で
ニ
田た

麦む
ぎ

不の
こ
ら

残ず

蒔ま
き

仕し

舞ま
い

」
と
あ
り
、

（
18
）

（
18
）

《
田
丸
屋
》
の
平
七
は
、
明
和

六
年
に
新
規
に
水
車
を
設
置
し

て
、
水
車
稼
ぎ
を
お
こ
な
う
。

図7　『和漢三才図会』第
35巻より「唐箕」の
図（国立国会図書館
所蔵）

田
へ
の
麦
蒔
き
が
完
了
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
五
日
に
は
「
今き

ょ

日う

畑は
た
け

麦む
ぎ

蒔ま
き

仕し

舞ま
い

」
と
あ
り
、

畑
へ
の
麦
蒔
き
作
業
も
完
了
で
す
。

そ
し
て
、
九
月
二
九
日
に
は
、「
苅か

り

株か
ぶ

・
こ
ば
し
祝い

わ

ひ
致い

た

ス
」
と
あ
り
、
秋
の
収
穫
を
お
祝
い

す
る
こ
ば
し
祝
い
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
稲
の
収

穫
や
麦
蒔
き
な
ど
の
作
業
が
こ
の
日
で
一
段
落
と
な
り
ま
す
。

冬
か
ら
春
先
に
か
け
て

冬
か
ら
春
先
に
か
け
て
は
農の

う

閑か
ん

期
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
ば
し
祝
い
が
終
わ
っ
た
一
〇
月
頃
か

ら
、
次
第
に
日
記
か
ら
農
事
の
記
事
が
少
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
一
〇
月
は
、
芋
と
大
根
の
収

穫
の
記
事
が
目
立
ち
ま
す
が
、
特
に
、
大
根
は
、
一
〇
月
の
亥
の
日
に
年
取
り
を
お
こ
な
っ
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）一
〇
月
九
日
に
は
、「
今き

ょ

日う

亥い

の
日ひ

手て

前ま
え

大だ
い

根こ
ん

引ひ
き

、
近き

ん
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年ね
ん

之の

太ふ
と
き

大だ
い

根こ
ん

之の

由よ
し

珍ち
ん

重ち
ょ
う」

と
あ
り
、
亥
の
日
に
大
根
の
収
穫
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。
な
お
、『
加
子
母
村
誌
』
を
み
る
と
、「
旧
一
〇
月
の
亥
の
日
に
お
は
ぎ
を
一
二
箇

作
り
、
そ
の
う
ち
一
箇
を
供
え
て
亥
の
神
を
祭
り
、
そ
の
日
か
ら
大
根
を
引
き
始
め
る
。
そ
れ
よ

り
前
に
引
く
と
、
大
根
は
に
が
い
と
さ
れ
て
い
た
」（
六
六
一
頁
）と
あ
り
ま
す
。
確
か
に
、
ど
の
年

の
日
記
を
み
て
も
、
こ
の
日
以
降
に
大
根
を
収
穫
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
彦
七
家
で
は
、
煙た

ば

草こ

や
楮こ

う
ぞも
栽
培
し
て
い
ま
し
た
。
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
は

ち
ょ
う
ど
収
穫
の
時
期
に
当
た
り
、
煙
草
や
楮
を
求
め
て
、
商
人
が
や
っ
て
き
て
、
商
談
を
始
め

ま
す
。
こ
の
時
期
の
貴
重
な
現
金
収
入
で
し
た
。

一
二
月
に
入
る
と
、
農
作
業
か
ら
春は

る

木き

生
産
へ
と
移
行
し
ま
す
。
春
木
生
産
と
は
、
百
姓
が
、

独
自
に
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
森
林
伐
採
の
こ
と
で
、
そ
の
目
的
は
、
自
家
用
消
費
に
回
さ
れ

た
の
か
、
市
場
に
運
ば
れ
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
農
閑
期
の
一
二
月
か
ら
翌
年
二
月

頃
に
か
け
て
、
山
中
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
棚た

な

場ば

と
呼
ば
れ
る
場
所
に
保
管
さ
れ
ま
し
た
。
日
記
に

は
「
春は

る

木き

背せ

負お
い

」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
二
〜
三
人
ほ
ど
で
、
人
背
に
よ
っ
て
運
ば
れ
ま
し
た
。

一
方
、
冬
か
ら
春
先
の
時
期
に
は
、
麦
の
手
入
れ
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

麦
蒔
き
の
後
、
芽
が
出
次
第
上う

わ

肥ご
え

を
か
け
て
い
ま
す
。
上
肥
と
は
、
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て

お
こ
な
わ
れ
た
草
刈
り
作
業
な
ど
で
得
た
草
を
馬
に
よ
く
踏
ま
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
一
〇
月

一
一
日
か
ら
一
二
日
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
二
日
の
日
記
に
は
「
此こ

の

日ひ

も
皆み

な

々み
な

上う
わ

（
19
）

（
19
）

春
木
生
産
に
つ
い
て
は
、
太
田

尚
宏
「『
木
曽
五
木
』
と
濃
州

三
ヶ
村
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所

編
『
江
戸
時
代
の
森
林
と
地
域

社
会
』
徳
川
林
政
史
研
究
所
、

二
〇
一
八
年
）、
九
頁
参
照
。
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こ
へ
致い

た

ス
ナ
リ
、
七な

な

ツ
比ご

ろ

迄ま
で

ニ
上う

ハ
こ
へ
、
麦む

ぎ

田た

不の
こ
ら

残ず

仕し

舞ま
い

候
そ
う
ろ
う

由よ
し

」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
、「
麦む

ぎ

け
じ
」
と
い
う
作
業
が
あ
り
ま
す
。
麦
け
じ
と
は
、
麦
の
根
元
に
土
を
ふ

る
い
か
け
る
土
入
れ
作
業
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
日
の
技
術
で
は
、
土
入
れ
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
稲
や
麦
が
倒
れ
込
む
の
を
防
い
だ
り
、
雑
草
な
ど
が
育
ち
過
ぎ
な
い
よ
う
に
し
た
り

す
る
こ
と
に
効
果
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
土
入
れ
を
追つ

い

肥ひ

直
後
に
お
こ
な
う
こ
と

で
、
肥
料
効
率
を
上
げ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

春
先
に
は
、「
麦む

ぎ

踏ふ

み
」「
麦
け
じ
」「
麦む

ぎ

草く
さ

取と

り
」
な
ど
の
作
業
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
麦

踏
み
を
す
る
こ
と
で
根
が
強
く
な
り
、
根
の
成
長
が
期
待
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

麦
草
取
り
の
よ
う
に
麦
の
除
草
作
業
も
怠
り
ま
せ
ん
。

春
先
に
は
そ
の
ほ
か
藁わ

ら

細ざ
い

工く

、
莚

む
し
ろ

織お

り
、
縄な

わ

な
い
な
ど
の
作
業
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
ま
た
田
打
ち
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
す
。

以
上
、
日
記
か
ら
農
事
の
記
事
を
拾
っ
て
、
彦
七
家
の
農
事
暦
を
再
現
し
て
み
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
彦
七
家
の
一
年
間
の
大
体
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
浮う

き
彫ぼ

り
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

以
降
、
彦
七
家
の
農
事
暦
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
農
事
に
み
え
る
人
び
と
の
交
流
に
つ
い
て
紹
介

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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（
2
）　

田
植
え
と
助
け
合
い

近
隣
・
親
類
総
出
の
田
植
え
作
業

彦
七
家
の
農
事
暦
は
、
田
打
ち
に
始
ま
り
、
収
穫
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
作
業
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
な
か
で
も
、
田
植
え
の
時
期
は
さ
ま
ざ
ま
な
作
業
が
重
な
る
時
期
で
し
た
。
こ
う
し

た
農の

う

繁は
ん

期
で
の
人
手
は
ど
の
よ
う
に
補

お
ぎ
な

っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
安
永
三
年（
一
七
七
四
）五
月

一
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
彦
七
家
の
田
植
え
の
様
子
を
覗
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

同ど
う

十じ
ゅ
う

八は
ち

日に
ち　

陰か
げ

り
居お

り

申も
う
し

候そ
う
ろ
う、
か
ち
や
佐さ

吉き
ち

・
同ど

う

下げ

女じ
ょ

・
上か

み

い
つ
ミ
儀ぎ

助す
け

・
あ
せ
ち
紋も

ん

治じ

・
す
も
た
重

じ
ゅ
う

之の

助す
け

・
同ど

う

し
も
・
同ど

う

佐さ

兵へ

衛え

・
田た

丸ま
る

屋や

金き
ん

四し

郎ろ
う

・
同ど

う

弥や

三さ

助す
け

・
林は

や
しか

ね
・
桑く

わ

野の

や
武た

け

右え

衛も

門ん

・
お
七し

ち

・
友と

も

次じ

郎ろ
う

・
お
か
の
・
善ぜ

ん

六ろ
く

・
お
い
し
・
下し

も

林ば
や
し

伝で
ん

右え

衛も

門ん

・
中な

か

屋や

松ま
つ

之の

助す
け

・
塗ぬ

り

屋や

伝で
ん

助す
け

・
岩い

わ

屋や

お
ぎ
ん
・
手て

前ま
え

五ご

人に
ん

、
弐に

拾じ
ゅ
う

五ご

人に
ん

有こ
れ

之あ
る

ナ
リ

こ
の
日
、
彦
七
家
の
田
植
え
に
参
加
し
た
人
は
、《
か
ぢ
や
》
か
ら
佐
吉
・
下
女
、《
上
い
づ

ミ
》
か
ら
儀
助
、《
あ
ぜ
ち
》
か
ら
紋
治
、《
す
も
だ
》
か
ら
重
之
助
・
し
も
・
佐
兵
衛
、《
田
丸

屋
》
か
ら
金
四
郎
・
弥
三
助
、《
林
》
か
ら
か
ね
、《
桑
野
屋
》
か
ら
武
右
衛
門
、《
田た

口ぐ
ち

》
か
ら

お
七
、《
下し

た

屋や

》
か
ら
友
次
郎
・
お
か
の
、《
中な

か

洞ぼ
ら

》
か
ら
善
六
、《
冨
田
》
か
ら
お
い
し
、《
下
林
》

か
ら
伝
右
衛
門
、《
中
屋
》
か
ら
松
之
助
、《
塗
屋
》
か
ら
伝
助
、《
岩
屋
》
か
ら
お
ぎ
ん
、
そ
し

て
彦
七
家
の
五
人
と
、
後
で
《
扇

お
う
ぎ

田だ

》
か
ら
な
つ
も
合
流
し
、
合
計
二
六
人
参
加
し
て
い
ま
す
。
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彦
七
家
の
「
一
家
中
」
で
あ
る
《
桑
野
屋
》・《
中
洞
》・《
冨
田
》・《
下
屋
》
の
ほ
か
に
、
彦
七
家

の
近
隣
で
あ
る
《
岩
屋
》・《
林
》、
お
い
く
の
実
家
の
《
か
ぢ
や
》、
武
右
衛
門
の
嫁
お
し
の
の
実

家
で
あ
る
《
田
口
》
な
ど
な
ど
…
…
。
近
隣
・
親
類
が
総
出
で
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。田

植
え
作
業
は
、
早
朝
か
ら
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
田
植
え
と
同
時
並
行
で
、
田
打

ち
や
あ
ら
く
れ
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

九こ
こ
のツ
比ご

ろ

伝で
ん

助す
け

下し
も

酒さ
か

屋や

へ
三さ

ん

升し
ょ
う

五ご

合ご
う

・
七し

ち

合ご
う

五ご

勺し
ゃ
く

取と
り
ニ
遣つ

か
わし
、

田た

の
神か

み

祭ま
つ

り
、
田た

植う
え

并
な
ら
び
に

清せ
い

十じ
ゅ
う・

紋も
ん

三ざ
ぶ

郎ろ
う

・
藤と

う

吉き
ち

・
伝で

ん

次じ

郎ろ
う

呼よ
び

ニ
遣

つ
か
わ
し

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

清せ
い

十じ
ゅ
う・

紋も
ん

三ざ
ぶ

郎ろ
う

ハ
田た

植う
え

所し
ょ

へ
来

き
た
り

候
そ
う
ろ
う

由よ
し

、
藤と

う

吉き
ち

ハ
内う

ち

へ
来き

た

り
、
酒さ

け

振ふ
る

舞ま
い

遣つ
か
わス
也な

り

九
つ
頃（
正
午
一
二
時
）に
な
る
と
、《
塗
屋
》
の
伝
助
が
酒
屋
か
ら
お
酒
を
取
り
寄
せ
て
、
田
の

神
祭
り
が
開
催
さ
れ
ま
す
。《
岩
屋
》
の
清
十
、《
林
》
の
紋
三
郎
、《
下
屋
》
の
藤
吉
、《
田
口
》

の
伝
次
郎
も
呼
ん
で
、
お
酒
を
振
る
舞
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
大
雨
が
降
っ
て
き
ま
す
が
、
あ
ら
く
れ
や
田
植
え
を
お
こ
な
い
、
暮
ま
で
に
は
少
し

の
分
を
残
し
て
こ
の
日
の
田
植
え
が
終
わ
り
ま
す
。
途
中
、
日
記
に
「
武た

け

右え

衛も

門ん

酒さ
け

ニ
酔よ

い

、
八や

ツ

比ご
ろ

よ
り
宿や

ど

へ
帰か

え

り
」
と
あ
り
ま
す
。《
桑
野
屋
》
の
武
右
衛
門
が
田
の
神
祭
り
で
振
る
舞
わ
れ
た

お
酒
で
酔
っ
ぱ
ら
い
、
八
つ
時
頃（
午
後
二
時
）に
宿
に
帰
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
ま
で
日
記
に

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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一
方
、
日
記
に
は
、
ほ
か
の
家
の
田
植
え
の
日
に
、
彦
七
家
か
ら
手
伝
い
に
行
っ
て
い
る
様
子

も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

此こ
の

節せ
つ

ゟよ
り

久き
ゅ
う

蔵ぞ
う

桑く
わ

野の

や
へ
田た

植う
え

ニ
遣つ

か
わス

、
跡あ

と

ゟよ
り

お
し
け
・
安や

す

次じ

郎ろ
う

・
お
幾い

く

も
右み

ぎ

田た

植う

へ
相あ

い

越こ
し

候そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

大お
お

勢ぜ
い

有こ
れ

之あ
る

由よ
し

ニ
而て
、
お
い
く
ハ
帰か

え
り、

麦む
ぎ

苅か
り

ナ
リ

こ
れ
は
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）五
月
四
日
の
記
事
で
す
。
こ
の
日
は
、《
桑
野
屋
》
の
田
植
え

の
日
で
、
彦
七
家
か
ら
は
、
最
初
久
蔵
が
、
そ
の
後
か

ら
お
し
げ
・
安
次
郎
・
お
い
く
が
田
植
え
の
手
伝
い
に

行
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、《
桑
野
屋
》
で
は
既
に

田
植
え
の
た
め
に
大
勢
の
人
が
来
て
い
た
の
で
、
お
い

く
は
帰
っ
て
き
て
、
麦
刈
り
を
し
た
と
あ
り
ま
す
。
ど

の
家
で
も
田
植
え
の
日
に
は
近
隣
・
親
類
総
出
で
田
植

え
を
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

手
間
替
え
習
慣

前
述
し
た
よ
う
に
、
二
毛
作
で
田
に
麦
を
作
っ
て
い

る
麦
田
へ
の
田
植
え
は
、
短
期
間
で
麦
刈
り
を
済
ま

せ
、
す
ぐ
に
、
水
田
へ
切
り
替
え
る
作
業
が
必
要
で
、
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田
植
え
の
時
期
に
並
行
し
て
、
麦
刈
り
・
田
打
ち
・
あ
ら
く
れ
な
ど
の
作
業
を
同
時
に
お
こ
な
っ

て
い
ま
し
た
。
で
す
の
で
、
こ
の
時
期
に
は
、
多
く
の
人
手
が
必
要
で
し
た
。

日
記
を
み
る
と
、
農
作
業
の
相
互
扶
助
と
し
て
、「
手て

間ま

替が

え
」
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。
手
間
替
え
と
は
、
家
々
の
間
で
人
手
を
交
換
し
あ
っ
て
農
作
業
を
相
互
に
手

伝
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
手
間
替
え
の
事
例
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

〈
安
永
三
年
五
月
一
一
日
〉

早そ
う

朝ち
ょ
うお
い
し
麦む

ぎ

苅か
り
ニ
来き

た

ル
、
久

き
ゅ
う

蔵ぞ
う

と
手て

間ま

か
へ
、
今き

ょ

日う

麦む
ぎ

田た

打う
ち

之の

由よ
し
ニ
而て
、
直た

だ
ちニ
久

き
ゅ
う

蔵ぞ
う

冨と
み

田だ

へ
遣

つ
か
わ
し

候
そ
う
ろ
う

由よ
し

〈
安
永
三
年
五
月
一
三
日
〉

早そ
う

朝ち
ょ
う

次じ

郎ろ

兵べ

衛え

田た

打う
ち
ニ
来き

た

ル
、
右み

ぎ

ハ
手て

間ま

替が
え

之の

積つ
も
りニ
而て
、
お
し
け
田た

口ぐ
ち

へ
冨と

み

田だ

よ
り
田た

植う
え
ニ

相あ
い

越こ
し

、
亀か

め

之の

助す
け

も
同ど

う

所し
ょ

へ
行ゆ

く

五
月
一
一
日
で
は
、
早
朝
《
中
洞
》
の
お
い
し
が
彦
七
家
に
麦
刈
り
を
し
に
や
っ
て
き
ま
す
。

そ
の
手
間
替
え
と
し
て
、
奉
公
人
の
久
蔵
を
麦
田
の
田
打
ち
の
人
手
と
し
て
《
冨
田
》
に
遣
わ
し

て
い
ま
す
。《
中
洞
》
の
お
い
し
と
彦
七
家
の
久
蔵
の
手
間
替
え
で
す
。

次
に
、
五
月
一
三
日
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
日
は
、《
田
口
》
の
田
植
え
の
日
で
し
た
。

早
朝
《
冨
田
》
の
次
郎
兵
衛
が
彦
七
家
へ
田
打
ち
に
や
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
「
手て

間ま

替が
え

之の

積つ
も
り」

と
あ
り
ま
す
。
少
し
複
雑
で
す
が
、《
冨
田
》
の
次
郎
兵
衛
が
彦
七
家
の
田
打
ち
を
手
伝
う
代
わ
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り
に
、
彦
七
の
次
女
お
し
げ
を
《
冨
田
》
の
人
手
と
し
て
、《
田
口
》
の
田
植
え
に
手
伝
い
に
向

か
わ
せ
て
い
ま
す
。

田
打
ち
の
よ
う
な
力
仕
事
は
男
性
が
、
田
植
え
作
業
は
女
性
が
得
意
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
手

間
替
え
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
女
の
仕
事
を
上
手
く
組
み
合
わ
せ
、
効
率
の
良
い
農
作
業
を

お
こ
な
っ
て
い
た
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。

母
人
の
死
去
と
田
植
え

こ
こ
ま
で
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）の
田
植
え
の
様
子
を
中
心
に
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、
明

和
五
年（
一
七
六
八
）の
田
植
え
は
例
外
で
し
た
。
田
植
え
の
時
期
に
差
し
掛
か
っ
た
五
月
三
日
に

彦
七
の
「
母
人
」
が
亡
く
な
り
ま
す
。

天て
ん

気き

吉き
ち

、
母は

は

人び
と

御お
ん

儀ぎ

次し

第だ
い
ニ
御ご

病び
ょ
う

気き

重か
さ
なり
、
御ご

正し
ょ
う

体た
い

も
無こ

れ

之な
き

体て
い
ニ
相あ

い

成な

り
、
一い

ち

日に
ち

守も

り
暮く

ら

ス
、
昼ひ

る

前ま
え

比ご
ろ

よ
り
し
た
や
・
中な

か

洞ぼ
ら

・
川か

わ

辺べ

・
か
ち
や
・
田た

の

中な
か

迄ま
で

も
夫そ

れ

々ぞ
れ

知し

ら
せ
申

も
う
し

遣
つ
か
わ
し

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、

追お
い

々お
い

大お
お

勢ぜ
い

来き

給た
ま
い

候そ
う
ろ
う、

玄げ
ん

得と
く

も
来き

た

り
給

た
ま
い

候そ
う
ろ
う、

暮く
れ

前ま
え

御ご

往お
う

生じ
ょ
うに

て
、
残ざ

ん

念ね
ん

〳ざ
ん
ね
ん〵

こ
れ
は
、「
母
人
」
が
亡
く
な
っ
た
明
和
五
年（
一
七
六
八
）五
月
三
日
の
記
事
で
す
。「
母
人
」

は
、
夫
武
益（
内
木
家
第
一
〇
代
当
主
）の
死
後
、
娘
の
お
つ
ね
の
嫁
ぎ
先
で
あ
る
《
冨
田
》
の
家
で

生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。
明
和
五
年（
一
七
六
八
）二
月
頃
か
ら
体
調
が
悪
化
し
て
お
り
、
こ
の
日

に
息
を
引
き
取
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
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翌
日
四
日
に
は
、「
母
人
」
の
葬
儀
が
執と

り
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
日
記
に

は
「
御ご

送そ
う

葬そ
う

人に
ん

数ず
う

百ひ
ゃ
く

人に
ん
に

及お
よ

ひ
有こ

れ

之あ
り

候そ
う
ら

半わ
ん

と
被

ぞ
ん
ぜ

存ら
れ

候そ
う
ろ
う」

と
あ
り
ま
す
か
ら
、

多
く
の
方
が
葬
儀
に
参
列
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
彦
七
家
と《
冨
田
》は
、

葬
儀
の
準
備
や
連
日
の
弔

ち
ょ
う

問も
ん

客
へ
の
対
応
に
追
わ
れ
、
田
植
え
の
準
備
が
例
年

通
り
に
進
ま
ず
、
田
植
え
の
日
が
遅
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

結
局
、
彦
七
家
の
田
植
え
は
半は

ん

夏げ

生し
ょ
うの
日
で
あ
る
五
月
一
七
日
に
お
こ
な
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
日
、
夜
明
け
前
か
ら《
冨
田
》の
次
郎
兵
衛
、《
下
屋
》

の
お
そ
よ
、《
か
ぢ
や
》
の
平
次
郎
妻
、《
岩
屋
》
の
お
ぎ
ん
な
ど
総
勢
二
〇
人

も
の
人
た
ち
が
田
植
え
を
手
伝
い
に
や
っ
て
き
ま
す
。
日
記
に
は
「
右み

ぎ

之の

内う
ち

為み

見ま
い

舞と
し
て

養よ
う

助す
け

・
伝で

ん

右え

衛も

門ん

・
利り

右え

衛も

門ん

内な
い

・
喜き

助す
け

か
ゝ
、
源げ

ん

六ろ
く

か
ゝ
也な

り

」
と
あ

り
ま
す
か
ら
、
集
ま
っ
た
人
た
ち
の
な
か
に
は
、
葬
儀
の
見
舞
い
も
兼
ね
て
田

植
え
を
手
伝
い
に
や
っ
て
き
た
人
も
い
ま
し
た
。

一
通
り
、
彦
七
家
の
田
植
え
が
済
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
彦
七
は
同
じ
く
葬
儀
で

田
植
え
が
遅
れ
て
い
る
《
冨
田
》
の
田
植
え
も
手
伝
っ
て
欲
し
い
と
皆
に
頼
み

ま
す
。
皆
は
そ
れ
に
賛
同
し
て
《
冨
田
》
の
田
植
え
も
お
こ
な
い
、「
次じ

郎ろ

兵べ

衛え

分ぶ
ん

少し
ょ
う

々し
ょ
う

残の
こ

り
候

そ
う
ろ
う

旨む
ね

申も
う
し

聞き
く

、
大た

い

慶け
い

〳た
い
け
い〵

」
と
日
記
に
あ
り
ま
す
。
皆
の
お

か
げ
で
、
少
し
の
分
を
残
し
、
何
と
か
彦
七
家
と
《
冨
田
》
の
田
植
え
を
半
夏

図8　明和5年5月17日の日記（内木哲朗家所蔵）
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生
の
日
ま
で
に
目め

途ど

を
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
残
り
の
分
は
、
明
日
お
こ
な
う
こ
と
に
決

め
、
皆
で
喜
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、《
冨
田
》
の
お
つ
ね
が
田
植
え
の
お
礼
と
い
っ
て
夕
食
を
運

ん
で
き
て
、
皆
に
振
る
舞
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
田
植
え
は
決
し
て
一
軒
で
は
成
り
立
た
ず
、
血
縁
者
や
近
所
の
人
た
ち
と
助
け

合
い
な
が
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
農
作
業
は
人
び
と
の
暮
ら
し
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
ま

し
た
の
で
、
お
互
い
の
家
の
事
情
を
理
解
し
、
支
え
合
い
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

（
3
）　

収
穫
物
と
彦
七
家

彦
七
家
の
へ
そ
く
り
事
情

日
記
に
は
「
し
ん
が
い
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
ま
す
。
い
く
つ
か
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

〈
明
和
五
年
三
月
一
三
日
〉

善ぜ
ん

右う

夫ふ
う

婦ふ

・
幸こ

う

次じ

郎ろ
う

麦む
ぎ

搗つ
く

也な
り

、（
中
略
）最さ
い

前ぜ
ん

買か
い

置お
き

候
そ
う
ろ
う

麦む
ぎ

壱い
っ

俵ぴ
ょ
う、
か
ゝ
し
ん
か
い
麦む

ぎ

壱い
っ

俵ぴ
ょ
う、

右み
ぎ

弐に

俵ひ
ょ
う

今き
ょ

日う

搗つ
く

也な
り

〈
明
和
六
年
六
月
二
日
〉

大お
お

麦む
ぎ

大た
い

法ぼ
う

片か
た

付づ

キ
大た

い

慶け
い

〳た
い
け
い〵

、
種た

ね

麦む
ぎ

并
な
ら
び
に

武た
け

助す
け

し
ん
か
い
麦む

ぎ

共ど
も

都つ

合ご
う

拾じ
ゅ
う

壱い
っ

石こ
く

余あ
ま
りも

可こ
れ

有あ
る

之べ
き

様よ
う

子す

ニ
相あ

い

見み
え

候
そ
う
ろ
う

明
和
五
年（
一
七
六
八
）三
月
一
三
日
に
は
「
か
ゝ
し
ん
が
い
麦む

ぎ

」、
翌
年
六
月
二
日
に
は
「
武た

け
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助す
け

し
ん
が
い
麦む

ぎ

」
と
あ
り
ま
す
。

「
し
ん
が
い
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、辞
書
を
引
く
と
「
家

長
以
外
の
家
族
員
が
私
的
に
蓄た

く
わえ

る
財
産
や
私
財
を
稼
ぐ
た
め

の
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
の
こ
と
」
で
、「
家
族
員
が
家
業
や
家
計

の
枠
外
で
個
人
的
に
お
こ
な
う
経
済
活
動
全
般
」
と
説
明
さ
れ

て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、「
し
ん
が
い
麦
」
は
、「
か
ゝ
」
や
武
助
の
個
人
の

（
20
）

（
20
）

福
田
ア
ジ
オ
［
ほ
か
］
編
『
日

本
民
俗
大
辞
典　

上
』（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
九
年
）、
八
七
八

頁
。

収
入
、
い
わ
ゆ
る
へ
そ
く
り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
し
ん
が
い
」
は
、
麦
だ

け
で
は
な
く
、
米
・
大だ

い

豆ず

・
煙た

ば

草こ

に
も
み
ら
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
煙
草
に
注
目
し
て
み
る
と
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）一
〇
月
二
八
日
に
は
「
夜よ

る
ニ

入い
り

、
た
は
こ
の
し
仕し

舞ま
い

、
も
は
や
跡あ

と

ハ
し
ん
か
い
た
は
こ
計ば

か
りニ

相あ
い

成な
り

」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
多

く
の
「
し
ん
が
い
た
ば
こ
」
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
ま
た
、
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）一
〇
月
一
〇
日
に
は
「
商

し
ょ
う

人に
ん

半は
ん

平ぺ
い

日ひ

は
つ
り
前ま

え

比ご
ろ

来き
た

り
、
武た

け

助す
け

し
ん
か
い
た
ば
こ
壱い

ち

両り
ょ
うニ
付つ

き

七な
な

拾じ
ゅ
う

九き
ゅ
う

斤き
ん

之の

直ね

段だ
ん
ニ
買か

い

申も
う
す

筈は
ず

相あ
い

極き

メ
暮く

れ

前ま
え

帰か
え

ル
」
と
日
記
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

武
助
は
、「
し
ん
が
い
た
ば
こ
」
を
商
人
の
半
平
に
売
っ
て
小
遣
い
稼
ぎ
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
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麦
無
尽
の
開
催

ま
た
、
麦
の
収
穫
が
終
わ
る
六
月
頃
に
「
麦む

ぎ

無む

尽じ
ん

」
と
い
う
言
葉
も
日
記
に
登
場
し
ま
す
。

一
般
的
に
、
無
尽
と
は
お
互
い
の
掛
け
金
で
金
銭
を
融
通
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
組
織
の
こ

と
で
、
頼た

の

母も

子し

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
数
名
が
集
ま
っ
て
、
金
品
を
掛
け
合
い
、
抽
選
や
入
選

で
、
順
番
に
集
計
金
を
貰
う
こ
と
で
、
経
済
的
に
扶
助
・
融
通
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。

無
尽
に
は
金
銭
の
代
わ
り
に
物
資
で
あ
る
場
合
や
、
労
力
で
あ
る
場
合
が
あ
り
、「
米こ

め

無む

尽じ
ん

」「
麦

無
尽
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

彦
七
家
で
は
、
麦
無
尽
は
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
安
永

三
年（
一
七
七
四
）六
月
一
八
日
の
記
事
か
ら
そ
の
様
子
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

七な
な

つ
比ご

ろ

よ
り
宇う

右え

衛も

門ん

・
利り

左ざ

衛え

門も
ん

・
茂も

兵へ

衛え

倅せ
が
れ

繁し
げ

蔵ぞ
う

・
清せ

い

十じ
ゅ
う・
紋も

ん

三ざ
ぶ

郎ろ
う

・
丈

じ
ょ
う

助す
け

来き
た

り
給

た
ま
わ

り
候

そ
う
ろ
う、
宇う

右え

衛も

門ん

・
利り

左ざ

衛え

門も
ん

・
清せ

い

十じ
ゅ
うハ
か
け
麦む

ぎ

持じ

参さ
ん

不も
う
さ

申ず

、
残の

こ

り
ハ
藤と

う

吉き
ち

升ま
す

取ど
り
ニ
而て
壱い

ち

人に
ん

前ま
え

四よ
ん

斗と

ツ
つヽ

受う
け

取と
る

也な
り

、
則

す
な
わ
ち

煮に

か
け
・
酒さ

け
ニ
而て
饗き

ょ
う

応お
う

申も
う
す

也な
り

、
連れ

ん

判ぱ
ん

相そ
う

談だ
ん

之の

上う
え
ニ
而て
、
来

き
た
る

未ひ
つ
じ

年ど
し

よ
り
寅と

ら

年ど
し

迄ま
で

八は
ち

年ね
ん

之の

内う
ち

壱い
ち

度ど

ツ
つヽ

利り

足そ
く

も
取と

り

立た
て

、
元も

と

弐に

割わ
り

二に

番ば
ん

元も
と

よ
り
弐に

割わ
り

半は
ん

ニ
相あ

い

極き

メ
、
い
ろ
は
鬮く

じ
ニ
致い

た
し、

来
き
た
る

未ひ
つ
じ

夏な
つ

ハ
藤と

う

吉き
ち

元も
と

取ど
り

致い
た

ス
筈は

ず

、
暮く

れ

前ま
え

皆み
な

々み
な

帰か
え

ル
也な

り

彦
七
の
家
に
、《
米よ

ね

野の

》
の
宇
右
衛
門
、《
升ま

す

屋や

》
の
利
左
衛
門
、
繁
蔵
、《
岩
屋
》
の
清
十
、

《
林
》
の
紋
三
郎
、《
神か

ん

林ば
や
し》
の
丈
助
、《
下
屋
》
の
藤
吉
の
七
人
が
や
っ
て
き
ま
す
。
前
日
の
記

事
に
は
、「
麦む

ぎ

無む

尽じ
ん

明あ

日す

貰も
ら
い

申も
う
し

度た
く

候
そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、

乍た
い

大ぎ

義な
が
ら

相あ
い

越こ
し

給た
ま
い

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

安や
す

次じ

郎ろ
う

頼た
の
みニ

遣つ
か
わ

ス
也な

り

」
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と
あ
り
ま
す
か
ら
、
事
前
に
彦
七
が
麦
無
尽
の
開
催
を
告
知
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

宇
右
衛
門
・
利
左
衛
門
・
清
十
は
「
か
け
麦
」
を
持
参
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
彦
七
は
、
残

り
の
四
人
か
ら
一
人
四よ

ん

斗と

ず
つ
の
麦
を
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
無
尽
に
つ
い
て
相
談
し

た
結
果
、
翌
年
安
永
四
年（
一
七
七
五
）か
ら
天
明
二
年（
一
七
八
二
）の
八
年
間
、
年
に
一
度
の
利
息

を
取
り
立
て
、
そ
の
利
息
は
元
取
り
が
二
割
、
二
番
元
取
り
以
降
か
ら
は
二
割
半
と
い
う
こ
と
、

さ
ら
に
次
回
の
元
取
り
を
「
い
ろ
は
鬮く

じ

」
で
決
め
た
と
こ
ろ
藤
吉
に
な
り
、
来
年
夏
に
ま
た
開
催

す
る
こ
と
な
ど
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
麦
無
尽
は
、
暮
れ
に
お
こ
な
わ
れ
る
金
子
の
や
り
と
り
を
目
的
と
す
る
無
尽
と
は
異
な

り
、
女
性
や
子
ど
も
が
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
い
え
ま
す
。
た
と
え

ば
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）六
月
一
五
日
に
は
、《
林
》
助す

け

右え

衛も

門ん

の
妻
が
や
っ
て
き
て
、「
明あ

日す

お
と
ら
元も

と

取ど
り

致い
た

ス
筈

は
ず
に

候
そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、
昼ひ

る

ゟよ
り

来き
た

り
呉く

れ

候
そ
う
ろ
う

様よ
う

申も
う
し

置お
き

帰か
え

ル
也な

り

」（
明
日
《
林
》
の
お
と
ら
が
麦
無

尽
の
元
取
り
を
す
る
の
で
、
昼
か
ら
来
て
欲
し
い
）と
言
っ
て
き
ま
す
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
「
し
ん
が
い

麦
」
を
持
ち
寄
っ
て
参
加
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
4
）　

楮
の
栽
培
と
商
談

美
濃
紙
の
原
産
地

楮こ
う
ぞと

は
、
雁が

ん

皮ぴ

・
三み

つ

椏ま
た

と
な
ら
び
和
紙
の
原
料
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
楮
は
ク
ワ
科
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の
落
葉
低
木
で
、
成
木
は
三
メ
ー
ト
ル
程
に
も
な
り
、
栽
培
が
容
易
で
毎
年
収
穫
で
き
ま
す
。
繊

維
は
太
く
て
長
く
強
靱
な
の
で
、
障
子
紙
、
表
具
洋
紙
、
美
術
紙
、
奉
書
紙
な
ど
、
幅
広
い
用
途

の
原
料
と
し
て
最
も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

岐
阜
県
美み

濃の

市
で
有
名
な
和
紙
に
美み

濃の

紙が
み

が
あ
り
ま
す
。
美
濃
紙
の
主
な
原
料
は
楮
で
し
た

が
、
主
産
地
で
あ
っ
た
牧ま

き

谷だ
に（

現
・
岐
阜
県
美
濃
市
）で
は
、
原
料
の
楮
は
あ
ま
り
生
産
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

で
は
、
美
濃
紙
の
原
料
と
な
っ
た
楮
は
ど
こ
で
生
産
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
濃
州
徇

行
記
」
を
確
認
す
る
と
、
楮
の
生
産
地
は
、
山や

ま

県が
た

郡
一
・
武む

儀ぎ

郡
一
九
・
可か

児に

郡
一
四
・
加か

茂も

郡

一
二
・
土と

岐き

郡
二
・
恵え

那な

郡
一
の
六
郡
四
八
か
村
に
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。
恵
那
郡
の
一
か
村
と
は

加
子
母
村
の
こ
と
で
、
加
子
母
村
で
生
産
さ
れ
た
楮
が
美
濃
紙
の
原
料
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
史

料
か
ら
う
か
が
え
ま
す
。

図9　『農業全書』より「楮」
の図（国立国会図書
館所蔵）

楮
の
栽
培
工
程

彦
七
家
で
も
楮
の
栽
培
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。

日
記
を
み
る
と
、
楮
の
栽
培
の
主
な
作
業
と
し
て
、
楮
を
刈
り
取
る

「
本も

と

切ぎ
り

」、「
本
切
」
し
た
楮
を
長
さ
三
尺（
約
九
〇
㎝
）ほ
ど
に
切
り
揃
え
て

束
ね
る
「
つ
だ
ミ
」、
大
釜
で
楮
を
蒸
す
「
楮

こ
う
ぞ

蒸む

し
」、
楮
の
皮
を
剥
く
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「
楮

こ
う
ぞ

剥は
ぎ

」、数
日
間
楮
を
乾
燥
さ
せ
る
「
楮

こ
う
ぞ

干ぼ

し
」
の
作
業
が
確
認
で
き
ま
す
。「
楮

つ
だ
ミ
」
の
工
程
ま
で
で
出
荷
す
る
農
家
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
彦
七
家
の

場
合
は
、「
楮
蒸
し
」「
楮
剥
」「
楮
干
し
」ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
、

明
和
八
年（
一
七
七
一
）一
一
月
一
二
日
か
ら
一
三
日
の
楮
の
栽
培
の
様
子
を
み
て

み
ま
し
ょ
う
。

一
二
日
は
、
忠

ち
ゅ
う

右え

衛も

門ん

が
手
伝
い
に
来
て
、「
楮
本
切
」「
楮
つ
だ
ミ
」
の
作

業
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
日
記
に
は
、「
本も

と

切ぎ
り

束た
ば

数す
う

前ま
え

畑は
た
ニ
弐に

拾じ
ゅ
う

九き
ゅ
う

束そ
く

、
薮や

ぶ

外そ
と

ニ
七な

な

束そ
く

、
茶ち

ゃ

畑ば
た
けニ

三さ
ん

束そ
く

、
都つ

合ご
う

三さ
ん

拾じ
ゅ
う

九き
ゅ
う

束そ
く

有こ
れ

之あ
り

候
そ
う
ろ
う

由よ
し

、
去き

ょ

年ね
ん

ハ
つ
た
ミ
弐に

拾じ
ゅ
う

九き
ゅ
う

束そ
く

有こ
れ

之あ
り

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、
当と

う

年ね
ん

ハ
大お

お

束た
ば

拾じ
ゅ
っ

束そ
く

増ま
し

」
と
あ
り
、
去
年
よ
り
も
一
〇

束
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、「
前ま

え

畑は
た

」「
薮や

ぶ

外そ
と

」「
茶ち

ゃ

畑ば
た
け」
と
い
っ
た
よ
う
に

楮
畑
の
場
所
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
後
期
の
農
書
で
あ
る
『
公こ

う

益え
き

国こ
く

産さ
ん

（
21
）

農
山
漁
村
文
化
協
会
編
『
日
本

農
業
全
集
』
第
一
四
巻
。
農
学

者
大
蔵
永
常
著
。
八
巻
八
冊
。

『
国
産
考
』
と
も
い
う
。
天
保

一
三
年
年
刊
行
。

考こ
う

』　

に
よ
る
と
、
楮
は
、
畑
の
境
や
山
畑
な
ど
の
片
方
が
下
り
と
な
っ
て
い
る
場
所
に
つ
く
る

と
土つ

ち

留ど

め
と
な
る
も
の
で
、
年
々
植
え
替
え
る
も
の
で
は
な
く
、
麦
を
蒔
く
こ
ろ
に
は
藁わ

ら

で
枝
を

括
り
上
げ
て
巻
け
ば
格
別
作
物
の
と
き
に
仕
事
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
と
あ
り
ま
す
の
で
、
畑
の
境

や
傾
斜
地
に
植
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

次
に
、「
楮
蒸
し
」
の
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
日
記
に
は
、「
下し

も

す
も
た
清せ

い

兵べ

衛え

へ
甑

こ
し
き

借か

り

ニ
遣

つ
か
わ
し、

早さ
っ

速そ
く

借か

し
越こ

し

給た
ま
わり

、
大た

い

慶け
い

〳た
い
け
い〵

」
と
あ
り
ま
す
。「
甑こ

し
き」

と
は
、
土
器
製
の
大
型
の
蒸む

し

桶お
け

（
21
）

図10　美濃紙の原産地の村々
（有岡利幸『ものと人間の文化史181　和紙植物』
〔法政大学出版局、2018年〕、236頁より引用）
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の
こ
と
で
、「
楮
蒸
し
」
の
際
に
、
こ
の

「
甑
」
を
か
ぶ
せ
て
、
蒸
し
あ
げ
る
の
に

使
用
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
の
後
、
暮
前
か
ら
「
釜か

ま

た
き
申

も
う
す

也な
り

」

と
あ
り
ま
す
。
手
伝
い
に
来
て
い
た
忠
右

衛
門
は
明
日
中な

か

津つ

川が
わ

に
行
く
用
事
が
あ
り

帰
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、《
冨
田
》
の
次

郎
兵
衛
に
手
伝
い
を
頼
み
ま
す
。
す
る

と
、
次
郎
兵
衛
は
、「
夕ゆ

う

へ
楮

こ
う
ぞ

剥は
ぎ
ニ
而て
、
夜よ

中な
か

休や
す

ミ
不

も
う
さ

申ざ
る

間あ
い
だ、
明

み
ょ
う

未み

明め
い

可き
た
る

来べ
き

旨む
ね

申も
う
し

越こ
し

候そ
う
ろ
う」（

昨
夜
、
楮
剥
を
夜
な
べ
作
業
で
お
こ
な
っ

た
の
で
、
明
日
未
明
に
そ
ち
ら
に
手
伝
い
に
行

き
ま
す
）と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
藤と

う

助す
け

が
手
伝
い
に
来
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、「
夜よ

明あ

ケ
前ま

え

迄ま
で
ニ
三さ

ん

釜か
ま

剥は
ぎ

仕し

舞ま
い

也な
り

」と
あ
り
ま
す
か
ら
、

「
楮
剥
」
の
作
業
は
夜
な
べ
作
業
で
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
ま
た
、
未
明
か

ら
次
郎
兵
衛
も
手
伝
い
に
や
っ
て
き
ま
す
。

翌
日
の
夜
、《
野の

》
の
善
六
が
手
伝
い
に
や
っ
て
き
ま
す
。
善
六
も
楮
の
栽
培
を
や
っ
て
い
た
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よ
う
で
、「
楮
一
二
〇
把わ

を
金
二
分
と
銭
一
六
〇
文
で
商
人
に
売
っ
た
」
と
彦
七
に
話
し
て
い
ま

す
。「
楮
剥
」
の
作
業
が
終
わ
る
と
、
お
酒
一
樽
と
豆
腐
二
丁
を
取
り
寄
せ
て
、「
釜か

ま

祭ま
つ

り
」
を
し

た
と
あ
り
ま
す
。「
楮
剥
」
ま
で
の
一
連
の
作
業
の
打
ち
上
げ
で
す
。
そ
の
後
、
次
郎
兵
衛
は
彦

七
家
で
湯
に
入
っ
て
帰
り
、
藤
助
は
彦
七
家
に
泊
ま
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

楮
の
商
談

次
に
、
楮
の
商
談
の
様
子
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
濃
州
徇
行
記
」
に
よ
れ
ば
、
加
子
母
村
で
生
産
し
た
楮
は
「
上こ

う

有ず

知ち

へ
売う

り

出だ

し
」
と
あ
り
ま

す
。
上
有
知
は
、
現
在
の
岐
阜
県
美
濃
市
に
あ
っ
た
長な

が

良ら

川が
わ

沿
い
の
川
湊
で
、
各
地
か
ら
紙か

み

漉す

き

原
料
の
楮ち

ょ

皮ひ

を
集
荷
し
、
牧
谷
の
各
村
へ
売
る
楮
問
屋
が
一
三
戸
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
日
記
を
み
る
と
、
上
有
地
に
直
接
楮
を
売
り
出
し
た
記
録
は
確
認
で
き
ず
、
主
に
仲

買
を
お
こ
な
う
商
人
が
楮
の
出
来
上
が
る
一
一
月
頃
に
村
に
や
っ
て
き
て
、
商
談
を
始
め
ま
す
。

実
際
に
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）の
楮
の
商
談
の
様
子
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
一
月
一
〇
日
朝
、
商
人
丈
助
が
彦
七
家
に
や
っ
て
き
ま
す
。
丈
助
は
「
楮
が
出
来
た
ら
購
入

し
た
い
の
で
、
ほ
か
の
商
人
へ
の
販
売
の
約
束
は
待
っ
て
欲
し
い
」
と
言
っ
て
、
楮
の
購
入
を
希

望
し
て
そ
の
日
は
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。
翌
日
に
な
る
と
、
別
の
商
人
半は

ん

平ぺ
い

が
や
っ
て
き
ま
す
。

半
平
は
、「
楮
を
金
一
両
二
分
と
銭
八
五
〇
文
で
買
い
た
い
」
と
言
っ
て
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。
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そ
の
夜
、
丈
助
が
佐
右
衛
門
と
一
緒
に
楮
を
購
入
し
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
彼
ら
に
楮
を
見
せ
た

と
こ
ろ
、
金
一
両
二
分
と
銭
二
〇
〇
文
か
ら
二
朱
の
金
額
で
購
入
し
た
い
と
希
望
し
ま
す
。
し
か

し
、
彦
七
は
彼
ら
の
商
談
を
「
不う

ら

売ず

」
と
断
り
ま
す
。
こ
れ
は
半
平
の
販
売
希
望
価
格
よ
り
も
下

回
っ
て
い
た
た
め
で
し
た
。

翌
日
一
二
日
の
夕
方
に
再
び
丈
助
が
交
渉
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
丈
助
は
「
楮
を
金
一
両
三
分

で
購
入
す
る
の
で
、
銭
二
〇
〇
文
返
し
て
欲
し
い
」
と
希
望
し
ま
す
。
し
か
し
、
彦
七
は
半
平
と

の
商
談
も
あ
る
の
で
、
特
別
に
安
く
売
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
説
明
し
ま
す
。
す
る
と
、
丈
助

は
「
そ
れ
で
は
一
両
三
分
で
買
う
の
で
、一
〇
〇
文
返
し
て
欲
し
い
」
と
交
渉
し
ま
し
た
。
遂
に
、

半
平
の
販
売
希
望
価
格
を
上
回
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
丈
助
と
の
商
談
が
成
立
し
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
三
六
四
把
の
楮
を
金
一
両
二
分
と
銭
九
〇
〇
文
で
丈
助
に
売
り
ま
し
た
。

楮
の
商
談
は
、
商
人
た
ち
の
販
売
希
望
価
格
を
も
と
に
商
談
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
商

談
か
ら
は
何
と
か
し
て
彦
七
か
ら
楮
を
買
い
た
い
と
い
う
丈
助
の
商
人
と
し
て
の
意
気
込
み
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。
ち
な
み
に
、
丈
助
は
ほ
か
の
年
に
も
彦
七
か
ら
楮
を
購
入
し
て
い
る
得
意
先
の

商
人
で
し
た
。
た
と
え
ば
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）に
は
楮
三
〇
九
把
を
金
一
両
二
分
二
朱
で
購

入
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
楮
の
買
い
手
が
決
ま
っ
た
翌
日
一
三
日
に
は
、
彦
七
家
で
生
産
し
た
楮
が
盗
難
の
被
害

に
遭
う
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
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朝
、
善
右
衛
門
と
武
助
が
楮
を
干
し
て
い
る
際
に
数
を
数
え
て
み
る
と
、
一
一
把
不
足
し
て
い

る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
も
し
や
盗
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
近
所
を
探
し
ま
す
が
一

向
に
手
掛
か
り
が
つ
か
め
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、「
仍

こ
れ
に

之よ
り

商し
ょ
う

人に
ん

共ど
も

へ
内な

い

々な
い

ニ
而
奨す

す
み

置お
き

候そ
う
らハ
ばヽ

相あ
い

知し

レ
可

も
う
す

申べ
く

と
善ぜ

ん

右う

ゟよ
り

佐さ

右え

衛も

門ん

へ
申

も
う
し

談だ
ん
じ

置お
き

候
そ
う
ろ
う

由よ
し

」
と
日
記
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
楮
を
取
り

扱
う
商
人
た
ち
に
内
々
に
相
談
す
る
こ
と
で
、
誰
が
楮
を
盗
ん
だ
の
か
が
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
善
右
衛
門
が
商
人
佐
右
衛
門
に
そ
の
こ
と
を
相
談
し
て
お
い
た
と
い
う
の
で

す
。
そ
れ
だ
け
、
楮
の
販
売
ル
ー
ト
が
限
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
ま
す
。
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3
　
食
べ
も
の
に
み
る
加
子
母
の
四
季
と
日
常

（
1
）　

日
常
の
食
事

生
活
や
四
季
に
変
化
を
も
た
ら
す
“
食
”

こ
こ
ま
で
は
、
加
子
母
村
の
年
中
行
事
や
農
作
業
を
詳
し
く
み
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
行
事

や
農
作
業
は
、
加
子
母
村
の
人
び
と
の
暮
ら
し
に
生
活
リ
ズ
ム
を
与
え
、
日
常
に
変
化
を
も
た
ら

し
て
き
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
一
年
間
の
行
事
や
農
作
業
に
基
づ
く
生

活
リ
ズ
ム
に
加
え
て
、
生
活
や
四
季
の
変
化
に
よ
り
一
層
の
彩
り
を
添
え
て
い
た
の
が
、
日
々
の

生
活
の
食
事
や
行
事
の
と
き
に
出
さ
れ
る
食
べ
も
の
で
し
た
。

第
一
章
・
第
二
章
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
通
り
、
一
年
間
の
行
事
や
農
作
業
で
人
が
集
ま
っ
た

と
き
な
ど
に
は
、
彦
七
の
家
で
は
特
別
な
食
事
を
準
備
し
た
り
、
酒
食
を
供
し
て
労
を
ね
ぎ
ら
っ

た
り
す
る
様
子
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
現
代
社
会
に
お
い
て
も
、
正
月
に
は
お
節
料
理
、
三
月
の
上

じ
ょ
う

巳し

の
節せ

っ

句く
（
雛ひ
な

祭ま
つ

り
）に
は
菱ひ

し

餅も
ち

や
雛
あ
ら
れ
、
五
月
の
端た

ん

午ご

の
節
句（
子
ど
も
の
日
）に
は
柏

か
し
わ

餅も
ち

な
ど
、

一
年
の
行
事
と
食
事
は
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
、
春
の
山
菜
や
秋
の

果
物
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
代
表
す
る
食
べ
も
の
が
日
本
に
は
数
多
く
存
在
し
ま
す
。
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こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
昔
か
ら
伝
統
的
に
食
べ
ら
れ
て
き
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
最
近
に
な
っ
て
食

べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
日
々
の
生
活
の
な
か
の
食
事
や
季
節
・
行
事
を

代
表
す
る
食
べ
も
の
は
、
視
覚
や
味
覚
な
ど
を
通
し
て
日
々
の
生
活
や
四
季
の
変
化
を
感
じ
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

「
御お

山や
ま

方か
た

御ご

用よ
う

并
な
ら
び
に

諸し
ょ

事じ

日に
っ

記き

」
に
は
、
加
子
母
村
の
日
常
生
活
を
彩
り
、
季
節
に
変
化
を
も

た
ら
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
食
べ
も
の
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
江
戸
時

代
の
加
子
母
村
に
お
け
る
食
べ
も
の
に
つ
い
て
、
普
段
の
生
活
は
も
ち
ろ
ん
、
行
事
や
四
季
の
変

化
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

内
木
家
の
食
卓 
〜
米
・
吸
物
・
漬
物
〜

ま
ず
、
内
木
家
の
日
常
的
な
食
事
か
ら
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
も
み
て
き
た
通
り
、

加
子
母
村
で
は
田
畑
の
耕
作
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
日
記
に
は
よ
く
米

が
登
場
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
自
分
の
家
の
田
か
ら
収
穫
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

内
木
家
の
場
合
は
彦
七
が
御お

山や
ま

守も
り

を
勤
め
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
尾
張
藩
か
ら
も
米
の
支
給
を

受
け
て
い
ま
し
た
。

藩
か
ら
支
給
さ
れ
る
米
は
、
毎
月
木
曽
材
木
方
か
ら
発
給
さ
れ
る
手
形
と
交
換
す
る
形
で
、
加

子
母
村
の
蔵
に
保
管
さ
れ
て
い
る
年
貢
米
か
ら
支
給
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
す
。
彦
七
家
で
は
こ

（
22
）

（
22
）

米
や
金
銭
と
交
換
す
る
た
め
に

発
行
さ
れ
た
証
明
書
の
よ
う
な

も
の
。
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れ
ら
の
米
を
日
常
的
に
食
べ
る
ほ
か
に
も
、
余
分
な
米
が
出
て
き
た
場
合
は
、
商
人
や
近
隣
の
者

た
ち
に
売
り
払
っ
て
収
入
を
得
て
い
ま
し
た
。

彦
七
の
家
の
通
常
の
食
事
は
、
一
日
三
食
で
米
飯
・
吸
物
・
主
菜
・
漬
物
程
度
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
こ
の
う
ち
、
吸
物
に
は
収
穫
し
た
野
菜
や
豆
腐
・
小
魚
な
ど
を
入
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
鯲

ど
じ
ょ
う・

薯
じ
ょ
う

蕷よ
（
山
芋
）・
鴨
・
大
根
な
ど
、
特
別
な
具
材
を
使
用
し
た
汁
物
が
日
記
に
登

場
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
鴨
汁
は
特
に
彦
七
ら
に
と
っ
て
好
評
だ
っ
た
よ
う
で
、

そ
の
日
の
日
記
に
は
「
皆み

な

々み
な

賞し
ょ
う

翫が
ん

申も
う
す

也な
り

」（
み
ん
な
美
味
し
い
と
言
っ
て
ほ
め
て
い
た
）と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
漬
物
に
つ
い
て
は
大
根
や
蕪か

ぶ

な
ど
を
浅あ

さ

漬づ

け
に
し
た
り
、
酒さ

け

粕か
す

を
《
田た

丸ま
る

屋や

》

や
《
酒さ

か

屋や

》
か
ら
取
り
寄
せ
て
粕か

す

漬づ

け
に
し
た
り
す
る
な
ど
、
自
分
た
ち
で
作
っ
て
食
べ
て
い
ま

し
た
。

さ
ら
に
、
彦
七
の
家
で
は
夜
な
べ
仕
事
の
と
き
に
な
る
と
、
米
飯
を
使
っ
て
小あ

豆ず
き

粥が
ゆ

な
ど
の
夜

食
が
出
さ
れ
て
お
り
、
彦
七
自
身
が
体
調
不
良
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
な
ど
は
、
消
化
の
良
い
白し

ろ

粥が
ゆ

な
ど
を
作
ら
せ
、
食
べ
て
い
た
よ
う
で
す
。

た
と
え
ば
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）八
月
九
日
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
彦
七
は
三み

浦う
れ

山や
ま

登
山
中
に

体
調
を
悪
く
し
、
一
日
中
寝
込
ん
で
い
ま
し
た
。
夕
方
に
な
る
と
、
小お

郷ご

の
儀
兵
衛
と
い
う
人
物

が
彦
七
の
も
と
を
訪
れ
、
飯
を
炊
く
準
備
を
始
め
ま
す
。
彦
七
は
こ
こ
で
滋
養
を
つ
け
よ
う
と

思
っ
た
の
か
、
昨
日
手
に
入
れ
た
玉
子
を
味
噌
汁
に
し
て
煮
さ
せ
ま
す
。
し
か
し
、
い
ざ
食
べ
て

（
23
）

（
24
）

（
23
）

安
永
三
年
「
日
記
」（
内
木
家
文

書
Ｂ
六
三
─
一
─
六
）、
八
月

二
九
日
条
。

（
24
）

同
前
、
八
月
五
日
条
。
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み
る
と
、
熱
が
あ
っ
た
せ
い
な
の
か
、「
味あ

じ

等な
ど

少す
こ
しも

無こ
れ

之な
く

」（
味
が
少
し
も
し
な
い
）と
自
身
の
身
体
に

起
き
た
異
変
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
翌
朝
に
は
今
度
は
白
粥
を
煮
さ
せ
て
食
べ
る
こ
と

に
し
て
お
り
、
そ
の
と
き
は
「
寸す

ん

度ど

味あ
じ

有こ
れ

之あ
り

」（
少
し
だ
け
味
が
す
る
）と
述
べ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
日
も
体
調
が
全
快
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
彦
七
は
こ
の
日
、
再
び
白
粥
と
善
右
衛
門

が
取
っ
て
き
た
魚
を
食
べ
、
夜
に
薬
も
服
用
し
て
い
ま
す
。
そ
の
甲
斐
も
あ
っ
て
、
八
月
十
一
日

に
は
「
寸す

ん

度ど

快こ
こ
ろ
よク
」
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

調
味
料
の
調
達
と
製
造

日
記
に
は
、
塩
・
味
噌
・
醤
油
・
酢
・
鰹
節
・
砂
糖
な
ど
の
調
味
料
も
登
場
し
ま
す
。
こ
の
う

ち
、
塩
や
酢
な
ど
は
村
に
や
っ
て
来
る
塩
売
や
酢
売
の
商
人
た
ち
か
ら
購
入
し
て
い
た
よ
う
で
す

が
、
味
噌
は
自
分
た
ち
の
家
で
作
っ
て
い
ま
し
た
。

一
般
的
に
、
味
噌
作
り
は
長
時
間
熟
成
さ
せ
る
こ
と
に
適
し
て
い
る
冬
か
ら
春
に
か
け
て
お
こ

な
わ
れ
、
蒸
し
た
大
豆
を
米こ

め

糀こ
う
じや

麦む
ぎ

糀こ
う
じな

ど
と
混
ぜ
合
わ
せ
て
つ
ぶ
し
、
そ
れ
を
長
時
間
発
酵
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
ま
す
。
加
子
母
村
で
作
ら
れ
る
味
噌
は
、
大
豆
を
原
料
と
し
た
豆
味

噌
が
中
心
で
、
少
量
な
が
ら
大
豆
と
米
糀
を
混
ぜ
た
米
味
噌
も
作
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
ま

た
、
味
噌
を
熟
成
さ
せ
る
過
程
で
「
た
ま
り
」（
醤
油
）も
採
取
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
加
子
母
村

で
は
醤
油
専
用
の
味
噌
を
一
桶
分
準
備
し
て
作
る
家
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

（
25
）

（
26
）

（
26
）

前
掲
註（
2
）『
加
子
母
村
誌
』、

四
七
五
頁
〜
四
七
六
頁
参
照
。

（
25
）

一
般
的
な
味
噌
の
工
程
に
つ
い

て
は
、
長
野
宏
子
「
知
恵
の

結
晶
：
微
生
物
が
醸
す
私
た

ち
の
食
生
活
」（『
日
本
調
理
科

学
会
誌
』
第
五
一
号
第
三
巻
、

二
〇
一
八
年
）、小
谷
竜
介
「
味

噌
と
醤
油
─
大
豆
発
酵
調
味

料
の
広
が
り
─
」（
石
垣
悟
編

『
日
本
の
食
文
化
五 

酒
と
調
味

料
、
保
存
食
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
九
年
）な
ど
を
参
照
。
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日
記
に
よ
れ
ば
、
彦
七
の
家
で
は
概
ね
正
月
の
一
〇
日
前
後
か
ら
味
噌
作
り
が
開
始
さ
れ
て
い

ま
す
。
製
作
工
程
と
し
て
は
、
ま
ず
「
味
噌
た
き
」
と
呼
ば
れ
る
作
業
か
ら
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
味
噌
の
原
料
と
な
る
大
豆
や
米こ

め

糠ぬ
か

な
ど
を
釜
で
蒸
す
作
業
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
次

の
日
に
は
「
味
噌
こ
ね
」
と
呼
ば
れ
る
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
、
前
日
に
作
っ
た
大
豆
な
ど
を
混
ぜ

合
わ
せ
て
つ
ぶ
し
、そ
れ
を
球
状
に
こ
ね
て
味
噌
玉
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
作
り
ま
す
。
味
噌
玉
は
、

縄
な
ど
を
通
し
て
天
井
裏
や
屋
根
裏
の
物
置
な
ど
に
一
か
月
程
度
つ
る
し
、
一
か
月
ほ
ど
経
っ
た

二
月
二
五
日
頃
に
な
る
と
、「
味
噌
は
た
き
」
と
呼
ば
れ
る
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

味
噌
玉
を
つ
ぶ
し
て
塩
、
水
な
ど
と
混
ぜ
て
桶
な
ど
に
詰
め
て
い
く
も
の
で
す
。
桶
に
詰
め
ら
れ

図11　『広益国産考』の醤油製造の項より、
豆を炒る図（下）と炒った豆に糀を
つける図（上）

（国立国会図書館所蔵）

た
味
噌
は
、
さ
ら
に
長
時
間
熟
成
さ
せ
て
、
秋
頃
に
よ

う
や
く
完
成
と
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
彦
七
家
で
は
、

こ
れ
ら
味
噌
作
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
日
の
う
ち
、
特
に

「
味
噌
は
た
き
」
の
日
に
は
必
ず
吉
日
が
選
ば
れ
て
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
味
噌
作
り
も
、
親
類
や
近
隣
の
人
び
と
と

協
力
し
な
が
ら
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
明
和
八
年（
一
七
七
一
）正
月
一
六
日

〜
一
八
日
に
か
け
て
作
ら
れ
た
味
噌
は
《
桑く

わ

野の

屋や

》
の
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武た
け

助す
け

の
分
の
味
噌
だ
っ
た
よ
う
で
、
正
月
一
七
日
に
は
武
助
の
妻
で
あ
る
お
し
の
た
ち
が
「
味
噌

こ
ね
」
を
し
に
彦
七
の
家
へ
や
っ
て
来
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
翌
日
の
一
八
日
の
朝
に
は
、
前
日

作
っ
た
味
噌
玉
を
も
ら
い
に
武
助
が
彦
七
の
家
を
訪
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
明
和
九
年（
一
七
七
二
）の
二
月
二
六
日
の
記
事
に
「
味
噌
は
た
き
」
が
善
右
衛
門
の
妻

お
い
く
と
彦
七
家
の
奉
公
人
で
あ
る
和
吉
ら
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
と
き
に
つ
ぶ

し
た
味
噌
を
入
れ
る
桶
な
ど
を
《
升ま

す

屋や

》
か
ら
借
り
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

酒
の
購
入
と
飲
酒

酒
に
つ
い
て
は
、
行
事
や
仕
事
な
ど
が
終
わ
っ
た
と
き
の
お
祝
い
や
、
来
客
へ
の
饗
応
、
さ
ら

に
は
慶
事
・
弔
事
の
際
に
贈
答
す
る
品
と
し
て
必
需
品
で
し
た
。
彦
七
家
の
場
合
、
酒
は
近
隣
に

居
住
し
て
い
る
《
田
丸
屋
》
の
平へ

い

七し
ち

や
《
酒
屋
》
の
政ま

さ

助す
け

ら
の
も
と
で
購
入
し
、
日
常
的
に
飲
ま

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
前
述
の
通
り
、
彦
七
の
家
で
は
酒
粕
を
使
っ
て
漬
け
物
が
作
ら
れ

て
い
た
た
め
、
酒
は
日
常
生
活
に
お
い
て
も
必
需
品
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

加
子
母
村
で
は
酒
が
日
常
的
に
飲
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
飲
酒
に
よ
っ
て
ト
ラ

ブ
ル
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
と
え
ば
、《
岩い

わ

屋や

》
の
紋も

ん

蔵ぞ
う

は
村
内

で
も
と
り
わ
け
酒
癖
が
悪
く
、
酔
っ
払
っ
て
義
父
の
清せ

い

十じ
ゅ
うと
口
論
を
始
め
て
は
、
手
が
つ
け
ら
れ

な
い
く
ら
い
派
手
な
け
ん
か
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

（
27
）

（
27
）

前
掲
註（
1
）太
田
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
、
四
二
頁
参
照
。
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ま
た
、
加
子
母
村
で
は
女
性
も
酒
を
振
る

舞
わ
れ
て
よ
く
飲
ん
で
い
た
よ
う
で
、
飲
み

過
ぎ
て
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
起
き
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
た
と
え
ば
、明
和
二
年（
一
七
六
五
）

正
月
二
四
日
、
夕
方
頃
に
「
か
ゝ
」
が
喜
助

と
い
う
人
物
の
も
と
へ
出
向
い
た
と
こ
ろ
、

暫
く
し
て
か
ら
《
下
屋
》
の
藤
吉
と
一
緒
に

帰
っ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
と
き

（
28
）

現
在
の
群
馬
県
に
あ
る
妙
義
神

社
に
参
詣
す
る
た
め
に
組
織
し

た
団
体
。
ま
た
、
そ
の
た
め
の

集
ま
り
。

の
「
か
ゝ
」
は
、「
大お

お

酒ざ
け
ニ
而て
一い

っ

向こ
う

性し
ょ
う

躰た
い

な
し
」、
つ
ま
り
大
酒
を
飲
ん
で
泥
酔
状
態
で
戻
っ
て

き
た
と
い
う
の
で
す
。
実
は
、
こ
の
日
は
妙
義
講
と
い
う
集
ま
り
が
加
子
母
村
で
は
催
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
、
藤
吉
た
ち
は
午
前
中
か
ら
そ
の
会
合
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
会
合
に
出
向
く
前
、

藤
吉
は
彦
七
の
家
に
立
ち
寄
っ
て
、
神
酒
代
な
ど
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
集
ま
り
に
は

酒
も
出
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
恐
ら
く
「
か
ゝ
」
も
、
夕
方
に
な
っ
て
こ
れ
に
関
係

す
る
集
ま
り
に
出
向
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
出
向
い
た
先
で
酒
を
振
る
舞
わ
れ
、
ひ
ど
く

酔
っ
ぱ
ら
う
ま
で
飲
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
28
）
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日
々
の
食
事
に
変
化
を
も
た
ら
す
麺
類

農
休
み
に
入
る
と
き
や
盆
礼
の
と
き
に
な
る
と
、
彦
七
の
家
で
は
饂う

飩ど
ん

が
作
ら
れ
、「
一
家
中
」

の
者
た
ち
や
来
客
の
人
び
と
に
振
る
舞
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
第
一
章
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
内
木
彦
七
の
家
で
は
、
人
が
大
勢
集
ま
っ
て
会
合
を
し
た
り
、
農
休
み
や
山

（
29
）

付
知
村
か
ら
や
っ
て
来
た
大

工
。
安
永
二
年
の
日
記
を
み
て

み
る
と
、
一
一
月
七
日
あ
た
り

に
村
の
者
た
ち
が
居
住
す
る
屋

敷
や
小
屋
を
建
築
す
る
に
あ

た
っ
て
の
チ
ェ
ッ
ク（
家
作
見

分
）が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
た

め
、
そ
の
関
係
で
彦
七
の
家
に

来
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
な

お
、
饂
飩
を
作
っ
て
食
べ
た
日

は
お
い
く
の
父
で
あ
る
佐
忠
次

と
夜
半
過
ぎ
ま
で
話
し
、
そ
の

ま
ま
彦
七
の
家
に
泊
ま
っ
て
い

る
。

方
の
仕
事
が
完
了
し
た
り
す
る
と
、
饂
飩
を
作
っ

て
食
べ
る
こ
と
が
習
慣
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
饂
飩
は
彦
七
の
「
一
家
中
」
の
者
た
ち
が

中
心
に
な
っ
て
作
ら
れ
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
善

右
衛
門
の
妻
お
い
く
は
、「
一
家
中
」
で
特
に
饂

飩
作
り
が
得
意
だ
っ
た
よ
う
で
、
よ
く
饂
飩
を
拵

こ
し
ら

え
て
い
る
記
述
が
日
記
に
は
登
場
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、
安
永
二
年（
一
七
七
三
）一
一
月
七

日
、
こ
の
日
に
そ
の
年
の
山
方
御
用
の
勤
め
が
終

了
し
、
そ
の
お
祝
い
が
彦
七
の
家
で
催
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
と
き
、
お
い
く
は
小
麦
粉
を
拵
え
て
饂

飩
を
作
り
始
め
、
こ
れ
に
夫
の
善
右
衛
門
や
小
忠

次
た
ち
も
加
わ
り
ま
す
。
饂
飩
は
夕
方
に
よ
う
や

（
29
）
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く
完
成
し
、
お
い
く
の
父
で
あ
る
《
か
ぢ
や
》
の
佐
忠
次
や
大
工
た
ち
に
振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
お
祝
い
の
席
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
な
り
多
め
に
作
っ
た
の
か
、《
下し

た

屋や

》・《
桑
野

屋
》・《
冨と

み

田だ

》
の
家
々
に
も
饂
飩
が
贈
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
饂
飩
は
消
化
に
良
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
彦
七
の
「
母
人
」
が
病
に
か
か
っ
た
と
き
に
も

饂
飩
が
作
ら
れ
、
彦
七
は
「
母
人
」
に
食
べ
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
饂
飩
の
多
く
は
、
彦
七
が
お

い
く
に
作
ら
せ
た
も
の
で
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
お
い
く
が
彦
七
か
ら
も
饂
飩
作
り
が
得
意
だ
っ

た
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
彦
七
の
家
で
は
蕎そ

麦ば

や
素そ

う

麺め
ん

な
ど
、
饂
飩
以
外
の
麺
類
も
食
べ
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
れ
ら
は
蕎
麦
の
実
が
手
に
入
っ
た
と
き
や
、
商
人
た
ち
か
ら
購
入
し
た
と
き
な
ど
に
食

べ
る
機
会
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
安
永
二
年（
一
七
七
三
）九
月
一
八
日
夕
方
、
お
い

く
が
実
家
に
立
ち
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
実
母
か
ら
蕎
麦
の
実
を
も
ら
っ
て
帰
っ
て
き
ま
す
。
彦
七
た

ち
は
、
早
速
そ
れ
を
使
っ
て
夕
飯
に
蕎
麦
を
作
っ
て
食
べ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
日
に
作
っ

た
蕎
麦
は
「
珎

め
ず
ら

敷し
く

賞し
ょ
う

翫が
ん

」、
つ
ま
り
非
常
に
美
味
し
か
っ
た
よ
う
で
、
彦
七
は
「
大た

い

慶け
い

〳た
い
け
い〵

」
と

大
変
喜
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
内
木
彦
七
の
家
で
は
行
事
な
ど
の
節
目
や
日
常
生
活
を
送
る
な
か
で
少
し
特
別

な
日
に
、
饂
飩
な
ど
の
麺
類
が
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
麺
類
は
、
普
段
の
生
活

に
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
た
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
変
化
を
も
た
ら
し
た
り
す
る
よ
う
な
食
材
だ
っ
た

（
30
）

（
30
）

彦
七
に
よ
る
「
母
人
」
の
看
病

に
つ
い
て
は
、
萱
田
寛
也
「
加

子
母
村
に
お
け
る
家
族
の
看
取

り
と
死
生
観
─
内
木
彦
七
家

を
事
例
に
─
」（
徳
川
林
政
史
研

究
所
『
研
究
紀
要
』
第
五
五
号

〔『
金
鯱
叢
書
』
第
四
八
輯
所

収
〕、
二
〇
二
一
年
）が
詳
し
い
。
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の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
2
）　

年
中
行
事
と
餅
の
贈
答

正
月
の
餅
の
贈
答

こ
こ
ま
で
は
、
彦
七
が
日
常
生
活
を
送
る
な
か
で
食
べ
ら
れ
て
い
た
食
事
を
中
心
に
紹
介
し
て

き
ま
し
た
。
普
段
の
生
活
を
過
ご
す
な
か
で
も
、
彦
七
た
ち
は
日
々
食
材
を
近
隣
の
人
び
と
や
商

人
た
ち
か
ら
手
に
入
れ
、
自
分
た
ち
で
作
っ
た
り
具
材
に
工
夫
を
加
え
た
り
し
な
が
ら
生
活
を

送
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
う
し
た
日
々
の
生
活
に
区
切
り
を
与
え
、
一
年
の
リ
ズ
ム

を
作
っ
て
い
た
の
が
、
年
中
行
事
や
農
作
業
で
し
た
。

日
記
か
ら
彦
七
家
の
年
中
行
事
を
復
元
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
彦
七
の
家
で
は
田
打
ち
の
祝
い
、

こ
ば
し
祝
い
な
ど
、
農
事
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
と

併
せ
て
、
加
子
母
村
で
は
正
月
の
年
礼
や
三
月
三
日
の
上
巳
の
節
句
、
五
月
五
日
の
端
午
の
節
句

な
ど
の
季
節
の
節
目
に
お
こ
な
わ
れ
る
行
事
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
行
事
の
と
き
に
、
彦
七
た

ち
を
は
じ
め
と
す
る
加
子
母
村
の
人
た
ち
は
、
自
分
の
家
で
搗
い
た
餅
を
近
隣
の
家
々
に
配
っ
た

り
、
挨
拶
に
や
っ
て
来
た
者
た
ち
か
ら
餅
を
も
ら
っ
た
り
す
る
様
子
が
よ
く
み
ら
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）の
正
月
二
日
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
ま
す
。

七な
な

ツ
比ご

ろ

お
そ
よ
も
来く

ル
、
此こ

の

日ひ

ハ
風か

ぜ

有あ
り

、
寒さ

む

シ
さ〳
む
し〵

、
暮く

れ

合あ
い

お
い
わ
も
来く

ル
、
夫そ

れ

々ぞ
れ

鏡か
が
み

餅も
ち
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持も
ち

来き
た

ル
也な

り

、
お
し
の
も
来き

た

り
、
お
そ
よ
・
お
し
の
ニ
た
は
こ
入い

れ

壱ひ
と

ツ
充ず

つ

、
お
い
わ
ニ
廿

に
じ
ゅ
う

五ご

文も
ん

為と
し

年だ
ま

玉と
し
て

遣つ
か
わス

也な
り

新
年
の
挨
拶
に
《
下
屋
》
の
お
そ
よ
、《
中な

か

洞ぼ
ら

》
の
お
い
わ
、《
桑
野
屋
》
の
お
し
の
た
ち
が
彦

七
の
も
と
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
記
事
に
よ
れ
ば
、お
そ
よ
と
お
い
わ
は
新
年
の
贈
答
品
と
し
て
、

神
仏
に
供
え
る
鏡
餅
を
そ
れ
ぞ
れ
持
参
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
お
し
の
が
何
を
持
参
し

て
き
た
の
か
ま
で
は
判
然
と
し
ま
せ
ん
が
、
彦
七
か
ら
は
「
年
玉
」（
正
月
の
贈
答
品
）と
し
て
お
そ

よ
・
お
し
の
に
「
た
は
こ
入
」
を
一
つ
ず
つ
、
お
い
わ
に
「
廿
五
文
」
を
与
え
て
い
る
の
で
、
お

し
の
も
こ
の
と
き
餅
な
ど
を
持
参
し
て
来
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

な
お
、
正
月
一
五
日
に
は
小こ

正し
ょ
う

月が
つ

が
催
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
準
備
と
し
て
餅
を
準
備
す
る
必

要
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
餅
は
「
若わ

か

餅も
ち

」
と
呼
ば
れ
、

一
五
日
の
前
後
に
な
る
と
、
近
隣
の
者
た
ち
で
そ
れ
ら
を

贈
り
あ
う
習
慣
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
一
例
と
し

て
、
安
永
二
年（
一
七
七
三
）の
正
月
一
五
日
に
は
次
の
よ

う
な
記
事
が
み
ら
れ
ま
す
。

か
ち
や
ゟよ

り

女じ
ょ

子し

わ
か
餅も

ち

持も
ち

来き
た

ル
、（
中
略
）昨さ
く

日じ
つ

夕ゆ
う

方が
た

上か
み

い
つ
ミ
ゟよ

り

わ
か
餅も

ち

為も
ち

持こ

越さ
せ

給た
べ

候そ
う
ろ
うニ

付つ
き

、
此こ

の

日ひ

孫ま
ご

太た

郎ろ
う

ニ
上か

み

い
つ
ミ
へ
わ
か
も
ち
為も

た

持せ

遣つ
か
わス

也な
り
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こ
の
年
の
小
正
月
当
日
、
彦
七
の
家
に
は
《
か
ぢ
や
》
の
娘
た
ち
が
や
っ
て
来
て
、「
若
餅
」

を
渡
し
に
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
昨
日
は
《
上
い
づ
ミ
》
か
ら
餅
を
も
ら
っ
た

の
で
、
彦
七
は
そ
の
お
返
し
と
な
る
「
若
餅
」
を
孫
の
孫
太
郎
に
持
た
せ
、《
上
い
づ
ミ
》
へ
と

向
か
わ
せ
て
い
ま
す
。

端
午
の
節
句
の
粽

餅
を
贈
答
し
あ
う
習
慣
は
、
三
月
三
日
の
上
巳
の
節
句
、
五
月
五
日
の
端
午
の
節
句
な
ど
に
も

み
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
例
と
し
て
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）の
五
月
五
日
の
記
事
を
紹

介
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

目め

出で

度た
く

節せ
っ

句く

祝い
わ

ひ
申

も
う
す

也な
り

、
此こ

の

朝あ
さ

お
い
し
節せ

っ

句く

礼れ
い
ニ
き
た
る
、
九く

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

も
粽

ち
ま
き

持も
ち

来き
た

ル
、
又ま

た

同ど
う

人に
ん

彦ひ
こ

七し
ち

夫ふ
う

婦ふ

へ
ま
き
壱い

ち

連れ
ん

持も
ち

来き
た

ル
、
自こ

れ

是よ
り

九く

十じ
ゅ
う

郎ろ
う

上か
み

い
つ
ミ
へ
相あ

い

越こ

ス
由よ

し
ニ
付つ

き

、
同ど

う

人に
ん

へ

誂あ
つ
ら
え、ま
き
壱い

ち

連れ
ん

上か
み

い
つ
ミ
へ
遣つ

か
わス
、甚じ

ん

之の

助す
け

も
粽

ち
ま
き

持も
ち

来き
た

ル
、桑く

わ

野の

屋や

よ
り
も
り
ま
き
持も

ち

来き
た

ル
、

下し
た

屋や

・
桑く

わ

野の

や
・
冨と

み

田だ

・
川か

わ

辺べ

・
か
ち
や
・
中な

か

洞ぼ
ら

へ
安や

す

次じ

郎ろ
う

粽ち
ま
き

持も
ち

行ゆ
く

也な
り

、
川か

わ

辺べ

お
さ
わ
も

粽ち
ま
き

持も
ち

来き
た

ル
也な

り

、
亀か

め

太た

郎ろ
う

も
ま
き
持も

ち

来き
た

ル
也な

り

、
伝で

ん

次じ

郎ろ
う

よ
り
与よ

四し

郎ろ
う

粽ち
ま
き

持も
ち

来き
た

ル
也な

り

、（
中
略
）

九こ
こ
のツ

比ご
ろ

か
ぢ
や
佐さ

吉き
ち

ま
き
持も

ち

来き
た

ル
也な

り

五
月
五
日
の
端
午
の
節
句
は
、
男
児
の
初
節
句
を
迎
え
る
日
と
し
て
現
在
は
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
も
と
も
と
は
古
代
中
国
の
習
慣
に
起
源
を
持
つ
行
事
で
、
田
植
え
が
開
始
さ
れ
る
前
の
邪
気
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を
払
い
、
無
病
息
災
を
祈
願
す
る
意
味
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
日
に
よ
く
食
べ
ら
れ
る
も
の
と
し

て
、
加
子
母
村
で
は
粽ち

ま
きが

作
ら
れ
、
日
記
に
は
そ

れ
ら
を
近
隣
の
家
々
で
贈
り
合
っ
て
い
た
様
子
が

み
ら
れ
ま
す
。

粽
と
は
、
笹
や
菰こ

も

な
ど
で
糯も

ち

米ご
め

や
粳

う
る
ち

米ま
い

な
ど
を

巻
き
、
長
円
錐
形
に
固
め
て
蒸
し
た
餅
の
こ
と
を

い
い
ま
す
。
前
掲
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
は

朝
か
ら
《
冨
田
》
の
お
い
し
や
《
下
屋
》
の
九
十

（
31
）

孫
太
郎
の
こ
と
。
安
永
三
年
正

月
五
日
に
元
服
し
、
安
次
郎
と

名
前
を
改
め
た
。

図12　「守貞謾稿」第27巻より粽の図
（国立国会図書館所蔵）

郎
が
粽
を
持
っ
て
節
句
の
お
祝
い
の
挨
拶
を
す
る
た
め
に
彦
七
の
も
と
を
訪
れ
ま
す
。
九
十
郎
は

そ
の
後
、《
上か

み

い
づ
ミ
》
へ
向
か
う
と
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
彦
七
は
彼
に
一
連
の
粽
を
持
た
せ

て
渡
す
よ
う
に
頼
み
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
甚
之
助
と
い
う
者
や
《
桑
野
屋
》
の
者
、《
川か

わ

辺べ

》
の

お
さ
わ
、《
中
洞
》
の
亀
太
郎
、《
田た

口ぐ
ち

》
の
伝
次
郎
に
依
頼
さ
れ
た
与
四
郎
、
そ
し
て
《
か
ぢ
や
》

の
佐
吉
た
ち
が
続
々
と
粽
を
持
参
し
て
彦
七
の
も
と
へ
や
っ
て
来
ま
す
。
彦
七
も
、
孫
で
あ
る
安

次
郎
に
《
下
屋
》・《
桑
野
屋
》・《
冨
田
》・《
川
辺
》・《
か
ぢ
や
》・《
中
洞
》
へ
粽
を
持
た
せ
、
お

祝
い
の
挨
拶
に
行
か
せ
て
い
ま
す
。

（
31
）
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秋
祝
い
餅

こ
の
ほ
か
に
も
、
秋
の
農
事
終
了
の
際
に
は
「
秋あ

き

祝い
わ

い
餅も

ち

」
と
い
う
餅
の
や
り
と
り
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
日
記
か
ら
は
確
認
で
き
ま
す
。

安
永
二
年（
一
七
七
三
）の
日
記
に
よ
れ
ば
、一
〇
月
二
一
日
に
《
上
い
づ
ミ
》
か
ら
お
む
め
が
「
秋

祝
い
餅
」
を
持
っ
て
や
っ
て
来
ま
し
た
。《
上
い
づ
ミ
》
の
家
が
留
守
で
誰
も
い
な
か
っ
た
た
め

か
、
お
む
め
は
用
事
を
済
ま
せ
る
と
す
ぐ
に
帰
り
ま
し
た
が
、
夕
方
に
は
《
田
口
》
か
ら
伝
次
郎

が
や
っ
て
来
て
同
じ
く
餅
を
持
参
し
て
い
ま
す
。
二
日
後
の
一
〇
月
二
三
日
に
は
、《
下
屋
》
の

お
そ
よ
か
ら
同
じ
く
「
秋
祝
い
餅
」
が
贈
ら
れ
て
き
た
た
め
、彦
七
は
善
右
衛
門
を
呼
び
、《
下
屋
》

へ
返
礼
の
た
め
に
向
か
わ
せ
て
い
ま
す
。
一
一
月
一
日
の
夕
方
に
は
、《
冨
田
》
の
お
い
し
が
《
中

洞
》
か
ら
の
「
秋
祝
い
餅
」
を
持
っ
て
や
っ
て
来
ま
し
た
。
加
え
て
お
い
し
は
、
今
晩
彦
七
の
孫

た
ち
を
呼
ん
で
く
る
よ
う
に
《
中
洞
》
の
者
た
ち
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
彦
七
は
亀
之

助
に
餅
を
包
ま
せ
、
そ
れ
を
孫
太
郎
に
持
た
せ
て
《
中
洞
》
へ
と
向
か
わ
せ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
加
子
母
村
で
は
季
節
や
農
事
の
節
目
と
な
る
日
や
行
事
の
際
に
、
近
隣
の
家
々

や
「
一
家
中
」
の
人
び
と
と
餅
を
贈
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
当
時
の
加
子
母
村
の

人
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
餅
の
や
り
と
り
は
、
一
年
の
な
か
で
も
日
常
生
活
や
季
節
の
節
目

を
確
認
す
る
意
味
を
持
ち
、
生
活
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
日
頃
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
人
た
ち
へ
の
感
謝
や
お
礼
を
伝
え
、
人
び
と
の
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つ
な
が
り
を
改
め
て
認
識
さ
せ
る
良
い
機
会
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

「
掻
餅
」
の
や
り
と
り

と
こ
ろ
で
、
彦
七
が
記
し
た
日
記
を
み
て
い
る
と
、
よ
く
「
掻
餅
」
と
い
う
言
葉

を
目
に
し
ま
す
。
本
書
の
第
一
章
で
も
、
二
月
初
旬
に
お
こ
な
わ
れ
た
彼
岸
、
同
下

旬
か
ら
三
月
初
旬
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
田
打
ち
の
祝
い
な
ど
の
と
き
に
、
神
仏

へ
の
お
供
え
物
や
お
祝
い
の
席
で
振
る
舞
わ
れ
る
食
べ
も
の
と
し
て
、
こ
の
「
掻

餅
」
が
登
場
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
「
掻
餅
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
漢
字
か
ら
判
断
す
る
と
、

「
掻
餅
」
は
「
か
き
も
ち
」
と
も
読
め
る
の
で
、「
お
か
き
」
の
よ
う
な
も
の
を
連
想

し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
次
に
示
し
た
よ
う
な
日
記
の
文
章
を
読
ん
で
み
る
と
、
ど
う

も
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。

七な
な

ツ
比ご

ろ

川か
わ

辺べ

お
た
つ
来く

ル
、
今こ

ん

晩ば
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

申も
う
し

候そ
う
ろ
う、

茶ち
ゃ

の
こ
に
致い

た

シ
候

そ
う
ろ
う

様よ
う

、
掻

餅
一ひ

と
つ

食じ
き

籠ろ
う

持も
ち

来き
た

り
直す

ぐ
ニ
帰か

え

ル
、（
中
略
）藤と
う

吉き
ち

夫ふ
う

婦ふ

念ね
ん

仏ぶ
つ

之の

茶ち
ゃ

の
こ
掻
餅
櫃ひ

つ

壱ひ
と

ツ

持じ

参さ
ん

申も
う
し

候そ
う
ろ
う、
夜よ

る
ニ
入い

り

酒さ
か

屋や

政ま
さ

助す
け

・
平へ

い

七し
ち

・
源げ

ん

六ろ
く

・
丑う

し

之の

助す
け

・
紋も

ん

蔵ぞ
う

・
吉き

ち

左ざ

衛え

門も
ん

・
佐さ

助す
け

・
お
つ
ね
母ぼ

子し

・
右み

ぎ

之の

輩
と
も
が
ら

念ね
ん

仏ぶ
つ

申も
う
しニ

来き
た

り
、
掻
餅
ニ
而て
饗き

ょ
う

応お
う

遣
つ
か
わ

図13　明和5年の日記より5月7日の記事（内木哲朗家所蔵）
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ス
也な

り

こ
の
記
事
は
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）五
月
七
日
に
記
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
四
日
前
に
あ

た
る
五
月
三
日
に
、
彦
七
の
「
母
人
」
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
供
養
の
た
め
に
、
七
日
に
は

《
川
辺
》
の
お
た
つ
、《
下
屋
》
の
藤
吉
夫
婦
、《
酒
屋
》
の
政
助
、《
田
丸
屋
》
の
平
七
、《
岩
屋
》

の
紋
蔵
、《
冨
田
》
の
お
つ
ね
と
そ
の
娘
た
ち
な
ど
、
近
隣
の
多
く
の
人
た
ち
が
彦
七
の
家
を
訪

れ
、
念
仏
を
唱
え
に
来
ま
す
。
こ
の
と
き
、
来
訪
し
て
き
た
人
た
ち
が
「
茶
の
こ
」
と
し
て
持
参

し
て
き
た
り
、
彦
七
が
来
た
人
た
ち
へ
振
る
舞
っ
た
り
し
て
い
た
も
の
と
し
て
「
掻
餅
」
が
登
場

し
て
い
ま
す
。

こ
の
「
掻
餅
」
に
つ
い
て
、
史
料
所
蔵
者
で
あ
る
内
木
哲
朗
氏
の
奥
様
に
も
話
を
し
て
み
た
と

こ
ろ
、
日
記
に
登
場
す
る
こ
の
「
掻
餅
」
と
い
う
の
は
、
地
元
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
か
い
も
ち
」

の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
奥
様
に
よ
れ
ば
、
今
よ
り
少
し
前
の
加

子
母
地
区
で
は
、
葬
儀
な
ど
が
催
さ
れ
る
と
、
念
仏
の
準
備
と
し
て
女
性
た
ち
が
集
ま
っ
て
「
か

い
も
ち
」
を
作
る
風
習
が
あ
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。「
か
い
も
ち
」
と
い
う
の
は
、
き
な
粉
を
ま

ぶ
し
た
「
ぼ
た
餅
」
の
こ
と
で
、
葬
儀
の
参
列
者
へ
の
返
礼
品
な
ど
と
し
て
出
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
記
に
登
場
す
る
「
掻
餅
」
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
か
い
も

ち
」
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
現
在
は
葬
儀
ホ
ー
ル
な
ど
で
葬
式
が
お
こ
な
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
前
に
は
、
こ
う
し
た
「
掻
餅
」
づ
く
り
が
地
域
の
風
習
と
し

（
32
）

（
32
）

お
茶
う
け
・
茶
菓
子
や
、
仏
事

の
供
物
と
し
て
の
意
味
も
あ
る
。
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て
江
戸
時
代
か
ら
残
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

地
域
に
残
る
古
文
書
は
、
史
料
の
文
言
だ
け
を
読
ん
で
い

て
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
地
元
の
人
た
ち
に
い

ろ
い
ろ
と
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
そ
の

地
域
の
歴
史
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
る
こ
と
を
、
筆
者
た
ち

は
こ
の
と
き
実
感
し
ま
し
た
。

（
3
）　

食
べ
も
の
に
み
る
春
夏
秋
冬

春
の
山
菜
採
り

日
記
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
で
特
徴
的
な
食
べ
も
の
も

（
33
）

（
33
）

加
子
母
村
に
お
け
る
掻
餅
の

話
に
つ
い
て
は
、
太
田
尚
宏

「『
掻
餅
』
の
話
」（
最
終
閲
覧

日
：
二
〇
二
一
年
二
月
二
二

日
、https://readyfor.jp/

projects/kokubunken/
announcem

ents/136500
）な

ど
を
参
照
し
た
。

い
く
つ
か
登
場
し
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
さ
ら
に
、
季
節
ご
と
の
旬
な
食
べ
も
の
に
つ
い
て
も
、
日

記
か
ら
拾
い
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
は
、
春
の
代
表
的
な
食
べ
も
の
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。
春
の
代
表
的
な
食
べ
も
の
の

例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
山
菜
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
春
の
山
菜
に
は
、
ぜ
ん
ま
い
・
ふ

き
の
と
う
・
わ
ら
び
・
せ
り
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
彦
七
た
ち
は
春
に
な
る
と
こ
れ
ら
を
採
り
に

山
へ
向
か
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
次
に
示
す
の
は
、
明
和
二
年（
一
七
六
五
）三
月
一
二
日
の
記

事
で
す
。
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雲く
も

附つ

ク
入い

り

雲ぐ
も

也な
り

、
昼ひ

る

比ご
ろ

よ
り
彦ひ

こ

七し
ち

夫ふ
う

婦ふ

・

お
す
ゑ
、
ぜ
ん
ま
い
取と

り
ニ
向む

か

ひ
山や

ま

ヘ
相あ

い

越こ
し

、
手て

前ま
え

ゟよ
り

杉す
ぎ

ヶ
洞ほ

ら

・
栃と

ち

山や
ま

ヘ
出い

で

帰か
え

ル

也な
り

、（
中
略
）ぜ
ん
ま
ひ
一ひ

と

篭か
ご

取と
り

帰か
え

ル
也な

り

こ
の
日
は
曇
り
で
次
第
に
雲
行
き
が
怪
し
く

な
っ
て
い
っ
た
日
の
よ
う
で
す
が
、
昼
頃
に
彦

七
夫
婦
と
彦
七
の
姉
か
妹
に
あ
た
る
お
す
ゑ

は
、
ぜ
ん
ま
い
を
採
り
に
山
へ
と
向
か
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
日
の
収
穫
は
一
篭
分
だ
っ
た
よ
う

で
、
略
し
た
箇
所
に
は
、
お
す
ゑ
が
ぜ
ん
ま
い
を
採
り
に
行
っ
た
場
所
の
う
ち
杉
ヶ
洞
と
呼
ば
れ

る
場
所
で
薪
も
一
緒
に
切
っ
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
時
期
は
前
後
し
ま
す
が
、
宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）正
月
八
日
に
は
、《
冨と

み

田だ

》
の
お
い

し
が
ふ
き
の
と
う
を
採
り
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
の
日
、
彦
七
は
お
い
し
か

ら
一
通
の
手
紙
を
受
け
取
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
お
い
し
が
今
ふ
き
の
と
う
を
採
り
に
行
っ
て
お

り
、
自
分
が
採
っ
た
ふ
き
の
と
う
を
「
四よ

人に
ん

つ
れ
ニ
而て
荷に

物も
つ

持も
ち

候
そ
う
ろ
う

者も
の

共ど
も

」
に
依
頼
し
て
彦
七
の

家
ま
で
届
け
さ
せ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
彦
七
た
ち
は
自
分
た
ち
で
山
菜
を
採
り
に
行
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
村
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を
訪
れ
た
商
人
た
ち
か
ら
山
菜
を
購
入
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）三
月
二
九
日
に
は
、
付つ

け

知ち

村
か
ら
平へ

い

八は
ち

と
い
う
紙か

み

漉す

き
が
、
賃
銭
稼
ぎ
の
た
め
な
の

か
、
わ
ら
び
を
売
り
に
や
っ
て
来
ま
す
。
彦
七
は
こ
れ
を
二
五
把わ

購
入
し
、
そ
れ
を
用
い
て
早
速

「
漬つ

ケ
蕨わ

ら
び」

に
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

夏
の
涼
味
と
盆
礼
の
品
々

夏
の
涼
味
と
し
て
今
で
も
食
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
こ
ろ
て
ん
や
寒
天
も
、
日
記
に
登
場
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
と
こ
ろ
て
ん
は
ち
ょ
う
ど
夏
の
盛
り
の
時
期
に
来
訪
し
た
商

人
か
ら
購
入
し
て
い
る
記
事
が
み
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
安
永
二
年（
一
七
七
三
）七
月
一
二
日
、

加
子
母
村
に
善
左
衛
門
と
い
う
商
人
が
や
っ
て
来
て
、
善
右
衛
門
が
こ
れ
を
三
六
文
で
購
入
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
夏
に
は
盆
礼
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
贈
答
品
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
食
べ
も
の
が

贈
ら
れ
ま
し
た
。
贈
ら
れ
て
く
る
代
表
的
な
食
べ
も
の
は
、
概
ね
素そ

う

麺め
ん

・
肴さ

か
な・

餅
・
酒
で
共
通
し

て
い
ま
す
が
、
肴
の
な
か
に
は
小こ

鯖さ
ば

や
指さ

し

鯖さ
ば

な
ど
の
よ
う
に
種
類
が
判
明
す
る
も
の
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
う
ち
指
鯖
は
、
背
開
き
に
し
て
塩
干
し
に
し
た
鯖
の
干
物
の
こ
と
で
、
北
陸
地
方
の
産

物
と
し
て
盆
礼
品
に
よ
く
み
ら
れ
る
食
べ
も
の
の
一
つ
で
す
。
盆
礼
に
来
た
人
た
ち
に
対
し
、
彦

七
は
吸
物
や
酒
、「
入

に
ゅ
う

麺め
ん

」（
煮
麺
）な
ど
で
も
て
な
し
、
一
緒
に
食
事
を
と
っ
て
い
る
姿
が
日
記
に

（
34
）

（
34
）

敦
賀
市
立
博
物
館
編
『
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
記
念
特
別
展 

大

谷
吉
継 

人
と
こ
と
ば
』（
敦
賀

市
立
博
物
館
、
二
〇
一
五
年
）

な
ど
を
参
照
。
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は
よ
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

秋
の
味
覚
〜
木
の
実
・
果
物
・
き
の
こ
〜

秋
に
入
る
と
、
木
の
実
や
果
物
、
そ
し
て
き
の
こ
な
ど
に
関
す
る
記
事
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
ま
ず
、
木
の
実
と
し
て
は
、
九
月
頃
か
ら
ク
リ
や
ナ
ラ
、
カ
ヤ
の
実
を
孫
た
ち

が
採
り
に
行
く
記
事
が
散
見
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）の
九
月
五
日
に
は
、

「
ば
ゝ
」
が
亀
之
助
や
《
下
屋
》
の
九
十
郎
た
ち
を
連
れ
て
カ
ヤ
の
実
を
拾
い
に
行
き
、
こ
の
日

の
収
穫
は
そ
れ
ぞ
れ
五
合
ほ
ど
だ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
果
物
と
し
て
は
柿
が
日
記
に
は
よ
く
登
場
し
ま

す
。
秋
に
み
ら
れ
る
柿
は
土
産
物
と
し
て
、《
中
洞
》
の

亀
太
郎
や
《
か
ぢ
や
》
の
菊
之
助
た
ち
が
柿
の
実
を
持
参

し
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
安
永
二
年

（
一
七
七
三
）九
月
一
九
日
、
こ
の
日
の
午
前
中
に
《
中
洞
》

の
お
い
わ
が
や
っ
て
来
て
柿
を
七
つ
、
さ
ら
に
そ
の
後
に

は
《
か
ぢ
や
》
か
ら
菊
之
助
が
た
く
さ
ん
の
柿
を
背
負
っ

て
や
っ
て
来
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
日
記
に
は

信し
な

濃の

柿が
き

や
立た

て

石い
し

柿が
き

の
よ
う
な
柿
も
登
場
し
ま
す
。
こ
れ
ら
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は
い
ず
れ
も
干
し
柿
で
、「
串く

し

柿が
き

」「
さ
し
柿
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
彦
七
家
の
場

合
、
干
し
柿
は
正
月
の
時
期
の
年
礼
品
や
土
産
物
と
し
て
、
近
隣
の
家
々
や
法ほ

う

禅ぜ
ん

寺じ

の
和
尚
な
ど

か
ら
も
ら
い
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

最
後
に
、
き
の
こ
に
つ
い
て
で
す
。
彦
七
の
好
物
の
一
つ
が
「
ま
い
た
け
」
だ
っ
た
た
め
、
秋

に
な
る
と
彦
七
は
よ
く
「
ま
い
た
け
」
を
採
り
に
山
へ
入
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
彦
七
の
み
な

ら
ず
、
加
子
母
村
の
人
び
と
は
秋
に
な
る
と
よ
く
き
の
こ
を
採
っ
て
食
卓
に
並
べ
る
こ
と
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
が
、
き
の
こ
の
な
か
に
は
毒
が
あ
る
も
の
も
あ
っ
た
の
で
、
注
意
が
必
要
で
し
た
。

な
か
に
は
、
誤
っ
て
毒
を
持
っ
た
き
の
こ
を
食
べ
て
し
ま
い
、
中
毒
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
者
た
ち

も
い
た
よ
う
で
す
。

た
と
え
ば
、
明
和
六
年（
一
七
六
九
）九
月
二
五
日
、
こ
の
日
は
山
役
人
た
ち
が
巡
察
の
た
め
登

山
し
て
い
た
よ
う
で
、
案
内
人
の
治
平
と
い
う
者
が
き
の
こ
を
採
っ
て
食
膳
に
供
し
た
と
こ
ろ
、

人
足
た
ち
が
中
毒
に
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、
翌
日
に
は
「
見み

廻
ま
わ
り

衆し
ゅ
う・

組く
み

頭が
し
ら・

案あ
ん

内な
い

・
人に

ん

足そ
く

ま
て
不

の
こ
ら

残ず

酔よ
い

候そ
う
ろ
う」、

つ
ま
り
巡
察
の
た
め
に
や
っ
て
来
た
ほ
ぼ
全
員
が

き
の
こ
中
毒
に
な
っ
て
し
ま
い
、
弁
当
に
は
粥
を
持
参
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
だ
っ
た

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
は
《
岩
屋
》
の
清
十
も
き
の
こ
中
毒
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
外
出
の
際
は
休

み
休
み
で
な
け
れ
ば
歩
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
清
十
が
き

（
35
）

（
35
）

前
掲
註（
1
）太
田
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
、
三
二
頁
〜
三
三
頁
参
照
。
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の
こ
中
毒
に
な
っ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
く
、
そ
の
六
日
前
の
九
月
二
〇
日
に
も
、
自
身

が
採
っ
て
き
た
き
の
こ
に
よ
っ
て
中
毒
に
か
か
っ
て
し
ま
い
、
善
右
衛
門
が
夜
に
見
舞
い
に
や
っ

て
来
て
よ
う
や
く
快
復
し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

年
末
年
始
の
準
備
と
食
べ
も
の

冬
に
な
る
と
、
歳
暮
や
正
月
準
備
の
た
め
の
食
材
が
彦
七
の
日
記
に
は
多
く
登
場
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
明
和
五
年（
一
七
六
八
）一
二
月
二
六
日
に
は
、
小
郷
に
居
住
す
る
巣す

守も
り

の

万
助
か
ら
「
歳さ

い

末ま
つ

之の

為し
ゅ
う

祝ぎ

儀と
し
て

山や
ま

鳥ど
り

壱い
ち

羽わ

」
が
贈
ら
れ
て
い
る
記
事
な
ど
が
確
認
で
き
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
時
期
に
は
正
月
の
祝
い
膳
で
使
用
す
る
と
考
え
ら
れ
る
食
材
を
購
入
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
記
事
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
明
和
五
年
一
二
月
二
三
日
の
日
記

に
よ
れ
ば
、
鯖さ

ば

を
一
〇
〇
文
で
一
五
本
、
鮪ま

ぐ
ろを
七
三
〇
匁も

ん
め

分
、
え
び
を
六
四
文
で
二
升
分
、
こ

ん
ぶ
を
二
〇
〇
匁
分
そ
れ
ぞ
れ
購
入
し
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
安
永
二
年（
一
七
七
三
）一
二

月
二
三
日
に
は
、《
田
丸
屋
》
の
平
七
に
依
頼
し
て
、
大お

お

鰹か
つ
お

一
本
と
九く

年ね
ん

母ぼ
（
柑
橘
類
の
一
種
）を
二

つ
購
入
し
て
い
ま
す
。
平
七
は
こ
の
と
き
の
駄
賃
と
し
て
五
〇
文
を
払
う
よ
う
に
伝
え
て
お
り
、

平
七
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
助
十
へ
こ
の
代
金
が
渡
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
年
を
迎
え
る
と
、
先
述
の
通
り
彦
七
の
家
に
は
年
礼
の
た
め
多
く
の
人
び
と
が
や
っ
て
来
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
彦
七
の
も
と
を
来
訪
す
る
人
び
と
は
、
年
礼
品
と
し
て
鏡
餅
の
ほ
か
に
も
さ
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ま
ざ
ま
な
食
べ
も
の
な
ど
を
持
参
し
て
き
た
こ
と
が
日

記
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
安
永
四
年

（
一
七
七
五
）正
月
九
日
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み

ら
れ
ま
す
。

八や

ツ
比ご

ろ

、
付つ

け

知ち

庄し
ょ
う

屋や

忠ち
ゅ
う

左ざ

衛え

門も
ん

大お
お

鯛だ
い

壱い
ち

枚ま
い

、
九く

郎ろ
う

右え

衛も

門ん

小し
ょ
う

紙し

二に

帖じ
ょ
う、
忠

ち
ゅ
う

蔵ぞ
う

扇せ
ん

子す

弐に

本ほ
ん

為と
し

年だ
ま

玉
と
し
て

持も
ち

来き
た

り
逢あ

い

申も
う
し

候そ
う
ろ
う
　

こ
の
日
は
付
知
村
か
ら
庄
屋
の
忠
左
衛
門
と
九
郎
右

衛
門
、「
堂ど

う

ヶが

脇き

」
の
忠
蔵
ら
が
年
礼
の
挨
拶
に
訪
れ
、

忠
左
衛
門
か
ら
は
大
鯛
一
枚
、
九
郎
右
衛
門
か
ら
は
小
紙
二
帖
、
忠
蔵
か
ら
は
扇
子
二
本
を
ぞ
れ

ぞ
れ
年
玉
と
し
て
受
け
取
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
普

段
は
口
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
り
手
に
入
ら
な
か
っ
た
り
す
る
よ
う
な
食
べ
も
の
を
、
近
隣
の

家
々
か
ら
購
入
し
た
り
贈
り
合
っ
た
り
す
る
習
慣
が
、
今
よ
り
も
如
実
に
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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お
わ
り
に

今
回
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で
は
、
内
木
彦
七
の
日
記
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
加
子
母
の
年
中
行
事

や
農
業
、
さ
ら
に
は
食
生
活
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
加
子
母
村
で
は
、
農

業
を
軸
と
し
た
生
活
リ
ズ
ム
が
構
築
さ
れ
、
田
畑
の
耕
作
で
人
手
が
足
り
な
い
と
き
に
は
、
お
互

い
に
村
の
者
た
ち
が
助
け
合
う
姿
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
行
事
の
日
に
な
る
と
、
人
び
と
は

酒
食
を
供
し
な
が
ら
お
祝
い
し
た
り
、
お
互
い
に
食
べ
も
の
や
お
祝
い
の
品
を
贈
答
し
た
り
す
る

姿
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
今
で
は
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
行
事
や
習
慣

な
ど
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

現
代
の
日
本
は
、
農
業
を
軸
と
し
た
生
活
形
態
か
ら
大
き
く
変
化
し
、
科
学
技
術
の
躍
進
的
な

進
歩
に
よ
っ
て
、
過
去
の
時
代
と
比
べ
れ
ば
格
段
に
便
利
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
私
た
ち
の
時
間
感
覚
も
変
化
し
、
生
活
全
体
が
慌
た
だ

し
い
も
の
に
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
加
え
て
、
最
近
で
は
他
人
の
こ
と
を
考
え
る
余
裕
や
機

会
も
、
人
び
と
の
心
か
ら
次
第
に
薄
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

本
書
で
紹
介
し
た
よ
う
な
農
業
や
食
べ
も
の
を
介
し
た
人
づ
き
あ
い
か
ら
は
、
現
代
の
日
本
で

は
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
や
、「
思
い
や
り
」
の
精
神
の
源
流
を
み
る
こ
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と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
現
代
の
生
活
リ
ズ
ム
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
私
た
ち
が
、
江

戸
時
代
の
生
活
に
立
ち
返
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
人
と
の
つ
な
が
り
が
ま
す
ま
す
希
薄

に
な
り
つ
つ
あ
る
昨
今
、
江
戸
時
代
に
か
つ
て
存
在
し
た
、
こ
の
よ
う
な
生
活
の
あ
り
方
か
ら
私

た
ち
が
学
ぶ
こ
と
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
も
、
日
記
な
ど
の
史

料
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
江
戸
時
代
の
加
子
母
村
に
お
け
る
生
活
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

末
筆
と
な
り
ま
し
た
が
、
日
頃
か
ら
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
史
料
所
蔵
者
の
内
木

哲
朗
氏
と
ご
家
族
の
皆
様
、
講
演
会
な
ど
で
多
数
の
貴
重
な
ご
意
見
・
ご
助
言
を
い
た
だ
い
て
い

る
加
子
母
地
区
の
皆
様
、
そ
し
て
無
理
な
お
願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
巻
に
引
き
続
き
素
敵
な

挿
絵
を
描
い
て
下
さ
っ
た
加
子
母
地
区
在
住
の
絵
本
作
家
本
間
希
代
子
氏
に
対
し
て
、
心
よ
り
御

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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