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序

群
馬
県
内
に
は
沢
山
の
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。
ド
ラ
ィ
ブ
や
散
策
で
思
い
が
け
ず
、
路
傍
の
石
仏
や
山
寺
で
阿
弥
陀
様
に
逢
っ
た
り
す
る
の
は
楽
し
い
も
の
で
す
。
 

こ
う
し
た
文
化
財
に
は
祖
先
達
の
生
活
が
感
じ
ら
れ
、
セ
カ
セ
カ
生
き
て
い
る
私
達
に
新
鮮
な
驚
き
や
潤
い
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

し
か
し
、
文
化
財
に
と
っ
て
現
在
は
受
難
の
時
の
よ
う
で
す
。
生
活
形
態
が
変
っ
た
り
、
娯
楽
や
信
仰
も
一
変
し
た
り
し
て
次
々
と
破
壊
、
消
滅
、
散
逸
し
て
い
き
、
 

こ
の
ま
ま
行
け
ば
気
が
つ
い
た
ら
文
化
財
は
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
で
は
県
内
の
文
化
財
を
保
護
す
る
為
に
、
ど
こ
に
ど
う
い
う
文
化
財
が
あ
る
の
か
と
い
う
基
礎
的
な
資
料
を
収
集
す
る
、
文
化
財
総
合
調
査
を
五 

力
年
計
画
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

昭
和
四
十
七
年
度
に
利
根•

沼
田
地
区
を
調
査
し
、
こ
の
度
報
告
書
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
公
刊
し
ま
す
。

利
根•

沼
田
地
区-
は
谷
川
、
尾
瀬
、
白
根
山
、
三
国
山
、
赤
城
山
な
ど
の
山
々
に
囲
ま
れ
、
利
根
川
、
片
品
川
、
赤
谷
川
な
ど
の
川
筋
に
沿
っ
て
開
け
た
地
方
で
、
沼 

田
盆
地
が
そ
の
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
方
は
古
く
か
ら
開
け
て
お
り
、
平
安
時
代
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
「和
名
類
聚
抄
」
に
渭
田(

ヌ
マ
タ)

、
男

信(

ナ
マ
シ
ナ)

、
笠

科(

カ
サ
シ
ナ)

、
呉

桃(

ナ 

ク
ル
ミ)

の
四
郷
が
利
根
郡
に
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
後
利
根
荘
、
土
出
荘
の
荘
園
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
戦
国
時
代
に
武
田
、
北
条
、
上
杉
の
戦
国
大
名
の
争
乱
の
渦
中 

に
ま
き
こ
ま
れ
、
真
田
氏
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
茂
左
衛
門
一
揆
な
ど
に
よ
り
改
易
さ
れ
、
本
多
、
黒
田
、
土
岐
氏
が
そ
の
後
支
配
し
て
い
ま
す
。

こ
の
地
方
に
は
こ
う
し
た
歴
史
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
建
造
物
、彫
刻
、
絵
画
、
古
文
書
を
は
じ
め
、
秩
父
古
生
層
以
後
の
地
質
現
象
、
山
間
部
の
動
物
、
植
物
、
雪
国
独
特 

の
生
活
用
具
な
ど
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
書
が
沢
山
の
方
に
有
意
義
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
い
た
し
ま
す
。

末
筆
な
が
ら
調
査
お
よ
び
報
告
書
作
成
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
厚
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

昭
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十
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日
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報
告.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..

.

.

.

.

.

五
八 

_

諏
訪
大
明
神
社
殿(

沼
田
市)
(

灵)

、
戸
鹿
野
八
幡
宮
本
殿(

同
市)
(

六
一)

、
 

虚
空
蔵

菩

薩

堂(

同
市)
(

六ーー)

、
観
音
寺
観
音
堂(

白
沢
村)
(

六
四)

、
同
寺 

護

摩

堂(

窒)

、
諏

訪

神

社(

利
根
村)
(

空
ハ)

、
薬

師

堂(

同
村)
(

六
八)

、
武 

尊

神

社(

片
品
村)
(

六
九)

、
清
雲
寺
楼
門(

昭
和
村)
(

七ーー)

、
吉

祥

寺S
)
、
 

薬
師
堂
、
太
右
衛
門
翁
の
道
場
、
湯
原
薬
師
堂(

為)

、
桂
昌
寺
本
堂
、
延
命 

院
本
堂
、
生
品
堂
、
武
尊
神
社
舞
殿(

以
上
川
場
村)
(

-es
、
八
幡
宮
、
諏 

訪

神

社{

主
〇
、
武
尊
神
社
、
観
音
堂
、
富
士
浅
間
神
社
、
菅
原
神
社
、
大
峯 

神

社
(

老)

、
建

明

寺
(

以
上
水
上
町)

、
諏
訪
神
社
、
神
明
神
社
、
日
枝
神 

社

舞

台(
V

八)

、
熊
野
神
社
、
駒
形
観
音
堂
、
野
々
宮
神
社
、
荒
沢
不
動
堂(

以 

上
新
治
村)

、
三

峰

神

社(

老
)

、
龍
谷
寺
本
堂
、
下
師
の
観
音
堂
、
増
田
一 

統

観

音

堂(

八
〇)

、
弘
法
大
師
堂
、
天
理
教
沼
田
分
教
会
、
神
道
一
心
流
源
武 

場
、
蚕
影
山
二
十
三
夜
堂
、
常
恩
院
本
堂(

八
こ
、
牧
野
神
社
本
殿
、
小
持
神 

社
本
殿
、
木
之
根
不
動
堂
、
法
泉
寺
庫
裡
、
武
尊
神
社
本
殿
、
小
川
神
社
本 

殿
、
お
駒
供
養
堂(

八ーー)

、
嶽
林
寺
、
月
夜
野
神
社
本
殿
、
村
主
八
幡
宮
本
殿

(

八
三)

、
馬
廻
り
堂
、
如
意
寺
本
堂
、
中

之

神

社(

八@)

、
若
宮
八
幡
宮
本
殿
、

八

幡

宮

本

殿(

以
上
月
夜
野
町)
(

八
五)

石
造
美
術
品.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

八
六

は

じ

め

に
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

八
六

宝

篋

印

塔
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

八
七

東

光

寺

塔(

沼
田
市)
(

八
七)

、
綱

子

の

塔(

水
上
町)
(

八
八)

、
上
久
屋
の
塔 

(

沼
田
市)

、
延
命
院
の
塔(

川
場
村)
(

八
九)

、
根

利

の

塔(

利
根
村)
(

九〇
)  

五

輪

塔
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

九
一 

雲

谷

寺

塔(

白
沢
村)
(

九
一)

、
新

治

の

塔(

九ーー)



無

縫

塔
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

九
二 

延
命
院
無
縫
塔(

川
場
村)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

十

王

仏
(

白
沢
村
雲
谷
寺)
(

九
〇
、
磨

崖

仏
(

川
場
村)
(

九
七)

層
塔
式
庚
申
塔.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

• .
.
.

九
八

信
州
古
冋
遠
石
工
の
作
品.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

九
九

調
査
日
乗.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

九
九

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
-

よ

じ

め

こ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一〇一 

調

査

報

告
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
 

〇

二 

神 

楽
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
 
〇
三 

太

々

神

楽(

新
治
村)

、
同
(

利
根
村)

(
一
〇

二)

、
小
川
神
社
神
楽(

月
夜
野 

町)
(

一§)

、
箱

根

権

現

神

楽(

昭
和
村)

、
河

内

神

楽(

沼
田
市)
(

一〇

四) 

獅

子

舞
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
 

〇

四 

獅

子

舞(

利
根
村
追
貝)
(

一
〇
四)

、
同
(

同
村
穴
原)
(

一0
五)

、
同
(

同
村
根 

利)
(

一〇

六)

、
同
(

川
場
村
萩
室)
(

一Q

七)

の 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I  @
 

沼
田
仲
町
祭
雛
子(

沼
田
市)
(

二
四)

、
高
平
の
祭
雛
子(

白
沢
村)

、
念
仏 

(

川
場
村)
(

一
三)

、
ヤ
ッ
サ
祭(

ー
ー
六)

、
浦
安
の
舞
、
古
馬
牧
人
形
芝
居(

以 

上
月
夜
野
町)
(

二

-t;)
、
ヤ
ー
ヤ
ー
ど

り
(

白
沢
村)
(

二
八)

、
か
つ
ぎ
万
燈

(

二
九)

、
百

万

遍(

以
上
昭
和
村)

、
お
天
気
祭
り(

川
場
村)
(

一
一
〇)

、
猿 

追

い

祭

り(

片
品
村)
(

一
二)

、
春

駒
(

川
場
村)
(

一
三)

、
あ
め
ぅ
り
唄(

白 

沢
村)
(

一
一
四)

、
民

謡
(

片
品
村)
(

一
一
五)

古
文
書.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
一
六

は
じ
め
に.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ー
 
ーー六

調
査
報
告.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
一
八 

沼
田
市
川
田
村
概
況.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ニー八

深

津

静

夫

家(

一
元)

、
平
井
靖
ー
ー
家
、
塩
野
文
太
郎
家
、
生
方
満
太
郎
家
、
 

屋

形

原

区

有(

ーーー

ー〇)

、
下
川
田
区
有
、
岩
本
区
有
、
上
川
田
区
有 
(

ーーーーー
)

沼

田

市

池

田

地

区
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
三
二

奈
良
村
区
有
、
石
田
恒
太
家
、
左
部
賢
家
、
松

井

利

雄

家(

ーー一一)

白

沢

村

概

況
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
三
三 

小

野

芳

夫

家(

ー
ー
重)

、
小
林
進
次
家
、
小
林
敏
雄
家
、
小
林
久
豊
家
、
小
林 

•

精

一

家
(

ーーーー四
)

、
佐
藤
民
衛
家
、
椎
原
大
ー
ニ
郎
家
、
岩
室
区
有
、
岡
村
作
次 

.

郎
家
、
小

暮

六

蔵

家(

一
窆)

、
生
方
伊
雄
家
、
禅
定
院
、
宮
田
福
松
家
、
鶴 

渕
エ
家
、
雲
谷
寺
、
松
井
弘
家
、
松
井
清
家
、
高
平
公
益
社
、
松
井
福
一
郎 

家
、
鳥
山
鳴
家
、
小
野
良
太
郎
家(

一
吴)

、
中

村

輔

家(

ー
ー
宅)

、
中
村
辰
雄 

家
、
中

村

重

勝

家(

一
三
八)

利

根

村

概

況
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
三
八 

星

野

泰

宏

家(

ー
ー
完)

、
金
子
満
利
家
、
星
野
優
家
、
星
野
正
幹
家
、
星
野
靖 

家
、
高
戸
谷
共
有
事
務
所
、
金
子
弥
五
郎
家
、
金
子
武
男
家
、
平

川

区

有(

一
 

四
〇)

、
大
揚
区
有
、
大
原
区
有(

一
一 )

、
昌
龍
寺
、
小
林
広
家
、
金
子
家
茂
家
、
 

穴
原
区
有
、
園
原
区
有
、
桑
原
勉
家
、
多
那
区
有
、
郷
原
石
松
家
、
根
利
区 

有
(

一四ーー)

、
柿
平
区
有
、
吉
野
勇
家
、
鈴
木
接
雄
家
、
鈴

木

順

一

家(

一
四
三)

片

品

村

概

況
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一四ーーー 

松
浦
志
夫
家(

一
昱)

、
入
沢
傑
治
家(

一
园)

、
東
小
川
区
有
、
御
座
入
区
有
、
 

星

野

利

家(

一§)

、
星
野
辰
雄
家
、
高

橋

安

次

家(

一®

〇
、
桑
原
邦
ー 

ー
家
、
 

第
ー 

ー
区
区
有(

一
四
七)

、
第

三

区

区

有(

一
四
八)

川

場

村

慨

況
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
四
九 

関

吉

計

家(

一
党)

、
立
岩
区
有
、
天

神

区

有(

一5
)

、
新
井
伸
一
家
、
門
前 

区

有
(

一
五
一)

古

馬

牧

村

概

況
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
五
二 

増
田
昌
寿
家
、
後
閑
区
有
、
櫛
渕
辰
男
家
、
櫛

渕

和

男

家(
i
)

、
大
沼
区 

有

、
上
牧
区
有
、
吉
平
組
、
下
牧
区
有
、
真

庭

区

有(

一
五
四)

桃
野
地
区
概
況.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
五
四

石
倉
区
有
、
月
夜
野
町
組
区
有
、
小
川
島
区
有
、
竹
改
戸
区
有
、
赤
見
岱
一



家
、
後

閑

祐

次

家(

一
五
五)

水

上

町

概

況
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

I

五
五 

藤

原

中

区

有)

、
林
寿
美
ー
ー
家
、
粟

沢

区

有(

ハ)

、
湯
原
区
有
、
阿 

部
留
吉
家
、
谷
川
区
有
、
阿
能

川

区

有(

一
旁)

、
小
仁
田
区
有
、
小
日
向
区 

有
(

一
五
八)

新

治

村

概

況
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
五八 

原
沢
祐
次
家
、
森
下
金
衛
家
、
梅

沢

真

一

家(

一
尭)

、
阿
部
家
、
笛
木
四
郎, 

右
衛
門
家
、
笛
木
ー
ー
郎
家(

H

ハ

0
)
、

見
城
武
重
家
、
河
合
三
郎
家
、
原
沢
佐 

太
雄
家
、
林
佐
治
衛
家
、
林
正
明
家
、
高
橋
勇
家
、
東
峯
須
川
区
有
、
河
合 

茂
雄
家
、
綿
貫
武
一
家
、
入
須
川
区
有
、
本
多
起
三
郎
家
、
布
施
区
有
、
原 

沢
直
八
郎
家
、
原

沢

賢

治

家(

一
六
一)

昭

和

村

概

況
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一六一 

橡

久

保

区

有(

一
ハ
一)

、
林
厚
一
家
、
角

田

勝

美

家(

一ハーー)

、
川
額
区
有
、
入 

原

区

有(

一)

、
高
橋
勉
家
、
真
下
伊
知
藤
家(

一)
、
真

下

一

久

家(

一六

六)

、
昭
和
村
立
南
中
学
校
、
昭

和

村

役

場(

一
范)

、
林
謙
蔵
家
、
横
坂
権
之 

助
家
、
林

成

一

家(

一
六
八)

資
料
編.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
七〇

1 
天
文
ー
ー十
一
年
三
月
十
三
日 

武
田
氏
朱
印
状.
.
.
.
.
.
.
.
.

一七Q

2 
天
正
六
年
五
月
ー
ー
十
三
日 

武

田

勝

頼

定.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一七

3 
天
正
八
年
四
月
ー
ー
十
八
日 

宗

誉

蔵

状.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一七Q

4 
庚

辰
(

天
正
八
年)

五
月
六
日 

真

田

昌

状
.
.
.
.
.
.
.
.

一
七一

5 
天1
八
年
六
月
ーー十
七
日 

真
田
昌
幸
奉
書.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
七一

6 
天
正
九
年
十
月
十
ー 

ー
日 

寺
領{
畜

状
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一七一

7 
天
正
十
年
十
ー 

ー
月
十
ー 

ー
日 

朱

印

状.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一七一

8 
天
正
十
七
年
十
一
月
ー
ー
十
一
日 

伊
奈
熊
蔵
朱
印
状.
.
.
.
.
.
.

一七一 

9

壬
極
月
ー
ー
十
日 

北
条
氏
邦
朱
印
状.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一七ーー 

10
欠
年 

北
条
氏
邦
感
状.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

一七ーー
 

11
ー
ー
月
十
五
日 

北
条
氏
邦
感
状.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一七ーー
 

12
壬
十
ー 

ー
月
五
日 

丸
山
土
佐
守
重
日.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一七三

13
天
正
十
八
年
八
月
ーー十
五
日 

下
河
田
検
地
帳.
.
.
.
.
..
.
.
.
.

一七三

14
慶
長
五
年
ー 

ー
月
十
ー
ー
日 

朱

印

状.
.
.
.
.
.

バ
シ
パ.
.
.
.
.
.

一八六

15
慶
長
八
年
九
月
七
日 

後
閑
山
支
配
等
に
付
き
札.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八六

16
慶
長
十
三
年
十
二
月
朔
日 

新

田

町

之

事.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八六 

17
午
十
月
二
十
七
日 

朱

印

状.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八六

18
元
和
三
年
三
月
五
日 

新
巻
布
施
河
原
新
田
立
之
事.
.
.
.
.
.
.
.

一八六

19
元
和
五
年
十
二
月
二
日 

知
行1

状
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八七

20
元
和
六
年
四
月 

伝

馬

朱

印

状.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八七

21
酉
九
月
朔
日 

須
川
山
に
付
き
挂.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八七

22
午
十
月
二
十
日 

須
川
山
に
付
き
定.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八七

23
祁
十
月
二
日 

郷
中
支
配
に
付
き
札.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八七

24
丑
九
月
四
日 

新
田
立
に
付
き
定.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八八

25
丑
九
月
四
日 

須
川
山
に
付
き
定.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八八

26
極
月
三
日 

酉
之
年
貢
受
領
覚.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八八

27
辰
十
一
月
十
九
日 

借
銭
に
付
き
札.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八八

28
未
二
月
十
六
日 

勿
木
之
儀
に
付
き
証
文.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八八

29
未
二
月
十
六
日 

諸
役
に
付
き
証
文.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ズ
八

30
子̂

月
三
日 

竹
木
等
に
付
き
定.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八九

31
寛
永
八
年
三
月
四
日 

徳
川
家
光
朱
印
状.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八九

32
寛
永
十
三
年
二
月
十
二
日 

跡
式
譲
渡
証
文.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八九

33
寛
永
十
六
年
四
月 

依
馬
役
に
付
き
訴
状.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一八九

34
万
治
三
年
霜
月
朔
日 

山
越
古
道
守
備
に
付
き
定.
.
.
.
.
.
.
.
.

一九〇

35
延
宝
七
年
正
月 

屋
敷
田
畑
譲
渡
手
形.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
さ

36
天
和
元
年
十
二
月
二
十
三
日 

借

米

願.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一九Q

37
貞
享
元
年
二
月 

検
地
御
条
目
写
帳.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一九一

38
貞
享
元
年
九
月
十
二
日 

検
地
終
了
に
付
き
一
札.
.
.
.
.
.
.
.
.

一九三

39
貞
享
三
年
九
月 

御
検
地
道
定
帳.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一九三

40
欠
年 

阿

部

家

系

図.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一九五

41
元
禄
十
六
年
五
月 

古
切
支
丹
類
族
死
失
存
命
帳.
.
.
.
.
.
.
.
.

一九六

42
正
徳
年
間 

挂
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一九七



43
寛
延
元
年
九
月 

定
免
御
請
証
文.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一九七 

44
寛
政
六
年
五
月 

博
奕
制
禁
に
付
き
議
定
証
文.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一九八 

45
天
保
八
年
八
月 

村
中
議
定
連
印
帳.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一九八 

46
嘉
永
四
年
二
月
二
十
七
日 

藤
原
山
稼
に
付
き
申
上
書.
.
.
.
.
.
.

一九八 

47
慶
応
四
年
五
月
二
十
四
日 

奎
日
簡.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一九九 

48
慶
応
四
年
五
月
二
十
八
日 

書

簡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一九九 

49
慶
応
四
年
五
月 

官
軍
諸
藩
出
兵
器
械
兵
粮
運
送
等
人
馬

継
立
賃
銭
割
立.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ーー

0
0

値 

物.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ーー
 〇

 
一
 

は

じ

め

に
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ーー

〇

一
 

調
査
報
告.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ーー
 〇

 
一
 

名

木
•

巨

樹
.

老

木

の

類
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

二〇  
一
 

馬
か
く
れ
杉
、
篠
尾
神
社
の
櫻
、
同
公
孫
樹
、
砥
石
神
社
の
杉
、
下
川
田
の 

桜
、
琴
平
神
社
の
五
葉
松(

ーー

Q

一)

、
原
形
原
の
紅
梅(

以
上
沼
田
市)

、
笛
代 

桜
(

白
沢
村)

、
経
塚
の
一
本
松
、
内
楽
の
桜
、
塚
原
の
大
榧
、
不
動
様
の
杉 

並
木
、
十
二
の
一
位
、
山
妻
有
大
明
神
の
桜
、
高
戸
谷
の
杉(

以
上
利
根
村)

、
 

谷
地
の
し
ゃ
く
な
げ
、
愛
宕
神
社
の
杉
、
谷
地
の
大
杉
、
清
岸
院
の
樫
、
鎮 

守
の
櫻
、
生
品
の
五
葉
松(

以
上
川
場
村)

、
大
峰
山
の
な
つ
つ
ば
き§

1

一
)

、
 

竹
改
戸
八
幡
の
大
櫻
、
同
大
杉
、
滝
沢
家
の
大
杉
、
如
意
寺
の
さ
つ
き
つ
つ 

じ
、
下
の
桜
、
後
閑
山
の
多
行
松
、
原
沢
家
の
黒
松(

以
上
月
夜
野
町)

、
国 

道
の
大
櫸
、
永
井
の
大
山
桜
、
同
な
つ
つ
ば
き
、
同

と

ち

の

き(

ーー

〇

ーーー
)

、
雨 

見
山
の
こ
な
ら
、
永
井
の
お
に
つ
る
ぅ
め
も
ど
き
、
殿
林
の
樅
、
十
二
神
社 

の
赤
松
、
天
：
^

下
り
松
、
雨
の
宮
の
大
櫸
、
山
王
様
の
藤
、
林
家
の
な
つ 

ぐ
み
、
相
俣
の
い
ざ
り
松
、
猿
ヶ
京
の
高
野
横
、
永
井
分
校
の
梨
、
河
合
家 

の

梨
(

以
上
新
治
村)
(

ーー

〇

四)

湿

原
•

低

木

叢•

森

林
•

高

山

植

物

帯

の

類
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ーー

〇

五 

玉
原
湿
原(

ーー
2
)
、
白

樺

湿

原(

以
上
沼
田
市)

、
大

沼

湿

原(

月
夜
野
町)

、
 

大
峰
山
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
群
落(

水
上
町)

、
永
井
西
川
岸
天
然
林
、
香
才
の
湿 

地
(

二CH

ハ)

、
川
手
山
の
天
然
林
、
駒
形
山
の
天
然
林
、
西
標
山
の
築
庭
、
同

岳
樺
林
、
三
国
山
の
あ
か
み
の
イ
ヌ
ッ
ゲ
群
生
地
、
太
源
太
山
の
ア
カ
モ
ノ 

群
生
地
、
三
国
山
の
サ
ラ
サ
ド
ウ
ダ
ン
群
生
地
、
三
国
山
中
段
の
お
花
畑
、

く
ぐ
つ
が
橋
の®
^

群
落
、
大

盤

若

の

森(

以
上
新
治
村)
(

ーー

〇

七)

あ

と

が

き
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

二〇

八

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1
1
5

モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
繁
殖
地
、
ヤ
マ
ネ
生
息
地
、
キ
セ
ル
ガ
イ
類
生
息
地(

ニー

四)

、
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
繁
殖
地(

以
上
月
夜
野
町)

、
コ
ウ
モ
リ
穴(

三
三)

、

-

モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
繁
殖
地(

以
上
新
治
村)

、
同
(

水
上
町)
(

三
ー
ー)

f
t
 

記
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
三

質
ffi
物.
.
.
.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ーーーーーーー
 

利
根
沼
田
地
区
の
地
質
鉱
物
の
概
要.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
三
三 

中
生
代
植
物
化
石(

白
沢
村
岩
室)
(

ーーー三)

、
中
世
代
貝
化
石(

片
品
村
戸
倉) 

•

(

一
三
一)

、
象

歯

化

石(

川
場
村
富
士
山)
(

三
九)

、
中
世
代
貝
化
石(

水
上
町 

奥
利
根)

、
新
第
三
紀
有
孔
虫
化
石(

新
治
村
永
井)
(

三
八)

、
ズ

ニ

石(

新 

治
村
入
須
川)
(

三
七)

、
ワ
イ
ラ
ケ
沸
石(

新
治
村
月
瀬)
(

三
六)

有
形
民
俗
資
料.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ーー五七

は

じ

め

に
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ーー五
七

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 

婦
人
の
労
働
着
、
ソ
デ
ナ
シ
、

ユ
キ
バ
カ
マ
、
モ

モ

ヒ

キ(

ーー五五)

、
ミ
ノ
、
 

メ
ー
ミ
ノ
、

コ
シ
ミ
ノ
、

ハ

バ

キ(

ーー五四)

、
ゾ

ウ

リ•

ワ
ラ
ジ
、
ウ

ソ.

ウ

ソ
グ
ッ
、
ナ

ガ

グ

ッ(

ーー五三)

、
カ

ン

ジ

キ(

ーー五ーー)

B
 
A
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

ケ
シ
ネ
ビ
ッ
、
ミ

ソ

オ

ケ(

ーー五ーー)

、
箱
膳
、

ハ
ン
ギ
リ
、
銘
銘
皿
、
ミ
ソ
コ 

シ

ザ

ル(

ーー五一)

、
ヤ
ゲ
ン
、
キ
バ
チ
、
ク
チ
キ
バ
チ•

コ
ブ
キ
バ
チ(

二
五
〇)

、
 

ニ
ガ
ス
ト
リ
、
味
噌
ふ
み
ハ
ッ
キ
リ
と
し
や
も
じ

c
 
ft 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

上
棟
餅
入
俵
、
炉
端
と
火
吹
き
竹(

ーー四九)

、

ハ
ネ
ッ
ル
ベ
、
勝
手
の
棚
、
ヒ 

ダ
ナ
、
ヒ

ウ

チ

バ

コ(

ーー四八)

、
ひ
で
鉢
、
ト
ウ
ガ
イ
、
シ
ョ
ク
ダ
イ
、
屋
根



葺

用

具
(

二
四
七)

、
コ
ザ
レ
ィ
、
箒
鍼
み
、
や
ぐ
ら
時
計a

四
六)

n

生
産
生
業.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

二
四
五 

脱
穀
用
杵
、
ボ
ウ
チ
ボ
ウ•

ク

ル

リ(

置
)

、
田
舟
、
オ
オ
ア
シ
、
ズ
カ
ス 

カ
ン
ナ
、
セ
ン
バ
コ
キ(

二
四
四)

、
桶
、
ト
ズ
カ
リ
、
ノ
メ
シ
、
バ

ッ

タ

リ(

二

四
三)

、
ウ
サ
ギ
ッ
チ
リ
、
豆
腐
製
造
用
具(

二四一I)
、

す

る

す(

ーー四一)

、
漆
か
き
、

ネ
コ
の
ィ
ジ
メ 
(

一
)

、
箸
け
ず
り
、
種
子
入
れ
、
コ
キ
バ
コ
、
炭

焼

き

用. 

具
(

二
三
九)

、
熊
と
り
槍
、
わ
な
、
籾
ぶ
る

い•

フ

ル

ィ(

一=

八)

、
木
鉢
製
作 

具

一

式
(

ーー三七)

、
キ
コ
リ
道
具
、
ま
ぶ
し
織
り
機(

一一1

六)

、
ヒ
ョ
ウ
グ
チ
、
 

コ
ナ
ウ
ス.

ト
ウ
フ
ウ
ス.

石
臼
、
コ
シ
ゴ•

ド
.

ビ

ク•

ブ
ッ
テ
ィ
、
煙

草
刻
機
、
油
搾
機
、
コ
ク
ビ
ッ(

一=

四)

、
ワ
ラ
ビ
コ
沈
澱
桶

III
交
通•

運
輸•

通
信.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

霊
 

背
負
梯
子
と
背
中
あ
て(

ー
ー
童)

、
タ
ガ
ラ
、
フ
ゴ
、
シ
ョ
ィ

ビ

ク(

一
一
三)

、

柳

行

李•

竹
行
李
、
ザ
マ
カ
ゴ
、
ク
メ
ケ
ィ.

ザ

ル
(

一一ーー)

、

ハ
ケ
ゴ
、

二

ナ
ィ
、
ジ
ゴ
ロ

IV
社
会
生
活.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ーー
 

竜
吐
水
、
ホ
カ
ィ
、
ホ
ケ
ィ
と
容
器

V

信 

仰
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
三
九

稲
荷
様
、
ウ
シ
ッ
コ
サ
マ
、
天
神
様
、
藁
人
形
、
カ
ミ
ノ
ハ
チ

VI
民
俗
知
識.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

一
三
八

日
時
計
、
繭
桝
、
ト
マ
ス
、

マ
ス
、

一
斗
マ
ス 

/

VD
人
の
一
生.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ハ

ウ
ブ
ユ
ダ
ラ
ィ
、
ウ
ブ
ギ
、
安
産
守
り
、
力
綱
、
ひ
っ
か
け
着
物
、
ィ
ジ
メ
、

ハ
ナ
モ
チ
型
、

ニ
グ
ラ
、
姚
子

预
年
中
行
事.
.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ーーーー四

わ
ら
わ
ん



調

査

の

経

過

一
、
文
化
財
総
合
調
査
実
施
要
綱

1

趣 

旨

諸
開
発
事
業
の
進
展
、
生
活
様
式•

意
識
の
激
変
に
よ
り
、
文
化
財
は
急
速
に 

散
逸
く
 

消
滅
し
つ
つ
あ
り
、
現
段
階
で
文
化
財
を
掌
握
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い 

る
。
文
化
財
全
般
に
つ
い
て
総
合
的
に
所
在
お
よ
び
現
状
を
調
査
し
、
記
録
保
存 

の
ぅ
え
今
後
の
保
存
計
画
の
資
料
と
す
る
。

2

対
象
地
域

利
根
教
育
事
務
所
管
内 

一
市
二
町
六
村

沼
田
市 

利
根
郡
片
品
村 

利
根
村 

白
沢
村 

昭
和
村

川
場
村 

水
上
町 

新
治
村 

月
夜
野
町

3
 

期 

間

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
〜
昭
和
四
十
八
年
三
月
三
十
一
日 

4

調
査
主
体
者

群
馬
県
教
育
委
員
会

5

調
査
協
力
機
関

沼
田
市
教
育
委
員
会•

片
品
村
教
育
委
員
会•

利
根
村
教
育
委
員
会•

白
沢
村 

教
育
委
員
会•

昭
和
村
教
育
委
員
会•

川
場
村
教
育
委
員
会•

水
上
町
教
育
委 

員
会•

新
治
村
教
育
委
員
会•

月
夜
野
町
教
育
委
員
会

6

対
象
文
化
財

絵

画

彫

刻

建

造

物
(

民
家
は
除
く) 

石
造
美
術
品
有
形
民
俗
資
料 

民

俗

芸

能

古

文

書

記

念

物(

動
物
、
植
物
、
地
質
鉱
物.)(

国
お
よ
び
県
指 

定
文
化
財
は
除
く)

7

調
査
組
織

⑴

総 

務 

班

調
査
の
円
滑
な
運
営
と
総
括
を
行
な
う

各
市
町
村
教
育
委
員
会
教
育
長
お
よ
び
担
当
職
員

利
根
教
育
事
務
所
長
お
よ
び
担
当
職
員

各
調
査
班
主
任
調
査
員

県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
保
護
室
長
お
よ
び
担
当
職
員

⑵

絵

画

彫

刻

班
(
4
名)

⑶

建

造

物

班
(
2
名)

⑷

石

造

美

術

品

班(
2
名)

⑸

有
形
民
俗
資
料
班(
2
名)

⑹

民

俗

芸

能

班
(
2
名)

⑺

古

文

書

班
(
9
名}

⑻

記

念

物

班
(
4
名) 

合

計

25
名

県
文
化
財
専
門
委
員
、
そ
の
他
か
ら
調
査
員
を
委
嘱
す
る
。

⑼

地

区

調

査

員

調
査
の
円
滑
な
運
営
、
所
在
調
査(

第
一
次
調
査)

お
よ
び
第
二
次
調
査
時 

の
調
査
員
の
補
助
を
す
る
た
め
次
の
う
ち
か
ら
各
市
町
村
内
か
ら
、委
嘱
す
る
。
 

a

当
該
市
町
村
文
化
財
調
査
員

b

小
•

中
•

高
校
教
諭 

C

そ

の

他

合

計

63
名

8

調
査
方
法

第
一
次
調
査

各
市
町
村
段
階
で
、
地
区
調
査
員
に
よ
り
、
各
文
化
財
の
所
在
調
査
を
行
な 

い
、
調
査
カ
ー
ド
に
記
入
す
る
。

絵

画•

彫
刻•

建
造
物•

石
造
美
術
品•

記
念
物
お
よ
び
有
形
民
俗
資
料
に 

つ
い
て
は
、
写
真
撮
影
を
行
な
う
。

第
二
次
調
査

重
要
性
、
緊
急
性
に
よ
り
記
録
作
成
を
要
す
る
も
の
を
選
定
の
う
え
調
査
員 

に
よ
る
調
査
を
行
な
う
。



古
文
書
に
つ
い
て
は
、
目
録
作
成
を
要
す
る
も
の
、
記
録
作
成
を
要
す
る
も 

の
に
選
別
の
う
え
、
調
査
を
行
な
う
。

民
俗
芸
能
に
つ
い
て
は
八I

フ
ィ
ル
ム
に
よ
り
記
録
作
成
を
行
な
う
。
 

ま
と
め

'

次
年
度
に
「
群
馬
県
文
化
財
総
合
調
査
報
告
書
」
と
し
て
刊
行
す
る
。
 

内
,

容 

、.
、
 

⑴

第
二
次
調
査
報
告(

調
査
員
執
筆)

種
目
別
に
概
観
お
よ
び
代
表
的
文
化
財
調
査
報
告

⑵

文
化
財
所
在
地
一
覧

種
目
別
に
調
査
力
—
ド
を
も
と
に
し
た
一
覧(

個
々
の
文
化
財
の
内
容
に

も
触
れ
る
。)

二
、
絵
画
彫
刻
調
査
要
綱

対
象
絵
画•

彫
刻

明
治
時
代
ま
で
の
絵
画.

彫
刻

美
術
品
と
し
て
価
値
の
高
い
も
の
、
絵
画•

彫
刻
史
上
意
羲
の
あ
る
も
の
、
お 

よ
び
当
該
地
方
の
文
化
史
上
意
義
の
あ
る
も
の
に
重
点
を
お
く
。

調

査

方

法

⑴
 

所
在
地
の
確
認
お
よ
び
写
真
撮
影 

第
一
次
調
査

⑵

調
査
員
に
よ
る
現
地
調
査 

第
二
次
調
査

調
査
上
留
意
点(

特
に
絵
画
に
つ
い
て)

⑴
 

寺
院•

神
社
等
で
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の

⑵

地
元
作
家
の
も
の

⑶
 

次
の
系
譜(

省
略)

に
の
つ
て
い
る
作
家
の
も
の

⑷
 

地
区
調
査
員
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
も
の
を
選
び
、
調
査
ヵ
ー
ド
に 

記
入
す
る

調
査
ヵ
ー
ド
記
入
上
の
留
意
点

⑴

区

分

欄

は

記

入

し

な

い

⑵

法
量
は
、
表
装
を
含
め
ず
画
面
そ
の
も
の
の
法
量
を

cm,
で
記
入
す
る
。

三
、 
建
造
物
調
査
要
綱

対
象
建
造
物

堂

塔

社

殿

そ

の

他
(

民
家
は
除
く)

意
匠
、
'

技
術
的
に
優
秀
な
も
の
、
歴
史
的
に
意
義
の
あ
る
も
の
、
お
よ
び
地
方 

的
特
色
を
示
す
も
の
に
重
点
を
置
く
。

調
査
方
法

⑴
 

所
在
確
認
お
よ
び
写
真
撮
影 

第|

次
調
査

⑵

調
査
員
に
よ
る
現
地
調
査 

第
二
次
調
査

調
査
ヵ
ー
ド
記
入
上
の
留
意
点

⑴
 

な
る
べ
く
多
く
の
建
造
物
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

⑵
 

「伝
承
」
欄
に
は
、
現
在
の
信
仰
の
内
容
に
つ
い
て
も
記
入
す
る
。
 

⑶

平
面
図
は
大
ま
か
な
も
の
で
よ
い
。

⑷

写
真
は
正
面
、
側
面
、
柱
の
上
の
部
分
、
そ
の
他
特
色
の
あ
る
部
分
が
撮
影 

で
き
た
ら
、
添
付
す
る
。

四
、 
石
造
美
術
品
調
査
要
綱

対
象
石
造
美
術
品

五
輪
塔 

宝
篋
印
塔 

宝
塔 

石
幢 

板
碑 

庚
申
塔 

金

工

芸(

鰐
口
、
釣 

鐘
な
ど)

そ
の
他
で
、
中
世
以
前
の
も
の
、
お
よ
び
近
世
以
後
の
も
の
で
特
殊
な 

も
の(

重
要
な
事
件
の
記
念
碑
、
特
に
す
ぐ
れ
た
も
の
等) 

調
査
方
法

⑴

所
在
確
認
お
よ
び
写
真
撮
影 

第

一

次
調
査

⑵

調
査
員
に
よ
る
現
地
調
査 

第
二
次
調
査

調
査
上
留
意
点

⑴
 

重
要
な
も
の
の
銘
文
に
つ
い
て
は
拓
本
を
と
る
。



®

信
州
高
遠
の
者
の
作
に
な
る
も
の
は
調
査
を
す
る
。

®
 

沼
田
地
方
に
は
庚
申
塔
に
特
色
の
あ
る
も
の
が
多
い
の
で
調
査
を
す
る
。

五
、 
有
形
民
俗
資
料
調
査
要
綱

対
象
有
形
民
俗
資
料

庶
民
の
生
活 

生
産 

信
仰
等
に
使
用
し
て
い
た
有
形
民
俗
資
料
全
般 

当
該
地
区
独
特
の
も
の
、
お
よ
び
全
県.

全
国
に
共
通
な
も
の
に
つ
い
て
調
査 

調
査
方
法

一
市
町
村
内
で
特
に
豊
富
に
有
形
民
俗
資
料
を
保
存
し
て
い
る
家
を
選
定
し
、
 

有
形
民
俗
資
料
全
て
に
つ
い
て
調
査
す
る
。

選
定
基
準

⑴
 

豊
富
に
有
形
民
俗
資
料
を
保
存
し
て
い
る
家

⑵
 

収
集
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
場
所
で
使
用
し
た
も
の
を
保
存
し
て
い
る
家 

⑶
 

過
去
に
使
用
し
た
こ
と
が
あ
る
の
み
で
な
く
、
現
在
使
用
中
の
も
の
で
も
よ 

1 
〇

⑷
 

調
査
ヵ
ー
ド
(

属
紙)

に
は
、
特
色
の
あ
る
民
俗
資
料
一
点
ず
つ
記
入
す
る
。

六
、 
民
俗
芸
能
調
査
要
綱

対
象
民
俗
芸
能

神
楽 

祭

雠

子(

屋
台
雛
子)

獅
子
舞 

地
方
歌
舞
伎 

人
形
芝
居 

民
謡 

和

讃(

念
仏)

義

太

夫

奇

祭

そ

の

他

伝
統
芸
能
と
し
て
す
ぐ
れ
た
も
の 

伝
統
保
持
度
の
高
い
も
の 

地
方
的
特
色 

を
示
す
も
の
に
重
点
を
置
く
。

調
査
方
法

⑴
 

現
在
上
演
可
能
の
も
の 

お
よ
び
か
つ
て
上
演
し
て
い
た
も
の
の
所
在
確
認 

調
査 

第
一
次
調
査 

⑵

調
査
員
に
よ
る
現
地
調
査 

第
二
次
調
査

調
査
上
の
留
意
点

⑴
 

歌
詞•

楽
譜
は
第
一
次
調
査
で
も
可
能
な
か
ぎ
り
収
集
す
る
。

⑵
 

関
連
す
る
道
具•

衣

装•

舞
台•

古
文
書
に
つ
い
て
も
調
査
す
る
。
 

⑶
 

重
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
録
音
お
よ
び
八

mm
フ
ィ
ル
ム
に
よ
り
記
録
保
存 

す
る
。

⑷
 

民
謡
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

木

び

き

唄

き

や

り

唄

木

出

し

唄

さ

流

し

唄

ど

入

れ

唄

筏

流

し

唄 

草

刈

唄

追

分

節

桑

つ

み

唄

蚕

あ

げ

唄

蚕

祝

唄

糸

ひ

き

唄

糸

あ

げ 

唄 

は
た
お
り
唄 

田
植
唄 

す
も
う
甚
句 

お
伊
勢
参
り
唄 

す
る
臼
び
き 

唄 

石
臼
び
き
唄 

大
津
絵
節 

投

げ

節(

ひ
や
か
し
節)

麦
打
唄 

地
形 

唄
(

胴
づ
き
唄•

地
づ
き
唄)

古
い
盆
踊
唄 

四
つ
足
甚
句 

口
説
節 

石 

投

踊(

石
投
音
頭)

新
潟
口
説 

豊
年
踊 

万
作
踊 

八
木
節 

ご
ぜ
唄 

春 

駒

祭

文

ち

ょ

ぼ

く

れ

子

も

り

唄

そ

の

他

⑸
 

次
の
よ
う
な
方
が
民
謡
を
知
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

う
た
の
好
き
な
人 

う

た
(

民
謡)

の
上
手
な
人 

昔
、
音
頭
と
り
を
し
た
こ 

と
の
あ
る
人(

盆
踊
り
歌
な
ど
も
知
っ
て
い
る)

木
び
き
を
し
た
こ
と
の
あ 

る
人(

木
び
き
唄
な
ど
山
の
唄
を
知
っ
て
い
る)

山
で
木
出
し
を
し
た
人(

さ 

流
し
唄
、
ど
入
れ
唄
、
鉄
砲
流
し
、

一
本
流
し
を
知
っ
て
い
る)

川
で
筏
を 

く
ん
で
材
木
を
出
し
た
人(

筏
乗
り
唄
を
知
っ
て
い
る)

と
び
職
人
、
大
工 

さ
ん(

木
や
り
な
ど
沢
山
知
っ
て
い
る)

は
た
お
り
を
し
た
人(

糸
ひ
き
唄 

糸
あ
げ
唄
、
は
た
お
り
唄
を
知
っ
て
い
る)

養
蚕
を
し
た
人(

桑
つ
み
唄
、
 

桑
も
ぎ
唄
、
蚕
あ
げ
唄
、
蚕
祝
唄
な
ど
知
っ
て
い
る)

麦
打
を
し
た
人(

麦 

打
唄
、
そ
ば
打
唄
、
大
豆
打
唄
な
ど
知
っ
て
い
る)

石
臼•

す
る
臼
び
き
を 

し

た
人(

石
臼
び
き
唄
、
す
る
臼
び
き
唄
な
ど
を
知
っ
て
い
る)

子
も
り
を 

し
た
人(

子
も
り
唄
な
ど
を
知
っ
て
い
る)

そ
の
他
、
か
つ
て
そ
う
し
た
職
業
に
た
ず
さ
わ
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
が
、
そ
の 

職
業
に
関
係
の
あ
る
唄
を
知
っ
て
い
る
。

調
査
ヵ
ー
ド
記
入
上
の
留
意
点



① 

戦
国
期
の
文
書•

記
録 

〇 

△

〇

②
 

慶
長
以
後
天
和
以
前(

真
田
改
易)

の
文
書
及
び
記
録
〇 

△

〇

③
 

沼
田
藩
主
側
文
書
及
び
記
録 

〇 

〇

④ 

キ
リ
シ
タ
ン
関
係
文
書 

〇 

•
〇 

〇

⑤
 

村
年
代
記
及
び
各
家
の
系
図 

〇 

〇

⑥ 

村,
明
細
帳 

〇 

〇

⑦
 

検
地
帳•
年
貢
割
付
状•
皆
済
目
録•
人
別
帳•

五
人
組
帳 

〇

⑧ 

見
取
騒
動
及
び一

揆
関
係
文
書 

〇

⑨ 

戸
倉
戦
争
、
三
国
戦
争
関
係
文
書
記
録 

〇

⑩ 

ー
ニ
国
街
道
、
会
津
街
道
交
通
関
係
文
書 

〇

⑪

関
所
関
係
文
書 

〇

⑫
 

入
会•

境
論•

山
林•

筏
関
係
文
書 

〇

⑬
 

農
書.

農
業
日
誌•

養
蚕
糸
業•

煙
草•

細
見
関
係
文
書 

〇

⑭
 

明
治
以
後
法
令•

新

聞•

規
約 

〇

⑮
 

年
中
行
事•

普
請
帳
等
民
俗
関
係
資
料 

〇 

⑱

村
絵
図•

城
絵
図•

交
通
絵
図 

〇 

〇 

⑰
 

間
引
き
、
養
育
関
係
文
書
及
び
間
引
き
絵
馬 

〇

調
査
力
—
ド
記
入
上
の
留
意
点

⑴
 

住
所
欄
に
は
所
有
者
が
転
居
し
た
場
合
は
旧
住
所
を
、
ま
た
町
村
合
併
以
前
の 

地
名
を
記
入
す
る
。

⑵

家
柄
欄
は
旧
名
主
と
か
旧
家
臣
と
か
御
用
商
人
と
か
記
入
す
る
。
 

⑶
 

戦
国
文
書
以
下
の
欄
は
点
数
を
冊
子
に
な
っ
た
も
の(

例
え
ば
検
地
帳
な
ど) 

及
び
書
状
の
形
に
な
っ
た
も
の(

例
え
ば
年
貢
割
付
状
な
ど)

に
区
分
し
て
数
量 

を
記
入
す
る
。

⑷

摘
要
欄
に
は
区
分
ご
と
に
ま
と
め
て
何
の
関
係
文
書(

例
え
ば
関
所
関
係
文
書) 

と
い
う
よ
う
に
そ
の
種
別
が
わ
か
る
よ
う
に
記
入
す
る
。

⑸

保
存
状
況
欄
に
は
た
と
え
ば
保
存
良
と
か
、村
誌
等
の
時
整
理
分
類
ず
み
と
か
、
 

早
急
に
保
護
を
要
す
と
か
、
現
状
と
保
存
の
要
否
を
記
入
す
る
。

⑴
 

「上
演
期
日
」
欄
は
毎
年
定
期
的
に
や
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
月
日
を
記 

入
す
る
。
祭
り
等
で
や
る
場
合
に
は
「—
神
社 

春
祭
り
」
と
も
記
入
す
る
。
 

⑵
 

「附
帯
目
的
」
欄
に
は
「悪
魔
払
い
」r

豊
年
祈
願
」
等
と
そ
の
芸
能
の
目
的 

を
記
入
す
る
。

⑶
 

「附
帯
物
」
欄
に
は
、
そ
の
芸
能
に
附
帯
す
る
物(

獅
子
頭
、
太
鼓
、：
笛
等) 

を
記
入
す
る
。

⑷
 

「附
帯
音
楽
」
欄
に
は
、
義
太
夫
、
雛
子
、
唄
等
が
附
帯
す
る
場
合
記
入
す 

る
。

⑸
 

楽
譜
、
文
献
が
あ
れ
ば
、
添
付
す
る
。
そ
のi

を

「添
付
楽
譜1

」
「
添
付
文 

献
」
欄
に
記
入
す
る
。

七
、
古
文
書
調
査
要
綱

対
象
古
文
書

明
治
二
十
年
以
前
の
古
文
書•

記
録•

絵
図•

写
真•

版

本(

教
科
書•

往
来 

物
.

文
学
作
品•

儒
学
関
係
書
籍•

明
治
以
後
の
令
達
類•

規
約•

新
聞•

政
社

•  

会
社
規
約
等
を
含
む)
.

巻

子

本(

系
図•

武
道
、
芸
道
免
許
等)

そ
の
他
所
有 

者
の
家
柄
に
関
連
す
る
武
器•

衣
類•

旗
じ
る
し(

拝
領
の
品
等)
.

桝
(

伊
賀 

桝
等)

等
の
物
件

調
査
方
法 

/

⑴
 

所
在
場
所
の
確
認
と
そ
の
概
要
調
査 

第
一
次
調
査

⑵

調
査
員
に
ょ
る
現
地
調
査 

第
二
次
調
査

調
査
上
の
留
意
点

⑴
 

文
書
の
所
在
、
所
有
者
を
洩
れ
な
く
明
確
に
す
る
。

⑵
 

文
書
の
保
存
状
況
、
目
録
作
成
の
有
無
、
文
書
利
用
の
有
無
等
を
明
ら
か
に 

⑶
 

主
な
文
書
の
目
録
を
作
成
し
、
で
き
れ
ば
全
体
の
目
録
を
と
る
。

⑷
 

下
記
事
項
に
基
づ
き
、
目
録
作
成•

筆
写•

写
真
撮
影
を
行
な
ぅ
。
 

調
査
の
重
点
及
び
基
準, 

目
録 

筆
写 

写
真



⑹
 

参
考
文
献
欄
に
は
村
誌
に
記
載
ず
み
と
か
、
ど
の
区
分
の
も
の
は
ど
の
報
告
書 

に
あ
る
と
か
、
全
体
を
早
急
に
整
理
す
る
必
要
あ
り
と
か
、
意
見
も
加
え
て
記
入 

⑺

ヵ
ー
ド
の
裏
面
欄
に
は
一
所
有
者
ご
と
に
所
有
文
書
の
ぅ
ち
主
な
も
の(

基
準 

参
照)

に
つ
い
て
そ
の
年
代(

年
月
日)

表

題(

冊
子
の
場
合
は
表
紙
の
名
、
書 

状
の
場
合
は
内
容)

を
記
入
す
る
。
備
考
欄
に
は
そ
の
文
書
の
内
容
の
説
明
を
要 

す
る
も
の
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

一
枚
に
記
入
し
き
れ
ぬ
場
合
は
表
面
はi

だ
け 

同
番
号
を
記
入
し
て
別
の
ヵ
ー
ド
に
書
き
つ
い
で
も
よ
い
。

⑻
 

形
状
欄
に
は
一
紙
文
書
は
「状
」
、
冊
子
物
の
ぅ
ち
竪
帳
は
「
竪
」
、
横
帳
は
「横
」
、
 

半
横
帳
は
「半
横
」
、
絵
図
等
は
規
模
を

cm
で
記
入
す
る
。

八
、
記
念
物
調
査
要
綱

対
象
記
念
物

1

動

物

本
県
特
有
ま
た
は
特
有
の
産
で
は
な
い
が
著
名
の
動
物
お
よ
び
そ
の
棲
息 

地

そ

の

他

2

植
物

名
木 

巨

樹

老

木 

原
始
林•

高
山
植
物
帯 

珍
奇
な
水
草•

藻
•

蘚
苔 

類
等
の
生
ず
る
地
帯 

著
し
い
植
物
分
布
の
限
界
地 

著
し
い
栽
培
植
物
の
自 

生
地

そ

の

他

3

地
質
鉱
物

岩

石•

鉱
物
及
び
化
石
の
産
出
状
態
地
層
の
整
合
及
び
不
整
合•

褶
曲
及 

び
衝
上
生
物
の
働
き
に
よ
る
地
質
現
象
地
層
断
層
な
ど
地
塊
運
動
に
関
す 

る
現
象 

洞
穴 

岩
石
の
組
織 

温
泉•

並
び
に
そ
の
沈
澱
物 

風
化
及
び
侵 

蝕
に
関
す
る
現
象 

硫
気
孔•

及
び
火
山
活
動
に
よ
る
も
の 

氷
霜
雪
の
営
力 

に
よ
る
現
象
貴
重
な
岩
石•

鉱
物
及
び
化
石
の
標
本 

そ
の
他

調
査
方
法

⑴
 

所
在
地
の
確
認 

お
よ
び
写
真
撮
影 

第
一
次
調
査

⑵

調
査
員
に
ょ
る
現
地
調
査 

第
二
次
調
査

調
査
上
留
意
点(

植
物
に
つ
い
て)

1

一
般
的
留
意
点

⑴
 

従
来
記
念
物
と
い
ぅ
と 

名
木•

巨
樹•

老
木•

珍
種
の
ご
と
く
、
個
体
的 

な
も
の
が
対
象
と
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
つ
た
。
今
後
は
普
通
の
も
の
で
も
群
落 

と
し
て
価
値
あ
る
も
の
に
ま
で
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
検
討
す
る
。

⑵

急
激
な
勢
い
で
開
発
が
進
ん
で
い
る
折
か
ら
、
原

始
林(

厳
密
な
意
味
で
は 

も
は
や
日
本
に
は
な
い
。
天
然
林
程
度
と
解
釈
し
て
ょ
い
と
思
ぅ)

は
勿
論
の 

こ
と
、
人
工
林
で
も
将
来
価
値
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の(

例

え

ば

ケ 

ヤ
キ
純
林•

天
然
に
近
い
低
山
帯
広
葉
樹
林
な
ど)

は
一
応
検
討
す
る
。

⑶

開
花
期
を
の
が
せ
な
い
花•

珍
種•

景
観
な
ど
、
写
真
に
と
つ
て
お
く
。(

出 

来
れ
ば
カ
ラ
—
に
し
て)

2

次
の
各
対
象
物
は
特
に
注
意
す
る
。

沼
田
市 

ブ

ナ

林(

迦
葉
山
周
辺)

。
湿

原(

玉
原•

白
樺
湿
原)
。
シ
ャ
ク
ナ 

ゲ
群
落(

佐
山
奥)
。
サ
ク
ラ
ソ
ウ
自
生
地(

三
峰
？)
。

片

品

村

低

山

帯

亜

高

山

帯(

丸
沼
〜
菅
沼)

の
境
界
帯
。
ク
リ
ン
ソ
ウg
 

生

地(

武
尊
牧
場)

。

利
根
村 

マ
ツ
ハ
ダ
天
然
林(

利
根
奥
？)

。

川
場
村 

高
山
植
物
群
落(

武
尊
山
綾
級)
。
亜
高
山
帯
針
葉
樹
林(

武
尊
山)
。
 

ヒ
カ
ゲ
ツ
ツ
ジ
北
限
地(

赤
倉
山)
。
ト
ク
サ
群
落(

武
尊
山
麓)

。
 

ザ
ゼ
ン
ソ
ウ
群
落(

武
尊
山
麓
？)

。

水
上
町
蛇
紋
岩
植
物
群
落(

谷
川
岳•

朝
日
岳)

。
ブ

ナ

林(

湯
ノ
小
屋
奥. 

水
源
地
帯)
。
ア
ス
ナ
ロ
天
然
林(

宝
川)

。
湿

原(

朝
日
岳
〜
清
水 

峠)
。
ヒ
メ
ア
オ
キ
群
落(

青
木
沢
奥)
。
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
群
落(

上 

ノ
原)

。
湿

原(

武
尊
山
裏
側)

。

新
治
村 

オ
オ
シ
ラ
ビ
ソ
残
存
木(

平
標)
。
高
山
植
物
群
落(

平
標
〜
仙
ノ
倉) 

(

三
国
峠
〜
三
国
山)

。

ヒ
カ
ゲ
ツ
ツ
ジ(

入
須
川)

月
夜
野
町•

水
上
町•

新
治
村
。



シ
ャ
ク
ナ
ゲ
群
落(

吾
妻
耶
山)

。
な

お

附

近

に-
ー
オ
ィ
コ
ブ
シ
多 

数
あ
り
。

九
、
調 

査 

員 

(

担
当
分
野

飯

島
 

勇 

県
文
化
財
専
門
委
員 

絵

画
. 

岸 

大

洞
 

沼
田
市
文
化
財
審
議
委
員 

絵

画
 

細

野
 

正

信
 

東
京
国
立
博
物
館
美
術
課
文
部
技
官 

絵 

画 

永

井

信
 

I  

県
文
化
財
専
門
委
員 

彫

刻
 

持

田

照

夫
 

県
文
化
財
専
門
委
員 

建
造
勿 

桑

原
 

稔 

県
立
前
橋
工
業
高
等
学
校
教
諭 

建
造
物 

金

子

規
^

雄 

県
文
化
財
専
門
委
員 

石
造
美
術
品 

丸

山

知

良
 

県
議
会
図
書
室
長 

石
造
美
術
品 

都

丸

十

九

I  

県
文
化
財
専
門
委
員 

有
形
民
谷
資
料 

池

田
 

秀

夫
 

県
立
博
物
館
長 

有
形
民
谷
資
斗 

酒

井
 

正

保
 

前
橋
市
中
央
公
民
館
社
教
主
事 

民
俗
芸
能 

福

田
 

稔 

下
仁
田
町
立
東
中
学
校
教
諭 

民
俗
芸
能 

山

田

武

麿
 

群
馬
大
学
教
授 

古
文
書 

渋

谷
 

浩 

県
立
利
根
農
林
高
等
学
校
教
諭, 

古
文
書 

唐 

沢 

定.,

市 

県
立
吾
妻
高
等
学
校
教
諭 

古
文
書 

中

島
 

明 

県
立
前
橋
工
業
高
等
学
校
教
諭 

古
文
書 

淡

路

博

和
 

新
島
学
園
高
等
学
校
教
諭 

古
文
書 

井

上
 

定

幸
 

県
立
養
護
学
校
教
頭 

古
文
書 

長

谷

n

清 

前
橋
市
立
敷
島
小
学
校
教
諭 

古
文
書 

田

島

国

明
 

群
馬
大
学
附
属
小
学
校
教
諭 

古
文
書 

駒

形

羲

夫
 

群
馬
大
学
附
属
小
学
校
教
諭 

古
文
書 

五

味

礼

夫
 

県
文
化
財
専
門
委
員 

動

物
 

栗

田

秀

男

,

県
立
沼
田
高
等
学
校
教
諭 

動

物
 

木

崎

喜

雄
 

県
文
化
財
専
門
委
員 

地

質

宮

前

俊

男
 

県
立
中
之
条
高
等
学
校
教
諭 

植

物
 

十
、
地

区

調

査

員

沼
田
市 

菊

地

慶

四

郎

水

田

稔

小

野

祐

己

星

野

直

也

高

橋

安

治 

白

沢

村

一

局

橋

武

親

生

方

伊

雄

桑

原

順

澄

左

貫

悦

雄

利
根
村 

金

子

武

男

桑

原

勉

横

坂

金

衛

片
品
村 

星
野
義
規
桑
原
才
重
郎
小
林
正
二
萩
原
召
司
梅
沢
千
代
松 

坂
西
恒
喜 

入
沢
傑
治 

吉
野
由
彦 

笠
原
長
治 

左
部
小
三
郎 

萩
原
正
男 

芝 

崎
文
夫 

倉
田
寅
尾 

須
藤
幹

I  

星
野
佐
助 

千
明 

実 

星
野
美
雄 

星
野
幸 

市
星
野
利
夫

川
場
村 

吉
野
八
万
夫
戸
部
織
衛
高
山
広
純

月
夜
野
町 

高

柳

武

夫

増

田

清

三

真

庭

唯

芳

小

野

勝

坂

西

賢

光 

石
井
周
治 

高
井
富
二 

真
庭
正
二

水
上
町 

須
藤
英
夫
木
村
好
次 

石

坂

吉

寿

中

島

米

次

郎

林

義

明 

阿
部
国
之
輔
中
島
一
郎
阿
部
信
雄

新
治
村 

原
沢
宣
也
河
合
洪
太
郎
高
橋
寿
夫
岡
村
隆
造
笛
木
弥
一
郎 

片
野
一
司
本
多
和
善
三
浦
浅
一
郎

昭
和
村 

中

村

一

雄

林

成

一

松

井

清

山

口

重

雄

島

田

民

夫
 

(

敬
称
略
、
順
不
同)

各
市
長
村
教
育
委
員
会
、
教
育
長
お
ょ
び
事
務
局
職
員
、
利
根
教
育
事
務
所
長
お 

ょ
び
職
員
の
方
に
協
力
を
い
た
だ
い
た
。



絵 

画

は

じ

め

に

絵
画
の
部
は
、市
町
村
教
育
委
員
会
地
区
調
査
員
が
調
査
し
て
、提
出
さ
れ
た
カ
ー 

ド
の
総
数
四
百
四
枚
、
そ
れ
に
添
付
さ
れ
た
写
真
は
三
百
六
十I

枚
で
ぁ
っ
た
。
そ 

の
ぅ
ち
書
の
カ
ー
ド
が
百
ー
ニ
枚(

添
付
写
真
百
一
枚)

そ
の
他
ー
ニ
枚(

写
真
一
枚) 

ぁ
り
、
絵
画
の
カ
ー
ド
は
ー
ー
百
九
十
八
枚(

添
付
写
真
ー
ー
百
五
十
九
枚)

で
、
市
町 

村
別
内
訳
は
次.
の
通
り
。
カ
ッ
コ
内
数
字
は
写
真
の
枚
数
。
水
上
町
は
無
提
出
。

市

町

村
 

絵 

画 

書 

そ

の

他

1 I

合 

計 

_

沼

—

田

— 

ー
ー 

(

丨
) 

— 

I
 

ー
ー(
I
)
 

I
白

—

沢

—

四

四
(

五
三) 

三

一
(

三
七)

I
 

七
五(

九
〇) 

—
利

—
根
, 

五

(

五) 

— 

一
(

一) 

六(

六)

片 

品 

三

七
(

二
六) 

I
 

I
 

三
七(

二
六)

I

川

—

場

—

七

五
(

四
八) 

九

(

八) 

一
(

一) 

八
五(

五
六) 

—
月

夜

野

—

六

七
(

七
六)

三

三
(

三
七)

I
 

一
〇
〇(

ー
ー
三) 

I
新
•

治

—
—

四

五

— (

三
九)

—

二

三
(

一
五) 

一

(

一) 

六
九(

五
四) 

昭 

和 

I

四

ニ

ニ
) 

七

(

四)

I
 

ニ
ー(

一
六) 

合 

計 

二
九
八
三
五
九)

一
〇
三
二
〇
一)

三 

U
)

 

四
〇
四(

三
六
一)

力
—
ド
数
が
示
す
ょ
ぅ
に
白
沢
、
片
品
、
川
場
、
月
夜
野
、
新
治
の
各
町
村
で
は 

綿
密
な
調
査
を
さ
れ
、
地
区
調
査
員
の
努
力
の
ほ
ど
が
ぅ
か
が
え
る
。

こ
の
カ
ー
ド
を
参
考
に
し
て
、
飯
島
、
細
野
両
先
生
と
共
に
、
八
月
二
十
二
日
か

ら
三•
日
間
に
わ
た
り
、
月
夜
野
町
、
新
治
、
川
場
、
昭
和
村
と
沼
田
市(

三
力
所
だ 

け)

を
•#
町
村
教
委
職
員
の
案
内
で
調
査
し
た
。

郷
土
の
画
家
、
書
家
の
作
品
は
後
日
調
査
に
ゆ
ず
っ
た
が
、
点
数
が
多
か
っ
た
た 

め
時
間
を
要
し
、
川
場
村
の
一
部
と
沼
田
、
白
沢
、
利
根
、
片
品
、
水
上
の
調
査
は 

出
来
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
市
町
村
は
、
四
十
八
年
十
一
月
ま
で
の
間
に
、
単
独
調 

査
を
し
た
が
、
な
お
未
調
査
の
絵
画
が
多
く
あ
る
。

往
時
か
ら
の
旧
家
、
代
々
名
主
を
勤
め
た
と
い
う
家
や
富
裕
の
家
、
書
画
愛
好
者 

の
家
に
は
、
豪
華
な
表
装
と
巨
匠
の
落
款
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
書
画
屋
に
多
額
の
金
を 

払
っ
て
買
っ
た
り
、
買
わ
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
軸
や
、
屛
風
が
愛
蔵
さ
れ
て
い
た
。
 

狩
野
派
が
断
然
多
く
、
真
偽
は
さ
て
お
い
て
探
幽
、
尚
信
、
安
信
、
常
信
、
探
信
、
 

栄
川
な
ど
の
落
款
も
の
、
そ
れ
に
南
画
系
で
は
谷
文
晁
、
渡
辺
華
山
ら
の
落
款
あ
る 

も
の
か
多
数
あ
っ
た
。

城
下
町
だ
っ
た
沼
田
に
は
、
藩
主
土
岐
家
へ
金
子
を
献
納
し
た
代
償
に
も
ら
っ
た 

と
伝
え
る
も
の
、
廃
藩
の
際
に
払
い
下
げ
た
絵
も
あ
り
、
狩
野
派
の
画
が
多
い
。
 

明
治
維
新
の
際
混
乱
し
た
江
戸
で
、
著
名
巨
匠
の
絵
な
ど
を
大
量
に
買
っ
て
来
た
と 

い
う
秘
蔵
も
の
も
あ
る
。

当
然
な
が
ら
各
寺
院
に
は
仏
画
が
あ
っ
た
が
、
と
く
に
秀
れ
た
閻
魔
十
王
図(

地 

獄
変
相
図)

が
沼
田
に
あ
っ
た
。

県
内
の
画
家
で
は
上
野
探
雲
、
金
井
烏
洲
、
近
代
〜
現
代
に
な
る
が
新
井
洞
巌 

ら
、
地
元
沼
田
の
生
方
鼎
斉
、
青
木
翠
山
、
橋
本
香
坡
、
林
青
山
、.
そ
れ
に
青
柳 

琴®

ら
、
い
ず
れ
も
南
画
で
立
派
な
作
品
、
と
く
に
六
曲
屛
風
に
代
表
作
が
見
ら
れ 

た
。こ

の
ほ
か
僧
や
土
地
の
画
人
の
絵
も
多
く
保
存
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
絵
画
美 

術
文
化
財
と
し
て
の
価
値
は
ど
う
で
あ
れ
、
風
土
か
ら
生
れ
た
拙
な
く
も
さ
さ
や
か



な
文
化
の
片
影
で
あ
る
。
山
間
地
で
、
絵
筆
紙
墨
も
容
易
に
入
手
し
に
く
か
っ
た
時 

代
と
環
境
の
中
で
、
手
近
な
絵
を
模
倣
し
た
り
、
楽
し
み
な
が
ら
独
習
し
、
里
の
人 

に
望
ま
れ
れ
ば
喜
ん
で
贈
っ
た
も
の
が
雪
深
い
山
村
庶
民
の
生
活
の
煙
り
を
吸
い
な 

が
ら
、
長
い
歳
月
の
間
、
愛
観
秘
蔵
さ
れ
て
来
た
軸
や
襖
を
見
せ
ら
れ
て
、
非
常
な 

親
し
み
を
覚
え
た
。(

岸

大

洞
) 

沼 

田 

市

筆
者
不
詳
閻
魔
十
王
と
地
蔵
菩
薩
図

十
一
幅 

絹
本
着
色 

丈
九
八 

幅
四
二.

五
セ
ン
チ(

正
覚
寺
蔵) 

室
町
時
代
の
作
で
あ
ろ
、っ
。
伝
承
に
ょ
る
と
、
天
正
十
八
年
沼
田
城
主
と
な
っ
た 

真
田
信
幸
の
夫
人
、
大
蓮
院
が
正
覚
寺
へ
寄
進
し
た
も
の
。
ま
た
大
蓮
院
は
同
寺
に 

葬
ら
れ
、
そ
の
供
養
の
た
め
徳
川
か
本
多
が
寄
進
し
た
も
の
と
も
い
ぅ
。(

寺
は
災
禍 

で
諸
記
録
焼
失)

大
蓮
院
は
徳
川
家
康
の
外
曾
孫
で
あ
る
。
本
多
忠
勝
の
娘
で
名
は
小
松
姫
。
そ
れ 

を
家
康
は
養
女
に
し
て
信
幸
に
嫁
が
せ
、
翌
年
信
幸
を
沼
田
城
主
に
据
え
た
の
で 

あ
っ
た
。

本
図
は
地
蔵
菩
薩
を
中
心
に
、
左
右
五
幅
相
対.
の
構
図
に
画
き
分
け
、
各
幅
の
上 

部
に
閒
魔
の
名
称
を
書
い
て
い
る
。
秀
れ
た
描
線
、
筆
格
も
高
く
、
色
彩
も
鮮
か
で 

あ
る
。

各
図
と
も
閭
魔
の
庁
で
閒
魔
帳
を
開
い
て
亡
者
生
前
の
罪
業
を
審
判
す
る
閭
魔
王 

を
描
き
、
下
部
に
は
鬼
卒
に
苛
責
さ
れ
、
ま
た
血
の
池
、
針
の
山
、
火
の
車
、
剣
の 

谷
に
追
い
込
ま
れ
、
舌
を
抜
か
れ
、
首
か
せ
さ
せ
ら
れ
る
な
ど
の
拷
問
懲
罰
を
ぅ
け
、
 

文
字
通
り
地
獄
の
責
苦
の
恐
ろ
し
い
様
相
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

名
仏
画
師
の
筆
に
な
る
も
の
で
、
と
く
に
地
獄
変
相
の
部
分
の
鮮
烈
な
彩
色
は
凄 

気
を
帯
び
て
い
る
。
各
図
の
閭
魔
王
の
後
に
は
墨
画
の
衝
立
を
画
い
て
い
る
が
、
北 

宋
画
で
別
人
の
筆
と
も
見
ら
れ
る
。
利
根
沼
田
の
絵
画
中
、
時
代
も
古
く
、
最
高
の 

も
の
で
あ
ろ
ぅ
。

閻魔十王図(正覚寺蔵)

閻魔十王図(正覚寺蔵)



保
存
は
良
い
が
、
岩
絵
具
の
部
分
が
絹
と

一

暴
打
紙
を
侵
し
て
お
り
、
補
修
が
望
ま 

れ
る
。北

村
明
道
筆
稚
児
礼
賛
図

紙
本
着
色
丈
二
〇
三.

五
幅
一
四
三
セ
ン
チ(

正
覚
寺
蔵) 

日
展
出
品
作
。
明
道
が
沼
田
在
住
中
に
制
作
し
た
最
大
の
傑
作
で
あ
る
。
題
名
は 

未
詳
の
た
め
仮
り
に
稚
児
礼
賛
と
し
た
。

図
は
浄
土
宗
祖
の
法
然
上
人
が
ま
だ
稚
児
の
時
、
比
釵
山
の
僧
兵
が
、
双
手
で
頭 

上
高
く
さ
し
上
げ
て
い
る
姿
で
あ
る
。

法
然
は
美
作
国(

現
岡
山
県
東
北
部)

の
小
役
人
の
子
に
生
れ
、
八
歳
の
時
に
父 

が
や
み
討
ち
さ
れ
、
亡
く
な
る
際
に
「
刃
で
仇
を
討
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
訓
さ
れ
た
。
 

そ
こ
で
母
を
国
に
残
し
比
觀
山
へ
登
っ
て
稚
児
に
な
り
、
修
行
を
重
ね
、
二
十
歳
で 

山
を
下
り
、
黒
谷
で
さ
ら
に
修
行
、
つ
い
に
浄
土
宗
を
開
い
た
。

明
道
は
高
崎
市
に
生
れ
、
上
京
し
て
初
め
蔦
谷
竜
岬
、
の
ち
児
玉
希
望
に
師
事
し 

た
。
画
学
生
時
代
は
婦
人
用
の
下
駄
の
鼻
緒
、
羽
子
板
絵
な
ど
画
い
て
苦
し
い
生
活

を
つ
づ
け
た
。

年
の
暮
の
寒
い
夕
方
、
い
つ
も
の
問
屋
へ
画
い
た
鼻
緒
を
届
け
に
行
く
途
中
落
し 

て
し
ま
っ
た
。
側
に
石
の
地
蔵
さ
ん
が
立
っ
て
い
た
の
で
「
ど
ぅ
し
て
く
れ
る
」
と 

文
句
を
言
っ
た
っ
け
一
と
酔
え
ば
語
る
明
道
だ
っ
た
。

風
景
も
描
い
た
が
人
物
画
を
得
意
と
し
、
帝
展
、
日
展
に
十
余
回
入
選
。
し
か
し 

名
利
に,
、っ
と
い
性
格
の
た
め
、
画
壇
的
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
歴
史
画 

家
と
し•
て
は
群
馬
県
出
身
中
の
白
眉
で
あ
る
。

戦
時
中
招
田
へ
疎
開
し
、
大
作
を
幾
点
か
残
し
て
東
京
へ
帰
り
、
豊
島
区
長
崎
町 

に
住
み
、
去
る
三
十
七
年
六
十
四
歳
で
没
し
た
。

野
沢
蓼
洲
筆
山
水
図

絹

本

着

色

丈

五

〇.

五
幅
一
七
七 

セ
ン
チ(

正
覚
寺
蔵)

寥
洲
は
正
覚
寺
の
一
室
に
仮
住
居 

し
て
い
た
が
、
そ
の
間
、
同
寺
の
広 

間
へ
掲
げ
る
肩
額
用
に
製
作
し
た
も 

の
。
昭
和
二
十
四
己
丑
年
春
日
と
落 

款
し
て
あ
り
、
時
に
五
十
九
歳
で
画 

境
円
熟
に
入
り
、
し
か
も
意
欲
充
実 

し
、
得
意
の
筆
致
で
一
気
に
完
成
し 

た
作
品
で
あ
る
。

近
景
の
松
林
の
墨
気
の
秀
潤
、
寥 

洲
が
好
ん
で
描
い
た
三
峰
山
に
似
る 

中
景
の
山
の
鮮
か
な
彩
色
、
二
条
の 

懸
瀑
、
雲
煙
の
深
さ
な
ど
、
無
塵
の 

清
趣
が
画
面
い
っ
ぱ
い
に
満
ち
て
い 

る
。

北村明道筆 稚児礼賛図(正覚寺蔵)

野沢寥洲筆山水図(正覚寺蔵)



野
沢
藜
洲
筆
秋
景
図 

紙
本
着
色 

丈
八
五•

五 

幅
ー
ー
五
セ
ン
チ(

正
覚
寺
蔵)

満
目
黄
葉
の
秋
の
山
路
を
、
草
を
背
負
っ
て
帰
る
人
物
二
人
、
雲
煙
の
上
に
頂
を 

現
わ
し
て
い
る
峰
々
、
澄
み
切
っ
た
景
観
が
ょ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
蓼
洲
は
紙
本 

で
も
ド
ウ
サ
を
引
き
、

一
気
に
線
描
を
し
て
彩
色
す
る
。
樹
木
の
葉
を
描
く
際
は
水 

刷
毛
を
ひ
い
て
水
墨
を
か
け
る
が
、
そ
の
技
法
の
巧
み
な
こ
と
、
独
特
な
趣
き
を
随 

所
に
出
し
た
。

沼
田
で
不
遇
な
七
十
四
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
が
、
豪
放
明
朗
な
性
格
が
こ
の
絵
に 

も
出
て
い
る
。

野沢蓼洲筆秋景図(正覚寺蔵)

渡辺華山筆 韓信堪忍図(長寿院蔵)

渡
辺
華
山
筆
韓
信
堪
忍
図

紙

本

着

色

丈

五

八•

五
幅
一
〇
九
セ
ン
チ

(

長
寿
院
蔵)

落
款
は
「華
山
樵
者
登
写
」
と
あ
り
、
筆
力
、
彩
色
と 

も
に
秀
れ
た
絵
で
あ
る
。
旺
文
社
刊
行
の
「学
芸
百
科
事 

典
」
(

十
九
卷)

に
収
録
さ
れ
る
。

図
は
、
十
八
史
略
「韓
信
出
跨
下
」
を
題
材
と
し
た
も 

の
。
家
貧
し
く
空
腹
な
が
ら
長
剣
を
帯
び
、淮
陰
の
城
下
で 

老
姿
か
ら
飯
を
恵
ま
れ
る
韓
信
を
見
た
無
頼
の
小
人
が
、
 

侮
る
の
を
耐
え
、
韓
信
が
膝
を
つ
き
、
小
人
の
股
の
下
を 

く
ぐ
ら
ん
と
す
る
場
面
で
、
小
人
ら
四
人
、
見
守
る
旅
商 

人
、
老
人
ら
の
顔
表
情
も
姿
も
冴
え
た
筆
致
で
描
か
れ
て 

い
る
。
と
く
に
韓
信
の
顔
に
は
、
他
日
漢
の
高
祖
高
帝
に 

仕
え
、
遂
に
項
羽
を
滅
し
、
そ
の
功
で
林
至
に
な
り
、
そ 

し
て
老
婆
に
千
金
の
礼
を
贈
り
、
股
を
く
ぐ
ら
せ
た
男
を 

部
将
に
と
り
た
て
た
と
い
ぅ
英
傑
の
風
貌
が
見
ら
れ 

る
。

金
井
烏
洲
筆
羅
漢
図

絹
本
墨
画 

丈
一
四
五 

幅
八
七•

五
セ
ン
チ(

長
寿
院
蔵)

烏
洲
の
傑
作
中
の
一
点
で
あ
ろ
ぅ
。
筆
格
高
く
墨
気
秀
潤
な
山
水
画
と
全
く
異
な 

る
筆
法
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
惑
い
を
断
ち
、
三

界(

慾
、
色
、
無
色
界)

を
超
越
、
知
断
の
功
徳
を 

具
足
す
る
覚
者
と
い
ぅ
羅
漢
の
、
顔
と
半
身
の
描
線
の
鋭
さ*

片
肌
ぬ
い
た
羅
衣
の 

筆
勢
の
烈
し
さ
、
卓
越
し
た
鳥M

の
筆
力
の
非
凡
な
る
を
知
る
好
作
品
で
あ
る
。



金井烏洲筆羅漢図(長寿院蔵)

岡
本
豊
彦
筆
仙
客
囲
棋
図

絹
本
着
色 

丈
一
三
六•

七 

幅
八
四
セ
ン
チ(

長
寿
院
蔵) 

豊
彦
は
備
前
の
人
で
松
村
呉
春(

月
渓)

に
師
事
し
、
四
条
派
を
学
び
京
都
に
住 

み
、
画
法
を
研
鑽
、
つ
い
に
一
家
を
成
し
て
画
名
を
あ
げ
、
弘
化
二
年
六
十
八
歳(

一
 

説
七
一
歳)

で
没
し
た
。
紅
村
、
鯉
喬
、
澄
神
斎
の
号
も
用
い
た
。
と
く
に
山
水
画 

に
秀
い
で
、
人
物
、
花
卉
も
能
く
し
た
。

こ
の
作
品
は
壮
年
か
初
老
期
の
画
か
、
主
山
に
懸
瀑
、
中
景
に
老
松
三
本
、
そ
の 

下
で
棋
を
囲
む
二
人
、
そ
れ
を
見
る
一
人
、
茶
湯
を
わ
か
し
て
い
る
童
、
魚
籠
を
提 

え
て
行
く
童
な
ど
巧
み
な
構
図
で
、
筆
致
に
風
格
が
あ
る
。
空
に
二
羽
の
鶴
を
舞
わ 

せ
、
棋
客
の
傍
に
も
一
羽
の
鶴
を
遊
ば
せ
、
処
々
に
多
く
の
梅
花
を
描
い
て
あ
る
が
、
 

人
物
の
一
人
は
林
和
靖
と
も
思
え
る
。

青
木
翠
山
筆
寒
江
楓
落
図

紙
本
墨
画 

丈
一
七
八•

五 

幅
九
五•

五
セ
ン
チ(

長
寿
院
蔵)

落
款
に
「
凝
文
江
米
華
筆
意
甲
申
仲
冬
日
翠
山
々
樵
」
と
あ
り
、
明
治
十
七
年
十

一
月
、
四
十
四
歳
の
作
で
あ
る
。

翠
山
す
で
に
片
眼
光
を
失
い
な
が
ら
も
大
成
の
域
に
達
し
、
な
お
己
の
画
境
を
広 

め
る
た
め
に
、
先
人
の
画
に
接
す
る
や
、
そ
の
筆
意
を
擬
し
た
。
巧
み
な
構
図
、
温 

雅
な
筆
致
で
広
々
と
し
た
寒
江
と
、
画
幅
い
っ
ぱ
い
の
空
に
施
し
た
淡
墨
が
、
画
仙 

紙
に
滲
み
、
雪
を
か
む
っ
た
山
々
を
、

一
層
清
浄
化
し
て
い
る
。

岡本豊彦筆 仙客囲棋図(長寿院蔵)青木翠山筆 寒江楓落図(長寿院蔵)



結城素明筆 柳卞蒿士図(長寿院蔵)

結
城
素
明
筆
柳
下
高
士
図

絹
本
着
色 

丈
ー
ニ
〇 

幅
五
〇.

五
セ
ン
チ(

長
寿
院
蔵) 

風
に
数
条
の
枝
を
払
わ
れ
る
柳
の
下
、
髯
も
道
衣
も
共
に
吹
き
ま
く
ら
れ
て
立
つ 

人
物
は
、
屈
原
な
ら
す
や
。
柳
の
葉
は
ま
だ
緑
だ
が
、
壮
士
の
表
情
の
厳
し
さ
「風 

粛
々
と
し
て
易
水
寒
し
」
の
句
を
思
わ
せ
る
。
壮
士
ま
さ
に
去
ら
ん
と
す
る
姿
を
彷 

彿
さ
せ
て
い
る
。
素
明
の
初
期
の
作
で
あ
ろ
、っ
。

北
村
明
道
筆
弘
誓
稚
児
図絹

本
着
色 

丈
一
四
四 

幅s4

六
セ
ン
チ(

長
寿
院
蔵) 

日
展
出
品
作
品
で
あ
る
。
題
材
は
伝
教
大
師
発
願
「四
弘
誓
願
」
で
、
端
然
優
雅 

な
稚
児
姿
を
描
い
て
い
る
。

:

明
道
が
沼
田
で
精
魂
傾
け
た
大
作
中
の
一
点
で
、
疎
開
生
活
か
ら
の
が
れ
、
東
京 

へ
帰
る
ベ
く
、
己
れ
の
画
業
に
対
す
る
誓
願
の
情
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
制
作
中 

の
画
室
を
度
々
訪
れ
て
観
た
故
で
あ
ろ
ぅ
か
。

典
麗
な
顔
、
漆
黒
の
髪
の
毛
描
き
の
筆
致
、
衣
紋
の
模
様
の
端
正
な
こ
と
、

一
線 

も
ゆ
る
が
せ
に
せ
ぬ
謹
厳
な
志
趣
が
画
品
を
一
段
と
高
め
て
い
る
。

上
部
に
「衆
生
無
辺
誓
願
度
、
煩
悩
無
尽
誓
願
断
、
法
門
無
量
誓
願
学
、
仏
道
無 

上
誓
願
成
」
と
四
弘
願
文
を
書
い
て
い
る
が
書
体
も
格
調
も
秀
れ
て
い
る
。

北村明道筆弘誓稚児図(長寿院蔵)岡田晴峰筆 山水図(長寿院蔵)

岡
田
晴
峰
筆
山
水
図

絹
本
墨
画 

丈

二

三

一

幅

八

六•

五
セ
ン
チ(

長
寿
院
蔵)

辛
酉
夏
日
写
於
紫
雪
堂
上 

晴
峰
山
人
の
落
款
が
あ
り
、大
正
十
年
の
作
で
あ
る
。
 

展
覧
会
出
品
作
品
で
あ
ろ
う
。



晴
峰
は
桐
生
市
生
れ
。
小
室
翠
雲
に
師
事
し
、
文
展
で
特
選
に
な
っ
た
「
刀
水
渕 

源
図
」
は
弋
表
作
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
山
水
図
は
そ
れ
ょ
り
以
前
の
作
だ
が
、
 

力
作
で
あ
る
。

山
の
皺
法
、
筆
致
は
翠
雲
に
似
て
い
る
が
、
図
組
、
遠
近
の
墨
の
濃
淡
、
雲
煙
の
き 

り
方
も
秀
れ
、
高
邁
幽
邃
の
仙
境
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

近
弋
南
画
の
息
吹
き
が
画
面
に
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。

野
沢
蓼
洲
筆
子
持
山
秋
色
図紙

本
着
色 

丈
八
七 

幅
ー
ー
三
セ
ン
チ(

長
寿
院
蔵)

蓼
洲
の
沼
田
に
於
け
る
力
作
の
ぅ
ち
の
一
点
で
あ
る
。

野沢蓼洲筆 子持山秋色図(長寿院蔵)

寥
洲
は
埼
玉
県
生
れ
、
川
合
玉
堂
に
師
事
し
、
文
展
に
二
回
入
選
、
病
気
の
た
め 

医
師
か
ら
大
作
を
控
え
る
ょ
ぅ
言
い
渡
さ
れ
、
以
来
文
展
出
品
を
断
念
し
た
。

戦
争
で
沼
田
へ
疎
開
し
、
製
作
を
つ
づ
け
、
北
村
明
道
と
共
に
沼
田
の
画
人
を
語 

ら
い
利
根
美
術
協
会
を
結
成
、
年
二
—
四®

の
展
覧
会
を
主
宰
し
た
。
ま
た
群
馬
県 

美
術
協
会
組
織
に
参
画
、
積
極
的
に
活
動
し
た
。

性
来
豪
放
快
活
、
潔
癖
で
名
利
を
追
わ
ず
、
酒
を
好
み
、
利
根
沼
田
の
山
河
を
写 

生
し
、.
そ
れ
を
作
品
に
し
た
。

水
上
町
で
大
壁
画
を
制
作
中
脳
出
血
で
た
お
れ
た
、
た
め
に
半
身
不
自
由
に
な
っ 

た
が
、
彩
管
を
揮
い
つ
づ
け
、
昭
和
三
十
九
年
、
七
十
四
歳
で
没
し
た
。

橋
本
香
坡
筆
春
景
山
水
図

橋本香坡筆 春景山水図(了源寺蔵)

紙
本
墨
画.

丈
四
〇•

八 

幅
一
〇
〇•

五
セ
ン
チ

(

了
源
寺
蔵)

六
曲
雛
壇
用
風
で
、
文
久
二
年
、
伊
丹
に
居
た
香
坡 

が
、
後
妻
と
の
間
に
生
れ
た
長
女
延(

の
ぶ)

の
桃
の
節 

供
に
当
た
り
、
描
い
た
も
の
。

題

に

「故
人
家
在
桃
華
岸
、
道
到
門
前
渓
水
流
」
文
久 

壬
戍
上
己
前
二
日
燈
下
走

I

筆
為
小
女
延
、
毛
山
人
の
落
款 

が
あ
る
。
ま
さ
に
文
人
画
と
い
ぅ
ベ
き
筆
意
で
あ
る
。

香
坡
は
沼
田
藩
主
土
岐
氏
の
家
臣
、
紋
右
衛
門
の
長
子 

で
文
化
六
年
生
れ
。
十
五
歳
の
時
に
父
が
大
坂
蔵
屋
敷
詰 

に
な
り
一
家
転
住
し
た
。
幼
年
の
こ
ろ
か
ら
母
に
五
経
を 

教
え
ら
れ
好
学
心
に
燃
え
、
篠
崎
小
竹
に
学
ぶ
。
近
衛
忠 

熙
に
請
わ
れ
て
三
十
一
歳
か
ら
伊
丹
明
倫
堂
で
教
鞭
を
と 

り
、
熟
頭
と
な
る
。

四
十
九
歳
で
辞
任
、
長
州
〜
九
州
を
歴
遊
、
後
大
坂
へ 

住
み
、
藤
井
藍
田
や
勤
王
の
志
士
と
交
わ
り
、
幕
府
の
長 

州
討
伐
を
非
難
す
る
な
ど
、
遂
に
慶
応
元
年
五
月
二
十
六 

日
、
京
都
守
護
職
の
手
に
捕
え
ら
れ
、

一
度
釈
放
さ
れ
た



が
再
び
投
獄
さ
れ
、
遠
島
に
な
る
直
前
、
同
年
十
月
十
日
大
坂
の
獄
中
で
憤
死
。
五 

十
七
歳
。
大
正
六
年
従
五
位
を
贈
ら
れ
た
。

辞
世
と
も
い
ぅ
べ
き
絶
命
詞
「棒
声
暫
息
夜
凄
 々

憂
国
傷
身
頭
自
低
…
」
の
七 

言
律
詩
は
有
名
だ
が
、
特
に
西
遊
詩
画
帖
、
晚
年
の
詩
は
秀
れ
た
も
の
で
、
昭
和
九 

年
に
豊
国
覚
堂
が
刊
行
し
た
「橋
本
香
坡
遺
稿
」
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

香
坡
の
遺
骸
は
獄
吏
が
処
置
し
、
伊
丹
と
菩
提
寺
の
沼
田
の
了
源
寺
の
墓
遺
物 

を
埋
葬
し
た
も
の
。
了
源
寺
に
は
遺
族
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
詩
書
な
ど
あ
り
、
詩

碑

も 

建
て
て
あ
る
。

な
お
旧
伯
爵
田
中
光
顕
は
多
く
の
香
坡
の
詩
書
を
所
蔵
し
て
い
た
が
、
帝
室
、
早 

大
、
明
治
記
念
館
、
青
山
文
庫
ほ
か
へ
寄
贈
し
た
。

筆
者
不
詳
五
大
尊
図

絹
本
着
色 

丈
一
三
〇 

幅
七
ニ
セ
ン
チ(

沼
田
市
役
所
蔵) 

室
町
時
代
末
期
〜
江
戸
初
期
、
京
都
の
画
師
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。
中
央
に
不
動 

明
王
、
上
下
に
降
三
世
、
軍
荼
利
、
大
威
徳
、
金
剛
夜
叉
を
画
い
た
秀
れ
た
仏
画
で

筆者不詳 五大尊図(沼田市役所蔵)

青木翠山筆花卉図中島貞二•氏蔵)

あ
る
。

箱
童
日
に
「寛
保
元
辛
酉
年
九
月
廿
八
日 

不
動
院
法
印
真
恭
建
立
之
」
と
あ
る
。
 

当
時
京
都
所
司
代
で
あ
っ
た
土
岐
丹
後
守
頼
稔
が
、
寛
保
ー
ー
年
七
月
、
老
中
と
な
り
、
 

沼
田
藩
主(

三
万
五
千
石)

と
な
り
、
持
ち
来
た
り
、
改
め
て
沼
田
城
址
の
一
隅
に 

不
動
院
を
建
て
、
こ
れ
を
納
め
て
い
た
。

明
治
の
廃
藩
に
際
し
て
、
明
治
二
年
五
月
、
沼
田
下
之
町
青
木
吉
右
衛
門
、
同
坊 

新
田
町
唐
沢
直
七
ら
が
組
織
し
て
い
た
、
御
岳
普
寛
信
心
講
へ
譲
渡
し
て
保
存
さ
れ
、
 

先
年
市
へ
寄
附
し
た
も
の
。

青
木
翠
山
筆
花
卉
図

絹
本
着
色 

丈
一 

四
二 

幅
五
七
セ
ン
チ(

中
島
貞
二
氏
蔵) 

椿
山
風
の
作
品
、
梅
、
牡
丹
、
蓮
、
芍
薬
、
海
棠
、
菊

な

ど(

十
友
か)

巧
み
な 

構
図
で
、
繊
細
な
線
描
き
と
、
附
立
て
、
没
骨
描
法
を
調
和
さ
せ
、
静
趣
な
色
彩
を 

施
し
、
風
格
あ
る
絵
で
あ
る
。

落

題

に

「乙
酉
春
於
雲
林
堂
翠
山
写
」
と
あ
り
、
四
十
四
歳
の
筆
で
あ
る
。
 

筆
者
不
詳
不
動
明
王
図

紙
本
着
色 

丈
九
五 

幅
三
九
セ
ン
チ(

実
相
院
蔵)



徳
川
初
期
か
室
町
時
代
末
期
の
作
で
筆
意.
、補
彩
も
ょ
く
仏
画
師
の
筆
で
あ
ろ
う
。
 

惜
し
い
こ
と
に
画
面
が
く
す
み
、
紙
折
れ
が
あ
る
。

伝
俵
屋
宗
達
筆
四
季
百
花
図

六
曲
屛
風
一
双 

丈
ー
ニ
五 

幅
二
八
ニ
セ
ン
チ(

実
相
院
蔵) 

一
双
十
二
面
と
も
個
々
の
構
図
で
、各
面
い
っ
ぱ
い
に
多
く
の
花
を
描
い
て
い
る
。
 

宗
奎
は
狩
野
永
徳
、
ま
た
狩
野
安
信
の
門
と
い
う
が
、
写
生
風
の
画
で
佳
品
で
あ
る
。
 

実
相
院
は
伝
承
に
ょ
れ
ば
、
延
暦
元
年(

七
八
二)

勝
道
上
人
が
子
持
山
麓
の
此 

の
地
を
愛
で
て
杖
を
止
め
、
草
庵
を
結
び
、
観
音
像
を
刻
み
し
ば
ら
く
滞
在
し
た
の 

が
創
ま
り
と
い
う
。
そ
の
観
音
像(

高
さ
八
セ
ン
チ)

を
伝
え
て
い
る
が
、
京
都
の 

仁
和
寺
の
末
寺
で
、
往
時
は
住
職
も
往
来
し
、
仁
和
寺
御
用
札
や
御
室
御
所
ご
用
札 

が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

_

不
詳
関
羽
図

麻
布
着
色 

丈
九
六 

幅
六
〇•

五
セ
ン
チ(

実
相
院
蔵) 

室
町
時
代
の
作
と
み
ら
れ
る
。
右
側
に
幅
細
い
同
質
の
麻
布
を
張
り
合
わ
せ
、
そ 

れ

に

「時
直
政
」
と
落
款
ら
し
い
銘
文
が
あ
る
。

鉄
線
描
法
で
彩
色
を
施
し
て
い
る
が
、
関
羽
の
顔
、
武
装
姿
も
、
左
手
に
描
い
た 

馬
も
強
い
筆
致
で
、
画
家
の
筆
に
な
る
作
品
で
あ
る
。
時
代
も
古
く
保
存
も
良
く
な 

い
た
め
、
く
す
ん
で
い
る
。

新
井
洞
巌
筆
疎
松
溪
泉
図

紙
本
淡
彩 

丈
一
三
八•

五 

幅
三
四
セ
ン
チ(

岸 

大
洞
蔵) 

「自
得
安
心
法
條
然
水
石
間
」
と
題
し
「昭
和
戊
寅(

十
三
年)

」
の
作
で
松
の
幹 

と
葉
、
石
な
ど
に
わ
ず
か
彩
色
し
て
い
る
。

洞
巌
は
慶
応
二
年
、
吾
妻
郡
原
町
に
生
れ
た
。
名
は
信
吉
、
幼
時
母
を
亡
く
し 

八
歳
で
長
井
雲
坪
に
、
十
六
歳
で
四
谷
延
陵
に
南
画
を
、
漢
学
を
貰
名
海
に
学
ん
だ
。
 

さ
き
に
兄
を
、
ま
た
十
九
歳
で
父
に
死
別
。
翌
年
上
京
し
菅
原
白
竜
、
つ
い
で
高
森 

砕
巌
に
師
事
し
、
初
め
白
雲
、
の
ち
洞
巌
と
号
し
た
。

三
十
一
歳
故
郷
百
里
の
外
の
遊
歴
に
出
て
東
北
、
北
海
道
、
北
陸
、
西
国
、
九
州
、

新井洞巌筆疎松溪泉図

(岸大洞蔵)

韓
国
、
バ
ロ
湾
、
中
国
を
廻
る
こ
と
十
八
年
間
、
大
正
二
年
東
京
に
居
を
定
め
た
。
 

同
七
年
中
央
美
術
社
の
懇
望
で
「南
画
の
描
き
方
」
が
無
印
税
で
出
版
さ
れ
、
五
版 

を
重
ね
た
。
多
く
の
画
家
が
展
覧
会
に
関
係
、
出
品
作
と
名
を
世
に
問
う
時
代
だ
が
、
 

そ
れ
を
好
ま
ず
「知
己
を
百
年
の
後
に
ま
つ
」
と
、
美
術
団
体
会
員
に
と
奨
め
に
来 

る
人
々
に
断
わ
っ
て
い
た
。

あ
る
宮
家
で
、
画
を
教
え
に
来
る
ょ
う
と
使
者
が
訪
れ
る
と
「学
び
た
い
な
ら
お 

出
か
け
願
い
た
い
」
と
辞
退
し
た
こ
と
も
あ
る
。

戦
火
を
避
け
て
郷
里
へ
移
住
し
、
昭
和
二
十
三
年
五
月
八
十
三
歳
、
独
往
の
生
涯 

を
閉
じ
た
。

夜
、
酒
五
勺
、
火
鉢
の
緣
に
ひ
じ
を
の
せ
、
微
吟
し
つ
つ
詩
校
し
、
や
が
て
冊
子 

に
筆
を
走
ら
せ
た
が
、
詩
篇
二
千
数
百
首
。
ま

た

「私
は
悪
筆
」
と
語
っ
た
が
、
そ 

の
書
は
超
俗
曲
雅
、
巧
ま
ざ
る
風
格
恬
淡
な
妙
趣
を
蔵
し
て
い
る
。

新
井
洞
巌
筆
天
地
無
塵
図

絹
本
墨
画 

丈
一
四
〇 

幅
三
四•

五
セ
ン
チ(

岸 

大
洞
蔵) 

昭
和
七
年
の
作
。
「
天
地
無
塵
事
江
河
有
篆
文
」
の
対
句
を
題
し
た
ょ
う
に
、
一
片 

の
俗
塵
も
無
い
雪
景
山
水
で
あ
る
。
門
弟
で
あ
っ
た
所
蔵
者
が
、
習
作
を
持
っ
て
訪'
問 

し
た
日
、
こ
の
絵
を
完
成
さ
れ
た
。
感
歎
し
て
い
る
と
「手
本
に
し
た
ま
え
」
と
即
座 

に
与
え
て
く
れ
た
。

洞
巌
の
雪
景
山
水
画
は
少
な
い
。
雪
に
覆
わ
れ
た
秀
峻
な
山
岳
、
凜
然
と
立
つ
樹 

林
、
清
澄
な
空
、
厳
冬
な
が
ら
溪
間
に
は
淡
靄
が
漂
い
、
肌
を
刺
す
酷
寒
を
感
じ
な 

い
の
は
、
豊
か
な
詩
情
と
人
格
が
反
映
し
て
い
る
故
で
あ
ろ
う
。



か
つ
て
吉
川
英
治
氏
を
洞
巌
に
紹
介
し
た
が
、
氏

が

「真
の
南
画
家
で
あ
り
、
日 

本
の
南
画
は
師
の
筆
が
最
後
で
あ
ろ
ぅ
」
と
評
さ
れ
た
。

気
韻
縹
渺
、
筆
意
脱
俗
、
墨
色
温
潤
、
緻
密
な
構
図
、
格
調
の
清
高
、
近
代
南
画

中
の
白
盾
て
群
馬
の 

生
ん
だ
南
画
壇
の
か
く 

れ
た
高
峰
で
あ
ろ
ぅ
。

新
井
洞
巌
筆•

楊
柳 

観
音
図•

紙
本
墨
画•

小 

雅
仙
半
折(

岸
大
洞
蔵) 

同
夏
景
山
水
図•

紙
本 

墨
画•

小
雅
仙
半
折 

(

同)

の
ほ
か
に
四
君
子 

•

山
水
画
手
本(

小
雅 

仙
八
ツ
切)

な
ど
約
百 

枚
が
あ
る
。

青
木
翠
山
筆
竹
林

七
賢
人
図

(

六
曲
屏
風)

紙
本
墨
画
丈
一
七
八

幅
三
六
〇
セ
ン
チ

(

林
ま
ご
氏
蔵)

新#洞巌筆天地無塵図

(岸大洞蔵)

青木翠山筆 竹林七賢人図(林 まご氏蔵)

明
治
庚
寅
春
翠
山
樵
者
写
と
落
款
が
あ
り
、
明
治
二
十
三
年
、’
/

四
十
九
歳
の
作
で 

め
る
。
両
眼
失
明
以
前
の
最
も
練
熟
し
た
こ
ろ
の
筆
で
、
得
意
の
竹
林
に
阮
籍
、
稽 

羅
、
山
濤
、
向
秀
、
劉
伶
、
王
戎
、
阮
咸
の
七
賢
人
を
巧
み
に
配
し
、
筆
意
に
清
趣 

が
あ
り
、
格
調
高
く
、
沼
田
で
生
涯
を
閉
じ
た
画
家
の
筆
と
は
思
わ
れ
な
い
絵
で
あ 

今
保
存
も
ょ
い
。

翠
山
は
利
根
沼
田
生
れ
の
画
家
中
第
一
人
者
で
あ
る
。
天
保
十
三
年(

一
八
四
二) 

5

田
原
新
町
、に
生
れ
、
名
は
翠
治
。
幼
時
か
ら
絵
を
好
み
、
同
町
平
等
寺
住
職
井
上 

概
蓋
に
習
い
、
家
が
貧
し
か
っ
た
の
で
羽
子
板
、
紙
だ
こ
絵
を
描
い
て
家
計
を
助
け 

だ
。
藩
主
土
岐
頼
之
は
孝
心
を
賞
し
て
扶
持
を
与
え
た
。
や
が
て
江
戸
へ
出
て
南
画 

山
水
の
名
手
と
い
わ
れ
た
福
田
半
香
に
師
事
。
蓬
斎
つ
い
で
翠
山
と
号
し
た
。

師
友
の
椿
椿
山
。
山
本
琴
石
を
訪
れ
、
滝
和
亭
、
田
崎
草
雲
、
福
島
柳
圃
、
松
本 

楓
湖
ら
と
交
遊
し
て
画
境
を
高
め
た
。
三
十
歳
で
眼
病
、
片
眼
失
明
し
た
が
日
本
勧 

栗
博
覧
会
や
米
国
シ
カ
ゴ
の
万
国
博
に
出
品
受
賞
、
真
価
を
認
め
ら
れ
た
。

山
水
、
花
卉
、
人
物
い
ず
れ
も
能
く
し
、
特
に
水
墨
竹
林
水
図
な
ど
、
多
く
の
傑

筆者未詳 猛虎図(林 まご氏蔵)

北村明道筆人物図(林まご氏蔵)



作
が
あ
る
。
両
眼
失
明
し
て
か
ら
も
墨
竹
な
ど
描
き
、
明
治
ー
ー
十
九
年
十
ー 

ー
月
、
五 

十
五
歳
で
没
し
た
。

菩
提
寺
の
平
等
寺
庭
に
顕
彰
碑
が
建
て
ら
れ
た
が
、
館
林
方
面
遊
歴
中
に
、
小
室 

翠
雲
も
翠
山
に
学
び
、
建
碑
に
参
画
し
た
。
門
人
に
は
田
村
豪
湖
、
角
田
静
竹
、
生 

方
清
逸
、
林_

然
ら
が
い
る
。

筆
者
未
詳
猛
虎
図

二
曲
屏
風 

紙
本
墨
画 

丈
一
五
八•

五 

幅
一
五
八
セ
ン
チ(

林 

ま
ご
氏
蔵) 

明
治
中
期
以
前
の
作
で
あ
ろ
ぅ
。
南
画
の
筆
致
で
、
風
雨
渦
ま
く
竹
林
か
ら
現
わ 

れ
た
猛
虎
を
巧
み
に
描
い
て
い
る
。
筆
力
も
あ
り
構
図
も
良
い
。
雅
印
二
つ
、
関
防 

印
だ
け
で
落
款
が
な
い
。
関
防
印
は
朱
文
で
「墨
樵
」
と
あ
り
、
雅
印
は
不
鮮
明
で 

白
文
に
「〇
直
〇
野
〇
〇
」
朱
文
に
「登
高
望
遠
閃
〇
」
の
文
字
が
判
読
出
来
る
が
、
 

筆
者
は
後
日
の
調
査
に
ま
つ
ほ
か
な
い
。

林
家
に
は
こ
の
ほ
か
、
北
村
明
道
筆
「釈
迦
図
」
絹
本
着
色(

丈
一
七
〇
、
幅
五 

三
セ
ン
チ)

同
明
道
筆
「人
物
図
」
絹
本
着
色(

丈
四
三
、
幅
五
ー
セ
ン
チ)

軸
装
。
 

野
沢
寥
洲
筆
「赤
城
山
初
雪
図
」
絹
本
着
色(

丈
三
五
、
幅
一
四
ニ
セ
ン
チ)

額
装
。
 

狩
野
派
の
画
軸
な
ど
が
あ
る
。

北村明道筆木花開耶姫図

(佐々木弘男氏蔵)

北村明道筆 静御前図(佐々木弘男氏蔵)

北
村
明
道
筆 

木
花
開
耶
姫
図

絹
本
着
色 

丈
ー
ー
ー
ー
ー
幅
四
ー
セ
ン
チ(

佐
々
木
弘
男
氏
蔵)

紅
蓮
の
炎
と
黒
煙
の
渦
巻
き
の
描
写
の
巧
み
さ
、
灼
熱
の
中
に
凜
乎
と
し
て
赤
子 

を
捧
げ
て
い
る
木
花
開
耶
姫
の
神
々
し
さ
を
描
き
あ
げ
た
も
の
。
明
道
が
戦
時
中
沼 

田
に
疎
開
し
、
敗
戦
に
悄
然
と
す
る
市
民
の
中
に
居
て
感
じ
た
も
の
は
何
か
。
こ
の 

絵
は
歴
史
画
家
明
道
が
、
戦
禍
の
中
か
ら
新
し
い
日
本
の
誕
生
を
心
に
映
じ
て
、
 

そ
れ
を
絵
と
し
た
の
で
あ
ろ
ぅ
。
大
作
で
は
な
い
が
傑
作
中
の
一
点
で
、
類
形
の
な 

い
異
色
の
作
品
で
あ
り
、
明
道
の
画
想
の
深
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
み
せ
て
い
る
。

北
村
明
道
筆
静
御
前
図

絹
本
着
色 

丈
一
七
〇 

幅
一
八
ー
セ
ン
チ(

佐
々
木
弘
男
氏
蔵)

二
曲
屛
風
で
右
面
に
、
左
手
で
鼓
を
持
ち
す
っ
と,
立
つ
静
御
前
の
姿
を
描
い
た 

も
の
。
裾
の
端
は
左
面
の
下
に
垂
れ
、
全
面
に
吹
き
散
る
雪
片
を
飛
ば
し
、
漆
黒
の 

豊
か
な
髪
の
描
法
、
着
物
に
は
繊
細
な
模
様
を
描
い
て
い
る
が
華
や
か
さ
は
な
く
、
 

凜
然
と
し
た
気
配
が
画
面
を
包
ん
で
い
る
。

静
の
精
が
、
義
経
の
夢
の
中
に
現
わ
れ
た
と
も
見
ら
れ
る
図
で
、
傑
作
の
一
つ



北村明道筆 人物図(舞う静御前)(佐々木弘男氏蔵)

北村明道筆 吉野山の静御前(佐々木弘男氏蔵)

で
あ
る
。

北
村
明
道
筆 

吉
野
山
の
静
御
前

絹
本
着
色 

丈
四
二 

幅
ー
ニ
八
セ
ン
チ(

佐
々
木
弘
男
氏
蔵)

歴
史
画
家
明
道
の
面
目
を
見
る
作
品
で
あ
る
。
吉
野
山
の
雪
の
中
に
義
経
と
別
れ 

て
立
つ
静
御
前
の
華
麗
な
姿
、
そ
れ
を
捕
え
ん
と
荒
法
師
三
人
が
迫
る
光
景
を
、
見 

事
な
筆
致
と
彩
色
で
描
き
あ
げ
て
い
る
。
額
装
に
し
て
あ
る
が
惜
し
く
も
画
面
が
少 

し
い
た
ん
で
い
る
。

北
村
明
道
筆 

人

物
図(

舞
ぅ
静
御
前)

絹

本

着

色

丈

五

一

幅

五

七

セ

ン

チ(

佐
々
木
弘
男
氏
蔵) 

静
御
前
の
舞
い
で
も
あ
ろ
ぅ
か
、
女
お
も
て
を
付
け
て
烏
帽
子
を
か
ぶ
り
、
刀
を

さ
げ
た
ポ
ー
ズ
、
鮮
や
か
な
描
線
と
し
っ
と％

ど
し
た
色
彩
、
高 

雅
な
気
品
あ
る
、
さ
す
が
は
明
道
の
筆
と
感
歎
さ
れ
る
作
品
で 

あ
る
。北

村
明
道
筆
騎
馬
合
戦
図

絹
本
着
色 

丈I

二
九 

幅
四
ニ
セ
ン
チ(

佐
々
木
弘
男
氏
蔵) 

「合
戦
図
」
と
題
し
て
い
る
が
、
明
道
は
双
幅
か
、
あ
る
い
は 

屛
風
絵
に
と
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。
構
図
か
ら
見
て
そ
の
ょ 

、っ
に
思
わ
れ
る
。
疾
走
す
る
馬
、
騎
上
の
武
士
の
甲
胄
、
弓
、
飛 

来
す
る
矢
、
い
ず
れ
の
描
線
、
色
彩
も
鮮
や
か
で
あ
る
。

群
馬
県 

出
身
の
人
物
画
寒
明
道
の
作
風
を
示
す
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
 

こ
の
ほ
か
佐
々
木
氏
は
明
道
の
色
紙
、
桐
箱
絵
な
ど
を
愛
蔵
し 

て
い
る
。

岸
浪
柳
渓
筆
和
靖
愛
鶴
図

絹
本
着
色 

丈
一
四
三 

幅
五
ー
セ
ン
チ(

佐
々
木
弘
男
氏
蔵) 

温
雅
な
筆
意
で
情
趣
が
あ
る
。

エ
サ
を
つ
い
ば
む
双
鶴
を
見
る

'  

和
靖
の
顔
、
童
の
表
情
も
ょ
く
、
画
面
も
す
っ
き
り
し
た
構
図
で 

あ
る
。
大
正
癸
亥
秋
日
柳
渓
老
人
の
落
款
が
あ
り
、
大
正
十
二
年 

の
作
。
柳
渓
は
関
東
大
震
災
で
東
京
の
家
を
焼
失
し
た
の
で
遊
歴

し
、
沼
田
に
し
ば
ら
く
滞
在
し
、
求
め
ら
れ
る
に
ま
か
せ
て
多
く
の
作
品
を
残
し
た
。
 

そ
の
ぅ
ち
長
寿
院
蔵
の
閭
魔
大
王
の
図
や
、
こ
の
絵
は
秀
作
と
い
え
る
も
の
。

な
お
佐
々
木
氏
方
に
は
、
平
福
百
穂
筆
「松
林
帰
牧
図
」(

絹
本
着
色
、
丈
ー 

ー
八. 

五
、
幅
四
一 
•

五
セ
ン
チ)

。
小

川

筆

「
天
保
九
如
図
」(

紙
本
着
色
、
丈
一
三 

七
、
幅
三
四
セ
ン
チ)
。
同

「神
農
図
」
ほ
か
藤
田
嗣
治
筆
「猫
図
」(

絹
本
着
色
、
 

丈
三
四
、
幅
四
九
セ
ン
チ)

な
ど
が
あ
る
。
特
に
猫
図
は
小
品
で
は
あ
る
が
秀
作
で 

あ
る
。狩

野
常
信
筆
鳩
鳥
居
木
図

双
幅
絹
本
墨
画
丈
一
八
三
幅
五
〇
セ
ン
チ(

横
山
鉄
司
氏
蔵) 

「
文
久
三
年
極
月
五
日
沼
田
藩
主
土
岐
山
城
守
ょ
り
頂
戴
横
山
東
四
郎
信
晋
」



岸浪柳渓筆 和靖愛鶴図

(佐々木弘男氏蔵)

北村明道筆 騎馬合戦図(佐々木弘男氏蔵)

と
の
箱
書
が
あ
る
。
保
存
、
表
装
も
ょ
い
。
同
家
は
当
時
は
城
下
屈
指
の
財
力
者
で
、
 

藩
の
御
用
金
を
度
々
仰
せ
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
ほ
か
大
名
も
の
の
絵
を
代 

償
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

狩
野
探
信
筆
船
中
月
見
布
袋
図

紙
本
墨
画 

丈
一
五
八 

幅
三
〇
セ
ン
チ(

横
山
鉄
司
氏
蔵) 

•

上

に

「
こ
れ
で
こ
そ
南
閻
浮
提
の
月
夜
か
な 

嵐
雪
」
の
賛
句
が
あ
る
。
南
閻
浮 

提
(

な
ん
え
ん
ぶ
た
い)

即
ち
閻
浮
提
州=

須
弥
山
の
南
に
あ
る
と
い
い
、
人
間
世 

界
の
拘
束
の
な
い
自
由
な
と
い
ぅ
意
に
か
け
て
、
水
上
に
浮
べ
た
舟
で
布
袋
が
月
を 

観
て
い
る
図
に
賛
句
を
添
え
た
も
の
。
画
句
と
も
に
秀
れ
た
作
品
で
あ
る
。

横
山
氏
は
こ
の
ほ
か
に
、
沼
田
藩
主
土
岐
氏
か
ら
拝
領
し
た
と
伝
え
る
狩
野
探
幽 

筆
山
水
図(

丈
七
〇
、
幅
七
〇
セ
ン
チ)

守
信
名
の
獅
子
図(

丈
一
八
三
、
幅
六
三 

セ
ン
チ)

野
々
山
正
頑
筆
、
「昔
噺
図
」(

絹
本
着
色
、
丈
ニ
ー
〇
、
幅
六
四
セ
ン
チ) 

ほ
か
の
絵
画
を
保
存
し
て
い
る
。

沼
田
市
で
秀
れ
た
絵
画
を
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
は
深
津
静
夫
氏
で
あ
る
。

谷
文
晁
筆 

高
士
観
瀑
図
。
森
狙
仙
筆 

梅
花
に
猿
図
。
酒
井
抱
一
筆 

紅
葉
小 

禽
図
。
柴
田
是
真
筆 

傀
儡
師
図
。
住
吉
広
尚
筆 

対
幅
汐
汲
と
富
岳
図
。
頼
山
陽 

筆 

寒
林
図
。
葛
飾
北
斎
筆 

老
人
画
き
の
戯
画
。
鈴
木
春
信
筆 

福
神
餅
搗
図
。
 

友
禅
筆 

画
帖
を
は
じ
め
、
謝
蕪
村
の
曲
水
流
觴
図
。
円
山
応
挙
の
林
和
靖
図
。
 

渡
辺
華
山
の
閑
人
墨
付
け
遊
戯
図
。
田
崎
草
雲
の
花
鳥
図
。
尾
形
光
琳
の
菊S

。
伝 

能
阿
弥
の
寒
山
拾
得
図
。
伝
土
佐
光
起
の
扇
面
。
伊
藤
若
沖
の
軍
鶏
図
。
熊
斐
の
梅 

花
水
仙
菊
図
。
滝
和
亭
。
名
画
手
鑑
。
沖
冠
岳
筆
画
帖
な
ど
が
あ
る
。

ほ
か
に
も
沼
田
に
は
多
く
の
古
画
が
あ
る
が
省
略
す
る
。

白 

沢 

村

新
井
洞
巌
筆
山
水
図

絹
本
着
色 

丈
一
五
四 

幅
四
五
セ
ン
チ(

小
野
芳
夫
氏
蔵)

高
遠
と
深
遠
を
融
合
さ
せ
た
絶
妙
の
構
図
で
あ
る
。
溪
を
は
さ
ん
で
両
岸
を
樹
間 

に
配
し
た
橋
で
結
び
、
杖
を
曳
い
た
高
士
を
点
景
と
し
て
近
景
に
清
趣
を
た
だ
よ
わ 

亡
、
中
景
の
懸
瀑
と
樹
林
家
屋
、
中
央
に
聳
ゆ
る
主
嶺
を
め
ぐ
る
衆
山
、
密
画
な
が 

ら
煩
雑
な
く
、
雲
煙
は
遠
近
を
隔
て
、
雄
大
な
景
観
を
描
い
て
い
る
。
山
々
の
頂
上



生方清逸筆 四季花友図(戸部健二郎氏蔵) 新井洞巌筆梅溪山水図

(生方伊雄氏蔵)

新井洞巌筆山水図

(小野芳夫氏蔵)

は
と
が
っ
て
い
る
が
、
温
雅
な
皺
法
筆
致
で
、
格
調
を
一
段
と
高
め
だ
秀
作
で
あ
る
。
 

洞
巌
は
絹
本
に
ド
ウ
サ
は
用
い
ず
、
張
板
に
糊
張
り
し
て
、
乾
い
た
時
に
剥
が
し 

て
揮
毫
し
た
。

こ
の
絵
は
、
夫
人
の
緣
類
小
野
家
に
懇
望
さ
れ
て
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。

新
井
洞
巌
筆
梅
溪
山
水
図

紙
本
着
色 

丈
一
三
四 

幅
三
三
セ
ン
チ(

生
方
伊
雄
氏
蔵) 

自

異

乾

坤

山

重

水

見

万

梅

中

有

茅

屋

戊

申

冬

日

併

題

洞

巌

仙

史

の

題

落

款 

が
あ
り
、
明
治
四
十
一
年
、
四
十
三
歳
、
遊
歴
を
終
え
た
頃
の
作
か
。

近
景
は
崖
か
ら
伸
び
た
満
開
の
梅
樹
、
中
景
は
梅
林
茅
屋
、
煙
靄
の
彼
方
に
そ
そ 

り
立
つ
主
峰
の
秀
姿
で
構
成
し
た
図
組
み
の
妙
趣
は
、
洞
巌
の
画
境
の
豊
か
さ
を
示 

し
て
い
る
。

し
か
し
山
の
皺
法
は
、
晩
年
の
超
俗
高
雅
な
筆
致
と
異
な
り
、
若
さ
が 

見
ら
れ
、
ま
た
題
詩
に
も
そ
れ
が
感
じ
ら
れ
る
。

生
方
清
逸
筆
四
季
花
友
図

絹
本
着
色 

丈
ー
ニ
〇 

幅
五
ー
セ
ン
チ(

戸
部
健
二
郎
氏
蔵)

大
正
九
年
の
作
。
牡
丹
の
花
の
附
立
彩
色
の
手
法
は
鮮
や
か
で
あ
る
。
梅
花
の
筆 

意

は

ょ

い

が

、
枝
の
筆
致
と
墨
気
は
冴
え
て
い
な
い
。

豊

洲

筆

人

物

画(

六
曲
屛
風)

紙
本
着
色 

丈
九
五 

幅
二
八
八
セ
ン
チ(

中
村
勝
氏
蔵) 

こ
の
絵
は
画
人
の
作
と
は
見
ら
れ
な
い
が
、
中
村
家
に
は
他
に
七
、
八
十
本
の
軸 

が
あ
る
と
い
う
。
大
阪
の
親
類
が
所
蔵
し
て
い
た
の
を
贈
ら
れ
た
も
の
で
、
な
か
に 

は
秀
作
の
絵
が
あ
る
と
い
う
。

角
田
静
竹
筆
菊
花
図

絹
本
着
色 

丈
一
三
七 

幅
四
五
セ
ン
チ(

増
田
正
男
氏
蔵) 

静
竹
は
花
卉
を
得
意
と
し
、
多
く
の
作
品
を
残
し
た
。

ほ
か
に
同
家
に
は
牡
丹
図 

(

紙
本
着
色
小
雅
仙
半
折)

が
あ
る
が
、
親
類
な
の
で
贈
っ
た
も
の
。

晩
年
を
沼
田 

で
終
っ
た
が
、
東
京
に
永
く
住
み
、
地
方
画
家
臭
は
な
く
、
男
性
の
ょ
う
な
性
格
が
、
 

画
に
現
わ
れ
て
お
り
、
利
根
沼
田
で
只
一
人
の
女
流
南
画
家
で
あ
る
。



角田静竹筆 菊花図(増田正男氏蔵)

上野探雲筆 六曲屛風一双 竹林七賢人と人物図 

(樋口三之助氏蔵)

金陵筆 紙本墨画(中村輔氏蔵)

明
治
十
二
年
沼
田
の
石
墨
町
俳
人
角
田
双
嶽
の
長
女
に
生
れ
、
九
歳
で
青
木
翠
山 

に
画
を
習
い
、
十
二
歳
で
全
国
博
覧
会
に
牡
丹
図
を
出
品
。
英
国
コ
ン
ノ
ー
ト
殿
下 

の
買
い
上
げ
に
な
り
。
十
六
歳
で
日
本
美
術
展
に
出
品
。

一
等
賞
で
宮
内
省
買
い
上 

げ
に
な
る
。

翌
明
治
二
十
八
年
翠
山
の
勧
め
で
上
京
し
、
滝
和
亭
に
師
事
。

日
本
画
会
出
品
作 

は
チ
り
の
公
使
ビ
ク
ナ
氏
の
買
い
上
げ
と
な
る
。

つ
い
で
東
洋
美
術
共
進
会
、
全
国 

共
進
会
、
撰
画
会
、
日
本
美
術
協
会
展
な
ど
優
等
、

一
、
二
等
に
入
賞
し
た
。

明
治
三
十
八
年
麴
町
女
学
校
の
嘱
託
教
師
と
な
り
、
夫
を
迎
ぇ
た
が
離
別
、
昭
和 

三
年
沼
田
へ
帰
り
、
制
作
を
つ
づ
け
、
無
欲
恬
淡
、
数
人
の
少
年
に
教
ぇ
、
二
十
八 

年
七
十
四
歳
で
没
し
た
。

上

野

探

雲

筆

竹

林

七

賢

人

と

人

物

図(

六
曲
屛
風
一
双)

紙
本
墨
画 

丈
一
四
五 

幅
三
〇
〇
セ
ン
チ(

樋
口
三
之
助
氏
蔵) 

探
雲
の
筆
と
し
て
は
特
に
秀
作
で
は
な
い
。

晚
年
円
熟
期
の
作
で
は
あ
る
ま
い
。
 

金

陵

筆

紙

本

墨

画

六

曲

屛

風I

双

一
面
丈
ニ
ニ
三 

幅
四
八
セ
ン
チ(

中
村
輔
氏
蔵)

草
画
と
い
ぅ
か
い
ず
れ
も
簡
素
な
構
図
で
、
三
〜
四
本
の
竹
を
描
い
た
も
の
。

し 

か
し
墨
気
も
筆
意
も
秀
れ
て
い
る
。



谷文晁筆 琴棋書画図(中沢三歲氏蔵)

荒木寛畝筆 老松牡丹孔雀図(中沢三蔵氏蔵) 伊東深水筆 楓下美人図(中沢三蔵氏蔵)

な
お
白
沢
村
教
委
か
ら
提
出
さ
れ
た
カ
ー
ド
に
は
永
徳
、
竹
田
、

文
晁
、
翠
雲
、
直 

亭
な
ど
の
落
款
あ
る
多
く
の
絵
画
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
省
略
す
る
。

利

根

村

谷
文
晁
筆琴

棋
書
画
図 

絹
本
着
色
丈
一
四
六
幅 

八
〇
セ
ン
チ

(

中
沢
三
蔵
氏
蔵)

落

款

は
―I

文
晁
写
」 

印

は

瓢

形

で

朱

文

「
文 

晁
」
密
画
の
大
幅
で
あ 

る
。
松
の
枝
幹
、
岩

、
笹 

な
ど
の
筆
致
雄
勁
で
、
 

机
上
に
琴
を
置
い
て
対 

坐

す

る

人

物

の

描

線 

は
、
洗
練
さ
れ
た
豊
か 

な
筆
意
を
ふ
く
み
、
高 

雅
な
人
間
像
を
表
現
し

て
い
る
。

と
く
に
気
品
高
い
顔
、
繊
細
な
が
ら
一
糸
乱
れ
ず
櫛
け
ず
っ
た
よ
う
な
毛 

描
き
線
の
巧
み
さ
、
し
か
も
筆
勢
が
あ
り
、
非
凡
な
筆
力
で
画
面
を
構
成
、
そ
の
上 

に
配
色
の
妙
を
加
え
、
清
趣
た
だ
よ
う
大
作
で
あ
る
。

伊
東
深
水
筆 

楓
下
美
人
画

絹
本
着
色 

丈
ー 

ー
七•

五 

幅
四
ー
セ
ン
チ(

中
沢
三
蔵
氏
蔵) 

「
初
時
雨
」

と
題
し
た
い
よ
う
な
図
で
あ
る
。

ひ
と
し
き
り
の
時
雨
が
や
み
、
蛇 

の
目
傘
を
す
ぼ
め
た
麗
人
が
、

一
葉
二
葉
し
ず
く
と
共
に
舞
い
散
る
紅
葉
を
、
背
景 

に
し
た
麗
人
を
描
い
て
い
る
。

優
雅
な
容
姿
に
気
品
が
あ
る
が
、
ほ
の
か
に
脂
粉
の
香
り
が
に
お
ぅ
ょ
ぅ
な
、
婉 

然
た
る
面
ざ
し
は
、
深
水
美
人
画
の
魅
惑
で
あ
ろ
、つ
。

右
上
部
に
ひ
ろ
が
る
一
枝
の 

楓
と
、
地
上
に
落
ち
た
数
葉
の
、
紅

の

色

彩

が

情

趣

を

深

く

し

て

い

る

。
軸
装
、



荒木十畝筆 牡丹図(中沢三蔵氏蔵)

吉川霊華筆 観音図(中沢三蔵氏蔵)

保
存
も
良
い
。

深
水
は
鏑
木
清
方
に
師
事
、
芸
術
院
会
員
で
、
昭
和
四
十
七
年
七
十
四
歳
で
没
し 

た
。

荒
木
寛
畝
筆
老
松
牡
丹
孔
雀
図

絹
本
着
色 

丈
一
四
五 

幅
八
五•

五
セ
ン
チ(

中
沢
三
蔵
氏
蔵) 

「
明
治
丁
亥
首
春
写
寛
畝
」

の
落
款
あ
り
、
明
治
ー
ー
十
年
の
作
。

昭
和
ー
ー
年
荒
木 

十
畝
が
中
沢
家
を
訪
れ
た
際
に
鑑
定
、
箱
書
し
て
い
る
。

雌
雄
の
孔
雀
の
絢
爛
な
彩
色
、
白
と
緋
色
し
ぼ
り
の
牡
丹
の
婉
然
た
る
附
立
て
描 

き
の
鮮
か
さ
。
豪
華
な
南
画
花
鳥
画
の
逸
品
で
あ
る
。
表
装
も
保
存
も
良
い
。

寛
畝
は
、
江
戸
の
無
名
画
家
田
中
永
周
の
第
ー
ニ
子
に
生
れ
、
荒
木
寛
快
の
嗣
と
な

る
。

寛
快
は
江
崎
寛
斎
の
門
で
一 

格
を
成
し
た
。
寛
畝
は
両
父
に
学 

び
、
さ
ら
に
北
画
の
技
法
を
加
え 

て
一
家
を
成
し
、
特
に
花
鳥
画
の 

名
手
。
美
術
学
校
の
教
授
、
帝
室 

技
芸
員
、
文
展
審
査
員
と
な
り
、
 

正
五
位
に
叙
さ
れ
、
大
正
四
年A
 

十
五
歳
で
没
し
た
。

荒

木

十

畝

筆

牡

丹

図

絹

本

墨

画

丈

四

一

幅

一

〇 

七
セ
ン
チ(

中
沢
三
蔵
氏
蔵) 

額
装
で
「
丁
卯
初
秋
日
十
畝
写
」 

の
落
款
で
朱
で
花
押
し
て
い
る
。
 

水
墨
で
牡
丹
に
一
羽
の
蝶
を
描
い 

た
も
の
で
、
昭
和
ー
ー
年
中
沢
家
の 

新
築
直
後
、
丸
沼
温
泉
へ
行
く
途 

次
に
宿
泊
し
て
の
作
で
あ
る
。

十
畝
は
本
姓
乾
氏
。

明
治
五
年

肥
前
大
村•
に
生
れ
、名
は
悌
ー 

ー
郎
。
上
京
し
て
荒
木
寛
畝
に
学
び
、
師
家
を
嗣
い
だ
。
 

花
鳥
画
の
名
手
で
、
文
展
審
査
員
と
な
り
、
昭
和
十
五
年
六
十
ー
ニ
歳
で
没
し
た
。

吉
川
霊
華

筆
観
音
図

絹
本
着
色 

丈
ニ
ニ
〇 

幅
四
ニ
セ
ン
チ(

中
沢
三
蔵
氏
蔵) 

ょ
く
描
か
れ
る
趺
坐
し
て
い
る
観
音
の
姿
で
、
右
手
に
楊
柳
ら
し
い
小
枝
を
持
っ 

て
お
り
、
楊
柳
観
音
か
。
細
い
描
線
の
筆
致
に
格
調
が
ぁ
り
、
優
美
な
観
音
像
で
ぁ 

る
。左

上
部
に
般
若
心
経
全
文
を
書
い
て
い
る
。

巧
緻
な
書
で
は
な
い
が
、
画
を
損
せ 

ず

、
空
間
に
作
意
を
添
え
て
い
る
。
自
署
の
箱
書
し
、
二
重
箱
で
保
存
も
ょ
い
。

霊
華
は
明
治
八
年
東
京
生
れ
。

父
は
幕
臣
で
澹
斎
と
号
し
、
霊
華
は
第
三
子
で
名 

は
準
。
狩
野
良
信
、
松
原
佐
久
に
学
び
、
古
土
佐
派
の
画
法
も
習
っ
た
。

一
格
を
成 

し
人
物
画
を
能
く
し
、
帝
展
審
査
員
と
な
り
、
昭
和
四
年
没
し
た
。
年
五
十
五
。
 

武

市

半

平

太

筆

美

人

図
紙

本

着

色

丈

一

〇

七

幅

四

五

セ

ン

チ(

中
沢
三
蔵
氏
蔵)



武市半平太筆 美人図(中沢三蔵氏蔵)青柳琴僳筆 十六羅漢図(中沢三蔵氏蔵) 

燕恪筆帰去未図(中沢三蔵氏蔵)

筆者未詳 屛風図(中沢三蔵氏蔵)

大
武
の
落
款
で
白
文
の
印
が
左
下
隅
に
あ
る
。

立
姿
で
羽
子
板
を
持
ち
、
裾
に
白 

い
小
犬
が
戯
れ
、
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
浮
世
絵
風
の
図
柄
。
髪
の
毛
描
き
、
顔

、
 

着
物
の
描
線
も
筆
勢
が
あ
り
、
画
人
の
作
を
思
わ
せ
る
。

と
く
に
帯
と
下
着
の
緋
色

の
彩
色
は
鮮
か
で
あ
る
。
「
大
武
」
の
絵
は
初
め
て
見
た
の
で
、
真
偽
は
不
詳
だ
が
、
 

落
款
の
位
置
と
そ
の
墨
色
に
時
代
的
な
疑
念
が
も
た
れ
る
。

し
か
し
絵
は
秀
作
で
あ 

る
。

青
柳
琴
僳
筆
十
六
羅
漢
図

絹
本
着
色 

丈
一
四
七 

幅
四
ー
セ
ン
チ(

中
沢
三
蔵
氏
蔵) 

落
款
に
丙
辰
孟
夏
と
あ
り
大
正
五
年
、
五
十
歳
の
作
。

師
児
玉
果
亭
の
筆
致
に
似 

て
い
る
が
、さ
琴
fl
ら
し
い
筆
意
で
、
羅
漢
の
集
団
を
巧
み
な
構
図
で
、I

気
に
描
き 

あ
げ
て
い
る
。

筆
勢
が
あ
り
、
各
羅
漢
の
面
貌
の
描
写
に
は
、
琴
儷
の
気
宇
が
感
じ
ら
れ
る
。
中 

に
は
人
間
臭
い
顔
を
し
た
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
表
情
の
羅
漢
も
い
る
。

燕
恪
筆
帰
去
来
図
と
人
物
図

紙
本
着
色 

六
曲
屛
風
一
双 

丈
一
五
二 

幅
三
三
八
セ
ン
チ(

中
沢
三
蔵
氏
蔵) 

燕
恪
の
画
名
は
知
ら
れ
な
い
が
、

こ
の
人
物
画
は
紙
面
の
広
さ
を
利
し
て
、
硬
直 

に
過
ぎ
る
筆
意
が
、
却
っ
て
人
物
を
劃
然
と
表
現
し
得
た
作
で
あ
る
。



青木翠山筆 関羽図(星野楙氏蔵)

尚信筆枯木練鵲図

(金子弥五郎氏蔵)

半
双
は
陶
渕
明
の
帰
去
来
辞
を
主
題
と
し
た
も
の
。
松
菊
猶
存
す
辺
り
の
柴
門
に
、
 

渕
明
を
迎
え
る
妻
幼
児
の
歓
喜
の
様
を
描
い
て
あ
る
。
半
双
は
人
物
を
配
置
よ
く
描 

い
て
い
る
が
、
筆
格
も
あ
る
。

な
お
中
沢
家
に
は
土
佐
派
系
無
落
款
な
が
ら
、
極

彩

色

の

六

曲

屛

風

一

双(

丈
一 

五
八
、
幅
三
四
〇
セ
ン
チ)

が
あ
る
。
平
安
時
代
の
公
卿
従
僕
を
箔
張
り
の
上
に
、
 

多
く
描
き
込
ん
だ
も
の
で
、
筆
致
も
色
彩
も
鮮
か
で
、
名
あ
る
画
人
の
作
で
あ
ろ
う
。
 

箔
が
さ
び
て
黒
ず
ん
で
い
る
が
、
保
存
よ
く
、
画
面
は
汚
れ
て
い
な
い
。

中
沢
家
に
は
、
ほ

か

に

寺

崎

広

業

の

落

款

あ

る

紙

本

墨

画

ざ

く

ろ

の

図

。
 

細
木
原
青
起
筆
の
鱒
飛
滝
の
図
。
近
衛
文
麿
書
ほ
か
知
名
人
顕
官
、
画
人
ら
染
筆
の 

画
帖
五
冊
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

尚
信
筆
枯
木
練
鵠0

紙
本
墨
画(

金
子
弥
五
郎
氏
蔵)

安
政
二
年
五
月
、
沼
田
藩
主
土
岐
山
城
守
頼
之
か
ら
頂
戴
し
た
と
い
う
。
枯
淡
な 

絵
で
あ
る
が
、
鳥
は
練
鵲
ま
た
は
山
鵲
で
あ
ろ
う
。

ほ
か
に
利
根
村
か
ら
出
さ
れ
た
五
枚
の
ヵ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
狩
野
法
眼
の
落
款
の 

あ

る

滝

に

鯉

図

の

双

幅(

小
林
勘
市
氏
蔵)

直

入

の

落

款

あ

る

山

水

図(

金
子
武
男 

氏
蔵)

華

山

の

落

款

あ

る

山

水

図(

笹
原
信
義
氏
蔵)

な
ど
が
あ
る
。

片 

品 

村

青
木
翠
山
筆
関
羽
図

絹

本

着

色

丈

一

四

七

幅

五

七

セ

ン

チ(

星

野

楙

氏

蔵) 

翠
山
は
山
水
、
花
卉
、
人
物
画
と
い
ず
れ
も
ょ
く
し
た
が
、
多
く
は
伝
統
的
南
画 

の
筆
法
で
描
い
て
い
る
。

し
か
し
土
佐
派
様
の
花
、
歴
史
画
の
ょ
ぅ
な
人
物
画
も
描 

い
た
。
.

こ
の
絵
は
翠
山
の
人
物
画
中
の
代
表
作
で
あ
る
。
落
款
の
書
体
に
若
さ
が
見
ら
れ 

る
。

明
治
四
年
に
三
十
歳
で
眠
疾
を
患
い
、
次
第
に
片
眼
の
視
力
を
失
っ
た
と
い
ぅ 

が
、
そ
れ
以
前
の
作
と
思
わ
れ
る
。

画
を
構
成
す
る
細
密
な
描
線
は
正
確
で
、
弾
力
を
秘
め
た
筆
致
を
損
せ
ぬ
彩
色
は
、
 

画
品
を
高
め
て
い
る
。
中
国
の
武
神
と
仰
が
れ
た
関
羽
の
面
貌
、
表
情
に
威
厳
が
あ 

り
、
加
え
て
、
文
字
通
り
の
関
羽
ヒ
ゲ
の
見
事
な
毛
描
き
、
馬
の
た
て
髪
の
筆
勢
な 

ど
、
利
根
沼
田
で
見
た
人
物
画
の
秀
作
で
あ
る
。



生方清逸筆 風竹群雀図(三浦三之助氏蔵) 生方清逸筆 風神雷神図(星野 楙氏蔵)

生方清逸筆 徳川十六騎図 

(星野楙氏蔵)

生

方

清

逸

筆

徳

川

十

六

騎

図

絹
本
着
色
丈

一

三

〇

幅

五

三

セ

ン

チ(

星
野 

楙
氏
蔵) 

南
画
家
清
逸
の
青
壮
年
時
代
の
人
物
画
の
傑
作
で
あ
る
。星
野
家
の
先
々
代
が
村
医 

者
で
風
雅
を
好
み
、
清
逸
を
三
力
月
も
滞
在
さ
せ
て
描
か
せ
た
う
ち
の
一
作
と
い
う
。
 

将
軍
家
康
を
上
座
に
、
烏
帽
子
直
垂
姿
の
十
六
騎
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
配
し 

た
見
事
な
構
図
。

袖
に
は
定
絞
を
描
き
、
各
人
物
を
表
現
し
て
、
顔
の
表
情
に
も
特 

色
を
出
し
、
徳

川

の

代

を

築

く

礎

と

な

っ

て

活

躍

し̂

C

将
の
面
影
を
、
歴
史
画 

的

筆

法

で

巧

み

-.^
描
き
、
極
彩
を
施
し
て
い
る
。

清
逸
の
絵
と
し
て
は
異
色
の
も
の 

で
、
そ
の
画
技
を
改
め
て
評
価
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。

生

方

清

逸

筆

風

神

雷

神

図

紙
本
黒
画 

丈
一
三
六 

幅
五
二•

五
セ
ン
チ(

星
野 

楙
氏
蔵) 

対
幅
の
う
ち
の
雷
神
図
で
あ
る
。

画
仙
紙
の
に
じ
む
特
質
を
利
し
、
墨
気
を
活
か 

し
た
作
品
。

異
様
な
形
相
の
雷
神
を
濃
淡
墨
で
描
き
、
淡
彩
を
施
し
、
や
や
濃
い
水 

墨
を
ふ
く
ま
せ
た
太
筆
で
、
雷
神
を
中
心
に
円
曲
す
る
線
を
一
気
に
放
毫
し
、
豪
快 

な
筆
意
を
見
せ
て
い
る
。

風
神
図
は
、
大
き
な
風
袋
を
か
つ
ぎ
、
天
空
を
飛
降
下
す
る
風
神
の
姿
で
、
淡
墨

の
太
い
線
を
左
上
か
ら
右
下
へ
、
斜
め
に
引
き
お
ろ
し
、
豪
放
な
筆
致
で
構
成
し
て 

い
る
。
双
幅
と
も
、
黄
朱
色
の
細
い
線
を
稲
妻
形
に
走
ら
せ
、
奇
想
の
図
柄
で
あ
る
。



伝狩野探幽筆 岩上鷹図(星野 利氏蔵)

同
家
に
は
、
清
逸
筆
の
出
山
釈
迦
図
、
竹
に
雀
、
梅

に

鶯

図

の

双

幅(

絹
本
着
色) 

が
あ
る
。
大
正
四
年
、
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。

生
方
清
逸
筆
風
竹
群
雀
図

絹
本
淡
彩 

丈
ー
ニ
五 

幅
五
ー
セ
ン
チ(

三
浦
三
之
助
氏
蔵) 

三
幅
対
の
う
ち
の
主
幅
で
、
大
正
四
年
、
清
逸
六
十
一
歳
の
作
で
あ
る
。

側
幅
は 

幅
一
六
セ
ン
チ
、
右

は

喜

占

春

魁(

紅
梅
鶯)

左
は
瑞
鳥
老
松
図
。

群
雀
図
は
清
逸
の
得
意
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
還
暦
で
画
境
円
熟
に
達 

し
、
風
に
そ
よ
ぐ
竹
の
葉
の
墨
気
も
鮮
か
な
も
の
。
群
れ
さ
わ
ぐ
雀
の
描
写
の
巧
み 

さ
、
今

も

「
清
逸
の
千
羽
雀
」

と
郷
土
の
人
が
呼
び
伝
え
て
い
る
が
、
清
逸
独
特
の 

雀
の
絵
は
、
数
多
く
残
っ
て
い
る
。
七
十
七
歳
の
生
涯
中
に
幾
千
羽
も
の
雀
を
描
い 

た
で
あ
ろ
う
。

伝
狩
野
探
幽
筆
岩
上
鷹
図

紙
本
墨
画 

丈
ー
ニ
四 

幅
五
三
セ
ン
チ(

星
野 

利
氏
蔵)

探
幽
行
年
六
十
三
歳
筆
と
落
款
が
あ
る
。
東
都
の
国
学
者
桃
井
可
堂
と
い
う
人
か 

ら
譲
り
う
け
た
と
伝
え
て
い
る
。
真
偽
は
別
と
し
て
狩
野
派
伝
統
の
雄
勁
な
筆
意
で

岩

、
滝

、
波
が
描
か
れ
、
獲
物
を
狙
う
鷹
の
鋭
い
姿
形
、
羽
描
き
の
巧
み
さ
、
格
調 

の
高
い
絵
で
あ
る
。

青
柳
琴
傳
筆
蘭
亭
曲
水
図

絹
本
着
色 

丈
ニ
ニ
八 

幅
四
九
セ
ン
チ(

笠
原
一
成
氏
蔵) 

落
款
に
ょ
れ
ば
昭
和
十
八
年
、
七
十
七
歳
の
作
。
琴
fs
の
山
水
図
は
密
画
が
多
い
。
 

こ
の
作
品
も
佳
作
で
あ
る
。

青
木
翠
山
筆
松
下
双
鶴
図

- 

絹
本
着
色 

丈
ー
ニ
ー
幅
三
〇
セ
ン
チ(

笠
原
一
成
氏
蔵) 

明
治
十
八
年
、
四
十
四
歳
の
作
品
、
半
眼
光
り
を
失
っ
て
か
ら
の
筆
な
が
ら
、
構 

図
も
整
然
と
し
、
松
の
葉
の
墨
気
、
筆
意
と
も
温
潤
、
双
鶴
を
手
な
れ
た
描
写
で
描 

い
て
い
る
。

林
青
山
筆
高
士®
^

図
絹
本
淡
彩 

丈
ー
ニ
ー
幅
四
ニ
セ
ン
チ(

笠
原
一
成
氏
蔵) 

制
作
年
代
は
不
詳
だ
が
、
青
山
の
秀
作
に
あ
げ
ら
る
山
水
画
で
、
図
中
の
高
士
は 

李
白
で
も
あ
ろ
う
か
。
温
雅
な
筆
意
で
、
俗
気
の
な
い
作
品
で
あ
る
。

な
お
同
家
で
は
池
上
秀
畝
筆
の
対
幅(

絹
本
着
色
、
丈
一
三
二
、
幅

四

八•

五
セ 

ン
チ)

な
ど
多
く
の
画
を
秘
蔵
し
て
い
る
。

赤
山
筆
牡
丹
唐
獅
子
図紙

本

着

色

丈

一

三

六

幅

五

三

セ

ン

チ(

星
野
明
宏
氏
蔵) 

六
曲
屛
風
絵
の
う
ち
の
一
面
。
他
の
五
面
は
紅
梅
と
鶴
、
南
天
と
鶏
、
柳
と
金
鶏
、
 

人

物

図
(

二
面)

で
あ
る
。

赤
山
斉
船
雲
の
画
名
は
聞
き
も
せ
ず
、
知
ら
れ
て
も
い 

な
い
が
、
装
飾
的
な
筆
法
と
彩
色
も
鮮
や
か
で
、
構
図
も
巧
み
で
あ
り
、
各
所
に
見
る 

名
家
の
落
款
入
り
の
粗
画
や
、
詩
趣
も
な
く
俗
気
の
多
い
絵
ょ
り
も
、
風
格
を
も
っ 

て
い
る
。

青
木
翠
山
筆 

春
景
山
水
図 

紙
本
墨
画 

丈
一
三
九 

幅

七

六

セ

ン

チ(

星
野 

増
雄
氏
蔵)

を
は
じ
め
、
新
井
一
男
、
桑
原
久
雄
、
笠
原
佐
次
郎
、
星
野
栄
氏
ら
が 

多
く
の
絵
図
を
所
蔵
し
て
い
る
。



赤山筆 牡丹唐獅子図野明宏氏蔵)

筆者不詳 十六善神図(吉祥寺蔵)筆者不詳 観音図(吉祥寺蔵) 

川 

場 

村

筆
者
不
詳
十
六
善
神
図絹

本
着
色
丈
ー
ニ
六
幅
六
一 
•

五
セ
ン
チ(

吉
祥
寺
蔵) 

釈
迦
を
上
部
に
大
き
く
、
文
珠
、
普
賢
両
菩
薩
を
、
そ〇

3

右
を
十
六
善
神
が
護
っ 

て
い
る
極
彩
色
の
密
画
で
あ
る
。

通
例
の
図
柄
だ
が
、
江
戸
時
代
初
期
の
作
、
あ
る
い
は
桃
山
時
代
の
作
か
、
巧
緻 

な
筆
法
、
色
彩
の
鮮
や
か
さ
、
利
根
沼
田
で
は
第
一
級
の
絵
で
あ
る
。

筆
者
不
詳
観
音
図絹

本
着
色
丈
一
五
一.

五

幅

八

四
•

三
セ
ン
チ(

吉
祥
寺
蔵) 

明

時

代
(

桃

山)

の
作
か
。

日
本
の
仏
画
で
は
あ
る
ま
い
。

観
音
の
姿 

描
法 

彩
色
な
ど
宋
画
に
似
て
お
り
、
松

井

田

町

補

陀

寺

歲

「
文
珠
菩
薩
図
」
と
同
じ
画
風 

で
あ
る
。
前
述
の
ょ
ぅ
に
吉
祥
寺
は
、
南
北
朝
時
に
大
友
氏
が
創
建
し
、
名
僧
円
月 

が
開
基
と
な
っ
た
名
刹
。
天
正
十
四
年
本
堂
ほ
か
戦
火(

北
条
氏
直
の
沼
田
城
攻
撃)

で
炎
上
は
し
た
が
、
災
禍
を
免
か
れ
て
保
存
さ
れ
た
も
の
か
、
そ
の
後
に
寺
の
什
物 

と
し
て
得
た
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
稀
に
見
る
絵
で
あ
る
。

上
野
探
雲
筆
釈
尊
降
誕
図絹

本
着
色
丈
ニ
ー
〇
幅
一
四
三
セ
ン
チ(

吉
祥
寺
蔵)

制
作
年
代
は
不
明
だ
が
、
名
刹
吉
祥
寺
の
委
嘱
を
快
諾
し
、
精
魂
を
注
い
で
完
成



三村春如筆 釈尊涅槃図(吉祥寺蔵)

上野探雲筆釈迦尊降誕図(吉祥寺蔵)

さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。
利
根
沼
田
に
あ
る
探
雲
の
軸
物
の
絵
で
は
最
高
の
傑
作
で 

あ
る
。
惜
し
い
こ
と
に
軸
装
が
破
損
し
、
改
装
の
必
要
が
あ
る
。

仏
教
の
開
祖
と
な
る
釈
迦
が
、
西
紀
前
五
六
五
年
四
月
八
日
、
中
印
度
の
浄
飯
王
、
 

摩
耶
の
王
子
と
し
て
生
誕
し
た
時
の
、
王
城
百
官
百
畜
欣
喜
の
様
と
、
瑞
祥
の
紫
雲 

に
乗
っ
た
天
人
天
女
の
姿
を
幅
面
い
っ
ぱ
い
に
描
い
て
い
る
。
精
緻
の
描
線
と
鮮
や 

か
な
彩
色
は
、
さ
す
が
法
眼
探
雲
と
驚
歎
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

三

村

春

如

筆

釈

尊

涅

図紙
本
着
色 

丈
一
五
〇 

幅
ー
ー 

六
セ
ン
チ(

吉
祥
寺
蔵)

画

面

右

下

隅

に

「
三
村
氏
春
如
書
」

と
落
款
が
あ
る
が
、
後
に
別
人
が
書
い
た
も 

の
で
は
な
い
か
と
も
見
え
る
。
箱

書

に

I

涅
槃
像
一
幅
、
竜
山
常
住 

維
時
享
保
元 

丙
申
十
月
吉
祥
日 

桂
巌
代 

施
主
宇
敷
右
右
衛
門
」
と
あ
る
。
そ

の

年(

一
七
一
六) 

製
作
し
た
と
し
て
も
二
百
五
十
七
年
を
経
て
お
り
、
表
装
も
破
損
し
至
急
改
装
を
要

す
る
。
春
如
の
画
名
は
知
ら
れ
な
い
が
、
洗
練
さ
れ
た
描
線
で
釈
迦
の
入
寂
を
悲
し 

む
人
々
、
鳥
獣
の
様
相
を
巧
み
に
描
い
て
い
る
。

た
だ
僧
形
を
除
い
て
、
人
々
の
衣 

裳
に
奇
異
を
感
ず
る
。

祖

観

筆

釈

迦

達

磨

維

摩

図

紙
本
墨
画
丈

一

〇

四

幅

四

七

セ

ン

チ(

吉
祥
寺
蔵) 

三
幅
対
で
、
江
戸
初
期
〜
中
期
の
作
か
。
出
山
の
釈
迦
の
図
は
虫
食
い
、
水
汚
れ



祖観筆釈迦図(吉祥寺蔵)

探幽斎筆五祖像図(吉祥寺蔵) 祖観筆 維摩図(吉祥寺蔵)

祖観筆達磨図(吉祥寺蔵)

が
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
筆
意
、
筆
法
が
違
っ
て
い
る
。
維
摩
は
狩
野
、
達
磨
は
雪
舟
風
に
、
 

釈
迦
は
顔
の
ほ
か
衣
文
は
岫
雲
点
描
法
に
似
た
略
筆
で
描
き
、
三
図
三
様
で
あ
る
。
 

祖
観
筆
と
伝
え
て
い
る
が
、
祖
観
の
画
名
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
画
人
で 

は
な
く
沙
門
道
人
の
描
い
た
も
の
か
。

一
人
の
作
と
す
れ
ば
、
三
図
の
筆
法
を
変
え 

た
の
は
、
ム
教
の
祖
釈
迦
、
弁
才
知
恵
秀
れ
た
維
摩
、
中
国
嵩
山
で
面
壁
九
年
禅
宗

の
祖
と
な
っ
た
達
磨
を
表
現
す
る
作
意
に
よ
る
も
の
か
。
で
な
け
れ
ば
別
人
の
作
と 

も
見
ら
れ
る
。

探
幽
斎
筆
五
祖
像
図

紙
本
墨
画 

丈
ー 

ー
九 

幅
五
〇
セ
ン
チ(

吉
祥
寺
蔵)

枯
淡
な
格
調
あ
る
筆
意
、
真
偽
は
と
も
か
く
能
品
と
い
え
る
絵
で
あ
る
。
同
寺
の 

行
物
帳
に
「
正
徳
三
年
十
月
十
九
日
、
地

頭(

沼
田
藩
主)

本
多
遠
江
守
当
寺
へ
御



上野探雲筆 人物花鳥図(吉祥寺蔵)

谷文晁筆山水画(関りょう氏蔵)

成
り
、
江
戸
御
帰
り
の
後
、
山 

僧
参
府
の
節
、
五
祖
演
禅
師
の 

絵
像
探
幽
斎
筆
一
幅
、
国
守
ょ 

り
直
か
に
賜
ぅ
。
依
っ
て
当
山 

後
代
の
省
に
什
宝
に
記
し
置
く 

者
也
」
と
記
し
て
あ
る
の
は
、
 

本
画
で
あ
ろ
ぅ
。

上
野
探
雲
筆
人
物
花
鳥
図

六

曲

屏

風

紙

本

着

色

各

丈 

ー
ニ
八
幅
六
二
〜
五
二
七
ン
チ

(

吉
祥
寺
蔵)

花
鳥
画
が
四
面
、
人
物
画
が 

二
面
。
春
は
雉
子
に
桜
、
夏
は 

雞
、
秋
は
雁
、
冬
は
代®

。
探 

雲
の
花
鳥
画
は
、
利
根
に
は
稀 

で
あ
る
。
鳥
は
丹
念
に
描
い
て 

い
る
。
人
物
は
寒
山
拾
得
子
か
。
 

伝
統
の
筆
法
で
、
道
衣
に
淡
墨 

を
か
け
、
花
鳥
と
の
調
和
を
と 

り
、
六
面
の
構
成
を
ま
と
め
て 

い
る
。
画
面
に
水
の
し
み
が
あ

り
惜
し
ま
れ
る
。

谷
文
晁
筆
山
水
図

絹
本
着
色 

軸
丈
一
九
八 

幅
一
〇
四
セ
ン
チ(

関 

り
ょ
ぅ
氏
蔵) 

文
政
戊
子
六
月
念
六
、
文
晁
写
、
と
落
款
が
あ
る
極
密
画
で
あ
る
。
文
晁
は
江
戸
の 

詩
画
人
麓
谷
の
子
。
通
称
文
五
郎
、
初
号
は
文
朝
。
写
山
楼
、
画
学
斎
、

一
如
、
無 

ー
ー
の
別
号
も
用
い
た
。

初
め
狩
野
周
信
門
人
の
加
藤
文
麗
、
鈴
木
英
蓉
に
学
び
、
の
ち
漢
画
の
名
手
北
山

寒
巌
に
就
い
て
明
、
清
人
の
画
風
を
修
め
、
さ
ら
に
宋
の
牧
溪
、
ま
た
雪
舟
、
探
幽 

の
筆
意
を
汲
み
、
遂
に
一
家
を
成
し
、
徳
川
田
安
家
の
画
師
と
な
り
、
法
眼
に
叙
せ 

ら
れ
た
。
山
水
、
人
物
、
花
鳥
、
虫
魚
い
ず
れ
も
能
く
し
、
特
に
水
墨
山
水
は
妙
品 

と
い
わ
れ
た
。
集
古
十
種
、
名
山
図
絵
、
本
朝
画
-®
な
ど
を
著
し
た
が
、
門
人
中
か 

ら
二
十
数
人
の
名
手
を
出
し
て
い
る
。

晩
年
髪
を
剃
っ
て
文
阿
弥
と
号
し
、
天
保
十
二
年(

I

八
四
一)

十
二
月
、
七
十 

八
歳
で
没
す
。

こ
の
絵
は
文
政
十
一
年(

一
八
二
八)

文
晁
六
十
五
歳
の
作
で
あ
る
。
南
宋
、
北 

宋
派
を
折
衷
し
た
文
晁
独
特
の
雄
勁
な
筆
法
、
い
わ
ゆ
る
文
晁
派
の
特
徴
が
現
わ
れ 

て
い
る
。

画
面
中
央
の
大
半
を
占
め
、
雲
煙
を
巻
い
て
聳
え
立
つ
巨
大
な
主
山
、
そ
れ
を
囲 

み
擁
立
す
る
衆
山
樹
林
、
遠
山
の
中
に
打
ち
込
ん
だ
文
晁
の
気
迫
が
、
空
間
に
ま
で 

流
れ
て
お
り
、
威
圧
感
さ
え
与
え
て
い
る
。

金
井
烏
洲
筆
秋
山
訪
友
図

紙
本
墨
画 

軸
丈
ニ
ニ
〇 

幅
ー
ー
〇•

五
セ
ン
チ(

関 

り
ょ
ぅ
氏
蔵) 

嘉
永
四
年
、
烏
洲
五
十
六
歳
の
大
作
で
、
巨
幅
い
っ
ぱ
い
に
秀
潤
の
墨
気
が
滲
み
、



金井烏洲筆 秋山訪友図(関 りょう氏蔵)

上野探雲筆 春山図(小林善作氏蔵)上野探雲筆 冬山図(小林善作氏蔵)

昨
日
描
き
上
げ
た
水
墨
画
を
、
水
で
ぬ
ら
し
た
よ
う
な
う
る
お
い
と
、
気
品
が
漂
っ 

て
い
る
。

近
景
の
樹
林
と
山
、
そ
の
下
に
渾
然
と
し
て
隠
見
す
る
草
屋
、
俗
塵
を
払
っ
て
そ 

そ
り
立
つ
主
山
の
中
腹
に
か
か
る
一
条
の
滝
、
悠
然
と
そ
び
ゆ
る
遠
山
、
ま
こ
と
に 

高
邁
な
図
組
で
あ
る
。

し
か
も
左
側
を
ゆ
る
や
か
な
江
水
に
し
て
橋
を
描
き
、
画
面 

外
の
広
さ
を
あ
ら
わ
し
、
遠
く
か
す
む
淡
墨
の
山
で
天
際
を
区
切
っ
た
。

平
遠
法
と
高
遠
法
を
巧
み
に
組
合
わ
せ
、
妙
趣
無
限
の
構
図
で
、
あ
と
一
点
一
画 

の
加
筆
を
許
さ
な
い
密
画
で
あ
る
。

そ

し

て

脱

俗

の

皺

筆

意

、
濃
淡
墨
の
点
苔
の 

滲
み
で
、
格
調
の
高
い
活
山
水
画
を
完
成
し
た
烏
洲
の
、
非
凡
な
画
境
を
示
す
逸
品 

で
あ
ろ
う
。

な
お
同
家
に
は
烏
洲
筆
袋
戸
栅
四
枚(

絹
本
着
色)

が
あ
る
。

上

野

探

雲

筆

春

冬

山

水

図

絹
本
墨
画 

丈
一
三
一 
•

五 

幅
五
〇
セ
ン
チ(

小
林
善
作
氏
蔵) 

行
年
六
十
八
歳
筆
と
落
款
が
あ
り
、
探
雲
が
描
き
ま
く
っ
た
う
ち
の
双
幅
で
あ
ろ 

う
〇

百
幅
一
律
の
構
図
で
あ
る
。
右
幅
は
右
側
に
、
左
幅
は
左
側
に
、
山
、
樹

、
家
屋
、
 

懸
瀑
、
遠
山
を
画
き
、
そ
の
反
対
側
は
近
景
に
江
水
を
、
そ
し
て
橋
、
小
舟
、
点
景

人
物
を
配
し
て
い
る
。

そ
し
て
極
度
の
略
筆
で
、
線
描
補
彩
の
山
水
画
を
作
り
あ
げ 

て
い
る
。
狩
野
派
の
定
形
で
あ
る
。
池
野
大
雅
を
除
い
て
、
南
宋
派
の
水
墨
山
水
に 

は
、

こ
れ
ほ
ど
筆
を
簡
略
し
た
対
幅
画
は
見
ら
れ
な
い
。

そ
こ
に
両
派
の
筆
意
を
ふ 

く
め
て
の
相
違
を
改
め
て
観
取
し
た
の
が
こ
の
絵
で
あ
る
。
春
景
は
ま
だ
遠
山
が
白 

雪
に
お
お
わ
れ
、
近
景
に
は
雨
を
煙
ら
せ
て
い
る
。

青

木

翠

山

筆

夜

雨

朝

霽

図

墨

画

襖

四

本
(

関

り

ょ

ぅ

氏

蔵)



青木翠山筆 夜雨朝霽図(関 りよう氏蔵)

上野探雲筆竜図(武尊宮の天井絵)

糸
入
り
紙
で
二
間
半
四
本
の
襖
絵
で
あ
る
。

「
擬
米
元
暉
筆
意
翠
山
樵
者
写
」

の
落
款
が
あ
る
が
、
広
い
画
面
に
巧
み
な
構
図 

で
あ
る
。
近
景
の
樹
林
の
構
成
、
平
坦
な
中
景
、
家
屋
の
配
置
、
主
山
遠
山
の
た
た 

ず
ま
い
、
墨
色
の
濃
淡
の
妙
趣
、
温
雅
な
小
米
点
法
山
水
画
の
作
例
を
示
し
た
よ
う 

な
絵
と
い
え
よ
う
。
 

' 

円

山

応

挙

筆

秋

山

懸

瀑

図

絹
本
着
色 

軸
丈
一
八
九 

幅
五
四
セ
ン
チ(

関 

り
ょ
う
氏
蔵) 

真

偽
は
専
門
家
の
鑑
定
に
ま
つ
が
「
安

政

巳

年
(

四
年)

桂
月
」
と
あ
る
。
密
画 

の
力
作
で
、
懸
瀑
の
と
ど
ろ
き
が
、
鮮
紅
の
紅
葉
に
伝
わ
り
、
清
澄
の
気
韻
が
満
ち 

た
秋
山
の
景
観
を
描
き
あ
げ
て
い
る
名
画
で
あ
る
。

上

野

探

雲

筆

竜

図

墨
画
、
川
場
湯
原 

武
尊
宮
の
天
井
絵

行
年
八
十
歳
法
眼
探
雲
筆
と
あ
り
、
寛
政
十
年
の
作
。

筆
意
雄
勁
、
高
齡
な
が
ら 

気
魄
あ
ふ
る
る
傑
作
で
あ
る
。
惜
し
い
か
な
板
の
継
ぎ
目
の
部
分
が
地
塗
り
の
胡
粉 

ご
と
落
ち
て
い
る
。
保
存
の
手
を
打
つ 
べ
き
で
あ
る
。

狩

野

英

信

筆

郭

子

儀

図

絹
本
着
色 

軸
丈
二
五

I  

幅
八
ニ
セ
ン
チ(

関 

り
ょ
ぅ
氏
蔵) 

多
く
の
童
に
囲
ま
れ
た
郭
子
儀
を
描
い
た
も
の
た
か
、
真

偽

は

と

も

か

く

秀

れ 

た
筆
致
で
格
調
も
高
く
狩
野
派
の
人
物
画
と
し
て
評
価
さ
れ
る
絵
で
あ
る
。

保
存
も 

ょ
く
、
画
面
も
さ
び
ず
き
れ
い
だ
。

英
信
は
主
信
の
次
男
で 

狩
野
家
十
世
憲
信(

永
真)

に
養
わ 

れ
、
十
一
世
を
嗣
い
、だ
。
徳
川
家
治
の
優
遇
を
ぅ
け
、
法
眼
に 

叙
せ
ら
れ
た
。
通
称
源
七
郎
、
如
適
斎
と«

万
し
、
の
ち
祐
清
と
改 

め
、
宝

暦

十

三

年(

一
七
六
三)

四
十
七
歳
で
没
し
た
。
 

高

久

隆

古

筆

農

耕

図

絹
本
着
色
三
幅
対
丈
ー 

ー
七
幅
五
ー
セ
ン
チ

(

桑
原
栄
重
郎
氏
蔵) 

甲
寅
冬
十
一
月
於
羽
生
邨
寓
舎
亦
迂
道
在
隆
古
の
落
款
あ 

り

、安
政
元
年
の
作
。

隆
古
は
秦
氏
、
ま
た
川
勝
氏
。
名
は
迂
、
通
称
斧
四
郎
。

下 

野
の
人
で
は
じ
め
南
画
家
高
久
靄
崖
の
養
子
と
な
り
、

の
ち
離 

別

。
依
田
竹
谷
、
渡
辺
周
溪
、
浮
田
一
蕙
に
師
事
し
、
遂
に
精 

緻
の
画
風
で
一
家
を
成
し
た
。
安
政
六
年
江
戸
で
没
し
た
。
年 

五
十
九
歳
。

こ
の
絵
は
五
十
四
歳
の
作
で
、
三
幅
と
も
一
幅
ご
と
田
園
と 

主

山

、
雲
煙
で
平
和
な
風
景
を
描
き
、
稲
作
に
励
む
人
物
を"
巧 

み
な
筆
致
で
点
景
に
配
し
て
い
る
。
特
に
樹
木
は
南
画
の
描
法 

で
、
清
趣
を
高
め
て
い
る
。



明田梅溪筆梅花図(関元雄氏蔵) 高久隆古筆農耕図 

(桑原栄重郎氏蔵)

明
田
梅
溪
筆
梅
花
図紙

本
墨
画 

丈
一
三
五 

幅
五
九•

八
セ
ン
チ(
関
元
雄
氏
蔵) 

梅
溪
は
川
場
村
門
前
の
人
。
同
村
湯
原
の
今
井
芳
川
に
南
面
を
学
び
、
各
地
を
遊 

歴
し
て
画
技
を
高
め
、
明
治
五
年
に
家
で
没
し
た
。
没
年
不
明
。

岷
斎
の
別
号
が
あ
り
、
近
隣
に
数
人
の
門
弟
が
あ
っ
た
。
描
く
と
こ
ろ
は
殆
ど 

墨
梅
図
で
、
そ
の
巧
み
さ
は
名
あ
る
南
画
家
の
梅
図
に
劣
ら
な
い
。
多
く
の
作
を
残

し
て
お
り
、
こ
の
絵
は
落 

款
を
入
れ
ず
、
梅
溪
の
印 

を
捺
し
て
お
り
、
彼
と
し 

て
は
不
出
来
と
し
た
も
の 

で
あ
ろ
ぅ
。

太
い
筆
に
充
分
墨
を
含 

ま
せ
て
、
太
い
幹
をI

筆 

で
描
き
、
丸
み
と
生
き
生 

き
と
し
た
樹
勢
を
見
事
に 

表
現
し
て
い
る
。
伸
々
と 

し
た
枝
、
香
る
が
如
き
花 

の
向
背
の
さ
ま
、
点
芯
の 

筆
意
も
ょ
い
。
枯
淡
な
筆 

意
の
梅
図
に
は
見
ら
れ
な 

い
生
木
の
味
い
が
あ
る
。

関
武
嶽
筆西

園
雅
集
図 

紙
本
着
色
六
曲
屛
風

各
丈I

三
一.

五

幅

五

〇•

五
セ
ン
チ(

関
輝
政
氏
蔵) 

武
嶽
は
画
号
で
名
は
関
金
平
、
文
政
六
年(

一
八
二
三)

川
場
村
谷
地
に
生
れ
、
青 

年
時
代
金
井
烏
洲
に
師
事
し
た
。
別
号
武
山
ま
た
鎮
勇
と
称
し
た
。
山
水
、
人
物
、
 

花
鳥
も
能
く
描
き
、
多
芸
で
、
俳
句
を
作
り
、
二
味
線
、
笛
、鼓
を
も
楽
し
ん
だ
と
い 

ぅ
。
谷
地
の
小
学
校
の
訓
導
と
な
り
子
弟
の
教
育
に
も
尽
く
し
、
明
治
二
十
一
年
七 

十
六
歳
で
没
し
た
。

こ
の
屏
風
絵
は
中
四
面
だ
け
で
構
成
し
、
両
側
の
二
面
は
無
用
の
観
が
あ
る
。
人 

物
の
描
法
、
樹
木
の
筆
意
に
も
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
の
に
、
図
組
み
を
失
敗
し
た 

の
は
惜
し
い
。
絵
画
的
水
準
は
と
も
か
く
、
郷
土
人
の
作
と
し
て
保
存
す
べ
で
あ
ろ 

ぅ
〇

関武嶽筆 西園雅集図(関 輝政氏蔵)



豊沢筆人物図(今井与兵衛氏蔵)

椿椿山筆花鳥図(内海文之助氏蔵)

豊
沢
筆
人
物
図

紙
本
墨
画
丈
ー
ニ
四

幅
五
四
セ
ン
チ

(

今
井
与
兵
衛
氏
蔵)

落

款
に
「豊
沢
処
士
斎 

健
明
」
藤
印
実
明
の
印
が 

ぁ
り
、
筆
致
も
ょ
い
が
画 

名
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

福
田
半
香
筆秋

江
漁
遊
図

紙
本
墨
画
丈
ー
ニ
四" 

幅
五
九
セ
ン
チ

(

今
井
与
兵
衛
氏
蔵)

沼
田
の
青
木
翠
山
は
半
香
に
師
事
し
、
ま
た
今
井
家
の
先
々
代
芳
川
は
画
を
学
ん 

で
い
た
の
で
入
手
し
た
も
の
で
あ
ろ
ぅ
が
、
半
香
の
作
と
し
て
は
秀
れ
た
絵
で
は
な 

い
。
し
か
し
真
蹟
で
は
あ
る
。

月

夜

野

町

椿
椿
山
筆
花
鳥
図

絹
本
着
色 

丈
一
四
一
幅
八
四
セ
ン
チ(

内
海
文
之
助
氏
蔵) 

甲
辰
春
正
月
人
日
写 

椿
山
外
史
弼
の
落
款
が
あ
り
、

弘
化
元
年(

一
八
四
四) 

四
十
四
歳
の
作
で
あ
る
。
さ
す
が
の
椿
山
も
「
山
」
の
字
を
書
き
落
し
た
の
か
「椿
」
 

の
字
の
木
扁
の
下
に
小
さ
く
書
き
入
れ
て
い
る
。

鮮.
や
か
な
色
彩
で
雌
雄
の
軍
鶏
、
ほ
ぅ
仙
花
を
描
き
、近
代
南
宋
派
花
卉
鳥
虫
の
名 

手
と
い
わ
れ
る
椿
山
の
面
目
を
み
せ
て
い
る
絵
で
あ
る
。

椿
山
は
幕
府
の
槍
組
同
心
で
、
金
子
金
陵
、
渡
辺
華
山
に
学
び
、
琢
華
堂
、
ま
た 

羅
溪
の
別
号
も
用
い
た
。
安
政
元
年
五
十
四
歳
で
没
し
た
。

佐
久
間
象
山
筆
山
水
図

絹
本
淡
彩 

丈
一
四
〇 

幅
五
六
セ
ン
チ(

内
海
文
之
助
氏
蔵) 

墨
色
の
濃
淡
を
問
わ
ず
、
温
雅
な
筆
致
で
、
自
ず
か
ら
画
人
の
画
と
異
な
る
格
調 

の
高
さ
を
秘
め
、
清
趣
に
富
ん
だ
名
品
で
あ
る
。

近
景
の
三
本
の
老
松
の
姿
と
、
聳
え
立
つ
主
山
の
形
、
そ
の
中
腹
か
ら
落
下
し
、
 

淙
々
と
響
く
滝
の
あ
た
り
に
象
山
の
風
貌
が
表
わ
れ
て
い
る
。
制
作
年
代
は
不
詳
だ 

が
、
小
舟
で
釣
糸
を
垂
れ
て
い
る
点
景
人
物
に
托
し
た
七
言
絶
句
に
、
心
境
の
一
端 

が
ぅ
か
が
わ
れ
る
。

象
山
は
信
州
松
代
藩
士
。
出
府
し
て
佐
藤
一
斎
に
学
び
、
星
巌
、
華
山
、
東
湖
、
 

磐
溪
と
交
わ
り
、
江
川
太
郎
左
衛
門
に
砲
術
を
学
び
、
洋
式
の
産
業
開
発
と
軍
備
充 

実
を
唱
え
た
。
藩
主
真
田
幸
貫
が
老
中
と
な
る
や
象
山
は
海
防
係
顧
問
と
な
り
、
鎖 

国
攘
夷
の
風
潮
の
中
で
開
国
論
を
力
説
、
元
治
元
年
七
月
、
京
都
で
攘
夷
党
の
刃
に 

斃
れ
た
。
五
十
四
歳
。
生
前
幕
臣
勝
海
舟
、
坂
本
竜
馬
、
吉
田
松
陰
ら
多
く
の
志
士 

が
教
え
を
乞
い
、
そ
の
強
い
影
響
力
が
維
新
の
幕
を
開
く
原
動
力
と
な
っ
た
と
も
い



え
る
。

内
海
氏
は
こ
の
ほ
か
に
沈
南
蘋
筆
、
絹
本
着
色
双
幅
、
松
竹
梅
椿
図(

乾
隆
戊
申=

 

五
十
三
年H

天
明
八
年
作)

。
古
冋
橋
草
坪
筆
、紙
本
墨
画(

丈
四
四
、
幅
ニ
ー
セ
ン
チ) 

小
品
。
帆
足
杏
雨
筆
、
冬
景
図
、
紙
本
墨
画(

丈

-:
ー
ー
八
、
幅
六H

セ
ン
チ)

。
林
良 

筆
、
芦
雁
小
禽
図
、
紙
本
墨
画(

丈
一
六
九
、
幅
八
ー
セ
ン
チ)

。
黄
檗
独
立
筆
、
富 

岳
図
、
紙
本
墨
画.(
丈
二
八
、
幅
五
五
セ
ン
チ)

。
菅
原
白
竜
筆
、
秋
景
山
水
図
。
江 

川
坦
庵
筆
、
竹
石
図
。
狩
野
永
徳
筆
、
鯉

図
(

墨
画)

や
多
く
の
絵
画
、書
軸
を
秘
蔵 

し
て
い
る
。

青
柳
琴
僳
筆 

美
人
琴
棋
書
画
図

六
曲
屏
風 

紙
本
着
色 

丈
ー 

ニ
ニ 

幅
ニ
ニ
六
セ
ン
チ(
高
橋
正
忠
氏
蔵) 

西
園
雅
集
図
の
対W

風
と
し
て
、
翌
年
八
十
四
歳
の
高
齢
精
魂
を
傾
け
て
完
成
さ 

せ
た
好
一
対
の
傑
作
で
あ
る
。

右
一
面
下
部
の
前
景
が
、
西
園
雅
集
図
と
や
や
似
て
い
る
ほ
か
構
図
は
変
り
、
遠 

近
が
あ
り
、
題
名
の
如
く
、
流
暢
な
描
線
で
均
整
の
と
れ
た
優
雅
な
美
人
十
九
人
を
、
 

中
央
四
面
の
適
所
に
配
し
て
い
る
。

一
叢
の
竹
、
平
地
の
終
る
処
の
右
上
部
に
懸
瀑 

を
、
左
上
に
江
水
を
ひ
ら
き
、
左
隅
に
は
石
堤
を
浸
す
水
を
流
動
的
に
描
い
た
が
、
 

一
筆
も
ゆ
る
が
せ
に
せ
ず
、
加
え
て
豁
然
と
し
た
構
想
は
ま
さ
に
非
凡
で
あ
る
。
洗

練
さ
れ
た
独
特
の
筆
意
と
格
調
と
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
現
わ
し
た
名
品
、
清
秀
の 

趣
が
広
い
画
面
い
っ
ぱ
い
に
た
だ
ょ
っ
て
い
る
。

な
お
一
局
橋
氏
方
に
は
襖
十
枚
、
色
紙
十
二
枚
、
扁
額
な
ど
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
。

青
柳
琴
儇
筆
西
園
雅
集
図

六
曲
屛
風 

紙
本
着
色 

丈
ニ
ニ
ニ 

幅
三
三
六
セ
ン
チ(
高
橋
正
忠
氏
蔵) 

昭
和
二
十
四
年
、
八
十
三
歳
の
作
。
八
年
間
構
想
を
練
っ
て
描
き
あ
げ
た
と
い
ぅ 

が
、
琴®

の
代
表
的
作
品
で
あ
る
。

琴
偲
は
慶
応
三
年
月
夜
野
町
に
生
れ
た
。
名
は
琴
之
助
。
十
四
歳
で
同
町
の
南
画 

家
林
青
山
に
学
び
、
十
九
歳
の
時
、
わ
ら
じ
を
は
い
て
腰
弁
当
で
草
津
白
根
—
渋
峠 

を
越
し
、
長
野'
県
渋
温
泉
の
南
画
家
児
玉
果
亭
の
門
を
た
た
い
た
。
以
来
二
十
余
年 

間
お
な
じ
道
を
通
い
、
明
治
四
十
四
年
、
四
十
五
歳
の
時
渋
温
泉
に
移
っ
た
。
昭
和

佐久間象山筆山水図(内海文之助氏蔵)

青柳琴僳筆 美人琴棋書画図(高橋正忠氏蔵)

同上部分



十
七
年
帰
郷
し
、
自
宅
に
画
室
「玉
兎
山
房
」
を
建
て
制
作
を
つ
づ
け
、
西
園
雅
集 

図
と
対
双
に
な
る
「美
人
琴
棋
書
画
図
」
を
完
成
し
た
後
、
中
風
を
病
ん
だ
が
恢
復 

し
、
画
筆
を
揮
い
、
去
る
三
十
七
年
二
月
、
九
十
五
歳
の
天
寿
を
閉
じ
た
。
果
亭
の 

筆
致
に
似
た
が
次
第
に
独
自
の
境
地
を
開
き
、
独
特
の
筆
法
を
完
成
し
、
山
水
、
花 

卉
、
神
仙
人
物
画
を
能
く
し
た
。

利
根
沼
田
の
画
人
中
、
青
木
翠
山
は
第
一
人
者
で
あ
る
が
、
琴®

も
ま
た
秀
れ 

た
南
画
家
で
、
彩
管
を
に
ぎ
っ
て
八
十
年
間
、
長
い
生
涯
に
多
く
の
傑
作
を
遺
し 

た
。本

図
は
構
図
も
ょ
く
、
独
特
の
個
性
的
な
強
い
筆
致
で
、
右
寄
り
中
央
か
らS

面 

の
下
部
に
近
景
の
山
裾
、
老
松
、
常
緑
樹
を
描
き
、
左
一
面
か
ら
中
央
上
部
に
山
裾 

を
、
中
間
に
平
地
を
淡
墨
で
、
右
上
部
に
清
流
を
隔
て
小
段
丘
を
描
い
て
、
三
々
五
 々

雅
人
を
配
し
た
。
上
部
全
面
に
祥
雲
を
線
描
き
し
て
左
端
二
面
に
「李
白
時
效
唐
小 

李
将
軍
為
著
色
泉
石
雲
物
草
木
花
卉
皆
絶
妙
…
…
」
と
長
文
の
題
字
を
書
い
て
い 

る
。

青柳琴懼筆 西園雅集図(高橋正忠氏蔵)

同上部分

狩野永真筆 寒山子図(阿部卓蔵氏蔵)

狩
野
永
真
筆
寒
山
子
図

紙
本
水
墨 

丈
ー 

ー
四 

幅
三
七•

五
セ
ン
チ(

阿
部
卓
蔵
氏
蔵)

拾
得
子
図
と
対
幅
だ
っ
た
も
の
で
ぁ
ろ
ぅ
。
寒
山
拾
得
は
、
南
北
両
宋
画
人
が
好 

ん
で
描
い
た
題
材
で
、
多
く
は
奇
異
な
表
情
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
の
横
顔
に 

は
、

一
点
の
邪
念
も
誇
張
も
見
ら
れ
な
い
。
童
顔
で
は
な
い
が
拾
得
子
と
談
笑
し
て 

い
る
表
情
が
好
ま
し
い
。
練
達
し
た
髪
の
描
法
、
濃
淡
微
妙
、
流
暢
な
衣
文
の
描
線
、
 

と
く
に
濃
墨
の
線
に
は
、
狩
野
派
の
硬
さ
が
な
く
、
上
衣
に
施
し
た
淡
墨
は
空
間
の 

中
に
そ
の
存
在
を
示
し
、
軟
ら
か
な
格
調
を
添
え
て
い
る
。

永
真
狩
野
安
信
は
孝
信
の
第
三
子
で
兄
探
幽
、
尚
信
に
学
ん
だ
。
法
眼
に
叙
せ
ら 

れ
、
寛
文
三
年
紫
宸
殿
聖
賢
障
子
を
画
い
て
有
名
。
貞
信
没
後
宗
家
を
嗣
ぎ
、
江
戸 

中
橋
狩
野
と
称
さ
れ
た
。
貞
享
ー
ー
年(

一
六
八
五)

没
し
た
。
年
七
十
ま
た
七
十
三 

歳
と
も
い
ぅ
。
狩
野
氏
八
世
で
多
く
の
門
弟
が
ぁ
る
。

狩
野
永
真
筆
楼
閣
山
水
図絹

本
着
色 

丈
七
七 

幅
三
六
セ
ン
チ(

高
柳
武
夫
氏
蔵)



狩野永真筆楼閣山水図

(高柳武夫氏蔵)

狩野周信筆 春秋耕作図(真庭和男氏蔵)

狩
野
派
の
格
調
あ
る
筆 

法
で
山
岳
、
樹
林
、
中
景 

に
懸
瀑
、
山
々
の
間
に
多 

く
の
楼
閣
を
描
い
た
逸
品 

で
あ
る
。
画
面
の
右
側
は 

大
海
で
、
波
の
動
き
を
あ 

ら
わ
し
た
線
の
巧
な
こ 

と
、
壮
年
期
の
作
と
思
わ 

れ
る
が
、
さ
す
が
法
眼
安 

信
の
面
目
を
見
せ
て
い 

る
。
こ
の
絵
は
沼
田
藩
主 

土
岐
氏
が
旧
蔵
し
て
い
た 

が
、
明
治
の
廃
藩
の
際
、
 

高
柳
氏
の
先
々
代
が
一
両 

二
分
で
求
め
た
も
の
で 

「蓬
萊
山
」
の
図
と
伝
え
て 

い
る
。

狩
野
周
信
筆
春
秋
耕
作
図

対
幅 

紙
本
着
色 

丈
九
四 

幅
四
ニ
セ
ン
チ(

真
庭
和
男
氏
蔵) 

周
信
は
常
信
の
長
男
、
中
務
卿
法
眼
に
叙
せ
ら
れ
、44^

町
狩
野
の
第
三
世
で
、
 

名
手
と
い
わ
れ
た
。
享
保
十
三
年(

一
七
二
八)

正
月
、
六
十
九
歳
で
没
し
た
。

右
幅
は
中
景
や
や
上
部
に
牛
耕
、
左
幅
は
稲
の
刈
取
り
風
景
を
近
景
に
描
き
、
筆

狩野周信筆 夏冬山水図(櫛渕達男氏蔵)



谷文晁筆 人物図(櫛渕達男氏蔵)

狩野探雪筆 枯木群鴉図(鈴木一朗氏蔵)

意
、
構
図
、
淡
彩
の
配
色
も
、
名
手
の
気
品
を
備
え
た
作
品
で
あ
る
。
同
じ
周
信
筆 

で
も
山
水
画
は
狩
野
派(

北
宗
画)

の
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
伝
統
的
な
千
篇
一
律
の
も
の 

を
感
ず
る
が
、
こ
の
耕
作
図
は
平
遠
法
構
図
で
雲
煙
模
糊
、
田
園
の
風
趣
を
巧
み
に 

漂
わ
せ
、
写
生
的
な
作
風
を
示
し
て
い
る
。

狩
野
周
信
筆
夏
冬
山
水
図

対
幅 

絹
本
墨
画 

丈
九
六 

幅
三
八.

五
セ
ン
チ(

櫛
渕
達
男
氏
蔵)

対
幅
に
ふ
さ
わ
し
い
構
図
。
伝
統
の
筆
法
で
夏
景
は
直
幹
の
老
松
と
数
本
の
松
を 

濃
墨
で
描
き
、雲
煙
の
彼
方
に
主
山
を
置
い
て
画
面
を
構
成
。
冬
景
は
主
山
を
幅
い
っ 

ぱ
い
に
大
き
く
据
え
、
凍
っ
た
江
水
と
空
を
淡
墨
で
鮮
や
か
に
塗
り
、
寒
気
を
み
な 

ぎ
ら
せ
て
い
る
。

狩
野
派
の
山
水
画
に
多
く
見
ら
れ
る
図
組
で
あ
る
が
、
か
く
少
な
い
筆
で
、
粗
略 

に
見
え
ず
、
雄
大
な
景
を
出
現
さ
せ
て
い
る
の
は
、
さ
す
が
で
あ
る
。

櫛
渕
家
は
旧
家
で
、
明
治
廃
藩
の
時
、
沼
田
藩
主
か
ら
購
入
し
た
も
の
と
い
ぅ
。

谷
文
晁
筆
人
物
図
絹

本
着
色 

丈
三
一
幅
四
四•

五
セ
ン
チ(
櫛
渕
達
男
氏
蔵) 

利
根
沼
田
で
は
あ
ま
り
見
な
い
図
柄
。

一
枝
の
梅
花
に
短
冊
を
四
、
五
枚
さ
げ
、
 

烏
帽
子
、
頭
巾
を
か
む
っ
た
飄
逸
な
人
物
、
そ
の
片
手
を
ひ
く
女
童
の
顔
の
形
と 

表
情
、
新
春
の
目
出
度
さ
を
招
き
入
れ
よ
ぅ
と
す
る
人
間
の
心
を
描
写
し
た
絵
で
あ 

る
。
文
晁
の
筆
と
は
思
え
な
い
穏
雅
な
筆
意
が
、
画
面
の
余
白
に
春
の
な
ご
や
か
な 

気
配
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

狩
野
探
雪
筆
枯
木
群
鴉
図

丈

三

一
幅
四
七
セ
ン
チ(

鈴
木
一
朗
氏
蔵)

探
雪
は
探
幽
の
次
子
で
名
は
守
定
。
号
は
孟
隣 

斎
。
父
に
学
び
正
徳
四
年(

一
七
一
四)

没
し
た
。
 

年
六
十
歳
。

右
に
没
骨
法
で
一
本
の
枯
木
を
淡
墨
で
一
気
に 

描
き
、
六
羽
の
鴉
を
濃
墨
で
要
所
に
と
ま
ら
せ
た 

が
、
中
央
に
の
ば
し
た
細
い
枝
の
一
羽
は
画
面
の 

点
晴
と
な
り
、右
上
部
の
三
羽
の
配
置
も
絶
妙
で
、
 

あ
と

一  

羽
を
加
え
る
隙
も
な
く
、
紙
の
上
部
を
切 

断
す
る
を
許
さ
な
い
。
左
側
下
方
に
寒
風
の
中
を 

飛
び
去
る
九
羽
の
鴉
の
配
列
も
ょ
く
、
広
い
空
間 

を
描
か
ず
し
て
現
わ
し
、
枯
淡
で
気
品
高
い
作
品 

で
あ
る
。

奥
原
晴
湖
筆
江
山
梅
花
図

絹

本

着

色

丈

一

四

二

幅

七

〇.

五
セ
ン
チ

(

真
庭
和
男
氏
蔵)



奥原晴湖筆江山梅花図(真庭和男氏蔵)

菅井梅関筆 山水図(阿部卓蔵氏蔵)

晴
湖
の
画
は
、
利
根
沼
田
で
数
点
見
て
い
る
が
、
多
く
は
晚
年
に
近
い
こ
ろ
の 

豪
放
無
滞
、
縦
横
走
筆
の
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
作
品
は
伝
統
的
な
描
法
で
あ
る
。
 

近
景
に
江
を
隔
て
て
梅
林
書
屋
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
橋
を
渡
る
高
士
、
中
景
右
寄
り
の 

崖
に
も
梅
林
を
描
き
、
そ
れ
に
対
す
る
主
山
の
位
置
も
よ
い
が
、
江
上
に
映
ず
る
主 

山
の
影
を
、
や
や
濃
い
墨
で
写
実
風
に
描
い
た
あ
た
り
、
晴
湖
の
大
胆
、非
凡
さ
が
見 

ら
れ
る
。

な
お
遠
山
の
濃
い
墨
気
は
、
遙
か
な
天
際
を
鮮
や
か
に
区
切
っ
て
い
る
。
五
言
絶
句 

の
題
詩
に
晴
湖
詩
画
と
落
款
し
た
だ
け
で
、
制
作
年
代
は
不
明
だ
が
青
壮
年
期
の
画 

で
あ
ろ
う
。
地
方
に
あ
る
晴
湖
の
秀
作
中
の
一
点
と
い
え
よ
う
。

晴
湖
は
下
総
古
河
藩
士
、
初
め
福
田
半
香
に
学
び
、
密
画
を
能
く
し
、
後
に
清
人 

魏
胎
に
就
い
て
筆
法
を
問
い
画
風
一
変
、
ま
た
鄭
板
橋
に
私
淑
し
た
と
も
い
う
。
 

女
流
南
宋
派
の
名
家
で
、
晩
年
埼
玉
県
熊
谷
在
に
隠
棲
、
大
正
二
年
七
十
六
歳
で
没 

し
た
。

菅
井
梅
関
筆
山
水
図

紙
本
墨
画 

丈
ニ
ニ
六 

幅
六
ニ
セ
ン
チ(

阿
部
卓
蔵
氏
蔵) 

倣
稼
圃
老
人
之
画
法 

梅
関
岳
の
落
款
だ
け
で
制
作
年
代
は
不
詳
だ
が
、
長
崎 

滞
留
後
の
作
で
あ
る
。

梅
関
は
仙
台
生
れ
で
初
め
根
本
常
南
、
の
ち
文
晁
に
学
び
、
東
斉
と
号
し
た
。
京 

阪
の
名
画
を
訪
ね
て
模
写
研
修
、
た
ま
た
ま
清
人
江
稼
圃
の
画
を
見
て
感
歎
し
、長
崎 

に
稼
圃
を
尋
ね
て
師
事
す
る
こ
と
十
余
年
。
そ
の
間
、
墨
梅
に
妙
を
得
て
梅
関
と
号 

し
、
南
一
宋
画
の
蘊
奥
を
極
め
山
水
画
に
も
長
じ
た
。
天
保
十
五
年
二
八
四
四)

正 

月
六
十
一
歳(

ま
た
六
十
二)

で
没
し
た
。

こ
の
絵
は
稼
圃
の
画
法
に
倣
ぅ
と
あ
る
が
、
岩
の
描
法
、
山
の
皺
法
、
点
苔
、
樹 

法
な
ど
、
稼
圃
の
筆
致
を
会
得
し
た
上
に
、
清
秀
な
気
韻
が
感
じ
ら
れ
る
。

青
木
翠
山
筆
楠
公
父
子
図

絹
本
着
色 

丈
一
三
八 

幅
八
〇
セ
ン
チ(

後
閑
祐
次
氏
蔵)

落

歎

に

「
明
治
十
八
年
ー 

ー
月
…
…
土
佐
光
起
図
翠
山
樵
写
」
と
あ
る
の
で
、
南
画 

家
翠
山
の
人
物
画
か
と
ぅ
な
づ
け
る
が
「翠
山
写
」
、
だ
け
だ
っ
た
ら
、
南
画
家
の
描



青木翠山筆楠公父子図(後閑祐次氏蔵)

青木南湖筆山水図(後閑祐次氏蔵)青柳琴惓筆 前赤壁図(後閑祐次氏蔵)

い
た
歴
史
人
物
画
と
は 

思
え
な
い
。
四
十
四
歳 

の
作
だ
が
当
時
片
眼
は 

失
明
し
て
い
た
の
に
、
 

土
佐
派
の
筆
意
を
見
事 

に
模
写
し
て
い
る
。
ほ 

か
に
も
土
佐
派
の
花
卉 

人
物
の
彩
色
画
と
ま
ご 

ぅ
ほ
ど
の
翠
山
の
作
品 

を
見
て
い
る
が
、
筆
技 

の
幅
広
さ
と
巧
み
さ
を 

示
す
一
作
で
あ
る
。

青
木
南
湖
筆山

水
図 

絹

本

着

色

軸

丈

一

四
四 

幅
七
ー
セ
ン
チ

(

後
閑
祐
次
氏
蔵)

落
款
に
「煙
衣
南
湖
」

と
あ
る
。

江
水
に
沿
っ
て
山
々
、
樹
林
、
点
在
す
る
家
々
を
配
し
、
上
部
に
田
園
、
主
山
を 

描
き
、
平
遠
の
広
々
と
し
た
風
景
の
中
に
雅
趣
を
た
だ
よ
わ
せ
た
絵
で
あ
る
。
し
か 

し
近
景
の
針
葉
樹
が
、
広
葉
樹
の
大
き
さ
に
く
ら
べ
、
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
、
い
か 

に
胸
中
の
山
水
画
と
は
い
え
、
不
自
然
さ
を
感
ず
る
。

春
木
南
湖
は
谷
文
晁
、
木
村
巽
斎
、
清
人
費
西
海
に
学
び
幽
石
、
烟
霞
釣
叟
、
呑 

墨
翁
の
別
号
を
用
い
、
文
晁
と
共
に
天
下
の
二
老
と
も
称
さ
れ
た
。

青
柳
琴
傳
筆
前
赤
壁
図絹

本
着
色 

丈
一
三
七 

幅
五
ニ
セ
ン
チ(

後
閑
祐
次
氏
蔵)

大
正
五
年
、
五
十
歳
の
作
。
渋
温
泉
時
代
だ
が
右
側
に
赤
壁
の
断
崖
を
独
特
の
皺

法
で
描
き
、
彩
色
も
鮮
や
か
で
あ
る
。
上
部
左
寄
り
に
前
赤
壁
賦
全
文
を
書
い
て
い 

る
が
、
絵
と
の
調
和
を
乱
さ
な
い
筆
意
、
画
面
の
一
部
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め 

て
い
る
。
清
風
お
も
む
ろ
に
吹
く
江
上
の
情
趣
が
流
れ
る
中
で
、
主
人
公
の
蘇
東
坡 

が
足
を
止
め
、
客
を
舟
に
い
ざ
な
ぅ
姿
を
写
し
出
し
、
有
名
な
赤
壁
舟
遊
の
序
曲
の 

響
き
を
伝
え
て
い
る
よ
ぅ
な
図
組
み
で
あ
る
。



青柳琴僳筆 秋景山水図(後閑祐次氏蔵)井上無蓋筆 万歳図(後閑祐次氏蔵) 

児玉果亭筆人物図(後閑祐次氏蔵)

青
柳
琴
儇
筆
秋
景
山
水
図

絹

本

着

色

丈

一

五

八

幅

七

ー

セ

ン

チ(

後
閑
祐
次
氏
蔵) 

明
治
三
十
八
年
、
数
え
三
十
九
歳
の
作
品
。

品
ょ
く
燃
ゆ
る
紅
葉
に
彩
ら
れ
た
風

景
の
中
で
、
棋
を
楽
し
む
高
士
を
点
景
に
配
し
た
。
師
児
玉
果
亭
の
許
へ
白
根
—
渋 

峠
を
越
し
て
通
っ
て
い
る
こ
ろ
の
作
で
、
師
の
筆
致
に
よ
く
似
て
は
い
る
が
、
す
で 

に
發
の
画
境
の
一
面
が
ぅ
か
が
え
る
。

井
上
無
蓋
筆
万
歳
図

紙
本
淡
彩 

丈
五
八 

幅
二
九
セ
ン
チ(

後
閑
祐
次
氏
蔵) 

無
蓋
は
僧
侶
で
、
画
人
で
は
な
い
が
南
画
風
の
山
水
、
花
卉
、
虫
禽
な
ど
風
趣
の 

絵
を
か
き
残
し
た
。
青
木
翠
山
は
少
年
時
代
に
こ
の
無
蓋
に
学
ん
だ
。

沼
田
市
西
原
新
町
浄
土
真
宗
大
谷
派
平
等
寺
二
十
一
世
の
住
職
で
僧
名
は
恵
純
、
 

慶
応
四
年
九
月
十
八
日
入
寂
し
た
。

こ
の
絵
は
軽
妙
な
筆
意
で
飄
逸
滑
稽
な
姿
態
、
表
情
を
描
写
し
て
い
る
。
無
蓋
の 

心
の
中
の
一
端
を
吐
露
し
た
作
と
も
い
え
よ
ぅ
。
と
く
に
落
款
の
書
が
よ
い
。
 

児
玉
果
亭
筆
人
物
図

絹
本
着
色 

丈
ー 

ー
五 

幅
四
三
セ
ン
チ(

後
閑
祐
次
氏
蔵) 

•

珍
し
い
写
生
風
の
画
で
あ
る
。
果
亭
は
信
濃
の
人
。
佐
久
間
雲
窓
、
前
田
暢
堂
、



滝和亭筆双鶏図 

(増田徳治郎氏蔵)

滝和亭筆一品当朝図(原沢ツヤ氏蔵)

児玉果亭筆富士山図(増田徳治郎氏蔵)

田
能
村
直
入
に
師
事
し
、
遂
に
南
宋
画
の
蘊
奥
を
極
め
て
独
自
の
画
風
を
完
成
し 

た
。
渋
温
泉
に
こ
も
り
、
大
正
二
年
七
十
三
歳
で
没
し
た
。
辺
地
に
遁
世
し
な
が
ら 

も
隠
然
た
る
画
人
で
あ
っ
た
。

こ
の
画
は
明
治
二
十
年
代
、
門
弟
の
琴®

が
郷
里
月
夜
野
の
名
家
三
人
の
懇
望
を 

伝
え
、
琴®

の
写
生
を
も
と
に
し
て
描
い
た
画
像
で
あ
る
。
上
部
に
後
閑
仁
右
衛
門
、
 

下
の
右
は
小
野
善
兵
衛
同
左
は
真
庭
巳
弥
太
で
、
ょ
く
似
て
い
る
と
い
ぅ
。
 

滝
和
亭
筆
双
鶏
図

絹
本
着
色 

丈
ー
ニ
三 

幅
五
ニ
セ
ン
チ(

増
田
徳
治
郎
氏
蔵) 

「丙
戌
秋
日
…
和
亭
生
」
と
あ
り
、
明
治
十
九
年
五
十
四
歳
の
作
。
南
宗
画
の
巨 

匠
と
い
わ
れ
た
和
亭
の
絵
と
し
て
は
当
然
な
が
ら
、
技
法
、
構
図
、
気
品
と
も
に
秀 

れ
た
図
で
あ
る
。
岩
上
に
威
を
み
せ
る
雄
鳥
、
岩
の
下
に
は
雌
鳥
を
配
し
、
背
景
に 

数
本
の
竹
を
描
き
、
鳥
の
生
気
と
風
趣
と
が
融
合
し
、
さ
わ
や
か
な
絵
と
な
っ
て
い 

る
。月

夜
野
町
小
川
島
の
林
青
山
が
、
和
亭
に
師
事
し
た
の
で
、
青
山
を
介
し
て
求
め 

た
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。

和
亭
は
天
保
三
年
江
戸
に
生
れ
た
。
大
岡
雲
峰
、
長
崎
の
鉄
翁
に
学
び
清
人
陳
逸 

舟
、
華
昆
田
ら
と
交
わ
り
、
京
、
南
海
を
歴
遊
し
て
江
戸
へ
帰
り
、

一
時
幕
府
に
仕 

え
、
北
陸
の
勝
地
を
十
余
年
歴
遊
し
た
。
明
治
六
年
新
政
府
の
命
で
大
作
を
海
外
展

に
出
品
、以
来
各
博
覧
会
、
 

展
覧
会
に
名
作
を
発
表
、
 

帝
室
技
芸
員
に
挙
げ
ら
れ 

た
。
明
治
三
十
四
年
九
月
、
 

六
十
九
歳
で
病
没
し
た
。

滝
和
亭
筆I

品
当
朝
図

絹
本
着
色
丈
ニ
ニ
〇 

幅
五
七
セ
ン
チ

(

原
沢
ツ
ヤ
氏
蔵)

海
浜
の
二
つ
の
小
岩

の
上
に
双
鶴
を
、
巧
み 

な
筆
で
鮮
や
か
に
描 

き
、
左
上
部
に
老
松
の 

一
枝
を
配
し
た
構
図
の

妙
趣
は
、
追
随
を
許
さ



な
い
も
の
を
感
ず
る
。
下
部
か
ら
中
央
部
ま
で
静
か
に
流
動
す
る
波
の
筆
致
は
、
洋 

々
と
し
て
果
な
き
大
海
の
深
さ
と
瑞
色
を
、
如
実
に
表
現
し
て
い
る
。
さ
す
が
南
宋 

派
の
名
家
の
作
で
あ
り
、
高
い
格
調
が
漂
っ
て
い
る
。

児
玉
果
亭
筆
富
士
山
図絹

本
墨
画 

丈
四
三 

幅
六
〇
セ
ン
チ(

増
田
徳
治
郎
氏
蔵)

果
生
の
落
款
で
、
老
境
に
入
っ
て
の
作
で
あ
ろ
う
。
中
央
に
雲
煙
を
切
り
、
山
頂 

に
雪
を
冠
し
、
悠
然
と
そ
び
ゆ
る
富
岳
の
姿
を
、
僅
か
の
線
を
濃
淡
墨
で
描
き
あ
げ 

て
い
る
。
絹
本
な
の
に
、
紙
本
の
よ
う
な
う
る
お
い
あ
る
墨
気
と
、
変
転
瞬
動
す
る 

雲
煙
の
さ
ま
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。

果
亭
の
門
に
学
ん
だ
月
夜
野
町
の
青
柳
琴
僵
を
通
じ
て
入
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

青
柳
琴
傳
筆
玉
堂
富
貴
図

絹
本
着
色 

丈
一
三
五 

幅
五
四
セ
ン
チ(

増
田
徳
治
郎
氏
蔵)

落
款
に
庚
子
春
日
と
あ
り
、
明
治
三
十
三
年
、
三
十
四
歳
の
作
で
あ
る
。
白
牡
丹
、
 

海
棠
、
白
玉
蘭
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
、
精
緻
な
構
図
と
調
和
あ
る
彩
色
は
見
事
で 

あ
る
。
花
卉
の
絵
は
晩
年
の
枯
淡
さ
ょ
り
も
、
五
十
歳
ま
で
の
作
に
生
気
あ
ふ-
る
る 

秀
作
が
多
い
。

林
青
山
筆
西
園
雅
集
図

絹
本
着
色 

丈
一
四
八 

幅
七
三.

五
セ
ン
チ(

竹
内
貞
郎
氏
蔵)

青柳琴傳筆玉堂富貴図 

(増田徳治郎氏蔵)

林青山筆西園雅集図(竹内貞郎氏蔵)

青
山
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
。
落
款
だ
け
で
制
作
年
代
は
未
詳
だ
が
壮
年
期
の

作
で
あ
ろ
う
。

弘
化
四
年(

一
八
四
七)

月
夜
野
町
に
生
れ
、
十
歳
で
新
治
村
の
南
画
家
原
沢
豊 

山
に
入
門
、青
年
時
代
に
同
町
如
意
寺
の
格
天
井
の
絵
を
は
じ
め
と
し
、
太
田
の
大
光 

院
、関
東
信
越
仙
台
方
面
を
歴
遊
し
、
四
十
三
力
所
の
社
寺
の
画
を
描
い
た
と
い
う
。
 

明
治
二
十
六
年
シ
ヵ
ゴ
の
万
国
勧
業
博
に
出
品
、
翌
年
貴
族
院
議
員
本
間
千
代
吉
の 

知
遇
を
得
、東
京
の
本
邸
に
起
居
、滝
和
亭
に
師
事
し
た
。
同
三
十
九
年
日
本
美
術
絵 

画
展
出
品
作
は
宮
内
省
の
買
上
げ
と
な
る
。
六
十
四
歳
で
帰
郷
、
昭
和
九
年
一
月
、
 

八
十
八
歳
の
高
齢
で
他
界
し
た
。

山
水
、
花
鳥
、
人
物
を
能
く
し
、
多
く
の
作
品
を
遺
し
た
。
こ
の
画
は
穏
雅
な
筆 

致
な
が
ら
、
竪
長
の
幅
中
に
丘
岳
樹
林
流
水
を
巧
み
に
配
し
、
多
く
の
雅
人
を
適
所 

に
描
き
入
れ
少
し
の
繁
雑
も
な
い
。
各
所
に
集
っ
た
人
々
の
談
笑
は
他
の
人
々
の
和 

気
を
煩
わ
す
こ
と
な
く
、
高
雅
な
情
趣
を
画
面
い
っ
ぱ
い
に
展
開
し
て
い
る
。
和
亭 

に
学
び
、

一
流
画
人
の
作
に
多
く
接
し
た
結
果
の
所
産
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
傑
作
で, 

あ
る
。



林
青
山
筆
人
物
図

絹
本
着
色
丈
九
九 

幅
三
三•

五
セ
ン
チ(

本
木
庄
司
氏
蔵) 

南
画
手
法
の
人
物
画
は
多
い
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
歴
史
人
物
画
像
で
、
青
山
の
画 

域
の
一
端
を
見
せ
る
秀
作
。
烏
帽
子
形
の
兜
、胄
を
着
し
、定
紋
を
う
っ
た
南
無
妙
法 

蓮
華
経
の
幟
旗
を
背
に
し
て
、
床
几
に
倚
っ
た
姿
は
、
あ
た
り
を
払
う
威
厳
を
備
え 

て
い
る
。
兜
の
前
立
ち
は
桔
梗
の
花
、
胴
と
六
字
の
旗
に
は
〇
形
の
紋
、
加
藤
清
正 

像
で
あ
ろ
う
。
面
貌
に
も
似
る
太
く
濃
く
卷
き
あ
が
っ
た
眉
毛
、
か
っ
と
開
い
た
大 

き
な
活
眼
、
鼻
髯
あ
ご
ひ
げ
、
勇
将
を
生
き
写
し
に
し
た
よ
う
な
名
画
で
あ
る
。

本
木
氏
は
他
に
青
山
筆
「竹
林
七
賢
人
図
」
六
曲
屛
風
を
蔵
し
て
い
る
。

一
面
一 

枚
が
き
で
、
左
端
下
部
に
「上

章
(

庚)

困

敦
(

子)

孟
春
」
と
あ
り
、
明
治
三
十

三
年
正
月
、
五
十
四
歳
の
作
で
あ
る
。

林
青
山
筆
波
に
鯉
図紙

本
着
色 

丈
ー 

ー
三 

幅
四
〇
セ
ン
チ(

林 

光
太
郎
氏
蔵) 

青
山
が
自
宅
に
遺
し
た
八
十
歳
以
上
の
作
品
十
余
点
の
う
ち
の
一
作
。
王
洋
明
図 

行
年
八
十
翁
の
落
款
が
あ
り
、
大
正
十
四
年
の
筆
で
あ
る
。
模
写
で
あ
ろ
う
が
、
生 

気
あ
ふ
れ
る
青
年
の
作
を
思
わ
せ
る
。
跳
り
あ
が
ら
ん
と
す
る
大
き
な
鯉
、
力
強
い 

波
の
筆
勢
、
波
頭
の
巧
み
な
描
写
、
落
款
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
が
八
十
歳
の
老
南
画 

家
の
絵
と
は
見
ら
れ
な
い
力
作
。
利
根
沼
田
の
画
人
の
作
品
中
、
異
色
の
一
点
で
あ 

る
。な

お
同
家
に
伝
う
蓬
萊
山
図(

紙
本
着
色
、
丈
ー
ニ
九
、
幅
四
九
セ
ン
チ
、
八
十 

五
歳
の
作)

も
会
心
の
一
作
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
に
十
三
仏
図(

八
十
二
歳
作)

楊
柳 

観
音
図
、
雪
中
鵡
図
、
花
卉
図
、
富
岳
図
、
明
月
狸
図
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
圭
冃 

山
の
画
境
を
示
し
て
い
る
。

菅
井
梅
関
筆
月
夜
雪
梅
図

紙
本
墨
画
丈
一
三
六
幅
四
四
セ
ン
チ(

池
田
正
雄
氏
蔵) 

梅
関
の
作
と
し
て
は
特
に
秀
れ
た
絵
で
は
な
い
。
雪
の
点
だ
け
胡
粉
を
用
い
て
い 

る
。
上
部
に
少
し
虫
な
め
が
あ
る
。

狩
野
柳
伯
筆
松
下
高
士
図絹

本
着
色 

丈
二
七 

幅
三
八
セ
ン
チ(

真
庭
唯
芳
氏
蔵) 

柳
伯
は
号
で
、
名
は
久
米
次
郎
。
氏
信
の
三
男(

ま
た
秀
信
の
子•

弟
と
も
伝
う)

菅井梅関筆月夜雪梅図

(池田正雄氏蔵)

林青山筆波に鯉図 

(林光太®氏蔵)

林青山筆人物図

(本木庄司氏蔵)



兄
柳
雪
の
養
子
と
な
り
、
享
保
七
年(

一
七
ニ
ニ)

五
十
七
歳
で
没
し
た
。

こ
の
絵
は
二
百
七
十
年
以
上
も
前
の
も
の
と
す
れ
ば
画
面
も
さ
び
ず
、
保
存
も
ょ 

い
。
特
に
秀
れ
た
作
品
で
は
な
い
が
、
格
調
が
あ
る
。

軸
の
裏
面
に
「
正
二
位
勲
二
等
子
爵
本
多
忠
敬
是
を
所
蔵
、
嫡
子
本
多
忠
昭
相
続 

し
て
所
持
し
、
二
河
岡
崎
の
旧
臣
岸
上
敬
一
君
に
贈
る
。
昭
和
六
年
一
月
七
日
」
と 

記
し
た
書
片
を
添
付
し
て
あ
る
。

青
木
翠
山
画
城
光
同
句
書

紙
本
墨
画 

丈
ー 

ー
ー
幅
五
六
セ
ン
チ(

阿
部
卓
蔵
氏
蔵) 

翠
山
の
鉢
植
の
竹
、
石
牡
丹
の
絵
に
、
俳
人
光
同
が
「庭
榀
の
子
が
詩
を
ぅ
た
ふ 

牡
丹
哉
」
の
句
を
書
い
た
合
作
。
乙
酉
秋
日
と
あ
り
、
明
治
十
八
年
の
筆
で
あ
る
。
 

翠
山
は
眼
疾
で
片
眼
を
失
明
し
て
い
た
が
、
竹
の
幹
、
多
く
の
葉
を
、
ま
た
牡
丹
の 

花
と
葉
、
葉
脈
な
ど
運
筆
も
整
然
と
し
て
お
り
、
濃
淡
の
墨
気
は
冴
え
、
清
爽
の
趣 

が
漂
っ
て
い
る
。

翠
山
に
つ
い
て
は
別
に
記
す
が
、
城
光
同
は
江
戸
末
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
利 

根
沼
田
の
俳
諧
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
俳
人
で
あ
る
。
文
政
七
年(

一
八
二
四)

能
登

国
七
尾
に
生
れ
、
上
洛
し
て
花
守
岱
年
に
学
び
、
諸
国
の
俳
人
を
訪
れ
、
万
延
元
年
、
 

昭
和
村
森
下
の
綿
貫
由
義
の
家
に
足
を
止
め
、
沼
田
に
居
を
定
め
た
。
明
治
七
年
東, 

京
の
春
秋
庵
幹
雄
の
俳
諧
明
倫
社
結
成
に
参
画
、
大
講
議
と
な
っ
た
。

同
十
一
年
内
務
省
が
、
幹
雄
、
永
機
、
金
羅
に
対
し
俳
諧
に
つ
い
て
諮
問
し
た
際
、
 

三
人
は
俳
諧
の
興
亡
に
か
か
わ
る
重
大
事
と
し
て
光
同
と
同
道
、
光
同
は
俳
諧
の
精 

神
、
庶
民
の
教
養
と
俳
諧
に
つ
い
て
詳
し
く
答
申
し
た
と
い
ぅ
。

光
同
は
堕
落
し
た
俳
諧
を
救
ぅ
た
め
古
池
教
会
を
設
立
、
学
ぶ
も
の
は
長
野
、
新 

潟
に
ま
で
ひ
ろ
が
り
数
百
人
に
及
ん
だ
。
著
書
も
多
く
、
同
二
十
四
年
五
月
、
六
十 

八
歳
で
没
し
た
。
そ
の
流
れ
は
今
も
つ
づ
い
て
い
る
。

利
根
川
月
海
筆
鐘
馗
図

紙

本

淡

彩

丈

八

二

幅

二

八

セ

ン

チ(

池
田
正
雄
氏
蔵)

月
海
は
新
治
村
の
天
台
宗
千
手
院
の
僧
、
維
新
後
廃
寺
し
神
職
に
転
じ
、
明
治
五 

年
没
し
た
。
年
七
十
一
歳
。

俳
諧
、
漢
詩
を
学
び
、
南
画
を
新
田
郡
の
柿
沼
山
岳
に
習
っ
た
。
山
水
図
も
画
い 

た
が
、
竹
や
鐘
馗
の
絵
を
得
意
と
し
た
。
専
門
画
家
で
な
い
の
で
筆
意
も
稚
拙
だ
が
、
 

郷
土
人
の
作
と
し
て
あ
げ
て
お
く
。

小
栗
十
洲
筆
白
竜
図

絹
本
墨
画 

丈
一
〇
一
幅
二
八
セ
ン
チ(

小
野
利
夫
氏
蔵)

竜
を
白
描
に
し
、地
を
や
や
濃
墨
で
塗
っ
た
類
形
の
少
な
い
図
柄
で
筆
致
も
良
い
。

青木翠山画 城光同句書(阿部卓蔵氏蔵)

利根川月海筆鐘馗図

(池田正雄氏蔵)



落
款
印
に
小
栗
と
あ
る
の
で
小
栗
光
胤(

字
は
万
年)

の
作
で
あ
ろ
ぅ
。
明
兆
派
宗 

栗
の
裔
で
京
都
に
生
れ
、
若
狭
国
に
住
み
、
詩
も
能
く
し
た
。

左
下
隅
に
「元
信
」
の
遊
印
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
代
に
捺
し
た
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。

新 

治 

村

狩
野
洞
春
筆
牡
丹
図

絹
本
着
色
丈
三
〇 

幅
六
〇
セ
ン
チ(

片
野
一
司
氏
蔵) 

色
彩
も
ょ
く
格
調
の
高
い
絵
で
あ
る
が
、
焚
火
の
煙 

で
す
す
け
て
い
る
の
が
惜 

し
い
。

洞
春
は
初
め
兼
信
、
の
ち
義
信
、
良
信
、
政
信
と
号
を
か
え
、
更
に
福
信
と
称
し 

た
。
ま
た
守
静
斎
と
も
号
し
た
。
洞
雲
の
養
子
と
な
り.
駿
河
台
狩
野
の
二
世
を
継
ぐ
。

享
保
八
年(

一
七
ー
ニ
ニ)

歿
し
た
。

片
野
氏
は
猿
ケ
京
関
所
役
人
のI

人
で
、
片
野
文
志
と
い
ぅ
役
人
が
入
手
し
た
と 

伝
え
て
い
る
が
、
他
に
も
古
画
を
所
蔵
し
て
い
る
。

筆
者
不
詳
十
六
善
神
図

絹
本
着
色 

丈
一
三
〇 

幅
五
五
セ
ン
チ(

泰
寧
寺
蔵)

極
彩
色
密
画
で
、
元
文
元
年(

一
七
一
一
六)

十
一
月
、
当
時
東
峰
須
川
の
檀
家
柏 

屋
河
合
作
右
衛
門
が
、
大
般
若
経
六
百
卷
と
共
に
寄
進
し
た
と
伝
え
て
い
る
。

図
柄
は
川
場
村
吉
祥
寺
ほ
か
に
あ
る
も
の
と
大
体
同
じ
だ
が
、
制
作
年
代
は
元
文

狩野洞春筆 牡丹図(片野一司氏蔵)

筆者不詳十六善神図

(泰寧寺蔵)贫并烏洲筆雪樹双鴉図 

(三浦浅一郎氏蔵)



林豊山筆 月夜梅花図(原沢保之助氏蔵)

滝和亭筆富貴万年図 

(三浦浅一郎氏蔵)

以
前
と
見
ら
れ
る
。

金
井
烏
洲
筆 

雪
樹
双
鴉
図 

、

紙
本
臺
画
丈
ニ
ー
ニ
幅
五
七
セ
ン
チ(

三
浦
浅
一
郎
氏
蔵) 

雪
の
積
っ
た
枯
木
の
枝
に
と
ま
っ
た
二
羽
の
烏
の
墨
気
の
強
さ
、
雪
を
か
む
っ
た 

岩
の
描
線
の
厳
し
さ
、
空
間
を
塗
っ
た
淡
い
墨
色
の
冷
た
さ
に
雪
暮
の
寒
さ
が
感 

じ
ら
れ
る
。
岩
の
影
に
淡
彩
一
茎
の
水
仙
花
を
描
き
、
季
節
を
現
わ
し
て
い
る
の
も 

見
の
が
せ
な
い
。
温
潤
な
筆
致
の
山
水
画
と
対
照
的
な
作
品
で
あ
る
。

滝
和
亭
筆
富
貴
万
年
図

紙
本
墨
画 

丈
一 

三
五 

幅
四
三
セ
ン
チ(

三
浦
浅
一
郎
氏
蔵)

富
貴
万
年
之
図 

倣
秋
穀
之
本
和
亭
と
落
款
し
て
い
る
。+

富
貴
は
牡
丹
の
花 

を
指
す
詞
だ
が
、
こ
の
画
は
薔
薇
と
二
羽
の
雀
を
描
い
て
い
る
。
岩
の
下
の
一
本
は 

濃
墨
で
、
上
の
一
本
は
淡
墨
で
、
没
骨
附
立
の
妙
技
を
発
揮
し
た
好
作
品
で
あ
る
。
 

林
豊
山
筆
月
夜
梅
花
図

紙
本
着
色 

六
曲
屛
風 

丈
ー 

ー
ニ.

五 

幅
二
五
七
セ
ン
チ(

原
沢
保
之
助
氏
蔵) 

郷
土
人
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
豊
山
の
代
表
作
で
あ
る
。
専
門
画
家
の
梅 

花
図
に
比
べ
て
も
遜
色
な
い
で
あ
ろ
ぅ
。

筆
意
、
構
図
も
秀
れ
て
い
る
が
、ド
ウ
サ
引
き
し
た
紙
の
た
め
に
、
雄
勁
な
筆
勢
で 

描
き
な
が
ら
、
樹
幹
の
墨
気
が
浅
く
、
潤
い.
が
な
く
生
気
が
薄
い
。

し
か
し
大
小
の
枝
の
筆
致
は
力
強
く
、
寒
風
の
中
に
生
々
と
伸
び
、
春
に
さ
き
が 

け
て
開
き
清
香
を
漂
わ
す
花
の
、
凜
然
た
る
姿
を
見
事
描
き
出
し
て
い
る
。
中
央
上 

部
に
円
い
大
き
な
月
を
残
し
、
夜
陰
の
空
を
淡
墨
で
冷
え
冷
え
と
染
め
た
手
法
、

一
 

樹
で
広
い
画
面
を
構
成
し
た
豊
山
の
気
宇
が
感
じ
と
れ
る
。
戊
午
仲
秋
日(

一
八
五 

八)

の
落
款
が
あ
り
四
十
八
歳
の
作
で
あ
る
。

林
豊
山
筆
梅
花
図

紙
本
着
色 

六
曲
屛
風 

丈
一
三
八 

幅
二
七
八
セ
ン
チ(

富
沢
貞
義
氏
蔵) 

月
夜
梅
花
図
と
一
対
を
な
す
構
図
で
、
同
じ
安
政
五
年
仲
春(

旧
暦
二
月)

の
作 

で
あ
る
。

右
か
ら
左
へ
枝
を
張
る
一
樹
で
、
広
い
画
面
を
構
成
し
て
い
る
。
筆
致
は
月
梅
と



林青山筆韓信出胯下図(富沢貞義蔵) 林豊山筆 梅花図(富沢貞義氏蔵)

木内晋斎筆菅公図

(本多一郎氏蔵)

同
じ
だ
が
、枝
々
の
姿
は
対
照
的
で
、屈
折
せ
ず
、
軟
か
く
円
曲
さ
せ
、
筆
意
の
中
に 

弾
力
を
秘
め
て
、
梅
樹
の
若
枝
の
心
を
描
写
し
た
好
作
と
い
え
ょ
う
。
豊
山
は
文
化 

八
年
新
巻(

現
在
は
新
治
村
新
巻}

に
生
れ
、
渋
川
の
豊
秀
に
画
を
学
び
、
片
品
村
の 

萩
原
賢
和
に
書
を
習
っ
た
。
鋳
金
、
木
工
、
印
刻
を
能
く
し
、
ま
た
華
道
も
極
め
、
二 

代
貞
鳳
斎
一
徳
と
い
い
、
後
輩
に
教
え
、
明
治
九
年
十
月
、
六
十
六
歳
で
没
し
た
。
 

林
青
山
筆
韓
信
出
胯
下
図

絹
本
着
色 

丈
一
〇
四 

幅
四
ー
セ
ン
チ(

富
沢
貞
義
氏
蔵) 

沈
南
蘋
図
意
、
明
治
二
十
八
年
吉
久
月
吉
晨
、
と
あ
り
、
四
十
九
歳
の
作
で
あ
る
。
 

そ
の
二
年
前
の
ア
メ
リ
ヵ
シ
ヵ
ゴ
の
万
国
博
覧
会
に
出
品
、好
評
を
博
し
た
青
山
が
、
 

自
戒
自
重
の
意
中
を
写
し
た
絵
と
み
ら
れ
る
。

巨
体
に
剣
を
負
う
た
少
年
韓
信
で
な
く
、
無
頼
者
の
股
を
く
ぐ
ら
ん
と
す
る
姿
を 

描
い
た
。
そ
の
横
顔
に
は
、
他
日
漢
の
高
祖
皇
帝
に
仕
え
、
遂
に
項
羽
を
滅
し
て
、
 

¥

に
な
る
韓
信
の
、
若
か
り
し
日
の
面
影
が
、
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
。

木
内
晋
斎
筆
菅
公
図

紙
本
墨
画 

丈
ー 

ー
ニ•

五 

幅
三
〇
セ
ン
チ(

本
多
一
郎
氏
蔵)

晋
斎
の
名
は
郷
土
人
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
山
水
図
に
比
べ
て
人
物
画
は
巧
み
で 

な
い
。
こ
の
絵
も
素
人
画
の
ょ
う
で
あ
る
。

上

部

に

「心
だ
に
誠
の
道
に
か
な
ひ
な
ば
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
む
」
の



和
歌
を
題
し
、

一
千
体
の
内
百
二
十
二
号
、
明
治
三
十
五
年
二
月
、
と
落
款
し
、
六 

十
五
歳
の
作
。

一
千
体
を
画
か
ん
と
欲
し
、

こ
れ
が
百
二
十
二
枚
目
で
、
あ
と
何
枚 

画
い
た
か
不
明
だ
が
、
三
年
後
の
三
十
八
年
に
六
十
八
歳
で
没
し
た
。

晋
斎
は
入
須
川
の
人
で
父
は
村
の
手
習
師
匠
。
晋
斎
は
吾
妻
郡
原
町
の
木
村
翁
と 

新
田
郡
の
柿
沼
山
岳
に
画
を
学
ん
だ
。
詩
文
書
篆
刻
も
能
く
し
、
明
治
の
学
制
施
行 

で
教
壇
に
立
ち
、
病
ん
で
職
を
辞
し
、
時
に
畑
を
耕
し
、
雨
読
作
画
の
生
涯
を
閉
じ 

た
。

木

内

晋

斎

筆

蓬

萊

山

水

図

紙
本
淡
彩 

丈
一
三
六 

幅
六
ニ
セ
ン
チ(

本
多
一
郎
氏
蔵) 

晋
斎
は
青
苔
、
日
厚
楼
、
蕪
坪
、
卷
石
道
人
な
ど
多
く
の
別
号
を
用
い
た
が
、

こ 

の
絵
は
蕪
坪
と
落
款
し
て
い
る
。
こ
と
さ
ら
に
蓬
萊
山
ら
し
く
な
い
南
画
山
水
図
で
、
 

老
松
の
下
に
一
株
の
梅
花
を
添
え
、
流
辺
の
坡
上
に
亀
を
遊
ば
せ
、
空
に
鶴
を
舞
わ 

せ
た
。
主
山
の
筆
致
も
雅
趣
を
ふ
く
ん
で
い
る
が
、
老
松
と
の
距
離
が
な
く
、
近
景 

の
弱
い
の
が
惜
し
い
。

伝

木

内

晋

斎

筆

山

水

図

紙
本
着
色 

六
曲
屛
風 

丈

-:
二
〇 

二
九
八
セ
ン
チ(

神
保
武
夫
氏
蔵) 

無
落
款
で
あ
る
が
木
内
晋
斎
筆
と
伝
ぇ
て
い
る
。
右
隅
の
雲
煙
、
と
く
に
前
景
松 

林
の
あ
た
り
ま
で
、
幅
広
く
直
線
的
に
は
つ
き
り
描
き
込
ん
だ
の
が
目
ざ
わ
り
だ
が
、
 

一
応
整
つ
た
構
図
で
あ
る
。

樹
林
の
筆
意
、
山
の
皺
法
、
点
苔
に
温
潤
の
趣
き
が
あ 

り
、
晋
斎
の
画
想
が
ぅ
か
が
ぇ
る
。

し
か
し
梅
か
桃
か
、
胡
粉
を
打
つ
た
樹
、
紅
色
の
花
を
つ
け
た
樹
、
緑
樹
に
ま
じ
つ 

て
黄
葉
樹
を
描
き
、
春
夏
秋
の
季
節
が
同
居
し
た
絵
で
あ
る
。
た
め
に
完
成
し
た
が
、
 

落
款
を
書
か
な
か
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

観

応

道

察

筆

達

磨

図
紙
本
墨
画 

丈
一
三
一
幅
九
ー
セ
ン
チ(

原
沢
宣
也
氏
蔵)

木内晋斎筆 蓬萊山水図(本多一郎氏蔵)

伝•木内晋斎筆 山水図(神保武夫氏蔵)

同

上

部

分



観応道察筆 達磨図(原沢宣也氏蔵)

上野探雲筆夏山水図

(林幸勇氏蔵)

上野探雲筆冬山水図

(林幸勇氏蔵)

道
察
は
月
夜
野
町
の
名
刹
玉
泉
寺
三
十
二
世
の
住
職
で
姓
は
荻
野
、
越
後
高
田
藩 

士
の
子
に
生
れ
た
が
片
足
不®

由
の
た
め
出
家
、
新
治
村
広
福
寺
で
修
行
、
吾
妻
都 

の
宗
福
寺
、

つ
い
で
月
夜
野
町
の
法
泉
寺
、
常
恩
院
を
経
て
明
治
十
二
年
玉
泉
寺
に 

入
山
、
寺
の
復
興
に
尽
し
た
。

書
画
、
華
道
、
篆
刻
に
秀
で
表
具
も
能
く
し
た
が
、
と
く
に
達
磨
図
に
秀
作
が
あ 

り
、

こ
の
絵
は
そ
の
ぅ
ち
の
一
点
で
あ
る
。

昭 

和 

村

上

野

探

雲

筆

夏

冬

山

水

図

対
幅 

絹
本
着
色 

丈
九
八 

幅
四
三
セ
ン
チ(

林 

幸
勇
氏
蔵) 

落

款

に

「
行
年
八
十
五
歳
法
眼
探
雲
筆
」
と
な
り
、
文

化

六

年(

一
八
〇
九)

の 

作
で
筆
意
に
枯
淡
の
趣
き
が
出
て
い
る
。

形
に
は
ま
っ
た
狩
野
派
山
水
対
幅
の
構
図
で
あ
る
。
近
景
は
や
や
密
に
、
中
景
は

雲
煙
茫
々
、
そ
の
遠
方
に
隠
見
す
る
主
山
を
伝
統
の
技
法
で
描
き
、
無
限
の
天
空
の 

広
さ
を
描
か
ず
し
て
画
中
に
取
り
こ
ん
で
い
る
。
夏
景
の
墨
色
と
の
調
和
も
あ
ろ
ぅ 

が
、
冬
景
は
江
水
を
淡
墨
に
し
て
煙
霧
と
融
合
さ
せ
、
冷
た
さ
の
な
い
絵
と
な
っ
て 

い
る
。
上
部
に
、
す
す
水
の
汚
れ
が
あ
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

筆

者

不

詳

黒

龍

図

紙
本
墨
画 

丈
一
三
六 

幅
六
ー
セ
ン
チ(

倉
沢
勝
二
氏
蔵)

雅
印
だ
け
で
筆
者
不
詳
。
狩
野
元
信
と
伝
え
て
い
る
が
別
人
の
作
で
あ
る
。
 

紙
面
を
濃
墨
で
塗
り
つ/

し
、
長
身
を
く
ね
ら
す
龍
の
全
姿
を
精
緻
の
筆
技
で
描



生方清逸筆梅花群雀図(倉沢勝Z1氏筆) 黒龍図(倉沢勝二氏蔵)

生方清逸筆 梅花群雀図 部分

燕恪筆寿老図

(林厚一氏蔵)

い
た
異
色
の
図
で
あ
る
。

沼

田

の

某

家

に

も

「
狩
野
元
信
」

の
落
款
あ
る
水
墨
の
龍
の
絵
が
ー
ー
点
あ
り
、
ぅ 

ち
一
点
は
こ
の
絵
と
似
た
構
図
で
あ
る
。

生
方
清
逸
筆
梅
花
群
雀
図

絹
本
着
色 

丈

一

七

一

幅

八

七•

五
セ
ン
チ(

倉
沢
勝
二
氏
蔵) 

明
治
二
十
六
年
ア
メ
り
カ
シ
カ
ゴ 

の
万
国
博
覧
会
に
出
品
、受
賞
し
た
作
品
。
時
に

三
十
九
歳
。
制
作
意
欲
に
あ
ふ
れ
、
 

同
じ
図
柄
の
作
を
ー
ー
、
三
点
描
い
た 

上
で
、
完
成
さ
せ
た
。
代
表
作
の
一 

点
で
あ
る
。

画
面
の
中
央
か
ら
上
は
一
本
の
老 

梅
で
占
め
、
下
の
流
水
の
辺
り
に
は
、
 

文
字
通
り
雀
躍
す
る
一
群
の
雀
を
繊 

細
な
筆
で
描
写
、
梅
に
は
十
余
羽
、空 

に
も
戯
む
れ
つ
つ
舞
い
降
り
ん
と
す 

る
一
群
の
雀
を
巧
み
に
描
い
て
い
る
。

少
年
時
代
に
習
っ
た
狩
野
派
の
筆 

法
か
岩
の
皺
と
水
辺
に
見
ら
れ
る
。
 

清
逸
は
群
雀
を
好
ん
で
描
い
た
が
、
 

こ
の
絵
は
晩
年
の
作
に
く
ら
べ
生
気 

が
あ
ふ
れ
、
嬉
々
と
し
た
雀
の
声
が 

ひ
び
い
て
い
る
。

燕
恪
筆
寿
老
双
鶴
図

三
幅
対 

丈
一 

〇
七•

五 

幅
三
八•

五
セ
ン
チ(

林 

厚
一
氏
蔵) 

類
形
の
多
い
狩
野
派
の
絵
で
あ
る
。
燕
恪
の
名
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、

一
応
見 

ら
れ
る
作
品
。(

以

上

岸

大

洞
)



燕恪筆鶴図(林厚一氏蔵)



彫

刻

役
ノ
行
者
像

総

高(

光
背.

台
座
共)

六
九
セ
ン
チ

白
沢
村
生
枝
一
、
ニ
ニ
七 

観
音
寺

こ
の
役
ノ
行
者(

役
ノ
小
角)

像
は
、
左

右

に

前

鬼•

後
鬼
を
し
た
が
え
た
像
で
、
 

鎌
倉
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
像
の
形
式
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
修
験
の
霊
地
の 

少
な
く
な
い
当
県
に
あ
っ
て
は
、
珍
し
い
作
例
で
あ
る
。

役
ノ
小
角
は
奈
良
時
代
の 

人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
像
の
最
も
古
い
も
の
で
、
現
存
す
る
の
は
吉
野
山
桜
本
坊
の 

も
の
で
あ
る
。

観
音
寺
の
こ
の
像
は
、
寄
木
造
、
彩
色
像
で
、
台
座
の
裏
に

御

室

大

仏

師

法

橋

祐

敬 

-

の
墨
書
銘
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
ど
の
よ
ぅ
な
仏
師
で
あ
る
の
か
、
見
当
が
つ
か
な
い
。
 

た
だ
こ
ぅ
し
た
仏
師
名
が
、
わ
が
国
彫
刻
史
研
究
の
上
に
新
し
い
資
料
と
し
て
紹
介 

さ
れ
る
こ
と
は
、
貴
重
な
こ
と
で
、
詳
し
く
は
今
後
の
研
究
調
査
を
ま
つ
こ
と
に
し 

た
い
〇

毘
沙
門
天
立
像

木

造

総

高
(

台
座
共)

二
六•

五
セ
ン
チ

白
沢
村
高
平
一
、
四
八
二
雲
谷
寺

木
造
の
小
像
で
あ
る
が
、
像
身
を
青
、
衲
衣
は
青
、
朱

、
黒
、
金
な
ど
で
彩
色
さ 

れ
、
怒
髪
は
赤
、
邪
鬼
、
台
座
に
も
色
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
光
背
の
半
分
は
欠
失
し
て 

い
る
。

木
造
の
厨
子
に
納
め
て
あ
る
が
、
厨
子
の
背
面
に

明

和

二

酉

正

月

吉

祥

日

施

主

要

天

と
刻
銘
が
あ
る
。

明

和

二

年(

一
七
六
五)

像
と
厨
子
と
同
じ
頃
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

地
蔵
菩
薩
半
跏
像

木

造

像

高

六

〇

セ

ン

チ

白
沢
村
高
平
一
、
四
八
二
雲
谷
寺

寄
木
造
、
玉
眼
、
左
足
を
踏
み
さ
げ
た
、

い
わ
ゆ
る
半
fc
の
形
式
の
地
蔵
像
で
あ 

る
。
右
手
に
錫
丈
、
左
手
に
宝
珠
を
さ
さ
げ
、
体
に
金
泥
を
塗
っ
て
あ
る
。

右
足
先 

は
枘
差
し
で
あ
る
が
、
現
在
は
失
わ
れ
て
い
る
。

底
部
後
の
と
こ
ろ
に
墨
書
銘
が
あ
る
。

□

時
元
禄
十
五
壬
午
年
十
一
月
日

現
住
供
普
再
修
之

こ

れ

は

元

禄

十

五

年

(一

 

七
〇
二)

の
修
理
銘
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
像
の
造 

立
は
室
町
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

菩
薩
立
像

木

造

総

高

一

〇

六
•

五
セ
ン
チ

役ノ行者像(観音寺)



菩薩立像(観音堂)

片
品
村
東
小
川
大
沢 

観

音

堂(

通
称
大
御
堂)

ヒ
ノ
キ
の
一
木
造
で
、
仏
身
の
表
面
に
は
、
彩
色
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
が
、
現 

在
で
は
一
部
に
白
色
下
地
を
残
す
の
み
で
、
ほ
と
ん
ど
剝
落
し
て
い
る
。

と
く
に
上 

半
身
の
白
色
下
地
は
鮮
や
か
に
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

彫
眼
、
宝
冠
を
の
せ
た
天
冠
台
と
称
す
る
頭
の
周
緣
に
切
り
こ
み
の
装
飾
が
明
瞭 

に
の
こ
っ
て
お
り
、
高
髻
の
表
現
な
ど
か
ら
、
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
伝
承
で 

は
観
音
菩
薩
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。

左
手
、
肘
先
が
欠
失
し
て
い
る
が
、
も
と
は
別
木
で
つ
く
ら
れ
た
腕
を
差
し
こ
ん 

で
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。

像
の
姿
は
、
全
体
的
に
優
雅
で
、
体
軀
に
比
し
て
頭
部
が
小
さ
く
、
ほ
っ
そ
り
と 

し
て
お
り
、
他
の
仏
像
に
く
ら
べ
て
、
均
整
の
と
れ
た
容
姿
は
、
劣
る
も
の
で
は
な 

、
〇た

だ
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
虫
食
い
の
あ
と
が
あ
り
、
早
急
な
処
置
が
の
ぞ
ま
れ
る
。
 

像
の
左
肩
前
の
と
こ
ろ
に
、
木
屑 

漆
を
も
り
あ
げ
て
あ
ら
わ
し
た
可
憐
な
花
文
様 

の
付
着
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

土
文
の
技
法
は
鎌
倉
地
方
の
仏
像
に
も
例
が 

あ
る
が
、

こ
の
像
の
文
様
は
土
文
で
は
な
く
、
漆
を
材
料
に
し
た
特
殊
な
技
法
が
用 

い
ら
れ
て
い
る
よ
ぅ
で
あ
る
。

な
ん
の
花
を
文
様
化
し
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
 

典
雅
な
像
の
姿
に
、

い
か
に
も
ぴ
っ
た
り
と
し
た
花
文
様
で
あ
る
。

像
の
足
の
部
分
は
、
足
柄
が
つ
い
て
い
て
、
台
座
に
さ
し
こ
む
形
式
に
な
っ
て
い 

る
。

台
座
は
木
造
で
、
形
式
は
中
央
の
仏
像
の
そ
れ
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
破
損 

し
て
い
て
、
欠
失
し
た
部
分
も
少
な
く
な
い
。

光

背
(

一
三
五•

五
セ
ン
チ)

は
舟
型
光
背
で
、
頭
光
の
と
こ
ろ
に
、
同
心
円
を 

あ
ら
わ
し
、
光
背
下
部
に
菊
座
が
あ
り
、
二
本
の
枘
で
台
座
に
た
て
る
よ
ぅ
に
な
っ 

て
い
る
。

材
は
板
を
二
枚
は
ぎ
あ
わ
せ
て
い
る
。

白
色
下
地
の
あ
と
が
あ
り
、
も
と 

は
彩
色
し
て
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
光
背
の
中
央
や
や
上
に
よ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
 

枘
孔
が
あ
る
。

ま
た
下
の
部
分
に
花
文
様
が
あ
り
、
そ
の
形
式
か
ら
、
像
と
同
時
に 

つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
わ
か
る
。

光
背
表
面
に
左
の
墨
書
が
あ
る
。

□

色
仏
所
和
泉
諸
旦
那
現
世
安
穏
後
世
善
処
為
也

省
文
明
拾
八
年
丙
午
三
月
十
一
日
花
押

こ
れ
に
よ
っ
て
、
文

明

十

八

年(

一
四
八
六)

に
仏
像
と
光
背
に
彩
色
を
ほ
ど
こ 

し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、

こ
の
時
仏
像
を
造
立
し
た
と
考
え
る
に
は
、
も
っ
と
検
討 

を
要
す
る
。

別
に
観
音
像
の
棟
札
が
あ
り
、
最
古
の
も
の
は
、
正

和

三

年(

ー
ー
ー
ニ 

四)

で
あ 

る
。

観
音
堂
建
立
の
時
、
本
尊
で
あ
る
こ
の
仏
像
を
つ
く
っ
た
と
す
れ
ば
、
彩
色
を 

し
た
年
代
よ
り
も
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
。

仏
像
や
光
背
の
様
式
か
ら
み
て
、
十
四
世
紀
前
半
と
み
て
も
、
決
し
て
無
理
の
な 

い
こ
と
で
あ
る
し
、
観
音
堂
の
造
建
の
と
き
、

こ
の
仏
像
を
つ
く
り
、
彩
色
が
剝
落 

し
た
の
で
、
文
明
十
八
年
に
、
塗
り
な
お
し
た
と
す
る
の
が
、
自
然
な
見
方
で
あ
る 

と
思
わ
れ
る
。(

昭
和
四
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日
に
県
指
定
重
要
文
化
財
と
な
る
。) 

薬
師
如
来
坐
像
お
よ
び
月
光
菩
薩
立
像

木

造

像

高

薬

師

二

四

セ

ン

チ

月
光
菩
薩
五
〇
セ
ン
チ

川
場
村
川
場
湯
原
武
尊
神
社

も
と
は
薬
師
三
尊
の
形
式
を
と
っ
て
い
た
も
の
で
、
現
在
脇
侍
の
日
光
菩
薩
像
を 

欠
失
し
て
い
る
。

薬
師
の
光
背
裏
面
、
黒
漆
塗
り
の
上
に
朱
筆
の
銘
文
が
あ
り
、
月
光
菩
薩
の
光
背



に
も
銘
文
が
あ
る
。

両
者
を
あ
わ
せ
て
よ
む
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

享

保

十

四

年

己

酉

施

主

角

田

太

良

右

門

角

田

惣

兵

衛

同

新
□

門

同

彦

兵

衛

こ
れ
に
よ
っ
て
享
保
十
四
年(

一
七
二
九)

に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
 

ど
う
い
う
い
わ
れ
で
当
神
社
に
安
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
 

仏
種
慧
済
禅
師
像

木

造

川

場

村

吉

祥

寺

吉
祥
寺
開
山
の
像
で
あ
る
。

寄
木
造
、
玉
眼
嵌
入
、
頭
部
は
差
首
、
胴
部
と
膝
前 

は
別
木
で
は
ぎ
、
着
衣
を
前
に
垂
れ
さ
げ
た
部
分
も
、
別
木
を
よ
せ
て
つ
く
っ
て
あ 

る
。鎌

倉
時
代
の
写
実
精
神
を
う
け
つ
い
だ
、
堂
々
た
る
作
風
を
示
し
、
頂
相
彫
刻
と 

し
て
す
ぐ
れ
た
作
例
で
あ
る
。

像
の
前
面
に
垂
れ
て
い
る
着
衣
の
裾
の
裏
側
に
、
左
の
墨
書
が
あ
る
。

就
于
止
々
菴
炎
上

本
尊
御
影
焼
却

三
ヶ
年
内
奉
造
立

五
代
法
孫
庵
主
玉
峰

泉
珎
座
元
者□

同

京
都
七
条
住
侶
自

運
慶
十
三
代
子
孫

刑
部
卿
法
眼
作
焉

天

文

八

年

己

亥

夷
則
上
擀
如
意

珠
日
書
旃

こ
れ
に
よ
る
と
、
止
々
庵
が
炎
上
、
本
尊
、
御
影
が
焼
却
、
五
代
庵
主
玉
峰
の
と

き
、
三
力
年
を
つ
い
や
し
て
再
建
、

こ
の
肖
像
彫
刻
も
そ
の
時
つ
く
っ
た
も
の
で
、
 

造

立

年

代

は

天

文

八

年(

一
五
三
九)

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
仏
師
は
刑
部
卿
法 

眼
と
あ
り
、
京
都
七
条
仏
所
に
属
し
、
運
慶
十
三
代
の
子
孫
と
明
記
し
て
あ
る
こ
と 

も
注
意
を
ひ
く
。

広
円
明
鑑
禅
師
像

木

造

総

高

八

三

セ

ン

チ

川
場
村
吉
祥
寺

開
山
像
と
同
じ
頃
つ
く
ら
れ
た
も
の
ら
し
く
、
頂
相
彫
刻
の
形
式
に
の
っ
と
り
、
 

鎌
倉
彫
刻
の
写
実
的
傾
向
を
う
け
つ
い
だ
高
僧
像
で
あ
る
。

胎
内
に
納
入
文
書
が
あ
り
、
細
長
い
和
紙
に
墨
書
さ
れ
た
金
剛
経
の
経
文
と
思
わ 

れ
る
。

〇

な
お
、
本
寺
境
内
に
あ
る
法
泉
殿
の
本
尊
釈
迦
三
尊
像
は
、
鎌
倉
時
代
の
宋
風
の 

彫
刻
の
影
響
を
う
け
た
作
例
で
、
法
量
は
丈
六
像
の
大
き
さ
を
有
し
、
そ
の
た
め
、
 

詳
し
く
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
か
な
り
優
れ
た
仏
像
と
み
う
け
ら
れ 

る
。こ

の
本
尊
に
比
較
さ
れ
る
も
の
は
、
鎌
倉
の
禅
刹
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
士
ロ 

祥
寺
が
鎌
倉
五
山
の
建
長
寺
派
に
属
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
鎌
倉
五
山
の
造
像
と
深 

い
関
係
の
あ
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

大
日
如
来
坐
像

木

造

像

高

六

〇
•

五
セ
ン
チ

川
場
村
川
場
湯
原
太
郎
大
日
堂

一
木
造
の
、
素
人
の
つ
く
っ
た
ょ
う
な
、
素
朴
な
像
で
あ
る
。
宝

冠•

白
毫
に
金
箔 

を
お
き
、
両
眼
、
唇
に
は
彩
色
が
あ
り
、

い
ず
れ
も
後
世
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ 

木
の
扱
い
方
に
、
細
い
配
慮
が
な
さ
れ
、
鼻
の
部
分
に
、
木
目
の
中
心
が
く
る
ょ
う 

に
、
木
割
り
が
さ
れ
て
い
る
。

像
の
背
面
に
左
の
墨
書
銘
が
あ
る
。



大日如来像(大日堂)

聖観音像(明徳寺)

日

一

本

願

主

道

空

広
立
ナ
日
一 

康
安
二
年
九
月
日

こ

れ

に
ょ
っ
て
康
安
二
年(

一
三
六
二)

に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

鎌
倉 

時
代
末
の
作
。

聖
観
音
坐
像

木

造

像

高

六

七

セ

ン

チ

台

座

高

二

四

セ

ン

チ

月
夜
野
町
大
字
後
閑
明
徳
寺

等
身
像
の
坐
形
の
観
音
像
で
寄
木
造
、
相
貌
は
端
正
で
、
全
体
に
均
整
が
と
れ
て 

い
る
。

像
の
表
面
は
黒
く
な
っ
て
い
る
が
、
金
箔
が
お
い
て
あ
っ
た
の
か
、
彩
色
さ
れ
て 

い
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
両
頰
の
張
り
工
合
、写
実
的
な
手
法
を
用
い
て
い
る
点
な
ど
、
 

鎌
倉
末
期
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
た
制
作
と
考
ぇ
て
も
無
理
は
な
い
と
思
ぅ
。

光
背
、
持
物
、
台
座
な
ど
は
後
補
で
あ
る
。(

永
井
信
一)



建

造

物

は

じ

め

に

㈠

調

査

の

対

象

群
馬
県
教
育
委
員
会
で
は
昭
和
四
十
三
年
度
に
県
内
全
域
に
わ
た
っ
て
、
各
地
に 

残
る
古
い
民
家
建
築
の
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
他
の
古
い
建
造
物
に
つ
い
て
の 

県
内
全
域
に
わ
た
る
詳
細
な
調
査
は
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
 

こ
の
度
の
文
化
財
総
合
調
査
に
お
け
る
建
造
物
の
調
査
で
は
、
民
家
を
除
い
た
建
造 

物
に
重
点
を
置
い
て
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

調
査
対
象
が
民
家
を
除
い
た
建
造
物
と
い
ぅ
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
大
部
分
は
神 

社

•

仏
閣
お
よ
び
そ
れ
ら
の
付
属
建
造
物
で
ぁ
る
。

㈡

調

査

の

方

法

調
査
は
第
一
次
、
第
二
次
の
二
段
階
に
分
け
て
実
施
し
た
。

第
一
次
調
査
は
調
査
の
基
礎
段
階
と
し
て
で
き
る
だ
け
網
羅
的
に
、
各
地
に
残
る 

民
家
以
外
の
重
要
建
造
物
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。

そ
の
た
め 

第
一
次
調
査
は
各
地
の
市
町
村
教
育
委
員
会
に
依
頼
し
て
調
査
対
象
の
選
定
お
よ
び 

調
査
表
の
記
入
を
行
っ
た
。

第
二
次
調
査
は
第
一
次
調
査
で
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
建
造
物
を
で
き
る
だ
け
総 

当
り
的
に
現
地
調
査
し
、
そ
の
中
で
特
色
ぁ
る
も
の
、
お
よ
び
主
に
江
戸
時
代
中
期 

以
前
の
建
造
物
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
復
原
平
面
図
、
詳
細
な
写
真
撮
影
、
棟
札
や 

普
請
帳
等
の
記
録
類
を
調
査
し
、

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
建
築
年
代
や
保
存
価
値
を
正
し 

く
判
断
で
き
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。

㈢

調

査

の

結

果

こ
の
度
、
調
査
対
象
地
域
の
建
造
物
を
み
て
廻
っ
た
結
果
、
神
社
、
仏
閣
と
い
え 

ど
も
江
戸
時
代
中
期
以
前
に
溯
る
も
の
は
極
め
て
少
な
く
、
平
均
し
て
各
市
町
村
単 

位
で
一 
•

二
棟
と
い
ぅ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
大
半
は
幕
末
の
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
第
二
次
調
査
の
結
果
、
特
色
あ
る
も
の
お
ょ
び
江
戸
時
代
中
期
以
前
の
建
築 

と
認
め
ら
れ
た
民
家
以
外
の
建
造
物
の
名
称
、
所
在
地
、
様
式
の
特
色
や
建
築
年
代 

の
概
略
を
各
市
町
村
別
に
記
す
こ
と
に
す
る
。(

桑
原 

稔)

調

査

報

告

諏
訪
大
明
神
社
殿

〔写真①〕諏訪大明神社殿



所

在

地

招

圧

开

ナ

芎

戸

境

匿/
C
C

管
理
者
星
野
房
治

当
社
殿
は
戸
鹿
野
八
幡
宮
の
境
内
に
鎮
座
し
て
い
る
。
一
間
社
流
れ
造
り
の
こ
じ
ん 

ま
り
し
た
社
殿
で
、
現
在
屋
根
は
鉄
板
で
葺
か
れ
て
い
る
が
、
当
初
は
板
葺
で
あ
っ 

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

社
殿
内
に
は
十
枚
の
棟
札
が
あ
り
、
「
明
暦
三
丁
酉
年
七
月
」
の
も
の
が
最
も
古
い 

年
号
で
あ
る
。

次
に
古
い
年
号
の
も
の
は
左
記
の
ょ
ぅ
な
内
容
が
書
か
れ
て
お
り
、
 

「
万
治
元
戊
戌
年
拾
弐
月
」

の
年
号
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
か
ら
前
者
ょ
り
一
年
遅
い 

年
号
で
あ
る
。

明
暦
三
年
の
年
号
の
あ
る
棟
札
は
薄
い
粗
末
な
板
に
粗
雑
な
墨
書
が
あ
る
も
の 

(

写
真②
)

で
、
右
に
掲
げ
た
万
治
元
年
の
年
号
の
あ
る
棟
札
は
分
厚
い
板
に
墨
書
が 

て
い
ね
い
に
書
か
れ
て
い
る(

写
真©
©
)

。

〔写真②〕明暦3年
の年号のある棟札

封
多
聞 

, 

持
国
封 

聖
主
天
中
天
迦
陵
頻
伽
聲
和
光
同
塵
結
緣
之
始 

r 
3

奉
行
内
田
成
次 

大
行
事
多
聞
天
哉
師
文
殊
菩
薩
頭
以
此
功
徳
普
及
於一

切

」_

奉
爾
造
八
幡
大
菩
薩
惣
哉
釈
迦
牟
尼
如
來 

敬

白
別
当
海
海 

大
工
大
河i

吉

小y
?

事
帝
釈
天 

道
師
弥
馨
薩
我
等
与
衆
生
皆
共
成
佛
道

哀
愍
衆
生
者
我
等
今
敬
礼 

八
相
成
道
以
論
其
終

封
増
長
北
上
野
勢
多
郡
利
根
庄
沼
田
万
治
元
が
年
十
二
月
三
日 

真
田
信
澄
公
建
立
之
—
広
目
封

表

北

上

野

国

勢

多

郡

利

根

庄

沼

田

鎮

守

千

時

万

治

元

戌

年

警

二

日

裏〔写真③〕万治元年の年号 

のある棟ネし(表)

〔写真④〕万治元年の年号 

のある棟ネし(裏)



社
殿
造
立
時
の
棟
札
と
し
て
ど
ち
ら
が
本
物
で
あ
る
の
か
、
選
択
に
躊
躇
す
る
と 

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
殿
は
沼
田
城
主
、
真
田
氏
が
建
立
し
た
伝
承
が
あ
り
、前
述 

の
二
枚
の
棟
札
に
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
、棟
札
の
体
裁 

か
ら
推
察
し
て
右
に
掲
げ
た
万
治
元
年
の
も
の
が
社
殿
造
立
時
の
棟
札
と
み
る
の
が 

穏
当
で
あ
ろ
ぅ
。

他

の

棟

札

は

「寛
政
三
年
、
享
和
二
年
、
文
化
九
年
、
嘉
永
七
年
、
文
久
元
年
、

明
治
二
十
年
、
明
治
二
十
七
年
」

の
年
号
の
あ
る
七
枚
が
い
ず
れ
も
修
覆
の
も
の
で 

あ

る
(

写
真⑤
)

。
残
る
一
枚
の
棟
札
は
左
記
の
よ
ぅ
な
内
容
の
も
の
で
、
こ
れ
に
よ 

れ
ば
社
殿
は
「
天
保
八
丁
酉
十
一
月
」
に
再
建
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

天
保
八
丁
酉
年 

八
幡
山
第
十
世
法
卯

梵
字 

奉
再
建
諏
訪
大
明
神
社
一
宇
氏
子
安
全
攸

十
一
月
吉
祥
日 

権
大
僧
都
亮
勤

社
殿
を
詳
細
に
調
査
し
て
み
る
と
、
柱
上
の
組
物•

木
鼻
お
よ
び
蟇
股
、
虹

梁(

写 

真⑥
⑦
)

、
擬
宝
珠
柱(

写
真⑧
)

等
の
手
法
は
明
ら
か
に
江
戸
時
代
前
期
の
様
式
を
示 

し
て
お
り
、建
築
全
体
も
飾
り
気
な
く
質
素
で
落
ち
つ
い
た
意
匠
を
表
現
し
て
い
る
。
 

し
か
し
、
向
拝
柱
を
は
じ
め
繋
虹
梁
、
丸
桁
、
地
覆
、
小
脇
柱
、
笠
木
、
床
下
の
束
等 

は
よ
り
新
し
い
用
材
で
あ
り
、
再
建
さ
れ
た
社
殿
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

〔写真⑤〕右から4番目のものが再建の棟札、他の7枚は修覆の棟札.

〔写真⑥〕向拝柱上部の組物

〔写真⑦〕本柱上部の組物



社
寺
建
築
の
建
替
に
お
い
て
は
建
替
前
の
様
式
を
踏
襲
し
た
り
、
前
身
建
物
の
部 

材
を
も
好
ん
で
使
用
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
当
社
殿
は
前
身
建
物
の
組 

物
お
よ
び
部
材
を
で
き
る
だ
け
使
用
し
、
そ
の
様
式
を
踏
襲
し
て
天
保
八(

一
八
三 

七)

年
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
。
そ
し
て
、
当
社
殿
の
前
身
建
物 

は
残
さ
れ
た
手
法
に
よ
り
、
江
戸
時
代
前
期
頃
の
様
式
が
窺
わ
れ
る
こ
と
か
ら
古
い 

棟
札
の
墨
書
の
通
り
、
万
治
元(

一
六
五
八)

年
に
造
立
さ
れ
た
も
の
と
み
て
穏
当
で 

あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
当
社
殿
は
天
保
八
年
に
再
建
さ
れ
は
し
た
も 

の
の
、
万
治
元
年
頃
の
様
式
を
つ
た
え
て
い
る
た
め
、
建
築
全
体
が
質
素
で
飾
り
気 

の
な
い
落
ち
つ
い
た
意
匠
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

戸
鹿
野
八
幡
宮
本
殿

所
在
地
沼
田
市
大
字
戸
鹿
野
八
〇
〇

管
理
者
星
野
房
治

三
間
二
面
の
流
れ
造
で
屋
根
は
現
在
鉄
板
葺
で
あ
る
が
元
は
板
葺
で
あ
る
。
柱
上 

の
組
物•

木

鼻•

蟇

股•

絵
様
彫
刻
等(

写
真⑪

〜⑭
)

は
立
派
な
も
の
で
江
戸
時
代 

初
期
頃
を
下
ら
な
い
様
式
が
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
前
述
の
諏
訪
大
明
神
社
殿
の 

前
身
建
物
と
同
じ
頃
造
立
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
ぅ
。
残
念
な
こ
と
に
当
八
幡 

宮
本
殿
は
前
面
の
階
が
も
ぎ
取
ら
れ
、
向
拝
柱
が
移
動
し
て
大
床
に
接
し
、
手
挾
が 

根
元
か
ら
切
断
さ
れ
て
い
る
等
向
拝
部
に
お
け
る
後
世
の
改
造
が
著
し
い
。
し
か
し
、

〔写真⑧〕大床上に立つ擬宝珠柱

〔写真⑨〕戸鹿野八幡宮本殿



〔写真⑩〕戸鹿野八幡宮本殿の正面

〔写真⑪〕暮股および柱上の組物

〔写真⑫〕長押上部(極彩色がほどこされている)

〔写真⑭〕本柱上部 虹梁の端都には袖切眉なく 

唐草絵様は2重半に巻いている。

〔写真⑬〕向拝柱上部

他
の
部
分
は
比
較
的
ょ
く
残
つ
て
お
り
、
江
戸
時
代
初
期
頃
の
様
式
を
随
所
に
伝
ぇ 

て
い
る
。

虚
空
蔵
菩
薩
堂

所
在
地
沼
田
市
戸
神
町

管
理
者
戸
神
町

草
葺
方
形
屋
根
で
前
面
に
向
拝
を
持
つ
て
い
る
。
堂

内

に

は

「享
保
十
三
戊
申
年 

五
月
吉
祥
日
」
の
年
号
の
棟
札
が
あ
る(

写
真®
)

。
堂
宇
の
造
立
は
建
築
様
式
か
ら 

推
察
し
て
、
棟
札
の
通
り
享
保
十
三(

一
七
二
八)

年
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
 

し
か
し
、
棟

札

中

の

「本
尊
運
慶
作
」

の
項
は
疑
わ
し
い
。

内
陣
に
は
立
派
な
厨
子(

写
真㉑
)

が
安
置
さ
れ
、
こ
の
中
に
も
棟
礼
が
あ
つ
て
天 

明

四(

一
七
八
四)

年
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る(

写
真@

®
)
。

厨
子 

と
し
て
は
比
較
的
大
き
く
、
唐
様
を
基
調
と
し
た
手
の
こ
ん
だ
つ
く
り
で
、
天
明
期 

の
厨
子
と
し
て
優
れ
た
作
品
の
う
ち
に
数
ぇ
ら
れ
ょ
う
。

堂
宇
は
人
里
離
れ
た
小
高
い
山
頂
に
存
在
し
、
近
く
に
管
理
に
適
し
た
人
家
も
な



〔写真⑮〕虚空蔵菩薩堂

〔写真⑯〕虚空蔵寺棟札

〔写真⑰〕繫虹梁および向拝柱上部

〔写真⑱〕向拝部虹梁および蟇股(裏側)

〔写真⑲〕向拝部前面



〔写真㉑〕虚空蔵寺厨子 〔写真⑳〕外陣より内陣をみる

〔写真㉓〕厨子内

にある棟札(裏)

〔写真㉒〕厨子内

にある棟ネし(表)

い
た
め
、
堂
宇
の
内
外
は
荒
さ
れ
易
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
適
切
な
管
理
の
方
法 

か
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

観
音
寺
観
音
堂

所
在
地 

利
根
郡
白
沢
村
大
字
生
枝I

ニ
ニ
五

管
理
者
桑
原
順
澄

当
観
音
堂
に
は
す
す
ぼ
け
た
棟
札
が
存
在
し(

写
真㉕
)

、
水
を
か
け
て
は
わ
ず
か 

に
う
き
で
た
墨
書
を
記
録
す
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
、
よ
う
や
く
左
記
の
項
目
を
明 

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

正
徳
四
年
大
阿
闇
梨
堅
者
舜
応
法
印
敬
白 

(
梵
字)

奉
建
立
聖
観
世
音
菩
薩
為
現
世
安
穏
後
世
善
生 

願
主
頓
誉
秀
円

大
阿-

梨
堅
者
舜
盛
法
印
施
主 

観音堂棟札

当
観
音
堂
は
棟
札
に
よ
っ
て
正
徳
四(

一
七
一
四)

年
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
判 

明
し
、
建
築
様
式
か
ら
み
て
も
棟
札
の
建
立
年
代
と
一
致
す
る
よ
ぅ
で
あ
る
。



方
形
屋
根
の
頂
に
宝
珠
露
盤
を
置
き
、
現
在
鉄
板
葺
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
初
は 

板
葺
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
縁
板
が
四
周
に
廻
っ
て
い
る
が
、
後
側 

の
縁
板
は
後
補
の
も
の
で
あ
る
。

堂
宇
は
彫
刻
の
乱
用
お
ょ
び
彩
色
も
な
く
、
全
体
と
し
て
じ
み
に
ま
と
め
ら
れ
て 

い
る
た
め
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
建
築
全
体
に
落
ち
つ
き
を
与
え
て
お
り
、
江
戸
時
代 

建
築
の
特
徴
で
あ
る
煩
わ
し
い
感
じ
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
、
比
較
的
素
朴
で
親
し 

み
易
い
建
物
で
あ
る
。

〔写真㉔〕観音寺観音堂

(写真㉕〕

観音堂棟札

〔写真㉖〕向拝柱上部の組物および手挾•海老虹梁

〔写真㉗〕虹梁上部の蟇股

観
音
寺
護
摩
堂

所
在
地
利
根
郡
白
沢
村
大
字
生
枝
ー
ニ
ニ
五

管
理
者
桑
原
順
澄

護
摩
堂
は
前
述
の
観
音
堂
の
す
ぐ
手
前
に
建
っ
て
い
る
も
の
で
、
や
は
り
黒
く
す 

す
ぼ
け
た
棟
札
が
存
在
し
、
判
読
に
骨
を
折
っ
た
次
第
で
あ
る
。



〔写真㉘〕観音堂護摩堂

〔写真㉙〕向拝柱上部の象鼻および斗拱

〔写真㉚〕外陣より内陣をみる。

宝
暦
九
年
想
台
山
西
光
院
観
音
寺
現
住
願
主

奉
再
建
立
護
摩
堂
令
法
久
住
参
詣
面
々
各
願
成
就
祈
所

卯
月
二
十
八
日±

二
部
邑
都
法
大
阿
闍
梨
堅
者
法
印
全
海
敬
白

護摩堂棟札

堂
宇
は
棟
札
に
よ
れ
ば
宝
暦
九(

一
七
五
九)

年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

調
査
の
結
果
多
く
の
柱
に
古
い
貫
穴
や
小
舞
竹
の
穴
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
古
い 

柱
が
切
断
さ
れ
て
釣
束
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
り
し
て
、
や
は
り
移
築
再
建
さ
れ 

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
前
述
の
観
音
堂
と
く
ら
べ
て
護 

摩
堂
の
柱
は
か
な
り
傾
斜
し
て
お
り
歪
み
が
ひ
ど
い
。
こ
れ
も
移
築
再
建
さ
れ
た
建 

物
で
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
、っ
。
ま
た
、
観
音
堂
よ
り
も
彫
刻
は
煩
雑
に
な
り(

写
真㉙
 

㉚
)

、
極
彩
色
も
施
さ
れ
る
な
ど
煩
雑
過
飾
の
感
が
あ
る
。

諏
訪
神
社

所
在
地
利
根
郡
利
根
村
平
川
七
七
七

管
理
者
平
川
区
長

当
神
社
に
は
棟
札
お
よ
び
建
築
に
関
す
る
古
文
書
等
残
さ
れ
て
い
な
い
。

社
殿
は
幕
末
の
も
の
の
よ
ぅ
に
胴
羽
目
、
小
脇
、
小
壁
板
等
彫
刻
を
も
っ
て
装
飾 

さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
比
較
的
落
ち
つ
い
た
感
じ
を
与
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、



〔写真㉜〕向I平部をみる 〔写真㉛〕諏訪神社社殿

〔写真㉟〕祭神

〔写真㉞〕妻側全体をみる

〔写真㉝〕妻上部をみる



〔写真㉗〕薬師堂(正面よりみる)

〔写真㉚〕祭神の台座裏にある墨書

向
拝
柱
上
部
の
手
挾
、
象
鼻
、
海
老
虹
梁(

写
真㉜
)

お
よ
び
蟇
股
、
脇
障
子
、
本
柱 

上
部
の
組
物(

写
真®
®
)

等
よ
り
推
察
す
る
と
、
お
よ
そ
江
戸
時
代
中
期
頃
の
建
築 

と
思
わ
れ
る
。

神
殿
内
に
鎮
座
す
る
祭
神(

写
真®
)

の
台
座
に
は
「
宝
永
元
甲
申
歳
六
月
吉
日
、
 

奉
御
信
心
…
…
」
の
墨
書
が
み
ら
れ
る(

写
真®
)

と

こ

含

ち

、
当
社
殿
は
台
座
の 

年
代
と
同
じ
年
、'
即
ち
宝
永
元(

一
七
〇
四)

年
の
建
築
と
み
て
不
合
理
で
な
い
。

当
社
殿
は
浜
床
、
高
欄
が
破
損
し
神
殿
の
扉
が
無
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ 

の
他
の
個
所
は
よ
く
残
さ
れ
て
お
り
、
比
較
的
質
が
よ
い
。
故
に
、
江
戸
時
代
中
期 

を

代

表

す

る

「
一
間
社
流
れ
造
り
」
の
遺
構
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

薬
師
堂

所
在
地 

利
根
郡
利
根
村
日
影
南
郷
一
七
一

管
理
者
鈴
木
順
一

堂
宇
は
管
理
者
の
鈴
木
家
に
残
さ
れ
て
い
る
「
薬
師
御
堂
建
立
奉
賀
帳
」
に
よ
っ
て 

安

永

三(

一
七
七
四)

年
の
建
立
が
明
ら
か
で
あ
る(

写
真㉚
)

。
草
葺
で
向
拝
を
持

ち
回
緣
を
設
け
正
面
の
奥
に
須
弥
壇(

写
真©
)

を
安
置
す
る
。
内
部
の
天
井
は
棹
緣 

天
井
で
あ
り
、
全
体
の
質
は
優
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
が
、
建
築
年
代
が
明
確 

で
あ
る
の
で
、
安
永
年
間
お
ょ
び
そ
の
前
後
の
建
築
手
法
を
知
る
貴
重
な
史
料
で
あ 

る
。



〔写真㉚〕向拝柱上部を内側よりみる

〔写真㉝〕薬師御堂奉賀帳

〔写真®〕向拝柱上部を外側よりみる

〔写鋤〕軒裏をみる

〔写真©〕須弥壇

武
尊
神
社

所
在
地
利
根
郡
片
品
村
花
咲
山
崎

管
理
者
花
咲
区
長

当
社
殿
内
に
は
次
の
よ
う
な
棟
札
が
二
枚
、
神
殿
奥
の
胴
羽
目
に
釘
打
ち
さ
れ
て 

い
る
。

な
お
、
当
社
殿
の
す
ぐ
右
側
に
立
つ
諏
訪
神
社
の
社
殿
内
に
も
元
禄
四
年
の
年
号 

の
あ
る
同
様
な
棟
札
が
二
枚
あ
り
、
同
境
内
に
接
し
て•
立
つ
二
つ
の
社
殿
内
に
同
様 

な
棟
札
が
合
計
四
枚
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

建
築
様
式
か
ら
、
接
し
て
立
つ
二
つ
の
社
殿
を
考
察
す
れ
ば
、
右
側
に
た
つ
諏
訪 

神
社
の
社
殿
は
明
ら
か
に
幕
末
頃
の
手
法
で
あ
る
の
で
、
元
禄
四
年
の
棟
札
と
は
直 

接
結
び
つ
か
な
い
。

武
尊
神
社
の
社
殿
は
向
拝
柱
上
部
の
象
鼻.

虹
梁
、
そ
の
上
の
蟇
股
、
海
老
虹
梁 

(

写
真®

〜®
)

お
よ
び
本
柱
上
部
の
組
物(

写
真®
)

、
脇

障

子(

写
真®
)

さ
ら
に
全 

体
か
ら
受
け
る
感
じ
な
ど
か
ら
江
戸
時
代
前
期
を
下
ら
な
い
極
め
て
質
の
よ
い
遺
構 

と
思
わ
れ
る
。
当
社
殿
が
棟
札
の
と
お
り
元
禄
四(

一
六
九
一)

年
の
造
立
と
み
た 

場
合
、
建
築
様
式
と
く
ら
べ
て
建
立
年
代
が
幾
分
下
降
し
過
ぎ
る
よ
う
な
気
も
す
る
。
 

し
か
し
、
片
品
村
の
山
深
い
地
に
鎮
座
す
る
と
い
う
地
理
的
条
件
を
考
慮
す
れ
ば
、
 

建
築
技
術
の
後
進
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
武
尊
神



社
の
社
殿
は
元
禄
四
年
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
み
て
穏
当
で
あ
ろ
ぅ
と
推
察
す
る
。

当
社
殿
は
厳
重
な
鞘
堂
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
破
損
少
な
く
、
本
県 

内
に
残
る
「
一
間
社
流
れ
造
り
」
の
神
社
建
築
と
し
て
優
れ
て
質
が
ょ
く
、
建
築
年 

代
も

一  

七
世
紀
に
溯
る
古
い
も
の
で
あ
る
。
今
後
早
急
に
火
災
等
の
不
安
の
な
い
ょ 

、っ
保
護
対
策
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

〔写真©〕武尊神社社殿

聖
衆
転
中
天 

元
祿
四
年
武
尊
山
鑿
法
—

迦
陵
頻
伽
聲
奉
造
立
諏
訪
大
明
神
宮
一
宇
者
也

村
中
惣
氏
子

哀

繁

生̂

上
野
國
沼
田
領
利
根
郡
東
入
花
咲
村
大
工 

我
等
今
敬
禮 

辛

未

十

月

吉

日

敬

白

德

弥

兵

衛

武尊神社社殿内の棟札(1)〔写真⑭〕社殿内の棟札(1)〔写真⑮〕社殿内の棟札⑵



武尊神社社殿内の棟札 ⑵

元
祿
四
歳
別
當
華
咲
山
法
稱
寺 

聖
衆
轉
中
天

迦
陵
頻
伽
聲 

奉
造
立
諏
訪
大
明
神
宮I

宇
者
也

哀
愍
衆
生
者 

上
野
國
沼
田
領
利
根
郡
東
入
花
咲
村 

我
等
今
敬
禮 

辛 

大
工

未
ノ
十
月
吉
日
敬
白 

佐
藤
弥
兵
衛

〔写真⑱〕向拝柱上部の斗t :おJ:び象鼻

〔写真©〕虹梁上部の蟇股 

〔写真⑱〕向拝上部をみる。海老虹梁は反りが少なく 

古風である。

〔写真®〕妻側上部をみる〔写真®〕 脇障子をみる 



清
雲
寺
楼
門

所
在
地
昭
和
村

管
理
者
竹
之
内
金
道

当
楼
門
は
草
葺
入
母
屋
造
り
で
あ
る
が
、
昭
和
四
十
一
年
三
月
鉄
板
瓦
棒
葺
に
改 

め
る
。
こ
の
時
「グ
シ
」
よ
り
左
記
の
よ
ぅ
な
楼
門
記(

棟
札)

が
で
て
き
た
と
い 

、つ
〇当

寺
の
本
堂
お
よ
び
そ
の
他
の
堂
宇
は
記
録
に
よ
れ
ば
天
保
十
一
年
八
月
九
日
火 

に
あ
い
焼
失
し
た
が
、
楼
門
だ
け
焼
失
を
免
れ
た
と
伝
え
る
。
ま
た
、
昭
和
四
十 

一
年
の
屋
根
替
の
時
グ
シ
よ
り
右
に
掲
げ
た
棟
札
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
楼 

門
は
棟
札
の
通
り
寛
延
三(

一
七
五
〇)

年
に
造
立
さ
れ
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な 

い 
〇当

楼
門
は
二
階
建
和
唐
折
衷
様
式
で
あ
り
、
吹
寄
垂
木
と
し
て
い
る
点
が
県
内
で 

は
め
ず
ら
し
い(

写
真®
)

。

県
内
の
社
寺
で
楼
門
を
残
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
少
な
く
、
し
か
も
、
清
雲

〔写真㉛〕清雲寺楼門

武尊神社社殿平面図



寺
楼
門
は
破
損
少
な
く
保
存
状
態
は
非
常
に
ょ
い
。
そ
し
て
、
棟
札
に
ょ
っ
て
寛
延 

三
年
の
造
立
が
明
ら
か
で
あ
り
、
県
内
に
現
存
す
る
江
戸
時
代
中
期
の
楼
門
と
し
て 

貴
重
で
あ
る
。(

以

上

桑

原

稔)

清雲寺楼門棟札

茲
時
寛
延
三
歳
次
庚
キ
孟
什
五
島

原
夫
三
間
者
有
空
真
之
三
也
扶
桑
之
洞
門
今
通
開
一
門
所
謂
一
即
三
是
也
錐
当
山
自
往
古
有
総
門
之 

設
土
陝
地
僻
而
旦
衣
資
亦
乏
末
及
三
門
可
惜
不
至
臂
痒
処
矣
乗
予
百
番
拝
讃
之
願
海
新
範
鋳
錬
鐘
焉 

於
干
此
命
工
匠
山
城
之
住
藤
原
充
長
欲
霧
山
門
接
開一

門
三
即一

是
也
振
郢
斧
於
寛
豐
庚
午
之 

孟
春
乙
印
見
成
功
於
年
之
孟
冬
甲
午
此
日
也
良
辰
勧
請
棟
上
三
世
佛
陀
釈
天
諸
尊
日
本
大
小
神
祇
而 

祈

修

造

無

焚

蹇

酸

莉

葉

之

驚

者

籍

、率

拿

六

婁

隻

清

印

籠

棟
梁 

山
城
之
住 

深
津
理
右
衛
門
尉 

藤
原
充
長
資
手
若
干
人 

左

側

墨

書

上部墨書

記 門 楼 

寸3寸3分

〔写真㉜〕清雲寺楼門棟札

〔写真㉝〕清雲寺楼門

吉
祥
寺

所
在
地
川
場
村
門
前
八
六
〇

管
理
者
高
木
宗
監

山
門

木
造
、
入
母
屋
造
り
、
三
間
二
間
の
楼
門
で
ぁ
る
。
草
葺
屋
根
を
十
年
程
前
に
卜 

タ
ン
葺(

赤
い
棒
瓦
葺
き)

に
代
え
た
。
二
階
は
高
欄
手
摺
を
回
し
た
濡
緣
が
つ
く
。
 

中
央
四
枚
唐
戸
、
両
脇
引
違
い
舞
良
戸
、

一
階
は
二
間
と
も
吹
抜
け
。
軒
廻
り
の
組 

物
は
二
手
先
、
天
井
は
二
重
化
粧
本
繁
垂
木
。
一
階
丸
柱
、
虹
梁
、
眉
付
き
。
基
礎
は
礎 

盤
付
き
、
基
壇
六
段
上
り
。

正
平
七
年
後
光
厳
天
皇
勅
願
所
と
な
り
、
勅
額
を
賜
い
、
文
政
七
年
に
改
築
さ
れ 

た
と
い
ぅ
。

木
立
に
囲
ま
れ
た
参
道
が
ぁ
り
、
参
拝
者
が
こ
こ
を
通
る
こ
と
に
ょ
り
静
か
な
気 

分
に
な
る
。
参
道
を
持
つ
社
寺
も
数
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
配
置
様
式
的
な
意
味
合 

も
兼
ね
、
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
堂



木
造
、
茅
葺
。
五
年
程
前
に
銅
板
葺
き
に
改
め
た
。
寄
棟
。
二
重
本
繁
垂
木
。
内
部 

の
欄
間
に
質
の
ょ
い
透
彫
り
が
あ
る
。
銅
板
葺
き
の
唐
破
風
の
玄
関
が
つ
い
て
い
る
。
 

延
元
元
年
九
月
八
日
開
創
、康
永
二
年
創
建
と
い
わ
れ
る
。
鉄
眼
版
一
切
経
を
所
蔵 

し
て
い
る
。

臨
済
宗
、
檀
徒
四
〇
〇
戸
、
川
場
村
、
白
沢
村
、
沼
田
市
に
わ
た
る
地
域
の
名
刹 

で
あ
り
、
庭
園
も
小
池
、
庭
石
、
植
え
込
み
等
美
し
く
整
備
さ
れ
て
い
る
。

茅
葺
き
の
時
は
ど
っ
し
り
し
て
い
て
良
か
っ
た
と
村
人
は
言
っ
て
い
た
。
茅
不
足 

の
た
め
に
銅
板
葺
き
に
改
め
た
が
、
庫
裡
は
そ
の
面
影
を
と
ど
め
て
い
る
。

釈
迦
堂

三
間
四
面
の
寄
棟
造
り
、
茅
葺
き
、
二
重
軒
化
粧
本
繁
垂
木
、
組
物
は
一
手
先
。
正 

面
両
脇
二
枚
棧
唐
戸
、
中
央
四
枚
高
棧
唐
戸
、
外
部
内
法
長
押
ま
わ
る
。
蟇
股
上
、
 

透
し
彫
り
等
に
一
部
彩
色
残
る
。
二
段
上
り
の
基
壇
上
に
土
台
を
ま
わ
し
て
い
る
。
 

「法
泉
殿
」
と
の
銘
が
刻
ん
で
あ
る
。

形
姿
、
諸
材
の
比
、
材
料
、
施
工
と
も
優
秀
で
あ
る
。
山
門
と
同
時
代
頃
の
建
立 

と
考
え
ら
れ
る
。

愛
宕
社
社
殿

三
間
四
面
、
方
形
造
り
、
茅
葺
き
、
二
重
軒
化
粧
本
繁
垂
木
、
組
物
一
手
先
。
内
法 

長
押
ま
わ
る
。
大
床
ま
わ
る
。
蟇
股
上
な
ど
一
部
彩
色
残
る
。
木
割
り
は
太
く
剛
直 

な
感
が
あ
る
。
本
柱
は
正
面
幅
の
約
八
分
の
一(

普
通
十
分
の
一)

、
正
面
幅
は
十
五 

〜
十
六
枝{

普
通
こ
士 

一
枝)
。

製
作
代
は
不
明(

江
戸
時
代
中
期
か)
で
あ
る
が
、垂
木
に
至
る
ま
で
太
い
材
を
使
っ 

た
、
剛
直
な
力
強
さ
は
、
こ
の
地
方
で
は
稀
有
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

庫
裡

草
葺
き
、
入
母
屋
、
二
階
造
り
で
あ
る
。

以
上
吉
祥
寺
の
建
造
物
群
は
、
庭
園
や
ま
わ
り
の
樹
木
森
林
等
と
共
に
、
こ
れ
ら 

文
化
財
を
納
め
て
お
く
地
区(

文
教
地
区
と
で
も
言
う
べ
き
か)

と
し
て
保
存
を
考 

え
て
行
く
ベ
き
で
あ
ろ
う
。

薬
師
堂

所
在
地
川
場
村
谷
地
四
七
二

管
理
者
宮
内
祐
一

一
間
四
方
、
切
妻
造
り
、
瓦
葺
き
。
虹
梁
、
蟇
股
、
組
物
、
丸
桁
が
つ
き
、
色
彩 

豊
か
で
あ
る
。
小
堂
な
が
ら
民
間
信
仰
対
象
物
と
し
て
保
存
さ
れ
た
好
例
と
言
え
ょ 

ぅ
〇内

部
に
板
碑
が
あ
り
、
観
応
三
年
十
月 

日
の
銘
が
あ
る
。

太
右
衛
門
翁
の
道
場

所
在
地 

川
場
村
谷
地
三
四
二

管
理
者
関
和
夫

長
屋
門
式(

梁
行
ー
ニ•

六
メ
ー
ト
ル
、
桁
行
四•

六
メ
ー
ト
ル)

、
草
葺
き
、
白 

壁
塗
り
、
腰
下
見
板
張
り
、
高
い
武
者
窓
が
つ
く
。
丈
三
の
柱
を
使
い
建
物
の
丈
を 

高
く
し
て
あ
る
。

一
部
掃
出
し
開
口
。

直
心
影
流
の
達
人
、
関
太
右
衛
門(

天
保
ー
ニ
〜
明
治
四
十
五
年)

の
開
い
て
い 

た
道
場
で
あ
る
。

江
戸
時
代
末
期
の
製
作
と
推
定
さ
れ
、
農
業
用
に
用
途
を
変
更
し
、
除
去
さ
れ
て 

い
る
部
材
が
多
い
が
、
現
在
で
は
珍
し
く
な
っ
て
い
る
建
造
物
で
あ
る
。

湯
原
薬
師
堂

所
在
地
川
場
村
川
場
湯
原

管
理
者
湯
原
区
長

入
母
屋
造
り
、
千
鳥
破
風
、
唐
破
風
が
つ
く
、
茅
葺
き
、
一
間
程
の
向
拝
が
つ
く
。
 

三
間
四
方
、
大
床
、
勾
欄
を
四
面
に
ま
わ
す
。
主
柱
は
丸
柱
で
三
手
先
の
組
物
で
屋 

根
を
支
え
二
重
本
繁
垂
木
で
あ
る
。
向
拝
は
角
柱
で
、
唐
破
風
が
屋
根
の
形
を
複
雑 

な
も
の
に
し
て
い
る
。

貰
、
頭
貫
、
虹
梁
、
海
老
虹
梁
、
欄
間
、
出
組
等
丁
寧
な
彫
り
物
が
あ
る
。
内
部 

の
天
井
に
は
狩
野
探
雲
筆
と
伝
承
さ
れ
る
竜
が
画
か
れ
て
い
る
。

文
化
三
年
上
棟
の
伝
え
が
あ
り
、
そ
の
頃
の
製
作
と
推
定
さ
れ
る
。(
絵
画
編
参
照) 

屋
根
の
形
、
彫
刻
、
彩
色
等
に
特
色
が
あ
り
、
現
在
も
信
仰
の
対
象
と
し
て
存
在 

し
て
お
り
、
貴
重
で
あ
る
。



雨
漏
り
が
あ
り
、
保
存
に
留
意
す
、、へ
き
で
あ
る
。

桂
昌
寺
本
堂

所
在
地
川
場
村
谷
地
甲
二
、
〇
〇
九
—

一

管
理
者
矢
島
文
正

七

間

六

間

半

、
寄
棟
造
り
、
茅
葺
き
、
箱
棟
が
つ
く
。
内
部
は
六
間
取
り
、
中 

央
奥
に
須
弥
壇
を
置
く
。
欄
間
は
天
人
の
透
し
彫
り
が
あ
る
。

応
永
三
年
九
月
十
三
日
、
吉
祥
寺
三
世
万
像
和
尚
の
開
山
と
伝
え
ら
れ
、
現
在
の 

本
堂
は
江
戸
時
代
末
期
の
製
作
で
あ
ろ
う
。

桂
昌
寺
に
は
他
に
入
母
屋
造
り
、
茅
葺
き
の
庫
裡
が
あ
り
、
本
堂
と
共
に
保
存
を 

考
え
た
い
。

延
命
院
本
堂

所
在
地
川
場
村
生
品
甲
八
ー
ー

管
理
者
高
山
広
純

間
口 

一
五•

ー
 

メ
ー
ト
ル
、
奥
行
ー
ニ.

四
メ
ー
ト
ル
、
寄
棟
造
り
、
茅
葺
き
。
 

間
取
り
は
六
間
取
り
で
中
央
奥
に
須
弥
壇
を
置
く
。

曹
洞
宗
で
檀
家
は
九
八
軒
。
正
和
三
年
創
建
、
天
保
十
五
年
七
月
七
日
焼
失
、
嘉 

永
二
年
再
建
。
始
め
は
天
台
宗
で
川
場
村
一
円
の
信
仰
を
集
め
栄
え
て
い
た
が
、
大 

友
氏
が
臨
済
宗
を
入
れ
衰
微
し
た
。
曹
洞
宗
に
な
っ
た
の
は
、
領
主
の
指
導
に
ょ
る 

と
い
う
。
焼
失
前
の
村
の
飢
饉
等
も
重
な
り
、
明
治
初
期
ま
で
住
職
の
い
な
い
時
代 

が
続
い
た
。

江
戸
時
代
末
期
の
宗
教
建
築
の
姿
を
残
し
て
い
る
。

生
品
堂(

観
音
堂)

所
在
地 

川
場
村
生
品
ー
ー 

六
〇

管

理

者

春

原

始

二
間
一 
•

五
間
、
草
葺
き
の
小
堂
。
後
列
半
間
が
本
陣
に
な
っ
て
い
る
。
出
梁 

セ
ガ
ィ
造
り
、
正
面
格
子
戸
、
脇
舞
良
戸
。
屋
根
、
壁
等
痛
み
が
多
い
。

利
根
郡
三
十
三
番
札
所
の
う
ち
第
九
番
札
所
。
「
お
し
な
べ
て
た
か
き
い
や
し
き
生 

品
や
、
玉
の
う
て
な
を
い
の
ら
ぬ
は
な
し
」
が
ご
詠
歌
。
本
尊
は
盗
ま
れ
た
の
か
な

い

〇

武
尊
神
社
舞
殿

所
在
地
川
場
村
生
品

管
理
者
生
品
区
長

武尊神社舞 殿



六
間X

四
間
の
寄
棟
造
り
、
草
葺
屋
根
。
吹
放
ち
で
、
床
高
約
ー
メ
ー
ト
ル
、
中 

央
二
間
に
床
は
な
い
割
拝
殿
形
式
。
正
面
に
は
両
脇
に
柱
が
あ
る
の
み
で
中
間
に
は 

な
い
。

中
央
に
板
を
渡
し
て
歌
舞
伎
舞
台
に
使
用
し
た
と
い
、っ
。
門
前
、
湯
原
に
も
同
型 

の
舞
台
が
あ
っ
た
が
取
り
壊
し
て
し
ま
っ
た
と
い
、っ
。

江
戸
時
代
後
期
の
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。
民
衆
生
活
史
上
貴
重
と
言
え
る
。

八
幡
宮

所
在
地
水
上
町
藤
原
字
須
田
貝

管
理
者
須
田
貝
組
長

一
間
社
流
れ
造
り
、
鞘
堂
に
入
っ
て
い
る
。
唐
破
風
向
拝
が
つ
く
。
大
床
は
勾
欄 

が
つ
き
、
二
手
先
の
腰
組
に
て
支
え
ら
れ
る
。
向
拝
柱
は
角
柱
で
重
ね
菱
地
紋
彫
り
、
 

虹
梁
、
懸
魚
、
後
、
両
脇
に
狛
犬
、
牡
丹
等
の
彫
刻
が
あ
る
。

内

部
に
「中
の
中
宮
」
が
あ
り
、
朱
、
緑
、
金
で
彩
色
し
て
あ
る
。

「宝
暦
三
年
十
月
吉
祥
日
」
建
立
の
棟
札
が
あ
り
、
須
田
貝
部
落
出
身
の
中
島
小
市 

の
寄
進
と
い
ぅ
。
文
化
五
年
八
月
十
五
日
の
再
建
。

江
戸
時
代
山
村
の
信
仰
の
あ
り
さ
ま
を
伝
え
る
好
例
と
い
え
よ
、っ
。

諏
訪
神
社

所
在
地
水
上
町
川
上
字
東
原

管
理
者
東
原
組
長

本
殿

三
間
社
、
入
母
屋
造
り
、
千
鳥
破
風
、
唐
破
風
が
つ
く
瓦
葺
屋
根
。
向
拝
が
つ
く
。
 

「寛
延
四
年
霜
月
」
建
立
の
棟
札
が
あ
る
。
向
拝
柱
等
太
く
、
彫
刻
も
少
な
く
単 

純
な
唐
草
模
様
等
で
あ
る
。

舞
殿

五
間X

四
間
、
寄
棟
造
り
、
草
葺
き
。
四
方
吹
放
ち
、
床
高
ー 

メ
ー
ト
ル
程
の
舞 

台
。
奥
中
央
に
幅
三
間
、
奥
行
一 
•

五
間
が
約
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
高
く
な
っ
て 

い
る
。
鉄
骨
梁
で
補
強
し
て
あ
る
。

「寛
保
二
年
八
月
」
建
立
の
伝
承
が
あ
る
。
「前
殿
」
と
言
っ
て
い
る
。

段
々
に
な
っ
て
い
る
観
覧
席
と
共
に
、
神
社
境
内
一
帯
が
村
民
の
楽
し
み
の
場
所 

で
あ
り
、
そ
の
ょ
う
な
意
味
で
本
殿
の
み
と
か
の
単
体
の
価
値
評
価
で
な
く
、
全
体 

と
し
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
現
に
境
内
に
「角
力
の
場
所
」
が
し
つ
ら
え
て 

あ
り
、
昭
和
三
十
年
頃
か
ら
三
十
六
年
に
一
度
休
ん
だ
だ
け
で
毎
年
角
力
が
行
な
わ 

れ
て
い
る
と
い
う
の
を
見
て
も
、
新
し
い
意
味
の
境
内
の
利
用
、
見
方
が
可
能
な
事 

を
示
し
て
い
る
。

諏訪神社舞殿



武
尊
神
社

所
在
地
水
上
町
藤
原
字
宝
台
樹

管
理
者
宝
台
樹
組
長

一
間
社
流
れ
造
り
、
唐
破
風
向
拝
付
。
向
拝
柱
は
角
柱
、
重
ね
菱
地
紋
の
彫
刻
が 

あ
る
。
虹
梁
は
水
紋
絵
様
透
し
彫
り
、
両
木
鼻
は
唐
獅
子
彫
り
、
懸
魚
中
備
え
は
一 

体
を
な
し
た
大
龍
の
透
し
彫
り
、
海
老
虹
梁
は
ヵ
ゴ
彫
り
、
正
面
扉
の
鏡
板
、
小
脇 

板
、
框
下
部
等
に
浮
き
彫
り
が
あ
り
、
横
の
羽
目
に
武
者
、
裏
に
鷲
の
彫
刻
が
あ
り
、
 

全
体
的
に
彩
色
が
残
っ
て
い
る
。

「安
永
三
年
六
月
吉
祥
日
」
の

「奉
新
造
立
武
尊
大
明
神
尊
像
」
の
棟
札
が
あ
る
。
 

覆
屋
に
納
ま
っ
て
お
り
、
数
多
く
の
同
型
式
の
神
社
の
一
つ
で
あ
り
、
装
飾
的
な 

江
戸
時
代
後
期
の
作
で
あ
る
。
村
民
の
尊
崇
の
形
象
的
方
向
が
ぅ
か
が
え
る
。

観
音
堂

所
在
地
水
上
町
青
木
沢

管

理

者

林

栄

木
造•

草
葺
き•

宝
形
の
堂
様
形
建
物
の
中
に
、
経
七
寸
程
の
丸
柱
、
唐
草
絵
様 

の
虹
梁
中
備
え
に
卍
模
様
の
入
っ
た
蟇
股
が
あ
り
、
獏
の
頭
の
彫
刻
の
木
鼻
、

一
手 

先
組
物
の
、
大
き
な
建
物
の
お
そ
ら
く
向
拝
部
分
の
み
が
残
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ 

る
。

「応
永
廿
六
年
卯
月
廿
七
日
」
の

「奉
造
立
一
宇
観
音
堂
」
の
記
録
が
あ
る
が
、
 

こ
の
建
造
物
の
も
の
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
古
風
な
形
を
ょ
く
と
ど
め
て
い
る 

が
、
部
分
的
で
あ
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

富
士
浅
間
神
社

所
在
地
水
上
町
谷
川
字
上
の
原

管
理
者
上
の
原
組
長

一
間
社
流
れ
造
り
、
板
葺
き
、
本
繁
垂
木
、
向
拝
柱
は
面
取
り
を
し
た
角
柱
、
木 

鼻
に
ょ
く
巻
い
て
あ
る
渦
巻
き
模
様
が
あ
り
、
皿
斗
の
上
に
一
手
先
の
組
物
を
載
せ 

て
い
る
。

覆
屋
が
つ
き
、
切
妻
、
瓦
葺
き
、
妻
入
り
で
唐
破
風
の
向
拝
が
つ
く
。
向
拝
懸
魚

は
龍
の
透
彫
り
、
向
拝
柱
は
角
柱
、
重
ね
菱
地
紋
の
彫
り
が
あ
る
。

「延
宝
八
庚
申
年
初
春
吉
祥
日
」
に

「大
旦
那
源
信
直
、
神
主
鈴
木
駿
河
丞
重
久
、
 

御
普
請
御
奉
行
麻
田
権
兵
衛
」
「奉
造
立
富
士
浅
間
一
社
、
前
殿
、
鳥
居
、
玉
垣
迄
造 

営
」
の
棟
札
が
あ
り
、
真
田
伊
賀
守
の
造
営
し
た
も
の
で
あ
る
。

内
部
に
中
宮
が
あ
り
、
木
花
開
耶
姫
命
を
ま
つ
る
。

境
内
に
神
楽
殿
が
あ
り
、

一
体
と
し
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
ぅ
。

菅
原
神
社

既
在
地
水
上
町
小
日
向

管
理
者
小
日
向
区
長

一
間
社
、
切
妻
造
、
正
面
に
千
鳥
破
風
が
つ
き
、
唐
破
風
の
向
拝
が
あ
る
。
向
拝 

は
角
柱
に
重
ね
菱
地
紋
彫
り
、
虹
梁
は
彩
色
の
花
紋
浮
彫
り
、
木
鼻
は
獅
子
頭
、
虹 

梁
の
中
備
え
は
竜
、
懸
魚
は
水
竜
の
浮
彫
り
、
唐
破
風
上
の
鬼
板
台
に
唐
草
様
彫
り 

物
が
あ
る
。
本
殿
正
面
は
観
音
扉
、
鏡
板
に
梅
等
の
浮
き
彫
り
、
両
小
脇
板
は
梅
等 

の
花
木
の
透
し
彫
り
、
蟇
股
、
腰
羽
目
、
海
老
虹
梁
等
に
も
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る
。
 

木
造
の
覆
屋
に
納
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
神
社
は
小
日
向
村
、
鹿
野
沢
村
の
総
鎮
守
で
あ
り
、
天
満
宮
、
八
幡
宮
を
合 

祀
し
た
も
の
と
い
、っ
。
「享
和
六
年
十
月
吉
祥
日
」
建
立
の
棟
札
が
あ
る
。

柱
、
梁
、
内
法
材
、
勾
欄
な
ど
の
部
材
は
細
く
、
全
面
に
彩
色
、
彫
刻
が
あ
り
、
 

江
戸
時
代
末
期
の
剛
直
と
か
ケ
ン
ラ
ン
と
か
の
時
代
を
過
ぎ
た
文
化
の
産
物
と
言
え 

よ
ぅ
。大

峯
神
社

所
在
地
水
上
町
小
仁
田
字
筒
中

管
理
者
小
仁
田
区
長

一
間
社
、
入
母
屋
造
り
、
唐
破
風
付
き
。
向
拝
柱
は
面
取
り
角
柱
、
虹
梁
共
に
市 

松
模
様
の
地
紋
彫
り
が
あ
る
。
木
鼻
は
獏
頭
の
彫
り
物
、
唐
破
風
の
懸
魚
は
鳳
凰
、
 

海
老
虹
梁
は
水
流
紋
の
彫
刻
。
本
殿
軸
部
は
素
木
の
丸
柱
。
正
面
観
音
扉
鏡
板
に
菊 

花
浮
き
彫
り
、
両
小
脇
板
に
菊
花•

鶴
•

唐
草
の
透
し
彫
り
。
緣
長
押
と
腰
長
押
の 

間
に
松
の
彫
刻
、
上
長
押•

頭
貫
共
地
紋
彫
り
、
頭
貫
木
鼻
は
唐
獅
子
彫
り
、
中
備



え
本
蟇
股
で
中
に
梅•

牡
丹
の
彫
刻
、
横
、
裏
の
三
方
の
腰
羽
目
に
故
事
を
主
題
に 

し
た
彫
刻
。
組
物
は
和
様
三
手
先
。

本
殿
は
覆
屋
が
付
き
、
渡
殿
で
拝
殿
と
接
す
る
。

大
宝
元
年
に
勧
請
し
、
正
平
五
年
、
寛
永
十
四
年
、
寛
政
七
年
に
再
建
し
た
と
い 

う
。
「寛
政
七
年
六
月
」
の

「奉
造
立
大
峯
大
権
現
正
遷
宮
」
の
棟
札
が
あ
る
。
谷
川 

地
方
十
五
力
村
が
氏
子
と
な
っ
て
お
り
、
組
物
、
彫
刻
等
装
飾
的
表
現
に
す
ぐ
れ
て 

い
る
。建

明
寺

所
在
地
水
上
町
湯
原

管
理
者

寄
棟
造
り
、
ト
タ
ン
葺
き
。
九
間X
八
.

二
間
で
六
間
取
り
で
、
中
央
奥
に
須
弥 

壇
を
置
く
。
天
蓋•

天
井
絵•

欄
間
彫
刻
が
あ
る
。

曹
洞
宗
、
本
尊
地
蔵
菩
薩
像
。
永
禄
六
年
建
立
と
い
う
が
、
建
立
に
関
す
る
記
録 

は
見
当
ら
な
か
っ
た
。

諏
訪
神
社

所
在
地
新
治
村
吹
路

管
理
者
吹
路
区
長

一
間
社
流
造
り
、
向
拝
柱
面
取
り
角
柱
、
虹
梁
に
形
の
ょ
い
唐
草S

の
彫
刻
、
 

木
鼻
は
；獏
頭
の
彫
刻
。
主
屋
は
緣
長
押
、
内
法
長
押
を
ま
わ
し
、
正
面
小
脇
板
は
透 

し
彫
り
、
組
物
は
二
手
先
、
形
の
ょ
い
蟇
股
が
あ
る
。
小
脇
板
、
木
鼻
等
破
損
し
て 

い
る
。
本
殿
は
覆
屋
に
入
り
、
そ
の
前
に
拝
殿
が
あ
る
。

正
和
年
中
ら
し
い
棟
札
が
あ
り
、
正
徳
年
中
の
修
理
棟
札
が
あ
る
。
覆
屋
を
安
永 

九
年
に
造
営
し
た
と
い
う
。

神
明
神
社

所
在
地 

新
治
村
猿
ヶ
京
高
梨

管
理
者
猿
ヶ
京
区
長

本
殿一

間
社
流
れ
造
り
、
ト
タ
ン
葺
き
、
向
拝
が
付
き
浜
床
を
ま
わ
し
、
両
脇
に
脇
障

子
が
つ
く
。
腰
羽
目
、
脇
障
子
に
は
彩
色•

彫
刻
は
な
い
。
主
軸
に
緣
長
押
、
内
法 

長
押
を
ま
わ
し
、
二
手
先
組
物
で
虹
梁
を
支
え
、
大
瓶
束
、
叉
首
組
で
棟
木
を
支
え 

る
。木

鼻
、
虹
梁
等
簡
潔
で
骨
太
く
剛
直
の
感
が
あ
る
。
奥
の
院
と
称
す
る
。

拝
殿

五
間X
三
間•

入
母
屋
造
り•

ト
タ
ン
葺
き
。
軒
は
出
し
梁
セ
ガ
ィ
造
り
。
大
虹 

梁
の
両
脇
に
唐
草
模
様
の
彫
刻
が
あ
る
。

本
殿
の
前
に
位
置
す
る
。

神
楽
殿

k

•

五
間
四
方
、
入
母
屋
造
り
、
瓦
葺
き
。
拝
殿
の
左
手
前
面
に
直
角
方
向
に
向 

い
て
い
る
。

天
文
年
間
に
伊
勢
神
社
外
宮
を
勧
請
し
雨
宮
神
社
と
し
て
建
立
し
、
明
治
四
十
一 

年
に
他
の
四
社
と
合
祀
し
、
神
明
神
社
と
改
称
し
た
。
そ
の
折
に
移
転
し
た
ら
し
い 

が
特
に
本
殿
は
古
い
形
を
存
続
し
て
い
る
。

日
枝
神
社
舞
台

所
在
地
新
治
村
相
俣
字
宮
坂

管
理
者
小
野
文
治

五
間X
三
•

五
間
、
寄
棟
造
り
、
草
葺
き
。
正
面
お
ょ
び
右
側
の
前
面
一 
•

五
間 

は
開
放
。
内
部
は
全
面
板
敷
の
舞
台
で
、
右
側
前
面
に
二
間
四
方
、
床
の
高
さ
約
三 

十

cm
、
そ
れ
に
手
摺
を
ま
わ
し
た
も
の
か
設
け
て
あ
る
。
二
十
年
程
前
に
太
々
神
楽 

の
舞
台
に
改
造
し
た
も
の
と
い
ぅ
。

か
つ
て
は
本
殿
か
ら
花
橋
を
渡
っ
て
舞
台
に
行
き(

花
橋
の
板
が
現
存
す
る)

、
舞 

台
は
廻
り
舞
台
、
左
右
に
引
き
分
け
、
せ
り
出
し
が
で
き
る
様
に
な
っ
て
い
た
と
い 

ぅ
〇 

.

軒
は
出
し
梁
セ
ガ
ィ
造
り
、
大
虹
梁
両
脇
に
唐
草
模
様
の
、
出
し
梁
鼻
に
姪
眉
彫 

刻
が
あ
る
。

安
永
二
年
の
造
営
と
い
い
、
神
楽
殿
と
称
し
て
い
る
。

山
村
の
娯
楽•

文
化
施
設
の
様
子
を
現
在
に
伝
え
て
お
り
貴
重
で
あ
る
。
松
崎
茂



氏
に
ょ
る
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

熊
野
神
社

所
在
地
新
治
村
須
川

管
理
者
西
山
助
夫

本
殿

三
間
社
、
唐
破
風
の
向
拝
が
つ
く
。
向
拝
上
部
、
海
老
虹
梁
、
正
面
お
ょ
び
側
面
、
 

組
物
等
賑
や
か
に
彫
刻
が
あ
る
。
向
拝
柱
は
亀
甲
つ
な
ぎ
地
紋
彫
り
。
緣
長
押
、
内 

法
長
押
は
大
き
く
表
面
地
紋
彫
り
。
組
物
は
三
手
先
。
材
は
ケ
ヤ
キ
を
使
用
。
 

覆
屋

拝
殿
兼
用
で
、
ホ
ン
デ
ン
と
称
し
て
い
る
。
三
間
半X
五
間
程
の
入
母
屋
造
り
、
 

ト
タ
ン
瓦
棒
葺
き
。
唐
破
風
の
向
拝
が
付
く
。
軒
は
ま
ば
ら
垂
木
。

「
正
徳
元
年
七
月
吉
日
」
の
造
営
の
も
の
と
寛
政
十
二
年
の
遷
宮
の
棟
札
が
あ
る
。
 

本
殿
は
古
い
様
式
を
残
し
て
お
り
、
ま
た
、
彫
刻
が
豊
富
で
念
入
り
に
作
ら
れ
て 

お
り
、
村
内
で
は
有
数
の
も
の
で
あ
る
。
覆
屋
が
し
っ
か
り
し
て
お
り
腐
蝕
の
心
配 

は
な
い
が
、
盗
難
等
の
防
災
面
に
留
意
し
た
い
。

駒
形
観
音
堂

所
在
地
新
治
村
須
川
字
駒
形

三
間
四
方
の
方
形
、
草
葺
き
。
軒
は
二
重
繁
垂
木
。
緣
長
押
、
内
法
長
押
を
ま
わ 

す
。
頭
貫
、
台
輪
が
つ
く
。
組
物
は
平
三
つ
斗
組
。

遠
望
す
る
と
駒
の
形
を
し
た
山
の
中
腹
に
あ
り
、
登
る
ま
で
の
間
に
、
参
拝
者
の 

心
を
整
え
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。

野
々
宮
神
社
本
殿

所
在
地
新
治
村
東
峯
須
川

管
理
者
氏
子
総
代
、
本
多
孝
雄

一
間
社
流
れ
造
り
、
唐
破
風
向
拝
付
き
。
屋
根
大
き
く
鰹
木
を
載
せ
、
銅
板
瓦 

棒
葺
き
。
棟
の
側
板
高
く
、
棟
近
く
で
急
勾
配
に
な
る
。
鬼
板
は
異
常
な
程
大
き
い
。
 

虹
梁
、
木
鼻
、
中
備
え
等
に
彫
刻
が
あ
る
。
主
屋
は
緣
長
押
、
内
法
長
押
を
ま
わ
す
。

組
物
は
三
手
先
、
二
重
尾
垂
木
。
妻
に
懸
魚
が
つ
く
。

以
前
の
本
殿
が
火
災
で
焼
失
し
た
後
、
入
須
川
村
の
大
工
、
吉
典
の
最
後
の
作
で
、
 

明
治
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
屋
根
を
大
き
く
し
、
棟
近
く
が
急
勾
配
、
箱
棟
大
き
く
、
 

時
に
は
鰹
木
を
載
せ
る
等
、様
式
と
し
て
は
色
々
な
要
素
が
入
り
混
乱
し
て
い
る
。
 

明
治
期
の
特
徴
を
示
し
て
お
り
、
他
の
村
に
も
同
様
の
も
の
が
見
ら
れ
た
。

荒
沢
不
動
堂

所
在
地
新
治
村
入
須
川

管
理
者
入
須
川
下
組
壮
健

二
間
四
方
の
木
造•

ト
タ
ン
葺
き
。
材
料
も
ょ
く
軸
部
、
組
物
等
美
麗
で
あ
る
。
 

「
明
治
十
七
甲
申
年
旧
三
月
廿
八
日
」
の
棟
札
が
あ
り
、
入
須
川
村
の
林
吉
典
の 

作
で
あ
る
。
氏
は
宮
大
工
で
、
四
万(

中
之
条
町)

の
若
狭
守
の
弟
子
と
言
わ
れ
る
。
 

須
川
地
区
に
神
社
、
堂
宇
等
沢
山
の
遺
作
が
あ
る
。

地
方
技
術
者
の
存
在
の
し
方
、
信
仰
中
心
の
施
設
の
建
て
方
の
分
る
も
の
と
し
て 

貴
重
で
あ
ろ
ぅ
。

三
峰
神
社

所
在
地 

月
夜
野
町
師
中
堀
一
五
八
九

管
理
者
高
橋
好
爵

石
鳥
居(

享
保
八
年
の
銘)

の
左
に
舞
殿
、
奥
に
拝
殿
、
本
殿
、
本
殿
と
並
ん
で 

左
殿
、
右
殿
が
あ
る
。

本
殿一

間
社
流
れ
造
り
、
ト
タ
ン
板
葺
き
、
二
重
繁
垂
木
。
海
老
虹
梁
は
湾
曲
強
く
、
 

唐
草
模
様
の
彫
刻
が
あ
る
。
正
面
板
扉
、
蟇
股
は
中
に
簡
素
な
草
花
の
彫
刻
。
側
面 

は
腰
長
押
、
内
法
長
押
を
ま
わ
し
、
腰
羽
目
は
板
。
中
備
え
蟇
股
、
出
組
、
妻
虹
梁
、
 

大
瓶
束
で
棟
を
支
え
る
。
浜
床
、
勾
欄
が
ま
わ
る
。
彫
刻
は
繁
雑
で
な
く
、
枇
杷
板
、
 

妻
板
に
花
、
雲
形
の
浮
き
彫
り
が
あ
る
位
で
あ
る
。

左
殿一

間
社
流
れ
造
り
、
ト
タ
ン
瓦
棒
葺
き
、
唐
破
風
向
拝
付
き
、
二
重
繁
垂
木
。
 

向
拝
柱
地
紋
彫
り
、
木
鼻
は
象
頭
、
前
面
に
向
い
て
い
る
海
老
虹
梁
の
木
鼻
は
唐



獅
子
、
二
手
先
組
物
で
屋
根
を
支
え
る
。
虹
梁
中
備
え
は
花
の
透
か
し
彫
り
。
虹
梁
、
 

海
老
虹
梁
共
に
賑
や
か
な
浮
き
彫
り
。

主
体
は
三
手
先
組
物
で
支
え
、
大
浜
を
ま
わ
し
、
勾
欄
が
あ
る
。
正
面
は
一
木
の 

唐
戸
、
小
脇
板
、
側
面
、
背
面
、
脇
障
子
共
こ
っ
た
水
紋
の
彫
刻
が
あ
る
。

内
法
長
押
の
上
部
に
水
紋
の
彫
刻
が
あ
り
、
そ
れ
を
二
手
先
組
物
、

一
手
先
で
妻 

虹
梁
を
支
え
、
更
に
一
手
先
組
物
で
屋
根
を
支
え
て
い
る
。
妻
虹
梁
下
部
に
二
重
の 

斗
拱
が
あ
り
、
そ
の
上
下
に
水
紋
の
彫
刻
が
あ
り
、
彫
刻
、
組
物
で
装
飾
の
賑
や
か 

な
建
造
物
で
あ
る
。

「
寛
延
元
年
」

の
造
立
棟
札
と
「寛
政
十
二
年
十
一
月
」

の
再
興
棟
札
が
あ
る
。

「牛
頭
天
王
宮
」
と
な
っ
て
い
る
。

右
殿一

間
社
流
れ
造
り
、
ト
タ
ン
葺
き
。
向
拝
柱
太
く
木
鼻
は
獏
頭
、
唐
獅
子
、
中
備 

え
に
水
龍
の
透
か
し
彫
り
、
一
手
先
組
物
で
丸
桁
を
支
え
る
。
海
老
虹
梁
も
太
く
、
彫 

刻
は
な
い
。
主
体
は
大
浜
を
ま
わ
し
、
正
面
唐
戸
、
小
脇
板
に
草
木
の
浮
き
彫
り
、

側
面
に
は
彫
刻
な
く
、
左
殿
と
比
べ
る
と
質
素
で
剛
直
で
あ
る
。
「
文
久
二
年
二
月
十 

九
日
」
、
「奉
再
建
正
一
位
河
内
大
明
神
春
宇
」

の
棟
札
が
あ
る
。

舞
殿

六
間X

四
間
、
寄
棟
造
り
、
ト
タ
ン
瓦
棒
葺
き
。
四
方
吹
放
ち
で
あ
る
。
明
治
五 

年
に
焼
失
し
再
建
し
た
も
の
と
い
う
。

明
治
四
一
年
に
諏
訪
神
社
、
神
明
宮
、
稲
荷
神
社
、
八
幡
宮
、
十
二
神
社
、
日
枝 

神
社
、
琴
刀
平
神
社
を
合
祀
し
て
二
峯
神
社
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

ょ
く
保
存
さ
れ
て
お
り
、
特
に
左
殿
は
木
組
、
彫
刻
等
装
飾
的
で
あ
る
が
、

い
や 

ら
し
さ
が
な
い
。
永
く
保
存
し
て
い
き
た
い
建
造
物
で
あ
る
。

龍

谷

寺

本

堂

所
在
地 

月
夜
野
町
師
字
青
岳
一
六
六
八

管
理
者
橋
爪
青
龍

八
間X

六
間
、
寄
棟
ト
タ
ン
瓦
棒
葺
き
、
化
粧
軒
天
井
、
ま
ば
ら
垂
木
。
六
間
取
り 

で
、
正
間
の
大
間
は
坐
禅
堂
形
式
を
取
入
れ
て
い
る
。
格
天
井
の
絵
は
林
青
山
画
。
 

他
に
鐘
撞
堂
、
羅
漢
堂
、
山
門
が
あ
る
。

文
政
六
年
十
月
に
再
建
と
い
、っ
〇

天
治
元
年
創
建
、
貞
治
元
年
兵
火
に
ょ
り
焼
失
し
、
現
在
地
に
移
転
と
い
う
。
川 

場
村
吉
祥
寺
の
末
寺
に
な
っ
て
い
る
。

下

師

観

音

堂

所
在
地 

月
夜
野
町
師
字
観
音
前
三
二
六

管
理
者
馬
場
弥
佐
吉

三
間X

二
間
、
寄
棟
造
り
、
藁
葺
き
。
馬
場
氏
の
先
祖
が
造
り
酒
屋
を
営
み
、
先 

祖
供
養
の
為
に
元
禄
頃
建
て
た
も
の
と
い
う
。
簡
素
な
建
物
で
倒
壊
し
か
か
っ
て
い 

る
。
祖
先
祀
祭
施
設
の
一
例
と
し
て
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。

増

田I

統
観
音
堂

所
在
地
月
夜
野
町
師
字
上
の
原
九
六
一

管
理
者
増
田
寿
助

二
間
四
尺X
二
間
四
尺
程
の
寄
棟
造
り
、
藁
葺
き
。
漆
喰
の
白
壁
で
あ
る
。
背
面

三峰神社左 殿



に
一
間
の
下
屋
を
設
け
、
そ
の
部
分
だ
け
屋
根
を
葺
き
下
ろ
し
て
い
る
。
入
口
は
両 

開
き
の
板
戸
で
、
虹
梁
に
唐
草
模
様
の
地
紋
彫
り
が
あ
り
、
上
の
舟
肘
木
が
桁
を
支 

え
て
い
る
。

白
壁
と
貫
の
入
ら
な
い
柱
、
屋
根
、
ト
タ
ン
板
の
棟
、
そ
こ
か
ら
張
り
出
し
た
鳥 

衾
等
が
調
和
し
て
い
る
。
増
田
家
の
先
祖
供
養
の
も
の
で
、
保
存
も
よ
く
、
同
族
団 

信
仰
の
形
を
残
す
好
個
の
例
と
言
え
よ
ぅ
。

弘
法
大
師
堂

所
在
地 

月
夜
野
町
師
字
八
幡
一
四
七
三
— 

一

管
理
者
橋
爪
清
龍

三
間X

二
間
、
宝
形
造
り
、
瓦
葺
き
。
地
上
か
ら
ー
メ
ー
ト
ル
程
床
を
高
く
し
、
 

濡
緣
を
ま
わ
し
て
い
る
。
緣
長
押
、
内
法
長
押
に
一
手
先
の
組
物
で
屋
根
を
支
え
て 

い
る
。
中
備
え
に
簡
素
な
蟇
股
が
あ
る
。

背
面
に
約
半
間
の
下
屋
を
付
け
足
し
て
あ
る
。

宝
暦
十
一
年
の
造
立
の
棟
札
が
あ
る
。

以
前
浄
明
院
が
あ
っ
た
場
所
に
増
田
弘
左
衛
門
が
堂
を
建
て
、
弘
法
大
師
を
祀
っ 

た
も
の
と
い
ぅ
。

天
理
教
沼
田
分
教
会

所
在
地
月
夜
野
町
真
庭
政
所
七
五
八

管
理
者
真
庭
茂
道

九
•

五X
 

一
六
メ
ー
ト
ル
、
入
母
屋
造
り
、
妻
入
り
、
入
母
屋
造
り
の
玄
関
が
付 

く
。
二
重
に
見
え
る
破
風
は
よ
く
引
き
締
ま
り
明
治
の
新
興
の
勢
い
を
示
し
て
い
る
。
 

明
治
二
六
年
の
造
立
で
あ
る
。

神

道I

心
流
源
武
場

所
在
地
月
夜
野
町
後
閑
三
四
二

管
理
者
櫛
淵
儀
一

五
•

八X

五
•

五
メ
ー
ト
ル
の
瓦
葺
き
、
土
蔵
に
も
た
せ
て
建
て
て
お
り
、
屋
根 

は
片
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
正
面
が
白
壁
で
他
は
荒
壁
。
櫛
渕
周
作•

幸
作
父
子
の 

開
い
た
道
場
と
い
う
。

蚕
影
山
二
十
三
夜
堂

所
在
地
月
夜
野
町
下
牧
字
原
組
二
五
七

管
理
者
藤
原
晃
長

ー
ー
間
の
宝
形
造
り
、
ト
タ
ン
葺
き
。
擬
宝
珠
が
あ
る
。
槌
破
風
が
つ
く
。
正
面
は 

中
央
に
内
開
き
の
棧
唐
戸
が
あ
り
、
他
は
板
で
あ
る
。
四
周
に
濡
縁
が
ま
わ
る
。
向 

拝
虹
梁
に
簡
単
な
彫
刻
が
あ
り
、
木
鼻
は
独
特
の
唐
獅
子
で
あ
る
。
内
部
は
白
壁
、
 

惜
天
井
、
竜
の
絵
を
画
く
。
柱
、
長
押
、

一
手
先
組
物
で
天
井
を
支
え
る
。

以
前
火
災
に
あ
い
そ
の
跡
が
あ
る
。

小
堂
な
が
ら
民
間
に
存
在
し
た
特
色
の
あ
る
建
造
物
で
あ
る
。
大
正
初
期
に
現
在 

地
に
移
し
た
と
い
ぅ
。

常

恩

院

本

堂

所
在
地 

月
夜
野
町
下
牧
字
高
平
二
、
二
七
〇

管
理
者
都
筑
賢
鳳

九
間X

七
間
、
寄
棟
造
り
、
瓦 

葺
き
。
前
面
に
一
間
の
畳
廊
が
あ 

り
、
ー
ー
列
に
三
間
ず
つ
あ
る
六
間 

取
り
で
、
後
列
中
央
に
須
弥
壇
が 

あ
る
。
畳
廊
の
部
分
は
一
間
毎
に 

海
老
虹
梁
が
あ
り
、
ま
た
、
内
陣 

•

外
陣
の
境
に
丸
柱•

虹

梁•

欄 

間
で
仕
切
っ
て
お
り
、
欄
間
は
重 

厚
な
十
六
羅
漢
の
浮
き
彫
り
が
あ 

る
。天

文
十
六
年
の
創
建
、
天
明
二 

年
の
再
建
。

他
に
六
間X

四
間
、寄
棟
造
り
、
 

ト
タ
ン
葺
き
の
衆
寮
、
九
間X

五 

間
、
寄
棟
造
り
、
ト
タ
ン
葺
き
の

常恩院本堂欄間



庫
裡
、
三
間X

二
間
の
土
蔵
が
あ
り
、
庭
園
も
手
入
れ
が
行
き
届
い
て
お
り
、
ま
と 

ま
っ
た
文
化
財
包
蔵
地
区
と
言
え
ょ
ぅ
。

牧

野

神

社

本

殿

所
在
地 

月
夜
野
町
下
牧
字
諏
訪
原
一
、

一
八
七

管
理
者
下
牧
区
長

一
間
社
流
れ
造
り
。
向

拝•

海
老
虹
梁•

主
体
部
の
頭
貰•

枇•
杷

板•

虹

梁•

妻 

板
に
い
た
る
ま
で
華
麗
な
彫
刻
が
あ
る
。
貞
享
五
年
の
修
築
、
昭
和
四
一
年
改
修
。
 

覆
屋
に
入
っ
て
お
り
、
拝
殿
と
接
続
し
て
い
る
。

小

持

神

社

本

殿

所
在
地
月
夜
野
町
上
牧
字
小
松
五
二
八

管
理
者
鈴
木
孝
太
郎

一
間
社
流
れ
造
り
、
柿
葺
き
。
装
飾
少
な
く
簡
素
な
建
造
物
で
あ
る
。
寛
永
十
年
六 

月
建
立
と
言
ぅ
。
拝
殿
の
屋
根
と
接
続
し
て
、
本
殿
の
覆
屋
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
 

複
雑
な
屋
根
を
形
成
し
て
い
る
。

木
之
根
不
動
堂

所
在
地
月
夜
野
町
上
牧

二
間X

二
間
の
宝
形
造
り
、
瓦
葺
き
。
擬
宝
珠
が
つ
く
。
正
面
中
央
に
引
違
い
の 

腰
高
障
子
が
あ
り
、
他
は
板
壁
。
内
部
に
後
部
半
間
に
祭
壇
が
あ
る
。
内
陣
と
の
境 

に
丸
柱
、
虹
梁
、
台
輪
、

一
手
先
組
物
で
天
井
を
支
え
、
虹
梁
中
備
え
に
形
の
崩
れ 

た
蟇
股
が
あ
る
。
祭
壇
に
半
間
程
の
精
巧
な
中
の
宮
が
あ
り
。
不
動
明
王
が
安
置
さ 

れ
て
い
る
。

法

泉

寺

庫

裡

所
在
地
月
夜
野
町
上
石
倉
字
笠
原I

四
五
九

管

理

者

貴
美
候
部
省
吾(

高
崎
市
、
龍
広
寺)

間
口
九
メ
ー
ト
ル
の
瓦
葺
き
、
二
階
建
で
あ
る
が
巾I

間
の
唐
破
風
付
き
の
玄
関 

が
つ
い
て
い
る
。
太
い
面
取
り
柱
、
唐
草
模
様
の
彫
刻
の
虹
梁
、
獏
頭
様
の
木
鼻
、
 

懸
魚
、
破
風
板
等
独
得
の
味
が
あ
り
、
小
さ
い
境
内
を
ょ
く
引
き
締
め
て
い
る
。
 

本
堂
は
寄
棟
造
り
、
草
葺
き
で
あ
る
が
、
無
住
で
荒
れ
て
い
る
。

建
長
五
年
か
ら
当
地
に
庵
が
あ
り
、
永
禄
五
年
再
興
と
い
う
。
庫
裡
玄
関
が
江
戸 

中
期
の
も
の
で
他
は
そ
れ
以
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

武

尊

神

社

本

殿

所
在
地 

月
夜
野
町
石
倉
字
笠
原
一
七
一
七

一
間
社
流
れ
造
り
、
板
葺
き
。
向
拝
桂
は
角
柱
地
紋
彫
り
、
虹
梁
は
唐
草
模
様
、
 

木
鼻
は
獲
頭
、
唐
獅
子
、
中
備
え
は
龍
の
丸
彫
り
、

一
手
先
組
物
で
丸
桁
、
ー
ー
重
繁 

垂
木
で
屋
根
を
支
え
る
。
主
体
部
は
浜
床
を
ま
わ
し
、
正
面
は
棧
唐
戸
、
両
小
脇
板 

に
鳥
木
の
浮
彫
り
が
あ
る
。
覆
屋
に
入
っ
て
い
る
。

他
に
六
間X

四
間
、
切
妻
造
り
、
瓦
葺
き
の
舞
殿
が
あ
る
。

小

川

神

社

本

殿

所
在
地 

月
夜
野
町
小
川
字
森
原
一
、
〇
四
九

管
理
者
石
坂
金
次
郎

一
間
社
流
れ
造
り
、
板
葺
き
。
土
造
の
土
台
の
上
に
乗
り
、
、
高
床
に
な
り
、
浜
床 

を
ま
わ
し
、
正
面
に
観
音
開
き
の
板
戸
、

小
型
の
装
飾
も
少
な
い
簡
素
な
も
の
で
あ 

る
。
覆
屋
に
入
っ
て
い
る
。

他
に
一
間
社
流
れ
造
り
、
ト
タ
ン
葺
き
の
稲
荷
社
、
三
、
八X

五
、
六
メ
ー
ト
ル
、
 

切
妻
造
り
、
瓦
葺
き
の
神
楽
殿
が
あ
る
。

天
文
八
年
創
建
、
元
文
五
年
再
建
と
い
う
。
又
、
稲
荷
社
は
地
元
の
上
牧
の
人
の 

造
っ
た
も
の
と
い
う
。

お
駒
供
養
堂

所
在
地
月
夜
野
町
上
組
字
藪
田
一
、
六
九
七

管
理
者
吉
田
瑞
龍

三
間
四
方
、
宝
形
造
り
、
瓦
葺
き
、
鎚
破
風
の
向
拝
が
付
く
。
向
拝
は
角
柱
、
唐 

草
模
様
の
彫
刻
の
虹
梁
、
木
鼻
は
獏
頭
様
彫
刻
、
蟇
股
は
雲
形
様
、

一
手
先
組
物
で 

丸
桁
、
屋
根
を
支
え
る
。
主
体
部
は
高
床
に
な
り
、
床
下
は
吹
抜
け
。
濡
緣
を
ま
わ 

す
。
角
柱
、
緣
長
押
、
内
法
長
押
を
ま
わ
し
、
柱
頂
部
は
舟
肘
木
、
小
壁
は
横
板
を 

張
る
。
正
面
中
央
一
間
に
舞
良
戸
、
左
側
面
前
方
二
間
は
引
違
い
板
戸
、
他
は
板
壁
。



内
部
は
背
面
一
間
が
内
陣
で
あ
り
、
引
違
い
格
子
戸
が
入
っ
て
い
る
。
天
井
は
格
天 

井
。
虹
梁
、
組
物
が
装
飾
に
な
っ
て
い
る
位
で
、
質
実
な
建
造
物
で
あ
る
。

享
保
年
間
に
お
駒
と
い
う
人
が
罪
を
得
て
処
刑
さ
れ
た
の
で
筏
商
を
し
て
い
た
父 

親
が
供
養
の
た
め
建
て
た
と
い
、っ
。
そ
の
話
が
次
第
に
脚
色
さ
れ
鉄
砲
で
心
中
し
た 

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
心
中
堂
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

嶽
林
寺所

在
地
月
夜
野
町
上
組
字
薮
田
一
六
九
七

管
理
者
吉
田
瑞
龍

本
堂

九
間
半X

九
間
、
寄
棟
造
り
、
瓦
葺
き
。
前
列
土
間
、
前
廊
下
で
六
間
取
り
、
中 

央
奥
に
須
弥
壇
を
安
置
す
る
。
欄
間
に
龍
の
彫
刻
等
あ
る
。

末
社

三
間
社
流
れ
造
り
、
銅
板
葺
き
、

一
間
の
向
拝
が
付
き
、
向
拝
柱
が
一
間
每
に
立 

つ
。
虹
梁
、
海
老
虹
梁
は
唐
草
模
様
の
彫
刻
が
あ
り
、
手
挾
み
は
水
流
紋
の
浮
き
彫 

り
が
施
さ
れ
て
い
る
。

主
体
部
は
高
床
で
勾
欄
付
き
の
浜
床
を
ま
わ
し
、
正
面
に
一
間
ず
つ
の
棧
唐
戸
が 

三
面
あ
る
。
緣
長
押
、
内
法
長
押
が
ま
わ
り
、
組
物
で
丸
桁
を
支
え
、
枇
杷
板
は
浮 

き
彫
り
、
側
面
は
組
物
で
妻
虹
梁
を
支
え
て
い
る
。
妻
板
は
浮
き
彫
り
が
あ
る
。
脇 

障
子
、
向
拝
の
木
鼻
は
失
な
わ
れ
て
い
る
。

他
に
四
脚
門
、
庫
裡
、
開
山
堂
、
鐘
楼
、
土
蔵
が
あ
る
。

永
正
二
年
、
小
川
城
主
小
川
次
郎
景
祐
の
開
基
で
、
本
堂
そ
の
他
は
火
災
に
あ
い 

安
永
三
年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
と
い
、っ
。

華
麗
な
本
堂
末
社
の
屋
根
の
美
し
さ
、
鐘
楼
そ
の
他
の
建
造
物
が
、
庭
園
と
共
に 

独
特
の
静
け
さ
を
か
も
し
出
し
、
地
方
文
化
の
水
準
を
示
し
て
い
る
。

月

夜

野

神

社

本

殿

所
在
地
月
夜
野
町
上
組
字
都

一
間
社
、
ト
タ
ン
瓦
棒
葺
き
。
大
き
な
唐
破
風
の
向
拝
が
つ
く
。
浜
床
を
ま
わ
す
。
 

腰
組
の
一
部
、
壁
面
、
組
物
の
間
、
軒
天
井
等
、

い
た
る
所
に
水
流
、
雲
、
龍
の
彫 

り
物
、
彩
色
が
あ
る
。
覆
屋
に
入
り
、
他
に
も
同
様
の
社
が
あ
る
。

境
内
に
高
床
三
方
吹
抜
け
の
舞
殿
、
末
社
が
あ
る
。

こ
れ
ら
が
一
群
と
な
り
精
神 

的
文
化
的
境
域
を
形
成
し
て
い
る
。

村

主

八

幡

宮

本

殿

所
在
地
月
夜
的
町
上
津
字
村
主
一
、
二
三
四

一
間
社
流
れ
造
り
、
銅
板
瓦
棒
葺
き
。
主
屋
に
対
し
て
屋
根
が
大
き
い
。

嶽
林寺末社



向
拝
部
は
虹
梁
に
唐
草
模
様
の
彫
刻
、
三
手
先
組
物
で
丸
桁
を
支
え
る
。
湾
曲
の 

強
い
海
老
虹
梁
で
主
体
部
と
接
続
す
る
。
正
面
は
棧
唐
戸
、
側
面
、
脇
障
子
は
装
飾 

な
し
。
二
重
虹
梁
、
大
瓶
束
で
棟
を
支
え
、
大
き
な
懸
魚
が
あ
る
。

他

に

拝

殿(

入
母
屋
造
り
、
ト
タ
ン
瓦
棒
葺
き)

、
神

楽

殿(

高
床
、
切
妻
造
り
、
 

瓦
葺
き
、
三
方
吹
抜
け)

、
舞

殿
(

寄
棟
造
り
、
瓦
葺
き)

等
が
あ
り
、
境
内
に
県
指 

定
天
然
記
念
物
「
村
主
の
大
ケ
ヤ
キ
」
が
あ
る
。

天
正
二
年
に
村
主
大
明
神
を
創
建
、
承
応
二
年
本
殿
を
再
建
し
た
と
い
ぅ
。
明
治 

四
十,
二
年
合
祀
し
て
八
幡
神
社
と
改
称
し
た
。

馬

廻

り

堂(

地
蔵
堂)

所
在
地 

月
夜
野
町
上
津
字
貝
沢
一
、
六
ー
ニ

管
理
者
原
沢
満
治

二
間X

三
間
程
の
寄
棟
造
り
、
草
葺
き
。

五

十

cm
程
の
高
床
に
な
り
、
四
周
に
濡
縁
が
ま
わ
る
。
正
面
一
間
に
両
引
格
子
戸 

が
つ
く
。
内
法
長
押
が
ま
わ
り
、
軒
天
井
は
化
粧
ま
ば
ら
垂
木
。
内
部
に
祭
壇
が
あ 

る
。地

元

で

は

「
オ
ン
マ
シ
ノ
堂
」
と
言
い
、
百
万
遍
な
ど
の
行
事
が
行
な
わ
れ
、
そ 

の
数
珠
が
保
管
し
て
あ
る
。
現
在
は
原
沢
家
の
物
置
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
 

民
衆
の
信
仰
生
活
の
文
化
財
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
建
物
で
あ
ろ
ぅ
。

如

意

寺

本

堂

所
在
地
月
夜
野
町
上
津
字
天
神

管
理
者
板
西
澗
寿

九
間
半X

七
間
、
寄
棟
造
り
、
ト
タ
ン
瓦
棒
葺
き
。
天
井
は
格
天
井
、
小
川
島
の 

林
青
山
の
画
い
た
天
井
絵
が
あ
る
。

他

に

山

門(

切
妻
、
瓦
葺
き
、
薬
医
門
型
式)

、
鐘

楼
(

入
母
屋
造
り
、
ト

タ

ン

瓦" 

棒
葺
き
、
石
造
基
壇)

、
玄

関
(

三
間
半X

二
間
、
唐
草
模
様
彫
り
の
虹
梁
、
欄
間
に 

華
麗
な
波
形
透
か
し
彫
り
が
あ
る
。
式
台
、
両
引
き
舞
良
戸
で
庫
裡
に
接
続
す
る)

、
庫 

裡
(

十
一
間X

五
間
半
、
入
母
屋
造
り
、
草
葺
き
、
二
階
建
て)

、
開
山
堂
、
土
蔵
、
 

経
蔵
、
座
禅
堂
、
茶
室
等
が
あ
る
。

こ
れ
ら
が
山
を
背
景
に
揃
っ 

て
い
る
様
子
は
壮
観
で
あ
り
、
 

諸
施
設
が
揃
い
、
保
存
の
ょ
い 

こ
と
は
有
数
で
あ
る
。

文
明
年
間
に
荘
田
城
主
沼
田 

景
光
の
姉
の
如
意
尼
か
草
庵
を 

営
ん
だ
こ
と
か
本
寺
の
始
ま
り 

と
い
、っ
。
寛
永
年
間
の
再
建
と 

い
ぅ
。

中
之
神
社

所
在
地
月
夜
野
町
下
津
字 

天
神
二
、
三
三
二 

管
理
者
高
橋
辰
次
郎

二
間X

二
間
、
入
母
屋
造
り
、
 

草
葺
き
。
軒
は
出
し
梁
セ
ガ
ィ 

で
屋
根
を
支
え
る
。
正
面
中
央 

一
間
に
両
引
の
格
子
戸
が
つ 

く
。
他
は
板
壁
。

中
諏
訪
と
称
し
て
い
た
が
、
 

正
徳
年
間
に
菅
原
道
真
公
を
合 

祀
し
北
野
社
と
称
す
。
明
治
五 

年
に
再
度
中
之
神
社
と
称
す
る 

ょ
ぅ
に
な
っ
た
。

な
お
、
境
内
に
四
方
吹
放
ち 

の
舞
殿
が
あ
り
、
ま
わ
り
舞
台 

の
装
置
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
 

(

群
馬
県
教
育
委
員
会
編
「群
馬
県 

の
農
村
舞
台
」
参
照)

如意寺遠望



若

宮

八

幡

宮

本

殿

所
在
地 

月
夜
野
町
月
夜
野
字
小
川
島

管
理
者
千
明
左
太
夫

一
間
社
流
れ
造
り
、
板
葺
き
。
切
妻
造
り
、
ト
タ
ン
葺
、
四
方
吹
抜
け
の
覆
屋
に 

納
ま
る
。

向
拝
角
桂
、
地
紋
彫
り
、
虹
梁
の
木
鼻
は
獏
頭
、
唐
獅
子
の
彫
刻
、
中
備
え
に
龍 

の
透
か
し
彫
り
。
軒
は
二
重
繁
垂
木
。
主
体
部
は
正
面
に
観
音
開
き
の
板
戸
、
緣
長
押
、
 

内
法
長
押
を
ま
わ
し
、
重
厚
な
蟇
股
が
あ
る
。
妻
虹
梁
、
大
瓶
束
で
棟
を
支
え
て 

い
る
。

寛
治
五
年
の
創
立
、
何
度
か
火
災
に
逢
い
、
慶
応
二
年
九
月
の
再
建
と
い
う
。
每 

年
こ
こ
で
ヤ
ッ
サ
祭
り
が
行
な
わ
れ
る
。(

芸
能
編
参
照)

境
内
に
県
指
定
重
要
文
化
財
「
小
川
島
の
歌
舞
伎
舞
台
」
が
あ
る
。

八

幡

宮

本

殿

所
在
地 

月
夜
野
町
下
牧
字
東
山
二
、
三
九
一
、
玉
泉
寺
内

管
理
者
坂
西
賢
光

う
三
間
社
流
れ
造
り
、
屋
根
は
柿
葺
き
、
正
面
に
千
鳥
破
風
が
つ
く
。
覆
屋
に
納
ま 

る
。向

拝
柱
上
部
、
母
屋
組
物
上
部
、
妻
板
、
懸
魚
、
桁
隠
し
等
に
簡
潔
な
彫
刻
が
あ 

る
。左

に
白
山
、
中
央
に
八
幡
、
右
に
稲
荷
を
ま
つ
る
。
康
平
六
年
の
創
建
で
、
元
禄 

一
六
年
再
建
と
い
う
。
古
風
を
残
し
た
建
物
で
あ
る
。

玉
泉
寺
に
は
他
に
本
堂(

切
妻
の
上
に
入
母
屋
の
屋
根
が
つ
き
、
入
母
屋
造
り
、
 

妻
入
り
の
玄
関
が
つ
く
。
瓦
葺
き
。
天
井
絵
は
林
青
山
の
画)

、
惣
門
、
経
蔵
、
庫
裡
、
 

宝
蔵
、
鐘
撞
堂
が
あ
る
。

玉
泉
寺
は
文
明
年
間
の
創
設
で
四
度
火
災
に
あ
い
、
本
堂
は
明
治
六
年
新
治
村
千 

手
院
の
護
摩
堂
を
移
築
し
、
玄
関
、
庫
裡
は
同
十
三
年
新
築
し
た
。

奥
深
い
山
懐
に
い
だ
か
れ
、
寺
と
し
て
の
諸
施
設
、
空
間
が
あ
り
、
文
化
財
と
し 

て
見
る
べ
き
建
造
物
が
多
く
、
そ
れ
ら
が
木
立
、
庭
園
、
石
段
な
ど
と
調
和
し
て
独

特
の
精
神
的
雰
囲
気
を
か
も
し
出
し
て
い
る
。(

以
上
持
田
照
夫)



石

造

美

術

品

は

じ

め

に

人
間
生
活
と
石
造
物
と
は
、
太
古
以
来
密
接
な
結
び
つ
き
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の 

種
類
も
非
常
に
多
い
。
然
し
現
在
石
造
美
術
品
の
概
念
に
含
ま
れ
る
も
の
は
、
お
ょ 

そ
次
の
如
き
種
目
と
な
る
と
川
勝
政
太
郎
氏
は
、
そ
の
著,

『京
都
の
石
造
美
術
』
で 

述
べ
て
い
る
。

,
層
塔
、
宝
塔
、
宝
篋
印
塔
、
五
輪
塔
、
笠
塔
婆
、
板
碑
、
無
縫
塔
、
石
幢
、
石 

仏
、
石
燈
籠
、
水
船
、
石
鳥
居
、
狛
犬
其
他
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
に
当
っ
て
は
、
前
記
種
目
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
慶
長
以
前
に
造
ら 

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
主
と
し
、
特
殊
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
も 

の
も
対
象
と
し
た
。

前
記
種
目
の
内
こ
の
地
域
に
遺
存
す
る
も
の
は
、
宝
箧
印
塔
、
五
輪
塔
、
板
碑
、
 

無
縫
塔
、
石
仏
の
五
種
目
で
、
何
れ
も
仏
教
関
係
の
も
の
の
み
で
あ
る
。
尚
江
戸
時 

代
の
物
で
あ
る
が
層
塔
形
式
の
庚
申
塔
と
、
十
王
関
係
石
仏
は
平
坦
地
に
は
比
較
的 

少
い
物
故
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
。
然
し
限
ら
れ
た
期
間
内
に
於
け
る
調
査
の
た
め
見 

残
し
た
物
も
あ
る
と
同
時
に
、
銘
文
あ
る
も
の
も
打
拓
す
る
遑
が
な
く
、
単
に
造
立 

年
号
を
ノ
ー
ト
し
た
の
み
の
塔
も
あ
り
、
極
め
て
不
完
全
な
調
査
で
あ
る
がI
応
報 

告
し
て
、
後
に
精
査
を
す
る
手
掛
り
と
し
た
い
。

概
説
を
記
す
る
前
に
、
地
域
内
に
現
存
す
る
、
寺
院
数
を
宗
派
別
に
上
げ
れ
ば
次 

の
如
く
で
あ
る
。

曹
洞
宗
四r

臨
済
宗
八
、
天

台
宗(

寺
門
派
を
含
む)

二
八
、
浄
土
宗
九
、
浄 

土
真
宗
二
、
真
言
宗
五
、
日
蓮
宗
二
、
計

九

六(

群
馬
県
寺
院
名
簿)

ま
ず
地
域
内
に
於
け
る
遺
物
の
分
布
状
態
を
見
る
と
、
宝
篋
印
塔
、
五
輪
塔
、
板 

碑
は
各
地
区
に
亘
っ
て
分
布
し
、
有
銘
無
銘
の
も
の
を
合
す
る
と
、
各
数
十
基
以
上

の
多
数
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
内
で
慶
長
以
前
の
紀
年
銘
の
あ
る
も
の
の
数
は
、
 

板
碑
、
宝
篋
印
塔
、
五
輪
塔
の
順
序
に
な
る
。

板
碑
は
沼
田
市
五
、
昭
和
村
四
、
川
場
村
、
利
根
村
各
三
、
新
治
村
、
月
夜
野
町
各 

二
、
白
沢
村
一
、
計
二
〇
基
。
内
沼
田
市
井
土
上
町
成
孝
院
の
貞
治
六
年
の
も
の
は
、
 

調
査
地
域
内
た
だ
一
基
の
安
山
岩
製
の
有
銘
塔
で
あ
る
。

宝
篋
印
塔
は
月
夜
野
町
五
、
沼
田
市
三
、
白
沢
村
、
川
場
村
、
利
根
村
、
片
品
村
、
 

水
上
町
各
一
、
計
一
三
基
、
内
沼
田
市
大{
孑
川
田
東
光
寺
の
観
応
三
年
塔
は
完
全
に 

遺
存
し
、
水
上
町
綱
子
の
永
和
二
年
塔
は
相
輪
一
部
を
欠
損
す
る
の
み
で
あ
り
、
沼 

田
市
上
久
屋
の
明
徳
二
年
塔
は
、
中
台
の
あ
る
県
内
に
数
少
い
型
式
の
塔
で
し
か
も 

完
全
で
あ
る
。

五
輪
塔
は
白
沢
村
に
三
、
月
夜
野
町
三
、
計
六
基
、
内
白
沢
村
の
三
基
は
南
北
朝 

時
代
の
も
の
で
、
月
夜
野
町
の
三
基
は
室
町
期
の
も
の
で
あ
る
。

無
縫
塔
は
川
場
村
一
、
こ
の
塔
に
就
い
て
は
疑
問
が
あ
る
が
刻
銘
が
あ
る
の
で
あ 

げ
て
置
い
た
。
以
上
合
計
四
〇
基
で
あ
る
。

紀
年
銘
の
な
い
塔
は
各
種
目
共
計
算
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
実
数
は
不
明
で
あ
る 

が
、
各
市
町
村
に
比
較
的
平
均
に
分
布
し
て
い
る
の
は
五
輪
塔
で
あ
る
。
従
っ
て
遺 

存
数
も
非
常
に
多
い
が
高
さ
一
米
以
下
の
小
型
の
も
の
の
み
で
あ
る
。
五
輪
塔
で
特 

に
感
じ
た
の
は
地
域
内
に
、
禅
宗
寺
院
が
四
九
ヶ
寺
も
あ
り
な
が
ら
、
禅
宗
の
公
案 

の
一
つ
で
あ
る
、祖
師
西
来
意
を
刻
し
た
塔
が
一
基
も
見
当
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ 

る
。
宝
箧
印
塔
に
於
て
も
分
布
は
、
前
者
と
同
様
な
こ
と
が
い
え
る
が
、
そ
の
数
は
半 

数
に
も
達
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
板
碑
は
五
輪
塔
に
次
い
で
無
銘
の
も
の
が
多
く
、
そ
の 

数
は
数
十
基
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。
県
内
平
坦
地
に
て
は
見
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
る
。
 

宝
塔
に
つ
い
て
は
天
台
宗
寺
院
が
二
八
ヶ
寺
あ
る
の
で
注
意
し
た
が
、

一
基
も
見
る 

こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
地
域
性
の
関
係
で
あ
ろ
、っ
か
不
思
議
に
思
わ
れ
た
事
の
一
つ



東光寺塔

で
あ
る
。

で
は
白
沢
村
雲
谷
寺
の
十
王
と
一
組
の
小
石
仏
及
び
川
場
村
の
磨
崖
仏 

以
外
、
特
に
注
意
す
る
程
の
も
の
は
見
当
ら
な
か
っ
た
。
江
戸
時
代
の
も
の
で
あ
る
が 

閻
魔
王
、
脱
衣
婆(

こ
の
地
方
で
は
味
噌
な
め
婆
と
呼
ぶ)

、
層
塔
型
式
の
庚
申
塔
は 

各
市
町
村
に
分
布
し
て
お
り
双
体
道
祖
神
も
亦
非
常
に
多
い
。

こ
の
地
域
の
一
つ
の 

と
い
え
る
で
あ
ろ
、っ
。

以
上
今
回
の
調
査
に
ょ
っ
て
感
じ
た
こ
と
を
略
記
し
た
が
、
次
に
各
種
目
の
内
の 

主
な
る
も
の
に
就
い
て
fi.
し
て
置
く
。(

金
子
規®

W
)

宝

篋

印

塔

石
材
は
有
銘
無
銘
の
別
な
く
、
殆
ど
安
山
岩
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
型
式
は
関 

東
式
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
構
造
は
低
い
反
花
座
の
上
に
側
面
に
細
い
輪
廓 

を
附
け
二
区
に
分
け
上
部
に
二
段
の
造
出
し
の
あ
る
基
礎
、
輪
廓
を
巻
い
た
塔
身
に 

は
四
方
仏
の
種
子
を
彫
刻
。
屋
蓋
は
下
二
段
上
四
段
乃
至
五
段
の
段
型
を
造
り
、
隅 

飾
突
起
は
二
乃
至
三
孤
に
し
て
細
い
輪
廓
を
付
け
る
。
相

輪
は
反
花•

請

花•

九

輪
•

請

花•

宝
珠
で
造
ら
れ
て
い
る
。

東

光

寺

塔(

沼
田
市
大
字
上
川
田)

県
内
で
も
完
全
に
遺
存
す
る
屈
指
の
塔
で
あ
る
。
総
高
約
二
三
〇
糖
、
石
材
安
山 

岩
、
高
さ
ー
ニ
糖
、巾
六
七
糖
の
反
花
の
な
い
基
台
の
上
に
側
面
を
三
区
に
分
け
た
基 

礎
を
置
き
、
四
方
仏
種
子
の
彫
刻
の
な
い
塔
身•

屋

蓋•

相
輪
と
積
ん
だ
関
東
型
式 

の
塔
に
し
て
、
各
部
の
均
衡
の
と
れ
た
塔
婆
は
堂
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
塔 

身
に
種
子
の
彫
刻
が
無
い
こ
と
は
何
か
空
虚
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
各
部
の
均
衡 

と
石
材
の
腐
蝕
程
度
等
か
ら
見
て
、
塔
身
は
別
物
と
は
考
え
ら
れ
な
い
一
体
の
物
で 

あ
る
。
銘
文
は
基
礎H

面
に
雄
勁
な
筆
致
で
大
き
く
左
記
の
如
く
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。

逆

修
 

発

智
 

應

安

大

室
 

兵
部
左
金
吾 

己

酉

得

用
 

平
為
時 

八
月
十
八
日

塔身高さ36.6cm
巾 59 cm

東光寺塔(部分)



己
酉
は
応
安
二(

一
三
六
九)

年
に
当
る
。

こ
の
塔
の
基
礎
は
前
記
の
如
く
三
区
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
の
塔
と
し 

て
は
県
内
に
未
だ
例
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
特
筆
す
べ
き
は
塔
身
に
四
方
仏 

種
子
の
彫
刻
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
何
等
か
の
理
由
が
あ
っ
て
そ
う
し
た
の 

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
解
明
す
る
資
料
は
現
在
無
い
。
思
う
に
密
教 

か
ら
発
し
た
宝
篋
印
塔
を
禅
宗
寺
院
で
建
立
す
る
の
に
際
し
て
、
当
時
の
関
係
僧
侶 

の
見
識
に
ょ
っ
て
、
そ
の
構
造
型
式
の
み
を
採
用
し
、
密
教
的
色
彩
を
昇
華
さ
せ
た 

結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。

綱

子

の

塔
(

水
上
町
大
字
綱
子)

現
存
部
総
高
ニ
ー
五
糖
。
石
材
安
山
岩
。
関
東
型
式
に
属
す
る
塔
に
し
て
相
輪
上 

部
と
基
台
を
欠
失
し
て
い
る
外
基
礎
、
塔
身
、
屋
蓋
は
完
全
に
残
っ
て
い
る
。
基
礎 

は
四
方
共
輪
廓
を
巻
き
二
区
に
分
ち
、
北
面
お
ょ
び
東
西
に
銘
文
を
刻
す
。
塔
身
は 

輪
廓
を
卷
き
胎
蔵
界
四
仏
種
子
ア
、
ア
ー
、
ア
ン
、
ア
ク
を
雄
渾
に
彫
刻
し
、
屋
蓋 

は
下
二
段
上
五
段
に
造
り
、
相
輪
最
下
部
の
反
花
は
無
地
で
伏
鉢
状
を
な
し
て
い
る
。

請
花
は
単
弁
で
あ
る
が
時
代
を
良
く
現
し
て
い
る
。
九
輪
の
四
輪
を
残
し
て
上
部
欠 

失
せ
る
は
惜
し
い
。
銘
文
は
次
の
如
く
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。

北 面

大

檀

那

南
無
阿
弥
陀
仏

藤
原
守
泰

東 面

□
□
□
□

□
□
□

善

□
□
□
□

4

二
年
緬 

八
月
廿
六
日 

一
結
衆
〇
ロ

巷礎

高さ--- 31.2 cm

巾--- 47.5 cm

塔
の
構
造
様
式
種
子
其
他
の
書
体
刻
法
か
ら
見
て
、
永
和
の
造
立
と
見
て
差
支
え 

な
い
で
あ
ろ
ぅ
。
宝
篋
印
塔
に
六
字
の
名
号
が
彫
ら
れ
て
い
る
例
は
、
県
内
に
は
他 

に
無
い
か
と
思
ぅ
。

は
っ
き
り
と
阿
弥
陀
信
仰
を
表
現
し
た
塔
と
し
て
貴
重
な
一
基 

で
あ
る
。

永
和
二
年
は
西
暦
ご
ー
ー
七
六
年
で
あ
る
。

県
指
定
重
要
文
化
財
に
調
査
後
な
っ
て
い
る
。

綱子の塔

綱子の塔



上

久

屋

の

塔(

沼
田
市
上
久 

屋
松
永
氏
墓
地)

総
高
一
六
〇
樨
。
石
材
安
山 

岩
。
地
域
内
只
一
基
の
中
台
付 

き
の
塔
に
し
て
完
全
に
遺
存
す 

る
。
基
礎
は
通
例
の
輪
廓
を
卷 

き
ー
ー
区
に
分
け
ー
ー
段
の
造
出
し 

の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
、
中
台 

は
下
ー
ー
段
の
造
出
し
の
最
下
段 

は
九
糖
も
高
さ
が
あ
る
。
ー
ー
孤 

の
隅
飾
突
起
を
つ
け
一
段
の
造 

出
し
が
あ
る
。
塔
身
は
輪
廓
が 

な
く
四
方
に
円
相
を
浅
く
彫 

り
、
中
に
胎
蔵
界
四
仏
種
子
ア
、
 

ア
ー
、
ア
ン
、
ア
ク
を
陰
刻
、
屋 

蓋
は
下
二
段
上
四
段
、
隅
飾
突 

起
は
二
孤
で
輪_

を
巻
く
。
相 

輪
は
複
弁
の
反
花
、
単
弁
の
請

花
、
九
輪
、
単
弁
の
請
花
の
上
に
完
好
の
宝
珠
が
つ
け
て
あ
る
。
銘
文
は
基
礎
一
面 

に
次
の
如
く
陰
刻
し
て
あ
る
。

明
徳
二
年
は
一
三
一
九
年
で
あ
る
。

逆
修
塔
一
基

講
衆
等
五
十
人

本
願
ロ
公
ロ
ロ

明
徳
二0

八
月
十
八
日

基礎

高さ---- 27 cm

中——39

塔
の
様
式
と
紀
年
銘
と
一
致
し
た
規
準
に
な
る
塔
で
あ
る
。

延

命

院

の

塔
(

川
場
村
大
字
生
品)

現
存
部
高
さ
八
〇•

五
糖
。
石
材
安
山
岩
。
中
型
の
ま
と
ま
っ
て
い
る
塔
で
あ
る
。
 

相
輪
上
部
を
欠
失
し
て
お
り
、
反
花
座
も
現
在
の
物
は
当
初
ょ
り
の
物
で
は
な
い
。
 

構
造
は
関
東
型
式
通
例
の
も
の
で
、
特
に
変
っ
た
所
は
な
い
。

四
仏
種
子
は
胎
蔵
界

上久屋の塔

上久屋の塔基礎

川場村延明院宝匿印塔



の
ア
、
ア
ー
、
ア
ン
、
ア
ク
を
彫
刻
、
屋
蓋
の
隅
飾
突
起
の
二
孤
の
小
さ
い
一
つ
が 

角
に
な
っ
て
い
る
。
相
輪
最
下
部
の
反
花
は
無
地
で
伏
鉢
状
を
な
し
、
そ
の
上
の
請 

花
は
単
弁
、
こ
の
様
式
は
綱
子
の
塔
と
類
似
し
て
い
る
。
九
輪
は
七
輪
を
残
し
上
部 

を
失
な
っ
て
い
る
。
銘
文
は
左
記
の
如
く
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。

根

利

の

塔
(

利
根
村
大
字 

根
利
字
宇
津
野)

こ
の
塔
を
宝
篋
印
塔
と
呼
ぶ 

の
は
適
当
で
な
く
、
む
し
ろ
多 

宝
塔
と
呼
ぶ
可
き
か
も
知
れ
な 

い
。
本
来
の
構
造
が
遺
憾̂

ら 

掴
め
な
い
の
で
仮
に
宝
篋
印
塔 

と
し
た
の
で
あ
る
。
時
間
を
か 

け
て
附
近
に
倒
れ
て
い
る
塔
の 

部
分
と
組
合
せ
て
見
れ
ば
本
来 

の
形
が
得
ら
れ
る
か
も
知
れ
な

い
。
各
部
の
構
造
は
二
段
の
台
座
の
上
に
、
輪
廓
を
卷
い
て
二
区
に
分
け
三
段
の
造 

出
し
を
付
け
た
基
礎
、
輪
廓
を
卷
い
た
塔
身
、
下
二
段
上
に
半
球
形
と
そ
の
上
部
に 

円
形
の
低
い
造
出
し
を
持
つ
中
台
が
あ
る
。
中
台
に
は
隅
飾
突
起
と
中
心
に
も
う
一 

つ
三
孤
の
突
起
が
あ
り
、
側
面
に
は
縦
連
子
が
彫
刻
し
て
あ
る
。
そ
の
上
に
円
筒
状 

の
下
部
に
単
弁
の
請
花
を
彫
り
出
し
上
部
に
低
い
造
出
し
を
つ
け
た
一
石
を
積
み 

そ
の
上
に
相
輪
が
立
て
、
あ
る
、
極
め
て
不
安
定
な
形
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
元
の 

姿
で
無
い
こ
と
は
誰
で
も
感
じ
る
で
あ
ろ
、っ
。
相
輪
と
円
筒
状
の
も
の
と
の
間
に
屋 

蓋
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
一
応
塔
形
は
整
う
。
し
か
し
中
台
上 

の
物
が
こ
の
塔
の
物
か
ど
う
か
一
考
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
が
、
中
台
上
の
円
形
造 

出
し
と
円
筒
状
の
下
部
と
の
直
径
は
同
じ
で
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
い
る
。

こ
の
円
筒
状
の
物
を
取
除
き
半
球
形
の
造
出
し
の
上
に
直
接
屋
蓋
を
乗
せ
れ
ば 

前
橋
市
公
田
町
覚
動
寺
の
永
和
二
年
塔
と
非
常
に
良
く
似
た
形
と
な
る
。
覚
動
寺
塔 

の
中
台
に
は
隅
飾
突
起
の
他
中
央
に
三
孤
の
突
起
が
あ
り
、上
部
に
半
円
球
の
造
出
し

の
あ
る
事
も
根
利
塔
と
同
様
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
充
分
の
検
討
を
せ
ね
ば
本
来 

の
形
は
掴
め
な
い
と
思
、つ
。
興
味
あ
る
塔
で
あ
る
。
塔
身
に
は
胎
蔵
界
四
仏
の
種
子 

ア
、
ア
ー
、
ア
ン
、
ア
ク
が
雄
渾
に
彫
刻
さ
れ
て
お
り
、
基
礎
に
次
の
如
き
銘
文
が 

あ
る
。

こ
の
塔
の
附
近
に
無
銘
宝
篋 

印
塔
の
他
同
時
代
と
考
え
ら
れ 

る
石
造
物
が
散
乱
し
て
い
る
。
 

相
輪
、
宝
塔
の
屋
蓋
と
見
ら
れ 

る
物
、
宝
篋
印
塔
の
基
礎
、
塔 

身
、
五
輪
塔
の
一
部
等
々
で
あ 

る
。次

に
紀
年
銘
の
あ
る
塔
を
年 

代
順
に
所
在
地
を
上
げ
て
お 

く
〇

大

傳

浄
 

宗

上

座
 

應
永
二

四
月
十
九
日

基礎

高さ——18.5 cm
巾----28.9 cm

戈 

応
永
七
年 

十
一
月
八
日
施
主敬白

基礎

高さ——27.8 cm
巾----46.5 cm

根利宝趣ロ塔



⑴
 

片
品
村
大
字
花
咲(

基
礎) 

文
永
元(

ニーー

ハ四)
年 

⑵
 

白
沢
村
大
字
高
平
雲
谷
寺(

基
礎) 

貞
治
ー
ー(

二1 S
)

年 

⑶
 

月
夜
野
町
大
字
上
津(

相
輪
欠) 

貞
治□

年 

⑷
 

同 

大
字
下
津
ー
ニ
重
院(

相
輪
及
塔
身
欠)

明
徳
三(

ーーーー九ーー
)
年 

⑸

沼
田
市
井
土
上
成
孝
院(

基
礎) 

応
永
十
五(

一四八5

年 

⑹

月
夜
野
町
大
字
上
牧
玉
泉
寺(

相
輪
欠) 

文
明
四(

一̂

ーー
)

年 

⑺

同 

後
閑
増
田
堂 

明
応
ー
ー(

一党ーーー)

年 

⑻

同 

大
字
上
津
如
意
寺(

塔
身
欠) 

天
正
六(

一
老〇

年 

(

右
八
基
の
内
第
七
の
増
田
堂
の
塔
は
未
調
査
故
村
誌
に
ょ
る)

以
上
在
銘
塔
以
外
に
無
銘
塔
は
各
市
町
村
に
遺
存
す
る
が
、
完
全
か
そ
れ
に
近
い 

物
は
極
め
て
少
い
。
利
根
村
大
字
大
揚
字
大
平
金
子
美
濃
守
一
族
の
墓
、
同
村
根
利 

字
宇
津
野
の
塔
は
比
較
的
良
く
残
っ
て
い
る
。
金
子
美
濃
守
一
族
の
墓
に
あ
る
一
基 

は
、
屋
蓋
の
隅
飾
突
起
の
様
式
が
、
同
村
延
命
院
応
永
ー
ー
年
銘
塔
と
同
手
法
で
あ
り
、
 

造
立
年
代
も
近
い
頃
の
物
と
考
え
ら
れ
る
。

五 

輪 

塔

石
材
は
安
山
岩
が
大
部
分
で
あ
る
が
凝
灰
岩
の
も
の
も
あ
る
。
非
常
に
数
は
多
く 

遺
存
す
る
が
無
銘
の
も
の
が
多
く
且
つ
数
基
以
外
は
小
型
で
あ
る
。

雲

谷

寺

塔
(

白
沢
村
大
字
高
平
雲
谷
寺)

県
内
所
在
の
南
北
朝
以
前
の
五
輪
塔
は
凝
灰
岩
の
物
が
多
い
が
、
雲
谷
寺
の
三
基 

は
何
れ
も
安
山
岩
で
あ
る
。
こ
れ
等
三
基
は
昭
和
初
年
現
在
地
ょ
り
数
百
米
離
れ
た 

所
で
発
見
さ
れ
、
こ
、
へ
移
建
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
三
基
の
内
無
銘
塔
は
新
田
義
宗 

之
墓
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

向
っ
て
左
の
塔
は
上
部
の
三
輪
と
、
下
部
の
二
輪
は
別
物
で
あ
る
。
水
輪
と
地
輪 

は
四
門
の
梵
字
の
筆
法
、
刻
法
等
か
ら
見
て
一
体
の
物
と
考
え
ら
れ
る
。
地
輪
の
中 

心
に
雄
大
な
修
行
門
の
梵
字
アj

を
彫
り
そ
の
左
右
に
、
次
の
如
き
銘
文
が
刻
さ
れ 

て
い
る
。

聖
慶
禪
尼
生
年

廿
八

申
剋

文
和
三
ぜ
十
月
十
三
日

死
去

右
の
銘
文
に
ょ
れ
ば
、
文

和

三(

ニ
ニ
五
四)

年
十
月
十
三
日
は
歿
し
た
年
月
日 

で
、
塔
造
立
年
月
日
で
は
な
い
。
而
し
種
子
や
塔
の
様
式
か
ら
見
て
、
逝
去
後
い
く 

ば
く
も
な
く
造
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

雲谷寺五輪塔



文和3年銘

向
っ
て
右
の
塔
は
、
上
二
輪
と
下
三
輪
は
別
物
で
あ
る
。
火
水
地
の
下
三
輪
は
同 

時
代
の
物
で
あ
ろ
、っ
。
四
門
の
梵
字
の
筆
法
刻
法
等
に
一
致
点
が
見
ら
れ
る
。
地
輪 

中
心
に
大
き
く
修
行
門
の
梵
字
ア
ー
を
彫
り
、
そ
の
左
右
に
次
の
如
き
銘
文
が
刻
さ 

れ
て
い
る
。

午

長
州
禅
門
永
祥

六
十
一

梵

逆
修

応
安
三
年

XK
十
月
廿
三
日

0
 

敬
白

二
基
共
完
全
な
塔
で
は
な
い
が
、
水
地
輪
は
時
代
の
規
準
と
な
る
貴
重
な
塔
で
あ 

る
。
応
安
二
年
は
一
三
七
〇
年
で
あ
る
。

新
治
の
塔(

新
治
村
新
巻
徳
厳
寺
管
理
墓
地)
_

無
銘
で
あ
る
が
完
全
に
遺
存
す
る
。
凝
灰
岩
の
塔
で
あ
る
。
総
高
九
一
糖
、
各
部 

の
構
造
か
ら
見
て
、
室
町
初
期
の
造
立
と
考
え
ら
れ
る
。
只
一
基
近
世
墓
地
の
中
に 

総
墓
の
如
く
建
て
ら
れ
て
い
る
。
新
治
村
に
は
凝
灰
岩
の
出
る
山
が
あ
り
、
石
質
も 

同
じ
様
に
見
ら
れ
る
、
そ
の
山
の
石
材
を
利
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
ぅ
か
。

月
夜
野
町
上
真
庭
、
真
庭
氏
先
祖
の
墓
地
に
は
六
基
の
五
輪
塔
が
あ
り
、
内
三
基 

に
紀
年
銘
が
あ
る
。
寛
正
ー
ー
年
、
永
禄
六
年
、
元
亀
ー
ー
年
と
何
れ
も
室
町
中
末
期
の 

塔
で
あ
る
。
写
真
だ
け
見
て
実
査
し
な
い
が
、
何
れ
も
紀
年
銘
時
代
の
物
と
見
て
差 

支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

無 

縫 

塔

県
下
に
現
在
四
百
ヶ
寺
近
い
禅
宗
寺
：
^
^

が
あ
り
、鎌
倉
時
代
に
創
建
さ
れ
た
禅
宗
寺 

院
も
世
良
田
の
長
楽
寺
を
始
め
多
数
あ
る
が
、
中
世
の
無
縫
塔
は
未
だ
一
基
も
発
表 

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
度
の
調
査
に
よ
っ
て
始
め
て
鎌
倉
末
の
紀
年
銘
あ
る
塔
に
接 

し
た
の
で
あ
る
が
、
銘
文
通
り
の
造
立
か
否
か
疑
問
の
ま
ま
報
告
し
て
お
く
。

延
命
院
無
縫
塔(

川
場
村
大
字
生
品)

現
存
部
総
高
九
九
糖
。
石
材
凝
灰
岩
。
六
角
形
の
基
礎
上
に
一
石
造
り
の
円
形
敷 

茄
子
と
単
弁
の
蓮
華
座
を
置
き
、
高
さ
六
七
粳
下
部
径
三
〇
糖
の
卵
形
塔
身
を
建
て 

た
塔
で
あ
る
。
台
座
に
比
較
し
塔
身
は
非
常
に
や
つ
れ
て
い
る
。特
に
上
部
は
剝
落
が 

著
し
く
目
立
つ
。
石
材
が
軟
弱
な
関
係
で
あ
ろ
ぅ
。
銘
文
は
塔
身
に
次
の
如
く
二
行 

に
陰
刻
さ
れ
て
い
る
。

正
中
二
年
は
一
三
二
五
年
で
あ
る
。

正
中
二
年#

二
月

弁
清

白
？

右
銘
文
が
造
立
年
月
と
す
れ
ば
、
県
下
只
一
基
の
鎌
倉
期
無
縫
塔
と
し
て
特
筆
す



川場村延命院無縫塔

沼田市成孝院異形板碑

べ
き
で
あ
る
が
、
何
か
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
面
が
あ
る
。
第
一
鎌
倉 

時
代
に
塔
身
へ
右
の
如
き
銘
文
の
彫
り
方
を
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
江
戸
時
代
な
ら 

不
思
議
は
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
に
は
も
っ
と
慎
重
な
塔
身
の
取
扱
い
を
し
た
の
で
は 

な
い
だ
ろ
ぅ
か
。
又
文
字
が
弱
々
し
く
、
刻
法
に
も
疑
問
な
点
が
あ
る
。
し
か
し
干 

支
の
文
字
、
そ
の
入
れ
方
に
は
中
世
的
な
所
が
あ
り
、
塔
身
の
形
に
も
荘
重
さ
が
あ 

る
。
何
れ
に
し
て
も
一
考
を
要
す
る
塔
で
あ
る
。

こ
れ
は
余
事
で
あ
る
が
、
延
命
院
境
内
出
土
の
骨
壺
は
印
花
巴
文
の
あ
る
瓶
子
に 

し
て
十
四
世
紀
の
作
と
見
ら
れ
る
立
派
な
壺
で
あ
る
。

板 

碑

前
記
の
如
く
二
〇
基
の
在
銘
塔
と
多
数
の
無
銘
塔
が
あ
る
が
、
大
部
分
の
種
子
は 

弥
陀
三
尊
か
弥
陀
一
尊
で
、
釈
迦
、
大
日
、
地
蔵
等
の
種
子
所
刻
の
も
の
は
見
ら
れ 

な
か
っ
た
。
月
夜
野
町
大
重
院
の
永
仁
塔
に
は
天
蓋
、
瓔
珞
及
び
一
対
の
華
瓶
が
あ



り
、
同
町
資
料
館
保
管
貞
和
塔
に
は
、
天
蓋
、
瓔
珞
及
び
一
個
の
華
瓶
を
配
し
て
あ 

る
。
こ
の
地
域
で
は
珍
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
無
銘
塔
の
内
に
他
地
方
に
は
珍
ら
し 

い
安
山
岩
を
板
碑
型
に
加
工
し
た
高
さ
三
七
糖
、
巾
一
七
穂
、
厚
さ
七
糖
の
弥
陀
三 

尊
種
子
を
彫
刻
し
た
も
の
を
、
月
夜
野
町
真
庭
で
、
又
白
沢
村
大
字
上
古
語
父
で
真

庭
塔
ょ
り
稍
々
大
き
い
同
種
類
の
物
を
見
た
。
何
れ
も
室
町
末
期
の
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。
 

沼
田
市
井
土
上
町
成
孝
院
に
、
安
山
岩
の
自
然
石
の
表
面
だ
け
を
加
工
し
、
銘
文
を
刻 

し
た
も
の
が
あ
る
。

次
に
年
代
順
に
銘
文
お
ょ
び
所
在
地
を
上
げ
て
お
く
。
 

番

号

i—
—I
西

暦

H—
—I
種 

子 

銘 

文 

所 

在 

地 

_
_
_

備
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

考
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

サ 

ヵ 

高
さ
巾
三
一
糖

1
 

ー
ニ
九
六 

キ
リ
ー
ク 

永
仁
四
年(

下
欠) 

月
夜
野
町
大
字
上
津
大
重
院 

天
蓋
瓔
珞
あ
り
、
三
尊
種
子
の
下
に
蓮
華
座
あ
り

サ
ク 

年
号
左
右
に
各
一
個
宛
華
瓶
を
刻
す

2
 

一

三

一

八
(

上
欠)r

文

保

二

年

呼

ハ

月

、沼
田
市
下
沼
田
片
山
敏
氏
墓
地 

覇

種

母
?S

に
卿E

罐
り

サ
 

コ
—十

八
, 

現

高

七

六
•

七

糰

巾

三

二•

八
糖

3
 

ニ
ニ
ー
九 

(

上
欠) 

文
保
三
年
紀
州 

月 

日 

沼
田
市
井
土
上
町
成
孝
院
参
道 

俗
名
の
あ
る
貴
重
な
も
の 

'

サ
ク 

忠

時
 

忠
時
の
忠
は
剝
落
の
た
め
巳
に
見
え
る
が
忠
か
正
し
い

高
さ
一
五
〇
楗
巾
四
二
犍

4
 

一
三
二
〇 

キ
リ
ー
ク 

元
応
二
年 

白
沢
村
糸
井
長
慶
寺 

キ
リ
ー
ク
の
下
に
種
子
が
刻
し
て
あ
る
が
剝
落
の
た
め
判
読
不
能
、

年
号
も
全
然
見
え
な
い
。
村
誌
に
ょ
る
。

サ 

高
さ
九
七
犍
中
二
五
糖

5
 

一
三
ニ
ニ 

キ
リ
ー
ク 

元
享
二
年
二
月 

日 

新
治
村
大
字
須
川
泰
寧
寺 

キ
リ
—
ク
の
下
に
蓮
華
座
あ
り

サ
ク 

ー
完
全 

6
 

一

三

二

九
(

上
欠) 

一

兀
徳
元
年
配
十
一
月
廿
三
日
県
立
博
物
館
蔵
、
昭
和
村
出
土 

觀

村

細

琴

三

一5
ょ％
卜
慨
壺
と
共
に
昭
和
三
十
六
年
出
土 
_
_
_
_

サ 

上
野
相
俣 

高
さ
九
一
犍
巾
二
六
犍

7
 

ー
ニ
三
〇 

キ
リ
ー
ク 

元
徳
二
年
十
月 

新
治
村
塩
原
割
田
勇
氏
蔵 

三
尊
種
子
の
下
に
蓮
華
座
あ
り
、
上
野
相
俣
、物
部
氏
女
立
の
二
行
は
追
刻

サ
ク 

物
部
氏
女
立 

完
全 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

サ 

 

高
さ
ー
ー
四
犍
巾
ニ
ニ
糖

8
 

一
三
三
四 

キ
リ
ー
ク 

建
武
元
年_

十
二
月 

日 

沼
田
市
堀
廻
町
竜
興
寺 

天
蓋
二
尊
種
子
の
下
に
蓮
華
座
あ
り

サ
ク 

戌 

—

完
全 

サ 

ニ

戈
 

高
さ
九
九
糖
巾
二
七
粳

9
 

ニ
ニ
四
八 

キ

リ

ク
 

貞
和 

年

三

月
 

日 

月
夜
野
町
資
料
館 

鈴
木
一
郞
氏
蔵 

天
蓋
櫻
珞
キ
リ
ー
ク
下
に
蓮
華
座
あ
り
年
号
上
に
一
個
の
華
瓶
を
刻
す
年

サ
ク 

ニ

子
 

号
左
右
に
梵
字
光
明
真
言
を
四
行
に
刻
す
優
秀
完
全

サ 

高
さ
六
九
犍
巾
ニ
ニ
粳

10
一
三
五
〇 

キ
リ
—
ク 

貞
和
六
年
二
月 

日 

県
立
博
物
館
蔵
、
昭
和
村
糸
井
出
土 

キ
リ
ー
ク
の
下
に
蓮
華
座
あ
り

サ
ク 

骨
壺
と
共
に
出
土 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_



ナ 

)
 

I

11r

ー
ー
五- 

キ
リ
—
ク 

観
応
二
年
十
月{

2  

沼
田
市
下
川
田
遷
流
寺 

麵
あ
り

高
さ
五
五
糖
巾
一
六
糖

12
一
三
五
ニ 

キ
リ
ー
ク 

観
応
三
年
十
月 

日 

川
場
村
谷
地
薬
師
堂 

キ
リ
ー
ク
下
に
蓮
華
座
あ
り

‘
 

小
型
で
あ
る
が
、
種
子
蓮
華
の
彫
り 

優
秀 

完
全

サ 

〇 

現

高

五

八

犍
®

 

ー
ー
こ
犍

13
一
三
五
三 

キ
リ
ー
ク 

文
和
二
年
四
月 

日£
 

川
場
村
生
品
延
命
院 

キ
リ
ー
ク
下
に
蓮
華
座
あ
り

サ
ク 

汀 

年
号
左
右
に
華
瓶
彫
刻

M
 

一

三

五

六

キ

リ1

ク 

延
文
元
年
八
月' 

m

 

利
根
村
大
原
昌
竜
寺 

錄

¥

外
T-3

麺
華
卿
卜̂

鈕
麵

15
一
三
五
八 

キ
リ
ー
ク 

延
文
ニ
ー
年(

下
欠) 

川
場
村
生
品
延
命
院
出
土
中
学
校
保
管 

枚
鴨1

妊
TA
娜
蓮
軸y

細
帽

サ 

戊 

高

さ

六

七

極

巾

ニ

ー

犍

16
一
三
五 

キ
リ
ー
ク 

延
文
三
年 

十
一
月 

日 

昭
和
村
教
育
委
員
会 

キ
リ
—
ク
下
に
蓮
華
座
あ
り

サ
ク 

戍 

四
八
年
八
月
二
三
日
出
土
完
全

17
ニ

ニ

六

ー

キ

リ

ー
ク 

延
文
六
年
六
月 

日 

利
根
村
園
原
新
井
隆
昌
氏
蔵 

鴻
が
—
妊

頌

蓮

軸/
1-
姑

帽

完

全

サ 

百

聖

金

阿
 

高
さ
八
五
犍 

巾
五
六
糖 

厚
さ
四
五
犍

18
一
三
六
七 

キ
リ
ー
ク 

沼
田
市
井
土
上
町
成
孝
院
参
道 

安
山
岩
の
自
然
石
の
表
面
の
み
加
工
し
て
刻
字 

サ
ク 

貞
治
六
年
七
月 

日 

完
全

サ 

大

才

浄

暁
 

高
さ
ー
ー
三
糖
巾
三
一 

丁
五
糖 

19
一
三
六
七 

キ
リ
ー
ク 

貞
治
六
年
十
一
月
廿
七
日 

県
立
博
物
館
蔵
、昭
和
村
出
土 

三
尊
に
は
各
々
蓮
華
あ
り

サ
ク 

丁
末 

七
十
四 

サ
.

サ
ク
の
下
に
梵
字
光
明
真
言
を
四
行
に
彫
刻 

完
全

20
一
三
It
八

キ

リ
1

ク 

広
安□

年

八

月H
 

利
根
村
大
原
昌
竜
寺 

轉

ぼ

卜

に

艷

あ£

糖

一
三
七
四

サ 

高
さ
三
七
犍
巾
一
四
糖
厚
七
犍 

21
キ
リ
ー
ク 

月
夜
野
町
真
庭
佐
藤
武
雄
氏
蔵 

安
山
岩
を
板
碑
型
に
加
工
し
表
面
を
輪
廓
を
残
し
て
彫
り
凹
め
三
尊
種
子 

サ

ク

•  

を
彫
刻
完
全

サ 

高
さ
五
四
犍
巾
一
九•

五
犍
厚
七
犍

22
キ
リ
ー
ク 

白
沢
村
上
古
語
父
桑
原
功
氏
蔵 

安
山
岩
を
板
碑
型
に
加
工
し
三
尊
種
子
を
彫
刻
、
二
折
に
な
っ
て
い
る
が 

サ
ク 

接
着
可
能



無
銘
板
碑
は
所
在
地
だ
け
を
上
げ
て
お
く
。
 

片
品
村
伊
閑
町
釈
迦
堂

川
場
村
公
民
館
、
同
中
学
校
、
同
延
命
院 

白
沢
村
上
古
語
父
桑
原
功
氏
、同
尾
合
禅
定 

院
、
昭
和
村
上
糸
井
長
慶
寺
、同
川
額
雲
昌
寺 

新
治
村
東
峯
金
泉
寺
、
同
東
峯
本
多
孝
雄 

氏
、
同
須
川
本
多
光
寿
氏
、
同
須
川
泰
寧
寺
、
 

同
相
俣
海
円
寺
、
同
相
俣
林
喬
氏

利
根
村
日
向
南
郷
吉
野
金
作
氏
、
同
大
原 

昌
竜
寺
、
同
島
古
井
釈
迦
堂
址

沼
田
市
原
町
須
田
重
造
氏
、
同
堀
廻
町
竜 

興
寺
、
同
下
沼
田
片
山
敏
氏
、
同
井
土
上
町 

成
孝
院
、
同
下
川
田
遷
流
寺
、
同
屋
形
原
町
、
 

同
上
川
田
町
下
村

月
夜
野
町
後
閑
祐
次
氏
、
同
小
川
島
、
同 

上
津
地
蔵
堂
、
同
下
津
大
重
院
。

石 

仏

中
世
の
紀
年
銘
の
あ
る
石
仏
は
見
ら
れ
な 

か
っ
た
が
、
雲
谷
寺
の
十
王
像
と
谷
地
の
磨 

崖
仏
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

十

王
像(

白
沢
村
大
字
高
平
雲
谷
寺) 

地
獄
に
あ
っ
て
亡
者
の
罪
業
を
裁
断
す 

る
、
十
人
の
主
で
あ
る
十
王
が
死
者
の
善
悪 

を
裁
判
す
る
と
い
ぅ
思
想
は
、
中
国
的
道
教 

的
な
も
の
で
、
吾
国
に
は
平
安
時
代
後
期
よ 

り
次
第
に
信
仰
が
盛
ん
に
な
り
、
鎌
倉
時
代

雲谷寺十三像

(銘文)元禄十去:歳

庚申供養之所

九月十六日

川場村延命院墓地



に
充
実
し
た
。
し
か
し
像
容
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
た
規
定
は
な
い
。
地
獄
極
楽 

と
い
ぅ
思
想
や
、
地
獄
信
仰
と
か
ら
み
合
っ
て
特
殊
な
発
展
を
し
た
と
云
わ
れ
て
い 

る
。
十
王
の
中
で
は
閻
魔
王
が
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
。

雲
谷
寺
本
堂
に
向
っ
て
左
手
に
小
堂
宇
が
あ
る
。
そ
の
中
に
十
王
、
地
蔵
、
脱
衣 

婆
、
浄
玻
璃
、
人
頭
杖
、
裸
身
像
等
十
七
体
の
像
が
あ
る
。
十
王
、
人
頭
杖
、
浄
玻 

璃
、
裸
身
像
は
江
戸
時
代
初
期
に
造
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
高
さ
五
〇
犍
前
後 

の
小
像
で
あ
る
が
珍
ら
し
い
物
で
あ
る
。
人
頭
杖
は
簡
便
化
し
た
蓮
台
上
に
二
個
の 

首
を
乗
せ
て
あ
る
。
元
焰
魔
天
の
持
物
で
あ
っ
た
が
、
閻
魔
王
に
も
流
用
さ
れ
た
の 

で
あ
る
。
浄
玻
璃
ほ
柄
鏡
状
に
造
ら
れ
て
い
る
。
裸
身
像
は
女
体
を
思
わ
せ
る
物
に 

し
て
、
腰
か
ら
二
つ
に
体
を
前
に
折
っ
て
ひ
れ
臥
し
て
い
る
姿
で
あ
る
。
僅
か
一
五

樨
の
小
像
で
あ
る
が
写
実 

的
な
表
現
は
強
い
迫
力
が 

あ
る
。
こ
れ
等
を
並
べ
て 

見
る
と
往
生
要
集
の
絵
図 

を
見
て
い
る
様
な
感
じ
に 

打
た
れ
る
。
珍
重
す
べ
き 

象
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
物
で
あ
る 

が
、
閻
魔
大
王
と
脱
衣
婆 

(

み
そ
な
め
婆
さ
ん)

の 

像
が
墓
地
入
口
以
外
の
路 

傍
に
数
多
く
建
て
ら
れ
て 

い
る
。
中
に
は
閻
魔
大
王 

が
庚
申
塔
に
流
用
さ
れ
て 

い
る
も
の
も
あ
る
。
川
場 

村
生
品
延
命
院
の
像
に
は 

背
銘
に
、
元
禄
十
aT
歳
、
 

九
月
十
六
日
、
庚
申
供
養

之
所
と
三
行
に
彫
ら
れ
て
い
る
。

磨

崖

仏
(

川
場
村
大
字
谷
地
字
打
越)

雑
木
山
の
表
土
が
流
れ
落
ち
て
凝
灰
岩
の
岩
肌
が
、
大
き
く
露
出
し
て
い
る
部
分 

が
あ
る
。
磨
崖
仏
は
そ
の
岩
面
を
一
〇
糖
乃
至
二
〇
糖
彫
り
く
ぼ
め
、
そ
の
内
へ
高 

さ
約
六
〇
極
の
観
音
像
を
一
区
廓
一
体
宛
陽
刻
し
、
岩
壁
面
の
大
き
さ
に
応
じ
て
、
 

二
体
、
三
体
或
い
は
五
体
ー
ヶ
所
に
ま
と
め
て
飛
び
飛
び
に
彫
ら
れ
て
い
る
。総
数
約 

二
十
体
、
秩
父
三
十
四
番
札
所
に
な
ら
っ
て
造
顕
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
而 

し
三
十
四
体
全
部
の
完
成
を
見
な
い
で
中
止
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
ぅ
。
麓
の
岩
上
に
寛 

保

三

年(

一
七
四
三)

に
新
田
郡
脇
屋
村
の
良
円
に
ょ
っ
て
建
立
さ
れ
た
回
国
供
養 

塔
が
あ
る
。
良
円
は
現
在
の
太
田
市
脇
屋
の
正
法
寺
の
僧
で
あ
ろ
、っ
。
寛
保
三
年
に 

こ
の
磨
崖
仏
を
た
ず
ね
て
、
東
上
州
か
ら
巡
拝
者
が
あ
る
程
既
に
、世
の
中
に
知
ら
れ 

て
い
た
の
で
あ
ろ
ぅ
。
当
時
の
観
音
信
仰
を
知
る
良
き
資
料r

あ
る
。
山
の
麓
は
墓 

地
で
さ
ゝ
や
か
な
堂
も
建
て
ら
れ
て
い
る
。
墓
地
に
は
中
世
の
宝
篋
印
塔
と
五
輪
塔 

の
一
部
が
遺
存
し
て
お
り
、
中
世
か
ら
の
仏
教
遺
跡
で
あ
る
。
磨
崖
仏
の
造
顕
年
代 

は
像
の
様
式
か
ら
見
て
江
戸
時
代
中
期
と
考
え
ら
れ
る
。

川場村谷地全景

磨崖仏の巖



並ぶ磨崖の仏たち

片品村所見

層
塔
式
庚
申
塔

東
毛
地
方
平
担
地
で
は
見
ら
れ
な
い
庚
申
塔
の
一
型
式
で
あ
る
。
構
造
は
基
礎
上 

に
三
猿
、
ー
ー
鶏
を
陽
刻
し
銘
文
を
記
し
た
塔
身
を
置
き
屋
蓋
を
の
せ
、
次
に
第
ー 

ー、
 

第
三
、
第
四
、
第
五
と
軸
部
と
屋
蓋
を
交
互
に
積
み
重
ね
最
後
に
相
輪
を
の
せ
る
。
 

上
層
部
の
軸
部
に
円
相
を
薄
肉
に
現
し
た
物
も
あ
る
。
造
立
年
代
は
次
に
記
す
如
く 

大
体
江
戸
時
代
中
期
で
あ
り
、
石
材
は
安
山
岩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

次
に
重
な
る
塔
を
年
代
順
に
上
げ
て
お
く

新
治
村
大
字
須
川 

承
応
二
年(

一
六
五
三) 

川
湯
村
大
字
谷
地 

承
応
四
年(

一
六
五
五) 

白
沢
村
大
字
高
平 

明
暦
三
年(

一
六
五
七) 

月
夜
野
町
大
字
真
庭 

同

同 

大
字
真
政 

同

片
品
村
大
字
伊
閑
町 

延
宝
四
年(

一
六
七
六) 

同 

大
字
戸
倉 

貞
享
三
年(

一
六
八
六) 

昭
和
村
大
字
川
額 

元
禄
五
年(

一
六
九
二) 

月
夜
野
町
大
字
下
牧 

正
徳
三
年(

一
七
一
三) 

新
治
村
大
字
猿
ヶ
京 

明
和
二
年(

一
七
六
五) 

沼
田
市
大
字
沼
須 

明
和
四
年(

一
七
六
七)



右の部分

昭和村川額

信
州
高
遠石

工
の
作
品

江
戸
時
代
中
末
期
か
ら
高
遠

石
工
が
、
上
州
各
地
へ
進
出
し 

て
多
く
の
優
秀
な
作
品
を
残
し 

て
い
る
。
当
時
の
高
遠
藩
は
小 

藩
で
あ
り
、
財
政
的
に
苦
し
か 

つ
た
関
係
か
ら
、
藩
の
政
策
と 

し
て
、
耕
地
面
積
が
少
な
い
山 

間
部
の
農
民
に
対
し
て
、
石
工 

の
旅
稼
ぎ
を
奨
励
し
た
結
果
、

最
盛
期
に
は
全
国
各
地
へ
数
百
人
に
の
ぼ
る
石
工
が
旅
稼
ぎ
に
出
た
と
伝
え
ら
れ
て 

い
る
。
利
根
郡
内
に
は
比
較
的
遺
品
数
は
少
な
い
が
次
の
一
点
は
注
目
に
値
す
る
。
 

昭
和
村
大
字
川
額
字
永
井
に
、
寛
政
五
年
高
遠
弥
勒
村
の
石
工
伊
藤
新
助
、
同
友 

八
郎
が
作
っ
た
宝
箧
印
塔
が
あ
る
。
二
段
の
切
石
積
の
基
段
上
に
、
四
つ
足
の
基
礎
、
 

草
花
模
様
を
彫
刻
し
た
受
座
、
迦
陵
頻
伽
を
彫
刻
し
た
中
台
、
三
重
の
連
華
座
、
木 

造
建
築
の
如
く
軒
廻
り
に
技
巧
を
施
し
た
屋
蓋
、
相
輪
等
何
れ
も
極
め
て
精
緻
な
技 

巧
を
こ,
ら
し
た
彫
刻
の
あ
る
優
秀
な
作
品
で
あ
る
。
石
材
は
俗
に
信
州
真
石
と
云
う 

安
山
岩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。(

金
子
規
矩
雄)

調

査

日

乗

昭
和
四
十
七
年

八
月
十
七
日

沼
田
合
同
庁
舎
に
お
け
る
打
合
会
終
了
後
、
白
沢
村
出
身
の
岸
大
洞
氏
先
導
に
ょ
ハ 

り
、
近
藤
義
雄
氏
同
道
に
て
白
沢
村
大
字
高
平
の
雲
谷
寺
調
査
。

五
輪
塔
。
新
田
義
宗
の
墓
と
伝
え
る
ほ
ぼ
同
年
代
の
三
基
。
利
根
地
区
の
五
輪
塔 

と
し
て
優
位
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
南
北
朝
時
代
。

境
内
左
手
の
十
王
堂
内
の
十
王
像
。
寺
の
木
像
二
体
。
門
前
の
石
造
群
。
 

八
月
二
十
二
日

片
品
村
。
雨
降
る
中
を
阿
部
孝
社
教
主
事
、
片
品
村
教
委
の
先
導
で
調
査
。
戸
倉 

武
尊
山
神
社
境
内
の
石
造
群
か
ら
土
出
、
越
本
、
須
賀
川
、
花
咲
と
め
ぐ
る
。
層 

塔
型
式
の
庚
申
塔
と
え
ん
ま
像
と
奪
衣
婆(

み
そ
な
め
ば
あ
さ
ん
と
い
う)

が
特 

に
目
立
つ
。

鎌
田
泊
。
夜
、
彫
刻
の
永
井
信
一
、
県
社
教
丑
木
幸
男
氏
と
同
宿
。
 

八
月
二
十
三
日

川
場
村
。
大
字
大
門
の
明
田«

斎
梅
渓
画
梅
の
碑(

高
遠
石
工
作
、
明
治
五
年) 

を
見
て
谷
地
の
薬
師
堂
板
碑(

観
応
三
年)
。
生
品
の
延
命
院
の
宝
篋
印
塔
、
無
縫 

塔
、
印
花
瓶
子
、
板
碑
な
ど
を
調
査
。



白
沢
村
。
上
古
語
父
字
月
夜
野
の
胃
塚
出
土
の
板
碑
と
関
係
資
料
を
調
査
。
 

沼
田
市
泊
。

八
月
二
十
四
日

昭
和
村
。
森
下
の
道
路
工
事
中
出
土
の
板
碑(

延

文

年
)

を
教
育
委
員
会
室
で 

調
査
。
川
額
の
五
輪
塔
、
雲
昌
寺
の
五
輪
塔
群
、
前
記
板
碑
出
土
地
。
川
額
円
乗 

院
門
前
の
寛
政
五
年
宝
篋
印
塔
は
信
州
高
遠
石
工
の
作
品
の
中
で
も
出
色
も 

の
。
上
糸
井
。
長
慶
寺
板
碑
は
正
応
二
年
と
伝
え
る
も
の
。

新
治
村
。
東
峰
須
川
の
板
碑
。
本
多
家
三
軒
。
泰
寧
寺
の
元
亨
三
年
銘
の
板
碑
か 

ら
相
俣
の
海
円
寺
板
碑
調
査
。

猿
ヶ
京
泊
。

八
月
二
十
五
日

水
上
町
。
綱
子
の
宝
篋
印
塔
。
永
和
二
年
八
月
二
十
六
日
。
と
と
の
っ
た
型
体
の 

美
し
さ
。
小
仁
田
の
五
輪
塔
そ
の
他
を
調
査
。

月
夜
野
町
。
資
料
館
所
蔵
板
碑
。
天
蓋
、
三
尊
、
貞
和
四
年
銘
。
上
津
の
如
意
寺 

宝
篋
印
塔
、
同
地
大
重
院
の
板
碑
、
天
蓋
、
三
尊
蓮
台
、

一
対
の
花
瓶
、
永
仁
四 

年
銘
。
下
牧
玉
泉
寺
。

夕

刻

帰

宅

十
月
三
十
一
日

利
根
村
。
根
利
の
異
型
宝
箧
印
塔
調
査
の
た
め
根
利
川
を
溯
行
。
紅
葉
の
美
し
い 

溪
谷
を
ゆ
く
。
根
利
小
学
校
の
近
く
に
数
基
の
石
造
ぁ
り
。
日
向
南
郷
の
吉
野
家 

板
碑
そ
の
他
。
穴
原
の
金
子
家
墓
地
の
異
型
板
碑
な
ど
。
大
原
昌
龍
寺
所
蔵
板
碑 

と
同
栗
生
の
五
輪
塔
。
追
貝
吹
割
地
内
浮
島
の
五
輪
塔
。
大
揚
の
金
子
美
濃
守
観 

音
堂
跡
の
五
輪
塔
群
。

追
貝
泊
。

十
一
月
一
日

沼
田
市
。
下
沼
田
片
山
家
墓
地
の
文
保
二
年
板
碑
。
上
川
田
東
光
寺
宝
篋
印
塔
。
 

完
型
。
大
き
さ
型
体
銘
文
も
ょ
い
。
遷
流
寺
板
碑
。

沼
田
市
泊

十
一
月
二
日

沼
田
市
。
井
土
上
の
成
孝
院
。
文
保
三
年
銘
板
碑
。
異
型
板
碑
、
貞
治
六
年
銘
。
 

宝
箧
印
塔
。
そ
の
他
。
池
田
地
内
石
造
美
術
品
を
調
査
。(

丸
山
知
良)



民

俗

芸

能

は

じ

め

に

芸
能
の
今
回
の
調
査
で
各
地
区
の
調
査
員
の
方
々
か
ら
出
さ
れ
た
調
査
用
紙
に 

は
、
ほ
と
ん
ど
神
楽
や
獅
子
舞
の
類
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
集
団
に
よ
り
構 

成
さ
れ
て
い
る
伝
統
芸
能
の
沈
降
現
象
も
は
げ
し
い
が
、
し
か
し
個
々
人
に
よ
り
伝 

承
さ
れ
て
来
た
民
謡
の
消
滅
は
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
激
し
い
テ
ン
ポ
で
沈
降
現
象
を 

も
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
面
か
ら
考
え
て
も
、
民
謡
の
に
な
い
手
を
今
回
の
調
査
で
探
求
で
き
な 

か
っ
た
こ
と
は
、
心
残
り
の
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

民
謡
の
場
合
に
は
そ
の
領
域
が
は
な
は
だ
広
く
、
仕
事
唄
、
祝
儀
唄
等
更
に
そ
の 

内
容
分
類
を
し
た
ら
無
限
と
い
え
る
か
知
れ
な
い
程
た
く
さ
ん
の
唄
が
あ
る
。
 

群
馬
県
の
外
郭
地
帯
と
も
い
え
る
、
深
い
山
に
か
こ
ま
れ
た
利
根
、
沼
田
地
方
に 

ま
だ
多
く
の
民
謡
等
の
伝
承
者
が
い
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
と
思
う
。

今
回
の
地
区
の
調
査
員
の
方
々
か
ら
は
民
謡
に
関
す
る
報
告
は
ほ
と
ん
ど
出
さ
れ 

な
か
っ
た
片
品
村
の
例
を
引
用
し
て
み
よ
、っ
。
星
野
教
育
次
長
に
お
願
い
し
て
「声 

よ
し
」
の
方
を
紹
介
し
て
戴
き
、
今
回
の
調
査
に
合
わ
せ
て
民
謡
の
調
査
を
行
な
っ 

て
み
た
。
民
謡
を
歌
っ
て
戴
い
た
の
は
二
人
の
老
人
で
あ
る
が
、
二
人
で
二
十
曲
も
の 

珍
し
い
片
品
村
の
民
謡
を
採
集
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
芸
能
は
そ
の
村
や
町
の
祭
等
に
合
わ
せ
て
行
な
わ
れ
る
の
で
、
き
め
ら
れ
た 

今
回
の
調
査
日
程
の
四
日
間
の
中
で
、調
査
、
録
音
、録
画
等
を
行
な
う
の
は
無
理
で
、
 

決
め
ら
れ
た
日
時
に
調
査
を
行
な
い
、
そ
の
後
そ
の
地
域
の
実
状
に
合
わ
せ
て
演
奏
、
 

演
唱
等
の
実
演
を
し
て
戴
き
、
録
音
録
画
等
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
祭 

典
等
に
合
わ
せ
て
行
な
う
例
が
多
く
、
芸
能
調
査
班
の
出
む
く
日
数
は
、
お
の
ず
と-

多
か
っ
た
。
特
に
一
月
か
ら
春
祭
り
等
の
芸
能
が
は
じ
ま
る
の
で
、
調
査
も
春
か
ら 

一
年
間
を
通
し
て
こ
れ
ら
の
祭
に
合
わ
せ
て
行
な
ぅ
こ
と
が
、
芸
能
調
査
に
は
大
切 

と
思
わ
れ
る
。
特
に
最
近
は
人
手
不
足
か
ら
老
人
等
も
働
い
て
い
る
方
が
多
く
、
普 

通
の
日
に
歌
っ
て
戴
く
ょ
ぅ
な
こ
と
は
誠
に
む
つ
か
し
い
時
代
と
な
っ
て
来
て
い 

る
。ま

た
今
回
の
調
査
で
は
芝
居
に
関
す
る
も
の
が
少
な
く
、
現
実
に
行
な
わ
れ
て
お 

ら
な
く
て
も
、
舞
台
、
芝
居
の
小
道
具
な
ど
、
各
地
に
埋
れ
て
い
る
も
の
の
調
査
も 

民
謡
、
獅
子
舞
、
神
楽
等
と
同
様
に
大
切
と
思
わ
れ
た
。



 

 

 

「民俗芸能」１０２頁は 

個人情報が含まれるため非公開 



利根村高戸谷の「太々神楽面」

十
一
年
に
硯
田
ょ
り
道
具
を
借
り
て
来
て
、
 

高
戸
谷
部
落
で
習
っ
た
。こ
の
時
松
本
光
四
郎 

が
教
え
る
。
松
本
光
四
郎
の
祖
父
が
全
国 

を
廻
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
楽
を
習
い
お
ぼ
え
、
 

こ
の
神
楽
を
特
別
に
編
み
出
し
た
と
い
わ
れ 

て
い
る
。
大
正
十
一
年
に
高
戸
谷
部
落
で
受 

け
つ
い
だ
者
は
、
金

子

虎

弥(

舞)

、
高
橋 

明
(

舞)

、
高
橋
祥
次
郡(

舞)

、
高
橋
ー
ニ 

三
(

舞
タ
ィ
コ)

、
高
橋
賢
一(

刀
つ
か
い
と 

舞)

、
金
子
市
太
郎(

舞)

、
高
橋
五
八(

笛) 

な
ど
の
青
年
で
あ
る
。
当
時
は
高
戸
谷
に
生 

れ
た
青
年
男
子(

長
男
で
な
く
て
も)

が
行 

な
っ
た
。
大
正
十
二
年
に
は
村
の
者
に
笛
吹 

き
が
出
き
ず
、
硯
田
か
ら
教
え
に
来
た
笛
吹 

き
が
吹
い
て
く
れ
た
。
舞
と
タ
ィ
コ
は
地
元 

の
者
で
で
き
た
。
翌
年
の
大
正
十
三
年
に
も 

師
匠
が
来
て
教
え
て
く
れ
た
。

練
習
は
高
橋
貞
作
氏(

神
官)

宅
(

現
在

の
高
橋
五
八
氏
生
家)

で
行
な
っ
た
。
教
え

に
来
た
松
本
光
四
郎
も
神
官
で
あ
り
、
貞
作
氏
か
神
官
仲
間
で
あ
っ
た
の
で 

松
本
氏
に
依
頼
し
て
神
楽
の
伝
授
を
し
た
と
い
ぅ
。

楽
器

大
胴⑴

締
タ
ィ
コ⑵

笛⑴

こ
れ
ら
の
楽
器
は
、
昔
高
戸
谷
に
祭
ば
や
し
が
あ
り
そ
の
楽
器
を
利
用
し
た
。
 

座

数(

十
二
座)

素

面(

奉

弊•

大
麻)

天
狗 

浮
橋 

か
ぐ
や 

な
ぎ
な
た 

て
ん
こ 

岩
戸 

開
き 

両
刀 

弓 

お
ろ
ち
た
い
じ 

え
び
す
国
が
た
め

次
上
十
二
座
で
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
中
は
休
み
、
戦
後
始
め
た
の
は
、
昭
和
四
十

年
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
昭
和
四
十
三
年
に
保
存
会
が
で
き
、
青
年
に
よ
っ
て
伝
承
さ 

れ
て
い
る
。
面
な
ど
の
用
具
は
非
常
に
い
た
み
が
ひ
ど
い
。

小
川
神
社
神
楽

所
在
地
月
夜
野
町
小
川

管
理
者
月
夜
野
町
小
川
部
落

小
川
神
社
御
神
楽
由
来

始
創
群
な
ら
ね
ど
近
来
知
る
所
を
記
す
に
、
現
在
小
川
神
社
は
元
小
川
字
富
士
山
頂
上
に
鎮 

座
せ
し
富
士
浅
間
神
社
に
て
、
氏
子
は
小
和
知
、
和
名
中
、
渕
尻
、
森
原
、
水
沼
の
住
民
の 

氏
神
様
と
し
て
崇
拝
せ
し
所
、
明
治
の
末
年
神
社
合
併
の
時
、
右
五
部
落
の
神
社
合
併
し
森 

原
に
元
よ
り
在
り
し
諏
訪
神
社
に
合
祭
小
川
神
社
と
社
名
し
、
富
士
浅
間
神
社
の
祭
神
木
之 

花
開
！

の
外
拾
三
神
社
の
祭
神
合
祀
し
あ
る
。,
小
川
神
社
、
大
祭
春
、
秋
、
外
小
祭
は
数
多 

け
れ
共
、
春
季
大
祭
四
月
十
五
日
祭
典
に
奉
納
の
御
神
楽
に
し
て
其
神
楽
師
と
し
て
認
可
は 

元
禄
三
年
二
月
七
日
神
祇
管
領
長
上
従
三
位
左
兵
衛
督
卜
部
朝
臣
兼
速
よ
り
上
野
国
利
根
郡 

沼
田
月
夜
野
天
王
之
巫
女
兵
庫
恒
例
之
神
事
神
楽
勤
仕
之
時
可
着
無
衣
者
神
道
裁
許
之
状
如 

件
。
其
後
正
徳
二
年
、
元
文
五
年
、
寛
政
四
年
、
天
保
四
年
、
以
上
五
通
の
外
最
近
の
も
の 

は
明
治
三
七
年
八
月
廿
日
付
神
拝
講
社
本
部
よ
り
の
神
楽
認
可
証
、
外
に
元
文
、
寛
政
、
天 

保
の
年
間
神
楽
冠
、
装
束
、
袴
の
許
可
証
、
神
楽
秘
文
ゐ
ん
ロ
傅
、
等
位
記
箱
調
査
中
発
見
。
 

揚
楽
、

一

神
鏡
、

一

剣

、

一

太

刀

一

神
面
拾
七
面 

装
束
数
十
着 

冠
、

一

太
鼓
、
大
小
各
一
、
長
一
、
龍
笛
、
三
、
証
鼓
一
、
昔
よ
り
相
傅
。

一
日
の
奉
納
は
十
二
座
に
限
定
。

第
一
座 

通
称
奉
弊
式
。
出
御
神
、
五
神
、
句
句®

馳
命
、
軻
遇
槌
命
、
植
安
命
、
金
山
彦
命
、
 

水
泉
女
命

第
二
座
通
称
国
が
た
め
、
国
常
立
命
。

第
三
座
通
称
鏡
と
ぎ
、
石
凝
姥
命
。

第
四
座 

通
称
か
じ
や
、
大
戸
道
命
、
天
目

一

津
命
。

第
五
座
通
称
鋅
つ
き
、
猿
田
彦
命
。

第
六
座 

通
称
岩
戸
開
、
天
鈿
女
命
、
手
力
男
命
。

此
所
に
て
太
々
御
神
楽
の
御
札
を
神
楽
殿
よ
り
神
前
に
供
御
し
て
主
祭
司
宮
司
に



よ
っ
て
祭
典
挙
行
。

第
七
座
経
津
主
命
、
武
甕
槌
命
。

第
八
座
春
日
大
神
。

第
九
座 

大
日
要
命
、
稲
蒼
魂
命
、
素
盞
鳴
命
。
 

第
十
座
素
盞
鳴
命
、
稲
田
姫
命
、
大
山
祗
命
。

第
十
一
座 

素
盞
鳴
命
、
稲
田
姫
命
、
八
頭
大
蛇
。

第
十
二
座
手
奈
槌
命
、
天
津
姫
命
。

以
上
十
二
座
を
以
て
終
了
す
。
神
楽
師
人
員
に
付
て
は
罪
科
な
き
家
の
長
男
と
定
め
あ
れ
ど 

も
、
現
在
の
所
適
任
者
少
し
。舞
師
、楽
仕
に
て
十
名
は
是
非
必
要
な
れ
ど
定
員
補
充
困
難
。
 

裝
束
外
必
要
物
の
修
理
補
足
に
付
て
は
、
区
有
志
、
共
有
等
よ
り
補
助
を
受
け
て
も
氷
年
勤 

続
の
こ
と
故
破
損
甚
し
く
、
元
よ
り
敬
神
奉
仕
に
て
定
ま
る
給
与
等
な
く
、
座
員
の
少
な
く 

な
る
も
無
理
な
ら
ず
、
よ
く
も
三
百
年
近
き
間
奉
仕
し
た
る
は
崇
敬
の
極
で
あ
る
。

案
ず
る
に
往
古
認
可
の
時
代
は
神
子
舞
に
あ
り
し
も
の
、
吾
等
の
知
る
所
は
明
治
の
中
頃
、
 

時
の
座
長
某
吾
妻
郡
三
島
村
唐
沢
某
招
聘
し
て
現
在
の
神
楽
舞
と
な
り
。
以
降
百
年
な
ら
ん 

と
す
。
ま
だ
調
査
す
れ
ば
と
は
思
ぅ
が
資
料
も
中
々
の
事
。
こ
れ
ま
で
に
て
筆
を
置
く
。
 

(

月
夜
野
町
民
俗
調
査
よ
り)

箱

根

権

現

神

楽(

代
々
神
楽)

所
在
地
利
根
郡
昭
和
村
永
井

管
理
地
利
根
郡
昭
和
村
永
井
諸
田
英
次
郎
地

武
州
の
御
嶽
山
よ
り
伝
わ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
勢
多
郡
北
橘
村
下
南
室
の
も
の
も 

同
じ
神
楽
と
い
わ
れ
る
。
北
群
馬
郡
子
持
村
の
千
木
良
利
三
郎
氏
が
、
来
て
教
え
て 

く
れ
た
。
下
南
室
の
神
楽
と
千
木
良
氏
の
教
え
た
も
の
と
、
二
つ
合
わ
さ
っ
て
出
き 

た
神
楽
で
あ
る
。

四
月
十
五
日
の®

根
神
社
の
祭
典
に
、
こ
の
神
楽
を
奉
納
す
る
。
こ
の
神
楽
は
明 

治
十
六
年
に
十
二
人
で
始
め
た
。
面
や
道
具
を
二
百
五
十
円
で
買
っ
た
。
諸
田
を
名 

乗
る
親
類
同
志
の
家
だ
け
で
、
こ
の
神
楽
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。
同
族
所
有
の
神
楽 

と
い
っ
て
よ
か
ろ
ぅ
。

明

治

十

六

年

初

代

諸

田 

忠
五
郎

二

代

諸

田

三

津

五

郎

三
代 

諸

田

英

五

郎
(

現)

四
代 

諸

田

金

夫

諸
田
を
名
乗
る
十
ー 

ー
軒
で
構
成
し
、
他
の
家
の
者
は
入
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
 

又
諸
田
家
十
ー 

ー
軒
の
長
男
の
み
に
受
け
継
が
れ
る
。

練
習
は
祭
典
の
十
五
日
前
よ
り
始
め
る
。
諸
田
講
長
宅
。
神
楽
の
指
導
者
を
講
長
、
 

神
楽
連
中
を
講
中
と.
呼
ぶ
。
す
べ
て
講
長
が
指
導
す
る
。
親
が
子
に
教
え
る
。
親
子 

親
戚
の
中
で
の
練
習
だ
け
に
、
は
な
は
だ
厳
し
か
っ
た
。

楽

一

器

大

胸

一

締

太

鼓

一

笛

三(

六
穴)

舞
手
六

戦
時
中
も
こ
の
神
楽
は
休
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
舞
の
中
で
間
答
を
す
る
。
か 

つ
て
は
ー
ー
十
一
座
あ
っ
た
が
、
現
在
は
七
座
の
み
行
な
ぅ
。

河
内
神
楽

所
在
地
沼
田
市
井
土
上
町

管
理
者
沼
田
市
井
土
上
町
。
原
町
。

昔
は
三
月
九
日
に
行
な
っ
た
が
、
現
在
は
四
月
二
十
九
日
に
、
河
内
神
社
の
祭
典 

に
こ
の
神
楽
を
奉
納
す
る
。
大
正
時
代
は
後
閑
町
よ
り
神
楽
を
頼
ん
で
行
な
っ
た
。

練
習
は
井
土
上
町
公
民
館
で
行
な
ぅ(

戦
後)

。戦
前
は
原
町
で
行
な
っ
た
。大
正
の
末 

頃
硯
田
に
松
本̂
^

三
郎
が
警
察
官
を
や
め
て
住
ん
で
お
り
、
こ
の
神
楽
を
河
内
神
社 

に
も
教
え
た
。
井
土
上
町
か
ら
は
高
橋
戸
市
郎(

八
ニ
オ
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
死 

去)

が
一
人
習
っ
た
。
そ
の
年
よ
り
河
内
神
社
に
神
楽
は
奉
納
さ
れ
た
。
現
在
は
原 

町
、
硯
田
だ
け
に
し
か
神
楽
の
演
奏
者
は
い
な
い
。

高
橋
戸
市
郎
は
舞
も
笛
も
こ
の
村
に
教
え
た
。
今
も
硯
田
の
人
達
と
一
緒
に
な
っ 

て
奉
納
し
て
い
る
。

楽

器

大

胴

一

笛

二

締

太

鼓

四

面
や
道
具
は
現
在
は
原
町
に
保
存
し
て
あ
る
。

獅

子

舞(

一
匹
だ
ち)

所
在
地
利
根
郡
利
根
村
追
貝
一
四
八

管
理
者-

利
根
郡
利
根
村
追
貝
一
四
八
長
谷
川
信
次



三
月
二
十
九
日
大
国
神
社
の
祭 

典
に
行
う
。
追
貝
の
青
年
が
中
心 

で
行
な
う
。
三
月
に
入
る
と
練
習 

を
始
め
る
。
追
貝
に
生
れ
た
男
子 

が
行
な
う
こ
と
は
昔
か
ら
変
ら 

な
い
。
し
か
し
青
年
女
子
は
接 

待
役
で
当
日
手
伝
う
。
こ
の
獅
子 

舞
に
入
る
の
は
、
学
校
を
終
え 

て
か
ら
で
、
は
じ
め
は
笛
を
与
え 

ら
れ
て
練
習
に
入
る
。
獅
子
頭
を 

か
ぶ
れ
る
の
は
三
年
目
に
な
ら
ね 

ば
出
き
な
い
。
三
年
目
に
な
っ
て 

も
練
習
中
は
、
ィ
ス
、
箱
な
ど
を 

面
と
し
て
練
習
す
る
。
練
習
場
所 

は
昔
は
海
蔵
寺
、
そ
の
後
小
学
校 

で
行
な
う
、
小
学
校
で
練
習
す
る

の
は
か
な
り
前
か
ら
で
あ
る
。

太
鼓
が
大
き
く
音
も
大
き
い
の
で
近
所
ょ
り
苦
情
が
く
る
。
こ
ぅ
し
た
面
で
い
つ 

の
練
習
も
青
年
は
苦
労
す
る
。
祭
り
の
日
は
追
貝
地
区
各
戸
を
廻
る
。
朝
五
時
頃 

神
社
に
集
り
、
宮
司
の
お
は
ら
い
を
受
け
清
め
酒
を
戴
い
て
振
り
は
じ
め
る
。

曲

目

乱

丸(

神
社
で
舞
い
奏
す
る)

道

行
き(

家
に
飛
び
込
ん
で
奏
す
る)

ギ
オ 

ン_

子
(

家
の
中
に
入
っ
た
と
き
奏
す
る)

ラ
ク
ネ(

家
の
中
に
入
っ
た
と
き
奏 

9̂
る)各

家
で
ハ
ナ
と
い
っ
て
祝
を
く
れ
る
。
そ
の
金
額
に
ょ
っ
て
、
演
奏
す
る
曲
目
も 

ち
が
、っ
。
金
が
少
な
け
れ
ば
道
行
き
の
み
、
金
の
多
い
家
で
は
、
ギ
オ
ン
雠
子
や
ラ 

ク
ネ
な
ど
全
曲
奏
し
ま
た
舞
ぅ
。
金
の
み
で
な
く
各
家
で
は
お
祝
と
し
て
酒
が
出 

る
。
昭
和
四
十
六
年
に
は
ハ
ナ
が
十
二
万
円
。
昭
和
四
十
七
年
に
は
十
四
万
円
程
あ

が
っ
た
。
そ
の
金
の
半
分
は
、
師

匠
(

古
老)

た
ち
に
、
残
り
は
青
年
団
会
費
と
す 

る
。各

戸
を
舞
い
終
る
と
、
青
年
会
長
の
家
で
酒
を
飲
み
そ
の
晚
は
会
長
宅
に
泊
る
。
 

由

来

こ
の
獅
子
舞
は
、
大
正
の
は
じ
め
頃(

六
十
年
程
前)

根
利
林
業
所
に
富
山
県
か 

ら
、
高
田
三
松
が
来
て
お
り
、
そ
の
人.
の
息
子
の
鉢
呂
荘
一
郎(

聳
の
た
め
鉢
呂
姓) 

が
、
追
貝
に
教
え
た
。
は
じ
め
は
根
利
山
で
や
っ
て
い
た
が
、
こ
の
追
貝
で
習
い
は 

じ
め
た
の
が
大
正
十
一
年
で
あ
る
。

楽 

器 

笛
、"
四
大
太
鼓
、
一(

棒
に
差
し
て
二
人
で
か
つ
ぎ
、
打
ち
方
が
一
人) 

ま
た
獅
子
と
り
が
あ
り
、
獅
子
と
り
が
獅
子
を
い
と
め
て
、
こ
の
と
き
大
き
な
キ 

セ
ル
で
タ
バ
コ
を
す
、っ
。
獅
子
と
り
の
道
具
は
、
大
き
な
キ
セ
ル 

ド

ラ

ン 

獅 

子
と
り
の
か
ぶ
る
毛(

へ
ッ
ト
と
い
っ
て
い
る)

こ
の
獅
子
舞
は
、
追
貝
で
昔
疫
病
が
絶
え
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
そ
の
平
癒
の
為 

に
行
な
わ
れ
た
の
が
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
ま
た
年
始
め
の
悪
魔
私
い
と
も
村
人
は
言 

っ
て
い
る
。

獅

子

舞(

二
匹
獅
子)

所
在
地
利
根
郡
利
根
村
穴
原

管
理
者 

利
根
郡
利
根
村
穴
原
猪
瀬
光
一

穴
原
の
武
尊
神
社
の
九
月
十
日
の
祭
り
に
奉
納
さ
れ
る
。
獅
子
舞
の
練
習
は
祭
典 

の
一
週
間
程
前
か
ら
、
農
家
の
養
蚕
室
、
そ
れ
も
養
蚕
を
し
な
い
家
の
を
、
区
長
が
話 

し
て
借
り
る
。
獅
子
舞
に
加
わ
る
者
は
昔
は
こ
の
地
に
生
れ
た
長
男
だ
け
、
現
在
は 

誰
で
も
加
わ
る
こ
と
が
出
き
る
。
小
学
六
年
生
か
ら
中
学
二
年
生
ま
で
の
者
が
加
わ 

る
(

昔
は
高
等
小
学
校
高
等
科
二
年)

。
昔
は
練
習
は
誠
に
厳
し
か
っ
た
と
い
ぅ
。

こ
の
獅
子
舞
で
は
、
明
治
の
は
じ
め
笛
吹
き
の
中
沢
栄
蔵
氏
が
死
亡
、
そ
の
時
笛 

を
誰
も
受
け
つ
い
で
い
な
か
っ
た
た
め
、
笛
の
節
を
ロ
で
歌
っ
て
そ
の
後
現
在
ま
で 

「
ロ
歌
い
」
で
続
け
ら
れ
て
い
る
珍
ら
し
い
獅
子
舞
で
あ
る
。

祭
典
の
日
は
、
神
社
の
境
内
に
ネ
コ(

ガ
マ
ダ
タ
ミ)

を
十
二
畳
程
敷
き
、
師
匠
の 

文
句
に
合
わ
せ
て
舞
、っ
。
獅
子
舞
に
参
加
す
る
者
は
、
紋
付
姿
に
夏
羽
織
を
着
る
。

利根村追貝の獅子頭



獅
子
振
り
の
子
供
は
、

ハ
ヵ
マ
に
か
す
り
の
着
物
姿
。
神
社
の
廻
り
を
獅
子
振
り
が 

先
頭
に
な
っ
て
舞
、っ
。
後
を
村
中
の
人
が
つ
い
て
廻
る
。
そ
し
て
前
の
者
が
「世
の 

中
の
よ
い
と
き
は
」
と
歌
う
と
、
後
の
者
が
「駒
に
角
が
お
い
そ
ろ
、っ
」
と
掛
け
合 

い
的
に
歌
う
。
こ
の
獅
子
舞(

祭
典)

に
参
加
す
る
村
人
で
刀
や
鉄
砲
を
も
っ
て
い 

る
人
は
、
だ
れ
も
持
ち
寄
っ
て
参
加
す
る
。
刀
は
ぬ
い
て
高
く
ふ
り
あ
げ
、
鉄
砲
は 

神
社
の
外
側
を
廻
り
な
が
ら
空
砲
を
幾
回
か
う
つ
。

楽

器

腰

太

鼓

三

締

太

鼓

一

口

で

歌

う

笛

一

祭
典
の
前
の
晚
は
宿
で
、
本
番
と
同
じ
に
舞
を
行
な
う
。
り
ハ
ー
サ
ル
の
意
味
で 

あ
る
。

こ
の
穴
原
の
獅
子
舞 

は
、
子
ど
も
が
舞
ぅ
の 

と
各
戸
を
獅
子
が
振
り 

歩
か
な
い
の
が
特
徴
で 

あ
る
。
ま
た
、
獅
子
頭 

は
猪
獅
子
で
、
柿
の
黒 

た
ん
で
作
っ
て
あ
る
の 

が
珍
ら
し
い
。
実
に
立 

派
な
頭
で
あ
る
。
頭
に 

は
山
鳥
の
羽
根
を
古
く 

は
差
し
た
が
、
次
に
コ 

ウ
チ
ン
鳥
の
毛
を
用
い 

た
。
し
か
し
こ
の
コ
ウ 

チ
ン
鳥
も
少
な
く
、
今 

で
は
白
い
鶏
の
毛
を
用 

い
て
い
る
。
そ
の
鶏
の 

毛
も
少
な
い
の
で
、
村 

人
が
少
し
ず
つ
持
ち
寄

る
よ
う
に
し
て
、
祭
典
に
ま
に
あ
わ
せ
て
い
る
。

こ
の
獅
子
舞
は
、猪
に
作
物
を
荒
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
の
こ
と
と
、村
に
疫
病
が
入

っ
て
こ
な
い
た
め
に
行
な
う
と
の
い
わ
れ
が
あ
る
。

獅

子

舞(

三
匹
獅
子)

所
在
地
利
根
郡
利
根
村
根
利

管
理
者 

利
根
郡
利
根
村
根
利 

区
長

諏
訪
神
社
の
祭
り
、
昔
は
七
月
二
十
七
日
、
現
在
は
九
月
十
七
日
に
行
な
う
。
こ 

の
獅
子
舞
を
行
う
人
々
を
獅
子
組
と
呼
ん
だ
。
練
習
は
祭
り
の
日
よ
り
ー
ヵ
月
程
前 

よ
り
行
な
う
。
獅
子
組
の
家
三
軒
を
廻
り
も
ち
に
し
て
練
習
し
た
。
か
つ
て
は
相
当 

厳
し
く
練
習
し
た
。
練
習
期
間
中
は
舞
等
も
特
に
厳
し
く
、
便
所
に
行
っ
て
も
つ
く 

め
ぬ
程
、
大
変
だ
っ
た
と
い
、っ
。
獅
子
組
に
入
る
の
は
長
男
が
選
ば
れ
た
。

根
利
の
上
組
が
中
心
で
こ
の
獅
子
舞
を
行
な
い
、
す
べ
て
の
指
揮
を
し
て
い
た
。
 

こ
の
獅
子
は
、
ど
こ
か
ら
か
か
っ
ぱ
ら
っ
て
来
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
か
っ 

ぱ
ら
っ
て
来
る
と
き
、
後
を
追
い
か
け
て
来
た
者
が
、
鉄
砲
や
刀
を
つ
か
っ
て
追
っ 

た
と
い
う
の
で
、
現
在
も
当
日
振
り
出
し
に
神
社
で
舞
う
と
き
鉄
砲
や
刀
を
つ
か 

う
〇舞

い
は
じ
め
は
神
社
へ
頭
を
三
つ
奉
納
し
宮
司
の
お
払
い
を
受
け
て
か
ら
頭
を
つ 

け
て
、
そ
れ
か
ら
神
社
を
三
回
廻
る
。
獅
子
が
先
頭
で
廻
る
。
村
人
は
刀
、
鉄
砲
を 

持
っ
て
廻
る
。
そ
し
て
空
砲
を
射
つ
。
古
く
は
紋
付
は
か
ま
姿
で
行
な
っ
た
。
こ
れ 

が
す
む
と
神
社
の
前
に
畳(

ガ
マ
ダ
タ
ミ)

三
枚
を
敷
い
て
、
そ
の
脇
に
太
鼓
や
笛 

の
者
が
位
置
す
る
。,

村
の
役
員
は
、
羽
織
は
か
ま
姿
で
一
段
高
い
石
垣
の
所(

社
殿)

に
座
っ
て
酒
を 

飲
み
な
が
ら
、
獅
子
舞
を
見
て
い
る
。
こ
の
役
員
達
は
金
を
多
く
出
し
て
く
れ
た
。
 

舞
う
と
き
名
主
が
神
社
の
ご
神
体
を
先
頭
に
も
っ
て
廻
る
。

こ
の
獅
子
組
も
若
者
が
中
心
で
行
な
う
が
、
現
在
は
年
寄
も
加
わ
っ
て
行
な
う
の 

で
、
あ
る
程
度
略
し
て
行
な
っ
て
い
る
。
道
化
舞
も
あ
る
。
道
化
は
踊
っ
て
い
る
蔭 

か
ら
出
て
舞
う
。
道
化
は
火
男
面
を
つ
け
、

木
製
の
男
性
の
シ
ン
ボ
ル
を
も
っ
て
舞 

う
〇

利根村穴原の獅子頭



楽

器
 

大

胴

一
(

歌
い
な
が
ら
た
た
く) 

腰
太
鼓 

三
、
笛 

五 

獅

子

頭

大

獅

子

一

、
中

獅

子

一

、
ト
モ
獅
子 

一

こ
の
獅
子
頭
も
猪
の
頭
で
あ
る
。
穴
原
の
も
の
と
同
種
類
の
も
の
が
あ
る
が
、
こ 

こ
の
頭
の
方
が
彫
り
が
大
き
く
雄
壮
な
感
が
あ
る
。

こ
の
獅
子
の
起
源
は
、
村
に
疫
病
の
入
ら
な
い
よ
う
に
行
な
う
と
い
う
い
わ
れ
と
、
 

嵐
を
よ
け
、
豊
作
を
祈
る
た
め
と
言
わ
れ
る
。
特
に
嵐
を
よ
け
る
た
め
と
し
て
、
ス
ス 

キ
の
穂
を(

稲
が
な
い
の
で
ス
ス
キ)

を
三
本
ず
つ
首
に
さ
し
て
、
神
社
に
奉
納
す
る 

な
ど
、
や
は
り
豊
作
予
祝
的
な
こ
と
も
こ
の
獅
子
舞
の
附
帯
目
的
で
あ
ろ
う
。

獅

子
舞(

非
鋏
流)

所
在
地
利
根
郡
川
場
村
萩
室

所
有
者
利
根
郡
川
場
村
鍛
治
沢
村
社
諏
訪
神
社
氏
子
中
外
山
哲
夫
他

祭
り
は
十
月
一
日
、
二
日
、
三
日
で
、
獅
子
舞
を
舞
う
の
は
三
日
で
あ
る
。
祭
の 

前
十
日
間
程
蚕
屋
を
借
り
て
練
習
を
行
な
う
。
ほ
と
ん
ど
練
習
は
夜
間
行
な
つ
た
。
 

昭
和
六
年
ま
で
は
、
小
学
校
高
等
科
の
男
子(

長
男
の
み
で
な
い)

生
徒
が
中
心
、
 

こ
れ
ら
小
学
校
高
等
科
の
生
徒
を
弟
子
と
呼
び
、
こ
れ
ら
の
者
を
教
え
る
古
老
を
師 

匠
と
呼
ん
だ
。
舞
を
教
え
る
の
に
、
師
匠
が
弟
子
の
体
を
持
つ
て
行
な
う
と
、
熱
が 

入
つ
て
弟
子
は
持
ち
あ
が
つ
て
し
ま
つ
た(

小
学
生
が
体
が
軽
く
体
が
浮
き
上
る) 

と
い
う
。

練
習
の
と
き
は
、
各
戸
一
人
ず
つ
戸
主
に
あ
た
る
者
が
出
て
立
合
い
、
区
長
が
出 

席
を
と
つ
た
。

十
月
三
日
の
当
日
の
舞
始
め
に
は
、
練
習
宿
に
な
つ
た
家
か
ら
振
り
始
め
、
氏
子 

総

代(

五
人)

の
家
を
次
々
と
舞
う
。
最
後
に
神
社
に
オ
シ
メ
を
張
つ
て
舞
、つ
。
村 

の
人
た
ち
は
こ
の
神
社
で
舞
う
の
を
一
斉
に
見
て
来
る
。
獅
子
舞
は
各
戸
を
廻
ら
ず 

境
内
で
舞
う
。

獅
子
はS

匹
獅
子
、
三
人
で
舞
う
他
に
振
り
付
け
役
が
加
わ
る
。
振
り
付
け
は
指

•  

導
格
の
者
が
あ
た
る
。
振
り
付
け
は
八
尺
程
の
竹
に
百
枚
の
弊
束
を
つ
け
そ
れ
を
持 

つ
。

こ
れ
を
百
枚
ボ
ン
デ
ン
と
呼
ぶ
。

獅
子
舞
が
終
る
と
翌
日
、
同
行
バ
ラ
ィ
と
い
つ
て
、
区
長
の
家
で
獅
子
組
の
参
加

者
は
酒
で
ご
ち
そ
う
に
な
る
。

楽

器

大

太

鼓

四

、
 

笛

四

、
腰

太

鼓

三

、
歌 

手

二
(

見
物
人
も
合
わ
せ 

て
歌
う)

腰
太
鼓
を
打
つ
、、ハ
チ
は
シ 

ノ
で
作
る
。
そ
れ
に
色
紙
を 

巻
く
、
舞
い
手
は
弊
束
を
腰 

に
二
本
差
し
て
舞
、っ
。

こ
の
非
鋏
流
獅
子
舞
は
栃 

木
県
よ
り
伝
え
ら
れ
た
も
の 

と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に 

つ
い
て
の
古
文
書
等
は
見
ら 

れ
な
い
が
、
こ
の
流
派
の
獅 

子
舞
は
栃
木
県
に
見
ら
れ
る
。

現
在
萩
室
の
こ
の
獅
子
舞 

は
中
止
の
状
態
に
あ
る
。
獅 

子
舞
に
使
う
道
具
や
、
衣
裳

等
も
し
っ
か
り
し
て
お
り,

存
続
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。
舞
等
も
静
か
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あ
る
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次
に
こ
の
神
楽
の
笛
、
タ
ィ
コ
、
唄
の
文
句
を
あ
げ
る
。

川場村萩室の「非鋏流獅子舞」
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テ

コ

テ

コ

テ

ン

テ

コ

テ

ッ

コ

ン
 

デ
コ
デ
コ
デ
ッ
コ
ン
デ
コ'
^

デ
ッ
コ
ン 

デー
n

 
——
デ

デ

ー

コ

—
デ

ー

ッ
コ
ン

笛 

ト

ロ

ヒ

ヨ
(

前
二
同
ジ) 

歌 

い
つ
か
夜
も
明
け
花
の
朝
霧 

太
鼓 

デ
ン
カ
チ
カ
ー
デ
ン
カ
チ
カ
ー 

デ

ン

カ

チ

く

カ

ッ

カ

チ

カ

ア

ッ

ク

ン

コ

丨

デ

コ

丨

デ
ー
コ
ー
デ
ー
ッ
コ
ン 

デ
ン
カ
チ
カ
デ

ン

カ

チ

カ

ー 

デ
ン
カ
チ̂

^

く

カ

ッ

カ

チ

カ

ア

ッ

ク

ー



デ
ン
デ
ー
コ
ー
デ
ー
コ
ー

デ
ー
コ
ー
デ
—

ッ
コ
ン 

笛 

ト
ロ
ヒ
ヨ 

(

前
卜
同
ジ)

歌 

向
ひ
小
岩
の
獅
子
こ
竹

節
を
揃
へ
て
切
を
細
か
に

太

鼓

キ

ッ

カ

ラ

ラ

ッ

カ

ラ

デ

ン
^
^

く
 

キ

ッ

カ

ラ

ラ

ッ

カ

ラ

デ

ン̂

^

く
 

キ
ッ
カ
ラ
カ
ー
キ
ッ
カ
ラ
カ
ー

キ
ー
カ
ラ
ン'
^
•

カ
ラ
カ
ツ
グ
ー 

デ
ー
コ
ー
デ
ー
コ
ー

テ
コ/
(
\

テ
—

デ

コ

ー

デ

ー

コ

ー

デ
コ-
^

デ
ー

テ

コ

デ

コ

ー

デ

デ

—

コ
ー
デ
ー

ッ
コ
ン

笛 

ト
ロ
ヒ
ヨ 

(

前

卜

同

ジ)

歌 

此
の
霧
は
い
づ
こ
の
霧
と

人
が
問
は
ば 

都
下
り
の

七
ッ
霧
く

 
す

太
鼓 

デ
ン
カ
チ
カ
ー
デ
ン
カ
チ
カ

デ
ン
カ
チ
カ
チ
カ
ー

カ
チ̂
^
^

カ
ー

カ
ッ
カ
チ
カ
ッ
ク
ー

カ
ア 

ツ

デ
ン
デ
コ
デ
ッ
コ
ン
デ
コ
デ
ッ
コ
ン 

デ
ン
デ
コ
デ
ッ
コ
ン
デ
コ
デ
ッ
コ
ン 

デ
ン
デ
コ
デ
ー
コ

デ
ン
デ
ー
コ
ー

デ
ン
デ
コ
テ
ー
コ
ー

デ
ン
デ
ー
コ
ー

,
ノ

◊

ツ
ヨ
ク 

テ

二

テ

— 

テ

デ
ー
コ
ー
デ
ー

ッ
コ
ン

デ
ン
デ
コ
デ
コ
デ
コ
デ
ン
デ
コ
デ
ッ
コ
ン 

デ
ン
デ
コ
デ
コ
デ
コ
デ
ン
デ
コ
デ
ッ
コ
ン 

デ

コ

デ

コ

デ

ッ

コ

ン

デ

コ

デ

コ

デ

ッ

コ

ン

デ

ー

コ
ー
デー

コ

デ

ー

デ
ー
コ
ー
デ
—

ッ
コ
ン

笛 

ト

ロ

ヒm

 

(

前
二
同
ジ)

歌 

籠
の
入
お
き
や
籠
山
藤
の
花

花
ふ
み
散
ら
し
て
遊
べ
鶯

太

鼓

デ

コ

デ

コ

デ

ン

カ

タ

デ
ン/
\
/
\

デ

コ

デ

コ

デ

ン

カ

タ

デ
ン

テ
ン
デ
ン
テ
ン/
\

デ
コ
デ
ン
テ
ン̂

^

テ
コ
テ
ン
テ
コ
テ
ン

デ
コ
デ
コ
デ
ン

デ
コ
デ
ン
テ
ン̂

^

デ
コ
デ
ン
テ
ン̂

^

デ
コ
デ
ン/
\

テ
コ
テ
コ
デ
ッ
コ
ー

デ

コ

デ

ン

カ

タ

デ
コ-
^

デ
ン
カ
タ

デ
ン
カ
タ̂

^

デ
ン/
\
/
\

デ
コ̂

^

デ
ン
カ
タ

デ
コ-
^

デ
ン
カ
タ

デ
ン
カ
タ̂

^

デ
ン̂

^

く



デ
コ
デ
ン
テ
ン/
\

デ
コ
デ
ン
テ
ン'
^
^

デ
コ
デ
ン̂

^

デ
コ̂

^

デ
ン

デ
コ
デ
ン
テ
ン/
\

デ
コ
デ
ン
テ
ン̂

^

デ
コ
デ
ン

デ
コ̂

^

デ
ッ
コ

デ
コ
デ
ー
コ
ー

デー

コー

デ
ー

ッ
コ
ン

笛 

ト

ロ

ヒ

ヨ
(

前
卜
同
ジ)

歌 

歌
を
習
は
ば
西
の
寺

太
鼓
を
習
は
ば
川
の
川
寺

太

鼓

カ

ー

ッ
チ̂

^

カ
ッ
カ
チ
カ
ー

デ

ー

コ
ー̂

^

デ
ッ
テ
コ
デ
ー

沼
田
仲
町
祭
離
子

所

在

地

沼

田

市

本

町

通
(

上

、
中

、
下)

理
管
者 

沼

田

市

本

町

通(

上

、
中

、
下)

八

月

三

日

か

ら

六

日

ま

で

行

な

う

。

練

習

は

七

月

二

十

日

頃

よ

り

夜

、
空

屋

か

物 

置

き

を

借

り

て

作

な

う

。

古

く

は

男

子
(

子

供

の

み
)

で

あ

っ

た

が

、

最

近

は

女

子 

も

加

わ

っ

て

い

る

。

当

日

は

ミ

コ

シ

の

後

を

山

車

六

台

が

行

く

。

ミ

コ

シ

が

神

社

の 

境

内

を

練

っ

て

い

る

間

に

、

山

車

の

上

で

演

奏

す

る

。

楽

器

締

太

鼓

四

、
大

胴

一

、

鉦

二

、

笛 

一

山

車

の

上

に

は

人

形

を

あ

げ

る

。

沼

田

に

は

浜

田

屋

と

い

う

人

形

屋

が

あ

っ

た

。
 

こ

の

人

形

屋

か

ら

の

も

の

が

多

い

。

近

郊

よ

り

人

形

を

求

め

る

者

が

こ

の

浜

田

屋

に
 

は

多

く

来

た

。

現

在

は

こ

の

浜

田

屋

は

な

い

。

戦

後

雛

子

の

競

演

会

が

あ

り

、

前

橋 

よ

り

バ

チ

を

回

す

技

法
^

と

り

入

れ

入

賞

し

た

こ

と

が

あ

る

。

力
！

ッ

チ

カ

ッ

カ

チ

カ

ー

デ

ー

コ/
(
\

デ
ッ
テ
コ
デ
ー

デ

ー

コ
ー

テ

コ

テ

ー

デー

コー

/

\

デ
コ/

\

デ
ー

デー

ゴ
ー
デ_

_

つ

ヲ

ー

デー

コ
ー
デ
ー
ッ
コ
ン

笛 

ト

ロ

ヒ

ョ
(

前
-
一
同
ジ)

歌 

太
鼓
の
ど
ぅ
を
き
り
り
と
束
て

さ
さ
ら
を
返
し
て
硯
と
ど
め
た

笛 

忠

り

ャ

ー

ウ

り

ャ

ー

ウ

り

ヤ

忠

り

ヤ

ー

ウ

り

ヤ

ー
ウ
り
ヤ

忠

り

一

り

ヤ

ウ

ト

ロ

ヒ

‘一

姑
補̂

都
か
ら
い
そ
ぎ
戻
り
の
文
が
来
て

け' 

御

遑

申

し

て

牽

の

都

へ(

地

元

発

行

の

パ

ン

フ

レ
ッ
ト
よ
り)

弓
唄

仲

町

の

山

車

は

総

ケ

ヤ

キ

作

り

の

彫

り

物

が

あ

り

美

し

い

。

引

き

出

す

と

き

に

世 

話

人

の

合

図

で

ひ

き

出

す

。

雛

子

連

の

仕

度

は

、

揃

い

の

ユ

カ

タ

。

し

か

し

祭

世

話

人

は

、

金

の

か

か

っ

た

も 

の

を

着

る

。

子

供

は

内

じ

ゅ

ば

ん

、

揃

い

の

ぞ

ぅ

り

。

曲

目

さ

ん

て

こ 

よ

し

は

ら

か

ん

の

ん 

四

方

殿

く

ず

し 

て

け

て

っ

と
(

坂

を

登

る 

と

き
)

キ

リ

ン
(

急

い

で

帰

る

と

き
)

籠

丸
(

静

止
)

よ

し

く

ら

か

ん

ら 

夜

か

ぐ

ら

こ

の

雛

子

は

明

治

以

前

よ

り

行

な

わ

れ

て

い

た

。

沼

田

の

祭

り

は

荒

く

、

特

に

山 

車

の

す

れ

ち

が

い

の

と

き

は

よ

く

ケ

ン

カ

が

あ

っ

た

。

そ

の

と

き

太

鼓

切

り

の

事

件 

も

あ

っ

た

。

山

車

の

廻

し

方

も

、

下

の

台

は

そ

の

ま

、
上

だ

け

廻

る

。

次

に

沼

田

市

の

祇

園

祭

の

由

来

と

歴

史

に

つ

い

て

紹

介

す

る

。



沼
田
の
祇
園
祭
は
、
京
都
八
坂
神
社
の
祇
園
祭
に
、
端
を
発
し
て
い
る
。

京
都
八
坂
神
社
の
祭
神
は
、
素
盞
鳴
命(

牛
頭
天
皇
の
化
身)

で
あ
る
が
、
平
安
時
代
、
清 

和
天
皇
の
貞
観
十
一
年(

八
六
九
年)

に
、
全
国
に
疫
病
が
流
行
し
た
。

こ
れ
は
牛
頭
天
皇
の 

た
た
り
だ
と
い
わ
れ
た
の
で
、
そ
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
国
の
数
に
合
わ
せ
て
六
十
六
本
の 

鉢
を
た
て
御
霊
会
を
行
な
っ
た
。
や
が
て
一
条
天
皇
の
長
保
元
年(

九
九
九
年)

頃
か
ら
、
太 

鼓
や
笛
を
鳴
ら
し
行
列
を
組
ん
で
、
疫
病
の
元
を
そ
の
行
列
の
中
に
誘
い
こ
も
う
と
し
た
の
が
、
 

現
在
の
祇
園
祭
の
原
型
で
あ
る
。
全
国
各
地
の
素
盞
鳴
命
を
ま
つ
っ
て
い
る
神
社
で
は
、
こ
の 

祇
園
祭
を
行
な
う
所
が
多
い
。
沼
田
の
須
賀
神
社
も
素
盞
鳴
命
を
祀
っ
て
い
る
。

沼
田
の
祇
園
祭
は
、
天
保
十
三
年(

一
八
四
二
年)

ま
で
は
上
之
町•

中

町.

下
之
町
の
三
ヶ 

町
で
行
な
わ
れ
て
い
た
が
城
主
土
岐
氏
の
命
に
よ
り
、
そ
れ
以
後
、
榛
名
神
社
も
一
緒
に
な
っ 

て
全
町
内
で
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。
山

車(

沼
田
で
は
萬
灯
と
い
う
が
、
萬
灯
と
は
一
本
の 

柱
に
数
段
の
飾
り
を
つ
け
た
も
の
と
思
わ
れ
、
現
在
の
沼
田
の
そ
れ
と
は
異
な
る)

は
、
柳
町 

を
先
頭
に
各
町
の
山
車
が
城
内
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
神
輿
の
城
内
渡
御
は
土
岐
氏
以
前
の
真 

田
氏
の
頃
か
ら
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
明
治
の
世
と
な
り
、
城
内
に
入
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
 

た
だ
町
内
を
廻
る
だ
け
と
な
っ
た
。

戦
前
は
、
須
賀
神
社•

榛
名
神
社
両
社
の
神
輿
が
並
ん
で
練
り
歩
き
、
最
終
日
に
は
各
氏
子 

の
山
車
が
勢
揃
い
し
て
、
境
内
で
神
輿
の
遷
り
を
待
ち
六
日
の
夜
明
け
近
く
ま
で
、
讎
子
が
続 

い
た
も
の
で
あ
る
。
戦
後
、
祭
礼
の
形
も
一
変
し
、
交
通
事
情
な
ど
の
問
題
も
重
な
っ
て
、
現 

在
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
 

(

上
之
町
祭
吉
連
の
資
料
よ
り) 

高
平
の
祭
離
子

所
在
地
利
根
郡
白
沢
村
高
平

管
理
者
白
沢
村

高

平

部

落-

高

平

の

八

坂

神

社

の

祭

り

に

行

う

。

七

月

二

十

二

日

の

宵

祭

り

に

屋

台

を

出

す

。 

午

後

三

時

よ

り

夜

十

一

時

頃

ま

で

、

高

平

の

大

通

り

を

ひ

く

。

麻

の

直

径

五

セ

ン

チ 

程

の

ロ

ー

プ

で

、

子

供

や

大

人

が

ひ

く

。

屋

台

の

上

に

は

沼

田

の

人

形

屋

か

ら

借

り
 

た

武

者

人

形

を

あ

げ

る

。

下

り

坂

で

は

ひ

き

繩

を

つ

け

、
祭

典

係

が

ヵ

ジ

取

り

の

運

転

す

る

。

屋

台

に

は

花 

を

つ

け

る

。

練

習

は

十

五

日

前

よ

り

行

な

う

。

演

奏

は

大

人

と

子

供

混

合

で

や

る

雛 

子

で

あ

る

。

笛

、
钲

、
大

胴

は

大

人

。
 

締

太

鼓

は

子

供

。

太

鼓

が

速

く

打

つ

と

屋
 

台

ひ

き

も

速

く

引

い

た

。

昭

和

十

八

年

ま

で

は

毎
 

年

行

な

っ

た

が

、

戦

争

が 

は

げ

し

く

な

る

に

つ

れ

て 

中

止

し

た

。

戦

後

昭

和

二 

十

二

年

に

一

度

行

な

っ

た 

が

そ

の

後

は

中

止

。

こ

の

屋

台

は

明

治

の

始 

め

頃

ょ

り

行

な

っ

て

き

た 

と

い

ぅ

。

そ

の

後

も

不

況 

の

年

は

ミ

コ

シ

を

ひ

く

だ 

け

で

あ

っ

た

。

楽

器

締

大

鼓

四

、
大

胴 

一
、
笛

一

(

三

尺

の

梅 

笛
)

、

鉦

二

®

耳

グ

屋

台

喇

子

の

笛

は

梅

製

の

も

の

て
,

こ

の

笛

は

ニ

キ

ロ

に

四

方

に

ひ

び

い 

た

と

い

わ

れ

る

。

こ

の

地

に

笛

を

教

え

た

の

は

、

沼

田

市

の

ソ

バ

屋

の

人

が

来

て

教
 

え

た

と

い

ぅ

。

高

平

の

井

上

喜I

郎

氏

が

伝

授

し

た

と

い

わ

れ

る

。

高

平

の

八

坂

神

社

の

近

く

に

、

か

つ

て

の

屋

台

が

残

さ

れ

て

い

る

。

念

仏所
在
地
利
根
郡
川
場
村
湯
原.
太
郎

管
理
者
利
根
郡
川
場
村
湯
原
太
郎
部
落
代
表
金
子
利
雄

古

く

は

春

秋

の

彼

岸

の

入

り

に

行

な

っ

た

。

大

日

堂

に

子

供

、

青

年

、

老

人

な

ど 

大

勢

集

ま

り

盛

大

な

も

の

で

ぁ

っ

た

。

現

在

は

春

秋

の

彼

岸

の

中

日

の

み

行

な

ぅ

。

白沢村高平の屋台



夕

食

後

集

ま

り

全

員

で

念

仏

の

斉

唱

を

す

る

。

ほ

と

ん

ど

夜

の

十

時

頃

ま

で

に

今

は
 

終

る

。

そ

の

時

の

音

頭

は

先

輩

が

行

な

う

。

昔

は

念

仏

の

あ

と

、

ジ

ャ

ガ

ィ

モ

、

ィ 

ン

ゲ

ン

、

切

り

コ

ン

ブ

な

ど

を

煮

し

め

、
そ

れ

を

重

箱

に

入

れ

て

伍

長

が

も

っ

て 

来

て

全

員

で

食

べ

た

。

念

仏

の

あ

と

村

人

の

ほ

と

ん

ど

が

集

ま

っ

て

、

語

り

合

い

そ 

し

て

食

べ

合

う

の

は

、

楽

し

み

で

あ

っ

た

と

い

、っ
。

こ

の

念

仏

は

相

当

古

く

か

ら

太

郎

部

落

で

行

な

っ

て

い

た

よ

う

で

あ

る

。

明

治

三 

十

三

年

に

大

日

堂

の

改

築

の

と

き

、

す

で

に

念

仏

は

や

っ

て

い

た

と

い

う

。

そ

の

頃 

は

こ

の

大

日

堂

に

宮

守

り

が

お

っ

て

、

な

に

か

と

世

話

を

し

て

く

れ

た

。

な

お

こ

の

念

仏

は

、

部

落

に

死

人

が

で

る

と

部

落

の

者

が

集

っ

て

行

な

う

。

こ
の 

と

き

は

大

き

な

念

仏

鈕

を

用

い

る

。

川

場

村

湯

原

太

郎

念

仏

講

中

伝

誦

唄

第

一

、

十

三

仏

南
無
不
動
明
王 

南
無
釈
迦
如
来 

南
無
文
珠
菩
薩 

南
無
普
賢
菩
薩 

南
無
地
蔵
菩
薩 

南
無
弥
勒
菩
薩 

南
無
薬
師
如
来 

南
無
大
慈
大
悲
観
音
菩
薩(

南
無
大
慈
大
悲
観
世
音 

菩
薩)

南
無
勢
至
菩
薩
南
無
阿
弥
陀
如
来
南
無
阿
閥
如
来 

南
無
大
日
如
来
南
無
虚 

空
蔵
菩
薩

第

二

、

善

光

寺

仏

南
無
一
光
三
尊
善
光
寺
如
来

第

三

、

念

仏

講

中

伝

誦

唄

㈠
 

身
は
此
処
に
、
'

身
は
此
処
に
心
は
信
濃
の
善
光
寺
、
お
助
け
給
え
や
、
信
濃
の
如
来
。
な 

む
あ
み
だ
ぶ
つ
、
な
む
あ
み
だ
。

㈡
 

六
観
音
に
六
地
蔵
、
称
え
申
し
て
、
お
威
徳
に
、
十
六
関
を
逃
れ
申
し
て
、
直
ぐ
に
浄
土 

に
な
む
あ
み
だ
。

㈢
 

道
の
端
の
六
地
蔵
、
称
え
申
し
て
お
威
徳
に
、
南
無
十
王
に
、
十
三
仏
、
三
世
の
諸
菩
薩
、
 

な
む
あ
み
だ
。

㈣
 

融
通
念
仏
一
遍
申
せ
ば
、
極
楽
の
浄
土
の
池
の
蓮
華
の
花
、
蕾
開
き
、
光
浄
土
の
来
光(

来 

迎)

は
、
宵
に
明
星
、
夜
中
に
法
華
経
、
暁
明
星
の
な
む
あ
み
だ
。

㈤

差
上
げ
念
仏

今
晚
申
し
た
お
念
仏
、
此
処
に
た
ん
と
。

改
め
て
、
黄
金
の
お
盆
に
積
み
上
げ
て
、
大
日
様
へ
と
差
上
げ
て
、
お
い
と
ま
申
し
て
い
ざ 

さ
ら
ば
、
な
む
あ
み
だ
ん
ぶ
つ
、
た
む
あ
み
だ
。

昭
和
四
十
三
年
春
彼
岸 

(

以
上) 

湯
原
太
郡
念
仏
賛
仰
会

田

中

喜

宗

太
 

入

沢

善

次
 

金

子

傳

太
 

右
念
仏
講
伝
誦
唄
保
存
発
願
者 

金

子
 

利

雄
 

(

念
物
賛
仰
会
発
行
の
資
料
よ
り) 

ヤ
ッ
サ
祭

所
在
地
利
根
郡
月
夜
野
町

管
理
者
月
夜
野
町
小
川
島
部
落

四

百

年

程

の

歴

史

が

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

る

が

、

起

源

は

明

確

で

な

い

。
諸

説

あ 

る

が

、

小

川

島

部

落

は

赤

谷

川

と

、

利

根

川

の

合

流

地

点

に

あ

る

の

で

、

水

難

は

常 

に

絶

え

な

か

つ

た

と

い

う

。

か

つ

て

水

害

の

折

、

村

の

鎮

守

様

に

祈

願

す

る

と

共
 

に

、

村

人

が

裸

で

水

害

を

防

い

だ

の

が

は

じ

ま

り

と

い

う

。

又

一

説

に

は

天

正

七

年 

名

胡

桃

城

の

戦

い

の

折

り

、

大

木

新

重

郎

景

夏

が

村

民

を

ひ

き

つ

れ

、

逃

難

し

た

時 

に

神

の

加

護

に

よ

り

無

事

に

難

を

の

が

れ

た

。

そ

の

後

こ

の

祭

に

そ

の

と

き

の

型 

が

残

さ

れ

た

と

い

う

。

九

月

二

十

九

日

夜

七

時

頃

よ

り

、

氏

子

の

若

者

が

裸

で

練

る

珍

し

い

祭

り

で

あ
 

る
。

太

鼓

の

合

図

で

区

長

、

氏

子

総

代

、

村

の

役

員

が

拝

殿

の

前

で

、

神

主

の

祝

詞 

と

酒

を

い

た

だ

く

。

二

番

太

鼓

に

よ

り

島

居

前

で

叩

印

き

を

先

頭

に

、

ヤ

ッ

サ

新

重 

郎

と

怒

号

し

な

が

ら

社

前

に

向

つ

て

練

り

歩

く

。

勇

壮

な

裸

の

若

者

の

練

り

歩

く

様
 

は

異

様

な

迫

力

を

持

つ

。

機

を

み

て

石

段

を

登

り

終

る

と

覆

屋

と

社

殿

の

間

を

廻

り
 

覆

屋

を

中

宮

の

高

さ

ま

で

、

は

い

上

る

が

総

崩

れ

と

な

つ

て

社

外

へ

出

る

。

こ
れ
で 

第

一

回

は

終

る

。

こ

れ

を

七

回

反

復

す

る

。

疲

れ

果

て

て

境

内

に

寝

こ

ろ

び

も

す
 

る
。

最

後

に

社

前

の

鈴

の

繩

を

切

る

が

、

す

ば

や

く

切

れ

る

年

も

あ

れ

ば

、

な

か

な 

か

切

れ

な

い

年

も

あ

る

。

こ

の

鈴

の

繩

が

は

や

く

切

れ

た

年

ほ

ど

吉

運

の

年

と

い

わ



れ

る

。

明

治

四

十

一

年

神

社

仏

閣

が

合

併

と

な

り

、

若

宮

八

幡

宮

と

上

津

村

主

八

幡

神

社 

が

合

併

と

な

っ

た

。

そ

の

後

約

四

十

七

年

聞

こ

の

行

事

は

中

止

と

な

っ

て

い

た

が

、
 

昭

和

二 

十

一

年

よ

り

村

民

の

希

望

に

よ

り

復

活

し

現

在

に

至

る

。

明

治

初

年

頃

の 

ヤ

ッ

サ

祭

と

は

、

少

々

崩

れ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

む

き

も

あ

る

。

浦
安
の
舞

所
在
地
月
夜
野
町
上
津

管
理
者

月

夜

野

町

上

津

村

主

神

社

奉

納

浦

安

の

舞

皇

紀

二

千

六

百

年

の

祝

典

が

昭

和

十

五

年
(

一

九

四

〇

年)

に

行

わ

れ

た

折

そ

の 

奉

祝

会

が

制

定

し

た

の

が

神

前

神

楽

舞

で

あ

る

。

同

奉

祝

会

の

委

嘱

に

よ

っ

て

当

時
 

の

宮

内

省

楽

部

の

多

忠

朝

楽

長

が

作

曲

作

舞

し

た

も

の

で

同

年

十

一

月

十

日

の

奉

祝
 

会

当

日

全

国

の

神

社

で

一

斉

に

奉

奏

さ

れ

た

の

が

は

じ

め

で

あ

っ

た

。

そ

れ

以

来

こ 

の

神

楽

舞

は

す

ぐ

ろ

八

幡

神

社

の

祭

典

に

奉

納

さ

れ

て

神

慮

を

お

慰

め

奉

っ

て

い
 

る
。

浦

安

の

舞
(

鈴

の

舞
)

鈴

を

も

っ

て

舞

ぅ

浦

安

と

は

心

の

安

ら

か

と

い

ぅ

意

味

で

平

和

を

祈

る

心

の

舞

で
 

あ

る

。

陛

下

の

御

製

を

歌

っ

て

い

る

。

每

年

四

月

三

日

神

社

の

祭

典

に

奉

奏

さ

れ

て

い

る

。
人

員

構

成

は

楽

人

四

名
(

歌

、
 

太

鼓

、

横

笛

、

ヒ

チ

り

キ

、
各

一
)

舞

人

四

人
(

何

れ

も

十

三

、

四

才

の

女

子
)

に 

し

て

皆

神

社

の

氏

子

の

人

達

で

成

っ

て

い

る

。

(

月
夜
野
町
民
俗
資
料
よ
り)

古
馬
牧
人
形
芝
居

所
在
地
月
夜
野
町
下
牧

管
理
者 

月
夜
野
町
下
牧
部
落

県

指

定

重

要

文

化

財

古

馬

牧

人

形

の

由

来
 

略

記

現

今

の

牧

野

神

社

境

内

、

大

字

下

牧

地

内

の

舞

殿

が

落

成

し

た

当

時

は

ょ

く

こ

こ
 

で

奉

納

さ

れ

た

。

こ

の

建

物

の

棟

木

に

筆

太

に

元

治

元

年
(

一

八

六

四

年)

上

棟

と 

あ

る

か

ら

、

人

形

の

で

き

た

の

は

こ

れ

ょ

り

前

で

あ

る

こ

と

は

た

し

か

で

あ

る

。

然 

し

明

治

四

十

一

年

阿

部

善

三

郎

氏

宅

公

開

実

演

の

み

ぎ

り

、

当

時

人

形

関

係

の

諸

道 

具

保

存

場

所

で

あ

っ

た

木

村

政

蔵

氏

宅

が

火

災

に

か

か

り

一

切

の

記

録

が

烏

有

に

帰
 

し

て

歴

史

を

語

る

資

料

が

一

物

も

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

人

形

や

衣

裳

道

具

は

実 

演

中

で

あ

っ

た

た

め

幸

に

焼

失

を

ま

ぬ

か

れ

た

。

以

下

古

老

の

言

い

伝

え

を

土

台

に

そ

の

由

来

を

調

査

し

改

め

て

記

録

と

す

る

こ

と
 

と

し

た

。

元

禄

年

間

に

当

時

の

古

老

弥

兵

衛

、
九

右

衛

門

、
源

右

衛

門

の

三

氏

が

伊

勢

参

宮

の
 

道

中

で

人

形

芝

居

を

は

じ

め

て

見

て

村

の

若

衆

の

遊

び

道

具

に

も

と

、
人

形

の

頭

を 

五

箇

買

っ

て

帰

っ

た

の

が

も

と

で

あ

っ

た

。
そ

の

後I

つ

二

つ

ず

つ

買

い

求

め

、

同 

志

七

、

八

人

の

所

有

物

と

し

て

遊

芸

を

楽

し

ん

だ

の

が

そ

も

そ

も

下

牧

人

形

の

始

め

月夜野町古馬牧人形芝居の頭



で

あ

っ

た

。

明

治

八
^H

方

の

人

形

師

吉

田

勘

蔵

の

子

勘

十

は

、
父

の

勘

当

に

あ

い

旅

芸

人

と
 

な

っ

て

人

形

を

使

い

な

が

ら

諸

国

遍

歴

に

出

た

。,

た

ま

た

ま

当

地

に

さ

し

か

か

っ

た 

際

彼

の

人

形

の

振

り

方

の

並

々

な

ら

ぬ

の

を

見

て

宿

を

提

供

し

辞

を

卑

う

し

て

教

を
 

乞

う

た

の

で

腰

を

す

え

て

技

を

教

え

る

こ

と

と

な

っ

た

。

昼

は

農

事

に

は

げ

み

、
夜

は 

教

え

を

受

け

る

こ

と

を

若

衆

は

楽

し

み

に

し

て

い

た

が

、

雨

の

日

は

昼

夜

の

別

な
 

く

稽

古

し

た

の

で

一

名

雨

降

り

人

形

と

呼

ば

れ

る

様

に

な

っ

た

。

勘

十

は

人

形

の

振
 

り

方

ば

か

り

で

な

く

、

人

形

を

刻

ん

だ

り

、

大

道

具

、

小

道

具

を

作

っ

た

り

す

る

こ 

と

に

も

長

じ

て

い

た

の

で

若

衆

は

喜

ん

で

い

ろ

い

ろ

の

指

導

を

受

け

、

或

は

人

形

を 

新

に

作

り

、

或

は

ふ

す

ま

を

は

り

、

或

は

背

景

幕

作

り

な

ど

ま

で

す

る

ょ

う

に

な

っ

た
。
主

な

る

面

々

は

、
高

橋

熊

太

郎

、
木

村

福

太

郎

、小

林

政

次

郎

、
池

田

作

次

、

高

橋 

国

吉

、

高

橋

藤

蔵

氏

等

で

そ

の

作

品

は

今

も

残

っ

て

い

る

も

の

も

あ

る

。

か

く

て

彼 

は

追

々

「
ヒ

キ

ヌ

キ

」
早

変

り

等

吉

田

流

の

極

意

ま

で

伝

受

す

る

に

至

っ

た

。
そ

の

後 

勘

十

は

許

さ

れ

て

実

家

へ

帰

っ

た

が

こ

の

間

の

事

情

を

父

に

打

ち

あ

け

て

語

っ

た

こ
 

と

ろ

父

は

極

意

を

授

け

た

こ

と

を

快

し

と

せ

ず

再

び

勘

当

し

た

。

彼

は

止

む

な

く

再

度

下

牧

に

立

戻

り

村

人

に

事

情

を

告

げ

た

と

こ

ろ

村

人

は

大

い
 

に

気

の

毒

に

思

い

、
お

礼

を

兼

ね

て

む

こ

入

道

具

一

式

を

調

ぇ

実

家

ま

で

送

り

込

み

、
 

父

勘

蔵

氏

に

面

会

の

上

詫

口

上

を

も

っ

て

謝

罪

に

及

ん

だ

。

勘

蔵

氏

も

そ

の

誠

意

と 

熱

心

と

に

感

動

し

て

怒

を

解

き

勘

当

を

許

し

た

。

し

か

し

、

極

意

を

伝

ぇ

た

こ

と

は 

必

ず

他

言

あ

る

ま

じ

き

ょ

ぅ

堅

く

約

束

す

る

と

こ

ろ

か

あ

っ

た

。

そ

の

翌

年

勘

蔵

氏

は

村

人

の

熱

心

さ

に

ほ

だ

さ

れ

て

か

、

人

形 

数

種

を

取

揃

ぇ

自

ら

下

牧

へ

下

向

し

秘

伝

公

開

の

輿

行

を

星

野

氏
 

宅

で

行

っ

た

。

そ

の

時

の

記

念

と

し-
て

人

形

頭

二

つ

を

買

い

受

け 

た
。

末

だ

に

大

切

に

保

存

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

後

益

々

盛

ん

に

な 

り

、
鎮

守

の

祭

典

に

も

、
豊

年

祭

に

も

公

開

す

る

様

に

な

り

、
連

中 

も

年

々

増

加

す

る

に

至

っ

た

の

で

あ

る

。

以

上

が

由

来

の

概

略

で

あ

る

。
(

月

夜

野

町

民

俗

資

料

ょ

り
)

ヤ
ー
ヤ
ー
ど
り

所
在
地
白
沢
村
尾
合

所
有
者
白
沢
村
尾
合
部
落

こ

の

祭

は

ひ

つ

じ

祭

り

と

い

っ

て

い

る

。

春

四

月

末

の

「
ひ
つ 

じ

の

日

」

と

秋

九

月

末

の

「
ひ

つ

じ

の

日

」

に

行

な

、っ
。

明

治

三

十

三

年

生

れ

の

こ

の

地

の

山

田

鉄

之

助

氏

に

き

く

と

、• 

子

供

の

頃

す

で

に

ヤ

ー

ヤ

ー

ど

り

は

行

な

っ

て

い

た

。

伍

長

が

赤

飯

を

オ

ヒ

ツ

に

入

れ

、
参

加

者

の

村

の

人

は

煮

し

め

、
 

つ

け

も

の

を

用

意

し

て

尾

合

神

社
(

訪

諏

神

社
)

へ

も

っ

て

い

く

。 

春

は

赤

飯

だ

け

だ

が

秋

は

赤

飯

と

あ

ん

の

入

っ

て

い

な

い

ま

ん

じ
 

ゅ

ぅ

。

神

前

で

神

主

が

祝

詞

を

あ

げ

、
ご

神

酒

を

参

加

者

は

戴

く

。

月夜野町古馬牧人形芝居

古馬牧人形の頭



そ

の

後

ヤ

ヤ

ー

ど

り

と

な
 

る

。

力

の

あ

る

も

の

は

お

ひ 

つ

ご

と

持

っ

て

逃

げ

回

る

者 

も

い

る

が

、
村

中

の

者

が

競 

争

で

オ

ヒ

ツ

の

赤

飯

を

と

り 

合

ぅ

。

お

ひ

つ

を

奪

い

と

っ 

た

者

で

も

、

境

内

よ

り

持

ち 

出

し

て

は

い

け

な

い

。

ヤ

ー

ヤ

—

ど

り

で

と

っ

た 

赤

飯

を

家

に

持

ち

帰

る

と

、
 

家

内

安

全

だ

と

言

わ

れ

る

。 

明

治

四

十

年

頃

一

年

ヤ

ー

ヤ 

ど

り

を

中

止

し

た

こ

と

か 

あ

る

が

、

そ

の

年

に

疫

病

が 

大

流

行

し

た

。

村

人

は

神

様 

の

怒

り

だ

と

言

い

、

翌

年

よ 

り

現

在

ま

で

続

け

て

い

る

。

村

人

の

持

ち

よ

っ

た

煮

し

め

物

や

、

茶

菓

子

を

集

つ

た

子

供

ら

に

与

え

る

。

か

つ

て

は

境

内

に

沢

山

の

出

店

が 

出

た

。

今

は

二

つ

の

オ

ヒ

ツ

に

赤

飯

が

出

る

だ

け

で

あ

る

が

、

昔

は

十

班

の

部

落

か

ら

十 

の

オ

ヒ

ツ

が

神

社

に

き

た

。
村

の

役

員

の

人

は

拝

殿

に

、
普

通

参

加

者

は

下

に

い

る

。
 

現

在

は

村

の

役

員

と

女

衆

や

子

供

た

け

参

加

す

る

の

で

、

ヤ

ー

ヤ

ど

り

を

す

る

と
 

キ

ケ

ン

な

の

で

わ

け

て

赤

飯

を

与

え

る

。

古

く

は

米

や

小

豆

を

各

戸

で

集

め

て

も

、

米

が

出

せ

ず

ヒ

キ

ワ

り

な

ど

が

出

た

年
 

も

あ

つ

た

と

い

、つ
。

か

つ

ぎ

万

燈
(

つ

つ

か

け

万

燈)

所
在
地
昭
和
村
森
下

所
有
者
昭
和
村
部
落

雄

壮

な

子

供

の

行

事

で

あ

る

。

三

メ

ー

ト

ル

程

の

万

燈

、

花

を

飾

り

頂

上

に

は

人 

形

を

あ

げ

る

、

戦

後

は

武

将

を

飾

る

。

か

つ

て

は

人

形

も

す

べ

て

子

供

の

手

で

作

っ 

た
。

九

月

二

十

六

ニ

ー

十

七

日

に

行

な

っ

た

。

現

在

は

十

月

一

日

に

行

な

ぅ

。

祭

り 

の

一

か

月

前

ょ

り

万

燈

作

り

を

子

供

が

す

る

。

こ

の

か

つ

ぎ

万

燈

に

は

小

学

校

一

年

生

ょ

り

入

る

。

万

燈

組

に

は

位

が

あ

る

。

子 

若

連

と

世

話

人

。

世

話

人

は

旧

世

話

人
(

現

在

は

中

学

三

年
)

と

新

世

話

人
(

中

学 

二

年

生
)

と

が

あ

る

。

万

燈

作

り

は

、
栃

久

保

、
新

橋

な

ど

に

行

き

、
無

断

で

材

料

の

竹

を

切

っ

て

く

る

。
 

竹

切

り

に

行

く

時

は

、

旧

世

話

人

が

四
•

五

人

の

子

若

連

を

つ

れ

て

行

く

。

夕

方

か 

,
ら

夜

に

か

け

て

人

目

の

つ

か

な

い

時

間

に

行

く

。

森

下

に

は

竹

藪

が

な

い

の

で

大

変
 

で

あ

っ

た

。.
昼

間

他

地

域

の

竹

薮

に

行

っ

て

、

良

い

竹

を

見

て

お

い

て

、

夜

取

り

に 

行

っ

た

。

夜

だ

と

見

て

お

い

た

竹

が

分

ら

な

く

な

る

の

で

、

半

紙

を

目

印

に

し

て

お 

い

た

と

い

ぅ

。

白沢村尾合のヤーヤーどり

昭和村森下の「つつかけ万燈」



万
燈
は
激
突
し
て
も
壊
れ
な
い
よ
う
に
と
、
丈
夫
な
も
の
に
作
っ
た
。
大
正
三
年 

こ
、
森
下
が
上
宿
、
中
宿
、
下
宿
と
三
本
万
燈
を
上
座
に
飾
り
、

一

方
栃
久
保
が
下 

座
に
二
本
飾
ら
さ
れ
た
。
森
下
が
地
元
の
栃
久
保
に
き
て
上
座
に
立
て
る
の
は
と
子 

供
同
志
ケ
ン
カ
に
な
り
、
そ
の
後
分
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
は
森
下
だ
け
で
行
な
っ 

て
い
る
。

古
く
は
仁
義
が
あ
っ
て
「
お
た
の
申
し
ま
す
」
と
世
話
に
出
る
者
に
い
っ 

た
。
当
日
は
万
燈
三
本
揃
え
て
奉
納
す
る
。
子
供
は
祭
り
の
前
日
の
夜
は
楽
し
み
で 

眼
ら
な
い
と
い
う
。
鉦
と
万
燈
は
先
頭
に
立
つ
。
昔
は
村
内
を
万
燈
を
も
っ
て
廻
っ 

た
。
「
そ
ろ
っ
て
出
き
ま
し
た
」
と
披
露
す
る
意
味
。
そ
れ
が
す
む
と
宵
と
同
じ
形
で 

神
社
に
行
き
、
諏
訪
神
社
の
ま
わ
り
を
七
回
め
ぐ
り
、
相
手
の
万
燈
と
ぶ
つ
け
合
い
、
 

こ
わ
し
倒
す
。
倒
れ
る
と
花
飾
り
な
ど
む
し
る
。
男
子
だ
け
の
雄
壮
な
仕
事
で
あ
る
。
 

つ
っ
か
け
万
燈
が
終
る
と
又
村
内
を
廻
り
、
万
燈
を
作
っ
た
家
に
万
燈
を
納
め 

る
。
こ
の
時
の
万
燈
は
、
つ
っ
か
け
合
っ
た
後
な
の
で
骨
だ
け
の
万
燈
と
化
す
。こ
の
雄 

壮
な
か
つ
ぎ
万
燈
は
、
こ
の
地
の
土
着
の
武
士
が
始
め
た
も
の
で
あ
り
、古
く
か
ら
こ 

の
よ
う
に
雄
壮
な
遊
び
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
い
、っ
。

万
燈
を
納
め
終
る
と
、
提
灯
を
持
っ
て
、
上
宿
、
中
宿
、
下
宿
組
が
一
か
所
に
集
っ 

て
、
上
宿
か
ら
一
か
所
に
丸
く
輪
に
な
っ
て
、
手
打
ち
を
す
る
。
旧
世
話
人
が
出
て
、
 

シ
ヤ
ン
シ
ヤ
ン
の
り
ー
ド
を
と
っ
て
終
る
。

現
在
は
万
燈
は
か
つ
ぐ
が
、

つ
っ
か
け
合
い
は
し
な
い
。
子
供
の
祭
り
の
行
事
で 

県
下
に
、
こ
れ
程
雄
壮
な
そ
し
て
男
性
的
な
祭
り
は
例
が
な
い
。
子
供
た
ち
は
、
現 

在
も
万
燈
を
つ
っ
か
け
た
が
る
。

百
万
遍

所
在
地
昭
和
村
永
井

管
理
者
昭
和
村
永
井
部
落

結
願
最
終
日
よ
り
一
週
間
前
に
行
な
う
。永
井
部
落
に
諸
田
を
名
乗
る
家
が
二
十
軒 

あ
る
が
、
こ
の
諸
田
家
を
念
仏
し
て
廻
る
。
念
仏
は
中
学
三
年
生
が
最
上
で
、
小
学 

一
年
生
が
一
番
下
で
、
四
十
人
程
の
男
女
で
行
な
う
。

一
週
間
程
か
け
て
、
夕
食
後 

一
晩
三
戸
位
ず
つ
廻
る
。
前
の
坂
の
家
か
ら
始
め
る
。
鉦
と
太
鼓
を
叩
い
て
集
り
、
 

各
家
の
緣
側
よ
り
家
に
入
り
、
仏
壇
の
前
へ
集
り
燈
明
を
た
い
て
念
仏
を
始
め
る
。

太
鼓
は
大
き
い
の
で
、
棒
に
さ
し
て
持
っ
て
い
く
。
念
仏
が
す
む
と
、
終
っ
た
家
で 

砂
糖
湯
や
茶
菓
子
を
出
し
て
く
れ
た
。

ど
の
家
に
入
っ
て
も
正
座
し
、
ひ
ざ
を
崩
し
た
り
す
る
と
先
輩
格
に
叱
ら
れ 

た
。念

仏

は

「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
六
回
が
ひ
と
く
ぎ
り
の
単
位
で
五
十
回
や
る
。
 

百
万
遍
の
殳
が
ら
は
、①

じ

ゅ
ず
く
り(

じ
ゅ
ず
か
ぞ
え)

、②

タ
ィ
コ
、③

鉦 

百
万
遍
や
ら
な
く
て
も
、
あ
る
程
度
唱
え
る
と
数
珠
く
り
役
が
、
太
鼓
役
に
向
っ 

て
合
図
し
て
止
め
さ
せ
る
。
子
供
だ
か
ら
ご
ま
か
す
こ
と
も
あ
る
。
最
後
の
晚
は
一 

軒
か
二
軒
の
宿
を
残
し
て
念
仏
を
す
る
。

こ
れ
は
十
三
念
仏
か
ら
行
な
う
。

十

三

念

仏

「
じ
ゅ
さ
ん
ね
ん
ぶ
つ
な
み
あ
み
だ
」(

五
十
回)

「
十
五
じ
っ
た
い
な
む
あ
み
だ
」(

五
十
回)
(

仏
の
名
前
を
五
十
回)

こ
の
と
き
は
成
人
も
加
わ
っ
て
念
仏
す
る
。
重
箱
に
女
衆
が
、
ゆ
で
ま
ん
じ
ゅ
う 

を
乍
っ
て
持
っ
て
く
る
。
宿
の
家
で
そ
れ
を
仏
壇
の
前
に
供
え
る
。
子
供
の
念
仏
が 

終
る
と
、
そ
の
供
物
を
開
け
て
年
長
者
が
平
等
に
分
け
て
与
え
る
。
女
衆
も
オ
シ
ョ 

ウ
バ
ン
に
あ
ず
か
る
。

こ
の
行
事
が
終
る
と
秋
栗
ひ
ろ
い
の
季
節
に
な
る
と
い
う
。
 

こ
の
百
万
遍
は
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。

お
天
気
祭
り

所
在
地
川
場
村
萩
室

管
理
者
川
場
村
萩
室
部
落

六
月
か
ら
七
月
の
梅
雨
期
に
、
三
十
日
以
上
の
長
雨
に
な
る
と
萩
室
部
落
で
お
天 

気
祭
り
を
萩
室
神
社
で
行
な
う
。
村
中
の
者
が
集
ま
る
。
雨
が
続
く
と
麦
な
ど
が
芽 

ば
え
て
し
ま
う
。
近
く
の
村
で
お
天
気
祭
り
が
始
ま
る
と
、
ま
ね
て
や
る
。
区
長
に 

天
気
祭
り
を
行
な
う
よ
う
、
村
の
人
が
連
絡
す
る
と
、
区
長
は
ホ
ラ
貝
を
吹
い
て 

村
人
を
集
め
る
。

神
社
で
大
太
鼓
と
合
わ
せ
て
、
天
気
祭
り
雨
乞
の
呪
文
を
、I

万
回
唱
え
る
。
 

乾

馬

首

天

父

健

坤

牛

腹

地

母

順

震

龍

足

男

長

男

動

巽

難

股

女

長

男

入

坎 

豕
耳
男
中
男
陥 

離
難
目
女
中
女
麗 

艮
狗
手
男
少
男
止 

兌
半
口
女
少
女
説



こ
れ
は
八
封
の
書
の
冬
の
各
連
の
頭
字
で
あ
る
。

「払
い
給
え
清
め
給
う
遠
神
笑
み
給
え
乾
坤
震
巽
離
艮
兌
坎
」(

一
万
回
唱
え
る) 

太
鼓
の
打
ち
方
が
速
く
な
る
と
唱
え
文
句
も
速
く
な
る
。

こ
の
天
気
祭
り
は
昼
間 

行
な
い
、
神
社
に
酒一

斗
奉
納
す
る
。I

万
回
唱
え
終
る
と
そ
の
酒
を
飲
ん
で
別
れ 

る
。こ

の
呪
文
は
、
病
人
が
で
て
、
神
に
お
願
い
す
る
と
き
に
、
天
気
祭
り
と
同
じ
よ 

う
な
方
法
で
行
な
う
。
山
深
く
医
者
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
呪
文
を
一 

万
回
唱
え
れ
ば
、
病
気
も
快
復
す
る
と
し
て
き
た
。
唱
え
る
村
人
と
「
お
ま
ん
じ
ゅ 

う
を
あ
げ
る
」
と
い
っ
て
病
人
の
話
し
合
い
手
と
な
る
役
目
が
い
る
。
病
人
の
と
き 

も
太
鼓
を
打
つ
。

一
万
回
唱
え
る
と
き
太
鼓
を
打
ち
続
け
る
と
、
太
鼓
叩
き
の
手
に 

豆
が
で
き
る
と
い
う
。

一
万
回
唱
え
る
に
は
教
を
忘
れ
る
の
で
、
「数
取
り
」
の
役
目 

が
で
き
、
勘
定
棒
で
数
と
り
を
す
る
。
狭
い
村
の
た
め
集
ま
る
人
数
が
少
な
い
の
で
、
 

一
万
回
唱
え
る
の
は
大
変
で
あ
る
。

太
鼓
を
よ
く
叩
か
な
い
と
、
天
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
伝
え
が
あ
る
。
太
鼓
打
ち 

は
魂
を
入
れ
て
打
た
な
い
と
、
ご
利
益
が
な
い
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
お
天
気
祭
り
は 

山
伏
が
伝
え
た
と
い
う
。

猿
追
い
祭
り

所
在
地
片
品
村
花
咲

管
理
者
片
品
村
花
咲
部
落

こ
の
祭
り
は
、
旧
暦
九
月
の
中
の
申
と
、
二
月
の
中
の
申
の
日
に
行
な
う
。

こ
の 

祭
り
の
役
に
は
、
「
し
つ
ば
ん
」
と

「
酒
ば
ん
」
と
あ
り
五
人
一
組
に
な
っ
て
隣
保
班 

を
廻
り
も
ち
、
昔
は
米
を
集
め
て
「
し
つ
ば
ん
」
の
家
で
赤
飯
を
た
く
。
「
酒
ば
ん
」 

の
家
で
は
各
戸
か
ら
コ
ウ
ジ
を
集
め
て
酒
づ
く
り
、古
く
は
甘
酒
を
乍
っ
た
とC

、

っ
。
 

特
に
酒
づ
く
り
は
、

一

晚
づ
く
り
の
も
の
が
う
ま
い
と
さ
れ
て
い
た
。

昔
川
場
村
か
ら
祭
り
に
参
加
し
て
、
酒
の
上
で
ケ
ン
カ
と
な
り
、
花
咲
部
落
が
負 

け
た
。
今

も

「
ワ
ニ
口
」
に
そ
の
ケ
ン
カ
の
時
の
刀
の
傷
が
残
っ
て
い
る
。

そ
の
時
は
川
場
村
か
ら
千
貫
峠
を
越
え
酒
一
升
持
っ
て
き
て
の
ケ
ン
カ
で
あ
っ 

た
。
そ
れ
が
た
め
そ
の
後
は
、
甘
酒
に
し
た
と
い
う
。

こ
の
祭
り
の
始
ま
り 

は
、
猿
が
出
て
作
物
や
娘 

を
食
っ
て
困
り
、
そ
の
麦 

神
社
に
敷
石
を
し
い
て
か 

ら
娘
を
食
わ
な
く
な
っ
た 

と
い
、っ
。
ま
た
猿
の
主
が 

神
社
に
住
ん
で
い
た
と
い 

い
、
猿
追
い
は
、
こ
の
猿 

を
追
う
意
味
か
ら
始
ま
っ 

た
。
猿
は
御
幣
を
く
わ
え 

て
飛
び
出
し
、
村
人
が
後 

を
追
、っ
。
猿
に
な
る
の
は 

そ
の
年
の
「
酒
ば
ん
」
、
後 

を
追
う
の
が
「
し
つ
ば
ん
」
。
 

追
う
者
は
猿
よ
り
先
に
出 

て
は
い
け
な
い
。
逃
げ
る 

猿
の
後
を
追
う
こ
と
に
な 

る
。
猿
よW

先
に
追
う
者 

が
出
る
と
そ
の
年
は
、
陽

気
か
悪
い
と
さ
れ
る
。

ま
た
花
咲
部
落
で
は
、
作
物
の
八
つ
頭
ィ
モ
と
ゴ
マ
を
作
ら
な
い
、
か
つ
て
猿
追 

い
の
時 

八
つ
頭
の
茎
で
足
を
す
べ
ら
し
、
氏
子
が
目
を
ゴ
マ
ガ
ラ
で
つ
き
片
目
に 

な
っ
た
こ
と
か
ら
と
い
、っ
。

そ
の
後
そ
れ
を
破
っ
て
、
八
つ
頭
や
ゴ
マ
を
栽
培
し
た
と
こ
ろ
村
に
疫t
丙
が
入
っ 

て
来
た
の
で
、
又
作
る
の
を
や
め
た
と
い
、っ
。

猿
追
い
の
と
き
は
拝
殿
か
ら
出
て
神
社
の
廻
り
を
三
回
廻
る
。
後
を
追
、っ
者
は
十 

二
人
で
追
ぅ
。

拝
殿
の
中
で
は
東
に
、
山
崎
、
鍛
治
屋
、
栗
生
部
落
の
者
、
西
に
は
栃
久
保
、
針

片品村花咲の「さる追い」



山
、
登
戸
の
部
落
の
者
が
坐
り
謡
い
を
行
な
う
。
謡
い
は
高
砂
、
四
海
波
、
千
秋
楽 

の
三
曲
を
謡
う
。
猿
が
飛
び
出
す
と
き
千
秋
楽
を
う
た
う
。

昔
は
こ
の
拝
殿
に
坐
る
席
が
決
っ
て
い
た
。
他
の
村
か
ら
移
転
な
ど
し
て
来
た
人 

は
坐
れ
な
か
っ
た
し
、
こ
の
祭
り
の
「
酒
ば
ん
」
や

「
し
つ
ば
ん
」
な
ど
の
役
を
す 

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

猿
が
飛
び
出
す
前
に
し
つ
ば
ん
が
、
神
社
の
前
で
二
手
に
わ
か
れ
、
東
に
ひ
つ
ば 

ん

が

「
一
ち
ょ
う
」
と
言
う
と
西
の
し
つ
ば
ん
が
「
も
つ
ち
ょ
、っ
」
と
掛
け
合
い
な
が 

ら
、

お
ひ
つ
を
も
っ
て
赤
飯
を
ま
き
合
、っ
。
し
つ
ば
ん
は
風
呂
敷
を
か
ぶ
り
、
し
ゃ 

も
じ
で
か
け
合
、っ
。

こ
の
赤
飯
を
ま
く
の
は

① 

武
尊
さ
ん
の
お
か
げ
で
こ
ん
な
に
と
れ
た
。

② 

猿
に
沢
山
赤
飯
を
く
れ
て
、
こ
れ
以
上
農
作
物
を
荒
さ
な
い
で
ほ
し
い
。

と
い
う
二
つ
の
理
由
が
あ
る
と
い
、っ
。

こ
の
神
社
の
ご
神
体
は
、
二
十
五
セ
ン
チ
程
の
金
の
御
幣
。
今
も
本
殿
よ
り
奥
へ 

女
性
は
入
れ
な
い
。
ま
た
家
族
に
死
者
な
ど
が
あ
っ
た
年
は
、
こ
の
祭
り
に
参
加
で 

き
な
い
。
自
分
の
家
の
庭
に
栗
の
枝
で
小
屋
を
作
り
、
そ
れ
に
入
っ
て
出
な
い
で
い 

る
。

こ
れ
を
カ
ゲ
見
舞
と
呼
ぶ
。

昭
和
二
十
三
年
頃
、
神
社
の
前
に
小
学
校
を
作
る
の
で
大
杉
を
切
っ
て
し
ま
い
、
 

今
は
そ
の
後
植
え
た
小
杉
が
あ
る
の
み
。
昔
は
こ
の
部
落
も
猿
が
出
没
し
た
。
特
に 

武
尊
山
に
は
多
か
っ
た
と
い
、っ
。
現

在
(

昭
和
四
十
七
年
八
月)

も
、
こ
の
部
落
の 

近
く
に
猿
は
出
没
す
る
と
い
う
。

春

駒所
在
地
川
場
村
門
前

管
理
者
川
場
村
門
前
青
年
団

こ
の
春
駒
は
、
二
月
の
初
午
に
門
前
部
落
の
青
年
男
子(

長
男)

に
よ
っ
て
行
な 

わ
れ
る
。
そ
れ
も
ほ
と
ん
ど
こ
の
部
落
の
長
男
が
行
な
っ
た
。
大
正
始
め
頃
青
年
会 

の
で
き
る
前
は
「
壮
建
会
」
が
あ
っ
て
、
そ
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。

こ
の
門
前
部
落
に
、
白
沢
村
岩
室
の
春
駒
を
行
な
う
親
子(

父
、
母
、
娘)

二
人

が
来
て
、
娘
が
馬
振
り
、
母
親
が
歌
い
手
、
父
親
は
荷
し
ょ
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
 々

は
大
正
の
始
め
ま
で
、
門
前
部
落
に
来
た
が
、
歌
い
手
で
あ
っ
た
母
親
の
死
亡
で
来 

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
門
前
部
落
で
は
、
当
時
養
蚕
業
が
盛
ん
で
あ
り
、
少
し
で 

も
養
蚕
の
で
き
が
よ
く
な
る
よ
う
に
と
、
白
沢
の
春
駒
の
中
止
を
み
て
、
門
前
の
青 

年
が
、
習
い
覚
え
て
来
て
は
じ
ま
っ
た
と
い
、っ
。
青
年
が
習
い
覚
え
て
来
た
と
い
う 

の
に
は
二
つ
の
説
が
あ
り
、
沼
田
の
滝
坂
の
春
駒
に
教
っ
た
と
い
う
の
と
、
白
沢
村 

岩
室
の
常
に
川
場
に
来
た
春
駒
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
習
っ
た
と
い
う
。

い
ず
れ
に
せ 

よ
大
正
五
年
青
年
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
の
が
現
在
の
も
の
で
あ
る
。

練
習
は
二
月
初
午
の
十
日
程
前
か
ら
、
青

年

会

場(

現
在
の
児
童
館)

に
集
っ
て 

や
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
夜
で
あ
っ
た
。
歌
詞
な
ど
書
い
た
も
の
を
先
輩
に
み
せ
て
も
ら 

い
、
そ
れ
を
自
分
で
写
し
て
覚
え
た
。
し
か
し
個
人
が
写
し
書
き
す
る
の
で
、
誤
り 

が
多
く
年
が
た
つ
に
つ
れ
て
誤
っ
た
も
の
が
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

春
駒
役

馬

振
り(

ふ
り
こ)

四 

お
っ
か
あ(

う
ち
わ
太
鼓
を
も
つ)

二 

お
と

う(

バ

川場村門前の「春駒」



ン
タ
と
呼
ぶ)

二

馬
振
り
は
木
製
の
長
さ
十
セ
ン
チ
程
の
小
さ
な
馬
を
持
つ
。
馬
振
り
と
お
つ
か
あ 

役
が
交
互
に
歌
、つ
。
お
と
う
は
家
に
入
つ
て
荷
物
し
ょ
い
。

桑
の
枝
で
太
鼓
を
叩
く
。
馬
に
は
布
を
付
け
て
お
き
、
そ
の
布
の
先
に
五
色
の
紙 

を
つ
け
て
お
き
、
そ
の
五
色
の
紙
を
、
桑
の
枝
の
バ
チ
に
つ
け
て
、
各
戸
訪
ず
れ
て 

家

に

置

い

て

く

る

。
各
戸
で
は
桑
の
バ
チ
を
神
棚
に
あ
げ
て
お
き
、
蚕
を
は
き
た 

て
る
と
き
こ
の
バ
チ
で
叩
い
て
は
き
た
て
る
と
、
そ
の
年
養
蚕
の
で
き
が
い
い
と
い 

う
〇二

月
初
午
の
日
は
、
朝
五
時
頃
よ
り
春
駒
振
り
が
は
じ
ま
る
。

お
寺
の
金
甲
稲
荷

春

駒

の

唄
 

左
の
袂
に
三
旦
二
夜

前
唄 

右
の
袂
に
三
旦
二
夜

サ
ア
サ
の
り
こ
め
は
ね
こ
め
蚕
飼
の
三
吉 

両
方
合
せ
て
六
日
六
夜

の
つ
た
ら
は
な
す
な
し
つ
か
と
か
い
こ
め 

六
日
六
夜
の
そ
の
間
に
て

本
唄 

暖
め
申
せ
ば
ぬ
く
と
め
申
す

春
の
始
め
の
春
駒
な
ん
ぞ 

三
日
に
見
初
め
て
四
日
に
青
む

夢
に
見
て
さ
え
よ
い
と
や
申
す 

五
日
に
さ
ら
り
と
お
い 
で
の
お
蚕
は

申
し
て
う
つ
つ
は
良
女
が
駒
よ 

お
出
が
よ
け
れ
ど
は
く
べ
き
種
は

年
も
よ
し
世
も
よ
し
蚕
飼
も
あ
た
る 

こ
れ
よ
り
南
は
吉
祥
天
の

蚕
飼
に
と
り
て
は
美
濃
の
国
の 

大
日
如
来
の
お
山
が
ご
ざ
る

桑
名
の
郡
や
小
野
山
里
で 

お
山
の
ふ
も
と
に
小
池
か
ご
ざ
る

と
り
た
る
種
子
は
さ
て
よ
い
種
子
よ 

小
池
の
中
の
弁
財
天
の

結
城
蚕
た
ね
力
茨
城
た
ね
力 

ひ
と
も
と
す
す
き
ふ
た
も
と
す
す
き 

た
や
で
豊
原
筑
前
こ
だ
ね 

三
本
す
す
き
に
す
ん
だ
る
鳥
は

み
と
こ
の
た
ね
を
寄
せ
集
め 

か
も
の
雄
鳥
大
と
や
申
す

か
い
め
女
郡
衆
に
お
渡
し
申
す 

き
じ
の
雌
鳥
小
と
や
申
す

か
い
め
女
郡
衆
は
受
け
喜
ん
で 

大
と
小
と
の
風
切
り
羽
よ

は
か
ま
は
く
な
る
あ
つ
は
た
な
ん
ぞ 

ふ
た
羽
は
け
ば
三
な
る
羽
よ

手
に
か
え
き
り
り
と
し
た
た
め
こ
ん
で 

ひ
と
羽
は
け
ば一

千
万
蚕

を
参
拝
し
て
か
ら
各
戸
を
振
り
廻
る
。
二
組
に
分
れ
て
行
な
う
が
夕
方
ま
で
か
か
る
。
 

各
戸
を
訪
ず
れ
る
と
昔
は
米
一
升
に
金
を
包
ん
で
く
れ
た
。
今
は
二
百
円
か
三
百
円 

を
く
れ
る
。

貰
つ
た
金
は
化
粧
道
具
購
入
の
資
金
に
す
る
。
村
の
役
員
の
家
は
、
二
組
に
分
れ 

て
い
た
春
駒
が 

一  

組
に
な
つ
て
歌
い
舞
、つ
。
馬
振
り
は
座
敷
に
上
が
つ
て
馬
振
り
を 

し
な
が
ら
舞
う
。
お
つ
か
あ
役
は
軒
下
で
歌
う
。
お
と
う
は
台
所
で
酒
を
載
く
。

お 

と
う
は
相
当
酒
の
強
い
者
で
な
い
と
、
夕
方
ま
で
つ
と
ま
ら
な
い
。

門
前
部
落
の
明
田
フ
ク(

八
九
才)

が
か
つ
て
は
、
春
駒
の
髪
結
い
、
仕
度
な
ど 

を
し
て
く
れ
た
。

ふ
た
羽
は
け
ば
二
千
万
蚕 

あ
の
蚕
こ
の
蚕
は
楽
め
す
様
な

三
羽
四
羽
と
は
き
ま
し
よ
な
ら
ば 

物
に
よ
く
よ
く
た
と
へ
て
見
れ
ば

紙
に
も
あ
ま
れ
ば
籠
に
も
あ
ま
る 

昔
源
氏
の
馬
屋
に
住
み
て

あ
ま
り
候
や
ひ
ろ
ま
り
候 

名
馬
の
馬
を
牧
場
に
上
げ
る 

_ 

さ
れ
ば
こ
の
蚕
な
に
が
な
進
上 

朝
日
に
向
い
て
は
元
そ
よ
そ
よ
と

桑
の
め
ぐ
み
が
良
い
と
や
申
す 

夕
日
に
向
い
て
は
う
ら
そ
よ
そ
よ
と

こ
れ
よ
り
南
は
八
反
畑 

食
気
に
似
た
り
葉
音
も
に
た
り

八
反
畑
は
み
な
桑
原
よ 

さ
ら
ば
こ
の
蚕
休
み
に
か
か
る

こ
の
や
娘
に
足
駄
を
は
か
せ 

し
じ
の
休
は
し
ん
ぢ
つ
蚕

し
ま
の
前
掛
紅
染
た
す
き 

竹
に
起
き
て
は
た
か
ご
に
ま
さ
る

髪
も
島
田
に
こ
り
ゃ
ん
と
ゆ
う
て 

舟
の
休
は
ふ
ん
だ
ん
蚕

七
九
目
竹
の
小
ざ
る
を
さ
げ
て 

庭
に
起
き
て
は
に
は
か
に
育
つ

桑
の
若
葉
を
お
手
や
わ
ら
か
に 

四
度
の
お
き
ふ
し
な
ん
く
せ
の
う
て

し
ん
な
と
た
ゆ
め
て
さ
ら
り
と
こ
い
て 

ま
ぶ
し
が
や
と
て
七
十
五
駄

ひ
と
こ
き
こ
い
て
は
小
ざ
る
に
入
れ
る 

ま
ぶ
し
も
小
高
く
折
上
げ
こ
ん
で

ふ
た
こ
き
こ
い
て
は
お
宿
へ 
か
え
る 

ま
ぶ
し
に
上
り
て
り
し
繭
は

お
宿
へ
か
え
れ
ば
手
で
お
し
も
ん
で 

利
根
の
河
原
や
片
品
川
の

あ
の
蚕
に
ち
ら
り
こ
の
蚕
に
ぱ
ら
り 

瀬
に
住
む
小
石
に
さ
も
よ
く
に
た
り

ち
ら
り
ぱ
ら
り
と
進
ん
ぜ
て
廻
る 

か
た
さ
も
か
た
い
し
お
も
さ
も
お
も
し



は
か
り
て
み
よ
と
て
は
か
り
て
見
れ
ば
昔
た
ゆ
ま
の
中
将
姫
は

糸
ま
ゆ
千
石
に
お
り
ま
ゆ
千
石 

あ
や
が
上
手
で
錦
が
上
手

種
ま
ゆ
共
に
三
千
石
よ 

雲
に
か
け
は
し
か
す
み
に
千
鳥

上
州
の
国
で
は
糸
引
上
手 

梅
に
う
ぐ
い
す
織
り
こ
む
時
は

尾
張
の
国
で
は
ま
ゆ
む
き
上
手 

一
反
織
り
た
る
元
三
尺
を

上
手
上
手
が
寄
り
集
り
て 

伊
勢
の
天
照
大
神
様
へ

三
日
三
晩
に
ま
ゆ
む
き
上
げ
て 

お
み
す
に
か
け
て
う
ら
三
尺
を

六
日
六
晚
に
糸
く
り
上
げ
て 

所
ろ
神
社
の
お
い
な
り
様
へ

七
日
七
夜
に
綿
か
け
上
げ
る 

お
み
す
に
上
が
り
残
り
し
絹
は

i

た
織
り
上
手
に
お
渡
し
申
す 

阪
東
つ
づ
ら
に
し
た
た
め
こ
ん
で

あ
め
う
り
唄

所
在
地
白
沢
村
高
平

伝
承
者 

白
沢
村
高
平 

小
幡
兼
吉(

昭
和
四
十
七
年
秋
死
去)

沼
田
市
で
は
、
林
浅
吉
も
や
っ
て
い
た
、
片
品
村
に
も
あ
め
う
り
が
い
た
。
 

余
一
中
あ
め
う
り
同
志
に
出
合
う
と
、
先
に
太
鼓
を
聞
き
つ
け
た
者
が
、
呼
び
太
鼓 

を
打
っ
。
あ
め
う
り
同
志
あ
う
と
仁
義
を
き
る
。
自
分
の
あ
め
う
り
一
家
の
者
だ
と 

仲
良
く
話
し
合
う
が
、

一
家
の
者
で
な
い
と
き
は
、
先
輩
に
道
を
ゆ
ず
る
。

_

分
の
一
家
の
者
だ
と
、
金
ま
わ
り
の
よ
い
村
を
教
え
て
や
る
。
あ
め
う
り
は
頭 

に
乗
せ
て
い
る
ハ
ン
ダ
ィ
の
あ
め
が
な
く
な
る
と
、
途
中
水
あ
め
を
買
い
煮
つ
め
て 

あ
め
を
作
る
。

あ
め
の
形

① 

お
が
ら
に
か
ら
む̂
^

ひ
き
あ
め

② 

旗
の
先
に
ま
く
ひ
き
あ
め

③ 

棒
に
か
ら
む
ひ
き
あ
め

(

以
上
夏
季
に
作
っ
て
売
る
あ
め
で
あ
る
。)

④ 

棒

あ

め(

十
五
セ
ン
チ
程
の
の
ば
し
た
も
の)

⑤ 

ぶ
っ
か
き
あ
め
ブ
リ
キ
の
容
器
に
入
れ
て
お
き
、
ヵ
ン
ナ
の
刃
で
か
い
て
う

荷
物
に
つ
も
れ
ば
七
十
五
駄 

七
福
神
の
お
て
う
ち
か
け
て

听
で
は
や
る
が
大
八
車 

こ
れ
を
館
に
引
込
む
時
は

大
八
車
に
ゆ
ら
り
と
つ
ん
で 

い
ぬ
い
の
方
に
銭
倉
七
つ

京
へ
や
ら
、っ
か
大
阪
や
ら
う
か 

た
つ
み
の
方
に
金
倉
七
つ

大
阪
本
町
ほ
て
屋
が
店
で 

合
せ
て
十
四
の
蔵
立
て
な
ら
べ

荷
物
渡
し
て
金
受
け
と
れ
ば 

あ
や
の
長
者
に
錦
の
長
者

大
判
千
両
に
小
判
が
千
両 

お
蚕
繁
昌
と
お
祝
申
す

白
金
共
に
三
千
両
を 

(
青
年
団
の
資
料
ょ
り)

大
八
車
に
ゆ
ら
り
と
つ
ん
で

あ
や
の
手
づ
な
に
錦
の
た
づ
な

る
。

(

以
上
が
冬
季
に
作
っ
て
売
る
あ
め
で
あ
る
。
冬
あ
め
夏
あ
め
と
、
に
つ
め
方
が 

ち
が
う
。)

夏
は
木
陰
、
冬
は
日
向
で
あ
め
を
売
る
。
流
し
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら
、
流
し
唄
を 

歌
い
な
が
ら
子
供
を
寄
せ
集
め
る
。
あ
め
を
売
る
と
そ
の
あ
と
歌
の
サ
ー
ビ
ス
を
す 

る
。
一
週
間
程
同
じ
場
所
を
歩
く
。
宿
泊
す
る
宿
は
、
弁
当
つ
き
で
一
日
七
十
錶
く
ら 

い
(

昭
和
の
は
じ
め)
。
宿
で
は
竹
の
棒
や
旗
作
り
を
す
る
。

金
の
な
い
と
き
は
、
自
分
の
名
入
れ
の
手
ぬ
ぐ
い
を
、

の
し
紙
に
入
れ
、
宿
屋
に 

行

っ

て

「
お
願
い
し
ま
す
」
と
出
す
と
、
相
手
が
そ
の
手
ぬ
ぐ
い
を
受
け
と
れ
ば
五 

十
銭
は
く
れ
る
。
手
ぬ
ぐ
い
を
返
せ
ば
二
十
銭
く
ら
い
つ
け
て
か
え
す
し
き
た
り
に 

な
っ
て
い
た(

昭
和
の
は
じ
め
頃)

。
だ
か
ら
あ
め
売
り
の
者
は
金
や
宿
に
困
る
こ
と 

は
な
か
っ
た
。

鑑
札
は
板
に
焼
き
判
の
も
の
を
持
っ
た
。
あ
め
う
り
の
小
幡
兼
吉
さ
ん
は
、
群
馬
、
 

货
潟
、
長
野
県
等
を
広
範
囲
に
歩
い
た
人
で
あ
る
。
夜
に
な
る
と
農
家
な
ど
で
雇
わ 

れ
、
座
敷
に
上
っ
て
様
々
な
歌
や
芸
を
披
露
し
た
。
あ
め
う
り
は
多
芸
で
な
け
れ
ば 

つ
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
座
敷
唄
で
は
段
物
が
多
く
、
大
人
の
好
む
物
語
り
的
な
も
の 

が
多
か
っ
た
。
特
に
葛
の
葉
の
子
別
れ
な
ど
は
ょ
く
注
文
さ
れ
た
曲
だ
っ
た
と
い
う
。
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古 

文 

書

は

じ

め

に

今
次
調
査
は
利
根
郡
を
主
と
す
る
九
市
町
村
を
対
象
と
し
た
。
し
か
し
近
世
文
書 

は
周
知
の
よ
ぅ
に
旧
村(

大
学)

ご
と
に
名
主
文
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
数
は 

一
旧
村
だ
け
で
も
彪
大
な
量
に
上
る
。

一
行
政
村
区
に
は
十
以
上
の
旧
村
が
含
ま
れ 

て
い
る
の
で
、
地
区
調
査
員
の
予
備
調
査
自
身
容
易
な
ら
ぬ
仕
事
で
あ
る
が
、
さ
ら 

に
本
調
査
に
用
意
さ
れ
た
日
程
で
は
到
底
そ
の
全
貌
を
精
査
す
る
こ
と
は
不
可
能
で 

あ
っ
た
。
ま
た
地
区
に
よ
っ
て
は
相
互
の
連
絡
不
十
分
や
所
蔵
者
の
都
合
に
よ
っ
て 

調
査
が
で
き
な
か
っ
た
所
も
あ
り
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
文
書
所
在
の
半
ば
を
確
認 

し
得
た
に
す
ぎ
な
い
。

こ
ぅ
し
た
状
態
で
報
告
書
を
ま
と
め
る
こ
と
は
本
意
で
は
な 

い
が
、
調
査
し
得
た
地
区
、
所
在
に
つ
い
て
は
主
要
文
書
の
撮
影
、
日
録
作
成
を
終 

了
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
一
応
報
告
の
責
を
果
す
こ
と
と
し
た
。
他
日 

改
め
て
精
査
す
る
機
会
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
本
報
告
書
が
い
さ
さ
か
で
も
地
方 

文
化
の
開
発
や
学
問
研
究
に
寄
与
し
、
併
せ
て
近
世
文
書
類
を
も
貴
重
な
文
化
財
と 

し
て
認
識
を
深
め
、
散
逸
を
防
ぐ
機
緣
と
な
る
こ
と
を
希
ん
で
止
ま
な
い
。

一
、
調
査
地
域
の
概
要

利
根
郡
は
、
群
馬
県
の
北
部
山
岳
地
帯
に
位
置
し
、
県
境
は
谷
川
岳
な
ど
二
千
メ
ー 

ト
ル
級
の
山
で
囲
ま
れ
て
い
る
。
郡
域
は
利
根
川
を
境
と
し
て
、
東
入
り
、
西
入
り 

に
大
別
さ
れ
、
中
央
の
沼
田
盆
地
東
崖
に
発
達
し
た
沼
田
を
首
邑
と
す
る
。
東
入
り 

は
薄
根
川
、
片
品
川
の
段
丘
に
そ
っ
て
集
落
が
連
な
り
、
三
平
峠
、
桧
枝
岐
峠
を
こ 

ぇ
て
会
津
に
通
ず
る
。

一
部
は
赤
城
東
麓
を
廻
っ
て
大
間
々
に
至
る
。
西
入
り
は
赤 

谷
川
に
そ
っ
て
三
国
街
道
が
通
り
、
三
国
峠
を
こ
ぇ
て
佐
渡
奉
行
や
北
越
三
侯
の
参

勤
交
代
路
で
あ
っ
た
。
沼
田
は
中
世
以
来
沼
田
氏
の
城
塞
で
、
戦
国
末
期
に
は
厩
橋 

と
と
も
に
上
杉•

北
条
両
氏
の
攻
防
の
焦
点
と
な
り
、
天
正
八
年
以
降
に
西
入
り
を 

制
し
た
真
田
昌
幸
が
領
し
た
。
同
十
七
年
に
は
豊
臣
秀
吉
の
調
停
に
ょ
っ
て
沼
田
を 

含
む
東
入
り
は
北
条
氏
、
名
胡
桃
城
以
西
は
真
田
氏
と
地
域
協
定
が
成
立
し
た
が
、
 

翌
年
北
条
氏
の
沼
田
城
代
が
こ
れ
を
破
っ
て
名
胡
桃
城
を
奪
取
し
た
た
め
、
小
田
原 

北
条
氏
は
討
伐
さ
れ
、
同
年
八
月
、
徳
川
家
康
の
関
東
入
国
と
い
ぅ
新
役
階
を
迎
ぇ 

た
。
沼
田
城
は
真
田
氏
の
故
地
と
認
め
ら
れ
て
、
信

幸
(

之)

が
ー 

ー
万
七
千
石
に
封 

せ
ら
れ
、
以
後
真
田
氏
五
代
約
百
年
の
間
、利
根
郡
下
は
そ
の
大
半
が
真
田
領
で
あ
っ 

た
。
真
田
氏
は
城
下
町
の
育
成
と
と
も
に
、
寛
永
期
に
つ
づ
い
て
寛
文
ー
ー
年 

二

六 

六
ー 

ー)

領
内
の
総
検
地
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
伊
賀
検
地
で
、

一
挙
に
十 

四
万
六
千
石
余
に
ぅ
ち
出
し
た
苛
酷
な
検
地
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
抗
し
て
天
和
元
年 

(

一
六
八
一)

市

兵

衛•

茂
左
衛
門
の
直
訴
事
件
が
起
こ
り
、
伊

真

守

信

利(

信 

直)

は
改
易
さ
れ
、
沼
田
は
廃
城
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
代
官
支
配
と
な
り
、
貞
享 

元
年(

一
六
八
四)

幕
命
に
ょ
っ
て
前
橋
藩
が
利
根
郡
下
の
再
検
地
を
行
っ
た
結
果
、
 

六
万
五
千
石
と
半
減
、
こ
れ
が
石
高
の
基
準
と
な
っ
た
。
世
に
お
助
け
検
地
と
い
わ 

れ
る
。

つ
い
で
元
禄
十
六
年(

一
七
〇
三)

本
多
伯
耆
守
正
永
が
入
封
し
て
三
万
石 

を
領
し
一
一
代)

、
享
保
十
五
年(

一
七
三
〇)

転
出
し
た
あ
と
ま
た
代
官
支
配
と
な
っ 

た
が
、
十
七
年
黒
田
豊
前
守
直
邦
が
代
っ
て
入
城(

ー
ー
代)

、
さ
ら
に
寛
保
二
年(

一
 

七
四
二)

土
岐
丹
後
守
頼
稔
が
代
わ
っ
て
以
後
幕
末
ま
で
土
岐
氏
十
二
代
の
支
配
が 

続
い
た
。
真
田
氏
以
後
、
沼
田
城
主
の
所
領
高
は
二
万
—

四
万
四
千
石
余
と
一
定
し 

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
所
領
高
が
す
べ
て
利
根
郡
下
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
 

例
ぇ
ば
土
岐
氏
の
場
合
、
入
封
時
の
所
領
は
利
根
郡
下
四
六
力
村
二
万
石
、
群
馬
郡 

下
二
十
力
村
、
河
内
国
志
記
郡
六
力
村
、
若
江
郡
下
七
力
村
、
美
作
国
英
田
郡
下
五 

十
ー
ヵ
村
、
勝
南
、
勝
北
郡
下
各
ニ
ヵ
村
と
、
利
根
郡
外
に
八
六
力
村
一
万
五
千
石



が
分
散
し
て
い
た
。
他
の
城
主
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
利
根
郡
下
の
う
ち
約 

三
分
の
一
の
二
万
石
前
後
は
沼
田
城
付
領
で
あ
る
が
、
他
は
天
領
、
旗
本
領
が
錯
雑 

し
て
い
た
。

一
般
に
東
入
り
は
旗
本
領
、
西
入
り
三
国
街
道
ぞ
い
は
天
領
が
多
い
。

こ
れ
ら
の
支
配
関
係
が
ど
の
ょ
う
に
推
移
し
た
か
そ
れ
が
農
民
生
活
に
与
え
た
影 

響
な
ど
ま
だ
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
中
で
最
も
大
き
な
事
件
は
前
述 

し
た
真
田
氏
改
易
一
件
と
、
土
岐
氏
治
政
に
起
っ
た
見
取
騒
動
で
あ
る
。

こ
れ
は
財 

政
補
塡
の
た
め
土
岐
藩
政
が
見
取
新
田
畑
を
高
に
組
み
入
れ
ょ
う
と
し
た
事
に
対
し 

て
、
天

明

元

年(

一
七
八
一)

沼
田
領
内
の
村
々
が
反
対
運
動
に
立
ち
上
り
、

つ
い 

に
中
止
さ
せ
た
事
件
で
あ
る
。
時
あ
た
か
も
上
武
両
国
に
は
絹
糸
貫
目
改
会
所
設
置 

に
反
対
す
る
絹
騒
動
が
起
っ
た
半
年
後
の
こ
と
で
、
と
も
に
農
民
側
の
勝
利
に
終
っ 

た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

利
根
郡
で
は
そ
の
大
半
が
山
村
で
、
気
候
も
寒
冷
で
あ
っ
た
か
ら
、
用
材
、
炭
焼 

き
な
ど
林
業
の
外
は
零
細
な
畑
作
、
駄
賃
稼
ぎ
が
主
業
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
世
中 

期
以
降
に
は
養
蚕•

煙
草
な
ど
が
盛
ん
と
な
り
、
養
蚕
は
赤
城
南
麓
の
製
糸
地
帯
に 

対
す
る
繭
供
給
源
と
し
て
、
煙
草
は
桃
野•

月
夜
野
地
区
を
主
産
地
と
し
て
沼
田
煙 

草
の
名
が
江
戸
に
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
大
豆
そ
の
他
の
豆
類
も
重
要
な
商
品
で
あ 

っ
た
。

こ
れ
ら
の
生
産
と
流
通
を
め
ぐ
っ
て
い
わ
ゆ
る
在
郷
商
人
の
抬
頭
が
典
型
的 

に
見
ら
れ
る
。
麻
の
自
給
織
物
歳(

才)

美
も
こ
の
地
方
の
特
産
で
あ
る
。

東
入
り
の
会
津
街
道
は
建
築
材
料
や
食
料
な
ど
の
物
々
交
換
ル
ー
ト
が
主
で
あ
っ 

た
が
、
西
入
り
の
三
国
街
道
は
冬
季
雪
に
と
ざ
さ
れ
な
が
ら
も
北
越
三
大
名
の
参
勤 

交
代
路
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
越
後
米
を
主
と
す
る
商
品
流
通
路
と
し
て
も
重
要 

な
役
割
を
果
し
た
。
沼

田•

中
之
条
な
ど
の
酒
造
業
も
注
目
に
値
す
る
。

幕
末
維
新
期
の
利
根
郡
下
は
沼
田
藩
主
土
岐
頼
之
が
佐
幕
派
の
桑
名
藩
主
の
六
男 

と
い
う
緣
か
ら
、
そ
の
動
向
が
注
目
さ
れ
、
さ
ら
に
戊
辰
の
年
に
は
東
北
諸
藩
同
盟 

に
境
を
接
し
て
三
回
、
会
津
戦
争
の
舞
台
と
な
っ
た
。

二
、
文
書
の
保
存
状
況

当
地
方
は
山
村
地
帯
で
あ
る
だ
け
に
、
旧
家
の
移
動
転
出
が
少
な
く
、
県
下
の
平

野
部
に
比
べ
る
と
保
存
状
況
は
一
般
に
良
好
で
あ
る
。
他
郡
下
に
比
べ
て
村
誌
の
編 

纂
が
進
ん
で
い
る
の
も
、
関
係
史
料
が
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
便
宜
の
一
因
で
あ
ろ 

う
。
前
言
し
た
よ
う
に
調
査
洩
れ
も
少
な
く
な
い
の
で
一
概
に
い
え
な
い
が
、

一
般 

的
傾
向
と
し
て
東
入
り
は
旧
名
主
公
文
書
が
区
有
の
形
で
役
簞
笥
等
に
保
管
さ
れ
て 

い
る
村
が
多
い
。
そ
の
場
合
は
旧
村
内
で
蔵
を
も
つ
家
が
一
年
交
代
で
輪
番
保
管
す 

る
も
の
が
大
半
で
、
そ
の
他
個
人
保
管
、
公
民
館
等
の
公
共
施
設
に
保
管
す
る
も
の 

等
が
あ
る
が
、
概
し
て
文
書
の
散
逸
は
少
な
い
よ
、っ
で
あ
る
。
た
だ
し
同
じ
区
有
で 

も
文
書
の
整
理
状
況
は
様
々
で
、

一
部
に
厳
重
封
印
、
開
封
の
場
合
は
関
係
者
立
合 

い
と
い
う
村
や
整
理
の
行
届
い
た
村
も
あ
る
が
、
大
部
分
は
未
整
理
で
、
文
書
目
録 

が
整
っ
て
い
る
村
は
皆
無
に
近
い
。
甚
し
き
は
木
箱
に
釘
付
け
の
ま
ま
機
械
的
に
引 

継
ぐ
の
で
、
湿
気
に
よ
る
腐
蝕
、
鼠
害
等
が
心
配
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
村
誌 

の
編®

時
に
却
っ
て
文
書
が
散
逸
し
て
い
る
傾
向
も
見
え
る
。

西
入
り
は
東
入
り
に
比
べ
る
と
川
田
地
区
な
ど
を
除
い
て
区
有
の
形
で
の
保
管
は 

少
な
い
。
と
く
に
三
国
街
道
ぞ
い
は
一
部
の
旧
家
を
除
い
て
明
治
以
降
盛
衰
が
あ
っ 

た
た
め
か
散
逸
し
た
も
の
が
少
く
な
い
。
沼
田
の
城
下
な
ど
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る
。
 

し
か
し
猿
ガ
京
関
所
や
月
夜
野
町
後
閑
家
、
笛
木
家
、
須
川
梅
沢
家
な
ど
豊
富
な
史 

料
を
愛
蔵
す
る
家
も
あ
っ
て
、
他
郡
に
比
べ
れ
ば
な
お
良
好
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し 

個
人
の
家
に
伝
え
ら
れ
た
文
書
は
当
主
の
関
心
度
に
よ
っ
て
整
理
保
存
の
良
い
も
の 

と
、
な
か
に
は
処
分
さ
れ
た
と
い
う
噂
さ
な
ど
両
極
端
で
あ
る
。
区
有
の
場
合
で
も 

前
述
し
た
よ
う
に
整
備
保
管
に
種
々
問
題
点
が
あ
る
の
で
、
せ
め
て
一
部
の
地
域
で 

実
施
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
治
体
か
ら
文
書
保
管
者
全
員
に
金
属
製
の
保
管
箱
を
支 

給
し
て
、
保
管
を
厳
に
す
る
と
と
も
に
こ
れ
以
上
の
散
逸
を
防
ぐ
処
置
が
緊
急
で
あ 

ろ
う
。
な
お
社
寺
関
係
で
は
川
場
村
吉
祥
寺
な
ど
は
未
調
査
で
あ
る
が
一
般
に
文
書 

•

記
録
類
の
保
存
は
よ
く
な
い
。

三
、
文

書

の

特

色

調
査
不
十
分
の
段
階
で
当
地
方
に
残
さ
れ
て
い
る
文
書
の
特
色
を
あ
げ
る
こ
と
は 

む
ず
か
し
い
が
、
一
項
に
関
連
し
て
以
下
要
点
と
思
わ
れ
る
も
の
を
箇
条
書
と
す
る
。



1

沼
田
氏
の
興
亡
に
つ
づ
く
真
田
氏
を
め
ぐ
っ
て
、
上
杉
、北
条
の
角
逐
場
で
あ
っ 

た
だ
け
に
、
沼
田
記
、
沼
田
根
元
記
、
同
盛
衰
記
な
ど
、
地
侍
層
の
動
向
に
関
す 

る
記
録
類
が
多
い
。
関
連
し
て
北
条
氏
邦
、真
田
昌
幸
関
係
の
戦
国
文
書
も
散
見
す 

る
。
記
録
で
は
加
沢
平
治
左
衛
門
の
加
沢
記
や
沼
田
領
品
々
覚
書
が
貴
重
で
あ
る
。
 

2
 

真
田
氏
の
領
主
の
領
主
側
史
料
は
信
州
松
代
、
上
田
に
移
さ
れ
た
も
の
が
多
い 

が
、
土
岐
藩
政
に
関
す
る
史
料
が
沼
田
市
内
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
。
見
取
騒
動
も 

土
岐
時
代
の
主
要
事
件
で
関
係
史
料
が
多
い
。

3

旧
名
主
文
書
で
は
一
般
に
後
期
の
も
の
が
多
い
が
、
真
田
氏
関
係
の
検
地
帳
、
 

年
貢
割
付
状
な
ど
寛
文
期
前
後
の
も
の
が
比
較
的
ょ
く
残
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で 

も
貞
享
検
地
帳
は
お
助
け
検
地
だ
け
に
桐
箱
な
ど
に
い
れ
て
大
半
の
村
に
残
さ
れ 

て
い
る
。
寛
文
検
地
帳
も
か
な
り
目
に
つ
く
。
ま
た
明
細
帳
な
ど
も
東
入
り
で
は 

大
半
が
残
さ
れ
て
い
る
。

4

沼
田
は
上
州
切
支
丹
の
拠
点
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
関
係
文
書
が
川
場
村•

猿 

ケ̂
一
足
に
あ
る
。

5

交
通
史
関
係
で
は
猿
ヶ
京
関
所
文
書
、
戸
倉
関
所
文
書
、
及
び
永
井
、
須
川
な 

ど
の
本
陣
文
書
が
あ
る
。
会
津
、
大
間
々
と
の
商
品
流
通
も
越
本
、
大
原
等
の
名 

主
文
書
に
散
見
す
る
。

6
 

寛
文
—
元
禄
ご
ろ
の
入
会
紛
争
、
用
水
紛
争
に
関
す
る
文
書
も
絵
図
と
と
も
に 

残
さ
れ
て
い
る
。

7
 

山
村
の
産
業
と
し
て
繭
、
煙
草
、
才
美
、
豆
類
の
生
産
流
通
に
関
す
る
文
書
が 

各
名
主
文
書
中
に
含
ま
れ
、
ま
た
白
沢
の
小
野
家
、
利
南
の
倉
品
家
、
追
貝
の
星 

野
家
、
沼
田
の
堀
江
家
等
在
郷
商
人
の
史
料
が
豊
富
で
あ
る

8
 

維
新
期
三
国
、
会
津
戦
争
に
関
す
る
史
料
が
永
井
本
陣
文
書
や
東
入
り
の
各
村 

の
名
主
文
書
中
に
多
い
。

9

明
治
初
年
の
県
政
文
書
、
と
く
に
地
租
改
正
に
関
す
る
文
書
が
東
入
地
区
の
区 

有
文
書
に
そ
ろ
っ
て
い
る
。

利
根
郡
下
の
郡
村
誌
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

利

根

郡

誌(

昭5
)
 

沼

田

町

史(

昭

27) 

わ
が
赤
城
根
村(

昭

29) 

利
南

村

誌(

昭

31) 

新
治
村
史
料
集
ー
ー
五(

昭

311

48) 

糸
之
瀬
村
誌(

昭

33) 

薄

根

村

誌(

昭

34) 

川
田
村
誌•

同

追

録(

昭

36•

37) 

川
場
村
の
歴
史
と 

文

化(

昭
36) 

村
誌
久
呂
保(

勢
多
郡)
(

昭

36) 

桃
野
村
誌(

昭

39) 

片
品 

村

誌
(

昭

38) 

町
誌
み
な
か
み(

昭

39) 

池

田

村

誌(

昭

39) 

白
沢
村
誌 

(

昭

39) 

古

馬
牧
村
史(

昭

47) 

沼
田
風
土
記(

昭

35)

藤
原
風
土
記(

昭 

38) 

利

根

村

史(

昭
48) 

桃

野

村

誌(

昭
36) 

(

山
田
武
麿) 

調
査
員
お
ょ
び
調
査
担
当
の
当
地
区
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
田
武
麿
、
長
谷
川
清
、
淡

路

博

和(

片
品
村
、
利
根
村
、
川
場
村
、
沼
田
市
池

田
地
区)

中
島
明
、
唐
沢
定
市
、
田
島
国
明(

白
沢
村
、
利
根
村
旧
赤
城
根
地
区
、
昭
和
村
、
 

沼
田
市
川
田
地
区
、
利
南
地
区)

井
上
定
幸
、
渋
谷
浩
、
駒

形

義

夫(

水
上
町
、
新
治
村
、
月
夜
野
町)

な
お
、
沼
田
市
内
は
今
回
は
調
査
で
き
な
か
っ
た
。

調

査

報

告

沼
田
市
川
田
村
概
況

明
治
二
十
二
年
四
月
に
発
足
し
た
川
田
村
は
、
上
川
田
、
下
川
田
、
屋
形
原
、
岩 

本
、
今
井
の
五
ケ
村
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
近
世
初
期
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
 

沼
田
藩
真
田
氏
の
統
治
に
服
し
て
い
た
が
、
天
和
元
年
の
伊
賀
守
改
易
に
ょ
っ
て
岩 

本
、
上
川
田
、
屋
形
原
の
三
ケ
村
は
、
本
多
、
黒
田
、
土
岐
氏
と
領
主
の
交
代
を
み 

て
い
る
が
、
下
川
田
、
今
井
の
両
村
は
幕
府
の
直
轄
領
と
な
っ
て
い
る
。

本
地
区
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文
書
の
ぅ
ち
注
目
す
べ
き
は
、
先
ず
上
川
田
の
深
津 

家
の
所
蔵
す
る
中
世
文
書
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い(

資
料
篇
参
照)

。
ま
た
岩
本
区
有 

文
書
中
の
岩
本
村
名
主
の
「
覚
帳
」
に
も
注
目
し
た
い
。

こ
れ
は
岩
本
村
代
々
の
名 

主
が
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
時
代
の
変
遷
を
知
る
恰
好
な
史
料
で
あ
る
。
す
な 

わ
ち
そ
れ
は
享
和
元(

一
八
〇
一)

年
九
月
に
は
じ
ま
り
、
明
治
維
新
に
い
た
る
幕
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8.水上町阿能川日影平

モリアオガエル繁殖地

9.水上町阿能川日影平

モリアオガエル繁殖地

10.水上町日影平

モリアオガエル繁殖地



1.月夜野町大峰山開拓地 2.月夜野町大峰山開拓地
モリアオガエル繁殖地 モリアオガエル繁殖地

3.月夜野町大峰沼西岸 4.月夜野町大沼
キセルガイ類生息地 モリアオガエル繁殖地

5.新治村須川川右岸 6.新治村須川川右岸
コウモリ穴 コウモリ穴の蘚類をあつめた巣

7.新治村東山峰須川小池 

モリアオガエル繁殖地



と思う。何れにせよ今回は個体もみず生 

息数の様子も不明であり場所の状態を一 

見したにとどまる。

⑵ 第一次調査カードにミクニベニヒカゲ 

(三国山中段草原)の記録がある。ベニ 

ヒカゲは日本の高山蝶の代表的なもので 

生息域は1500 m以上の高山草原に限ら 

れている。群馬県には三つの亜種が分布 

し至仏山を中心とした地域のシブツベニ 

ヒカゲと谷川岳から三国山一帯にかけて 

の地域のミクニベニヒカゲの二亜種が今 

回の調査区内に産する。今回は調S期間 

の関係から有効な調査が期待できないの 

で現地調査を省略した。なお本種につい 

ては布施英明氏の詳しい調査がすでにあ 

る。舌し獲採集から守りたい種である。 

⑶第一次調査カードに水上町阿能川上流 

の岩場トウホクサンショウウオ南限地と 

しての記載がある。場所は吾妻耶山北側 

直下にある仏岩を水上方面に下り阿能)11 
上流に出る地点で水上町管内である。産 

卵時のみ水域に出現するので今回の調査 

時期では不適当のため現地調査を省略し 

た。種の確認もなく、カードの記載も「生 

息のもよう」とききこみ段階であるがも 

し確実にトウホクサンショウウオである 

ならば従来調査の分布南限境界線上に一 

点を加えることができる。ちなみに県内 

での最も南に位置する本種の産卵地は沼 

田市迦葉山白樺湿原地域である。(飯塚正 

幸氏の調査)

⑷ 日本猿群棲地(大源太山クロガネ岩) 

についても今回は現地調査を省略した。 

なおこの地域のニホンザルについては従 

来小林二三雄氏の詳しい調査がすでにあ 

る〇

後 記

(1)調査時について、報告文中の

1.2.3.4項は47年8月24日

5.6項は 同 8月25日

7項は 同 8月26日

⑵ 今回の調査は第一次調査のカードの出そ 

ろった段階でそれに基づいて第二次調査を行 

うと云う方法を示されそれに従った。文化財 

関係の他の領域とことなり動物分野は生活行 

動の季節性と云う点から適時をのがしてほと 

んどの地域で対象動物の実体の確認はでき 

ず、その環境調査にとどまった。幸に従前の 

調査のあったものは多少それでカバーをした 

程度である。本来かかる調査は各季節にわた 

り、数年をかけて行ってはじめて地域の真の 

実態が寸巴握できるものであることを確認して 

ぉきたい。

⑶ 本報告は利根郡の西部地域にかたよった 

結果になっている。その他の地域に貴重な動 

物の生息地、繁殖地がないのではなく第一次 

調査カードが筆者の手もとにこなかったため 

第二次調査まで進められなかった結果であ 

る。

⑷沼田市をふくむ利根郡一円はこの報告以 

外の貴重な動物生息域、繁殖地がたくさんあ 

る。たとえばニホンザルの生息域、タゴガエ 

ル分布地、イヌワシ、クマタカなど鳥類の生 

息地、トワダカワゲラやムカシトンボの生息 

地など、またモリアオガエル繁殖地やサン 

ショウウオ類の産卵地は本報告にのせた以外 

の地域がたくさんある。これらは何れも県内 

のいく人かの熱心な研究者たちの年数をかけ 

ての調査で判明したものである。(五味礼夫)



どから種構成は一種類でおそらくウサギコウ 

モリであろう。一刻も静止せずはげしく飛び 

交うため個体の採集は不可能であった。した 

がって種の同定は推定にとどまる。

蘚類をあつめた巣が二個地上に落下してい 

たがおそらく育児のために営巣したのではな 

がろうか。(写真6)
穴の入口から内部へ50cmと1mの距離に 

ニケ所厚さ1.5 cmほどの糞の堆積があった。 

おそらく成体が穴の天井に小群をなして懸垂 

した個体群から落下堆積したものであろう。 

糞の量(堆積の厚さ)から見て相当の期間定 

住しているものと思う。

ただこの穴が入口が大きく外部(川の方向) 

にむかって開き奥ゆきがあまりないことから 

光をさえぎるものは川岸に繁る落葉樹のみで 

ある故秋末落葉期から冬期はもちろん初夏の 

頃までは明るすぎることが察せられる。さら 

に大きく外にひらいてしゃへい物のない秋 

一冬一春の期間は気温の変動がはげしいだろ 

う。この二項目から冬眠期間は安住に不適な 

ところと思われる。念のために48年3月再調 

査をした時は一個体もみとめられず、冬眠の 

場所を求めて他に移動したものと思う。

6 モリアオガエル繁殖地(写真7)
利根郡新治村東峰須川字小池の小池

環境状況沼とそれをかこむ湿原、その外 

周に雑木林がみられ、またところにより沼岸 

近く灌木(低木)が点在する。沼中の植物は 

豊富でヒルムシロ、ヒツジグサ、タヌキモ、 

コタヌキモ、フラスコモ、カタシャジクモ、 

センニンソウ、フサモなどか’密生しミツガシ 

ワも多い。また湿原にはエゾシロネ、サワギ 

キョウ、ミヅギボシ、ヤマドリゼンマイそし 

てヨシの群落をみる。近接する水田の溝には 

ヒナフラスコモが多く、ヌカエビのかなりの 

個体みられた。

モリアオガエル繁殖地としての所見 周囲 

の環境条件としては良好であるが調査時期が 

適切でないため卵塊も成体もみられなかっ 

た。

沼は自然状態をよく保っているが沼辺に 

東京都練馬区、奥平温泉開発株式会社 

許可、群馬県指令第十号

と墨書した立札が立ち余人の立入りを禁じる 

姿勢を示してVゝる。現地の人にきくとコイを 

養殖してV、るらしVゝとの話である。実状は給 

餌をしているようすもなく、その施設もみら 

れなかった。放流放置なら餌は当然天然餌料 

にたよる外なくオタマジャクシも相当くわれ 

てしまうだろうと察せられるが実状の詳細は 

不明であり、指令第十号とは何か、漁業権関 

係ではないことは明らかである。

7 モリアオガエル繁殖地(写真8. 9.10)
利根郡水上町字阿能川小字日影平

環境状況小さな沢の流れのゆきどまり左 

岸側にある階段状の水田の周辺が産卵場所で 

あり、各所で水田の緣におおいかぶさるよう 

に雑木の枝がのびている。また沢をおおうよ 

うに雑木や雑草がしげっている。道路からは 

50mほどはなれて山にかこまれたところで 

ある。周辺の#生はスギ、アカマツ、カラマ 

ツなどの針葉樹のほかクリ、ホオノキ、ナラ、 

ヤナギ、ヌルデ、ノリウツギなど落葉広葉樹 

が繁る。

モリアオガエル繁殖地としての所見 周囲 

環境は絶好の場所で成体が移動安住する場所 

もゆたかである。ただ幼生成育期間中沢水と 

水田水が安定に充分であるかどうか。また保 

存のためには産卵期から幼生成育期間中水田 

へのつよい農薬の散布はさし控えねばなるま 

い。この地点の産卵は6月である。

附記

(1)第一次調査のカードに記載されたホン 

シウジネズミについて8月25日報告者 

笛木弥一郎氏の案内で同氏所有の杉林を 

一見した。新治村大字永井字保戸野の植 

林された杉林で約10町歩。本来夜行性で 

自然生態の観察は困難である。林内にあ 

る管理小屋に冬季一個体現れた由で同氏 

の記載では体長3 cm尾長2 cm くらいとあ 

るが成体としては小さすぎるのでこの目 

げき個体は未成熟の若獣であったものと 

思ぅ。

本種は日本の本州特有の亜種であり各 

地から広く採集記録がある。食性は昆虫、 

くも、みみずなどであり観察した杉林の 

状態からみて食物は安定して求められる



か'適していること、また多雨の季節にとくに 

活発であることなど調査時が季節も時間帯も 

適切でなかった結果であろう。

何れにせよーケ所に多種類のキセルガイ類 

か'生息する場所は県内にそう多くないと思わ 

れ貴重な場所である。

附記

(1) 今回日程の関係から現地調査のできな 

かったものにウサギコウモリ生息地があ 

る。大峰沼から鳥居平をすぎて大峰山登 

山口にかかる附近だと云う。日大農獣医 

学部学生の総合調査の際確認し、一個体 

液漬標本として保存されている。筆者も 

この標本を観察したがまちがいなくウサ 

ギコウモリである。尾瀬地方および丸 

沼•菅沼地方での生息は筆者も確認して 

いる。県内の生息地はそう多くないと思 

われる。

(2) 大峰山を中心とする一帯の諸水域には 

ハコネサンショウオ、クロサンショウウ 

才、トワダカワゲラ、ムカシトンボ、夕 

ゴガエルなどの生息を従来の調査で確認 

している。クロサンショワワオは北方系 

の寒地性の種でありトワダカワゲラは日 

本固有種で冷水性の代表種、ムカシトン 

ボは地質時代の遺存種いわゆる生きた化 

石であり日本にとくに現生種として多く 

のこっているもの、タゴガエルは日本固 

有の種でアカガエルにごく近緣のもので 

ある。また日本最小のトンボであるハッ 

チョワトンボは尾瀬ケ原で衰退の傾向が 

著しい点から、ここ大峰沼の浮島湿原は 

貴重な本県の主産地であろう。

(3) 本地域は植生もゆたかで安定している 

ことから各種野鳥の繁殖地、渡来地とし 

てもまた各種昆虫の生息地としてもこの 

一帯は貴重である。

(4) 総括して大峰山一帯の環境は調和のと 

れたすばらしい自然状態を保持しており 

貴重な数々の動物の生息地、繁殖地であ 

る。すでに指定してある大峰沼浮島湿原、 

古沼のモリアオガエル産卵地と合せてこ 

の環境一帯の現状を、たとえば県の特別 

天然記念物地域として保存することがの

ぞましい。

4モリアオガエル繁殖地(写真4 )
利根郡月夜野町大沼

環境状況大沼部落より北に約1km、標高 

870 mの地点で、大沼の周囲の樹枝、沼中に多 

いミツガシワ、旧水田へりの草茎などに産卵、 

水田は現在耕作していない部分が多く浅い沢 

地状の荒れ地化している。沼のほとんど全面 

にミツガシワ群生し、西端近くの水域にはヒ 

ルムシロ、ヒツジグサがみられる。沼の径は 

東西約100 m余、南北およそ4〇〜50 mであ 

る。沼をかこむ湿地帯にヨシ、サワギキョワ、 

ニッコワキスゲ、ヒメシダがみられ周辺の林 

相はスギ、アカマツ、オノエヤナギ、クリ、 

ダケカンバなどである。

モリアオガエル繁殖地としての所見調査 

時期がすでに産卵期をはるかに過ぎているた 

め卵塊数、産卵状況などの調査は不能であっ 

たがこの点は金井賢一郎•広瀬文男氏らに 

よってすでに確認されている。環境状況はま 

ことに良好であり人里からはなれてまだ観光 

的な開発もなく訪れる人も少ない故自然状態 

がよく保たれている。水域の生物を克明に調 

査すればいろいろ興味深い種が多産するので 

はないか。今後沼の生物の精査を行った上で 

総合的に良好な自然環境として保存したいも 

のである。

5 コウモリ穴(写真5、6)
利根郡新治村川手山、須川川右岸

環境状況 須川川を直下に見おろす右岸近 

くの岩壁の一部が崩れ落ちてできたと思われ 

る穴である。采く入りこんだほらあなとい 

うよりも岩の庇(岩庇)の下の凹所とも云う 

べきところであり、高さ7 m、奥ゆき5〜6m、 

穴の入口の巾10 mの規模である。川岸に繁る 

落葉広葉樹によって直射光をさえぎられてい 

る。附近にはダイモンジソウ、エンレイソウ•、 

オシダなどが点在しまた穴の地上にはジャゴ 

ケが多い。これら植生から相当湿度の高い場 

所であることを思わせる。(写真5)
コウモリ生息場所としての所見 調査中こ 

の穴を中心に15-16個体のコウモリがおど 

ろき飛び交いにぎやかであった。

その翼のようす、体の大きさ、飛びかたな



動 物

1モリアオガエル繁殖地(写真1、2) 
'利根郡月夜野町大峰山開拓地しょうぶ沼 

(仮称)

環境状況 古沼より直線距離で約1km南、 

新治村との境界近くにある沼で大きさは径約 

50 m、沼内の水草はヒツジグサ、コバノヒル 

ムシロ、タヌキモなどで、岸近い水深の浅い 

ところおよび湿潤地にサンカクイ、サハギ 

キョウ、ショウブが多い。沼をかこむ林相は 

沼近くアカマツ、杉林(7〜8年生)ヤマグゥ 

などでその外周をカラマツの林がとりかこ 

む。

モりアオガエル産卵地としての所見調査 

時が8月下旬のため卵塊数は確認できなかっ 

たが沼内にモリアオガエルのおたまじゃくし 

を多数認め得たことからかな〇の産卵がおこ 

なわれたものと推定される。繁殖環境として 

の条件は良好である。47年度は古沼の水が激 

減して産卵数も減少したことから本地点に産 

卵の場所を求めて若干の移動がおこなわれた 

ろうという。(現地第一次調査者の意見)

今後の経過をみて定着して繁殖が続けられ 

るようなら指定保護の価値は充分あると思 

う。この場合沼の周囲の林を中心とする植生 

の保護が必須の条件である。またもし定着が 

なかったにしても天然記念物指定地となって 

いる古沼の水が年により減少し不安定の実状 

からみて古沼のモリアオガエルの一時的逃避 

地としてここの自然環境を保護することも良 

策かと思う。

2 ヤマネ生息地

利根郡月夜野町大峰山

環境状況 古沼より大峰沼に至る山林内で 

月夜野営林署管内の国有林である。林の状況 

は上層はヒノキ、マツ、スギ、カラマツなど 

の針葉樹とクルミ、ミヅナラ、サクラ、ミヅ 

キ、ホオノキ、クリなどの落葉広葉樹の混生 

林である。下層はクマザサが中心で極相の姿 

を示す。

ヤマネ生息地としての所見 ヤマネは1属 

1種日本固有の種であり、山地の常緑針葉樹 

と広葉樹の混生する森林を好む。世界的珍獣 

であり冬期冬眠中の体温変動は特有である。 

本県内では片品村地域の森林、吾妻郡内の森 

林にその生息が知られている。夜行性である 

ため深夜の調査を行うか冬眠中の巣をみつけ 

ないと生体の確認は困難である。今回の調査 

でも確認はできなかったが日大農獣医学部の 

学生による総合調査で確認がなされている。 

本獣の生息地は食物と営巣場所を提供する高 

地の安定した針葉•広葉混生林であり、各地 

の森林の開発にともない不安定を増し本獣の 

生息地をせばめている昨今ではこの地域のよ 

うな安定した林相を保つ地域はぜひ保存した 

いものである。

3 キセルガイ類生息地(写真3)
利根郡月夜野町大峰山大峰沼西岸の林

環境状況 沼をとりまく西岸斜面のブナ、 

ミズナラ、ナラの大木やズミ、アサノハカエ 

デ、イタヤカエデ、ホオノキ、トチノキ、ノ 

りウツギ、オオバクロモジなどの深く繁る広 

葉樹林の林床は岩塊の重なりに落葉の厚く積 

った湿度の局い場尸斤である。

キセルガイ類生息地としての所見 陸産の 

貝類は針葉樹林よりも広葉樹林の林床を好み 

湿度の高い陰地を求める。沼からの湿気の供 

給も多く、広葉樹がしげり、林床の基盤は不 

規則な岩塊の重なりであるため大小さまざま 

な岩塊間のすきまをつくり腐葉がつもりた 

まっていること、老木も多くそれぞれに小樹 

洞がある。このような条件をそなえた本地域 

は陸産貝類の生息には最好適な環境である。

この地域内でキセルガイ類の種類が数多く 

認められており日大農獣医学部の総合調査で 

もヒカりギセル、ツムガタモドキギセル、ヒ 

メギセル、オクガタギセルなどを記載してい 

る。今回の調査ではナミギセルー種を確認し 

たにとどまるが本来夜行性であり早朝の調査



治村月瀬産ワイラケ沸石

灰岩は埋積変質作用をうけ、その中に各種の沸石鉱物が自生してVゝる。月瀬沢より東方では、 

斜プチロル沸石ができているが、月瀬沢では、主に濁沸石が産し、その一部からは、ワイラケ 

沸石が産出する。しかも、時には岩石の割れ目に自形結晶をなしていることがある。これらの 

沸石の産状から、西部地域ほど温度の高い埋積変質作用をうけたことを示している。しかもワ 

イラケ沸石が産出する部分は特に温度勾配が著しかったものと推定される。

ワイラケ沸石はカルシウムを含む方沸石類似鉱物で、ニュージランドのワイラケ地熱帯の 

ボーリング.コアから最初に発見された。その後、日本でも数か所から発見され、群馬県でも 

甘楽郡下仁田町元宿付近から発見された。しかし、当地域から出るワイラケ沸石のように脈状 

をなし自形結晶で産出するのは比較的少い。写真図版第11図の白色の部分がワイラケ沸石であ 

る〇

参考文献

上越南部グリーンタワ団研グループ：同団研機関紙、第3号、11一13、1972 (騰写印刷)。

(木崎喜雄)



ている。この洞窟はヒカリゴケの生息地になって 

いる。

変質岩中には変質鉱物としてズニ石ができてい 

る。ズニ石は弗素および塩素を含んでいるアルミ 

ニュウの珪酸塩鉱物で、等軸晶系の四面体の結晶 

である。川手山産のズニ石は径1〜2腿1あるが、 

結晶の形は余り明暸ではない。群馬県では産出の 

稀な鉱物で、吾妻郡六合村入山の岩菅山中腹で発 

見されたものに次いで、2番目の産出である。岩 

菅山産のものについては、小川雨田雄が記載して 

いる。調査後、県指定天然記念物となっている。

參考文献

小川雨田雄：ズニ石(Zunyite )の新産、岩石鉱物 

鉱床学会誌、第21卷、285—288、1939

川手山付近の変質の状態とズニ石を含む変質岩の

写真を右に示した。
⑨川手山ズニ石産地

⑩川手山産ズニ•石を含んだ変質石

ワイラケ沸石

所在地新治村月瀬

管理者月夜野営林署

猿ケ京から月瀬部落をとおりその南方に入る林道が台倉林道月瀬線である。この林道付近に 

は、上越南部グりーンタフ第三系の最上部にあたる赤谷黒色頁岩層、原酸性火砕岩層および合 

瀬各種火砕岩層が分布する。これらの堆積岩は、関谷沢(月瀬沢の西側の沢)では四万火成岩 

体に貫入されており、月瀬沢では安山岩の岩脈等に貫入されている。合瀬各種火砕岩層中の凝



(B渐治村永井付近有孔虫化石産地

新井房夫•木崎喜雄はこの新第三系を研究し、下位の水上層群と上位の猿ヶ京層群に2分した。 

両者の関係は不整合である。水上層群は下部より、大倉変質玄武岩層、粟沢礫岩層、湯原変質 

安山岩•玄武岩層、下部奈女沢砂岩•頁岩層および上部奈女沢酸性火砕岩層に区分され、猿ヶ 

京層群は下部より、後閑各種火砕岩層、赤谷黒色頁岩層および原酸性凝灰岩層に区分される。 

赤谷黒色頁岩層以外の各層からも動物又はネ直物の化石が少数産出するが、それらの地層の地 

質時代の決定には役立たない。一方、赤谷黒色頁岩原の中層準から各種の有孔虫化石および貝 

化石が産出する。主な有孔虫化石はCyclaminnaincisa Stache, C. japonica Asano, C 

ancellata Brady 等であり'、貝化石は Palliolum (Delect peeten) aff, pekhami^ABB)等で、こ 

れらの化石から、赤谷黒色頁岩層の地質時代は中期中新世と考えられる。従って、猿ヶ京層群 

は中新中新統であり、また水上層群は下咅中新統となる。Cyclaminnaは、Lituolinaeに属す 

る有孔虫で、平面卷の1mm内外の有孔虫である。これらの化石の産出は上越南部グり—ンタフ 

第三系の対比に有効な資料となった。永井付近の産地の写真を上に示したが、これ以外の場所 

からも産出する。

参考文献

新井房夫•木崎喜雄:上越地方谷川岳南部のグリンタフ第三系について(その1)、藤本治義教授還暦記 

念論文集、213—219、1958。

ズ ニ 石

所在地 新治村入須川川手山(山林)

管理者月夜野営林署

吾妻郡中之条町四万を中心に、第三紀の石英閃緑岩や玲岩がかなり広い範囲に分布していて、 

その一部は新治村の入須川上流部にも分布している。この火成岩類は、奥平西方でグりーンタ 

フ第三系中に貫入している。川手山一帯は玲岩が広く分布していて、所々で熱水変質作用をうけ 

非常に多孔質な岩石に変っている。このため軟質部が浸食されて石門や多数の洞窟が形成され



中生代貝化石

所在地水上町奥利根井戸沢中流部

管理者未 詳

地質調査所発行の20万分の1地質図等によると、利根川水源地域には花崗岩が広く分布し 

ているものとされていた。昭和29年木崎喜雄•新井房夫はこの地域の一部の地質と鉱床を調査 

し、この地域に時代未詳の中生層が広く分布していることを発見し、奥利根中生層と命名した。 

また同じ頃、群馬県利根水源探検隊がこの地域に入り、地質担当隊員の小林二三雄が利根川本 

流に沿う地域の地質を調査し、この中生層からエントモノチス貝の化石を発見した。

奥利根中生層は下部より、水長沢層、井戸沢層、剣ケ倉沢層および東俣沢層に岩相区分され、 

貝化石は東俣沢層および井戸沢層の頁岩中より産出する。最も多産するのは井戸沢中流部の井尸 

沢層の黒色頁岩である。貝化石は藤本治義•矢部之男の研究により、Entomonotis cfr. ochtica 

(KEYSERLING)とその変種およびEntomonotis Tenuicostata KOBAYASHI et ICHIKAWA の変種と同定 

され、奥利根中生層の地質時代は後期三畳紀と推定された。化石は大きいもので径約1〇 cmあり、 

放射肋がよく発達している。井戸沢産の貝化石の写真を下に示した°関東地方における同時代 

の地層は東京都西多摩郡に分布しているが、奥利根中生層の発見によって、後期三畳紀の外帯 

の海が群馬県北端まで達していたことが明らかになった。

参考文献

木崎喜雄•新井房夫：奥利根根地域鉱床調査報告、群馬県、1955
小林二三雄利根川水源地域の地質、地学雑誌、第64卷、92—102、1955、

藤本治義.矢部之男：利根川水源地域東俣沢層産Entomonotisについて、地学雑誌、第64卷、103—104、 

19550

⑦Entomonotis cfr. ochotica
(KEYSERLING)

新第三紀有孔虫化石

所在地利根郡新治村永井(河川敷)

管理者未 詳

谷川岳の南側の山地にはグりーンタフ第三系が広く分布し、中之条町北部まで広がっている。



象歯化石

産 地 川場村富士山桜川河床(河川敷)

所在地群馬大学教育学部地学教室

管理者同 上

中期洪積世に武尊火山噴出の溶岩流の堰止により、川場付近に古川場湖ができ、粘土層、砂 

層および砂礫層等の湖成層が堆積した。1954年富士山部落南方の桜川護岸工事中、川場湖成層 

中より2個の象歯化石が発見された。新井房夫•鹿間時夫の研究によると、これらの象歯化石 

は上顎左右の第3臼歯で、右歯は最大長203 mm、最大巾75mm、14稜が残っていた。左歯は6稜 

だけが残っていて、形は小さい。全般的形態から、Palaeoloxodon namaclicus (Matsu-
moto)の歯と同定された。東日本のナウマン象の歯の化石としては一般的なものである。

ナウマン象の歯の化石は、全国的にはかなりの数のものが発見されている。しかし、群馬県 

では、今までに唯一の象歯化石であり、また、洪ネ責世の火山活動にともなって形成された古沼 

田湖や古川場湖等の地史を明らかにする有力な資料である。

参考文献

新井房夫•鹿間時夫：群馬県利根郡川場村産象歯化石について、地質学雑誌、第61卷、506—507、1955 
象歯化石および産地の写真を下•に示した。

⑤川場村富士山産 Palaeoloxodon namaclicus yabei 

fMATSUMOTO)

⑥象歯化石産地川場村富士山桜川



③片品村戸倉 ウルシ沢産 Corbicula tetoriensis

④Corbicula化石産地(六郎沢)

産する。主な産地はウルシ沢中流右岸中腹の露岩と六郎沢中流右岸の稜線付近の露岩である〇 

目化石は2em前後の円味のある三解ないし娜三角形を示し殼は大部分溶脱してい 

る。Corb通ヤマトシジミ科の-属で、淡水ないし汽水性の二枚貝で’白亜紀扎い雜に 

生息している。Corbicula tetoriensisは前期白亜紀のものである。なお下部砂岩、泥岩互層から 

はBelemnite spo(やいし類)の化石が見出されている。谷

これらの化石と岩貧から、戸倉中生層は手取顯に対比される。手取層群は中部地方の飛弾 

山醐辺に発達する地層で、その地質時代はジュラ紀中期ないし白亜紀前期である"CoMa 

tetoriensisは手取層を特徴づける化石の1つである。戸倉中生層の存在は手取層群堆積の水域 

がこの地域まで広がっていたことを裏づけた。

参考文献 
林信悟、神沢憲治、木崎喜雄、大竹忍、武井醐' 戸谷啓一歐山下昇：片品川上流地域で観した手 

取統〃、地質学雑志、第71卷、76-77.1965
§ Corbicula tetoriensisの｛匕石および六郎沢の化石産地露頭の写真を上に不した。



①白沢村岩室室産Cladophlebis

②岩室片品川岸岩室中生層露頭

Pbdozamites lanceolatus L • et H (球果類)等である。これらの化石は、岩室発電所上流約500 

mの片品川岸の数か所の崖の黒色頁岩層から産出し、保存は良好である。しばしば淡水貝の化 

石をともなう。また、上部をとおる県道傍の崖からも産出する。Cladophlebisの化石の写真と 

河床の露頭の写真を写真図版に示した。

参考文献

木村達明：岩室累層の地質学的研究⑴、地質字雑誌、第58卷、457—468、1952。

中生代貝化石

所在地片品村戸倉ウルシ沢および六郎沢(山林)

所有者尾瀬林業株式会社

利根郡片品村戸倉と同大清水の中間に、荷鞍山より流下するウルシ沢と六郎沢がある。これ 

らの沢の中流部および下流部に、かなり広い範囲に互って砂岩と泥岩の累層が分布する。この 

戸倉中生層は下部砂岩•泥岩互層、中部砂岩層および上部砂岩•泥岩互層よりなる。上部砂岩. 

泥岩層の泥岩中から、5層準に互ってCorbicula tetoriensis Kobayashi et Suzukiが密集して多



の分布が狭くなっている。

足尾帯と上越変成帯との境をなす片品構造帯には、構造帯特有の塩基性火成岩類が広く貫入し 

ており、またその周辺地域には奥利根中生層(三畳系)戸倉沢中生層(白亜系)および岩室中 

生層(ジュラ系)等の中生界が'点々と分布している。これらの地層から各種の化石が産出する。 

また、片品川沿岸地域にかなり広く分布する花崗岩類は中生代末の地殼変動にともなう迸入岩 

である。

信越房豆帯に属する赤谷川の南岸地域は、新第三紀の海成堆積岩が広く分布し、この累層 

には、海底火山噴出の凝灰岩類が多量にはさまれている。凝灰岩類は変質して緑色岩化されて 

いるので、この累層を一括してグリーンタフ(緑色凝灰岩)と呼ばれている。グリーンタフを 

堆積した海は赤谷川南岸地域だけでなく、上越変成帯の中にも入り込んで、•利根川上流部一帯 

にもグリーンタフを広く堆積させた。新第三紀の中頃から末期にかけて、石英閃緑岩等の深成 

岩が谷川岳付近等でグリーンタフの中に貫入した。

第三紀の末になって、上越変成帯の一部や信越房豆帯が陸化し、三峯山や大峯山等の石英安 

山岩とその火砕岩が広範に活動した。それに続いて、安山岩とその火砕岩の活動があり、現在 

の火山が第四紀を通じて成長していった。また、この火山の噴出物によって、当時の河川が;® 

き止められ、古沼田湖や古川場湖等が形成され、湖底堆積物中には当時生息していた生物の化石 

力｛保存されている。河川沿岸地域では、陸地の間欠的上昇によって段丘が形成され、段丘面上 

には段丘堆積物や関東ロームがのっている。

上にのべたように、利根、沼田地区は足尾帯、上越変成帯および信越房豆帯の3地質区にま 

たがっていて、地質の非常に複雑な地域であるばかりでなく、古期岩層から新期岩層まで各時 

代の地層や岩石が分布している。従って、この地域の地質、古生物、鉱物等の文化財は多岐に 

互っている。(木崎喜雄)

中生代植物化石

所在地利根郡白沢村岩室片品川河床(河川敷)

管理者建設省

片品川と根利川の合流点付近、即ち岩室発電所付近より菌原付近と柿平付近にかけて、中生 

層が広く分布する。この累層は従来時代未詳古生層とされていた。木村達明はこの地域の中生 

層を研1究し、下部礫岩層.中部砂岩•黒色頁岩互層および上部黒色頁岩層に層序区分した。中 

部砂岩•黒色頁岩層からCladophlebis, Thaumatopteris, Hausmannia, Nilssonia および Podozam- 

itesの化石が発見され、当地域の中生層が前期ジュラ紀の来馬層群相当層であることが明らか 

にされた。来馬層群は富山.新潟県境付近に広く分布する瀕海成ないし海成の下部ジュラ系で 

ある。岩室付近の化石植物群が来馬植物群に対比されたことにより、来馬層群堆積の海域が 

岩室付近まで広がっていたことが裏づけられた。

多産する植物化石は Cladophlebis denticulata (BRONGNIART)(シダ類).Thaumatopteris Sch- 

enki Nathorst (やぶれがさうらぼし科)、Nilsonia cfr orientalis Heer (ソテツ類)および



地質鉱物

利根•沼田地区の地質鉱物の概要

日本列島は地質的に東北日本と西南日本に分けられる。両者はそれぞれ地質的に異なった特 

徴をもってぃる。従来、東北日本と西南日本の境界として、フォッサマグナが考えられてぃた。 

フォッサマグナは、新潟県西部から、長野県中央部、山梨県西部をとおって静岡県東部にぃた 

る、南北の帯状の陥没地帯である。

フォッサマグナの西の境界は、新潟県の糸魚川から松本平の西緣、赤石山地の東緣をとおっ 

て、静岡に達する断層で、この断層を糸魚川一静岡線と呼ぶ。東の境界は余りはっきりしなぃ 

が、関東山地の西緣を限る岩村田一若神子線の断層を東緣と考えそいた。

上述の両断層ではさまれるフォッサマグナ地帯には、新第三系より古ぃ地層は殆ど分布 

してぃなぃ。それに反し、フォッサマグナの両側の地域には、古生層や中生層が広く分布して 

ぃる。このような区分によると、関東山地はもとより、群馬県全体が東北日本の一部となる。 

しかし、多野の山地を除ぃて、群馬県の南西の半部にも新第三系より古ぃ地層の分布してぃな 

ぃ地域がある。このようなことを重視して、実際に露出する古生層や中生層の分布の南西端を 

東北日本の南の境界とする考え方が最近出された。この境界に柏崎一铫子線とぃう断層が想定 

され、また関東平野とフォッサマグナを一括して1っの地質区とし、これに信越房豆帯とぃう 

名称を与えた(山下昇、1970)〇関東山地は、信越房豆帯の真中に、古ぃ地層からなる山地が浮 

び上ったような部分である。

本県内の柏崎一子線は、三国峠付近より沼田南西方、前橋東北方をとおって館林付近に至 

るものと推定される。柏崎一子線は時代の若ぃ地層におおわれてぃるので直接見ることはで 

きなぃ。柏ぬ一' 子線の北東側には足尾山地や上越山地があって、古生代および中生代の地層 

や火成岩が広く分布してぃるが、南西側の信越房豆帯に属する地域では、新第三系およびそ 

れ以後の地層が広く分布し、古期岩層は地表に露出してぃなぃ。ただし、関東山地は例外であ 

ることは前に記した。

以上のことから、利根•沼田地区の大部分は東北日本の南西端にあたり、大略赤谷川の南西側 

の地域が信越房豆帯に属する。さらに東北日本の南部はほぼ南北方向の断層によって、ぃくっ 

かの地質区に分割される。利根•沼田地区におぃても、尾瀬—鎌田—追貝—根利をとおる断層、 

即ち片品構造帯によって、その東側の足尾帯と西側の上越変成帯に二分される。足尾帯は足尾 

山地、日光山地および帝釈山地等を含む地域で、広域変成作用をうけてぃなぃ秩父古生層や中 

生代末なぃし古第三紀の火砕流堆積物が広く分布してぃるのが特徴である。片品構造帯と柏 

崎一铫子線にはさまれる上越変成帯は、広域変成作用をうけた古生層と蛇紋岩の分布で特徴づ 

けられる。ただし、広域変成岩は長ぃ地質時代にわたる削剝と新第三紀層の被覆によって、そ



vn — 8 ニグラ

昭和村林貞治所有

嫁入りのとき馬に乗ってくる習俗力«一般で 

あった頃は、馬の背中に座布団を二、三枚敷 

いてこれに坐り、背の両側にタンスをつけて 

乗ってきた。馬は前にヨダレカケ、後にソメ 

ヌキの布をかけていた。これは八十才の祖父 

の祖母が嫁入りのとき用いたという。- 

vn — 9 铫 子

片品村土出星野辰二所有

結婚式の三三九度に用いる铫子は、かなり

各地に保存されている。鉄製で蓋は木製のが 

多く、赤ウルシ塗りのもある。これが保存さ

れている箱には「明治二十三年購入、上野国 

利根郡土出村新井組」と墨書されていて、組 

の共有物として用いられている。

观年中行事

vm —1わらわん

川場村谷地 川場小学校蔵

川場村門前の桑原心ソケでは、正月七草ま 

では、普通の家で用いる神の鉢を使わない。 

家例のソバをこのワラワンに盛って神に供え 

ていた。(以上、池田秀夫)



地元の神として信仰されている。山の神と安 

産神との関係を示す例である。この神のお札 

と共に塩釜様のお札が見受けられる。こちら 

から塩釜にお詣りに行ったときもらってき 

ておいて、臨月になりお産が始まったとき、 

妊婦にこれをのませると安産するという。

vn 一 4 力 綱

水上町粟沢阿部国之輔所有

お産のとき産婦が力綱を用いるのが普通で 

あるが、これは麻繩をかためて作ったもので、 

塩釜様から受けてきたものである。安産間違 

いなく、150年程前から用いているが、村の 

人々もよく借りにくるという。

vn—5 ひっかけ着物

月夜野町後閑増田清三所有

初着は普通里親が贈るものとされている。 

水上では背守に豆を入れた着物を着て宮詣り 

するし、またヤマンマユの入った紐をつける 

ことになっている。このひっかけ着物も生後 

二十一日の宮詣りのとき掛けるもので、絹布 

製二枚重ねであるので、重ね着ともいう。

(以上、池田秀夫)

vn—6 イジメ

月夜野町後閑増田清三所有

現在ではほとんど飯などの保温、餅、野菜 

などの保存に用いられている。その関係で蓋 

がつき、取手のついているものもみられるが、 

かつては、蓋のない、育児用のものが普通で 

あったようである。なお利根郡地方のイジメ 

は、写真のように、下方がふくらんでいる形 

が多かったようである。(都丸十九一)

vn—7 ハナモチ型

昭和村川額藤井誠之助所有

3月の節供の贈答、初節供のお返しに、粉 

餅をついて型に入れ、色をつけたハナカタ餅 

をつけ、菱餅の上にのせて配った。こうした 

ハナカタ餅を作る型は、家々にあった。



vn 人の一生

vn —1ウブユダライ

川場村立岩戸部織衛所有

嫁に来るとき持ってくることになってい 

る。今でもこのことは行なわれている。タラ 

イは洗濯用のものであって、最近は電気洗濯 

器を用いているなかでも、産湯用のタライは

欠かせなV、ものである。嫁入道具の少ない村 

内婚、多種多童の遠方婚姻でも同様であった。 

(以上、池田秀夫)

vn — 2 ウブギ(産着)

月夜野町後閑増田清三所有

生児の晴れ着としてその子の母親の実家よ 

り贈られる。これには背守りといって、襟に 

/J、袋をつけ、これに大豆を入れたものをつけ 

る場合がある(水上町の民俗)。21日のウブア 

ケには、.これを着て鎮守様にお詣りするので 

ある。(都丸十九一)

vn—3 安産守り

阿部国之輔所有水上町粟沢

安産祈願としては、新治村赤谷の十二様が



の柄に仕込んだものと同様に、一般的なもの

でないのであろう。

VI — 2 繭 桝

月夜野町後閑増田清三所有

繭桝は繭の量を計る時にのみ用いる。いわ 

ば使用目的の限定されたものである。これは 

江戸時代から繭買いのとき用いたという。繭 

桝には写真右の如く和紙製のものもかなり保 

存されている。これには「群馬県紙製繭量組 

合章」とあって、県内で統一していたとみら 

れるが、ほかに同じく和紙で作って自家用に 

用いたカミマスもある。

VI一3 トマス

昭和村川額藤井誠之助所有

卵型をした一斗桝で、中味は正しく 一斗、

型としては異型の珍しいものである。

(以上、池田秀夫)

VI — 4マス(桝)

水上町藤原林義明所有

同地の主として手製の桝である。小さぃ方 

より1合、2合、2.5合、5合、1升。そのう 

ち、合桝だけが市販の購入品。また2.5合桝を 

同地ではイッパイとぃい、1人1回分の米の 

基準量として用ぃてぃた。(都丸十九一)

VI—51斗マス

川場村立岩戸部織衛所有

1斗桝(トマス)は概ね明治末までは四角 

形、その後丸型のものが用いられた。これは 

立岩持ちであったものが、大正初めに払い下 

げたといい、他に1升、5合、1合の桝もあっ 

た。底裏に「口春尺五分、深五寸八分八厘」 

横に「画春斗入」四方に焼印がある。こうし 

た四角い桝の対角に鉄の棒がついているが、 

これは穀物などの計量にトカキ(斗搔き)を 

用いると同じ意味のものと考えられる。



その牛の子が死んだので祀ったという。これ 

は他に例をみない特殊なものと考えてよいで 

ぁろぅ。

V—3 天神様
水上町粟沢阿部国之輔所有

天神様は学問の神様であると共に、子供の 

神様と考えられている。この場合、個人の家

の神棚に祀っているのは珍しいといえよう。

V 一 4 藁人形
月夜野町後閑増田清三所有

「祈り釘」といって、生の立木に釘を打ち 

つけながら祈りをこめた。目的によって紙に 

書いた絵や人形が使われることもある。そし 

て祈る相手に不幸をもたらすことを期待して 

の行為であるだけに、真夜中に他人に見られ 

ないようにするとより効果があるといわれ

た。昭和20年代になってもなお行なわれてい

たとV、う。(以上、池田秀夫)

V —5 カミノノ、チ(神の鉢)

新治村羽場原沢宣也所有

神供用の曲物の鉢。七つ組と単独のものと

ある。沼田等で購入してくる。これを転用し 

て、弁当入れにする場合もある。(都丸十九一)

VI民俗知誠

VI—1日時計

月夜野町下津内海文之助所有

大型の日時計は固定されたものである。こ 

うした小型のものは携帯用で、やはり太陽の 

移動によって生じる影によって時間を測定す 

る。これは折り畳式のようであるが、矢立•刀



られるのは角筒型のものが多く、片品村でみ 

られたのは「此竜越 持主平左衛門 火之要 

心龍越請合」と書かれ、また「御免神 

田松田町龍吐水師塚越松五郎」の焼印が 

押されている。これは市販品である。

ここにあげたのは、市販品の竜吐水以前の 

ものとみられ、理論的には同じであるが'、や 

や簡単で、150年以上前のものといわれてい 

る。 (池田秀夫)

IV—2 ホカイ(行器)

川場村立岩戸部織衛所有

婚礼の際の赤飯、葬送の際の赤飯、建築の 

上棟式の投げ餅等、近親者はこの行器に入れ

て持参する。(都丸十九一)

IV — 3 ホケイと容器

月夜野町後閑増田清三所有

幸、不幸のとき赤飯、餅など入れて他家に 

贈り物をするとき用いる。ホケイには多くの 

形式がある。何れもウルシ塗りで外側に段を 

つけたもの、丸型で蓋がカブセ式のもの、才 

ワンを大きくした型、即ち底部にくるに従っ 

てロ経より短くなる形、これらは普段は専用

の箱に収められている。

V信 仰

v-i稲荷様
新治村東峯須川河合三郎所有

稲荷様は普通屋敷神として祀られている。 

この大きい方の板宮が本家で、小さい方が新 

宅という。新宅だから小さいというのではな 

く、この地方では、お稲荷様をつくりかえる 

とき、一廻りずつ大きくするので、本家のも 

のは自然大きくなるのである。

V—2 ウシッコサマ

新治村東峯須川河合三郎所有

ウシッコサマは、かって牛を飼っていたが、



Ill——8 ハケゴ

片品村土出星野辰二所有

竹で編んだカゴ類も多種多様で、ハヶゴは 

腰につけ、草刈りのときなど草が一杯になる 

と道に捨て、栗拾いのときは一杯になるとイ 

ワシバ製のビクに入れる。

Ill—19ニナイ(カツギ)

川場村立岩戸部織衛所有

穀類を乾燥したとき#)るいはホトバシモノ 

(赤飯の米など)もいれる。同形同質のもの 

の桶は用途が広い。肥料を入れるのをタメオ 

ヶという。(下肥を馬で運ぶときはヨツヅヶと 

いう蓋のある細長い桶を用い、蓋のないのは 

ネリ肥を入れて運んだ。)サゲというのは天秤 

用の深い桶で、竹の長いツルがついて、水肥 

料等を運ぶのに使った。

Ill—10 ジゴロ

昭和村川額藤井誠之助所有

小さい車を四つつけてあり、人間が引くの 

であるが、山村では山出し専門に用いてvゝる。 

木材運搬にはこのほかドビキ、ソりヒキ、キ 

ンマヒキなどの方法がある。(以上、池田秀夫)

IV社会生活

iv—1竜吐水

昭和村川額藤井誠之助所有

昔は一^度火事がおきると村全体に拡がる。 

従って若者組を主体に村で防火組織をつく 

り、消火用具を備えていたカヾ、それは主とし 

てトビグチ、槌、マサカリ、火消梯子、マト 

イなど破壊消火法をとっていた。これに対し 

今の動カポンプ以前の手押ポンプのその前に 

は、竜吐水が唯一の放水具であった。現在み



ワワゴイビク(堆肥の荒し、大きいのを入れて 

運ぶ)とい'^のもある。

イワシバ

HI-5柳行李.竹行李

川場村立岩戸部織衛所有

旅行のときあるいは日常衣類の整理収納に 

用いる。コリヤナギで作ったのが柳行李、ス 

ズタケ.メダケで作ったのが竹行李である。

柳行李は柳の枝を丸いまま一本ずつ並べて麻 

糸で編み、角は布や皮を縫いかぶせて補強し

てあ9、竹行李の緣竹はマダケ、孟宗竹を用 

いる。竹行李は見た目は悪いが安価で多く用 

いられた。

Ill—6 ザマカゴ

片品村腰本入沢傑治所有

二重になっていて、各種のものを入れる用 

途の広いものである。肩にかけたり背中にか 

ついで運搬する。ショイカゴは同様に大型で 

あるが目が荒いので大きいものを入れ、ザマ 

カゴ同様の用途をもっている。材料は真竹、

孟宗竹、女竹などで、ザルと同様である。

コシカゴ ショイカゴ ザマカゴ小 ザマカゴ大

III—7 メケイ•ザル

片品村腰本入沢傑治所有

これらには主に桑の葉を入れる。利根郡の 

山村には、平担地と違って桑の大木が多く、

この桑の木に登って桑の葉をつむとき腰メケ 

ェを用いる。このほかイモホリメケェという 

のがあり、これは目が大きいので、いもを掘 

取って入れると、土砂が落ちて具合がよい。



㈣セナカアテ

III 一 2タガラ

月夜野町月夜野 斎藤増男所有

木製のショイコに円錐形のカゴをつけたも 

ので、堆肥など運ぶのに用いる。これは上が 

大きく開いているので、背負ったまま横にし 

て、畑に堆肥をまけることができる。

Ill-3 フゴ(タス)

(イ)月夜野町後閑増田清三所有

月夜野町月夜野 桑原悦次所有 

材料はイワシバ。ちょっとした山稼ぎや畑

に行くとき弁当箱や他の小物を入れ、背負っ 

たり、肩にひもをかけて持っていく。ショイ 

ビクと同様に用いられる。大字月夜野では夕 

スといい、後閑ではワゴという。

(イ)フゴと腰ゴ増田清三所有

(ロ)タス桑原悦次所有

III—4 ショイビク

利根村砂)H根津庄治郎所有

ナップザックのようなもので、イワスゲ、 

イワシバ、山ブドワの皮などで編む。自家製 

で背中にしょって山に行くとき弁当等を入れ 

たり、畑に行くとき種物を入れたりする。イ 

ワシバの新芽を土用の時期に抜き、煮え湯をか 

けて干し、細い繩にして編む。そのとき中に 

シマを入れたり文様を入れたりする。またネ 

りゴイビク(ータライ分の堆肥を馬で運ぶ)



11—32ワラビコ沈澱桶

水上町平出林義明所有

藤原地方はワラビ粉の生産が盛んであった。 

飢饉時の食物としてだけでなく普段も食し、 

またこのデンプンは機械の糊に使われるので 

桐生、足利などに高く売れ、貴重な収入源で 

もあった。従って各戸に備えてあった。桶の 

中央下に穴があるがこれは沈澱後の水を抜く 

ためのものである。ワラビの根は洗って大き 

な臼に入れ、杵でつき砕V、て布袋でこす。桶 

に水を入れて粉を沈ませ、サワグルミの皮で 

作った箱に入れ、天日乾燥して粉にしておく。 

一臼から約一升とれる。(以上、池田秀夫)

Ill交通•運輸•通信

III -1背負梯子と背中あて

(イ)月夜野町後閑 月夜野町資料館蔵

㈣新治村東峯須川河井洪太郎所有

背中あては、藁や草で編んだもので、カッ 

チン繩(カチナワーシナッカワ(シナの木の 

皮のせんい)をなって作る).で荷物をしばっ 

て背負うときに用いる。また荷を直接に背 

負ったり籠を背負う時に背中にあてる。縦は 

三六寸(ミロクスン)といって、手の指を拡 

げて三回はかった長さにし、肩にかける部分 

も三六寸に作る。幅は別に決っておらず荷に 

かくれる位でよい。編むときミョウガのカラ 

を干して入れた布のボロを入れたのもある。

背負梯子は、セータ、ショッコ、ショイコ、 

ショイノ、シゴなどともいう。平坦地のものよ 

り上に高く出ている。炭俵など何俵も一度に 

運べる。これについている繩をカッチニ繩と 

いう。普通背中に当る部分を藁繩で痛くない 

ようにできているか'、板にしたのもあり、ま 

た石油かんの大きさのものがそっくり入るよ 

うな構造になっているのもある。

⑷背負梯子



基本的には同じ用具である。ブッティはアゼ

や小川で魚をここに追い込んでとる。

(イ)川場小学校蔵

(ロ)郷土資料館保管

(イ)川場小学校蔵

11—29煙草刻機
月夜野町本木庄治所有

月夜野町一帯は専売約200年前から煙草 

の栽培が盛んであった。従ってこの地域にはこ 

うした機械が各家にあった。月夜野町旧桃野 

村では重要な農家の収入源である。

11—30油搾機
月夜野町小野勝所有

昭和村川額でも同様のものが保存されてい 

たが、自家製油をつくるのに使われた。太い 

二本の縦わくに横木をさし込み、「や」でしめ 

る。菜種はふかして袋に入れ、上からしめ木 

を入れてしめる方法でとる。

11—31コクビッ

新治村羽場原沢宣也所有

今では自家製にしてもブリキ製のような市 

販品にしても、移動出来るものである。これ 

は土蔵の奥壁につくりつけになっている珍し 

い例である。



各地にみられるマブシ織機は市販されている 

ものであるが、それ以前は織機も自家製で 

あった。ここにあげたものはその自家製のも 

ので、川場村でみる「荒高式」は両者の過渡 

的なもののようである。昭和村のものは台は 

エグワの台を利用したもので、廃物利用更生 

した面白い例である。

(イ)藤井誠之助所有

II 一26 ヒヨウグチ

(イ)月夜野町後閑増田茂友所有

㈣昭和村川額 藤井誠之助所有

俵に米、麦などの穀物を収納するときに用

(イ)増田茂友所有

(ロ) 藤井誠之助所有

いる。竹製のものとそれに厚紙をはったもの 

とある。昭和初期から用いたという。

11—27コナウス•トウフウス•石臼

昭和村川額 藤井誠之助所有

月夜野町後閑増田清三所有

脱穀したものを細かく製粉する場合は石造 

りのウスを用いる。粉にするコナウス。石臼 

は製麦用、引割用のもの。トウフウスは大豆 

をつぶすのに用い、大豆を入れる穴が中央に 

ぁる。

(イ)藤井誠之助所有

㈣増田清三所有

II一28コシゴ•ド•ビク•ブッテイ 

(イ)川場村谷地 川場小学校蔵

㈣月夜野町後閑月夜野町資料館蔵 

川魚をとる道具類である。フナ、ウナギ、 

ドジョウ、カジカなど小魚をとるときアゼに 

伏せておく。とった魚を入れるビク、コシゴ 

など地域によって多少の型の相違はあるが、



③カンナソトゼンテングバナナタ

II 一24キコリ道具

(イ)利根村砂川根津庄治郎所有 

(ロ)片品村土出梅沢千代松所有

山で木を倒しこれを切って製材したキコ 

の道具一式がよく保存されている。一部は現 

在でも使用しているが、同じ作業に用いるに 

しても夫々の過程で各種のュキ、ノコギリ等 

がありその実態をよくあらわしている。

利根村のは左からネギリヨキ、カイリョウ 

ノ::!、テマガリ、エナガ、コシノコ、コシナ 

夕という。片品村のは左からテュキ、マエビ 

キ、改良ノコギリ、ネギリュキという。

(イ)根津庄治郎所有

㈣梅沢千代松所有

II 一25まぶし織り機

(イ)川場村谷地 川場小学校蔵

㈣ 月夜野町月夜野 桑原 悦次所有 

昭和村川額 藤井誠之助所有

養蚕に不可欠なマブシは古来自家製であっ 

た。この地域では昭和初期までマブシは萱を 

刈って作った。萱も柔らかいのがよかった。いま

⑷川場小学校蔵

㈣ 桑原悦次所有



る。サデブルイは一つ目も細かくなり、麦,

ヒキワりをふるうもので、更に目の細かV、粉 

フルイにも幾つものものが用途によって使わ 

れた。

原沢宣也所有

星野泰宏所有

II 一23木鉢製作具一式

片品村土出梅沢千代松所有

小麦の生産地である本県は、小麦粉による 

ウドンが主食同様に食され、また小麦粉によ 

るヤキモチも常食とされていた。その小麦粉 

をこねるコネバチとしての木鉢は、どの家庭 

でも常備されている。また養蚕県である本県 

の各農家では、熟蚕を拾って入れる小型の浅 

い木鉢も用いられている。木鉢はトチを材料 

として、本来は木地師系統の漂泊民によって 

作られたようであるカヾ、次第に山村の人々に 

よっても作られるようになった。前者は上野 

村で調査されたほか明確な記録はない。(この 

道具一式は県立博物館に所蔵されている)す 

なわち吾妻•利根地方における製作は、恐ら 

く木鉢製作を業とした人から教わってのもの 

であって、漂泊民の土着したものではないで 

あろう。片品村と同様のものは利根村砂川で 

も調査された。上野村•片品村•利根村•六 

合村のはそれぞれ製作方法•道具に若干の相 

違がみられる。技術者の間で少しずつの工夫 

がなされての変化であろう。吾妻•利根地方 

のものには、シャモジ製作技術•道具が応用 

されているようにみられる。写真①右からブ 

ンマワシ、オオテゴロ、写真②コテゴロ、ナ 

カゼン、ナタ、写真③テングバナ、ソトゼン、 

カンナである。ユキでアラッポリをして、テ 

ユキでブンマワシの印のついたそばを切る。

テゴロで内部をえぐり更にナカゼンでえぐ 

り、テングバナを腹にあててソトゼンで外側 

の仕上げをする。

①オオテゴロ 同ブンマワシ

②ナカゼン同コテゴロ



まの中に木を立てる)カツキリ(炭になった 

ものをくずして砕く。)カキダシ(炭をかまか 

らにわにかき出す)ニワカキ(かまから庭

に出したものに灰をかける)である。

II一20熊とり槍

水上町平出林義明所有

利根郡一帯に山中では熊とりをする。利根 

村砂川にも同様なものが保存されている。狩 

撖用の槍には2種類あり、一つは穂先17 cm程 

の柳刃状のもの、一つは熊とり用のもので穂 

先は19cm、これは三角槍である。

II—21わ な

月夜野町後閑増田清三所有

狩％用のもの。オスは、小さいのは小鳥か 

ら大きいのは熊などの野獣をとるものまであ 

る。餌をひくと仕掛けが外れて動物が圧殺さ 

れるもので、熊をとるにはトオリジにソダを組 

んで上に200貫位の石をおき、そこに熊が 

入って蹴ると石が落ちて押えつけるオス(才

トシ)を用いる。ハコオトシ(蓋が落ちて出 

られなくなる)、小物は戸板のオトシなど使っ 

た。オスを仕掛けた所をオトシバ或いは某さん 

のオスバといった。餌に誘われた狐、狸など 

の手足をはさむトラノくサミ、これより小さい 

ジャップも用いた。その他ブッチメ、獣の通 

り道に針金などの輪を仕掛けて、兎•鹿をと 

る方法もある。

11—22 籾ぶるい•フルイ

月夜野町後閑 増田清三所有 

新治村羽場 原沢宣也所有

利根村追貝 星野泰宏所有

穀物をフルイにかけることは、収穫物を食 

料とする第一の過程で行なわれる。従ってメ 

は荒いものから始まるわけだが、籾フルイ(モ 

ミトオシ)、豆トオシ、麦フルイ、テフルイな 

どといって、地域によって多少の相違はある

ものの何れもその実用性から名付けられてい

増田清三所有



もある(白沢村)。普通ワラで編まれた厚いも 

ので、竹で編んだのもある。形は円形と角形 

とある。これは猫の子をこの中で生ませるも 

のである。

11—16箸けずり

月夜野町月夜野 桑原悦二所有

箸を作る道具で自家製であるが、自家製か 

ら市販品へと移った需要の変化を裏付ける資 

料といえよう。大正末期から、近年まで使用 

したものである。

II 一17種子入れ

水上町平出林義明所有

一つには「御種入」とある。蓋にクルミ(来

る実)を用いるのも緣起のよいものとの意で 

ある。ヒヨウタン、トウガンの中味をくり抜 

いたもの等に野菜の種子を入れるのに便利な 

ものを利用したり、適度の大きさのものを自 

家で製造して用いる。翌年蒔く種子を保存す 

るには湿気、過度の乾燥、虫鼠害を防ぐこと 

が必要で、且簡便性を求められるので、それ 

らの条件を満さねばならず、生活の知恵をよ 

く働かせている。

11—18 コキバ'コ

新治村羽場,原沢宣也所有

千歯をこちら側において、こいた稲の穂が

向うの箱におちるようになる。

II一19炭焼き用具

水上町平出 林 義明所有

炭焼きは山村の現金収入としては最大の生

業であった。これらの道具は自家製又はカジ 

ヤに作らせたものである。左からタテマタ(か



11—14漆かき

月夜野町月夜野桑原悦;欠所有 

漆カキは6月頃から7〜8年生の木を選び、 

朝早く 4～5時頃から作業4始める。4日に一 

ぺん従って作業場は4力所に分れる。15年生 

以上のはアラカワトリで荒皮をはぎ、ウルシ 

ガンナをかける。初めは7分位の小さいキズ 

を下から5〜7寸位の位置につける。これをハ 

ツガマという。二番ガマは、ハツガマの上だ 

けに二つ目の切り口を入れ、三番ガマはこれ 

までのキズロの上と下に一つずつキズをつけ 

る。それからは上へ上へとキズをつけていく。 

木の傷は片側又は両側につける。このように 

4日目に一度キズをつけ、春から秋の彼岸ま 

で約80日間、20回カンナを入れる。ハツガマ 

の樹液はとらないで、次のから汁をヘラで竹 

の筒でできた入れ物(ゴウ)にはねこむ。こ 

うして大きい木は5回位とれる。本県には他 

所からは主として越前から漆カキが来て働 

き、その稼ぎ場ともいわれた。彼等は5月頃 

から漆の木の山を買い始めた。上野村で調査 

されたのも越前の人の住みついた人であっ 

た。道具については、

(1) カマ、太い木の荒皮をとるもの、

(2) アラカワトリ(スジムキ)一写真欠一荒 

皮をむいてウルシガンナが通りやすいよう 

にする。

(3) ウルシガンナ 刃が二つに分れ一方の 

尖った方をカンナのアヤといい、木の心ま 

でカンナカぢ甬らぬときこれで肉にスジをつ 

ける。もう一方はアラカワトリより刃先が 

鋭角になっていて、1回目は少し軽く 2回 

目から少しずつ強くする。最後は大きく横 

にカク。これまでの道具の柄はヒノキを用 

いる。

(4) トリベラー欠一汁をかきとってゴウに入

れる。先はうすいブリキ、柄も軽い木がよ 

く、普通は椎の木である。

⑸ゴウー欠一自分で作る。5月頃に1年 

たった若竹をとって節をとる。湯の中で煮 

て干す。底はヒノキ板で、空いた部分はウ 

ドン粉とウルシをこねて作る。

(6) クリベラー欠ーウルシをゴウから桶に移 

すときこれを用いる。薄い金属板に柄をつ 

けたもの。

(7) ツルベー欠一桶のことでヒノキの曲物。 

上下にタガをして側板をまき、サクラの皮 

でとめる。これは1升入1貫目、2升入、3 

升入とある。

(8) サシベラー欠ーマウシボーチョーで出た 

汁をサシベラでとってゴウに入れる。

(9) マウシボーチョ--- 欠一枝廻しに使う。

(10) ナタ、枝を落すもので越前ナタともいう。

II 一15 ネコのイジメ

新治村東峯須川河合三郎所有

育児用具として赤ん坊を入れるイジメは各地 

で用いられた。これを食物保温に転用してい 

るのも多い。渋紙を張って補強されているの



それをオシブタで押え上に石をオモシにして 

水切りをする。一度に12コの豆腐ができた。

豆
腐箱

豆腐製造器一式

11—13するす

(イ)利根村追貝 星野泰宏所有 

㈣月夜野町後閑月夜野町資料館所蔵. 

脱穀用の摺臼であるが、これらの次に考案 

されたのが'土を入れたドウスである。この木 

摺臼は自家製で、基本的には何れの地方のも 

のも変りないが、部分的には作者か'使いやす 

いように考案改良している。米や大麦は脱穀 

しただけでは籾がついているので、これを取 

るために用いるのであって、普通松の木を輪 

切りにして作る。上玉(上臼)の中央に円錐 

形の穴がとおり、下玉の上部がこれにはまる 

ようになっている。上下の接触部に凸凹の刻

みがあり、これが臼の目の役割をする。この 

刻みも作者の独自性と時代をあらわしてV、 

る。古式のは木の年輪を臼の歯に利用してい 

る。

下臼を固定し、上臼に繩を通して向い合っ 

た二人が交互に廻すのであるが、上臼の穴に 

籾を落すと、この目によって精白されて実と 

皮が分れる仕組みになっている。県立博物館 

にも数組のスルスが収納されているが、赤城 

村からのものは、天明年間の銘入りのものが 

ある。現在まだ使用しているのをまれには見 

る。

(イ)

(ロ)



(1分間に5〜6回転する)この水受箱の数が 

多くなり、回転が連続的になるのが普通の水 

車である。

以前は非常に沢山あった>、今ではようや 

く発見した程度で、それも既に使用されてい 

なかった。

11-11ウサギッチリ

水上町藤原

一本の木の一端に杵、その反対の端に水受 

が一つあり、そこへ樋で水が運ばれ、水受が 

一杯になって杵が上り水が落ちると杵が落ち 

る。米の精白に用いる地唐臼(踏臼)の人力 

による部分を水にかえた、最も簡単な構造の 

もので、バッタり同様に水量の少ない場所で 

も利用でき、建設費も少なくてすむ。回転が

非連続的で仕事の能率は極めて低い。最近は 

使われなくなった。

II 一12豆腐製造用具

新治村東峯須川 河合三郎所有

前日から水につけておいた大豆をヒキウス 

でひき、出来た液体をハッキリに集め、オオ 

ガマで煮る。それに菜種油と石灰を混ぜて入 

れアワケシ棒で廻して泡を消す。煮えた液体 

はタホブクロに入れ、それをスノコの上にお 

いて押棒でしぼる。しぼった液体の中にニガ 

スを入れて攪はんする。10分おきに静かにか 

き廻し、30分程で水と豆腐が分れると、それ 

を汲み出し豆腐箱に入れる。ここで疑固する。

コオケ石臼 ハッキリ



別製などと銘が入っているのもある)竹製の 

ものは自家製で貴重なものといえる。動力に 

よる脱穀機でとった種籾は、発芽率が低いの 

で、自然センバコギによるものが多い。特に 

竹製のものは最良とされている。

II一 7 桶(付看板)

新治村林盛重所有

江戸時代焰硝屋の資料で、r陸軍御用硝石製 

造大塚出張所」の看板もある。幕府の天領に 

硝石製造所がおかれていたといわれ、今でも 

焰硝屋といっている。製造に用いた桶、ザル 

その他多くの資料が保存されているが、家庭 

で家事に使用し、今ではこれだけになったと 

いう。古文書もあり元治頃から製造していた 

といわれる。

II—8 トズカリ

月夜野町月夜野 桑原悦次所有

麻繩製とわら製とある。主に砥石を入れる

袋で、弁当入れに用いることもある。

II—9 ノ メシ

川場村立岩戸部織衛所有

ワラジ、草履を編むとき用V、る。普通足の 

親指に繩をひっかけて編むが、これに代って 

用いる。「ノ メシ」そのものの意味はモノグサ、 

怠け者の意味である。

II—10バッタリ

新治村羽場

軸木の一^端又は中央に直角に腕木をとりつ 

け、その両端に一つずつの浅V、箱を固定し、 

これに水が入るような位置においている。そ 

して軸の他の端に精米の杵を仕掛けてある。 

水受箱は縦2尺5寸、横1尺3寸、深さ1尺 

程、両箱の距離は5尺内外のものが多く、箱 

に水が一杯になると、その重みで回転するよ 

うになっているが'、軸は半回転するだけなの 

で、その度に杵が一回上下するわけである。



用いられていないようである。この道具は唐 

竿ともいうように、大陸でも用いられている 

ものである。

II—3 田 舟

水上町藤原雲越修蔵所有

新治村のオオアシと同様に注目される。藤 

原の一畝田の田はヒドロッタなので、田t直や 

肥料、苗運びなどの作業をするのに田舟を用い 

た。邑楽郡板倉町地方の田舟と共に本県では 

貴重なものといえよう。これに関連して田t直 

のとき水田の表面をならすイブリ棒もある。

II—4 オオアシ

新治村峯須川河井洪太所有

田下駄のことでカンジキの一種である。泥 

湿地の歩行や水田の作業のとき履く。すなわ 

ち深田での田t直や稲刈りのとき足が泥中には 

まらぬように使う。また田圃の代かきや肥料 

の踏み込み、代直し、代ごしらえのときにも 

履く。平坦地ではみかけるが、この山村でも 

みられるのは貴重である。

II一5 ズカスカンナ(豆粕カンナ)

昭和村川額藤井誠之助所有

固体の大豆油粕を削り、これを肥料に用い

るときに使用した。荒削りのカンナである。

II—6 センバコキ(カナコギ)

昭和村川額藤井誠之助所有

金属(鉄歯)のセンバコキは市販品で、こ 

れを購入したものはまだ随所で保存され、一 

部では使用している。(若狭銘産富井助左衛門



こうした時計は本県でも都市、農山村を問 

わず用いられていた。ただ現在判明している 

ほとんどは地主層、寺院の所有で、こうした 

階層の人々が使用していたと思われる。価格 

は六両位で購入したという。

周りに十二支の文字が刻まれている。文字 

板が回転して中央の固定した指針により時刻 

が示され、円板は昼夜に一回転する。台箱の 

中の重錘は動力用で、一つは時刻表示、一つ 

は時鐘用の動力を供給する。歯車は全部で四 

つ、重錘の動力によって順次連繫されつつ回 

転する。その運動を制御し等速運動を与える 

のが整時器(テンプ)である。テンプの運動 

の周期はその両端にかけた小分銅の位置の移 

動によって調整される。原理的には今の柱時 

計と同様である。 (池田秀夫) 

II生産生業

II-1脱穀用杵

月夜野町後閑増田清三所有

餅つき用の杵は普通ケヤキ、山桑などで作 

るか'、脱穀用の麦つき杵は軽くて大きいのが

よV、とされ、松などの育ちのよV、ものを使用 

した。麦は落した穂を大臼に入れて軽くつV、 

て1ゲ押しをする。白沢村ではオシッコトウ 

スといい、臼の下に麦束を二つ入れ、スプリ 

ングの役をさせていた。

II—2 ボウチボウ•クルリ

水上町平出林義明所有

脱穀のとき棒打ちをする。ソバの実をとる 

にはソバコナシという棒を用いる。また麦の 

穂をネコの上に拡げて打って実を落すとき、 

麦打ち杵を用いる。

竹や木の竿の先に丸木または割竹をあんだ 

クルリをつけ、竿を動かす反動でクルリが回 

転して、麦の穂、大豆を打って脱穀する。こ 

れは自家製のものである。金属(鉄)製のも 

のは市販品で、購入して用いた。今でも各地 

で保存されているのはほとんどが鉄製のもの 

で、それも大豆を落す以外には実際はあまり



網目の溝が入っている。

I—c—11コザレイ

水上町平出林義明所有

コザレイは雪かき。長い柄の先が板状に

なっていて、この部分で雪を除く。柄の部分 

には、尺ごとに印がついていて、これを立て 

て雪の深さを測ることもできる。長さ大きい 

方125.5cm。小110.0cm

I—C—12 箒鋏み

月夜野町月夜野 桑原悦次所有

草箒•座敷箒•竹幕等々は、以前はほとん 

どみな自家製であった。これ等をつくる際、 

材料をしめつけて結える。そのしめつける時 

に用いる鋏み。(以上者P丸十九一)

I 一C-13やぐら時計

月夜野町後閑増田清三所有

日本では17世紀の初めから作られ、長崎を 

初め殆ど全国で、近くは江戸、前橋、長野、 

新潟で製作していた。欠頭方錐形の台箱に 

乗っていて、高さ7〇〜100cm、後には次第に 

小型のものも作られた。台箱の上に金属製の 

薄板で四方を囲まれた機械箱があり、その中 

に歯車類がある。その上に時鐘がつき、機械 

箱正面の円盤は時刻を表示した文字板と同じ 

である。一日を十二刻に分けているので昼夜 

の時間の歩みの速さと季節の変動による差が 

あり、昼夜每に季節每に調整する。そのため 

に後に二挺テンプを備え_動的に切換えられ 

るようになった。



I—c—7 ひで鉢

新治村羽場原沢宣也所有

灯火にひで(松の根——油分が多い)を用 

いていた時代に、それを灯した鉢。ひでを細 

かくさいて、この上でもすのである。その明 

りで、夜業等も行なった。掲出のものは、 

上方の径26.0cm、高さ27.5cm、ひでを入れ 

る部分の中央に突起があり工夫を凝してい 

る。利根郡各地に同様の形をもつものがある。 

水上町藤原ではこれをヒデアカシという。

I—c —8トウガイ(燈蓋)

新治村羽場原沢宣也所有

いろいろの種類がみられるので掲出した。 

左上は油を入れる部分が区切られて広くとっ 

てあり、左下は油を入れる部分が深い。右下 

は燈芯をさしこむ部分がつけてあり、右上に 

は、それ等の細かい構造がいっさいない。

I一C—9 ショクダイ(燭台)

川場村 川場小学校所保管

燭台またはトウダイ(燈台)という。いず 

れも蠟燭を燈したところのものである。土地 

の材料を巧みに生かした手製で、頑丈にでき 

ている。

I一C-10屋根葺用具

月夜野町月夜野 桑原悦次所有

利根郡地方は茅屋根の最も多ぐ見られる地 

域である。屋根は、その土地の人々の協力に 

よって葺かれた。写真a左より、茅を切りそ 

ろえるための鋏、中央繩を通す竹棒、右は切 

られた茅をそろえるための槌。bは、同じ槌。

水上町藤原阿部亀伝氏方所蔵のもので、槌に



み方にもさまざまな形があるが、これはごく 

単純に直角に組んである。

フキダケ(火吹き竹)は、竹の2節を切り 

とって、先端の火に近づける方の節に小穴を、 

竹中央の節は大穴をあけてつくる。

I—C —3 ノ、ネツルベ(撥釣瓶)

新治村東峯須川河井三郎所有 

撥釣瓶としてとくに珍しいこともないが、 

しだいに影をひそめてしまったので、掲出し 

た。

I一C 一 4 勝手の棚

新治村羽場原沢宣也所有

多くの家庭の勝手にはこのような棚があっ 

た。昔はここに箱膳を入れておいたので、「膳 

棚」といっているところもある。

I—C—5 ヒダナ(火棚)

水上町藤原雲越修蔵所有

炉の上にしつらえられた火棚。この上にぬ 

れたものなどを載せて乾かす。とくに藤原地 

方は、豪雪地帯なので、その必要があった。

I一C-6 ヒウチバコ(燧箱)

利根村追貝星野泰宏所有

発火用具を入れておく箱。中が仕切られて 

おり、片方に艾(もぐさ)•桐の炭等が入り、 

他方に燧石•燧金等を入れておく。この写真 

では、手前に燧金が二丁ある。これは2〜3 
年前に作ったという。また写真には付け木(つ 

けぎ)もついている。現在星野家では元旦だ 

けに使用するという。他の土地でも、正月の 

火だけは切火でするというところがかなりあ 

る。



で、それが年輪を巧みに生かすことになるの 

で、かえって丈夫であるという。粉などをこ 

ねる際に用いる。

I-B-10ニガストリ(苦汁取り)

月夜野町月夜野 桑原悦次所有

ニガスとはにがり(苦汁)のこと。戦前ま 

での塩にはニガスが入っていた。队に入って 

来た塩をこの器に入れておくと、苦汁の部分 

は早くとけて下にたれる。これを器に受けて 

とっておくと、豆腐屋が買いに来たという。 

竹製。村内の籠屋に作ってもらった。

I—B—11 味噌ふみノ、ッキリとしゃもじ

新治村東峯須川 河井三郎所有

ハッキリとは桶のこと。この桶の径は83.5

cm、高さ44.0cm。この中によく煮た大豆を入 

れ、別掲ミソフミグツでふんでつぶす。つぶ 

れたのを味噌にするのである。しゃもじは長

さ96.0cm。これでふんだ味噌をかきまぜ、ま

たかえすのである。

I —c 住

I—C —1上棟餅入俵

月夜野町後閉 月夜野町民俗資料館蔵

I-C-2 炉端と火吹き竹

新治村東峯須河井三郎所有

炉端の枠をマッコという。マッコぶちの組



I B-7 ヤゲン(薬研)

⑷利根村青木 角田一所有

㈣月夜野町後閑増田清三所有

パ昭和村川額’藤井誠之助所有

,形も、材質もそれぞれ変っているので3種 

類を掲げておG (イ)鉄製11.2X30.5X10.5
cm、(ロ) • H木製。

(イ)

(ロ)

(ハ)

I 一B-8 キバチ(木鉢)

利根村砂川根津庄治郎所有

現今のボールに相当する木鉢は、郡内どこ 

でも見受ける。うどん粉、そば粉等をこねて 

うどん•そば,焼き餅•タラシ(じりやき) 

その他の食品をつくる際に使う。栃の木製。 

これは利根村砂川の新井太吉氏作。38.5cmX 
11.5 cm、厚さ2.5cmo砂川地方ではかつて赤城 

山のオオバンノキという所に職人が来て小屋 

をつくり、木鉢製作をしたという。

I—B —9 クチキバチ(口木鉢)

コブキバチ(瘤木鉢)

水上町藤原阿部まき所有

藤原地域では今も使用されている注口式の 

木鉢。2種類#)り、口木鉢(54.5cmX34.5X 

13.0cm)の方は栃などの樹木をほったもので 

あるが、瘤木鉢の方は、樹木の瘤のある部分を 

選び、その瘤の部分を上手にくりぬいたもの



つき桶は上•中•下三段にたががかけてある。 

蓋は鍋の蓋に似ている。利根郡地方には、こ 

の形のものが普通のようである。

I-B-3箱膳

月夜野町月夜野 桑原悦次所有

利根郡地方の箱膳は、ほとんど同じ形。中 

には、飯茶椀•汁茶椀•オテショウ•箸等が 

入れてあり、家族一人一人、自分のものがき 

められていた。食事の都度これを膳棚から出 

して来て用意したのである。

I—B—4 ハンギリ

川場村立岩 戸部織衛所有

ハンギリは桶のこと。形や大きさは盥に似 

ているが、盥と区別してハンギリと呼ぶのは 

使用目的によってであろう。即ちハンギリは、 

米をほとばし、ふかした赤飯をあける等食物 

を入れるのに用いる。それも大量の場合であ

る。一家のふだん用というよりは人寄せ等に 

多く用いられる。現在も使われる。径45.2cm 

X 高 21.8 cm 〇

I一-B—5 銘銘血

水上町藤原阿部まき所有

経木製のごとくごく薄く軽く、近代的な美 

しさもある。購入品であるが'、そういう意味 

でとり上げた。箱書に「安永四乙未正月明 

川中島松之助 此代七拾五文」とある。右下 

の丸い銘々血は別のもの。

I—B—6ミソコシザル(味噌漉笊)

根利村追貝星野泰宏所有

もともと味噌漉筑は一定の形があるわけで 

はない。家ごとに手ごろのものを使ったであ 

ろう。星野氏方では奉公人が常時10人くら 

い、養蚕時は30人も来たというので、その笊 

も必然的に大形のものとなった。



I—A—12カンジキニ種

イ水上町粟沢阿部国之輔所有 

ロ利根村砂川根津庄治郎所有

雪の多い奥利根にはワカンジキ(イ)が多い 

が、雪時でない時、岩山などを通行するには 

カネカンジキ(ロ)が'使われる。ほかにスカ 

リカンジキというのは、ワカンジキに網状の

イカンジキ

ロ 鉄材(ブタの皮の靴をはき、その上にこれを 

つける)

ものが張ってあり、大きい。雪中になれぬ人 

がはく。またこの小形のものは十二様に、山 

仕事の安全を祈願して供える。(水上町)

I—B 食

I—B—1 ケシネビツ(褻稲櫃)

水上町平出林義明所有

褻は晴に対するふだんを意味する。即ちふ 

だん用の米を入れておく櫃で、林氏方で先年 

まで使用していたもの。長径46cm、短径33 
cm、高さ17.5cmある。藤原地方では、このよ 

うな櫃や箱に褻稲を入れて炉端に置いておい 

た。なお利根郡地方ではヒッ(櫃)と呼ばれ 

るものは同形で蓋があり、食物を入れておく。 

同種のものであろう。

I一B — 2ミソオケ(味噌桶)

月夜野町後閑増田清三所有

大きな味噌桶から小出しにして勝手元にお

き、日常的に使う味噌を入れておく。把手が



た’が、これも、始めのころは紐で結んだ。コ 

ハゼ(小鉤)でとめるようになったのは、余

程進んだ形のものである。

I一A—9 ゾウリ•ワラジ

川場村立岩 戸部織衛所有

利根郡地方のゾウリは二種類。ふつうのゾ 

ウリのほか、アシナカ(またはハナムスビ)

がある。いずれもわら製が多いが、ゾウリの 

方は竹の皮、トウモロコシの皮、その他の雑 

繊維を用いる場合がある。これ等の原形をと 

るためにノ メシという道具を用いる。

わらじには甲州わらじと越後わらじがある 

という。

I 一 A—10 ウソ•ウソグッ

川場村川場小学校保管

ウソグッというのはホングツに対していう 

のであろうか。短靴と同じ形である。またこ 

れに山沓という名称も用いられていて、岩山

などを歩くには、ショックが柔かく適してV、 

た。ウソにはち(乳)がっし、ている。乳のな 

いものを土地によってジョウリグッ(月夜野 

町、水上町)ッッカケ(川場村)などと呼ん

でいる。

わらぐつ(各種)

ウソ(山ぐつまたウソグッ)

I一A-11ナガグッ(長沓)

新治村東峯須川河井洪太郎所有

利根郡地方のわら沓には数種ある。そのう 

ち長沓は、もちろん雪道用であるが、これを 

味噌ふみにも使用するのでミソフミグッとも 

いい、またフンゴミというところ(月夜野町 

真沢)もある。これより脛の部分の短いホン 

グッ(新治村)アミアゲ(水上町藤原)など 

がある。



I—A—5 ミノ(蓑)

川場村立岩戸部織衛所有

蓑はどこの町村においても着用した。とく 

に変ったものもない。多'くは手編みか、土地 

の器用な人に頼んでも編んでもらった。材料 

は、土地によってシナ(科)ヒロロ(菅の一 

種)等もあるが、それ等の得にくい多くの土 

地ではわらのミゴの部分を使用して編んだ。

I—A—6 メー ミノ(前蓑)

新治村東峯須川河井洪太郎所有

新治村地方では使用されたらしいが、他の

町村で使われたかどうか不明。手編み。材料

はヒロロと呼ぶ菅の一種。文字通り、体の前 

面である胸や腹の方につける。

I—A—7コシミノ(腰蓑)

水上町平出林義明所有

雪の多い水上町においてかつて使用され 

た。シナ(科)の樹皮を使用してある。表は 

3段に編んであるが、裏面は5段に編んであ 

る。

I一A—8 ハバキ(脞衣•脚絆)

川場村立岩戸部織衛所有

古くは、わらのミゴで編んだものもあった

が、現存していない。木綿で作るようになっ



I 衣 食 住

I—A 衣

I—A—1婦人の労働着

新治村羽場原沢宣也夫人

同地方の通常の労働着で、頭に手拭いを被 

り、上衣はヤマデッポウ、下はモモヒキ、足 

には地下足袋をはいた。

I—A—2 ソデナシ(袖無)

川場村立岩 戸部織衛所有

I—A—3 ユキバカマ(雪袴)

水上町平出林 義明所有

モンペ.モモヒキ以前から現代まで奥利根 

地方に用いられて来た下衣。モンペのように

上衣を中に入れて紐を結ぶ。その寸法•裁

ち方等については「水上町の民俗」に出てい

る。前紐•後紐それぞれ2本の紐があって 

前•後におV、て結ぶ。男女ともに用い、雪の 

ある季節だけでなく、外出用、労働用ともに 

用いられる。

I—A—4 モモヒキ(股引)

川場村立岩戸部織衛所有

股引は上部に長短2本の紐がつV、てV、る。 

長V、方を、腰をぐるっと一まわりさせて側方 

におし、て短vゝ方と結ぶ。雪袴が上衣を中に入 

れて結ぶのに対して、股引は上衣の内部にお 

V、て結ぶのが特徴である。また前者が外出に 

も用V、られるに対して、股引はもっぱら労働 

用である。



かしこれとても、結果として十分とはいえない。

一例を月夜野町真沢(さなざわ)附近において竹でつくられたものには、ショウギ.ウド 

ンアゲ.トオシカゴ.チャワンカゴ.草刈りカゴ.ザマ.ボテー(ざる).メケイ(目籠).キ 

ノハカゴ•繭籠.コイショイカゴ.タガラ.蚕籠等がある。これ等すべてを集中的に調査し 

てもよかったが、実際に集まったのは、ほんの少数にすぎない。これは木製.わら製等につ 

いても、その他についても同様なことが言える。

ともかくも、自家製あるいは村内製に中心を置いた。

3) 利根郡の著しい特徴は、前記のように、積雪地帯であることである。大きな家屋構造を持 

つことから始まってさまざまな生活資材がそれにふさわしい形をとる。が、中でも身にまと 

うものは、直接に身体を雪から護るためにいろいろ工夫された。雪中を頭に被って歩くわら 

の帽子はすでに絶滅していて見ることができなかった。が、蓑はわらのほか岩芝.ヒロロ. 

シナ•藤つる等を用いた各種のものがあり、普通形の蓑のほかに腰蓑•前蓑等が確認された。 

わら沓に至っては、本郡の特色といってもよい。各種のものが近年まで使用されていたので、 

これを採録することができたのである。かんじきも、日常的に使用している。

4) 山村的特色もとくにとり上げようと努めた。生業において狩獵用具.製材用具•製炭用具 

等を重点としたつもりであったか'、結果としては、ほとんど目的を果さなかった。かっては 

きじ笛•鹿笛など比較的多く見うけたのであるが、今回の調査では、一点も提出されなかっ 

た。

5) 東北.北陸地方への接点という点からいえば、運搬用具のタガラなどは新潟からの伝播で 

あろう。またイッパイという2合5勺の析、ケシネビッ(ケシネバコ)などは、東北と共通 

するものをもっている。

6) 最後に調査方法について一言しておく。1市町村の中で、有形民俗t資料を豊富に所蔵してい 

る家をあげていただき、その1軒を重点的に悉皆調査をして実施する。そして補充的に他の

2、3の家々の調査をする、というような方法をとった。その結果として上記のような失敗や、 

不足があったのである。

調査は都丸十九一、池田秀夫で実施し、原稿は主として都丸が、I衣食住を、池田が、II生 

産生業、in交通.運輸通信、iv社会生活、v信仰、vi民族知識、观人の一生、预年中行事を執 

筆した。

今回の調査は日数が限られ、同一市町村における悉皆調査ではなかった。そのために、貴重な 

資料で未採録のものが多いはずである。その欠を補うものとして下記を参照していただければ 

幸いである。

片品村の民俗 群馬県民俗調査報告書 第1集 白沢村の民俗 群馬県民俗調査報告書 第11集

水上町の民俗 群馬県民俗調査報告書 第13集 各市町村誌 (都丸十九一)



有形民俗資料

はじめに

1地域概説

利根郡•沼田市は、群馬県内におレ、てもよく地域的に纏ったところである。総面積からいえ 

ば1,630kn。県内第一の大郡である。水上町(528㎞)片品村(391km2)等一村でさえ、平野部 

の合併前の旧郡をしのぐほどの面積をもっている。それ等町村が、利根川及びその支流の川々 

の流域に分れて散在するとはいえ、それ等大小の河川は、沼田盆地に注ぎ集められる。南は赤 

城•子持等の火山の熔岩流によって形成された綾戸の峡谷によって境される。従ってこの地域 

は、沼田盆地を中心として、その四周に広がる村々である。

それ等の河川の上流は、北方に聳えて上越の境に障壁をなす2,000 m前後の山脈に発する。 

これ等の山々は季節風をさえぎって大量の雪を落とさせる。その雪は、当然南に行くにっれて 

少量となるが、しかも利根郡全体---綾戸に至るまで、本県における積雪地帯とみることがで

きる。それは本県中南部の空っ風地帯とは、その様相をよほど異にしているように観察される。 

そしてまた、沼田市を除いた郡部の人口密度が35人/km2、沼田市を加えても39人/km2である 

ことは、いかに人口が稀薄であるかをもの語る。そのうちでも水上町17人/km2、片品村17人/ 

km2である。ということは、裏をかえせばこの地方が、大部分森林で覆われていることである。 

本県の森林資源の供給地であり、従って製材業や木工業、製炭業等が発達し、またかっては狩 

獵も盛んであって、東北のマタギの来撖もあった。農耕においても、古くカンノと呼ばれる焼 

畑耕作の痕跡が残り、また雑殼中心であった。が、渓流沿いのところでは、明治以降豊富な沢 

水をひいて、水田の開発が急速に進んだ。

利根の山懐は、深くまた広い。人々は上記のような土地に祖先以来住みっいて、そこに伝承 

的な、自給自足に近い生活をくり広げてきた。利根の有形民俗資料が他の地域と異なり、注目 

すべき特色を持っているのは、上記のような風土、土地がらによるものである。が、今やその 

生活も大きな転換期を迎え、ほとんど一変してしまった感がある。ほとんど無限ともいえる多 

様な有形民｛谷資料は片隅に追いやられ、代って新式な近代生活資材が導入されている。

2. 観 点

1) 民俗1資料と民芸とは区別しなければならない。ここでは民芸は割愛した。同様に生活の中 

に入りこんで来ている工芸(刀剣•陶磁器•仏具等)などもこれを避けた。

2) 反対に人々がよりよい生活をするために工夫改善し、自作してきたものがある。その中に 

は、他愛ないような簡単なものでも、その土地ごとの資材を十分に活用し、庶民の生活の知 

恵が十分うかがえるものがある。そこでその土地で製作されたものを中心にとり上げた。し
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