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(1) 第 6号 石巻市文化財だより 昭和52年 11月25日

昭
和
五
十

一
年
度
の
地
質
学
的
な
自
然
文
化

財
調
査
は
‘
半
島
部
の
荻
の
浜
区
を
対
象
と
し

た
。
荻
の
浜
区
も
前
年
度
報
告
の
稲
井
区
と
同

様
、
主
に
中
生
代
ジ
ュ
ラ
紀
の
約
一
•
五
億
年

前
の
地
陪
が
北
北
束
ー
南
南
西
の
軸
を
も

っ
た

摺
曲
及

ぴ
断
層
を
繰
返
し
‘
全
体
と
し
て
‘

北

部
に
古
い
地
府
が
‘
南
部
に
新
し
い
地
層
が
分

布
し
て
い
る
。
ま
た
‘
本
地
域
は
‘
明
治
時
代

か
ら
今
日
ま
で
多
く
の
地
質
学
者
に
よ

っ
て
調

査
さ
れ
、
地
質
構
造
上
目
立

っ
た
ジ
ュ
ラ
紀
の

地
府
か
‘
日
本
列
烏
の
お
い
た
ち
を
物
語
る
上

で
の
重
要
な
地
域

の

一
っ
と
な

っ
て
い
る
。
最

近
で
は
‘
通
産
省
地
質
調
査
所
の
滝
沢
文
教
氏

の
詳
細
な
研
究
報
告

「
金
華
山
地
域
の
地
質
」

か
あ
る

（
昭
和
四
十
九
年
）。

そ
ん
な
理
由
で
、

地
質
学
的
概
況
は
‘

そ
れ
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し

今
回
は
、
昭
和
三

0
年
頃
｀
荻
の
浜
小
学
校
前

の
砂
浜
海
岸
か
ら
発
見
さ
れ
‘
話
題
と
な
り
‘

い
ま
だ
学
問
的
に
未
解
決
な
謎
の
多
い
自
然
査

産
‘
通
称
‘

「
方
孔
石
」
に
つ
い
て
の
調
査
報
告

を
し
‘
そ
の
保
護

・
保
存
を
市
民
に
呼
び
か
け

る
こ
と
に
し
た
。

二
、
調
査
の
概
況

＿
、
は
じ
め
に

一
、
方
孔
石
と
は

石
巻
市
域

・
地
質
学
的
自
然
文
化
財
調
査
報
告

方

孔

石

に

つ

い

て

石
巻
女

子
高
校
教

諭

高

石

巻

高

校

教

諭

菅

目

口
調
査
主
催
者

石
巻
市
教
育
委
貝
会

口
調
査
担
当
者

石

巻

女

子

高

校

教

諭

高

橋

石

巻

高

校

教

諭

菅

原

石
巻
女
子
高
校
地
牧
天
文
部

（二

年
）
菅

原

久

美

（一

年
）
伊

藤

真

理

二

年
）
太

田

明

美

二

年
）
菊
田
真
由
美

二

年
）
佐

藤

順

子

（一

年
）
平
井
美
智
子

口
調
壺
地
域

石
巻
市
荻
の
浜
区
域

四
調
杏
日
程

八
月
十
八

日
1
十
九
日

九
月
二
十
八
日

1
三
十
日

牡
鹿
半
島
部
の
石
巻
市
立
荻
の
浜
小
学
校
前

の
砂
浜
海
岸
に
胡
桃
大
ー
鶏
卵
大
の
楕
円
体

の

礫
か
あ

っ
て
‘
そ
の
中
央
部

に
菱
形
状
の
穴
の

あ
い
た
も
の
か
散
布
し
て
い
る
。
人
々
は
こ
れ

を
称
し
て

「
方
孔
石
」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の

生
因
は
人
に
よ

っ
て
は

‘
石
器
時
代
の
原
始
人

が
人
工
的
に
穿
孔
し
‘
漁
釣
の
お
も
り
に
し
た

も
の
等
と
い
う
。

原橋

清
治

祐
輔

祐清

輔治

そ
の
後
の
調
査
で
‘
結
果
的
に
は
‘
地
質
学

で
い
う
地
層
の
中
に
含
有
す
る
「
中
空
団
塊
」

の

一
種
で
あ
る
こ
と
か
明
ら
か
と
な

っ
た
。

四
、
方
孔
石
の
産
状

荻
の
浜
小
学
校
前
砂
浜
海
岸
の
両
毅
に
中
生

代
ジ

ュ
ラ
紀
の
梅
成
陪
で
あ
る
侍
浜
層
と
呼
ん

で
い
る
均
質
な
剪
開
に
富
ん
だ
黒
色
黒
岩

（
泥

岩
の

一
種
）
か
分
布
し
て
い
る
。
そ
の
厚
さ
は

約
五

0
0
米
に
及
ん
で
い
る
が
‘
そ
の
中
に
周

囲
の
母
岩
よ
り
硬
質
な
石
灰
質
の
団
塊

（
礫
状

物
体

）
が
含
ま
れ
て
い
て
、
最
大
長
径
は
五
〇

糎
に
達
す
る
も
の
も
あ
る
。
石
灰
質
団
塊
の
長

軸
は
‘
大
部
分
ス
レ
ー
ト
剪
開
の
方
向
と

一
致

し
て
お
り
‘
層
理
面
の
傾
斜
方
向
と
は
斜
交
し

て
い
る
。
特
に
‘
侍
浜
層
の
中
位
部
に
多
く
見

ら
れ
‘
荻
の
浜
小
学
校
前
砂
浜
海
岸
の

北
側
露

頭

（
約
三

0
米
の
厚
さ

）
の
部
分
に
限

っ
て‘

団
塊
の

中
央
部
か
空
洞
に
な

っ
て
い
る
中
空
団

境

（
方
孔
石

）
が
産
す
る
。

し
た
か

っ
て‘

砂
浜
に
転
在
し
て
い
る
方
孔

石
は
‘
周
囲
の
黒
色
頁
岩
が
風
化
作
用
や
波
食

作
用
に
よ

っ
て
破
砕
分
解
さ
れ
、
母
岩
よ
り
硬

質
な
中
空
団
塊
が
摩
耗
さ
れ
つ
つ
‘
楕
円
体
礫

と
な

っ
て
‘
流
水
や
波
浪
の
働
き
の
結
果
‘
散

布
す
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
方
孔
石
の
特
徴

方
孔
石
‘
す
な
わ
ち
中
空
団
塊
は
そ
の
産
状

と
形
態
に
よ
り
‘
二
つ
の
型
に
分
け
ら
れ
る
。

―
つ
の
型
は
‘
陪
理
面
に
ほ
ぼ
並
行
に
産
す

る
楕
円
体
型
の
中
空
団
塊
で
あ
り
‘
も
う

一
っ

六
、
方
孔
石
の
成
因

の
型
は
層
理
面
に
大
き
く
斜
交
し
て
産
す
る
土

偶
型
の
中
空
団
塊
で
あ
る
。

H

楕
円
体
型
中
空
団
塊

団
塊
の
長
軸
は
十
五

i
―二
糎
‘
短
軸
は
七

i

•
五
糎
で
、
そ
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
空
洞
が
認

め
ら
れ
る
。
空
洞
の
形
は

‘

一
般
に
菱
形
柱
状

で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
、
大
き
さ
七

X
五
糎
ー

三
X
二
糎
‘
長
さ
七
ー

ニ
糎
程
度
で
あ
る
。

こ

の
空
洞
を
中
空
と
呼
ふ
こ

と
に
し
‘
中
空
は
多

く
の
場
合
‘
部
分
的
に
鉱
物
が
充
期
し
て
い
る
。

そ
の
鉱
物
成
分
は
‘
大
半
か
褐
鉄
鉱
‘
泥
質
方

解
石
で
あ
り
‘
稀
に
石
英
‘
緑
泥
石
が
認
め
ら

れ
る
。

口

土
偶
型
中
空
団
塊

楕
円
体
型
に
比
べ
て
分
布
楢
が
極
め
て
少
い

せ
い
か
‘
今
回
の
調
査
で
初
め
て
発
見
さ
れ
た

も
の
で
、
こ
れ
ま
で
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

団
塊
の
形
は
‘
く
さ
び
状
‘
士
偶
状
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
‘
長
軸
十
一
糎
程
度
で
、
長
軸

に
斜
交
‘
短
軸

に
ほ
ぼ
平
行
な
割
れ
目
が

六
ー

七
ヶ
入

っ
て
い
て
‘
採
集
す
る
と
バ
ラ
バ
ラ
に

な
る
特
徴
を
も

っ
て
い
る
。
短
軸
は
三
ー
ニ
糎

で
、
こ
の
中
央
部
に
も
細
長
い
菱
形
状
の
空
洞

が
認
め
ら
れ
‘
そ
の
一
部
を
鉱
物
か
充
瑣
し
て

い
る
。
そ
の
鉱
物
成
分
は
‘
楕
円
体
型
と
同
じ

で
あ
る
。

中
生
代
ジ
ュ
ラ
紀

（一

佗
五
千
万
年
前
頃

）

荻
の
浜
区
域
は
‘
北
部
に
三
m
宜
紀
の
堆
粕
物
の

陸
地
が
あ

っ
て
‘
そ
の
沿
岸
部
に
あ

っ
た
と
推
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定
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
当
時
の
陸
地
か
ら
の

供
給
物
が
‘
今
日
の
侍
浜
陪
と
な

っ
た
わ
け
で

あ
る
。

こ
れ
ら
の
泥
の
堆
柏
物
に
も
植
物
逍
体

が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
葉
柱
状
植
物

選
体
に
‘
泥
中
の
地
下
水
に
溶
解
し
た
鉄
分
や

石
灰
分
な
ど
が
褐
鉄
鉱
や
泥
竹
力
解
石
な
ど
と

な

っ
て
沈
澱
‘
生
長
し
‘
母
岩
よ
り
硬
い
石
灰

質
団
塊
を
形
成
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
‘

団
塊
中
の
空
洞
は
‘
植
物
逍
体

へ
の
不
完
全
な

鉱
物
沈
澱
ま
た
は
‘
そ
の
後
の
堆
栢
物
圧
力
に

よ
る
熱
‘
脱
水
‘
収
縮
に
よ

っ
て
梱
物
辿
体
の

溶
解
‘
同
時
に
鉱
物
の
溶
解
な
ど
か
あ

っ
て
生

じ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

以
前
は
‘
単
に
黄
欽
鉱
の
様
な
鉱
物
の
ぬ
け

穴
と
論
じ
ら
れ
て

い
た
か
‘
土
偶
型
団
塊
の
発

見
に
よ
り
‘
植
物
逍
体
‘
鉱
物
の
沈
澱
‘
そ
の

後
の
部
分
溶
解
に
よ
る
空
洞
と
解
さ
れ
る
。
土

偶
型
は
‘

一
般
に
植
物
逍
体
へ
の
鉱
物
沈
澱
に

よ

っ
て
生
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
菱
型
柱
状
と
い
う
空
洞
の
特
異
性
も
‘
そ

の
様
な
植
物
追
体
に
よ
る
と
解
せ
ば
よ
い
。

七
、
方
孔
石
の
も
つ
意
義

た
い
粕
岩
中
に
存
在
す
る
‘
周
辺
よ
り
も
堅

い
種
々
の
形
状
を
有
す
る
無
機
物
質
の
凝
結
体

（
自
生
鉱
物
の
集
合
体
）
を
総
称
し
て
団
塊
‘

ま
た
は
結
核
と
い
う
か
‘
団
塊
は
特
に
地
質
学

的
に
見
て
珍
し

い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
‘
荻
の
浜
に
産
す
る
菱
形
柱
状

の
中
空
を

有
す
る
団
塊
と
な
る
と
日
本
て
も
特
異
な
も
の

に
屈
す
る
。
学
問
的
に
も
団
塊
中
の
中
空
の
成

因
か
は

っ
き
り
し
た
い
例
と
し
て
も
珍
し
い
。

さ
て
‘
次
に
他
県
て
天
然
記
念
物
に
指
定
さ

八
、
お
わ
り
に

文
責

高

橋

れ
て
い
る
団
塊
の
例
を
二
‘
三
あ
け
て
参
考
と

し
た

い
。

―
つ
は
埼
玉
県
の
例
で
、
也
甲
石
と
呼
ば
れ

て
い
て
‘
団
塊
に
多
角
形

の
割
れ
目
か
あ

っ
て

そ
の
割
れ
目
に
方
解
石
が
沈
澱
し
て
化
の
甲
に

似
た
団
塊
と
な

っ
て
い
る
も
の
て
‘
水
石
的
価

値
が
き
わ
め
て
高
い
と
か
い
わ
れ
て
い
る
珍
品

で
あ
る。

ま
た
‘
団
塊
の
核
部
に
は
多
く
の
場
合
‘
化

石
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
福
烏
県
磐

城
市
に
産
す
る
大
秒
団
塊
中
に
大
型
ア
ン
モ
ナ

イ
ト
な
ど
か
入

っ
て
い
る
珍
品
な
ど
も
大
切
に

保
護
保
存
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
他
‘
め
の
う
の

入

っ
た
団
塊

（長
野
県
）
な
ど
も
知
ら
れ
て
い

る
。荻

の
浜
産
の
菱
形
柱
状
中
空
団
塊
も
‘
そ
れ

ら
に
比
し
て
‘
秀

一
品
と
い

え
ま
す
。
大
切
に

保
存
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

十
数
年
前
‘
新
聞
紙
上
を
に
ぎ
わ
し
、
多
く

の
市
民
の
話
題
と
な
っ
た
方
孔
石
に

ス
ポ
ソ

ト

を
あ
て
て
‘
新
し
い
観
点
の
も
と
に
報
告
て
ぎ

え
た
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
が
‘
荻
の
浜
区
の

全
体
的
自
然
史
的
発
達
過
程
が
論
じ
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
か
残
念
て
あ
り
ま
す
。
引
き
つ

づ
き
調

査
し
‘
市
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
‘
郷
土
に
産

す
る
自
然
査
産
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い
も
の

と
朝

っ
て
報
告
と
致
し
ま
す
。

荻ノ浜小学校 前砂浜海岸に散布して いた方孔石

荻 ノ浜小学校前海岸北側露頭

（方孔石を含有する）
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r 

黒色頁岩中に含有されていた楕円体型方孔石

土偶型方孔石の断面 黒色頁岩中に含有されていた土偶型方孔石

の
中
心
地
で

‘
こ
こ
に
祀
る
仏
見
稲
荷
神
社
の

分
霊
で
あ
る
稲
荷
神
社
の
神
典
は
‘
古
米

「
あ

れ
み
こ
し
」
と
し
て
知
ら
れ
た
。

か
つ
こ
の
御
神

体
は
金
幣
金
狐
で
あ

っ
た
の
で
‘
こ
の

地
を
狐

崎
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。

こ
の
浜
か
ら

束
南
約

1
km
の
萱
刈
浜
の

小
島
に
あ
る
銭
塚
金

塚
は
梅
岸
線
が
屈
曲
湾
人
し
て
風
光
か
優
雅
で

あ
る
。
ま
た
‘
真
室
崎
①
に
は
先
住
民
の
住
居
と

見
ら
れ
る
洞
穴
が
あ
る
。

さ
ら
に
は
付
近
の
海

岸
に
延
慶
三
(
-
三
一

0
)
年
と
嘉
暦
年
間
と
の

二

つ
の
古
碑
及
び
元
亨
四

(
-
三
二

四
）
年
に
建

て
た
「
も
り
こ
の
碑
」
②
な
ど
が
あ
り
‘
弘
安
の

役
の
慰
益
の
碑
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。

石
巻
市
狐
崎
萱
刈
浜
板
碑
群
調
査
報
告

一

雄

一

文

化

財

保

護

委

員

佐

藤
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こ
れ
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
狐
崎
は
牡

鹿
半
島
の
中
心
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
‘
さ

ら
に
蛮
刈
浜
は
狐
崎
に
隣
接
し
た
生
活
の
中
心

地
域
て
も
あ
っ

た
よ
う
て
あ
る
。

こ
れ
は
‘
前

記
の
織
文
土
器
の
散
布
‘
あ
る
い
は
‘
今
回
の

調
杏
の
発
端
と
な

っ
た
板
碑
群
の
存
在
だ
け
で

な
く
‘
今
回
の
調
杏
中
に
波
打
際
の
堆
栢
層
の

中
か
ら
平
安
時
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
須
恵

器
の
破
片
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
‘

生
活

の
場
と
し
て
長
期
的
に
わ
た

っ
て
利
用
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
現
在

の
狐
崎
の
部
落
が
萱
刈
浜
に
あ

っ
た
こ

と
は
狐

崎
の
人
達
も
大
体
知

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

注
①
地
図

の
上
で
は
大
室
崎
と
な
っ
て
お
り
‘
狐

崎
の

人
達
は
「
マ
グ
ロ
崎
」
と
呼
ん
て
い
る

。

②
こ
の
碑
は
‘
漁
業
関
連
道
路
工
ボ
の
際
に

付
近
に
移
転
さ
れ
て
お
り
‘
碑
の
立
っ
て

い
た
石
柏
恥
は
完
全
に
倣
壊
さ
れ
て
い
る
，

二
、
萱
刈
浜
板
碑
群
の
概
要

囚

板

碑

の

内

容

確
認
さ
れ
た
板
碑
の
総
数
は
四
十

一
基
で

あ
る
。
そ
の
中
‘
紀
念
銘
の
確
認
で
き
る
も

の
は
次
の
五
基
で
あ
る
。

s
i
正
安
一
一年
十

一
月
三
日

s
れ

乾
元
―
一年

D
月
二
七
日

1
3
　
乾
元
二
年
二
月
十
七
日

s
 

S
1
4
　
嘉
元
二
年
十
一
月
十
三
日

so

元
亨
二
年

1
-
H七
日

※

sO
は
双
式
板
碑
て
あ
り
‘

右
側
は
阿

弥
陀
三
拍
サ
‘
左
側
は
釈
迦
三
匹
菜り
柚

子
が
あ
る
。

そ
の

他

の
も
の
は
磨
政
あ
る
い
は
糾
離
か

激
し
く
紀
年
銘
は
確
認
で
き
な
い
状
態
て
あ

写 真(I)

っ
た
。
近
刈
浜
板
碑
群
の
中
て
紀
年
銘
‘
種

子
の
確
認
で
き
る
も
の
は
一
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
が
大
部
分
て

一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
碑

に
は
磨
滅
‘
剥
離
か
激
し
い
せ
い
も
あ

っ
て

紀
年
銘
、
種
子
と
も
に
確
認
で
き
な
か

っ
た。

し
か
し
、
そ
の
底
滅
・
剥
離
の
状
態
は
‘
紀

年
銘
‘
種
子
の
確
認
で
き
る
他

の
大
型
板
碑

と
そ
の
状
況
は
類
似
し
て

い
る
の
て
‘
こ
れ

ら
の
粘
滅
‘
剥
離
の
激
し
い
碑
も
板
碑
で
あ

ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
。

芦
刈
浜
板
碑
群
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
紀

年
銘
は
前
記
の
よ
う
に
正
安
二
(
-
三

0
0
)

年
か
ら
元
亨
ニ
ニ

――
―
二
二
）
年
ま
て
の
鎌
倉

時
代
末
期
の

二
十
二
年
間
で
あ
る
。
そ
れ
も

正
安
‘
乾
元
‘
嘉
元
の
早
い
時
期
の
も
の
は

後
列
の
中
央
部
に
配
沼
さ
れ
、
元
亨
の
板
碑

は
大
型
の
板
碑
群
の
中
心
に
な
る
よ
う
な
位

甜

（
写
真

1
)
に
造
立
さ
れ
て
お
り
‘
し
か

も
図

mの
よ
う
な
双
式
板
碑
で
あ
る
。

f̀
 

心
）
 

L
ベ―ゃ

ー

中
ょ

、．豆ぞ戸
一

r,＇:・ 會

!
-

県
内
に
お
け
る
双
式
板
碑
の
確
認
は
最
初

の
も
の
で
あ
り
‘
き
わ
め
て
投
重
な
存
在
で

あ
ろ
う
。
双
式
板
碑
は
関
束
地
方
に
お

い
て

は
多
数
確
認
さ
れ
て
い
て
‘

そ
れ
も
大
部
分

か
逆
修
供
投
の
内
容
て
あ
る
と
い
う
。
菅
＿刈

浜
の
双
式
板
碑
は
右
側
は
母
親
の
た
め
‘
左

側
は
父
親
の
成
仏
を
祈

っ
て

い
ま
す
。
逆
修

供
養
で
は
な

い
の
て
あ
り
、
種
子
は
右
側
か

阿
弥
陀
三
均
‘
左
側
か
釈
迦
三
咋
で
あ
る
。

銘
文
に
つ
い

て
は
特
に
特
徴
の
あ
る
も
の
は

は
見
ら
れ
ず
‘
わ
ず
か
に
茄
元
二
年
の
碑
に

「
孝
子
等
敬
白
」
と
い
う
例
か

み
ら
れ
‘
結

衆
板
碑
に
近
い
表
現
か
み
ら
れ
た
。

伯
に

つ
い
て
は
左
の
も
の
が
確
認
さ
れ
る

だ
け
で
あ

っ
た
。

願
以
此
功
徳

□
D
菩
提
心

平
等
及

一
切

往
生
安
楽
国

（
出
典
不
明

）

種
子
に
つ
い

て
は
表

の
よ
う
に
な
る
か
‘

こ
れ
ら
10
基
の
他
に
‘
双
式
板
碑
に
現
わ
れ

た
阿
弥
陀
――
―均
‘
釈
迦
三
群
が
あ
り‘

こ
れ

を
ふ
く
め

て‘

種
子
の
確
認
さ
れ
て
い
る

の

は
合
計
11
基
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

（
凶

l

フ／

種
子
の
中
て
‘
石
巻
地
方
に
お
い
て
カ
ハ
か

刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
‘
板
碑
に
お
け
る
種

子
と
し
て
は
き
わ
め
て
異
例
の
こ
と
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

⑲

配

石

追

構

に

つ
い
て

個

々
の
板
碑

の
全
容
を
確
認
す
る
た
め
に

20
ー
30
セ
ル
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
掘
り
下
け
て

行

っ
た
と

こ
ろ
‘
後
列
の
板
碑
の
前
面
に
‘

板
碑
に
添

っ
て
祭
坦
の
よ
う
な
形
に
配
列
さ

れ
た
偏
平
状
の
石
組
が
確
認
さ
れ
た

（
写
真

l
)。
こ
れ
は
‘
萱
刈
浜
の
板
碑
群
は
造
立
当

時

の
位
附
か
は
ぼ
保
た
れ
て

い
る
と
想
像
さ

れ
る
と

こ
ろ
か
ら
‘
板
碑
を
と
り
ま
く
何
ら

か
の
追
構
か
確
認
さ
れ
る

の
て
は
な
い
か
と

思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
大
型
の
板
碑
を
中
心

に
し
た
部
分
を
て
い
ね

い
に
掘
り
下
け
て
み

る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
結
果
‘
流
さ
れ
て
‘

原
型
は
相
当
に
く
ず
れ
て
は
い

る
が
‘
前
回

の
元
亨
の
双
式
板
碑
を
と
り
囲
む
よ
う
な
形

で
‘
萱
刈
浜
か
ら
運
び
あ
げ
て
使
用
し
た
と

思
わ
れ
る
河
原
石
か
出
て
き
た

（
写
真

2
)。

と
り
囲
む
形
は
‘
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る

も
の
で
は
な

い
か
‘
は
ぽ
‘
そ
う
て
あ
ろ
う

と

い
う
推
定
は
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
‘
作
業
は
板
碑
の
調
査
だ
け
で
な
く
‘

そ
れ
に
附
随
し
て
現
わ
れ
る
て
あ
ろ
う
逍
構

の
調
壺
を
も
合
わ
せ
て
行
な
う
こ
と
に
し
た
。

そ
の
範
囲
は
‘
後
列
の
紀
年
銘
の
あ
る
板
碑

群
と
前
列
の
双
式
板
碑
を
ふ
く
む
‘
お
よ
そ

7
M
平
方
の
広
さ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
‘
や

は
り
前
列

の
双
式
板
碑
と
‘

そ
れ
に
並
ん
で

現
在
‘
倒
伏
し
て
い
る
板
碑
は
個

々
に
玉
石

で
取
り
囲
ん
て
い
る
様
子
か
確
認
さ
れ
た
。

後
列
の
配
石
は
‘
個

々
の
板
碑
を
取
り
囲
む

の
で
は
な
く
‘
板
碑
群
全
体
を
取
り
囲
む
よ

う
な
形
で
配
石
さ
れ
‘
使
わ
れ
て

い
る
石
も
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前
面
の
玉
石
と
同
じ
よ
う
な
も
の
と

一
緒
に

板
状
の
枯
板
岩
を
使
っ
た
も
の
や
‘
枯
板
岩

の
く
だ
い
た
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た

後
列
板
碑
の
前
面
に
平
石
か
配
平
lil
さ
れ

て
い

る
の
も
前
列
の
板
碑
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の

て
あ

っ
た
。
こ

れ
ら
の
配
石
は
‘
は

っ
き
り

祭
祀
逍
構
と
し
て
確
認
さ
れ
る
た
め
に
は
‘

今
回
の
曲
査
で
残
さ
れ
た
部
分
の
発
掘
と
大

型
板
碑
群
の
前
面
に
突
き
出
た
千
11

状
帯
か
‘

こ
れ
ら

の
配
石
と
ど
ん
な
関
係
に
あ
り
、
そ

こ
か
ら
何
か
確
認
さ
れ
る
か
に
か
か

っ
て
い

る
。

三
、
萱
刈
浜
板
碑
群
の
文
化
史
的
意
義

｛
邑
城
県
内
の
板
碑
の
総
括
的
な
史
料
と
し
て

「
宮
城
県
史
⑬
金
石
篇
」
か
あ
り
ま
す
。
し
か

し
‘
こ
の
祝
城
県
史
⑬
は
板
碑
の
悉
皆
訓
査
に

も
と
つ
く
も
の
て
は
あ
り
ま
せ
ん
の
て
‘

こ
れ

に
よ

っ
て
｀

県
内
板
碑
の
全
容
を
知
る
と
い
う

わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
で
す
。

こ
こ
数
年
米

石
巻
市
教
育
委
以
会
か
中
心
に
な

っ
て
行

っ
て

写 真(2)

き
ま
し
た
。
石
巻
市
内
の
板
碑
の
悉
皆
調
査
に

く
ら
べ
ま
す
と
‘
宮
城
県
史
⑬
に
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
板
碑
の
数
は
、
現
況
の
ほ
ぼ
二
分
の

一

ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う

な
す
れ
は
‘
石
巻
市
内
の
板
碑
数
だ
け
に
み
ら

れ
る
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
‘
叫
内
各
地
に

お
い
て
み
ら
れ
る
現
象
で
し
ょ
う
。
し
か
し
‘

現
在
の
研
究
段
階
か
ら
す
れ
ば
‘
不

T
分
な
も

の
で
は
あ
り
ま
す
か
肌
内
の
板
碑
分
布
の
概
要

は
つ
か
め
る
と
思
い
ま
す
。

宮
城
県
史
⑬
に
よ
り
｀
県
内
の
板
碑
分
布
の

概
要
を
分
析
し
ま
し
た
と
こ
ろ
‘
次
の
よ
う
な

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

①
総
数
に
お
い
て
、
そ
の
分
布
状
況
を
さ
ぐ

っ
て
み
ま
す
と
‘
太
平
洋
岸
に
多
く
、
内
陸
部

に
少
な
い
こ
と
が
明
瞭
に
な
り
ま
し
た
。
内
陸

部
で
も
登
米
郡
は
板
碑
の
材
料
で
あ
る
枯
板
岩

（
通
称
‘
稲
井
石
）
の
産
す
る
こ
と
も
あ

っ
て

相
当
数
の
板
碑
が
存
在
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は

板
碑
作
成
か
そ
の
材
料
と
重
要
な
関
係
か
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
は
‘
石
巻
市
か
粘
板
岩
の
産
出
地

で

あ
る
稲
井
地
区
を
ひ
か
え
て
い
る
関
係
も
あ

っ

て
県
史
の
上
て
は
登
米
郡
に
つ
い
で
‘
そ
の
数

か
多
い
こ
と
か
ら
も
理
解
て
き
る
の
て
は
な

い

で
し
ょ
う
か
。

い
す
れ
に
し
て
も
i

呂
城
県
に
お

け
る
板
碑
文
化
の
中
心
は
‘
登
米
郡
‘
石
巻
市

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
最
近
の

調
介
で
桃
生
郡
河
北
地
区
に
お
い
て
も
相
当
数

か
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
の
て
登
米
郡
‘
石
巻
市

に
次
ぐ
板
碑
の
密
梨
地
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
ょ
う
。

②
臼
城
県
の
板
碑
の
ひ
ろ
が
り
を
時
代
的
に

な
か
め
て
み
ま
す
と
ば
慈
外
な
こ
と
を
発
見
で

わ
り
に
よ
る
ち
か
い
に
求
め
る
と
い
う
よ
う
に

い
ろ
い

ろ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て

も
‘
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
す
。

宮
城
県
史
⑬
に
お
い
て
‘
牡
鹿
半
協
の
板
碑

と
し
て
記
載
さ
れ
て

い
る
も
の
は
‘
鎌
倉
時
代

4
基
‘
南
北
朝
時
代
1
基
‘
室
町
時
代
3
枯
の

合
計

8
基
だ
け
て
す
。
と
こ
ろ
が
‘
私
達
か
本

年
度
に
本
格
的
な
調
在
を
開
始
し
た
狐
崎
萱
刈

（図 2)宮城県における板碑の分布
（宮城県史(13)による）

き
ま
し
た
。
そ
れ
は
‘
仙
南
‘
仙
台
を
中
心
と

し
た
地
域
は
鎌
倉
時
代
か
最
盛
期
で
あ
り
‘
南

北
朝
‘
室
町
時
代
と
下
る
に
し
た
が

っ
て
急
速

に
消
滅
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

こ
れ
に
対
し
‘

石
巻
市
‘
登
米
郡
を
中
心
と
し
た
仙
北
地
域
は

鎌
介
‘
南
北
朝
‘

室
町
時
代
を
通
じ
て
‘
ほ
ぽ

平
均
的
に
存
在
し
‘
強
い

て
、
そ
の
最
盛
期
を

さ
ぐ
る
と
す
れ
ば
‘
そ
れ
は
‘
南
北
朝
時
代
か

ら
室
町
時
代
に
か
け
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
の
ち
か
い
を
ど
こ
に
求
め
る
か
は
む
す

か
し
い
問
題
て
す
が
、
そ
れ
を
板
碑
文
化
の
流

入
路
の
ち
が
い
に
求
め
る
か
‘
あ
る
い
は
‘
県

北
部
に
お
け
る
粘
板
岩
産
出
に
よ
る
材
料
と
作

成
技
術
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
か
‘
さ
ら
に

は
‘
函
城
県
内
に
お
け
る
政
治
術
勢
と
の
か
か

浜
に
は
‘
前
記
の
よ
う
に

IMl
滅
‘
あ
る

い
は
剥

離
し
て
‘
し
か
と
確
認
で
き
な
い
も
の
を
含
め

て
四
十
数
基
に
な
り
ま
す
。

こ
の
大
最
の
板
碑

の
存
在
は
何
を
意
味
す
る
で
し
ょ
う
か
。
私
達

に
牡
鹿
半
島
に
お
け
る
中
世
文
化
の
再
検
討
を

迫

っ
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

牡
鹿
半
島
に
板
碑
文
化
が
流
入
し
た

の
は
‘

{
呂
城
県
内
に
お
け
る
最
古
の
板
碑
か
文
永
十
年

で
す
か
ら
萱
刈
浜
の
正
安
二
年
と
の
差
は

二
十

数
年
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
。
宮
城
県
に
板
碑
が

流
入
し
て
か
ら
｀
慈
外
と
早
い
時
期
に
‘
板
碑

文
化
が
牡
鹿
半
島
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
も
内
陸
部
で
は
み

ら
れ
な
か

っ
た
双
式
板
碑
の
形
式
さ
え
も
伝
え

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
牡
鹿

半
島
に
お
け
る
中
世
文
化
の
在
り
方
は
‘
根
本

か
ら
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

更
に
萱
刈
浜
に
お
い
て
三
基
確
認
さ
れ
て
い
る

柚
子
の
れ

は
内
陸
部
に
は
絶
対
に

み
ら
れ
な
い

も
の
で
す
。
種
子
に
れ公
を
も
つ
板
碑
は
狐
崎
の

隣
浜
て
あ
る
小
祝
浜
に
も
一
基
あ
り
ま
す
の
で

狐
崎
地
区
に
集
中
し
て

い
る
よ
う
で
す
。
力
裟
J

ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
は
‘
い
ろ

い
ろ
の
板

碑

の
文
献
を
ひ
も
ど
い
て
み
て
も
で
て
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
ヤ
八
は
五
輪
の
各
輪
に
配
さ
れ

て
い

る
石
入
人
そ
丸
の
五
字
‘
す
な
わ
ち
｀
空
‘

風

火
‘
水
‘
地
の

h
大
に
充
て
ら
れ
る
カハ
の
菩
提

点
か

つ
い
た
も
の

の
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に

れ

を
れ

に
菩
提
点
が
つ

い
た
も
の
と
し
て
も
‘

そ
れ
が
一
字
の
場
合
に
は
‘
ど
の
よ
う
に
解
釈

す
べ
き
で
あ
る
の
か
‘

こ
れ
を
解
明
し
た
文
献

は
見
当
り
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
の
ガ
2

は
ババ
か
↑
t

（
胎
蔵
界
大
日
如
来
）
と

n[（金
剛
界
大
日
如

来
）
の
合
成
の
種
子
と
解
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
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か
ら
‘
金
剛
界
‘
胎
蔵
界
両
部
の
「
大
日
如
来
」

と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
か

服
部
泊
追
先
生

の
こ
教
示
て
す
。

こ
の
服
部
消
道
先
生
の
こ
教
示
の
よ
う
に
‘

れ

を
解
釈
す
る
と
す
れ
ば
‘
こ
の
こ
と
は
牡
鹿

半
島
の
板
碑
文
化
に
つ
い
て
‘
前
記
の
双
式
板

碑
の
存
在
と
並
ん
で
‘
き
わ
め
て
特
徴
的
な
こ

と
と
し
て
観
察
す
る
こ
と
か
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
‘
内
陸
部
に
は
板
碑

に
五
輪
五

大
種
イ
を
表
わ
し
‘
あ
る
い
は
五
輪
塔
そ

の
も

の
を
表
現
し
た
も
の
か
各
地
に
観
察
さ
れ
ま
す

か
ら
‘
五
輪
塔
の
思
想
か
内
陸
部
に
ひ
ろ
く
浸

透
し

て
い
た
こ
と

は
想
像
さ
れ
ま
す
。
し
か
し

れ

を
前
記
の
よ
う
に
金
‘
胎
両
部
の

「
大
日
如

米
」
と
解
す
る
と
す
れ
は
‘
こ

の
よ
う
な
こ
み

い
っ
た
考
え
方
か
牡
鹿
半
島
に
ひ
ろ
か

っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
内
陸
部
の
板
碑
文
化
と
の
か

か
わ
り
の
上
て
ど

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の

て
し
ょ
う
か
。
牡
鹿
半
島

の
板
碑
思
想
の
内
容

か
‘
双
式
板
碑
‘

方
ぶ
種
子
を
通
し
て
み
る
限

り
‘
内
陸
部
の
板
碑
思
想
よ
り
も
深
い
も
の
を

も

っ
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
す
。
私

は
亥

を
五
輪
塔
思
想
を
そ
の

一
字
に
託
し
た
と

も
考
え
て
み
ま
し
た
が
‘
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に

も
形
式
的
に
す
ぎ
る
よ
う
で
自
信
が
も
て
ま
せ

ん
。
今
後
の

研
究
に
待
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
逹
は
牡
鹿
半
島
の
浜
々
を
現
代
的
な
感
党

て
避
地
と
し
て
と
ら
え
や
す
い
の
て
す
か
‘
板

碑
の
形
式
‘
内
容
‘
数
な
ど
を
観
察
す
る
限
り

中
世

に
お
け
る
牡
鹿
半
島
の
浜
々
は
‘
決
し
て

文
化
的
に
は
避
地
で
あ

っ
た
の
て
は
な
く
‘
む

し
ろ
‘
仏
教
信
仰
に
お
い
て
は
‘
内
陸
部
を
し

の
く
も
の
が
あ

っ
た
の
て
は
＇な
い
か
と
推
察
て

き
る
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
に
萱
刈
浜
板
碑
群
の

意
義
を
認
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
板
碑
群
の
造
立
者
は
誰
か
。
そ
こ
に

住
ん
て
い
た
家
族
構
成
は
‘
当
時
の
権
力
者
と

の
か
か
わ
り
は
ど
ん
な
も
の
て
あ
っ
た
の
か
。

板
碑
文
化
の
流
人
経
路
は
｀
内
陸
部
か
ら
徐
々

に
時
間
を
か
け
て
伝
わ
っ
た
も
の
か
。
そ
れ
と

も
‘
葛
西
氏

の
石
在

へ
の
入
部
か
海
路
か
ら
て

あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に

‘
洵
の
道
か
ら
直

接
‘
牡
鹿
半
島
に
根
を
お
ろ
し
た
も
の
な
の
か

ど
う
か
。
私
は
‘
そ
こ
に
住
ん
だ

人
々
の
中
世

村
落
共
同
体

の
あ
り
方
を
知
り
た
い
と
思
う
。

こ
れ
ら
は
‘
萱
刈
浜
の
板
碑
群
か
ら
た
け
て
は

推
論
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
‘
こ
の
板
碑
群

の
発
掘
調
査
は
配
石
遺
構
の
確
認
と
と
も
に
‘

牡
鹿
半
島
の
中
世
文
化
の
解
明
に
糸
口
を
与
え

て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
、
保
存
対
策
に
対
す
る
所
見

萱
刈
浜
板
碑
群
の
調
杏
か
‘
形
式
‘
内
容
‘

数
等
の
単
純
な
調
査
に
終
る
の
て
あ
れ
ば
｀
現

地
の
人
逹
へ
の
周
知
‘
移
動
し
な
い
よ
う
に
固

定
し
て
保
存
す
る
等
の
単
純
な
作
業
て
保
存
対

策
は
終
了
す
る
で
あ
ろ
う
か
‘
配
石
逍
構

の
こ

と
を
考
え
る
と
従
来
の
よ
う
な
簡
単
な
作
業
で

は
済
み
そ
う
に
も
な
い
と
思
う
。
芦
刈
浜
板
碑

群
の
保
存
計
両
は
‘
地
下
の
配
石
迅
構
の

全
面

調
査
を
実
施
し
、
そ
の

全
容
か
解
明
さ
れ
た
上

て
‘
改
め
て
計
画
さ
る
へ
き
だ
と
思
う
0

I
 

H
 

も
早
く
‘
地
下
迫
構
の
完
全
な
る
調
査
が
の
そ

ま
れ
る
次
第
て
あ
る
。
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田
代
島
平
塚
文
書
目
録
に
つ
い
て

石
巻
市
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化
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保
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田
代
島
平
塚
家
文
書
は
‘
す
て
に
「
文
化
財
て
北
上
川
の
上
流
か
ら
平
田
船
て
物
資
が
輸
送

だ
よ
り
」
第

一
号
に
紹
介
済
み
の
平
塚
八
太
夫
さ
れ
、
石
巻
に
集
栢
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て‘

関
係
文
書
で
あ
る
。
第

一
号
て
は
‘
転
蒋
類
を
町
は
急
速
に
発
展
し
港
か
活
況
を
呈
す
る
こ
と

中
心
に

―
ニ
―

点

紹

介

さ

れ

て

い

る

が

、

そ

の

に

な

っ
た
。
川
の
両
岸
に
は
‘
四
十
五
棟
の
南

後
石
巻
市
指
定
文
化
財
と
す
る
べ
く
調
査
し
‘
部
‘
一
関
‘
仙
台
藩
な
ど
の
蔵
屋
敷
か
立
ち
並

写
真
等
に
よ
り
目
録
を
整
備
し
‘
昭
和
五
寸

―

び
‘
十
三
万
五
千
俵
余
の
米
か
収
容
さ
れ
‘
沿

年
六
月

一
日
付
て
第
一
次
指
定
‘
昭
和
五
十
三

か
ら
は
五
百
隻
余
の
千
石
船

（
天
当
船
）
か
出

年
四
月

一
日
付
て
第
二
次

指

定

を

行

な

い

‘

帳

入

り

す

る

こ

と

に

な

っ
た
。

薄
類
一
八
七
点
、
書
状
・
証
文
な
ど
五
五
二
点
　
石
巻
の
開
港
で
、
北
上
川
の
舟
運
の
終
点
と

に
の
ほ
る
文
害
の
整
理
を
終
え
た
も
の
て
あ
る
。

し
て
ま
た
東
廻
洵
運
の
移
出
港
と
し
て
重
要
視

こ
の
平
塚
家
文
内
は
‘
鼠
の
み
な
ら
す
‘
質
的
さ
れ
‘
仙
台
湘
の
経
済
は
石
巻
か
ら
外
へ
開
か

に
も
重
要
な
も
の
て
あ
り
‘

一
九

世

紀

以

降

の

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

こ
れ
は
大
消
牝
地
江
戸

都
末
に
お
け
る
海
連
史
の
解
明
‘
近
世
か
ら
近
へ
の
廻
米
や
買
米
制
に
よ
る
湘
財
政
収
入
策
て

代
に
至
る
商
業
査
本
の
形
成
過
程
‘
大
網
関
係
あ
り
‘
実
に
藩
現
金
収
入
の
四

O
。ハ
ー
セ
ン
ト

を
含
め
た
漁
業
問
題
‘
近
世
に
お
け
る
商
品
流
か
買
米
制
か
ら
あ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
‘

通
経
済
機
構
の
解
明
に
大
な
る
慈
味
を
も
ち
こ
の
制
度
も
天
保
以
降
運
営
不
可
能
と
な
り
‘

そ
の
意
味
て
重
要
な
夜
料
と
い
え
る
も
の
て
‘
藩
財
政
か
窮
迫
し
た
と
こ
ろ
に
ロ
シ
ア
の
南
↑
に

指
定
文
化
財
と
し

て
の

価
値
は
大
き
い
と
い
え

伴
な
う
蝦
夷
地
笞
備

の
命
令
か
下

っ
た
。
仙
台

よ
う
。

藩
は
束
蝦
夷
地
を
任
務
と
し
た
か
‘
財
政
窮
迫

平
塚
八
太
夫
は
田
代
島
の
生
ま
れ
て
少
年
時
の
折
で
‘
経
営
開
発
に
は
商
人
の
経
済
力
に
た

代
か
ら
洵
に
あ
こ
か
れ
‘
面
人
の
追
に
入

っ
た

J

よ
る
以
外
な
か

っ
た
の
て
あ
る
。
そ

こ
に
巨
利

石
巻
湾
に
浮
か

ふ
こ
の

田
代
島
か
硲
末
に
お
け
を
求
め
る
商
人
の

登
場
か
あ
り
‘
平
塚
八
太
夫

る
平
塚
八
太
夫
の
貿
易
の
本
拠
地
て
あ
り
‘
蝦
の
活
躍
す
る
場
か
開
け
て
来
た
の
て
あ
る
。
八

夷
地
と
那
珂
湊
と
の
貿
易
の
中
継
基
地
て
も
あ
太
夫
は
少
年
時
代
か
ら
水
夫
と
し
て
那
珂
湊
の

っ
た
。

こ
の
石
巻
湾
を
中
心

と

し

た

近

世

に

お

水

戸
藩
御
用
達
商
人
大
内
五
郎
右
衛
門
の
船
に

け
る
洵
運
の
発
達
は
実
に
一＿
一五

0
年

前

に

さ

か

乗

り

組

ん
だ
。

の
ち
船
頭
と
し
て
五
郎
右
衛
門

の
ほ
る
。
即
ち
‘
党
永
三
（
一

六―

―六
）
年‘

の
右
腕
と
し
て
倍
望
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。

川
村
孫
兵
衛
重
吉
に
よ
る
北
上
川
の
水
路
つ
け
五
郎
右
衛
門
か
松
前
と
の
交
品
て
巨
利
を
得
る

替
え
工
事
か
完
成
し
た
以
後
て
‘
こ
れ
に
よ

っ

と
‘
八
太
夫
は
親
船

一
隻
と
三
百
両
を
与
え
ら

れ
て
自
ら
蝦
夷
地
貿
易
に
の
り
出
し
て
い

っ
た
。

一
八
三

0
年
代
三
十
余
歳
の
時
に
は
得
宝
丸‘

宝
来
丸
の
持
船
て
事
業
を
拡
大
し
‘
蝦
夷
地
貿

易
を
確
保
す
る
た
め
‘

し
ば
し
ば
函
舘
に
進
物

を
送
っ
て
い
る
。（
安
政
二
年
よ
り
進
物
控
戟
多

数
）
文
久
二
年

(
-
八
五
二）

以
降
の
勘
定
書

な
と
の
文
叩
口
に
は
‘
仙
台
藩
の
船
海
運
丸
の
名

も
見
え
‘
藩
か
ら
船
を
あ
す
か

っ
て
運
上
金
を

献
上
し
つ
つ
巨
利
を
得
て
い

っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
那
珂
湊
の
商
人
と
の
取
引
証
文
も
多

く
‘
蝦
夷
地
と
那
珂
湊
を
往
復
し
て
利
益
を
あ

け
た
こ
と
も
推
察
て
き
‘
次
第
に
大
商
人
と
な

っ
て

い
っ
た
。
安
政
引

(
-
八
五
八

）
年
か
ら

は

「
浜
屋
」
と
称
し
‘
文
久
二
年
か
ら
「
平
塚
」

の
姓
を
使
う
よ
う
に
な
り
‘
慶
応
ニ

ニ

八
六

六
）
年
に

「
永
久
御
免
苗
字
骨
刀
麻
上
下
」
と

な

っ
て
四
人
扶
持
の
士
分
の
待
遇
を
仙
台
藩
か

ら
与
え
ら
れ
‘
ゆ
る
ぎ
な
い
大
商
人
の
地
位
を

得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

座
応
二

(
-
八
六
1

ハ
）
年
六
十
余
歳
て
那
珂

湊
に
て
客
死
後
は
‘
善
三
郎
か
相
続
し

（
八
太

夫
辿
害
写
に
相
続
人
‘
別
家
等
詳
細
に
記
さ
れ

て
い
る

）
‘
貿
易
に
よ
り
苦
柏
し
た
査
本
を
も
と

に
叫
挺
大
網
を
は
し
め
‘
田
代
島
の
漁
業
振
判

に
貢
献
し
て
い
る
。（
大
網
文
書
多
数

）

次
に
紹
介
す
る
の
は
‘
平
塚
家
文
書
の
全
目

録
で
あ
る
。
帳
洵
類
は
編
年
体
に
ま
と
め
て
あ

る
か
、
第
二
次
指
定
分
の
‘
書
状
・
証
文
な
ど

は
指
定
番
号
順
に
し
て
あ
り
‘

今
後
‘
束
北
歴

史
査
料
館
方
式
に
て
分
類
し
‘
ま
た
解
読
作
業

も
進
行
中
て
あ
り
‘
再
度
何
ら
か
の
形
て
随
時

紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思

っ
て

い
る
。

石
巻
市
指
定
文
化
財

田
代
島
平
塚
家
文
杏
目
録

（
仁
斗
田
／
平
塚
ツ
ナ
氏
所
蔵
）

'" 

第
一
次
指
定
国
根
室
国
野
附
国
秋
味
積
入
控

（
明
治

3

ー
8
7

0
)

4
往

ヽ

＼ 

第
＿
次
指
定

114

船
中
勘
定
控

（
慶
応

3

ヰ
心
ぐ
:i
:，．-i
”

油
妥
名
＾
入
社

i
庄
L
iー
―
:
0̀
ぢ
-

ー

v

_

＿
_
＿

＿――ー

：
＿
＿
＿
＿
＿

9

悴
＼

i

第
一
次
指
定

116

諸
品
買
入
控

（
安
政

5

第
一
次
指
定

115

権
限
丸

エ
ト

ロ
フ
切
開
積
入

勘
定
調
子
控
（
元
治
ー

ー
8
6
4
)

1
8
5
8
)
 

ー

8
6

7
)

-t
f
 

i
て

C
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――平
塚
ツ
ナ
家
文
書
指
定
目
録

第
＿
次
指
定

(
5
1
.
6
.
1
指
定
）

ー
‘
御
分
領
中
御
郡
方
御
高
村
書
附

2
‘
松
前
蝦
夷
地
場
所
付

惣
調
控

3
‘
得
宝
丸
船
尺
材
木

針

尺

細

工

数

4
、
松
前
箱
館
附
船
勘
定
控

5
‘
大
工
日
用
人
数
働
分
方
控

6
‘
年
中
小
夫
諸
入
用
書
控

7
‘
金
銀
出
入
控

8
‘
宝
来
丸
金
太
夫
殿

勘
定
忠
入
杏
控

9
‘
エ
ト
ロ
フ
場
所
荷
物

栢
入
高
勘
定
書
控

10
‘
金
銭
出
入
荷
物
栢
入
控
帳

11
‘
船
中
勘
定
出
入
帳

1

2

‘

手

控

帳

認`

宝
来
丸
雑
用
党
肱

14
、
箱
館
進
物
控

15
‘
金
銀
受
彿
差
引
帳

1
6
、
海
運
丸
道
具
梢
入

1
7
`
i
愚
四
買
仕
切
覚
帳

18
‘
金
銀
睛
取
帳

1
9
｀
志
只
買
仕
切
帳

20
、
小
取
替
控
帳

2
1
、
新
造
誠
調
井
金
銀
出
入
帳

22
、
金
銀
受
抽
残
金
預
り
帳

23
、
新
造
小
も
の
附
込
控
帳

2
4
、
大
阪
乙
船
入
用
井
箱
館
辿
下
り
雑
用

25
、

ユ

ウ

フ

ツ

秋

味
登
り

帳

処
々
進
物
勘
定

昨
年

26
‘
船
道
具
井
鉄
物
根
米
帳

（
指
定
総
数
739
点）

一

27
、
江
戸
買
入
物
中
ノ
湊
勘
定
忠
控

28
、
金
銀
出
入
控

29
‘
エ
ト
ロ

フ
船
中
勘
定
控

30
、
海
運
丸
栢
来
荷
物

渡
方
出
入
勘
定
書
控

31
‘
妙
徳
丸
荷
物
積
入
書

昆
布
買
入
調
書
控

32
‘
金
銀
出
入
控

33
、
江
戸
中
湊
勘
定
諸
用
控

34
、

（
欠

番

）

35
‘
函
館
進
物
控

36
、
下
り
物
荷
物
控
帳

37
‘
妙
徳
丸
勘
定
書
控

38
‘

諸

色

控

39
、
江
戸
買
入
注
文
取
立
控

40
｀
箱
館
進
物
控

41
、
大
御
印
取
立
金
控

42
、
子
モ
ロ
シ
ベ
ツ
下
り
荷
物
栢
入
調
子

43
‘
貧
民
施
籾
帳

44
‘
雑
用
根
米
小
遣
懸
帳

45
、
i

閲
賣
買
仕
切
控
帳

木
梶
書
附
覚
帳

46
、
四
年
半
七
間

板
蔵
壱
間

中
民
貧
民
助
米
彿
方
帳

4
7
‘
両寸木

48
‘
得
宝
丸
船
機
勘
定
書
控

49
、
宝
来
丸
入
用
自
分
彿
帳

50
、
宝
来
丸
祝
儀
覚
帳

51
‘
宝
来
丸
造
船
一
紙
目
録
帳

52
、
当
座
御
用
立
控
帳

53
、
箱
館
進
物
控

54
‘
宝
来
丸
祝
儀
虹
帳

55
‘
金
子
受
彿
目
録
帳

56
‘
進
物
逍
方
控

御
年
貢
上
納
控
帳

57
‘
年々

58
‘
金
銀
出
入
控

59
‘
諸
材
木
御
通

O
、
辛

御
役
人
御
名
前
留

6
 

酉

61
、
宝
来
丸
作
事
目
録

62
、
江
戸
仕
入
目
録
留

63
‘
為
上
卸

シ
入
用
控

64
‘
釘
請
取
通
控

5
、
辛

諸
造
用
御
通

6
 

酉

66
‘

御

用

留

7
‘
半

金
銀
受
揺
帳

6
 

酉

費
売
仕
切
帳

68
‘
辛
エ
ト
ロ
フ
登
り

酉
走
上
下
分

如
只
買
仕
切
帳

69
‘
辛酉

70
‘
御
用
達
御
祝
儀
至
来
控

7
1
、
海
運
丸
秋
味
勘
定
井
指
引
控
帳

72
、
江
戸
買
入
仕
切
諸
品
控

73
、
箱
館
進
物
控

現
金
井
貸
方
詰
取
控
帳

74
‘
壬戊

大
印
取
立
金
控
帳

75
‘
壬戊

76
｀
得
宝
丸
造
船
入
用
諸
色
控
帳

77
‘
得
宝
丸
船
道
具
買
入
造
船
惣
機
控

78
、
全
店
出
入
金
控

乃
‘
海
運
丸
戊
年
夏
登
指
引
目
録

80
、
宝
来
丸
権
現
丸
勘
定
書
控

8
1
、
権
現
丸
費
買
仕
切
勘
定
書
控

82
‘
書
状
出
入
控

83
、
江
戸
買
入
品
届
荷
物
諸
用
帳

84
、
秋
味
生
鮪
庁
前
午
錫
新
鱈
栢
入
調
子

船
中
勘
定
作
太
郎
殿
出
入
勘
定
差
引
控

85
‘
函
立
進
物
帳

86
、
権
現
丸

エ
ト

ロ
フ
切
密
代
金
控

87
、
大
御
印
貸
方
取
立
帳

88
、
江
戸
買
入
諸
用
控

89
、
大
網
元
入
帳

90
‘
三
光
丸
出
入
惣
勘
定
控

91
‘
家
作
惣
勘
定
調
子
控
帳

92
‘
永
々

苗
字
帯
刀
麻
上
下
祝
儀
帳

御
免

93
、
江
戸
買
物
入
用
控

船

中

勘
定
帳

94
‘
新魚

95
‘
道
中
小
遣
帳

96
‘
八
太
夫
殿
病
気
中
逍
言
控

97
‘
八
太
夫
殿
銚
子
二

而
病
気
中

有
金
調
子
井
諸
入
用
控
帳

98
、
当
座
諸
用
手
控
帳

99
‘
猟
虎
皮
井
有
品
調
子
控

00
‘
丁

ー

廊

日

記

nu. n
 

IOI
‘
勘
定
出
入
差
引
帳

102
‘
三
幸
丸
諸
道
具
入
方
代
金
控

103
‘
船
中
勘
定
控

104
、
江
戸
買
物
控

105
‘
金
銀
出
入
調
子
帳

106
‘
得
宝
丸

エ
ト

ロ
フ
下
り
入
用
控

107
‘
得
悦
丸
荷
物
和
入
控
帳

108
‘
貧
民
施
米
帳
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109
、
土
産
物
品
々
仕
入
井
進
物
控

110
‘
根
室
国
野
附
国
秋
味
積
入
控

111
‘
根
室
国
秋
味
賓
買
帳

112
‘
秋
味
安
買
勘
定
帳

113
‘
場
所
行
品
々

仕
入
帳

114
‘
四
挺
大
網
連
合
定
納
証
控

115
‘
連
合
大
網
営
業
規
則

116
、
当
村
中
大
網
勘
定
総
一
紙
不
足
金
借
用
約

束
証

117
‘
明
治
二
十
年
大
網
四

ヶ
所
網
子
組
立
調
査

帳

118
‘
四
挺
大
網
株
式
名
菊

119
‘
北
亜
米
利
加
合
衆
国

ニ

使

節

渡

来

目

録

全

120
、

（
欠

番

）

121
‘
牡
鹿
郡
田
代
浜
百
姓
蝦
夷

地
産
物
取
開
方
御
用
達

122
‘
智
影
院
精
選
文
能
居
士
香
典
帳

123
｀
北
蝦
函
館
進
物
控

124
‘
船
中
勘
定
控

125
、
権
現
丸
エ
ト
ロ
フ
切
開
栢
入
勘
定

調
子
控

126
‘
諸
品
買
入
控

127
‘
明
治
十
八
年
諸
上
納
金
遊
大
網

B
取
立

調
査
表
写
ス

128
‘

渡

金

控

129
、
道
中
諸
入
用
控

130
、
箱
館
入
用
控

131
、
葬
式
諸
入
用
控

132
‘
注
文
代
金
残
貸
控

133
、
大
福
糀
貸
方
覚
帖

134
、
箱
館
進
物
控

135
‘
宝
来
丸
船
御
祝
儀
帳

136
‘
大
工
日
雇
控

137
、
調

子

書

138
、
出

入

金

控

139
‘
仙
台
御
城
下
御
屋
舗

140
‘

帳

簿

141
‘
党

142
‘
安
政
四
年
巳
八
月
改
メ

エ
ト
ロ

フ
登
船
中
勘
定
控

143
、
明
治
八
年
御
租
税
上
納
控
左
二

144
、
亥
十

一
月
十
三
日

相

改

145
、
前
約
再
定
之
証

146
‘
諸

用

留

147
、
大
網
連
合
規
則
議
案

148
、
中

考

書

149
、
以
口
害
奉
申
上
候

150
‘
乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候

151
‘
乍
恐
以
書
付
奉
内
歎
願
候

152
‘
進
物
出
来
帳

153
‘
差
上
申

一
礼
之
事

154
、
目

録

155
‘
二
月
十

一
日
似
船
之
仰
諾
雑
費
調
れ
げ
山
し

156
、

指

引

目

録

157
‘
新
鱈
中
考
控

158
‘

仕

切

159
‘
取
替
證
書
之
事

160
‘
仕
切
目
録
帳

161
‘
覚

162
、

目

録

覚

163
‘
無

帳

164
‘

魚

数

調

書

165
‘
御
袂
持
方
被
渡
下
候
控
帳

166
‘
手
前
持
高
改
小
割
帳

167
‘
束
西
蝦
夷
地‘

当
年
秋
味
賓
附
直
段
書

168
‘
諸
品
費
買
中
考
書

169
‘
猟
衆
草
中
考
疸
段
也

170
、
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

171
、
規
定
證
之
事

m
、
石
垣
井
土
蔵
普
請
入
用
控

173
‘
党

174
‘
本
家
差
引
帳

175
‘

亥

年

立

替

176
‘
党

177
‘
注

文

品

上

書

党

178
‘

諸

品

通

179
‘
天
保
六
年
萬
記
録
党
帳

180
、
貸
金
調
相
帳

181
、
大
工
勘
定
差
引
控

182
‘
常
正
鴫
大
網
本
締
方
総
会
計
帳

183
、
大
網
及
五
十
集
出
入
会
計
帳

184
‘
大
網
諸
道
具
控
帳

185
（欠

番

）

186
‘
束
都
製
日
記

187
、
子
歳
さ
し
引
書

188
、

目

出

度

189
‘
船
手
通
例
差
廻
し
候
旨
心
得
向
被
見
込

左
二
奉
申
上
候

190
、
大
網
改
革
之
碑

第
二
次
指
定

(5
3
.
4
.
1
指
定
）

ー‘

金
子
借
用
證
文
之
事

2
‘
金
子
借
用
證
文
之
事

3
‘
屋
敷
預
證
文
之
事

4
‘
始
末

一
札
之
事

5
‘
畑
永
代
譲
證
文
之
事

6
‘

（
借
用
証
文
）

7
‘
御
田
地
質
入
始
末
之
事

8
‘
御
田
地
永
代
始
末
之
事

9
‘
遜
始
末
之
事

10
、

一
札

之

事

1
1
‘
田
地
永
代
安
切
證
文
之
事

12
‘
田
畑
証
文
之
事

13
‘
永
代
勘

一

札
之
事

14
‘
金
子
借
用
證
文
之
事

15
‘
遜
手
形
之
事

16
、
大
網
株
質
入
証

17、

大
網
株
翌
渡
証

18
｀
大
網
株
貸
渡
証

19
‘
定

約

証

20
‘

定

約

証

21
｀
定

約

証

22
‘
定

約

証

23
‘

定

約

証

24
、
大
網
株
質
入
証

25
‘
金
子
借
用
証

26
‘
持
高
永
代
相
遜
り
候
壱
札
之
事

27
‘
永
代
志只
渡
し
始
末
証
之
事

28
、

（書

状
）

29
‘
永
代
賣
渡
し
証
文
之
事

30
‘
御
田
地
遜
り
證
文
之
事

31、

持
高
田
地
永
代
相
遜
候
証
状
之
事

32
‘
遜
始
末
之
事

33
、
田
地
譲
証
文
之
事

34
‘
家
屋
輔
永
代
相
渡
候
証
状
之
事

35
、
田
地
證
文
事

36
‘

之
申
證
状
事

37
‘
遜
証
文
之
事

38
、
田
地
預
り
証
文
之
事

39
、

一
地
形
欠
入
金
子
借
用
之
事

40
、

（害

状
）

41、

一
札

之

事

42
‘
差
入
申
金
子
證
文
之
事

43
‘
御
預
り
奉
申
上
金
子
証
文
之
事

44
‘
金
子
借
用
證
文
之
事
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45
‘
厚
恩
之
上
古
末
代
之
事

46
、
金
子
借
用

一
札
之
事

47
‘
金
子
借
用
証
文
之
事

48
‘

證

文

之

事

49
‘
借
用
証
文
之
事

50
‘
金
子
借
用
証
券

51
、
借
用
證
文
之
事

52
‘
借
用
申
手
形
之
事

53
‘
金
子
借
用
證
文
之
事

54
、
金
子
証
文
之
事

55
、
金
子
借
用
證
文
之
事

56
‘
借
用
証
文
之
事

5
7
、
金
子
借
用
証
文
之
事

58
‘

一
札

之

事

59
、
金
借
用

一
札
之
事

60
‘
借
用
證
文
之
事

61
‘
金
子
惜
用
證
文
之
事

62
‘
永
代
屋
敷
譲
証
文
之
事

63
、

証

文

之

事

64
、
金
借
請
証
魯

65
、
金
子
借
用
證
文
之
事

66
‘
金
子
借
用
証
文
之
事

67
‘
家
屋
敷
借
用
証
券

68
‘
金
子
借
用
証

69
、

（
借
用
証
文
）

70
‘
金
子
借
用
證
文
之
事

71
‘
預
り
申
金
子
手
形
之
事

72
‘
借
用
証
文
之
事

73
｀
借
用
證
文
之
事

74
‘
金
子
借
用
證
文
之
事

75
‘
借
用
證
文
之
事

76
‘

計

符

書

77
‘
金
子
借
用
証
之
事

78
‘
借
用
手
形
證
文
之
事

79
‘
借
用
証
文
之
事

80
、

（
惜
用
証
文

）

党

81
｀
金
子
借
用
證
文
之
事

82
‘
借
用
證
文
事

83
‘
借
用
証
文
之
事

84
、
借
用
正
文
之
事

85
、

（
借
用
証
文

）

86
、
金
子
借
用
証
文
事

87
‘
借
用
證
文
事

88
、
金
子
借
用
證
文
之
事

89
‘
借
用
證
文
事

90
‘
借
用
證
文
之
事

91
、
借
用
證
文
之
事

92
‘
金
子
借
用
證
文
之
事

93
‘
借
用
證
文
之
事

94
‘
借
用
證
文
之
事

95
‘
借
用
證
文
之
事

96
‘
借
用
證
文
之
事

97
‘
借
用
證
文
事

98
、
屋
敷
證
文
之
事

99
‘
得
宝
丸
井
持
金
三
ツ
一
譲
渡
申

一
札
之
事

100
、
金
子
借
用
証

101
‘
持
添
屋
敷
永
代
遜
渡
し
証
文
之
事

抵
甜
金
子
借
用
證
書

102
、
土
地

建
物

103
、

（書

状

）

104
‘
借
用
申
證
券

105
‘
借
用
證
券
之
事

106
‘

鰭

大

網

株

証

107
‘
借
用
證
文
之
事

108
、
地
所
出
入
二
付
登
記
願

109
‘
前
約
再
定
之
誇

110
‘
借
用
金
証
書

111
‘
献
納
金
取
扱
手
紬
中
抜
幸
及
注
意

112
‘

追

加

証

113
、

盃

只

切

證

114
‘

寄

附

証

115
‘

定

約

証

116
｀

仕

切

書

117
‘
差
入

一
札
証

118
、
金
子
借
用
證
文
之
事

119
‘

承

認

状

120
‘

仕

切

121
、

如

以

仕

切

122
‘

仕

切

123
‘
金
子
借
用
証

124
、

（紺

状

）

125
‘

受

取

証

126
‘

預

り

証

127
、
土
地
低
霜
金
子
借
用
證
告

128
、
地
所
齊
渡
し
証

129
‘
證

130
、
安
政
七
庚
申
三
月
三
日

131
、
桜
田
騒
動
之
節
水
戸
殿
家
来
懐
中
車
戸
表
之
写

132
、
金
子
借
用

一
札
之
事

133
‘
此
度
御
郡
奉
行
様
分
別
血
被
仰
渡
書

134
、

委

任

状

135
、

（書

状

）

136
、

委

打

状

137
、
宅
地
質
入
借
用
証

138
、
金
円
借
用
証

139
‘

定

證

之

事

140
‘

定

證

奉

申

上

候

事

141
、

（告

状

）

142
‘
魚
油
精
製
注

143
、
f

買

仕

切

144
、
忍
只
仕
切
虹

145
、

（書

状

）

146
、

（書

状

）

147
、
明
冶
十
八
年
当
村
中
大
網
勘
定

総

一
紙
不
足
金
借
用
約
束
証

148
‘
平
塚
八
太
夫
辿
書
之
写

149
‘

定

約

証

150
‘

覚

書

平

塚

さ

く

151
‘

調

活

洲

堤

防

調

152
‘

買

仕

切

153
‘

仕

切

154
、

（書

状

）

155
‘
覚

156
、
廿
見

157
‘
党

158
、
目
録
党

159
‘
差
引
覚

160
、

買

仕

切

党

161
‘
覚

162
‘
党

163
‘
党

164
‘
掛
ヶ
物
目
録

165
‘
覚

166
、

西

仕

切

167
‘
買

附

仕

切

168
、

一

只

仕

切

169
‘
党

170
‘
金
子
借
用
證
文
之
事

171
‘

送

状

之

事

172
｀

買

仕

切

173
‘

買

仕

切

174̀
i買
仕

切

175
、

仕

切

176
‘

請

状

177
‘
覚



(II) 第 6号 石巻市文化財だより 昭和52年 11月25日

211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 

宙 送紺 書 仕日入 太
借 宝

用 付附所
日 り 本用 一 夫 仕仕仕 買 仕

用 状 状状 曹状切海札逍 仕 仕 附
証 丸 - 記 入 路帳証 書切 切切切切切 仕 切
文 図之 切

写

覚

245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 
‘ ‘ ‘掛‘‘

仕仕御仕買 物 西 党 差 仕覚仕 ＾ 覚 ＾ 覚覚党 ＾ 入 ＾ 党覚借目 党 ＾ 覚 ＾ 党党 ＾ 党党
船 ) 入 党書 党書 ＾ 用録党覚 ＾ 党
中 仕.・ 目仕申 日状 受証覚

給録 金 状 - 取 文 ＾ ＾ 取
切切金切切 切 子 切 切 記 状 之受 受状

之 - 事取 取 -

翡 事 竺些

246
‘
入

日

記

247
‘
賓

仕

切

248
‘
費

仕

切

249
‘

蛮

仕

切

250
、
質

仕

切

251
、
粕
荷
懸
物
仕
切

252
‘
宝
来
丸
梢
入
仕
切

253
‘
覚

254
‘
党

（
受
取
状
）

255
、

（書

状

）

ロ

上

256
‘
党

（
請
取
状
）

257
、

（覚
）
帳
簿
所
在
党

258
、
箱
館
仝
御
中
分

259
、

（
書

状
）

260
‘
党

261
、

（
受
取
証
）

262
、

（
党
）

263
、

（党
）

264
、

（受
取
状
）

265
、

（受
取
状
）

266
‘
党

（受
取
状
）

267
、

（受
取
状
）

268
‘
党

（
受
領
証
）

269
‘
党

（受
取
状
）

270
‘

借

用

証

文

271
（
仕

切

）

272
‘
党

（
受
取
状
）

273
‘
党

274
‘
党

275
、
覚

276
、

風

説

書

277
、

（書

状
）

278
‘
詑

（
受
取
状
）

3 II 3 IO 309 308 307 306 305 304 303 302 30 I 300 299 298 297 296 295 294 293 292 29 I 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 

覚 相 ＾ 覚 覚 ＾ 受 覚
へ 書 書書 賀 書 書 - 覚絵 書書 覚 覚 へ 書書 受 ＾ 覚取

~ 注 取請 ~ i犬

取状状状 儀状 状取 図状 状 文状 状 状取

来
帳



昭和52年 11月25日 石巻市文化財だより 第 6号 笏

345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 

覚 ＾覚＾ 入 党 覚 注 懸入党

党 ＾＾＾＾＾＾＾ 切 ＾ 覚 覚 ＾＾出忠受書日 ＾ り
受受受受受受受 ＾ 受・ 受 取 状記品文 物日
取領 領取 取取取 受 領 物 目
状証証状状状状取 証 受受 苫録記

~~、~~~ 状 - 取取
状状
‘ー’‘’

þÿ�3�7�50��3�7�4 373'!12 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 þÿ�3�5�30��3�5�20��3�5�1� 350 349 348 347 346 

覚覚 覚目 御 覚 党 ＾ ＾ 党党党 党党 ＾ 覚
党 仕 宝告屋古書忠密 也書書書 改 党相党＾ ＾ 党：
- 丸 八 受受 -

I 切八状 太状状状状 状状状状 書 取 取
j表 梅 状 状

取 夫様 産

岳様 雙

376̀

（書

状
）

377
‘
取
替
証
書
之
事

378
、

（
書
状
）

379
、

（
書

状
）

380
、

（雷

状

）

381
‘
党

382
‘
党

383
‘
党

384
‘
布
沸
苔
前
金

385
、

（
書
状
）
ー
札
状

I

386
、

（覚
）

387
‘
仕

切

388
`

（
書

状
）

得
宝
丸
八
太
夫
殿

389
、

（
雷

状）

濱
屋
善
三
郎
様

390
、

（
書

状
）

391
、

（困

状
）

平
塚
次
左
衛
門
様

'
]
 

,I
 

2
、

、．ー，
―
，
 

3
 

393
、
内
状
平
塚
次
左
衛
門
様

394
、

（書

状

）

395
、

（
雷

状
）

396
‘
書
出
し

（注
文
書
）

397
、

（
害

状
）

398
‘
覚

399
、

（
書

状
）

400
‘
党

（
受
取
状
）

401
‘
覚
（
受
取
状
）

402
（
党
）

403
（忠

状

）

404
‘
覚

（
運
賃
支
払
の
証
）

405
｀
党

406
‘
費

仕

切

覚

（
注
文
控
）

注

文

408
‘
党

409
‘
党

410
‘
党

411
、

（
受
取
状
）

覚

412
‘
党

（受
取
状
）

413
｀
布
洵
苔
前
金
用
立
控

14
‘
党

4
 

415
‘
大
網
勘
定
書

416
、

（
仕

切

）

党

7
、
已""ロ

―

―
 

4
 

418
‘
覚

419
‘
覚

420
（
受
取
状
）

421
‘
党

（受
取
状
）

422
‘
党

（注
文
状
）

423
‘
得
宝
丸
八
太
夫
様

424
、

（書

状

）

ロ

上

425
、

（書

状
）

426
、

（雷

状
）

427
、

（書

状
）

428
、

（書

状
）

平
塚
次
左
衛
門
様

429̀

（四

状
）

大
内
孫
兵
衛
様

430
、

（書

状

）

431
、

（書

状
）

得
宝
丸
八
太
夫
殿

432
、

（書

状

）

得
宝
丸
八
太
夫
殿

407 



(13) 第 6号 石巻市文化財だより 昭和52年 11月25日

（書
状

）
常
州
中
ノ
湊

二
而

平
塚
治
左
衛
門
様

434
、

（書
状
）
陸
前
国
田
代
濱

平
塚
次
左
衛
門
様

435
、

（
受

取

）

目

録

436
、

（
書
状

）
松
前
箱
館

濱
屋
八
太
夫
様

437
、
口
上

（書
状
）

438
、

（書

状

）

439
‘
覚

440
‘

仕

切

441
、

（書

状

）

442
、
箱
館
弁
天
町
仝
御
印

得
宝
丸
八
太
夫
様

443
、

（書

状

）

得
宝
丸
八
太
夫
様

444
‘
送
り
状
之
事

445
、

（書

状

）

446
‘

仕

切

447
‘
覚

448
、

（
仕

切

）

449
、

（書

状

）

450
、

（書

状

）

451
、

（書

状

）

452
、
覚

453
‘
覚

454
‘
御
船
掛

宝
来
丸
金
太
夫
様

455
‘
覚

（
受
取
状

）

456
、

箱

館

濱

屋

八

太

夫

様

福

次

郎

457
｀
覚

458
‘
覚

459
‘
覚

（
受
取
状

）

460
｀
仙
台
石
ノ
巻
米
栢
入

川
口
掛
り
問
屋
掛
り

二
八

461
、

（書

状

）

462
‘
党

（受
取
状

）

463
、
古
状

433 

464
秋
味
惣
高
平
均
勘
定

465
、

（
覚
）

466
、

（書

状

）

467
‘
覚

（
受
取
状
）

468
、

（書

状

）

469
、

（書

状

）

小
鴫
屋

濱
屋
八
太
夫
様
松
右
衛
門

470
‘
得
宝
丸

八

太

夫

様

子

三
口

栄
左
エ
門

471
、

（
仕

切

）

472
‘

仕

切

473
‘
党

（受
取
状

）

474
‘

買

仕

切

475
‘
仙
台
田
代
濱

濱
屋
善
三
郎
様

476
‘
田
代
濱

濱
屋
善
三
郎
様

477̀

（
仕

切

）

478
‘
覚

（受
取
状

）

479
、

一

紙

480
‘
覚

481
、
覚

（
受
取
状
）

482
、

（書

状

）

483
、

（書

状

）

484
、

（書

状

）

485
、

（
仕

切

）

486
、

（書

状

）

487
‘
覚

488
｀
覚

489
‘
覚

（
受
取
状
）

490
、

（
仕

切

）

491
（書

状

）

492
‘
党

493
‘
覚

494
、

（
仕

切

）

495
、

目

録

496
、

（書

状

）

497
、

（書

状

）

得
宝
丸
八
太
夫
様

498
、

（
仕

切

）

的
井
屋

半
左
衛
門

石従 中5
巻湊

535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 

ヘヘ
大大年仕魯仕 ＾へ 古仕書書書書仕仕仕書味

濱田 へ ヘ ー 大 覚 ＾ 目濱覚党證船 ＾

網網代 立，，，，．
書仕屋代書書内書屋

毀仕善 i賓
へ 拠 入 書

記切状切 取取状切状状状状切切切状買 状 切
＝ 八 受 書 用

仕 - 切 - 面 状状隠状録兵取入状

成
紙居 -・-・.. 衛状 -

閃 殿門旦 - 雷
丸

壱
帳

壱
帳

全

＼ 

欣
松

第
一
次
詣
定
135
宝
来
丸
船
御
祝
儀
帳

（
方
延
I

1
8
6

ー）
1
8
6
0
)
 

た
，
を
f
自

箱
絡

第
一
次
指
定
134
箱
館
進
物
控
（
文
久
ー

宝
．
ゑ
．
↑

il
u

1
プ
げ
直

f

536
｀
明
治
廿
年
分
本
釜
石
本
和
良
美
本

松
石
大
網
捕
獲
魚
類
運
搬
賃
金
定
額
議
案

537
、
廿
年
六
月
分
求
価

538
、

（帳

蒋

）

539
‘
阿
部
孫
左
エ
門
組

540
、
医
貝
給
料
割
本
記

541
‘
十
九
年
五
月
分
采
価
末
済
調

542
‘
平
塚
治
左
エ
門
組

543
、

（帳

薄

）

44
‘

等

級

医

員

給

料

割

調

5
 

戸
数

545
、
医
貝
給
料
割
附
海

546
、
種
痘
料
調
集
人
名

547
‘
差
上
申
御
請
證
文
之
事

548
、
医
員
給
料
取
立
帳

染
価
調

549
‘
十
九
年
九
月

廿
年
七
月
辿

550
、
阿
部
博
四
郎
組

551
、
医
貝
給
料
取
立
簿

552
‘
医
貝
給
料
割
附
帳

第
＿
次
指
定
IU
江
戸
買
物
控
（
慶
応
3
1
8
6
7
)



昭和52年 11月25日 石巻市文化財だより 第 6号 (14) 

田
代
島
民
俗
資
料
調
査
・
民
具
収
集
調
査
報
告

＿
、
は
じ
め
に

島
囚

H
本
‘
い

や
わ
が
郷
土
右
汎

J

は‘

二
百

池
里
漁
業
問
如
で
困
難
な
局
面
に
遭
遇
し
て
い

る
。
問
題
は
‘
す
て
に
か
く
れ
て
あ
っ
た
の
て

あ
り
‘
そ
れ
か
今
‘
水
平
線
（
ホ
リ
ゾ
ン
ト
）
の

彼
方
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
顕
在
化
し
‘

吾

々

に
恨
源
的
な
問
い
か
け
を
せ
ま

っ
て
き
て

い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
調
令
は
‘
咋
年
の
七
月
下
句
に
実
施
し

た
も
の
で
‘
ま
だ
漁
業
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ソ

プ
さ
れ
な
い

時
点
て

の
調
府
で
あ
り
‘
民
俗
文

化
財

の
保
存

・
保
淡
の
観
点
の
み
か
ら
な
さ
れ

意
識
の
面
で
も
問
題

の
切
実
さ
か
な
か

っ
た
。

し
か
も
緊
急
な
森
料
調
杏
て
あ
り
、
日
数
も
倅

か
で
、
必
ず
し
も
離
島
問
題
の
其
慈
を
突
い
て

い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

戦
後
‘
柳
田
同
男
は

『
離
島
生
活
の
研
究
J

の
た
め
‘
調
介
地
に
配
布
し
た
趣
泣
内
の
な
か

て

「
日
本
は
国
自
体
か
島
国
を
成
し
て

い
る
ば

か
り
て
な
く
‘
周
囲
に
は
大
小
千
を
数
え
る
島

嶼
を
持

っ
て
お
り
ま
す

（
略
）。
島
国
日
本

の
人

．
．
．
．

．
．
 

旦

殖

産

近

代
化
を
は
じ
め
JL
百
の
問
題
の

縮
図
は
‘
島
嶼
生
活
の
上
に
展
開
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う

（
略
）。

私
逹
は
山
村

・
梅
村
両
調
査
て
挙
け
た
多
く

の
成
梨
の
上
に
立
っ
て
‘
今
回
の
調
在
に
取
組

．．

．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
 

み
ま
す
か
‘

島
嶼
生
活
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に

．
．
．．

．．

．
．
．
．

．
．．

．
 

し
よ
う
と
す
る
此
度

の
企
て
は
‘
祖
国
再
建
の

途
に
森
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
と
共
に
‘
島
の

生
活
を
幸
輻
に

i

料
く
た
め
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ

少
く
な
い

と
確
信
し
ま
す
。（
略
）」
と
あ
り
‘
ま

た
昭
和
十
年
代
の
『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
て

は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
郷
土
研
究
の
第

一
義
は
‘
手
短
か
に
い
う
な

ら
ば
平
民
の
過
去
を
知
る
こ
と
て
あ
る
。（
略
）

平
民
の
今
ま
て
に
通

っ
て
来
た
路
を
知
る
と

い

う
こ
と
は
‘
我
々
平
民
か
ら
言
え
ば
自
ら
知
る

こ
と
で
あ
り
‘
即
ち
反
省
で
あ
る
。」

以
上
の
柳
田
国
男
の
離
島
ー
郷
土
研
究
の
埋

念
や
現
今
の
切
実
な
問
題
か
ら
辿
く
離
れ
て

い

る
と
思
う
か
‘
こ
こ
に
田
代
局
の
常
民
生
活
の

一
断
而
を
報
告
す
る
。

注
…
調
壺
は
古
名
か
ら
の
間
き
こ
み
を
主
と

し
‘
時
点
は
明
治
ー
大
正

の
生
活
（
主
と

し
て
自
然
経
済
に
依
存
し
た

）
を
対
象
と

し
て
い
る。

実
際

の
調
査
項
目
は

1
、
総
観

・
2
‘変

図
•
3

‘
住
•
4

‘
食
•
5

‘
衣
•
6

‘
生
産

運
輸
交
易
•
9
、
社
会
生
活
（
A
）
…
講
組

織
・

10
‘
社
会
生
活
(
B
):
・家
族
伯
行
と

家
制
度
・
1
1
、
信
仰
•
1
2
、
人
の
一
生
(
A
)

…
婚
姻
ま
で
•
1
3
、
人
の
一
生
(
B
)
…
葬

送

・
14
‘
年
中
行
事

（
A
）（

B
)
(
C
)
て

あ

っ
た
が
‘

こ
こ
に
掲
載
さ
れ
る
の
は
頁

数
の
関
係
て
そ
の

こ
く

一
部
分
の
み
で
あ

る。

文
化
財
保
護
委
員

鈴

木

東

行

二
、
田
代
島
仁
斗
田
部
落
の
民
俗

総

観

話
者

阿

部

久（
明
37
.
9

.
1
4
)

戸
数
は
現
存
百
二
三
戸

・
人
口
几
―
―

―‘
部

落
は
上
•
中
・
下
区
に
わ
か
れ
、
上
区
四
三
戸

は
欄
伽
寺
よ
り
北
部
タLL
陵
に
‘

中
区
四

0
戸
は

お
不
動
さ
ん
よ
り
東
部
鶏
浜
•
白
浜
に
面
し
た

ニッタ（仁斗田）浜 西 岸

①稲荷神社（氏神ーお明神さま） ④お不動さん

漁
協
事
務
所
の
あ
る
付
近
‘
下
区
四

0
戸
は
泌

輻
寺‘

稲
荷
神
社

（
氏
神
）
か
ら
牛
頭
天
王

（石
碑
）
の
あ
る
岬
に
は
さ
ま
れ
た
仁
斗
田
浜

（
「
二
／
夕
」

）
に
く
だ
る
所
て
あ
る
。

昭
和
一

0
年
以
前
は
半
牒
半
漁
の
部
落
で
あ

っ
た
が
‘
昭
和
一―

-
0
年
頃
よ
り
‘
樵
業
専
業
に

変
化
し
つ
つ
あ
る
。

東 岸

。一，

ー、一
③金比羅大権現（石碑） 八大龍王 （石碑）

牛頭天王 （石碑）稲荷大明神（阿部久氏の小祠）

金剛山大権現（石碑） 古峰大神（石碑） 西宮大神宮 （石碑）
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第 1図田代島略図

Iャ.,,)分の一
＂

路

も

田

旧

ぃ
し
屯

tJ

上

V
A
-
―
R

経
済
生
活

曰
、
漁
業
・
・・
話
者

こ●城吋

・沿岸漁集集約経営謂査輯告書,(¥,1年度昭33.8和城q小用ぶ験湯I

尾
形
伊
亮

（
明
3
4
.
9

.
3
生
）

E
、
大
網
の
変
遷
…
あ
る
害
物
に
よ
る
と
和
良

美
大
網
は
嘉
承
ニ

ニ

―

0
七
）
年
よ
り
操
業

し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
‘
松
石

・

正
島

・
釜
石
の
各
網
は
島
内
部
落
の
四
分
の
一

宛
の
網
子
の
組
織
で
経
営
し
て
い
た
。
そ
の
後

，
 

三
つ
石

（
天保
網
）
•

新
三
つ
石
の
ニ
ヶ
統
は

村
張
網
と
し
部
落

一
同
に
て
共
同
経
営
し
た
。

各
網
共
全
部
砧
縄
で
編
網
し
て
使
用
し
‘
漁
獲

物
は
鮪

（
ま
く
ろ

）

．
鯛
の
み
な
の
て
周
期
的

に
大
漁

・
不
漁
を
繰
返
し
た
。
漁
猥
物
は
約
五

•
六
ト
ン
の
和
船
で
塩
釜
•
石
巻
•
渡
波
の
港

へ
運
搬
し
‘
値
段
引
き
合
い
の
時
は
鮪
節
に
加

工
し
た
り
‘
塩
蔵
に
し
た

り
し
て

‘
柾

々
な
手

段
で
捌
き
方
に
苦
労
し
た
。
甚
だ
し
い
時
に
は

最
寄
り

の
浜
辺
に
陸
揚
け

（「
山
掲
け
」）

し
た

り
‘
ま
た
あ
る
時
代
に
は
塩
釜
入
口
の
馬
放
島

の
西
部
に
鯛
の
活
樵
業
を
営
ん
た
事
等
あ
り
‘

ま
た
鮪

•

鯛
を
花
渕
浜
や
代
ヶ
崎
浜
よ
り
馬
を

廂
い
‘

仙
台
迄
連
び
‘
市
内
を
布
令
な
か
ら
売

り
捌
き
‘
残

っ
た
物
は
広
瀬
川
の
大
橋
よ
り
捻

て
た
と

（就
永
年
間

一
八
五

0
年
代
に
生
き
た

人
の
話

）。

明
治

一
六
年
松
石
網
組
で
和
良
美
網
に
糸
網

を
入
れ
て
‘
鰤

・
飩

．
饂
等
を
捕
獲
し
よ
う
と

し
た
か
失
敗
し
た
。
大
正

六
年
‘
各
網
と
も
改

良
し
て
五
•
六
寸
目
の
網
を
入
れ
、
鮪
•
鯛
・

蜻
．
鰤
な
ど
を
漁
獲
し
‘
あ
た

っ
た
。
昭
和
十

一
年
よ
り
大
羽
い
わ
し
・
中
鯖

•

片
口

い
わ
し

等
に
も
目
を
つ
け
‘
鰹
餌
用

と
し
て
相
当

の
額

を
揚
け
た
。

昭
和
二
七
年
‘
漁
業
法
改
正
と
同
時
に
漁
業

協
同
組
合
で
松
石
•
和
良
美
•
三
つ
石

•

正
島

の
四

ヶ
統
の
大
網
を
経
営
し
た
か
人
的
査
源
の

不
足
て
現
在
は
松
石

•

和
良
美
の
ニ
ヶ
統
の
み

と
な

っ
た
。

大i集式（大網）

三陪

0
0
0
 

希
ぇ
苓尺

ゞヽ3
 

硝t
 

")
 

か^

● たら刺網

●すずき網（まき網）…毎年 2、3回〈る

三ツ石から東西101、rn-151-rn一塩釜の八島から南東の間一の

底質が砂と小ざりのウ ネ サクに冬至にか tて「ホタク 」（産

卵）に（る 。

りh
 

山ヵ
スふ《

印‘

（
主
要
漁
具
図
解

一番

毎Lの用 U
● 「ナサ シ」 ：男子か点さ 8l$I立の海衣

にあるアワヒを も〈っ てとる t1JlE良）

、木

□字エニニニ〕
しユ 40cm--・ 三

はかしたアウヒを入れるアミ袋
（「ヤスカリ 」「スカリJl。これは石図

のようi号し「,,こ＼もひつげてお (

竺
: ----マ， 

｀ 
， 

和

2
い

み

C

粋
令
K̀

ロ
[
)

促弔

／

杖（
 

キス

f
|
g
 

二
Dドコ

時代か さかると 「I、'/7リコ,(先かとか る）に変化しに
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ウ
、
漁
業
の
信
仰

テ

ン

ヤ

タ

テ

コ

「
店
屋
お
り
」
…
建
込
み
の
時
‘
ア
ゴ

（株

主
）
た
ち
が
お
か
の
番
屋

（
店
屋
）
か
ら
浜
の

番
屋

（店
屋
）
に
あ
つ
ま
り
‘
そ
の
年
の
相
場

を
立
て
‘
歩
合
や
大
漁
分
配
を
ど
う
す
る
か
を

き
め
る
。
お
か
の

番
屋
に
も
浜
の
番
屋

（
店

屋

）
に
も
神
棚
か
あ

っ
て
‘
朝
夕
‘
大
漁
祈
願

す
る
。

注
…
二
月
初
午
の
日
に
大
樵
祈
願
の

「
磯
ま

つ
り
」
も
や
る
。

「
え
び
す
た
て
」
…
初
漁

の
と
き
‘
大
網
の

網
主
は
テ

ン
ヤ
（
店
屋
：
．
番
屋
）
近
く
の

「
え

ひ
す
」
と
呼
ん

て

い
る
岬
に
タ
ラ
バ
シ
に
シ
ト

キ

（
深
）

を
五
個
乃
至
七
個
を
あ
け
て
拝
む
。

そ
し
て

「
ア
サ
キ
リ

）（
ま
ぐ
ろ
を
四
角
に
切

っ

た
も
の
に
邸
を
通
す
）
を
ア
ゴ

（株
主
）
に
廻

す
。

g
、
農
業

阿
部
か
ね
子

（
明

4
2
.
8
.
7
生）

「
田
代
と
い

う
語
は
字
義
的
に
は
水
田
ま
た

は
田
地
を
窪
味
す
る
言
築
て
あ
る
か
‘
田
代
の

窓
は
開
け
ば
水
田
に
な
る
べ
き
地
の
こ
と
（
略
）」

と

r
i

呂
城
県
市
町
村
地
名
考
』

に
あ
り
‘
田
代

は
次
第
に
開
拓
さ
れ
て
水
田
の
村
里
と
な

っ
た

も

の
と
思
っ

（
図

l
参
照

）。

一
反
か
ら
二
反
の

田
‘
五
反
か
ら
二
反
ぐ
ら

い
の
畑
‘
な
か
に
は
全
然
な
い
家
も
あ
る
。
し

か
し
こ
の
天
水
田
は
漁
業
労
働
者
の
家
計
に
と

っ
て
は
経
済
収
支
上
瓜
要
で
あ

っ
た
が
、
作
業

は
困
難
を
極
め
た
ら
し
い
。

話
者
に
よ
る
と
「
ヌ
カ
リ
田
」（
湿
田

）
に
は

腰
ま
て
ぬ
か
る
所
か
あ
り
、
田
植
•
稲
刈
り
を

す
る
時
は
松
の
木

（「
渡
し
木
」）

を
田
に
入
れ

そ
れ
に
釆

っ
て
し
た
。

柚
手
は
女
が
多
く
、
（
男

話
者

a b
 

C d
 

e f
 

a. とんが

b. く わ

C. 4本こ

d. 3本こ ｝まん ぐわ

e. 稲刈がま

f . 草 がりがま

千歯 こぐき

カツギ棒とダラオケ

話

者

尾

形

伊

亮

（
明

3
4
.
9
.
3
日
生
）

「
タ
レ

。ハ
カ
マ
」

…
畜
力

（
馬
）
運
搬
具
。

堆
肥
•

稲
束

（片
側
三
ま
る

）
．
鮪
（し
び

·

片
側
・・・
ゴ
ン
ダ
の
場
合
‘
10
本

・
ト
ウ
ヂ
ケ
は

5
本

・
ム
ッ
シ
ヒ
は

3
本

・
大‘
ン
ビ
は

1
本

）

を
運
搬
し
、
大
抵
の
家
で
馬
を
も

っ
て
い
た
。

「
イ
タ
ゴ
ブ
ネ
」

…

5
ト

ン
位

ぶ
四
人
の
り

の
和
船
。

注
：
：
以
上
の
は
か
写
真
参
照

イ

令＇ グー--- --_, ,ヽ,,.. 
カ ゴ（戦後宮古 よ り入る現在盛んに使用）

は
l
_5

に
満
た
な
い

）
。
「

ユ
イ

ッ
コ
」（

田
植

の
組

）

を
結
び
梨
約
的
に
労
働
を
し
た
。

田
植
え
か
終
了
す
る
と
‘
な
え
を
三

つ
に
た

ぱ
ね

「
オ
ダ
ノ
カ
ミ
」（

田
の
神
）
の
神
棚
に
あ

け
て
お
が
ん
だ
。
サ
ナ
プ
リ
休
み
は
な
か

っ
た
。

昭
和

5
年
頃
ま
で
稲
刈
り
は
‘

専
用
の
稲
刈

り
鎌
は
使
用
せ
す
草
刈
り
鎌
を
使
用
し
た
。
十

月
十
七
日
新
符
祭
に
は
氏
子
総
代

・
区
長
さ
ん

が
神
社
に
参
拝
し
た
。

国
、
運
搬
具

箕

ヤセウ マ
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頭•••フランネルの風呂敷
上体•長そで 下体• • • ももひき
足...● そ とから 〈りのたぴ

● アシナガ（つのこぞうり）

冬期（磯物採取） の

仕 事 着（女）

尾
形
伊
亮

（
明

34
.
9

.
3
生
）

夏
と
秋
‘
年
二
回
「
ド

ゾ
ケ
ス

（
母
消
）
売

り
」
か
来
た
。
最
初
‘
和
国
山
の
薬
売
り
の
み
の

呼
び
名
で
あ

っ
た
ら
し
い
か
‘
だ
ん
だ
ん
に
刃

物
·

か
す
り

•

も
ん
ぺ

•

う
わ
っ
ぱ
れ

·

小
ま

物
を
売
る
人
も
そ
う
呼
ん
だ
。

秋
さ
妙
に
は
輻
島
の
相
馬
か
ら

「漆
器
売
り
」

が
米
た
。

お
椀
な
ど
の
注
文
を
と

っ
た
。
ま
た

不
定
期
に

「
木
綿
屋
さ
ん
」
が
来
た
。

注

：
ま
ゆ
か
ら
の

「機
織
り
」
や
「
糸
つ
む
ぎ
」

は
大
正
十

一
年
頃
で
や
ら
な
く
な

っ
た
。

国、

仕

事

殖

話

者

尾

形

せ

き

（
明

36
.
3

.
8
生
）

四
、
行
商

話
者

尾
形
せ
き

（
明

36
.
3

.
8
生
）

主
食
：
・
麦
飯
て
人

（
大
麦
を
キ
ネ
て
つ

い

て
名
五

）
を
米
よ
り
や
、
多
い
目
に
入
れ
た
。

ヒ
ル
メ
シ
は
朝
炊
い
た
人
飯
に
お
湯
を
か
け
タ

ク
ワ
ン

・
魚
な
ど
て
食
へ
‘
ユ
ウ
メ
シ
は
御
馳

走
と
し
て
カ
ポ
チ
ャ

・
サ
サ
ゲ
を
砂
納
で
ニ
ッ

因
、
食

話
者

コシミノ（沖用• 青草を
あんでつくる ）

アシナガ（つのこぞう り） 冬期沖用の木綿手袋（男）

ケ
た
も
の
て
あ

っ
た
。
忙
し
い
時
に
は
ラ
ン

プ

の
下
て
（
大
正
初
期
以
前
は
ア
ン
ト
ン

）
‘午
後

8
時
頃
に
食
小
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

保
存
食

E
み
そ
漬
け

「
キ
ウ
リ
泊
ケ」

．．． 
塩
水
を
名
ぞ
て
楼
く
し
‘

塩
泊
け
し
て
か
ら
み
そ
油
け
に
し
た
。

「
大
根
漬
ケ
」
•
•
•
生
大
根
の
皮
を
と
り
、
豆

の
ツ
ユ
に
う
る
か
し
‘

コ
ガ
の
底
に
入
れ
‘
み

そ
泊
け
に
す
る
。

「
ッ
ケ

シ
ョ
」

・
・
・
チ
ガ
イ
序

（
曲
採
）
を
み

そ
漬
け
に
す
る
。

そ
の
他
…

「
コ
ン
ブ
タ
ヤ
レ
」

ィ
乾

燥

「
タ
コ
マ
キ
」

…
乾
か
し
た
タ
コ
を
糸
て
く

る
ぐ
る
ま
い

て
七
に
し
‘
ふ
か
し
て
食
へ
る
。

「
サ
メ
の
頭
」
…
主
と
し
て
ダ

シ
用

そ
の
他
：
．

「
ワ
カ
メ
」

・
「
フ
ノ

リ
」
．
「
テ
ン

グ
サ
」
な
ど
も
乾
煤
し
て
か
ら
食
べ
た
。

餅
•
だ
ん
ご
等
（特
別
の
日
に
食
べ
る
も
の
）

E
餅
を
つ
く
る
日
…
年
と
り

・
小
正
月

（
旧

1
月
1
4
日
)
•
あ
と
年
と
り
(
旧
2
月
1
日
）

.
3
月
節
句

・
観
音
さ
ま
の
お
祭
り

（
三
つ

石

・・・
旧
4
月

18
日
）

・
天
上
さ
ま
の
お
祭
り

（
旧

6
月

15
日
）

・
稲
あ
け
の

H
o

(
ｲ
)
赤
飯
を
つ
く
る
日
…
3
月
節
句
•
5
月
節

句
•
9

月
節
句

（お
稲
荷
さ
ん
の
祭
り
の
日
）

そ
の
他
：
・
運
動
会
な
ど

（月
は
旧
で
あ
る

）。

(
ｳ
)
だ
ん
ご
を
つ
く
る
日
…
春
の
彼
岸
•
お
し

ゃ
か
さ
ま
の
日
（
旧
4
月
8
日
)
•
秋
の
彼
岸

B
し
と
ぎ
を

つ
く
る
日
…

「
え
び
す
た

て」

の
日

（前
記
漁
業
の
信
仰
の
項
参
限

）。

す
お
は
ぎ
つ
く
る
日
…
、
王
と
し
て
餅
を
つ
い

た
り
‘
タ
ン
ゴ
を
あ
げ
る
日
。

粉用ヒキウス （豆 ふ製造用） シモクをま わ し大豆をヒキウスでひ く
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ソ 桶 ゴハンイ レ（山用 ）
沖ペントウ箱 ｛

上段•• •ゴハン入れ

下段 • • オカズ入れ

図７屋敷内配置図（門・垣・屋敷林・井戸・屋敷神なども記入）一阿部とらゑさん宅 母屋間取図 （部屋名 ・広さ ・いろり ・床な どし記入）

7.5 I'll 

オシ入 し

rケイド:>O;

路

↓名
神

4
5
陶

住

話

者

阿

部

と

ら

ゑ

概要

変遷

その他

●阿部とらゑさんの宅 (ii代目）

•寄棟のクズヤ（かやぶき）は現在三軒のみて、それしトクンでおっている

のは 2軒てある。

●辰呂場やI更所は母屋からはなれ求の入口にあるのが特色てある。

●飲料？ドはヰ同の大井戸 m兵の田代寺の共同井戸や明神さ iの大井戸ょ

り．手おけ水をかつさ 1卒てかついで運ふ）

●厘炒杯・・・ モロシハ（西南・・ •病気よけのため）

エノミの木（北東…切ってはいけない。切るとわさわい をうlj

る

ロ
り
（
差
夫
怜
i

s
)ロ

●あんどん（大正初期iて）

ランプ（オカミ用）

ちょうちん（土r.,.風呂•台

所の仕平用として、 ;rこ

便所などに b使用）



0

“
 

．
．
 

（
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” 

ヘツイ （かまど）

ピい・ぐ

----大井戸 …共同井戸
（場所…鵠浜田代寺左側 ）

不 動さ ん

... 
西方よ り 見る

①母屋 ② 納屋の馬屋 ③作業
場 （一階 ） 居室（二階）

a
 

a
 

おえ ん

e
 

d
 

c
 

b
 

か まの神

（ダイド コ ロの）

＼ b. お いなり さん

神社（明神 さま）

C. ご神 さま

f • お正月 さま

C. 月 山 荷E
旧工e

 d
 

四
、
む
す
ぴ

曰
、
民
俗
資
料
調
査
に
つ
い
て

酪
村
に
も
か
か
わ
ら
ず
‘
四
日
間

(
7
月

21

日
午
後
よ
り

7
月
25
日
午
前
）
で
全
項
目
を
調

企
で
き
た
の
は
‘
調
咋
具
の
張
朕
し
た
事
前
打

合
せ
と
予
備
調
在
に
お
け
る
市
当
局
の
協
力‘

そ
し
て
本
調
査
に
お
け
る
田
代
の
人

々
の
心
あ

た
た
ま
る
御
協
力

の
結
朱
て
‘
深
く
感
謝
す
る
。

こ
の
報
告
て
も
れ
た
調
府
事
項
に

つ
い
て
も
‘

今
後
な
ん
ら
か

の
形
で
発
表
し
‘
我

々
市
民

一

人

一
人
の
郷
土
に
関
す
る

「
自
己
認
識
」

を
深

め
る
材
料
に
し
た

い
と
思

っ
て
い
る
。

g
、
民
具
収
集
に
つ
い
て

今
回
は
前
年
度

（
束
浜
地
区
）
に
な
か

っ
た

憔
具
ー

ハ
ラ
ミ

（す
く

い
網
）

．
刺
突
具
の
ナ

ゲ
モ

リ

・
腰
ミ
ノ
な
ど
や
‘
食
関
係

の
代
猷
な

生
活
民
具
を
収
集

て
き
た
。
特
に
大
泊
の
相
沢

粕

一
さ
ん
夫
戎
は
‘
名
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
暑

い
日
に
民
具
に
つ
い
て
丁
心
平
に
説
明
し
て
く
れ

た
。

こ
の
よ
う
な
人
々
ー
祁
民
に
学
び、

そ
し

て
未
来
を
に
な
う
冑
少
年
に

「
物
」

の
背
後
に

「
巾
」
か
あ
る

こ
と
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
場

の
出
現
ー
民
俗
狩
料
関
吻
館
設
立
の

一
日
も
早

い
こ
と
を
念
じ
‘
敢
後
に
調
査
貝
の
大
芯口
悛
行

教
諭
（
加
美
農
高
勤
務
）
・
大
森
信
哉
•
阿
部

達
也
君

（
石
エ
翡
人
文
科
学
部
貝
）
の
献
身
的

調
咋
に
敬
慈
と
感
謝
の
気
持
を
棒
け
て
む
す
び

と
す
る
。



昭和52年 11月25日 石巻市文化財だより 第 6号 (20)

昭和51年度田代島民具収集品
収

þÿQw
大 泊 仁 斗 田

ァ ノゞ （鮫 網 用 ）・・・・・・・・・...........................1 サ デ・・・・・・・・・・・・・・・・..1 

ア ノゞ （めばる網用 ）.................................... 1 ノヽ ラミ （すくしヽあみ用 ）... 1 

網漁具 ア ゲ................................................7 ナコウ ド（大網用 ）.. ・・・・・・・1

ァ ノゞ リ................................................8⑰ ウ キア ノゞ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

ァ ノゞ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1⑤

イ シ ヤ リ（たこ釣用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

ツ ノ（しヽか釣用 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

釣漁具

漁

エサマキツノ（いか釣用）... 1 

ツ ノ( II )・・・・・・ 1

イトアキツノ( II 、)•• • 1 
／ 

テ ンビン( II )・・・・・・2 

エサヨセテン ピン （ねう釣用）・・・1

ツ ナ（鰹釣用 ）・・・・・・・・・・・・2

④ I ナ カ ゴ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ 1⑨

刺 突具 1 ナゲモ リ・・・.............................................1① 

ワカ メキリカマ(iiiより ）1 タコガメ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・1

＂ 
カマ・・・・・・・・・1 ノ、 モ ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

衣

タコガメ（たこ つぽ）.... 1 

ノ、 モ ド・・・・・....・・・・・・・・・ 2

雑漁具 1 ボウカギ• ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ガ ラ ス・・・・・・・・・....・・・・・・ 1 コ ヒ キ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

ウ ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 イケスカゴ（あわび）・..3 コヒキノオモ リイ シ・・・・・・1

アワビカギ...............2 ⑫ ナ サ ン・・・・・・・・・・・・・・・・・・1⑥

ラ ンプ（船用）....................................... 1 

船 具 I 霧 中信号機...・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..1 

信号ランプ（赤 • 白）・・・・・・・・・・・・・・・・・・.....・・・・ ・・・・・・・・・・・・ 2④ 

糸 車..................1 アシナガ• ・・ 1 寒 中手袋

大漁カンバン• ・・・・・・・・・・・1 ヒ ノ シ..・・・・・・・・・・・・・・・・1③ コシミ ノ・・・ 1 ... 1③ 

ヒキウス（豆腐製造用）.. ・・・・ 1 セ イ ロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

シモク( II )・・ ・・・・・・・ 1 コクノゞ コ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ 1 

トウフノゞコ( II )・・・・・・ 3 ベ ン トウ粕（沖箱）・・・・・・1

ザ Jレアゲ台・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ヨコビツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

センボンキネ（みそ製造用）1 ショユサ シ...…......... 1 

ミソヘラ( II )・・・・・・ 1 サカ ズキ・・・・・・・・・・・・・・・・..6 

サケダル..・・・・・・・・・・・・・・・・1 サカズキ（さんご）・・・・..3 

モロク ミ..................1 タンポア ゲ・・・・・・・・・・・・・..3 

オ ミキタル・・・・・・・・・・・・・・・ 1 包丁サ シ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

ノヽカ リマス ・・・・・・・・・・・・・・・2 ヒキウス（製粉）..... ・・・・1⑭

ミズ タJレ..・・....・・・・・・・・・・2 I ② 

テ オ ケ • ・・・・・・・・・・・・・・・・.・l 

ヨ コ ビ ‘ソ・・・・.........・・・・・1

食

住 ア ン ド ン......・・・・・.....................................1① 
ア ン ド ン・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・1 

ラ ン プ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1②

農

林

人の一生

その他

訂十

②

①

①

①
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1

1

1

1
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キ

ノ

ジ

ン

コ

キ

パ

ビ
ン

テ

セ

タ

エ

ノ
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〇調査日•••昭和51年7月23日~24日

O調査者・・(文化財保泌委員）鈴木東行

（加 美牒嵩校教諭）大菅俊 幸

（石エ嵐人文科学 部貝） 大 森 信 哉

( /I II )阿部 達也

〇 収集日 • • • 昭和5 1年10 月 1 5 日

〇収集者・・・（保設委員）

（市教委文化係）

( // II ) 

鈴木束 行

岩佐 貞

中 村光 一
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