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群

馬
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藁

細

工

と

竹

細

工



序

か
つ
て
、
県
内
の
農
村
で
は
ど
の
家
を
訪
れ
て
も
、
縄
な
い
の
道
具
が
あ
り
、
ム
シ
ロ
を
織
っ
た
り
、
ヮ
ラ
ジ
を
作
っ
た
り
、
日
常
の
生
活.

生
産
の
中
で
藁
細
工
は
重
要 

な
部
分
を
占
め
て
い
た
。

竹
製
品
に
し
て
も
、
農
産
物
運
搬
用
の
カ
ゴ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
シ
ョ
ゥ
ギ
、
各
種
カ
ゴ
類
の
生
活
用
具
な
ど
は
ど
の
家
で
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
の
技
術
革
新
の
波
は
農
村
へ
も
怒
濤
の
如
く
押
し
寄
せ
、
機
械
化
農
業
へ
と
変
化
す
る
の
に
伴
い
、
生
産
用
具
と
し
て
の
藁
、
竹
製
品
も
、
 

そ
の
大
部
分
が
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
生
活
用
具
に
し
て
も
、
農
家
か
ら
カ
マ
ド
が
な
く
な
る
の
と
同
時
に
、
近
代
的
材
料
に
よ
る
製
品
に
と
っ
て
変
は
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
 

生
活
の
合
理
化
が
推
進
さ
れ
る
中
で
、
伝
統
的
な
年
中
行
事
や
祭
り
も
廃
止
さ
れ
た
り
、
形
を
か
え
た
り
さ
れ
、
そ
の
行
事
に
伴
う
藁.

竹
細
工
の
伝
統
も
先
細
り
に
な
っ
て 

し
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
全
般
的
状
況
の
中
で
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
、
生
活
に
密
着
し
て
発
達
し
て
来
た
伝
統
的
藁•

竹
細
工
の
技
術
を
保
存
し
て
行
こ
う
と
い
う
動
き
が
老
人
学
級
な
ど
を 

中
心
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

老
人
か
ら
子
供
た
ち
へ
と
技
術
の
伝
承
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
温
か
い
心
の
引
継
ぎ
と
、
伝
統
的
な
日
本
人
の
生
活
の
基
本
に
係
る
知
恵
を
も
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な 

る
で
あ
ろ
う
。

今
回
、
本
書
に
収
録
し
た
技
術
は
、
月
夜
野
町
、
吾
妻
町
、
片
品
村
で
行
わ
れ
て
い
る
藁•

竹
製
品
の
伝
統
的
な
技
術
と
、
玉
村
町
に
伝
わ
る
水
神
祭
の
行
事
の
中
で
使
わ 

れ
る
竹
と
麦
藁
で
作
っ
た
藁
船
の
製
作
技
術
。
昭
和
初
期
に
技
術
の
導
入
を
図
り
、
新
し
い
特
産
物
作
り
を
企
図
し
た
が
、
技
術
が
高
度
で
あ
る
た
め
普
及
し
き
れ
な
か
っ
た 

美
術
品
と
し
て
の
竹
細
工
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
す
ぐ
れ
た
技
術
保
持
者
の
技
術
の
写
真
を
多
用
し
て
製
作
工
程
ま
で
示
し
て
あ
る
の
で
、
こ
の
報
告
書
が
各
分
野
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ 

る
〇末

筆
な
が
ら
、
調
査
に
あ
た
り
御
尽
力
い
た
だ
い
た
調
査
員
の
方
々
、
ま
た
、
多
忙
の
中
、
快
く
調
査
に
御
協
力
い
た
だ
い
た
調
査
対
象
者
に
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
す
る 

次
第
で
あ
る
。

昭
和
五
十
六
年
三
月

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

横 

山 

巌
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実
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要

綱

L
 

趣 

旨

本
県
に
は
多
種
多
様
の
無
形
文
化
財
が
存
在
し
て
い
る
が
、
社
会
生
活
の
変
化 

に
よ
り
、
急
速
に
消
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
 

,

そ
こ
で
、
特
に
重
要
な
も
の
で
、
緊
急
に
保
存
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
無
形
の
文
化
財
に
つ
い
て
、
調
査
の
う
え
、
記
録
を
作
成
し
、
保
存
対
策
の
基 

礎
資
料
を
得
る
。

2.
調
査
対
象

藁
細
工

日
本
の
生
産
構
造
が
農
業
を
中
心
と
し
て
い
た
時
に
は
、
そ
の
副
産
物
で
あ
る 

稲
藁
、
麦
藁
を
活
用
し
た
生
活
用
具
、
生
産
用
具
、
祭
祀
用
具
が
多
多
様
に
生 

産
さ
れ
た
。

藁
細
工
製
品
は
日
本
人
が
生
き
て
行
く
の
に
欠
く
ベ
か
ら
ざ
る
用
具
で
あ
り
、
 

そ
の
生
産
技
術
は
ど
こ
で
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

現
在
、
工
業
生
産
の
急
激
な
発
展
に
よ
り
、
農
業
の
位
置
づ
け
も
変
わ
り
、
生 

産
様
式
が 

一  

変
し
て
行
く
中
で
、
藁
細
工
と
し
て
生
産
さ
れ
る
種
類
も
減
少
の 

一  

途
を
た
ど
〇
て
い
る
。
そ
れ
故
、
伝
統
的
技
術
を
伝
え
て
い
る
人
々
が
県
内
で
も 

貴
重
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
現
在
生
産
技
術
が
残
存
し
て
い
る
生
活
用
品
の
中
か
ら
、
次
の
も
の 

に
つ
い
て
調
査
を
実
施
す
る
。

わ
ら
じ
、
ぞ
う
り
、
み
の
、
正
月
用
し
め
な
わ
、
麦
藁
舟

竹
細
工

農
家
の
屋
敷
の
構
造
も
変
わ
り
、
竹
や
ぶ
も
減
少
し
、
竹
の
入
手
も
簡
単
で
は 

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
ぅ
し
た
状
況
下
で
県
内
に
残
る
、
メ
ケ
イ
、
シ
ヨ
ウ
ギ
、
各
種
カ
ゴ
類
な
ど 

の
竹
製
品
の
伝
統
的
技
術
を
調
査
す
る
。

3. 

調
査
主
体
者

群
馬
県
教
育
委
員
会

4. 

調
査
協
力
機
関

月
夜
野
町
教
育
委
員
会
、
吾
妻
町
教
育
委
員
会
、
片
品
村
教
育
委
員
会
、
玉
村 

町
教
育
委
員
会

5. 

調
査
対
象
者

藁
細
工

佐

藤

久

雄 

利
根
郡
月
夜
野
町
大
字
真
庭
甲
二
五
〇

久

保

秀

吉 

吾
妻
郡
吾
妻
町
大
字
岩
下
七
七
四
の

一

水
出
登
四
男 

" 

" 

松
谷
二
〇
四

吉
野
奎
太
郎 

利
根
郡
片
品
村
土
出

吉
野
八
十
吉 

〃
 

星

野

督

雄 

" 

"

高
橋 

修
蔵 

利
根
郡
月
夜
野
町
後
閑
四
五
〇



藁
船
製
作

中

沢

尚

志 

佐
波
郡
玉
村
町
大
字
五
料
九
七
三

萩

原

春

吉 

〃 

"

宮
下
安
太
郎 

〃 

ガ

竹
細
工

金

古

金

広 

利
根
郡
月
夜
野
町
大
字
師
九ー

ー

小
林
直
太
郎 

吾
妻
郡
吾
妻
町
三
島
六
二
七1

1

伏
島 

金
造 

前
橋
市
荒
子
町
三
七
二
の
二

6
. 

調

査

員

原
田 

恒
宏 

群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
学
芸
第
二
課
長 

(

美
術
品
と
し
て
の
竹
細
工)

金

子

正

宏 

利
根
沼
田
学
校
組
合
立
利
根
商
業
高
校
教
諭 

(

藁
細
工)

荒

木

一

与
志 

" 

(

藁
細
工
製
作
工
程•

作
細
工)

小

暮

栄

|  

群
馬
県
立
玉
村
高
校
教
諭(

社
会) 

(

玉
村
町
五
料
の
麦
藁
舟)

7. 

調
査
内
容

⑴
 

藁
細
工
、
竹
細
工
の
製
作
技
術
等
の
調
査

⑵
 

藁
細
工
、
竹
細
工
と
生
活•

習
俗
と
の
関
係

8. 

ま

と

め

調
査
報
告
書
「
群
馬
の
藁
細
工
と
竹
細
工
」
を
発
行
す
る
。



月

夜

野

町

の

藁

細

工

I

、

月
夜
野
町
の
正
月
行
事

◎

正
月
を
迎
え
る
準
備

正
月
を
迎
え
る
準
備
と
し
て
大
切
な
こ
と
は
正
月
棚
を
作
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
十
ー
ー
月
十
三
日
に
家
内
の
ス
ス
払
い
を
し
て
か
ら
近
く
の
山
へ
「
お
松
迎
え
」
と
い 

っ
て
松
と
植
の
木
を
伐
り
に
行
っ
た
。
伐
っ
て
き
た
植
の
木
は
割
っ
て
板
に
し
、
横
に
並
べ
て
縄
で
結
え
、
荒
縄
で
天
井
か
ら
吊
る
し
た
。
(

栗
板
や
松
の
荒
板
を
使
用
す
る 

家
も
あ
る
。)

板
の
大
き
さ
は
長
さ
六
尺
、
幅 

一
尺
、
厚
さ
一
寸
位
で
あ
る
。
し
か
し
昭
和
の
初
め
頃
か
ら
は
既
製
の
正
月
棚
を
毎
年
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

正
月
棚
の
飾
り
つ
け
は
十
二
月1

1
十
八
日
餅
つ
き
を
し
た
の
ち
に
お
こ
な
う
。
正
月
棚
に
は
年
神
様
を
祭
り
五
穀
豊
穣
等
を
祈
っ
た
り
し
た
が
、
十
二
支
の
陰
暦
の
年
神
様 

の
方
位
に
よ
っ
て
、
毎
年
飾
る
方
法
が
順
に
変
わ
っ
た
。
年
神
様
は
歳
徳
神
、
大
歳
皇
大
神
、
天
照
皇
大
神
と
も
言
い
、
女
の
神
で
元
日
の
卯
の
刻
に
来
て
卯
の
日
卯
の
刻
に 

帰
る
と
さ
れ
た
〇

正
月
棚
に
飾
る
物
と
し
て
は
、/

縄
(

昔
は
各
家
で
作
っ
た)

、
松
、
み
か
ん
、
す
る
め
、
頭
付
き
魚(

い
わ
し
等)

、
干
柿
、
昆
布
、
稲
の
穂
な
ど
で
外
か
ら
内
へ
と
飾 

っ
た
。
正
月
に
は
お
神
酒
と
お
供
餅
、
お
茶
を
供
え
、
朝
夕
燈
明
を
上
げ
た
。
又
正
月
三
ガ
日
の
間
お
雑
煮
を
供
え
た
り
も
す
る
。
正
月
が
終
っ
た
あ
と
、
棚
の
飾
り
物
は
一 

月
十
四
日
の
「
ど
ん
ど
や
き
」
で
焼
い
た
が
、
植
の
板
は
次
の
年
の
餅
つ
き
に
薪
と
し
て
用
い
た
り
し
た
。

◎

元

日

世
帯
主
か
十
五
歳
以
上
の
後
継
者
が
年
男
と
な
り
、
元
日
の
朝
早
く
起
き
て
、/

縄
の
か
か
っ
た
手
桶
に
井
戸
よ
り
若
水
を
汲
み
、
そ
れ
に
鏡
餅
を
浸
し
た
り
、
鏡
餅
に
か 

け
た
り
し
た
。
更
に
年
男
は
風
呂
に
入
っ
て
身
を
清
め
た(

昔
は
ナ
ヮ
で
作
っ
た
緒
の
下
駄
を
は
い
て
井
戸
で
水
を
か
ぶ
っ
て
体
を
清
め
た
り
も
し
た)

あ
と
、
火
を
焚
き
つ 

け
て
若
水
で
茶
を
沸
か
し
、
初
茶
を
入
れ
て
神
仏
に
供
献
し
て 

一
年
の
無
事
息
災
と
五
穀
豊
穣
を
祈
っ
た
。
そ
の
あ
と
、
家
中
一
同
で
朝
茶
を
飲
ん
だ
り
し
た
。
又
、
そ
の
若 

水
は
雑
煮
や
他
の
食
事
の
煮
炊
き
に
も
使
わ
れ
た
。
 

.

朝
湯
を
沸
か
し
た
家
で
は
年
男
が 

一  

番
先
に
入
っ
た
。
近
所
の
人
が
も
ら
い
風
呂
に
来
た
場
合
も
や
は
り
年
男
が
先
に
入
り
、
そ
の
あ
と
に
女
の
人
達
が
入
っ
た
。
 

朝
参
り
は
、
除
夜
の
鐘
を
聞
い
て
す
ぐ
に
詣
で
る
家
も
あ
れ
ば
、
朝
日
の
昇
る
頃
と
か
、

一
般
の
年
始
の
途
中
に
詣
で
る
と
い
う
よ
う
に
、
家
々
に
よ
っ
て
時
間
は
違
っ
て 

い
た
。
又
、
若
水
、
朝
湯
の
正
月
行
事
の
あ
と
朝
参
り
す
る
家
も
あ
れ
ば
、
朝
参
り
し
た
あ
と
正
月
行
事
に
と
り
か
か
る
家
も
あ
っ
た
。
朝
参
り
を
お
こ
な
う
神
社
仏
閣
も
家



に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で̂

s>
た
。
若
水
で
身
を
清
め
た
あ
と
、
屋
敷
の
氏
神
様
に
参
拝
し
た
り
、
そ
の
あ
と
村
の
鎮
守
様
、
旦
那
寺
へ
と
ま
わ
っ
た
り
す
る
家
も
あ
っ
た
。
多 

く
は
村
の
神
社(

熊
野
神
社
、
牧
野
神
社
、
月
夜
野
神
社
、
八
幡
神
社
、
武
尊
神
社
、
御
諏
訪
様
、
子
持
神
社
、
真
沢
稲
荷
様
等)

で
朝
参
り
を
済
ま
せ
た
。

ま
た
正
月
に
は
い
ろ
い
ろ
と
縁
起
を
か
つ
い
だ
。
た
と
え
ば
、
座
敷
を
掃
き
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
、
元
旦
に
囲
炉
裏
に
足
を
入
れ
な
い
こ
と
、
入
れ
る
と
カ
ラ
ス
が
苗
代 

を
荒
ら
す
。
泣
い
た
り
、
い
さ
か
い
事
は
よ
く
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
縁
起
を
か
つ
い
だ
。

正
月
中
に
各
戸
に
巡
っ
て
き
た
門
付
け
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
春
駒
、
獅
子
舞
、
三
河
万
歳
、
福
俵
こ
ろ
が
し
、
祭
文
か
た
り
、
猿
廻
し
、
神
楽
等
で
あ
る
。

◎

若
木
迎
え(

仕
事
始
め)

.

二
日
に
は
若
木
迎
え
と
称
し
て
、
ダ
ン
ゴ
の
木(

ミ
ズ
ブ
サ)

や
オ
ッ
カ
ド(

ヌ
ル
デ)

を
伐
り
に
山
に
入
り
、
こ
れ
を
仕
事
始
め
と
し
た
。
ダ
ン
ゴ
の
木
は
け
ず
っ
て 

花
の
形
に
し
て
小
正
月
に
飾
り
、
オ
ッ
カ
ド
は
小
正
月
用
の
孕
み
箸
や
粥
搔
棒
等
の
材
料
に
な
っ
た
。
女
の
人
は
七
草
粥
に
使
う
芹
を
摘
ん
だ
り
し
て
こ
れ
ら
を
仕
事
始
め
と 

し
た
。

◎

お
棚
探
し(

四
日)

正
月
三
ガ
日
が
過
ぎ
て
四
日
に
な
る
と
、
年
神
様
に
供
え
て
お
い
た
物
を
下
げ
て
雑
炊
に
し
て
朝
食
べ
た
。
こ
れ
を
お
棚
探
し
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
神
様
の
召
し
上
っ
た
も 

の
を
お
裾
分
け
し
て
も
ら
っ
て
神
力
を
得
る
と
い
う
こ
と
と
、
物
を
無
駄
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
日
は
お
寺
の
お
坊
さ
ん
が
年
始
に
や
っ
て
く
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
お
棚
探
し
を
す
ま
せ
て
し
ま
っ
た
り
し
た
。
寺
の
住
職
が
年
始
に
や
っ
て
き
て
門
で
「
た
の 

も

う

」

と
い
う
と
そ
こ
の
家
の
主
人
が
「
ど
う
れ
」
と
あ
い
さ
つ
し
て
家
の
中
に
招
じ
入
れ
た
。

一
般
の
人
は
こ
の
日
に
は
年
始
を
し
な
か
っ
た
。

◎

女
の
年
取
り(

六
日)

六
日
は
女
の
年
取
り
と
言
わ
れ
、
女
の
人
の
好
む
食
事
を
作
っ
て
祝
っ
た
り
、
近
所
の
女
衆
が
毎
年
家
を
か
え
て
集
り
、
楽
し
く
談
笑
し
た
り
し
た
。
こ
れ
は
正
月
中
の
女 

の
人
の
多
忙
な
家
事
労
働
に
対
し
て
、
そ
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
骨
休
め
の
日
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
爪
の
切
り
始
め
の
日
と
も
さ
れ
、
風
呂
に
入
っ
て
か
ら
爪
を
切
っ
た
。

◎

七

草
(

七
日)

七
日
に
は
七
草
粥
を
炊
い
た
。
家
に
よ
っ
て
多
少
の
異
同
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
ほ
ぼ
七
草(

セ
リ
、
ナ
ズ
ナ
、
ゴ
ギ
ョ
ゥ
、

ハ
コ
ベ
、
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
、
ス
ズ
ナ
、

ス
ズ
シ 

ロ) 

を
使
っ
て
粥
を
作
っ
た
。
そ
し
て
、

七
草
な
ず
な
は
唐
土
の
鳥
が
日
本
の
国
土
に
渡
ら
ぬ
う
ち
に
は
し
た
た
け
、
は
し
た
た
け

ま
た
、
家
に
よ
っ
て
は
、



七
草
な
ず
な
唐
土
の
鳥
が
日
本
の
国
の
わ
ざ
わ
い
さ
け
て
さ
い
わ
い
う
け
よ
国
民
富
め
よ

と
七
回
唱
え
言
を
し
て
マ
ナ
板
を
包
丁
で
た
た
い
た
り
、
セ
リ
を
包
丁
の
背
で
た
た
い
て
細
か
く
し
た
り
し
た
。

◎

飾
り
替
え(

十
三
日)

十
三
日
に
は
大
正
月
の
松
飾
り
を
お
ろ
し
、
小
正
月
飾
り
に
飾
り
替
え
を
す
る
。
ダ
ン
ゴ
を
ミ
ズ
キ
に
さ
し
て
飾
っ
た
り
、
餅
を
つ
い
て
小
正
月
の
用
意
を
す
る
。
 

小
正
月
飾
り
に
使
う
花
の
材
料
は
オ
ツ
ヵ
ド
、
ド
ロ
ベ
エ
、
ミ
ズ
ブ
サ(

ダ
ン
ゴ
の
木)

で
、
そ
れ
を
門
松
の
竹
に
と
り
つ
け
、
ダ
ン
ゴ
を
十
六
個
さ
し
た
。(

昔
は
三
十
二 

個
さ
し
た)

ダ
ン
ゴ
は
ゥ
ル
チ
米
の
粉
で
作
る
。
こ
れ
は
木
に
花
が
咲
い
て
実
に
な
っ
た
と
い
う
縁
起
を
か
つ
い
だ
。

◎

ど
ん
ど
焼(

十
四
日)

前
の
晩
に
子
供
達
が
村
中
の
松
飾
り
を
集
め
て
き
て
、
朝
ど
ん
ど
焼
き
を
お
こ
な
っ
た
。
夜

は

「
お
し
ら
み
ま
ち
」
と
い
っ
て
、
早
寝
す
る
と
白
髪
に
な
る
と
い
う
の
で
、
 

桑
の
木
の
薪
な
ど
焚
い
て
夜
を
ふ
か
し
た
。

◎

小

正

月
(

十
五
日)

朝
、
小
豆
粥
を
作
り
、
神
仏
に
供
え
た
の
ち
食
べ
た
。
こ
の
小
豆
粥
は
、
粥
の
中
に
ダ
ン
ゴ
を
入
れ
、
粥
搔
き
棒
で
な
ら
し
て
、
孕
み
箸
で
食
べ
た
。
そ
の
際
ふ
い
て
食
べ
る 

と
籾
種
子
播
き
や
田
植
え
の
時
に
大
風
が
吹
く
と
さ
れ
た
。
そ
の
あ
と
孕
み
箸
は
十
字
に
結
ん
で
、
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
屋
根
裏
に
つ
き
刺
し
た
り
し
た
。

◎

や
ぶ
入
り(

十
六
日)

餓
鬼
の
首
も
許
さ
れ
る
と
い
っ
て
、
こ
の
日
は
奉
公
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家
中
一
同
仕
事
を
し
な
い
で
一
日
遊
ん
だ
。
奉
公
人
は
暇
を
も
ら
っ
て
実
家
に
帰
っ
た
り
も 

し
た
の
で
「
や
ぶ
入
り
」
と
も
い
っ
た
。

更
に
仏
の
正
月
と
も
い
っ
て
夕
食
に
け
ん
ち
ん
汁
を
作
っ
て
供
え
、
仏
の
供
養
と
し
た
。

ま
た
、
こ
の
日
は
「
な
り
木
責
め
」
と
い
っ
て
、
物
の
な
る
木
を
責
め
る
ま
じ
な
い
を
し
て
豊
か
な
実
り
を
祈
っ
た
。
二
人
の
人
の
間
で 

一  

人
が
木
に
向
っ
て
、
 

「
成
る
か
、
成
ら
ぬ
か
」
と
問
う
と
、
も

う

一  

人
が
、

「
成
ら
ぬ
」
と
答
え
る
。
す
る
と
鋸
ど
か
刃
物
を
ふ
り
か
ざ
し
て

「
成
ら
ぬ
と
切
る
ぞ
」
と
い
う
と

「成
り
ま
す
、
成
り
ま
す
」
と
答
え
る
。
そ
こ
で
木
に
粥
を
供
え
た
り
し
た
。
ま
た
木
の
枝
に
十g

〜
十
五 

§

位
の
丸
い
木
を
つ
け
て
肥
庭(

堆
肥
置
場)

に
立
て
た
り
も 

し
た
。



◎

観

音

様
(

十
七
日)

馬
の
年
取
り
の
日
と
も
い
い
、
馬
の
健
康
と
安
全
を
祈
っ
た
。
馬
を
ひ
い
て
馬
頭
観
音
に
参
詣
し
た
り
、
馬
の
好
物
で
あ
る
大
豆
、
大
麦
等
を
煮
た•
「
千
匹
粥
」
を
ヮ
ラ
苞 

に
入
れ
て
馬
頭
観
音
や
三
方
辻
に
供
え
た
。

十
八
日
朝
に
は
、
十
五
日
に
作
っ
た
小
豆
粥
の
残
り
を
あ
た
た
め
て
食
べ
た
。

◎
I
I

十
日
正
月(

二
十
日)

小
正
月
の
お
飾
り
を
全
部
取
り
は
づ
し
、
正
月
棚
も
取
り
か
た
づ
け
る
。
そ
し
て
お
供
え
餅
で
雑
煮
を
作
っ
て
神 

仏
に
供
え
た
り
、
繭
玉
か
き(

「
こ
な
し
も
の
」)

と
い
う)

と
い
っ
て
飾
っ
て
お
い
た
ダ
ン
ゴ
花
か
ら
ダ
ン
ゴ
を 

も
い
だ
。
そ
れ
が
す
め
ば
あ
と
は
遊
ん
だ
り
し
た
。
ま
た
年
始
の
残
り
を
こ
の
日
の
う
ち
に
ま
わ
っ
た
。

◎

え
び
す
講(

二
十
日)

二
十
日
正
月
の
夜
、
え
び
す
様
と
大
黒
様
を
茶
の
間
の
床
の
間
に
安
置
し
、
白
米
、
汁
、
煮
〆
、
頭
付
き
の
魚
な 

ど
の
御
膳
を
供
え
た
。
え
び
す
膳
は
茶
碗
に
高
く
飯
を
盛
り
、
膳
の
征
目
を
自
分
の
方
へ
向
け
、
箸
を
左
に
置
い
た
。
 

大
黒
膳
は
碗
に
飯
を
丸
く
盛
り
つ
け
て
供
え
た
。
こ
の
膳
と
共
に
そ
ろ
ば
ん
や
現
金
、
貯
金
通
帳
な
ど
も
供
え
た
。
 

膳
を
下
げ
る
と
き
に
は
銭
を
上
げ
て
、
下
げ
る
こ
と
を
買
う
と
い
っ
た
。
供
え
も
の
は
未
婚
者
に
は
食
べ
さ
せ
な
か 

っ
た
。

図1.正月棚

(月夜野町局橋修蔵氏宅昭和55年)



こ
、

正
月
用
藁
細
工
の
種
類

・/

縄
の
種
類

ソ
ウ
ジ
メ.
.
.
.

茶
の
間
の
梁
に
沿
っ
て
部
屋
の
周
囲
に
張
り
め
ぐ
ら
せ
た
。

七

五

三(

シ
メ)

…
藁
縄
に
数
本
の
束
藁
を
順
に
七
本
、
五
本
、
三
本
と
下
げ
た
シ
メ
縄
で
元
日
の
若
水
汲
み
の
手
桶
に
卷
い
た
り
、
玄
関
に
飾
り
つ
け
た
り
し
た
。
 

エ
ビ
ス
サ
マ.
.

神
社
、
石
仏
、
墓
地
を
始
め
弁
財
天
、
馬
頭
観
音
、
稲
荷
、
大
黒
、
山
の
神
と
い
っ
た
ょ
ぅ
な
戸
外
の
神
仏
に
飾
っ
た
。

門
ジ
メ.
.
.
.
.

ハ
ッ
シ
ョ
ウ
ジ
ン
と
い
っ
て
、
八
個
の
ぅ
ち
二
個
は
門
に
、
六
個
は
家
内
に
飾
る
。

輪
飾
り.
.
.
.
.

風
呂
場
、
台
所
、
便
所
、
稲
荷
様
、
水
神
様
等
に
飾
っ
た
。

ゴ
ボ
ウ
ジ
メ.
.

玄
関
、
神
棚
、
門
松
等
に
飾
っ
た
。

玉
ジ
メ.
.
.
.
.

自
動
車
や
玄
関
に
飾
る
〇

三
、

月
夜
野
町
の
正
月
用
薬
細H

•

材

料
 

_

ま
ず
材
料
に
は
、
次
の
よ
う
な
三
種
類
が
あ
る
。

㈠

稲

藁
(

青
刈
り)

㈡

稲

藁
(

脱
穀
し
終
え
た
も
の)

注H

の
青
刈
り
と
は
、
稲
の
稔
る
前
の
八
月
の
初
め
の
、

ま
だ
青
い
稲
を
刈
り
取
〇
た
も
の
で
、
こ
の
材
料
を
使
用
し
た
場
合
の
製
作
方
法
も㈡

と
向
じ
な
の
で
、
以 

下
に
は
、
〇
を
使
用
し
た
場
合
の
み
を
扱
っ
て
い
く
。

㈢

岩

菅
(

い
わ
ず
け)

・
絢
う
前
の
素
材
を
作
る
段
階

①
 

稲
が
稔
っ
て
刈
り
取
り
、
脱
穀
し
終
え
た
稲
束
を"

ば
っ
て"

に
か
け
て
乾
す
。

②
 

乾
し
た
後
、
水
を
か
け
て
、
半
日
ぐ
ら
い
置
く
。
(

手
が
荒
れ
な
い
よ
う
、
あ
く
を
抜
く
た
め)

③
 

寸
法
を
揃
え
る
。
ま
ず
稲
を
束
ね
て
持
ち
、稲
藁
の
先
を
揃
え
る
。
そ
し
て
、
根
元
の
方
の
不
揃
い
の
部
分
を
、
お
し
ぎ
り(

図
2.)

で
切
り
揃
え
る
。(

写
真
1.
2.)

④
 

土
間
の
専
用
の
た
た
き
石
の
上
に
藁
の
束
を
置
き
、
木

槌
(

図
3.)

で
ま
ん
べ
ん
な
く
た
た
く
。
こ
れ
は
、
工
作
し
や
す
い
よ
う
に
柔
か
く
す
る
た
め
で
、
穂
先
の



部
分
は
軽
く
た
た
く
。
約
五
分
間
ぐ
ら
い
に
す
る
。
(

写
真
3.)

写真1.

写真2.

写真3.

〔おしぎり〕

図2.



〔木槌〕

図3.



I

稲
藁
を
使
用
し
、
製
作
す
る
も
の

こ
れ
に
は
次
の
六
種
類
が
あ
る
。

⑴

門 

/

⑵

恵

比

寿

様

(3)
玉 

〆

-
⑷

輪

飾

り

,
,

(5)
七

五

三

(6)
三
本
荒
神
様

(1)
門

/
(

写
真
4.
図
4.)

八
本
ず
つ
組
に
し
て
売
る
場
合
が
多
い
。

そ
の
場
合
、
玄
関
前
に
二
本
、
家
の
中
に
六
本
飾
る
。

写真4.

図4.



(

製
作
工
程)

① 

/

を
ば
ら
し
て
、
穂
先
を
揃
え
る
。

②
 

三
十
本
ぐ
ら
い
藁
を
と
り(

直

径一
〜

二g
)

、
藁
で
絢
〇
た 

細 

ひ
も
で
束
ね
る
。
こ
の
時
は
、
穂
先
か
ら
三
十§

ぐ
ら
い
の
所
を
縛
る
。

(

写
真
5.)

③
 

穂
先
の
側
を
二
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
さ
ら
に
二
つ
に
わ
け
て
、
 

そ
の
二
つ
を
手
の
ひ
ら
で
こ
す
る
よ
ぅ
に
し
て
穂
先
ま
で
絢
っ
て
い
く
。

(

見
た
目
に
は
簡
単
で
ぁ
る
が
、
実
際
は
技
術
を
要
す
る
。)

(

写
真

6.
7.)

④
 
③

に
よ
り
で
き
た
二
つ
の
も
の
を
、
さ
ら
に
合
わ
せ
な
っ
て
い
く
。
 

(

写
真
8.)

⑤

④

を
き
つ
く
合
わ
せ
絢
っ
て
い
く
と
、
穂
先
を
縛
ら
な
く
て
も
ほ
ど 

け
な
い
。

©

 

絢
っ
た
側
に
、
細
か
く
毛
羽
立
っ
た
部
分
を
、
藁
の
た
わ
し(

藁
を 

ま
と
め
て
縛
っ
た
も
の)

で
こ
す
り
、
き
れ
い
に
す
る
。
(

写
真
9.)

写真5.

写真6.

写真7.

写真8.

写真9.



⑵

恵
比
寿
様(

写
真

10.,
図
5.)

恵
比
寿
様
の
あ
る
家
で
か
ざ
る
。

(

製
作
工
程)

①
 

く
ま
で(

図
6..

写
真
饥)

で
藁
の
束
を
す
ぐ
り
、
細
か
く
出
て
い
る 

部
分
を
落
と
す
。
(

写
真
11.)

②
 

あ
ん
こ(

藁
で
包
み
こ
む
よ
ぅ
に
し
て
絢
ぅ
、
そ
の
中
味1

長
さ
五
咖 

直
径
二 g

)

を
つ
く
る
。
こ
れ
は
稲
藁
を
四
つ
折
り
に
し
、

一
本
の
藁
で 

ま
と
め
縛
っ
た
も
の
。
(

写
真
12.)

写真10.

写真11.

写真12.

図5.

-1.8cw 

-3. 8 く7772



③ 

五
十
本
ぐ
ら
い
の
藁
の
束(

直
径
五
咖 

ぐ
ら
い)

の
根
元
側
の
方
か
ら
七§

ぐ
ら 

い
の
所
を
、
藁
の
細
ひ
も
で
縛
る
。
(

写

真

14.)

④ 

根
元
の
方
は
、

ハ
サ
ミ
で
き
ち
ん
と
切 

り
揃
え
る
。
(

写
真
15.)

〔くまで〕

写真13.

写真14.

写真15.

図6.



⑤ 

穂
先
側
を
均
等
に
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
。
(

写
真
16.)

⑥
 

三
つ
に
分
け
た
そ
の
一
つ 

一
つ
に
、②

で
つ
く
っ
た
あ
ん
こ
を
入
れ
、
 

そ
れ
を
包
み
込
む
よ
う
に
し
て
な
う
。
あ
ん
こ
は
、
縛
っ
た
所
か
ら
六

咖
ぐ
ら
い
の
所
に
入
れ
る
。
(

写
真
17.)

⑦
 

あ
ん
こ
を
入
れ
て
絢
っ
た
三
つ
の
も
の
を
、
さ
ら
に
合
わ
せ
掏
う
。

こ
の
時
、
そ
の
う
ち
の
二
つ
を
掏
っ
て
お
い
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
残
り 

の
一
つ
と
合
わ
せ
掏
う
。
か
な
り
き
つ
く
絢
う
。
(

写
真
18.)

⑧
 

門/

め
と
ち
が
い
、
合
わ
せ
絢
っ
た
も
の
が
太
い
の
で
、
穂
先
ま
で 

七
〜
八§

残
し
、
藁
で
縛
る
。
(

写
真
19.)

⑨
 

全
体
的
に
、
は
み
出
し
て
い
る
部
分
や
、
毛
羽
立
っ
て
い
る
部
分
を 

ハ
サ
ミ
で
切
り
揃
え
る
。
(

写
真
20.)

写真16.

写真17.

写真18.

写真19.

写質2〇.



⑶

玉 

〆

大
き
さ
は
、

三
寸
、
四
寸
、
五
寸
の
も
の
が
ぁ
る
が
、
注
文
で
、
大
き
い
も 

の
も
ぁ
る
。
(

写
真
21.)

玉/

は
、

み
か
ん*

弊
束•

そ
の
他
の
飾
り
を
つ
け
る
。
(

写
真
22.)

写真21.

写真22.

図7.

① ② ③ ④ ⑤

4 寸13 8 49 35 9

5 寸 20 12 70 48 17



(

製
作
工
程)

①
 

全
体
の
長
さ
が
六
十§

の
恵
比
寿
様
を
つ
く
る
。
(

写
真
23.)

②
 
①

の
恵
比
寿
様
の
両
端
の
藁
で
縛
っ
た
部
分
を
合
わ
せ
、
藁
の 

細
ひ
も
で
縛
る
。

こ
こ
の
部
分
だ
け
で
、

ハ
サ
ミ
を
入
れ
て
、
形
を
し
っ
か
り
整 

.,
え
る
。
(

写
真
24.)

③
 
②

で
で
き
た
も
の
の
、
図
8.
に
示
し
た®

の
部
分(

真
中)

に
、
 

長
さ
を
揃
え
た
藁
五
十
本
ぐ
ら
い
通
す
。
(

写
真
25.)

写真23.

写真24.

写真25.

図8.



④
 

藁
を
三
十
本
ほ
ど
用
意
し
、
穂
先
か
ら
ー
ー
十
C77Z
く
ら
い
の
所
を 

藁
で
縛
り
、
穂
先
側
を
三
つ
に
分
け
、
そ
れ
を
写
真
の
よ
ぅ
に
三 

つ
編
に
し
た
も
の
を
二
つ
作
る
。
(

写
真
26.)

⑤

④

で
作
c>
た
も
の
を③

に
続
き
、
図
8.
の⑤

の
所
へ
、
お
ど
し 

(

図

9.)

を
使
つ
て
通
す
。
(

写
真
27.)

⑥
 

図
の@
®

に
、
三
つ
を
差
し
込
ん
だ
も
の
を
、
二•

三
回
き
つ 

く
三
つ
編
み
に
す
る
。
そ
し
て
穂
先
を
十
五§

ぐ
ら
い
残
し
て
藁 

で
縛
る
。
(

写
真
28.)

⑦ 

全
体
の
形
を
整
え
て
お
い
て
、
根
元
側
は
、
お
し
ぎ
り
で
、
穂 

先
は
ハ
サ
ミ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
切
り
揃
え
る
。
(

写
真
29.)

写真26.

写真27.

写真28.

写真29.

〔おどし〕

図9.



(4)
輪

飾

り
(

写
真
30.)

玄
関
な
ど
に
飾
る
。

①
 

長
さ
六
十g
ぐ
ら
い
の
藁
を
十
本
ほ
ど
束
ね
、
元
か
ら
三
十
咖

ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
を
藁
で
縛
る
。
(

写
真
31.)

②
 

穂
先
側
を
二
つ
に
分
け
、
五
回
ぐ
ら
い
搓
る
。

③ 

五
本
ぐ
ら
い
の
藁
を
、
や
は
り
元
か
ら
三
十§

ぐ
ら
い
余
し
、②
 

で
槎
〇
た
と
こ
ろ
か
ら
、
加
え
て
、
さ
ら
に
Z1
回
ほ
ど
搓
る
。
(

写 

真
32.)

④
 
③

と
同
じ
要
領
で
、
さ
ら
に
藁
を
五
本
く
ら
い
つ
け
加
え
て
、
二 

回
ぐ
ら
い
鏟
る
。

⑤
 

さ
ら
に④

と
同
様
に
五
本
く
ら
い
つ
け
加
え
、
今
度
は
、
最
後
ま 

で
、
穂
先
ま
で
搓
っ
て
い
く
。
(

写
真
33.)

⑥
 

藁
の
あ
ら
た
わ
し
で
、
•

槎
っ
た
部
分
の
毛
羽
立
っ
た
部
分
を
、
こ 

す
っ
て
落
と
す
。

⑦
 

最
後
の
よ
り
終
え
た
穂
先
の
部
分
と
、Q

の
最
初
に
縛
っ
た
部
分 

を
重
ね
て
、
わ
ら
で
縛
り
、
槎
っ
た
部
分
を
輪
に
す
る
。

写真3〇.

写真31.

写真32.

写真33.



(5
七

五

三
(

写
真
34.)

(

製
作
工
程)

写
真
31..

32..

33.
参
照

①
 

長
さ
八
十g

ぐ
ら
い
の
藁
を
十
本
ほ
ど
用
意
し
、
元
に
近
い
部
分
を
藁
で
縛
る
。

②
 

藁
の
束
を
、
二 

つ
に
分
け
十 

§

ぐ
ら
い
槎
る
。

③
 

藁
二
本
を
、
元
か
ら
三
十§

ぐ
ら
い
余
し
、①

で
搓
っ
た
部
分
に
つ
け
加
え
て
、
さ
ら
に
二
回
槎
る
。

④
 
③

と
同
じ
要
領
で
：
藁
二
本
づ
つ
、
合
計
七
回
加
え
て
搓
っ
て
い
く
。

⑤
 
④

が
終
わ
っ
て
か
ら
、
五

§

ぐ
ら
い
槎
り
続
け
る
。

⑥
 
④

と
同
じ
要
領
で
合
計
五
回
加
え
て
槎
る
。
ひ
き
続
き
五g

ぐ
ら
い
繕
り
、
さ
ら
に
同
じ
よ
ぅ
に
三
回
加
え
て
繕
る
。

⑦ 

あ
と
は
最
後
ま
で
槎
り
続
け
、
先
を
藁
で
縛
り
、
あ
ら
た
わ
し
を
か
け
る
。

⑹

三
本
荒
神
様(

写
真
35.)

荒
神
様
の
た
め
に
飾
る
。

写真34.

写真35.

図10.三本荒神様



(

製
作
工
程)

① 

長
さ
五
十§

ぐ
ら
い
の
藁
を
五
十
本
ぐ
ら
い
用
意
し
、
穂
先
よ
り 

二
十
三§
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
を
藁
の
細
ひ
も
で
縛
る
。(

写
真
36.)

②
 

穂
先
側
を
三
つ
に
分
け
る
。
こ
の
時
、
三
つ
の
う
ち
真
中
は
、
少 

し
藁
を
多
め
に
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
三
つ
に
分 

け
る
。
(

写
真
37.)

③ 
,
②

で
分
け
た
藁
を
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
編
に
す
る
。
先
は
ひ
T-
か
よ 

う
に
し
て
絢
う
。
(

写
真

38)

④ 

そ
れ
ら
に
、
あ
ら
た
わ
し
を
か
け
、
毛
羽
立
っ
た
部
分
を
落
と
す
。
 

⑤

③

で
で
き
た
、
三
本
の
三
つ
編
み
に
し
た
も
の
を
、
真
中
を
中
心

に
し
て
、
両
脇
を
そ
の
上
に
重
ね
る
よ
う
に
合
わ
せ
、
い
ず
れ
も
、
 

穂
先
ま
で
十
二g

ぐ
ら
い
残
し
、
藁
の
細
ひ
も
で
縛
る
。(

写
真
39.)

写真36.

写真37.

写真38.

写真39.

写真4〇.全体にわたって使用したノヽサミ



H

岩
菅
を
使
用
し
製
作
す
る
も
の

ご
ぼ
う
じ
め(

写
真

41.)

神
棚
に
飾
る

よ
る
前
の
素
材
を
作
る
段
階

岩
菅
を
使
用
す
る
の
は
、
ご
ぼ
う
じ
め
を
青
く
見
せ
る
た
め
と
、
長
さ
も
長
い 

た
め
で
あ
る
。

①
 

岩
菅
は
、
岩
の
間
に
清
水
が
流
れ
て
い
る
よ
う
な
場
所
に
生
え
て
い
る
。
こ 

の

辺
(

月
夜
野
町)

で
あ
る
と
、
藤
原
あ
た
り
か
ら
刈
c>
て
く
る
。

刈
る
時
期
は
、
岩
菅
の
先
が
枯
れ
る
前
の
土
用
に
刈
っ
て
く
る
。
長
さ
は
二 

瓜̂

ら
い
に
刈
る
。

②
 

天
日
で
、
幾
日
か
お
き
に
、
合

計I
週
間
ぐ
ら
い
乾
す
。

③
 

く
も
で
で
す
ぐ
り
、
は
み

出
し
て
い
る
部
分
な
ど
を
と

〇
て
揃
え
る
。
(

写
真

42.)

④ 

根
元
の
方
を
揃
え
て
お
い

て
、
全
体
の
長
さ
が
百
八
十

加
ぐ
ら
い
に
な
る
よ
ぅ
に
、

お
し
ぎ
り
で
切
る
。

(

写
真

43.)

写真41.

写真42.

写真43.

図11.



⑤
 

藁
の
細
ひ
も
で
縛
り
、
全
体
に
水
を
か
け
て
、
半
日
ぐ
ら
い
お
く
。

(

手
が
荒
れ
ぬ
よ
う
、
あ
く
を
抜
く
た
め
。)

(

写
真
44.)

(

製
作
工
程)

①
 

半
日
置
い
た
岩
菅
を
、
再
び
、
く
ま
で
で
す
く
。
(

写
真
45.)

②
 

あ

ん

こ(

ご
ぼ
う
じ
め
の
中
に
入
れ
る
も
の)

を
作
る
た
め
、
五
十§

ぐ
ら
い
の
長
さ
の
揃
っ
た
藁
を
多
く
用
意 

\

す
る
。
(

写
真
47.)

③ 

あ
ん
こ
を
作
る
。

五
十g

ほ
ど
の
藁
を
、
段
ち
が
い
に
し
て
、
長
さ
約
九
十
五g

、

直
径
四§

ぐ
ら
い
の
藁
の
束
を
つ
く
る
。

(

九
十
五 

§

は
、
で
き
た
ご
ぼ
う
じ
め
の
長
さ
一
百§

1

よ
り
少
し
短
か
め
に
と
い
う
こ
と
。)

こ
の
藁
の
束
を
、
三
力
所
、
均
等
な
所
で
、
藁
で
縛
る
。
(

写
真
48.)

写真44.

写真45.

写真46.

写真47.

写真48.



④
 
③

で
つ
く
っ
た
三
本
の
あ
ん
こ
を
、
長
さ
百
六
十§

ぐ
ら
い
の
岩
菅 

で
包
み
こ
む
よ
う
に
ま
く
。
(

写
真
49.)

な
お
、
元
は
、
岩
菅
と
あ
ん
こ
を
揃
え
る
。

⑤
 

こ
の
三
本
は
、
い
ず
れ
も
真
中
あ
た
り
で
藁
で
し
ば
る
。(

写
真
50.)

⑥
 
⑤

で
つ
く
っ
た
三
本
を
、
元
を
揃
え
て
合
わ
せ
、
元
か
ら
三
十
咖
ぐ 

ら
い
の
所
を
藁
の
細
ひ
も
で
き
つ
く
縛
る
。
(

写
真
51.)

⑦
 

三
本
を
、
そ
れ
ぞ
れ
銅
っ
て
も
は
ず
れ
な
い
か
確
か
め
る
。1
写
真
52)

⑧
 

三
本
の
と
め
て
い
る
藁
を
切
り
、
あ
ん
こ
を
包
み
こ
む
よ
う
に
し
て
、

き
つ
く
絢
っ
て
い
く
。
(

写
真
53)

⑨
 

こ
の
場
合
、
初
め
に
三
本
の
う
ち
二
本
を
絢
い
。

そ
の
二
本
が
編 

え
た
ら
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
銅
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、

先
は
藁
の
細 

ひ
も
で
縛
る
。
(

写
真
54.)

写真49.

写真5〇.

写真51.

写真52.

写真53.

写真54.



⑩
 

残
り
の 

一
本
は
、
あ
ん
こ
を
包
む
よ
ぅ
に
し
て
搓
り
な
が
ら
、
随
時
、
 

四•

五
回
に
わ
た
っ
て
、
前
の
合
わ
せ
銅
っ
た
二
本
と
、
さ
ら
に
合
わ 

せ
絢
っ
て
い
く
。
(

写
真
55.)

穂
先
ま
で
き
た
ら
、
藁
の
細
ひ
も
で
縛
る
。

⑪
 

藁
の
あ
ら
だ
わ
し
で
、
掏
っ
た
部
分
を
こ
す
り
、
遊
ん
で
い
る
藁
を 

厂
起
こ
す
。
(

写
真
56.)

⑫
 

毛
羽
立
っ
た
遊
ん
で
い
る
藁
を
、

ハ
サ
ミ
で
切
る
。
(

写
真
57.)

⑬
 

最
後
に
、
元
か
ら
、

十

§

ぐ
ら
い
の
所-
を
、
藁
の
細
ひ
も
で
縛
る
。
 

(

写
真
58.)

写真55.

写真56.

写真57.

写真58.

写真59.

神社に奉納するものは、このように大

きなものもある。

このくらいになると、3人がかりで作

ることになる。



四
、
生
活
用
品
と
し
て
の
藁
細
工

(1)
生
活
用
品
と
し
て
の
藁
細
工
の
種
類(

主
と
し
て
月
夜
野
町
近
辺)

ネ 

コ.

座
敷
の
敷
物

ム

シ
D
.

敷

物

イ

ジ

メ

…
…
御
飯
を
釜
ご
と
包
ん
で
保
温
し
た
。
赤
ん
坊
を
入
れ
て
お
く
イ
ジ
メ
も
あ
っ
た
。
 

ワ
ラ
グ
ッ
…
…
雪
が
降
っ
た
時
に
履
く
。
短
グ
ッ
と
長
グ
ッ
が
あ
っ
た
。

ワ

ラ

ジ

…
…
野
良
仕
事
に
使
っ
た
り
、
遠
歩
き
す
る
時
に
使
っ
た

ゾ

ウ

リ
.

普
段
の
履
き
物

ッ
ッ
カ
ケ
…
…
ゾ
ウ
リ
の
ッ
マ
先
に
覆
い
が
あ
っ
て
冬
履
い
た
。

馬

グ

ッ

…
…
蹄
鉄
の
代
り
に
馬
に
履
か
せ
た
。

牛

グ

ッ

…
…
冬
す
べ
ら
な
い
た
め
に
牛
に
履
か
せ
た
。

、
生
活
用
品
と
し
て
の
藁
細
工

⑴
 

生
活
用
品
と
し
て
の
藁
細
工
の
種
類(

主
と
し
て
月
夜
野
町
近
辺)

ネ 

コ.

座
敷
の
敷
物

ム

シ

ロ
.

敷

物

ィ

ジ

メ
.

御
飯
を
釜
ご
と
包
ん
で
保
温
し
た
。
赤
ん
坊
を
入
れ
て
お
く
ィ
ジ
メ
も
あ
っ
た
。
 

ワ
ラ
グ
ッ
…
…
雪
が
降
っ
た
時
に
履
く
。
短
グ
ッ
と
長
グ
ッ
が
あ
っ
た
。

ワ

ラ

ジ

…
…
野
良
仕
事
に
使
っ
た
り
、
遠
歩
き
す
る
時
に
使
っ
た

ゾ

ウ

リ

……

普
段
の
履
き
物

ッ
ッ
カ
ケ
…
…
ゾ
ウ
リ
の
ッ
マ
先
に
覆
い
が
あ
っ
て
冬
履
い
た
。

馬

グ

ッ

…
…
蹄
鉄
の
代
り
に
馬
に
履
か
せ
た
。

牛 

グ 

ッ
…
…
冬
す
べ
ら
な
い
た
め
に
牛
に
履
か
せ
た
。

コ 

モ
…
…
部
屋
の
間
仕
切
り
や
風
除
け
に
使
C)
た
。

ナマ 

ブ 

シ
…
…
カ
ィ
コ
上
簇
の
際
に
使
っ
た
。

ツ
ル
ベ
ナ
ワ
…
ナ
ワ
を
数
本
よ
じ
合
わ
せ
て
太
く
作
っ
た
。

ミ
ゴ
ナ
ワ.
.

、ゴ
(

稲
穂
の
実
の
つ
い
て
い
る
所
を
ひ
っ
ぱ
る
と

出
て
く
る
丈
夫
な
茎
の
一
心)

を
よ
り
合
わ
せ
る
と
丈

夫
な
ナ
ワ
が
で
き
麻
ナ
ワ
の
代
用
に
し
た
。

カ 

マ 

ス
…
…
ム
シ
ロ
を
二
つ
折
り
に
し
て
縁
を
縫
い
と
っ
た
も
の
。
 

米
を
入
れ
た
。

俵

.

.

.

.

米
、
大
豆
、
麦
等
の
穀
類
を
入
れ
た
。

写真6〇.

飯用イジメ(水上町、郷土資料館)

写真61.

赤ん坊のためのイジメ(水上町、郷土資料館)

写真62.

馬グツ(水上町、郷土資料館)



片

品

村

土

出

の

藁

細T

I

、 
現
在
作
っ
て
い
る
も
の

岩
芝
ミ
ノ
、
手
さ
げ
、
ビ

ク(

弁
当
入
れ)

、
サ
ッ
カ
ケ
グ
ツ 

(

昔
か
ら
作
っ
て
い
る
室
内
ば
き)

、
ツ
ッ
カ
ケ(

最
近
作
る
よ 

ぅ
に
な
っ
た
。)

I
I、  

昔
作
ら
れ
て
い
て
現
在
作
ら
れ
て
い
な
い
も
の

ア
シ
ナ
カ(

草
履
の
一
種)

、
ワ
ラ
ジ
、
馬
の
ク
ツ

片
品
村
で
は
右
記
の 

藁
製
品
に
つ
い
て
は
大
正
時
代
頃
迄
、
 

殆
ど
の
家
庭
で
農
閑
期
の
仕
事
と
し
て
製
作
し
て
い
た
が
、
現
在 

は
観
光
み
や
げ
用
と
し
て
製
作
し
、
旅
館
の
売
店
等
に
出
し
て
い 

る
〇

写真63.

手さげを作る時の木のワク型

写真64.

ビク(左)と手さげ(右)

写真65.

ッッカケ(左)とサッカケグッ(右)
(片品村、吉野空太郎氏)



三
、 
ア
シ
ナ
カ
の
製
作
に
つ
い
て

I

般
の
家
庭
に
お
い
て
冬
の
履
物
と
し
て
の
ワ
ラ
グ
ッ
、
夏
の
履
物
と
し
て
の
ア
シ
ナ
カ
を
作
s>
た
の
は
昭
和 

十
年
頃
迄
で
、合
羽
、
地
下
足
袋
の
普
及
に
よ
っ
て
今
で
は
作 

ら
れ
な
く
な
っ
た
。
材
料
の
藁
は
片
品
の
大
豆
を
売
り
に
行
っ
て
、
そ
の
帰
り
に
川
場
村
や
利
根
村
大
楊
の
藁
を
買
っ
て
き
た
。
川
場
や
大
楊
の
藁
は
、
柔
ら
か
く
弾 

力
性
が
あ
っ
て
質
が
よ
く
、
米
を
と
っ
た
あ
と
の
藁
を
使
っ
た
。
藁
は
お
よ
そ
年
間
二
駄
位
仕
入
れ
た
。I

駄
は
六
束
に
な
っ
て
お
り
、
更

にI

束
は
十
五
把
に
な
っ
て 

い
た
。
藁

！
駄
の
値
段
は
、
大
正
〜
昭
和
初
期
で
大
体
一
円
三
十
銭
位
で
あ
っ
た
。
ア
シ
ナ
カ
や
ワ
ラ
ジ
はI

人
分
と
し
て
年
間
二
十
足
以
上
、

一
家
庭
で
百
足
以
上
を
農 

閑
期
に
作
っ
て
ス
ト
ッ
ク
し
て
お
い
た
。

ア
シ
ナ
カ
は
藁
一
把
で
お
よ
そ
四
〜
五
足
作
る
こ
が
で
き
た
が
、
ワ
ラ
グ
ッ
は

一  

把
で 

一  

足
が
標
準
で
あ
っ
た
。
又
、
製
作
に
要 

す
る
時
間
は
ア
シ
ナ
カ
の
場
合
、

一  

日
実
働
八
時
間
で
お
よ
そ
八
足
作
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
ワ
ラ
グ
ッ
は
熟
達
者
で
も
っ
て
半
日
に
一
足
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
っ
た
。

四
、 
岩
芝
ミ
ノ
に
つ
い
て

.
材
料
に
な
る
岩
芝
は
、
千

772.
以
上
の
高
此
で
急
斜
面
の
岩
石
の
あ
る
所
に
自
生
し
て
い
る
も
の
を
大
体
秋
の
彼
岸
の
十
日
前
に
採
取
し
て
く
る
。
採
取
し
た
も
の
は
大
体 

周
囲
十
五§

位
の
束
に
ま
と
め
て一
把
に
し
、
丈
は
五
十
五§

位
に
す
る
。
そ
れ
を
乾
燥
す
る
ま
で
蔭
干
し
に
し
て
お
く
。

十
一
月
末
頃
か
ら
ボ
ッ
ボ
ッ
作
業
を
始
め
る
の
で
、
乾
燥
し
た
岩
芝
は
柔
ら
か
く
す
る
た
め
に
、
熱
湯
で
ほ
と
ば
し(

湿
ら
し)

、
ほ
と
ば
し
た
ま
ま
の
状
態
で
作
業
を
す 
_ 

る
。

I  

つ
作
り
上
げ
る
の
に
約.
五
日
間
の
日
数
を
要
す
る
。

腰
あ
て
の
耐
久
性
を
強
め
る
た
め
に
サ
ラ
マ
を
使
っ
た
り
す
る
。
サ
ラ
マ
は
山
ブ
ド
ゥ
の
木
の
皮
で
作
っ
た
も
の
で
、
全
部
が
サ
ラ
マ
で
作
ら
れ
た
ミ
ノ
も
あ
り
、
雨
に

対
し
て
強
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ミ
ノ
を
一
つ
作
る
の
に
お
よ
そ
二
十
五
把
位
の
岩
芝
が
必
要
で
あ
る
。

写真66.

岩芝ミノ(中央の腰あての黒い 
部分がサラマ)

写真67.

君之X ノを看用し7こ所
(横から見たところ)

写真68.

岩芝ミノの部分



吾

妻

町

の

藁

細
T

I

、
現
在
作
っ
て
い
る
も
の

雪 

グ 

ツ
…
…
雪
深
い
所
を
歩
く
際
に
履
い
た
。

短

グ

ツ

…
…
雪
深
く
な
い
所
で
履
い
た
。
行
動
し
や
す
い
。

ツ
ッ
カ
ケ.

女
の
人
の
台
所
履
き
や
学
校
の
上
履
き
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。

宝 

船
…
…
主
に
新
築
祝
や
正
月
祝
の
た
め
に
つ
く
る
。

馬

.

.

.

.

干
支
に
ち
な
ん
で
そ
の
年
の
動
物
を
つ
く
る
。

写真69.

雪グツ(吾妻町、水出登四男氏)

写真7〇.

短グツ

写真71.

ツッカケ

写真72.

宝船

写真73.

馬



二
、
昔
作
ら
れ
て
い
て
現
在
作
ら
れ
て
い
な
い
も
の

背
あ
て

ケ

デ

ィ(

み
の)

三
、 
製

作

日

数

雪 

グ 

ツ
…
…I

日
でI

足
程
度
、
昔
は
年
間
で
二
十
足
位
作
っ
た
。
今
は
年
間
で
四
、
五
足
位
で
あ
る
。

短

グ

ッ

……

一
日
で
三
足
程
度

宝 

船
…
…
や
や
長
時
間
か
け
てI

日
に
二
個
程
度

馬

.

.

…
：一

日
に
三
個
程
度

昔
は
冬
の
農
閑
期
の
副
業
と
し
て
主
に
自
家
用
の
も
の
を
作
っ
た
。
宝
船
は
極
く
近
年
に
な
っ
て
製
作
が
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
〇

四
、 
ツ
ッ
カ
ケ
の
製
作
工
程

図13.使用道具

ツッカケの足型

長グツ、短グツの足型

おぞうし(鼻緒の穴に鼻緒をはさんで 
通す)

はさみ



写真74.

1.底をまず編み上げる。

写真75.

不型をあてて、たて縄の先端についている麻 
縄を木型のヘソにひっかける。

写真76.

d. 喿に布を卷レヽて師りの薬を人れ4)。

写真77.

む 編をの 先ツの表4.

写真78.

5.ツマ先覆いの横を編む。

6.わきの方にあまった藁で底を編む。

7.木型を抜いて表にかえす。



写真81.

8.鼻緒をつける

写真82.

9.別の藁でカカトの部分を編み足す。

写真83.

10.たて縄をひ•〇ぱってひきしめる。

写真84.

11.余分の藁をノ、サミで切り取る。

写真85.

12.オゾウシにヒモを通して鼻緒をすえる〇

写真86.

13.出来上り



玉

村

町

五

料

の

麦

藁

舟

I

、
利
根
川
流
域
の
水
神
信
仰

わ
が
国
最
大
の
流
域
面
積
を
も
つ
利
根
川
に
は
支
流
河
川
が
多
く
、
流
路
も
長
い
の
で
水
神
信
仰
に
も
種
々
の
相
が
み
う
け
ら
れ
る
。

(-)
飲
料
水
の
守
護
神
と
し
て
の
水
神

沢
の
流
れ
‘水
を
飲
料
水
に
す
る
素
朴
な
状
態
が
利
根
川
上
流
地
域
で
は
昭
和
初
期
ま
で
続
い
た
。

利
根
郡
月
夜
野
町
上
牧
字
吉
平
で
は
、
村
内
を
流
れ
て
い
る
用
水
堀
に
家
ご
と
三
尺
幅
位
の
セ
キ
を
作
り
、
水
汲
場
と
し
、
そ
こ
に
「
水
神
さ
ま
」
を
祀
っ
て
い
た
。
 

湧
水
を
飲
料
水
に
使
用
し
て
い
た
利
根
郡
昭
和
村
糸
井
や
貝
野
瀬
で
も
、
湧
水
の
傍
に
「
水
神
宮
」
と
刻
ん
だ
石
宮
を
祀
っ
た
。

J

潅
溉
用
水
に
か
か
わ
る
水
神

利
根
郡
月
夜
野
町
上
石
倉
で
は
、
湧
水
の
末
端
を
灌
漑
用
水
と
し
て
利
用
し
、
そ
〇
守
護
神
と
し
て
水
神
を
祀
っ
て
い
る
。
*

洪
水
に
か
か
わ
る
防
水
の
神
と
し
て
の
水
神

邑
楽
郡
板
倉
町
で
は
、
洪
水
で
堤
防
が
決
壊
し
た
場
所
や
地
形
的
に
み
て
危
険
性
の
多
い
と
こ
ろ
に
、

「
水
神
宮
」
と
刻
ん
だ
石
の
小
祠
を
祀
っ
て
、
水
の
脅
威
か
ら
人
 々

を
守
る
守
護
神
に
し
て
い
る
。

名
称
と
し
て
は
、

「水
神
宮
」
が
も
っ
と
も
多
く
そ
の
ほ
か
「水
神
社
」
と

か

「水
天
宮
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

こ
の
種
の
水
神
は
集
落
全
体
で
祀
る
と
い
う
タ
ィ
プ
が
多
い
。

泗

長

良

信

仰

長

良

神

社
(

長
柄
神
社)

「水
神
宮
」
と
同
じ
く
、
水
害
や
水
の
恐
怖
か
ら
人
々
を
守
る
神
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
長
良
神
社
は
、
東
上
州
の
板
倉
町
や
館
林
市
と
そ
の
隣
接
す
る
地
域
に
祀
ら
れ
、
西 

h

州
に
は
兄
ら
れ
な
い
。



こ
の
地
域(

板
合
町
周
辺)

は
利
根
川
と
渡
良
瀬
川
と
に
は
さ
ま
れ
、
水
害
の
多
い
地
帯
の
た
め
、
 

住
民
の
洪
水
へ
の
恐
怖
心
が
防
水
の
神
、
長
良
さ
ま
を
多
く
祀
る
こ
と
に
な〇
た
。

板
倉
町
飯
野
の
長
良
神
社
は
集
落
を
背
に
利
根
川
の
堤
防
に
向
っ
て
社
殿
が
あ
り
、
そ
の
境
内
の 

水

神

様(

水
天
宮
の
文
字
あ
り)

は
、
初
め
利
根
川
の
堤
防
上
に
あ
り
、

明
治
四
十
三
年
の
洪 

水
の
時
は
こ
の
水
神
様
の
と
こ
ろ
で
水
が
止
ま
っ
た
と
い
う
。

(

み
や
ま
文
庫
「
上
毛
民
俗
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
よ
り)

g

船
頭
や
漁
民
の
祀
る
水
神

利
根
川
河
口
の
川
漁
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
の
間
で
は
、
集
落
ご
と
に
「水
神
宮
」
の
石
祠
を
中
心 

に
水
神
講
を
つ
く
り
、
祭
り
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
。

栃
木
県
下
都
賀
郡
野
木
町
の
旧
思
川
に
沿
っ
た
集
落
で
は
、
高
瀬
船
が
通
っ
て
い
た
頃
、
船
頭
だ 

け
が
集
ま
っ
て
、
旧
十
月
十
五
日
に
、

「
水
神
さ
ま
」
を
祀
っ
て
い
た
と
い
う
。

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
幸
手
町
の
権
現
堂
の
河
岸
で
も
船
頭
仲
間
が
神
主
を
招
い
て
「
水
神
さ
ま
」
の 

石
祠
を
祀
っ
た
と
い
う
。

現
在
で
も
利
根
川
流
域
の
旧
河
川
の
路
傍
に
、
あ
る
い
は
堤
防
上
に
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、

「
水 

神
宮
」
と
刻
ん
だ
石
宮
が
建
っ
て
い
る
。(

直
江
広
治
「
利
根
川
流
域
の
水
神
信
仰
」
よ
り)

佐
波
郡
玉
村
町
五
料
で
も
、
古
老
の
話
で
は
、

明
治
の
頃
ま
で
、
渡
船
場
の
近
く
に
、

「水
神
宮
」
の
石
祠
が
あ
り
、
船
頭
た
ち
が
祀
っ
て
い
た
と
い
ラ
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
水
神
宮
は
特
に
船
頭
だ
け
が
信
仰
し
た
と
い
ぅ
の
で
は
な
く
、

船
頭
も
含
め
た
河
川
を
利
用
す
る
人
々
と
川
筋
の
住
民
全
体
で
祀
っ
て
い
た
も
の
で
、
川 

欠
け
や
川
流
れ
防
止
を
願
ぅ
神
と
い
っ
て
も
よ
く
、
船
頭
の
信
仰
し
た
神
は
や
は
り
大
杉
様(

大
杉
神
社)

で
あ
る
。

㈥

大

杉

信

仰

利
根
川
流
域
に
分
布
す
る
地
方
神
で
、
本
社
は
茨
城
県
稲
敷
郡
桜
川
村
大
字
阿
波
に
あ
り
、
水
神
さ
ま
と
し
て
、
船
頭
や
漁
民
が
尊
崇
し
て
い
た
。

「利
根
川
図
誌
」
(

赤
松
宗
旦
著 

安
政
五
年
刊
行)

に
は
、
挿
絵
ま
で
入
っ
て
説
明
し
て
あ
る
。
阿
波
村
は
安
場
と
も
書
か
れ
ア
ン
バ
様
と
も
呼
は
れ
て
い
る
。

図一14 長良•長柄神社分布図



杉
大
明
神
。
阿
波
村
に
あ
り
。
別
当
竜
華
山
安
穏
寺
、
往
昔
ょ
り
今
宮
大
杉
大
明
神•
と
崇
め■

奉 

る
。
神
体
は
神
護
景
雲
年
中
、
釈
勝
道
上
人
御
作
の
降
魔
の
霊
神
不
動
尊
な
り
。
其
後 

桓
武
天
皇
の 

御
宇
延
暦
丙
子
の
年
、
伝
教
大
師
の
御
弟
子
快
賢
阿
闇
利
、
奥
州
の
逆
賊
降
伏
の
た
め
、
大
師
自
ら 

彫
刻
な
し
給
ふ
四
魔
降
伏
の
不
動
明
王
を
乞
請
給
ひ
、
此
地
に
来
り
霊
夢
に
ょ
っ
て
、
大
杉 

大
明 

神
と
同
じ
く
鎮
座
な
し
奉
り
、
且
つ
天
竺
伝
来
昆
須
羯
摩
の
作
、
彌
勒
菩
薩
の
尊
像
を
安
置
し
奉
り
、
 

則
ち
宝
刹
を
草
創
し
、
竜
華
山
安
穏
寺
と
号
す
。
爾
来
国
家
安
穏
祝
祷
の
護
摩
修
行
日
々
怠
り
な
く
、
 

逆
賊
も
稍
滅
亡
し
、
神
威
日
に
か
が
や
き
霊
験
ま
す
ま
す
奢
る
。
于
茲
元
暦
文
治
の
あ
ひ
だ
、
大
杉
大 

明
神
平
氏
の
横
行
を
疾
み
、
仮
に
常
陸
坊
海
存
と
現
じ
、
判
官
源
の
義
経
公
を
助
け
、
平
家
追
討
の
功 

成
り
て
此
地
に
帰
り
、
我
像
を
自
ら
彫
刻
し
、
大
杉
殿
に
納
め
、
永
く
此
地
に
止
っ
て
天
下
泰
平
五
穀 

豊
登
、
諸
の
難
厄
を
救
護
し
、
病
患
を
祓
ひ
、
悪
を
抑
へ
善
を
挙
げ
、
禍
福
響
の
音
に
応
ふ
る
が
如
く 

な
ら
し
め
ん
と
言
畢
っ
て
、
文
治
五
年
九
月
二
十
七
日
彩
雲
に
乗
じ
て
匆
ち
消
失
せ
給
ふ
。
依
之
例
年
九 

月
二
十
七
日
を
祭
祀
の
日
と
し
今
に
行
は
る
。
」
(

漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た)

宝
治
元
年 

ニ 

ニ
四
七)

に
書
か
れ
、
享
和
三
年

(一

 

八
〇
三)

に
筆
写
さ
れ
た
と
い
う
奥
付
の
あ
る
「大
杉
大
明
神
縁
起
録
」
に
ょ
れ
ば
、
神
護
景
雲
元
年(

七
六
七) 

に
日
光
二
荒
山
を
開
い
た
勝
道
上
人
が
、
霞
ケ
浦
か
ら
日
光
へ
向
う
途
中
で
暴
風
に
遭
っ
た
が
、
上
人
が
不
動
尊
に
祈
念
し
た
と
こ
ろ
、
異
相
の
姿
を
し
た
神
が
現
わ
れ
、
無 

事
に
舟
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

さ
ら
に
、
源
義
経
に
随
行
し
た
常
陸
坊
海
尊(

海
存)

が
文
治
三
年(
二
八
七)

に
行
脚
僧
の
清
悦
大
法
師
と
名
乗
っ
て
し
ば
ら
く
滞
在
し
、
天
狗
に
似
た
異
相
を
し
、
数
々
の
霊 

験
を
示
し
た
。
そ
の
霊
験
の
一
つ
が
暴
風
雨
に
ょ
る
難
船
を
防
ぐ
霊
威
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
不
動
尊
の
威
力
を
背
景
と
す
る
大
杉
大
明
神
は
、
霊
威
神
で
、
異
相
の
姿
、
つ
ま
り
天
狗
の
姿
で
飛
来
し
て
、
種
々
の
霊
験
を
示
す
天
狗
神
で
あ
り
難
船
を
救
護
す 

る
神
と
し
て
舟
運
関
係
者
に
信
仰
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

図一15 阿波の大杉様



こ
、
利
根
川
水
系
の
水
運
と
大
杉
信
仰

利
根
川
の
水
運
は
す
で
に
、
戦
国
時
代
の
末
に
は
そ
の
一
部
が
開
か
れ
て
い
た
と
い
う(

み
や
ま 

文

庫

「
利
根
と
上
州
」)

し
か
し
物
資
の
輸
送
の
水
系
と
し
て
重
要
な
役
割
を
も
つ
よ
う
に
な
〇
た
の
は
、
徳
川
幕
府
が
成 

立
し
江
戸
が
政
権
の
府
と
な
り
消
費
都
市
と
し
て
発
達
し
て
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
関
東
郡
代
伊 

奈
備
前
守
忠
次
が
寛
永
十
七
年(

一
六
四
〇)

に
完
成
さ
せ
た
、
利
根
川
の
改
修
工
事
に
よ
り
本
流 

が
铫
子
の
方
へ
流
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
川
を
通
じ
て
江
戸
と
関
東
を
結
ぶ
水
運
は
大
い
に
発
展 

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
利
根
川
沿
岸
に
は
各
地
に
舟
運
を
取
り
扱
う
施
設
、
つ
ま
り
河
岸
が
発
達
し
た
。
 

河
岸
は
利
根
川
上
流
に
密
集
し
、
関
宿(

埼
玉
県)

ま
で
の
本
流
に
四
十
八
、
支
流
を
加
え
る
と
群
馬 

県
内
の
河
岸
は
四
十
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
河
岸
の
水
運
に
た
ず
さ
わ
る
船
頭
た
ち
に
、
船
の
守
り
神 

と
し
て
信
仰
を
集
め
た
の
が
大
杉
神
社
で
あ
る
。

利
根
川
水
運
の
絶
頂
期
は
十
九
世
紀
初
頭
で
あ
る
が
、
す
で
に
十
八
世
紀
に
は
、
扣
よ
そ
六
百
と 

い
う
大
杉
神
社
の
分
社
が
各
地
に
勧
請
さ
れ
た
と
い
う
。

'

河
岸
に
お
け
る
大
杉
信
仰

各
地
の
船
仲
間(

船
頭
組
合)

は
そ
の
ま
ま
大
杉
講
で
あ•
り
、
河
岸
の
繁
栄
と
水
路
の
安
全
を
祈 

っ
て
、
阿
波
の
大
杉
神
社
へ
の
正
月
の
参
拝
は
欠
か
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。

舟
運
遡
航
終
点
と
し
て
栄
え
た
高
崎
市
の
倉
賀
野
河
岸
で
さ
え
、
阿
波
の
大
杉
神
社
を
訪
れ
ぬ
船 

頭
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
(

前
沢
辰
雄
「上
州
倉
賀
野
河
岸
」
よ
り)

.

図一16
江戸時代における利根川上流部の河岸分布図 

(利根と上州)<みやま文庫>上利根川水 

運交通図に加筆

• 列厗QO泊出は刑厗吗饿酡定朱た し飞 
いた)

X川の関所

□都市•町



図17. <明治初期における利根川上流部の河岸分布図>
(『群馬県百年史 '明治初期における利根川上流の河岸図に加筆)

こ
の
ょ
ぅ
な
船
頭
と
大
杉
神
社
と
の
つ
な
が
り
を
物
語
る
ょ
ぅ
に
、
阿
波
の
大
杉
神
M- 

に
は
境
内
の
玉
垣
の
一
つI

つ
に
河
岸
関
係
者
の
奉
納
人
名
が
並
び
、
拝
殿
に
は
数
多
く 

の
舟
運
関
係
者
か
ら
の
奉
納
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

図18. 大杉神社信仰図

(大杉神社の境内にみられる講社の碑銘や奉納 
額に載せてある信者の分布)

•明治
x大正、昭和
◦明治(推定)

『利根川(自然•文化•社会)』より



t

倉
賀
野
河
岸
の
大
杉
信
仰

倉
賀
野
河
岸
の
大
杉
神
社
は
、
現
在
石
垣
と
石
段
が
残
っ
て
い
る
が
、
船
頭
た 

ち
が
、
水
路
安
全
を
祈
っ
て
、
阿
波
の
大
杉
神
社
か
ら
勧
請
し
て
祀
っ
た
と
い
う 

社
殿
は
元
和
六
年 

二
六
二
〇)

に
鳥
川
の
河
岸
を
見
下
す
崖
上
に
建
立
さ
れ
、
 

弘
化
三
年 

(
I

八
四
六)

に
再
建
さ
れ
た
と
い
う
。

倉
賀
野
河
岸
の
船
頭
た
ち
は
宿
場
の
遊
女
二
百
余
人
の
髪
で
編
ん
だ
碇
綱
を
額 

の
縁
ど
り
に
し
た
連
名
の
額
を
水
路
安
泰
を
祈
願
し
、
大
杉
本
社
に
奉
納
し
た
そ 

う
で
あ
る
。
(
前
沢
辰
雄
「上
州
倉
賀
野
河
岸
」
よ
り)
-

板
倉
町
に
も
大
杉
神
社
が
数
社
あ
り
、
海
老
瀬
河
岸
で
は
、
天
保
十
年(

I  
A

四
一)

に
本
社
に
参
拝
し
た
人
が
勧
請
し
て
神
輿
を
つ
く
っ
た
と
い
う
。

三
五
料
河
岸
と
大
杉
信
仰

現
在
の
佐
波
郡
玉
村
町
五
料(

注1
)

は
利
根
川
と
烏
川
の
合
流
点
の
近
く
に 

あ
り
、
昔
は
例
幣
使
街
道
が
通
り
、
利
根
川
に
は
天
正
年
間(

十

六

末
)

に
す 

で
に
渡
船
場
が.
あ
り
、
対
岸
の
柴
宿(

現
伊
勢
崎
市
柴
町)

と
を
結
び
、
交
通
の 

要
所
と
し
て
、
宿
屋
も
多
く
、
宿
場
と
し
て
も
繁
盛
し
た
。
(

五
料
宿
は
例
幣
使 

街
道
上
州
五
宿
の-

つ)

幕
府
は
こ
こ
に
寛
永
十
三
年 

二
六
三
六)

に
五
料
の
関
所
を
設
置
し
て
交
通 

を
取
り
締
っ
て
い
た
。

一
方
、
水
上
交
通
で
も
、
五
料
裒
は
河
岸
が
あ
り
利
根
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
來
た 

船
は
、
こ
こ
で
荷
揚
げ
を
し
、
物
資
は
荷
車
や
馬
の
背
に
載
せ
ら
れ
て
、
高
崎
や 

前
橋
、
ま
た
は
、
中
仙
道
か
ら
遠
く
信
濃
路
や
沼
田
街
道
か
ら
越
後
路
へ
運
ば
れ
、
 

山
国
の
港
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。



問
屋
は
安
永
五
年(

一

七
七
六)

の
記
録
に
ょ
れ
ば
二
軒
で
、
倉
賀
野
河
岸
や
平
塚
河
岸
に
比
べ
る
と
規
模
は
小
さ
か
〇
た
が
、
前
橋
藩
の
外
港
と
し
て
そ
の
廻
米
を
扱
-s>

た
り
、
上
流
か
ら
の
筏
も
こ
こ
で
組
ま
れ
た
。

芝
根
村
誌(

注2
)

に
は
五
料
河
岸
の
艘
数
と
構
造
等
が
次
の
ょ
ぅ
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 

大

船
(

親
船
…
…
注3
)
 

約
二
十
艘

五
、
六
百
俵
積
の
高
瀬
船

幅

一

丈
一
尺
五
寸(

三.

四
八
メ
ー
ト
ル)

長

さ

士
 

一
尋(

十
八•

一
八
メ
ー
ト
ル)

帆

柱

十

一

尋

二

尺(

十
七•

ニ
メ
ー
ト
ル)

製
造
工
費
四
百
円

船
竿
径
八
寸
ノ
竹

乗
組
員 

普
通
四
人 

荷
物
積
載
時
六
人

小

船
(

子
船) 

約
八
十
艘

三
十
〜
五
十
俵
積

こ
れ
ら
百
艘
近
い
船
の
船
主
も
船
員
も
船
頭
も
全
部
、
沼

の

上(

五
料
の
旧
称)

の
人
で
ぁ
っ
た
と
い
い
、
五 

料
に
住
む
人
の
大
部
分
は
水
運
に
ょ
っ
て
生
計
を
た
て
て
い
た
と
い
う
。
大
船
一
艘
を
所
有
し
て
い
れ
ば
田
地
一 

町
歩
を
有
し
て
い
る
の
と
同
じ
と
い
わ
れ
た
ぐ
ら
い
利
益
が
ぁ
っ
た
と
い
う
。

大
船
に
乗
る
船
頭
は
半
年
で
も
一
年
で
も
下
流
へ
行
っ
て
帰
ら
ず
、
春
先
に
東
風
に
帆
を
上
げ
て
帰
っ
て
き
た 

と
い
う
。

ア
ー
船
が
来
る
、
船
が
来
る
。

何
百
何
千
船
が
来
る
。

私
の
待
つ
船
、
ま
だ
来
な
い
。

五
料
の
人
々
は
こ
ん
な
歌
を
口
ず
さ
ん
で
、
父
や
夫
の
無
事
の
帰
り
を
待
っ
た
と
い
う
。

図2〇‘.五料付近の河岸

山田武麿『利根と上州』より 

図21.河岸の問屋数

一安永5年一

数問名

島

木

塚

瀬

島

島

戸

海
 

皆

斗

本

河 

八

一

平

中

高

前

古

古

数名

野

木

井

料
 

負

丁

友

道 

岸

賀

ノ
 

新 

王 

河

倉

藤

川

五
 

靱

八

三

山



(1)
五
料
の
大
杉
神
社

創
建
は
い
つ
ご
ろ
か
知
る
資
料
は
な
い
が
、
近
く
の
倉
賀
野
河
岸
の
大
杉
神
社 

は
江
戸
初
期
に
勧
請
し
て
建
立
し
た
と
い
う
か
ら
、
五
料
で
も
、
こ
の
頃
か
江
戸 

中
期
の
河
岸
の
繁
栄
し
た
頃
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

明
治
五
年
生
ま
れ
の
船
頭
さ
ん(

注4
)

の
話
に
よ
る
と

「
わ
し
が
十
一
の
時
、
大
杉
神
社
が
三
本
松
よ
り
ず
っ
と
こ
っ
ち
の
本
圧
路
へ 

行
く
と
こ
ろ
の
牛
小
屋
の
前
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
高
い
所
に
あ
っ
た
が
水
の
関
係 

で
利
根
川
の
流
れ
が
急
に
変
わ
り(

注5
)

大
杉
様
に
水
が
つ
か
る
よ
う
に
な
っ 

た
の
で
、
そ
こ
に
あ
っ
た
家
は
み
な
引
越
し
て
、
大
杉
様
は
一
番
最
後
に
今
の
所 

(

飯
玉
神
社
の
境
内)

に
越
し
て
き
た
。

大
杉
様
は
壁
が
な
い
の
で
、
船
頭
が
四
十
人
位
で
い
れ
も
の
に
入
れ
て
担
い
で 

き
た
。J  
(

「
群
馬
文
化
」
恥
七
十
四
よ
り)

そ
の
後
明
治
四
十
三
年
の
神
社
合
併
の
時
、
鎮
守
の
村
社
飯
玉
神
社
に
合
祀
さ 

れ
、
境
内
末
社
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
昭
和
五
十
年
に
、
社
殿
が
老
朽
化
し
て
取
り
払
わ
れ
て
し
ま
い
、
現
在 

は
基
礎
の
石
だ
け
が
残
っ
て
い
るU

⑵

大
杉
神
社
と
水
神
祭

五
料
の
船
頭
も
食
賀
野
河
岸
の
船
頭
と
同
じ
ょ
う
に
阿
波
詣
に
舟
で
下
っ
た
と
い
う
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
汽
車
で
十
年
に
一
度
ぐ
ら
い
ず
つ
数
十
人
の
五
料
の
船 

頭
達
が
阿
波
詣
に
行
き
、
大
杉
本
社
の
お
札
が
二
百
枚
も
来
た
と
い
う
。
船
頭
は
こ
の
知
札
を
胴
巻
の
財
布
の
中
に
入
れ
てA

護
り
に
し
た
と
い
う
。

と
も
あ
れ
、
舟
運
関
係
の
住
人
が
村
の
大
半
を
占
め
て
い
た
五
料
で
は
、
大
杉
様
を
自
分
た
ち
の
生
活(

水
運
生
活)

を
守
る
神
、
船
の
航
行
の
安
全
を
守
る
神
、
水 

神
さ
ま
と
し
て
勧
請
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
(

萩
原
春
吉
さ
ん
談)

大
杉
神
社
を
水
神
と
し
て
祀
っ
て
い
た
五
料
で
は
水
神
様
は
大
杉
様
の
祭
り
と
し
て
執
り
行
わ
れ
、
船
供
養
と
し
て
水
神
宮
に
供
え
る
祭
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
ょ
う
に
水
神
祭
は
、
出
航
し
た
船
の
無
事
安
泰
を
水
神(

大
杉
様)

に
祈
る
行
事
と
し
て
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

図22 30俵槓于船
長さ_5間3尺
帆小幅6反
幅 5尺5寸
一栃木県藤岡町の模型を

基に写す一

図23. 高瀬船
200俵積親船 
長さ 9間3尺
帆大幅 8反 
幅 2間2尺
一栃木県藤岡町の
模型を基に写す一



(

注1

)

町
村
合
併
以
前
は
佐
波
郡
芝
根
村
大
字
沼
の
上
の
小
字
で
ぁ
っ
た
。
 

(

注2
)
 

明
治
四
十
三
年
編
、
玉
村
町
教
育
委
員
会
保
管

(

注3
)
 

江
戸
に
直
航
す
る
船
を
元
船(

直
船•

親
船)

と
い
っ
た
。

(

注4
)
 

内
田
宇
市
さ
ん
。
明
治
五
年
生1

れ
、
十
歳
の
頃
船
に
乗
り
は
じ
め
、
 

十
九
歳-1

で
大
船
の
船
頭
と
し
て
働
き
、
そ
の
後
大
正
末
年
ま
で
石
積 

船
の
船
頭
と
し
て
活
躍
し
た(
故
人)

(

注5
)
 

五
料
付
近
は
七
分
川
、
三
分
川
で
知
ら
れ
た
利
根
川
の
変
流
の
激
し 

か
っ
た
所
に
位
置
し
て
い
る
。

三
、
水
神
祭
の
伝
統

明
治
の
頃
ま
で
、
五
料
の
渡
船
場
の
近
く
に
「水
神
宮
」
の
石
祠
が
あ
り
、
船
頭
た
ち
が
祀
っ
て
い
た
と
い
う
。
祭
日
は
旧
六
月
十
五
日(

水
神
社
の
祭
り
で
こ
れ
が
水
神 

様
の
夏
祭
り)

、
こ
れ
と
は
別
に
大
杉
tt
tt
の
大
祭
が
三
月
二
十
七
日
で
、
と
も
に
船
頭
の
祭
り
と
し
て
船
頭
達
だ
け
で
祭
り
を
し
て
い
た
。

し.
か
し
、
両
社
が
明
治
四
十
三
年
の
神
社
合
併
で
村
社
飯
玉
神
社(

注1
)

に
合
祀
さ
れ
て
か
ら
は
集
落
全
体
の
祭
り•
と
し
て
、
両
方
の
祭
り
を
大
杉
さ
ま
の
祭
り
と
し
て 

行
う
ょ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
水
神
祭
で
あ
る
。
(

芝
根
村
誌
ょ
り)

(-)
水
神
祭
の
始
ま
り

明
治
五
年
生
ま
れ
の
船
頭
さ
ん
の
話
で
は
、
子
供
の
頃
す
で
に
水
神
祭
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
江
戸
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
二
百
年
前 

か
ら
と
も
、
三
百
年
前
か
ら
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

図24.飯玉神社

明治43年編「芝根村誌」より 
上右の社殿が大杉神社



«

明
治•

大
正
期
の
水
神
祭

明
治
十
七
年
高
崎
線
が
開
通
し
、
陸
運
が
日
増
し
に
活
発
化
し
、そ
れ
に
つ
れ
て
利
根
川
の
水
運
も
次
第
に
衰
退
の|

途
を
た
ど
っ
た
が(

注2
)
 

岩
鼻
の
火
薬
を
赤
岩
ま 

で
船
で
運
搬
し
た
り
、
利
根
川
0.
護
岸
改
修
工
事
が
始
ま
っ
た
り
、内
務
省
土
木
局i

約
を
結
ん
で
、
石

積

船(

注3
)

で
石
材
運
搬
を
引
き
受
け
た
り
し
て
、
明
治
末
年
ま
で 

は
船
頭
も
船
で
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
佐
波
郡
村
誌
」
に
ょ
る
と
、
明
治
四
十
年
代
の
五
料
の
戸
数
百
四
十
二
尸
で
各
種
の
船
を
七
十
四
艘
持
っ
て
い
た
と
ぁ
る
。

明
治
初
期
に
は
、
大
船K

乗
る
船
頭
は
下
っ
て
し
ま
い
、
水
神
祭
は
小
船
の
船
頭
が
中
心
に
な
っ
て
祭
り
を
し
た
と
い
う
。
当
時
は
七
月
二
十
五
日
に
麦
藁
舟
を
造
っ
て
、
 

そ
の
日
に
流
し
た
と
い
う
。
前
日
の
二
十
四
日
は
世
良
田
の
祭
り(

祇
園
祭)

で
、
船
頭
た
ち
は
天
王
様
を
担
ぎ
に
行
っ
た
り
、
船
で
世
良
田
の
近
く
の
平
塚
河
岸
ま
で
扣 

客
を
乗
せ
て
行
く
の
で
二
十
四
日
に
は
人
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

大
正
期
に
な
る
と
石
積
船
も
二
十
艘
ぐ
ら
い
に
な
り
、
船
頭
仕
事
も
副
業
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
水
神
祭
は
船
頭
が
中
心
に
な
り
村
の
祭
り
と
し
て
続
け
ら
れ
た
。

(H)
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
の
水
神
祭

明
治
三
十
六
年
生
れ
で
、
昭
和
二
年
ま
で
船
頭
を
し
て
い
た
宮
下
安
太
郎
さ
ん
に
ょ
れ
ば

「
明
治
四
十
三
年
に
始
ま
っ
た
内
務
省
土
木
局
の
護
岸
改
修
工
事
で
船
頭
の
仕
事
も
ふ
え
た
が
、
昭
和
三
年
に
は
第
一
期
利 

根
川
改
修
工
事
が
完
了
じ
た
こ
と
に
よ
り
石
材
運
搬
組
合
並
に
船
頭
達
の
稼
業
も
終
末
に
近
づ
い
だ
。

五
料
は
半
農
半
船
頭
だ
っ
た
人
が
多
く
、
船
頭
仕
事
が
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
小
作
人
と
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 

こ
の
ょ
う
に
し
て
渡
船
業
以
外
に
水
運
を
業
と
す
る
も
の
は
す
べ
て
絶
え
、
昭
和
二
十
八
年
に
は
五
料
橋
が
で
き
て
、
渡
船
も 

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
船
供
養
、
水
難
除
け
の
大
杉
神
社
の
祭
り
と
し
て
の
伝
統
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
が
、
現
在
で
は 

納
涼
的
な
傾
向
を
帯
び
て
き
て
い
る
。
」

な
知
、
戦
前
ま
で
新
河
岸
で
も
藁
舟
を
出
し
て
い
た
が
、
昭
和
十
六
年
に
一
艘
出
し
て
、
そ
れ
以
後
出
し
て
い
な
い
と
い
う
。
 

(

注1

)

祭
神
保
食
命
、
応
仁
二
年
領
主
那
波
氏
の
創
建
と
い
い
明
治
四
十
年
村
社
と
な
り
無
格
社
三
社
を
合
祀
し
、
 

境
内
末
社
に
水
神
宮
が
あ
る
。

(

注2
)
 

明
治
十
年
代
、
五
料
に
は
五
百
俵
積
船
が
十
一
艘
あ
り
、
鉄
道
開
通
後
も
三
艘
高
瀬
船
が
あ
っ
た
。
石
積
船 

は
六
十
〜
百
艘
あ
っ
た
と
い
う
。

図25.石船略図
「五料船頭一代見聞録」より模写



(

注3

)

25.
図
の
よ
う
な
船
で
、
帆
が
掛
け
ら
れ
、

一
人
で
操
作
し
た
。
石
は
前
橋
の
方
ま
で
拾
い
に
行
〇
た
と
い
う
。
多
い
時
は
、
石
船
は
百
五
十
艘
ぐ
ら
い
あ 

-O
た
と
い
う
。

四
、
水
神
祭
の
形
態

(-)
水
神
祭
の
性
格

祭
り
の
性
格
は
祇
園
祭
と
同
じ
と
思
わ
れ
る
。
類
似
点
を
あ
げ
れ
ば
、
ま
ず
衹
園
祭
り
の
八
坂
神
社
も
大
杉
神
社
同
様
に
江
戸
中
期
以
降
急
速
に
広
ま
り
、
境
内
末
社
等 

の
小
祠
と
し
て
祀
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
旧
六
月
十
五
日
の
水
神
を
祭
る
日
が
祭
日
に
な
c>
て
い
る
。

そ
し
て
、
祭
の
日
の
神
輿
は
必
ず
村
内
を
巡
行
し
て
厄
神
祭
却
の
役
目
を
果
た
す
。

水
神
様
に
は
夏
の
農
作
物
で
あ
る
胡
瓜
奉
献
な
ど
を
行
う
。
祇
園
祭
り
も
水
神
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
神
輿
を
川
の
中
に
入
れ
て
災
厄
を
払
う
も
の
も
あ
る
等
で 

あ
る
。

萩
原
進
氏
は
著
者
の
中
で
水
神
祭
の
性
格
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
五
料
の
水
神
祭
は
水
に
因
む
祇
園
で
、
川
の
神
を
祭
る
川
祇
園
で
あ
る
。
」

世
良
田
の
祇
園
に
は
倉
賀
野
河
岸
や
五
料
の
船
頭
も
、
藁
舟
を
造
り
終
え
て
か
ら
、*

客
を
乗
せ
、
舟
で
祇
園
の
宵
祭
り
に
繰
り
込
み
、
天
王
様(

神
輿)
を
担
が
せ
て
も 

ら
っ
た
と
い
う
。
こ
の
世
良
田
行
き
は
明
治
末
年
ま
で
繞
い
た
と
い
う
。
(

萩
原
春
吉
さ
ん
談)

(-)
五
料
の
藁
舟
祭
り(

水
神
祭)

場
所
群
馬
県
佐
波
郡
玉
村
町
五
料

⑴

藁

舟
(

神
輿)

造
り 

七
月
二
十
四
日

祭
り
の
前
日
に
な
る
と
、
藁
舟
造
り
の
顧
問
の
中
沢
尚
志
さ
ん
や
、
元
船
頭
の
萩
原
春
吉
さ
ん
と
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
祭
り
の
役
員
十
数
人
が
沼
の
上
の
飯
玉 

神
社
境
内
に
麦
藁
と
青
竹
を
持
っ
て
集
ま
り
、
朝
九
時
か
ら
夕
方
ま
で
か
け
て
藁
舟
を
造
る
。

今
年
の
船
の
大
き
さ
は
、
全
長
約
七.

五
例
、
幅
九
十§

で
中
央
に
「
や
か
た
」
と
呼
ば
れ
る
四
本
柱
の
家
を
つ
く
り
、
中
に
御
神
体(

幣
束)

と
賽
銭
箱
が
置
か
れ 

た
紙
製
の
旗
を
立
て
、
そ
の
他
、
麦
藁
と
茅
を
用
い
て
作
っ
た
錨
や
櫂
が
備
え
付
け
ら
れ
る
。



で
き
上
っ
た
舟
は
飯
玉
神
社
本
殿
前
に
置
か
れ
る
。

(2)
祈
祷 

七
月
二
十
五
日(

旧
暦
六
月
十
五
日) 

-

祭
り
の
当
日
の
朝
、
飯
玉
神
社
本
殿
で
神
官(

玉
村
八
幡
宮
の
神
官)

の
祈
祷
が
あ
り
、
麦
藁
船
は
神
主
の
「
御
祓
い
」
を
受
け
る
。
以
前
は
下
の
宮
の
神
主
の
和
田 

さ
ん
に
扣
願
い
し
て
い
た
が
十
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
、
現
在
は
八
幡
宮
に
お
願
い
し
て
い
る
。

⑶

参

拝

夕
方
に
な
る
と
、
五
料
の
人
々
は
家
族
づ
れ
で
、
家
内
安
全
や
家
族
の
健
康
、
子
供
の
無
事
な
成
長
や
水
難
防
除
等
、
さ
ま
ざ
ま
に
祈
り
参
拝
す
る
。

舟
の
中
に
は
胡
瓜
、
ト
マ
ト
、
ナ
ス
な
ど
の
夏
の
野
菜
類
や
扣
賽
銭
が
あ
げ
ら
れ
るI

⑷

藁

舟
(

神
輿)

の
お
ね
り(
渡
御)

夜
八
時
頃
に
な
る
と
、
裸
の
青
年(

三
十
代
〜
四
十
代)

二
十
人
程
が
赤
い
鉢•
卷
(

ピ
ン
ク
色)

を
し
て
、
煶
燈
を
飾
っ
た
麦
藁
舟
を
指
揮
官
の
先
導
で
、
神
社
境
内

か
ら
担
ぎ
出
し
、
五
料
地
区
内
を
練
り
歩
く
。

舟
の̂

ね
り
の
コ
ー
ス
は
決
ま
っ
て
い
て
、
ま
ず
五
料
地
区
の
下
手(

四
号)

へ
行 

き
同
じ
道
を
戻
り
、
今
度
は
上
手

(
一

 

号)

の
方
へ
の
ぼ
り
、
ま
た
引
き
返
え
し
て
き 

て
、
元
の
渡
船
場
近
く
の
堤
防
か
ら
利
根
川
の
川
原
へ
下
り
る
。

担
ぐ
人
が
赤
い
手
拭
を
鉢
巻
に
す
る
意
味
は
、
船
頭
が
昔
、
赤
い
揮
を
す
る
習
慣
が 

あ
っ
た
こ
と
か
ら
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

(5)
舟
を
担
ぐ
人

以
前
は
船
頭
達
だ
け
で
担
い
で
い
た
が
、
集
落
全
体
の
祭
り
と
な
っ
て
か
ら
は
、
担 

ぎ
手
が
い
ろ
い
ろ
変
っ
て
き
た
。
 

'

若

い

者(

青
年)

が
担
ぐ
の
が
主
で
あ
る
が
、
戦
前
は
小
学
校
高
等
科
の
一 
•

二
年 

生
が
担
い
だ
。
希
望
者
が
多
く
、
ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
担
ぐ
者
を
決
め
た
と
い
う
。
、

(

中
沢
尚
志
さ
ん
談)

戦
後
は
、
青
年
や
小•

中

学

生(

小
学
校
六
年
生
に
な
る
と
担
ぐ
こ
と
が
で
き
る
ょ 

う
に
な
る)

が
担
ぎ
、
担
い
だ
子
供
は
、

「
水
神
宮
」
と
焼
印
さ
れ
た
小
さ
な
木
製
の



扣
守
り
を
も
ら
い
、
利
根
川
で
泳
ぐ
時
、
お
守
り
の
ひ
も
を
た
す
き
が
け
に
し
て
、
身
に
つ
け
て
遊
ん
だ
と
い
う
。

子
供
達
の
時
は
、
お
ね
り
は
、
麦
藁
舟
を
リ
ヤ
ヵI

の
上
に
乗
せ
て
引
〇
ぱ
•□
て
部
落
内
を
回
り
、
利
根
川
の
中
へ
は
、
大
人
達
五
人
の
手
で
担
ぎ
込
ま
れ
た
。
昔
の 

小
学
校
高
等
科
の
生
徒
や
中
学
生
は
川
の
中
ま
で
担
ぎ
込
ん
だ
と
い
う
。
現
在
は
、
ま
た
青
年
達
へ
と
移
り
変
わ
り
、
お
ね
り
も
勇
ま
し
い
も
の
に
な
〇
た
。

<

担
ぐ
人
の
履
き
物>

担
ぐ
人
は
、
全
員
白
の
パ 

ン
ツ
ー
枚
で
上
半
身
裸
、
草
鞋
履
き
で
あ
る
。

草
鞋
履
き
に
つ
い
て
、
宮
下
安
太
郎
さ
ん
は
、

「
江
戸
時
代
か
ら
明
治
中
期
ま
で
十
石
積
船
が
多
く
あ
り
、
村
に
は
百
人
位
の
船
頭
が
い
て 

一  

隻
を
七
人
係
で
操
舟
し
、
往
き
に
は
形
の
良
い
石
を
運
び
江
戸
へ
捌
き
、
 

帰
り
は
物
資
を
満
載
し
た
荷
足
り
船
を
綱
で
曳
き
な
が
ら
川
を
の
ぼ
っ
て
き
た
。
こ
の
時
、
船
頭
は
紺
の
脚
胖
に
草
鞋
履
き
で
、
数
人
で
足
を
揃
え
て
川
岸
を
歩
き
、
 

船
を
曳
き
上
げ
た
。
」
と
い
う
。
川
の
中
や
石
川
原
を
歩
く
の
に
草
鞋
は
、
滑
ら
な
い
で
便
利
で
あ
る
。
船
頭
た
ち
は
草
鞋
を
長
持
ち
さ
せ
る
た
め
、
藁
に
細
布
を
あ 

み
ま
ぜ
て
使
用
し
た
と
い
う
。
草
鞋
は
伊
勢
崎
で
買
う
。

<

扣
ね
り>

青
年
達
は
麦
藁
舟
を
祇
園
祭
の
神
輿
と
同
様
に
、
担

い

で

「
ヮ
ッ
シ
ョ
ィ
」

「
ヮ
ッ
シ
ョ
ィ
」
と
掛
け
声
を
か
け
な
が
ら
、
舟
が
荒
波
に
も
ま
れ
る
ご
と
く
上
下
、
 

左
右
に
激
し
く
も
み
な
が
ら
、
途
中
何
回
か
休
憩
し
な
が
ら

一  

時
間
以
上
も
練
り
歩
く
。
休
憩
は
だ
い
た
い
商
店
の
前
で
、
酒
や
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
。
 

今
年
は
見
う
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
お
ね
り
の
途
中
や
休
憩
し
て
い
る
舟
の
中
に
地
域
の
人
達
が
胡
瓜
な
ど
の
野
菜
類
を
役
げ
入
れ
た
と
い
う
。
舟
の
後
に
は
賽
銭
箱 

を
持
っ
た
役
員
が
つ
い
て
回
り
寄
付
を
集
め
る
。

以
前
、
子
供
達
が
担
い
だ
時
は
、
明
る
い
う
ち
に*

ね
り
を
す
ま
せ
、
夕
方
に
は
藁
舟
を
流
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

(6).

藁
舟
流
し

十

時

頃(

今
年
は
、*

ね
り
の
途
中
で
雷
雨
に
あ
い
、
飯
玉
神
社
境
内
で
雨
宿
り
し
た
の
で
、
舟
流
し
は
十
時
半
頃
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。)

川
原
へ
下
り
た
藁
舟
は 

五
料
橋
の
下
を
通
り
抜
け
、
上
手
の
浅
瀬
か
ら
、
利
根
川
の
本
流
へ
と
担
ぎ
込
ま
れ
る
。

水
泳
達
者
な
青
年
は
舟
の
上
に
乗
っ
た
り
、
舟
縁
に
つ
か
ま
り
、
し
ば
ら
く
舟
と
と
も
に
流
れ
、
舟
を
早
瀬
に
乗
せ
て
か
ら
岸
へ
泳
ぎ
着
く
。

舟
に
は
四
、
五
人
の
青
年
が
乗
っ
て
流
れ
下
っ
た
が
浸
水
し
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
放
さ
れ
た
麦
藁
舟
は
煶
燈
の
赤
い
燈
を
早
瀬
に
揺
ら
し
な
が
ら
、
闇
の
中
を
静
か 

に
流
れ
下
っ
て
行
っ
た
。
堤
防
上
や
五
料
橋
の
上
の
見
物
人
は
遠
く
舟
の
燈
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
見
守
っ
て
い
た
。

昔
藁
舟
が
流
れ
て
い
っ
た
途
中
で
ひ
っ
か
か
っ
て
し
ま
う
と
、
必
ず
翌
年
水
が
増
え
る
と
、
そ
の
場
所
が
い
た
む
と
言
わ
れ
た
。
実
際
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
舟
が



ひ

•□
か
か
っ
た
所
は
、
水
が
寄
っ
て
行
く
所
だ
か
ら
、
も
っ
と
も
で
あ
る
。

(7)
舟
を
川
に
流
す
意
味

川
に
関
係
の
あ
る
行
事
と
し
て
、
燈
籠
流
し
や
川
施
餓
鬼
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
県
下
各
地
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

邑
楽
郡
千
代
田
村
赤
岩
の
燈
籠
流
し
は
、
麦
藁
で
作
っ
た
長
さ
約
一 
•

八m

の
親
舟
を
流
し
、
水
難
者
の
供
養
を
す
る
。

一
方
、
川
施
餓
鬼
と
し
て
は
、
同
じ
五
料
で
行
わ
れ
て
い
た
の
が
有
名
で
、
こ
れ
は
、
常
楽
寺
の
住
職
が
中
心
に
な
り
、
壇
家
の
念
仏
講
に
よ
っ
て
、
全
長
約
一.

五 

m

ほ
ど
の
麦
藁
舟
を
利
根
川
に
流
し
、
水
難
者
の
供
養
と
地
域
住
民
の
息
災
を
祈
念
し
た
が
、
現
在
は
絶
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
麦
藁
舟
の
大
き
さ
は
ち
が
う
が
、
 

水
神
祭
同
様
、
川
に
流
す
の
は
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
五
料
の
水
神
祭
も
こ
れ
ら
と
同
じ
く
水
難
者
の
供
養
や
人
々
の
息
災
を
祈
る
と
と
も
に
、

「
一
切
の
厄
ご
と 

を
、
舟
に
託
し
て
水
に
流
す
」
と
い
う
意
味
も
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
、
祭
り
の
中
で
藁
舟
の
持
つ
意
味

前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
五
料
の
水
神
祭
は
川
の
神
を
祭
る
夏
祇
園
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
、
普
通
の,
祇
園
祭
り
の
神
輿
の
代
り
に
、
水
神
供
養
の
川
祇
園
で
あ
る
た
め
に
、
 

麦
藁
舟
を
神
輿
に
見
た
て
た
祭
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

船
頭
稼
業
が
村
の
大
半
を
占
め
て
い
た
五
料
で
は
や
は
り
祭
り
の
主
役
は,

舟
,

で
あ
る
べ
き
で
、
麦
藁
舟
が
神
輿
の
代
り
に
は
な
る
の
は
ご
く
当
り
前
で
あ
ろ
う
。
 

埼
玉
県
の
妻
沼
の
葛
和
田
河
岸
で
は
、
大
杉
様
の
ケ
ン
ヵ
祭
り
と
称
す
る
祭
り
が
あ
り
、
約
ー
ト
ン
半
の
輿
を
村
中
の
若
者
が
担
ぎ
、
利
根
川
に
押
し
出
し
て
水
中
で
喧
嘩 

騒
ぎ
を
す
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
神
輿
は
普
通
の
神
輿
で
あ
る
。

『利
根
川
図
誌
』
に
は
、
小
堀
河
岸
の
水
神
祭
の
様
子
が
記
し
て
あ
り
、

「
水
神
を
産
神
と
す
。
例
祭
六
月
二
十
日
、
夜
に
入
り
て
神
輿
を
船
に
て
利
根
川
に
浮
べ
随
て
静
か 

に
下
る
。
……

」
と
あ
る
。
た
ぶ
ん
、
船
頭
達
が
担
ぎ
回
っ
た
あ
と
、
船
で
利
根
川
を
神
輿
が
下
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ,
五
制
の
水
神
祭
で
は
神
輿
が
舟
で
あ
る
の
で
、
袖
輿
を
わ
ざ
わ
ざ
船
に
乗
せ
る
手
間
が
省
け
、
そ
の
点
合
理
的
で
あ
る
。

な
扣
、
神
輿
で
あ
る
麦
藁
舟
を
流
し
て
し
ま
う
の
で
、
毎
年
、
藁
舟
を
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1) 

な
ぜ
麦
藁
舟
を
流
し
て
し
ま
う
の
か

や
は
り
、
燈
籠
流
し
の
、
燈
籠
の
役
目
を
果
た
し
「
一
切
の
厄
ご
と
に
舟
に
託
し
て
水
に
流
す
。
」
と
い
う
意
味
で
流
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。

(2) 

な
ぜ
舟
造
り
に
麦
藁
を
使
用
す
る
の
か



①
 

農
村
で
は
麦
藁
は
豊
富
で
あ
る
。

②
 

工
作
に
手
間
が
か
か
ら
な
い

③ 

稲
藁
ょ
り
水
に
浮
き
や
す
い

④
 

軽
い
の
で
相
当
大
き
い
舟
を
造
〇
て
も
、
神
輿
と
し
て
担
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
 

.

六
、
麦

藁

舟

の

造

り

方{

翻

額|
“}

談

(-)
材

料

⑴

麦
藁
約
三
十
束

最
近
は
麦
の
作
り
方
、
収
穫
の
方
法
も
昔
と
か
わ
り
、
コ
ン
バ
ィ
ン
等
で
収
穫
し
、
か
ら
も
燃
や
し
て
し
ま
う
ょ
う
に
な
っ
た
の
で
、
藁
舟
に
使
う
麦
藁
は
特
定
の 

人
(

今
年
は
中
沢
尚
志
さ
ん)

に
頼
ん
で
手
刈
り
に
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
役
員
に
二
束
ぐ
ら
い
づ
つ
分
け
て
預
け
、
当
日
ま
で
に 

一  

本 

一  

本
す
ぐ
っ
て*

い
て
も
ら 

い(

は
か
ま
を
取
る)

、

そ
れ
を
祭
り
の
前
日
持
ち
寄
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
い
る
。

昔
は
当
日
神
社
で
女
の
人
が
す
ぐ
っ
た
の
で
、
大
変
時
間
の
か
か
る
仕
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。

⑵

青

竹

約

二

十

本(

直
径
二
〜
八§
)
 

龍
骨 

や
か
た
に
使
用

昔
は
五
料
に
も
、
た
く
さ
ん
竹
や
ぶ
が
あ
っ
た
が
花
が
咲
き
枯
れ
て
し
ま
い
、
こ
こ
数
年
赤
城
の
方
へ
買
い
に
行
っ
て
い
た
。
去
年
と
今
年
は
、
五
料
の
今
井
さ
ん
の 

所
の
竹
を
使
っ
て
い
る
。
竹
の
善
し
悪
し(

素
性
の
善
し
悪
し)

が
舟
の
大
き
さ
や
で
き
ば
え
を
決
め
る
の
で
、
重
要
な
材
料
で
あ
る
。

(3)
茅 

や
か
た
の
屋
根
、
錨
、
櫂

利
根
川
の
川
原
か
ら
刈
り
取
っ
て
く
る
。

昔
は
葦
を
使
っ
て
い
た
。

⑷

そ
の
他

針
金 

八
番
、+
八
番
線

荒
縄 

二
束

し
ゅ
ろ
縄
三
束



0

道 

具

①
 

ナ
タ 

竹
を
割
る
。
太
い
竹
は
六
等
分
す
る
。

② 

ペ
ン
チ 

針
金
を
切
断
す
る
。

③ 

電
気
ド
リ
ル
竹
に
穴
を
あ
け
る
。

④
 

ノ
コ
ギ
リ 

竹
を
切
る
。

⑤
 

畳
包T

藁
束
の
余
分
な
部
分
を
切
り
揃
え
る
。
(

畳
屋
か
ら
貸
り
る)

⑥ 

木
鋏 

©
A
J

同
じ
用
途

⑦
 

竹
製
の
ヤ
リ 

荒
縄
を
藁
束
の
中
に
通
す
の
に
使
用(

船
首
の
部
分
の
製
作)

(S)
製

作

者 

役
員
、
顧
問
、
元
船
頭
さ
ん

(1)
役

員
(

総
代
と
祭
日
指
揮
官)

役
員
は
選
挙
で
選
ば
れ(

注1
)

任
期
は
四
年
で
水
神
祭
だ
け
で
な
く
秋
祭
り
の
役
員
も
兼
ね
る
。
五
料
に
は
一
号
〜
四 

号
ま
で
四
つ
の
行
政
区
が
あ
り
各
号
ご
と
に
総
代
二
名(

注2
)

と
祭
日
指
揮
官
四
名(

注3
)

を
選
ぶ
。
こ
の
役
員
全
員 

が
麦
藁
舟
の
製
作
に
あ
た
る
。
 

'

⑵

顧
問 

藁
舟
造
り
の
総
指
揮
官

中
沢
尚
志
さ
ん
昭
和
八
年
生
れ
四
十
七
歳 

•
、

昔
は
藁
舟
は
船
頭
達
だ
け
で
造
っ
て
い
た
が
、
そ
の
頃
子
供
だ
っ
た
中
沢
さ
ん
は
、
家
の
す
ぐ
東
隣
り
の
飯
玉
神
社
の
境
内
で
船
頭
さ
ん
が
造
る
藁
舟
を
毎
年
見
学
し 

学
校
で
も
工
作
が
得
意
で
、
竹
で
グ
ラ
ィ
ダ
ー
な
ど
作
っ
て
遊
ん
で
い
た
の
で
、
竹
を
割
る
と
こ
ろ
な
ど
を
手
伝
っ
た
り
し
た
と
い
う
。
学
校
を
卒
業
し
て
家
に
い
る
ょ
う 

に
な
っ
て
、
十
代
の
若
さ
で
祭
り
の
役
員
に
選
ば
れ
、
役
員
と
し
て
四
期
十
六
年
間
藁
舟
の
製
作
に
携
わ
り
、
そ
の
後
区
長
さ
ん
か
ら
藁
舟
造
り
の
顧
問
を
頼
ま
れ
、
そ 

れ
か
ら
三
期
十
二
年
間
も
顧
問
を
し
て
い
る
と
い
う
。
麦
藁
舟
が
好
き
で
、
続
く
か
ぎ
り
一
生
涯
麦
藁
舟
に
携
わ
り
た
い
と
話
し
て
い
る
。

(3)
元
船
頭
錨
作
り

萩
原
春
吉
さ
ん 

明
治
三
十
一
年
生
れ 

八
十
二
歳

現
在
は
、
船
頭
を
長
く
や
っ
て
い
た
人
は
こ
の
萩
原
さ
ん
だ
け
に
な
っ
て
し.
ま
っ
た
。
春
吉
さ
ん
は
十
二
の
頃
か
ら
、帆
掛
け
石1

の
船
頭
を
し
て
い
た
と
い
う
。
(
注4
)

図27.竹製のヤリ

昔、藁葺屋根の修理に屋根屋が使用したものと同じ道具



数
年
前
ま
で
は
飯
田
長
太
郎
さ
ん
と
い
う
船
頭
さ
ん
、
そ
れ
以
前
は
徳
江
清
さ
ん
が
手
伝
っ
て
く
れ
た 

そ
う
で
あ
る
が
、
今
は
二
人
と
も
故
人
で
あ
る
。

船
頭
の
徳
江
清
さ
ん
が
生
き
て
い
た
十
五•

六
年
前
ま
で
は
、
船
頭
さ
ん
が
中
心
に
な
り
藁
舟
造
り
を 

し
た
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
、
今
度
は
わ
れ
わ
れ
が
舟
造
り
を
し
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
、
中
沢
尚
志 

さ
ん
達
が
中
心
に
な
り
造
る
ょ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。来
年
は
、ま
た
役
員
が
改
選
さ
れ
る
の
で
、
中
沢
さ
ん 

と
萩
原
さ
ん
以
外
は
新
し
い
人
が
藁
舟
造
り
を
す
る
と
い
う
。
今
年
は
四
年
目
で
舟
造
り
は
楽
だ
っ
た
と 

ぃ
ぅ
。

泗
麦
藁
舟
の
造
り
方(

手
順)

(1)
骨

組

み(

龍
骨)

を
竹
で
作
る
。

直
径
八§

位
の
太
い
竹
を
半
分
に
割
り
、
そ
れ
を
又
三
等
分
し
、
節
を
け
ず
り
取
り
、
竹

の

裏(

白
色) 

を
上
に
し
て
、
地
面
に
並
べ
、
籠
を
編
む
要
領
で
交
互
に
組
み
交
差
部
を
電
気
ド
リ
ル
で
穴
を
あ
け(

注5
)
 

針
金
で
結
び
合
わ
せ
る
。

一
番
外
側
は
舟
の
端(

舟
縁)

に
な
る
所
で
、
直
径
四
〜
六§

の
丸
竹
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
。

⑵

麦
藁
を
龍
骨
に
ま
く

麦
藁
を
平
に
龍
骨
の
上
に
並
べ
、
割
っ
た
竹
で
上
か
ら
押
え
針
金
で
固
定
す
る
。

(3)
龍
骨
を
折
り
曲
げ
る
。

藁
を
敷
き
つ
め
た
龍
骨
の
両
側
を
折
り
曲
げ
、
立
体
的
な
舟
の
原
型
を
組
む
。

⑷

舟
首
と
舟
尾
を
つ
く
る
。

舟
尾
に
は
、
太
い
卷
藁
束
を
作
り
、
こ
れ
を
舟
首
に
と
り
つ
け
、
縄
で
固
定
す
る
。

舟
首
の
反
り
具
合
は
石
積
船
の
そ
れ
に
似
せ
て
あ
る
。

(5)
舟
端
に
藁
束
を
ま
き
つ
け
る
。

小
さ
い
藁
束
を
舟
端
の
丸
竹
に
、
舟
尾
か
ら
舟
首
へ
と
順
次
荒
縄
で
く
く
り
付
け
て
い
く
。

図28.竹の組み方図29.



(6) 

は
み
出
た
も
の
や
余
分
な
藁
を
切
り
取
る
。

(7) 

藁
束
で
つ
く
〇
た
横
木
を
五
本
、
舟
に
渡
し
て
取
り
付
け
荒
縄
で
し
〇
か
り
固
定
す
る
。
こ
れ
が
つ
け
ば
舟
は
が
〇
ち
り
固
定
さ
れ
形
が
ゆ
が
ま
な
い
。

(8) 

「
や
か
た
作
り
」

舟
体
の
中
央
付
近
に
、
細
い
丸
竹
を
四
本
差
し
立
て
、
竹
の
途
中
を
折
り
曲
げ
「
や
か
た
」
の
骨
組
を
つ
く
り
、
屋
根
は
茅
で
葺
く
。

⑼

錨
と
舵

① 

錨小
さ
い
藁
束
の
中
に
、
八
番
線
の
針
金
を
芯
と
し
て
入
れ
た
も
の
を
四
本
作
り
、
こ
れ
に
二•

三
日
、
日
陰
げ
乾
燥
さ
せ
た
茅
を
絢
っ
た
縄
を
巻
き
つ
け
錨
の
形
に
折 

り
曲
げ
て
仕
上
げ
る

② 

舵か
じ
棒
は
丸
竹
に
藁
を
巻
き
付
け
て
つ
く
り
、
そ
の
他
の
部
分
は
藁
を
平
に
並
べ
书
分
に
割
〇
た
竹
で
押
え
つ
け
て
作
る
。

⑴

そ
の
他

・

御
神
体
藁
束
に
御
幣
を
取
り
付
け
る
。

・
 

旗
(

の
ぼ
り)

竹
の
旗
竿
に
紙
製
の
旗
、
水
神
丸
の
字
。

・

竹

竿

長

さ

三m

の
竹
二
本
。

・
 

船
ぼ
う
き(

ツ
ン
ナ
グ
リ)

竹
の
棒
め
先
端
に
茅
を
束
ね
て
し
ば
り
つ
け
る
。

• 

大
う
ち
わ 

竹
の
骨
組
に
紙
を
貼
り
つ
け
る
。

• 

紅
白
の
煶
燈 

数
年
前
ま
で
は
ロ
ゥ7

ク
を
使
用
し
て
い
た
が
消
え
て
し
ま
う
の
で
、
光
源
に
自
動
車
用
の
中
古
バ
ッ
テ
リ
ー
を
使
う
ょ
う
に
な
っ
た
。

図
面
も
な
く
製
作
に
あ
た
る
祭
り
の
役
員
も
四
年
の
任
期
な
の
で
、
舟
の
大
き
さ
や
小
物(

錨
.

舵)

の
で
き
ば
え
が
多
少
の
ち
が
い
は
あ
る
が
材
料
や
造
り
方(

手 

順)

は
ほ
と
ん
ど
変
っ
て
い
な
い
。
舟
の
形
は
石
積
船
に
似
て
い
る
と
い
う
。

今
年
の
祭
り
の
役
員
は
四
年
目
な
の
で
、
大
分
慣
れ
た
手
付
き
で
造
り
上
げ
た
が
来
年
は
役
員
が
変
わ
る
の
で
又
苦
労
す
る
だ
ろ
う
。
(

注6
)



(

注1

)

選
挙
は
十
月
十
八
日
、
十
九
日
の
飯
玉
神
社
の
秋
祭
り
の
前
後
に
行
う
。

昔
は
同
じ
人
が
何
度
も
再
選
さ
れ
、
十
年
も
十
五
年
も
役
員
を
務
め
た
人
も
い
た
と
い
う
が
、
近
頃
は
ほ
と
ん
ど
改
選
さ
れ
る
。
 

(

注2
)
 

総
代
…
…
祭
り
全
体
の
責
任
者
で
、
さ
ら
に
一
年
交
代
で
二
人
が
監
事
と
し
て
祭
り
の
総
責
任
者
と
な
る
。

今
年
の
監
事
は
、
三
号
の
二
名
が
務
め
て
い
る
。

(

注3
)
 

祭
日
指
揮
官
…
…
祭
り
の
仕
事
全
般
に
た
ず
さ
わ
る
役
員
で
、
藁
舟
造
り
に
は
全
員
が
手
伝
う
。

(

注4
)
 

萩
原
さ
ん
は
、
石
船
の
仕
事
が
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
渡
船
の
船
員
と
し
て
五
料
橋
が
で
き
る
ま
で
活
躍
し
て
い
た
。

(

注5
)
 

昔
は
キ
リ(

錐)

で
穴
を
あ
け
て
い
た
が
時
間
が
か
か
る
の
で
、
電
気
ド
リ
ル
を
使
っ
て
い
る
。

(

注6
)
 

役
員
以
外
に
祭
り
の
当
番
が
あ
り
、
今
年
は
三
号
の
番
で
あ
っ
たU

舟
製
作
に
は
関
係
し
な
い
。



図3〇.麦藁舟の大きさ(55年)



写真87.

竹、今年のはまずまずの素性である。 
できればもっと太い竹の方がよい〇

写真88.

舟底になる部分をがっちり針金で固定する
この部分は特にがんじょうに作る。太い竹を六ツ 
割にしたものを使う。

写真89.

竹を交互に組む。

写直9〇.

電気ドリルで穴をあけ針金で固定する〇

写真91.

竹に穴をあけ、針金を通し十文字に結び合わせる。

写真92.

龍骨の組み上がり。



船縁になる部分には丸竹を使用する。

写真94.

船首になる部分の骨組みをつくる。

写真95.

麦藁を割った竹で固定する。

写真96.

船底になる部分は特に念入りに藁を並べ固定する。

写真97.

麦藁を平に龍骨の上に並べる。

写真98.

下の横にはみ出している竹を船縁にな 
る丸竹の所で折り曲げて藁の上から固 
定する。



写真99.

船首の部分に藁をあてる。

写真100.

はみ出た藁を切り揃える。

写真101.

縄を船縁の丸竹に結び折り曲げる。

写真102.

舟の形が立体的になってきた。

写真103.

荒縄でしばり固定する。

写真104.

船尾を仕上げる。,薬を切り櫛える。



写真105.

藁を小さくたばねて船縁をつくる。

写真106.

しっかり荒縄でしばり固定する。

写真107.

小さな藁たばを船縁の丸竹にしばりつける。

写真108.

舟苜製作
—番難かしい所
顧問の中沢さんが作る。三ツ重ね 
にしたわら束を使う。

写真109.

竹製のヤUを使しヽ荒縄を藁束の中を通し船体にしば 
りつける。

写真no.

藁束でつくった横に5本取りつける。



船首の部分に藁をつめる0

写真112.

船首のできあがり。

写真113.

舟首の形を切り整える。

写真114.

はみ出た藁を削る。

写真115.

やかたの柱になる竹をさす〇

写真116.

竹は火であぶり船縁付近になる部分を曲げて差し込む。



写真117.

差し込まれた丸竹を折り曲げ、やかたの骨組をつくる。

写真118.

屋根は茅で葺く。

写真119.

茅时しっかりしゅろ縄で固定する。

写真12〇.

屋根上は丸竹を半割にしたもので押えつける。

写真121.

小物製作
茅を絢う元船頭の萩原春吉さん〇

写真1

茅縄を掬う。



写真123.

錨製作

写真124.

茅縄を強く巻き付け錨の形をつくる〇

写真125.

折り曲げ錨になる。

写真126.

錨綱も茅縄を使う。

写真127.
s人:^..娥燃約娥網燃

舵の製作(岩田さん)。

写真128.

舵をつくる。



写真129.

舵を船体に取り付ける。

写真13〇.

櫂

写真131.

サナ

写真132.

舟の中にしかれたサナ〇

写真133.

担ぎ棒を取りつける。

写真134.

御神体



写真135.

藁舟は仕上がり飯玉神社の前に安置される。



利
根
郡
月
夜
野
町
師
の
シ
ョ
ウ
ギ
づ
く
り

こ
こ
、
月
夜
野
町
師(

も
ろ)

は
、
竹
製
品
と
し
て
筑
籬(

シ
ョ
ウ
ギ)

を
昔
か
ら
製
作
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
、
こ
の
近
郷
の
特
産
物
を
謡 

っ
た
小
唄
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

名
胡
桃
煙
草
に
小
川
シ
ト

下
牧
草
鞋(

わ
ら
じ)

に
後
閑
靴

井
土
上
小
縄
に
師
筑
籬

大

釜

队(

か
ま
す)

に
原
莛

こ
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
沼
田
市
場
に
知
い
て
名
声
を
博
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
う
ち
、
わ
ず
か
に
師
シ
ョ
ウ
ギ
の
み
が
、
特
定
者
の
副 

業
と
し
て
う
け
継
が
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

昔
は
、
農
閑
期
の
十
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
農
家
の
副
業
と
し
て
、
大
勢
の
人
た
ち
と
火
を
燃
や
し
な
が
ら
、
そ
の
ま
わ
り
で
作
っ
た
と
い
う
。

道
具
と
し
て
は
、
包
丁
一
丁
と
、

ハ
サ
ミ
が
あ
れ
ば
、
他
に
必
要
な
道
具
は
特
に
な
い
。

一
日
大
体
平
均
二
〜
三
個
作
っ
た
。
七
し
て
二
十
個
ほ
ど
た
ま
る
と
売
り
に
出
た
。
 

ま
た
、
正
月
に
は
よ
く
売
れ
る
の
で
、
そ
の,
前
に
は
徹
夜
で
作
っ
た
り
も
し
た
。

こ
の
シ
ョ
ウ
ギ
は
、

一
般
家
庭
で
は
主
と
し
て
米
あ
げ
に
用
い
た
。
師
シ
ョ
ウ
ギ
は
、
竹
シ
ョ
ウ
ギ
と
違
い
、
篠
で
作
ら
れ
て
知
り
、
米
や
麦
が
く
っ
つ
か
な
い
と
い
う
の 

で
評
判
が
よ
か
っ
た
。

昔
は
、
四
升
用
と
二
升
用
の
も
の
が
一
番
よ
く
売
れ
た
。
た
と
え
ば
明
治
十
年
、
旧
古
馬
牧
村
の
特
産
物
と
し
て
、
シ
ョ
ウ
ギ
千
四
百
五
十
個
が
、
沼
田
市
場
へ
出
荷
さ
れ 

て
い
る
。
値
段
は
、
三
尺
七.

八
寸
と
、
四
尺
五
寸
の
二
つ
一
組
で
、
大
正
初
期
ご
ろ
は
二
十
五
銭
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
昭
和
初
期
の
農
村
不
況
の
際
に
は
、
旧
古
馬
牧
村
農
会
は
、
副
業
の
一
つ
と
し
て
、
竹
細
工
を
取
り
入
れ
よ
う
と
、
竹
細
工
伝
習
会
を
催
し
て
い
る
。
昭
和
七
年
か 

ら
、
県
嘱
託
の
講
師
を
招
き
、
年
々
旧
正
月
の
頃(

二
月
上
旬)

に
二
週
間
位
ず
つ
開
講
、
昭
和
十
年
以
降
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

か
つ
て
は
、
師
の
集
落
に
は
八
十
七
戸
の
戸
数
が
あ
り
、
全
戸
で
シ
ョ
ウ
ギ
を
作
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
師
で
シ
ョ
ウ
ギ
が
編
め
る
の
は
、
四
人
位
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
 

若
い
人
で
こ
の
技
術
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
者
は
い
な
い
。
 



I

、
材 

料

竹
細
工
と
は
い
っ
て
も
、
篠
竹
を
材
料
に
し
て
い
る
。
そ
の
篠
竹
も
篠
の 

一
種
で
あ
る
ス
ズ(

表
皮
が
茎
全
体
に
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
篠)

と
篠
の
両
方
を
使
っ
て
い
る
。
篠 

は
、
十
一
月
中
旬
頃
か
ら
、
周
辺
の
山
の
日
蔭
に
生
え
て
い
る
も
の
を
切
り
出
し(

日
向
に
生
え
て
い
る
も
の
は
節
が
固
く
用
を
な
さ
な
い)

、
日
蔭
に
置
い
て
お
く
。
日
向 

に
出
し
て
知
く
と
乾
燥
し
て
固
く
な
り
、
割
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
ぅ
。
お
よ
そ
一
週
間
程
し
て
か
ら
四
ッ
割
に
す
る
。
以
後
の
作
り
方
は
、
後
述
の
と
於
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
材 

料
に
し
て
、
農
閑
期
の
十
二
月
〜
三
月
の
時
期
に
シ
ョ
ゥ
ギ
を
作
る
。

二
、
製

作

工

程

大
シ
ョ
ウ
ギ
と
、
小
シ
ョ
ウ
ギ
が
あ
る
が
、
製
作
工
程
は
同
じ
な
の
で
、
小
シ
ョ
ウ
ギ
を
扱
ぅ
。

写真136.作業状況

写真137.材料の篠

写真138.完成したショウギ



① 

一
本
の
篠
を
、
包
丁
で
四
ッ
割
に
す
る
。

(
1

 

つ
の
シ
ョ
ウ
ギ
に
篠
は
二
十
本
ほ
ど
必
要)

篠
の
長
さ 

は
、
ほ
ぼ
二
?n
位
。

②
 

節
の
目
を
、
包
丁
で
そ
ぐ
。
(

写
真
140)

③
 
①

で
四
ッ
割
に
し
た
一
本
一
本
の
皮
を
は
ぐ
。
(

皮
は
非
常
に
薄
く
二
〜
三
獅I

こ
の
皮
を
使
用
す 

る
。)は

ぎ
方
は
、
初
め
に
包
丁
を
入
れ
、
皮
の
方
を
ロ
に
く
わ
え 
(

ロ
を
切
ら
ぬ
ょ
ぅ
注
意
す
る
。)

、
節 

ま
で
裂
く
。
節
ま
で
き
た
ら
、
再
び
包
丁
を
入
れ
、
皮
の
方
を
再
び
ロ
に
く
わ
え
て
、
同
様
に
次
の
節
ま 

で
は
ぐ
。
(

写
真
142)

こ
の
ょ
ぅ
に
し
て
は
い
だ
皮
は
、
白
く
な
る
ま
で
日
向
に
干
し
、
半
日
、
水
に
ひ
た
し
て
お
く
と
柔
か 

く
な
る
。

写真139.

写真14〇.

写真141.ショウギ作りに使う包丁

写真142.



④
 

竹
で
ふ
ち
竹
を
作
る
。
竹
は
長
さ
一 

B
、

宝
珠
の
珠
を
つ
く
る
要
領
で
、初
め
に
図
31.
の
肩
を
曲
げ
て
釦
い
て
、
竹
の
両 

端
を
三
十
八g

位
開
く
よ
う
に
、
か
つ
糸
で
結
ぶ
。
(

写
真
143.)

な
お
、
ふ
ち
竹
の
長
さ
は
、
注
文
の
シ
ョ
ゥ
ギ
が
大
き
い
場
合
に
は
、'

長
い
竹
を
使
う
。

以
下
、③

の
よ
う
に
し
て
用
意
し
た
篠
の
皮
の
部
分
を
、
ふ
ち
竹
に
卷
き
つ
け
、
横
に
編
ん
で
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
 

ふ
ち
竹
に
篠
を
巻
く
時
す
べ
て
、
注
意
す
る
こ
と
は
、
写
真
144.
と
図
32.
に
示
す
と
お
り
、

|

回
ね
じ
っ
て
、
シ
ョ
ゥ
ギ
の 

内
側
に
必
ず
篠
の
表
面
が
く
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

写真143.

図31.ふち竹

写真144.

図32.ふち竹に竹の皮を卷く方法



⑤ 

図
33.
の
よ
う
に
、
ふ
ち
竹
の
中
心
か
ら
、
左
右
八§

以
内
に
、
対
称
に
、
八
本
の
親
縦
を 

巻
く
。

⑥ 

.

そ
の
親
縦
を
、
図
34.
の
よ
う
に
、
交
互
に
は
さ
み
込
む
よ
う
に
、
も
と
締
め
を
入
れ
る
。

図33.ふち竹に親縦を巻く

図34.もと締めで親縦をはさむ(編む)方法



⑦
 

も
と
締
め
に
続
き
、

つ
く
り(

以
後
、
横
に
編
む
篠
を
、
す
べ
て
つ
く
り
と
い
う
。)

を
二
本
ほ
ど
編 

む
。
以
下
つ
く
り
で
親
縦
を
は
さ
ん
で
い
く
際
、
必
ず
交
互
に
な
る
ょ
う
に
す
る
。
(

写
真
145.)

⑧
 

つ
く
り
を
二
本
編
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
親
縦
に
一
本
篠
を
は
さ
む
。
(

こ
れ
を
つ
ぎ
縦
と
い
う
。)

す
な 

わ
ち
、
合
計
八
本
の
つ
r-
縦
が
は
さ
ま
れ
る
。
(

写
真
146.)

⑨
 

ひ
き
続
き
、

!?•
く
り
を
二
本
編
む
。
そ
の
後
、I

本
の
篠
を
二
つ
に
切
っ
た
両
方
を
つ
く
り
に
さ
し
込 

み
、
縦
を
増
や
す
。
(

こ
れ
を
、
ま
わ
り
縦
と
い
う
。)

(

写
真
147.)

⑩
 

さ
ら
に
つ
く
り
を
二
本
編
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
ま
た
、
ま
わ
り
縦
を
入
れ
る
。
以
下
、
同
様
に
、
左
右
各 

四
本
、
計
八
本
の
ま
わ
り
縦
を
入
れ
る
。
(

写
真
148.)

写真145.

写真146.

写真147.

写真148.



⑪
 

以
後
、
時
々
、
手
で
つ
く
り
を
詰
め
る
ょ
ぅ
に
し
な
が
ら
、
親
縦
八
本
、
ま
わ
り
縦
八
本
の
計
十
六
本 

を
交
互
に
は
さ
み
込
む
ょ
ぅ
に
、

つ
く
り
を
編
ん
で
い
く
。

⑫

ふ
ち
竹
を
縛
っ
て
い
る
か
つ
糸
の
、
五

§

 
く
ら
い
下
ま
で
、
つ
く
り
を
編
ん
で
い
く
。
(

写
真
149) 

⑬

親
縦
、
ま
わ
り
縦
を
、
つ
く
り
に
さ
し
込
み
な
が
ら
、
反
対
側
に
折
り
曲
げ
、
最
後
の
-S)*
く
り
を
編
む
。
 

⑭
 

し
め
く
く
り
は
、
最
後
の
つ
く
り
に
、

一
本
の
篠
を
、
ら
せ
ん
状
に
、
き
つ
く
卷
き
つ
け
、
そ
の
端
を
、
 

つ
く
り
に
は
さ
む
。
(

写
真
15)

⑮
 

最
後
の
つ
く
り
に
巻
く
篠
は
、
さ
ら
に
何
本
か
巻
く
。
ま
た
、
折
り
曲
げ
た
親
縦•

つ
ぎ
縦
の
先
は
、
 

つ
く
り
に
二
、
三
本
さ
し
込
み
、
そ
の
先
は
ハ
サ
ミ
で
切
る
。
ふ
ち
竹
の
ま
わ
り
に
、
篠
を
す
き
間
な
く 

卷
く
と
、
完
成
。
(

写
真
151.)

写真149.

写真15〇.

写真151.



吾

妻

郡

岩

島

村

の

竹

細H

現
在
で
は
民
芸
品
扱
い
さ
れ
る
竹
製
品
も
、
以
前
は
生
活
必
需
品
で
あ
っ
た
。
た
め
に
、
こ
こ
岩
島
村
で
も
、
多
く
の
農
家
が
竹
製
品
を
作
っ
て
い
た
。
多
く
は
、
家
庭
用 

(

台
所
な
ど)

と
農
業
用
の
籠
で
、
自
給
の
た
め
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
利
根
郡•

吾
妻
郡
の
各
地
、
特
に
嬌
恋
地
方
な
ど
に
出
荷
し
て
い
た
。

ま
た
、
村
で
も
昭
和
初
期
の
農
村
不
況
の
時
に
は
、
講
師
を
呼
ん
で
講
習
会
を
開
き
、
竹
製
品
作
り
を
積
極
的
に
奨
励
し
た
。

•

し
か
し
、
生
活
様
式
の
変
化
か
ら
、
必
然
的
に
竹
製
品
を
つ
く
れ
る
人
も
少
な
く
な
り
、
現
在
で
は
、
技
術
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
岩
島
村
で
三
人
し
か
お
ら
ず
、
後
継
者 

も
い
な
い
、
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

〇
昭
和
初
期
の
吾
妻
郡
全
体
に
お
け
る
年
間
竹
製
品
製
作
個
数

製
作
戸
数
三
十
七
戸•

職
工
男
三
十
七
人•

女
二
人

籠
四
千
六
百
八
十
個.

笊
千
四
百
六
十
個•

簾
二
百
二
十
個.

バ
ス
ケ
ッ
ト
五
十
個
—
総
計
六
千
四
百
十
個1

県
下
第
十
四
位
。(

吾
妻
郡
誌)

〇

明
治
十
七
年
に
お
け
る
各
種
籠
の
値
段

草
刈
籠
十
二
銭•

蚕
籠
八
十
三
厘•

大
籠
八
十
厘.

中
籠
五
十
厘•

小
籠
三
十
厘
。(

坂
上
村
誌)

〇
こ
の
付
近
で
使
用
す
る
材
料

吾
妻
町
産
の
真
竹
で
虫
喰
い
を
防
ぐ
た
め
、
十
〜
十
一
月
頃
に
伐
っ
た
竹
で
、
十
二
月
〜
五
月 

一
杯
ま
で
製
作
。

〇

岩
島
で
、
現
在
製
作
し
て
い•
る
竹
製
品
の
種
類

岡
持•

背
負
い
籠(

コ
ン
ニ
ャ
ク
玉
を
入
れ
た
り
す
る)
•

丸
シ
ョ
ウ
ギ•

シ
ョ
ウ
ギ•

ミ
ソ
コ
シ•

茶
腕
カ
ゴ•

ウ
ド
ン
と
じ•

カ
ィ
コ
道
具

以
下
に
は
、
次
の
よ
う
に
項
目
を
設
定
し
説
明
を
行
う
〇 

.

一
、 
竹
細
工
の
種
類

二
、 
竹
細
工
の
道
具

三
、 
竹
細
工
の
製
作
工
程



一

、
竹
細
工
の
種
類

⑴

岡

持

写真152.

岡持、直径31.5^、かご の高さ16cm
⑵

茶
碗
カ
ゴ

写真153.

茶碗カゴ、フタカゴの直径32.5^.高さ

(3)
背
負
い
籠

写真154.

図35.背負!/ヽ籠



写真155.
(4)
筑

籬

写真156. 5
 

ぅ
ど
ん
と
じ



二
、
竹
細
工
の
道
具

(1)
幅

ぎ

め(

こ
れ
を
通
し
、
厚
さ
を
調
整
す
る)

写真157.
(2)
竹
の
裏
の
肉
を
薄
く
す
る
道
具

(

特
に
名
前
な
し)

写真158.



写真159. (3)

面 
と
り

写真160. (4)
竹
細
工
用
な
た

図4〇.面とり



三
、
竹
細
工
の
製
作
工
程

こ
こ
で
は
、
竹
細
工
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
背
負
い
籠
の
製
作
工
程
を 

み
て
み
る
。

①
 

取
っ
て
き
た
竹
を
、
乾
燥
を
防
ぐ
た
め
、
日
陰
に
置
く
。
(

写
真
161.)

②
 

竹
を
な
た
を
便
っ
て
割
り
、
そ
の
後
、
別
掲
の
素
材
を
つ
く
る
道
具
で
、
 

編
む
た
め
の
材
料
を
つ
く
る
。
(

写
真
162.)

中
で
も
、
細
工
の
難
し
い
所
や
、
要
所
の
締
め
る
所
に
は
、

写

真

163.

の
ょ
ぅ
な
、
竹
の
表
面
を
削
っ
た
も
の
を
使
ぅ
。

③
 

初
め
に
、
背
負
い
籠
の
底
を
つ
く
る
。
ま
ず
、
縦
に
黒
い
竹(
②

の
竹
に

す
す
を
か
け
た
も
の)

と
白
い
竹
を
交
互
に
並
べ
る
。
そ
の
際H

本
お
き 

に
、
白
く
長
い
竹
が
入
る
。
(

写
真
164)

④
 

縦
に
交
互
に
並
べ
た
ら
、
横
の
真
中
に
、
黒
い
竹
を
、
縦
に
並
べ
た
竹

と
交
互
に
か
み
合
ぅ
よ
ぅ
に

組
む
。
(

写
真
165)

写真161.

写真162.

写真163. 

写真164,

写真165.



⑤
 
④

の
黒
い
竹̂

中
心
に
、
上
下
四
本
づ
つ
、
白
い
竹
を
黒
い
竹
と
同
様
、
縦
に
並
べ
た
竹
と
か
み
合
う
よ
う
に
組
む
。
 

こ
の
場
合
の
白
い
竹
は
、
長
い
も
の
で
あ
る
。
(

写
真
166.)

⑥ 

底
と
な
る
部
分
の
四
辺
に
、
幅
の
非
常
に
狭
い
白
い
竹
を
、
二
重
に
め
ぐ
ら
す
。
要
領
は
二
重
に
し
た
竹
が
、
縦
横 

に
出
た
長
い
竹
を
、
上
下
た
が
い
違
い
に
は
さ
み
こ
む
よ
う
に
す
る
。
な
お
、
ま
き
方
は
底
と
な
る
部
分
の
す
き
間
が 

あ
か
ぬ
よ
う
。
き
つ
く
締
め
る
よ
う
に
す
る
。
(

写
真
16•

16)

⑦ 

な
お
さ
ら
に
、
底
の
部
分
の
竹
が
、
縦
横
に
揃
〇
て
い
る
よ
う
調
節
す
る
。
(

写
真
169.)

⑧
 

揃
っ
た
ら
、
底
の
部
分
の
骨
組
み
に
な
る
よ
う
、
’二
本
の
竹
を
か
け
印
に
入
れ
る
。

⑨
 

底
を
つ
く
っ
た
時
に
縦
横
に
出
て
い
る
竹
を
立
て
る
よ
う
に
し
、
そ
れ
に
長
い
竹
が 

互
に
か
み
合
う
よ
う
に
、
き 

つ
く
編
ん
で
い
く
。
側
面
を
編
み
始
め
る
わ
け
で
あ
る
。
長

い|

本
を
編
み
終
え
た
ら
、
そ
こ
か
ら
ま
た 

一

本
を
編
み 

始
め
る
。

な
お
、
編
み
始
め
のI

〇
本
ぐ
ら
い
は
、
表
を
削
っ
て
い
な
い
青
い
竹
を
使
う
。
(

写
真
170.)

写真166.

写真167.

写真168. 

写真169.

写真17〇.



⑩
 

側
面
が
下
か
ら

一  

〇
本
ぐ
ら
い
編
み
終
わ
っ
た
ら
、

写

真

171.
の
よ
う
に
、
太
い
竹
を
コ
の
字
型
に
し
た
も
の
を
四 

本
、
そ
の
真
中
の
部
分
が
、
底
の
四
辺
を
支
え
る
よ
う
に
、
ま
た
、
側
面
に
交
互
に
か
み
合
う
よ
う
に
、
さ
し
込
む
。
 

⑪
 

籠
の
側
面
に
、
二
本
づ
つ
立
つ
よ
う
に
、
合
計
八
本
太
い
竹
を
表
が
籠
の
内
側
を
向
く
よ
う
に
さ
し
込
む
。(

写
真
172) 

⑫

一
つ
の
側
面
に
六
本
の
細
い
青
竹
を⑪

で
、
等
間
隔
に
く
ぎ
ら
れ
た
三
区
間
に
二
本
づ
つ
、
表
が
籠
の
内
側
を
向
く 

よ
う
に
し
て
、
さ
し
込
む
。
(

写
真
173.)

四
側
面
で
、
合
計
二
十
四
本
さ
し
込
む
わ
け
で
あ
る
。

⑬
 

側
面
に
立
っ
て
い
る
す
べ
て
の
竹
に
、
交
互
に
か
み
合
う
よ
う
に
、
再
び
側
面
を
編
ん
で
い
く
。
す
な
わ
ち⑨

の
後 

を
続
け
る
わ
け
で
あ
る
。
(

写
真
174)

編
み
継
ぐ
最
初
は
、
表
裏
両
方
削
っ
た
白
い
竹
を
使
う
。

写真171.

写真172.

写真173.

写真174.



写真175.

⑭
 
⑬

の
次
に
は
、
青
い
竹
を
使
っ
て
編
む
。

以
下
側
面
は
青
い
竹
と
白
い
竹
が
交
互
に
な
る
よ
ぅ
に
、
上
ま
で
編

ん
で
い
く
。
(

写
真
175.)

た
だ
し
、
最
後
の
七•

八
本
は
、
白
い
竹
を
使
用
す
る
。

写真176.



美
術
品
と
し
て
の
竹
細
工

一
、 
竹
と
人
々
の
く
ら
し

竹
は
、
古
く
は
縄
文
時
代
晩
期
か
ら
、
弥
生
〜
古
墳
時
代
に
お
け
る
土
器
な
ど
に
竹
製
笊
籠
と
し
て
土
器
製
作
の
型
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

‘
 

し
の
だ
け
や
だ
け
か
つ
ら
だ
け

ま
た
、
文
献
上
で
は
、

「
魏
志
倭
人
伝
」
に

「竹
木
、
叢
林
多
く
…
」

「其
の
竹
に
は
、
篠
、M

桃
支
あ
り
」
と
記
さ
れ
、

「
古
事
記
」
に

「
ィ
ク
ミ
た
け
」
、

「倭
名 

抄
」
に

「竹
、
多
計
」
、
令
義
解
に
は
竹
細
工
を
営
む
竹
細
工
師
の
記
録
が
あ
り
、
物
語
と
し
て
は
、

「
竹
取
物
語
」
な
ど
、
竹
は
古
く
か
ら
人
々
の
く
ら
し
と
密
接
な
関
係 

を
持
っ
て
い
た
。

竹
は
ア
ジ
ア
を
主
に
、
ア
フ
リ
カ
、
南
北
ア
メ
リ
カ
に
産
す
る
が
、
日
本
に
お
け
る
竹
の
種
類
は
お
よ
そ
十
二
属
、

一
五
〇
種
ほ
ど
を
数
え
、
主
と
し
て
マ
ダ
ケ
属
、
サ
サ 

属
、
ア
ズ
マ
ザ
サ
属
な
ど
が
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
竹
材
と
し
て
最
も
多
く
利
用
さ
れ
る
の
が
真
竹(

苦
竹)

、
女
竹
、
孟
宗
竹
、
淡
竹
、
矢
竹
な
ど
、
竹
の
幾
多
の
理
化
学
的
特
性
を
た
く
み
に
生
か
し
た
独 

特
の
技
法
と
、
伝
統
的
な
生
活
様
式
や
、
地
域
性
な
ど
様
々
な
形
式
を
と
り
な
が
ら
日
常
生
活
の
各
分
野
に
定
着
し
、
ま
た
精
巧
な
竹
細
工
と
し
て
日
本
独
特
の
手
工
業
に
発 

展
し
た
。

二
、 
県
内
に
お
け
る
竹
製
品

県
下
で
一
般
的
に
生
産
さ
れ
、
使
用
さ
れ
て
来
た
竹
製
品
は
、
衣
、
食
、
住
関
係
用
具
と
し
て
、
茶
わ
ん
か
ご(

水
切
り
か
ご)

、
し
ょ
う
ぎ
、
み
そ
こ
し
、
あ
げ
し
ょ
う 

ぎ
、
脱
衣
か
ご
、
熊
手
、
ご
み
と
り
し
ょ
う
ぎ
、
炭
か
ご
、
縁

台
(

す
ず
み
台)

、
住
居
の
グ
シ
な
ど
、
農
耕
用
具
と
し
て
、
苗
と
り
台
、
苗
か
つ
ぎ
か
ご
、
箕
、
ふ
る
い
、
’
 

セ
ン
バ
、
ク
ル
リ
ボ
ウ
な
ど
、
養
蚕
用
具
と
し
て
、
養
蚕
か
ご
、
桑
く
れ
か
ご
、
桑

メ

カ(

ケ)

イ
、
大
ザ
ル
な
ど
、
漁
労
具
と
し
て
、
ビ
ク
、
ド

ウ(

鉸)

、
ウ

ケ(

筌)

、
 

ブ
ッ
テ
ィ(

東
毛
地
域)

な
ど
、
地
域
に
よ
る
名
称
や
、
若
干
の
形
態
の
相
違
は
あ
る
が
広
く
用
い
ら
れ
て
来
た
。

他
に
信
仰
の
道
具
と
し
て
、
ま
た
民
俗
芸
能
、
娯
楽
用
具
と
し
て
、
人
の 

一
生(

特
に
葬
送
用
具
と
し
て)

に
か
か
わ
り
を
持
つ
も
の
、
年
中
行
事
な
ど
、
竹
の
民
具
と
し 

て
の
観
点
か
ら
生
活
と
の
か
か
わ
り
は
大
き
い
。

竹
製
品
は
、

一
般
に
副
業
と
し
て
自
給
で
き
る
程
度
の
も
の
と
、
通

称

「
か
ご
や
」
と
呼
ば
れ
る
専
門
職
人
の
手
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
特
定
な
年
中
行
事
や
娯
楽
用 

具
な
ど
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
専
門
職
人
の
手
に
よ
る
も
の
が
多
い
。



生
産
さ
れ
た
竹
製
品
は
、
行
商
や
、
縁
日
な
ど
に
販
売
さ
れ
る
も
の
と
、
必
要
に
応
じ
て
注
文
す
る
方
法
な
ど
が
と
ら
れ
、
入
手
さ
れ
る
。

製
作
者
の
話
で
は
、
注
文
が
あ
っ
た
折
、
製
品
の
規
格
性
は
あ
っ
て
も
、
注
文
者
の
生
活
の
実
態
を
の
み
込
ん
で
い
て
、

「
勝
っ
ち
ゃ
ん
ち
」
の
茶
わ
ん
か
ご
と
か
、

「
高 

ち
ゃ
ん
ち
」
の
桑
く
れ
カ
ゴ
と
か
、
そ
の
製
品
に
は
「
家
」
と
し
て
の
生
活
や
、
生
産
形
態
に
見
合
っ
た
微
妙
な
変
化
を
も
た
せ
る
と
い
ぅ
。

い
わ
ば
地
域
社
会
で
の
経
済
形
態
は
、
人
間
集
団
の
「
生
活
の
様
式
」
に
マ
ッ
チ
し
た
「
も
の
」
、
即
ち
道
具(

民
具)

と
し
て
生
産
さ
れ
て
来
た
。

特
に
関
東
で
は
、
日
常
生
活
用
具
、
農
耕
用
具
と
し
て
の
カ
ゴ
の
歴
史
の
中
で
、
近
世
以
後
養
蚕
と
結
び
つ
く
事
に
よ
り
、
カ
ゴ
や
ザ
ル
の
繊
細
な
型
の
も
の
の
ほ
か
に
大 

物
作
り
と
呼
ば
れ
る
大
型
の
カ
ゴ
が
作
ら
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
。

•

竹
細
工
は
、
全
国
的
に
生
活
、
生
産
形
態
に
見
合
っ
た
様
々
な
形
の
も
の
が
作
ら
れ
た
が
、
特
に
鹿
児
島
、
熊
本
、
宮
崎
、
松
山
、
奈
良
な
ど
に
そ
の
特
徴
的
な
も
の
が
見 

ら
れ
、
材

質
(

竹
材)

そ
の
も
の
か
ら
、
南
で
は
孟
宗
竹
の
太
い
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
北
の
竹
は
根
曲
竹
や
篠
竹
な
ど
細
い
も
の
が
多
く
、
長
野
県
の
戸
隠
に
み
ら
れ
る
根 

曲
竹
細
工
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

県
下
で
は
、
前
述
し
た
日
常
生
活
用
具
、
及
び
生
産
、
生
業
に
関
連
し
た
農
耕
、
養
蚕
、_

具
な
ど
の
竹
細
工
が
各
地
で
生
産
さ
れ
て
来
た
が
、
宮
崎
、
熊
本
な
ど
に
み 

ら
れ
る
独
特
な
美
術
品(

花
器
、
置
物
な
ど
の
鑑
賞
を
対
象
と
し
た
製
品)

と
し
て
は
発
展
し
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
本
県
に
自
生
す
る
竹
の
材
質(

真
竹)

が
固
く
、
ま
た
、
節
目
が
短
く
、
繊
細
な
細
工
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
と
、
群
馬
の
風
土
の
中
で
、
竹
細
工
製
品 

に
対
す
る
需
要
と
供
給
が
日
常
生
活
用
具
及
び
、
農
耕
、
養
蚕
用
具
の
み
に
固
定
化
さ
れ
て
い
た
事
、
過
去
技
術
導
入
を
図
っ
て
来
な
か
っ
た
事
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

竹
細
工
は
旧
来
よ
り
徒
弟
制
度
に
よ
り
、
そ
の
伝
統
手
法
、
生
産
形
態
が
手
工
業
と
し
て
継
続
さ
れ
て
来
た
。

現
在
で
は
養
蚕
用
具
な
ど
のI

部
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
生
産
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
が
大
量
生
産
が
不
可
能
な
事
と
、
ビ
ニ
—
ル
製
品
な
ど
の
進
出
に
よ
る
生
活
様
式
の
変
化
、
加
え
て
手
間
仕
事
の
割
に
収
入
が
少
な
い
事
、

「
か
ご
や
職
人
」
と
し
て 

の
継
承
者
不
足
も
あ
っ
て
確
実
に
減
少
のI

途
を
た
ど
っ
て
い
る
。

三
、
美
術
品
と
し
て
の
竹
細
工
の
歴
史

竹
細
工
は
、
真
竹
や
孟
宗
竹
を
材
料
と
し
た
大
竹
細
工
と
、
根
曲
竹
を
材
料
と
し
た
根
曲
竹
細
工
、
ス
ズ
ダ
ケ
及
び
篠
竹
を
材
料
と
し
た
も
の
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 

美
術
品
と
し
て
の
竹
細
工
は
、
皮
を
つ
け
た
竹
の
ヒ
ネ
、
ヒ

ゴ(

皮
竹)

、
皮
を
取
り
除
い
た
内
側
部
分(

身
竹)

、
染
色
し
た
竹(

染
め
竹)

な
ど
を
用
い
る
点
は 

一
般 

の
竹
細
工
と
共
通
し
て
い
る
。
竹
に
は
割
れ
る
、
折
れ
る
と
い
ぅ
素
材
の
宿
命
的
性
質
が
あ
り
、
こ
こ
で
更
に
高
度
な
技
術
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
は
、
竹
の
組
み
方
、
編
み



方
以
上
に
、

「竹
割
十
年
」
と
云
わ
れ
る
数
ミ
リ
単
位
に
竹
を
剥
ぐ
ヒ
ゴ
作
り
、
竹
剥
ぎ
の
技
術
で
あ
る
。

一  

個
の
製
品
を
完
成
さ
せ
る
に
は
事
前
に
材
料
を
と
と
の
え
る
周
到
な
準
備
が
必
要
で
あ
り
、
長
年
の
経
験
が
こ
こ
に
要
求
さ
れ
る
。

編
み
方
と
し
て
、

一
般
的
な
笊
編
み
、
四
ツ
目
編
み
、
六
ツ
目
編
み
、
八
ツ
目
編
み
、
網
代
編
み
に
加
え
、
縄
目
編
み
、
松
葉
編
み
、
青
海
波
編
み
、
鎧
編
み
な
ど
の
編
み 

方
と
、
こ
れ
ら
を
複
雑
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
及
び
変
型
し
た
編
み
方
が
あ
る
。

現
在
群
馬
県
下
で
、
こ
れ
ら
の
技
法
を
用
い
て
美
術
品
と
し
て
の
竹
細
工
を
製
作
で
き
る
技
術
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
現
状
で
あ
る
。

県
下
で
の
美
術
品
と
し
て
の
竹
細
工
の
歴
史
は
浅
く
、
大
正
十
三
年
、
不
況
下
に
あ
え
い
で
い
た
農
家
の
副
業
奨
励
策
と
し
て
、
竹
細
工
嘱
託
指
導
員
制
度
を
も
う
け
た
事 

に
始
ま
る
。

こ
れ
は
、
県
の
施
策
と
し
て
、
指
導
員
に
よ
る
県
下
各
地
で
の
竹
細
工
巡
回
指
導
を
行
い
、
簡
単
な
ヵ
ゴ
類
等
の
製
作
技
術
の
普
及
を
目
的
と
し
た
。
 

次
い
で
昭
和
三
年
一
月
、
県
で
は
産
業
振
興
策
の
一
環
と
し
て
、
別
府
温
泉
の
例
に
な
ら
っ
て
温
泉
地
や
観
光
地
で
の
美
術
竹
細
工
製
品
の
製
作
、
販
売
を
計
画
し
、
竹
細 

工
技
術
の
導
入
を
計
る
た
め
指
導
員I
名
を
別
府
に
派
遣
し
た
。

こ
れ
が
県
下
に
お
け
る
美
術
品
と
し
て
の
竹
細
工
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

元
来
、
日
常
及
び
生
産
用
具
と
し
て
製
作
さ
れ
て
来
た
竹
細
工
に
加
え
、
美
術
品
と
し
て
の
新
し
い
要
素
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

一
時
は
県
下
に
広
ま
っ
た
も
の
の
伝
統
的
基
盤
も
な
く
、
技
術
が
複
雑
な
事
と
、
製
品
が
思
う
よ
う
に
販
売
ル
—
卜
に
の
ら
ず
、
ま
た
手
間
の
割
に
低
価
格
で
あ 

る
事
な
ど
か
ら
こ
の
計
画
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

そ
の
中
で
独
自
な
創
意
と
工
夫
を
重
ね
、
従
来
製
作
さ
れ
て
来
た
竹
細
工
と
異
っ
た
技
術
、
及
び
生
産
形
態
を
有
す
る
竹
細
工=

美
術
品
製
作
技
術
者
に
つ
い
て
、
今
回
調 

査
を
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
、
竹
細
工
技
術
の
習
得
と
継
承

製
作
技
術
者 

氏
名 

伏

島
 

金

造

(

明
治
三
十
六
年
二
月
十
日
生)
(

七
十
七
才)

住
所 

前
橋
市
荒
子
町
三
七
ニ
ノ
ニ
番
地

旧
荒
砥
村
大
字
飯
土
井
六
三
二
番
地
に
農
家
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。



1
1

之
宮
尋
常
小
学
校
を
卒
業
後
、
十
四
才
で
地
元
竹
細
工
職
人
、
伏
島
弥
平
氏(

当
時
ー
ー
十
七
才)

の
も
と
に
弟
子
入
り
し
、
五
年
間
竹
細
工
の
修
行
を
行
っ
た
。

竹
細
工
は
も
と
も
と
好
き
で
、
カ
ゴ
や
ザ
ル
な
ど
の
生
活
用
具
、
農
業
、
養
蚕
用
具
な
ど
の
製
作
技
術
を
修
得
し
た
。
当

時

「
カ
ゴ
職
人
」
は
、
荒
砥
村
だ
け
でd

十
八
人
ほ 

ど
居
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
兼
業
と
し
て
営
ん
で
い
た
も
の
で
、
専
業
職
人
は
弥
平
氏
一
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
十
九
才
の
折
親
方
が
ス
ペ
ィ
ン
風
邪
で
亡
く
な
り
、
そ
の
後 

上
増
田
で
一
年
、
下
川
淵
で
三
年
更
に
修
行
を
重
ね
た
。

大
正
十
四
年
、
妻
ひ
さ
の
を
迎
え
、
同
年
八
月
か
ら
昭
和
八
年
ま
で
大
胡
に
居
住
し
、
こ
こ
で
弟
子
五
人
と
共
に
本
格
的
な
生
産
活
動
に
入
っ
た
。

大
正
十
四
年
、
群
馬
県
か
ら
竹
細
工
指
導
員
と
し
て
、
日
給
六
円
で
嘱
託
を
受
け
、
勢
多
、
多
野
、
碓
氷
、
吾
妻
、
群
馬
郡
な
ど
、

一
月
か
ら
三
月
の
農
閑
期
を
利
用
し
て 

製
作
技
術
を
教
え
た
。
指
導
員
は
県
下
で
三
名
が
委
嘱
さ
れ
、
粕
川
村
女
淵
の
真
下
秋
三
郎
氏(

死
亡)

、
桂
萱
村
の
橋
爪
留
吉
氏(

死
亡)

と
共
に
指
導
に
あ
た
っ
た
。
講 

習
場
所
は
、
村
の
集
会
場
等
を
主
に
利
用
し
、
常
時
二
十
名
か
ら
五
十
名
ほ
ど
の
受
講
者
が
あ
り
、
県
か
ら
も
職
員
一
名
が
立
合
っ
た
。

昭
和,
三,
年
、
群
馬
県
で
は
、
美
術
竹
細
工
の
技
術
導
入
を
計
る
た
め
、
金
造
氏
を
九
州
の
別
府
に
派
遣
す
る
事
に
し
た
が
、
安
中
で
講
習
の
折
病
気
と
な
り
代
っ
て
真
下
氏 

が
六
力
月
間
派
遣
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
伝
達
講
習
に
よ
り
技
術
の
普
及
に
つ
と
め
た
が
、
高
度
な
技
術
で
あ
る
為
、
技
術
の
修
得
者
は
数
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
 

-

そ
の
後
金
造
氏
は
、
独
自
な
製
作
技
術
を
開
発
し
、
美
術
品
と
し
て
の
竹
細
工
の
本
格
的
な
製
作
活
動
に
入
り
、
製
品
は
県
内
の
温
泉
地
や
デ
パ
ー
ト
(

東
京
三
越)

な
ど 

へ
問
屋
を
通
じ
納
品
し
、
販
売
さ
れ
た
。

昭
和
七
年
、
大
胡
か
ら
現
居
住
地
に
移
り
、
常
時
三
名
ほ
ど
の
弟
子
と
共
に
製
作
を
続
け
た
。

昭
和
九
年
、
陸
軍
大
演
習
の
折
、
展
覧
品
と
し
て
美
術
カ
ゴ
を
出
品
し
、
他
に
陸
軍
大
臣
に
「
三
方
」
、
海
軍
大
臣
に
「舟
」
を
贈
呈
し
た
。

昭
和
九
年
以
後
指
導
員
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
昭
和
十
二
年
に
は
美
術
竹
細
工
は
贅
沢
品
と
し
て
生
産
が
中
止
さ
れ
、
以
後
終
戦
ま
で
軍
注
品
と
し
て
、
丸
ガ
メ
、
米
ザ
ル
、
 

シ
ョ
ゥ
ギ
な
ど
の
製
作
を
行
っ
た
。

戦
後
の
昭
和
二
十
三
年
、
失
業
対
策
救
済
事
業
の 

一
環
と
し
て
、
美
術
竹
細
工
の
製
作
が
再
開
さ
れ
、
弟
子
の
数
も
十
数
名
に
及
ん
だ
。
製
品
は
、

一
般
竹
細
工
製
品
の
外 

に
、
美
術
品
と
し
て
、
フ

ネ(

舟)

、
六
方
、
宗
伝
、
カ
ボ
チ
ャ
、
ダ
ル
マ
、
壺
な
ど
三
十
種
を
越
え
、
主
に
花
器
と
し
て
好
評
で
あ
っ
た
。
他
に
駐
留
軍
向
け
と
し
て
、
脱 

衣
カ
ゴ
等
の
製
作
も
行
っ
て
い
た
。

昭
和
四
十
年
以
後
、
ビ
ニ
ー
ル
製
品
の
普
及
と
生
活
内
容
の
変
化
に
伴
い
。

一
般
的
な
カ
ゴ
、
ザ
ル
類
の
需
要
も
落
ち
、
美
術
竹
細
工
製
品
も
そ
の
技
術
の
複
雑
な
事
、
手 

間
の
か
か
る
割
に
収
入
が
少
な
い
事
、
良
質
な
竹
材
の
入
手
が
困
難
な
事
な
ど
かy
急
速
に
衰
微
し
た
。

現
在
で
は
、
美
術
品
と
し
て
竹
細
工
の
価
値
が
見
直
さ
れ
、
需
要
も
増
加
し
て
い
る
。
反
面
、
製
作
技
術
者
の
死
亡
と
老
令
化
に
よ
る
事
、
ま
た
、
伝
統
的
、
歴
史
的
基
盤 

も
な
く
、
そ
の
技
術
の
導
入
、
普
及
が
県
の
施
策
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
の
定
着
し
な
い
ま
ま
中
断
さ
れ
た
事
な
ど
か
ら
後
継
者
が
育
成
さ
れ
ず
、
昭
和
三
年
に
始
ま
っ
た



五
、
美
術
竹
細
工
製
品
の
製
作
工
程

«

材
料
の
選
定
、
採
取

竹
材
の
選
定
は
、
竹
細
工
、
特
に
美
術
品
製
作
に
あ
た
〇
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
竹
材
の
良
否
が
製
品
の
価
値
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

現
在
で
は
良
質
な
竹
材
を
確
保
す
る
事
が
困
難
で
あ
り
、
近
年
、
竹
(

真
竹)

の
開
花
枯
死
現
象
に
加
え
て
開
発
な
ど
に
よ
り
竹
藪
の
数
も
減
少
し
て
い
る
。

美
術
竹
細
工
も
、
現
在
ま
で
の
過
程
の
中
で
消
滅
の
運
命
に
あ
る
。

材
料
と
し
て
竹
は
主
に
真
竹
を
用
い
る
が
、
製
品
に
よ
っ
て
は
篠
竹
な
ど
も
使
い
分
け
る
。
 

ま
た
、
古
民
家
な
ど
に
使
用
さ
れ
て
い
る
古
竹
は
、
煤
竹
と
し
て
独
特
な
雰
囲
気
を
か
も
し 

出
し
、
材
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
の 

I  

つ
で
あ
る
。

竹
の
伐
採
の
時
期
は
八
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
間
で
、
特
に
十
一
月
か
ら
十
二
月
頃
が
最
適 

で
あ
る
。
(

写
真

177)

切
っ
た
竹
は
、

|

力
月
以
上
寝
か
し
て
お
く
。
こ
れ
は
、
竹
に
含
ま
れ
る
水
分
を
抜
き
、
製 

品
の
し
ま
り
を
良
く
す
る
為
に
必
要
で
あ
る
。

写真177.

(-)
竹
細
工
の
道
具

竹
細
工
に
用
い
る
道
具
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
(

写
真

178
右
か
ら)

⑴

竹
ノ
コ
…
…
竹
切
専
門
の
ノ
コ
切
り
で
、
長
さ
三
十§

、
幅

二

§

ほ
ど
の
目
の
細
い
弓
ノ
コ
と
、
長
さ
二
十
五§

、
幅

五

§

ほ
ど
の
板
ノ
コ
の
二
種
類
が
あ
る
。
 

⑵

ナ 

タ
…
…
竹
割
り
用
の
ナ
タ
で
、
普
通
の
ナ
タ
よ
り̂

^

さ
く
や
や
薄
い
。
長
さ
二
十§

、
幅
三 

§

ほ
ど
で
あ
る
。

⑶

せ 

ん
…
…
竹
の
皮
を
む
く
道
具
で
、
長
さ
二
十
五 
§

、
幅
二 

§

ほ
ど
の
弓
状
の
道
具
で
あ
る
。

⑷

幅
と
り.

割
っ
た
竹
か
ら
ヒ
ネ
、
ヒ
ゴ
を
作
る
道
具
で
、
刃
部
の
間
隔
を
調
整
す
る
事
に
よ
り
数
ミ
リ
か
ら

|  
•

五 g

ま
で
の
材
料
を
作
る
。



(5)
面
と
り
…
…
ヒ
ネ
、
ヒ
ゴ
に
丸
味
を
つ
け
る
刃
物
で
、
材
料
の
大
き
さ
に
応
じ
た
溝
が
刃
部
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
 

⑹

目
通
し
…
…
縁
な
ど
に
竹
を
卷
き
つ
け
る
道
具
で
、
溝
の
あ
る
長
さ
十
五§

の
先
の
鋭
っ
た
三
角
形
を
し
て
い 

る
〇

⑺

皮
通
し
…
…
主
に
シ
ョ
ウ
ギ
な
ど
、
桜
皮
を
通
す
た
め
に
用
い
ら
れ
るS

さ
十
五 
§

、
幅
三 

§

ほ
ど
の
道
具
で 

あ
る
〇

(.8)
ハ
サ
ミ
…
…
普
通
の
木
バ
サ
ミ
で
、
竹
材
の
カ
ッ
ト
に
用
い
る
。

⑼

。ペ
ン
チ
…
…
針
金
を
必
要
と
す
る
製
品
に
用
い
る
が
、
美
術
品
に
は
あ
ま
り
用
い
な
い
。

(10)
茶 

粉
…
…
塩
基
性
の
染
色
剤
で
、
竹
製
品
を
染
め
、
煤
竹
の
感
じ
を
出
す
為
に
用
い
る
。

(S)
材
料
の
製
作

材
料
を
と
と
の
え
る
事
は
、
基
本
的
に
最
も
重
要
で
、
ま
た
、
最
も
高
度
の
熟
達
し
た
技
術
が
必
要
で
あ
る
。

先
ず
、
材
料
の
丸
竹
を
長
さ

一.

三

77Z
ほ
ど
に
切
る
。
次
い 

で
竹
の
皮
を
む
き(

写
真

179.) 

四
等
分
に
分
割
す
る
。

更
に
各

一

本
分
を
八S

ほ
ど 

に
分
割
し
幅
を
決
め
る
。
(

写 

■
真

180.)

写真178.

写真179.

写真18〇.



次
に
内
肉
を
取

S3
て
身
竹
と
し
、M

み
を
二
腳
ほ
ど
に
そ
ろ
え
る
。
こ
の
工
程
を
二
回
ほ
ど
く 

り
返
す
。

次
に
幅
と
り
作
業
と
し
て
同
一
幅
に
そ
ろ
え
る
。
(

写
真

181) 
次
に
面
と
り
作
業
と
し
て
ヒ
ネ 

に
丸
味
を
持
た
せ
る
。
(

写
真

182.)

次
に
二S
の
ヒ
ネ
を
更
に
二
枚
に
剥
し
、

一
 B

の
厚
さ
に
そ
ろ
え
る
。
作
業
は
主
に
ナ
タ
を
用 

い
る
。
(

写
真

183.)

材
料
は
、
幅
が
三
ミ
リ
程
度
の
も
の
を
ヒ
ゴ
と
云
い
、
そ
れ
以
上
の
大
き
さ
の
も
の
を
ヒ
ネ
と 

い
ぅ
。
(

写
真

184.) 
材
料
は
こ
れ
か
ら
述
べ
る
作
品
に
共
通
で
あ
る
。

1

写真182.

写真183.

写真184.



_

製

作

工

程

作
品
は
、㈠

底
部
を
基
本
と
し
て
編
み
始
め
、㈡

次
に
胴
部
、㈢

頸
部
、r
a

口
縁
部
と
下
か
ら
順
に
上
方
に
編
み
あ
げ
る
。

製
作
の
コ
ツ
は
、
底
部
が
し
っ
か
り
決
ま
ら
な
い
と
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
く
ず
れ
、
胴

部

は

「
ふ
く
ら
ま
すr

要
領
で
編
み
あ
げ
る
事
で
、
頸
部
に
か
け
て
逆
に
「
絞
る
」 

事
に
コ
ツ
が
必
要
で
あ
る
。
ヒ
ネ
、
ヒ
ゴ
は
、
水
に
浸
け
る
と
柔
ら
か
く
弾
力
性
に
富
み
細
工
が
し
や
す
い
。

製

作

事

例㈠

"

か
ぼ
ち
ゃ

図41.

見取図 &かぼちゃ\\



L

ヒ
ネ
の
折
れ
を
防
ぐ
た
め
、
二
重
に
し
、
底
部
か
ら
編
む
。
こ
の
編
み
方
を
「
六
ッ
目 

く
ず
し
」
と
い
ぅ
。
(

写
真

185.*
図

42.)

2. 
長
さ
十§

、
幅
一 
•

五
^

厚
さ
三
順
の
「
し
ん
が
り
」
三
本
を
入
れ
底
を
決
め
、
強 

度
を
保
つ
目
的
で
長
さ
三
十
五§

、
幅
五
顧
の
ヒ
ネ
を
二
重
に
し
輪
を
作
り
補
強
す
る
。

3. 
長
さ
二g

、

幅

五H
、

厚
さ
一
腳
の
ヒ
ネ
を
二
重
に
し
、
底
部
に
平
行
に
入
れ
、
目
を 

交
互
に
し
て
胴
部
に
か
け
て
編
み
上
げ
る
。
(

写
真

187)

図42.

「六ツ目くずし」編み

_写真185_.

写真186. 

写真187.



I

回
り
し
た
所
で
カ
ッ
ト
し
、
八
〜
九
回
廻
し
て
編
む
。
胴

部

は

「
六
ツ
目
編
み
」
に
す
る
。
 

(

写
真

188.•
図

43.)

4. 
口
縁
部
で
、
底
部
か
ら
垂
直
に
出
て
い
る
ヒ
ネ
の
余
っ
た
部
分
を
内
側
へ
半
円
状
に
折
り
曲 

げ
、
ロ
の
体
裁
を
と
と
の
え
る
。
(

写
真

189.)

5. 
折
り
返
し
て•
虫
に
余
っ
た
ヒ
ネ
を
切
り
取
り
本
体
が
完
成
す
る
。
(

写
真

190.)

6.
畏
さ
二
十§

、
幅

五g
、

M

さ 

五W
ほ
ど
の
太
竹
の
先
端
を
切
り
、
 

虫
に
内
側
に
縦
方
向
に
数
ケ
所
刻 

み
を
入
れ
、
火
に
あ
ぶ
る
。

あ
ぶ
っ
た
竹
を
布
に
包
ん
で
折 

り
曲
げ
、
縦
方
向
、
や
や
傾
め
に 

は
め
込
む
。

写真188.、

写真189.

写真19〇.

図43.

「六ッ目」編み



7. 
は
め
込
ん
だ
太
竹
の
周
り
に
ヒ
ネ
を
斜
め
、
縦
、
横

yj
向
に
埋
め
込
む
。
こ
の
段
階
で
「
六
ツ
目
編
み
」
が
変
型
す
る
。
 

(

写
真

191)

8. 
斜
め
に
入
れ
た
太
竹
を
支
え
る
た
め
、

「
か
が
り
」
(

カ
ゴ
の
本
体
と
同I

の
ヒ
ネ
三
本
を
用
い
、
交

互

に

「
鎖
編
み
」 

(

図

44.)

し
た
も
の
を
入
れ
仕
上
げ
る
。

9. 
次
に
把
手
を
取
り
付
け
る
作
業
と
し
て
、
長
さ
二S

、

幅
五S

、

厚

さ一
S

ほ
ど
の
皮
竹
二
本
を
ね
じ
り
縄
状
に
し
、
更 

に
四
本
に
束
ね
て
口
縁
部
に
取
り
つ
け
完
成
さ
せ
る
。
(

写
真

192)
全
長
三
十
八̂

幅
二
十
三̂

底
部
十
四§

で
あ
る
。

写真191.

写真192.

図44.

「くさり」編み



製
作
事
例㈡

〃
壺/

L
 

材
料
と
し
て
、
底
部
用
に
長
さ|

。
二S

、

幅
四
腳
、
厚

さ

|  

腿
の
ヒ
ネ
ニ
十
八
本
と
、
胴
部
用
に
同
じ
く
幅
五
腳
ほ
ど
の
ヒ
ネ 

約
十
五
本
を
用
意
す
る
。

更
に
幅
二
顧
、
厚
さ
一
獅
の
ヒ
ゴ
を
約
四
十
本
ほ
ど
用
意
す
る
。
 

次
に
幅
三
顧
、
厚
さ
二
顧
ほ
ど
の
「藤
づ
る
」
を
用
意
す
る
。
 

〆
2.
先
づ
底
部
か
ら
製
作
を
行
ぅ
。
二
十
八
本
の
ヒ
ネ
をX
状
に
底 

部
か
ら
垂
直
に
口
縁
部
に
か
け
て
配
し
、
高
さ
を
決
め
る
。

〇- 

や
や
細
め
の
ヒ
ネ
を
用
い
てX
状
に
配
し
た
中
間
に
渦
巻
状
に 

編
み
上
げ
る
。

•

こ
の
編
み
方
を
「
ザ
ル
目
編
み
」
(

写
真

193..
図

46.)

、
底
部 

を

「
御
光
底
」
と
い
ぅ
。
 

i

4.
更
にX
状
に
、
縦
方
向
に
編
ん
だ
中
間
に
、

途
中
か
ら
十
四
本
の
ヒ
ネ
を
縦
方
向
に
搜
入
し
、
 

ふ
た
た
び
渦
巻
状
に
編
み
、
約
十
八

C77Z
ほ
ど
の

直
径
の
底
部
が
出
来
上
る
。

^45'見取図ヽヽ壷\\

写真193.

図46.

「ざる目」編み



5. 
次
に
ヒ
ゴ
を
四
本
一
組
に
し
、
九
組 

三
十
六
本
を
用
い
て
「
縄
目
編
み
」
に 

し
、

「腰
立
て
」
と
い
っ
て
底
に
丸
味 

を
つ
け
る
。
(

写
真

194)

6. 
底
部
が
編
み
終
え
た
段
階
で
次
に
胴 

部
の
製
作
に
入
る
。

「
腰
立
て
」
の
四
本
一
組
か
ら
、
三 

本
を
組
み
合
わ
せ
、
ふ
く
ら
ま
せ
な
が

ら
編
み
上
げ
る
。

こ
の
編
み
方
を
「松
葉
編
み
」
と
い 

ぅ
。
(

写
真

195..
図

47.)
(

写

真

196.

か
ら
御
光
底
、
縄
目
編
み
、
松
葉
編
み)

7. 
胴
部
の
最
大
径
の
部
分
は
「縄
目
編 

み
」
で
、
約

I  

§

の
幅
を
も
た
せ
て
編 

み
上
げ
る
。

8. 
胴

部

の

「
縄
目
編
み
」
の
部
分
に
、
 

縦
方
向
に
「
増
立
て
」
と
い
っ
て
、
畏 

さ
約
四
十§

の
ヒ
ネ
を
五
十
六
本
搜
入 

す
る
。
こ
の
部
分
か
ら
縦
方
向
の
目
の 

間
隔
が
六
顧
ほ
ど
に
な
る
。

写真194.

写真195.

図47.

「松葉」編み

写真196.



9. 
更
に
上
方
向
に
五§

の
幅
に
「裏
目
編
み
」 

と
い
い
、
二
枚
の
ヒ
ネ
を
重
ね
一
組
と
し
て
次 

第

に

「
絞
り
」
な
が
ら
編
み
あ
げ
る
。
(

写
真

97..
図

48.)
(

写
真

198.
上
部
拡
大)

10. 
次
に
頸
部
に
か
け
て
八§

の
幅
に
網
代
編
み
」 

に
編
み
上
げ
る
。
(

写
真

199.)
(

図

49.)

こ
の
部
分
も
次
第
に
「
絞
り
」
な
が
ら
編
む
。

11. 
つ
い
で
三
本
を
一
組
と
し
た
ヒ
ゴ
を
用
い
て 

「
縄
目
編
み
」
で
、
約

|  

§

ほ
ど
の
縁
取
か
を

行
ぅ
。

写真197.

図48.

「裏目」編み

写真198.

写真199.

図49.

「網代」編み



12. 
頸
部
は
、

「
藤
づ
る
」
を
用
い
、

「
返
し
編
み
」
で
編
み
あ

げ
る
。
(

図

50.)

13. 
こ
こ
か
ら
口
縁
部
に
向
っ
て
、
約

五g

の
幅
で
逆
に
開
く
要 

領
で
編
み
あ
げ
る
。
こ
の
部
分
の
編
み
方
は
「松
葉
編
み
」
で 

あ
る
。
(

写
真

200.)

14. 
底
部
か
ら
縦
方
向
に
入
っ
て
い
る
「
シ
ン
」
が
約
十
五g

ほ 

ど
残
っ
て
い
る
。
こ
の
残
っ
た
部
分
を
五 

§

ほ
ど
残
し
て
ヵ
ッ 

卜
し
、
横
方
向
に
ね
じ
曲
げ
捜
入
し
、
口
縁
部
を
作
る
。
(

写 

真

201.)

15. 
口
縁
部
は
、
更

に

「藤
づ
る
」
を
用
い
、■

「
縁
あ
て
」
と
い 

っ
て
、
縦
方
向
に
卷
き
あ
げ
る
。
.

16. 
更
に
横
方
向
に
一
本
の
「藤
づ
る
」
で

「
か
が
り
」
と
い
い
、
 

「
返
し
編
み
」
で
縁
取
り
を
行
ぅ
。

17. 
全
体
の
形
が
完
成
し
た
所
で
、
長
さ
三
十̂

幅
二 

§

、
厚
さ
三
腳
ほ
ど
の
皮
竹
を
頸
部
か
ら
底
部
に
か
け 

て
縦
方
向
に
八
本
搜
入
す
る
。

こ
れ
は
「
た
て
飾
り
」

一
本
分
の
三
ケ
所
に
、

「
虫 

か
が
り
」
と
い
っ
て
「
藤
づ
る
」
を
用
い
て
更
に
ア
ク 

セ
ン
ト
を
つ
け
る
。
(

図

51.)

18. 
高
台
。
底
部
に
縦
方
向
に
入
っ
て
い
る
「
シ
ン
」
の 

中
間
に
長
さ
三
十§

ほ
ど
の
ヒ
ネ
を
五
十
六
本
搜
入
す 

る
〇

図5〇.

「返し編み」

写真202.

写真201.

図51.

「虫かがり」



19
次
に
ヒ
ゴ
を
用
い
て
幅
三 

§

ほ
ど
横
方
向
に
編
む
。
こ
の
編
み
方
を
「
青
海
編
み
」
と
い
ぅ
。
(

図

52)

20. 
縦
方
向
に
出
て
い
た
「
シ
ン
」
を
横
方
向
に
三
段
に
編
む
。
こ
れ
を
「
三
段
返
し
」
と
い
ぅ
。

最
下
段
に
は
「中
淵
」
と

い

て

、

「藤
づ
る
」
で
約
三§

間
隔
で
補
強
す
る
。
こ
れ
で
高
台
が
完
成
し
、
約
六 

§

ほ
ど
の
高
さ
と
な
る
。

21. 
把

手
(

つ
り
手)

。

一
 s

ほ
ど
の
ヒ
ネ
を
五
重
に
巻
い
て
、
直
径
七§

ほ
ど
の
環
を
作
る
。

22. 
次
に
長
さ
二

771
ほ
ど
の
ヒ
ゴ
を
ね
じ
り
、
五
回
ほ
ど
環
に
卷
き
つ
け
る
。
把
手
は
左
右
二
個
を
作
る
。
(

写
真

202.) 

-

23.
把
手
は
、
頸
部
の
く
び
れ
た
部
分
に
「藤
づ
る
」
を
用
い
、

「
虫
か
が
り
」
の
編
み
方
で
左
右
に
取
り
つ
け
完
成

品
と
な
る
。
(

写
真

203)

全
長
四
十g

、

幅
三
十§

、
底
部
二
十
六§

で
ぁ
る
。

写真202.

写真203.

図52.

I肯海」(彼)編み



@

染

色

仕
上
げ
た
製
品
は
、

一
部
を
除
い
て
塩
基
性
の
茶
粉
を
用
い
て
染
色
を
行
ぅ
。

茶
粉
は
水
溶
性
で
、
ド
ラ
ム
缶
状
の
容
器
に
水
を
ほ
ぼ
満
杯
に
し
、
茶
粉
を
入
れ
煮
沸
す
る
。
分

量

は

「
目
加
減
」
で
行
ぅ
。

そ
の
中
に
、
液
全
体
に
浸
る
よ
ぅ
製
品
を
入
れ
、
約
二
十
分
ほ
ど
煮
沸
を
続
け
る
。
煮
沸
し
た 

後
取
り
出
し
乾
燥
さ
せ
る
。
(

写
真

204)
茶
粉
は
、
漆
の
下
地
で
、
薄
い
茶
色
に
仕
上
が
る
。
乾 

燥
し
た
後
、
磨
粉
を
布
に
浸
し
磨
き
を
か
け
る
。

次
に
、
漆
下
地
の
材
料
と
し
て
、

「
砥
粉
」

「ご
ふ
ん
」

「
墨
汁
」
を
混
ぜ
合
わ
せ
煮
つ
め
、
 

こ
れ
を
製
品
に
塗
布
し
、
乾
燥
し
た
後
、
水
を
含
ま
せ
た
布
で
凸
部
分
を
ふ
き
取
る
。

次
に
、
こ
の
下
地
の
上
に
漆
を
塗
布
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
漆
は
高
価
な
為
入
手
が
困
難 

で
、
現
在
は
用
い
て
い
な
い
。

漆
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
市
販
さ
れ
て
い
る
油
脂
塗
料(

ラ
ッ
カ
ー)

に

「
ニ
ス
」
を
若
平 

加
え
て
塗
布
し
て
い
る
。

こ
れ
で
製
品
の
全
工
程
が
完
了
す
る
。

六
、
ま

と

め

竹
は
、
竹
本
来
の
形
と
し
て
、
ま
た
製
品
と
し
て
、
衣
、
食
、
住
、
生
産
、
生
業
、
信
仰
、
年
中
行
事
、
娯
楽
な
ど
我
々
の
日
常
生
活
全
般
に
わ
た
り
密
接
な
関
係
を
持
つ 

て
来
た
。

ま
た
、
地
域
に
お
い
て
自
給
自
足
の
形
態
、
手
工
業
と
し
て
の
生
産
形
態
を
と
り
な
が
ら
民
具
と
し
て
独
特
な
発
展
を
と
げ
て
来
た
。

美
術
品
と
し
て
、
日
本
最
古
の
も
の
は
法
隆
寺
に
伝
え
ら
れ
る
「竹
厨
子
」
や
、
柬
大
寺
の
「
花
籠
」
な
ど
が
存
在
し
、
八
世
紀
代
に
は
竹
細
工
を
専
門
と
す
る
技
術
集
団 

の
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
ぅ
し
た
伝
統
的
、
歴
史
的
背
景
の
中
で
、
県
内
で
は
笑
術
竹
細
工
が
ど
の
よ
ぅ
な
形
態
で
発
展
し
、
そ
の
生
座
形
態
で
の
経
営
、
労
働
、
技
術
と
、
経
済
伝
承
と
し
て
の 

形
態
な
ど
を
併
せ
て
調
査
し
た
。

写真204.



県
内
で
は
、
日
常
生
活
用
具
及
び
生
産
用
具
と
し
て
そ
の
製
品
は
多
く
み
ら
れ
る
が
、
葜
術
品
と
し
て
生
産
さ
れ
、
販
売
さ
れ
、組
織
化
さ
れ
た
経
営
、
形
態
を
取
る
に
は
到 

ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
過
去
、
伝
統
的
な
基
盤
の
な
い
事
と
、
県
ド
に
自
生
す
る
竹
の
素
材
そ
の
も
の
が
英
術
品
と
し
て
の
繊
細
な
感
覚
に
適
さ
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 

ま
た
、
昭
和
三
年
、
県
の
施
策
と
し
て
、
九
州
の
別
府
か
ら
技
術
の
導
入
を
計
っ
た
が
、
技
術
の
複
雑
な
事
か
ら
製
作
技
術
者
の
育
成
が
じ
ゅ
ぅ
ぶ
ん
で
な
く
、
産
業
形
態 

と
し
て
定
着
す
る
ま
で
に
は
到
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
、
当
時
の
製
作
技
術
者
の 

一
人
と
し
て
伏
島
金
造
氏
は
、
独
自
の
製
作
技
術
と
販
売
ル
ー
ト
を
開
拓
し
、
現
在
ま
で 

美
術
竹
細
工
の
製
作
を
続
け
て
来
た
。
そ
の
作
品
は
、
九
州
地
方
の
美
術
竹
細
工
が
繊
細
な
の
に
比
し
、
県
内
産
の
竹
の
特
性
を
生
か
し
た
や
や
作
り
の
粗
い
豪
快
な
作
風
を 

特
徴
と
し
た
。

し
冰
し
な
が
ら
、
現
在
老
令
の
為
、
製
作
活
動
も
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
状
態
に
あ
る
。

美
術
竹
細
工
は
、
元
来
手
工
業
で
あ
り
、
手
間
仕
事
の
割
に
収
入
が
少
い
事
と
、
技
術
の
修
得
が
徒
弟
制
度
に
よ
る
継
承
の
方
法
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
事
な
ど
に
よ
り
、
 

後
継
者
が
育
成
さ
れ
ず
、
今
後
こ
の
技
術
が
継
承
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い
。

七
、
製
作
事
例
及
び
製
品
写
真

製作事例 かぼちゃ

製作事例 壷



製作例 屋形船

製作例 投入れ花器

製作例 びく型花器製作例 だるま型花器 



製作例 壺

製作例 7K 避
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