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頭

伝

承

は

じ

め

に

九
月
二
十
六
日
の
妙
義
町
民
俗
調
査
報
告
会
の
時
、
昔
話
の
し
ま
い
の
こ
と
ば 

と
し
て
、(

う
ち
中
の
人
の
名
前
を
い
っ
て)

「〇
人
で
な
、
市
が
さ
け
か
っ
て
き 

て
の
ん
だ
、
う
ま
い
も
の
を
い
っ
ぱ
い
か
っ
て
き
て
、
酒
の
ん
だ
っ
て
」(

山
下) 

と
い
う
報
告
が
あ
っ
た
が
、
今
手
元
に
は
、
か
ん
じ
ん
の
昔
話
は
、
ほ
と
ん
ど
集
っ 

て
い
な
い
。
し
ま
い
の
こ
と
ば
だ
け
を
残
し
て
、
消
え
て
し
ま
っ
た
と
も
思
わ
れ 

な
し
力

伝
説
は
、
お
菊
さ
ま.

白
ひ
げ
様.

一
山
和
尚.

瓜
引
き
地
蔵
な
ど
を
始
め
と 

し
て
多
く
集
っ
た
。

世
間
話
の
中
に
あ
るr

へ
っ
ぴ
り
関
」
の
話
は
、
「松
井
田
町
の
民
俗̂

^

坂
本. 

入
山
地
区
—

」(

群
馬
県
民
俗
調
査
報
告
書
第
九
集)

188
ペ
ー
ジ
の
「
ヘ
ッ
ピ
リ 

関
さ
ん
」
と
同
一
人
物
の
話
で
あ
る
。

灘
田
の
な
べ
っ
る
で
、
昭
和
十
六
年
に
、
七
十
八
、
九
で
死
ん
だ
関
さ
ん
は
、
 

ヘ
ッ
ピ
リ
の
名
人
で
あ
っ
た
。
本
職
は
、
左
官
。
い
な
か
の
大
関
、
あ
る
い
は 

関
取
り
と
い
う
意
味
で
、
こ
う
呼
ん
だ
ら
し
い
。
チ
ョ
ン
マ
ゲ
を
つ
け
て
い
て
 ヽ

ふ
き
を
売
り
歩
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
い
よ
い
よ
屁
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
必 

ず
用
た
し
に
行
っ
た
。
帰
っ
て
来
る
と
、
四
つ
ば
い
に
な
る
よ
う
に
身
構
え
て
、
 

い
ろ
い
ろ
と
屁
を
ひ
り
分
け
た
。
低
音
、
高
音
は
も
ち
ろ
ん
、
鴛
の
谷
渡
り
、
 

は
し
ご
っ
ぺ
、
数
々
の
曲
芸
が
あ
っ
た
。
店
に
行
っ
て
、
か
け
を
し
て
、
み
ご 

と
百
八
の
屁
を
し
た
が
、
お
ま
け
を
し
た
の
で
か
け
に
負
け
た
、
と
い
う
話
も 

あ
る
。

関
さ
ん
は
、
山
へ
行
っ
て
は
し
ご
に
す
る
木
を
見
た
て
る
と
こ
ろ
か
ら
屁
を 

始
め
鋸
で
切
り
倒
す
と
こ
ろ
の
屁
、
木
を
二
つ
に
さ
く
と
こ
ろ
、
十
三
段
に
組 

み
立
て
る
と
こ
ろ
と
い
う
様
に
、
説
明
を
し
な
が
ら
屁
を
ひ
り
分
け
た
と
い
う
。
 

ょ
そ
の
国
の
名
人
と
屁
比
べ
を
し
て
も
負
け
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
も
伝
え
て 

い
る
。(
灘
田)

十
六
年
た
っ
て
の
再
登
場
は
興
味
が
あ
る
の
で
、
再
録
し
た
。

「百
姓
仕
事 

百
姓
は
計
算
し
て
、
損
だ
損
だ
と
い
う
が
、
働
か
な
け
れ
ば
も
っ 

と
損
だ
」(
上
高
田)

「噓
で
通
ら
ね
え
の
は
百
姓
だ
け
だ
」
と
い
う
諺
に
教
え
ら 

れ
た
。

「鯨
が
鰯
に
追
わ
れ
る
ん
が
一
番
こ
わ
い
」(
菅
原)

と
い
う
の
は
、
食
い
物
に 

追
わ
れ
る
生
活
の
き
び
し
さ
を
示
す
が
、
こ
の
諺
が
心
に
残
っ
た
。
こ
の
諺
は
、
 

手
元
に
あ
る
、
ど
の
諺
の
辞
典
に
も
見
当
ら
な
い
。
鰯
は
と
も
か
く
、

一
生
鯨
を 

見
る
こ
と
も
な
い
土
地
の
、
ど
こ
か
ら
こ
の
諺
は
生
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。(

上
野 

勇)

一
、 
昔 

話

ほ
と
と
ぎ
す 

「
お
と
、
の
ど
、

つ
っ
き
っ
た
」
と
鳴
く
。
弟
が
の
ど
を
、

つ
っ 

切
っ
た
と
い
う
昔
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。(
菅
原)

二
、 
伝 

説

お
菊
さ
ま 

小
幡
城
の
奥
女
に
上
っ
た
人
で
、
中
里
の
出
身
。
ム
ラ
に
お
菊
の



墓
が
あ
る
。
お
菊
は
殿
様
の
奥
方
に
ね
た 

ま
れ
て
、
蛇
ぜ
め
に
あ
っ
て
死
ん
だ
。
中

里
出
身
な
の
で
、
亡
き
が
ら
を
引
き
と
っ
て
き
て
、
こ
の
地
に
埋
葬
し
た
。
そ
の 

後
崇
り
が
あ
っ
た
の
で
、
小
幡
氏
は
五
つ
の
法
名
を
贈
り
霊
を
と
む
ら
っ
た
。
墓 

の
側
の
お
堂
に
は
、
白
い
蛇
が
い
た
。
四
月
十
九
日
に
お
祭
り
し
た
。
お
菊
の
墓 

に
願
を
か
け
る
と
、
願
い
ご
と
が
か
な
う
。
石
塔
を
削
っ
て
粉
を
飲
む
と
病
気
が 

治
る
。(
中
里)

白
ひ
げ
様 

八

木
(
連)

の
神
さ
ま
は
白
ひ
げ
様
で
、
御
神
体
は
蛇
だ
と
い
っ 

た
。(

上
高
田)

磨
墨
と
磨
墨
神
社 

源
頼
朝
の
愛
馬(
高
田
小
次
郎
の
愛
馬
と
も
い
う)

を
祀
っ 

た
磨
墨
神
社
は
、
大
正
時
代
に
神
社
合
祀
で
伏
見
神
社
に
合
祀
さ
れ
る
前
は
字
馬 

の
宮
に
あ
っ
た
。
こ
の
磨
墨
は
大
桁
山
に
生
ま
れ
た
。
高
田
川
の
近
く
に
は
嘶
と 

い
う
地
名
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
故
郷
に
戻
ろ
う
と
し
た
磨
墨
が
、
こ
の
地
で
飛
び 

上
が
っ
て
嘶
い
た
後
、
死
ん
だ
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、
高
田
川
に
は
そ 

の
土
手
に
か
け
て
磨
墨
が
足
を
か
け
た
と
い
う
馬
蹄
形
の
割
れ
目
を
し
た
磨
墨
石 

が
こ
ろ
が
っ
て
い
る
。
原
石
は
、
菅
原
ダ
ム
の
下
か
ら
産
出
し
、
水
が
出
た
時
に 

下
流
に
流
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
伏
見
神
社
の
天
井
絵
は
、
磨
墨
神

社
の
天
井
絵
を
解
体
し
て
復
元
し
た
も
の
で
あ
り
、
絵
は
全
て
馬
で
あ
る
。(

下
高 

田)
大
桁
と
磨
墨 

願
朝
の
名
馬
だ
っ
た
磨
墨
は
大
桁
山
が
生
地
で
、
戦
い
で
破
れ 

た
後
、
生
れ
故
郷
に
帰
ろ
う
と
し
て
戻
っ
て
き
た
が
、

つ
い
に
大
桁
山
ま
で
は
行 

き
つ
け
ず
、
高
田
の
嘶
と
い
う
場
所
で
山
の
方
を
向
い
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
嘶 

と
い
う
地
名
は
今
に
残
っ
て
お
り
、
名
馬
の
墓
は
高
田
に
あ
る
。
大
桁
山
か
ら
は 

水
が
出
る
と
磨
墨
石
が
流
れ
出
し
、
こ
れ
を
磨
く
と
磨
墨
の
よ
う
な
真
黒
い
つ
や 

の
あ
る
色
を
出
す
。(
菅
原)

お
精
進
場 

こ
こ
に
い
い
湧
水
の
出
る
水
源
地
が
あ
る
。
吾
妻
屋
神
社
へ
参
詣 

す
る
人
が
こ
こ
で
身
を
清
め
て
拝
み
に
行
っ
た
の
で
こ
の
名
が 

つ
い
た
そ
う
だ 

(
諸
戸)

天
狗
の
お
能 

妙
義
へ
鉄
砲
ぶ
ち
に
行
き
、
タ
ル
ワ
キ
の
沢
の
ツ
メ 
(
奥)

の 

岩
ヅ
キ
で
、
し
や
が
ん
で
獲
物
を
待
っ
て
い
る
時
だ
っ
た
。
晩
方
だ
っ
た
が
ど
こ 

か
遠
い
所
で
お
祭
の
シ
ャ
ギ
リ
を
や
っ
て
い
る
よ
う
な
、
か
す
か
な
音
が
聞
え
た
。
 

ど
こ
だ
か
分
ら
な
い
が
、
ど
こ
か
近
い
所
で
お
祭
を
や
っ
て
い
て
、
そ
の
音
が
妙 

義
の
岩
に
ぶ
っ
つ
か
っ
て
は
ね
っ
返
っ
て
聞
え
た
の
で
は
な
い
か
。
白

雲.

金
洞 

山
の
間
の
低
い
山
で
白
雲
分
の
山
だ
っ
た
。
今
は
禁
猓
区
だ
が
昔
は
入
れ
た
所 

だ
っ
た
。
「
天
狗
の
お
能
」
「天
狗
の
シ
ャ
ギ
リ
」
な
ど
と
こ
こ
で
は
い
う
。(
諸
戸)

蛇 

昔
は
大
き
な
蛇
が
い
た
。
大
桁
山
へ
草
刈
り
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
馬
が
ま 

た
い
で
行
っ
た
の
を
よ
く
見
た
と
こ
ろ
、
丸
太
だ
と
思
っ
た
の
が
直
径
五
寸
く
ら 

い
の
大
き
な
蛇
だ
っ
た
。

大
久
保
の
方
の
桑
清
水
へ
行
っ
て
帰
る
と
き
、

一
升
び
ん
ほ
ど
の
太
さ
の
蛇
が 

い
て
、
こ
わ
く
て
逃
げ
て
来
た
。(

上
高
田)

一
山
和
尚
江
戸
時
代
明
和
年
間
に
、

一
山
和
尚
と
い
う
行
者
が
、
不
動
様
を 

し
よ
っ
て
い
ず
こ
か
ら
と
も
な
く
妙
義
へ
来
た
。
白
雲
山
の
石
倉
に
い
て
妙
義
山 

を
開
発
し
て
五
百
羅
漢
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
村
人
が
山
へ
馬
草
刈
り
に
行
っ
て 

出
会
い
、
何
か
食
べ
た
い
物
を
い
え
ば
、
ぼ
た
も
ち
で
も
ま
ん
じ
ゅ
う
で
も
出
し 

て
く
れ
た
。
人
々
が
た
ま
げ
て
、
ど
う
も
不
思
議
だ
、
追
い
払
え
と
い
う
の
で
、

菊女の墓(中里)(撮影根岸謙之助)

菊女の墓の設計図(中里)

(撮影根岸謙之助)



名
主
佐
藤
主
右
衛
門
が
追
い
払
っ
た
。
行
者
は
恨
み
を
も
っ
て
名
主
の
家
の
前
を 

通
る
時
、
こ
の
家
を
黒
土
に
し
て
く
れ
る
と
の
ろ
っ
て
、
持
っ
て
い
た
錫
杖
で
石 

橋
を
突
い
た
ら
、
石
に
穴
が
あ
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
名
主
の
家
は
系
図
が
絶 

ぇ
て
、
神
宮
家
か
ら
養
子
が
来
て
継
い
だ
。
行
者
は
江
戸
へ
出
て
、
浅
草
に
五
百 

羅
漢
を
立
て
た
の
で
、
そ
こ
が
繁
華
街
に
な
っ
て
栄
ぇ
た
と
い
う
。
彼
が
し
ょ
っ 

て
い
た
不
動
様
が
随
応
寺
山
門
に
あ
る
と
い
う
。(

日
向)

阿
弥
陀
堂
と
い
う
地
名
の
由
来 

こ
の
地
に
阿
弥
陀
堂
が
あ
り
、
釈
迦
と
阿
弥 

陀
を
祀
っ
て
あ
る
。
無
住
の
寺
で
、
村
人
が
葬
儀
を
す
る
時
は
、
こ
の
堂
に
富
岡 

の
永
心
寺
か
ら
坊
さ
ん
が
来
て
読
経
し
た
。(
中
里)

爪
引
き
地
蔵
上
八
木
連
入
口
南
の
墓
地
に
あ
る
。
弘
法
さ
ま
が
爪
で
描
い
た

も
の
と
伝
え
ら
れ
て 

い
る
。A

日
、
こ
れ
よ 

り
少
し
東
の
所
に
橋 

が
あ
っ
て
、
そ
こ
へ 

来
る
と
馬
が
落
ち
る 

の
で
不
思
議
に
思
っ 

た
村
の
人
が
掘
り
出 

し
て
み
た
と
こ
ろ
地 

蔵
さ
ん
だ
っ
た
の
で

現
在
の
と
こ
ろ
に
お
ま
つ
り
し
た
。(

八
木
連)

猿
田
彦
大
神 

あ
る
家
の
物
置
を
下
十
二
の
人
が
買
っ
て
も
っ
て
い
っ
た
と
こ 

ろ
、
物
置
の
神
さ
ま
が
そ
の
家
の
若
い
衆
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
ひ
ど
い
め
に
あ
っ 

た
と
い
ぅ
。
屋
根
を
舞
い
歩
っ
た
と
い
ぅ
が
拝
む
人
に
見
て
も
ら
っ
て
、
猿
田
彦 

大
神
を
信
抑
し
て
か
ら
ょ
く
な
っ
た
。(
上
高
田)

大
久
保
と
菅
原 

大
久
保
の
人
は
、
藤
原
時
平
の
子
孫
と
い
わ
れ
、
菅
原
の
人 

は
天
神
さ
ま
の
氏
子
な
の
で
仲
が
悪
い
の
で
大
久
保
と
菅
原
は
縁
組
を
し
て
は
い 

け
な
い
と
い
わ
れ
て
来
た
。(

八
木
連
字
大
久
保)

オ
ジ
ガ
様 

天
神
様
の
叔
父
さ
ん
を
祀
っ
た
と
い
わ
れ
、
高
い
と
こ
ろ
に
小
か

な
森
が
あ
り
、
三
月
二
十
五
日
と
十
月
二
十
五
日
の
天
神
様
の
祭
り
に
は
そ
こ
ま 

で
獅
子
を
ふ
り
に
い
っ
た
。(
菅
原)

JII?
於
石 

天
神
様
が
、
ぉ
簧
に
乗
っ
て
来
て
、
休
ん
だ
の
で
、
始
め
は
簧
石
と 

い
っ
た
。
天
神
様
に
は
子
ど
も
が
、
二
十
五
人
あ
っ
た
。
七
歳
の
童
子
が
島
流
し 

に
あ
っ
て
、
菅
原
に
来
た
。
そ
の
足
跡
が
残
っ
て
い
る
。(
菅
原)

菅
原
の
上
に
川
後
石(

カ
ワ
ゴ
ィ
シ)

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
昔
天
神
様
が 

子
供
の
こ
ろ
休
ん
だ
石
で
、
川
を
越
え
た
石
と
書
い
た
。
ま
た
石
の
上
に
籠
を
置 

い
て
休
ん
だ
の
で
カ
ワ
ゴ
ィ
シ
と
い
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
菅
原
神
社
の 

ご
神
体
は
、
道
真
公
が
七
才
の
と
き
の
少
年
姿
だ
と
も
い
う
。
こ
の
平
た
い
大
き 

な
石
の
下
に
、
何
か
あ
る
と
思
っ
て
掘
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
何
も
で
な
か
っ
た
。
 

こ
の
石
を
特
に
祀
る
こ
と
は
な
い
。(
菅
原)

足
跡
石 

菅
原
神
社
に
、
天
神
様
の
七
歳
の
時
の
足
跡
の
あ
る
石
が
あ
る
。(
菅

原)
硯
水 

妙
義
に
、
硯
水
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
天
神
様
が
、
そ
の
水
を
使
っ 

て
勉
強
し
た
。(
菅
原)

弘
法
の
井
戸 

昔
ヽ
弘
法 

大
師
が
大
久
保
に
来
ら
れ
た 

時
、
村
人
が
水
に
苦
し
ん
で 

い
る
の
を
見
て
、
持
っ
て
い 

た
杖
を
つ
い
て
、
井
戸
の
ぁ 

り
か
を
教
え
、
こ
ん
こ
ん
と 

湧
き
出
し
た
水
源
に
金
の
独 

鈷
を
埋
め
た
と
こ
ろ
、
ど
ん 

な
ひ
で
り
に
も
枯
れ
る
こ
と 

が
な
い
井
戸
に
な
っ
た
と
い 

ぅ
。
そ
こ
で
村
の
人
は
弘
法 

井
戸
と
名
づ
け
、
ぅ
ま
い
水 

を
金
水
と
い
っ
た
。
井
戸
は

瓜びき地蔵(上八木連)

(撮影阪本英一)

ムラの井戸(大久保)

水源は弘法の井戸。ここから桶に汲んだ水 

を天秤棒でかついで、家に運んだ。雪が降 

Dそうなときなど水汲みの人で、列をなし 

たという。 (撮影金子罈一郎)



寒
行
の
時
の
水
ご
り
に
も
使
用
し
た
が
、
堀
を
通
っ
て
岩
井
田
郎
氏
方
の
土
蔵
の 

西
の
石
垣
下
に
井
戸
を
つ
く
っ
て
引
き
入
れ
、
さ
ら
に
現
在
の
中
井
戸
の
と
こ
ろ 

と
下
井
戸
に
ひ
か
れ
た
。
村
中
か
ら
こ
の
井
戸
へ
水
く
み
に
来
た
が
、
そ
の
役
は 

婦
人
の
仕
事
で
、
天
び
ん
で
水
桶
を
担
い
だ
の
で
、
中
井
戸
の
横
木
に
は
、
天
び 

ん
を
さ
し
た
あ
と
が
残
っ
て
い
る
。
赤
ん
坊
の
い
る
人
は
赤
子
を
背
負
っ
て
水
く 

み
を
し
た
の
で
、
他
村
の
人
は
「大
久
保
へ
嫁
に
行
く
か
、

ハ
ダ
カ
で
バ
ラ
を
背 

負
う
か
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
村
中
の
嫁
た
ち
が
水
く
み
に
来
る
か
ら
 ヽ

順
番
を
待
ち
な
が
ら
の
村
の
社
交
場
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
つ
ま
ら
な
い
時
は
井
戸 

へ
行
け
ば
話
し
相
手
が
い
た
。
し
か
し
、
女
性
は
月
の
も
の
が
あ
る
時
は
中
井
戸 

を
使
な
か
っ
た
と
い
う
。

昭
和
二
十
六
年
に
こ
の
近
辺
で
一
番
早
く
水
道
を
っ
く
っ
た
が
、
水
源
は
弘
法 

井
戸
を
使
い
、
基
井
戸
と
し
た
。
そ
の
時
水
源
を
掘
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
石
櫃
が 

埋
め
ら
れ
、
そ
の
中
に
独
鈷
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
金
で
は
な
か
っ
た
が
い
い
伝 

え
通
り
だ
と
村
の
人
た
ち
は
よ
ろ
こ
ん
で
再
び
も
と
の
よ
う
に
納
め
た
と
い
う
。
 

い
ま
の
中
井
戸
は
大
正
初
年
に
手
入
れ
し
た
ま
ま
と
い
う
。

中
井
戸
に
は
、
横
木
に
釘
が
打
っ
て
あ
り
、
そ
こ
に
村
中
の
名
札
が
つ
る
さ
れ
、
 

井
水
を
掃
除
す
る
当
番
の
札
が
か
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
、
札
の
あ
た
っ
た
人
が
き 

れ
い
に
掃
除
を
し
た
も
の
と
い
う
。
今
で
は
各
家
庭
に
水
道
が
あ
る
の
で
水
汲
み 

も
、
掃
除
の
当
番
も
な
い
が
、
水
は
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
流
れ
て
い
る
。(

八
木
連
字 

大
久
保)

大
久
保
は
昔
か
ら
水
に
苦
し
ん
で
い
た
。
あ
る
と
き
弘
法
大
師
さ
ま
が
こ
こ
へ 

来
ら
れ
村
人
が
水
に
難
儀
し
て
い
る
の
を
見
て
、
持
っ
て
い
た
杖
を
つ
い
て
井
戸 

を
示
し
て
水
を
出
し
て
、
そ
こ
に
金
の
独
鈷(

と
っ
こ)

を
埋
め
た
と
こ
ろ
、
今 

ま
で
水
の
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
き
れ
い
な
水
が
あ
ふ
れ
出
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で 

村
の
人
は
こ
の
水
を
金
水
と
い
う
こ
と
に
し
た
。
弘
法
の
井
戸
と
も
い
う
。

昭
和
二
十
四
年
に
簡
易
水
道
を
っ
く
っ
た
と
き
、
弘
法
井
戸
を
基
井
戸
と
し
た 

が
、
そ
の
と
き
水
源
を
た
し
か
め
た
と
こ
ろ
、•

石
櫃
の
中
に
入
っ
た
独
鈷
が
出
て 

来
た
の
で
「話
の
通
り
だ
」
と
村
の
人
は
よ
ろ
こ
び
、
そ
の
ま
ま
い
ま
も
納
め
て

あ
る
と
い
う
。(

八
木
連
字
大
久
保)

弘
法
池 

弘
法
井
戸
に
並
ん
で
弘
法
池 

と
か
、
弁
天
池
と
よ
ば
れ
る
池
が
あ
る
。
 

弘
法
井
戸
の
余
り
水
を
入
れ
て
あ
り
、
村 

持
ち
で
世
話
人
が
管
理
し
て
い
た
。
こ
の 

水
は
い
く
ら
汲
ん
で
も
よ
い
が
、
足
を
入 

れ
て
洗
っ
た
り
、
汚
れ
も
の
を
洗
う
と
か
、
 

中
に
入
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
ど 

ん
な
に
汲
み
出
し
て
も
枯
れ
る
こ
と
は
な 

か
っ
た
。

コ
ィ
も
放
し
て
あ
る
が
、
こ
れ 

を
と
っ
て
食
う
と
目
が
つ
ぶ
れ
る
と
い
っ 

た
。(

八
木
連
字
大
久
保)

鳴
沢
不
動
尊
大
桁
山
に
は
千
谷
あ
っ

て
、
弘
法
大
師
が
こ
こ
に
高
野
山
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
や
っ
て
来
て
谷
数
を
数
え 

た
と
き
、
妙
義
山
の
天
狗
が
そ
れ
は
困
る
と
い
っ
て
一
谷
か
く
し
て
し
ま
っ
た
。
 

そ
れ
で
不
動
さ
ん
が
怒
っ
た
の
で
、
そ
れ
じ
ゃ
ぁ
何
で
も
な
れ
と
い
っ
た
ら
「
ナ 

ル
サ
」
と
い
っ
て
鳴
沢
不
動(
富
岡
市
上
丹
生)

に
な
っ
た
と
い
う
。(

八
木
連) 

大
久
保
の
サ
カ
サ
松 

大
久
保
に
ぁ
っ
た
松
で
、
昔
弘
法
さ
ま
が
松
の
杖
を
逆 

さ
に
つ
い
た
ま
ま
に
し
て
お
い
た
ら
、
根
が
出
て
葉
が
出
て
逆
さ
の
松
に
な
っ
た 

と
い
う
。(

八
木
連)

片
目
の
ど
じ
よ
う 

弘
法
の
池
よ
り
上
の
方
に
い
た
ど
じ
よ
う
は
、
ど
う
い
う 

も
の
か
片
目
の,
も
の
が
多
か
っ
た
。(

八
木
連
字
大
久
保)

弘
法
池
の
コ
イ 

弘
法
池
の
コ
イ
は
片
目
だ
と
い
う
。(
菅
原)

弘
法
さ
ま
に
願
を
か
け
た
人
が
、
オ
ガ
ン
シ
ョ
バ
タ
シ
に
コ
イ
を
納
め
た
も
の
、
 

と
っ
て
食
べ
れ
ば
目
が
つ
ぶ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。(

八
木
連
字
大
久
保)

弘
法
さ
ま
と
犬 

弘
法
さ
ま
が
大
久
保
へ
来
た
時
は
、
ど
こ
か
ら
か
犬
に
追
わ 

れ
て
来
た
と
い
わ
れ
、
そ
ん
な
こ
と
か
ら
こ
の
村
で
は
昔
は
犬
を
飼
わ
な
か
っ
た
。
 

(

八
木
連
字
大
久
保)

弘法池(大久保)(撮影阪本英一)



ツ
キ
ヌ
キ
沢 

昔
、
弘
法
様
が
来
て
、
大
桁
山
に
千
谷
あ
れ
ば
高
野
山
を
移
そ 

う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
〇
〇
バ
バ
ア
が
隠
し
た
の
で
、
千
谷
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
 

弘
法
様
が
、
た
し
か
に
谷
が
あ
る
は
ず
だ
と
杖
を
突
い
た
ら
、
水
が
湧
き
出
し
た
。
 

そ
こ
が
ツ
キ
ヌ
キ
沢
で
、
県
で
も
一
、
二
番
の
質
の
い
い
水
が
出
る
の
で
、
水
道 

の
水
源
地
に
な
っ
て
い
る
。(

行
沢)

昔
、
弘
法
様
が
来
て
杖
を
突
い
た
ら
、
い
い
水
が
出
た
と
い
う
。
水
が
豊
富
で
、
 

以
前
は
水
車
も
回
っ
て
い
た
。
今
は
水
タ
ン
ク
が
あ
っ
て
高
田
ま
で
水
を
ひ
い
て 

い
る
。(

行
沢)

天
狗
の
つ
く
っ
た
お
道
具 

弘
法
様
は
、
大
き
な
寺
を
つ
く
る
土
地
を
探
し
に 

こ
の
地
へ
来
ら
れ
、
大
桁
山
を
候
補
地
に
考
え
て
お
ら
れ
た
。
寺
を
建
て
る
に
ふ 

さ
わ
し
い
山
は
、
谷
が
千
谷
あ
る
山
と
い
わ
れ
、
大
桁
山
は
千
谷
あ
る
と
い
う
の 

で
あ
る
。
弘
法
さ
ま
が
直
々
に
来
ら
れ
る
話
を
聞
い
て
驚
い
た
の
は
妙
義
山
に
長 

く
住
ん
で
い
る
天
狗
た
ち
で
、
大
桁
山
は
昔
か
ら
の
遊
び
場
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ 

は
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
急
い
で
天
狗
た
ち
が
集
ま
っ
て
相
談
し
た 

が
、
何
と
し
て
も
良
い
案
が
出
な
い
。
し
ま
い
に
千
谷
あ
る
か
ら
い
け
な
い
の
だ 

か
ら
、

一
谷
埋
め
て
し
ま
お
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
い
よ
い
よ
作
業
に
と
り
か 

か
っ
て
み
た
が
、
大
き
な
石
ば
か
り
出
て
来
て
、
天
狗
の
仲
間
に
犠
牲
者
が
出
る 

始
末
で
作
業
は
は
か
ど
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
か
な
わ
な
い
と
い
う
の
で
、
再
び
集 

ま
っ
て
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
坊
さ
ん
は
女
性
を
避
け
る
と
い
う
。
そ
れ
な
ら
ば
女 

の
お
道
具
を
つ
く
っ
て
谷
に
お
け
ば
い
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
天
狗 

た
ち
は
大
急
ぎ
で
女
の
お
道
具
を
七
つ
つ
く
り
、
山
に
並
べ
て
お
い
た
と
い
う
。

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
弘
法
さ
ま
が
や
っ
て
来
ら
れ
、
谷
数
を
数
え
始
め
た 

と
こ
ろ
、
谷
の
中
に
大
き
な
女
の
お
道
具
が
あ
る
の
を
見
て
お
ど
ろ
き
、

一
谷
数 

え
な
か
っ
た
た
め
に
千
谷
に
足
り
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
大
桁
山
は
寺 

を
建
て
る
場
所
と
し
て
は
足
ら
な
い
山
と
し
て
あ
き
ら
め
て
帰
ら
れ
た
と
い
う
。
 

そ
の
後
千
谷
あ
る
と
こ
ろ
と
し
て
開
か
れ
た
の
が
高
野
山
だ
っ
た
。
よ
ろ
こ
ん
だ 

の
は
天
狗
た
ち
で
、
さ
っ
そ
く
お
祝
い
を
し
て
、
天
狗
の
大
将
が
大
き
な
盃
を
投 

げ
た
と
こ
ろ
が
、
大
桁
山
の
三
俣
の
と
こ
ろ
の
盃
石
、
ま
た
子
分
の
天
狗
の
な
げ

た
の
が
小
さ
い
盃
石
と
い
う
。
な
お
、
天
狗
の
っ
く
っ
た
女
の
お
道
具
は
「大
桁 

山
の
サ
ネ
石
」
と
い
い
、

い
ま
も
三
つ
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。(

八
木
連
字
大
久 

保)
山
天
狗 

村
の
あ
る
人
が
入
山
川(
松
井
田
町)

ヘ
ヤ
マ
メ
と
り
に
行
き
、
が
+ 

け
か
ら
落
ち
て
奇
跡
的
に
助
か
っ
た
が
、
そ
の
時
、
ち
ゃ
ん
と
ふ
た
を
し
て
お
い 

た
腰
籠
が
、
ふ
た
を
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
な
が
ら
、
中
に
入
っ
て
い
た
ヤ
マ
メ 

が
一
ぴ
き
も
い
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
山
天
狗
に
や
ら
れ
た
の
だ
と
い
っ
て 

い
た
。(

上
高
田)

男
の
道
具 

妙
義
様
の
ご
神
体
は
男
の
道
具
と
い
う
。
そ
の
分
か
さ
れ
は
妙
義 

の
菱
屋
の
も
の
で
、
も
と
は
石
の
き
れ
い
な
の
が
あ
っ
た
が
、
火
事
で
頭
が
欠
け 

て
し
ま
っ
て
、
そ
の
後
は
今
の
木
の
も
の
に
な
っ
た
。
ゴ
モ
ッ
ト
モ
サ
マ
と
も
い 

う
。
も
と
の
石
の
も
の
は
菅
原
の
ど
こ
か
に
あ
る
と
い
う
。(

上
高
田)

金
穴 

昔
菅
原
の
打
越
に
田
村
と
い
う
名
主
が
い
た
。
こ
の
人
は
佐
渡
か
ら
金 

鉱
石
を
持
っ
て
き
て
、
こ
う
ゆ
う
石
が
金
鶏
山
か
ら
出
る
と
い
っ
て
、
小
幡
の
殿 

を
だ
ま
し
て
掘
ら
せ
た
。
そ
の
う
そ
が
バ
レ
て
自
分
の
家
の
食
の
中
で
腹
を
切
っ 

て
死
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
金
穴
と
い
う
の
が
菅
原
に
は
ニ
ヵ
所
あ
る
。
下
の
金
穴
、
 

上
の
金
穴
と
い
い
、
小
幡
の
殿
様
か
ら
金
を
引
出
す
た
め
に
下
々
の
連
中
が
組
ん 

で
し
た
仕
事
で
金
儲
け
を
し
そ
こ
な
っ
た
。(
菅
原)

鉱
泉 

村
内
の
川
の
と
こ
ろ
に
一
軒
の
鉱
泉
宿
が
あ
っ
た
。
子
供
の
で
き
も
の 

に
よ
く
効
い
た
の
で
瓶
に
汲
ん
で
き
た
り
し
た
。

一
日
五
銭
位
で
、
村
の
若
衆
の 

遊
び
場
で
あ
っ
た
が
、
明
治
四
十
三
年
の
大
水
で
鉱
泉
が
出
な
く
な
り
、
鉱
泉
宿 

も
な
く
な
っ
た
。(
菅
原)

正
法
寺
の
松 

昔
は
正
法
寺
の
裏
山.

龍
池
山
に
大
き
な
松
が
あ
っ
た
。
熊
谷 

か
ら
よ
く
見
ぇ
た
。(

八
木
連
字
大
久
保)

古
立
の
由
来 

古
立
は
古
館
で
、
景
行
天
皇
の
御
代
に
、
坂
上
田
村
麿
が
来
て
、
 

ヤ
ヵ
タ
を
築
い
た
と
こ
ろ
で
タ
テ(
館)

と
言
う
。
ム
ラ
に
は
田
村
姓
が
多
く
二 

十
八
軒
も
あ
る
。
本
家(

田
村
秀
一
宅)

に
は
当
時
か
ら
の
系
図
が
あ
る
。(
古
立)

蟹
沢 

妙
義
町
大
字
中
里
字
蟹
沢
と
い
う
地
名
の
由
来
。
沢
に
蟹
が
た
く
さ
ん



い
て
、
と
っ
て
食
べ
る
と
、
真
水
に
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
塩
っ
ぱ
い
味
が
し 

た
。
炒
る
と
色
が
ま
っ
か
に
な
っ
た
。(
中
里)

行
人
坂 

行
人
様
が
い
た
と
い
い
、
石
宮
が
あ
る
が
、
伝
説
は
な
い
。(

行
沢) 

行
人
塚 

爪
引
き
地
蔵
の
前
に
あ
る
法
印
の
碑
は
、
昔
、
あ
る
と
き
こ
こ
へ
来 

た
法
印
が
、
こ
こ
へ
生
き
た
ま
ま
埋
め
て
も
ら
い
、
カ
ネ
の
音
が
し
な
く
な
っ
た 

ら
往
生
し
た
と
思
え
、
と
い
っ
て
こ
も
っ
て
入
定
し
た
所
と
い
う
。(

八
木
連)

コ
ヅ
カ
さ
ま
昔
の
塚
で
、
戦
争
し
た
人
の
骨
を
納
め
た
も
の
と
い
い
、
三
月 

三
日
が
お
祭
り
と
さ
れ
て
い
た
。
コ
ヅ
カ
さ
ま
は
宝
物
が
あ
っ
た
と
い
う
。(

八
木 

連)
べ
ん
け
い
ば
し 

弁
慶
が
妙
義
か
ら
、
石
を
か
つ
い
で
来
た
と
い
う
橋
が
西
横 

野
に
あ
る
。(
菅
原)

ニ
ッ
岩 

高
田
川
に
深
い
渕
が
あ
り
、

ー
ッ
岩
、
ニ
ッ
岩
と
い
う
。
ニ
ッ
岩
か 

ら
鳥
居
を
流
し
た
ら
小
坂(

下
仁
田
町)

の
ク
モ
が
渕
に
浮
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
 

ニ
ワ
ト
リ
を
向
こ
う
か
ら
流
し
た
ら
、
三
日
め
に
こ
っ
ち
に
浮
い
た
と
も
い
う
。
 

深
い
所
で
、
子
供
が
ぐ
ず
っ
て
泣
く
と
「
わ
か
ら
ず
の
子
は
ニ
ッ
岩
に
流
す
ぞ
」 

と
い
っ
て
お
ど
し
た
。(

行
沢)

三
、
世

間

話•

怪

異

世
間
話 

松
井
田
町
の
入
山
の
出
身
の
関
某
の
こ
と
を
世
間
で
は
「
へ
っ
ぴ
り 

関
」
と
呼
び
、
屁
の
名
人
と
い
わ
れ
た
。
屁
を
思
い
の
ま
ま
に
、
ひ
り
分
け
ら
れ 

る
こ
と
が
出
来
る
人
だ
っ
た
。

は
し
ご
つ
屁-
-

A

日
を
長
く
し
て
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
オ
ヤ
ギ
を
入
れ
る(

区 

切
り)

ひ
り
方
。

か
い
だ
ん
屁

あ
さ
ま
の
噴
火

う
ぐ
い
す
の
谷
渡
り
な
ど
が
あ
っ
た
。

ち
ょ
ん
ま
げ
を
結
い
、
尺
八
を
す
る
人
だ
っ
た
。(
妙
羲)

巾
着
は
ぎ
り 

昔
菅
原
の
打
越
に
、
頭
の
い
い
名
主
が
い
て
、
佐
渡
か
ら
、
金 

の
鉱
石
を
持
っ
て
来
て
、
金
鶏
山
と
い
う
名
の
通
り
、
こ
う
い
う
石
が
出
る
と
い
っ 

て
、
小
幡
の
殿
様
に
嘆
願
し
た
。
そ
し
て
掘
る
こ
と
を
許
す
と
い
っ
た
の
で
掘
り 

始
め
た
。
そ
う
し
ち
ゃ
ま
た
佐
渡
か
ら
鉱
石
を
持
っ
て
来
て
、
金
の
石
が
出
た
と 

い
っ
て
、
小
幡
の
殿
様
を
だ
ま
く
ら
か
し
た
の
で
、
巾
着
は
ぎ
り
と
い
う
。
今
そ 

の
穴
が
、
ず
っ
と
深
い
井
戸
の
ょ
う
に
下
に
お
り
ら
れ
る
。
下
の
方
に
水
が
た
ま
っ 

て
い
る
。
結
局
そ
れ
が
判
っ
て
、
自
分
の
う
ち
の
倉
で
腹
を
切
っ
て
死
ん
だ
。
そ 

の
倉
が
今
で
も
あ
る
。(
菅
原)

菅
原
の
山
男 
T
 - H
さ
ん
は
、
夜
昼
わ
ら
じ
を
ぬ
が
な
い
。
豆
腐
を
手
の
ひ 

ら
に
乗
せ
て
食
べ
る
。
食
っ
て
寝
て
い
る
だ
け
で
、
仕
事
は
し
な
い
。
女
に
手
を 

出
さ
な
い
。
お
っ
か
な
が
ら
れ
な
い
。(
菅
原)

馬
子 

東
海
道
の
話
と
い
う
が
、
昔
、
目
の
治
療
に
行
く
と
い
う
殿
さ
ま
を
馬 

に
乗
せ
た
と
こ
ろ
が
、
馬
子
の
衣
裳
を
見
て
殿
さ
ま
が
「夏
冬
が
、

一
緒
に
来
た 

か
、
こ
れ
馬
子
や
、

一
重
の
と
こ
も
あ
れ
ば
、
二
重
の
と
こ
も
あ
る
」
と
い
っ
て 

さ
わ
が
し
た
と
き
、
馬
子
は
あ
わ
て
ず
に
「夜
昼
が
一
緒
に
来
た
か
、
旦
那
さ
ま
、
 

起
き
て
い
る
目
も
あ
れ
ば
、
寝
て
い
る
目
も
あ
る
」
と
答
え
た
と
い
う
。
こ
の
馬 

子
は
後
に
大
へ
ん
出
世
し
た
と
い
う
。(

八
木
連)

力
持
ち
昔
の
人
だ
が
村
の
あ
る
人
は
、
米
俵
を
二
俵
背
負
っ
て
こ
ま
下
駄
で 

小
作
米
を
納
め
に
来
た
と
い
う
。
そ
の
人
は
二
十
貫
ば
か
り
を
自
分
の
手
で
つ
る 

し
て
俵
の
重
さ
を
は
か
っ
た
と
い
う
。(
上
高
田)

火
の
玉 

夕
方
妹
と
遊
ん
で
い
る
時
、
火
の
玉
が
ふ
わ
っ
と
飛
ん
で
お
寺
の
方 

へ
行
く
の
を
見
た
。
妹
と
一
諸
に
見
た
が
、
そ
の
時
死
ん
だ
人
が
い
た
。(

日
向)

不
思
議
な
話
一
昨
年
、
お
茶
摘
み
か
ら
帰
っ
て
来
た
ら
、
も
う
夕
方
だ
っ
た 

が
、
神
社
へ
行
く
道
に
白
い
シ
ャ
ツ
を
着
た
子
供
が
五
人
も
六
人
も
い
て
、
お
い 

で
お
い
で
を
し
て
い
る
の
で
行
っ
て
み
た
ら
、
だ
れ
も
い
な
い
。
こ
れ
は
大
変
だ 

ぞ
と
気
を
つ
け
て
早
く
帰
っ
て
来
た
の
で
何
事
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
化
か
さ
れ 

た
話
に
な
る
の
か
な
と
思
っ
た
。(

上
高
田
字
下
十
二)

化
か
さ
れ
た
話
、
中
里
の
藤
重
さ
ん
が
、
青
木
の
墓
で
け
も
の
に
化
か
さ
れ
て
、



墓
場
の
垣
根
に
首
を
突
っ
こ
ん
で
「
お
頼
み
申
し
ま
す
」
と
い
っ
て
頼
ん
で
い
た

と
い
う
。(
上
高
田)

お
寺
へ
行
っ
て
お
花
を
習
っ
て
い
る
時
、
仏
壇
で
ジ
ュ
ズ
が
落
ち
た
よ
う
な
音 

が
し
た
。
皆
で
ぞ
の
方
を
見
た
ら
人
が
立
っ
て
い
て
、
す
ぐ
に
消
え
た
。
居
合
せ 

た
七
人
が
み
ん
な
で
見
た
本
当
の
話
で
あ
る
。
あ
と
で
聞
く
と
そ
の
人
が
死
ん
だ 

時
刻
だ
っ
た
。(

諸
戸
字
日
向)

狐 

水
車
小
屋
で
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
提
灯
の
ろ
う
そ
く
の
火
が
パ
ッ
と
消 

え
た
の
で
、

つ
け
よ
う
と
思
っ
て
見
た
ら
、
予
備
の
ろ
う
そ
く
も
失
く
な
っ
て
い 

た
。
狐
の
し
わ
ざ
か
と
い
う
。(

諸
戸
字
木
戸•

久
保)

南
蛇
井 

吉
田
村
に
南
蛇
井(

現
富
岡
市)

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
あ
る
人 

が
き
て
、
「
み
な
み
へ
び
む
ら
と
は
な
ん
じ
や
い
」
と
い
っ
た
ら
、
そ
の
こ
と
を
聞 

か
れ
た
人
が
、
「
そ
う
で
す
」
と
い
っ
た
。
そ
し
た
ら
、
聞
い
た
人
が
、
「
お
ら
あ
、
 

わ
ざ
わ
ざ
聞
く
の
に
、
そ
ん
な
ほ
う(
答
え
方)

が
あ
る
か
い
」
と
お
こ
っ
た
っ 

て
。(

上
高
田
佐
藤
袈
裟
吉
氏
談)

岩
根
先
生 

あ
る
小
学
校
に
岩
根
先
生
と
い
う
先
生
が
赴
任
し
て
き
た
。
子
ど 

も
が
、
「先
生
、
な
ん
ち
ゅ
う
名
だ
い
」
と
聞
い
た
。
先
生
は
、
「
い
わ
ね
」
と
い
っ 

た
ら
、
子
ど
も
は
、
「
い
わ
な
け
り
や
い
い
や
い
」•
と
い
っ
て
お
こ
っ
た
っ
て
。(
上 

高
田)

四

ヽ

諺•

謎

㈠

諺

•

百
姓
仕
事 

百
姓
は
計
算
し
て
、
損
だ
損
だ
と
い
う
が
、
働
か
な
け
れ
ば
も
っ 

と
損
だ
。(

上
高
田)

噓
で
通
ら
ね
え
の
は
百
姓
だ
け
だ
。
百
姓
く
ら
い
ま
じ
め
な
仕
事
は
な
い
。
種 

を
ま
い
た
っ
て
い
っ
て
、
ま
か
な
き
や
出
な
い
。
肥
料
を
や
っ
た
っ
て
い
っ
て
、
 

や
ら
な
き
ゃ
収
穫
は
な
い
。(
菅
原)

鯨
が
鰯
に
追
わ
れ
る
ん
が
一
番
こ
わ
い
。
鰯
は
鯨
の
餌
だ
。
そ
の
餌
に
追
わ
れ 

る
と
い
う
の
は
、
百
姓
は
食
べ
物
が
足
り
な
く
な
る
の
が
、

一
番
こ
わ
い
と
い
う 

こ
と
だ
。(
菅
原)

「畑
の
手
入
れ
で
、
回
り
ご
せ
い
は
半
分
仕
事
が
す
む
」
と
い
う
。
畑
の
回
り 

を
て
い
ね
い
に
作
れ
ば
仕
事
の
半
分
は
済
ん
だ
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
あ 

る
。
又
、
「畑
の
手
入
れ
は
回
り
か
ら
し
ろ
」
と
も
い
う
。

「
い
る
と
こ
ろ
く
ぼ
む
」
と
い
い
、
人
が
多
勢
集
っ
た
と
こ
ろ
が
消
費
が
多
く 

ffl
を
す
る
。

「居
候
、
置
い
て
あ
わ
ず
居
て
あ
わ
ず
」
と
同
じ
こ
と
。(
中
里
字
北
山.

菅

原)
「米
一
升
、
粉
一
升
た
や
す
な
」

と
い
い
、
常
に
こ
れ
だ
け
は
備
え
て
置
け
と 

い
っ
た
。(

中
里
字
北
山.

菅
原)

人
の
気 

「百
日
の
ひ
で
り
も
い
ま
一
日
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
ど
ん
な 

こ
と
に
も
い
ろ
い
ろ
の
立
場
の
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。(
上
高
田)

ゴ
ゼ
ノ
シ
ョ
ン
ベ
ン 

う
す
い
茶
の
こ
と
。
ゴ
ゼ
は
唄
を
う
た
う
の
で
、
よ
く 

お
茶
を
飲
む
。
出
が
ら
し
に
な
っ
て
、
薄
い
水
ば
か
り
の
よ
う
な
茶
を
飲
む
ゴ
ゼ 

の
小
便
は
薄
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。(
古
立)

流

れ

川

に(
を)

棒
で
打
つ 

流
れ
川
を
棒
で
打
っ
て
も
、
ぴ
し
ゃ
ん
と
い
う 

と
ヽ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
や
り
っ
ぱ
な
し
。(
菅
原)

娘
の
見
置
き
と
草
の
見
置
き
は
す
る
な
。(
上
高
田)

中
野
谷
へ
嫁
に
行
く
か
、
は
だ
か
で
バ
ラ
を
し
よ
う
か
。(
大
蚕
を
す
る
所
な
の 

で
仕
事
が
き
っ
い)
(

諸
戸
字
日
向)

コ
ヌ
ヵ
三
合
あ
れ
ば
、
婿
に
行
く
な
。(

諸
戸
字
日
向)

「木
と
女
は
わ
れ
な
い
も
の
は
な
い
。
」
「女
と
薪
は
割
れ
な
い
も
の
は
な
い
。
」 

「木
元
、
竹
う
ら
、
篠
か
っ
ぱ
。
」
「
お
お
が
み
様
よ
り
、
む
り
ど
ん
が
こ
わ
い
。
」 

(
古
立)

高
田
田
の
中
、
米
の
中
。

千
駄
の
こ
や
し
、

一
夜
の
し
ん
。



ハ
マ
ク
リ
半
石(

は
ま
く
り
の
虫
が
つ
く
と
半
毛
に
な
る
意
。)
(

下
高
田) 

中
之
岳
の
三
束
雨
中
之
岳
か
ら
く
る
夕
立
は
ミ
ア
シ(

ー
ー
ー
歩)

で
来
る
の
で 

用
意
す
る
間
も
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
は
あ
ま
り
来
な
く
な
つ
て
い 

る
。(

上
高
田)

「上
州
の
嬝
天
下
に
屋
根
の
石
」
と
言
つ
た
。(
古
立)

上
州
名
物
ご
ぞ
ん
じ
な
い
か
、
か
か
あ
で
ん
か
に
、
屋
根
の
石
。(

下
高
田)

㈡

謎

な
ぞ 

な
ぞ
な
ぞ
遊
び
の
始
め
に
は
、
な
ん
き
り
ぼ
う
ち
ょ
う
、
き
り
ぼ
う
ち
ょ 

う
と
い
つ
た
。

な
ぞ
の
解
け
な
い
時
は
、
も
ん
じ
と
い
つ
た
。(
菅
原)

五

ヽ

命

名
•

方

言

㈠

命 

名

ヤ
ツ 

地
形
名
。
谷
状
に
な
つ
て
じ
め
じ
め
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
。
こ
の 

あ
た
り
で
ヤ
ッ(

谷
津)

と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
は
お
寺
ヤ
ッ.

稲
荷
ヤ
ッ.

う
し 

ろ
ヤ
ツ.

コ
ロ
ン
ザ
ワ
ヤ
ツ•

ト
ウ
カ
ヤ
ツ(

オ
ト
ウ
カ
が
す
ん
で
い
た
と
い
う)
. 

モ
ジ
ナ
ヤ
ッ(

二
〜
三
年
ま
え
ま
で
ム
ジ
ナ
が
す
ん
で
い
た)
.

明
戸
ヤ
ツ.

四
日 

ヤ
ッ.

コ
シ
ガ
ヤ
ッ
な
ど
が
あ
る
。(

下
高
田
字
新
光
寺)

地
名 

八
升
ま
き
、
山
の
下
、
て
つ
ぺ
ん
、
し
し
ご
や
、
お
ん
だ
し
、
天
沢(

あ 

ま
沢)

。(
北
山
菅
原)

オ

ネ

地

形

名

。
尾
根
状
に
つ
づ
い
て
い
る
高
い
と
こ
ろ
。
こ
の
あ
た
り
で
は 

中
オ
ネ
が
あ
る
。
十
日
ヤ
ッ
と
コ
ロ
ン
ザ
ワ
ヤ
ッ
の
間
で
あ
る
。(

下
高
田
字
新
光 

寺)
マ
マ 

耕
作
地
の
土
手
を
い
う
。(

下
高
田
字
新
光
寺)

ツ
ル
マ
キ 

旧
高
田
川
ぞ
い
の
段
崖
の
下
の
湿
地
で
、
洪
水
で
お
し
な
が
さ
れ

た
り
し
た
こ
と
も
あ
る
と
こ
ろ
。(

下
高
田
字
新
光
寺)

オ
シ
ダ
シ 

山
が
ク
エ
テ
お
し
だ
し
た
と
こ
ろ
。(

下
高
田
字
新
光
寺)

妙
義
の
七
ゲI

卜 

宮
ゲ
ー
ト•

豆
ゲ
ー
ト•

西
ゲ
ー
ト•

平
ゲ
ー
ト•

高
ゲ
ー 

卜
•

小
屋
ゲ
ー
ト
な
ど
、
ケ
ー
ト
(

谷
戸)

の
地
名
が
あ
る
。(
諸
戸
字
日
向) 

苗
字 

北
山
菅
原
の
苗
字
は
、
岡

田,

中

山•

清

水•

島

田.

森

木•

悴
田
。
 

(
中
里
字
北
山.

菅
原)

風
名 

ツ
ム
ジ
風
は
春
先
吹
く
。
ツ
ナ
ミ
風
は
北
東
か
ら
吹
く
。

ニ
シ
カ
ゼ
は 

妙
義
方
向
か
ら
吹
く
。(

下
高
田
字
本
村)

星
名 

サ
ン
ジ
ョ
ウ
ホ
シ
は
オ
リ
オ
ン
の
三
つ
星
。
ヒ
シ
ャ
ク
ホ
シ
は
北
斗
七 

星
。
ヒ
グ
レ
ニ
ュ
ウ
ド
ウ
サ
マ
は
宵
の
明
星
。
チ
カ
ボ
シ
は
月
の
ご
く
そ
ば
に
出 

る
星
で
、
あ
ん
ま
り
月
に
近
づ
く
と
人
が
死
ぬ
と
い
う
。(

下
高
田
字
本
村)

㈡

方 

言

ヤ
ッ
ト
コ
セ
—

せ
み
の
幼
虫
。(

下
高
田
字
本
村)

ヒ
イ
ロ
グ
チ 

草
木
の
芽
が
出
は
じ
め
た
時
、
姪
の
ロ
の
よ
う
に
見
え
る
。(

菅

原)
カ
マ
イ
タ
チ 

ツ
ム
ジ
風
が
巻
い
て
ご
み
を
持
ち
上
げ
て
吹
く
と
、
足
が
鎌
の 

形
に
切
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
カ
マ
イ
タ
チ
と
い
う
。(

諸
戸
字
日
影)

ヒ
ネ
ジ
イ
サ
ン 

曽
祖
父
。(
菅
原)

バ
カ
水 

川
の
水
が
急
に
出
て
来
る
こ
と
を
バ
カ
水
と
か
、
テ
ッ
ポ
ウ
水
と
呼 

ん
で
い
た
。(
古
立)

カ
ラ
ツ
ケ
—
リ 

た
わ
ら
っ
ぱ
ぎ
。

ア
タ
マ
ノ
ミ
ゾ
オ
チ 

ひ
よ
め
き
。

ド
オ
ッ
パ
ナ
青
っ
ぱ
な
。

ミ
チ
ワ
ス
レ
グ
サ 

ひ
が
ん
ば
な
。
葉
は
熱
を
出
す
の
で
、
さ
つ
ま
の
苗
間
に 

カ
マ
ク
ラ
チ
ョ
ウ 

あ
げ
は
蝶
。(
菅
原)

ヤ
キ
モ
チ
ヤ
キ 

沢
庵
な
ど
の
漬
け
も
の
を
切
っ
た
時
、
よ
く
切
れ
ず
に
、

つ



な
が
っ
て
い
る
も
の
。(
菅
原)

シ
キ
セ
つ
ぎ
を
当
て
る
こ
と

ナ
ル
イ 

坂
が
な
る
い
な
ど
、
ゆ
る
や
か
の
意
。

油
ダ
ク
ネ
ン 

油
の
無
駄
づ
か
い
。(
諸
戸
字
日
影)

ト
ク
セ
エ
沢
山
あ
る
こ
と
。

ミ
ヨ
リ
ガ
エ
シ 

原
価
の
三
倍
に
売
る
こ
と
。

ク
マ
ン
く
ま
ん
蜂
。

ブ
ン
ゾ
ウ
豆
さ
や
え
ん
ど
う
。

ト
ウ
ジ
ン
ボ
物
乞
い
す
る
人
。

カ
ン
ジ
ン
物
乞
い
す
る
人
。

チ
ュ
ウ
ド
そ
の
頃
。(

行
沢)

厶
ツ
厶
ッ
ス
ル 

む
し
暑
い
。

ラ
チ
ガ
ア
イ
タ
は
か
ど
っ
た
。

コ
マ
ワ
リ 

割
り
当
て
仕
事
。
そ
の
仕
事
が
す
め
ば
遊
ん
で
い
い
。
 

オ
マ
ン
ゴ
ト
ま
ま
ご
と
。

才
客
ツ
コ
お
客
様
ご
っ
こ
。

メ
タ
メ
タ
ど
ん
ど
ん
。

ト
ク
セ
エ
大
変
多
い
。

コ
ト
コ
ス
ル 

こ
と
を
す
る
。

厶

シ
(

昔
は
語
尾
に
つ
け
た
。)

昔
は
こ
こ
で
も
ム
シ(

「
ね
」
と
同
義
語)

と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
た
。(
諸

戸
字
日
向)

挨
拶 

朝
、
お
早
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
昼
、
今
日
は
。
夕
、
お
つ
か
れ
で
ご
ざ 

い
ま
す
。
雨
、

い
い
お
し
め
り
だ
の
う
。
弱
っ
た
お
し
め
り
だ
の
う
。
大
降
り
で 

し
た
ね
。
風
、
う
ん
と
荒
れ
た
の
う
。
え
ら
い
荒
れ
だ
っ
た
の
う
。
盆
、
お
さ
む 

し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
死
亡
、
と
ん
だ
お
ま
ち
が
い
で
し
て
。
御
愁
傷
様
で
す
。
 

年
始
、
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま 

す
。(
菅
原)

日
常
の
あ
い
さ
つ

朝 

お
早̂

6

う
ご
ざ
い
ま
す
。

年
よ
り
は
「
お
早
よ
う
が
ん
す
」
「
お
は
よ
う
さ
ん
」

昼

十

時

す

ぎ

ご

ろ

か

ら

「今
日
は
」
「
コ
ン
チ
ハ
」

夕

お

疲

れ

で

す

。
「
お
晩
で
す
」
は
少
い
。

夜

今

晩

は

。(

上
高
田
字
上
十
二)

天
候
に
よ
る
挨
拶

晴
れ
の
日 

「
い
い
お
天
気
で
す
」
「
い
い
天
気
が
続
く
の
う
」
 

曇
り
の
日 

「
し
よ
う
が
ね
え
天
気
で
す
」
「降
っ
ち
ゃ
あ
困
る
の
う
」 

雨
の
日 

「今
日
は
大
降
り
で
す
」
「降
っ
て
よ
か
っ
た
ね
」

風
の
日 

「
「悪
い
風
だ
の
う
」
「
よ
く
吹
く
の
う
」

農
作
業
中 

「
で
き
ぐ
あ
い
は
ど
う
だ
ね
」(

上
高
田
字
上
十
二)

祝
い
事
の
挨
拶

結
納 

「今
日
は
」
で
家
の
中
へ
入
り
、
座

敷

で

「
こ
ち
ら
で
は
結
納
で
お
め 

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
。

結
婚
式 

「本
日
は
吉
日
で
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

出
産 

「
よ
く
お
軽
く
な
っ
た
よ
う
で
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
「
こ
ち
ら
で 

は
お
に
ぎ
や
か
に
な
っ
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
。(

上
高
田
字
上 

十
二)

不
幸
の
と
き
の
挨
拶

お

悔

み(

弔
問)

組
の
人
何
人
か
そ
ろ
っ
て
行
き
、

一
人
が
ロ
を
開
い
て
「
お 

聞
き
申
せ
ば
〇
〇
さ
ん
が
な
く
な
っ
た
そ
う
で
御
愁
傷
さ
ま
で
す
」
と 

い
っ
て
み
ん
な
で
頭
を
下
げ
る
。

お

悔

み(

翌
日) 

「
ま
す
ま
す
御
愁
傷
さ
ま
で
す
」

葬

式

の

日

「御
出
棺
に
つ
き
ま
す
ま
す
御
愁
傷
さ
ま
で
す
」

初
七
日 

「今
日
は
ヒ
ト
七
日
で
お
さ
び
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
」

七

七

供

養(

五
七
供
養) 

「今
日
は
四
十
九
日(

三
十
五
日)

で
、
ご
て
い
ね 

い
な
御
供
養
を
い
た
だ
き
ま
し
て
御
愁
傷
さ
ま
で
す
」



■/!r

新
盆 

「新
盆
で
思
い
出
し
て
御
愁
傷
さ
ま
で
す
」
昔
の
年
よ
り
は
「新
盆
で 

が
ん
し
て
御
厄
介
で
が
ん
す
」
と
い
っ
た
。

火
事
、
交
通
事
故 

「
と
ん
だ
御
災
難
で
…
」

近
火
見
舞 

「ご
近
所
の
御
災
難
で
…
」

あ
と
の
方
は
は
っ
き
り
い
わ
な
い
と
い
ぅ
。(

上
高
田
字
上
十
二)

呼
び
か
け

夫
か
ら
妻
へ 

オ
イ

妻
か
ら
夫
へ 

ト
ウ
チ
ャ
ン 

オ
ト
ウ
チ
ャ
ン

父
か
ら
子
へ 

名
前
を
呼
ぶ

母
か
ら
子
へ 

同

子
か
ら
父
へ 

チ
ャ
ン
、
オ
ト
ッ
ツ
ア
ン

子
か
ら
母
へ 

カ
ア
ヤ
ン
、
オ
ッ
カ
サ
ン

家
族
か
ら
祖
父
母
へ 

オ
ジ
イ
サ
ン
、
オ
バ
ア
サ
ン

祖
父
母
か
ら
家
族
へ 

名
前
を
呼
ぶ
。(

上
高
田
字
上
十
二)

呼
称

祖
父 

オ
ジ
イ
サ
ン

祖
母 

オ
バ
ア
サ
ン

父 

ト
ウ
チ
ャ
ン
オ
ト
ッ
ツ
ア
ン

母 

オ
ッ
カ
サ
ン

兄 

ア
ニ
イ
ア
ニ
キ

姉 

ア
ネ
エ
ア
ネ
ゴ

弟 

名
前
を
よ
び
つ
け

妹 

名
前
を
よ
び
つ
け(

上
高
田)

鳥
の
鳴
き
声 

ヒ
ト
ト
は
「
セ
ッ
ク
、
セ
チ
マ
ニ
、
モ
チ
ツ
イ
テ
、
ピ
イ
ッ
チ 

ヤ
」
と
鳴
く
と
い
っ
た
。
罠
で
取
れ
た
。(
古
立)



妙
義
町
の
民
家

は

じ

め

に

こ
の
調
査
は
、
次
の
よ
ぅ
な
四
段
階
に
分
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
第
一
段
階
は
、
 

老
人
ク
ラ
ブ
の
皆
さ
ん
の
お
世
話
に
な
っ
て
、
古
い
家
、
明
治
末
年
頃
ま
で
に
建 

て
ら
れ
た
比
較
的
新
し
い
家
で
も
特
徴
の
あ
る
家
、
あ
ま
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
が 

こ
の
際
ぜ
ひ
み
て
も
ら
っ
て
ほ
し
い
と
思
わ
れ
る
家
な
ど
を
、
町
内
す
べ
て
の
地 

区
か
ら
と
り
あ
げ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
結
果
、
町
内
全
域
か
ら
七
十
二
棟
の
民

家
が
、
町
教
委
事
務
局
に
報
告
さ
れ
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。

第
二
段
階
は
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
七
十
二
棟
の
民
家
を
、

一
日
で
下 

見
調
査
を
で
き
る
量(
約
三
十
楝)

に
絞
る
作
業
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
町
教 

委
事
務
局
で
お
こ
な
っ
た
。

第
三
段
階
は
、
第
二
段
階
で
三
十
棟
に
絞
ら
れ
た
民
家
を
、
筆
者
が
一
軒 

ず
つ
順
次
訪
門
し
、
外
観• 
土
間•

大
黒
柱
な
ど
を
直
接
見
せ
て
い
た
だ
く
と- 

同
時
に
、
遺
構
の
建
造
年
代
等
の
簡
単
な
聞
き
取
り
も
行
な
い
、
最
終
調
査 

の
対
象
と
な
る
民
家
を
筆
者
自
身
が
選
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一 

般
に
下
見
調
査
と
い
い
、
表
—1

に
示
し
た
三
十
一
棟
に
つ
い
て
、
下
見
を 

お
こ
な
つ
た
。

下
見
調
査
は
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
九
日
町
教
委
の
島
田
保
氏.

石
井
清 

和
氏
の
ご
案
内
で
実
施
し
た
。
な
お
、
下
見
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
民
家
所 

有
者
に
は
、
事
前
連
絡
も
な
く
突
然
訪
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
好
意
的
に 

迎
ぇ
て
い
た
だ
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
親
切
に
家
歴
等
を
語
っ
て
く
れ
た
人 

達
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
に
表
—1

の
民
家
所
有
者
に
対
し
て
、
心
か
ら
厚
く

お
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

下
見
調
査
の
結
果
、
十
一
棟
の
最
終
調
査
民
家
を
選
定
し
た
。

最
終
調
査
は
、
対
象
と
な
っ
た
十
一
棟
の
民
家
の
現
状
平
面
図.

痕
跡
図.

復 

原
平
面
図•

復
原
断
面
図
を
採
取
し
、
遺
構
内
外
の
写
真
を
撮
り
、
遺
構
の
建
造 

年
代
や
家
歴
等
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
な
ど
を
実
施
し
た
。

な
お
、
最
終
調
査
に
際
し
て
は
、
上
毛
歴
史
建
築
研
究
所
研
究
員
田
島
豊
穂
氏 

に
、
断
面
図
の
採
取
を
協
力
し
て
い
た
だ
き
、
藤
岡
工
業
高
校
教
諭
池
田
修
氏
に 

は
、
計
測
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

表一1地域別下見調査対象民家

地

区

名
 

民
家
所
有
者
名(

敬
称
略) 

棟
数 

中 

里

藤

井

侃
 

1
 

古 

立

田

村

武
 

1
 

行 

沢

秋

山

恵

助 

1
 

i
r
M
 

須
貝
佳
孝•

石
井
直
人•

中
山
浅
男•

竹
田
幸
義•

掛
川
満
弥 

7
 

菅 

原

中

沢

治

年
.

清
水
敏
男 

7
 

諸 

戸

佐

藤

博
.

市
川
辰
広•

関

重

一 

3
 

妙 

義

佐

藤

公
.

岡
部
高
喜 

2
 

大 

牛

佐

藤

新

太

郎 

1
 

上

高

田

清

水

正

久
.

清
水
和
夫.

佐
藤
一
志.

高
橋
泰
弘 

4
 

K
 
s
 
H

赤

尾

勉
.

赤
尾
博
明.

佐
藤
好
風.

山

田

弘
.

広

木

勇
 

8
 

T
 

E

矢
島
寿
明•

矢
島
一
男.

藤
井
照
治 

8
 

八

木

連

岩

井

祐

平
.

岩
井
謹
治.

小
島
敏
康 

3
-

総

合

計

棟

数

31I



た
ぃ
。

ま
た
、
最
終
調
査
の
対
称
と
な
っ
た
十
一
棟
の
民
家
所
者
に
は
、
ご
多
忙
中
に 

も
か
か
わ
ら
ず
、
家
の
隅
々
ま
で
開
放
し
、
心
良
く
見
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に 

対
し
て
、
ま
こ
と
に
頭
の
下
る
思
い
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
衷
心
よ
り
感
謝
の
意
を 

表
す
る
次
第
で
あ
る
。(

桑

原

稔
)

一
、
調
査
民
家
の
分
類

H

間
取
か
ら
み
た
分
類

最
終
調
査
を
実
施
し
た
十
一
棟
の
民
家
を
、
復

原

平

面(
建
造
当
初
の 

間
取)

か
ら
分
類
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
 

三
間
取
の
民
家
—

「広
間
型
の
民
家
」
と
仮
称
す
。

② 

喰
違
四
間
取
の
民
家

③
 

四
室
よ
り
間
取
の
多
い
民
家i

「多
間
取
の
民
家
」
と
仮
称
す
。
 

以
上
の
三
つ
の
平
面
形
式
に
属
す
る
最
終
調
査
民
家
を
あ
げ
る
と
、
表

-
2

の
よ
う
で
あ
る
。

㈡

職
業
か
ら
み
た
分
類

最
終
調
査
民
家
十
一
棟
を
、
江
戸
時
代
の
職
業
か
ら
分
類
す
る
と
、
次 

の
よ
う
で
あ
る
。

① 

農
業

② 

武
士

③ 

商
業

農
業
を
当
時
の
役
職
等
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
分
類
す
る
と
、

一
般
農
民 

(
本
百
姓)

と
考
え
ら
れ
る
家
五
戸
、
組
頭
一
戸
、
名
主
三
戸
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
表I
3

の
よ
う
で
あ
る
。

ー
ー
ヽ
編

年

の

指

標

十
一
棟
の
最
終
調
査
民
家
の
ぅ
ち
、
裏
付
け
の
あ
る
伝
承
な
ど
に
ょ
り
、
建
造 

年
代
を
明
ら
か
に
で
き
た
も
の
は
、
岩
井
謹
治
家.

岩
井
祐
平
家.

佐
藤
好
風
家. 

藤
井
侃
家•

岡
部
高
喜
家
の
五
棟(
約
四
五%
)

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
他
に 

裏
付
け
を
と
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
伝
承
に
ょ
っ
て
建
造
年
代
を
ほ
ぼ
推
定
で
き 

た
も
の
は
、
須
貝
佳
孝
家
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
十
一
棟
の
最
終
調
査
民
家
の 

ぅ
ち
、
六
棟(
約
五
五％
)

の
建
造
年
代
が
判
明
あ
る
い
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ 

た
わ
け
で
あ
り
、
過
半
数
を
占
め
た
。

表一 2 平面形式別最終
調査民家

平

面

形
 

式

名 

最
終
調
査
民
家 

棟

_

数 

広 

間 

型 

矢
島
一
男
家.

竹
田
幸
義
家.

掛

川

満

弥

家1

3
 I

 

食

塞
3

南

仅 

中
山
浅
男
家•

佐

藤

博

家
•

須
貝
佳
孝
家 

5
 

喰

違

四

良

取

岩

井

謹

治

家
.

岡
部
高
喜
家

多 

間 

取 

岩
井
祐
平
家.

佐
藤
好
風
家•

藤

井

侃

家
I

 3

総

合

計

棟

数
 

—

111
—

表一3職業別の最終調査

民家

職 

業 

名 

最
終
調
査
民
家 

棟

数

|  
g
 
5

生 

矢
島
一
男
家.

佐

藤

博

家
*

須
貝
佳
孝
家 

5
 

業 

本

百

姓
 

岩
井
謹
治
家.

藤

井

侃

家 

_
_
_
_
_

 

組 

頭 

佐
藤
好
風
家 

1
 

農 

名 

主 

竹
田
幸
義
家.

中
山
浅
男
家•

岩
井
祐
平
家 

3
 

武 

士 

掛
川
満
弥
家 

1
 

商 

業 

岡
部
高
喜
家 

1



こ
れ
ら
の
遺
構
の
原
形
に
み
ら
れ
る
各
種
の
建
築
的
特
徴
と
、
建
造
年
代
不
明 

な
遺
構
の
原
形
に
み
ら
れ
る
平
面.

構
造
を
は
じ
め
、
細
部
の
示
す
各
種
の
特
徴 

等
を
比
較
、
検
討
し
て
編
年
の
指
標
を
求
め
、
平
面
形
式
別
に
に
区
分
し
、
か
つ 

階
層
差
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、
編
年
系
列
を
つ
く
る
と
表
—4

の
ょ
ぅ
に
な
る
。

次
に
表
—4

に
お
い
て
、
三
つ
の
間
取
形
式
に
区
分
さ
れ
た
農
家
遺
構
九
棟
と
、
 

武
士
の
家
楝.

町
家
遺
構
一
棟
に
つ
い
て
、
建
築
的
解
説
や
伝
承
等
を
記
述
す
る
。
 

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
復
原
平
面
図
に
記
さ
れ
て
い
る
室
名
は
、
調
査
時
点
に
お
け

る
そ
の
家
の
呼
び
方
を
尊
重
し
て
、
家
人
の
発
音
に
忠
実
に
記
す
よ
ぅ
心
が
け
た
。
 

し
た
が
っ
て
同
じ
間
取
の
、
同
じ
位
置
の
室
名
で
も
家
が
異
な
れ
ば
、
呼
び
方
も 

異
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
ご
承
知
願
い
た
い
。
ま
た
、
各
家
の 

解
説
の
と
こ
ろ
で
は
、
禁
忌
作
物
や
正
月
三
力
日
の
家
例
な
ど
、
そ
の
家
に
伝
わ 

る
長
年
の
し
き
た
り
な
ど
も
極
力
記
述
す
る
よ
ぅ
心
が
け
た
。
そ
れ
は
そ
の
家
の 

昔
の
生
活
ぶ
り
や
系
譜
を
、
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら 

で
あ
る
。



三
、
農 

家

㈠

広
間
型
の
民
家

十
一
棟
の
最
終
調
査
民
家
中
、
広
間
型
に
属
す
る
民
家
は
、
三
棟(
約
二
十
七％
)
 

で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
三
棟
の
中
に
は
、
武
士
の
家
一
棟
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
 

こ
れ
を
除
外
す
る
と
、
農
家
遺
構
九
棟
の
中
で
、
広
間
型
に
属
す
民
家
は
二
棟
と 

い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
占
め
る
割
合
は
、
農
家
遺
構
中
の
約
二
十
二%

と
い
う 

こ
と
に
な
る
。

こ
の
二
棟
の
示
す
復
原
平
面
図
お
ょ
び
復
原
断
面
図
は
、
図
—1

の
ょ
う
で
あ 

る
〇矢

島I

男

家
(

写
真1
)

は
復
原
す
る
と
、
梁
間
四
間
、
桁
行
六
間
半
の
下
手

に
、
一
間
半
の
オ
ロ
シ
を
つ
け
た
も
の
で
、
 

オ
ロ
シ
の
表
側
寄
り
に
ウ
マ
ャ
を
設
け
て 

い
た
。
屋
根
は
切
妻
造
り
で
、
ト
タ
ン
葺 

き
で
あ
る
。
し
か
し
昭
和
四
十
五
年
ま
で 

は
、
葺
き
板
の
上
に
石
を
の
せ
た
屋
根
で
、
 

「
イ
タ
ブ
キ
ヤ
ネ
」
と
呼
ん
で
い
た
と
い 

ぅ
。
イ
タ
ブ
キ
ャ
ネ
は
時
々
葺
き
替
え
ね 

ば
な
ら
ず
、
そ
の
時
は
近
所
の
人
達
が
手 

伝
い
あ
っ
て
葺
い
た
。
こ
の
よ
ぅ
に
近
所 

の
人
達
が
手
伝
い
あ
っ
て
屋
根
を
葺
い
た 

り
、
家
を
建
て
た
り
す
る
こ
と
を
、
当
地 

で
は
「
オ
テ
ン
マ
イ
エ
」
と
呼
ん
で
い
る
。

間
取
を
み
る
と
桁
行
の
ほ
ぼ
半
分
の
下

手
を
土
間
と
し
、
こ
れ
よ
り
上
手
を
床
上
と
す
る
。
土
間
は
ダ
ィ
ド
コ
と
呼
び
、
 

こ
れ
に
そ
っ
て
梁
間
い
っ
ぱ
い
に
わ
た
る
広
々
と
し
た
室
を
と
り
、
ザ
シ
キ
と
称 

す
。ザ

シ
キ
の
裏
側
土
間
寄
り
は
、
約
三
尺
角
の
ユ
ル
リ
を
設
け
、
大
黒
柱
よ
り
裏 

側
の
ザ
シ
キ
上
部
は
天
井
を
張
ら
ず
に
、
吹
き
抜
け
に
し
て
い
た
。
ザ
シ
キ
の
裏 

側
は
ト
ダ
ナ
を
約
一.

五
尺
位
突
き
出
し
、
上
手
は
下
側
を
物
入
れ
に
し
、
上
側 

を
仏
壇
に
し
て
い
た
。
仏
壇
の
上
部
で
は
、
ザ
シ
キ
内
に
突
き
出
す
よ
ぅ
に
奥
行 

一
尺
程
度
の
板
を
張
り
渡
し
、
こ
の
上
部
を
神
棚
に
し
て
い
た
。

ザ
シ
キ
表
は
、
中
央
に
柱
を
た
て
、
こ
の
柱
よ
り
上
手
を"

サ
マ"

に
し
て
い 

る
。
サ
マ
と
は
、
敷
居
を
床
か
ら
一 
•

五
尺
ほ
ど
高
い
位
置
に
据
え
、
敷
居
下
に 

土
壁
を
つ
け
、
敷
居
上
に
格
子
棒
を
嵌
め
た
連
子
窓
の
こ
と
を
い
い
、
こ
こ
か
ら 

内
外
へ
出
入
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
ぅ
な
サ
マ
は
開
口
部
に
み
ら
れ 

る
古
い
装
置
の
一
つ
で
、
特
に
ザ
シ
キ
や
デ
ェ
に
サ
マ
を
残
す
遺
構
は
、

一
八
世 

紀
中
期
以
前
の
古
い
遺
構
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

ザ
シ
キ
の
上
手
は
、
表
側
を
デ
ェ
と
称
し
、
裏
側
を
ヘ
ヤ
と
呼
ん
で
い
る
。
デ

〔図1〕
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ェ
の
表
は
、
ザ
シ
キ
と
同
様
に
中
間
に
柱
を
た
て
、
上
手
を
サ
マ
に
し
て
い
る
。
 

デ
ェ
の
機
能
は
客
室
で
あ
り
、
冠
婚
葬
祭
時
の
主
室
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
民
家 

に
お
い
て
、
最
も
早
く
畳
が
敷
き
つ
め
ら
れ
る
の
は
デ
ェ
で
あ
り
、
ト
コ
を
備
え 

る
の
も
デ
ェ
で
あ
る
。
当
家
の
デ
ェ
は
、
す
で
に
ト
コ
を
備
え
、
畳
も
敷
き
つ
め 

ら
れ
て
い
た
。

ヘ
ヤ
の
機
能
は
、
寝
室
で
あ
っ
た
。

ヘ
ヤ
は
ザ
シ
キ
側
に
幅
一
間
の
出
入
口
を 

開
く
だ
け
で
、
す
べ
て
土
壁
で
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ヤ(
寝
室) 

の
閉
鎖
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
遺
構
の
建
造
年
代
が
、
古
い
と
い 

う
証
拠
で
も
あ
る
の
だ
。

古
い
時
代
の
寝
室
は
、
現
在
の
よ
う
に
フ
ト
ン
を
敷
い
て
就
寝
す
る
の
で
は
な 

く
、
フ
ト
ン
の
代
わ
り
に
干
草
や
藁
を
敷
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
古
い
時
代
の
寝 

室
が
、
壁
で
囲
わ
れ
た
大
き
な
理
由
は
、
寝
室
に
敷
か
れ
た
干
草
や
藁
が
、
室
外 

へ
は
み
出
さ
な
い
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
が 

新
し
く
な
っ
て
、
敷
ブ
ト
ン
を
敷
い
て
寝
る
よ
う
に
な
る
と
、
敷
草
が
室
外
に
は 

み
出
す
心
配
も
な
く
な
っ
て
、
寝
室
は
次
第
に
開
放
的
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
 

当
家
は
ヘ
ヤ
を
閉
鎖
的
に
造
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寝
室
に
敷
草
を
用
い
て
就 

寝
し
た
時
代
の
遺
構
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
当
遺
構
の
建
造
年
代
は
、

い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。
当
家
は
建 

造
年
代
を
示
す
棟
札.

古
文
書
等
の
記
録
を
残
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
伝
承
に 

よ
れ
ば
、
遺
構
の
下
は
、
天
明
三
年(

一
七
八
三)

浅
間
山
大
噴
火
の
灰
を
か
ぶ
っ 

て
い
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
、
復
原
さ
れ
た
各
種
の
建
築
的
特
徴
よ
り
、
当
遺
構 

の
建
造
年
代
を
推
定
す
る
と
、
お
よ
そ
一
八
世
紀
初
頭
頃
ま
で
溯
る
も
の
と
み
て 

よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
当
家
は
正
月
三
力
日
に
、
餅
を
食
べ
ら
れ
な
い
習
わ
し
で
あ
る
。
す
な 

わ
ち
、
正
月
三
力
日
の
朝
は
ソ
バ
を
食
べ
、
正
月
神
に
も
ソ
バ
を
進
ぜ
、
門
松
に 

も
ソ
バ
を
箸
で
つ
ま
ん
で
タ
ケ
る
習
慣
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
正
月
三
力
日
の 

夜
は
、
麦
飯
に
ト
ロ
ロ
を
か
け
て
食
べ
る
習
わ
し
で
あ
り
、
正
月
三
力
日
の
食
事 

は
、
年
男
と
い
っ
て
戸
主
が
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
先
祖
理
平

次
は
関
流
の
和
算
家
で
、
現
在
で
も
「算 

術
導
書
」(

明
治
二
十
年)

や
算
木
が
保
存 

さ
れ
て
い
る
。

竹
田
幸
義
家(

写
真2
)

は
梁
間
三
間 

半
、
桁
行
七
間
の
規
模
で
、
丁
度
桁
行
の 

半
分
で
土
間
と
床
上
に
区
分
し
て
い
る
。
 

ザ
ス
キ
で
は
中
央
部
よ
り
や
や
裏
側
寄
り 

に
ユ
ル
リ
を
設
け
、
矢
島
家
と
同
様
に
大 

黒
柱
よ
り
裏
側
の
ザ
ス
キ
上
部
は
天
井
を 

張
ら
ず
に
吹
き
抜
け
に
し
て
い
た
。

ザ
ス
キ
の
表
側
に
も
矢
島
家
と
同
様
に
、
 

中
間
に
柱
を
た
て
、
こ
の
上
手
に
サ
マ
を 

残
し
て
い
る
。
デ
ェ
の
表
側
は
、

一
間
半

の
幅
し
か
な
い
が
、
差
鴨
居
を
用
い
て
お
り
、
新
し
い
特
徴
を
示
し
て
い
る
。

ナ
ン
ド
は
寝
室
で
あ
り
、

一
坪
半
の
広
さ
し
か
な
い
。
し
か
し
、
当
遺
構
の
場 

合
も
、
ザ
ス
キ
側
に
開
か
れ
た
出
入
口
以
外
は
、
す
べ
て
土
壁
で
囲
わ
れ
て
い
た
。
 

デ
ェ
は
六
畳
の
広
さ
し
か
な
い
。
し
か
し
、
上
手
に
は
ト
コ
を
備
え
て
い
た
。
 

当
遺
構.
の
大
黒
柱
は
、
土
間
側
を
チ
ョ
ー
ナ
仕
上
げ
に
し
、
他
を
ヵ
ン
ナ
で
仕
上 

げ
た
も
の
で
、
逃
げ
も
な
い
。

伝
承
に
よ
れ
ば
、
当
主
の
三
代
前
の
先
祖
が
、
軒
高
を
全
体
に
約
三
尺
ほ
ど
上 

げ
た
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
遺
構
の
建
造
に
関
す
る
記
録•

伝
承
な
ど
は
な
い
と 

い
う
。

復
原
さ
れ
た
建
築
の
各
種
特
徴
な
ど
か
ら
、
当
遺
構
の
建
造
年
代
を
推
定
す
る 

と
、
お
よ
そ
一
八
世
紀
中
期
頃
ま
で
溯
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
当
家
は
江
戸
時 

代
に
名
主
役
を
勤
め
て
い
た
と
伝
え
て
い
る
。

㈡

喰
違
四
間
取
の
民
家

十
一
棟
の
最
終
調
査
民
家
の
う
ち
、
喰
違
四
間
取
の
民
家
は
五
棟
で
あ
っ
た
か

〔写真2〕竹田幸義家(菅原)



ら
、
そ
の
割
合
は
約
四
十
五%

で
あ
る
。
 

し
か
し
、
十
一
棟
の
中
に
は
武
士
の
家
と 

町
家
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
棟
ず
つ
含
ん
で
い 

る
の
で
、
こ
れ
ら
を
除
外
し
た
農
家
だ
け 

の
場
合
で
み
る
と
、
九
棟
中
四
棟
が
喰
違 

四
間
取
の
民
家
と
い
ぅ
こ
と
に
な
り
、
農 

家
中
に
占
め
る
割
合
は
約
四
十
四%

で
あ 

る
〇四

棟
の
喰
違
四
間
取
民
家
の
示
す
、
復 

原
平
面
図
お
ょ
び
復
原
断
面
図
は
、
図
— 

2

の
ょ
ぅ
で
あ
る
。

中
山
浅
男
家(
写
真3
)

に
は
、
明
治 

三
十
八
年
に
描
か
れ
た
「家
相
略
図
」
な

る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
家
相
略
図
に
よ
れ
ば
、
当
遺
構
の
規
模
は
、
奥
行(
梁
間) 

四
間
四
尺
、
間
口
八
間
二
尺
で
あ
り
、
実
測
値
と
も
合
致
す
る
。

遺
構
を
復
原
す
る
と
、
大
黒
柱
に
接
し
て
イ
ド
コ
と
ダ
イ
ド
コ
の
間
に
幅
三. 

七
五
尺
の
ト
ダ
ナ
が
設
備
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
イ
ド
コ
の
裏
側
下
手
の
一
間
は
、
 

引
違
い
の
建
具
を
嵌
め
、
こ
こ
か
ら
裏
側
の
細
長
い
室(

カ
ゲ)

へ
出
入
り
で
き 

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
家
相
略
図
に
は
大
黒
柱
に
接
し
た
ト
ダ
ナ
を 

描
い
て
お
ら
ず
、
後
者
の
部
分
に
は
ト
ダ
ナ
を
描
い
て
い
る
の
で
、
イ
ド
コ
か
ら 

直
接
カ
ゲ
の
室
へ
出
入
り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
家
相
略 

図
よ
り
遺
構
の
方
が
古
い
も
の
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
家
相
略 

図
に
よ
れ
ば
、
大
黒
柱
よ
り
裏
側
は
、
幅
一
間
の
板
張
床
を
土
間
に
張
り
出
し
、
 

こ
こ
に
も
ユ
ル
リ
を
設
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
後
補
の
も
の
で
、
建
造
当 

初
は
、
こ
の
よ
う
な
施
設
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

当
家
に
伝
わ
る
最
古
の
位
牌
は
、
文
化
六
年(

一
八
〇
九)
.

同

七

年(

一
八
一

〇)

の
も
の
で
あ
る
。

遺
構
の
復
原
さ
れ
た
各
種
の
建
築
的
特
徴
よ
り
推
察
す
る
と
、
当
遺
構
は
一
八

〔写真3〕中山浅男家(菅原)
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世
紀
末
期
頃
に
建
造
さ
れ
た
も
の
と
み
て
妥
当
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
当
家
の
先
祖
は
、
江
戸
時
代
に
名
主
役
を
勤
め
て
い
た
と
い
う
。
当
遺 

構
は
、
寝
室
で
あ
る
ナ
ン
ド
に
ト
コ
や
ト
ダ
ナ
の
設
け
ら
れ
た
比
較
的
早
い
例
で 

あ
る
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
名
主
で
あ
っ
た
た
め
、
ナ
ン
ド
と
デ
ェ
を
続
き
座 

敷
と
し
て
使
用
す
る
生
活
要
求
を
早
く
か
ら
包
含
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で 

あ
ろ
う
。

佐

藤

博

家(

写
真4
)

は
、
梁
間
四
間
四
尺
、
桁
行
七
間
半
余
り
で
、
当
初
力 

ン

ヤ
(
草
葺
屋
根)

で
あ
っ
た
。
先
祖
の
八
十
一(

明
治
十
七
年
生
、
昭
和
十
八 

年
没)

が
大
正
元
年
頃
葺
き
板
の
上
に
石
を
の
せ
た
「
ィ
タ
ヤ
ネ
」
に
改
造
し
、
 

さ
ら
に
大
正
十
年
頃
に
は
、
石
を
の
せ
な
い
板
葺
屋
根
で
あ
る
「
ト
ン
ト
ン
ブ
キ
」 

に
し
、
昭
和
四
十
年
に
「
ト
タ
ン
ブ
キ
」
に
改
め
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
も
の
で 

あ
る
。

当
遺
構
は
、
上
手
の
マ
ィ
デ,

オ
ク
デ
の
二
室
を
完
全
な
続
き
座
敷
と
し
、
両 

室
と
も
八
畳
大
の
開
放
的
な
空
間
に
し
て
、
居
住
性
を
高
め
て
い
る
。
特
に
従
来 

家
族
の
寝
室
の
機
能
だ
け
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
オ
ク
デ
に
、
ト
コ
、
フ
ク
ロ

ト
ダ
ナ.

シm
ィ
ン
を
設
け
て
い
る
こ
と 

は
、
大
き
な
変
化
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
才 

ク
デ
は
、
従
来
ケ(
褻)

の
空
間
で
あ
っ
た 

が
、
当
遺
構
の
場
合
ハ
レ(
晴
れ)

の
空 

間
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で 

あ
る
。

こ
こ
で
各
室
の
機
能
に
つ
い
て
、
聞
き 

取
り
の
結
果
を
も
ぅ
少
し
詳
し
く
記
述
し 

て
み
よ
ぅ
。

オ
ク
デ
は
冠
婚
葬
祭
時
に
主
室
と
な
る 

も
の
で
、
結
納
の
時
の
贈
り
物
も
、
こ
の 

室
で
受
け
る
。
結
婚
式
の
時
は
、
ト
コ
の 

前
に
男
仲
人.

新

郎.

オ
マ
チ
ニ
ョ
ゥ
ボ

ウ
の
順
で
並
び
、
フ
ク
ロ
ト
ダ
ナ
の
前
に
は
女
仲
人
・
新

婦

・
オ
マ
チ.
ニ
ョ
ウ
ボ 

の
順
で
両
者
が
相
対
し
て
並
び
、
三
三
九
度
の
盃
を
交
わ
す
の
で
あ
る
。
披
露
宴 

の
時
は
、
オ
グ
デ
と
マ
イ
デ
境
の
建
具
を
取
り
払
い
、
綱
室
を
一
室(
続
き
座
敷) 

と
し
て
使
用
す
る
。
こ
の
場
合
、
オ
ク
デ
の
ト
コ
前
を
上
座
と
す
る
。
ま
た
オ
ク 

デ
は
客
人
の
寝
室
に
も
使
わ
れ
た
。
し
か
し
、
死
人
が
出
る
と
オ
ク
デ
に
北
向
き 

に
寝
か
せ
た
り
、
湯
灌
も
お
産
も
こ
の
室
で
お
こ
な
う
と
い
う
か
ら
、
オ
ク
デ
は 

全
く
ハ
レ
の
機
能
だ
け
を
受
け
持
っ
た
わ
け
で
な
く
、
従
来
か
ら
の
ケ
の
機
能
も 

相
変
ら
ず
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
当
主
博
さ
ん(

明
治
四
十 

五
年
生)

の
体
験
に
よ
れ
ば
、
オ
ク
デ
に
両
親
が
寝
て
、

マ
イ
デ
に
若
夫
婦
が
寝 

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

チ
ャ
ノ
マ
は
、
蚕
の
小
さ
い
時
、
主
に
こ
の
室
で
飼
育
し
た
。
だ
か
ら
大
き
な 

室
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
客
が
泊
る
時
は
、
オ
ク
デ.

マ
イ
デ
の 

順
に
客
に
開
放
し
、
家
族
は
チ
ャ
ノ
マ
に
寝
る
と
い
う
。
チ
ャ
ノ
マ
の
日
常
的
な 

機
能
は
、
家
族
の
居
間
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

ナ
ン
ド
の
機
能
は
、
オ
カ
ッ
テ
用
品
の
収
納
場
所
で
あ
る
。
ナ
ン
ド
は
「納
戸
」 

と
書
き
、
本
来
は
寝
室
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
で
は
物
置
と
い
う
意
味 

に
変
化
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
、
こ
の
新
し
い
意
味
を
適
用
し
た
室
名
で
あ
ろ
う
。
 

以
下
喰
違
四
間
取
型
に
お
け
る
各
室
の
機
能
は
、
当
遺
構
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で 

あ
る
。

当
遺
構
は
、
建
造
に
関
す
る
記
録
を
全
く
伝
え
て
い
な
い
。
そ
こ
で
復
原
さ
れ 

た
建
築
の
示
す
各
種
特
徴
等
よ
り
考
察
す
る
と
、
お
よ
そ
一
九
世
紀
初
期
頃
に
建 

造
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

な
お
、
当
家
は
家
号
を
「
カ
ミ
ン
チ
」
と
称
し
、
作
物
禁
忌
は
、
キ
ュ
ー
リ
と 

ト
ー
ノ

イ

モ(

サ
ト
イ
モ
の
親
の
方
を
い
う)

で
あ
る
。

須
貝
佳
孝
家(

写
真5
)

は
梁
間
四
間
半
、
桁
行
約
七
間
五
尺
の
規
模
で
、
当 

初

か

ら

「
イ
タ
ヤ
ネ
」
で
あ
っ
た
。
葺
板
の
上
に
玉
石
を
の
せ
た
こ
と
か
ら
、
当 

家

で

は

「
イ
シ
ャ
ネ
」
と
も
呼
ん
だ
と
い
う
。

遺
構
の
前
画
は
、
二
階
梁
を
大
き
く
外
側
へ
突
き
出
し
、

一
階
の
外
壁
よ
り
二

〔写真4〕佐藤博家(諸戸)



階
の
外
壁
を
約I

尺
五
寸
ほ
ど
外
側
に
張

り
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
造
り
を

「ダ
シ
バ
リ
ヅ
ク
リ
」(

出
し
梁
造
り)

と 

い
い
、
養
蚕
を
少
し
で
も
多
く
で
き
る
よ 

う
に
考
え
た
も
の
と
い
う
。
し
か
し
、
古 

老
の
話
に
よ
る
と
、

「出
し
梁
造
り
」
は
本 

来
農
家
の
造
り
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の 

で
な
く
、
古
く
は
店
屋
や
旅
籠
の
造
り
と 

し
て
あ
つ
た
も
の
を
、
農
家
が
ま
ね
を
し 

た
も
の
だ
と
い
う
。

伝
承
に
よ
れ
ば
当
遺
構
は
、
百
年
位
前 

に

「
フ
ク
バ
ン
ジ
ョ
ウ
」

と
い
う
大
工
が 

建
造
し
た
と
い
う
。
な
お
、
当
地
で
は
大

ェ
の
こ
と
を
、
現

在

で

も

バ
ン
ジ
ョ
ウ(

香
匠)

と
呼
ん
で
お
り
、

バ
ン
ジ
ョ
ウ 

の
前
に
名
前
の
頭
文
字
を
つ
け
て
呼
ぶ
習
慣
に
な
っ
て
い
る
。
香
匠
と
は
、
主
に 

中
世
の
終
り
頃
ま
で
使
わ
れ
た
古
い
言
葉
で
、
現
在
の
大
工
に
相
当
す
る
言
葉
で 

あ
る
。

こ
の
よ
ぅ
な
古
い
言
葉
が
、
今
日
で
も
生
き
た
言
葉
と
し
て
、
立
派
に
活 

用
し
て
い
た
と
は
、
全
く
の
驚
き
で
あ
っ
た
。

当
遺
構
の
建
造
年
代
は
、
復
原
さ
れ
た
建
築
の
各
種
特
徴
等
よ
り
推
察
す
る
と
、
 

次
に
述
べ
る
岩
井
謹
治
家
よ
り
少
し
溯
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

一
九
世
紀
中
期 

頃
に
建
造
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
お
く
。

岩
井
謹
治
家(

写
真6
)

は
梁
間
四
間
余
り
、
桁
行
七
間
半
余
り
で
、
当

初

「
イ 

シ
ャ
ネ
」

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
四
十
八
年
に
現
在
の
瓦
葺
に
改
め
た
も
の 

で
あ
る
。
な
お
、
イ
シ
ャ
ネ
の
時
は
棟
の
中
央
部
に
、
養
蚕
時
の
換
気
の
た
め
に 

設

け

ら

れ

た

「
イ
キ
ヌ
キ
」
が
一
基
あ
っ
た
と
い
ぅ
。

当
遺
構
は
、
昔
ザ
ス
キ
と
ダ
イ
ド
コ
ロ
に
張
り
出
し
た
板
張
床
の
中
央
部
と
の 

両
方
に
ユ
ル
リ
が
あ
り
、
ザ
ス
キ
の
方
を
「
ウ
ワ
ユ
ル
リ
」
、
ダ
イ
ド
コ
ロ
の
方
を 

「
シ
タ
ユ
ル
リ
」
と
呼
ん
で
い
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、
ウ
ワ
ユ
ル
リ
を
コ
タ
ツ

に
し
、

シ
タ
ユ
ル
リ
に
は
、
薪
を
燃
料
と 

す
る
ス
ト
ー
ブ
を
据
え
て
い
る
。
し
か
し
、
 

シ
タ
ユ
ル
リ
は
、
現
在
で
も
カ
ギ
ダ
ケ
を 

下
げ
て
い
る
な
ど
、
往
時
の
ユ
ル
リ
の
様 

子
を
良
く
残
し
て
い
た(

写
真7
0

町
内 

全
域
を
廻
っ
て
み
て
、
曲
り
な
り
に
も
往 

時
の
ユ
ル
リ
の
様
子
を
確
認
で
き
た
の
は
、
 

私
の
知
る
限
り
当
家
だ
け
で
あ
り
、

こ
の 

よ
ぅ
に
記
録
で
き
た
の
は
大
変
あ
り
が
た 

い
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
、

ウ
マ
ヤ
の
裏 

側
で
は
、
籾
摺
り
臼
を
据
え
て
籾
摺
り
を 

お
こ
な
っ
た
と
い
い
、
臼
を
廻
す
棒
を
釣 

っ
た
痕
跡
を
天
井
に
残
し
て
い
た
。

遺
構
の
表
側
は
、

二
階 

の
梁
を
約
二
尺
ほ
ど
突
き 

出
し
、
先
端
に
手
摺
り
を 

つ
け
て
、

「
ニ
カ
ィ
ロ
ー 

力
」
を
設
け
、
や
は
り
前
述 

の
須
貝
家
と
同
様
に
「
出 

し
梁
造
り
」
と
呼
ん
で
い 

る
〇当

遺
構
は
、
明
治
十
三

年
に
下
仁
田
町
小
坂
か
ら
移
築
し
た
も
の
で
あ
る
。

(H)
多
間
取
の
民
家

十
一
棟
の
最
終
調
査
民
家
の
ぅ
ち
、
多
間
取
の
民
家
は
ー
ニ
棟
で
あ
っ
た
か
ら
、
 

そ
の
割
合
は
約
二
十
七%

で
あ
る
。
し
か
し
、
十
一
棟
の
中
に
は
武
士
の
家
と
町 

家
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
棟
ず
つ
含
ん
で
い
る
の
で
、

こ
れ
ら
を
除
外
し
、
農
家
だ
け

〔写真5〕須貝佳孝家(菅原)

〔写真6〕岩井謹治家(八木連)

〔写真7〕岩井謹治家のユルリ



の
場
合
で
み
る
と
、
九
棟
中
の
三
棟
が
多
間
取
の
民
家
と
い
ぅ
こ
と
に
な
り
、
農 

家
中
で
占
め
る
割
合
は
、
約
三
十
三%

で
あ
る
。

多
間
取
の
民
家
の
示
す
復
原
平
面
図
お 

ょ
び
復
原
断
面
図
は
、
図-
3

の
ょ
ぅ
で 

あ
る
。

岩

井

祐

平

家(

写
真8
)

は
、
梁
間
約 

五
間
二
尺
、
桁
行
約
七
間
の
規
模
で
床
上 

の
上
手
に
三
室
を
と
り
、
デ
ェ
と
ヘ
ヤ
の 

間
に
ナ
カ
ノ
マ
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。
 

屋
根
を
現
在
ト
タ
ン
ブ
キ
に
し
て
い
る
が
、
 

当

初

は

「
ィ
タ
ヤ
ネ
」

で
、
棟
上
に
二
基 

の

「
ィ
キ
ダ
シ
」
を
上
げ
て
い
た
。

ヘ
ヤ
は
冠
婚
葬
祭
時
に
主
室
と
な
る
が
、
 

ナ
カ
ノ
マ•

デ
ェ
の
間
仕
切
を
取
り
払
つ 

て
、

ヘ
ヤ•

ナ
カ
ノ
マ•

デ
ェ
を
一
室
の

空
間
と
し
て
使
用
す
る
。

ヘ
ヤ
は
ま
た
、
日
常
に
お
い
て
は
、
若
夫
婦
の
寝
室
と 

な
る
。
死
人
の
出
た
時
は
、

こ
の
室
に
北
枕
で
寝
か
せ
、
湯
灌
も
こ
の
室
で
お
こ 

な
う
。

ナ
カ
ノ
マ
に
は
年
寄
夫
婦
が
ね
た
。
そ
し
て
、
デ
ェ
は
客
人
の
寝
る
室
と
決
っ 

て
い
た
。
ま
た
村
の
集
会
や
寄
り
会
い
な
ど
の
時
は
、
デ
ェ
と
ザ
シ
キ
間
の
間
仕 

切
を
取
り
払
い
、
デ
ェ
と
ザ
シ
キ
を
一
室
に
し
て
使
用
し
た
。

オ
カ
ッ
テ
は
、
家
族
の
居
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
食
事
も
こ
の
室
で
お
こ
な
っ 

た
と
い
う
か
ら
、
食
事
室
も
兼
ね
て
い
た
。

当

家

は

屋

号

を

「
ク
ボ
」
と
い
い
、
禁
忌
作
物
は
ウ
リ
と
ト
ク
サ
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
、
大
正
時
代
に
神
主
に
祈
禱
し
て
も
ら
っ
て
か
ら
、
作
る
よ
う
に
な
っ
た 

と
い
う
。
し
か
し
、
現
在
で
も
一
番
は
じ
め
に
と
れ
た
ウ
リ
な
ど
は
、
神
棚
に
進 

ぜ
て
か
ら
食
べ
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
。

当
遺
構
は
、
明
治
三
年
に
建
造
し
た
も
の
と
伝
え
て
い
る
が
、
復
原
さ
れ
た
建 

築
の
各
種
特
徴
等
か
ら
み
て
も
、
伝
承
の
と
お
り
明
治
三
年
に
建
造
さ
れ
た
も
の 

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
当
家
は
江
戸
時
代
に
、
名
主
役
を
勤
め
た
家
柄

〔写真8〕岩井祐平家(八木連)
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で
あ
る
。

佐

藤

好

風

家(

写
真9
)

は
梁
間
約
五 

間
半
、
桁
行
十
間
二
尺
五
寸
で
、
調
査
遺 

構
中
最
大
の
規
模
で
あ
っ
た
。

当
家
の
平
面
は
、
喰
違
四
間
取
の
上
手 

と
下
手
の
室
間
に
二
室
を
加
え
て
、
六
間 

取
に
し
た
間
取
と
考
え
ら
れ
、

エ
ン
ガ
ワ 

を
上
手
に
も
廻
し
、
上
手
表
側
の
隈"
部
に 

は
、
内
便
所
を
設
け
て
い
る
。

当
遺
構
は
養
蚕
の
影
響
を
顕
著
に
受
け 

た
民
家
と
み
ら
れ
る
も
の
で
、
前
面
を

「出
し
梁
造
り
」

に
し
、
棟
上
に
三
基
の 

「
ィ
キ
ダ
シ
」
を
の
せ
、
鴨
居
上
部
を
ラ

ン
マ
障
子
に
す
る
な
ど
、
屋
内
の
通
風
換
気
に
配
慮
し
て
い
る
様
子
が
み
ら
れ
る
。
 

当
遺
構
は
、
明

治

一

〇

年

「
ク
メ
バ
ン
」
と
い
う
大
工
が
建
造
し
た
も
の
と
い 

い
、
「
ク
メ
バ
ン
」
の
墓
も
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
、
確
認
す
る
こ
と
に
な
づ
た
。 

「
ク
メ
バ
ン
」

の
墓
は
、
佐
藤
好
風
家
の
墓
地
の
近
く
に
あ
り
、
礎
石
の
上
に 

三
段
に
組
ま
れ
た
墓
石
の
正
面
一
段
目
に
は
、
田
中
の
文
字
を
彫
り
、
細
長
い
最 

上
段
の
墓
石
正
面
に
は
「大
棟
清
昌
信
士
、
昌
庵
妙
光
信
女
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。 

こ

れ

は

妻

「
き
ん
」
が
生
前
に
建
て
た
も
の
で
、
大

工

「
ク
メ
バ
ン
」
は
俗
名
を 

田
中
条
次
郎
と
い
い
、
昭
和
八
年
二
月
四
日
、
七
二
歳
で
没
し
て
い
る
。

郷
土
に
伝
わ
る
古
老
の
話
に
ょ
れ
ば
、
大
工
条
次
郎
は
越
後
の
出
身
で
、
数
え 

年
十
六
歳
の
時
、
棟
梁
と
し
て
当
遺
耩
を
建
造
し
た
も
の
と
い
う
。
当
遺
構
の
エ 

棟
の
時
、
あ
ま
り
に
若
い
棟
梁
な
の
で
頭(

鳶
職
人)

が
、
若
い
棟
梁
を
か
ら
か
っ 

て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
小
屋
束
の
一
本
を
隠
し
た
。
そ
し
て
束
が
一
本
た
り 

な
い
。
棟
梁
が
作
り
忘
れ
た
の
で
は
な
い
か
、

と

若

い

棟

梁

「
ク
メ
バ
ン
」

に
詰 

め
寄
っ
た
。
し
か
し
、

ク
メ
バ
ン
は
束
一
本
た
り
と
も
、
作
り
忘
れ
る
こ
と
な
ど 

絶
対
に
な
い
。
現
場
の
ど
こ
か
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
、
皆
で
探
し
て

ほ
し
い
と
い
い
、
自
ら
も
探
し
始
め
た
。
頭
は
こ
の
自
信
あ
ふ
れ
る
ク
メ
バ
ン
の 

言
葉
に
胸
を
打
た
れ
、
隠
し
た
束
を
探
し
出
し
た
ふ
り
を
し
て
、
ク
メ
バ
ン
に
差 

し
出
し
た
と
い
う
。
以
後
ク
メ
バ
ン
は
若
い
け
ど
、
立
派
な
大
工
だ
と
い
う
こ
と 

に
な
り
、
仕
事
も
順
調
に
運
び
、

ク
メ
バ
ン
の
人
気
も
上
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ 

る
〇当

遺
構
は
、
建
造
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
妙
義
下
で
一
番
大
き
な
家
と
い
わ
れ
、
 

近
在
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
遺
構
を
つ
ぶ
さ
に
な
が
め
れ
ば
な
が
め
る 

ほ
ど
、
あ
ま
り
に
も
立
派
に
で
き
て
い
る
の
で
、

と
て
も
十
五
歳
の
少
年
大
工
が 

建
造
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
す
ぐ
れ
た
養
蚕
農
家
の
遺
構
例
で
あ
る
。

藤

井

侃

家
(

写
真

10)

は
梁
間
六
間
半
、
桁
行
約
九
間
の
規
模
で
、
床
上
の
室 

を
五
室
に
し
て
い
る
。

当
遺
構
は
明
治
二
年
生
の
先
祖
が
、
十
六
歳
の
時
諸
戸
か
ら
買
っ
て
移
築
し
た 

も
の
と
伝
え
る
か
ら
、
移
築
さ
れ
た
年
は
、
明
治
十
八
年
頃
と
み
て
お
け
ば
よ
い 

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
当
家
は
屋
敷
と
屋
内
の
間
取
を
描
い
た
絵
図
を
残
し
て
お
り
、
 

そ

の

隅

部

に

「北
甘
楽
郡
上
高
尾
、
高
橋
恒
持 

明
治
二
四
年
七
月
廿
一
日
」
と

墨
書
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
こ
の 

絵
図
は
、
移
築
し
て
か
ら
六
年
後
に
、
上 

高
尾
の
住
人
高
橋
恒
持
に
よ
っ
て
描
か
れ 

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
か
る
。

こ
の
絵
図
に
よ
れ
ば
、
土
間
に
接
す
る 

ザ
シ
キ
は
デ
ェ
と
ナ
カ
デ
ェ
の
間
仕
切
の 

延
長
線
上
で
仕
切
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
 

大
黒
柱
よ
り
裏
側
の
ザ
シ
キ
上
部
は
、
吹 

き
抜
け
に
な
っ
て
い
た
痕
跡
が
あ
る
の
で
、
 

移
築
当
初
の
間
取
は
、
図
—3

の
よ
ぅ
で 

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

当

家

は

家

号

を

「
タ
ヤ
」

と
い
い
、
明 

治
末
年
ま
で
酒
屋
を
し
て
い
た
と
い
ぅ
。

〔写真9〕佐藤好風家(下高田)

〔写真10〕藤井侃家(中里)



ま
た
、
遺
構
の
屋
根
は
、
昭
和
十
四
年
ま
で
葺
き
板
上
に
石
を
の
せ
た
も
の
で
「
イ 

タ
ヤ
ネ
」
と
称
し
、
棟

上

に

あ

る

「
イ
キ
ヌ
キ
」
も
イ
タ
ヤ
ネ
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

そ
し
て
、
昭
和
五
〇
年
頃
ま
で
「
シ
タ
ユ
ル
リ
」
を
使
っ
て
い
た
と
い
う
。

四
、
武

士
 

の

家

十
一
棟
の
調
査
民
家
の
う
ち
、
武
士
の
家
は
掛
川
満
弥
家
た
だ
一
棟
で
あ
り
、

間
取
は
図
—4

の
よ
ぅ
な
三
室
の
広
間
型 

で
あ
っ
た
。

掛

川

満

弥

家(

写
真

11)

は
梁
間
三
間 

半
余
り
、
桁
行
七
間
四
尺
五
寸
の
規
模
で 

あ
る
。
三
室
の
広
間
型
で
あ
り
な
が
ら
、
 

上
手
の
表
側
に
四
畳
大
の
ョ
リ
ツ
キ
を
設 

け
、
オ
ク
リ
ノ
デ
エ
は
裏
側
に
ト
コ
を
備 

え
、
上
手
一
間
を
開
放
し
て
こ
こ
よ
り
直 

接
採
光
し
て
、
オ
ク
リ
ノ
デ
ェ
を
格
式
高 

い
空
間
に
仕
立
て
て
い
る
。

こ
の
よ
ぅ
な 

と
こ
ろ
に
同
じ
三
室
の
広
間
型
で
あ
り
な 

が
ら
、
農
家
で
あ
る
矢
島
一
男
家
や
竹
田 

幸
義
家
と
異
な
る
室
内
構
成
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

当
家
の
大
黒
柱
の
径
は
五
寸
一
分X

六
寸
五
分
で
あ
る
か
ら
、
他
の
間
仕
切
柱 

の
径
と
比
べ
て
あ
ま
り
太
く
な
い
。
ま
た
、
四
面
を
角
刃
の
チ
ョ
ー
ナ
で
仕
上
げ 

て
い
る
。

こ
れ
は
広
間
型
の
間
取
と
合
わ
せ
て
、
当
遺
構
が
そ
れ
な
り
に
古
い
こ 

と
を
示
す
証
拠
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

当
家
で
は
遺
構
の
建
造
年
代
に
つ
い
て
の
記
録.

伝
承
等
を
残
し
て
い
な
い
。 

し
た
が
っ
て
遺
構
の
示
す
原
形
の
各
種
特
徴
等
か
ら
建
造
年
代
を
推
定
す
る
と
、
 

お
よ
そ
一
八
世
紀
中
期
頃
ま
で
溯
る
も
の
と
推
察
で
き
る
。

当
家
は
江
戸
時
代
に
小
幡
藩
の
教
導
職
試
補
を
勤
め
た
由
緒
あ
る
家
柄
で
、
明 

治
に
な
っ
て
佐
藤
の
姓
を
掛
川
に
改
め
、
帰
農
し
た
も
の
と
伝
え
、
刀
を
始
め
教 

導
職
試
補
を
勤
め
た
時
代
の
先
祖
の
身
の
廻
り
品
や
、
道
具
な
ど
を
、
今
で
も
大 

切
に
保
存
し
て
い
る
。

屋
根
は
当
初
「
ィ
シ
ャ
ネ
」
だ
っ
た
も
の
を
、
昭
和
二
年
に
ト
タ
ン
葺
に
改
め
、
 

今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
当
時
、
村
内
で
最
も
早
い
ト
タ
ン
葺
と
し 

て
、
大
変
珍
し
い
存
在
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

五
、
町 

家

十
一
棟
の
調
査
民
家
の
う
ち
、
町
家
は
岡
部
高
喜
家
た
だ
一
棟
で
あ
り
、
間
取 

は
図
—5

の
よ
う
な
喰
違
四
間
取
で
あ
っ
た
。

〔写真1リ掛川満弥家(菅原)

〔図4〕

掛川満弥冢

〔図5〕

岡部高喜家



岡
部
高
喜
家(

写
真

12)

は
、
妙
義
神
社
の
門
前
街
道
に
面
し
て
た
っ
て
い
る
。 

規
模
は
、
梁
間
四
間
、
桁
行
四
間
の
ィ
シ
ャ
ネ
切
妻
総
二
階
造
り
の
下
手
に
、
桁 

行
二
間
半
の
下
屋
を
つ
け
、

こ
こ
を
ダ
ィ
ド
コ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
遺
構
は
、
妙
義
神
社
の
建
築
に
関
係
し
た
大
工
が
建
造
し
た
も
の
と
伝
え
、
 

旅
籠
屋
ら
し
い
風
流
な
外
観
意
匠
を
表
現
し
て
い
る
。

二
階
に
八
畳
大
の
室
を
田 

字
形
式
に
四
室
と
り
、

こ
の
室
を
主
に
旅
籠
の
客
室
に
当
て
て
い
た
。
出
し
梁
造 

り
に
し
た
二
階
の
前
面
は
、
低
い
腰
壁
の
つ
い
た
肘
掛
窓
と
し
、
窓
の
外
側
に
は
、
 

旅
籠
屋
に
ふ
さ
わ
し
い
切
子
格
子
を
嵌
め
て
い
る
。
ま
た
、
切
子
格
子
下
部
の
小 

壁
中
央
に
は
、
四
種
類
の
手
の
込
ん
だ
彫
刻
を
嵌
め
込
み
、

こ
れ
と
切
子
格
子
が 

大
変
良
く
調
和
し
、

こ
の
建
物
の
前
面
意
匠
を
一
層
引
き
立
て
て
い
る
。

こ
の
四
種
類
の
彫
刻
は
、
向
っ
て
左
か
ら
橘.

亀
•

松
.

矢
羽
根
を
あ
し
ら
っ 

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
特
に
、
亀.

松.

矢
羽
根
は
、
当
家
の
往
時
の
屋
号
「
力 

メ
マ
ツ
ヤ
」
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
伝
え
、
ま
た
矢
羽
根
は
、
当
家
の
家
絞
で 

も

あ

る

と

い

ぅ(

写
真

130

当
家
の
す
ぐ
東
北
に
、■

小
高
い
山
が
あ
り
、
通
称
殿
山
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の

山
頂
に
当
遺
構
を
建
造
し
た
大H

の
墓
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
足
を
運
ん
で
み
る 

と
、
当
家
の
先
祖
の
墓
石
に
は
さ
ま
れ
て
、
明
ら
か
に
大
工
の
墓
石
と
み
ら
れ
る 

も
の
が
立
っ
て
い
た
。
墓

石
の

正

面
に

は

「
棟
求
道
梁
信
士
」
と
あ
り
、
右
側
面 

に

は

「
天
保
八
酉
十
二
月
十
二
日 

松
本
九
太
夫
」

と
線
刻
さ
れ
て
い
た
。
し
た 

が
っ
て
当
遺
構
は
、
大
工
松
本
九
太
夫
に
よ
っ
て
、
彼
の
没
年
で
あ
る
天
保
八
年 

(

一
八
三
七)

以
前
に
、
建
造
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
当
家
に
伝
わ
る
古
い
神
棚
の
中
に
、
小

さ

な

巻

き

物(

掛
軸
に
な
っ
て 

い
る)

が
あ
り
、

こ

れ

に

「
北
辰
鎮
宅
霊
符
尊
、
上
州
碓
氷
郡
鼻
高
村
少
林
山
印 

施
、
文
化
九
壬
申
歳
三
月
吉
祥
日
」
と
あ
る
。

こ
の
小
巻
き
物
は
、
現
在
の
高
崎 

少
林
山
が
文
化
九
年
三
月
に
発
行
し
た
家
屋
の
守
護
札
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る 

こ
と
か
ら
、
当
遺
構
の
新
築
時
に
先
祖
が
神
棚
に
納
め
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
 

し
た
が
っ
て
当
遺
構
は
文
化
九
年(

一
八
ー
ニ)

、
松
本
九
太
夫
と
い
う
大
工
に 

よ
っ
て
、
建
造
さ
れ
た
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ナ
ん
ま
た
、
当
遺
構
の
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
建
物
の
基
本
寸
法
に
関
東
間(

一
 

間
の
柱
間
寸
法
を
芯
々
で
六
尺
に
と
る
こ
と)

を
採
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

県
内
民
家
の
場
合
、
関
東
間
で
建
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

一
般
に
明
治 

中
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
当
遺
構
は
関
東
間
で
建
て
ら
れ
た
非
常
に
早
い 

例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
恐
ら
く
松
本
九
太
夫
が
、
江
戸
出
身
の 

大
工
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
te 

本
九
太
夫
は
、
江
戸
の
大
工
が
建
造
し
た
と
伝
え
る
妙
義
神
社
の
建
築
、
そ
れ
も 

恐

ら

く

安

永

三

年(

一
七
七
四)

に
建
造
さ
れ
た
総
門
の
建
築
工
事
に
関
係
し
た 

大
工
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

岡
部
高
喜
家
は
、
妙
義
神
社
の
門
前
街
道
に
あ
っ
て
、
落
ち
着
い
た
風
情
と
歴 

史
の
重
み
を
伝
え
て
く
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
姿
は
文
化
年
間
の
旅
籠
の
景 

観
を
今
日
に
伝
え
る
遺
構
と
し
て
、
大
変
貴
重
で
あ
る
。

〔写真12〕岡部高喜家(妙義)

〔写真13〕2階の表側にみられる切子格子と

そのTの彫刻(岡部高喜家)



六

ヽ

柱

に

つ

い

て

調
査
中
にお

：；

て
、
荷
重
を
背
負
ぅ
構
造
的
な
柱
で
、
名
称
を
聞
き
取
り
で
き 

た
の
は
図
—6

に
示
し
た1
.
2
.
3
.
4

の
四
柱
で
あ
っ
た
。

屋
内
の
ほ
ぼ
中
央
に
た
つ
柱1

は
、
ダ
ィ
コ
ク
バ
シ
ラ(

大
黒
柱)

と
呼
ば
れ
、
 

ど
こ
の
地
区
で
も
同
様
な
名
称
で
あ
っ
た
。

当
地
方
で
は
、
大
黒
柱
に
対
応
し
て
ダ
ィ
ド
コ
に
た
つ
柱2

の
存
在
す
る
例
は
、
 

少
な
い
。
ま
た
、
た
ま
た
ま
存
在
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
柱
名
を
伝
ぇ
て
い
る
家 

は
、
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
例
ぇ
ば
調
査
民
家
十
一
棟
の
中
で
、2

の
柱
の
存
在 

し
た
例
は
、
三
棟
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
柱
名
を
聞
き
取
り
で
き
た
の
は
一

件
で
、

シ

ョ

ウ

ダ

ィ

コ

ク(

小
大
黒)

と
呼
ん 

で
い
た
。

3

の
柱
名
は
、
十
一
棟
の
調
査
民
家
中
、
四 

件
を
聞
き
取
り
で
き
、

い
ず
れ
も
ミ
ヤ
コ
バ
シ 

ラ
(

都
柱)

と
称
し
て
い
た
。

4

の
柱
名
も
、
十
一
棟
の
調
査
民
家
中
、
四 

件
の
聞
き
取
り
が
で
き
、

い
ず
れ
も
テ
ン
ト
ウ 

バ

シ

ラ(

天
道
柱)

と
呼
ん
で
い
た
。

天
道
柱
に
つ
い
て
は
、

い
く
つ
か
の
習
俗
を 

聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、

そ
れ
を
掲
げ 

て
お
く
。

ま
ず
、
ど
の
家
で
も
七
夕
様
の
竹
飾
り
は
、
 

天
道
柱
に
結
び
つ
け
る
習
わ
し
で
あ
る
。
ま
た
、
 

柱
の
上
部
外
側
に
小
さ
な
棚
を
つ
く
っ
て
お
き
、
 

七
夕
祭
り
の
日
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
毎
月
一 

日
と
十
五
日
に
朝
飯
を
進
ぜ
る
。

こ
ぅ
す
る
と 

天
災
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
信
じ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
日
食
の
時
に
は
ダ
ン
ゴ
や
饅
頭
な
ど
丸
い
物
を
進
ぜ
、
彼
岸
の 

時
は
、
ボ
タ
モ
チ
や
赤
飯
な
ど
も
進
ぜ
た
と
い
う
。

な
お
、
十

五

夜.

十
三
夜
に
は
、
十
五
本
あ
る
い
は
十
三
本
の
ス
ス
キ
を
天
道 

柱
に
し
ば
り
つ
け
、

ミ
(

箕)

の
中
に
秋
の
収
穫
物
で
あ
る
柿.

栗
.

里

芋.

薩 

摩

藷.

大
根
な
ど
を
入
れ
、
天
道
柱
の
近
く
に
進
ぜ
る
と
同
時
に
、
天
道
柱
の
小 

棚
に
は
ダ
ン
ゴ
か
饅
頭
を
進
ぜ
た
と
い
ぅ
。
大
根
は
必
ず
二
本
を
並
べ
て
進
ぜ
る 

も
の
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
十
五
夜
様
あ
る
い
は
十
三
夜
様
の
箸
に
な
る
か
ら
で 

あ
る
と
い
う
。

し
か
し
、

エ
ン
ガ
ワ
の
先
端
に
最
近
流
行
の
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
を
嵌
め
た
り
す
る 

家
の
多
く
な
っ
た
今
日
で
は
、
天
道
柱
に
棚
を
と
り
つ
け
る
こ
と
が
む
ず
か
し
く
、
 

ま
た
戸
を
閉
め
る
関
係
か
ら
、
七
夕
様
の
竹
飾
り
や
ス
ス
キ
を
天
道
柱
に
し
ば
り 

つ
け
る
こ
と
も
む
ず
か
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
ょ
う
な
理
由
か
ら
現
在
で 

も
前
述
の
ょ
う
な
習
俗
を
お
こ
な
っ
て
い
る
家
は
、
極
め
て
少
な
く
な
っ
て
し 

ま
つ
て
い
る
。

〔図6〕

1:大黒柱

2:小大黒柱

3 :都 柱

4 :天道柱



有
形
民
俗
文
化
財

は

じ

め

に

今
回
の
有
形
民
俗
文
化
財
の
調
査
で
は
、
全
体
の
調
査
日
程
と
は
別
に
組
ま
れ 

た
民
家
調
査
班
の
日
程
に
従
い
、
民
家
調
査
に
同
伴
す
る
形
で
実
施
し
た
。
調
査 

地
区
は
菅
原.

八
木
連.

中

里•

下
高
田
の
四
地
区
で
あ
る,
。
調
査
軒
数
は
六
軒
、
 

そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
宅
で
予
め
用
意
し
て
頂
い
た
資
料
を
中
心
に
写
真
撮
影.

計 

測
.

聞
き
取
り
等
を
行
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
有
形
民
俗
文
化
財
と
ー 

ロ
に
い
っ
て
も
、
そ
の
概
念
は
極
め
て
広 

く
お
ょ
そ
生
活
領
域
の
全
般
に
係
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対
象
や
内
容
が
必
ず 

し
も
明
確
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
個
々
の
資
料
も
、
生

産

生

活.

社
会
生 

活
.

精
神
生
活
と
い
っ
た
多
様
な
生
活
体
系
の
中
で
有
機
的
な
相
関
関
係
を
保
ち 

な
が
ら
存
続
し
て
き
て
お
り
、
中
に
は
す
で
に
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
も
の
や
、
 

今
日
的
な
代
用
品
に
と
っ
て
替
わ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

こ
ぅ
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
本
報
告
で
紹
介
す
る
資
料
は
量
的
に
は
生
活
の
ほ 

ん
の
一
側
面
を
垣
間
見
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
他
の
各
項
目
の
報 

文
と
は
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
か
と
思
ぅ
。

調
査
点
数
は
百
五
十
点
余
り
、
そ
の
中
に
は
刀
や
槍.

絵
画
な
ど
の
軸
物
等
が 

あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
割
愛
さ
せ
て
頂
き
、
本
報
告
で
は
こ
の
調
査
の
目
的
と
す 

る
い
わ
ゆ
る
庶
民
生
活
に
係
わ
り
の
あ
る
用
具
だ
け
を
掲
載
し
た
。
調
査
資
料
は 

僅
か
で
あ
り
、

こ
れ
が
調
査
期
間.

調
査
人
員
等
の
物
理
的
な
制
約
が
あ
っ
た
に 

し
て
も
、
な
お
地
域
的
な
位
置
づ
け
が
で
き
な
か
っ
た
点
は
、
調
査
を
担
当
し
た 

筆
者
の
責
で
あ
る
と
し
て
、

一
応
の
二.

三
の
課
題
を
列
記
し
て
お
き
た
い
。

調
査
に
当
っ
て
は
、
当
初
麻
作
り
や
楮
栽
培.

楮
皮
生
産
に
関
係
す
る
用
具
、
 

板
葺
屋
根
と
板
割
職
人
な
ど
に
関
す
る
用
具
等
に
地
域
的
な
特
色
が
み
ら
れ
る
の 

で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
い
た
。

麻
は
、
吾
妻
町
の
岩
島
地
区
を
中
心
と
し
た
吾
妻
地
方
と
、
富

岡•

甘
楽
な
ど 

の
西
毛
地
方
が
県
内
の
主
要
な
生
産
地
で
あ
り
、
明
治
初
期
の
『上
野
国
郡
村
誌
」 

に
も
こ
れ
ら
の
諸
地
域
の
町
村
の
産
物
に
麻
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
楮
は
、
 

下

仁

田

町.

南

牧

村.

甘

楽

町

の

一

部(

秋
畑
な
ど)

な
ど
が
神
流
川
谷
の
諸
村 

と
と
も
に
、

か
っ
て
は
一
大
製
紙
地
帯
を
形
成
し
て
お
り
、
妙
義
町
も
こ
の
製
紙 

圏
の
外
側
に
接
す
る
製
紙
原
料
の
供
給
地
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
側
し
て
い
た
か 

ら
だ
っ
た
。
ま
た
、
板
葺
尾
根
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
鏑

川.

神
流
川
流
域
一
帯 

が
本
県
に
お
け
る
板
葺
屋
根
の
分
布
地
域
で
あ
り
、
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
は
か
な 

り
の
板
葺
民
家
が
残
存
し
て
い
た(

『群
馬
の
屋
根
葺
と
壁
塗
』)

と
い
う
こ
と
か 

ら
、

こ
れ
に
携
わ
っ
た
職
人
や
道
具
へ
の
期
待
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
結
果
的
に
は
麻
関
係
で
は
サ
ッ
カ
キ
や
ア
サ
キ
リ
ガ
マ
、
板
葺
屋
根 

の
関
係
で
は
ィ
タ
ワ
リ
ナ
タ
や
キ
ネ
を
確
認
し
た
程
度
に
と
ど
ま
り
、
楮
関
係
で 

は
カ
ズ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
楮
の
仲
買
商
が
い
た
こ
と
、
小
正
月
の
ケ
ズ
リ
バ
ナ
の
材 

料
に
カ
ズ
ガ
ラ
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
聞
い
た
だ
け
で
、
成
果
ら
し
い
成 

果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
は
調
査
件
数
の
少
な
さ
と
、
た
ま
た
ま 

調
査
先
で
み
ら
れ
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
麻

作

り•

楮

栽

培.

板
葺
屋 

根
は
戦
後
ま
で
も
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ま
だ
か
な
り
の
農
家
に
潜
在
的 

に
残
さ
れ
て
い
る
か
と
思
う
。

農
耕
や
運
搬
に
牛
が
多
く
使
役
さ
れ
る
ょ
う
に
な
る
の
は
戦
後
も
し
ば
ら
く
し 

て
か
ら
で
、
そ
れ
も
間
も
な
く
耕
運
機
が
入
っ
て
き
た
た
め
に
期
間
は
短
か
か
っ



た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
以
前
の
畜
力
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
馬
が
利
用
さ
れ
て
い 

た
が
、

こ
れ
が
比
較
的
遅
く
ま
で
農
耕
の
中
心
的
な
存
在
だ
っ
た
た
め
か
、
馬
に 

ま
つ
わ
る
伝
承
も
豊
富
で
あ
る
。
磨
墨
石
や
磨
墨
神
社
、
大
桁
山
な
ど
の
一
連
の 

磨
墨
伝
説
や
馬
の
宮
の
地
名
、
ま
わ
り
馬
場
や
鉄
砲
馬
場
な
ど
の
草
競
馬
の
盛
ん 

で
あ
っ
た
こ
と
、
馬
を
大
切
に
し
た
心
情
が
今
で
も
菅
原
の
陽
雲
寺
の
馬
頭
観
音 

の
縁
日
に
お
参
り
に
行
っ
た
り
、
埼
玉
県
上
岡
の
馬
頭
観
音
に
出
か
け
て
い
く
人 

が
あ
る
中
に
生
き
て
い
る
。
馬
具
は
シ
タ
ガ
ネ•

ハ
モ
を
報
告
す
る
程
度
で
あ
る 

が
、
絵
馬
に
つ
い
て
は
か
つ
て
馬
小
屋
に
使
用
し
て
い
た
場
所
に
、
釘
で
小
絵
馬 

を
打
ち
つ
け
た
農
家
が
六
軒
中
四
軒
に
み
ら
れ
、
馬
を
使
役
し
て
い
た
時
代
に
こ 

う
し
た
習
俗
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

調
査
資
料
の
中
で
、
わ
ず
か
だ
が
紀
年
銘
を
も
つ
民
具
が
み
ら
れ
た
。
下
高
田 

の
旧
家
の
蔵
に
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
嘉
永
五
年
の
マ
ン
ゴ
ク
、
慶
応
四
年 

の
粉
桶
、
文
政
三
年
の
木
箱
の
三
点
で
あ
る
。
他
に
も
菅
原
で
元
文
三
年
の
墨
書 

が
あ
っ
た
と
い
う
斗
マ
ス
が
あ
る
が
、
煤
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
種
の
資 

料
に
つ
い
て
は
、
日
本
常
民
文
化
研
究
所
が
全
国
の
博
物
館
あ
て
に
実
態
調
査
を 

行
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
が
民
具
研
究
の
ひ
と
つ
の
潮
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
資
料 

の
時
代
性
を
考
慮
し
、

こ
の
意
味
を
考
え
る
上
で
は
、
数
点
と
い
え
ど
も
そ
れ
な 

り
に
意
義
の
あ
る
成
果
で
あ
っ
た
と
い
え
ょ
う
。

な
お
、
本
文
の
項
目
立
て
に
つ
い
て
は
資
料
総
数
が
少
な
い
の
で
「
一
、
生
産. 

生
業
に
関
す
る
用
具
」
、
「
二
、
生
活
に
関
す
る
用
具
」
、
「
三
、
そ
の
他
」

の
三
つ 

の
大
ま
か
な
分
類
で
分
け
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
報
告
が
で
き
る
も
の
に
つ
い 

て
小
項
目
を
設
け
た
。

一
、
生
産•

生
業
に
関
す
る
用
具

㈠

農 

耕 

具

テ
ン
ガ 

ニ
個
の
ボ
ル
ト
で
樫
材
の
柄
を
締
め
て
固
定
し
た
金
鍬
で
、

一
般
耕

作
用
に
用
い
ら
れ
る
。
菅
原
で
は
刃
先
が
減
る
と
松
井
田
の
本
金
金
物
店
で
サ
キ 

ガ
ケ
し
て
も
ら
っ
た
。

テ
ン
ガ
に
限
ら
ず
耕
作
用
具
は
町
の
金
物
屋
か
ら
購
入
し 

た
が
、
松
井
田
町
新
堀
の
補
陀
寺
や
菅
原
の
陽
雲
寺
の
縁
日
に
出
る
露
店
で
も
よ 

く
買
い
求
め
た
と
い
う
。

柄
長
—

ー
ニ
七
セ
ン
チ 

刃
幅
—

ー
ー
ー
、

ニ
セ
ン
チ 

刃
長
—

三
七
、

ニ
セ
ン 

チ
。サ

ガ
ラ 

い
わ
ゆ
る
ト
ウ
グ
ワ
の
こ
と
を
サ
ガ
ラ
と
呼
ぶ
。
普
通
に
み
ら
れ
る 

開
墾
用
の
打
鍬
で
、
肩
の
外
に
出
た
櫃
に
樫
の
柄
を
さ
し
込
む
。
植
林
な
ど
の
山 

仕
事
に
専
ら
用
い
ら
れ
る
が
、
養
蚕
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
桑
の
植
え
替 

え
や
山
手
寄
り
の
ク
ワ
バ
ラ
で
畑
に
は
り
出
し
て
き
た
篠
の
根
な
ど
を
断
ち
切
る 

の
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

柄
長
—
九
十
セ
ン
チ 

刃
幅
—
十
三
セ
ン
チ 

刃
長
—

二
七
、
五

セ

ン

チ(

櫃 

を
含
む)

ク

サ

ッ

ケ

ズ

リ

畑
地
の
除
草
用
の
ク
サ
カ
キ
で
あ
る
。

こ
の
種
の
鍬
に
も
幾 

つ
か
の
種
類
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
窓
鍬
の
窓
を
鉄
板
で
防
い
だ
も
の
。

ク
ワ
バ
ラ 

の
草
削
り
に
多
用
さ
れ
た
。

柄
長
—

ー
ニ
〇
、
八
セ
ン
チ 

刃
幅
—

二

五.

六
セ
ン
チ 

刃
長
—
十

五.

四 

セ
ン
チ

エ
ン
ガ 

耕
運
機
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
は
ク
ワ
バ
ラ
ウ
ナ
ィ
な
ど
に
盛
ん
に
使 

わ
れ
た
耕
起
具
で
あ
る
。
エ
ン
ガ
は
主
に
畑
耕
作
の
ジ
ゴ
セ
エ
に
用
い
ら
れ
た
が
、
 

田
を
起
こ
す
に
も
利
用
さ
れ
た
。
妙
義
町
は
二
毛
作
地
帯
で
、
稲
を
刈
り
取
っ
た 

後
に
は
麦
を
栽
培
す
る
。

エ
ン
ガ
は
麦
の
蒔
種
用
の
麦
ウ
ネ
を
作
る
の
に
便
利 

だ
っ
た
と
い
う
。
田
で
は
、
乾
田
よ
り
む
し
ろ
水
の
こ
け
な
い
水
ツ
キ
田
を
ウ
ナ 

ィ
ガ
ケ
す
る
の
に
都
合
が
よ
く
、
古
い
草
刈
鎌
で
浅
く
筋
を
つ
け
、

こ
れ
に
沿
っ 

て
う
な
っ
て
い
っ
た
。
下
高
田
で
は
、
床
が
鉄
だ
け
の
エ
ン
ガ
は
無
く
、④

の
よ 

う
な
風
呂
形
式
の
も
の
を
使
っ
て
い
た
と
い
う
。

エ
ン
ガ
は
、
出
来
合
い
の
製
品 

を
買
う
の
で
は
な
く
、
カ
ネ
だ
け
を
鍛
冶
屋
か
ら
買
い
、
ボ
ウ
ヤ
に
す
げ
て
も
ら
っ 

た
。
鋤
先
は
鋳
鉄
で
、
減
っ
て
く
る
と
サ
キ
ガ
ケ
し
て
何
年
で
も
使
っ
た
。④

は



カ
ネ
を
富
岡
の
マ
ル
サ
ワ
で
購
入
し
、
七
日
市
の
ボ
ウ
ヤ
に
す
げ
て
も
ら
っ
た
も 

の
。柄

長
—

一
九
一.

五
セ
ン
チ 

刃
全
長
—

一
〇
ー
セ
ン
チ(

鋤
先
長
—
六
七
セ 

ン

チ

鋤

先

幅

—

一
七.

八
セ
ン
チ)

オ

ン

ガ

カ
ジ
ボ
ウ
を
握
っ
て
オ
ン
ガ
を
操
作
す
る
人
を
シ
ン
ド
リ
、
タ
ヅ
ナ 

を
持
ち
馬
を
引
く
人
を
ハ
ナ
ド
リ
と
い
う
。

二
人
一
組
で
行
な
う
作
業
で
、

こ
の 

オ
ン
ガ
に
よ
る
耕
起
作
業
を
ス
キ
オ
コ
シ•

オ
ン
ガ
ウ
ナ
ィ
な
ど
と
い
う
。⑤

は 

和
犁
で
、
土
の
反
転
方
向
は
左
で
あ
る
。
従
っ
て
、
オ
ン
ガ
ウ
ナ
ィ
は
左
回
り
で 

行
な
う
。
田
の
中
心
よ
り
う
な
い
始
め
、
次
第
に
渦
を
広
げ
る
よ
う
に
左
回
り
で 

外
側
ま
で
う
な
う
。
田
う
な
い
で
は
一
回
だ
け
の
一
番
オ
コ
シ
で
済
ん
だ
が
、
裏 

作
に
麦
を
作
る
際
に
は
、
更
に
田
の
外
側
か
ら
中
心
部
に
向
っ
て
、
初
め
に
起
こ 

し
た
山
を
く
ず
す
よ
う
に
う
な
っ
た
。

こ
れ
を
二
番
オ
コ
シ
と
い
う
。

腕
木
長
—

一
四
二.

五
セ
ン
チ 

床
長
—

一
五
八•

五
セ
ン
チ 

舵
棒
長
—

四 

三
セ
ン
チ 

鋤
先
幅
—

一
八•

五
セ
ン
チ 

鋤
先
長
—

五
五
セ
ン
チ

サ
ツ
カ
キ 

麻
の
サ
ク
タ
テ
や
除
草.

中
耕
に
用
い
ら
れ
る
麻
栽
培
の
専
用
具 

で
あ
る
。
麻
の
サ
ク
は
残
く
、
そ
の
間
隔
も
五
寸
程
で
狭
い
た
め
、
普
通
の
テ
ン 

ガ
で
は
使
い
に
く
い
と
い
う
。
柄
が
長
い
の
は
、
刃
を
地
面
に
立
て
筋
を
つ
け
る 

よ
う
に
柄
を
引
張
っ
て
使
う
た
め
で
、

こ
れ
で
た
て
た
サ
ク
に
は
一
作
ご
と
に
条 

蒔
き
で
種
を
蒔
く
。⑥

は
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
、
自
給
用
に
栽
培
し
た
麻
作
り
で 

使
っ
て
い
た
も
の
と
い
う
。

柄
長
—

一
五
六.

五
セ
ン
チ 

刃
幅
—

四
、
六
セ
ン
チ 

刃
長
—
九
セ
ン
チ 

タ
ノ
ク
サ
ト
リ 

ガ
ン
ズ
メ
に
相
当
す
る
田
の
草
取
り
用
の
除
草
具
で
あ
り
、
 

ハ
ッ
タ
ン
ド
リ
が
出
回
る
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
。
両
手
に
一
丁
ず
つ
も
っ
た
タ
ノ 

ク
サ
ト
リ
で
、
中
腰
の
状
態
で
稲
株
の
間
の
雑
草
を
搔
き
回
し
、
浮
草
に
し
た
。
 

田
の
除
草
は
、
六
月
末
に
田
植
え
が
済
ん
だ
そ
の
一
週
間
後
に
行
な
う
一
番
草
と
、
 

更
に
一
週
間
か
ら
十
日
後
に
行
な
う
二
番
草
、
そ
れ
に
丁
寧
な
農
家
で
は
二
番
草 

後
二
週
間
程
た
っ
て
か
ら
行
な
う
二
番
草
が
あ
る
が
、
タ
ノ
ク
サ
ト
リ
の
使
用
は 

二
番
草
ま
で
で
あ
っ
た〇

柄
長
—

一

三.

七
セ
ン
チ 

刃
幅
—

一
〇.

五
セ
ン
チ 

刃
長
—
九
.

三
セ
ン 

チ
オ

シ

マ

ン

ガ

田
畑
の
整
地
で
、
牛
馬
に
引
張
ら
せ
て
用
い
る
畜
力
用
の
砕
士 

用
具
。
九
本
の
鉄
製
の
歯
を
打
ち
込
ん
だ
台
木
の
前
方
に
取
り
付
け
ら
れ
た
鈎
に
、
 

麻
製
の
ハ
ヨ
ウ
ナ
ワ
を
結
び
、
こ
れ
を
牛
馬
の
シ
ロ
グ
ラ
に
結
ん
で
引
張
ら
せ
る
。 

田
の
代
搔
き
で
は
、
よ
く
搔
け
ば
水
も
ち
が
良
い
と
い
わ
れ
縦
横
に
何
回
も
搔
い 

た
。
オ
ン
ガ
で
う
な
っ
た
後
の
ま
だ
土
塊
の
ま
ま
の
時
に
搔
く
こ
と
を
ア
ラ
ク
レ 

と
い
い
、

ク
ロ
を
塗
っ
て
か
ら
の
整
地
を
ナ
カ
シ
ロ
、
肥
料
を
ふ
り
仕
上
げ
の
た 

め
に
搔
く
作
業
を
ウ
ワ
シ
ロ
を
搔
く
と
い
っ
た
。
田
の
端
よ
り
搔
き
始
め
、

マ
ン 

ガ
三
巾
分
位
の
間
を
お
い
て
回
り
込
ん
で
搔
い
て
ゆ
く
。
搔
き
残
し
た
部
分
の
こ 

と
を
シ
マ
、
小
回
り
が
き
か
な
い
た
め
に
残
っ
た
田
の
四
隅
を
マ
ミ
と
い
っ
た
。

柄
長
—

六

六.

五
セ
ン
チ 

高
さ
—

六

五.

五
セ
ン
チ 

台
木
長
—
九
ー
セ
ン 

チ 

台
木
幅
—

八
.

四
セ
ン
チ 

台
木
厚
—

五
.

ニ
セ
ン
チ 

歯
長
— 

一
九•

五 

セ

ン

チ

鈎

長

一

四
•

五
セ
ン
チ

ズ
リ
マ
ン
ガ 

ホ
オ
リ
マ
ン
ガ 

⑨

は
畜
力
利
用
、⑩

は
人
力
用
の
マ
ン
ガ
で

 ヽ

ホ
オ
リ
マ
ン
ガ
は
別
に
フ
ウ
フ
マ
ン
ガ
と
も
い
う
。⑧

の
オ
シ
マ
ン
ガ
は
古
く
か 

ら
あ
る
が
、
ズ
リ
マ
ン
ガ
や
ホ
オ
リ
マ
ン
ガ
は
新
し
い
農
具
で
あ
り
、⑨

、⑩

と 

も
に
昭
和
十
年
代
に
購
入
し
て
い
る
。

こ
と
に
、
ズ
リ
マ
ン
ガ
は
、

ホ
オ
リ
マ
ン 

ガ
と
耕
運
機
の
利
用
の
間
に
普
及
し
た
も
の
で
、
使
用
期
間
が
短
か
く
格
子
状
の 

台
木
や
歯
は
ほ
と
ん
ど
減
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
マ
ン
ガ
は
、
稲
の
収
穫
後
の
田
で
麦
を
栽
培
す
る
際
の
ス
キ
オ
コ
シ 

後
の
土
コ
ナ
シ
に
用
い
ら
れ
た
。

ス
キ
オ
コ
シ
さ
れ
た
田
に
は
、
ィ
ネ
ガ
ッ
パ
の 

付
い
た
コ
ゴ
リ
が
あ
り
、
ま
ず
こ
れ
を
牛
馬
に
引
か
せ
た
ズ
リ
マ
ン
ガ
で
こ
な
し 

た
。

ア
ラ
コ
ナ
シ
と
い
う
。
ズ
リ
マ
ン
ガ
は
、
台
木
の
一
隅
に
打
ち
込
ま
れ
た
鉄 

の
カ
ン
に
、

ハ
ヨ
ウ
ナ
ワ
を
結
ん
で
引
か
せ
る
た
め
、

マ
ン
ガ
の
対
角
線
の
延
長 

上
を
斜
め
に
進
む
こ
と
に
な
る
。
あ
る
程
度
こ
な
せ
る
と
石
や
子
供
を
重
し
と
し 

て
マ
ン
ガ
の
上
に
乗
せ
更
に
よ
く
こ
な
し
た
。

マ
ン
ガ
の
使
い
分
け
は
、
農
家
に 

よ
っ
て
も
異
る
よ
う
で
あ
る
が
、
藤
井
家
の
場
合
、
ズ
リ
マ
ン
ガ
の
後
は
オ
シ
マ



ン
ガ
で
平
に
な
ら
し
、
最
後
に
残
っ
た
小
さ
な
コ
ゴ
リ
を
こ
な
す
の
に
ホ
オ
リ
マ 

ン
ガ
を
使
っ
た
と
い
ぅ
。

ホ
オ
リ
マ
ン
ガ
は
、
四
隅
の
カ
ン
に
縄
を
結
び
、

こ
れ 

を
二
人
で
持
っ
て
左
右
に
振
り
な
が
ら
移
動
し
っ
っ
作
業
す
る
。

一
日
の
作
業
量 

は
約
一
反
く
ら
い
だ
っ
た
と
い
ぅ
。

ズ
リ
マ
ン
ガ 

台
木
横
長
—
九
ー
セ
ン
チ 

ム
ロ
木
縦
長I

九
ー
セ
ン
チ 

歯
長

ニ
ニ
セ
ン
チ

ホ
オ
リ
マ
ン
ガ 

台
木
横
長I

九
ー
セ
ン
チ 

台
木
縦I

五

四•

五
セ
ン
チ 

歯
長
— 

一
四
セ
ン
チ

①テンガ須貝佳孝宅菅原

②サガラ須貝佳孝宅菅原

③クサッケズリ須貝佳孝宅菅原

④エンガ 藤井照治宅 下高田

⑤オンガ藤井侃宅中里

⑥サッカキ 岩井祐平宅 八木連



㈡

脱

穀
•

調
整
具

セ
ン
マ
イ 

脱
穀
用
の
千
歯
コ
キ
の
こ
と
を
セ
ン
マ
イ
あ
る
い
は
セ
ン
バ
と
呼 

ん
で
い
る
。
菅
原
や
下
高
田
で
は
麦
用
の
セ
ン
マ
イ
は
使
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い 

い
、
小
麦
の
脱
穀
に
は
ム
ギ
ブ
チ
、
大
麦
の
場
合
は
火
で
穂
を
焼
き
落
と
す
ム
ギ 

ヤ
ギ
リ
の
方
法
だ
っ
た
と
い
う
。⑪

も⑫

も
歯
数
は
二
十
五
本
で
あ
る
が
、
製
作 

地
が
異
る
た
め
か⑫

の
方
が
肉
厚
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。⑪

の
佐
藤
家
の
セ
ン 

マ
イ
に
は
、
台
木
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
焼
印•

墨
書
が
み
ら
れ
、
ま
た
十
三
本
目 

の
中
央
の
歯
の
表
裏
に
刻
印
が
み
え
る
が
判
読
で
き
な
い
。
焼
印
か
ら
島
根
県
産 

の
セ
ン
マ
イ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

セ
ン
マ
イ⑪
 

歯

幅(
全
体)

—
三
ー
セ
ン
チ 

歯
長
—

ニ
ー.

ニ
セ
ン
チ 

ムロ 

木
長
—
五
八•

五
セ
ン
チ
、
台
木
幅
—
五
•

ニ
セ
ン
チ 

台
木
高
—
七
.

八
セ
ン 

チ
セ
ン
マ
イ⑫
 

歯
幅
—
三
ー
セ
ン
チ 

歯
長
—

ニ
ー 
•

五
セ
ン
チ 

台
木
長 

I

六
〇•

五
セ
ン
チ 

台
木
幅
—
五
.

八
セ
ン
チ 

台
木
高
—
八
.

四
セ
ン
チ

厶
ギ
ブ
チ 

小
麦
用
の
脱
穀
用
具
。
割
竹
を
二
本
合
わ
せ
た
十
三
の
桟
を
区
切 

る
一
区
画
が
一
人
分
の
脱
穀
作
業
の
範
囲
で
、⑬

の
ム
ギ
ブ
チ
で
は
四
〜
五
人
で 

作
業
し
た
と
い
う
。
作
業
の
際
に
は
、
ム
ギ
ブ
チ
の
下
に
ム
シ
ロ
を
敷
き
、
よ
く 

乾
燥
さ
せ
た
麦
束
イ
チ
ワ
を
両
手
で
持
っ
て
桟
に
打
ち
つ
け
て
実
を
落
し
た
。
明 

治
の
終
り
頃
に
は
、
こ
う
し
た
脱
穀
作
業
に
越
中
か
ら
毎
年
手
間
取
り
が
来
て
手 

伝
っ
た
も
の
と
い
う
。
ム
ギ
ブ
チ
も
足
踏
み
脱
穀
機
が
普
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 

次
第
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。⑬

は
終
戦
後
ま
も
な
く
ま
で
使
っ
て
い
た
も
の
で 

あ
る
。

全
長
—
三
一
三
セ
ン
チ
ー
局
—
六

四.

五
セ
ン
チ
幅
六
〇
セ
ン
チ

ク
ル
リ 

セ
ン
マ
イ
で
脱
穀
し
た
稲
、
ム
ギ
ブ
チ
や
ム
ギ
ヤ
ギ
で
脱
穀
し
た
小 

麦
•

大
麦
は
、
実
と
と
も
に
穂
首
も
混
じ
っ
て
い
る
の
で
脱
粒
作
業
を
行
な
わ
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
ル
リ
は
こ
の
た
め
の
道
具
で
、
庭
に
広
げ
た
籾
や
麦
を
数 

人
で
そ
の
周
囲
を
移
動
し
な
が
ら
回
転
棒
を
打
ち
下
し
た
。
ま
た
、
ク
ル
リ
は
大

⑦タノクサトリ掛川満弥宅管原

⑧オシマンガ藤井侃宅中里

⑨ズリマンガ

藤井侃宅中里

⑩ホ:tリVンガ

藤井侃宅中里



⑪センマイ佐藤好風宅下高田

⑪一1佐藤好風宅下高田 

センマイの台木の墨書銘

⑪一 2佐藤好風宅下高田 

センマイの台木の焼印 

「島根県内松原」

豆
や
小
豆
な
ど
の
豆
類
の
脱
穀
に
も
活
躍
し
た
用
具
で
あ
る
。

全
長
—

一
五
四.

三
セ
ン
チ 

幅
—

二
九
セ
ン
チ 

回
転
棒
長
—
九

七.

七
セ 

ン
チ厶

ギ
ト
オ
シ 

穀
物
調
整
に
用
い
ら
れ
た
フ
ル
ィ
に
は
、
目
的
に
応
じ
て
種
類 

が
異
る
が
、⑮

、⑯

、⑰

は
い
ず
れ
も
ク
ル
リ
で
脱
粒
さ
れ
た
後
の
麦
を
、
主
に 

選
別
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。⑮

は
竹
製
の
ム
ギ
ト
オ
シ
で
蓰
は 

荒
く
井
桁
状
に
組
ま
れ
て
い
る
。⑯

は
曲
物
を
縁
と
し
蓰
部
は
金
網
で
あ
る
。⑰
 

は
コ
の
字
形
の
鉄
棒
で
ト
オ
シ
を
支
え
、
柄
を
握
っ
て
前
後
に
揺
り
動
か
し
な
が 

ら
作
業
す
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
麦
だ
け
で
な
く
大
豆
や
籾
の 

選
別
に
も
使
わ
れ
、
蓰
の
中
に
残
っ
た
ヵ
ス
は
前
方
へ
勢
い
よ
く
放
り
出
し
た
。
 

注
文
し
て
作
ら
せ
た
も
の
で
、
竹
田
家
で
は
こ
の
型
の
ト
オ
シ
を
使
う
前
が⑮

や 

⑯

の
よ
う
な
マ
ル
ッ
ト
オ
シ
だ
っ
た
と
い
う
。

ム
ギ
ト
オ
シ⑮
 

直
径I

六
七
セ
ン
チ 

深
一
八
セ
ン
チ

ム
ギ
ト
オ
シ
直
径I

五〇

•

五

セ

ン

チ

深

— 

ー
ー 
•

五
セ
ン
チ

ト
オ
シ⑰
 

長
—

一
〇
九•

三
セ
ン
チ 

幅
—
五
七•

五
セ
ン
チ 

脚
部
長I

五

六
セ
ン
チ

マ
ン
ゴ
ク 

籾
摺
り
が
終
っ
た
後
の
米
は
マ
ン
ゴ
ク
に
か
け
て
、
上
米
とn

ゴ 

メ 
(

ク
ズ
米)

に
ふ
る
い
分
け
ら
れ
る
。
漏
斗
部
ょ
り
ミ
な
ど
を
使
っ
て
入
れ
ら 

れ
た
米
は
、
上
米
が
篩
の
前
方
に
流
れ
落
ち
、
不
均
等
な
小
粒
の
コ
ゴ
メ
は
金
網 

の
篩
の
目
を
く
ぐ
っ
て
下
に
落
ち
る
。

マ
ン
ゴ
ク
に
か
け
た
米
は
ト
マ
ス
で
計
っ 

て
タ
ワ
ラ
に
つ
め
ら
れ
た
。

農
具
に
銘
を
書
き
入
れ
る
こ
と
は
稀
だ
が
、

マ
ン
ゴ
ク
に
は
ょ
く
篩
部
の
側
板 

に
製
造
者
な
ど
の
墨
書
が
残
さ
れ
て
い
る
側
が
多
い
。⑱

に
も
左
側
側
板
の
外
側 

に

「上
州
宇
田 

廣
木
屋
保
治
ロ
」
と
み
え
る
。
右
側
側
板
に
も
マ
ン
ゴ
ク
の
性 

能
を
表
示
し
た
ら
し
い
墨
書
が
み
え
る
が
糠
が
付
着
し
て
い
て
判
読
で
き
な
い
。
 

ま
た
、
篩
の
先
端
を
支
え
る
脚
部
の
は
め
込
み
板
に
は
「嘉
永
五
年 

子
十
月
十 

九
日 

下
高
田
村
佐
藤
嘉
平
衛
」
の
墨
書
が
ぁ
る
。
佐
藤
嘉
平
衛
氏
は
現
当
主
佐 

藤
好
風
氏
の
五
代
前
に
当
る
。

全
高
—

ー
ニ
ニ
セ
ン
チ 

幅
—
四
六•

五
セ
ン
チ(

漏
部
幅
—
五
十
セ
ン
チ 

長 

I

四

六

セ
ン
チ
深I

二
五
セ
ン
チ)



⑪一 4センマイの台木の焼印

佐藤好風宅下高田

「本場製造所神石爾兵衛」

⑪一 3センマイの台木の焼印 

佐藤好風宅下高田

「請合改別製神貞」

⑮ムギトオシ佐藤好風宅下高田 ⑫センマイ 藤井照治宅 下高田

⑯ムギトオシ藤井侃宅中里 

⑬ムギブチ竹田幸義宅菅原

⑭クルリ 佐藤好風宅 下高田



(H)
切

截

用

具

ク
サ
ヵ
リ
ガ
マ.

ナ
タ
ガ
マ 
⑲

は
、
朝
飯
前
に
馬
の
飼
料
や
推
肥
に
す
る
た 

め
の
草
を
刈
り
取
っ
て
く
る
時
の
ア
サ
ヅ
ク
リ
の
仕
事
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
ク
サ 

ガ
リ
ガ
マ
で
、
普
通
の
草
刈
り
用
の
ヵ
マ
ょ
り
柄
が
長
く
、
両
手
で
柄
を
握
っ
て

草
を
刈
っ
た
。
菅
原
で
は
、
ア
サ
ヅ
ク
リ
に
は
大
桁
山
に
出
か
け
、

一
駄(

六
束) 

刈
っ
て
く
る
の
に
朝
暗
い
う
ち
か
ら
十
時
頃
ま
で
か
か
っ
た
と
い
う
。

⑳

は
エ
チ
ゼ
ン
ガ
マ
の
ク
サ
カ
リ
ガ
マ
。
タ
ン
ボ
ミ
チ•

ア
ゼ
な
ど
の
草
を
刈 

る
際
に
用
い
ら
れ
る
一
般
的
な
草
刈
ガ
マ
で
、
欠
け
て
も
良
い
よ
う
に
余
分
に
一 

丁
持
っ
て
い
く
。
作
業
を
す
る
時
は
、

一
丁
の
カ
マ
で
草
を
刈
り
、
も
う
一
丁
の 

カ
マ
で
刈
っ
た
草
を
か
き
寄
せ
た
。

山
林
の
下
草
刈
り
に
は
大
ガ
マ
の
シ
タ
ガ
リ
ガ
マ
を
使
う
が
、

ユ
ル
リ
や
カ
マ 

ド

・
風
呂
を
沸
か
す
際
の
燃
料
に
な
る
ボ
ヤ
を
集
め
る
に
は
、
厚
手
の
刃
の
丈
夫 

な
ナ
タ
ガ
マ
を
用
い
た
。
ボ
ヤ
コ
セ
エ
は
主
に
男
衆
の
冬
の
仕
事
で
、
十
二
月
頃 

か
ら
三
月
頃
ま
で
の
間
に
一
年
分
の
ボ
ヤ
を
用
意
す
る
の
に
、㉑

の
よ
う
な
ナ
タ 

ガ
マ
を
持
っ
て
山
に
入
っ
た
。
ボ
ヤ
に
す
る
木
は
、
炭
焼
き
用
の
檐
の
木
を
除
い 

た
雑
木
が
対
象
で
、
木
の
途
中
を
手
で
つ
か
ん
で
は
根
元
を
切
り
払
っ
た
。

ノ
コ
ギ
リ
ガ
マ 

稲
刈
り
用
の
ノ
コ
ギ
リ
ガ
マ
は
、
ィ
ネ
カ
リ
ガ
マ
と
も
呼
ば 

れ
る
。
柄
は
短
か
く
鋸
歯
で
ぁ
り
、
稲
株
の
根
元
を
鋸
の
よ
う
に
手
前
に
引
い
て 

刈
り
取
る
。

⑰トオシ竹田幸義宅菅原

⑱マンゴク佐藤好風宅下高田

⑱一2 マンゴクの墨書銘

佐藤好風宅下高田

⑱一3 マンゴクの墨書銘
佐藤好風宅下高田

⑱_1マンゴクの墨書銘

佐藤好風宅下高田



ア
サ
キ
リ
ガ
マ 

ア
サ
キ
リ
ガ
マ
は
麻
の
収
穫
の
際
に
用
い
ら
れ
る
カ
マ
で
、
 

㉓
.
㉔

の
よ
う
に
二
種
類
の
形
が
み
ら
れ
た
。
妙
義
町
は
か
っ
て
麻
作
り
が
盛
ん 

に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
麻
の
収
穫
は
、
幹
を
手
で
ひ
と
つ
か
み
ず
つ
こ
ぎ
、
葉
や 

根
を
切
り
落
し
て
五
寸
程
の
束
に
束
ね
天
日
で
乾
燥
し
た
。
ア
サ
キ
リ
ガ
マ
は
、
 

こ
の
葉
を
切
り
払
う
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
根
を
切
り
落
す
に
も
使
わ
れ 

た
。カ

ワ
厶
キ
ガ
マ 

杉
皮
に
は
秋
皮
と
春
皮
が
あ
り
、
秋
皮
で
上
手
に
葺
い
た
屋 

根
な
ら
十
五
年
位
は
も
っ
た
と
い
う
。
カ
ワ
ム
キ
ガ
マ
は
、
こ
の
杉
皮
葺
き
の
屋 

根
材
を
採
取
す
る
た
め
の
用
具
で
、
主
に
コ
ビ
キ
の
人
が
使
っ
て
い
た
。
伐
材
し 

た
杉
の
木
が
ら
剝
ぐ
杉
皮
は
、
水
分
の
あ
る
う
ち
に
剝
ぐ
の
が
良
い
。
ま
ず
、
力 

ワ
ム
キ
ガ
マ
で
丸
太
の
周
囲
に
切
り
込
み
を
入
れ
、
杉
皮
の
長
さ
を
計
っ
て
も
う 

一
方
に
も
切
り
込
み
を
入
れ
る
。
次
に
、
切
り
込
み
の
部
分
に
カ
マ
の
背
を
挿
し 

込
ん
で
前
方
に
突
く
よ
う
に
し
て
皮
を
剝
ぐ
。
こ
の
た
め
、
カ
ワ
ム
キ
ガ
マ
の
背 

は
両
刃
に
な
っ
て
い
て
、
切
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
マ
の
長
さ
を
杉 

皮
の
長
さ
と
し
た
の
で
、
カ
ワ
ム
キ
ガ
マ
が
尺
棒
に
も
な
っ
て
い
た
。

タ
ケ
ワ
リ
ナ
タ 

タ
ケ
ワ
リ
ナ
タ
に
も
幾
つ
か
の
種
類
が
あ
る
が
、㉖

は
シ
ョ 

ウ
ギ
や
ミ
ソ
コ
シ
な
ど
の
小
細
工
を
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
ナ
タ
で
あ
る
。
竹
を 

割
る
場
合
、
片
刃
だ
と
一
方
へ
そ
げ
て
し
ま
う
の
で
刃
は
両
刃
で
あ
る
。
使
い
方 

は
、
竹
の
断
面
に
刃
を
立
て
、
力
を
入
れ
て
割
れ
目
を
つ
け
た
後
左
右
に
こ
じ
っ 

て
二
分
す
る
。
か
っ
て
は
コ
ザ
ル
な
ど
の
小
物
の
竹
細
工
く
ら
い
は
自
分
の
家
で 

作
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

全
長
—
三
三•

九
セ
ン
チ 

柄
長I

一
三.

五
セ
ン
チ

イ
タ
ワ
リ
ナ
タ•

キ
ネ 

葺
板
を
オ
シ
ウ
チ
ダ
ケ
で
押
え
釘
で
と
め
た
大
和
葺 

き
の
板
屋
根
や
石
を
置
い
た
石
置
き
屋
根
な
ど
の
板
葺
屋
根
の
板
材
を
製
作
す
る 

た
め
の
ナ
タ
で
あ
り
、
こ
の
他
に
大
割
り
用
の
ナ
タ
が
あ
っ
た
。
板
材
に
は
栗
を 

使
い
、
材
に
直
角
に
当
て
た
ナ
タ
は㉘

の
キ
ネ
で
、
背
を
叩
い
て
割
り
を
入
れ
、
 

あ
と
は
引
き
割
る
よ
う
に
し
て
征
目
の
板
を
得
た
。
板
割
り
の
仕
事
は
キ
コ
リ
が 

専
業
と
し
て
や
っ
て
い
た
が
、
八
木
連
で
は
越
後
か
ら
来
た
大
橋
と
い
う
人
が
板

を
ひ
い
た
り
割
っ
た
り
し
て
い
た
。
菅
原
や
下
仁
田
町
の
小
坂
に
は
板
割
り
職
人 

が
何
人
か
い
て
、
こ
の
辺
り
の
農
家
で
は
屋
根
葺
き
の
時
期
に
な
る
と
そ
こ
ま
で 

買
い
に
行
っ
た
人
も
い
る
。㉗

は
職
人
が
い
な
く
な
り
葺
板
を
購
入
す
る
こ
と
が 

で
き
な
く
な
っ
て
、
自
分
で
始
め
る
の
に
買
っ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
の
初
め
に 

富
岡
の
マ
ル
サ
ワ
商
店(
金
物
屋)

か
ら
二
円
五
十
銭
で
購
入
し
た
。

イ
タ
ワ
リ
ナ
タ 

柄
長
—

ー
 

ニ
セ
ン
チ 

刃
渡
—

二
五
セ
ン
チ

キ

ネ

長

—

ニ

ー

セ

ン

チ

径

八

セ

ン

チ

イ
シ
ヅ
チ
ナ
タ 

も
と
も
と
は
刃
の
先
端
に
突
起
の
出
た
鼻
付
鉈
で
あ
っ
た
も 

の
を
削
り
落
と
し
、
普
通
の
ナ
タ
に
改
良
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
イ
シ
ヅ
チ
の
呼 

び
名
は
、
誤
ま
っ
て
地
面
を
叩
い
て
し
ま
っ
た
際
に
石
な
ど
で
刃
が
こ
ぼ
れ
な
い 

よ
う
に
、
こ
の
突
起
で
防
い
だ
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
。
主
に
山
仕
事
で
使
用
。

全
長
—
三
四.

五
セ
ン

チ

柄

長

—

一
七.

ニ
セ
ン
チ

ノ
コ
ギ
リ 
㉚

と㉛

は
タ
テ
ビ
キ
ノ
コ
で
板
材
を
作
る
の
に
用
い
た
。
こ
の
う 

ち
㉚ヽ

は
主
に
コ
ビ
キ
が
丸
太
か
ら
柱
や
板
を
と
る
の
に
用
い
た
も
の
で
、
ヤ
グ 

ラ
を
組
ん
だ
上
に
墨
を
つ
け
た
丸
太
を
か
け
、
柄
を
両
手
を
組
む
よ
う
に
つ
か
ん 

で
ひ
い
た
。㉜

は
ヨ
コ
ビ
キ
ノ
コ
。
山
で
燃
料
に
す
る
マ
キ
を
と
る
の
に
よ
く
用 

い
た
。
二
種
類
の
ノ
コ
ギ
リ
の
違
い
は
、
タ
テ
ビ
キ
が
目
の
た
て
方
が
一
定
方
向 

で
歯
に
角
度
を
つ
け
な
い
の
に
対
し
、

ヨ
コ
ビ
キ
は
目
を
交
互
に
た
て
、
各
々
の 

歯
を
左
右
に
多
少
曲
げ
て
角
度
を
つ
け
る
点
に
あ
る
。
ヨ
コ
ビ
キ
の
歯
の
傾
斜
角 

度
は
経
験
で
調
節
す
る
が
、
余
り
広
げ
す
ぎ
る
と
切
り
に
く
い
し
、
角
度
が
狭
い 

と
ノ
コ
ギ
リ
が
木
に
は
さ
ま
っ
て
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
た
て
終
っ 

た
後
の
具
合
は
、
ノ
コ
ギ
リ
を
縦
方
向
か
ら
見
て
、
交
互
の
歯
が
つ
く
るV
字
形 

の
谷
が
、
先
か
ら
元
ま
で
一
直
線
で
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
。

タ
テ
ビ
キ
ノ
コ㉚
 

柄
長
—

ニ
ニ.

五
セ
ン
チ 

刃
長
—
六
ニ
セ
ン
チ 

刃
幅 

—
十

八•

三
セ
ン
チ

タ
テ
ビ
キ
ノ
コ㉛
 

柄
長
—
四
五•

ニ
セ
ン
チ 

刃
長
—
三
三•

五
セ
ン
チ 

刃 

幅-

八
•

八
セ
ン
チ

ヨ
コ
ビ
キ
ノ
コ㉜
 

柄
長I

五
六•

三
セ
ン
チ 

刃
長I

四
九•

五
セ
ン
チ 

刃



㉑ナタガマ

掛川満弥宅菅原

⑳クサカリガマ

掛川満弥宅菅原

⑲クサカリガマ

掛川満弥宅菅原

㉓アサキリガマ

岩井祐平宅八木連

㉒ ノコギリガマ

掛川満弥宅菅原

幅
—
四
•

ー
セ
ン
チ

㉔アサキリガマ

掛川満弥宅菅原



㉖一2竹割り

岩井祐平宅八木連

㉖キネ岩井祐平宅八木連

㉕カワムキガマ

掛川満弥家菅原
㉕カワムキガマ

掛川満弥宅菅原

㉖一1竹割り岩井祐平宅八木連

㉗ イタワリナタ 岩井祐平宅 八木連

㉖タケワリナタ岩井祐平宅八木連



㉛ タテビキノコ 岩井祐平宅 八木連

㉜ ヨコビキノコ 岩井祐平宅 八木連

㉙ イシヅチナタ 岩井祐平宅 八木連

㉚ タテビキノコ 岩井祐平宅 八木連

W

そ 

の 

他

カ
イ
コ
カ
ゴ 

養
蚕
に
使
う
カ
イ
コ
カ
ゴ
に
は
、
大
カ
ゴ•

八
分
カ
ゴ•

七
分 

カ
ゴ.

ハ
ン
カ
ゴ
な
ど
が
あ
る
が
、
菅
原
や
千
福
寺
辺
り
で
は
大
カ
ゴ
を
使
う
家 

が
多
く
、

コ
ガ
イ
コ
を
す
る
家
で
は
小
さ
い
カ
ゴ
を
使
っ
た
。
昔
は
春
蚕•

初
秋 

蚕

・
晩
秋
蚕
の
三
回
行
な
い
、
昭
和
に
な
っ
て
ド
テ
ガ
イ
が
普
及
す
る
ま
で
は
、
 

コ
ノ
メ
を
立
て
カ
イ
コ
カ
ゴ
を
そ
れ
に
挿
し
て
飼
う
棚
飼
い
だ
っ
た
。
カ
イ
コ
カ 

ゴ
は
カ
ゴ
ヤ
を
頼
ん
で
作
っ
て
も
ら
っ
た
。
十
月
か
ら
冬
至
ま
で
の
竹
の
切
り
シ 

ン
に
切
っ
て
お
い
た
も
の
を
使
い
、
冬
か
ら
春
ま
で
の
間
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
。
 

大
体
三
年
に
一
度
の
割
で
修
理
を
頼
み
、
こ
の
時
に
新
し
い
カ
ゴ
を

20
枚
前
後 

作
っ
た
。

縦
—

一
八
五
セ
ン
チ
横
—
九
八
セ
ン
チ

シ
チ
リ
ン
糸
と
り
用
の
シ
チ
リ
ン
で
あ
る
。
繭
は
シ
チ
リ
ン
に
か
け
た
セ
ト 

ビ
キ
の
イ
ト
ヒ
キ
ナ
ベ
の
湯
の
中
に
入
れ
、
ミ
ゴ
の
ホ
ウ
キ
で
糸
口
を
出
し
ザ
グ 

リ
の
糸
枠
に
結
ん
で
糸
を
と
る
。
手
前
の
ロ
ょ
り
炭
を
つ
ぎ
た
し
湯
は
い
つ
も
さ 

め
な
い
ょ
う
に
し
て
い
た
。

高
—

二
七.

五
セ
ン
チ 

上
部
—
四
五.

四
セ
ン
チ 

底
部
幅
—

二
五
セ
ン
チ 

ワ
タ
ク
リ
木
綿
の
種
子
を
は
じ
き
出
し
て
綿
の
み
を
と
る
用
具
で
あ
る
が
、
 

現
当
主
の
記
憶
に
も
な
い
道
具
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
大
正
時
代
以
前
に
使 

用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
種
子
を
は
じ
く
輾
棒
の
下
に
は
め
込
ま
れ
た
板 

に

「高
崎
本
町
三
丁
目㊇

」
の
墨
書
が
あ
る
。
そ
の
裏
面
に
は
「
さ
ッ
て
や 

八 

十
七
」
と
み
え
る
。

長
—
四
五•

八
セ
ン
チ 

幅
—

二
七
セ
ン
チ(
台
幅
一
八•

七
セ
ン
チ)

高
—

二 

八
•

六
セ
ン
チ

コ
エ
オ
ケ 

肥
料
運
搬
用
の
オ
ケ
で
、

コ
エ
ビ
シ
ャ
ク
で
か
い
出
し
た
人
糞
尿 

を
こ
れ
に
入
れ
、
テ
ン
ビ
ン
ボ
ウ
で
担
い
だ
。
畑
に
運
ぶ
時
に
は
、
馬
に
ビ
ク
を 

つ
け
、
そ
れ
に
四
個
の
オ
ケ
を
つ
け
て
運
ば
せ
た
。

コ
エ
は
自
分
の
家
に
た
ま
っ 

た
も
の
を
使
っ
た
が
、
農
家
の
中
に
は
松
井
田
町
ま
で
買
い
に
行
く
人
も
あ
っ
た
。



® オオカゴ

藤井照治宅下高田

㉚コエオ^" コエオケ

藤井侃宅中里

㉛ショイコ

掛川満弥宅菅原

㉟一1ワタクリの墨書銘

佐藤好風宅下高田

㉞シチリン藤井照治宅下高田

㉟ワタクリキ佐藤好風宅下高田

㉚カッシャ佐藤好風宅下高田

㉟一2 ワタクリの墨書銘

佐藤好風宅下高田



ー
セ
ン
チ
直
径
二
七
セ
ン
チ

シ
ョ
イ
コ 

桑
や
ボ
ヤ
、

マ
キ
な
ど
を
背
負
う
際
に
用
い
る
も
の
で
、
馬
が
入 

れ
る
と
こ
ろ
ま
で
運
び
出
す
の
に
よ
く
使
っ
た
。
シ
ョ
イ
コ
は
、
平
ら
な
場
所
よ 

り
山
で
の
仕
事
に
使
う
こ
と
が
多
く
、
昔
は
皆
こ
れ
で
荷
物
を
運
ん
だ
。
こ
の
辺 

り
で
は
セ
ナ
カ
ア
テ
は
使
わ
ず
、
シ
ョ
イ
コ
専
門
で
あ
る
。
形
は®

よ
り
大
き
い 

も
の
、
小
さ
い
も
の
色
々
で
、
爪
の
あ
る
シ
ョ
イ
コ
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
地
元 

の
大
工
に
作
っ
て
も
ら
う
が
、
器
用
な
人
な
ら
自
分
で
作
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
 

背
の
当
る
部
分
に
残
っ
た
繩
の
こ
と
は
オ
ツ
ラ
と
い
っ
た
。

長
—

一
〇
六
セ
ン
チ
幅
—

二
六.

ー
セ
ン
チ

滑
車 

松
の
木
を
輪
切
り
に
し
芯
を
抜
い
て
作
っ
た
自
家
製
の
滑
車
。
製
作
さ 

れ
た
時
期
は
分
ら
な
い
が
、
二
階
で
養
蚕
を
す
る
際
に
庭
か
ら
桑
束
を
引
き
上
げ 

る
の
に
用
い
て
き
た
と
い
う
。

幅
— 

一
三.

五
セ
ン
チ 

直
径
—
三
四.

八
セ
ン
チ

ニ

ヽ

生

活

に

関

す

る

用

具

H

食

制

用

具

セ
イ
ロ 

セ
イ
ロ
に
は
縁
に
曲
物
を
用
い
た
も
の
も
あ
る
が
、㉚

は
四
つ
重
ね
、
 

井
桁
形
の
セ
イ
ロ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
セ
イ
ロ
の
底
に
二
本
の
渡
木
を
設
け
、
竹
簀
を 

敷
い
て
用
い
る
。
餅
搗
き
用
の
糯
米
や
赤
飯
な
ど
を
蒸
し
た
。
蒸
し
加
減
が
上
と 

下
で
は
異
な
る
た
め
、
時
々
上
下
を
入
れ
替
ぇ
て
平
均
に
蒸
れ
る
よ
う
な
配
慮
が 

必
要
だ
っ
た
。
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
五
十
年
以
上
経
過
し
て
い
る
と
い
う
。
 

メ
ン
パ 

檜
を
材
料
に
し
た
曲
物
の
弁
当
箱
で
、
漆
を
塗
っ
て
い
る
た
め
や
や 

赤
み
が
か
っ
た
光
沢
が
あ
る
。
田
畑
で
の
農
作
業
や
山
仕
事
に
は
、
こ
れ
を
麻
製 

の
シ
ョ
イ
ビ
ク
に
入
れ
て
背
負
っ
た
り
、
風
呂
敷
で
包
み
腰
に
結
び
つ
け
て
出
か 

け
た
。
メ
ン
パ
の
中
の
飯
は
、
麦
四
分
、
米
六
分
の
ヒ
キ
ワ
リ
メ
シ
で
、
こ
れ
を 

身
と
蓋
の
両
方
に
つ
め
、
梅
干
や
漬
物
を
お
か
ず
に
し
て
い
た
と
い
う
。

直
径
—

一
五
セ
ン
チ
深I

六
セ
ン
チ

メ
シ
ツ
ギ 

檜
の
曲
物
を
桜
の
皮
で
と
め
、
漆
を
か
け
て
あ
る
。
ホ
カ
ィ
に
当 

る
容
器
で
、
七
月
半
ば
す
ぎ
の
農
休
み
や
ア
キ
ア
ゲ
な
ど
で
農
作
業
に
き
り
が
つ 

く
と
、
嫁
は
コ
ワ
メ
シ
や
オ
ハ
ギ
を
入
れ
て
実
家
に
里
帰
り
し
、
帰
り
に
は
ウ
ド 

ン
を
入
れ
て
持
っ
て
き
た
と
い
う
。
ま
た
、
四
十
九
日
の
念
仏
の
時
な
ど
に
は
、
 

•
近
所
の
人
が
こ
れ
に
小
麦
の
粉
を
入
れ
、
五
十
銭
位
を
の
せ
て
や
っ
て
き
た
と
い 

う
。
こ
の
他
、

コ
ジ
ュ
ハ
ン(

三
時
休
み)

の
時
に
も
、
農
作
業
の
手
伝
い
に
来 

た
人
達
に
ヤ
キ
モ
チ
や
ム
ス
ビ
を
出
す
の
に
、
こ
れ
に
入
れ
て
ノ
ラ
ま
で
運
ん
だ
。

蓋
直
径
—

ニ
ニ.

八
セ
ン
チ 

本
体
直
径
—

ニ
ニ
セ
ン
チ 

深
—
九
.

六
セ
ン 

チ
カ

タ

ク

チ
カ
タ
ク
チ
に
は⑫

の
よ
う
に
注
口
を
胴
部
に
取
り
付
け
た
も
の
、
 

口
縁
部
の
一
端
を
張
り
出
さ
せ
て
注
口
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
二
升
入
り 

で
カ
タ
ク
チ
と
し
て
は
大
き
い
方
だ
と
い
う
。
台
所
の
必
需
品
で
、
自
分
の
家
で 

醸
造
し
た
醬
油
は
、
樽
か
ら
こ
れ
に
引
い
て
き
て
使
っ
た
。
酒
も
樽
で
買
っ
て
く 

る
と
カ
タ
ク
チ
に
受
け
て
か
ら
ト
ツ
ク
リ
に
移
し
か
え
た
。

直
径
—

ニ
ニ•

五
セ
ン
チ 

深
ー
ニ
セ
ン
チ

豆

腐

の

型
大
豆
を
水
に
ほ
と
ば
し
て
ィ
シ
ウ
ス
で
碾
き
、
釜
で
煮
た
も
の
を 

麻
布
な
ど
で
こ
し
た
汁
に
ニ
ガ
リ
を
入
れ
る
と
豆
腐
と
な
る
。⑬

は
豆
腐
の
四
角 

い
型
を
作
る
た
め
の
ブ
リ
キ
製
の
容
器
で
、
戦
争
が
激
し
く
な
り
、
食
糧
の
自
給 

が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
使
い
出
し
た
も
の
と
い
う
。
豆
腐
製
造
用
の
豆 

腐
箱
に
は
、
水
抜
き
穴
の
あ
る
木
製
容
器
が
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
戦
時
中
の
自 

給
経
済
の
所
産
と
い
え
る
。
当
時
質
の
よ
い
大
豆
は
殆
ん
ど
供
出
さ
せ
ら
れ
た
の 

で
、
家
で
は
残
っ
た
悪
い
大
豆
を
使
っ
て
豆
腐
を
作
っ
て
い
た
。

縦
—

一
八.

七
セ
ン
チ 

横
—

一
三•

ニ
セ
ン
チ 

深
—
四
ニ
ニ
セ
ン
チ

ミ

ズ

ガ

メ
昭
和
三
年
に
水
道
が
引
か
れ
る
ま
で
は
、
外
の
ツ
ル
ベ
井
戸
か
ら 

オ
ケ
で
水
を
汲
ん
で
来
て
ミ
ズ
ガ
メ
に
入
れ
て
お
い
た
。
水
運
び
は
女
衆
の
仕
事 

で
、
オ
カ
ッ
テ
に
置
い
た
ミ
ズ
ガ
メ
は
、
飲
水
や
炊
事
な
ど
で
よ
く
使
っ
た
の
で
、
 

一
日
二
回
く
ら
い
は
水
汲
み
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。㉞

に
は
蓋
が
欠



け
て
い
る
が
、
使
用
し
な
い
時
の
ミ
ズ
ガ
メ
に
は
い
つ
も
蓋
は
し
て
お
い
た
。
 

直
径
—

四
六.

五

セ

ン

チ

深

—
四
四•

五
セ
ン
チ

テ
ッ
ビ
ン 

ユ
ル
リ
の
あ
っ
た
時
代
に
は
、
テ
ッ
ビ
ン
は
常
時
湯
を
沸
か
し
て 

お
く
の
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。
カ
ギ
ダ
ケ
の
鈎
に
吊
し
て
湯
を
沸 

か
し
、
あ
る
い
は
ゴ
ト
ク
の
上
に
載
せ
て
お
い
て
い
つ
で
も
湯
が
得
ら
れ
た
。
形 

に
も
色
々
あ
る
が
、⑮

の
よ
う
な
形
態
を
し
た
テ
ッ
ビ
ン
は
よ
く
見
か
け
ら
れ
る
。
 

⑱

は
針
金
の
吊
手
で
茶
釜
に
似
て
い
る
。3

個
の
テ
ッ
ビ
ン
中
最
も
大
き
い
が
薄 

く
で
き
て
お
り
重
さ
は
さ
ほ
ど
で
も
な
い
。⑰

は
胴
が
八
角
で
吊
手
は
竹
を
曲
げ 

て
使
用
し
て
い
る
。

テ
ッ
ビ
ン⑮

直

径
(
最
大
径)

—

ニ
ー.

五

セ

ン

チ

深

— 

一
五.

三
セ
ン 

チ

吊

手

高

—

一
五
セ
ン
チ

テ
ッ
ビ
ン®

直
径
—

二
三.

五

セ

ン

チ

深

— 

一
六•

三
セ
ン
チ
吊
手
高 

—

一

五
セ
ン
テ

テ
ッ
ビ
ン⑰

直
径
— 

ー
ニ.

六

セ

ン

チ

深

— 

一
〇.

八
セ
ン
チ
吊
手
高

I

八
セ
ン
チ

サ
ラ 

盛
り
つ
け
用
の
大
皿
で
、@

、@

と
も
に
明
治
の
半
ば
頃
、
藤
井
氏
の 

父
親
が
塚
の
ま
わ
り
を
開
墾
し
て
畑
に
し
た
際
に
、
土
中
よ
り
出
て
き
た
も
の
と 

い
う
。
山
水
と
鯰
絵
の
染
付
け
で
、
完
形
で
あ
っ
た
の
で
そ
の
後
自
家
の
寄
り
合 

い
の
際
に
使
っ
た
も
の
と
い
う
。
結
婚
式
の
時
に
は
、
鯉
一
匹
を
む
し
り
魚
と
し 

て
の
せ
、
酒
盛
り
が
半
分
程
済
ん
だ
頃
、
媒
妁
人
か
ら
順
に
回
し
て
食
べ
て
も
ら
っ 

た
と
い
う
。

サ
ラ⑱

直
径
—
三
〇
セ
ン
テ
深
—
五
セ
ン
テ

サ
ラ®

直
径
—
三
〇
セ
ン
テ
深
—
三
.

四
セ
ン
テ

盃
.

盃
台 

写
真
は
盃
台
の
上
に
三
つ
重
ね
の
盃
を
載
せ
た
も
の
で
、
結
婚
式 

の
三
三
九
度
の
際
に
用
い
ら
れ
る
。
い
つ
頃
の
も
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
 

昭
和
三
十
七
年
頃
に
使
っ
た
の
が
最
後
だ
と
い
う
。
盃
は
内
側
が
朱
漆
、
外
側
が 

黒
漆
で
塗
ら
れ
鶴
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
盃
台
は
台
部
が
朱
、
他
が
黒
で
塗
ら 

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
納
め
る
木
箱
に
は
「
三
棒
」
と

「末
広
」
と
箱
書
さ
れ
て
い

た
。
三
棒
は
三
方
で
あ
ろ
う
が
、
四
面
の
脚
部
に
は
四
方
に
刳
形
が
あ
る
。
 

盃
(
大)

直
径
— 

ー
ニ•

八

セ

ン

チ

深

—

二•

ニ
セ
ン
チ

盃
(
中)

直
径I
 
ー
ー 
•

八

セ

ン

チ

深

—

二•

ー
セ
ン
チ

盃
(

小)

直
径
—

一
〇.

七

セ

ン

チ

深

—

ニ
セ
ン
チ

盃
台 

縦
—

一
七.

五
セ
ン
チ 

横
—

一
七.

五
セ
ン
チ 

高
—

一
四.

三
セ 

ン
チチ

ョ
ウ
シ 

蓋
が
無
く
な
っ
て
い
る
が
、
婚
礼
の
三
三
九
度
の
儀
礼
に
用
い
ら 

れ
る
鋳
物
の
チ
ョ
ウ
シ
で
、
二
個
で
一
対
と
な
り
雌
蝶
、
雄
蝶
を
水
引
き
で
鈎
手 

の
前
に
つ
け
、
六
〜
七
歳
の
男
女
が
盃
に
酒
を
注
い
だ
。
婚
礼
の
盃
事
に
用
い
ら 

れ
る
も
の
だ
か
ら
、
ど
こ
の
家
に
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
普
通
は
隣
近
所 

で
共
有
し
て
い
た
が
、
媒
酌
人
を
よ
く
つ
と
め
る
家
に
は
あ
っ
た
。
藤
井
家
で
も 

近
所
で
婚
礼
が
行
な
わ
れ
た
際
に
は
よ
く
貸
し
出
し
た
も
の
と
い
う
。

直
径
—

一
四•

四
セ
ン
チ 

深
—
九
セ
ン
チ 

吊
手
高
—
八
.

五
セ
ン
チ

ト
ッ
ク
リ 

ー
 

ロ
に
ト
ッ
ク
リ
と
い
っ
て
も
そ
の
形
や
容
量
あ
る
い
は
使
わ
れ 

方
で
い
く
つ
か
の
タ
ィ
プ
が
あ
る
。

大
正
時
代
に
ガ
ラ
ス
製
の
酒
ビ
ン
が
出
回
る
ま
で
は
、
酒
は
ト
ッ
ク
リ
で
酒
屋 

か
ら
買
っ
て
き
た
。㉜

や㉝

が
酒
買
い
に
使
わ
れ
た
ト
ッ
ク
リ
で
、

一
升
入
り
の 

ビ
ン
ボ
ウ
ド
ッ
ク
リ
と
い
わ
れ
る
。
ト
ッ
ク
リ
の
ロ
が
下
ぶ
く
れ
に
な
っ
て
い
る 

の
は
、
首
に
紐
を
結
ん
で
ぶ
ら
下
げ
た
際
に
は
ず
れ
な
い
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
 

藤
井
氏
の
曾
祖
父
の
使
用
し
た
も
の
と
い
う
。
「清
水
屋
」
、
「西
田
支
店
」
の
染
め 

付
け
は
い
ず
れ
も
酒
屋
の
名
前
で
、
清
水
屋
は
上
高
田
に
、
西
田
は
富
岡
市
内
に 

あ
り
今
も
商
店
を
経
営
し
て
い
る
。
酒
買
い
に
は
ト
ッ
ク
リ
の
他
に
樽
も
利
用
さ 

れ
、

一
升
入.

二
升
入•

五
升
入
な
ど
の
樽
を
背
負
っ
て
酒
店
ま
で
買
い
に
出
か 

け
た
。
富
岡
市
丹
生
に
は
明
治
の
末
頃
ま
で
「
や
ま
に
」(
八I)

と
呼
ば
れ
た
造
酒 

屋
が
あ
り
、
よ
く
そ
こ
ま
で
樽
を
背
負
っ
て
買
い
に
行
っ
た
と
い
う
。

㉞

は
五
升
入
り
の
大
ド
ッ
ク
リ
で
ロ
か
ら
胴
上
部
に
か
け
て
深
緑
色
の
釉
が
か 

か
り
、
胴
部
は
肌
色
を
呈
し
て
い
る
。
酒
の
配
達
の
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
買
っ 

て
き
た
酒
を
常
備
す
る
の
に
、
こ
う
し
た
大
型
の
ト
ッ
ク
リ
が
使
わ
れ
、
晩
酌
な



ど
を
や
っ
て
い
た
。㉟

も
五
升
入
ト
ッ
ク
リ
だ
が
酒
を
入
れ
て
お
い
た
憶
え
は
な 

い
と
い
う
。
む
し
ろ
、
茶
壺
が
わ
り
に
自
家
製
の
茶
を
保
存
す
る
の
に
用
い
た
と 

い
う
。
か
っ
て
は
、
自
家
用
の
茶
く
ら
い
は
ど
こ
の
家
で
も
作
っ
て
い
た
と
い
わ 

れ
、
ホ
イ
ロ
で
乾
燥
さ
せ
た
茶
を
こ
の
型
の
ト
ッ
ク
リ
で
保
存
し
た
と
い
う
例
は 

他
で
も
聞
か
れ
た
。

㉟

は
磁
器
製
の
一
升
ド
ッ
ク
リ
で
あ
る
が
、
日
常
用
の
も
の
で
は
な
く
、
人
寄 

せ
の
際
に
大
釜
に
入
れ
て
澗
を
し
た
お
澗
ド
ッ
ク
リ
と
い
う
。
大
釜
に
は
二
〜
三 

本
入
れ
て
お
澗
を
し
た
。
陶
製
の
ビ
ン
ボ
ウ
ド
ッ
ク
リ
な
ど
よ
り
薄
く
で
き
て
い 

る
た
め
お
澗
す
る
の
も
短
時
間
で
済
ん
だ
。

㉛

、㉚

は
普
通
の
澗
ド
ッ
ク
リ
で
い
わ
ゆ
る
チ
ョ
ウ
シ
と
い
わ
れ
る
。㉗

は
二 

合
ド
ッ
ク
リ
、㉚

は
二
合
五
勺
入
り
で
、
他
に
一
合
ド
ッ
ク
リ
も
あ
っ
た
。
「
か
き 

や
」
の
名
は
酒
店
の
屋
号
で
あ
る
。
酒
は
、
こ
れ
ら
の
ト
ッ
ク
リ
を
小
火
鉢
の
茶 

釜
な
ど
に
入
れ
て
お
澗
を
し
、
オ
チ
ョ
コ
に
注
い
で
は
飲
ん
だ
。

㉝

は
ロ
が
欠
け
て
い
る
が
一
升
入
り
の
油
ド
ッ
ク
リ
、㉚

は
二
升
入
り
だ
が
何 

を
入
れ
た
も
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
恐
ら
く
油
か
醬
油
を
入
れ
て
お
い
た
も
の 

だ
ろ
う
。

酒
ビ
ン 

酒
ビ
ン
の
出
初
め
の
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
合
入
り
で
「東
京 

®
 

森
本
商
店
」
の
文
字
が
み
え
る
。
手
作
り
で
あ
ま
り
精
巧
に
は
仕
上
が
っ
て 

お
ら
ず
、
ビ
ン
の
底
は
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。

全
高
—

二
九.

ニ
セ
ン
チ(
首
長
—

一
〇.

七
セ
ン
チ)

幅
—
七
セ
ン
チ 

イ
シ
ウ
ス 

花
岡
岩
質
の
ひ
き
臼
で
、
上

臼.

下
臼
と
も
よ
く
摩
滅
し
て
厚
み 

が
減
っ
て
い
る
。
製
粉
用
の
イ
シ
ウ
ス
で
、
大
豆
か
ら
黄
粉
を
ひ
い
た
り
米
の
粉 

を
ひ
く
の
に
用
い
ら
れ
た
。
二
人
が
ウ
ス
を
挾
ん
で
向
い
合
い
把
手
を
二
人
で 

握
っ
て
回
す
。
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
使
わ
れ
た
だ
け
で
蔵
に
し
ま
わ
れ
た
ま
ま
五 

十
年
近
く
経
過
し
て
い
る
と
い
う
。

コ
ナ
オ
ケ 

水
車
が
あ
っ
た
時
代
に
は
、
ひ
い
た
小
麦
粉
や
米
粉
を
こ
れ
に
入 

れ
、
テ
ン
ビ
ン
ボ
ウ
で
前
後
に
吊
し
て
家
ま
で
運
ん
で
き
た
と
い
う
。
胴
を
し
め 

る
タ
ガ
の
う
ち
、
上
部
の
タ
ガ
は
修
理
し
た
際
の
新
し
い
も
の
だ
が
、
蓋
と
桶
に

は
紀
年
銘
が
あ
り
当
時
の
も
の
で
あ
る
。

蓋
裏 

慶
応
四
辰
年 

四
月
吉
日 

下
高
田
村 

佐
藤

底
裏 

慶
応
四
年 

戊
辰
四
月
吉
日 

下
高
田
村 

佐
藤
嘉
平
衛
持
主 

墨
書
は
桶
を
入
手
し
た
時
点
の
も
の
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
。
当
初
か
ら
水
車
小 

屋
で
使
う
コ
ナ
オ
ケ
用
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
な
ら
、
小
屋
を
共
同
使
用 

す
る
他
人
の
持
物
と
区
別
す
る
た
め
に
明
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

直
径
——

四
〇.

ニ

セ

ン

チ

深

——

五
六•

五
セ
ン
チ

ヒ
キ
ワ
リ
ト
オ
シ 

ハ
ン
メ
シ
は
ヒ
キ
ワ
リ
麦
と
米
が
半
分
づ
つ
混
じ
っ
た
も 

の
を
い
う
が
、
中
里
で
は
ヒ
キ
ワ
リ
麦
七
分
に
米
三
分
が
ふ
だ
ん
食
べ
る
ヒ
キ
ワ 

リ
メ
シ
で
、
こ
う
し
た
か
つ
て
の
主
食
の
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
た
ヒ
キ
ワ
リ 

麦
を
作
る
に
は
水
車
が
使
わ
れ
た
。㉞

の
臼
で
ひ
い
た
ヒ
キ
ワ
リ
麦
を
ふ
る
う
際 

に
用
い
ら
れ
た
フ
ル
ィ
で
、
ふ
る
っ
た
後
に
残
る
大
粒
の
麦
は
再
び
臼
の
中
に
返 

さ
れ
て
細
か
く
砕
か
れ
た
。
昭
和
の
初
め
ま
で
、
こ
の
辺
り
に
は
中
里
と
古
立
の 

合
同
の
水
車
が
あ
り
、
精
米
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
た
が
、
精
米
所
が
で
き
て
か
ら 

は
ヒ
キ
ワ
リ
ト
オ
シ
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
。

㉝セイロ佐藤好風宅下高田



直
径-
-

四
五•

五
セ
ン
チ 

深-
-

九
•

八
セ
ン
チ

キ
バ
チ 

栃
の
木
を
彫
っ
て
仕
上
げ
た
大
型
の
キ
バ
チ
で
、
内
側
に
は
朱
漆
が 

か
す
か
に
ぅ
か
が
え
る
。
こ
ね
鉢
と
し
て
使
っ
た
こ
と
は
な
く
、
水
草
小
屋
で
米 

を
搗
い
た
あ
と
の
米
粉
を
、
フ
ル
ィ
に
移
し
か
え
る
際
に
用
い
た
も
の
と
い
ぅ
。

直
径-
-

六
三•

五

セ

ン

チ

深-
-

一
三
セ
ン
チ

⑩ メンパ藤井照治宅下高田

⑪ メシツギ藤井照治宅下高田

⑭水ガメ須貝佳孝宅

菅原

⑫ カタクチ 藤井照治宅 下高田⑮テッビン藤井照治宅下高田

⑬ 豆腐の型 藤井照治宅 下高田⑯テッビン 藤井照治宅下高田



㉛ チョウシ 藤井照治宅 下高田 ⑰ テッビン 藤井照治宅下高田

㉜トックリ

藤井照治宅下高田

㉝トックリ

藤井照治宅下高田

⑱サラ藤井照治宅下高田

⑲サラ 藤井照治宅下高田

㉚盃台•盃 藤井照治宅 下高田

㉝トックリ

藤井照治家

下高田



㉟トックリ

佐藤好風宅下高田

㉞トックリ

藤井照治家下高田

㉚トックリ

藤井照治家下高田

㉗トックリ

藤井照治家下高田

㉟トックリ

藤井照治家下高田

㉞トックリ

藤井照治宅下高田

㉟トックリ

藤井照治宅下高田

㉗㉚トックリ藤井照治宅下高田

㉝トックリ佐藤好風宅下高田



@ コナオケ

佐藤好風宅下高田

㉛酒ビン

佐藤好風宅下高田

㉚トックリ

佐藤好風宅下高田

㉛一1 酒ビンの底 佐藤好風宅 下高田㉝ イシウス 佐藤好風宅 下高田

㉝イシウス

佐藤好風家下高田
㉝_1

コナオケの底裏の墨書銘 

佐藤好風宅下高田

㉝一2
コナオケの蓋裏の墨書銘

佐藤好風宅下高田



㈡

灯 

火 

具

ア

ン

ド

ン
ラ
ン
プ
が
照
明
の
主
役
で
あ
っ
た
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
頃 

で
も
、
ア
ン
ド
ン
は
夜
の
作
業
の
補
助
照
明
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
 

女
衆
な
ら
お
針
仕
事
、
男
衆
な
ら
ヨ
ナ
ベ
の
縄
な
い
や
ゾ
ウ
リ
作
り
の
仕
事
に
そ 

ば
に
置
い
て
灯
り
と
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
ア
ン
ド
ン
の
中
の
ト
ウ
ゲ
エ(
油
皿) 

に
は
菜
種
油
を
入
れ
、
山
吹
き
や
ト
ウ
ス
ミ
の
芯
を
使
っ
て
い
た
。
か
つ
て
は
、
 

ト
ウ
ス
ミ
キ
リ
と
い
う
商
売
も
あ
り
、
ト
ウ
ス
ミ
の
木
の
芯
を
と
っ
て
歩
い
て
い 

た
。高̂

八
二.

四
セ
ン
チ
、
幅
——

二
八
・
七
セ
ン
チ
、
奥
行̂

^

二
八
・
七 

セ
ン
チ

シ
ヨ
ク
ダ
イ 

シ
ヨ
ク
ダ
イ
は
室
内
灯
火
具
で
蠟
燭
を
立
て
て
照
明
と
す
る
。
 

明
治
以
後
、
ラ
ン
プ
が
普
及
し
、
大
正
に
入
っ
て
電
気
に
ょ
る
照
明
が
行
な
わ
れ 

る
ょ
う
に
な
る
と
、
シ
ヨ
ク
ダ
イ
の
使
用
範
囲
も
か
な
り
限
定
さ
れ
た
。
下
高
田

で
も
大
正
時
代
に
は
電
気
が
入
っ
た
ょ
う
で
あ
り
、㉗

の
シ
ョ
ク
ダ
ィ
も
葬
儀
の 

際
の
仏
前
で
使
わ
れ
た
程
度
だ
っ
た
と
い
う
。㉗

は
真
鍮
製
、㉚

は
木
製
で
あ
る
。
 

シ
ョ
ク
ダ
ィ®

高̂

^

六
六.

五
セ
ン
チ
台
座
径
——

二
八
セ
ン
チ
受 

皿
径
——

一
四
セ
ン
チ

シ
ョ
ク
ダ
ィ㉝
 

高̂

^

四
八
セ
ン
チ 

台
座
縦
——

ニ
ー
セ
ン
チ 

台
座
横 

-
-

一
九•

五
セ
ン
チ
受
皿
径-
-

六
セ
ン
チ

ラ
ン
プ 
㉚

は
ホ
ヤ
と
カ
サ
の
欠
け
た
吊
ラ
ン
プ
で
あ
る
。
か
つ
て
の
室
内
照 

明
の
中
心
的
存
在
だ
っ
た
が
、
昭
和
に
入
る
と
養
蚕
に
使
わ
れ
た
く
ら
い
だ
っ
た
。
 

養
蚕
で
は
、
昭
和
の
初
め
に
ラ
ン
プ
飼
い
と
い
う
稚
蚕
飼
育
が
流
行
し
、
こ
の
間 

の
温
度
調
節
に
用
い
ら
れ
た
。
み
か
ん
箱
に
砂
を
入
れ
そ
の
中
に
立
て
た
り
、
鴨 

居
に
釘
を
打
ち
こ
れ
に
ぶ
ら
下
げ
た
り
し
た
。

一
晩
で
ホ
ヤ
が
煤
で
真
っ
黒
く
な 

る
た
め
、
毎
日
掃
除
し
て
火
災
の
予
防
や
照
明
度
を
保
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら 

な
か
っ
た
。

全
高̂

四
六
セ
ン
チ 

全
幅
——

三
ー
セ
ン
チ 

ラ
ン
プ
本
体
高
——

三
六 

セ
ン
チ
ラ
ン
プ
本
体
幅
——

ー
ー
セ
ン
チ

㉞ヒキワリトオシ藤井侃宅中里

㉟キバチ佐藤好風宅下高田

@アンドン

掛川満弥宅菅原



㉗シヨクダイ

佐藤好風宅下高田

㉚シヨクダイ

佐藤好風宅下高田

㉚ランプ

佐藤好風宅下高田

(H)
そ 

の 

他

木
箱
冠
婚
葬
祭
用
の
茶
飲
み
茶
椀
を
入
れ
て
お
く
の
に
用
い
た
と
い
ぅ
が
、
 

当
初
は
何
に
使
用
し
た
も
の
か
分
ら
な
い
。
箱
の
内
側
に
は
墨
の
跡
が
い
た
る
と 

こ
ろ
に
み
ら
れ
、
落
し
蓋
を
支
え
る
横
木
が
縁
か
ら
三
セ
ン
チ
の
と
こ
ろ
に
設
け 

ら
れ
て
い
る
。
書
籍
類
の
収
納
用
の
文
箱
と
し
て
用
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

一
 

見
変
哲
も
な
い
木
箱
で
あ
る
が
、
竹
釘
が
使
用
さ
れ
、
そ
の
後
の
修
理
の
際
に
は 

鉄
の
角
釘
が
用
い
ら
れ
て
い
て
材
も
古
い
。
ま
た
、
底

裏

に

は

「文
政
三
年 

下 

高
田
村
」
の
墨
書
銘
が
み
え
る
。

縦
——

二
六.

ー
セ
ン
チ 

横
——

三
九•

五
セ
ン
チ 

深
——

一
九.

八
セ 

ン
チヤ

タ
テ 

携
帯
用
筆
記
用
具
で
、
墨
壺
に
筆
を
納
め
る
柄
を
取
り
付
け
た
も
の
。
 

真
鍮
製
。
佐
藤
氏
の
曾
祖,
父
丑
五
郎
氏
が
地
租
改
正
の
際
の
測
量
で
図
面
を
作
製 

し
た
時
に
使
用
し
た
も
の
と
い
ぅ
。
佐
藤
家
に
は
現
在
も
こ
の
時
の
切
絵
図
が
多 

数
綴
ら
れ
て
残
さ
れ
て
い
る
。

長
——

ニ
ー
セ
ン
チ 

墨
壺
径
——

三
.

七
セ
ン
チ 

墨
壺
深
——

二.

六 

セ
ン
チ

ネ
ッ
ケ•

ィ
ン
ロ
ウ 

牙
角
製
の
三
重
の
ィ
ン
ロ
ウ
で
、
薬
を
入
れ
腰
に
ぶ
ら

下
げ
る
。
表
面
に
黒
漆
を
塗
る
。
ネ
ッ
ケ
も
牙
角
製
で
、
人
物
が
亀
を
背
負
ぅ
姿 

を
彫
刻
し
て
あ
る
。

ィ
ン
ロ
ゥ 

古
冋：
；

六
•

ー
 

セ
ン
チ 

長
径-
-

六
•

四
セ
ン
チ 

短
径 

-
-

二•

五
セ
ン
チ

ア
ン
ヵ
移
動
用
の
煖
房
具
で
、
土
製
の
箱
框
に
素
焼
き
の
火
容
を
入
れ
炭
火 

で
煖
を
と
っ
た
。
火
容
に
堅
炭
を
利
用
す
れ
ば
一
日
二
回
炭
継
ぎ
す
る
だ
け
で
一 

日
保
て
た
。
電
気
ゴ
タ
ッ
が
普
及
す
る
ま
で
は
、
こ
れ
に
格
子
の
コ
タ
ッ
ヤ
グ
ラ 

を
被
せ
、
ロ
タ
ッ
蒲
団
を
か
け
て
畳
の
上
で
置
き
ゴ
タ
ッ
と
し
て
用
い
た
。
ま
た
、
 

ィ
ザ
リ
バ
タ
で
機
織
り
を
し
た
時
代
に
は
、
こ
れ
を
腰
元
に
置
い
て
手
を
あ
た
た 

め
な
が
ら
作
業
し
た
と
い
ぅ
。

幅
——

二
四
セ
ン
チ 

奥

行

一

三
.

五
セ
ン
チ 

高̂

^

二
五.

八
セ
ン 

チ

(
火
容
径-
-

一
七
セ
ン
チ 

深 

九
•

五
セ
ン
チ)

サ
ン
ト
ク 

ユ
ル
リ
や
火
鉢
あ
る
い
は
箱
火
鉢
の
灰
の
上
に
置
い
て
テ
ッ
ビ
ン 

を
か
け
て
お
く
の
に
用
い
ら
れ
る
。
サ
ン
ト
ク
と
い
い
ゴ
ト
ク
と
は
い
わ
な
い
。
 

鉄
輪
に
三
脚
を
つ
け
た
鉄
製
の
サ
ン
ト
ク
で
、
波
形
の
渡
鉄
は
餅
や
小
魚
を
焼
く 

た
め
の
も
の
で
、
自
在
に
開
閉
が
で
き
る
。

直
径
——

一
四.

五

セ

ン

チ

高̂

 

ー
ー
セ
ン
チ

ヵ
ギ
ダ
ケ 

妙
義
町
で
は
、

ユ
ル
リ
の
残
っ
て
い
る
家
は
ほ
と
ん
ど
無
い
が
、



⑳一1木箱

佐藤好風宅下高田

⑳キバコ佐藤好風宅下高田

㉑ ヤタテ 佐藤好風宅下高田

か
つ
て
は
ど
こ
の
家
で
も
ユ
ル
リ
に
天
井
か
ら
カ
ギ
ダ
ケ
が
下
が
り
、
サ
ン
ト
ク 

が
置
か
れ
、
テ
ッ
ビ
ン
の
湯
な
ど
は
い
つ
で
も
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。㉕
 

も
藤
井
家
が
昭
和
五
十
年
頃
に
母
屋
の
改
築
を
行
な
う
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の 

で
、
鉤
棒
や
吊
り
棒
に
は
煤
が
そ
の
ま
ま
つ
い
て
い
て
、
当
時
の
お
も
か
げ
が
よ 

く
残
っ
て
い
る
。
鉤
棒
の
長
さ
を
調
節
す
る
部
分
は
、
鯉
を
形
ど
っ
た
桑
の
木
が 

使
わ
れ
る
と
い
う
。
カ
ギ
ダ
ケ
は
テ
ッ
ビ
ン
を
か
け
て
湯
を
沸
か
し
、
ま
た
ナ
ベ 

を
か
け
て
炊
事
に
も
利
用
さ
れ
た
。
馬
の
い
た
時
代
に
は
、
馬
に
く
れ
る
米
の
と 

ぎ
汁
を
ナ
ベ
に
入
れ
て
よ
く
煮
た
も
の
だ
と
い
う
。

高̂

一
五
六•

五
セ
ン
チ

ゼ
ニ
バ
コ 

金
銭
を
入
れ
る
松
製
の
木
箱
で
、
中
央
の
穴
か
ら
入
れ
ら
れ
た
銭 

は
、
錠
を
は
ず
し
上
蓋
の
半
分
を
と
り
は
ず
し
て
取
り
出
す
。
商
家
で
は
よ
く
み 

か
け
ら
れ
る
が
、
藤
井
家
も
明
治
頃
ま
で
は
酒
屋
を
経
営
し
て
お
り
、
そ
の
頃
に 

用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ゼ
ニ
バ
コ
も
手
提
金
庫
の
登
場
に
よ
っ
て
次
第
に 

使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

高̂

^

一
六
セ
ン
チ 

幅
——

一
五•

五
セ
ン
チ 

奥
行̂

二
七
セ
ン
チ 

ゲ
タ 

い
ず
れ
も
桐
製
の
台
部
に
畳
表
を
と
り
つ
け
た
ゴ
ザ
ゥ
チ
ゲ
タ
で
、
中 

央
が
男
性
用
、
両
端
が
女
性
用
。
結
婚
式
や
特
別
の
御
祝
事
が
あ
る
時
に
江
戸
棲 

や
紋
付.

袴
を
着
て
は
い
た
程
度
で
ふ
だ
ん
は
使
わ
な
い
。
三
足
と
も
一
木
づ
く 

り
の
コ
マ
ゲ
タ
で
あ
る
が
左
端
の
踵
の
丸
い
歯
の
ゲ
タ
の
こ
と
は
ア
ト
マ
ル
と
い 

う
〇(

右)

長
——

ニ
ー.

八
セ
ン
チ 

幅
——

九
.

四
セ
ン
チ 

高̂

四
. 

八
セ
ン
チ

(
中
央)

長
——

二
三.

三

セ

ン

チ

幅

——

九
.

ニ

セ

ン

チ

高̂

^

四
セ 

ン
チ(

左)

長I

ニ
ー.

六

セ

ン

チ

幅

——

九
.

三

セ

ン

チf
f
i
n

四
. 

ニ
セ
ン
チ

ク
シ
、
コ
ゥ
ガ
ィ
、
カ

ン

ザ

シ
鼈
甲
製
の
髪
飾
で
、
大
正
時
代
の
嫁
入
衣
裳 

の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
。⑱

は
、
婚
約
を
と
り
か
わ
す
結
納
の
際
に
、
聋
方

か
ら
届
け
ら
れ
た
髪
飾
具
一
式
で
、
長
い
間
蔵
の
中
で
保
存
さ
れ
て
き
た
。
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三
、

そ
.

の 

他

㈠

計
量•

計
測
具

ト
マ
ス 

ト
マ
ス
は
穀
物
を
俵
詰
め
す
る
際
の
計
量
具
で
、
ト
カ
キ
ボ
ウ
で
縁 

ょ
り
盛
り
上
が
っ
た
分
の
量
を
落
し
正
味
一
斗
に
平
均
に
な
ら
す
。

㉙

は
明
治
以
降
の
穀
物
検
査
が
行
な
わ
れ
る
以
前
か
ら
の
ト
マ
ス
で
、
地
元
の 

桶
屋
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
わ
れ
る
ト
オ
ケ
で
あ
る
。

㉚

は
規
格
品
の
製
品
を
購
入
し
た
も
の
で
、
ト
カ
キ
ボ
ウ
に
は
「群
馬
県
」
の 

合
格
の
焼
印
が
お
さ
れ
て
い
る
。
縁
に
鉄
を
ま
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
カ
ナ
バ 

ン
の
ト
マ
ス
と
呼
ば
れ
た
。

ト
マ
ス㉙
 

直
径-
-

三
一 
•

八
セ
ン
チ 

深-
-

二
八•

八
セ
ン
チ

ト
マ
ス㉚

直
径-
-

三

ニ

セ
ン
チ
深-
-

三
〇*

五
セ
ン
チ

ト
カ
キ
ボ
ウ 

直
径 

六
セ
ン
チ 

長-
-

三
八
・
七
セ
ン
チ

ト
マ
ス 

角
形
の
一
斗
析
。
小
幡
藩
の
年
貢
米
を
計
る
の
に
村
中
を
回
っ
た
マ 

ス
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
底
裏
に
元
文
の
銘
が
あ
っ
た
が
煤
で
分
ら
な
く
な
っ
た
と 

い
う
。
度
量
衡
の
検
査
が
あ
っ
た
折
に
役
場
に
提
出
し
た
が
不
合
格
と
な
り
、
縁 

を
ノ
コ
ギ
リ
で
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
昭
和
二
十
七
年
頃
に
丸
い
ト
マ
ス
を
購 

入
す
る
ま
で
は
修
理
し
て
使
っ
て
き
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
諸
戸
の
宮
大
工
に
恵

•  

比

須.

大
黒
の
容
れ
物
に
作
り
か
ぇ
て
も
ら
っ
た
。

縦-
-

三
六
セ
ン
チ 

横-
-

三
六
セ
ン
チ 

深-
-

二
六•

四
セ
ン
チ

I

合
マ
ス 

酒
な
ど
の
液
体
状
の
も
の
を
計
量
す
る
一
合
マ
ス
。
し
か
し
、
液 

用
に
用
い
た
こ
と
は
な
く
、
米
や
小
豆
な
ど
の
穀
物
用
に
使
っ
て
き
た
と
い
う
。
 

春
ギ
ト
ウ
や
天
神
講
な
ど
の
寄
合
い
の
あ
る
時
に
は
、
各
戸
で
ー 

ロ
ニ
合
な
り
三 

合
と
い
う
形
で
米
や
小
豆
を
集
め
た
が
、
そ
う
し
た
時
に
は
ょ
く
こ
の
マ
ス
を
用 

い
た
と
い
う
。
マ
ス
の
四
面
に
「液

用

一

合

」
、
「
园
」
の

他

「羣
馬
製
」
の
焼 

印
が
み
ぇ
る
。

縦-
-

八
•

五
セ
ン
チ 

横-
-

八
•

五
セ
ン
チ 

深-
-

五
•

五
セ
ン
チ

サ

オ

バ

カ

リ㉝

は
稈
の
長
さ•
一
九
九
セ
ン
チ
の
特
に
大
型
の
稈
秤
で
あ
る 

が
、
こ
れ
を
テ
ン
ビ
ン
と
呼
ん
で
い
た
。
俵
や
队
な
ど
の
通
常
の
ハ
カ
リ
で
は
計 

れ
な
い
重
量
物
の
計
量
に
用
い
ら
れ
、
使
用
す
る
際
に
は
少
な
く
と
も
三
人
は
必 

要
だ
っ
た
。
力
の
加
わ
る
部
分
は
銅
板
が
巻
か
れ
て
補
強
さ
れ
、
稈
を
吊
す
縄
に 

は
中
縄
の
麻
縄
が
使
わ
れ
て
い
る
。

㉞

は
日
常
用
い
ら
れ
た
稈
秤
で
あ
る
。
稈
の
末
端
が
欠
け
て
い
る
が
、
二
貫
目 

ま
で
計
れ
る
。
小
型
の
ハ
カ
リ
だ
が
小
物
を
計
る
に
は
こ
れ
で
充
分
間
に
合
っ
た
。
 

分
銅
は
真
鍮
製
で
「
カ
ナ
ガ
ワ_

世

42
四
四
六
七
」
と
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
皮 

袋
の
収
納
ケ
ー
ス

に

は

「神
奈
川 

_

製
」
と
あ
り
神
奈
川
県
で
製
作
さ
れ
た
こ 

と
が
分
る
。

サ
オ
バ
カ
リ㉝
 

長-
-

一
九
九
セ
ン
チ 

直
径 

四
•

七
セ
ン
チ

サ
オ
バ
カ
リ㉞
 

長 

ー
ニ
十
セ
ン
チ 

直
径-
-

〇
•

七
セ
ン
チ

分
銅 

直
径̂

^

三
.

六
セ
ン
チ 

高̂

三
.

八
セ
ン
チ

ハ
カ
リ
ダ
マ 

稈
秤
の
錘
と
し
て
用
い
ら
れ
た
石
製
の
ハ
カ
リ
ダ
マ
。
錘
に
は 

鉄

製.

真
鍮
製
の
他
に
こ
う
し
た
石
製
の
前
近
代
的
な
も
の
も
あ
っ
た
。
掛
川
家 

で
も
こ
れ
を
使
っ
て
計
量
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
か
ら
か
な
り
以
前
の
も
の
で 

あ
る
。
米
俵
な
ど
を
計
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

直
径
——

一
四.

五

セ

ン

チ

高̂

^

一
四.

八
セ
ン
チ

ソ
ロ
バ
ン 

ソ
ロ
バ
ン
の
珠
数
は
梁
上
二
珠
、
梁
下
五
珠
の
七
珠
ソ
ロ
バ
ン 

か
ら
六
珠
ソ
ロ
バ
ン
、
現
行
の
五
珠
ソ
ロ
バ
ン
へ
と
変
っ
て
き
た
。㉚

は
珠
が
無 

く
な
っ
て
い
る
が
、
箱
形
の
七
珠
ソ
ロ
バ
ン
で
あ
り
、
古
い
型
を
示
す
大
型
ソ
ロ 

バ
ン
で
あ
る
。
佐
藤
家
は
、
江
戸
時
代
に
は
村
役
人
を
勤
め
て
お
り
、
小
幡
藩
ょ 

り
拝
領
の
膳
の
他
、
古
資
料
が
ょ
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ソ
ロ
バ
ン
な
ど
も
年 

貢
米
上
納
の
際
の
米
俵
な
ど
の
計
算
に
用
い
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ソ
ロ
バ 

ン
の
底
に
は
「重
士
号
」
の
墨
書
が
み
え
る
。

幅
——

六
〇•

ニ
セ
ン
チ
奥
行
——

一
四.

八

セ

ン

チ

高̂

四
.

三
セ 

ン
チ
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㈡

信

仰

用

具

鉦
葬
式
の
晩
の
念
仏
や
日
を
決
め
て
行
な
う
女
衆
の
念
仏
講
で
用
い
ら
れ
た 

銅
製
の
摺
鉦
で
あ
る
。
念
仏
講
も
佐
藤
氏
の
祖
母
の
代
ま
で
で
あ
り
、
次
代
に
引 

き
継
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
念
仏
講
の
当
日
に
は
よ
く
こ
の
鉦
を
持
っ
て
出 

か
け
、
こ
れ
を
叩
き
な
が
ら
供
養
の
念
仏
を
唱
え
た
も
の
だ
と
い
う
。

直
径-
-

一
 
◦
•

八
セ
ン
チ 

高 

一T

七
セ
ン
チ

雛
人
形 

本
来
は
男
女
一
対
の
内
裏
雛
で
あ
っ
た
が
男
雛
は
虫
食
い
で
壊
れ
て 

し
ま
っ
た
と
い
う
。
冠
ま
で
の
高
さ
は
四
十
五
セ
ン
チ
で
座
雛
と
し
て
は
極
め
て 

大
型
で
、
衣
裳
も
す
ぐ
れ
て
お
り
、

一
般
の
家
庭
で
は
入
手
が
難
し
い
雛
人
形
で 

あ
ろ
う
。
由
来
は
不
詳
で
昔
か
ら
佐
藤
家
に
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
と
い
う
。
享
保 

雛
の
系
統
を
引
く
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
三
月
三
日
の
雛
節
供
に
は
二
年 

に
一
度
く
ら
い
の
割
合
で
飾
っ
て
き
た
と
い
う
。

高
(

冠
ま
で
含
む)

——

四
五
セ
ン
チ 

幅
——

五
九
セ
ン
チ

絵
馬 

下
高
田
の
藤
井
家
で
は
絵
馬
の
こ
と
を
エ
ン
マ
と
呼
ん
で
い
た
。
馬
屋 

の
入
口
に
絵
馬
を
吊
し
て
馬
の
守
護
と
す
る
例
は
、
八
木
連
の
岩
井
家
、
中
里
の 

藤
井
家
、
菅
原
の
須
貝
家
、
掛
川
家
な
ど
で
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
絵
馬
は
、
 

菅
原
の
陽
雲
寺
の
観
音
様(

馬
頭
観
音)

で
受
け
て
き
た
り
、
埼
玉
県
東
松
山
市 

上
岡
の
馬
頭
観
音
に
講
を
組
ん
で
行
っ
た
際
に
受
け
て
き
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。

陽
雲
寺
の
馬
頭
観
音
は
上
岡
の
馬
頭
観
音
の
御
分
霊
と
い
わ
れ
、
二
月
十
九
日
の 

縁
日
に
は
孟
宗
竹
の
葉
や
護
符
を
い
た
だ
き
、
寺
の
世
話
人
が
売
る
絵
馬
を
買
っ 

て
き
た
と
い
う
。
掛
川
家
の
絵
馬
に
は
「上
岡
」
と
刷
ら
れ
た
紙
が
貼
っ
て
あ
っ 

た
。
陽
雲
寺
の
絵
馬
の
図
柄
も
上
岡
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。㉚

は
昭
和
三
十
年 

頃
、
須
貝
氏
の
父
親
が
陽
雲
寺
の
観
音
様
か
ら
受
け
て
き
た
も
の
と
い
う
。
吊
す 

絵
馬
は
、
飼
っ
て
い
る
馬
の
毛
色
や
頭
数
に
合
わ
せ
て
買
っ
て
き
た
と
い
う
。
ま 

た
、
馬
喰
な
ど
の
よ
う
に
馬
の
売
買
を
職
業
と
す
す
者
は
、
複
数
の
馬
の
描
か
れ 

た
絵
馬
を
買
っ
て
き
た
と
い
う
。
岩
井
家
の
内
馬
屋
に
は
周
囲
の
柱
や
板
に
二
十 

枚
以
上
の
絵
馬
が
釘
で
打
ち
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

縦-
-

一
八•

ニ

セ

ン

チ

横-
-

ニ
ー 
•

ニ
セ
ン
チ

ハ
ナ•

ケ
エ
カ
キ
ボ
ウ•

ハ
ラ
ミ
バ
シ•

カ
タ
ナ•

タ
ワ
ラ•

エ
ン
ガ•

キ
ネ 

別
図
の
モ
ノ
ッ
ク
リ
の
日
に
作
ら
れ
た
「
つ
く
り
も
の
」
は
、
諸
戸
字
日
向
の
老 

人

ク

ラ

ブ(
栄
寿
会)

が
、
妙
義
町
中
央
公
民
館
に
昭
和
五
十
七
年
に
寄
贈
し
た 

も
の
で
あ
る
。
材
料
は
ハ
ナ
が
ヤ
マ
ク
ワ
の
他
は
ヌ
リ
デ
ン
ボ
ウ(

ヌ
ル
デ)

を 

使
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
正
月
六
日
の
山
入
り
日
に
材
料
を
採
取
し
て
、
十
二 

日
の
モ
ノ
ッ
ク
リ
で
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
テ
ン
ガ•

ウ
ス 

あ
る
い
は
ヨ
ッ
ゴ
な
ど
が
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
ま
た
、

ハ
ナ
も
三
段
ば
か
り 

で
な
く
五
段•

七
段
に
か
く
家
も
あ
る
。

下
高
田
の
藤
井
家
で
は
、
ハ
ナ
は
コ
メ
ゴ
メ
の
木
で
一
本
に
七
段
か
く
も
の
と
、
 

五
寸
ほ
ど
の
木
に
一
段
か
く
も
の
、
ケ
ー
ド
の
マ
ッ
ッ
ケ
ー
ギ
に
つ
け
る
一
尺
ほ 

ど
の
長
さ
の
二
本
の
ハ
ナ
が
あ
っ
た
と
い
う
。
七
段
の
ハ
ナ
は
正
月
棚
と
神
棚
の 

ニ
カ
所
に
あ
げ
、
七
五
三
の
〆
縄
の
真
中
に
挿
し
た
。
小
さ
い
ハ
ナ
は
屋
敷
神. 

井
戸
神.

蔵
の
神•

便
所
の
神.

墓
地
の
石
塔
の
他
、
馬
屋
の
前
や
テ
ン
ト
ウ
バ 

シ
ラ
に
も
あ
げ
た
と
い
う
。
ま
た
、
正
月
十
二
日
頃
に
は
よ
く
ハ
ナ
売
り
が
回
っ 

て
き
た
と
い
う
。

カ
タ
ナ
は
、
大
と
小
の
二
本
を
作
り
、
小
刀
は
近
く
の
道
祖
神
の
石
塔
に
あ
げ 

る
。
大
刀
は
ド
ン
ド
ン
焼
き
の
火
で
焼
い
て
こ
が
し
、
刀
に
焼
き
を
入
れ
る
と
い 

う
意
味
で
川
の
水
に
浸
し
た
後
、
家
に
持
っ
て
帰
り
ト
ボ
ロ
の
上
に
あ
げ
て
お
く

㉚一1
ソロバン底板の墨書銘

佐藤好風宅下高田



と
ヨ
ウ
ジ
ン
ボ
ウ
に
な
っ
た
。
ヨ
ウ
ジ
ン
ボ
ウ
は
翌
年
の
ド
ン
ド
ン
焼
き
で
燃
す
。
 

菅
原
の
竹
田
家
で
は
、

ハ
ナ
の
こ
と
を
ケ
エ
ダ
レ
エ
と
呼
び
、
材
料
に
は
カ
ズ 

ガ
ラ
を
用
い
て
い
た
と
い
う
。
ケ
エ
ダ
レ
は
ハ
ナ
を
五
段
か
ら
七
段
に
か
き
、
こ 

れ
を
ヤ
マ
ク
ワ
に
挿
し
た
マ
ィ
ダ
マ
の
前
に
立
て
か
け
た
り
、
正
月
棚
で
あ
る
夕 

カ
ダ
ナ
に
あ
げ
た
り
し
た
。
ま
た
、
五
寸
位
の
カ
ズ
ガ
ラ
に
ハ
ナ
を
付
け
た
も
の 

は
家
内
外
の
神
仏
に
あ
げ
た
と
い
う
。

同
じ
く
菅
原
の
掛
川
家
で
は
、
も
と
は
カ
ズ
ガ
ラ
を
使
っ
て
五
十
〜
六
十
セ
ン 

チ
の
長
さ
の
も
の
に
、
五
段
か
い
た
ハ
ナ
と
二
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
も
の
に
三
段
か 

い
た
二
種
類
の
ハ
ナ
を
作
っ
た
と
い
う
。
五
段
の
ハ
ナ
は
正
月
様
に
二
本
進
ぜ
、
 

三
段
の
ハ
ナ
は
井
戸•

蔵
*

コ
ナ
シ
バ•

馬
小
屋.

カ
ス
ド,

オ
コ
ウ
ジ
ン
サ
マ. 

神
棚
な
ど
に
あ
げ
た
。
カ
ズ
ガ
ラ
は
幹
が
や
わ
ら
か
い
の
で
削
り
や
す
く
、

ハ
ナ 

も
賑
や
か
に
で
き
る
。
今
は
カ
ズ
を
作
ら
な
い
の
で
、
大
正
ボ
ク
と
い
わ
れ
る
ヌ 

リ
デ
ン
ボ
ウ
の
丸
木
を
十
字
に
割
り
、
そ
の
コ
バ
に
ナ
タ
で
ハ
ナ
を
削
っ
て
い
る
。

こ
の
他
、
ケ
エ
カ
キ
ボ
ウ
は
十
五
日
の
朝
の
ア
ズ
キ
ガ
ユ
を
搔
き
回
す
の
に
用 

い
、

ハ
ラ
ミ
バ
シ
は
こ
の
カ
ユ
を
食
べ
る
の
に
用
い
た
。
ケ
エ
カ
キ
ボ
ウ.

ハ
ラ 

ミ
バ
シ
は
そ
の
後
神
棚
に
あ
げ
て
お
き
、
ナ
エ
マ
の
水
口
に
揷
し
た
。

ハ
ナ
カ
キ 

正
月
の
モ
ノ
ッ
ク
リ
で 

ハ
ナ
を
か
く
の
に
用
い
ら
れ
た
。
今
は
ヌ 

リ
デ
ン
ボ
ウ
の
木
を
ナ
タ
で
か
く
が
、
か
つ
て
は
カ
ズ
ガ
ラ
を
ハ
ナ
カ
キ
で
か
い 

て
作
っ
た
。
刃
は
片
刃
で
刃
の
裏
側
を
木
に
お
し
あ
て
て
先
端
の
曲
っ
た
部
分
で 

か
く
。
荀
の
焼
印
は
掛
川
家
の
家
印
で
は
な
く
、
昔
か
ら
使
っ
て
き
た
も
の
で
ど 

こ
で
入
手
し
た
の
か
は
分
ら
な
い
。

柄
長-
-

ー
ー 
•

ニ
セ
ン
チ
刃
長-
-

四
•

九
セ
ン
チ

㉗鉦佐藤好風宅 下高田㉝絵馬須貝佳孝宅菅原
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(H)
そ 

の 

他

ハ
モ 

牛
を
引
く
タ
ズ
ナ
は
鼻
に
付
け
た
ハ
ナ
カ
ン
に
結
ぶ
が
、
馬
の
場
合
は 

ロ
に
ハ
モ
を
ハ
マ
せ
、
こ
れ
に
タ
ズ
ナ
を
結
ん
で
引
く
。㉚

は
、
大
き
い
径
の
力 

ン
に
タ
テ
ゴ
と
呼
ば
れ
る
縄
を
結
ん
で
、
こ
れ
を
馬
の
首
に
ま
わ
し
て
ハ
モ
を
固 

定
し
、
小
さ
い
径
の
カ
ン
に
タ
ズ
ナ
を
取
り
付
け
る
。㉚

は
、
タ
テ
ゴ
用
の
カ
ン 

が
タ
ズ
ナ
用
の
カ
ン
と
一
緒
に
両
端
に
ま
と
め
ら
れ
た
種
類
、⑩

は
皮
製
の
バ
ン 

ド
が
タ
テ
ゴ
の
役
割
を
す
る
競
馬
用
の
カ
ン
で
、
タ
ズ
ナ
用
の
カ
ン
は
付
か
な
い
。
 

ハ
モ㉚

全
長
——

三
一.

ニ

セ

ン

チ

カ

ン
(
大)

径
——

七
.

ー
セ
ン
チ 

カ

ン
(

小)

径-
-

六
•

ー
セ
ン
チ

ハ
モ㉚
 

全
長-
-

二
八•

八
セ
ン
チ 

カ

ン
(
大)

径-
-

六
•

九
セ
ン
チ 

カ

ン
(

小)

径-
-

五
•

四
セ
ン
チ

ハ
モ®

全

長(
皮
バ
ン
ド
を
含
む)
-
-

八
七•

六
セ
ン
チ 

カ
ン
径-
-

九 

セ
ン
チ

シ

タ

ガ

ネ
初
め
て
使
う
馬
は
、
荷
を
背
負
っ
た
り
代
搔
き
を
す
る
な
ど
の
作 

業
に
慣
れ
て
い
な
い
た
め
あ
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
か
つ
て
は
、
去 

勢
し
な
い
雄
馬
も
多
く
、
こ
れ
が
発
情
期
と
な
る
と
あ
ば
れ
て
手
に
負
え
な
か
っ 

た
。
こ
の
た
め
、
そ
う
し
た
馬
に
は®

の
よ
う
な
シ
タ
ガ
ネ
を
ロ
に
ハ
マ
せ
て
強 

制
的
に
労
働
さ
せ
た
。
シ
タ
ガ
ネ
は
、
麻
縄
を
結
ん
で
馬
の
首
に
か
け
、
こ
れ
を 

馬
の
ロ
に
ハ
マ
せ
て
も
う
一
本
の
麻
縄
を
カ
ン
に
付
い
た
偏
平
な
輪
金
に
結
ん 

で
、
馬
の
腹
帯
に
取
り
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
と
馬
は
首
を
あ
げ
る
こ 

と
が
で
き
ず
お
と
な
し
く
い
う
こ
と
を
き
い
た
。

カ
ン
径
——

一

丁

七

セ

ン

チ 

輪
金
長
——

一
〇
セ
ン
チ 

輪
金
幅 

——

二.

五
セ
ン
チ

© ノヽモ掛川満弥宅菅原 ㉚ノヽモ掛川満弥宅菅原
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244,252,254,255
山はじめ.................. 62
山開き...................245

ゆ

綺納................ 227,228
多エビス................ 286

夕立.....................181
湯灌............234,309,311
雪かき.....................89
雪降り祝................ 264
ユズ湯...................289
ユッツケ帯.............. 271
ユッツケゾウリ............ 88
ゆでまんじゅう.......... 272
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ユベシ.... .............. 289
弓張り提灯 .......... 278,280
百合若大臣 .............. 243
1 n n 306,307,308,310
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よ
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養蚕農家................ 312
養子................ 116,117
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用水堀.....................7
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ヨコビキノコ............ 324
ヨセ太鼓................ 105
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四日八日................ 175
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 ヨリツキ 49,50,313
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ランプ飼い 336
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 恋愛結婚 226
連子窓 306
連絡員 94,98,100

ろ

 ロウソク 217
 六角塔婆 239

 六月いも 26
 六三除け 177,219

 六尺襌 119
 六文銭 237
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 炉の火 238

わ
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若水 115,249
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わら仕事...................62
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わら宮...................120
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む  

 
六日年 13,243,252

 14,178,246,275
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麦落し 69 
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ムギ蒔き土用 68 
麦飯 22,253 
ムギヤギリ 22,70,320 
婿イチゲン 228 

むこう組 110
ムシ(方言) 301 
虫切り鎌 128 
虫干し 271  

虫よけ 259,272
ムシリザカナ 231,330 
無尽 113 
娘の見置き 299 
棟上げ……18,34,43,44,45,120 
棟上餅  34 
村勘定 137 
村境 96,105,270,271 
ムラ中 234 
ムラ組織 3,9 
村人足 9,89 
ムラの休日 103 
村八分 106 
ムラ祭り 115 
村役 104 

 
め  

メイタブキ 46 
命名 ........221 

メギル 65 
メケエ 188

 輾棒 327
メシツギ 329  

 
メタメタ(方言) 301

メッパ 177
メド飼い 75,90

 メドつみ 78 

 メドバン 78 

目の神様 140 
メハジキ……216,236,237,239
メンコ 211  
めん箱 30 
メンバ板 135 

131,175,220
 メ ンパ 249,250,255 
 273,292,329

 も

燃エクジ 244,258,259 
 最上口説 199 

モクヨケ 234,235 
もぐら退治 285,286 
モグラブセ 286 

 モジ(蚕網) 76 
餅をつく日 34 
餅つき(年末) 290 

 餅投げ …126,165,170,172,173 
モッコフンドシ 18 
モト組 110,111
ものぐさ飼い 76 

135,243,252,254
 モノ ックリ--255,256,257,260 

 342,343
 モノビ 31

 喪服 20
 籾摺臼 310

 籾種 65
 モヤイ 7,62

 モロミ樽 37
 門前町 87

 モンペ 17

 や

 山羊 85 
 ヤキカガシ 263 

焼き畑 57 
八木節 196,285 

 焼穂 69 
 6,31,32,38,42 

やきもち……60,66,82,241,247
 271,290,329 

ヤキモチッコ 117
 ヤキモチヤキ 300

 
厄落し 215,258

 薬師様 140,178

 薬草 176,177

厄年 225,258,261
 

厄年っ子 224,225
 厄病神 270

夜具布団 5 
厄除け 136,271 
厄除け観音 140 
ヤケド 176,178 
屋号 116,123
屋敷 ……40 
屋敷稲荷 228,289

 10,11,13,41,120,125
屋敷神 … 132,133,217,262

 287,288,342
 声敷忽 120,133,134,247 

 度默ホ 254,287,289
 

ヤシヤゴ................ 117
 休み餅 34,63,81

 安宿屋 93
 ヤセウマ 134,267

 屋台 97,135,199
 ヤタテ 337

 ヤタレ 270
 ヤッ(地形) 300

 ヤツ田 64,67
 104,107,122,128,130

 ヤド ……131,138,142,143,144
213,255,264,265

ヤットコセー 300
 屋根板 46

 屋根替え 122
 屋根替餅 34
  屋根職人 -6,17

 屋根葺き 46,112
 屋根普請 17

屋根棟 239 
  屋根屋 46,85

夜番 226
ヤブ入り 261

  ヤマイモ 250
  山入り……13,131,132,252,342
 山祝い 62,132

 山うなぎ 89
 山男 298

 ヤマカガシ 35
 

山伐り 53,73
 HlS 34,57,252,256   257,342,343
 

山沢ざらい .......... 7,137
 山仕事 131,132,255,257

  倭健命 126



 ボヤ小屋 85
ボヤムシ 78  

 
ボロ肥 58

 ボロ草履 5
ボロボロ マキ 59  

 
本組(ほんぐみ) 99

 本家 123,133
ホンジメ 49  

 
本膳 ....... 261

 ボンデン 105,138,270
 本分家 121

 
本分家のつきあい 122
盆 14 

 
盆送り 281

 盆踊り唄 196
 盆買い物 273

 盆魚、 14,246,279
 

盆供 277
 

盆暮勘定 90
 盆ござ 246,275,276

 
分棚 246,274,275,276
血側 277,278,281  
盆提灯 246,279,280,281 
盆月の死者 280 
盆の食事 279 
盆の野回り 280  
盆花……273,274,276,277,281 
盆迎え 274 

 
ま 

 
埋葬 237  

33,34,53,65,82  
244,245,247,252,253

マイダマ 256,257,258,259,260  
261,262,263,266,268  

283,286,343  
マイダマの木 132  マイデ.................. 309  
前兜型民家 48  
マキダワラ 285  
マキヤマ 73  
枕がえ 233
枕がえし 216
枕ごぼう 175 

枕団子 233,234
枕飯 233,234 
マクリ 223 
マケ 122,142 

曲物 329
馬子 298
マサ板 46

 ません棒 83
 またこい茶 ............ 231

 町家 308
 松井田買い物 273

 
松飾り 259

 マッチ(土質) 57
 マツバイブシ 13

 
松迎え 289,291

 
祭世話人 98,99,100,101

 間取り 49
 マナ板 253

 マブシ 56,106,244,257
 まぶし各種 79,80

 ママ 300 
 

マミ(田の四隅) 318
 まむし 18,182

 マムシ酒 177
 マムシよけ 63

 豆がら --262
 

豆木 250,263
 豆ぞ小僧 93

マメダマ 79 
豆まき 262 
魔物よけ 233 
W 80 
繭買い 91 
まゆかき 80,261

 
マユタテ 80
磨上け……42,179,221,244,255
厲ぶび 256,257,259,263 

 まりのき 211 
まりつき唄 200 
マルットオシ 321 

 マルメ年……244,251,256,257
まわり桑 78 

 回り競馬 212 
 まわり馬場 317 

 マワリブチ 10,95,114 
 マンガ 262 

 まんがあらい 66 
 万石 33,317,321 

 万才 93,185,251,266
 万灯 285 

 マンボウ 80
 
 み 

 
 省； 6,43,44,45,247

具 283,284,286,315,321
ミカン彫り 73,290

 ミゴ 327

 三島様 69
 水借り 137

 ミズガメ 329
  水切9 67

  水ごり 296
 

水沢観音 219 ,
 水ツキ田 310

  ミズノミダンゴ 36
 

水番 7,55,66,67
  水虫 179

 
味噌 6,36 

 ミソコシ 324
  味噌?十 25

 味噌漬 26
 

ミソハギ 275,278 
 みそまんじゅう 33

 味噌やき 32
 

道饗祭……11,95,105,136,138
 道刈り 273

 
道こしらえ 104,109

  道シメ 271

道普請 92,98,100,102 
ミチワスレグサ 300 
三月がかり 174 
密教具 12 
箕づくり 86

 
ミツメ 257

 
見とどけ 230,231

 ミナガワ 62,66
水口 65,255

 皆さん振舞 112
みの 66
美濃っ子 224
耳だれ 178
耳ぷさぎ 241,247 
ミヤコバシラ 53,315

 
宕番 97,138 
宮詣り 112 
妙義講 10,87,125,127 
妙義権現 2 
妙義信仰 125 

2,64,75,81,87,99   ……盟溫:S:盟

224,267,271,314
妙義の天狗 57
妙義詣り 127,224

 ミヨリガエシ 85,88,301

 
 



 ヒイログチ 300
 稗 6,23,68

ヒエボリ 65,66
ヒエモロコシ 6,23,290
火神様 258

 彼岸 …26,53,175,242,245,315
 

彼岸切り 78
 

彼岸の食事 284
ひき臼 331 
ひきがえる 182 
ヒキワリ-6,21,23,32,329,331 
ヒキワリドウシ 23,331 

 
ビク 106,327

 
ヒゲン様 56,134

 
ヒザノバシ 228,232

 
肘掛窓 314

 
ひし餅 265

 
ひしゃく 283

 
ビション繭 91

 
左勝手(左ズマイ) 175
左縄 275
ヒチジョウケン 167
ヒツジダンゴ 35,247,287 

 
ヒデンボサツ 244,258 
ヒトガタ 105,127
ヒトケタ(苗代) 65 
ヒトケダ(一毛田) 64 
人魂 138,233 
ヒトツヤキモチ 31 
ヒトト(鳥) 302  
一七日 233,238,239 

 
火トボシ 247 

 
ヒドロッタ 64 
ヒナ市 266 

 
ヒナタガケ 56 
ヒナタ味噌 6

 
ヒナ人形 265,342
ヒナ祭 265 

 
火の玉 298 
ヒビ 176 

 
火伏せの神 130 
火戻しの法 127

 
百軒着物 224

 
百姓仕事 299

 
百姓の神様 108,109

 
百足祝 63

 
百日咳 178,224

 
百本旗 136

 
ヒヤ汁 25
ひょう 181 

 拍子木 226
 

日傭とり 62
 ヒョメキ(頭のみぞおち)…300

 ヒラボシ 67
 ヒノレノマリ 86

ヒルベタイ……29,276,279,284 
拾い親 124,224 
貧乏徳利 330 

 

 ふ 

フカシドウ 257
 

ふかしまんじゅう 
  271,272,283 

 吹竹 54,225 
 葺き番 113 

 吹き抜け 306,307 
 福俵 252,255 

 フクチ 167,171 
 フゲンサマ 52,53 

 フゴ 77 
 伏見神社 127,137

 藤原時平 295
 普請 42,122 

 フスマ 32,88 
 二っ岩 298

一っ不扣り  10,12,127
 一つ于5日リ 136,215,224 

 二人呼び 111 
 ふだん着 19 

 ブッソロイ 185 
 不動様 139,267,294 

 フナ餅 81 
 フネ(醬油しぼり) 37 

 フマ(葬式) 187 
 フミクサ 60 
 ブョ 176 

 ブラク 94,95,98,102 
フフク 103,122,131 
フリコミ 186 
振り米 23 
フリダシの宿 185  

 マn ノ 60,177,178  
ノル’1 321,331,332

 
篩屋 92

 振舞 111,112,113
 フレ 137 

 フレゴト 105
 

 フロシキヨメゴ 20
 フンガケ 52 

 
分家 98,116

 
粉食 29

  フンダギ 52
  フンドシ 219

 フンドシゼニ 119
 

  へ

米作 58
 

ヘソクリ 118,119,120
 

ヘソノ 220
別火 12,38,215,216
ベッタラマキ 59

 ヘッツイ-7,24,50,52,134,257

ヘッピリ関(世間話) 298 
ベニバチ 30

 
ヘビガマ様 136

 
蛇•ムカデ除け 258 
ヘヤ 49,50,306,307,311

 
弁慶橋 298 
便所 49 
便所神 342 
弁天池 296 

 
ほ

 
ホイロ 331 

 
  法印屋敷 173
 奉願(法眼)…1G6’m盟:m

 疱瘡 178

 ほうそう神送り 136,224
 奉納道祖神 258

 ボウヤ 92,317
 ホウロク 32,54,262,263

 ホオヅキ 275,276
 ホオリマンガ 318,319

 ホクイ 22
 ホケエ 34,43,44,45,329

干草 307 
  ホシザカナ 36

 星名 300
 保存食品 37

 ボタ餅 266
 墓地 122,241,342
 ボッチまき 59,69

  ホド 32,52,258
  仏の足洗い水 246,278

  仏のたたり 176
  ほととぎす 179,293

  ホドヤキ 32
  ホーベイ 234

  ホマチ 119
  ボヤコセエ 323



 年始回り 250
 

ネンネコ 17
 体采 100,104,105,131

牛否  264,265,269  
今イ,z.0x 9,95,106,125,140  
沼、1ム I 組)142,143,238,242,266  
念仏玉 238 

 
の

 
農家遺構 306 

 
農閑期 90 
農耕慰安 63  
農事組合 99,100  
農事暦 56  

13,57,63,68,92,101  
農休み…… 103,105,136,138246,269,329  
農休みがら•••131,138,269,270 
農休みまんじゅう 32,35 

農友会 106 
ノ ギ 68 
ノコギリ 324 
ノコギリガマ 323 
熨斗買い 90,91
のし餅 290  

ノゾッコミ 80  
 

ノゾッコミ酒 231 
 

ノッポ土 57 
 

咽喉のケガ 176 
 

野辺送り 44 
 

ノボリ旗 267,268 
ノラオーサキ 139 
のら着 19 
野良の食事 :……38 

ノリ仕事 7,62 
 

ノンビバン 60 
 

は 

ハイオイ 247,289 
ハイカラドリ(養蚕) 76 

 
媒酌人 330 
歯痛 176 
灰焼き 59 

 
化かされた話 298
墓掃除 273
ハガタメ 250 
ハカナオシ 237 

 
袴返し 227
バカ水 300 
は力、り売り 91
ハカリダマ 340 

 掃立 75,81
 萩の箸 247

 履き物 18
馬具 83
白雲山 2

 白蛇の神 284
馬喰 81,84,342
ノ、ゲン様 57,66,136,269

 箱膳 39,88,223
 

 浦p骚袖  2,125,126,127
 攸已日仲 128,187,262,267 

 ノヽコソ様 222
 

 箱火鉢 337
ハサミコミ 6 

 はしか 178 

橋架け 8,88
橋掛け人足 89

 
橋木 89,102
橋く ぐり 127,137,224
橋普請 102
橋参り 136 
ハゼ 67

 
裸で.バラしよう …115,296,299
畑の広さ 181 

畑の手入れ 299 
旅籠 90 
旗本領 2,3 
八十八夜 267 
ハチナデ 248,292 
八分カゴ 327 
初市 90,251 
初牟 34,104,132,212 

 例十 245,247,263 

初絵 ........... 93,250,251 
二十日正月 261 
初雷 179,262,263 
はっさく 247,283 

 初節供 11,223,268 

初誕生 111,124,215 
 ハッタンドリ 67,318 

八丁ジメ…11,246,270,271,290 
初荷 *251 

 ハツホ 51
初参り 250

 ハッミズ 167
 

初夢 251
 馬頭観音 140,265,342
 

?. 170,172,255,256 す 257,342,343 

 ハナカキ 3,34,260

  ノヽナカゴ 236
 

ノ、ナカン 345
 噺屋 92

 
鼻付页匕................... 324
花つくり 185

 ハナドリ 65,82,318
 

ハナムスビ 52
羽根ジシ 187

 
 羽根つき唄 200,211

  ハネツルベ 41
 はね橋 88

 ハマイ 80
 ハモ 345

 
はやり目 178

  ノ、3 27
 

ハヨナワ 262,318
 ハヨブチ 262

 
腹帯 219

 
ハラゝ笺…65,252,255,256,257 

 ハフ、者 260,261,342,343

 ハリキン…12,118,216,239,240
 針供養 263

 ハルカイ 9,98,104
 去折〒奎 100,103,104,128

 春祈禱  245,264,340

 春駒 93,213,251
 ハルタ 64

 榛名山 129,137
 榛名神社 179

 春彼岸 266
 春祭り 266

 ハンカゴ 327
 

 ハンギリ 59,69,172
 半夏生 269
 半ゴロン 266

 半身上 82
バンジョウ 310
バンソ勺 84 

 
  バンダイ餅 6,35

  半てん 17
バンミズ 168 

  半飯 22,331
  半わけ 55,61

 

 ひ

 ヒアガリ 38,215,222
 ヒアケ 12,216,240
 ビー玉 211

ヒイニイリ 61
  ヒイラギ 263



 
トコ 307,309,313

 
床上げ 222

 
トコノマ 49,53
年祝 225

 
ヰ労 250,262,307 
年神 248 

 玍袖梯 77,115,249,253 
年押禄 257,264,291 

年神棚 13,248,251,291 
ドジョウ 28 
土蔵の神 135 
年取り 252,290,291,292 
トタンブキ 309,313 
トチカン ..........60 
トックリ 330  
独鈷 295 
土手 58 
ドテ飼い 76,327 
ドドメ 77 
隣組 94,95,97,98,99,100 
とのさ節 185,199 
賭博 212  
とびうま 212  
ドブロク 37  
トボ(ウ)グチ 229,247,263 
卜 Wワ)ノ す 280,342 
トマス 317,321,340
土室育 75
土用丑の日 177
土用ののこ 78

 
土用味噌 ......... 6,36

 
トリアゲバア 219

 
鳥追い 11,259

 
トリスズメ 84

 
酉の日 247,288

 
トリムスビ 231

 
トロロ 307

 13,51,82,130
 p、ノ p ,、ノ、'味 134,135,244

トノト(ノ)焼……247：257,258 
259,342,343  

トントンブキ 46,309  
トンビノハネ 227  
トンヤダテ 67  
呑竜様 224  

な 

 
苗代 65,260,261

 
苗の厄日 68

 ナエバ 68 |

 苗運び 66
 ナェマ 343

 ナェマグサ 55,65

苗間づくり 129
 中祝い 62

仲買人 80 
ナカザ 130

  ナカシロ 318
 

 ナカデェ 312
 ナカド(座敷)……229,246,278

 中之嶽講 129
 中之岳神社 173

 
 ナカノマ 311

 仲間入り 232,241
 流れ灌頂 225

 投げ餅 43,44,45,120,174 
 仲人 226,227,228,231 

 仲人親 124 
 仲人との別れ 12,215,223 

 仲人礼 227
 ナスの馬 278,281

 なぞ 300
 ナタガマ  323 

 名付け親 124 
夏やせ 178 

七草ガユ 253
 七ゲート(地名) 300

 七つ坊主 224
 七つまんじゅう 272,273

 七波己曾 126
 浪花節語り 74

 
 名主 114

 菜っぱめし 24
 名ビロメ 232

 
 ナベカシゴフコウ 12,239
 鍋めし 24

 
 ナマグサ 279

ナメミソ 6,36
 鳴沢不動尊 296

なわとび 210
 縄ない 174

 
 縄ない機 226

 
 縄ブチ 261

 
 南蛇井 299

ナンド 115,219,307,309

に 

 
二階廊下 310

 ニギリダンゴ 287
 I煮こみ 29

  二歳子 178
  煮シメ 35

  二十三夜 144
  二十二夜様 …142,144,217,218

  二十二夜信仰 214

二十六夜 144
 

日食 315
  ニナワグチ 62
  二年詣り 250

 二番契約 103
 二百十日 67,283

 二夜様 219
 入家式 229

 乳児の歯 224
 女人講 110,143

 一心 9,98,100,106
ー ノ111,234,235

 人形遊び 211
 人形芝居 213

 妊娠禁忌 217
 

 ぬ

 ヌイマモリ 224
 貫前神社 81,100,129

ヌクベエ 32 
252,255,257

  ヌリデンボウ……259,260,342
  343

 

  ね

  ネエバワラ 65,175
  ネエラ 82

  ネクワ 78
  猫 23,182,186

  ネコ編み 63
  猫神様 136

  ネコノシッポ 117
 猫の墓 136

  ねっこ大尽 123
 寝小便 176

  ネズップサゲ 63,247,287
  ねずみ 136

  ネズミヒキ 119
  ねっ釘 212

 ネッケ 337

熱病 176
ネブタ 272

  ネリ肥 7,58,59
  年忌 110,240

  年貢米 340



樽入れ 227,228 
タレオケ ..........69
タレ蒔き 69 
タワラ …252,255,256,257,342 
俵ころがし 213,251 
男根 260,267 
誕生祝 223 

’誕生餅 34,223 
タンスヨメゴ 20 
段とび 210 
ダンナ(水行) 168 
旦那呼び 112

ち

チガヤ•••246,274,275,276,282 
力米 112 
力餅 43 
力持ち(世間話) 298 
力わざ(娯楽) 212 
地ぎょう唄 199 
乳兄弟 124 
デゴロ 60 
稚蚕飼育 336 
乳親 124 
チッカ(遊戯) 211 
地づき唄 43 
茶釜 330 
茶壺 331 
チヤノマ 309 
中気 178 
中行 170 
中宿 228,229 
チョイチョイ漬 25 
チョウシ 330,331 
長清法師 2 
チョーナ仕上げ 300,313 
帳場 98,111 
丁半ぶち 40 
帳面買い 90 
ちよぼくれ 185,199 
チョンマゲ 20 
チンゲ 224

つ

つきあい 110 
月占い 179 
ツキヌキ沢 297 
月待 11 
ツクリモノ(葬式) 234 
ツクリモノ(小正月) 255

ツゲ…9,106,111,234,235,236 
 ツケギ 53
 漬物 25

 ツジュゥダンゴ 1站5溫 

 土入れ 69 

 土ボウロク 217
 ツトッコ 270

 ツナミ 180,300
 ツボ庭 134

 ツミッコ 30
 ツムジ風 300

爪引き地蔵 170,295,298
爪ビキ不動 141,267
通夜 234

 
 ツリウエ(蚕) 83

 ツルベ 220
 ツルベ井戸 220,329

 て

手合わせ歌 199
 

 ティザシキ 5L95°n§ 

 ギ 丁 49,50,219,236,306 
 丁エ 307,309,311,312 

 デガワリ 262 
 テツコウモリ 231 

 手伝い 62 
 テッビン 330,337,338
 鉄砲馬場 212,317 

 デハノゴハン 236 
 出不足   9,104,269 
 寺世話人 100,101,342 

 テラ銭 212 
 寺の年始 252 

 寺への年始 253 
 寺まいり 238 
 テンガ 131,318,342 

 電気 54 
 天気予報 180 

128,138,180,257  
大仰 267,270,296
天狗堂 266
天狗のお能(シヤギリ)……294  

 王袖譜 10,34,95,109,110 
大押講 215,225,265,340

 
天神様 128,295

 テンテコ祭 130
 

テントウ菓子屋 91,93
 天道様 247

车、首杜 53,245,266,273  天道柱  284,315,342

  天王様  ……246,269,286
天秤 340 

 天秤かつぎ 210
 天秤棒 91,327,331

 

と  
  東數山領 2,3,99

  十日夜……14,35,247,285,286
  トウグワ 317

 トオケ 340
 トウゲエ 336

 峠講 129
  道化万才 15,184,189,195

  トウシ(篩) 60
  冬至 289

 ドウジョウバライ ……186,187
 トウジンボ(方言) 301

 トウスミキリ 336
 道祖神...135,168,244,253,255

257,258,259,342
 道祖神ねり 244,260

道祖神の辻 259 
道祖神祭り 11,97

 トウナス 289
 トウナスカブリ 171

 盗難よけ 179
 塔婆 284

  屯采 185,186,195
白否 264,282,283

 豆腐型(箱) 329

 トウボウシ 7,64
 同盟者組合 89

トウモロコシ 6
 道路普請 269

 通り日(気象) 181
 棟梁 43,44,45,312

 灯ろう祭 129
 ドーロクジン 259

ドオッパナ 300
 トカキボウ 340
 戸隠神楽 188

 戸隠様 129
 研屋 92 

毒消し売り 74,92,179 
 トクサ 20

 トクセエ(方言) 301
  ドクダミ 176

 トゲヌキ不動 141



 磨墨神社 294,317
 

磨墨伝説 317
坐リビナ 223  

 

ぜ

セイコ.................... 70  

製紙 316 
主生厶  10,106,188 
冃牛其 189,215,225
セイロ 329 
セエミ.................... 76 

 
堰ざらい 67

 
堰世話人 67,100,101,103

 
堰普請 ……55,64,102,103,104

 
11,95,103,105,125

石尊行 …… 127,136,137,138 
215,246,270,271 

石尊様 138 
石尊精進 270 
石塔寺 2 
咳どめ 176 
赤飯(こわめし) 33,174 
赤痢 176 
石灰 55,58,59 
節供 245 
節供バタラキ 269 
セッチン神 262 
セッチンマイリ……12,215,221 
節分 ……104,179,245,263,264 
セナカアテ 329 
銭箱 338 
蟬 271,272 
セリ 80,91 
セリタタキ 253 
卅帮人 97,100,135,187 

ロ百人 270,284,296
世話番 264  
線香 279,282,283  
千社参り 129
染織 21 
センゼイモン 49 
先祖供養 241  
先祖様•••132,257,271,272,278  
生拍经.…"10,96,122,123,125 
亢恨尔 141,284,289 
洗濯 21 

先達 130 

千谷 296,297 
センダンゴ 267 
先端伐採 78  
千人祝い 115  

 禅の綱 14,285
 千歯こき 67,320
 

センマイ(千歯コキ) 320
洗料 21

 そ 

 葬儀のつきあい 216,234
ソウケン 106 
葬式…36,111,113,142,234,241

 
葬式組 98

 葬式の諸役 234
 葬式費用 239

 葬式用具 236
 ゾウズ 39

葬制 12 
双体道祖神 259

 総代 97,100,105
 草履 18,19,63

 ぞうりととり 211
 葬列 237

 足跡石 295 
 俗謡 199

 そこまめ 178
 供え餅 290

 ソバ 6,30,307
 ソバ家例 249

 ソリ 60 
 祖霊 246

 祖霊信仰 13
 ソロバン  340

 
た 

 タアラッパアシ(棧俵)……136
 代官領 2,3 

大工仕事 86 
大黒柱 …257,306,307,308,315 
タイコ縄 291 
大根の年取り 286 
大根畑 273 
代参 129,265 
太子講 110
ダイシッケエ 14,247,289

 大施界 172
太々神楽 188,269 
退転 122 
胎毒 176 

 过ス d 7,51,82,306,308 
グづトコ 310,314,315

 
大の字 137

 大八車 60,85

 堆肥 58,60,106,251
 太夫と才蔵 189
 タイマツ 215,229,279

 大文字 267

代用食 26 
 田植え 35,66,129
  高田小次郎 2

 高太神社 127
たきぎ 53 

  托鉢 173
  竹馬 210,211

  竹釘 337
  竹細工各種 86

  タケノフシ(ナナフシ)……182
 岳村 2,3

 
タケワリナタ 324

  佩あげ 211
 ダシバリックリ …310,312,314

タズナ 345
 タタキ.............. 50

 36,37,39,81,247
256,266,286,290
 タチグサレ 113

  たつみ食 49
 タテツケエシ 6,30

タテゴ 345
 ナ,て r、  43,44,45,112

に c し 113,135,247,288

 タテドオシ 104
  タテバ 8,56,82,85,88

タテビキノコ 324 
 建前 36

  棚飼い 75,327
 七夕 123,246,315
 七夕雨 273
 七夕飾り 179,272

 七夕まんじゅう 35,273
  タネオロシ 69

 田の草取り 67,318
 頼母子講 113

  タバコ 39
 煙草屋たばこ 192

 ダボ^ .....................60

 束わけ 55,61
 

タマゴ彫り 73,290
 

玉まゆ 80,90
 タマンメエ 13 

魂呼び 216,233 
 たまり汁 30

 ダミ 241



 
地蔵菩薩霊験記 2
シタガネ 345 
シタカリガマ 323  
シタゴ 56  
シタユルリ 7,51  
七五三 225  
七段のハナ 342  

’七人衆 101  
シチリン 327  
シックメ 123  
しつけ 174  
シッポコソバ 31  
シデモリ 172
シトリ 23 
四菜•九菜 175
死の忌 129
死の予兆 232
芝居 213 
シバオコン 114 
芝競馬 83,212 
しびれ 178

 
四方固め 34,44,45,172

 
四方もち 43,44,45

 
シマ(田搔きの残った所)…318  
シマイ正月…244,251,261,262

 
シマ苗 7,68

 
縞蛇 182

 
しみ丑腐 91
シメ飾り 291 
シモダイコク 53

 
ジャガイモめし 24

 
蛇宮の市 77

 
石神様 178

 
石神神社 128

 
しゃっくり 178

 
社日 175

 
尺棒 324

 
砂利運び 182

 
出棺 216,236

 
祝儀 ……115,116,122,124,172

 
祝儀の料理 231

 
修験 10,168

 
十五日粥 254,255,260

 
十五夜 283

 
出産 11

 
十三塚 130,131

 
十三仏念仏 236

 
十三夜 284

 
十七和讃 169

 
シュウトミマイ……12,216,240

 十二講……11,131,132,244,255
 

 す一俅 131,132,244 
 十ニマイダマ… 13,257 

 十六日念仏 106,142 
 十六マイダマ 13,257,258 

 ショイアキナイ 9,91 
 ショイコ 60,78,329 

 背負梯子 91 
 ショイビク 329 

 ショイン 309 
 ショウガ 283 

 正月様 257,262,290,291 
 

芷日棚 50,243,249,253
 止月棚 292,342,343 

 正月八日の禁忌 254
 ショウガ 324

 上州名物 114,300 
 精進あげ 284 

 精進水 167
 精進料理 35,109

 条桑育 7,75 
 上簇 57 

小大黒 315 
ショウヅカジイサン 141 

 上棟祝 172 
 上棟式 6 

 ショウブ 245,267,268 
 

、,+ ぶ、ノ 13,215,232 ゾヨウホノ  245,269 

 醬油 6,37
 醬油売り 91
 しょうゆ漬 26

 奨励米 61
 暑気あたり 176

 食事膳 174
 ショクダイ 336

 食物禁忌 40
 食用植物 28

 女郎屋 90
 白倉のお天狗 129

 シラジ 272
 シラセ 232,236

 シリガイ 83
 尻水口 66

 シリモチ 188
 ジリヤキ 6,32

 代搔き 318,345
 シログラ 318

 白ひげ様 294

  ジワケ 122

 シワスエビス 53
 ジンギ 110

 シンゴ(センギョ)……210,211 
 ジンゾウ様 128

 
 

 神社総代 271,.
 身上まわし 115,118,119

 身上わたし 118
 神葬祭 237,241
 新宅 --120,121

 シンドリ 65,318
 新年会 250

 神仏分離 139
 神明様 128

 親類づきあい 110,112
 

 
す

 
  水行 166,167

  炊事当番 98,270
  

水卑 131,297,331
 

水車小屋 332
 

水神 262
水天宮 219
水道 40

 
ズウ拾い 77

 
据え風呂 49

 
スカリ 246,272 

 スキ 252
 スキオコシ 318

 
杉皮葺き 324

 杉の葉 274,275,276,277 
  スゲエ(藁) 63

  ススボウキ 290
  ススリダンゴ 23

 
硯水 295

 頭陀袋 170,238
 頭(腹)痛 175
 捨て子 .....224

 捨て塔婆 242
  スドメ 85

 
砂山 58

  ス蒔き 69
 

炭焼き ................73,132
 相撲 213 

  スリコギ 243,253
  スリ鉢 243,253

  ズリマンガ 318,319
  スルス風邪 68

  スルス引き 61,68



 コタン汁 255
 

戸長 -101
 

バ、当番 67,94,97,100/J 白否 105,136  

ゴトク 330  
コトジマイ 287  
子供の祝い 111  
子供の着物 20  
子供の仏 276  
子供墓地 241  
コトリバアサン 220  
粉桶 317,331 
粉餅 290  
五人(軒)組 95,110,114  
こね鉢 332  
コハゼ 237  
こぶ(呪) 179  
ゴボッパ 266 
コマイカキ 43 
コマゲタ 338 
こま廻し 211 
ゴマミソアエ 31 
ゴマメ 252,253,261 
ゴマヨゴシ 32 
コマワリ(方言) 301 
小麦の赤飯 269
虚無僧 93
コメ ゴメ ……252,257,258,342  
米ぞっき 23  
コメ ノイトコ 117 
米麦の割合 22  
コモチ 132,288  
ゴモットモサマ 244,267 
コセノトセすマ 284,297
コモ張り芝居 196 

子守り 224 
子もり唄 200
コヤシ場 255 
コロ(トウネ) 84 
コワリ -6,32 
コワリブルイ .…23 
婚姻圏 226  
コンゴウ杖 236  
コンニチ様 214,219  
婚約 227  

 

さ 

 
西行ぶち 56,73
さいころばくち 212  

 
催青  .....75

 さいとりさし 189,190
  塞神...... ................97

 
 財布わたし 118

裁縫 21 
祭文 92,213 
祭文語り 199
サオバカリ 340  
さかさ松 296 
サカサ水 235
S 330  
魚屋 91
坂上田村磨 297 
坂迎え 88
サガラ 317  
サキガケ 317 
さきやま 73
サクタテ 57 

ザグリ 23,73,327 
酒びん 331

 サゲ穂 134 
 ザゴイ(肥料) 58 

 坐産 219 
 サシアイ 81 

差鴨居 307 
サスガリ 212 

 
す ノ干 307,310,312

サシコ 5,19 
サッカキ 316,318 
ザッコ 27,83 
雑穀 21 
さつまいも 33,70 

 さつまめし 24 
 田空 7,57,243,245 

 里于 250,256,257,284 

 里いもの品種 71 
 苗革の莖 272,275,276

 里于の茱 281,282 

 里神楽連 188 
 里帰り 215,232 

 サナ(農具) 61,69
 サマ(家屋) 53,306,307

 
 ザマ 77

 胃 28
サルオガセ 130 

 猿田彦(大神)……108,120,295
猿回し 213,251

 三角屋敷 40,175
 三元日 250,251,288

 ザンゲ 167,168,171

 産後の食事 214,220
  山菜 28

  三三九度 230

サンジッ 34 
蚕種 74 
33 年忌 13,217,240,241 
三束雨 174,180,380 
産泰様 219 
三代実録 2 
サンダワラ 63 
サンドイモ 71 
サントクイモ-27,71,337,338 
三人舞 269 
産の' 225 
産婦の食事 38 
産部屋 219 
三方荒神 134,291 

136,176,177,178 三本辻 182,217,224,236 
 240,278
 サンマサワガシ 135,261

 産見舞 111,221
 サンヤツキ 42

 三輪車 210
 三りんぼう 43

 
し 

 塩あん餅 223
 ジカマキ 65

 シキセ 20,301
 シキビ 275

ジギョウ 42 
地獄まき 69 

 仕事始め 53,243,251

 私財 96
 獅子 93,127
 獅子組 185

 シシ(猪)小屋 8,73
 シシ(猪)堀" 8,73

 
 獅子雜 184,185,186,187

 柳ナ辨 189,266,283
 獅子宿 187

 四十九日 ……216,234,237,239
 四十九日の餅 34,65

四十九杯の米 238
死者の着物 241

 死者の膳 234
 

地神様 130,131,173,254
 シズクソバ  30

 
自然暦 7,57,181



クサワケ 114
 クシ 338

グシ餅 43  
鯨が鰯に追われる 299
クズ 28 
クスガネ 120  
クズ粉 183
くず米 31 
グズッパカキ 59 
くず繭............. 80,90 
クズヤ 47 
くだり向き 52,115 

 
技 3,97,98,99,100

101,103,105,137,283 
区長会 269 
区長代理 98,99,100 
クッチャゴ 117 
クッツキ 226 
口説節 196 
区費 101 
熊野神社 127 
組合製糸 56,57,80,91 
蔵の神 342 
倉ビラキ 252,254 
くり飯 24 
グルリ十間 48 
クルリ棒 69,320 
暮市 90 
クロ 318 
黒岩歌舞伎 213 
黒滝山不動寺 170 
クワイレ 252 
桑切り鎌 78 
クワダテ 13,130,243,254  

桑つみ 76 
桑苗 77 
桑の害虫 78 
桑の取引 91 
桑の売買 78 
桑の品種 77 
桑畑 78 
桑原ウナイ 317 
桑畑の間作 79 
桑畑の手入れ 78,181  
桑畑の肥料 79
群馬県郡村誌 -2 

 

け 

桂庵 70,77
 稽古宿 186 |

 ケイダレ 257,343
 競馬 104

  9,34,59,94,95
 ケイヤク …… 98,99,100,101 

 103,215,245,264 
 契約帳 264 

 ケエカキ棒 252,255,256 
ケエカキ侔 342,343

 
ケーダシ 60

 
ケェド 278,342

 
ケェバ切り 82

 
ケェマワリ 65

 
ケサガケ 219

 化粧 20
ケズリバナ 256,316 

 下駄 18,338 
 け出し 210 

 月経の忌 129 
 結婚 12 

 結婚衣裳 19
 結婚式 36,226,330 

 結婚年令 226 
 月蝕 53 

ケデェ 19,63 
ケヤキ万才 191 

 献穀田 129 
 源太おどり 128,196 

源太節 185,196,285 
ケンチン汁 264 

 
 - * 

 コアゲ 62,63,68,103,269 
鯉のぼり 268
(各種)講 107 

 
 ム3^里 105,136,218 

 コウガイ 338 
 交際だおれ 226 
 江州屋 92 
 庚申講 95,107,125 

 庚申塔 108 
 荒神様 7,52,81,262,291 

 コウズ(カズ) 90,316 
 上野国神名帳 2

 こうせん 33
 鉱泉宿 297 

講談 213 
9,94,95,97 

コウチ 98,99,102,103
 104,109,111
 |コゥデ 175,177

  香典…99,110,111,216,234,239
  弘法池 137,296

 弘法池の鯉 296 
弘法井戸 41,168,295

 弘法様 81

弘法さまと犬 296、 
弘法大師 139,296? 

 講元(無尽) 114
 高野山 297

 交友会 106
 ゴエイ............................... 45

 コエオケ............................... 327

  コエビシャク 327
 五穀 6,21

 ゴキブリ 134
 古行 166,170,171,172

 コクサギ 60,65
 コクソ 76,79

 虚空蔵様 130,292
 コグチ(戸口)まわり…102,185

 ゴクヌケ(馬) 82
 木挽 42,73,92,324

 こくびつ 54
 ゴクロウヨビ 12,238

 小桑観音 219
 ゴザウチ下駄 338
 コサギリ 103

 小作料 55,61
コサマメ 68
コザル 324
腰籠 37,297

 
 

コノ ノクメ 290,291
 

コジハン 6,31,329
 五升マキ(麦) 60

  ゴシ餅 44
  小正月……13,256,257,258,259
  コシリトリ(ウラトリ) 76

コジルシ 123 
 

  五寸コウベエ(勾配) 46
  ゴゼ……74,92,93,199,213,251

  ゴゼの小便 299
コセックリ 120  

  バ、卅註 9,94,97,98,99
小 100,103,104 

 ご先祖様 52,241
五臓ザンゲ 170 

 コダカラ 135
 五駄ジリ 59
  コタツヤグラ 337



カドサカズキ 229  
門ジメ 126  
門付け 176  

 
カド火 278,282

 門松 249,307
カナババ 223  
金火箸 253  
金物や 92  
蟹沢 297  
鉦 342  
金穴 297  

 
カネバコ 96,117,118
カネマイ(繭) 81  
金のわらじ 226  
歌舞伎 104  

 
歌舞伎芝居 184,189 
かぶりもの 17 
壁ぬり 43 

 
カマイタチ 300   

51,68,134,179 
釜神様  249,258,262 

287,290,291 

カマクラチョウ 300 
 

カマド 24,48,234r 238,287,323 

かまどの灰 121 
カマドワケ 122 

 
カマノクチアケ 271,275 
髪型 20 

 
カマキリ虫 ..........78
神棚 134,306,342 

雷 181 
雷除け 51,179 

上八木時間 114 
鴨居 336 
家紋 123 
カヤ(植物) 274  

萱刈り 47 
カヤク御飯 24 

 
カユカキ棒 65,260,261
カーラッタ 64  
ガラ 46  
から臼 33  
カラッケーリ(方言) 300  
烏鳴き 232  
烏よけ 179  
体の弱い子 224  
カラミ餅 290  
刈り払い 101  
刈り干し 67  

家例 6,121,250,291 
川うなぎ 89 
川神様 174 
川後石 295 
カワキッタ --64 

 カワソ 72 

川流れ 287 
 

カワ:ビタリ餅 14,247,287
カワムキガマ 324 
川原石 238 
棺 235 
寛永寺 2 
灌漑用水 6 
寒かたびら 78 
棺かつぎ 235 
カンカン渡し(目方取弓I) 91 

 
装符 11,125,165,166

 考丁 171,172,173,296 
 冠婚葬祭 309 

カンザシ 338 
 カンジン 301 

ガンズメ 318 
 関東間 314 

 カンナ 49 
宾今イ, 125,144,165,168 

 巷心1ム 170,171,172,173 
 癇の虫 176 

 観音講 107 
 観音信仰 214 

  カンボウサマ... 165*172173
 

貫匁摘み 76
 

カンヤ 6,47,309
 

甘楽社 57,80
 

 
 き 

キアケヨビ 12,239 
 ぎおん 269

着ござ 66
鬼子母神 267 

 キジリ 51 

擬制親子 123 
キソッコ(木曾馬) 81 
義太夫 184,195,213 
義太夫チョボ 195 
北向観音 219,225 
狐つき 139,170 
狐の嫁入り 180 
祈禱念仏 170 
木流し 73 I 

 キヌッカアセ 74
 

絹笠様 81,130
 

キネ 316
 

木箱 337
 

キバチ 77,332
 

キビ 6,23
 

基本財産 98
 キメゴト............... --264
 

キャクザ 7,51
 

木遣り 45
 

救荒食料 39
 

キュウデ 118,119,120
 

行がため 166,167 
 

 
行者 267,288,294

行商人.............. 9,90,91
 

共同飼育 75
 共同水車 101

共同膳椀 102  
共同墓地 101
行人坂 298 
行人塚 298
興舞 184 

  行屋 ……165,166,167,171,172
 共有田 101,131,140

 共有地 104

 共有山 101,104,269
 共有林 269

 協力員 99
虚弱児 12 
切りきず 176

 
切子格子 314

 
切妻造 306

 
キリボシイモ 27
キリヤキ 32
禁忌作物 175,309,311
近所づきあい 110

 
巾着はぎり 298

 
 く

 
クイ講 10

 
クイゾメ 222

 
喰違四間取 313

 
草刈り 59

 
クサカリガマ 323

 
草刈り場 74

 
草競馬 212

 
クサッケズリ 317

 
草餅 266,267

 
クサレイモ 284

 Iクサレ彼岸 266



 :tシガ様  .... 295
 

お七夜 221
オシマンガ 318 
押麦 22,41  
オシメ 18,270

 
オジャ 24,107

 
オシャカ様 266  

'お十夜 14,98,196,285  
お精進 9,95,105  
お精進場 294
オシラ様 13,130,245,263
ォ。ノリ=3ウ梯……10,11,125 
オノ J ヨウ様 133,134,247

 
オゼンダテ 222

 
オタカネ様 128

 
オタキアゲ 248

 
オタケ山 289

 
オタナアゲ 240

 
お栅さがし 251,292  
才々、、、ノス(安、..... 36,68,233   
オタノス(术) 239,245

 
オチカヅキ 231

 オチツキ 228
 

お茶 39
 

お茶呼び 112,116,231
 

オツチヤンコウベエ(屋根勾配) 4b  

 
ォッッゲ(筒粥) 129
オヅラ 329  
オデキ 176
オテッコモチ 38 

 
ぉでし(弟子)……166’扱S 

お手玉唄 200 
お天道様 286,291 

 
才于ソマ 9,46,99,102
オアノマ 116,213,269  
オテンマイエ 306  
お灯明板 128  
男仲人 309  
男の節句 267  
男の年取り 292 
オトリモチ 230 
鬼ごっこ 210 
鬼の首 261 
鬼の豆 263 
ォネ(地形) 300 
オハカコシラエ 271 
おはじき 211 
小幡領 2,3 
オハチ返し 238

 オノヽヅウ 292
 オバンシ 24

 おひ一と 221 
 おひねり 221

 お日待 130
 オビヤ 112

 お百度詣り 233
 オボスナ様 222

 オボタテメシ 219,221
 オボヤキ 222

 オマイダマ …129,130,131,233

 お侍艾房 231,309 
 オマル 107  
 オミダマ様……14,248,260,292 
 オミトウ 57,129,247,287 

 お宮詣り 215,222 
 オムネアゲ 133 

 オヤコ 96,117 
親子盃 229 
親子の縁 240 

 オライレン様 138 
 オルスイ様 277,283 

 オロシ(家屋) 306 
 オンガ 318 
 御嶽講 130 

 
女契約.................... 1〇
女と馬の年取り 248,289 

女仲人 309 
女の節供 265

 
女の年取り……14,35,289,292

 オンバコ 177

 
 か 

 カイコカゴ 188,327 
蚕神 13,129,130,245 

 蚕の病気.................. 76
蚕の休み 76 
蚕日傭 77 
蚕餅 81,268 
蚕和讃 169 
カイド 246

 置物 90 
 家屋守護礼 314 

カカアザシキ 7,51 
カカシ 14,65,175 
カカリット 117,119 
柿 28,29 
カギ(鉤竹') 52,179,262,263  力干ぼ330,337,338

  書き初め 251,259
  かくねっこ 210

 
  千甲采 251,266,283

  神楽獅子 184,188,213
  神楽使い 188

  神楽舞 186,189'

  力^•シヨ 29
  陰膳 38,88

  カケトリ 90
 カケナワ 283

  カゲの俵 26
駕籠 89

 
カゴ飼い 76,77

 
カゴタ…… ............................64

 
風穴 75

 
カザテ 57

 
飾リカエ 258

 
飾り菓子 257

 貸売り 92
カシグネ 183

 
カシ餅 244,258

 
鍛冶屋 ......92

 
伽葉山 130

 
カシワッパ餅 268

 カズ(楮) 8,256,257
カズオケ 167

 
カズガラ 316,343

 
カズミズ 166,167,168  (寒行) 170,171

 カズヤ 85,316

  風 181
風きり .............283
カゼ(風邪) 176
風邪の神 176

 家相略図 308
 家族間称呼 116,302

 家族の私財 10,118
 片落し 69

 カタクチ 329
 片見月 283,284
 13,129,244

カタナ 252,256,257 
 259,342

 かたみわけ 239,240
 片目のどじょう 296

 
,家長...................95,115

 滑車 ..................................................................329
 

, カッチキ.59,79
 ；カッドオシ釘............ 6,46

 i河童.....................289



 犬の字 221
 

犬の肉 28
 戌の日 69,133,288
 

稲刈り 67,129
 

稲こき 67
 イノゴ 178

 猪土手 114
 祈りくぎ 138

 
位牌 116,235

 
位牌わけ 240

 
イボ 179
イマ(居間) 49 
イミアケ 240

 芋 24,26,36,37
芋洗い臼 27  
芋がら 286  
イモグシ 27

 イモ車.................... 27 
イモダンゴ 35,284
イモの食い初め 35  
イモの鉢卷 6,30

 7,10,24,48,50,51,95
ィ ロリ...115,130,134,167,168 
d ノ 171,179,222,234,243  244,258,262,263
いわし雲 181 

 
岩鼻県 2,3 
隠居 116,166,167 
隠居免 116,119  
インドウバ 236  
インロウ 337  

 
う 

 
うけとり渡し 62
うさぎ 85 
うさぎめし 24  
牛 84  
氏神様 222,228

 
氏子総代 126,186,283
丑の刻参り .......... 138 
ウス 342
臼の彫り方 73
碓氷社 57 
ウスハナ 19 
ウチウマヤ 48 
うちぐるみ 178  
ウチジュウ 234,238 
家中呼び 111,112,122
ウドンの荷縄 281 
ウナイガケ 317

 卯の日 110,248
 産着 222,223

 ウブタテゴノ、ン 214 
 

産湯 221
 馬入れ道 89

 馬神様 48
 馬捨場 83,141

 馬とお産 225
 馬の年取り……14,35,289,292
 馬の鼻どり 175

 午の日 247,288
馬の病気 82 
馬の糞 241
馬のわらじ 83 
馬屋 83,306,310 
馬屋肥 83,84

 生れかわり 138

裏ハッカケ 20 
ウリ天王様 136

 ウルシ 221
 うるしかぶれ 176,178

運送ひき 85,88 

え 
 

衛生委員................ 100
 

ヱヱ 6,7,41,46,47,62,74
 85,112,113,269 

 疫病神 253
 影向岩.................... 1〇

 エダ塔婆 125,240,288
越後口説き 185,199
越後ダボ 70
エチゼンガマ .……323

 越中さん 55,62,70
 

 又ひす講 261,286 

 エビス様 135,248 
 恵比須•大黒 53 

  
 紜馬 265,317,342 

 エンガ 65,317,342 
 

 お
 

 オイベスコウ 27
 大カゴ 327 

 大阪錠 49
 オオサキ 108,139,180 

 大正月 257 
 9,14,94,97,98 

大世話 99,100,101,104 105,113,187

 大世話人 270,285 
  大掃除 290

 
大当番 67,94,98,100,105

 
オオドシ 250,292 

  オオナオシ 48
  大祓 271
  大火(おおび) 137

  オヒキベットウ 28
 

大晦日 248,291
 

大麦 68  オカオカクシ 233
 

  痒1頭 ノ さ 252,253,289
 

  万刀ブ 116,118,283
  オカボ 22,68
  オカヤキ 32

  8,47,72,215,228
  オガラ 229,234,236,246

274,275,276,280 
 

  オカリヤ 88,107,120,123
万刀 ノ 丁 132,133,288

 
オガンショバタシ……140,218 
置き薬 92
お菊一代記 196

 
お菊伝説 293 

 オキヨメ 236

  才本リコ 6,17,26,28
不干 ノ29,30,38 

  オクデ................. 309

  オクラビラキ 130
 送り一見 228

 オクリ念仏 106,236
 送り火 247,274,281

  送り盆 277,282

 オクリノデェ 313
 オコウジンサマ 343

 オコシ 143,217
 オコジョハン ……27,38,42,66

  オコモリ ……109,128,269,284
 お衣 170

 オコンジョウ神様 254
 オサガリ 6

 131,132,144,171
 オサゴ 172,221,243,252

253,267
 幼な子和讃 169

 
  长产 217,218,219

ゐ厘 220,221,309
 お産祝 221

 
オシイ 107,108
オシウチ竹 6,46,47,324



索　

引

あ 

アイダワ(桑) 58 
挨拶言葉 113.301 
青大将 182 
赤いオンベロ 224 
赤いシメ 288 
アカギレ 176,178 
アカダキ 112 
赤坊のお茶よび 222  
(収穫)アガリ 108 
秋あげ 232,286,329 
秋葉神社 128 
秋祭り 284 
悪魔払い 97,187,188,260 
(麦)アゲ作 56 
アゲダメ 49 
麻 21,55,61,71,316,318 
朝エビス 261 
麻カミら.................... 88 
麻切り鎌 72,316,324 
麻商人.................... 8 
アサヅクリ 323 
麻の織物 72 
麻の葉 223 
麻の実…… 28 
麻ヒキフネ 72
麻まき桜 174
アサマツ 181

 
朝湯 ......... 249

 
アサンメエ 82

 
アンナカ 18

 
小豆 68

 
 

小丑俐 257,260,261
 

小豆ぼうとう 29  
小豆飯 34,262 
アズキモノ 287 
あせも 176  

遊びじまい 261,262,267 
愛宕精進 262 
厚飼い 75

 
ロ妻屋神社 240,269,284 

 
後産 12,214,220
アトマル(下駄) 338

9,98,100,106
アナバ(穴掘り)…111,234,235 

 236,239 
 アナプサギ 285 

 あねさんかぶり 78 
 油売り 92 

 油ダクネン 301 
 油徳利 331 

 阿夫利神社 128,137,270 
 雨乞い 7,63,103,129,137

 阿弥陀堂   295 

 阿弥陀如来 166,167,168 
 雨降り田 64 

 雨っぷり祝い 103 
 あめや 91 

 洗い米 281 
 アラクレ 318 

 アラコナシ 318 
 荒船山 63,129,137 

 新盆 276 
 新盆見舞 ……110,271,279,280 

 アワ 23,68 
 粟穂•稗穂 243,255 

 アンカ 337 
 安産祈願 217 

 安産信仰 11,140,214 
 アンドン 336 
 

 い 
 イイツギ ……105,233,234,235 

 家こわし 112,113 
 家印 123 

 いかけや  92 

イキダシ 311,312 
イキヌキ 48,310,313 

 いげ茶 238 

イザリ機 72,337
 石臼(千臼) 31,33,233

ね 于 td) 256,290 
石置き屋根 46,324 
石かつぎ 226 
イシヅチナタ 324 
イシマナゴ 57

96,120,122,123,130
石宮 ……131,132,142,254,255 

265,287,329
 イシャゴロシ 176

 イシャネ-6,309,210,313,314

伊勢講 107 
伊勢参宮 88,112

 伊勢参り 130,
 居候 117,299

 イタゲエシ 47
 イタハギ職人 47

 板張床 308,310
 イタブキヤネ 306

 イタメ(板目) 46
 

 6,17,37,46,47
 板屋根 309,311,313,316

 板割り 46,132
 板割職人 17,324

 イタワリナタ 316,324
 一見座敷 228,231

 一合マス 340
 一合餅 104

 —山和尚 294
 一升徳利 331

 一升餅 109,223
 一食の基準 38

 一駄マキ 59
 イチドナリ 99

 一人前 118
 一人前の仕事量 63,182

 一番オコシ 318
 

ーノマンコ.................... 57
 一番ドオシ 57
 市日 90

 
イチマケ 96,122

 
一夜餅 290

 
一把線香 178

 
イッケ 96,122

 
 -f+Q由、  6,41,177

井尸(神) 178,262,342
 

 イドコ 308
 

 いとこ同士 226
  井戸の禁忌 41

 糸ひき車 73
 イトヒキナベ 327

 稲含神社 245
 稲含山 129,130,268

壬汾卉样 41,81,120,132
 梱何様  133,287,288

稲荷大明神 264 
  イヌくわず 68

 イヌ念仏 142
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