


二 一 日

踏

み

鋤

の

二
系

列

I

や
ゝ
用
具
論
的
に
-

次
ま
え
が
き

ス
キ

1

岩
手
の
ス
キ

2

魚
沼
の
ス
キ

3

木
曾
の
ス
キ

中

村

俊

亀

智

三

柄
鍬

1

多
摩
の
tI
y
ガ
ワ
-
･･･-
-
-
-
-
-
･･････････-
･･･‥
二
八
七
頁

2

秩
父
の
ム
ダ
リ

二
七
二
六

3

下
問
仁
田
の
イ
ソ
グ
ワ
-
･･･三
･･････-
･･････････-
･-
‥
三
〇
二
京

二
七
七
頁

4

改
良
型

二
八
二
六

四

あ
と
が
き

一､
ま

え

が

き

す
き

え

だ
い

と
こ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

鋤

に

は
形
態
的
に
大
き
く
わ
け
て
二
つ
の
型
が
考
え
ら
れ
る
｡

1
つ
は

柄

と

台

(刃
を
据
え
る
部
分
'
床

)

と
が
ほ
ぼ
ま
っ
す
ぐ
続
い
て

か
いじ
上
'
ナ)Ll

い
る
型
'
も
う

一
つ
は
柄
に
対
し
て
台
が
く
の
字
型
に
折
れ
ま
が
っ
て
接
し
て
い
る
型
で
あ
る
｡
私
た
ち
は
前
の
型
を

棚

状

の

鋤

(舟
の
擢

▲

すき

すき

の
よ
う
な
形
の
鋤
)
'
後
の
型
の
鋤
を
｢
踏

み

鋤

｣

と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
｡
な
お
､
こ
こ
で
の

鋤

と

は
'
操
作
上
'
土
を
向
こ
う
側
へ
掘
り

踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
六
号

く
わ

返
え
す
用
具
'
鍬

と

は
'
逆
に
'
土
を
手
前
方
へ
掘
り
お
こ
す
用
具
と
定
義
し
ょ
う
O

二
七
〇

と
こ
ろ
で
'
こ
れ
ま
で
踏
み
鋤
に
つ
い
て
は
'
す
く
な
く
と
も
'
次
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡

一
'
踏
み
鋤
は
'
形
の
上
か
ら
も
'
二
つ
の
系
列
に
わ
け
ら
れ
る
こ
と
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

二
'
第

一
の
系
列
は
'
柄
と
台
と
が
ひ
と
つ
づ
き
の
九
の
枚
か
ら
と
っ
て
あ
り
'
青
森

･
岩
手

･
北
海
道
の
一
部
と
'
新
潟
県
の
南
魚
沼

地
方
'
長
野
県
の
北
部
'
そ
れ
に
木
曾
御
款
山
麓
の
四
つ
の
地
域
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
｡
こ
れ
ら
は
単
に
ス
キ
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ

と
｡

え
ぐ
わ

い
ん
ぐ
b

ふ

ぐ
わ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

三
､

第
二
の
系
列
は
関
東
地
方
で

柄

鍬

'
鋳

鍬

'

踏

み

鍬

な

ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
'
た
い
ら
な
板
の
台
に
長
い
ま
っ
す
ぐ
な
柄
を

取
り
つ
け
た
も
の
｡
こ
れ
に
は
東
京
､
埼
玉
'
群
馬
'
栃
木
'
茨
城
各
県
の
一
群
と
'
三
浦
半
島
の
南
半
分
'
千
葉
県
君
津
市
亀
山
地

域
の
三
つ
の
分
布
領
域
が
確
め
ら
れ
る
こ
と
｡

ヽ
ヽ
ヽ

四
'
こ
れ
ら
の
鋤
は
'
ム
ぎ
ゃ
ヒ
エ
･
ア
ワ
､
そ
の
ほ
か
イ
モ
'
大
板
塀
の
栽
培
の
用
具
と
し
て
'
か
つ
て
は
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
て
い
た

ら
し
い
こ
と
｡

そ
れ
な
ら
'
こ
の
二
つ
の
系
列
'
す
な
わ
ち
ス
キ
系
列
と
柄
鍬
系
列
と
は
'
単
に
形
が
違
い
'
そ
の
広
が
り
が
異
な
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

か
｡
詳
し
く
み
て
ゆ
け
ば
使
い
途
や
使
い
方
の
上
で
'
あ
る
い
は
そ
れ
に
つ
ら
な
る
生
産
な
り
生
活
な
り
の
進
め
方
考
え
方
に
お
い
て
､
あ

る
い
は
､
ス
キ
系
列
同
志
'
柄
鍬
系
列
同
志
の
な
か
で
'
何
か
違
い
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
の
小
文
は
こ
の
点
を
確
か
め
'

そ
し
て
'
掘
り
さ
げ
て
み
た
も
の
で
あ
る
｡

一
般
に
'
特
定
の
用
途
に
供
さ
れ
る
道
具
の
こ
と
を

｢用
具
｣
と
い
っ
て
い
る
が
､
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
用
具
に
お
い
て
'

｢特
定
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

用
途
｣
と
い
う
こ
と
と
道
具
の
形
や
作
り
と
が
ど
う
対
応
し
あ
う
か
'
関
係
し
あ
う
か
'
結
び
つ
く
か
を
そ
の
も
の
に
即
し
て
分
析
し
て
ゆ

こ
う
と
す
る
｡
そ
の
た
め
'
こ
こ
で
も
ま
た
'
川
も
の
そ
れ
自
体
の
形
を
正
確
に
つ
か
む
た
め
出
来
る
だ
け
三
面
図
を
作
り
'
似
も
の
の
各



部
分
相
互
の
つ
な
が
り
を
構
造
化
L
t
伽
用
具
が
ど
の
よ
う
な
仕
事
の
ど
の
部
面

(
こ
れ
を
作
業
と
い
っ
て
い
る
)
で
使
わ
れ
る
か
､
糾
用

ヽ
ヽ
ヽ

具
を
使
い
こ
な
す
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
操
作

･
う
ご
き
が
な
さ
れ
る
か
､
そ
の
た
め
に
は
あ
る
型
が
出
来
上
っ
て
い
る
か
否
か
'
㈲
標
準

ヽ
ヽ
ヽ

的
な
仕
事
量
は
ど
れ
ほ
ど
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
か
'
㈲
用
具
は
そ
の
仲
間
次
第
で
使
い
途
や
う
ご
き
'
仕
事
量
が
変
っ
て
く
る
が
'
あ
る

用
具
に
は
ど
の
よ
う
な
用
具
が
対
に
な
る
か
t

S鋤
の
場
合
､
ど
の
よ
う
な
土
の
所
､

地
形
の
所
が
選
ば
れ
る
か
'
㈲
作
り
や
形
は
作
る

人
'
作
る
所
に
よ
っ
て
細
か
い
違
い
が
あ
る
か
ど
う
か
'
㈱
そ
の
用
具
が
現
代
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
'
そ
れ
が
現
代
に
の
こ
る
だ

け
の
利
点
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
｡
ま
た
欠
点
は
何
で
'
そ
れ
は
ど
う
克
服
さ
れ
た
か
｡
㈹
現
在
使
わ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
'
何
時
'
何
に

置
き
か
え
ら
れ
た
か
'
置
き
か
え
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
利
点
や
欠
点
が
生
じ
た
か
'
仕
事
の
進
め
方
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
ま
れ
た

か
'
等
々
の
諸
点
に
注
意
し
た
｡

怒
切
な
御
教
示
を
給
っ
た
高
橋
九

1
'
貝
師
事
咲
'
橋
本
信
左
'
橋
本
よ
ね
'
稲
垣
カ
ツ
､
野
島
厚
之
'
加
藤
秀
雄
'
加
藤
正
市
'
千
島

堅
三
､
関
根
千
代
舌
'
山
口
富

1
.
阪
本
秋
太
郎
'
高
山
半
平
'
金
沢
佐
吉
'
岩
手
県
良
美
試
級
所
の
古
沢
典
夫
'
中
野
信
夫
'
新
潟
県
農

業
試
験
所
の
内
山
昭
三
'
長
野
県
放
業
試
験
所
の
梅
村
弘
'
東
京
都
虚
業
試
験
所
'
埼
玉
県
良
菜
試
験
所
の
柴
英
雄
'
群
馬
県
放
菜
試
験
所

の
斉
藤
恵
亮
諸
先
生
'
調
査
に
多
大
の
便
宜
を
お
与
え
下
さ
っ
た
岩
手
県
立
見
菜
博
物
館
の
西
掘
幸
次
郎
'
遠
藤
春
光
'
閑
田
村
公
民
館
の

中
畑
文
司
'
下
島
万
夫
'
多
摩
郷
土
研
究
会
の
浅
井
徳
正
'
秩
父
小
林
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
小
林
拠
英
'
小
林
茂
'
大
砲
村
公
民
館
の
横
田
猪

作
'
千
島
敬
次
郎
'
群
馬
県
立
博
物
館
の
池
田
秀
夫
'
阪
本
英

一
'
文
化
庁
の
大
島
暁
雄
諸
先
生
に
心
か
ら
お
礼
を
申
上
げ
た
い
と
思
う
｡

な
お
'
話
を
し
て
い
た
だ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た

こ
と
'
談
論
の
結
果
確
め
ら
れ
た
点
は
､
小
文
で
は
い
ず
れ
も
他
の
引
用
と
同
じ
よ

う
'
カ
ッ
コ
に
お
き
め
た
が
'
こ
れ
ら
は
私
の
聞
き
書
き
に
よ
る
も
の
で
'
そ
の
点
'
き
き
違
い
'
と
り
違
い
'
召
き
違
い
を
お
そ
れ
る
｡

誤
り
は
訂
正
し
て
い
た
だ
け
は
と
考
え
る
｡
な
お
ま
た
'
岩
手
の
ス
キ
に
つ
い
て
は
高
橋
九

一
先
生
'
木
曾
御
款
の
ス
キ
に
つ
い
て
は
向
山

雅
重
先
生
の
御
報
告
が
あ
る
の
で
'
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
両
先
生
の
御
報
告
を
も
と
に
し
て
す
す
め
る
こ
と
に
し
た
｡

踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)

二
七

1



史
料
館
研
究
紀
要

第
六
号

二
'
ス

キ

ー

岩
手
の
ス
キ

岩
手
県
岩
手
郡
滝
沢
村
岩
手
県
立
農
業
博
物
館

一
t
か
七
ち

岩
手
県
立
食
業
博
物
館
に
は
'
こ
れ
ま
で
に
県
内
各
地
域
の
ス
キ
が
七
例
ほ
ど
集
め
ら
れ
て
い
る
｡
い
ま
柄
の
頭
か
ら
床
に

お
ろ
し
た
垂
線
の
長
さ
を
仮
に
こ
の
ス
キ
の
タ
テ
'
刃
先
か
ら
ほ
ぼ
垂
線
の
足
ま
で
の
長
さ
を
ヨ
コ
と
す
る
と
'
こ
れ
ら
岩
手
の
ス
キ
に
は
'

タ
テ
も
ヨ
コ
も
両
方
と
も
大
き
い
普
代
の
塾
'
ヨ
コ
の
割
り
に
タ
テ
の
値
が
大
き
い
北
上
東
側

(普
代

･
岩
泉

･
葛
巻
)
の
型
'
そ
れ
に
ヨ

コ
に
比
べ
タ
テ
の
値
の
低
い
北
上
西
側

(岩
手
村

･
遠
野

･
矢
巾
)
の
型
な
ど
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
'
｢柄

(台
も
)
は
イ

タ
ヤ
や
ナ
ラ
を
使
う
｡
こ
れ
は
山
か
ら
適
当
な
も
の
を
自
分
で
見
つ
け
て
作
る
の
だ
か
ら
'
曲
り
の
少
な
い
も
の
や
大
き
く
曲
っ
た
も
の
な

bl
E

ど
'
持
つ
人
に
よ
っ
て
皆
違
う
こ
と
に
な
る
｣｡
も
っ
と
も

｢
エ
ガ
ラ

(柄
)
の
適
当
な
角
度
は
'
先
端
が
帯
を
す
る
腰
の
高
さ
が
最
も
よ

(p･)

く
'
や
や
下
向
き
に
禦
曲
し
て
い
る
の
が
使
い
や
す
い
と
さ
れ
て
い
る
｣.
地
域
に
よ
る
差
は
刃
の
形
態
で
は
も
っ
と
は
っ
き
り
し
て
い
て
'

｢鋤
や
鍬

･
鎌
は
町
や
村
の
野
鍛
冶
が
つ
く
っ
た
｡
福
岡
町
川
又
の
野
辺
地
さ
ん
は
'
鋤
の
定
法
は
'
幅
四
寸
か
ら
四
寸
二
分
'
刃
先
八
寸

か
ら
八
寸
五
分
､
柄
台
八
寸
と
い
う
｡
こ
れ
は
普
通
の
鋤
の
大
き
さ
で
あ
る
が
'
北
上
山
脈
を
越
し
た
隣
郡
九
戸
村
の
も
の
は
幅
が
三
寸
八

(1
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

分
だ
と
い
う
｡
睦
を
小
さ
め
に
つ
く
る
か
ら
で
あ
る
｣｡

こ
の
す
き
の
ほ
の
様
子
を
比
べ
あ
わ
せ
て
み
た
の
が
第

一
図
で
あ
る
｡
こ
の
図
に

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

よ
れ
ば
北
上
の
東
側
の
普
代
や
葛
巻
の
鋤
は
全
体
と
し
て
細
身
で
'
反
対
に
北
上
の
西
側
で
は
幅
の
広
い
す
き
の
は
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
う
け
と
れ
る
｡

〓
'
う
ご
き

そ
れ
な
ら
岩
手
の
ス
キ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
操
作
す
る
の
か
｡

｢
こ
れ
を
踏
む
場
合
は
睦
の
頂
点
を
中
心
に
土
を
左
右
に
掘

(1
)

り
わ
け
る
の
で
あ

る
｣

｡

｢畑
は
大
低
傾
斜
し
て
い
る
の
で
'
裾
の
低
い
方
か
ら
高
い
方
へ
後
退
し
な
が
ら
掩
む
.
数
人
並
ん
で
掩
む
場
合

(1
)

ヽ
ヽ

は
'
熟
練
し
た
者
が
先
に
な
る
｣｡
ス
キ
の
掘
り
進
み
方
に
は
現
実
に
二
つ
の
型
が
み
ら
れ
る
o
前
に
進
ん
で
ゆ
く
型
と
後
ず
さ
り
に
さ
が



踏
み
鋤
の
二
系
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村
)
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史
料
館
研
究
紀
要

第
六
号

二
七
四

ヽ
ヽ

か
え

っ
て
ゆ
く
型
と
で
あ
る
｡
岩
手
の
ス
キ
は
そ
の
う
ち
の
後
ず
さ
り
型
で
あ
る
｡
ま
た
､
土
の
掘
り
お
こ
し

(土
を

返

す

と
い
う
)
方
に
も
二

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

つ
の
型
が
あ
る
｡

一
つ
は
掘
り
上
げ
た
土
を
今
掘
っ
て
い
る
み
ぞ
の
片
側
だ
け
に
あ
げ
て
ゆ
く
や
り
方
'
も
う

一
つ
は
ひ
と
す
き
ご
と
に

ヽ
ヽ

右

･
左

･
右

･
左
と
い
う
よ
う
に
'
土
を
み
ぞ
の
両
側
に
あ
げ
て
ゆ
く
型
で
あ
る
｡
岩
手
の
ス
キ
は
そ
の
う
ち
の
両
脇
お
こ
し
型
の
う
ご
き

を
と
も
な
う
｡
そ
の
う
ご
き
を
や
や
詳
し
く
追
っ
て
み
る
と
'(1

)

②

｢土
を
左
側
に
反
転
さ
せ
る
に
は
右
足
で
ス
キ
を
踏

み
｣

(1
)

②

｢右
手
で
柄
の
中
ほ
ど
を
支
え

る

｣

｡

右
手
は
手
首
を
返
し
甲
が
下
'
掌
が
上
に
向
く
よ
う
に
し
て
柄
を
下
か
ら
支
え
る
｡

⑧

左
手
は
柄
の
先

(戻
)
を
撞
る
｡
手
首
を
曲
げ
ず
に
甲
が
外
側
に
向
く
よ
う
に
し
て
横
か
ら
柄
を
握
る
｡
肘
は
上
に
曲
げ
て
｡

④

身
体
を
や
や
左
に
開
き
'
右
足
に
力
を
か
け
て
'
ス
キ
を
土
に
踏
み
い
れ
る
｡
腿
は
た
い
ら
に
な
る
-
ら
い
に
し
て
'

⑤

踏
み
込
ん
だ
後
'
左
足
を
曲
げ
'
身
体
を
沈
め
'
か
け
て
い
た
右
足
が
ま
っ
す
ぐ
に
の
び
る
く
ら
い
ま
で
踏
み
い
れ
る
｡(1

)

⑥

そ
し
て
'
す
こ
し
ス
キ
を
持
ち
あ
げ
､

｢さ
ら
に
も
う

一
度
踏
み
込
む
と
二
〇
セ
ン
チ
位
の
深
さ
に
掘
る
こ
と
が
で
き
る
｣
｡

(1
)

⑦

か
け
て
い
た
右
の
足
を
は
ず
し
'
体
を
左
に
開
い
た
ま
ま
'

｢鋤
先
で
土
を
ゆ
す
ぶ
り
な
が
ら
左
側
に
反
転
し

｣
'

台
の
元
の
所
を

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

支
点
に
し
て
､
ひ
ょ
い
と
は
ね
あ
げ
る
要
領
で
土
を
掘
り
上
げ
る
.

⑧

か
け
て
い
た
右
足
を
左
足
の
後
ま
で
引
き
'
身
体
の
向
き
を
か
え
'

(1
)

⑨

｢小
股
で
二
歩
後
退
L
t
右
肩
に
移
し
た
左
柄
の
先
端
を

持

ち
｣

｢左
足
で
鋤
を
踏
み
土
を
右
側
に
反
転
す
る
｡
小
股
で
二
歩
後
退

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
鋤
の
刃
先
位
置
'
角
度
が
自
ら
適
当
に
定
ま
る
の
で
あ
る
｡
以
上
の
動
作
が
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
行
わ
れ
る
こ
と
が

(1
)(2
)

大
事
で
'
こ
こ
が
熟
練
を
要
す
る
点
で
あ

る
｣
｡

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

こ
う
し
て
畑
の
は
し
ま
で
ひ
と
う
ね
お
こ
し
て
し
ま
う
と
'
そ
こ
で
ユ
ー
タ
ー
ン
L
t
ま
た
同
じ
よ
う
に
し
て
も
ど
っ
て
く
る
｡
ス
キ
の
掘

り
進
み
方
に
は
畑
の
ほ
し
ま
で
い
っ
て
'
行
き
と
同
じ
よ
う
に
掘
り
な
が
ら
も
ど
っ
て
く
る
型
と
'
帰
り
は
掘
ら
ず
に
も
ど
る
一
方
交
通
型



と
が
あ
る
が
'
岩
手
の
ス
車
の
進
み
方
は
前
者
な
の
で
あ
る
｡

｢明
治
生
れ
の
人
な
ら

一
日

一
反
歩
､
今
の
人
は
一
日
五
畝
歩
が
標
準
と
な

(1
)

っ
て
い
る

｣
｡

そ
し
て

｢鋤
は
体
重
を
利
用
し
て
足
で
踏
む
の
で
二
〇
セ
ン
チ
位
ま
で
の
深
耕
が
で
き
る
上
に
'
轍
を
使
う
と
き
の
よ
う
に

(1
)

極
度
に
腰
を
ま
げ
る
必
要
は
な
い

｣
｡

踏
ん
で
い
る
と
き
'
前
か
ら
み
て
い
る
と
⑦
の
う
ご
き
で
の
腰
の
ま
げ
具
合
は
身
体
の
中
心
に
対
し

て
四
〇
度
左
に
ま
げ
る
程
度
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

(

1
)

(

1
)

三
'
畑

･
つ
ち

｢鋤
は
稗
を
栽
培
す
る
県
北
地
方
特
有
の
道
具
で
あ
る
｣.

｢稗
畑
を
耕
す
こ
と
を
'

こ
の
地
方
で
は
鋤
踏
み
と
い
う

｣
.

(3
)

｢岩
手
の
畑
作
は
南
北
二
つ
の
型
に
分
け
ら
れ

る
｣

O
県
の
南
の
比
較
的
あ
た
た
か
い
地
方
で
は

ム
ギ
と
マ
メ
と
の
組
合
せ
で
1
年
二
作
型
の

畑
作
が
行
わ
れ
て
い
る
O
こ
の
地
帯
で
は

一
〇
月
か
ら

1
1
月
に
か
け
て
オ
オ
ム
ギ
を
播
き
'
次
の
年
の
六
月
と
り
い
れ
'
そ
の
後
同
じ
畑

に
マ
メ
を
播
く
.
県
の
北
の
寒
冷
な
日
照
の
す
く
な
い
地
方
で
は
ヒ
エ
･
ム
ギ

･
大
豆
の
二
年
三
作
型
の
畑
作
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
三
作
塾

の
地
帯
で
は
'
四
月
の
末
か
ら
五
月
に
か
け
'

ヽ
ヽ

こ
･一■

川

つ
け
て
あ
っ
た
マ
メ
の
ウ
ネ
を
ス
キ
で
く
ず
L
t
土
を
も
と
の
み
ぞ
へ
小
盛
り
に
す
る
｡

㈲

く
ず
し
た
所
へ
肥
料
を
い
れ
'

㈱

シ
ャ
ク
シ
と
い
う
板
鍬
で
筋
を
つ
け
'

仙

そ
こ
へ
ヒ
エ
の
種
を
播
く
O

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
(2
)

㈲

そ
の
上
を
シ
ャ
ク
シ
で
獄
土
す
る
｡
ま
た
は
足
で
土
を
か
け

る
｣.

ヽ
ヽ

九
月
中
頃
'
ヒ
エ
の
ウ
ネ
を
く
ず
L
t
み
ぞ
へ
土
を
盛
り
'
ム
ギ
を
播
き
'
次
の
年
の
七
月
ム
ギ
を
刈
る
｡
そ
の
ム
ギ
の
ウ
ネ
の
肩
の
と
こ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ろ
に
マ
メ
を
植
え
る
｡

一
般
に
鋤
に
は
み
ぞ
掘
り
や
畑
の
天
地
返
し
な
ど
の
役
目
が
あ
る
け
れ
ど
も
'
岩
手
の
ス
キ
は
専
ら
ウ
ネ
く
ず
し
の

た
め
に
使
わ
れ
る
｡
そ
う
し
た
畑
の
う
ち
で

｢鋤
を
使
う
に
不
適
当
な
畑
は
'
表
土
の
浅
い
と
こ
ろ
､
石
硬
の
多
い
と
こ
ろ
'
湿
地
の
甚
し

(1
)

い
所
で
あ

る

｣
｡

土
は

｢軽
い
火
山
灰
土
が
殆
ん
ど
な
の
で
'
冬
季
間
の
凍
害
と
春
の
乾
燥
｣

に
み
ま
わ
れ
る
｡

と
き
に
は

｢夙
に
土
が
飛

踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)

二
七
五



史
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六

(1)

さ
れ
る
と
'
種
子
と
肥
料
だ
け
が
残
る
こ
と
が
あ

る｣｡｢
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
畑
に
ウ
ツ
ギ
を
植
え
て
防
風
林
を
つ
く
る
｡
こ
れ
を
ク
ネ
と

(1
)

い
っ
て
い
る

｣｡
県
の
北
の
ス
キ
地
帯
の
こ
う
し
た
土
壌
を
'
葛
巻
や
岩
手
町
で
は
ク
ロ
ボ
ク
と
い
う
｡
比
重
七
〇
前
後
の
軽
い
､
そ
し
て
透

(4
)

水
性
通
気
性
に
富
み
比
較
的
腐
植
の
あ
る
'
土
性
的
に
は
壌
土
の
場
所
で
あ
る
｡

四
'
ス
キ
以
後

岩
手
の
ス
キ
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
は
六
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
｡
ヒ
エ
の
作
付
面
積
は
五
九
年
に
は

一
三
三

(5
)

○
○
ア
ー
ル
で
あ
っ
た
が
七
〇
年
に
は
そ
の
1
八
%
で
'
曾
っ
て
の
ヒ
エ
畑
に
は
今
で
は
牧
草
や
ホ
ッ
プ
が
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
.

｢
昭

和
三
〇
年
頃
ま
で
の
畑
ヒ
エ
は
'
大
麦

･
大
豆
と
二
年
三
毛
作
の
輪
作
体
系
で
1
戸
当
り
で
は
四
五
-

八
五
ア
ー
ル
位
(馬

一
'
二
頭
分
)

の
面
積
が
多
か
っ
た
.

(中
略
)
基
肥
と
し
て
堆
肥
八
〇
〇
キ
ロ
位
の
ほ
か
'
硫
安
八
-

1
五
キ
ロ
'
過
石
二
五
キ
ロ
'
木
灰
若
干
'
人

(5
)

糞
尿
二
五
〇
-

四
〇
〇
キ
ロ
を
加
え
た
い
わ
ゆ
る
ポ

ッ
タ
播
き
が
殆
ん
ど
で
'
追
肥
は
硫
安
八
キ
ロ
位
が

1
般
で
あ
っ
た
｣.

こ
の
畑
作

で

｢注
目
す
べ
き
点
と
し
て
は
大
家
畜

(主
と
し
て
耕
馬
)
と
の
結
び
付
き
が
強
い
こ
と
で
'
子
実
は
主
食
と
濃
厚
飼
料
と
し
て
重
要
な
こ

(5
)

と
は
勿
論
'
梓
は
粗
飼
料
お
よ
び
教
科
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
｣｡
｢
こ
の
よ
う
に
'
食

･
飼
料
と
し
て
の
桟
能
'
小
肥
狩
薄
地

適
応
性
'
安
定
性
'
省
力
粗
放
性
'
輪
作
上
の
有
利
性
な
ど
か
ら
'
ヒ
エ
は
主
殻
式
自
給
的
畑
経
営
に
お
け
る
代
表
的
作
物
で
あ
っ
た
｡
と

く
に
大
凶
作
を
く
り
返
し
て
き
た
藩
制
時
代
に
お
い
て
は
'
ヒ
エ
は
水
田
作
'
畑
作
を
向
わ
ず
自
給
本
能
t
､
生
存
本
能
に
基
づ
く
重
要
な
作

(5
)

物
で
あ
っ

た
｣

｡

｢
ヒ
エ
の
近
年
の
衰
退
の
理
由
と
し
て
は
'
米
作
の
選
択
的
拡
大
と
稲
作
技
術
の
高
度
化
に
よ
る
米
の
安
定
多
収
で
'
ま
ず

主
食
と
し
て
の
意
義
を
失
っ
た
｡
次
い
で
商
品
生
産
農
業
の
展
開
に
よ
っ
て
縮
少
品
目
に
落
ち
こ
ん
だ
｡
そ
し
て
'
モ
ー
ク
リ
ー
ゼ
イ
シ
ョ

(5
)

ソ
に
よ
る
馬
産

(耕
挽
馬
)
の
消
滅
に
よ
っ
て
遂
に
そ
の
存
在
価
値
を
失
っ
た
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

｣
｡

註

花
輪
の
場
合
｡

(
1
)
高
橋
九
一
先
生

｢稗
つ
く
り
の
民
具
｣

(民
具
マ
ン
ス
リ
ー
三
ノ

(
3

)
同
試
験
所
の
古
沢
典
夫
先
生
に
よ
る
｡

九
)
に
上
る
｡

(

2
)
岩
手
県
農
業
試
験
所
の
方
々
に
よ
る
｡
た
ゞ
L
t
こ
れ
は
官
古
市

(
4

)

同
試
験
所
の
中
野
信
夫
先
生
に
よ
る
｡

(
5
)
同
試
験
所

｢補
完
助
省
力
作
物
導
入
に
よ
る
休
耕
田
解
消
J

(周



肝
刊
)
一
四
､
五
京
｡

2

魚
沼
の
ス
キ

新
潟
県
南
魚
沼
郡
六
日
町
上
薬
師
堂

一
t
か
た
ち

魚
沼
の
ス
キ
に
は
新
旧
二
つ
の
型
が
あ
る
｡
古
い
塾
は
在
来
型
'
新
し
い
型
は
そ
の
改
良
型
で
あ
る
｡
そ
の
在
来
型
を
さ
き

の
岩
手
の
ス
キ
に
重
ね
合
せ
て
み
る
と
第
二
図
の
よ
う
に
な
る
.
こ
の
図
に
よ
れ
ば
'
床
か
ら
柄
の
頭
ま
で
の
高
さ
は
岩
手
の
ス
キ
が
魚
沼

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

の
ス
キ
よ
り
す
こ
し
高
く
1.
反
対
に
柄
の
分
れ
目
や
柄
の
太
さ
自
体
は
魚
沼
の
ス
キ
が
岩
手
の
ス
キ
よ
り
も
す
こ
し
太
い
こ
と
が
わ
か
る
｡

し
か
し
'
ヨ
コ
の
値
は
ほ
と
ん
ど

一
致
し
て
し
ま
い
'
こ
の
二
つ
の
ス
キ
が
形
の
上
で
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
確
め
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し

て
改
良
型
は
'
第
三
図
の
よ
う
に
'
長
さ
ほ
ぼ

1
メ
ー
ト
ル
'
幅

一
四
七
tソ
チ
の
台
の
先
き
に
長
さ
四
六
セ
ン
チ
'
幅

一
二
セ
ン
チ
の
刃
を

据
え
'
ま
た
元
か
ら

一
五
セ
ン
チ
の
辺
り
か
ら
柄
を
と
り
つ
け
た
も
の
で
'
台
は
先
ほ
ど
蒔
く
'
上
か
ら
み
る
と
杓
子
の
よ
う
に
ま
ん
な
か

ひ
ら

が
ふ
く
ら
ん
で
い
る
の
が
極
め
て
特
散
的
で
あ
る
O
.そ
し
て
台
の
元
は
足
が
か
け
や
す
い
よ
う
斜
め
に
そ
い
で
あ
る
｡
刃
は
先
の

平

の

部
分

が
短
か
く
'
多
分
こ
れ
は
打
物

(鍛
造
)
.か
と
思
わ
れ
る
｡
柄
は
手
元
の
方
が
ま
る
く
'
先
ほ
ど
角
は
っ
て
い
て
'
台
へ
の
接
合
部
分
で
は

と
お

四
に
七
セ
ン
チ
の
矩
形
の
断
面
で
'
通
し
ホ
ゾ
で
台
に
接
合
さ
れ
て
い
る
.
柄
は
か
な
り
E
H曲
し
て
い
て
'

｢柄
の
頚
が
ち
ェ
う
ど
へ
ソ
の

T
E

辺
に
く
る
の
が
使
い
よ

い
｣
｡

そ
れ
な
ら
新
し
い
型
は
古
い
型
を
ど
の
よ
う
に
改
良
し
た
か
へ

そ
れ
を
み
た
の
が
第
四
回
で
あ
る
｡

こ
の
図

に
よ
れ
ば
'
改
良
型
は
在
来
型
よ
り
台
の
長
さ
が

(在
来
型
の
台
の
長
さ
の
一
割
程
度
)
長
く
な
っ
て
い
て
'
柄
は
そ
れ
分
台
の
後
方
に
さ

が
り
'
し
か
も
､
柄
の
高
さ
は
そ
れ
ほ
ど
変
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡

(1
)

〓
'
う
ご
き

改
良
型
で
土
を
左
側
に
返
そ
う
と
す
る
場
合
'
｢右
手
と
右
足
が
先
に
出
る
｣
｡

③

右
手
で
柄
の
ま
ん
な
か
か
ら
す
こ
し
上
の
辺
り
を
持
ち

②

左
手
は
'
肘
を
は
っ
て
'
柄
の
一
番
頭
の
と
こ
ろ
を
振
る
｡
両
手
と
も
手
首
な
の
は
L
t
甲
は
上
側
に
む
け
て
｡

⑧

右
足
を
前
'
左
足
を
後
に
し
て

(引
い
た
左
足
が
う
ご
き
の
軸
に
な
る
)

踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)

二
七
七
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第三回 新潟県南魚沼郡六日町上薬師堂のスキ

在来型のスキを改良したもので､見淑幸咲先生による｡



史
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第
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④

.
ス
キ
の
刃
を
地
面
に
た
て
'
刃
先
を
す
こ
し
土
に
さ
し
こ
む
｡

'T?･A

⑤

右
足
を
台
の
後
に
か
け
'
思
い
切
っ
て
範
く
踏
み
込
む
｡
後
足
は
の
は
L
t
前
足
は
股
を
た
か
く
あ
げ
て
'
し
か
も
歩
幅
を
充
分
に

(1
)

と
っ
て
｡
こ
の
と
き

｢
7
,,､
ッ
パ
ず
す
と
'
思
わ
ず
ガ
ク
ソ
と
き
て
'
息
が
止
ま
り
そ
う
に
な

る
｣

｡

⑥

計
ら
に
二
'
三
度
踏
み
込
み
'
柄
の
付
け
根
が
土
に
も
ぐ
る
く
ら
い
に
ま
で
ス
キ
を
い
れ
'

⑦

か
け
て
い
た
足
を
は
ず
し
'
柄
を
押
し
て
土
を
掘
り
あ
げ
る
｡

⑧

そ
し
て
'
今
ま
で
ス
キ
に
か
け
て
い
た
前
の
足
を
左
足
の
後
ま
で
大
き
く
引
き
'
後
へ
退
り
'

(1
)

⑨

｢今
度
は
左
手
左
足
を
前
に
し
て
'
土
を
右
側
に
掘
り
お

こ

す

｣
｡

.ヽ

ヽ
ヽ

し
た
が
っ
て
'
魚
沼
の
ス
キ
で
は
'
後
ず
さ
り
で
'
ひ
と
掩
み
ご
と
に
手
足
を
か
け
か
え
'
土
を
両
側
に
お
こ
す
う
ご
き
が
対
応
す
る
O
こ

ヽ
ヽ
ヽ

の
よ
う
な
う
ご
き
は
､
極
め
て
外
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
.
そ
し
て
'
ツ
ァ
ク
､
ツ
ァ
ク
'
′ツ
ァ
ラ
ン
コ
∵

一
'
二
'
三
,
四
t
は
さ

ん
'
ば
さ
ん
､
の
要
領
で
､

リ
ズ
,､､
カ
ル
に
'
し
か
も
か
な
り
速
い
テ
ン
ポ
で
す
す
め
ら
れ
る
｡
そ
の
際
'
ウ
ネ
の
幅
は
七
五
セ
ン
チ

(
こ

(1
)

れ
は
1
般
に
か
な
り
広
い
)
で
'
｢そ
の
両
側
へ
土
が
乎
濁
し
て
分
か
れ
て
ゆ
く
よ
う
掘
っ
て
ゆ
く
｣
｡
そ
れ
で

1
日
五
ア
ー
ル
か
ら
六
ア
ー

(1
)

ル
で
'
こ
れ
を

｢
1
丁
役
｣
と
い
う
O
上
薬
師
堂
の
辺
り
で
は

｢ど
こ
の
家
で
も
鍬
は
二
'
三
丁
ず
つ
持

っ
て
i
る
が
､
鋤
は
一
丁
し
か
な

(1
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

か
っ
た
｣
｡
そ
れ
ほ
ど
ス
キ
は
は
げ
し
い
労
働
を
伴
う
の
で
あ
る
｡

三
'
畑
･
つ
ち

上

薬
師
堂
で
は
畑
作
物
と
い
え
ば
大
小
亨

ソ
.ハ
･
サ
ツ
マ
･
て

イ
モ
･
ジ
ャ
ガ
を

･ラ
h
;
･
キ
ビ

･
三

で
'
そ
の

(1
)

う
ち

｢
マ
メ
と
ソ
.ハ
で
七
割
以
上
を
占
め
て
い
た
｣
｡
ソ
.ハ
は
(
と
い
う
の
は
マ
メ
は
畑
の
土
を
鍬
で
な
ら
し
､
そ
の
日
の
う
ち
に
足
で
跡
を

つ
け
'
そ
の
注
の
と

こ
ろ
に
豆
を
お
き
'
お
蚕
の
蚕
糞

〔桑
の
た
べ
の
こ
し
に
人
糞
と
馬
糞
を
ま
ぜ
た
も
の
〕
を
い
れ
て
'
鍬
で
土
を
か
け

る
'
だ
か
ら
ス
キ
は

使
わ
な
い
)
'

川

前
年
か
ら
の
マ
メ
の
ウ
ネ

を
ス
キ
で
こ
わ
し
'



倒

鍬
で
平
ら
に
な
ら
す
O
土
塊
は
鍬
を
杭
に
し
て
そ
れ
で
た
た
-
と
崩
れ
て
し
ま
う
｡
な
お
鍬
は
今
で
は
長
さ
三
八
七
ソ
チ
'
幅

一
四

セ
ン
チ
の
刃
で
柄
の
長
さ
九
〇
セ
ン
チ
'
重
さ

一
二
ハ
キ
D･
の
板
鍬
が
使
わ
れ
て
い
る
が
'
昔
は
こ
こ
で
も
ヒ
ラ
グ
ワ
と
い
っ
て
風
呂

(1
)

.
鍬
を
使
っ
た
｡

榊

鍬
で
両
側
か
ら
土
を
盛
り
'
ウ
ネ
に
す
る
｡
こ
れ
を
ホ
ン
テ
と
い
っ
て
い
る
.

仙

そ
こ
へ
ソ
バ
を
播
き
t

EEIe

㈲

削
り
の
こ
し
た
土
で
土
か
け
す
る
.
こ
れ
に
も
鍬
を
使

う
O

畑
は
は
な
れ
た
山
の
平
ら
な
場
所
に
あ
り
'
そ
こ
は
開
墾
地
で
'
反
対
に
ム
ラ
の
ま
わ
り
に
は
水
田
が
開
け
て
い
る
｡
昔
は
'
こ
の
辺
り
で

(1
)

は
養
蚕
が
盛
ん
で
'
ま
た
ど
こ
の
家
で
も
馬
を
飼
っ
て
い
て
'

｢首
姓
の
一
〇
月
は
忙
し
か
っ
た

｣

(
ソ
.ハ
の
ワ
七
は
七
月
中
頃
'
オ
ク
テ

は
八
月
播
き
'

一
〇
月
刈
入
れ
な
の
で
､
ソ
.ハ
の
収
軽
は
稲
刈
り
と
重
な
り
合
っ
て
し
ま
う
)
0
山
の
閲
歴
畑
は
]
年
き
り
で
か
え
て
ゆ
-
?

ソ
.ハ
は
肥
料
分
の
吸
収
力
が
強
-
'
や
せ
た
開
墾
地
で
の
粗
放
栽
培
に
も
よ
-
'
土
性
的
に
は
洪
群
屑
上
の
壌
土

･
砂
壌
土

･
埴
壌
土
に
多

い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
辺
り
の
こ
う
し
た
畑
の
場
所
を
当
っ
て
み
る
と
下
新
田
銃
と
い
う
土
壌
で
'
こ
れ
は
洪
絞
世
の
唯
硫
土
壌
で
'

(2
)

表
土
は
粗
粒
質
'
透
永
性
に
富
み
'
保
水
力
保
肥
力
な
ど
は
中
程
度
で
'
皮
具
は
樺
の
た
め
や
や
使
い
に
-
い
と
い
う

｡

四
'
ス
キ
以
後

ス
キ
は
上
薬
師
堂
で
は
戦
後
も
使
っ
て
い
た
が
'

｢出
稼
ぎ
で
人
手
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
'
マ
メ
や
ソ
バ
は
や
め
て
し

(1
)

ま
っ

た
｣
o

も
と
リ
.ハ
畑
だ
っ
た
山
の
畑
は

｢
T
時
サ
ツ
マ
を
作
っ
た
り
'
牧
草
を
植
え
た
り
し
た
が
'
四
〇
年
頃
ダ
ム
が
出
来
'
水
が
引

(1
)

け
る
よ
う
に
な
り
'
水
田
に
変
え
て
し
ま
っ
た

｣
.

註(
1
)
見
瀬
幸
咲
先
生
に
よ
る
｡

(
2
)
新
潟
県
袋
業
試
験
場
の
内
山
昭
三
先
生
に
よ
る
｡

踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)
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3

木
曾
御
赦
山
麓
の
ス
キ

長
野
県
木
曾
郡
開
田
村
西
野

･
末
川

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

二

か
た
ち

｢
ク
リ
･
ク
ル
ミ
な
ど
の
自
然
木
の
幹
か
ら
す
き
ど
こ
を
と
り
'
そ
こ
か
ら
出
て
い
る
枝
の
部
分
を
柄
に
と
っ
て
'
ス
キ
ガ

,
,
,
,

,
ヽ
,
,

(1
)

ラ

(鋤
柄
)
と
L
t
そ
の
先
に
鉄
製
の
す
き
の
は
t

す
き
さ
き
を
装
置
し
た
も

の
｣

で
'

｢
ス
キ
ガ
ラ
は
'
自
然
の
木
の
姿
を
見
'
そ
の

(1
)

,
ヽ
,
,

枝
の
角
皮
が
ほ
ぼ
四
〇
度
の
傾
斜
の
も
の
を
見
立

て

て

｣

撰
ぶ
'

｢す
き
さ
き
は
よ
い
鋼
で
作
ら
れ
て
お
り
'
そ
の

(台
に
は
め
こ
む

･
引

(1
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

用
者
)
ミ
ゾ
の
調
子
が
難
か
し
く
'

そ
の
具
合
よ
い
こ
と
が
大
切
な

要

件

｣

で

｢
ス
キ
を
使
わ
ぬ
と
き
は
'
す
き
さ
き
を
ち
ょ
っ
と
打
ち
出

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(1
)

し
て
緩
め
て
お
-
｡
長
-
使
わ
ぬ
と
き
は
す
き
さ

き
を
は
ず
し
て
仕
舞
っ
て

お-
｣

｡

そ
う
し
た
木
曾
の
ス
キ
を
岩
手
の
ス
キ
に
重
ね
合
せ

て
み
る
と
第
五
回
の
よ
う
に
な
る
｡
こ
の
図
に
よ
れ
ば
'
木
曾
の
ス
キ
は
岩
手
の
ス
キ
よ
り
柄
が
長
-
'
逆
に
床
か
ら
柄
の
頚
ま
で
の
距
離

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

は
岩
手
の
ス
キ
よ
り
ず

っ
と
低
く
､
柄
の
角
度
は
そ
れ
分
ね
て
く
る
傾
向
が
あ
り
'
そ
の
た
め
タ
テ
と
ヨ
コ
と
の
割
合
は
六
対
二

一
で

(
≡

コ
は
タ
テ
の
約
三

･
五
倍
)
岩
手
の
ス
キ
よ
り
全
体
と
し
て
横
長
な
こ
と
が
わ
か
る
｡
し
か
も
刃
先
か
ら
台
の
後
ま
で
の
長
さ
は
ヨ
コ
の
半

分
も
あ
り
'
幅
は
岩
手
の
ス
キ
よ
り
ず

っ
と
狭
い
｡
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
木
曾
の
ス
キ
は
後
に
触
れ
る
関
東
の
柄
鍬
と
も
ず
い
ぶ
ん
形
の
違

う
も
の
で
あ
る
｡

｢そ
の
外
観
は
'

一
見
､
関
東
型
の
持
鍬
-

踏
鋤
に
似
て
い
る
が
'
仔
細
に
見
る
と
'
大
き
い
相
違
が
あ
る
｡
踏
鍬
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

す
き
ど
こ
の
頭
を
足
で
踏
ん
で
扱
う
よ
う
丈
夫
に
で
き
て
い
る
の
に
'
こ
の
木
曾
の
ス
キ
は
'
こ
の
頭
に
あ
た
る
部
分
ま
で
す
き
ど
こ
が
薄

(1
)

く
で
き
て
い
て
'
と
て
も
足
で
掩
む
に
堪
え
る
も
の
で
は
な

い

｣

｡

｢
こ
の
形
が
似
て
お
り
な
が
ら
'
相
違
が
あ
る
の
は
'
踏
鍬
が
主
と
し
て

畑
の
深
耕
用
'
あ
る
い
は
田
.Q
深
耕
に
用
い
ら
れ
た
の
に
対
し
'
こ
の
木
曾
の
ス
キ
は
'
専
ら
'
畑
の
深
耕
と
と
も
に
ウ
ネ
た
て
用
の
も
の

(1
)

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｣
-
･

〓
'
う
ご
き

そ
れ
な
ら
こ
の
ス
キ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
使
う
の
か
｡
こ
の
ス
キ
は

｢両
手
で
柄
を
持
ち
'

(中
略
)
両
手
の
力
で
ス
キ
を

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(1
)

つ
き
こ
み
'
ス
キ
の
頭
に
あ
た
る
と
こ
ろ
を
支
え
と
し
て
'
す
き
さ
き
に
の
っ
て
い
る
土
を
あ
げ
て
'
ウ
ネ
を
た
て
る
の
で
あ
る
｣｡
｢さ
ら

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

に
詳
し
く
み
る
に
'
す
き
さ
き
を
土
に
つ
き
こ
み
'
ス
キ
の
頭
の
方
の
弾
力
性
を
利
用
し
て
土
を
あ
げ
る
｡
こ
の
と
き
'
ス
キ
の
頭
を
テ
コ
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岩
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(

1
)

の
支
点
と
L
t
柄
の
尻
を
左
足
の
膝
の
辺
ま
で
さ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
よ
く
土
が
あ
が
る
の
で

あ

る
｣

｡

い
ま
'

土
を
左
側
に
返
す
と
す

れ
ば
'

①

右
手
で
ス
キ
の
柄
の
ま
ん
な
か
頃
を
持
ち
'

②

左
手
で
柄
の
頭
の
と
こ
ろ
を
持
つ
｡
手
は
両
方
と
も
手
首
を
ま
げ
な
い
で
'
甲
が
横

･
外
側
に
向
-
よ
う
に
し
て
握
る
｡

｢左
右
の

(2
)

手
の
間
隔
は
一
尺
五
寸
-
ら

い

｣

に
と
る
｡

(

2
)

⑧
右
足
を
前
に
出
し

(｢先
に
出
る
の
は
手
も
足
も
同

じ

側

｣
)

④
ス
キ
さ
き
が
地
面
に
対
し
て
約

1
五
度
-
ら
い
の
角
度
に
な
る
は
ぅ
に
し
て
'
土
に
突
き
い
れ
'
柄
の
分
れ
日
が
土
に
か
く
れ
る
く

ヽ
ヽ
ヽ

ら
い
ま
で
掘
り
い
れ
る
｡
前
足
は
か
る
-
折
り
､
後
足
は
の
は
L
t
体
を
ス
骨
に
あ
ず
け
る
よ
う
な
形
で
体
重
を
か
け
て
ゆ
-
o

(2
)

⑤

｢右
手
を
中
心
に
し
て
へ
左
手
で
ス
キ
を
上
下
に
ゆ
き
ぶ
り
'
土
を
振
っ
て
お

い

て
｣

､

⑥

台
の
元
の
所
を
テ
n
の
支
点
に
し
て
'
ス
キ
を
掘
り
お
こ
し
'
土
を
左
側
に
掘
り
あ
げ
る
o
掘
り
あ
が
っ
た
土
は
扇
形
に
散
っ
て
ゆ

く
0

(
2
)

⑦

｢土
を
掘
り
あ
げ
る
と
き
'
後
へ
引
い
.V
い
た
足
を
踏
み
出
し
'
前
に
出
し
て
い
た
足
の
超
に
つ
け

る
｣
.

1
度
足
を
揃
え
て
お
い

て
か
ら
'
右
足
を
前
に
出
し
て
'

土
を
返
し

て
ゆ
く
｡
後
の
足
を
前
の
足
に
-
つ
つ
け
る
と
き
掘
り
お
こ
し
た
土
を
足
で
盛
り
な
が

ら
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

⑧

畑
の
隅
ま
で
ひ
と
う
ね
お
こ
し
て
し
ま
う
.ど
t
.帰
り
に
は
盛
り
あ
げ
た
土
を
ス
キ
の
台
の
下
側
で
打
ち
な
が
ら
'
ウ
ネ
の
上
を
た
い

(2
)

ら
に
な
ら
し
て
く

る

｡

｢
ス
キ
で
や
る
と
'
き
れ
い
に
ウ
ネ
が
出
来
る
L
t

上
手
に
土
が

ま
ざ
っ
て
ゆ
く
｡
そ
れ
に
前
を
み
な
が
ら
進
む
の
で
ウ
ネ
が
曲
ら
な

(2
)

(2
)

い
｣
｡
｢
な
れ
な
い
う
ち
は
土
が
う
ま
く
上
ら
な

い
｡

一
日
や
る
と
人
差
指
の
も
と
に
豆
が
で
き
て
し
ま

う
｣

｡

こ
の
よ
う
に
木
曾
の
ス
キ
に



ヽ
ヽ
ヽ

は
前
進
み
･
片
側
お
こ
し
･
一
方
通
交
型
の
う
ご
き
が
と
も
な
う
｡

三
､
畑

･
つ
ち

｢傾
斜
の
畑
で
は
'
傾
面
の
下
の
方
か
ら
等
高
線
に
沿
う
方
向
に
ウ
ネ
を
た
て
て
い
く
｡
そ
し
て
'
は
じ
め
の
ヒ
ト
ス
キ

al
e

を
傾
斜
の
上
の
方
へ
あ
げ
る
｡
こ
れ
で
深
さ
六
寸
く
ら
い
の
表
面
の
土
を
上
の
ウ
ネ
へ
あ
げ
る
わ
け
で
あ
る
｣｡
｢次
の
ヒ
j･
ス
キ
は
'
傾
斜

の
下
の
方
へ
あ
げ
る
｡
深
さ
六
寸
ぐ
ら
い
の
表
土
を
あ
げ
た
そ
の
下
の
土
が
六
寸
ほ
ど
の
厚
み
で
下
の
ウ
ネ
の
上
へ
あ
げ
ら
れ
る
わ
け
で
あ

(1
)

る
｣

｡

御
敦
の
こ
の
辺
り
で
は

一
年
ず
つ
作
物
を
か
え
て
畑
を
作
っ
て
ゆ
く
｡
今
年
'

ソ
.ハ
を
作
る
と
す
る
と

(
ア
ワ
な
ど
は
ウ
ネ
の
作
り

方
が
違
う
の
で
ア
ワ
の
作
に
は
ス
キ
は
こ
こ
で
も
使
わ
な
い
)～ヽ

ヽ

川

前
に
作
っ
て
い
た
ア
ワ
の
ウ
ネ
の
と
こ
ろ
を
ス
キ
で
浅
く
掘
り
か
え
し
'
土
を
マ
ゼ
ル
｡
こ
の
と
き
に
は

｢左
手
を
前
'
左
足
を
先

(2
)

に
出
し
て
'
土
は
右
側
に
掘
り
か

え

す
｣

｡

ヽ
ヽ
ヽ

脚

そ
の
後
'
ホ
ン
ポ
リ
と
い
っ
て
'
今
度
は
ス
キ
で
深
く
踏
む
.
そ
の
と
き
に
は

｢右
手
を
前
に
L
t右
足
を
前
に
出
し
'土
は
ま
ぜ
た

(2
)

方

へ

返

す
｣｡
ホ
ン
ポ
リ
で
自
分
の
利
き
手

･
利
き
足
が
前
へ
出
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
｡

ホ
ン
ポ
リ
で
ウ
ネ
と
ウ
ネ
と
の
間

(

ハ

サ
マ
)
が
広
く
な
る
｡

｢ま
ぜ
る
と
き
に
は
雑
作
な
い
が
'
ホ
ン
ポ
リ
は
探
-
掘
る
の
で
｣
大
変
骨
が
折
れ
る
｡

矧

ウ
ネ
の
ハ
サ
マ
へ
は
山
で
刈

っ
て
き
た
シ
.ハ
を
肥
料
に
い
れ
る
.

脚

両
側
の
ウ
ネ
か
ら
足
で
土
を
と
っ
て
ハ
サ
マ
へ
寄
せ
'
土
を
か
け
'
そ
の
ま
ま
半
月
ほ
ど
そ
っ
と
し
て
お
く
.

㈲

ス
キ
で
そ
の
上
を
な
ら
し
'

㈱

ソ
.ハ
の
種
を
播
き
'

(
2
)

の

種
が
か
-
れ
る
く
ら
い
に
ス
キ
で
土
を
か
け
'
な
ら
し
て
お

く

0

(2
)

｢
ソ
.ハ
は
ス
キ
一
丁
で
作

っ
て
し

ま

う
｣

｡

｢
マ
メ
の
と
き
に
は
'
ソ
.ハ
と
同
じ
よ
う
に
'
ス
キ
で
ウ
ネ
を
た
て
'
ス
キ

(
の
台
)
で
ウ
ネ
の

(2
)

上
を
た
た
い
て
な
ら

す
｣

｡

マ
メ
は
'
川
ス
キ
で
ウ
ネ
を
盛
り
t
は
ツ
ク
シ

(豆
植
え
)
で
穴
を
掘
り
'

㈱
マ
メ
を
播
き
'

仙
風
呂
鍬
で
土

指
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)
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研
究
紀
要

第
六
号

二
八
六

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(2
)

を
か
け
る
｡

｢
マ
メ
の
ウ
ネ
幅
は
一
尺
四
'
五
寸
で
'

ハ
サ
マ
は
ち
ょ
う
ど
ひ
と
ス
キ
分
の
幅
｣

で
あ
る
｡
こ
の
辺
り
は
'
秋
も
早
仕
舞
'

冬
は
雪
で
あ
る
｡
ソ
.ハ
は
五
月
中
頃
ま
で
に
畑
を
作
り
'
七
月
肥
料
を
い
れ
'
七
月

一
〇
日
過
ぎ
に
種
を
播
-
?
そ
し
て
'
九
月
の
半
頃
と

り
い
れ
る
o
そ
れ
で
'
例
え
ば
'

一
年
目
に
は
ソ
.ハ
を
作
る
(
山
の
シ
.ハ
と
厩
肥
を
い
れ
て
)
'
二
年
目
に
も
ソ
.ハ
を
作
る
(同
じ
肥
料
で
)
'

三
年
日
に
は
ヒ
エ
を
作
る
(人
糞
を
い
れ
て
)'
四
年
日
に
は
マ
メ
を
つ
け
る
(肥
料
を
し
な
い
で
)
'
五
年
目
に
は
ア
ワ
を
作
る
(同
じ
よ
う

に
無
肥
で
)
'
六
年
日
に
は
ま
た
ソ
バ
に
も
ど
る
｡

山
の
畑
へ
肥
料
を
運
ぶ
に
は

｢縄
で
編
ん
だ
コ
エ
モ
チ
に
い
れ
て
背
負

っ
て
ゆ
く
〇

八

貫
目
ぐ
ら
い
で
'
お
昼
前
に
五
'
六
回
運
ぶ
｡
ソ
.ハ
八
俵
作
り
の
畑

(
ち
ょ
う
ど

一
〇
ア
ー
ル
に
当
る
'
こ
こ
で
は
畑
の
広
さ
を
収
量
で
い

(2
)

い
あ
ら
わ
し
て
い
る
)
へ
肥
料
を
運
ぶ
と
'
背
中
の
皮
が
む
け
て
き
た
｡
毎
日
毎
日
'
雨
が
降
っ
て
も
背
負

っ
て
い

っ

た
｣
｡

こ
う
し
た
畑

(1
)

は

｢御
獄
山
麓
の
赤
土
の
畑
'
ど
ん
な
小
さ
い
､石
も
出
し
て
あ
り
'
土
が
や
わ
ら
か
く
'
畝
が
き
れ
い
に
た
っ
て
ゆ
く
｣0
｢土

は
堆
肥
を
充

(2
)

分
に
や
っ
て
い
る
の
で
や
わ
ら
か
い
.
金
肥
で
は
倍
も
苦
労
す
る
｣
｡
土
は
古
生
層
の
上
に
関
東
ロ
ー
ム
の
よ
う
な
火
山
灰
が
堆
積
し
て
で

(3
)

き
た
も
の
で
'
松
本
塩
尻
方
面
の
波
田
銃
と
い
う
土
壌
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
｡

そ
れ
は
細
粒
質
で
粘
着
性
が
弱
く
'
透
水

性
通
気
性
に
富
み
､
耕
転
は
容
易
で
あ
る
.
ウ
ネ
た
て
な
ら

1
日
(朝
八
時
頃
か
ら
四
時
の
コ
ビ
ル
を
は
さ
ん
で
夕
方
暗
く
な
る
ま
で
)
1
0

ア
ー
ル
は
ゆ
く
と
い
う
｡
こ
れ
は
か
な
り
な
速
さ
で
あ
る
｡

(
2
)

四
'
ス
キ
以
後

こ
の
ス
キ
は

｢ど
こ
の
家
で
も
も
っ
て
い

た

｣
｡

そ
れ
が

｢
ミ
ツ
グ
ワ
が
よ
い
と
い
う
人
が
あ
り
'

ミ
ツ
グ
ワ
を
使
う
よ

(2
)

う
に
な
り
'
ス
キ
は
使
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
｣

'

そ
れ
に

｢戦
後
は
山
の
シ
バ
を
刈
る
人
さ
え
な
く
な
っ
た
｡
皆
ヒ
ラ
ク
ワ
を
使
う
よ

(2
)

う
に
な
っ
て

い

る
｣
｡

註
(
1
)
向
山
雅
重
先
生

｢木
曾
御
隷
山
麓
の
ス
キ
｣

(
『
信
濃
』
二

〇
ノ

1
0
)
三
七
-

四
〇
京
｡

(2
)

橋

本信
左
氏
'
橋
本
よ
ね
氏
'

稲
垣
カ
ツ
氏
'
下
島
万
夫
先
生
に

よ

る

｡

(3
)

長

野
県果
菜
試
験
場
農
芸
化
学

部
梅
村
弘
先
生
に
よ
る
｡



三
㌧
柄

鍬

-

多
摩
の
エ
ン
ゲ
ワ

東
京
都
青
梅
市
成
木
極
括
ほ
か

一
'
か
た
も

関
東
地
方
の
山
ぞ
い
地
帯
の
柄
鍬
に
は
'
お
よ
そ
四
つ
の
塾
が
考
え
ら
れ
る
｡

1
つ
は
都
下
三
多
摩
地
方
の
ユ
ン
グ
ワ
'
第

二
は
埼
玉
県
の
秩
父
地
方
や
浦
和
大
官
台
地
の
ム
ダ
リ
(ま
た
は
ユ
ン
グ
ワ
)'
筋
三
は
群
馬
県
下
の
柄
鍬
の
う
ち
'
下
仁
田
'
安
中
地
方
の

柄
鍬
の
よ
う
に
単
純
な
形
の
塑
'
そ
し
て
'
第
四
は
柄
鍬
の
改
良
型
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
柄
鍬
は
'

一
般
に
'
た
い
ら
な
板
の
先
き
に
鋳
物

の
刃
を
据
え
'
そ
の
な
か
ほ
ど
に
太
い
長
い
柄
を
と
り
つ
け
'
台
の
後
に
は
踏
み
込
む
と
き
足
を
か
け
る
木
の
部
分
が
取
付
け
ら
れ
て
い
る
｡

..iJ1

柄
鍬
の
細
部
は
そ
れ
ぞ
れ
所
に
よ
っ
て
呼
び
方
が
違
う
の
で
'
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
'
こ
の
板
の
こ
と
を
台
'
足
を
か
け
る
木
の
部
分
の

ム

いた

こ
と
を
踏
み
板
と
し
て
お
こ
う
｡
柄
鍬
は
畑
の
土
お
こ
し
に
使
い
'
ム
ギ
の
畑
を
は
じ
め
イ
モ
･
ダ
イ
コ
ン
･
ヒ
エ
や
ア
ワ
の
畑
に
使
わ
れ

ヽ
ヽ
ヽ

あ)Llは
たけ

て
い
る
が
'
以
下
で
は
う
ご
き
を
標
準
化
さ
せ
る
た
め
'
｢
秋

畑

｣

す
な
わ
ち
秋
の
ム
ギ
作
の
場
合
に
だ
け
限
っ
て
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ

う
｡
さ
て
'
三
多
摩
地
方
の
在
来
型
の
ユ
ン
グ
ワ
は
'
第
六
図
の
よ
う
に
'
台
の
長
さ
約
八
〇
セ
ン
チ
で
､
そ
の
先
き
に
長
さ
二
五
セ
ン
チ
'

幅

一
八
セ
ン
チ
ほ
ど
の
刃
を
据
え
'
元
に
は
長
さ
二
五
'
六
セ
ン
チ
'
幅
五
セ
ン
チ

(断
面
矩
形
と
円
形
の
場
合
と
が
あ
る
)
の
踏
み
板
を

取
り
つ
け
'
そ
れ
に
長
さ
約

一
七
〇
セ
ン
チ
の
柄
が
作
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡
柄
は
頭
が
直
径
三
セ
ン
チ
ほ
ど
'
台
と
の
接
合
部
で
は
五
に

カく

一
〇
セ
ン
チ
角
で
'
台
に
一
六
度
ほ
ど
の
角
皮
で
と
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡
柄
も
踏
み
板
も
通
し
ホ
ゾ
で
按
合
さ
れ
て
お
り
'
ま
た
柄
と
台

つか

と
の
間
に
は
包
み
ホ
ゾ
で
短
か
い
東
が
い
れ
て
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
東
を
ま
ん
な
か
に
'
柄
と
台
と
は
藁
の
縄
そ
の
ほ
か
で
か
ら
げ
ら

れ
'
固
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
ユ
ン
グ
ワ
の
形
は
'
お
し
な
べ
て
一
定
で
'
こ
の
用
具
の
形
が
完
全
に
立
産
型
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
o
重
さ
は
四
キ
ロ
か
ら
四

･
五
キ
D･で
'
柄
鍬
の
仲
間
の
な
か
で
'
こ
れ
は
後
に
も
み
る
よ
う
に
'
と
り
わ
け
小
さ
く
'
し
か
も
軽
い

めん

一
群
を
形
作
っ
て
い
る
｡
台
の
形
は
前
後
の
す
ぼ
ま
っ
た
'
い
わ
ば
舟
型
で
'
裏
の
両
側
は
大
き
く
面

が

と
っ
て
あ
る
｡

踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)

二
八
七



史
料
館
研
究
紀
要

第
六
号

二
'
う
ご
き

い
ま
'
土
を
左
方
に
掘
り
あ
げ
る
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
'

②

左
手
で
柄
の
頭
の
方
'
上
四
分
の
1
く
ら
い
の
所
を
擦
り
'
肘
を
ま
げ

(上
に
む
け
て
立
て
)'
ま
ず
'
柄
の
先
き
が
左
肩
ロ
に
出

る
よ
う
に
も
っ
て
く
る
｡

②

右
手
は
柄
の
ま
ん
な
か
か
ら
や
や
下
の
所
を
持
つ
｡
左
手
は
手
首
を
曲
げ
ず
'
甲
が
外
側
に
向
く
よ
う
に
持
つ
｡
右
手
は
手
首
を
返

し
'
甲
が
下
に
な
る
よ
う
に
し
て
持
つ
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

⑧

右
足
を
踏
み
板
に
か
け
'
腿
が
た
い
ら
に
な
る
-
ら
い
に
し
て

(後
の
左
足
は
ま
っ
す
ぐ
の
ば
し
て
)'
柄
が

土
に
対
し
て
約
四
五

度
に
な
る
く
ら
い
の
角
皮
で
踏
み
込
む
｡

④

柄
の
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
辺
り
ま
で
踏
み
込
み

(
こ
の
と
き
ユ
ン
グ
ワ
自
体
が
や
や
流
れ
る
の
で
柄
と
土
と
の
角
皮
は
約
三
〇
度
に

な
る
)

⑤

柄
を
お
こ
し
'
刃
の
方
を
す
こ
し
持
ち
上
げ
て
土
を
や
わ
め
る
｡

⑥

踏
み
板
か
ら
右
足
を
は
ず
し
'

⑦

手
は
前
の
ま
ま
で
'
柄
を
押
し
さ
げ
'
台
の
上
の
土
を
掘
り
上
げ
る
｡
こ
の
と
き
踏
み
板
が
支
点
の
役
目
を
は
た
す
｡
上
体
は
こ
の

と
き
だ
け
身
体
の
中
心
か
ら
九
〇
度
近
く
も
ま
げ
る
｡

⑧

足
を
ず
ら
し
'
身
体
を
後
へ
引
い
て
'
⑤
に
も
ど
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

こ
う
し
て
ひ
と
さ
く
畑
の
隅
ま
で
う
な
っ
て
し
ま
う
と
'

そ
こ
で
手
足
を
か
け
か
え
'
左
手
を
前
に
か
け
'
左
足
で
掩
ん
で
も
ど
っ
て
く

る
｡
こ
の
よ
う
に
多
摩
の
ユ
ン
グ
ワ
は
'
う
ご
き
と
し
て
は
片
側
お
こ
し

･
後
ず
さ
り
で
手
足
を
か
け
か
え
て
反
転
し
て
く
る
型
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ

掘
り
お
こ
す
み
ぞ
は
深
さ
二
五
か
ら
三
〇
セ
ン
チ
で
'

｢鍬
よ
り
深
く
お
こ
せ
る
'
鍬
の
よ
う
に
し
じ
ゅ
う
腰
を
ま
げ
て
作
業
し
な
い
で
い

ヽ
ヽ
ヽ

(1
)

(1
)

い
の
で
か
ら
だ
が
楽
だ
｣

'

｢た
だ
し
使
う
の
に
コ
ツ
が
い
る
'
そ
れ
に
土
塊
が
大

き

い
｣

｡
ユ
ン
グ
ワ
で
お
こ
せ
る
広
さ
は
'
成
木
で
は

一
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史
料
館
研
究
紀
要

第
六
号

日
二
な
い
し
三
ア
ー
ル
で
あ
る
｡
こ
れ
は
こ
の
地
帯
の
土
の
性
質
と
地
形
に
関
係
し
て
い
る
～

三
'
畑

･
つち

エ
ソ
ク
ワ
の
畑
を
昔
の
よ
う
に
作
る
と
す
れ
ば
'

川

前

の作
物
の
ウ
ネ
を
エ
ソ
グ
ワ
で
掘
り
返
し
'

吻

そ
の
土
塊
を
四
本
刃
の
マ
ン
ノ
ウ
で
く
ず
L
t
畑
を
た
い
ら
に
す
る
｡
マ
ン
ノ
ウ
は
柄
の
長
さ

1
五
二
セ
ン
チ
'
重
さ

一
･
二
キ
ロ

の
先
の
四
ッ
に
わ
か
れ
た
短
い

(
一
三
セ
ン
チ
の
)
刃
の
鍬
で
あ
る
｡

㈱

サ
ク
リ
純
で
筋
を
つ
け
'
筋
に
そ
っ
て
'

ひ
らぐ
わ

仙

平

鍬

で

浅
く
､,､
ゾ
を
切
る
.
平
鍬
は
刃
と
台
の
長
さ
九
五
セ
ン
チ
'
幅

1
四
セ
ン
チ
､
柄
の
長
さ

一
六
五
セ
ソ
チ
'
重
さ
二

･
七
キ

ロ
'
柄
角
四

〇
度
の
風
呂
鍬
で
あ
る
｡

愉

堆
肥
を
い
れ
､
㈱

種
を
播
き
t

の

平
鍬
で
覆
土
す
る
O

(

1
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

エ

ソ
ク
ワ
は
こ
の
よ
う
に
秋
の
ム
ギ
畑
の

｢
ハ
タ
ケ
ウ

ナ

イ
｣

'

土
お
こ
し
に
使
う
.
種
播
き
し
た
畑
の
表
面
は
ほ
と
ん
ど
た
い
ら
で
あ
る

ヽ
ヽ

き
わざ
ナ

が

'
後
で
土
寄
せ
す
る
と
う
ね
の
形
が
出
来
上
る
｡
極

指

で

は
柄
鍬
の
は
か
刃
先
が

一
本
ま
た
は
二
本
に
わ
か
れ
た
ヤ
ギ
リ
や
'
ま
た
は
二

本
鰍
を
ユ
ン
グ
ワ
と
同
じ
役
目
に
使
う
こ
と
が
あ
る
｡
そ
の
と
き
の
畑
の
作
り
方
は
'

川

先
に
ヤ
ギ
リ
で
畑
全
体
を
無
差
別
に
突
い
て
土
を
や
わ
め
て
し
ま
う
｡

倒

そ
し
て
土
塊
を
三
本
鍬
で
た
た
い
て
細
か
く
砕
き
'

川

音
は
二
本
鍬

(今
は
三
本
鍬
)
で
う
な
う
.
こ
れ
は
刃
の
長
さ
四
五
セ
ン
チ
'
幅

1
0
セ
ン
チ
'
柄
の
長
さ

1
三
〇
セ
ン
チ
'
重
さ

二
･
四
キ
D･
の
鍬
で
'

1
名
マ
タ
ッ
ク
ワ
と
い
う
.

ひらぐわ

川

平
鍬
で
み
ぞ
を
掘
り
'



捌

堆
肥
を
い
れ
'
㈱

榎
を
播
き
､

の

平
鍬
で
覆
土
す
る
｡

(

1
)

極
指

で
は

｢
ユ
ン
グ
ワ
を
使
え
る
よ
う
な
畑
は
全
体
の
1
'

二

割

｣

し
か
な
く
'

｢
ユ
ン
グ
ワ
は
ヤ
ギ
リ
と
二
本
鍬
と
を
兼
ね
た
よ
う
な
も

(1
)

の
だ

｣

と
い
う
｡
成
木
で
は
畑
の
土
に
つ
い
て
マ
ッ
チ
'
ヤ
マ
ド
リ

(
マ
ッ
チ
)'
ポ
ッ
ク
'
コ
ッ
チ
な
ど
の
呼
び
名
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
う
ち
ヤ
マ
ド
リ
は
水
気
を
含
む
と
固
く
な
っ
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
'
反
対
に
乾
く
と
ヤ
マ
ド
リ
の
糞
の
よ
う
に
白
く
崩
れ
る
土
で
あ

る

(
こ
れ
は
重
粘
～
の
土
壌
か
)
｡
ポ
ッ

ク
は
軽
埴
土
の
土
壌
で
'

ま
た

マ
ッ
チ
は
壌
土
か
埴
塊
土
の
土
壌
の
よ
う
で
あ
る
.
東
京
都
盈
菜

試
験
場
の
調
査
に
よ
れ
ば
成
木
川
の
上
流
に
は
埴
壌
土
の
畑
'
下
流
に
は
埴
土
の
場
所
が
広
が

っ
て

い
る
｡

こ
の
う
ち
埴
壌
土
の
土
壌
は

｢多
摩
川
の
つ
く
っ
た
段
丘
面
や
'
黒
沢
川
'
成
木
川
流
域
に
広
く
分
布
し
て
い
る
｡
土
質
は
や
や
粘
り
こ
く
て
比
較
的
腐
植
に
富
み
'
境

土
に
く
ら
べ
る
と
分
る
が
'
作
物
の
生
育
に
は
適
し
て
い
る
O
し
か
し
場
所
に
よ
っ
て
は
小
石
を
ふ
く
み
乾
燥
す
る
と
固
ま
っ
て
耕
転
困
難

(2
)

な
と
こ
ろ
も
あ
る
｣
.
ま
た
埴
土
の
土
壌
は

｢霞
川
流
域

I
帯
の
地
(中
略
)
お
よ
び
成
木
川
の
下
流
に
見
ら
れ
る
｡
土
質
は
粘
り
強
く
て
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

養
分
の
吸
収
保
持
力
は
大
き
い
が
'
空
気
の
透
過
性
が
悪
く
'
乾
燥
す
る
と
固
ま
っ
て
亀
裂
を
生
じ
や
す
い
｡
し
か
し
'
こ
の
地
域
は
市
に

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
(2
)

お
け
る
数
少
な
い
水
田
地
帯
を
な
し
て
い
る
｣

(
引
用
老
傍
点
)｡
そ
の
東
に
は
軽
埴
土
の
地
帯
が
あ
る
｡
こ
れ
は

｢武
蔵
野
の
洪
硫
台
地
を

占
め
る
東
青
梅
か
ら
新
町
へ
か
け
て
の
地
域
が
そ
れ
で
t
D,
-
ム
層
が
厚
く
お
お
い
'
そ
の
土
質
は
き
わ
め
て
軽
く
'
耕
作
は
容
易
で
あ
る

が
'
冬
季
に
は
北
風
に
あ
お
ら
れ
て
飛
散
L
t
こ
の
た
め
栽
培
作
物
は
土
で
お
お
わ
れ
'
ま
た
は
板
部
を
露
出
し
て
生
育
を
阻
留
す
る
こ
と

(2
)

が
あ
る
｡
ま
た
夏
季
に
降
水
量
が
少
な
い
と
早
ば
つ
に
見
舞
わ
れ
や
す
い
欠
点
が
あ
る
｣
｡
.
軽
埴
土
の
所
で
は

ハ
タ
ケ
ウ
ナ
イ
も
ず

っ
と
楽

(3
)

で

｢

倍
ぐ
ら

いは
は
かど
る
｡
道
具
の
目
方
だ
け
で
は
い
っ
て
し
ま

う
｣

｡

ま
た

｢探
く
耕
さ
な
い
で
も
作
物
自
体
の
力
で
板
が
張
っ
て
ゆ

(3
)

く
｣｡

だ
か

らこ
こ
で
は柄
鍬
な
ど
使
わ
な
く
と
も
'
鍬
だ
け
で
充
分

ハ
タ
ケ
ウ
ナ
イ
が
出
来
る
と
い
う
｡

こ
の
場
合
の
鍬
は
小
平
で
は
明

治
の

末
ま
で
は
'

刃
の
長
さ
が
四
五
セ
ン
チ
'
柄
の
長
さ

一
五
九
セ
ン
チ
'
柄
角
四
三
度
の
ヒ
ラ
グ
ワ

(風
呂
鍬
)
で
'
そ
の
後
'
刃
の
長

踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)

二
九
一
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二
九
二

さ
三
六
セ
ン
チ
余
り
､
柄
の
長
さ

一
五

〇
セ
ン
チ
'
柄
角
四
九
度
の
三
本
鍬
に
置
き
か
わ
っ
て
い
っ
た
｡
逆
に
'
多
摩
川
の
上
流
の
小
河
内

で
は
'

ハ
タ
ケ
ウ
ナ
イ
は
二
本
刃
の
マ
タ
グ
ワ
'
ム
ギ
畑
の
サ
ク
キ
リ
と
覆
土
に
は
ヒ
ラ
グ
ワ

(
サ
ク
リ
グ
ワ
､
風
呂
鍬
)
の
取
り
合
わ
せ

(4
)

で
'

マ
タ
グ
ワ
ほ
'
こ
こ
で
は
単
に

｢
ク
ワ
｣
で
あ
り
'
｢農
具
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
で

あ

っ

た
｣｡
そ
う
し
て
み
る
と
'
柄
鍬
は
平
坦

な
軽
埴
土
の
ヒ
ラ
グ
ワ
地
帯
と
山
手
の
マ
タ
ク
ワ
地
帯
と
に
は
さ
ま
れ
て
広
が

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡

(5
)

四
'
エ
ン
グ
ワ
以
後

た
い
ら
な
畑
の
多
か
っ
た
下
成
木
で
は

｢
ユ
ン
グ
ワ
は
'
た
い
ら
な
と
こ
ろ
で
は
'

ほ
と
ん
ど
使

っ
て
い
た
｣

｡

と

ひ
らぐ
わ

こ
ろ
が
'
明
治
の
中
頃
'
三
本
鍬
が
入
っ
て
く
る
と
そ
れ
ま
で
の

平

鍬

を

や
め
て
'
三
本
鍬
を
使
う
人
が
ふ
え
だ
し
た
｡
こ
の
三
本
鍬
は
サ

さ
んば
ん

ク
リ

三

本

と

い
っ
て
刃
の
長
さ
が
三
七
セ
ン
チ
'
隔

1
三
セ
ン
チ
'
柄
の
長
さ

1
五

〇
セ
ン
チ
'
重
さ
二

･
三
キ
p･'
柄
角
五

〇
度
で
あ
っ

さんば
ん

た
｡
と
こ
ろ
が
昭
和
に
な
っ
て
'
同
じ
型
の
三
本
刃
の
鍬
が

ハ
タ
ケ
ウ
ナ
イ
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
こ
れ
は
ブ

ッ
ク
テ

三

本

と

い
っ

て
､
サ
ク
リ
よ
り
も
刃
の
幅
が
す
こ
し
広
い
'
や
や
重
い
三
本
鍬
で
あ
る

(刃
の
長
さ
三
三
セ
ン
チ
'
幅

1
七
セ
ン
チ
'
柄
の
長
さ

1
〇
六

セ
ン
チ
'
重
さ
二

･
五
キ
ロ
'
柄
角
六
五
度
)
｡
｢ブ
ッ
ク
テ
は
ユ
ン
グ
ワ
の
よ
う
に
深
く
は
掘
れ
な
い
L
t

1
日
二
ア
ー
ル
か
ら
三
ア
ー
ル

(5
)

で
'
そ
れ
も
腰
を
ま
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
幾
日
も
続
か
な
い
｡

三
日
も
や
れ
ば
い
や
に
な
っ
て
し
ま

う
｣

｡

そ
れ
で
も
ユ
ン
グ
ワ
の
よ
う

に
使
う
の
に
コ
ツ
が
い
ら
な
い
の
で
'
結
局
'
そ
れ
ま
で
の
鋤
鍬
が
三
本
鍬
の
型

へ
と
収
赦
し
て
い
っ
た
｡
そ
れ
に
明
治
の
末
か
ら

｢あ
ら

(3
)

(6
)

ゆ
る
ヤ
ツ
ア
イ
に
田
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
｣

.

そ
れ
も
ま
た
ユ
ン
グ
ワ
の
領
域
を
せ
ば
め
て
い
っ

た

｡

註.(
1
)
加
藤
秀
雄
'
加
藤
正
市
民
に
よ
る
｡

(
2
)
青
梅
市
史
編
恭
実
行
委
員
全
編

『定
本
市
史

青
梅
』

(昭
和
四

1
年
同
市
刊
)
三
七
頁
｡

(
3

)
高
山
半
平
氏
に
よ
る
｡

(
4

)

重
点
都
教
育
委
員
会

『小
河
内
文
化
財
総
合
調
査
報
告
』
第
二
分

冊
三
〇
八
頁
｡

(
5
)
.野
島
厚
之
､
高
山
半
平
氏
に
よ
る
｡

(
6
)
な
お
こ
こ
で
こ
の
地
帯
の
員
菜
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
く
｡
近

世

こ
の
辺
り
は

｢村
内
山
谷
相
連
り
'
土
性
は
小
石
交
り
の
処
多

L
t
又
真
土
赤
土
の
匁
も
あ
り
'
村
を
平
均
し
て
い
は
1
七
分
余
山

林
'
其
余
は
皆
畑
の
地
な
り
｣

(新
編
武
蔵
風
土
記
稿
巻

首
1
七
北



第
七
図

柄
鍬

の
台

刃
の
幅

は
ほ
ぼ
等

し
い
｡

そ
こ
で
刃
の
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小
管
木
村
の
粂
)
'と
あ
る
よ
-
に
山
が
ち
の
村
で
'
わ
ず
か
の
耕
地

は
年
三
'
四
ケ
月
を
支
え
る
た
め
の
ム
ギ
､
ア
ワ
'
ヒ
エ
'
里
芋
'

ツ
ル
イ
モ
'
大
豆
'
小
豆
な
ど
の
生
産
に
当
て
ら
れ
た
｡
村
の
人
た

ち
は
'
は
や
く
か
ら
青
梅
綿
の
織
出
し
や
茸
蚕
､
薪
炭
木
材
伐
出
し

な
ど
に
従
っ
て
そ
の
不
足
を
補
っ
た
｡
そ
の
畑
は
北
小
曾
木
で
は
寛

文
の
御
水
打
帳
の
数
字
に
よ
れ
は
'
上
畑
六
%
､
中
畑
一
六
%
'
下

畑
二
三
%
'
下
々
畑
〓
1%
'
切
畑
四
二
%
で

(定
本
市
史
青
梅
三

五
六
'
五
七
貢
)'
こ
の
-
ち
切
畑
は
こ
の
場
合

｢山
林
原
野
を
閲

盤
し
た
も
の
で
､
草
木
を
刈
取
り
'
あ
る
い
は
こ
れ
を
焼
い
て
､
そ

･
の
焼
灰
を
肥
料
と
し
て
数
年
問
作
物
を
栽
培
す
る
｡
数
年
問
し
て
地

力
が
栄
え
る
と
放
置
し
て
そ
の
他
の
場
所
に
移
り
t
L
ば
ら
-
し

.て
'
再
び
も
と
の
場
所
を
耕
作
す
る
と
い
-
方
法
｣
所
謂
焼
畑

(
カ

ッ
チ
B
)
の
こ
と
で
あ
る
(同
上
史
同
頁
)｡
そ
し
て
'
そ
の
後
第
二

次
大
戦
ま
で
は
こ
の
辺
り
で
も
農
家
庄
宮
は

｢糞
蚕
専
業
の
観
を
皇

二
九
四

し
､
大
正
二
年
に
は
畑
の
面
積
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
桑
園
と
な

り
'
大
正
末
期
に
は
畑
地
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
が
桑
園
化
す
る

と
い
-
趨
勢
で
あ
っ
た
｣
(同
上
七
九
1
'
九
二
頁
).

｢従
っ
て
大

麦
な
ど
の
耕
作
反
別
大
い
に
減
少
し
'
そ
の
-
え
自
給
岱
勢
の
講
作

物
の
作
付
形
態
に
変
化
を
生
じ
へ
今
ま
で
自
給
し
て
い
た
主
穀
す
ら

購
入
す
る
と
い
っ
た
農
家
が
増
加
し
て
､
い
わ
ゆ
る
交
換
経
済
時
代

に
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｣
(同
上
同
文
)｡
こ
の
よ
-
な
状
沢

は
柄
鍬
地
帯
の
西
半
分
の
関
東
山
系
の
地
帯
に
は
多
か
れ
す
く
な
か

れ
あ
て
は
ま
る
｡
上
成
木
に
は
大
共
有
と
い
う
共
有
山
が
五
ヶ
所
あ

り
'
八
月
一
日
の
山
の
口
明
け
の
日
刈
草
を
刈
っ
て
き
て
'
下
屋
に

積
ん
で
堆
肥
に
L
t
昔
は
さ
く
を
深
く
掘
り
反
二
〇
〇
貫
余
も
干
草

を
い
れ
た
｡
昔
か
ら
シ
シ

(イ
ノ
シ
シ
)
の
多
い
地
帯
な
の
で
長
い

ク
ネ
を
築
き
'
杉
や
槍
を
植
え
'
畑
を

ま
も
り
'
夜
番
を
し
て
猪
害

を
防
い
だ
｡

2

秩
父
の
ム
グ
リ

埼
玉
県
秩
父
郡
秩
父
市
寺
尾

･
同
郡
大
滝
村
栃
本

･
同
皆
野
町
富
沢

｢

か
た
ち

柄
鍬
に
は
所
に
よ

っ
て
形
な
い
し
寸
法
に
若
干
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
｡
第
七
図
は
各
地
の
柄
鍬
に
つ
い
て
'
そ
の
台
と
刃

の
部
分
を
抜
き
出
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
｡
国
に
よ
れ
ば
'
こ
の
部
分
の
寸
法
の
最
も
大
き
い
の
は
埼
玉
の
ム
ダ
リ

(
ま
た
は
イ
グ
ワ
)
で
'

い
ま
'
刃
の
長
さ
を

一
つ
の
基
準
に
と
り

(刃
の
長
さ
は
全
体
と
し
て
そ
う
変
ら
な
い
)
'
刃
と
台
と
を
区
切

っ
て
み

る

と
'

青
梅
成
木
の

Jk'hざ
十

極

指

で

は
基
準
の
約
四
倍
な
の
に
'
秩
父
の
富
沢
や
寺
尾
で
は
五
倍
半
'
秩
父
大
滝
の
寺
井
や
栃
木
で
は
六
倍
な
い
し
七
倍
に
も
達
す
る
こ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

と
が
は
っ
き
り
わ
か
る
O
ま
た
そ
れ
に
と
も
な

っ
て
'
台
の
形
自
体
'
極
揖
の
後
を
し
ぼ

っ
て
ゆ
く
型
か
ら
'
富
沢
や
寺
尾
の

一
度
し
ぼ

っ

た
尾
を
ま
た
広
げ
て
ゆ
く
塑
'
そ
し
て
寺
井
や
栃
本
の
よ
う
に
後
の
部
分
の
さ
ら
に
発
達
し
た
型

へ
と
移
り
変

っ
て
ゆ
く
こ
と
が
推
測
さ
れ



る
｡
こ
の
変
化
は
柄
を
台
に
つ
な
ぎ
と
め
る
と
き
の
つ
.た
ぎ
と
め
方
に
対
応
し
て
い
て
'
後
を
し
ぼ
る
型
で
は
柄
か
ら
尾
の
す
ぼ
ま
っ
た
所

さ
いこ'ぷ

ま
で
簾
や
藁
の
縄
を
巻
き
'
そ
れ
で
柄
と
台
と
を
か
が
っ
て
と
め
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
後
の
二
つ
の
型
で
は
台
の

最

後

部

に
小
さ
な
四
角

な
'
ま
た
は
ま
る
い
穴
を
あ
け
'
柄
か
ら
そ
の
穴
へ
膝
や
藁
の
経
を
ま
わ
し
て
か
が
っ
て
い
る
｡
秩
父
の
ム
ダ
リ
に
は
､
刃
と
台
の
長
さ
が

二

〇
セ
ン
チ
以
上
'

1
四
〇
セ
ン
チ
に
及
ぶ
も
の
も
あ
り
'
重
さ
も
七
キ
ロ
'
九
キ
ロ
の
も
の
も
あ
る
｡
刃
は
幅

1
五
'
六
セ
ン
チ
'
長

さ
二
〇
な
い
し
三
〇
セ
ン
チ
'作
り
は
鋳
物
で
'
こ
れ
は
他
の
柄
鍬
と
変
ら
な
い
｡
柄
は
た
い
て
い
頭
で
二
に
三
セ
ン
チ
の
楕
円
形
の
断
面
'

先
で
は
六
に
四
の
四
角
な
断
面
'
そ
し
て
'
先
か
ら
四
〇
セ
ン
チ
の
辺
り
に
三
分
角
の
ダ
ボ
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
て
'
柄
と
台
と
を
か
が

る
膝
や
縄
な
ど
を
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
.
柄
角
は
三
三
度
で
'
前
記
の
多
摩
の
柄
鍬
よ
り
は
大
分
急
で
あ
る
.
柄
は
台
に
通
し
ホ
ゾ

つか

で
接
合
さ
れ
て
い
て
'
や
は
り
短
か
い
東
が
い
れ
て
あ
る
｡
台
は
踏
み
板
に
通
し
ホ
ゾ
'
ま
た
は
二
枚
の
通
し
ホ
ゾ
で
接
合
さ
れ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
仕
様
は
埼
玉
県
下
の
ム
ダ
リ
に
ほ
ぼ
共
通
で
'
こ
れ
ら
は
完
全
な
量
産
型
で
あ
る
｡
た
だ
し
柄
や
台
は
'
秩
父
の
大
滝
村
で
は
'

(2
)

｢地
元
の
大
工
に
こ
し
ら
え
さ
せ
る

｣
｡

(
1
)

〓
'
う
ご
き

秩
父
盆
地
の
ま
ん
な
か
の
旧
尾
田
蒔
地
区
の
寺
尾
で
は
'
土
を
左
側
に
返
す
と
き

'

①

左
手
で
ム
ダ
リ
の
柄
の
頭
か
ら
四
分
の
一
く
ら
い
の
所
を
'
手
首
を
曲
げ
な
い
で
'
甲
を
外
側
に
し
て
握
り
'

した

⑧

右
手
で
柄
の
ち
上
う
ど
半
分
く
ら
い
の
所
を
握
る
｡
手
首
を
返
し
て
甲
が

下

む

き
に
な
る
よ
う
に
し
て
｡

⑧

,
右
足
を
踏
み
板
に
か
け
'
腿
が
た
い
ら
に
な
る
く
ら
い
ま
で
あ
げ
'

④

柄
の
延
長
が
地
面
と
な
す
角
が
四
〇
度
ほ
ど
に
な
る
よ
う
に
し
て
'
ム
ダ
リ
に
体
盃
を
か
け
'
強
く
招
み
込
む
｡
こ
の
と
き
左
足
を

ま
げ
'
反
動
を
つ
け
'
柄
の
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
辺
り
ま
で
掘
り
い
れ
る
｡

⑤

踏
み
板
に
か
け
て
い
た
右
足
を
は
ず
し
'
そ
の
足
を
左
足
の
と
こ
ろ
ま
で
引
き
O

⑥

両
手
の
間
隔
は
そ
の
ま
ま
で
'
左
手
が
柄
の
頭
の
と
こ
ろ
ま
で
く
る
よ
う
に
手
を
移
動
さ
せ
る
｡

踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)
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こ
う
し
て
柄
を
下
に
押
し
下
げ
'
す
こ
し
土
を
浮
か
し
､

上
体
を
約
八
〇
度
ぐ
ち
い
ま
で
曲
げ
て
'
柄
を
倒
T･y

土
を
掘
カ
あ
げ
る
｡

そ
し
て
'
再
び
左
足
を
後
へ
引
き
'
両
手
を
柄
の
な
か
ほ
ど
の
場
所
に
移
す
｡

二
九
六

(1
)

い
つは
ん

ム
ダ
リ
の
操
作
に
は
二
つ
の
型
が
あ
る
｡

｢坂
に
な
っ
た

｣

傾

斜
の
畑
を
お
こ
す
と
き
に
は
'

1
本
riJキ
と
い
っ
て
'
土
を
後
ず
さ
り

･
片

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

側
お
こ
し
で
お
こ
し
て
ゆ
き
'
畑
の
き
わ
ま
で
く
る
と
そ
こ
で
よ
し
て
'
帰
り
は
か
ら
で
も
ど
っ
て
く
る
｡
す
な
わ
ち
｢土
が
落
ち
な
い
よ
う

(1
)

に
ほん

ヽ
ヽ

に
下
か
ら
上
へ
一
本
ず
つ
引
い
て
上
っ
て
ゆ
く

｣
｡

た

い
ら
な
畑
を
お
こ
す
に
は
'
二

本

ビ

キ
と
い
っ
て
'
畑
の

き

わ

ま
で
ゆ
く
と
'
そ
こ
で

手
足
を
か
け
か
え
な
い
で
'
ま
た
掘
り
お
こ
し
て
も
ど
っ
て
く
る
｡

｢三
ム
ダ
リ
半
後

へ
さ
が
り
'
も
ど
り
三
ム
ダ
リ
半
さ
が
り
'
ウ
ナ
イ

(1
)

ヽ
ヽ
ヽ

]1
.･,､
と
い
っ
て
'
あ
い
た
,,､ゾ

へ
マ
メ
や
サ
ツ
マ
の
カ
ラ
を
い
れ

る

｣〇二
的
記
の
1
ム
ダ
リ
の
う
ご
き
を
三
回
続
け

(仮
り
に
1
ム
ダ
リ
で

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

掘
り
お
こ
す
み
ぞ
の
長
さ
を
六
〇
セ
ン
チ
と
す
る
と
三
ム
ダ
リ
半
は
二
メ
ー
ト
ル
余
)'
土
を
左
側
に
掘
り
あ
げ
る
｡
そ
し
て
も
ど
り
三
ム

ヽ
ヽ

ダ
リ
半
で
も
と
の
線
ま
で
も
ど
っ
て
く
る
｡
も
ど
り
に
は
手
足
を
か
け
か
え
な
い
か
ら
'
土
は
左
側
に
掘
り
お
こ
さ
れ
､
▲前
掘
っ
た
み
ぞ
.に

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

な
ら
ん
で
ま
た
み
ぞ
が
で
き
る
.
こ
の
二
つ
の
み
ぞ
の
問
に
堆
肥
と
し
て
の
マ
メ
や
サ
ツ
マ
の
カ
ラ
を
い
れ
る
.
こ
の
よ
う
な
や
F
t方
だ
と

畑
は
三
ム
ダ
リ
半
の
幅
で
横
に
仕
切
ら
れ
'
作
業
が
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
｡
忙
し
い
と
き
に
は
'
オ
イ
ウ
ナ
イ
と
い
っ
て
'
何
人
か
の
人
が
こ

の
幅
で
分
担
し
て
'
皆
同
じ
向
き
で
'

1
枚
の
畑
を
お
こ
し
て
ゆ
く
0
向
き
が
同
じ
な
の
で
'
ま
ご
ま
ご
し
て
い
る
と
'
自
分
の
目
の
前
に

他
の
人
の
ム
ダ
リ
の
柄
の
頭
が
あ
り
'
ま
ご
ま
ご
し
て
い
る
と
相
手
の
ム
ダ
リ
が
背
中
へ
ぶ
つ
か
っ
て
く
P
o
退
い
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
し

(1
)

(1
)

て
お
こ
し
た

｣
｡

だ
か
ら

｢休
め
な
い
｣

｡

.朝
早
-
か
ら
夜
道
-
ま
で
'

一
日
四
'
五
ア
ー
ル
お
こ
し
た
｡
使
い
方
が
難
か
し
-
て
'
子
供
の

(1
)

と
き

｢
し
か
ら
れ
な
が
ら
お
ぼ

え

た
｣
｡
い
っ
ぼ
う
秩
父
の
一
番
西
の
大
滝
村
の
栃
木
で
は
'
同
じ
よ
う
に
土
を
左
側
に
あ
げ
る
場
合
､

①

左
手
で
柄
の
頭
の
と
こ
ろ
を
撞
り
'

②

右
手
は
そ
れ
よ
り
二
〇
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
下
の
方
を
持
つ
｡
両
手
と
も
手
首
は
曲
げ
な
い
で
'
甲
が
外
側
に
む
く
よ
う
に
し
て
｡



踏
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⑧

そ
う
し
て
柄
と
畑
と
の
な
す
角
が
八
〇
度
ぐ
ら
い
に
柄
を
お
こ
し
'

④

踏
み
板
に
右
足
を
か
け
'
後
の
左
足
は
ま
っ
す
ぐ
の
は
し
'
右
足
は
腿
が
た
い
ら
に
な
る
く
ら
い
に
折
っ
て
跨
み
込
む
｡

⑤

か
け
た
右
手
が
ま
っ
す
ぐ
の
び
る
く
ら
い
ま
で
踏
み
い
れ
'

⑥

か
け
て
い
た
右
足
を
は
ず
し
'
柄
を
押
し
さ
げ
て
'
す
こ
し
土
を
浮
か
す
0

⑦

柄
を
倒
し
や
す
い
よ
う
左
手
を
持
ち
か
え
､

⑧

柄
を
左
へ
ひ
ね
っ
て
土
を
掘
り
あ
げ
る
.
土
は
踏
み
板
を
支
点
に
し
て
､
扇
形
に
ひ
ろ
が

る
.

こ
の
と
き
上
体
は
約
五
〇
度
ほ
ど

屈
折
す
る
｡

傾
斜
し
た
畑

(
こ
こ
で
は
大
部
分
が
そ
う
し
た
畑
で
あ
る
)
で
は
'
第
九
図
の
よ
う
に
'
畑
を
斜
め
に
下
か
ら
上
へ
掘
り
進
む
｡
土
が
落
ち

ヽ
ヽ
ヽ

(2
)

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

な
い
よ
う
上
の
側
に
上
げ
な
が
ら
｡

｢斜
め
だ
と
か
ら
だ
が
か
け
や
す
い
｣｡
｢坂
の
上
の
方
に
か
ら
だ
を
お
い
て
'
か
ら
だ
を
お
っ
つ
け
て

(2
)

ゆ
く

｣
｡

こ
う
し
て
畑
の
き
わ
ま
で
掘
っ
て
し
ま
う
と
ム
ダ
リ
を
肩
に
か
つ
い
で
最
初
の
線
ま
で
も
ど
っ
て
く
る
｡
だ
か
ら

｢帰
り
は
休
み

(2
)

の
よ
う
な
も

の
｣

で
あ
る
｡
も
っ
と
も
'
そ
れ
ほ
ど
傾
斜
の
な
い
畑
で
は
帰
り
も
土
を
お
こ
し
て
く
る
｡
手
足

を

か
け

か
え

て
｡

こ
う

ヽ
ヽ
ヽ

し
た
う
ご
き
は
大
滝
型
の
ム
ダ
リ
の
形
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
｡
大
滝
の
ム
ダ
リ
は
台
の
後

(柄
の
付
け
根
か
ら
後
)
の
部
分

ヽ
ヽ
ヽ

が
き
わ
だ
っ
て
長
い
｡
傾
斜
し
た
か
た
い
畑
で
も
お
こ
し
や
す
い
よ
う
に
｡

｢深
く
突
込
ん
で
お
こ
す
の
が
大
変
だ
'

そ
れ
に
は
コ
ツ
が
い

(2
)

る
｣

O

こ
こ
で
は

1
日
お
こ
し
て
111な
い
し
五
ア
ー
ル
せ
い
ぜ
い
で
あ
る
｡
再
び
秩
父
盆
地
の
入
口
の
平
坦
な
地
帯
の
皆
野
町
富
沢
で
は
'

土
を
左
側
に
掘
り
お
こ
す
と
き
'

や
っ
ぱ
り
'
③
左
手
を
柄
の
頭
に
か
け
'
②
右
手
で
柄
の
な
か
ほ
ど
を
持
ち
'
③
右
足
を
掩
み
板
に
か

け
'
④
踏
み
込
み
'
⑤

｢や
っ
こ
い
所
は
一
度
'
か
た
い
所
な
ら
二
'
三
度
｣
続
け
て
踏
み
込
み
､
⑥
か
け
て
い
た
足
を
は
ず
し
'
⑦
左
足

ヽ
ヽ
ヽ

(3
)

を
後
の
左
足
の
所
ま
で
引
き
よ
せ
'
⑧
か
ら
だ
を
ま
げ
て
土
を
掘
り
お
こ
す
｡

こ
こ
で
は
ム
ダ
リ
の
操
作
に
は
ヤ
リ
ウ
ナ
イ
と
サ
カ
ウ
ナ
イ

と
の
二
つ
の
型
が
あ
る
｡
サ
カ
ウ
ナ
イ
は
傾
斜
し
た
畑
で
後
ず
さ
り
で
掘
り
お
こ
し
て
ゆ
-
方
法
'
ヤ
リ
ウ
ナ
イ
は
槍
で
突
く
よ
う
に
'
た



踏
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(

3
)

い
ら
な
畑
を

｢前

へ
進
ん
で
ゆ
き
'
ア
ゼ
ま
で
つ
く
と

(手
足
を
)
か
け
か
え
て
も
ど

っ
て

く

る
｣

方
法
で
あ
る
｡
そ
し
て
ヤ
リ
ウ
ナ
イ
で

､

(3
)

は

｢
サ
ク
は
南
北
に
た
て
る
｡
ム
ダ
リ
は
東
西
に
い
れ

る
｣

｡

サ
ク
と
ム
ダ
リ
と
は
十
文
字
に
交
叉
L
t

サ
ク
の
並
び
と
は
別
に
ム
ダ
リ
で

(3
)

掘
り
お
こ
し
た
土
塊
の
列
が
並
ぶ
こ
と
に
な
る
｡
｢
ム
ダ
リ
は
毎
年
違
う
方

へ
返
し
て
ゆ
-
｡
土
が
動
い
て
ゆ
-
と
い
け
な
い
か

ら
｣

｡

昔
の

(3
)

人
は

｢
一
日
五
ア
ー
ル
'
普
通

一
〇
ア
ー
ル
を
三
日
で
や
る
と
い
う
｣
｡

三
'
畑

･

つち
秩
父
盆
地
の
中
央
部
の
寺
尾
で
は
ム
ギ
畑
は
t

H

ム
ダ

リ
で
お
こ
し
た
後
'

ヽ
ヽ
ヽ
こ書一

仰

ヨ
ツ
ゴ
と
い
う
熊
手
み
た
い
な
四
本
刃
の
鍬
で
か
い
て
細
か
く
砕
き
'

㈲

ク
ワ

(台
と
刃
の
長
さ
五

〇
セ
ン
チ
'
刃
の
幅
九
セ
ン
チ
'
柄
の
長
さ

二
二
〇
セ
ン
チ
'
柄
角
四
〇
度
'
重
さ

一
･
九
キ
ロ
の
,,,
･,､

の
た
っ
た
風
呂
鍬
)
で
マ
キ
･,､
ゾ
を
切
り
'

(1
)

糾

種
を
ま
き
'
㈲

ク
ワ
で
覆
土
し

た
O

大
滝
村
の
栃
木
で
は
'

一
〇
月
二
〇
日
頃
か
ら

一
一
月
初
め
に
か
け
て
畑
に
ム
ギ
を
描
き
'
六
月
中
頃
刈
取
り
'
そ
の
後

へ
マ
メ
･
ア
ズ
キ

(2
)

･
イ
モ
･
ト
ー
モ
ロ
コ
シ
な
ど
を
つ
け
る
が
'
ム
ギ
ま
き
の
と
き
に
は
後
作
の
ト
ー
モ
P
Jtシ

の
板
な
ど
を
取
除
い
て
お

い

て
t

m

ム
ダ
リ
で
畑
全
体
を
お
こ
し
'

㈲

ヨ
ツ
ゴ
で
土
塊
を
細
か
く
-
だ
き
'

(昔
は
丁
字
形
の
ク
レ
ウ
チ
と
い
う
の
を
使

っ
た
)

柳

刃
の
先
き
の
二
つ
七
分
れ
た
サ
ク
リ
ッ
ク
ワ

(風
呂
鍛
)
で
サ
ク
を
切
り
t

｡

仙

肥
料
を
い
れ
'
愉

種
を
播
き
'

㈲

ク
レ
ウ
チ
で
覆
土
し
た
｡

皆
野
町
富
沢
で
は
ム
ギ
と
ア
ズ
キ

(ま
た
は
マ
メ
)
の
組
合
せ
に
よ
る
畑
作
が
な
さ
れ
て
い
る
が
'



川

ム
ダ
リ
で
畑

1
両
を
う
な
い
t

に

ど

TB

そ
れ
か
ら
ム
ギ
ま
き
に
は

1
月
ほ
ど
間
が
あ
る
の
で
'
土
が
そ
の
間
に
か
た
く
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
'
二

度

ウ
ナ
イ
と
い
っ

て
さ
ら
に
二
度
日
を
ウ
ナ
イ
'

榊

ヨ
ツ
ゴ
で
土
塊
を
細
か
く
砕
き
'
そ
し
て
た
い
ら
に
L
t

仙

そ
の
上
に
サ
ク
リ
縄
で
筋
を
つ
け
'
そ
の
筋
に
そ
っ
て
､
サ
ク
タ
テ

(単
に
ク
ワ
と
も
い
う
'
や
は
り
ミ
ミ
の
立
っ
た
風
呂
鍬
)
で

ヽ
ヽ

浅
く
み
ぞ
を
掘
り
'

㈲

ム
ギ
を
播
き
'

㈱

そ
こ
へ
'
昔
は
マ
メ
の
茄
で
た
の
に
灰
を
ま
ぜ
た
の
を
肥
料
に
し
て
施
し
t

の

丸
い
木
に
竹
の
柄
を
つ
け
た
丁
の
字
塾
の
ツ
チ
カ
ケ
で
符
土
し
た
｡

(

1
)

旧
尾
田
蒔
村
の
寺
尾
で
は
畑
の
土
に
は

マ
ッ
チ
と
ノ
ッ
チ
が
あ
る
け
れ
ど
も
'
｢
ム
ダ
リ
は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
使
っ
て
い

た
｣
｡
大
滝
村
で
は

(2
)

｢赤
土
の
か
た
い
所
と
細
か
い
砂
分
の
ま
じ
っ
た
場
所
と
が
あ
る
が
'
(
ム
ダ
リ
は
)
ど
ち
ら
で
も
や
っ
て
い
た

｣

｢
多
少
粘
り
の
強
い
と
こ
ろ

(2
)

で
も
'
磯
の
多
い
少
い
に
は
拘
ら
ず
｣
使
う
と
い
う
｡
皆
野
町
富
沢
で
は
畑
の
土
佐
は
壌
土
で
硬
が
含
ま
れ
て
い
て
'

｢
サ
ク
タ
テ
鍬
を
使

(2
)

っ
て
い
る
と
刃
先
が
白
く
光

っ
て
く
る
｣｡
ノ
ッ

チ
は

｢秩
父
郡
の
山
間
部
に
少
部
分
及
び
狭
山
市
附
近
で
火
山
灰
性
洪
積
土
壌
を
称
す
る
o

(4
)

ノ
カ
タ
の
ツ
チ
と
い
う
意
味
が
転
化
し
た
俗
称
で
あ
ろ

う
｣

｡
尾
田
蒔
地
区
に
は
尾
田
蒔
銃
と
い
っ
て
'
筑
三
紀
層
の
上
の
'
砂
岩
や
粘
岩

(4
)

の
風
化
し
て
で
き
た
土
壌
型
が
分
布
し
て
い
る
.
こ
れ
は

｢乾
く
と
砕
土
L
に
-
い
'
耕
転
の
や
り
に
-
い
土

壌

｣

で
あ
る
o
こ
の
ほ
か
皆

野
町
附
近
で
は
カ
べ
ッ
チ
と
い
っ
て
'
埴
壌
土
で

｢褐
色
で
硬
度
'
粘
度
大
で
あ
る
.
主
と
し
て
建
築
材
の
カ
べ
土
と
し
て
用
い
ら
れ
る
処

(4
)

か
ら
'
か
か
る
名
称
が
与
え
ら
れ
た
も

の
｣

ら
し
い
土
壌
が
小
部
分
'
抜
出
さ
れ
て
い
る
｡
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み
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註(
1

)

関
根
千
代
吉
氏
に
よ
る
｡

(
2

)

千
島
堅
三
氏
に
よ
る
｡

(
3
)
山
口
富

一
氏
に
よ
る
｡

(
4
)
県
農
業
試
験
場
の
柴
英
雄
先
生
に
よ
る
｡
大
滝
村
は
未
調
査
の
由

で
あ
る
｡
ま
た
､
埼
玉
県
立
農
業
試
験
場
埼
農
試
化
学
部
資
料
第

1

号

｢埼
玉
県
内
に
分
布
す
る
土
壌
の
俗
称
に
つ
い
て
｣

(昭
和
三
六

年
刊
)
四
'
五
貢
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
ム
ダ
リ
の
土
壌
と
し
て
は
'

土
性
的
に
は
'
壌
土
ま
た
は
埴
壌
土
の
土
壌
が
対
応
す
る
よ
-
で
あ

る
｡
な
お
'
埼
玉
県
の
農
業
は
地
域
に
よ
っ
て
次
の
よ
-
に
分
類
さ

れ
て
い
る

(埼
玉
農
業
年
鑑
編
集
委
員
会
編

『埼
玉
農
業
年
鑑
』
第

1
巻
七
六
頁
)｡
第

1
･
第
二
･
第
三
地
域
は
県
の
東
の
沖
積
地
帯

で
稲
作

･
普
通
畑
作
･
養
蚕
な
い
し
は
疏
菜

･
藁
工
地
帯
'
第
九
地

域
は
秩
父
の
山
間
畑
作
･
養
蚕
地
帯
'
第
八
地
域
は
そ
れ
に
接
す
る

関
東
山
系
東
側
の
山
焚
畑
作

･
養
蚕
地
帯
'
こ
の
二
つ
の
地
域
群
に

は
さ
ま
れ
て
'
第
四
地
域
の
摘
田
･
普
通
畑
作

･
疏
菜
地
帯
や
第
五

地
域
の
中
央
沖
積
地
の
稲
作

･
養
蚕
地
帯
'
第
六
地
域
の
北
部
洪
積

台
地
の
畑
作
･
養
蚕
地
帯
へ
第
七
地
域
の
南
部
洪
積
地
の
畑
作
･
疏

菜

･
茶

･
養
蚕
地
帯
な
ど
が
広
が
っ
て
い
る
｡
ム
ダ
リ
が
使
わ
れ
て

三

〇
二

い
る
の
ほ
こ
の
-
ち
の
第
九
な
い
し
第
八
地
域
で
'
自
給
農
業
が
全

戸
の
八
六
%
を
占
め
る

(
と
い
っ
て
自
給
農
業
と
は

｢特
に
こ
の
地

帯
で
は
充
分
に
自
給
し
-
る
と
い
-
意
味
で
は
な
く
'
こ
こ
で
は
生

産
物
は
全
-
販
売
す
る
余
裕
が
な
い
と
同
時
に
大
部
分
は
'
不
足
分

を
現
金
購
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
を
い
-
｣
〔同
上
番
八
七
六
〕)'

そ
し
て
山
の
多
く
は
国
有
林
な
の
で
個
人
の
林
業
は
発
達
せ
ず
'
山

で
の
賃
労
働
や
養
蚕
経
営
に
よ
っ
て
現
金
を
得
て
い
る

(秩
父
郡
内

昭
和
二
二
年
で
四
八
･
五
%
の
農
家
が
養
蚕
を
行
っ
て
い
る
)
地
帯

で
あ
っ
た
｡
こ
の
地
帯
で
は
一
〇
ア
ー
ル
以
内
の
経
常
良
家
が
全
段

家
の
九

一
%
を
占
め
'
こ
れ
は
第
丁

二
二
二
地
域
の
五
一
%
'
一

〇
ア
ー
ル
以
上
二
〇
ア
ー
ル
ま
で
四
五
%
と
い
っ
た
数
字
と
は
対
照

的
で
'

一
戸
当
り

の経
営
耕
地
面
積
は
四
･
五
ア
ー
ル
に
過
ぎ
な
か

っ
た
｡
な
お

『武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
よ
れ
は
'
古
大
滝
村
は
地
味
は

｢色
黒
或
赤
諸
植
物
に
適
せ
ず
｣
で
物
産
と
し
て
は
猪

･
鹿

･
鈴

羊

･
や
ま
め
･
甫

･
五
倍
子
･
桐

･
岩
茸

･
木
材
を
あ
げ
'
寺
尾
は

地
味
は

｢赤
-
稲
梁
に
適
せ
ず
寂
麦
に
適
す
｣
で
繭

･
生
糸

･
絹
･

煙
草
を
座
し
'
皆
野
は
地
味

｢色
浅
黒
稲
梁
に
宜
し
か
ら
す
桑
茶
に

適
す
｣
と
し
て
'
蔚

･
蚕
種

･
網

･
生
糸

･
煙
草
を
あ
げ
て
い
る
｡

3

下
問
仁
田
の
イ

ン
ゲ

ヮ

群
馬
県
安
中
市
下
問
仁
田

一
'
か
た
も

柄
鍬
の
北
限
は
'
い
ま
の
と
こ
ろ
'
群
馬
県
下
の
イ
ソ
ガ

(
イ

ソ
グ

ヮ
)

の
地
域
に
求
め
ら
れ
る
｡
群
馬
県
内
で
は
'
イ
ソ

ガ
は
秩
父
か
ら
山
ひ
と
つ
へ
だ
て
た
神
流
川
上
流
の
多
野
郡
上
野
村
や
さ
ら
に
北
の
甘
楽
郡
下
仁
田
町
'
西
牧
村
'
砂
義
町
'
吾
妻
郡
の
原



約十回 群居県安中市下問仁田のエソガ

阪本秋太郎氏にJ: る｡
右上 中



史
料
館
研
究
紀
要

第
六
号

三
〇
四

(2
)

町
や
中
条
町
附
近
'
榛
名
や
赤
城
の
山
麓
ま
で
広
が
っ
て
い
る
｡
そ
の
う
ち
安
中
市
下
問
仁
田
で
は
'
台
の
後
ろ
に
踏
み
板
が
つ
い
て
い
な

い
形
の
も
の
が

1
般
的
で
あ
る
o
こ
の
イ
ソ
グ
ワ
は
'
第

1
0
図
の
よ
う
に
'
幅
二

1
セ
ン
チ
'
長
さ
九
〇
セ
ン
チ
'
厚
さ
二
五
ミ
リ
の
平

ら
な
短
冊
型
の
台
に
こ
れ
ま
で
と
同
じ
鋳
物
の
刃
を
据
え
'
長
さ

一
八
二
セ
ン
チ
の
割
合
細
い
柄
を
と
り
つ
け
た
も
の
で
'
柄
は
台
に
通
し

つか

ホ
ゾ
で
按
合
さ
れ
て
い
て
'
ま
た
幅
四
セ
ン
チ
の
東
が
い
れ
て
あ
る
｡
台
の
手
前
方
に
は
三
に

丁

五
セ
ン
チ
の
四
角
な
穴
が
二
つ
な
ら
ん

で
穿
た
れ
て
い
て
'
柄
を
か
け
る
た
め
の
簾
が
通
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
'
柄
に
は
ま
た
'
そ
の
膝
を
か
け
る
た
め
の
小
さ
な
ダ
ボ
が
埋

め
て
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
筋
を
締
め
る
た
め
長
さ
二

一
･
五
セ
ン
チ
の
L
字
型
の
竹
の
･L
グ
シ
が
簾
の
ね
じ
目
に
差
し
こ
ん
で
あ
る
｡
重
さ

は
六

二

一キ
ロ
で
他
の
柄
鍬
と
さ
ほ
ど
変
ら
な
い
け
れ
ど
､
柄
と
台
と
の
な
す
角
は
三
七
度
で
'
か
な
り
急
で
あ
る
｡
こ
れ
は
こ
の
ユ
ン
グ

ワ
を
使
う
と
き
の
姿
勢
'
い
わ
ゆ
る
立
ち
腰
の
労
働
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

〓
'
う
ご
き

イ
ン

ダ
ン

で
土
を
左
側
に
返
そ
う
と
す
る
場
合
'

①

左
手
で
柄
の
上
か
ら
三
分
の
一
ほ
ど
の
と
こ
ろ
を
握
り
､

②

右
手
は
柄
の
ち
ェ
う
ど
ま
ん
な
か
辺
り
に
か
け

る
o
左
手
は
手
首
を
ま
げ
ず
に
､
甲
が
外
側
に
向
-
よ
う
に
'
右
手
は
手
首
を
返

し
､
甲
が
下
側
に
向
-
よ
う
に
｡

⑨

左
手
な
の
は
L
t
イ
ソ
グ
ヮ
を
立
て
'
柄
が
土
地
と
八
〇
度
に
な
る
-
ら
い
で
刃
先
を
土
に
突
立
て
る
｡
こ
の
と
き
'
左
手
は
頭
の

左
上
の
位
置
に
あ
る
｡

④

右
足
を
台
の
一
番
後
に
か
け
'

⑤

強
く
踏
み
込
む
｡
同
じ
姿
勢
で
こ
れ
を
二
'
三
回
繰
り
返
す
｡
こ
の
と
き
柄
の
角
度
は
土
に
対
し
て
約
六
〇
度
ほ
ど
で
あ
る
｡
左
足

を
折
り
ま
げ
'
反
動
を
つ
け
'
右
足
の
膝
が
完
全
に
の
ぴ
き
る
く
ら
い
ま
で
の
は
す
｡

⑥

か
け
て
い
た
足
を
は
ず
し
'
台
の
左
縁
を
支
点
に
し
て
静
か
に
土
を
ゆ
す
り
'



ヽ
ヽ
ヽ

⑦

土
を
掘
り
上
げ
る
｡
こ
の
と
き
上
体
を
か
ら
だ
の
中
心
か
ら
三
〇
度
程
度
ま
げ
る
｡

｢百
姓
の
仕
事
で
コ
シ
が
痛
た
-
な
ら
な
い
の

(2
)

は
'
こ
れ
だ

け
｣

｡

ヽ
ヽ
ヽ

う
な
い
方
に
は

ヒ
ラ
ウ
ナ
イ
'
サ

ク
ウ

ナ

イ'
サ
カ
ウ
ナ
イ
'

ヒ
ッ
コ
ヌ
キ
な
ど
の
型
が
あ
る
｡

ヒ
ラ
ウ
ナ
イ

ほ

｢後
ず
さ
り
し
な
が

(

2)

ら
'

一
度
に
三
回
ず

つ
踏
み

込
ん
で
う
な

う｣｡そ
し
て
畑
の
隅
ま
で
い
っ
て
'

ま
た
も
ど
っ
て
く
る
と
き
に
は
手
足
を
か
け
か
え
て
土
を

同
じ
側
に
掘
り
上
げ
て
-
る
｡
こ
れ
が
出
来
る
人
は
も
う

一
人
前
で
'

1
日

一
〇
ア
ー
ル
お
こ
せ
る
と
い
う
O
サ
ク
ウ
ナ
イ
は

｢最
初
土
を

(2
)

ヽ
ヽ

左
に
二
回
ず
つ
踏
ん
で
お
き
'
帰
り
は
そ
の
隣
り
を
同
じ
よ
う
に
し
て
お
こ
し
て
-

る

｣
｡
み
ぞ
は
'
こ
の
場
合
'
イ
ソ
グ
ワ
ニ
本
分
で

一
日

(2
)

一
五
ア
ー
ル
お
こ
せ
る
｡
サ
カ
ウ
ナ
イ
は
'
傾
斜
の
畑
の
う
な
い
方
で
'
｢土
が

一
方
だ
け
に
よ
っ
て
し
ま
わ
な
い

よ

う

｣

土
を
高
い
方
に
掘

(2
)

り
お
こ
し
て
ゆ
-
｡
｢
こ
れ
に
は
等
高
線
の
向
き
に
掘
り
す
す
ん
で
ゆ
-
場
合
と
'
高
い
方
に
背
を
向
け
て
掘

っ
て
ゆ
-
場
合
と
が
あ

る
｣

｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(2
)

ヒ
ッ
コ
ヌ
キ
は
ム
ギ
の
う
ね
問
の
土
を
や
わ
め
る
よ
う
な
場
合
の
掘
り
方
で
'
｢
土
は
返
さ
な
い
'
た
だ
刃
を
土
に
差
し
こ
む
だ
け
で
｣

'

土

(2
)

を
ゆ
す
っ
て
お
い
て
､
そ
の
ま
ま
で
抜
い
て
し
ま
う
｡
こ
の
辺
で
は

｢
一
軒
に
男
三
人
い
れ
ば
'
イ
ソ
グ
ワ
が
三
丁
あ

っ

た
｣
｡

た
だ
し
そ

(2
)

さく
だ
い

れ
は
た
い
へ
ん
な
労
働
で

｢
一
反
う
な
う
人
は
'
昼
へ

1
升
飯
を
食
わ
な
い
と
仕
事
に
な
ら
な
か
っ

た
｣
｡
作

代

を

雇
う
と
き
イ
ソ
グ
ワ
で

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

畑
を
ひ
と
さ
-
掘
ら
せ
て
み
る
'
そ
う
す
る
と
'
ど
れ
く
ら
い
根
気
の
よ
い
作
代
に
な
れ
る
か
ど
う
か
が
わ
か
る
と
い
う
｡

た
lごのい

三
'
畑

･
つ
ち

推
氷
川
の
下
流
の
こ
の
附
近
は
'
段
丘
と

谷

間

と

の
い
り
く
ん
だ
地
帯
で

｢段
丘
上
は
耕
さ
れ
て
畑
や
桑
園
七
な
り
'
段

(3
)

丘
下
の
低
平
地
に
は
田
が
開
か
れ
て
い
る
｣
｡

昭
和
三
四
年
度

｢全
耕
地
面
積
に
対
し

田
は
二
九

･
九
%
で
あ
り
'

畑
三
〇
･
四
%
､
樹
園

(3
)

(3
)

地
三
九

･
七
%
で
｣
'
そ

の
う
ち
桑
園
は
三
八

･
六
%
に
達
し
た
｡

畑

で
は
'

(3)(2)(1)

イ
ソ
ダ
リ
で
お
こ
し
た
後
､

そ
の
ま
ま

一
週
間
ぐ
ら
い
放

っ
て
お
く
｡
こ
れ
を
シ
ャ
ス
メ
と
い
っ
て
い
る
｡

掘
り
お
こ
し
た
土
塊
は
馬
に
ひ
か
せ
た
マ
ン
ガ
で
く
ず
L
t

(馬
は
ど
の
家
で
も
飼

っ
て
い
た
)

踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)

三
〇
五



史
料
館
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糾

か
た
い
大
き
な
土
塊
は
テ
ン
グ
ワ

(手
鍬
)
や
フ
リ
マ
ソ
グ
ワ

(振
り
マ
ン
グ
ワ
)
で
さ
ら
に
細
か
く
L
t

㈲

昔
は
風
呂
鍬
で
サ
ク
を
切
る
o
今
は
刃
先
の
幅

1二･
五
セ
ン
チ
'
長
さ
四
二
セ
ン
チ
'
柄
の
長
さ

1
二
七
セ
ン
チ
'
盃
さ
二
キ
ロ
'

マ

柄
角
五
七
度
の
改
良
型
の
板
鍬
が
使
わ
れ
て
い
る
｡
サ
ク
間
は
七
二
セ
ン
チ
｡

㈲

そ
こ
へ
厩
肥
を
や
り
'

何

種
を
播
き
'
㈲

風
呂
鍬

(今
は
板
鍬
)
で
覆
土
す
る
.

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

馬
は

田
の
馬
耕
に
も
'
肥
料
運
び
や
桑
と
り
に
も
'
多
面
的
に
使
わ
れ

て

い
た
｡

こ
の
辺
り
で
は
田
と
畑
と
養
蚕
が
忙
し
-
と
り
あ
わ
さ

ヽ
ヽ

(2
)

っ
て
い
た
｡
畑
の
土
に
は

｢
カ
タ
ジ
と
カ
ル
ッ

チ
と
が
あ

る
｣

｡
カ
ル
ッ
チ
は
浅
間
の
火
山
灰
の
土
壌
で
あ
る
が
'
｢
イ
ソ
グ
ワ
は
ど
ち
ら
に

(2
)

も
使
わ
れ

る

｣
｡

こ
の
土
壌
は
群
馬
県
農
業
試
験
場
の
調
査
に
お
け
る
梅
木
原
統
4
や
向
原
統
3
に
当
た
る
ら
し
-
'
浅
間
火
山
系
の
火
山

灰

･
火
山
砂

･
浮
石
な
ど
の
火
成
岩
で
'
土
佐
は
粒
質
'
保
水
性
は
中
程
度
で
'
透
水
性
が
大
き
-
'
乾
き
や
す
-
'
農
具
を
使
う
場
合
'

(4
)

わ
ず
か
に
抵
抗
を
感
じ
る
が
'

一
般
に
土
壌
の
反
転
が
し
や
す
い
｣
と
さ
れ
て

い

る

｡

読
(
1
)
県
立
博
物
館
の
阪
本
英
1
先
生
'
県
農
業
試
験
場
の
斉
藤
意
亮
先

生
に
よ
る
｡

(
2
)
阪
本
秋
太
郎
氏
に
よ
る
｡

(3
)
安

中市誌
(昭
和
享
九

年同誌
編
纂
委

員会刊
)
五
八

一
･
八
二

貢
｡

(4
)
県

農業試
験
場
の
斉
藤

恵亮先
生
に
よ

る｡

4

改
良
型

a

青
梅
の
エ
ソ
グ
ワ

さ
き
た
ま

く
つ
す

｢

か
た
ち

在
来
型
の
ユ
ン
グ
ワ
や
ム
ダ
リ
は
'
例
え
ば
多
摩
で
は
三
本
刃
の
鍬
に
'
埼
玉
県
の

埼

玉

･
屈

巣

の
辺
り
で
は
は
や
く
牛
や

馬
に
ひ
か
せ
る
撃
に
'
そ
し
て
そ
の
他
の
地
域
で
は
戦
後
自
動
耕
転
機
に
'
そ
れ
ぞ
れ
置
き
か
え
ら
れ
て

い

っ
た
｡

し
か
し
場
所
に
よ
っ



て
は
柄
鍬
の
盈
業
は
そ
う
簡
単
に
は
な
く
な
ら
な
か
っ
た
d
そ
れ
ど
こ
ろ
か
在
来
の
柄
鍬
を
改
良
し
て
新
し
い
柄
鍬
を
作
り
出
す
た
め
の
努

力
が
は
ら
わ
れ
た
o
都
下
青
梅
地
方
の
四
本
刃
の
ユ
ン
グ
ワ
'
秩
父
地
方
の
改
良
ム
ダ
リ
'
栃
木
県
小
山
地
方
の
栗
田
式
な
ど
が
そ
れ
で
あ

る
｡
青
梅
の
四
本
刃
の
ユ
ン
グ
ワ
は
刃
先
の
幅

一
七
セ
ン
チ
'
刃
の
長
さ
八
三
セ
ン
チ
'
幅
二
五
ミ
リ
で
'
厚
さ
五
ミ
リ
の
鉄
の
坂
を
組
合

せ
､
ボ
ル
ト
で
接
合
し
た
も
の
で
､
刃
先
か
ら
踏
板
ま
で
の
長
さ
は
在
来
の
ユ
ン
グ
ワ
と
そ
れ
ほ
ど
変
ら
な
い
.
し
か
し
'
重
さ
は
六
･
七

キ
ロ
に
及
び
t､柄
の
長
さ
は
二
〇
二
セ
ン
チ
で
'
値
の
上
で
は
'
秩
父
の
ム
ダ
リ
に
や
や
近
い
値
を
示
す
.
柄
角
は
二
〇
度
で
'
在
来
型
と

そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
｡
大
正
時
代
'
青
梅
の
鍛
冶
屋
さ
ん
が
三
本
刃
の
鍬

(備
中
鍬
の
型
の
鍬
)
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
作
り
出
し
た
と
い
う
｡

(1
)

そ
の
た
め
土
へ
の
通
り
は
大
変
よ
い
｡

〓
'
う
ご
き

土
を
左
に
返
そ
う
と
す
る
と
き
'
や
は
り
在
来
型
と
同
じ
よ
う
に
'

③

左
手
の
肘
を
ま
げ
て
'
柄
の
頭
か
ら
六
〇
セ
ン
チ
く
ら
い
の
所
を
握
り

(柄
は
在
来
型
よ
り
ず
っ
と
長
い
の
で
'
こ
の
と
き
柄
の
頭

.

は
左
肩
ロ
に
出
て
し
ま
う
)
'

②

右
手
で
柄
の
ま
ん
な
か
辺
り
を
撮
る
｡
手
は
両
方
と
も
手
首
を
ま
っ
す
ぐ
に
し
て
'
甲
は
外
側
に
向
け
る
｡

⑧

右
足
は
腿
が
た
い
ら
に
な
る
ま
で
あ
げ
'
踏
板
に
か
け
'

④

左
肘
を
上
に
の
は
L
t
柄
を
お
こ
し
'
地
上
に
対
し
て
約
五
〇
度
ほ
ど
の
角
皮
で
強
-
踏
み
込
む
｡
左
足
は
ま
っ
す
ぐ
の
ぴ
'
柄
は

正
面
か
ら
み
て
左
へ
三
〇
度
ほ
ど
フ
レ
た
形
で
踏
込
ま
む

(
こ
れ
は
他
の
柄
鍬
の
場
合
で
も
や
っ
ぱ
り
同
じ
で
あ
る
)｡

⑤

同
じ
よ
う
に
し
て
'
続
け
て
二
'
三
度
踏
み
'
充
分
掘
り
込
ん
で
お
い
て
か
ら
'

⑥

右
足
を
は
ず
し
'

⑦

右
足
を
引
い
て
'
左
右
両
足
の
虹
を
そ
ろ
え
る
.
そ
し
て
'
両
手
の
間
隔
は
そ
の
ま
ま
で
'
左
手
が
柄
の
頭
に
く
る
位
置
に
ま
で
両

手
を
ず
ら
す
｡

踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
六
号

三
〇
八

ヽ
ヽ
ヽ

⑧

は
ず
み
を
つ
け
'
柄
を
押
し
下
げ
'
刃
の
上
に
の
っ
て
い
る
土
を
掘
り
上
げ
る
｡

｢踏
ん
で
上
げ
る
と
き
'
ヒ
ョ
イ
と
上
げ
る
｡
そ

((1
)

れ
が

コ

ツ

｣

｡

こ
の
と
き
上
体
は
直
角
に
な
る
-
ら
い
ま
で
ま
げ
る
｡
同
時
に
左
足
を

一
歩
後
に
引
い
て
最
初
の
姿
勢
に
も
ど
る
｡

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ひ

と
さ
く
掘
り
上
げ
る
と
'
畑
の
隅
で
手
足
を
か
け
か
え
'
反
転
し
て
も
ど
っ
て
-
る
｡
改
良
型
の
ユ
ン
グ
ワ
の
う
ご
き
ほ
非
常
に
躍
動

(1
)

的
で
あ
る
｡
｢親
に
う
る
さ
-
い
わ
れ
て
'
よ
う
や
-
道
具
に
振
廻
さ
れ
な
く
な
っ

た

｣
'

そ
の
か
わ
り

｢畑
を
掘
返
す
の
が
簡
単
に
出
来
る

(1
)

(1
)

(七
五
セ
ン
チ
の
ウ
ネ
で
も
五
回
で
完
全
に
返
せ

る
)

｣'
鍬
と
違
っ
て

｢幾
日
や
っ
て
も
疲
れ
な

い
｣
｡

畑

･
つ
ち
の
状
況
は
在
来
の
ユ
ン

グ
ワ
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
｡

b

秩
父

(大
滝
村
)
の
ム
ダ
リ

)
.
か
た
ち

長
さ
九
二
セ
ン
チ
の
丁
の
字
型
の
柄
の
先
き
に
長
さ
四
三
セ
ン
チ
'
幅
二
〇
セ
ン
チ
の
刃
を
ポ
ル
J･
で
と
め
た
も
の
で
'
全

体
鉄
製
で
あ
る
｡
刃
の
形
に
は
板
刃
の
も
の
と
先
き
が
四
本
に
分
か
れ
た
も
の
と
が
作
ら
れ
て
い
る
｡
柄
は
刃
に
対
し
て
五
五
度
の
角
皮
で

ヽ
ヽ
ヽ

取
り
付
け
ら
れ
て
い
て
､
柄
の
頭
の
高
さ
は
八
〇
セ
ン
チ
で
あ
る
｡
傾
斜
し
た
畑
で
は
'
斜
面
の
上
の
方
に
か
ら
だ
を
お
い
て
'
下

の
方

へ
向
く
姿
勢
を
と
る
と
､
柄
の
頭
が
ち
ょ
う
ど
下
腹
の
辺
り
に
-
る
よ
う
に
な
る
｡
刃
の
後
に
は
踏
み
板
が
あ
り
'
重
さ
は
在
来
型
と
同
じ

六

･
八
キ
ロ
ほ
ど
で
あ
る
｡
こ
の
ム
ダ
リ
は
シ
ャ
ベ
ル
と
同
じ
よ
う
に
'
女
の
人
で
も
た
や
す
く
使
え
る
'
だ
か
ら
こ
の
辺
り
で
は
現
在
こ

れ
が
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
今
で
は
畑
仕
事
も
女
の
人
の
仕
事
で
あ
る
｡
戦
後
､
男
の
人
が
山
林
や
土
木
工
事
に
出
て
し
ま
い
'

畑
の
作
り
手
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が

(そ
れ
ま
で
畑
は
男
の
人
た
ち
が
在
来
型
の
ム
ダ
リ
で
や
っ
て
い
た
)
'
ち

ょ
う
ど
そ
の
頃
'
こ

れ
が
広
ま
っ
た
と
い
っ
て
い
る
｡
山
の
傾
斜
の
畑
で
は
'
機
械
は
は
い
れ
な
い
し
｡

C

小
山
の
ユ
ダ
ワ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

一
t
か
た
ち

こ
の
ユ
ダ
ワ
も
台
と
刃
と
が
ひ
と
つ
づ
き
で
'
そ
れ
に
長
さ
二
三
〇
セ
ン
チ
の
長
い
柄
と
長
さ
二
七
セ
ン
チ
'
太
さ
五
セ
ン

チ
角
の
魔
み
版
が
と
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡
刃
の
先
の
方
に
は
厚
さ
l
三

･､､
p
の
主
軸
を
中
心
に
'
左
右
に
大
き
-
億
が
あ
け
て
あ
る
o
刃



踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)

F-rrll,'3第十一図 栃木県
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史
料
館
研
究
紀
要

第
六
号

三
一〇

の
幅
は
一
九
セ
ン
チ
'

刃
先
か
ら
踏
み
板
ま
で
の
長
さ
は
約

一
メ
ー
ト
ル
余
り
で
あ
る
｡
重
さ
は
八

･
二
キ
ロ
で
あ
る
｡
柄
と
刃
と
は
ボ

ー
ト
で
'
柄

･
刃

･
踏
み
板
な
ど
は
ボ
ル
･L
で
接
合
さ
れ
て
い
る
.
刃
の
主
軸
は
土
に
は
い
り
や
す
い
よ
う
民
が
舟
底
型
に
工
夫
さ
れ
て
い

と
うが
わ

(1
)

る
｡
刃
の
形
は
こ
の
地
方
の

唐

鍬

か

ら
き
て
い

る
｡

〓
'
う
ご
き

土
を
左
側
に
返
そ
う
と
す
る
と
き
'
こ
の
ユ
ダ
ワ
で
は
'

①

右
手
を
先
に
出
し
'
柄
の
下
か
ら
四
分
の
一
ほ
ど
の
所
を
握
る
｡

②

左
手
は
'
柄
の
ち
ょ
う
ど
ま
ん
な
か
辺
り
を
持
つ
｡
か
る
-
肘
を
ま
げ
て
｡
柄
が
長
い
の
で
､
柄
の
半
分
以
上
が
左
肩
ロ
か
ら
出
て

し
ま
う
｡
両
手
と
も
手
首
を
ま
げ
ず
'
甲
は
外
側
に
向
く
よ
う
に
し
て
｡

⑧

右
足
を
掩
み
板
に
か
け
'
後
の
左
足
を
や
や
ま
げ
'
右
腿
は
た
い
ら
に
な
る
-
ら
い
ま
で
あ
げ
て
踏
み
込
む
.

④

か
け
て
い
た
右
足
を
は
ず
し
'
左
手
を
の
は
L
t
柄
の
頭
か
ら
全
体
の
四
分
の
一
ぐ
ら
い
の
所
ま
で
手
を
ず
ら
し
'
上
体
を
直
角
に

な
る
-
ら
い
ま
で
折
り
ま
げ
'

⑤

踏
み
板
を
支
点
に
し
て
t
.土
を
掘
り
お
こ
す
｡

ヽ
ヽ
ヽ

⑥

後
へ
さ
が
っ
て
'
も
と
の
う
ご
き
に
も
ど
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

畑
の
隅
ま
で
ひ
と
さ
-
う
な
っ
て
し
ま
う
と
'
手
足
を
か
け
か
え
'
ま
た
お
こ
し
て
も
ど
っ
て
く
る
｡
後
ず
さ
り

･
片
側
お
こ
し
で
反
転
し

て
く
る
｡
こ
う
し
て
天
地
返
し
で
き
る
広
さ
は
一
日
七
'
八
ア
ー
ル
で
'
こ
れ
は
昔
の

(在
来
型
の
)
ユ
ン
グ
ワ
と
そ
う
変
ら
な
い
が

｢
こ

(3
)

(3
)

の
方
が
楽
に
う
な
え

る

｣
｡

た
だ
し

｢余
り
刃
先
を
土
に
深
く
い
れ
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
L
t
刃
の
い
れ
加
減
が
む
ず
か
し
い

｣
'

｢そ
の

(3
)

人
の
体
格
に
よ
っ
て
'
余
り
い
れ
す
ぎ
て
も
引
け
な
く
な
る
｡

い
れ
加
減
が
む
ず
か
し
い
｣｡
戦
前
に
は
こ
の
辺
り
で
は

｢村
の
ど
こ
の
家

(3
)

で
も
使

っ
て
い

た

｣
｡

三
'
加

･
つ
ち

こ
の
辺
り
は
利
根
川
と
波
長
瀬
川
と
の
合
流
地
減
で
あ
る
｡
畑
紘



川

ユ
ダ
ワ
で
ウ
ナ
イ
お
こ
し
'

倒

肥
料
を
ふ
り
い
れ
'

㈲

シ
ョ
ウ
ジ
マ
ン
ガ

(振
り
マ
ン
ガ
)
で
砕
土
L
t

脚

テ
グ
ワ
で
ウ
ネ
を
た
て
､

㈲

種
を
ま
き
'
㈲

足
で
覆
土
す
る
.

こ
の
辺
で
は
マ
ッ
チ
の
場
所
と
砂
交
り
の
場
所
が
い
り
く
ん
で
い
る
が
'
ユ
ダ
ワ
は
そ
の
両
方
の
場
所
で
使
っ
た
｡

｢
と
く
に
砂
交
り
の
所

(3
)

(3
)

は
や
り
や
す
か
っ
た

｣

'

｢
本
当
は
マ
ッ
チ
の
所
は
や
り
に
く
い
が
'
こ
の
辺
は
マ
ッ
チ
ば
か
り
な
の
で

｣
'

マ
ッ
チ
の
畑
に
も
使
っ
た
'

た

(3
)

だ
し
マ
ッ
チ
の
畑
で
は

｢土
を
細
か
-
す
る
の
に
骨
が
お
れ

る

｣

｡

註
(
1
)
下
成
木
の
高
山
半
平
氏
に
よ
る
｡

(
2

)

大
嶋
暁
姓
氏
に
よ
る
｡

(
3

)

間
々
田
町
白
鳥
の
片
柳
戯
1
郎
氏
､
金
沢
佐
書
氏
に
よ
る
｡

四

あ
一
と

が

き

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

一
t
か
た
ち

踏
み
鋤
の
二
つ
の
系
列
に
は
'
い
う
ま
で
も
な
く
'
ま
ず
形
の
上
で
の
大
き
な
へ
だ
た
り
が
見
出
さ
れ
る
｡
第

一
表
は
'
念

の
ii
P
.
そ
の
点
を
徽
字
の
上
で
追
っ
て
み
た
も
の
で
あ
る
.
こ
の
表
に
よ
れ
ば
'
柄
鍬
は
ス
キ
の
場
合
よ
り
'
壷

さ
が
約
倍
'
タ
テ
の
値

も
倍
近
く
'
ヨ
コ
の
値
は
三
割
内
外
多
-
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
め
ら
れ
る
｡
ま
た
'
刃
先
き
か
ら
台
の
元
ま
で
の
長
さ
は
柄
鍬
も
ス
キ
も

そ
れ
ほ
ど
変
ら
な
い
が
'
刃
先
の
幅
は
柄
鍬
の
方
が
広
く
'
刃
の
長
さ
は
逆
に
ス
キ
の
方
が
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
れ
は
'

柄
鍬
に
は
刃
幅
の
広
い
'
短
か
い
鋳
物
の
刃
が
据
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
ス
キ
の
系
列
で
は
'
い
い
あ
わ
せ
た
よ
う
に
'
細
身
の
長

い
打
物

(鍛
造
)
の
刃
が
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
数
字
的
な
表
わ
れ
に
外
な
ら
な
い
｡
柄
の
様
子
は
第

一
表
か
ら
だ
け
で
は
充
分
に
と

踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)

三
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第十二回 踏み鋤の大きさ･重さ

● 秩父郡大滝村のムダリ ● 君梓市亀山と三浦半島の柄敬

A 秩父市寺尾､皆野町のムダリ o 新潟県南魚沼郡六日町のスキ

▲ 大官市周辺 光 岩手県普代遠野などのスキ

○ 群馬県下問仁臥 妙玉のエソガ + 長野県木曾郡閲田村のスキ
#栃木県小山市白鳥のユダワ

■青梅市成木のユングワ

位青梅市成木の改良型のエ-/グワ

縦軸は全体の重さ.杭軸は刃先から台の元までの長さを示す｡踏み鍬

では台の幅､刃の大きさなどは余りかわらない｡柄には多少長い短い

があり､太い紺いがある｡しかし､大きく遮ってくるのは台の部分の

長さであり､形である｡



史
料
館
研
究
紀
要

第
六
号

三
一
四

ヽ
ヽ
ヽ

す
よ
う
に
し
て
土
を
掘
り
上
げ
る
｡
そ
の
う
ご
き
は
極
め
て
躍
動
的
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
ス
キ
の
系
列
で
は
'
木
曾
の
ス
キ
を
除
い
て
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

む
し
ろ
後
ず
さ
り
す
る
と
き
の
左
右
の
手
の
か
け
か
え
､
足
の
か
け
か
え
が
う
ご
き
の
ポ
イ
ン
ト

に
な
る
｡

と
い
う
の
も
柄
鍬
で
は
土
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ひ
と
さ
く
続
け
て
片
側
お
こ
し
で
あ
る
が
'
岩
手
や
魚
沼
の
ス
キ
で
は

1
踏
み
ご
と
に
左
右
両
側
に
お
こ
し
て
ゆ
-
O
ス
キ
の
系
列
で
は
'

ヽ
ヽ
ヽ

木
曾
の
ス
キ
以
外
'
柄
は
作
業
す
る
人
の
胸
の
前
辺
り
に
あ
り
'
す
く
な
く
と
も
在
来
型
で
は
う
ご
き
は
い
た
っ
て
細
や
か
で
'
柄
鍬
ほ
ど

の
派
手
な
う
ご
き
は
み
ら
れ
な
い
｡

ヽ
ヽ
ヽ

三
'
畑

･
つ
ち

踏
み
鋤
の
二
系
列
の
こ
の
よ
う
な
う
ご
き
の
違
い
は
'
ま
た
土
の
条
件
の
違
い
'
農
業
の
違
い
と
も
深
く
結
び
つ
い
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
.
第
二
表
の
よ
う
に
'
ス
キ
の
土
壌
は
'
い
い
あ
わ
せ
た
よ
う
に
'
火
山
灰
の
堆
積
し
た
'
透
水
性
通
気
性
の
大
き
い
'

比
重
の
小
さ
い
土
壌
で
あ
る
.
こ
れ
に
対
し
て
'
柄
鍬
の
農
業
に
対
応
し
て
い
る
の
は
同
じ
く
土
性
的
に
は
壌
土
で
あ
っ
て
も
'
土
塊
を
ほ

ぐ
す
の
に
四
ッ
ゴ

(四
本
刃
の
熊
手
鍬
)
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
土
壌
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
れ
ら
二
系
列
の
用
具
を
使

っ
て
の
農
業

は
'
ス
キ
系
列
で
は
'
岩
手
の
ヒ
エ
･
ム
ギ

･
大
豆
の
二
年
三
作
型
'
魚
宿
の
ソ
バ

･
マ
メ
型
'
木
曾
の
ソ
バ

･
ソ
バ

･
ヒ
エ
･
マ
メ
･
ア

ワ
の
年

一
作
型
の
よ
う
に
'
畑
に
'
と
に
か
く
問
を
あ
け
る
農
業
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
柄
鍬
地
帯
で
は
ム
ギ
'
マ
メ
の
組
み
合
せ
の
よ
う

■-

に
年
中

間

を
お
か
な
い
'
そ
れ
に
養
蚕
ま
で
か
ら
み
あ
っ
た
'
忙
し
い
農
業
が
営
ま
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
農
業
に
お
い
て
'
ス
キ
系
列
で

ま
え
さく

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

は
'
前

作

の
う
ね
く
ず
L
が
主
た
る
役
目
な
の
に
対
し
'
柄
鍬
で
は
ハ
タ
ケ
ウ
ナ
イ
'
す
な
わ
ち
全
面
耕
起
が
そ
の
役
目
な
の
で
あ
る

(秩

父
の
ヤ
リ
ウ
ナ
イ
の
よ
う
に
ム
ダ
リ
の
方
向
と
サ
ク
の
方
向
と
が
十
の
字
型
に
交
る
畑
の
作
り
方
は
'
畑
作
り
の
諸
段
階
の
う
ち
で
最
も
高

(1
)

い
も
の
と
さ
れ
て
い

る
)

｡

こ
-
し
た
踏
み
鋤
に
よ
る
二
つ
の
農
業
は
'
理
念
的
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ
'
自
給
的
な
雑
穀
農
業
と
商
業
的
な
色
彩

の
濃
い
'
な
い
し
は
そ
れ
に
傾
い
た
生
産
生
活
の
姿
に
結
び
つ
-
o
だ
と
す
れ
ば
'
私
た
ち
は
'
改
め
て
'

｢踏
み
鋤
の
二
系
列
｣
に
と
ど

ま
ら
ず
'

｢踏
み
鋤
農
業
の
二
琉
型
｣
に
つ
い
て
議
論
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.(四

八
年
二
月
二
二
日
ま
と
め
る
)

〈



潮
目
鮒

芸
か
塗
8
日
封
F
I]
5

L+叫
t

蔓

･
-'

b

註(
1

)

畑
作
に
は
四
つ
の
段
階
が
想
定
さ
れ
て
い
る
｡
最
初
の
段
階
は
木

の

枝
か
掘

り
棒
で
土
に
穴
を
あ
け
て
塊
茎
作
物
を
栽
培
す
る
方
法
で

あ
る
｡
第
二
は
い
わ
ゆ
る

掘
り
棒

G
ra
b
sto
ck

を
使

っ
て
土
を
掘

り
か
え
す
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
方
法

で
も
か
な
り
広
い
土
地
を
掘
り

お
こ
し
イ
モ
畑
な
ど

を
作
る
こ
と
が
で
き
る
｡
第
三
は
大
地
に
縞
状

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

の
み
ぞ
な
い
し
-
ね
を
た
て
る
方
法
で
'

そ

の
主
要

な
用
具

は

踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)

F

urc hen
s
t

ock
(Schaufel)



史
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余
論

t
.
そ
れ
な
ら
踏
み
鋤
の
二
つ
の
系
列
の
間
に
は
系
譜
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
o
そ
れ
に
は
'
そ
の
ど
ち
ら
か
ら

他
方
が
派
生
し
た
と
い
う
場
合

(多
分
ス
キ
型
か
ら
柄
鍬
が
生
ま
れ
る
場
合
)'

二
つ
が
関
按
的
に
つ
な
が
り
あ
う
場
合

(
ス
キ
系
列
と
柄

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

鍬
と
の
問
に
共
通
の
祖
先
が
見
出
さ
れ
る
場
合
)'
そ
れ
に
つ
な
が
ら
な
い
場
合
の
三
ツ
が
考
え
ら
れ
る
｡
こ
う
し
た
問
題
を
物
証
主
義
的
Lt･

に
す
す
め
よ
う
と
す
る
と
'
い
き
お
い
出
土
遺
物
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
が

(従

っ
て
現
実
に
資
料
を
土
の
な
か
か
ら
と
り
あ
げ
た
こ
と

の
あ
る
人
'
資
料
を
整
理
し
た
こ
と
の
あ
る
人
が

1
番
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
)t
H
ス
キ
系
列
に
続
き
そ
う
な
退
物
は
今
の

と
こ
ろ
出
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
.
3I
ス
キ
系
列
と
柄
鍬
と
の
共
通
の
祖
先
ら
し
い
も
の
'
こ
れ
も
出
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
日
柄

鍬
系
列
に
属
す
る
退
物
'
こ
れ
も
確
か
に
は
出
土
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
な
お
H
臼
に
つ
い
て
い
え
ば
刃
先
き
が
出
土
し
た
場
合
'

く
わ

鍬

か

香
か
の

(鍬
と
鋤
と
が
分
化
し
て
い
た
と
す
れ
ば
)
判
定
は
か
な
り
難
か
し
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

二
'
し
か
し
臼
に
つ
い
て
は
柄
鍬
系
列
に
結
び
つ
き
そ
う
な
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
｡
例
え
ば
'
唐
音
遺
地
に
お
け
る
平
鍬
1
型

･
2
型
が

そ
れ
で
あ
る
｡
と
-
に
2
塾
が
そ
れ
で
あ
る
｡
同
じ
形
の
も
の
は
滋
賀
県
の
大
中
退
祉
そ
の
他
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
｡
た
だ
し
'
こ
の
種

の
用
具
は
む
し
ろ
農
業
土
木
や
道
路
や
建
物
の
工
事
の
と
き
の
土
掘
り
'
土
よ
せ
'
土
も
り
の
頬
だ

っ
た
か
も
し
れ
ず
'
後
の
北
野
天
神
縁

起
の
土
掘
り
や
伝
三
浦
出
土
の
中
世
遺
物
を
経
て
現
在
の
雪
か
き
な
ど
に
そ
の
型
を
と
ど
め
て
い
る
と
い
う
の
が
私
の
想
像
で
あ
る
.
多
摩

の
ユ
ン
グ
ワ
は
発
達
し
た
秩
父
や
下
問
仁
田
型
の
柄
鍬
よ
り
全
体
と
し
て
小
さ
い
L
t
千
葉
県
君
津
市
の
亀
山
の
柄
鍬
も
三
浦
半
島
南
部
の

柄
鍬
も
台
の
部
分
は
小
さ
い
の
で
'
小
さ
い
柄
鍬
が
古
い
型
で
は
な
い
か
と

一
応
考
え
ら
れ
る
｡
そ
う
す
る
と
柄
鍬
と
出
土
退
物
と
の
距
離

は
い
さ
さ
か
ち
ぢ
ま
っ
て
-
る
.
た
だ
'
舌
代
中
世
の
遺
物
と
近
世
以
降
の
柄
鍬
と
で
は
'
足
で
搾
め
る
よ
う
積
極
的
な
工
夫
が
な
さ
れ
て

い
る
か
否
か
の
差
は
残
る
け
れ
ど
も
｡
若
し
そ
う
な
ら
'
最
初
ス
キ
系
列
の
踏
み
鋤
が
広
ま
っ
て
い
て
'
そ
の
基
盤
の
上
に
新
型
式
の
柄
鍬

が
と
り
い
れ
ら
れ
た
と
い
う
想
像
も
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
'
現
在
私
た
ち
が
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
の
上
か
ら
は
へ
柄
鍬



系
列
は
ス
キ
系
列
と
は
一
応
別
個
に
'
例
え
ば
唐
古
の
平
鍬
辺
り
か
ら
発
達
し
た
と
い
う
筋
立
て
が
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
｡

三
'
け
れ
ど
も
t
H
や
臼
の
よ
う
に
ス
キ
の
系
列
に
直
接
逆
ら
な
り
そ
う
な
退
物
が
出
て
こ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
投
了
す

る

の
は
ま
だ
早

い
｡
そ
う
し
た
場
合
'
し
ば
し
ば
､
踏
み
鋤
そ
れ
自
体
は
残
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
'
鋤
の
仲
間
の
用
具
で
残
り
や
す
い
用
具
が
あ
れ

ば
'
そ
の
用
具
を
出
土
退
物
の
日
銀
か
ら
探
し
出
し
'
間
接
的
に
踏
み
鋤

(な
い
し
踏
み
鋤
畏
業
)
の
存
在
を
推
定
し
ょ
う
と
い
う
行
き
方

が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
.
い
わ
ば
民
族
学
的
考
古
学
的
方
法
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
.
ア
ワ
や
ヒ
エ
や
キ
ビ
な
ど
の
穀
物
に
は
'
そ
の

ヽ
ヽ
ヽ

畑
作
り

･
収
穫

･
調
整
の
用
具
と
し
て
'
麓
い
れ

･
踏
み
鋤
あ
る
い
は
型

･
打
数
棒

･
臼
杵

･
箕

･
そ
れ
に
穂
が
り

(穂
刈
り
)
で
あ
れ
ば

小
さ
な
穂
ず
み
鎌
が
使
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
'
こ
の
う
ち
穂
ず
み
の
鎌
は
小
さ
な
刃
物
や
貝
が
ら
'
そ
し
て
古
く
は
H
irsem
esser
所
謂
石

庖
丁
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
若
し
そ
う
な
ら
'
石
庖
丁
は
出
土
出
物
の
日
録
に
も
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
L
t
見
鎌
に
も
そ
の
可

能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
そ
こ
で
､
こ
れ
ら
の
遺
物
か
ら
逆
に
ア
ワ
･
ヒ
エ
･
キ
ビ
な
ど
の
栽
培
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
推
定

(1
)

し
ょ
う
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
確
か
に
推
定
の
た
め
の
一
つ
の
方
法
だ
と
思
わ
れ

る

｡

し
か
し
'
ア
ワ
･
ヒ
エ
･
キ
ビ
な
ど
の
穀
物
が

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

穂
が
り
で
収
桂
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
'
そ
れ
ら
が
鋤

･
土
掘
り

･
う
ね
た
て
段
法
に
よ
っ
て
栽
培
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
は
必
ず
し
も
確

実
に
対
応
す
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
北
海
道
で
は
'
昔
'
こ
れ
ら
の
穀
物
の
収
穫
に
は
イ
チ
ャ
ビ
バ

(穂
ず
み
の
ビ
バ

〔
か
わ
し

ヽ
ヽ
ヽ

ん
じ
ゅ
見
〕)
が
使
わ
れ
'
只
が
得
に
く
く
な
る
と
鉄
片
や
ま
き
り
や
庖
丁
な
ど
で
ビ
バ
を
形
ど
り
'

こ
れ
を
カ
ネ
ビ
バ

(鉄
の
ビ
バ
)
と

い
っ
て
使

っ
た
と
い
う
｡
北
海
道
で
は
'
あ
る
時
期
以
後
'
確
か
に
踏
み
鋤
が
使
わ
れ
'
ア
ワ
や
ヒ
エ
や
ソ
.ハ
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
｡
そ
の

鋤
は
岩
手
の
ス
キ
の
よ
う
に
木
の
枝
を
台

(そ
れ
に
柄
)
に
し
た
も
の
で
'
こ
の
ス
キ
を
損
作
し
て
い
る
写
真
は
海
外
に
も
紹
介
さ
れ
て
い

ヽ
ヽ
ヽ

る
｡
そ
こ
で
'
ビ
バ
と
踏
み
鋤
と
は
北
海
道
で
は
仲
よ
く
結
び
つ
き
そ
う
な
の
だ
が
'
ビ
バ
で
の
穂
が
り
は
プ
ラ
ウ
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
後

(2
)

ま
で
続
け
ら

れ

'

そ
の
上

｢幕
末
以
来
農
業
の
奨
励
が
析
極
的
に
行
わ
れ
る
に
及
び
へ
鍬
'
唐
鍬
'
掩
鋤
等
が

1
部
の
ア
イ
ヌ
に
よ
っ
て
使

(3
)

用
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
'
そ
れ
ら
が

一
般
に
普
及
す
る
に
至
っ
た
の
は
明
治
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た

｣

｡
そ
し
て
'
鍬
や
踏
み
鋤
を
使
わ
な

踏
み
劫
の
二
系
列

(中
村
)

三
1
七



史
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三

1
八

(3
)

(
4
)

い
所
で
は
'
も
う
す
こ
し
別
の
農
業
が
行
わ
れ
て
い

た
｡

若
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
､
今
日
'
擦
文
文
化
の
退
地
か
ら
ア
ワ
や
ヒ
エ
が
出

土

L

t

ま
た
は
や
-
か
ら
所
謂
石
庖
丁
も
出
土
し
て
い
て
､
北
海
道
で
は
ヒ
エ
･
ア
ワ
の
栽
培
が
確
実
に
こ
の
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
こ
と

(5
)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

が

'
そ
れ
が
手
鍬
や
手
鎌
を
使

っ
て
の
前
う
ね
た
て
的
な
農
業
な
の
か
踏
み
鋤
を
伴
う
う
ね
た
て
良

菜

な

の

か

は
'
日
下
の
と
こ
ろ
二
様
に
考
え
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
資
料
を
提
供
し
て
下
さ
り
'
ま
た
議
論
し
て
下
さ

っ
た
埼
玉

県
立
博
物
館
の
大
塚
知
義
民
に
心
か
ら
お
礼
申
上
げ
た
い
と
思
う
｡

註
(1
)

K

O
T
H
E
}

H
e
in

Z･-
D
as
H
ir
s
e
m
e
s
s
e
r

i
m
F
u
r
c
h
e
n
･

s
t
o
c

k
ba
u
.
O
P
U
S
C

U
LA
E
TH
N
O
L
O
G
tC
A

M
E
M
O
R
IA
E

L
U
D
O
V
tC

I
B
TR
O

SA
C
R
A
.
B
u
d
ap
c
s
t
t
9
5
9
.
p
p
.
3
19-69

教
授
は
こ
こ

で
北

日
本

(ア
イ

ヌ
)
･
中

国

(
華

北
)
･
ス
ー

ダ
ン
･

中
部
ヨ
ー
tl
ッ
パ
'
と
く
に
ス
I
〆
ソ
で
の
豊
富
な
例
証
と
出
土
造

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

物
に
よ
っ
て
穂
が
り
の
所
謂
石
庖
丁
や
小
鎌
と
-
ね
た
て
み
ぞ
は
り

の
た
め
の
踏
み
鋤
型
の
農
具
と
の
関
係
を
論
じ
'
ま
た
'
そ
れ
ら
に

結
び
つ
く
キ
ビ
･
ア
ワ
･
ヒ
エ
な
ど
の
栽
培
と
脱
穀
法
､
儀
礼
な
ど

に
つ
い
て
も
よ
り
高
次
の
農
業
と
し
て
の
梨
農
業
の
場
合
と
対
比
し

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

て
い
る
｡
み
ぞ
は
り
の
た
め
の
踏
み
鋤
に
つ
い
て
は
キ
ビ
の
-
ね
た

ヽて
農
法
'
穂
刈
り
鎌
､

(掘
り
棒
の
よ
う
に
下
に
)
湾
曲
し
た
打
穀

梓
'
そ
れ
に
聖
教
と
し
て
の
三
な
ど
の
要
素
が
対
応
し
t
よ
り

新し

い
層
と
し
て
の
梨
の
農
業
に
つ
い
て
は
'
鉄
の
鍛
造
の
技
術

(鋤
や

鎌
の
鉄
の
刃
)'
王
者
に
よ
る
収
穫
予
祝
の
儀
礼
'
土
塁
､聖
数
と
し

て
の
四
な
ど
の
要
素
が
対
応
す
る
と
い
-
｡

(2
)
林
善
茂
教
授

｢
ア
イ
ヌ
の
収
穫

･
貯
蔵
技
術
｣
(
『北
方
文
化
研
究

報
告
』
第

一
四
輪
)
三
'
七
'

一
八
頁
｡
穂
が
り
を
す
る
の
は
婦
女

子
の
仕
事
で
'
摘
ん
だ
穂
は
サ
ラ
ニ
ッ
プ

(肩
に
か
け
て
い
る
袋
)

に
い
れ
'
家
の
入
口
の
在
で
干
し
'
ト
ッ
タ

(
ふ
+AJ)
に
つ
め
'
倉

に
い
れ
て
貯
え
る
O
こ
-
し
た
穂
が
り
の
方
法
は
ア
ワ
に
つ
い
て
は

本
州
で
も
後
々
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
｡
岩
手
の
ヒ
エ
の
場
合
に
は
根

が
り
し
て
き
て
､
オ
ガ
ラ
ミ

(
ク
ス
ガ
ラ
ミ
)
と
い
っ
て
'

｢碑
文

を
振
り
上
げ
､
逆
に
し
た
白
に
叩
い
て
'
実
を
落
す
｣

(高
橋
九

一

先
生

｢稗
つ
-
り
の
民
具
と
食
制
｣

『民
具
論
集
』
3

四
九
頁
)｡

た
だ
し
板
が
り
の
鎌
は
大
き
目
の
越
前
鎌
か
地
元
の
農
鍛
冶
の
作
っ

た
丈
夫
な
鎌
で
あ
る

(同
上
四
八
頁
)｡

(
3
)
林
寺
茂
教
授

｢
ア
イ
ヌ
の
耕
伝
技
術
｣
(
『北
方
文
化
研
究
報
告
』

第

二
二
輪
)

1
八
六
貢
｡
そ
れ
以
前
の
農
業
で
は
掘
り
お
こ
し
や
す

い
'
手
間
の
か
か
ら
な
い
場
所
を
み
つ
け
'
ト
イ
タ
ヨ
ッ
ペ

(耕
超

の
た
め
の
鎌
)
で
草
根
も
ろ
と
も
表
土
を
掻
き
お
こ
し
'
サ
ク
シ
ャ

シ
ヅ
タ
ッ
プ

(手
鍬
た
だ
し
木
の
枝
)
で
根
株
を
取
除
き
'
砕
土

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

L
t
木
の
枝
で
こ
し
ら
え
た
こ
ま
ざ
ら
え
で
落
葉
や
枯
枝
を
か
き
集

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

め
､
-
ね
だ
て
せ
ず
に
種
を
播
く
｡
こ
れ
は
H
ah
n
の
い
-
最
も
古



い
梼
排
の
段
階
だ
と
教
授
は
指
摘
さ
れ
る
｡
こ
の
種
の
草
刈
り
鎌
'

ま
た
は
小
さ
な
手
鍬
を
使
-
畑
作
り
は
'
実
は
な
か
な
か
の
曲
者
な

の
で
あ
る
｡
そ
の
位
置
ず
け
に
つ
い
て
も
､
ス
キ
に
よ
る
-
ね
た
て

幾
菜
と
の
係
り
あ
い
に
つ
い
て
も
'
い
ま
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な

い
｡

(4
)

所

謂
石
庖
丁
に
は
､
打
製
で
両
側
に
打
ち
欠
き
の
あ
る
も
の
'
磨

製
長
方
型
､
同
半
月
形
直
線
刃
型
､
同
半
月
形
外
甥
刃
艶
'
紡
錘
型

の
五
つ
の
基
本
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
-

(石
毛
直
道
氏

｢
日
本
稲
作
の
系
譜
1

石
庖
丁
に
つ
い
て
ー

｣
下

『史
林
』
五

一
巻
六
号
'
九
九
頁
)｡
そ
し
て

｢北
九
州
で
は
'
弥
生
式
時
代
最

古
の
時
期
よ
り
'
す
で
に
'
半
月
形
外
禦
刃
二
孔
が
出
現
す
る
こ
と

が
確
め
ら
れ
る
｡
こ
の
型
式
は
北
九
州
弥
生
式
時
代
の
前
期
に
盛
行

L
t
中
期
に
な
っ
て
も
そ
の
伝
統
な
た
も
つ
｣
(同
上

1
〇
七
H
)｡

そ
し
て

｢畿
内
で
は
'
前
期
に
は
半
月
形
外
甥
刃
の
型

式
も
見
-
け

ら
れ
る
が
'
中
期
に
な
る
と
半
月
形
直
線
刃
の
も
の
が
盛
行
す
る
｣

(同
頁
)｡
｢東
海

･
関
東
地
方
で
は
石
庖
丁
を
ほ
と
ん
ど
出
土
せ
ず
'

他
の
道
具
で
収
穫
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
｣｡
｢東
北
地
方
の

仙
台
お
よ
び
福
島
平
野
で
'
北
九
州
と
お
な
じ
半
月
形
外
禦
刃
の
形

態
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
'
興
味
深
い
｣｡
｢
こ
の
よ
う
に
'
日
本
で
は

短
か
い
時
期
に
'
か
な
り
の
動
的
変
化
を
と
げ
て
い
る
が
､
北
九
州

の
半
月
形
外
禦
刃
の
形
式
が
'
稲
作
の
伝
来
と
と
も
に
入
っ
て
き
た

大
陸
と
つ
な
が
る
日
本
最
初
の
石
庖
丁
で
あ
る
こ
と
は
'
時
期
的
に

も
､
ま
た
他
の
文
化
要
素
と
の
関
係
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
る
｣

踏
み
鋤
の
二
系
列

(中
村
)

(同
上

一
〇
八
貢
)
と
し
て
い
る
｡
半
月
形
外
質
刃
は
日
本
以
外
で

は
朝
鮮
半
島
'
遼
東
半
島
'
揚
子
江
の
下
流
域
'
台
湾
な
ど
に
み
ら

れ

(同
上

一
〇
六
貢
)｡

か
な
り
微
妙
な
分
布
を
示
し
て
い
る
｡

そ

し
て
北
海
道

で
は
半
月
形
外
野
刃
の
型
が
発
見
さ
れ
て
い
る
.
こ
の

点
に
つ
い
て
林
教
授
は
次
の
よ
-
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
｡

｢粘
板
岩

製
の
半
月
形
も
し
-
は
長
方
形
の
屈
平
な
磨
製
石
器
が
出
土
し
て
い

る
｡

一
方
の
側
に
刃
が
つ
い
て
い
て
'
反
対
側
の
背
の
部
分
に
近
く

一
つ
も
し
く
は
二
つ
の
小
孔
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
｡
材
料
及
び
形
態

上
か
ら
い
っ
て
'
本
邦
の
弥
生
時
代
に
お
け
る
石
庖
丁
と
全
-
同
系

統
の
も
の
で
あ
っ
て
'
お
そ
ら
く
そ
の
野
皆
に
よ
る
も
の
で
あ
り
'

当
然
租
摘
の
用
具
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の

分
布
は
本
道
の
西
南
地
方
に
限
ら
れ
'
北
は
焼
尻
島
'
東
は
室
蘭
ま

で
で
中
桁
附
近
が
略
々
そ
の
北
限
線
上
に
あ
り
'
坊
丹
半
島
か
ら
は

完
形
品
が
発
見
さ
れ
て
い
る
｣
(｢
ア
イ
ヌ
の
収
穫

･
貯
蔵
技
術
｣
前

掲

1
九
'
二
〇
頁
)｡
｢
し
か
し
石
庖
丁
と
ビ
バ
と
の
関
係
が
明
ら
か

で
な
い
は
か

り
で
な
く
へ
石
庖
丁
そ
の
も
の
の
年
代
も
単
独
出
土
で
.

伴
出
物
が
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
｣
(同
上
二
〇
京
)｡

(

5

)
七
年
前
の
あ
る
庄
談
会
で
'
桜
井
治
彦
教

授
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て

お
ら
れ
る
｡

｢撰
文
に
な
る
と
'
竪
穴
住
居
に
カ
マ
ド
が
築
か
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
'
凸
耕
の
存
在
を
予
想
さ
せ
て
い
ま

す
｡
事
実
'
比
較
的
新
ら
し
い
型
式
の
撰
文
土
器
を
出
す
竪
穴
か

ら
'
ア
ワ
･
ソ
.ハ
･
緑
豆
な
ど
が
出
て
い
ま
す
ね
｣

O
｢
ア
ワ
･
ソ
.ハ

な
ど
を
出
し
た
同
じ
竪
穴
か
ら
織
物
の
迫
物
が
出
土
し
て

い
ま
す

二
二

九



史
料
館
研
究
紀
要

第
六
号

ね
'
現
在
は
札
幌
の
回
喜
館
に
ひ
っ
そ
り
と
お
い
て
あ
り
ま
す
が
｣

(｢北
海
道
考
古
学
の
現
状
と
課
題
｣
『
民
族
学
研
究
』
二
六
巻

一

号
へ

1
0
京
).

サ
p
べ
ツ
川
の
本
流
と
支
流
と
の
合
流
点
の
東
南

に
面
し
た
丘
陵
上
に
あ

る
擦
文
の
豊
富
迫
地
で
は
鉄
の
小
刀

･
刀

子
･
斧

･
鉄
片

･
紡
錘
車

･
按
経
の
炭
化
し
た
も

の
が
出
土
し
た

が
､
別
に

｢豊
田
･
近
田
両
氏
に
よ
れ
ば
植
物
性
織
経
の
炭
化
し
た

も
の

(織
物
'
編
紐
'
薦
'
魚
網
)
な
ど

一
四
種
を
発
掘
し
た
と
伝

え
て
い
る
｡
ま
た
農
作
物
の
種
子
と
し
て
あ
わ
･
そ
ば

･
緑
豆
が
発

見
さ
れ
て
お
り
注
目
さ
れ
る
｣

(児
玉
作
左
衛
門

･
大
場
利
夫
教
授

｢天
塩
国
豊
富
迫
跡
の
発
掘
に
つ
い
て
｣

『北
方
文
化
研
究
報
告
』

一
四
蹄
､

一
七
八
貢
)
と
い
-
｡
い
っ
ぽ
-
撰
文
の
近
地
か
ら
は
草

刈
り
や
板
刈
り
に
も
使
え
そ
-
な
鉄
の
鎌
が
出
土
し
て
い
る
｡
あ
る

北
海
道
式
古
墳

･
土
城
は
方
形
に
近
い
楕
円
形
の
平
面
で

｢南
西
隅

に
は
'
直
径
二
〇
セ
ン
チ
で
半
月
形
の
袋
状
ピ
ッ
ト
が
あ
る
｡
こ
の

ピ
ッ
･L
に
は
賓

の
底
部
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
｡
遺
物
は
'
ピ
ッ
ト
の

南
半
分
か
ら
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
｡
婆

･
杯

･
刀
子

･
鎌

･
鍬

･

針
そ
し
て
土
玉
三
個
で
あ
る
｣

(高
橋
正
勝
編

『柏
木
川
』
北
海
道

文
化
財
保
護
協
会
七

一
年
刊
'

〓
ハ
頁
)｡
こ
の
鍬
の
遣
物

(
い
や
'

ひ
ェ
っ
と
し
た
ら
鋤
の
遺
物
か
も
し
れ
な
い
)
は
幅
三
'
四
セ
ン
チ

の
U
字
状
の
刃
で
'
幅
三
セ
ソ
チ
の
鎌
の
刃
は
'
ち
ょ
-
ど
鍬
の
な

か
に
組
合
さ
っ
た
よ
-
な
形
で
発
見
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
余
市
川

の
川
口
の
擦
文
の
古
墳
か
ら
は
や
は
り
鉄
の
鎌
が
発
見
さ
れ
て
い
る

が
'
こ
の
鉄
の
鎌
の
迫
物
は

｢基
部
側
の
み
が
残
っ
て
い
る
不
完
形

三
二
〇

で
あ
る
｡
基
部
に
折
り
返
え
L
が
あ
る
が
､
側
線
全
部
を
折
り
返

え
し
て
い
ず
'
上
方
か
ら
中
央
ま
で
斜
め
に
折
り
返
え
し
て
い
る
｡

基
部
の
み
で
大
部
分
を
欠
損
し
て
い
る
の
で
判
然
と
し
な
い
が
刃
は

内
管
す
る
も
の
の
よ
-
で
あ
る
.
重
要
な
こ
と
は
'
木
柄
が
鎌
の
部

分
の
み
で
は
あ
る
が
残
置
し
て
い
て
'
こ
れ
に
よ
れ
は
斜
め
に
着
装

さ
れ
'
し
か
も
柄
の
中
央
に
割
目
を
作
出
し
て
挿
入
し
て
い
る
こ
と

が
解
る
｡
柄
の
材
質
は
ス
ギ
で
あ
る
｣

(峰
山

･
金
子
･
松
下

･
竹

田
氏

『
天
内
山
』
余
市
町
教
育
委
員
会

七

1
年
刊
'
五
四
頁
)
と

い
-
｡
こ
れ
ら
の
土
塊
の
副
葬
品
～
が
そ
の
ま
ま
当
時
二
般
に
使
わ

れ
て
い
た
農
具
で
あ
る
か
ど
-
か
'
ア
ワ
や
リ
.ハ
の
栽
培
と
結
び
つ

く
か
ど
-
か
に
は
問
題
が
あ
る
よ
-
に
思
わ
れ
る
｡
む
し
ろ
鍬
と
鎌

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

と
の
と
り
あ
わ
せ
は
意
味
あ
り
げ
で
あ
る
｡
し
か
し

｢撰
文
文
化
に

と
も
な
-
鉄
器
の
分
布
は
千
歳
'
恵
庭
町
'
江
別
市
を
結
ぶ
線
､
す

な
わ
ち
石
狩
低
地
帯
に
の
ぞ
む
丘
陵
上
に
集
中
し
て
い
る
｣

(桜
井

清
彦
教
授

｢古
代
北
海
道
に
お
け
る
鉄
器
に
つ
い
て
｣

『
史
観
』
第

七
五
冊
'
九
頁
)｡

そ
し
て
'

こ
の
鉄
器
の
流
入
は
そ
の
出
発
点
を

東
北
地
方
の
北
部
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
-
(同
上
同
文
)0

こ
れ
に
対
し
て

｢近
世
ア
イ
ヌ
の
鉄
器
は
擦
文
文
化
の
そ
れ
に
く
ら

べ
て
種
塀
も
多
-
'
数
も
豊
富
で
あ
る
.
各
種
の
刀
剣
規
を
は
じ
め

鋸
'
槍
先
'
銭
､
鈎
へ
鍋
'
鎌
'
鍬
な
ど
が
あ
る
が
'
そ
の
ほ
と
ん

ど
は
本
州
と
の
交
易
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
あ
り
'
ア
イ
ヌ
に
と
っ

て
鉄
器
は
貴
重
品
で
あ
り
'
高
価
な
も
の
で
あ

っ
た
｣

(同
上

一

〇
'

二

貢
)0




