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撮影　山車操掌

豊
山
と
農
業

農
家
と
耕
作
地
が
展
開
す
る
平
坦
地
の
周
辺
は
､

い
わ
ゆ
る
豊
山
と
呼
ば
れ
る
山
域
で
あ
り
､
こ
の
里

山
は
､
農
業
の
長
い
歴
史
と
と
も
に
生
き
て
き
た
｡

農
家
に
と
っ
て
豊
山
の
下
草
や
落
葉
は
有
様
肥
料

と
し
て
の
堆
肥
と
な
り
､
時
に
は
膏
薬
の
つ
い
た
ま

ま
の
小
枝
を
'
底
接
水
田
に
踏
み
込
ん
で
肥
料
と
す

る
　
〝
刈
敷
〟
の
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
｡
切

り
倒
さ
れ
た
幹
や
枝
は
､
薪
や
し
ぼ
､
あ
る
い
は
炭

と
な
っ
て
暖
房
や
炊
事
用
の
燃
料
と
在
り
､
そ
の
結

果
つ
-
ら
れ
た
木
灰
は
､
無
機
肥
料
と
し
て
畑
や
水

田
に
供
給
さ
れ
た
｡

こ
う
し
て
､
農
作
物
の
も
っ
と
も
糞
分
合
有
址
の

多
い
部
分
を
接
種
す
る
農
業
の
形
式
で
は
､
農
地
か

ら
絶
え
ず
う
は
わ
れ
る
有
擬
･
嬢
機
糞
分
を
､
豊
山

か
ら
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
地
の
生
産
力
を

維
持
し
て
き
た
｡
も
ち
ろ
ん
住
み
素
の
建
築
用
材
や

補
修
材
科
､
農
機
具
の
木
質
部
も
こ
の
豊
山
か
ら
採

取
さ
れ
た
が
､
こ
う
し
た
直
接
的
な
効
用
の
ほ
か
､

山
崩
れ
や
水
害
な
ど
の
災
害
の
防
止
､
飲
用
水
や
涯

漑
用
水
の
水
源
璃
楚
林
と
し
て
の
機
能
な
ど
､
豊
山

の
闘
技
的
な
効
用
も
忘
れ
て
は
な
ら
を
い
｡

と
こ
ろ
で
'
G
N
P
の
か
け
声
と
並
行
し
､
農
業

は
ほ
と
ん
ど
が
化
享
肥
料
に
た
よ
る
よ
う
に
な
っ
た

｡
さ
ら
に
燃
料
尊
命
に
よ
っ
て
､
哩
気
や
化
石
燃
料

が
薪
や
炭
に
代
え
ら
れ
､
か
っ
て
見
ら
れ
た
農
業
と

里
中
と
の
つ
な
が
り
は
ほ
と
ん
ど
断
ち
切
ら
れ
て
し

ま
っ
た
｡
や
が
て
､
観
光
地
や
別
荘
地
の
造
成
を
ど

間
発
の
波
が
こ
の
里
中
に
お
し
寄
せ
､
北
ア
山
麓
で

も
大
企
業
に
よ
る
土
地
賞
占
め
や
造
成
は
H
を
追
っ

て
激
し
さ
を
欄
し
て
い
る
｡

丑
山
と
舘
び
つ
か
な
い
農
業
の
形
式
が
'
果
し
て

永
続
性
の
あ
る
生
腔
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か

｡
直
接
的
を
関
係
が
無
く
な
っ
た
と
い
っ
て
､
目
先

さ
の
経
済
だ
け
を
日
間
と
し
た
安
易
な
里
中
の
あ
け

渡
し
を
行
う
こ
と
は
､
住
み
素
の
保
安
や
水
源
確
保

の
上
で
､
絶
望
的
な
未
来
を
約
束
す
る
こ
と
に
を
ら

在
い
だ
ろ
う
か
｡

(
平
林
国
男
)
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大正初潮の霊山風俗

一大iE B･.ガイドレスでl鮪す.lit

ブリ日付毎マテ｣の時の姿｡二人

とも/し'クJr 'ク+i　もっていろ｡

飯ナウも見えろ｡ )､練も持ってい

た. --llII.'1.Jより

大正時代復網

パト　ミントンスタイルの出影の-一

節を伝えている｡ "I:生ftちはこん

ななりで嶺山していだ｡

1972. 10.25

登

山

用

具

の

変

遷

億劫請ど山

頼
山
陽
の
紀
行
文
の
中
に
村
民
が
(
山
中
何
の
好

肴
か
あ
る
)
と
不
思
議
が
っ
た
と
あ
る
｡
ウ
エ
ス
ト

ン
氏
に
も
｢
田
本
ア
ル
プ
ス
の
登
山
と
探
検
｣
に
(

銀
も
水
晶
も
出
ぬ
山
に
､
何
の
た
め
お
も
し
ろ
が
っ

て
登
る
の
か
)
と
い
う
一
句
が
あ
っ
た
｡
多
く
の
邦

人
は
当
時
全
-
そ
う
い
う
考
え
で
あ
っ
た
し
へ
　
ま
た

そ
う
い
う
考
え
方
で
は
登
山
の
芽
は
の
び
を
い
し
､

む
ろ
ん
技
術
も
用
具
も
あ
っ
た
善
が
を
い
｡

と
こ
ろ
が
､
明
治
二
十
七
年
に
在
っ
て
､
が
の
有

名
な
志
賀
重
昂
先
生
の
｢
日
本
風
需
給
｣
が
出
た
｡

こ
の
風
景
論
こ
そ
日
本
の
山
々
を
照
ら
す
曙
光
と
し

て
祝
福
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ま
で
の

日
本
は
外
人
と
一
群
の
学
者
の
登
山
で
あ
っ
た
｡
し

か
も
､
こ
の
聾
が
出
版
さ
れ
た
前
後
か
ら
漸
く
話
中

の
登
山
か
ら
脱
け
て
､
自
由
を
新
興
登
山
へ
と
移
っ

て
ゆ
-
わ
ず
か
を
が
ら
新
人
が
出
始
め
て
い
た
｡
木

誌
理
太
郎
､
小
島
t
l
?
水
､
志
村
烏
嶺
へ
　
そ
う
い
う
人

達
が
針
ノ
木
峠
か
ら
立
山
へ
､
あ
る
い
は
槍
ヶ
岳
･

白
馬
岳
へ
と
登
山
す
る
よ
う
に
在
っ
た
｡

し
か
し
､
山
こ
そ
話
中
の
登
山
か
ら
他
の
自
由
を

西

　

岡

一

雄

山
へ
､
よ
り
険
し
い
遠
い
山
へ
と
､
奔
放
を
ス
ポ
ー

ツ
的
登
山
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
が
`
依
然
と
し
て

草
鞋
の
紐
を
結
び
足
袋
と
脚
絆
と
を
身
に
つ
け
て
靴

に
は
川
が
を
か
っ
た
｡
洋
服
は
着
た
が
､
登
山
服
と

い
う
特
別
な
も
の
は
来
た
無
か
っ
た
｡
き
も
の
の
裾

を
端
折
っ
て
生
賞
崖
を
羽
織
る
を
常
と
し
て
い
た
｡

中
島
さ
ん
さ
え
､
き
も
の
の
利
点
を
自
著
に
か
き
の

こ
し
て
い
る
｡

登
山
は
専
ら
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
､
シ
ャ
ッ

ポ
は
被
っ
た
け
れ
ど
も
'
カ
ン
カ
ン
帽
で
済
し
て
い

た
｡
右
肩
か
ら
斜
に
左
脇
下
へ
か
け
て
雑
嚢
｡
多
分

蠣
璃
傘
は
携
え
た
で
あ
ろ
う
｡
余
裕
の
あ
る
人
だ
け

が
人
夫
に
毛
布
を
運
は
ぜ
た
｡
雑
嚢
に
詰
め
き
れ
を

い
物
は
∵
小
型
の
柳
行
李
に
入
れ
て
把
が
せ
た
｡
ま

だ
ル
ッ
ク
ザ
ッ
ク
と
い
う
便
利
を
袋
は
そ
の
頃
を
か

っ
た
の
た
｡

天
幕
も
在
か
っ
た
か
ら
､
雨
露
か
ら
身
を
護
る
に

は
何
校
か
の
油
紙
を
必
要
と
し
た
｡
彼
等
の
宿
り
の

多
く
は
洞
穴
で
あ
っ
た
｡
あ
る
い
は
逼
松
で
鶏
縄
の

如
き
物
を
急
造
し
て
そ
れ
に
も
ぐ
っ
て
寝
た
｡
さ
れ

は
､
足
締
え
の
草
鞋
と
雨
露
を
凌
ぐ
油

紙
と
は
登
山
具
申
重
要
を
物
で
あ
っ
た

そ
の
た
め
草
鞋
の
研
究
は
微
に
入
り
組

に
入
っ
た
｡

山
中
に
は
諸
々
に
野
陣
場
と
い
う
の

が
あ
っ
て
､
そ
こ
は
先
人
の
発
見
に
係

わ
る
よ
き
宿
場
で
あ
っ
た
｡
そ
う
し
た

中
に
も
､
イ
ギ
リ
ス
の
旦
那
風
を
衰
勢

を
金
持
の
幾
人
か
は
別
で
あ
っ
た
｡
ト

ナ
カ
イ
の
渡
袋
に
眠
り
､
天
幕
を
把
が

せ
､
ハ
ム
･
ソ
ー
セ
ー
ジ
と
い
う
あ
ち

ら
風
の
喰
物
へ
そ
し
て
自
分
は
葉
巻
を

-
ゆ
ら
せ
て
悠
々
と
山
へ
入
っ
て
い
っ

た
｡

i,fi. (.:LT",, ･N言

継

飯
ご
う
は
す
で
に
あ
っ
た
け
れ
ど
も

み
ん
な
は
柳
行
李
(
め
し
こ
う
り
)
　
の

弁
当
に
梅
干
を
日
の
丸
に
し
た
の
を
喰

っ
た
｡
人
夫
は
塗
物
の
函
弁
当
を
使
っ

た
｡
天
幕
と
い
っ
て
も
､
そ
れ
は
厚
い

帆
木
綿
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
か
ら
雨
が

し
む
と
重
さ
に
堪
え
か
ね
た
｡
し
か
も
'

一
人
二
人
の
少
人
数
で
は
余
り
使
わ
ず
`

多
人
数
に
の
み
限
っ
て
使
っ
た
ら
し
い
｡

シ
ー
ツ
も
渡
袋
も
会
い
｡
油
紙
と
生
黄

塵
が
こ
れ
に
代
用
さ
れ
た
｡
"
コ
ッ
ヘ
ル
が
を
い
か
ら

鋼
､
釜
'
飯
茶
碗
ま
で
一
括
し
て
人
夫
が
担
い
だ
｡

提
灯
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
山
中
の
露
営
で
は
､
ど
し

ど
し
木
を
-
べ
て
焚
い
た
か
ら
そ
の
用
途
は
す
く
な

か
っ
た
｡

劇
治
時
代
の
豊
山
風
俗

開
描
四
十
年
境
南
ア
ル
プ
ス
h
!
入
っ
た
と
き
の
蜜
で
あ

る
｡
-
　
｢
山
岳
｣
よ
り

萩
野
菩
提
氏
と
同
じ
頓
､
富
士
豊
山
を
し
た
江
見
水
麟
一
宿
合
さ
一
山
鼠
俗
で
あ
る
｡

-
　
｢
金
剛
杖
｣
よ
り

Jr.i.,.::..:,.:i.,,,,,..,T,,.ii.帆.:.EL..I,

さ
て
し
か
し

今
は
な
-
昔
に

の
み
あ
っ
た
奇

妙
を
用
具
と
し

て
一
振
り
の
短

刀
'
一
挺
の
拳

銃
が
あ
っ
た
｡

必
需
品
で
会
い

ま
で
も
用
心
の

た
め
用
意
し
た

登
山
者
が
な
い

で
も
を
か
っ
た

｡
現
に
小
鳥
さ
ん
は
明
治
三
十
五
年
槍
ヶ
岳
登
山
に

こ
れ
を
携
え
､
大
平
最
氏
は
技
術
書
に
こ
れ
を
の
べ

て
い
た
｡
当
時
ア
ル
プ
ス
登
山
は
探
検
で
あ
っ
た
こ

と
を
思
え
ば
う
を
す
け
る
だ
ろ
う
｡
志
賀
さ
ん
の
本

に
は
山
に
入
る
半
ヶ
月
人
に
逸
れ
ざ
る
こ
と
あ
り
'

ま
た
烏
水
氏
に
も
､
山
は
士
風
火
水
源
始
其
健
の
姿

と
あ
る
か
ら
､
不
測
の
災
害
に
備
え
て
一
振
り
の
鯉

刀
一
挺
の
拳
銃
が
書
か
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
｡

こ
れ
も
夢
を
ー
ら
､
久
米
民
之
助
氏
夫
妻
が
三
十
人

か
ら
の
人
夫
に
護
ら
れ
て
白
山
を
白
川
谷
に
降
り
て

い
っ
た
の
も
､
大
正
十
四
年
ご
ろ
名
古
屋
の
伊
藤
さ

ん
が
上
ノ
岳
に
山
小
舎
を
新
設
し
､
太
閤
さ
ん
さ
え

を
し
得
を
か
っ
た
棄
香
を
生
活
を
し
て
お
正
月
を
過

し
た
と
い
う
話
も
'
み
な
今
日
で
は
夢
物
語
と
な
っ

た
｡
ウ
エ
ス
ト
ン
さ
ん
は
屡
々
ハ
ン
モ
ッ
ク
を
好
ん

だ
｡
蚤
の
多
い
当
時
の
日
本
の
田
舎
宿
な
ら
い
た
し

か
た
を
し
と
す
る
も
､
山
中
こ
ん
な
も
の
を
使
っ
た
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である｡これをウランの下にがんじが

らめにく　く　りつけて穿いた｡現在アイ

ゼンと呼ばれている八本爪､十本爪は

みな外国かちきたものであり､決して

このカン>'キから発達しttものでfJ･い｡

人夫･案内人の多くは塗った木箱の弁

当柿でb'ったが､これを(,使った.中

めし行年(IIJJ,li ･大｣Ti)

のノシlaI''#')難く､また!'･茶をもし(ざらくぼ洩らさを･かっ1=.

らんたん　　こiLはニiAJ影であるが脚fq形のもあI).各々lこ大小があづた｡

(大正初期か　　ローソクをさし込むのも謁くのも.各面はガラスでなく､マイ

も発生した)カ(霊場)であっ1_･｡遠山用｡-ソクか別Iこ出来た｡

明治大正時代の案内人および人夫の風俗

芭錘がついに地下足袋となり.靴とかねる｡鉢巻や笠を

して,多くはトビロを持った｡担いだ圏の荷を.立てた

そのトビに乗せて一服したから,憩うことを一本立てと

いうようになった｡

例
は
他
に
き
か
を
い
｡
月
明
の
暁
､
満
身
に
霜
露
を

あ
ぴ
て
安
眠
し
た
上
高
地
の
そ
の
一
夜
は
他
に
を
い

美
し
い
詩
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
｡

外
人
登
山
が
華
や
か
で
あ
っ
た
そ
の
頃
す
で
に
邦

人
の
あ
る
人
は
ピ
ッ
ケ
ル
を
使
っ
て
い
た
　
〝
(
山
崎

直
方
白
馬
岳
に
て
三
十
五
年
)
又
､
自
製
の
ル
ッ
ク

ザ
ッ
ク
を
造
っ
た
人
も
あ
っ
た
(
石
川
光
春
､
三
十

七
年
)
｡
小
島
･
岡
野
両
氏
は
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
宅
で

ロ
ー
プ
も
登
山
靴
も
み
て
知
っ
た
｡
四
十
年
に
は
辻

村
太
郎
さ
ん
は
ピ
ッ
ケ
ル
を
も
ち
､
ル
ッ
ク
を
担
い

で
山
行
し
て
い
る
｡
ハ
ン
ス
･
コ
ラ
ー
さ
ん
の
ス
キ

ー
が
日
本
に
つ
い
た
の
も
四
十
一
年
で
あ
っ
た
｡
そ

の
明
く
る
年
に
は
中
村
･
三
枝
さ
ん
が
ス
バ
リ
岳
で

天
幕
を
張
り
ピ
ッ
ケ
ル
を
携
え
て
い
た
｡
四
十
三
年

に
は
加
賀
正
太
郎
氏
の
帰
朝
土
産
に
如
上
の
品
々
が

揃
っ
て
持
ち
か
え
ら
れ
た
｡
碩
国
人
ク
ラ
ッ
ツ
エ
ル

氏
が
富
士
へ
ス
キ
ー
登
山
を
試
み
た
の
も
､
石
崎
光

璃
氏
等
が
ア
ル
プ
ス
式
ロ
ー
プ
登
山
を
し
た
の
も
こ

の
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
在
が
ら
､
一
般
の
登
山
者
が
い
ま
だ
和
服

で
糸
立
､
お
ら
じ
で
は
'
.
こ
ん
を
高
級
登
山
具
が
こ

な
し
え
を
い
の
は
無
理
も
牽
く
､
ス
キ
ー
技
術
は
芽

が
出
た
ば
か
り
で
岩
登
り
は
む
し
ろ
邪
祝
し
た
時
代

と
て
無
理
は
を
か
ろ
う
｡
つ
ま
り
ピ
ッ
ケ
ル
の
如
き

は
登
山
人
と
し
て
の
表
徴
を
誇
示
し
た
伊
達
で
あ
っ

た
の
だ
｡
ウ
エ
ス
ト
ン
氏
も
､
そ
の
著
書
の
中
で
い

ら
在
い
と
書
い
て
い
た
｡
冬
山
の
を
い
明
治
期
と
し

て
は
､
こ
の
言
葉
は
正
し
い
｡
し
か
も
こ
ん
を
時
に

正
に
あ
ら
か
た
の
山
嶺
は
み
な
踏
み
尽
く
さ
れ
､
お

山
の
貧
困
が
叫
ば
れ
て
い
た
｡
そ
こ
で
登
山
者
は
未

知
の
難
を
求
め
､
よ
り
困
難
を
ル
ー
ト
を
捜
し
冬
山

へ
と
急
に
展
開
の
曙
光
が
き
ざ
し
て
き

た
｡
そ
れ
に
つ
れ
用
具
の
必
要
性
が
加

わ
る
｡
世
は
大
正
と
か
わ
る
｡
い
き
在

り
雪
中
富
士
登
山
が
ス
キ
ー
に
よ
り
を

さ
れ
る
｡
水
島
長
次
郎
と
い
う
人
は
､

登
山
用
短
ス
キ
ー
を
考
案
し
た
｡
ア
イ

ゼ
ン
の
重
要
性
が
確
認
さ
れ
て
'
高
野

式
ク
ラ
ン
ボ
ン
が
発
明
さ
れ
た
｡
も
う

和
装
で
は
ど
う
に
も
を
ら
を
い
｡
い
や

が
ら
れ
た
登
山
靴
が
不
完
全
を
が
ら
草

鞋
と
を
か
は
し
で
穿
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
｡
明
治
四
十
年
､
佐
藤
順
一

と
い
う
人
が
富
士
山
で
使
っ
た
少
し
長

日
で
幾
分
端
り
気
味
の
鳶
ロ
や
カ
ン
ジ

キ
の
名
に
於
て
が
ん
じ
が
を
め
に
草
鞋

の
墓
に
結
び
付
け
た
こ
の
カ
ン
ジ
キ
で

は
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
｡

そ
の
た
め
､
高
野
さ
ん
は
啓
蒙
を
兼

ね
て
｢
登
山
の
準
備
｣
を
山
岳
誌
上
に

か
き
､
自
分
で
あ
ち
ら
か
ら
よ
き
登
山

具
を
入
れ
た
｡
そ
の
中
に
は
､
ル
ッ
ク

ザ
ッ
ク
､
ピ
ッ
ケ
ル
､
ア
イ
ゼ
ン
は
も

ち
ろ
ん
ラ
ン
タ
ン
､
コ
ッ
ヘ
ル
ま
で
揃

っ
て
い
た
｡
遂
に
人
夫
ま
で
が
､
わ
ら

じ
を
捨
て
て
地
下
足
袋
へ
と
移
っ
て
ゆ

-
の
で
あ
る
｡
浜
名
'
金
子
と
い
う
山
岳
会
会
員
は

自
ら
ピ
ッ
ケ
ル
を
打
っ
て
頒
け
た
｡
こ
の
時
分
か
ら

"
ピ
ッ
ケ
ル
は
漸
-
実
用
性
を
帯
び
て
く
る
｡

綱
引
の
名
に
於
で
武
田
久
喜
さ
ん
は
戸
隠
山
で
大

平
さ
ん
は
針
ノ
木
崎
で
こ
れ
を
明
治
時
代
に
使
っ
た

と
あ
る
が
､
:
し
ん
を
物
を
用
意
し
て
登
山
す
る
者
は

稀
で
あ
っ
た
と
思
う
｡
い
わ
ん
や
ロ
ー
プ
を
ど
あ
ろ

ー
箸
が
な
い
｡
そ
れ
が
一
先
で
揃
っ
た
の
は
加
賀
さ

ん
の
帰
朝
以
来
に
始
ま
る
｡
そ
れ
に
接
し
て
す
ぐ
高

野
さ
ん
の
活
動
､
そ
し
て
遂
に
大
正
十
年
に
至
っ
て

名
実
共
に
完
全
に
近
代
登
山
に
即
応
す
る
登
山
具
が

充
実
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

こ
れ
ら
の
変
革
に
拍
車
を
か
け
た
の
は
､
学
校
山

岳
部
の
相
次
ぐ
結
成
と
地
方
山
岳
会
の
創
設
と
で
あ

っ
た
｡
若
さ
と
研
究
心
に
溢
れ
る
青
年
岳
徒
は
'
旦

那
風
の
従
来
の
登
山
に
飽
き
足
ら
ず
､
ガ
イ
ド
レ
ス

登
峯
と
な
り
､
あ
る
い
ぼ
単
独
で
活
発
を
動
的
登
行

と
な
っ
て
い
っ
た
｡
ス
キ
ー
ツ
ア
と
ス
キ
ー
登
山
と

が
大
い
に
行
を
わ
れ
た
｡

大
正
も
末
期
に
入
っ
て
は
､
全
く
か
え
り
み
る
者

の
な
か
っ
た
岩
登
り
が
ま
た
大
い
に
勃
興
す
る
｡
こ

れ
ら
精
鋭
の
気
に
満
ち
た
多
彩
な
動
き
は
､
従
来
の

登
山
具
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
な
ら
を
い
｡
そ
の
頃

ち
ょ
う
ど
大
阪
に
マ
リ
ヤ
運
動
具
店
､
東
京
に
保
々

近
藤
商
会
が
興
り
､
神
戸
に
日
本
貿
易
商
社
が
あ
っ

て
'
そ
れ
ぞ
れ
に
む
こ
う
の
よ
い
品
々
を
舶
載
し
た

大
正
十
年
前
後
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
｡
新
帰
朝
青
嶋
.

石
垣
さ
ん
が
も
た
ら
し
た
新
し
さ
登
山
技
術
'
そ
れ

が
如
上
の
登
山
具
輸
入
と
相
ま
っ
て
充
た
さ
れ
こ
を

さ
れ
て
い
っ
た
の
は
侍
で
あ
っ
た
｡

冬
山
で
は
ウ
イ
ン
ド
ー
･
-
ヤ
ッ
ケ
'
ツ
エ
ル
ト
･
ザ

ッ
ク
さ
え
あ
っ
た
｡
岩
の
ぼ
り
で
は
'
ロ
ー
プ
の
外

に
三
つ
道
具
も
あ
っ
た
｡
シ
ー
ツ
も
寝
袋
も
あ
っ
た

や
が
て
､
登
山
靴
の
本
格
的
を
物
が
日
本
で
も
造
ら

れ
る
｡
そ
れ
を
穿
い
て
日
本
人
が
初
め
て
海
外
の
山

へ
遠
征
す
る
｡
輝
か
し
い
大
正
十
年
で
あ
っ
た
｡

三
本
爪
の
カ
ン
ジ
キ
が
五
本
爪
と
な
り
､
八
本
､

十
本
と
在
っ
て
ゆ
く
｡
ア
ル
マ
-
ゲ
ル
､
フ
リ
ッ
ツ

エ
ル
ク
シ
モ
ン
の
ピ
ッ
ケ
ル
が
シ
ュ
ン
ク
'
ベ
ン
ド

ヘ
ス
ラ
､
ウ
イ
リ
ッ
シ
王
と
､
あ
ら
ゆ
る
名
水
斧
が

そ
ろ
う
｡
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
ー
サ
ビ
ー
ル
､
ス
イ
ス

か
ら
セ
ク
リ
ー
ク
ス
と
ロ
ー
プ
が
つ
く
｡
ラ
ン
タ
ン

コ
ッ
ヘ
ル
が
あ
っ
た
か
､
う
､
野
営
は
天
幕
の
中
で
暢

気
に
且
つ
愉
快
に
い
と
な
ま
れ
た
｡
そ
の
上
に
､
天

幕
ま
た
は
ツ
工
ル
ト
･
ザ
ッ
ク
及
び
寝
袋
と
シ
ー
ツ

の
併
用
は
欲
す
る
と
こ
ろ
で
眠
り
が
と
れ
た
か
ら
一

日
の
行
程
が
遠
-
へ
の
び
た
｡
尻
を
端
折
り
草
鞋
で

苔
を
踏
ん
で
歩
い
た
登
山
と
は
格
段
の
違
い
が
山
に

も
登
山
者
の
姿
に
も
み
ら
れ
た
(
大
正
後
期
)
｡
そ

の
か
お
り
に
不
幸
を
遭
難
が
重
な
る
の
も
や
む
を
え

な
か
っ
た
｡

大
正
十
三
年
の
　
｢
登
高
行
｣
に
'

大
島
発
言
さ
ん
は
､
｢
バ
ド
ミ
ン
ト

ン
ス
タ
イ
ル
｣
と
い
う
の
を
か
い
て

い
る
｡
こ
れ
は
､
当
時
の
一
部
の
登

山
者
の
気
質
並
び
に
嗜
好
に
巧
く
投

じ
た
｡
一
口
に
要
約
す
る
と
､
洋
服

も
帽
子
も
お
爺
の
古
物
で
よ
い
が
､

合
へ
多
少
古
い
方
が
よ
い
の
た
｡
し

か
し
'
じ
っ
と
み
て
い
る
中
に
も
､

そ
の
く
す
ん
だ
地
味
を
も
の
か
ら
､

お
の
ず
と
何
ら
か
の
よ
さ
が
に
じ
み

出
て
-
る
渋
い
上
質
の
生
地
と
柄
を

も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
そ

し
て
ピ
ッ
ケ
ル
と
靴
と
だ
け
ぼ
新
し

い
一
流
品
を
持
ち
た
い
｡
パ
イ
プ
を
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タカネとナバッタ

〟請持こ山

山

道

の

昆

虫

　

㈲

⑥

　

セ

　

　

ミ

登
山
の
道
々
低
山
帯
か
ら
亜
高
山
帯
に
わ
た
り
高

木
林
を
抜
け
る
ま
で
は
､
多
く
の
セ
ミ
の
声
を
聞
く

が
､
高
山
帯
に
入
る
と
そ
れ
も
め
っ
き
り
減
る
｡
腰

を
下
し
て
一
汗
ぬ
ぐ
う
時
'
時
在
ら
ぬ
か
ん
高
い
ジ

ー
と
鴫
-
声
を
耳
に
す
る
時
､
ふ
っ
と
自
分
の
い
る

位
置
の
高
さ
に
錯
覚
を
起
す
事
が
あ
る
が
'
こ
の
セ

ミ
こ
そ
日
本
の
セ
ミ
仲
間
の
美
蝿
?
高
山
特
有
の
コ

エ
ゾ
ゼ
ミ
で
あ
る
｡
ア
ル
プ
ス
山
系
で
は
海
抜
七
〇

〇
㍍
あ
た
り
か
ら
､
三
〇
〇
〇
日
.
B
に
及
ぶ
と
こ
ろ
に

わ
た
っ
て
こ
の
鳴
声
を
聞
-
セ
ミ
で
､
分
類
上
は
○

○
型
と
十
一
の
型
に
分
け
ら
れ
て
い
る
｡
お
よ
そ
普

通
セ
ミ
と
言
え
ば
'
大
木
に
つ
か
ま
っ
て
鳴
く
も
の

と
思
わ
れ
て
い
る
が
､
三
〇
〇
日
･
も
の
高
所
に
は
大

木
も
な
い
の
で
､
ハ
イ
マ
ツ
や
､
高
山
植
物
の
草
む

ら
､
岩
は
た
と
､
と
こ
ろ
選
ば
ず
止
ま
る
｡
時
に
は

地
上
で
さ
え
鴫
-
｡
そ
れ
だ
け
に
小
さ
を
振
動
に
も

よ
く
感
じ
､
人
が
近
寄
る
と
､
す
早
-
身
の
危
険
を

察
し
鳴
き
止
む
か
と
び
立
.
っ
て
し
ま
う
｡
と
び
立
つ

時
､
ジ
∴
ン
･
ジ
･
ジ
-
-
と
短
く
鳴
き
な
が
ら
と

輿

　

水

　

太

　

仲

ぶ
特
性
が
あ
る
｡
亜
高
山
帯
に
も
棲
む
が
主
と
し
て

ミ
ズ
ナ
ラ
､
ハ
ン
ノ
キ
､
等
に
止
ま
る
こ
と
が
多
く

止
ま
る
時
大
て
い
は
下
向
き
に
止
ま
る
変
っ
た
習
性

を
持
つ
の
が
､
こ
の
エ
ゾ
ゼ
ミ
の
仲
間
で
あ
る
｡

◎
　
バ
　
ッ
タ

六
'
七
月
頃
'
ス
ス
キ
の
生
え
る
高
原
調
の
あ
た

り
で
､
ジ
ャ
ジ
ャ
ジ
ャ
と
鳴
く
の
は
､
バ
ッ
タ
の
親

類
す
じ
に
当
る
ナ
キ
イ
ナ
ゴ
で
､
こ
れ
に
ま
じ
っ
て

弱
い
音
で
シ
ュ
ル
ル
ル
ル
と
鳴
く
の
は
ヒ
ロ
バ
と
ナ

バ
ッ
タ
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
六
､
七
〇
〇
浩
ま
で
の

と
こ
ろ
に
棲
む
｡
直
題
目
昆
虫
に
属
す
る
が
直
麹
と

は
麹
が
ま
っ
す
ぐ
の
こ
と
を
意
味
し
'
バ
ッ
タ
と
は

飛
び
立
つ
時
の
音
､
つ
ま
り
バ
タ
バ
ク
す
る
と
言
う

意
味
の
も
の
ら
し
い
が
､
バ
ク
バ
ク
す
る
程
の
の
ろ

ま
で
も
を
-
一
般
に
活
動
は
敏
捷
な
も
の
が
多
い
･

全
体
の
型
と
言
い
､
顔
か
た
ち
と
言
い
､
特
に
シ
ョ

ウ
リ
ョ
ウ
バ
ッ
タ
な
ど
は
誠
に
温
和
し
い
か
っ
こ
う

で
､
外
敵
に
対
す
る
防
衛
手
段
と
し
て
は
､
後
脚
を

自
ら
ち
ぎ
り
落
し
て
に
げ
る
か
､
口
か
ら
茶
褐
色
の

汁
を
出
す
か
の
方
法
し
か
持
ち
合
わ
せ
な
い
愛
す
べ

き
昆
虫
で
あ
る
｡

一
五
〇
〇
㍍
ま
で
登
る
と
ヒ
ナ
バ
ッ
タ
が
現
わ
れ

る
｡
こ
の
種
頬
は
､
満
州
'
シ
ベ
リ
ヤ
､
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
各
地
に
広
く
棲
む
も
の
で
あ
る
｡
二
〇
〇
〇
㍍

付
近
に
在
る
と
タ
カ
ネ
と
ナ
バ
ッ
タ
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
在
り
､
更
に
高
-
二
五
〇
〇
㍍
に
達
す
る
と
､

ク
モ
マ
ヒ
ナ
バ
ッ
タ
が
棲
む
よ
う
に
な
る
が
､
こ
れ

は
雄
も
雌
も
短
い
麹
で
､
見
る
か
ら
に
高
山
の
住
人

と
言
う
か
っ
こ
う
で
あ
る
｡

フ
キ
バ
ッ
タ
の
仲
間
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
り

大
体
は
山
地
性
の
も
の
で
､
か
な
り
高
い
所
に
ま
で

棲
ん
で
い
る
も
の
も
あ
る
｡
麹
が
短
-
何
時
見
て
も

成
虫
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
ミ
ヤ
マ
フ
キ
バ
ッ
タ

は
､
元
来
野
生
の
植
物
で
あ
る
フ
キ
の
葉
に
多
-
見

ら
れ
へ
　
そ
の
薬
を
食
べ
る
が
故
に
つ
け
ら
れ
た
名
前

で
あ
ろ
う
が
､
時
と
し
て
大
群
が
発
生
し
､
そ
の
時

に
は
フ
キ
の
薬
の
み
食
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
ず

手
当
り
次
第
に
何
の
薬
で
も
食
う
｡
そ
ん
な
時
木
の

葉
も
草
の
葉
脈
ば
か
り
に
な
っ
た
景
観
を
見
受
け
る

こ
と
が
あ
る
｡

″
何
の
虫
け
ら
〟
と
人
は
言
う
が
､
こ
の
虫
け
ら
が

登
山
の
道
々
に
､
い
た
る
と
こ
ろ
に
､
様
々
な
生
活

様
式
で
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
種
に
よ
っ
て

平
地
か
ら
山
地
､
山
地
か
ら
高
山
に
と
広
い
範
囲
に

あ
た
る
も
の
と
､
極
め
て
極
地
に
限
ら
れ
る
も
の
と

い
ろ
い
ろ
あ
り
､
種
に
よ
っ
て
は
大
出
に
発
生
す
る

も
の
と
､
ご
く
少
数
し
か
発
生
し
な
い
も
の
と
様
々

あ
る
｡
こ
-
し
た
こ
と
が
時
た
ま
た
ま
高
山
に
限
ら

れ
た
時
､
そ
れ
は
高
山
性
昆
虫
と
言
わ
れ
､
普
通
種

と
言
わ
れ
､
珍
種
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
､
自
然

の
中
で
は
一
匹
の
虫
を
と
っ
て
み
て
も
'
只
漫
然
と

生
ま
れ
､
た
わ
い
も
な
い
そ
の
生
涯
を
終
え
て
い
る

と
は
思
わ
れ
を
い
｡
言
え
ば
生
物
生
存
の
法
則
に
従

っ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
虫
が
そ
れ
ぞ
れ
に
生
活
し
て
'

相
互
に
複
雑
な
関
係
を
保
ち
つ
つ
生
き
続
け
て
'
そ

れ
が
又
自
然
を
構
成
す
る
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
｡
〝
登
山
の
味
〟
そ
れ
は
山
の
景
観
に
ふ
れ
る

と
同
時
に
一
花
に
止
る
虫
'
一
葉
を
食
べ
る
小
さ
い

生
命
を
持
つ
虫
に
も
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願

う

も

の

で

あ

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

完

)

(
前
ペ
ー
ジ
よ
り
)

そ
え
れ
ば
な
な
し
っ
く
り
す
る
｡
以
後
こ
の
流
れ
は

長
ら
-
尼
を
ひ
き
､
岳
人
の
好
み
に
投
じ
た
｡

明
治
時
代
の
登
山
は
専
ら
猟
師
又
は
漁
夫
に
頼
っ

た
か
ら
､
も
し
目
ざ
し
た
其
者
が
不
在
で
あ
っ
た
ら

帰
る
ま
で
幾
日
も
得
た
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
地
図

も
な
い
当
時
一
人
で
は
山
へ
入
れ
を
か
っ
た
か
ら
だ

そ
れ
が
大
正
に
入
っ
て
四
'
五
年
に
在
る
と
､
登

山
組
合
が
信
州
大
町
の
対
山
館
の
主
人
の
お
っ
や
ん

に
よ
っ
て
結
ば
れ
`
猟
の
な
い
時
は
､
い
つ
で
も
客

の
求
め
に
応
ず
る
こ
と
と
在
っ
た
｡
だ
か
ら
､
対
山

館
を
介
し
て
い
つ
で
も
案
内
人
を
伴
う
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
猟
師
を
中
島
さ
ん
は
こ
う
書
き
残
し
て
い
る

(
豊
富
二
人
-
‥
二
人
共
に
山
稼
ぎ
用
の
筒
袖
甲
斐

々
々
し
く
､
脇
よ
り
手
首
へ
か
け
て
は
盲
縞
の
手
甲

を
蒙
り
､
股
引
と
袴
と
を
折
衷
し
た
る
よ
う
な
例
の

猿
橋
を
穿
ち
､
こ
の
辺
の
山
地
に
常
用
せ
ら
る
る
蒲

に
て
編
み
た
る
脚
絆
を
着
け
､
概
の
皮
を
剥
い
で
手

'

<

<

～

l

際
よ
く
綴
り
合
せ
た
る
長
方
形
の
袋
は
'
行
成
箱
'

草
鞋
､
缶
詰
そ
の
他
の
食
糧
品
を
詰
め
込
み
､
鍋
を

そ
の
日
に
冠
せ
て
'
真
上
を
又
麻
縄
に
て
十
文
字
に

括
り
た
る
を
紫
と
脊
負
い
､
腰
に
は
山
刀
に
半
輪
を

あ
て
が
い
た
る
を
梯
た
え
た
る
が
-
･
･
》

昭
和
上
年
頃
に
な
る
と
､
よ
れ
よ
れ
の
中
折
帽
を

か
ぶ
り
色
あ
せ
た
ナ
ヨ
ノ
キ
と
長
ス
ボ
ン
､
ど
ち
ら

も
み
を
土
質
の
ス
コ
ノ
千
｡
(
大
方
ひ
い
き
の
客
の

古
物
を
も
ら
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
)
登
山
靴
を
穿

き
､
片
手
に
銘
の
刻
ん
だ
ヒ
ノ
ケ
ル
を
拭
え
て
屯
し

て
い
た
か
ら
､
場
合
に
よ
っ
て
は
ど
ち
ら
が
客
や
ら

導
管
や
ら
見
境
が
つ
け
ら
れ
ぬ
者
も
い
た
｡

(
次
号
へ
続
-
)

‥

山

と

博

物

競

驚

_

7

3

篇

_

0

号

一
九
七
二
年
十
月
一
千
五
日
発
行
…

美
行
所
　
農
婦
県
大
町
市
T
E
L
②
〇
三
一

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

郵

印

刷

所

　

大

　

町

　

市

　

下

　

仲

　

町

大

糸

タ

イ

ム

ス

印

鯛

部

を
価
　
年
額
　
四
〇
〇
円
へ
送
掛
美
)
　
へ
切
手
不
可
-

郵
便
振
替
日
座
番
号
(
重
野


