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船鴫和紙を沸く(大町市社　腰原製紙所にて)　　　　　　　　　　　撮影　千葉彬司

｢
山
と
博
物
館
｣
も
値
上
げ

今
年
の
1
月
2
5
日
か
ら
第
3
種
郵
便
物
も
他
の
郵

便
物
同
様
'
一
挙
に
二
･
〇
八
倍
値
上
げ
さ
れ
､
郵

送
料
が
2
5
円
と
在
り
'
｢
山
と
博
物
館
｣
も
値
上
げ

せ
ざ
る
を
得
を
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

購
読
者
の
皆
様
に
は
誠
に
申
し
訳
な
い
と
思
う
｡

｢
山
と
博
物
館
｣
の
発
行
を
撮
り
か
え
っ
て
み
る
と

創
刊
は
昭
和
3
1
年
2
月
､
A
4
判
､
検
温
4
P
仕
立

ア
ー
ト
紙
で
､
写
真
版
を
ふ
ん
た
ん
に
使
用
し
た
グ

ラ
ビ
ヤ
風
で
､
売
価
は
叩
円
で
あ
る
｡

3
3
年
-
月
号
よ
り
改
装
さ
れ
､
B
5
判
､
上
質
紙

8
P
仕
立
で
､
各
分
野
が
盛
り
こ
ま
れ
た
バ
ラ
エ
テ

ィ
に
富
ん
だ
も
の
で
､
年
間
購
読
料
は
一
七
〇
円
｡

し
か
し
､
3
5
年
'
大
町
市
が
地
財
法
の
準
用
を
受

け
る
と
共
に
､
紙
質
は
中
質
に
凸
版
は
5
枚
以
内
と

制
限
さ
れ
る
｡
8
P
仕
立
､
一
七
〇
円
｡

3
6
年
4
月
よ
り
二
百
円
に
､
3
7
年
5
月
よ
り
三
百

円
に
値
上
げ
さ
れ
､
仕
立
'
内
容
は
同
じ
ま
ま
｡

3
8
年
4
月
､
購
読
料
は
据
置
き
の
ま
ま
'
真
数
が

削
減
さ
れ
4
P
仕
立
に
､
4
P
で
よ
り
手
放
を
多
-

つ
め
る
た
め
､
今
ま
で
の
横
組
を
経
組
に
変
更
｡

4
6
年
1
0
月
､
郵
便
料
金
の
値
上
げ
に
よ
り
､
年
間

四
百
円
に
値
上
げ
､
紙
質
を
上
質
紙
に
上
げ
現
在
に

到
っ
て
い
る
｡

こ
の
間
､
何
回
と
な
-
廃
刊
の
瀬
戸
際
に
た
た
さ

れ
た
が
､
そ
の
都
度
へ
購
読
者
の
皆
様
'
関
係
者
の

暖
か
い
ご
援
助
で
､
細
々
を
が
ら
生
き
長
ら
え
て
今

年
で
2
1
年
目
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
｡

｢
山
と
博
物
館
｣
は
当
館
唯
一
の
教
育
普
及
紙
で

あ
り
'
興
味
を
お
持
ち
の
方
々
に
は
無
料
で
も
お
送

り
い
た
し
た
い
と
考
え
て
い
る
｡

し
か
し
'
こ
れ
は
タ
デ
マ
工
で
あ
っ
て
'
火
の
車

の
台
所
を
み
る
と
､
一
人
で
も
多
-
の
人
々
に
ご
購

読
願
い
た
い
と
い
う
の
が
ホ
ン
ネ
で
あ
る
｡

そ
れ
は
'
購
読
料
が
-
i
-
-
他
か
ら
み
れ
ば
あ
ず
か

を
額
か
も
知
れ
を
い
が
　
-
　
｢
山
と
博
物
館
｣
を
継

続
し
て
発
行
し
て
い
け
る
大
き
な
力
で
あ
る
か
ら
に

他
な
ら
な
い
｡
2
月
号
よ
り
八
百
円
に
値
上
げ
さ
れ

る
わ
け
で
あ
る
が
郵
便
料
が
上
が
る
た
め
の
便
じ
ょ

･
ナ
値
上
げ
と
お
許
し
い
た
だ
き
'
会
わ
'
一
尽
の
ご

支
援
を
お
願
い
い
た
し
た
い
｡
　
　
　
(
グ
チ
猿
)
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｢広豊田意考｣より

競請請ど山

宮
本
･
松
崎
･
紙
の
歩
み
㈲

臼

　

井

潤

前
回
は
宮
本
･
松
崎
･
紙
の
窮
み
に
つ
い
て
､
初

期
の
様
相
を
考
察
し
た
｡

そ
れ
は
'
い
ろ
い
ろ
な
説
､
考
え
方
､
予
想
さ
れ

る
こ
と
な
ど
を
紹
介
す
る
と
い
う
形
で
考
え
て
き
た
｡

今
回
は
､
そ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
､
現

に
つ
い
最
近
ま
で
続
い
て
き
た
､
ま
た
今
も
そ
の
伝

統
が
生
き
て
い
る
和
紙
瀧
に
つ
い
て
'
そ
の
育
っ
て

き
た
'
社
地
区
の
風
土
に
つ
い
て
い
-
つ
か
の
面
か

ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
｡

用
　
紙
濃
を
育
て
た
風
土

-
､
経
済
的
な
面
か
ら

享
保
廿
年
､
大
町
組
館
之
内
村
紙
渡
御
改
雷
上
限

に
よ
る
と
､
樵
を
持
っ
て
田
畑
の
作
間
に
､
採
油
を

し
て
い
る
者
が
四
人
で
､
外
に
は
だ
れ
も
い
ま
せ
ん

と
庄
屋
が
報
告
し
て
い
る
｡
∴
｣
れ
は
へ
社
区
全
域
で

こ
れ
だ
け
と
い
う
こ
と
で
を
く
､
館
之
内
村
と
し
て

の
こ
と
と
考
え
る
と
､
南
部
の
こ
と
を
ど
併
せ
み
る

に
､
想
像
が
つ
-
と
思
う
｡

さ
て
当
時
の
農
家
の
経
済
的
を
面
か
ら
こ
の
こ
と

を
考
え
て
み
る
と
'
作
間
を
利
用
し
た
副
業
的
な
も

の
と
し
て
見
る
こ
と
は
当
を
得
て
い
る
だ
ろ
う
か
､

一
つ
に
は
､
こ
の
紙
油
と
い
う
仕
事
は
､
そ
の
性
格

上
気
温
の
高
い
六
月
頃
か
ら
十
月
頃
ま
で
は
､
出
来

r
J
r
_
I
.
I

な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
椿
や
桑
皮
の
せ
ん
い
を

ほ
ぐ
し
て
ど
ろ
ど
ろ
に
し
た
も
の
を
水
に
う
ず
め
た

紙
料
液
は
す
ぐ
腐
敗
し
て
し
ま
う
｡
さ
ら
に
曲
る
こ

と
に
､
最
も
大
切
を
､
ネ
リ
　
(
こ
の
こ
と
は
後
で
詳

し
く
の
べ
る
)
は
'
温
度
に
対
し
て
敏
感
で
気
温
が

上
が
る
と
､
そ
の
本
来
の
役
目
を
は
た
き
な
-
亀
ノ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

二
つ
に
は
､
農
家
の
主
を
仕
事
と
し
て
の
､
水
田

耕
作
､
畑
作
等
涼
夏
に
集
中
し
､
冬
期
は
手
が
空
-
､

そ
の
間
多
少
金
銭
的
に
ひ
き
合
わ
を
-
で
も
か
せ
ぎ

が
で
き
る
｡

三
つ
に
晒
す
と
い
う
仕
事
｡
こ
れ
は
寒
気
､
雪
､

水
と
冬
と
い
う
も
の
が
必
要
条
件
で
あ
っ
た
｡
こ
う

し
た
飯
浦
の
仕
事
は
'
大
い
に
家
計
の
助
け
に
な
っ

た
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
事
借
を
､
日
本
に
お
け
る
江
戸
時
代
の

三
大
農
学
者
の
一
人
と
し
て
有
名
を
｢
大
蔵
永
常
｣

は
｢
広
益
国
産
考
｣
と
い
う
本
に
紙
濃
に
関
し
た
こ

と
を
､
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
｡

前
文
を
先
ず
要
約
す
る
と
､
｢
紙
と
い
う
も
の
は
､

ど
ん
を
山
の
中
の
素
ま
で
も
､
便
わ
を
い
と
こ
ろ
は

な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
れ
を
他
国
か
ら
買
っ
て
い

た
の
で
は
知
恵
の
在
い
こ
と
で
も
あ
り
､
ま
た
不
経

済
で
あ
る
｡
だ
か
ら
自
国
で
漉
い
て
そ
れ
を
賄
う
と

い
う
こ
と
は
大
変
有
益
を
こ
と
た
と
思
う
｣
と
前
置

き
し
て
､
そ
の
方
法
や
実
行
に
つ
い
て
､
具
体
的
に

の
ペ
て
い
る
｡
以
下
関
係
の
と
こ
ろ
を
､
原
文
の
ま

ま
こ
こ
に
の
せ
た
い
と
思
う
｡

｢
扱
此
紙
を
漉
き
初
む
る
に
'
心
得
あ
る
老
也
U

始
め
師
匠
と
す
べ
き
者
は
雇
は
ね
は
な
ら
ね
共
､
常

に
浪
人
杯
を
雇
ひ
て
賃
を
出
し
で
は
､
中
々
引
合
う

も
の
に
あ
ら
じ
｡
農
家
に
て
作
間
に
沌
か
ね
は
利
を

得
る
も
の
に
て
は
を
し
｡
百
姓
の
作
間
と
い
へ
ろ
ば
､

先
づ
稲
を
刈
り
米
と
な
し
て
'
年
貢
を
納
め
､
菱
を

蒔
き
仕
舞
ひ
ぬ
れ
ば
へ
折
々
麦
の
肥
し
培
い
等
を
す

る
斗
り
に
て
'
手
は
す
-
も
の
也
｡
共
時
よ
り
冬
紙

-

二

,

九

:

∴

･

め

､

明

三

-

四

月

ご

ろ

ま

で

は

､

素

間
宮
高
月
惇
-
べ
き
も
の
也
｡
先
づ
異
音
の
主
一
日

の
倒
買
､
弐
古
文
に
も
あ
た
り
､
女
房
は
紙
を
浪
け

苫
有
毒
上
十
･
)
.
祖
母
は
練
を
板
に
は
き
付
け
杯
す
れ

ば
八
十
点
く
･
-
　
　
言
明
子
女
千
一
人
弐
十
文
位

に
あ
た
る
.
 
'
十
全
せ
て
四
百
七
胎
文
是
丈
位
が
紙

油
の
儲
け
也
-
』
と
記
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
を
要
約
す
る
と
こ
の
よ
う
を
あ
け
で
､
あ
ま

り
利
益
は
を
い
が
よ
そ
か
ら
買
わ
な
く
て
す
む
こ
と

は
利
の
一
つ
だ
と
い
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
こ
の
よ
う

を
生
業
を
諸
国
で
お
こ
し
自
国
の
経
済
を
立
て
を
な

す
た
め
に
は
､
上
司
は
は
じ
め
指
導
し
育
て
る
た
め

に
､
師
を
招
い
た
り
し
て
農
家
を
助
け
る
｡
こ
の
外

に
原
料
で
あ
る
椿
は
植
え
で
も
す
ぐ
に
育
つ
の
で
は

な
い
か
ら
､
気
長
に
待
ち
功
を
あ
せ
っ
て
は
さ
ら
を

い
｡
ま
た
税
を
ど
の
こ
と
も
は
じ
め
か
ら
取
り
立
て

よ
う
を
ど
と
思
わ
ぬ
が
よ
ろ
し
い
､
と
言
っ
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
は
'
社
地
区
に
も
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
｡

2
､
環
境
的
な
面
か
ら

紙
波
と
い
う
特
殊
を
仕
事
の
性
質
か
ら
､
水
田
耕

作
と
か
畑
作
仕
事
を
ど
と
ち
が
っ
た
条
件
が
､
整
わ

な
い
と
出
き
凄
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も

会
い
｡
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
分
析
し
て
み
る
と
へ
㈲

･
原
料
の
こ
と
〝
､
即
ち
､
.
榔
霊
↓
嘩
･
癌
軸
の
よ

う
を
和
紙
の
原
料
と
在
る
も
の
､
こ
れ
ら
主
原
料
の

他
､
果
皮
へ
稲
お
ら
､
麻
を
ど
､
補
助
的
を
原
料
も

含
め
で
の
こ
と
で
あ
る
｡

㈲
｢
飯
浦
に
と
っ
て
最
も
重
要
を
水
の
こ
と
｣
'

他
の
ど
れ
一
つ
欠
け
で
も
'
紙
油
は
で
き
を
い
大
切

を
も
の
だ
が
､
中
で
も
こ
の
水
は
そ
の
中
枢
を
を
す

も
の
で
､
こ
れ
が
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
､
ど
ん
な

性
質
の
水
が
あ
っ
て
､
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

㈲
｢
技
術
と
道
具
の
こ
と
｣
､
紙
浪
そ
の
も
の
の

術
が
を
-
て
は
､
こ
の
仕
事
の
で
き
な
い
こ
と
は
当

然
な
が
ら
､
そ
れ
に
技
術
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し

て
関
連
し
た
用
具
を
兄
の
か
す
あ
け
に
は
い
か
を
い
｡

†
M
り
t
L
l

泥
舟
'
そ
れ
と
一
体
と
な
っ
て
の
賛
と
か
桁
と
か

の
用
具
､
千
爆
破
を
ど
を
含
め
で
の
も
の
を
指
し
て

い
る
｡㈲

｢
和
紙
の
需
要
と
供
給
の
関
係
L
 
m
㈲
㈲
と
い

-
つ
か
の
条
件
が
あ
っ
た
と
し
て
も
､
こ
れ
が
需
要

の
な
い
と
こ
ろ
に
生
産
は
成
り
立
た
ち
い
｡
社
を
中

心
に
し
た
近
柾
､
近
郷
と
か
`
時
勢
が
紙
を
要
求
し

て
い
た
こ
と
'
為
政
者
と
の
関
り
の
上
か
ら
､
ま
す

ま
す
需
要
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
が
こ
れ
ら
の
産
業

が
栄
え
た
原
動
力
に
在
っ
て
い
る
｡

今
､
環
境
と
し
て
四
つ
の
こ
と
を
挙
げ
て
き
た
が
'

こ
の
外
に
い
-
つ
か
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
､
そ

れ
ら
は
広
い
意
味
で
､
そ
の
ど
れ
か
に
含
め
て
考
え

る
と
し
て
一
応
出
発
点
に
し
た
い
｡

先
ず
用
の
原
料
の
こ
と
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
o

昔
か
ら
和
紙
の
原
料
と
し
て
は
'
雀
ん
と
い
っ
て
も

椿
を
挙
げ
る
べ
き
だ
と
思
う
｡
そ
れ
は
社
地
区
で
も

当
初
は
殆
ど
が
こ
れ
に
た
よ
っ
て
い
た
こ
と
で
も
あ

り
､
愚
も
多
-
使
わ
れ
る
原
料
で
あ
る
｡

格
へ
学
名
は
(
B
r
o
u
s
s
o
n
e
l
i
a
 
K
a
a
J
'
n
O
k
i
S
l
･

e
b
)
で
あ
る
が
'
古
-
の
和
名
は
｢
カ
ヂ
｣
で
あ
る
｡

地
方
に
よ
っ
て
は
い
ろ
い
ろ
に
呼
ば
れ
る
｡
例
え
ば
'

○
カ
ウ
ゾ
　
○
カ
ウ
ゾ
ウ
　
○
カ
ゾ
　
○
カ
ゾ
ノ
キ

○

カ

ゴ

　

　

o

カ

ゴ

ノ

キ

　

○

カ

ヂ

　

○

カ

ヂ

ノ

キ

○
カ
ミ
ノ
キ
　
○
カ
ミ
ク
サ
　
を
ど
多
く
の
も
の
が

あ
る
｡
漢
字
で
は
､
穀
･
棒
･
の
二
手
が
あ
り
国
字

と
し
て
梶
を
ど
も
使
わ
れ
る
｡
古
く
和
名
抄
に
は
､

｢
加
知
｣
と
あ
り
手
鏡
に
は
'
｢
加
治
乃
木
｣
な
ど

と
書
か
れ
て
い
る
｡
薬
科
の
植
物
を
の
で
､
養
蚕
に

使
わ
れ
た
蚕
の
飼
料
と
し
て
の
桑
と
同
じ
仲
間
の
木

な
の
で
両
方
を
曇
ら
ペ
て
み
る
と
､
ど
ち
ら
が
ど
-

か
'
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
な
い
く
ら
い
で
あ
る
｡

桑
に
も
い
ろ
い
ろ
の
種
類
が
あ
る
よ
う
に
､
こ
の
椿

に
も
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
っ
て
､
そ
れ
が
ま
た
人

に
よ
り
学
者
に
よ
り
､
和
紙
生
産
地
に
よ
り
ま
ち
ま

ち
で
一
様
で
凄
い
｡
そ
れ
だ
け
に
椿
と
い
っ
て
い
る

も
の
も
､
実
は
桑
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
の
も
う
な
ず
け
る
よ
う
を
気
が
す
る
｡
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椿
の
種
類
と
し
て
は
条
理
多
様
だ
が
ふ
つ
う
の
分

類
と
し
て
次
の
三
つ
の
も
の
が
一
般
的
で
あ
る
｡

イ
'
麻
菜
(
ア
サ
バ
)
　
外
皮
の
色
に
よ
っ
て
(

あ
.
8
持
-
･
♭

畜
殺
樹
･
赤
殻
樹
･
貴
殿
樹
)
に
お
け
ら
れ
､
せ
ん

い
の
品
質
と
し
て
は
上
の
部
で
あ
る
｡

ロ
､
要
梼
(
カ
ナ
メ
)
　
こ
れ
も
外
皮
の
色
に
よ

っ
て
(
黒
色
樹
･
紫
色
樹
)
の
二
つ
が
あ
る
が
､
品

質
と
し
て
は
よ
く
な
い
が
'
作
り
や
す
い
と
い
わ
れ

て
い
る
｡

こ
れ
も
外
皮
の
色
に
よ

つ
i
r
魂
鷲
初
野
の
二
つ
が
あ
り
,
こ
れ

は
品
質
的
に
は
せ
ん
い
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
多
-

作
ら
れ
て
い
る
｡

以
上
イ
ロ
ハ
の
三
つ
は
人
為
的
に
栽
培
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
が
､
実
際
に
は
ど
れ
が
ど
こ
に
作
ら

れ
た
か
は
定
か
で
な
い
｡
し
か
し
､
社
を
中
心
に
し

た
東
山
一
帯
に
は
､
山
椿
と
い
わ
れ
る
野
生
種
(
前

記
イ
ロ
ハ
と
は
若
干
ち
が
う
)
が
あ
っ
て
､
そ
れ
を

畑
や
水
田
の
畔
や
土
手
な
ど
に
植
え
て
'
毎
年
刈
り

取
っ
た
り
し
て
利
用
し
､
ま
た
よ
そ
か
ら
も
入
れ
る

場
合
も
あ
っ
た
｡

現
在
で
も
東
山
一
帯
に
は
方
々
に
自
生
し
て
い
た

り
､
畔
を
ど
に
橙
え
た
と
思
わ
れ
る
残
り
木
が
あ
る

し
､
仁
科
神
明
宮
境
内
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､

相
当
に
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡

明
治
九
年
の
産
物
調
査
に
よ
る
と
､
北
安
郡
内
で

措
皮
の
生
産
量
は
'
四
ケ
村
で
塵
猫
村
-
五
四
〇

貫
･
八
坂
村
-
一
五
二
七
貫
･
美
麻
村
-
九
〇
七
貫

北
小
谷
村
-
九
五
〇
貫
〕
で
あ
り
､
十
八
町
村
の
あ

る
中
で
と
書
か
れ
て
お
り
､
い
ず
れ
も
東
の
山
中
の

村
々
で
あ
る
｡

し
か
し
江
戸
時
代
後
期
に
在
っ
て
か
ら
､
方
々
で

池
く
よ
う
に
在
る
と
と
も
に
､
こ
の
原
料
も
不
足
し
､

桑
皮
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
在
り
､
桑
皮
紙
(
と
い

っ
て
も
椿
の
補
助
材
料
と
し
て
は
じ
め
七
対
三
-
ら

い
の
割
)
を
時
の
藩
主
に
差
出
し
た
と
こ
ろ
､
そ
の

じ
ょ
う
ぶ
さ
に
こ
と
の
ほ
か
重
宝
が
ら
れ
､
そ
れ
ら

が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
'
だ
ん
だ
ん
多
く
の
桑
皮
が

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

そ
れ
が
､
や
が
て
増
量
の
た
め
に
イ
草
と
か
竹
の

薬
と
か
､
稲
わ
ら
､
古
布
､
萱
､
麻
か
ら
つ
い
に
は
､

パ
ル
プ
ま
で
使
お
れ
る
よ
う
に
在
る
の
で
あ
る
｡

次
に
､
㈲
水
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
｡
を
ん
と

い
っ
て
も
紙
渡
は
､
和
洋
を
閉
れ
ず
水
は
絶
対
に
必

要
を
も
の
で
'
こ
れ
を
-
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
､

そ
の
量
と
質
と
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
宮
本
紙
に

し
て
も
'
松
崎
紙
に
し
て
も
地
域
の
水
を
考
え
て
み

る
と
､
谷
川
の
水
､
高
瀬
川
の
水
､
新
し
-
開
か
れ

た
均
の
こ
と
と
を
総
合
し
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
｡
高
瀬
川
の
水
と
各
川
の
水
(
東
山

か
ら
の
居
合
聖
母
の
水
と
か
押
沢
､
神
明
沢
､
滝
の

泥
､
山
寺
沢
'
里
浩
な
し
し
)
と
か
が
あ
る
が
､
冬
用

の
水
な
ど
は
'
そ
の
址
は
わ
ず
か
を
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
う
す
る
と
大
庭
の
水
は
ど
の
よ

う
に
し
て
得
た
か
は
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､

細
部
に
つ
い
て
は
知
る
を
得
を
い
｡
け
れ
ど
も
､
居

谷
里
的
と
か
繊
巧
と
か
山
麓
-
夕
を
ど
が
そ
の
閥
さ
く

年
代
と
併
せ
考
え
る
と
､
関
係
が
深
い
こ
と
は
ま
ち

が
い
を
い
と
思
わ
れ
る
｡
木
舟
あ
た
り
で
は
､
堀
井

戸
を
つ
-
っ
て
そ
の
水
を
利
用
し
た
と
い
う
古
い
井

戸
も
残
っ
て
い
る
し
､
大
正
か
ら
廃
業
す
る
頃
ま
で

こ
こ
の
井
戸
水
を
使
っ
て
い
た
こ
と
を
経
験
し
た
人

も
多
く
い
る
｡

水
は
昔
か
ら
､
水
利
権
と
い
っ
て
を
か
な
か
に
む

ず
か
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
､
水
田
耕
作
や
飲
料
水

と
し
て
最
も
必
要
な
春
か
ら
夏
に
か
け
て
は
､
坤
の

水
も
使
う
こ
と
は
む
ず
か
し
-
､
夏
に
紙
池
の
行
を

か
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
も
関
連
づ
け
ち
れ
る
｡

川
の
水
や
I
タ
の
水
も
そ
の
ま
ま
使
う
と
汚
れ
て
し

ま
う
し
'
今
で
い
え
ば
公
害
と
し
て
､
稲
作
に
影
響

す
る
こ
と
は
当
然
な
の
で
､
川
よ
り
小
さ
を
均
を
作

り
池
に
導
き
そ
こ
で
晒
し
た
り
､
流
用
に
利
用
し
た

の
で
あ
る
｡
今
も
は
っ
き
り
そ
の
池
が
残
っ
て
い
る

素
が
多
く
見
ら
れ
る
｡
せ
ん
い
を
ほ
ぐ
す
た
め
に
､

あ
く
汁
や
ア
ル
カ
リ
性
の
強
い
も
の
を
使
用
し
た
の

で
水
の
汚
れ
は
当
然
考
え
ら
れ
た
｡

次
に
水
質
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
紙
溝
は
そ
の
性
質

上
水
の
性
質
と
し
て
､
硬
水
､
軟
水
と
い
お
れ
る
性

質
と
か
含
ま
れ
る
成
分
と
し
て
鉱
物
質
(
鉄
分
･
カ

ル
シ
ウ
ム
･
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
)
を
含
む
も
の
す
を
わ

電
極
･
-

ち
硬
水
と
い
お
れ
る
も
の
は
､
漉
き
の
段
階
の
時
｢

ネ
リ
｣
の
さ
さ
め
が
悪
-
不
都
合
合
性
跡
で
あ
る

さ
ら
に
酸
性
､
中
性
､
ア
ル
カ
リ
性
と
い
っ
た
問
題

も
あ
る
｡
中
性
か
ら
弱
ア
ル
カ
リ
性
が
よ
い
と
さ
れ

て
い
る
｡

こ
の
点
各
川
の
水
は
そ
の
ま
ま
硬
う
よ
り
､
た
め

て
お
い
て
鉱
物
質
を
沈
澱
さ
せ
る
と
か
､
煮
沸
し
た

釜
の
水
と
か
を
使
っ
た
の
で
あ
る
｡

高
瀬
川
の
水
の
性
蟹
は
､
上
流
で
拙
6
 
･
 
7
前
後
の
弱

酸
性
･
均
の
用
水
の
源
で
あ
る
木
崎
湖
は
湖
底
p
H
6

表
面
拙
団
と
在
っ
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
昔
は
ど
う
で

あ
っ
た
か
は
知
る
由
も
な
い
｡

さ
て
松
崎
･
宮
本
紙
に
つ
い
て
そ
の
発
生
を
風
土

と
い
う
面
で
四
つ
に
分
け
て
考
察
し
て
き
た
が
､
は

じ
め
の
二
つ
､
原
料
と
水
に
つ
い
て
見
て
き
た
た
け

で
終
わ
っ
た
｡
あ
と
の
二
つ
に
つ
い
て
は
次
回
に
さ

せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
あ
る
｡

(
大
町
市
文
化
財
調
査
鑓
･
美
麻
雨
中
半
舷
)
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秋
田
の
カ
モ
シ
カ
の
こ
と

欝
念
岳
で
は
じ
め
て
カ
モ
シ
カ
に
出
会
っ
た
の
は

も
う
か
れ
こ
れ
ふ
た
昔
も
前
の
こ
と
で
あ
る
｡
落
石

の
音
に
尾
根
を
見
上
げ
る
と
､
上
半
身
を
の
り
出
し

こ
ち
ら
を
見
お
ろ
し
て
い
る
い
か
つ
い
カ
モ
シ
カ
の

顔
が
突
然
目
に
入
っ
た
｡
｢
フ
シ
ュ
ッ
｣
と
い
う
警

戒
音
を
残
し
て
一
瞬
の
う
ち
に
視
界
か
ら
消
え
て
い

っ
た
｡
そ
れ
か
ら
の
山
旅
で
出
会
っ
た
乗
鞍
､
白
山

そ
し
て
穂
高
､
飯
豊
､
ど
の
山
の
カ
モ
シ
カ
も
､
遠

か
っ
た
り
'
近
-
て
も
視
界
を
よ
ぎ
る
一
瞬
の
幻
で

し
か
な
か
っ
た
が
､
昭
和
四
十
八
年
春
か
ら
本
格
的

に
つ
き
あ
い
は
じ
め
た
秋
田
の
カ
モ
シ
カ
達
は
､
私

が
こ
れ
ま
で
抱
い
て
い
た
カ
モ
シ
カ
像
を
一
変
さ
せ

た
｡
さ
す
が
美
人
の
産
地
へ
　
や
さ
し
く
品
の
あ
る
顔

だ
ち
で
､
逃
げ
る
は
ず
の
カ
モ
シ
カ
が
む
こ
う
か
ら

近
づ
い
て
来
て
く
れ
た
｡

め
っ
た
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
カ
モ
シ
カ
が
､
こ
こ

で
は
人
家
の
前
に
現
れ
て
､
白
昼
､
猫
と
喧
嘩
も
は

じ
め
る
昨
今
､
昭
和
五
十
年
十
一
月
二
十
一
日
現
在
'

メ
イ
ン
と
し
て
い
る
調
査
地
点
を
中
心
と
し
て
､
航

空
写
真
上
に
三
キ
ロ
四
方
の
正
方
形
を
落
と
す
と
､

そ
の
中
に
確
実
に
定
着
し
た
家
族
群
十
四
を
教
え
る

こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
う
ち
七
つ
の
家
族
群
は
三
年

間
同
じ
雌
雄
の
つ
が
い
関
係
を
保
ち
､
｢
山
の
神
｣

と
名
づ
け
た
家
族
群
は
､
四
十
九
年
春
､
椎
が
死
亡

し
た
あ
と
に
新
し
い
椎
が
入
り
こ
ん
で
定
着
し
､
四

十
八
年
に
生
ま
れ
た
双
子
の
う
ち
の
雌
が
､
生
ま
れ

育
っ
た
行
動
園
の
一
部
に
定
着
し
､
五
十
年
真
一
仔

を
も
う
け
た
｡

他
の
五
つ
の
家
族
群
に
つ
い
て
は
､
毎
年
仔
を
つ

れ
た
雌
が
定
着
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
複
数

の
椎
が
い
た
り
､
未
定
着
の
個
体
の
出
入
り
が
は
げ

し
-
､
そ
の
生
活
は
不
明
だ
ら
け
で
あ
る
が
､
三
キ

ロ
四
方
の
面
積
に
四
十
七
頭
前
後
の
個
体
が
い
る
と

い
う
こ
と
は
､
陽
光
を
十
分
に
う
け
た
造
林
地
が
多

く
の
植
物
を
育
て
､
特
に
樹
木
は
毎
年
刈
り
は
ら
お

浜

　

　

　

　

　

　

昇

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
低
い
位
置
で
若
枝
を
伸
ば

す
｡
こ
の
こ
と
は
､
造
林
地
が
カ
モ
シ
カ
遠
に
と
っ

て
か
っ
こ
う
の
採
食
揚
と
ま
り
､
昔
は
今
日
ほ
ど
多

数
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
地
元
の
人
の
話
か
ら

も
､
伐
採
後
に
起
っ
た
フ
ィ
ー
デ
イ
ン
ク
･
ア
グ
リ

グ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
｡

現
社
ま
で
採
食
を
直
接
観
察
し
た
も
の
､
食
痕
を

観
察
し
植
物
名
を
推
定
で
き
た
も
の
が
一
七
六
種
あ

る
｡
春
か
ら
秋
は
草
本
や
広
葉
樹
の
葉
と
や
わ
ら
か

い
茎
を
主
と
し
､
冬
期
は
ハ
イ
イ
ヌ
ガ
ヤ
､
ヒ
メ
ア

オ
キ
､
イ
ヌ
ツ
ゲ
､
エ
ゾ
ユ
ズ
リ
ハ
を
主
と
し
て
'

広
葉
樹
の
冬
芽
か
ら
枯
れ
た
ヨ
モ
ギ
や
カ
ン
ス
ゲ
の

菜
に
も
及
ぶ
｡

限
ら
れ
た
枚
数
で
季
節
的
変
化
や
頻
度
の
詳
細
を

記
す
こ
と
が
で
き
を
く
て
残
念
で
あ
る
が
､
母
親
が

せ
っ
せ
と
ヤ
ダ
ル
マ
ソ
ウ
だ
け
を
好
ん
で
採
食
し
て

い
る
傍
で
､
仔
は
頭
ほ
ど
も
あ
る
フ
キ
の
嚢
た
け
を

食
べ
る
と
い
う
よ
う
に
､
個
体
差
も
あ
り
'
林
道
の

法
面
緑
化
の
ク
ロ
ー
バ
ー
か
ら
湿
地
の
ガ
マ
の
葉
ま

で
多
様
で
あ
る
｡

さ
て
へ
食
害
問
題
も
､
詳
し
い
調
査
や
理
論
づ
け

の
む
い
ま
ま
､
と
う
と
-
岐
阜
､
長
野
の
両
県
で
､

申
請
が
許
可
と
在
っ
て
し
ま
っ
た
｡
こ
こ
秋
田
の
調

査
地
は
同
じ
造
林
地
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
造

林
苗
(
ス
ギ
)
　
の
食
害
は
出
て
い
を
い
｡
四
十
八
年
､

日
本
生
態
学
会
東
北
地
区
大
会
で
､
秋
田
犬
の
小
笠

原
氏
は
､
｢
杉
は
食
べ
て
い
な
い
か
｣
と
の
質
問
に

｢
全
く
食
し
て
い
な
い
｣
と
答
え
ら
れ
て
い
る
が
､

食
痕
が
な
い
わ
け
で
は
を
い
｡
林
地
を
夢
き
ま
お
っ

て
み
る
と
､
若
干
で
は
あ
る
が
食
痕
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
｡
し
か
し
､
長
野
や
岐
阜
の
ヒ
ノ
キ
苗
の
ご

と
く
､
苗
の
先
端
を
食
い
ち
ぎ
る
芯
ど
め
の
食
痕
は

な
い
｡
こ
こ
で
は
､
冬
期
､
杉
の
大
木
か
つ
ら
な
る

林
内
を
シ
ェ
ル
タ
ー
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
多
く

ド
カ
雪
の
日
を
ど
は
へ
終
日
こ
こ
に
伴
っ
て
過
ご
す

こ
と
が
あ
り
､
こ
の
よ
う
な
場
合
､
雪
の
重
み
で
た

れ
下
が
っ
た
枝
の
棄
先
を
採
食
す
る
の
を
見
る
こ
と

が
あ
る
が
'
杉
の
幹
に
ま
と
わ
り
つ
い
た
イ
ワ
ガ
ラ

ミ
の
冬
芽
を
む
さ
ぼ
る
の
と
異
な
り
､
二
､
三
回
､

し
ゃ
く
り
あ
げ
る
よ
う
に
む
し
る
と
い
か
に
も
ま
ず

そ
う
に
や
め
て
し
ま
う
の
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
る
｡
調

査
地
や
､
隣
接
す
る
岩
見
三
内
と
上
猪
城
の
造
林
地

に
お
い
て
､
日
頃
調
査
に
便
室
を
は
か
っ
て
い
た
だ

い
て
い
る
営
林
署
の
作
業
貝
の
方
々
か
ら
の
き
き
ご

み
で
も
､
杉
苗
の
樹
高
､
掛
合
に
か
か
わ
ら
ず
'
食

害
の
答
は
な
か
っ
た
｡

青
森
'
岩
手
へ
長
野
､
岐
阜
等
で
桑
､
杉
､
ヒ
ノ

キ
な
ど
の
苗
が
か
在
り
の
殺
害
を
う
け
て
い
る
の
に

こ
こ
太
平
山
周
辺
で
は
を
ぜ
食
害
が
発
生
し
て
い
な

い
の
だ
ろ
う
か
｡
調
査
不
足
で
考
察
を
試
み
る
に
は

あ
ま
り
に
も
早
計
す
ぎ
る
と
思
う
が
､
ま
ず
､
標
高

が
低
い
こ
と
(
1
0
0
-
6
0
0
m
)
､
多
雨
で
あ
る
こ
と
､

腐
蝕
土
居
の
厚
い
こ
と
を
ど
か
ら
､
多
種
類
の
草
木

が
萌
芽
す
る
こ
と
｡
冬
期
で
も
造
林
地
の
周
辺
部
に

残
さ
れ
た
林
に
入
れ
ば
､
広
葉
樹
の
冬
芽
が
採
食
で

き
る
し
ハ
イ
イ
ヌ
ガ
ヤ
､
ヒ
メ
ア
オ
キ
､
イ
ヌ
ツ
ゲ

等
の
緑
を
前
足
で
掘
り
お
こ
し
採
食
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
に
比
較
し
て
､
食
害
発
生
地
の
ひ
と
つ
､
岐

阜
付
地
の
国
有
林
で
は
∴
高
海
抜
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
､
一
面
の
笹
原
の
中
に
ヒ
ノ
キ
苗
だ
け
が
造
林

さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
栽
培
さ
れ
て
い
る
に
す

ぎ
を
い
｡

.

.

.
g
I
k
繚

カ.
ンモカ

･Ii:大

秋
田
の
カ
モ
シ
カ
が
杉
を
き
ら
い
､
岐
阜
の
カ
モ

シ
カ
が
ヒ
ノ
キ
を
特
に
好
む
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
が
､
カ
モ
シ
カ
が
採
食
で
き
る
も
の
が
あ
る
か

な
い
か
の
ち
か
い
が
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら

れ
る
｡

現
在
は
食
害
も
凄
く
､
地
元
で
｢
ア
オ
よ
し
と
か

わ
い
か
ら
れ
て
い
る
秋
田
の
カ
モ
シ
カ
達
で
あ
る
が

近
い
将
来
､
杉
苗
が
成
長
し
､
そ
の
ク
ロ
ー
ネ
が
陽

光
を
さ
え
ぎ
り
'
林
床
の
植
物
が
貧
弱
と
な
っ
た
と

き
､
彼
ら
は
ど
こ
へ
行
-
の
だ
ろ
う
か
｡
新
し
い
造

林
地
へ
移
動
す
る
も
の
'
居
残
っ
て
､
毎
年
出
産
し

て
い
た
も
の
を
､
出
産
率
を
お
と
し
隔
年
出
産
す
る

も
の
､
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
､
天
然
林
が
お
金

に
在
る
木
'
針
葉
樹
を
栽
培
す
る
畑
に
変
え
ら
れ
て

行
く
と
き
'
カ
モ
シ
カ
達
も
ま
た
'
生
き
る
術
を
か

え
ざ
る
を
え
を
い
も
の
と
思
あ
れ
る
｡

と
も
あ
れ
､
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず

自
然
を
売
っ
た
り
買
っ
た
り
し
な
が
ら
､
大
在
り
小

を
り
自
然
破
壊
の
罪
を
犯
し
て
日
常
を
生
き
て
い
る

我
々
が
､
狂
い
つ
つ
あ
る
精
神
の
核
心
に
ま
で
お
り

で
考
え
､
行
動
を
と
ら
な
い
限
り
`
造
林
地
に
お
け

る
板
書
そ
の
も
の
だ
け
を
考
え
て
､
人
が
カ
モ
シ
カ

を
論
じ
､
い
-
ら
自
然
保
護
を
叫
ぼ
う
が
､
今
回
､

文
化
庁
及
び
環
境
庁
が
と
っ
た
す
り
か
え
行
政
で
時

を
か
せ
ぐ
と
い
う
処
置
に
対
す
る
怒
り
も
う
す
れ
､

安
易
な
カ
モ
シ
カ
か
わ
い
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム

と
､
あ
く
な
き
物
欲
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
こ
と
が

で
き
を
く
な
っ
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
の
不
毛
の
ぶ
つ
か

り
あ
い
の
く
り
か
え
し
の
後
､
｢
山
河
勧
業
｣
の
う

め
き
は
､
あ
る
日
突
然
'
き
こ
え
を
-
な
り
荒
涼
の

世
界
を
む
か
え
る
こ
と
に
も
在
り
か
ね
を
い
｡
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