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大町の飴市(2月10日)　　　据影　丸山陸士

大
　
町
　
の
　
飴
市

二
月
十
一
日
は
｢
大
町
の
ア
メ
市
｣
｡
こ
の
飴
市

が
巡
り
く
る
度
に
､
謙
信
の
講
壇
に
つ
い
て
語
ら
れ

て
き
た
｡
十
六
世
紀
半
ば
上
杉
謙
信
と
武
田
信
玄
の

数
回
に
わ
た
る
川
中
島
の
合
戦
中
､
謙
信
は
｢
争
う

べ
き
は
弓
箭
に
あ
り
へ
　
米
､
塩
に
あ
ら
ず
､
宜
し
く

塩
を
雪
国
に
と
る
べ
し
-
｣
と
伝
え
'
敵
対
す
る
山

国
の
民
百
姓
に
塩
を
送
っ
た
と
い
う
｡
駿
州
の
今
川

氏
と
相
州
の
北
条
氏
ぼ
'
甲
州
勢
を
捕
手
か
ら
謀
っ

て
食
塩
の
道
(
南
塩
)
を
絶
っ
た
た
め
､
信
玄
は
孤

立
､
甲
州
'
信
州
の
民
百
姓
は
困
悠
'
甲
州
の
兵
は

狼
猫
の
極
に
遷
し
て
い
た
と
き
で
あ
る
｡

そ
の
塩
が
謙
信
か
ら
届
い
た
の
が
永
禄
十
一
(
一
五

六
人
)
年
の
正
月
(
旧
歴
)
十
一
日
の
こ
と
だ
と
い
う
｡

謙
信
譲
塩
の
史
実
は
文
献
上
の
根
拠
は
明
確
で
は

な
い
｡
が
'
こ
こ
で
は
ひ
と
つ
の
文
献
､
糸
魚
川
市

歴
史
民
俗
史
料
館
の
相
馬
御
風
記
念
館
本
｢
信
州
問

屋
由
来
記
鑑
｣
　
に
み
て
み
よ
う
｡
全
二
巻
か
ら
な
る

同
曲
米
語
鑑
の
第
一
番
の
は
じ
め
に
つ
ぎ
の
一
文
が

あ
る
｡

｢
こ
､
四
方
敵
に
取
囲
　
海
辺
知
た
ま
ハ
す
　
塩
味

の
ミ
御
こ
ま
り
信
州
国
中
之
民
百
姓
可
及
渇
命
由
(

中
略
)
た
と
へ
敵
国
た
り
と
も
国
民
之
難
渋
見
捨
か

た
-
-
-
信
州
よ
り
罷
下
　
塩
荷
物
背
お
い
　
或
者

牛
馬
附
趣
け
れ
ハ
　
信
州
の
民
百
姓
悦
事
誠
二
孤
之

親
を
見
附
し
心
地
な
り
　
依
之
仁
科
殿
始
某
所
之
城

代
へ
も
百
姓
よ
り
塩
を
差
上
申
候
而
　
誠
に
危
き
命

を
助
候
也
｣
　
｢
西
浜
海
辺
に
出
来
之
塩
　
年
毎
に
三

千
駄
宛
無
不
足
様
差
送
可
申
様
御
中
附
誠
成
候
｣

謙
信
の
諒
塩
の
中
越
を
う
け
'
信
州
の
民
百
姓
は

人
の
背
と
牛
馬
で
糸
魚
川
か
ら
運
び
入
れ
人
民
は
も

と
よ
り
仁
科
氏
や
城
代
へ
も
差
上
げ
命
を
助
け
て
も

ら
っ
た
｡
い
ら
い
糸
魚
川
海
辺
で
作
ら
れ
る
塩
は
毎

年
三
千
駄
ず
つ
必
ず
送
る
よ
う
に
在
っ
た
-
と
い
う
｡

時
あ
た
か
も
雪
の
多
い
二
月
十
一
日
の
こ
と
｡
塩
に

代
る
代
替
物
は
な
い
｡
そ
れ
だ
け
に
塩
に
ま
つ
わ
る

故
事
は
多
い
と
い
う
べ
き
か
｡
近
松
門
左
衛
門
ら
の

脚
色
に
す
ぎ
な
い
と
断
定
す
る
向
き
も
あ
る
｡
越
後

の
海
と
信
州
の
山
の
民
と
の
問
に
花
聞
い
た
〝
越
後

の
武
将
の
美
談
〟
　
と
し
て
受
け
と
る
と
き
､
そ
こ
に

は
､
人
間
愛
に
根
ざ
す
ロ
マ
ン
が
遜
る
の
で
あ
る
｡

(
大
町
市
史
編
纂
室
長
大
日
方
健
)
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酒造用品のいろいろ(酒の博物館所繭)

鰭物情と

安
曇
の
酒
づ
く
り

一
`
酒
造
家
の
足
ど
り

室
町
時
代
の
頃
`
奈
良
の
｢
詣
白
酒
｣
が
名
声
を

に
一
し
り
J
貫
.
-
ハ
り

得
て
､
こ
れ
を
転
機
に
濁
酒
と
区
別
さ
れ
わ
が
国
独

自
の
酒
の
遣
り
方
が
固
定
化
し
た
｡
こ
れ
が
今
日
の

日
本
酒
の
基
本
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
酒
づ
-
り
が

｢
業
｣
と
し
て
酒
屋
が
生
れ
営
ま
れ
る
よ
う
に
在
っ
た
｡

江
戸
時
代
に
入
る
と
こ
の
酒
は
一
般
民
衆
の
も
の

と
な
り
特
別
な
祭
り
の
日
ば
か
り
で
な
-
､
日
常
生

活
に
広
-
深
く
浸
透
し
て
い
っ
た
｡

明
治
に
な
り
酒
株
が
解
放
さ
れ
る
と
､
農
村
に
蓄

両

　

角

　

　

　

譲

積
さ
れ
て
い
た
地
主
資
本
が
い
っ
せ
い
に
活
動
し
､

明
治
九
年
に
は
長
野
県
内
に
一
千
数
百
軒
も
の
酒
屋

が
出
現
し
た
｡
こ
の
酒
屋
は
増
加
し
続
け
た
が
明
治

十
三
年
を
ピ
ー
ク
に
､
同
十
六
年
に
は
九
百
八
十
四

軒
､
同
三
十
年
に
は
五
百
四
十
六
軒
と
い
う
よ
う
に

減
少
し
て
い
っ
た
｡

信
州
の
清
酒
が
も
っ
と
も
大
き
く
花
開
い
た
の
は

大
正
十
三
年
頃
で
あ
る
｡
名
古
屋
税
務
監
督
局
が
筒

内
の
酒
造
番
付
を
作
っ
た
｡
信
州
の
酒
は
万
丈
の
気

を
は
き
､
安
曇
の
酒
も
薄
井
合
名
(
現
薄
井
商
店
)

復
職
六
-
七
九
●
方
位
葉
介
龍
日
章

火
脚
瓦
､
L
I
七
一
宣
布
薄
綿
+
.
_
轟
日
高

議
場
E
五
一
〇
〃
鱒
安
達
推
古
初
凪

小
思
円
'
二
七
t
t
3
心
有
れ
龍
命
引

綱
所
三
八
二
二
細
｡
雛
船
舶
造
れ
曾
小

会
一
二
一
九
一
篤
農
細
目
洞
述
小
命
日

S
'
二
､
九
五
四
農
近
畿
田
.
合
露
命
-
_

仝
　
二
､
入
関
･
'
(
優
男
I
r
　
母
　
語
　
三

<
･
　
二
.
七
九
調
書
S
A
中
部
通
い
曾
証

仝
　
二
.
七
五
二
･
･
.
γ
操
作
何
右
前
n

二
.
噌
三
二
徽
a
t
北
鐘
調
達
幻
曾
証

二
､
〇
六
九
〇
･
S
　
舶
･
荷
　
船

二
､
〇
三
内
裏
}
高
　
儀
　
休
　
慮

一
.
五
六
円
で
　
:
:
膿
C
.
前
出

二
二
二
一
二
㌧
持
越
精
練
冊
立

I
J
二
九
C
霊
〇
両
周
e
t
高
枕
i
j

I
J
I
I
三
八
き
9
-
;
中
元
石
肋
間

一
'
t
六
二
-
!
一
.
i
I
的
B
t
r
;
節

一

一

〇

的

篤

農

鱗

　

　

若

　

鮎

機
-
叫
■

e
_
I

御
免
帥
-
･
葦
九
篤
∴
:
.
I
,
 
I
:
,
B
L
.
:
S
B
藷
･
j
i
持
中
間
職
遊
新
聞
-
I

天
職
五
三
-
〇
八
p
h
木
内
着
通
時
曾
高

調
陣
門
阿
二
八
主
　
天
壌
油
過
巾
曾
I
t

小
練
関
°
∩
-
今
　
日
　
日
.
t
　
渉

的
拙
二
一
八
一
八
●
M
山
　
中
　
証
　
詰

｢
O
I
j
ハ
営
農
満
　
水
　
的
　
鶴

｢
八
八
七
〇
〃
…
‥
仲
野
滴
鳩

｢
八
〇
t
農
場
小
鳩
r
_
通
州
曾
小

～
.
七
五
六
1
賀
加
機
船
譜
雌

r
六
七
六
e
n
同
約
時
夫
鉱

一
調
五
六
度
が
他
日
m
 
i
　
調

福
島
幸
重
(
現
市
野

屋
商
店
)
'
そ
し
て

松
川
醸
造
合
資
(
現

在
な
し
)
　
の
三
店
と

も
前
頭
と
し
て
一
千

石
以
上
を
醸
造
し
て

い
た
｡

昭
和
に
入
り
第
二

次
冊
界
大
戦
が
ぼ
っ

ぱ
っ
へ
　
昭
和
十
六
年

五
月
国
家
総
動
員
法

に
基
づ
く
｢
企
業
整

備
令
｣
が
公
布
さ
れ
'

各
醸
造
元
は
五
〇
%

の
操
業
矯
綿
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
｡第

二
次
大
戦
が
終

り
昭
和
三
十
一
年
に

は
転
廃
業
者
の
復
活

が
あ
っ
た
｡

二
へ
む
か
し
の
酒

づ
く
り

江
戸
時
代
の
末
期
に
な
っ
て
寒
い
時
期
に
酒
づ
く

り
を
す
る
と
品
節
の
高
い
酒
が
で
き
る
こ
と
か
ら
､

業
界
は
こ
ぞ
っ
て
｢
寒
づ
く
り
｣
　
へ
集
町
し
た
｡
こ

の
裏
づ
-
り
に
は
気
候
､
風
土
が
大
き
を
影
響
を
及

ぼ
し
た
｡

さ
て
そ
れ
で
は
酒
づ
く
り
は
ど
の
よ
う
に
行
を
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
四
十
年
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
っ
た

安
曇
の
酒
づ
-
り
の
こ
と
を
記
し
て
み
よ
う
｡

北
ア
ル
プ
ス
山
麓
の
冬
は
冷
た
く
厳
し
い
｡
そ
の

季
節
の
中
で
も
特
に
寒
気
の
激
し
い
寒
中
の
夜
半
か

ら
朝
に
か
け
て
行
な
わ
れ
る
酒
づ
く
り
は
大
変
な
仕

事
で
あ
っ
た
｡

凍
て
つ
-
よ
う
な
夜
中
に
蒸
米
係
(
釜
屋
)
が
起

き
だ
し
て
酒
づ
く
り
は
は
じ
ま
る
｡

_

{

′

一

ノ

ー

｣

く

釜
に
火
を
入
れ
る
｡
釜
と
い
っ
て
も
六
石
(
一
石

い
し
っ
●
｣
〈

は
約
百
八
十
リ
ッ
ト
ル
)
　
か
ら
十
石
も
入
る
大
き
な

も
の
で
､
釜
の
日
の
直
径
は
一
メ
ー
ト
ル
以
上
も
あ

る
｡
何
十
石
も
の
蒸
米
作
業
が
は
じ
ま
る
｡
し
こ
み
あ
け

午
前
四
時
頃
に
な
る
と
他
の
係
も
起
て
､
仕
込
桶

-

｣

●

7

_

し

に
水
を
入
れ
翔
を
入
れ
て
か
く
は
ん
し
'
温
度
を
と

と
の
え
米
の
蒸
し
上
る
の
を
待
つ
｡

～
_
t
l
l

蒸
米
が
で
き
上
る
と
ま
ず
杜
氏
が
蒸
し
具
合
を
調

ぎ
r
-
ん
●
〃

べ
'
蒸
米
の
軟
硬
を
吟
味
し
た
上
､
待
機
し
て
い
る

全
蔵
び
と
に
い
っ
せ
い
に
作
業
開
始
の
あ
い
ず
を
す

る
｡｢

こ
し
き
｣
　
(
蒸
し
器
)
か
ら
蒸
米
を
と
り
た
す
係
､

｢
む
し
ろ
｣
　
に
蒸
米
を
広
げ
る
係
､
広
げ
た
米
を
手

早
-
冷
す
係
､
期
室
に
蒸
米
を
運
ぶ
係
､
蒸
米
を
説

a

:

M

3

*

e

に
仕
込
む
係
､
掛
米
(
蒸
米
)
を
桶
に
仕
込
む
係
､

こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
業
を
朝
飯
前
の
ニ
ー
三
時

間
で
終
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

仕
込
み
が
す
ん
だ
桶
に
は
清
め
の
切
火
が
打
た
れ

る
｡
そ
れ
は
蔵
び
と
た
ち
が
よ
き
酒
に
な
る
よ
う
ひ

た
す
ら
神
に
祈
る
時
で
も
あ
る
｡
与
え
し
こ

仕
込
ま
れ
た
桶
は
一
日
日
に
は
添
仕
込
み
と
い
っ

て
商
に
翔
と
木
を
加
え
(
.
.
産
休
の
三
分
の
一
つ
蒸
米

を
入
れ
る
｡
二
日
目
は
酵
母
が
た
ん
〈
ふ
え
る
の

h
一
r
か
_
.
し
●
)

を
待
つ
｡
三
日
目
に
仲
仕
込
み
を
行
う
｡
仕
込
む
唖

は
全
体
の
三
分
の
一
､
第
四
日
目
に
残
り
の
量
を
仕

込
む
､
こ
れ
を
留
仕
込
み
と
い
う
｡

･
′
ヽ
め
_
e
し
こ

留
仕
込
み
の
終
っ
た
桶
の
中
は
温
度
が
次
第
に
上

る
｡
毎
日
か
-
は
ん
を
行
っ
て
二
十
-
二
十
二
日
く

ら
い
で
ア
ル
コ
ー
ル
分
は
十
八
%
く
ら
い
と
な
る
｡

ア
ル
コ
ー
ル
分
を
含
ん
だ
も
ろ
み
を
酒
袋
に
入
れ
て

槽
(
ふ
ね
)
と
呼
ば
れ
る
圧
搾
機
の
中
に
積
ん
で
､

圧
力
を
か
け
る
｡
む
か
し
の
酒
づ
く
り
は
こ
の
よ
う

に
し
て
行
な
わ
れ
今
日
に
お
よ
ぶ
｡

三
へ
作
業
唄

寒
中
の
厳
し
い
寒
気
と
眠
気
､
そ
れ
に
家
族
を
残

し
て
の
出
稼
ぎ
の
淋
し
さ
に
耐
え
る
た
め
に
､
数
々

の
作
業
唄
が
生
れ
た
｡
そ
れ
は
作
業
工
程
に
よ
っ
て

異
な
る
も
の
で
､
｢
流
し
唄
｣
は
道
具
洗
い
の
歌
'

｢
数
え
唄
｣
は
米
洗
い
の
歌
で
元
気
を
つ
け
桶
敷
を

か
ぞ
え
る
｡
｢
玩
摺
り
唄
｣
　
｢
切
り
火
｣
　
｢
二
番
擢

｣
　
｢
三
こ
ろ
突
き
｣
な
ど
の
唄
に
は
願
い
と
祈
り
が

う
た
い
こ
ま
れ
で
い
る
｡

こ
れ
ら
の
作
業
唄
の
中
で
｢
酒
づ
く
り
醗
す
る
唄

｢
酒
づ
-
り
諸
物
｣
　
｢
酒
づ
-
り
三
コ
ロ
｣
を
ど
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昭和30年前後の杜氏分布表

諏　訪

酸友会

県下酒造場の杜氏､役人出身地
(昭年13年､長野県調べ)

目安としての甘さ　　　+15

+10

やや年

+5

+1
0

-1-2日罵錦

-2--3　夫'iti藻

日暮活度柵

鰭物悼ど山

の
歌
は
小
谷
の
民
謡
集
の
中
に
あ
り
､
小
谷
民
謡
保

存
会
の
人
々
に
よ
っ
て
う
た
い
つ
が
れ
て
い
る
｡

四
へ
　
小
谷
杜
氏
　
(
お
た
り
と
う
じ
)

酒
づ
く
り
に
欠
か
せ
を
い
も
の
は
杜
氏
で
あ
り
､

蔵
び
と
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
人
々
の
努
力
が
今
日
の

安
曇
の
酒
を
つ
く
り
上
げ
た
と
い
え
よ
う
｡i

′

t

7

い

)

江
戸
時
代
か
ら
酒
づ
く
り
の
仕
事
は
､
杜
氏
を
中

･
が
_
し
･
.
つ
一
)
･
7
_
し
_
し
　
ー
,
b
.
i
-
し

心
に
三
役
と
呼
ば
れ
る
頭
､
翔
師
､
玩
師
に
ほ
と
ん

ど
ま
か
さ
れ
て
い
た
｡
そ
れ
以
外
の
人
々
は
酒
屋
も

ま
ー
0
●
{
で
く
ひ
ゃ
く
じ
ふ
ー

ん
､
酒
六
､
百
日
と
か
呼
ば
れ
て
い
た
｡

杜
氏
は
現
代
風
に
い
う
な
ら
ば
､
工
場
長
で
あ
り

製
造
部
長
で
､
そ
の
酒
屋
の
財
産
を
あ
づ
か
っ
て
い

る
に
等
し
い
の
で
あ
る
｡

江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
杜
氏
は
酒
造
家

み
ず
か
ら
が
兼
ね
で
あ
り
､
本
人
が
指
摘
し
て
酒
つ

く
り
を
行
を
い
､
そ
れ
に
か
か
れ
る
蔵
び
と
は
近
在

の
農
家
の
子
弟
を
使
っ
た
｡

明
治
の
終
り
か
ら
大
正
に
か
け
て
酒
造
技
術
を
持

″
え
ふ
つ
ノ
)

つ
十
分
に
訓
練
さ
れ
た
杜
氏
が
､
越
後
(
新
潟
県
)

か
ら
長
野
県
内
に
大
き
-
連
出
し
て
き
た
｡
そ
の
た

め
安
曇
地
方
の
酒
づ
く
り
些
二
役
を
従
え
た
越
後
杜

氏
に
変
っ
て
い
っ
た
｡

渇新

1

 

1

9

9

9

一

一

5

一

一

3

3

0.4

潤

一

1

-

_

 

2

8

二

二

一

一

2

5

飯綱

1

2

一

一

一

1

1

 

｡

6

一

-

一

2

 

-

一

ー

一

1

 

0

5

一

1

 

6

送
致
1
 
2
1
 
2
1
 
3
1
 
2
8
7
1
 
6
6
1
 
0
9
3
0
0

牧場　　　　　　　　　　　　　　　ー

名
　
久
田
野
野
坂
町
本
営
訪
都
田
計

会的
佐
上
長
中
須
大
松
木
諏
伊
飯
合

北
安
曇
の
杜
氏
　
(
小
谷
杜
氏
)

(
昭
和
四
十
五
年
)

金
ら
ん
黒
部

白
馬
錦

北
安
大
国
正
宗

安
曇
野

大
雪
渓

福

　

源

相
沢
澄
男
　
-

花
岡
募
金
司
　
-

鷲

沢

　

重

雄

　

-

山

崎

　

　

孝

　

-

高

橋

　

　

章

　

-

小

倉

　

康

弘

　

-

(
敬
称
略
)

(
現
在
)

相
沢
　
澄
男

猪
又
　
賢
治

細
野
　
重
任

山
田
　
幸
雄

高

橋

　

　

章

小
倉
　
焼
払

屋
0
0
　
0
0
　
5
7
　
3
　
4
　
1
　
0
　
0

醗ー
屋

　

4

3

　

日

　

8

5

　

6

　

8

　

1

　

0

　

0

劾ー
頭

　

2

6

　

3

4

　

8

5

　

5

　

0

　

1

　

0

　

1

2

-

1

氏

　

0

0

　

3

9

　

0

0

　

9

　

9

　

2

　

1

　

0

杜

　

2

　

1

　

1

致

　

野

　

潟

　

鹿

　

島

　

和

　

製

　

阜

総
長
　
新
　
兵
　
広
　
愛
山
　
岐

大
正
に
入
る
と
今
度
は
越
後
杜
氏
よ
り
優
れ
た
技

術
を
持
つ
広
島
の
杜
氏
が
進
出
し
､
安
曇
地
方
を
含

む
長
野
県
内
の
杜
氏
の
主
流
?
.
越
後
杜
氏
と
広
島
杜

氏
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
在
っ
た
｡

こ
の
頃
は
ま
だ
小
谷
杜
氏
は
な
-
､
当
時
の
小
谷

地
方
は
｢
酒
屋
も
ん
｣
の
供
給
地
で
､
酒
づ
-
り
の

経
験
者
が
多
い
と
こ
ろ
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
｡
そ

の
後
小
谷
出
身
の
蔵
び
と
た
ち
は
自
立
す
べ
-
､
小

谷
方
面
へ
広
島
の
優
秀
を
技
術
を
持
つ
杜
氏
を
た
び

た
び
招
き
技
術
の
習
得
に
は
げ
ん
だ
｡
そ
の
上
に
経

験
と
努
力
を
積
み
か
さ
ね
現
在
の
小
谷
杜
氏
の
基
礎

を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
｡

昭
和
に
入
り
小
谷
杜
氏
は
億
秀
を
技
術
者
と
し
て

安
曇
地
方
を
は
じ
め
､
松
本
､
木
曽
'
遠
-
は
福
井

に
ま
で
進
出
し
て
い
っ
た
｡
そ
し
て
昭
和
九
年
'
大

町
の
北
安
醸
造
は
全
国
清
酒
品
評
会
の
名
誉
賞
に
輝

や
き
､
同
十
三
年
に
は
大
町
薄
井
合
名
ほ
か
が
入
賞

し
､
小
谷
杜
氏
の
酒
造
技
術
の
優
秀
性
を
立
証
し
た
｡

薄
井
合
名
ほ
か
が
入
賞
し
た
十
三
年
､
諏
訪
､
小

谷
､
飯
山
の
杜
氏
お
よ
び
三
役
の
数
は
他
県
を
大
き

く
上
ま
わ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
か
つ
て
は
長
野

県
内
の
主
流
を
占
め
て
い
た
広
島
杜
氏
は
急
激
に
減

少
し
'
一
部
に
兵
庫
の
杜
氏
が
と
ど
ま
っ
た
程
度
で
､

こ
の
他
県
の
杜
氏
の
減
少
傾
向
は
そ
の
後
も
続
き
'

今
日
で
は
越
後
杜
氏
す
ら
極
め
て
少
な
-
､
昭
和
三

十
年
に
は
安
曇
地
方
の
酒
づ
-
り
は
小
谷
杜
氏
の
独

占
す
る
と
こ
ろ
と
在
っ
た
｡

小
谷
地
方
の
蔵
び
と
た
ち
二
百
五
十
人
が
結
集
し

て
小
谷
酸
友
会
を
作
っ
た
の
は
昭
和
二
十
五
年
､
県

下
随
一
の
勢
力
と
な
り
､
長
野
県
内
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
､
静
岡
県
､
岐
阜
県
､
福
井
県
な
ど
へ
追
出
し
､

長
野
県
下
で
は
百
八
人
の
杜
氏
を
も
つ
に
お
よ
ん
だ
｡

こ
の
小
谷
酸
友
会
の
事
務
局
は
今
小
谷
村
役
場
の
中

に
あ
る
｡

五
､
滴
の
甘
辛

日
本
酒
を
煮
つ
め
て
器
の
底
に
ぺ
っ
た
り
と
飴
状

の
物
質
が
残
る
｡
日
本
酒
の
エ
キ
ス
で
あ
る
｡
こ
の

エ
キ
ス
分
を
指
先
に
つ
け
て
な
め
て
み
る
と
甘
-
て

〈
な
問
題
が
あ
っ
て
難
か
し
い
｡

こ
れ
の
測
定
に
は
日
本
酒
度
計
と
い
う
便
利
な
測

定
器
具
が
あ
る
｡
ア
ル
コ
ー
ル
分
と
比
重
か
ら
甘
辛

を
算
出
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
は
清
酒
用
に
特
別
に
作
ら
れ
た
比
重
計
で
'

全
長
十
二
-
十
三
セ
ン
チ
の
ガ
ラ
ス
娘
浮
秤
で
あ
る
｡

こ
れ
を
温
度
十
五
度
C
の
清
酒
の
中
に
浮
べ
て
目
盛

り
を
見
る
｡
清
酒
の
比
重
が
水
よ
り
大
き
い
と
浮
秤

は
o
の
目
盛
り
よ
り
上
に
浮
き
出
し
'
マ
イ
ナ
ス
の

目
盛
り
を
指
す
｡
水
よ
り
比
重
が
小
さ
い
と
､
0
の

目
盛
り
よ
り
下
に
沈
み
､
プ
ラ
ス
の
目
盛
り
を
指
す
｡

プ
ラ
ス
に
在
れ
ば
な
る
ほ
ど
率
口
と
い
う
こ
と
に

な
り
､
マ
イ
ナ
ス
は
反
対
に
甘
口
と
い
う
こ
と
に
在

る
｡
し
か
し
な
が
ら
ど
ん
な
酒
度
を
辛
口
と
し
､
ま

た
甘
口
と
す
る
か
は
基
準
が
な
い
｡
そ
の
た
め
現
状

で
は
酒
造
家
各
自
が
甘
口
､
辛
口
と
表
示
し
て
い
る
｡

し
た
が
っ
て
辛
口
と
す
す
め
た
酒
が
甘
口
で
は
左
い

か
と
い
わ
れ
る
場
合
が
多
々
あ
る
｡
一
般
的
に
日
本

酒
度
は
商
品
に
表
示
し
て
な
い
｡
安
曇
の
酒
の
甘
辛

は
目
安
と
し
て
図
に
示
し
た
｡
酒
の
博
物
館
で
は
試

飲
コ
ー
ナ
ー
で
来
館
者
に
試
飲
を
し
て
い
た
だ
き
'

甘
辛
の
判
定
を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
｡
そ
の
後
酒
度

計
で
測
る
の
で
'
あ
な
た
の
好
み
と
､
舌
の
た
し
か

さ
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
一
度
ね
た
め
し

に
ご
来
館
の
ほ
ど
｡

(
酒
の
博
物
館
)

す
っ
ぱ
い
味
が
す
る
｡

こ
の
エ
キ
ス
分
が
酒
の

甘
辛
に
か
か
わ
っ
て
-

る
｡
エ
キ
ス
分
は
糖
分
､

ア
ミ
ノ
酸
､
有
機
酸
､

そ
の
他
の
物
質
か
ら
成

っ
て
い
る
｡
エ
キ
ス
分

が
多
く
在
る
と
糖
分
の

量
が
多
く
在
る
｡
エ
キ

ス
分
を
測
定
す
れ
ば
甘

辛
が
わ
か
る
お
け
で
あ

る
が
､
こ
れ
に
は
い
ろ
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戻

鰭物博ど山

申

　

請

あ
る
特
定
の
宗
教
上
の
信
仰
に
も
と
ず
い
た
人
達

●

)

･

7

の
集
り
を
｢
講
｣
と
い
い
ま
す
が
､
古
-
よ
り
｢
念

仏
講
｣
と
か
｢
伊
勢
講
｣
と
い
う
よ
う
な
い
-
つ
か

の
｢
講
｣
が
こ
の
地
方
(
大
北
)
で
も
行
を
わ
れ
で

ー
÷
7
し
I
ヽ
◆
一
･
l
′

き
ま
し
た
｡
こ
の
う
ち
､
｢
庚
申
講
｣
と
い
う
｢
講
｣

が
あ
り
ま
す
が
､
今
回
は
こ
の
｢
講
｣
　
に
つ
い
て
お

話
し
し
な
か
ら
｢
講
｣
と
地
域
住
民
の
つ
な
が
り
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
｡

庚
申
講
は
､
六
十
日
に
一
度
回
っ
て
-
る
庚
申
の

日
と
六
十
年
に
一
度
回
っ
て
-
る
庚
申
の
年
を
も
と

に
で
き
て
い
ま
す
｡
庚
申
の
日
は
六
十
日
に
一
度
で

荒

　

井

　

金

　

重

す
か
ら
年
六
回
あ
り
ま
す
｡
私
達
の
地
域
(
大
町
市

源
汲
)
　
で
は
'
現
在
十
一
戸
か
ら
講
仲
間
が
で
き
で

あ
り
､
庚
申
の
日
に
は
､
あ
ら
か
じ
め
ク
ジ
で
決
め

で
あ
っ
た
当
番
の
家
に
集
り
'
酒
食
を
共
に
し
な
が

ら
､
そ
の
時
の
地
域
の
話
題
や
作
物
の
で
き
柄
な
ど

に
つ
い
て
語
り
あ
い
ま
す
｡

当
番
の
素
で
は
'
朝
か
ら
主
婦
を
中
心
に
酒
や
肴

の
用
意
に
当
り
ま
す
｡
こ
の
肴
は
決
し
て
魚
や
肉
類

を
用
い
ず
吸
物
､
揚
げ
物
､
ね
ひ
た
し
､
豆
腐
な
ど

か
ら
献
立
を
立
て
ま
す
｡
か
つ
て
は
､
精
進
料
理
の

形
式
に
よ
っ
て
吸
物
､
面
々
､
先
皿
`
平
を
ど
を
怒

え
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
現
在
で
は
､
か
在

り
簡
略
に
し
て
お
り
ま
す
｡
こ
れ
ら
の
肴
が
終
っ
た

後
､
そ
の
日
に
一
戸
当
り
五
合
ず
つ
集
め
た
米
に
よ

っ
て
炊
い
た
夕
食
を
食
べ
更
に
お
茶
を
飲
ん
で
散
会

し
ま
す
｡

こ
の
講
の
日
に
は
､
庚
申
の
祭
壇
を
設
け
ま
す
｡

祭
壇
は
､
正
面
に
掛
軸
を
掛
け
､
前
に
座
卓
を
置
き

花
立
､
燈
明
､
線
香
､
御
神
酒
を
供
え
ま
す
｡
掛
軸

履
中
央
に
書
面
金
剛
､
左
右
に
童
子
､
下
に
は
鬼
､

に
わ
と
り
､
三
猥
(
見
猿
､
聞
か
横
､
言
わ
猿
)
が

配
置
さ
れ
た
も
の
で
す
｡
酒
食
の
前
に
こ
れ
を
拝
し
､

｢

オ

コ

ウ

シ

ン

デ

､

コ

ウ

シ

ン

デ

､

マ

イ

ト

リ

ツ

ワ

カ
｣
な
ど
を
唱
え
更
に
供
え
た
御
神
酒
を
回
し
て
飲

み
ま
す
｡
六
回
の
講
の
日
の
う
ち
そ
の
年
の
第
一
回

め
を
｢
初
度
｣
 
､
最
後
を
｢
詰
度
｣
と
い
い
､
詰
度

の
日
は
'
飯
の
か
お
り
に
餅
を
つ
い
て
祝
い
ま
す
｡

と
こ
ろ
で
､
一
昨
年
は
､
六
十
年
に
一
度
の
庚
申

の
年
で
し
た
｡
私
達
の
地
域
ば
か
り
で
在
く
各
地
で

庚
申
塔
を
建
て
た
よ
う
で
す
｡
私
達
の
地
域
で
も
一

年
遅
れ
て
昨
年
､
庚
申
塔
を
建
て
ま
し
た
｡
こ
の
庚

申
塔
は
必
ず
し
も
六
十
年
に
一
度
建
て
た
も
の
で
は

な
い
よ
う
で
す
が
､
そ
れ
で
も
私
達
の
地
域
で
は
古

い
も
の
は
元
禄
年
間
か
,
皇
二
基
の
庚
申
塔
が
あ
り
ま

す
｡
こ
の
地
方
で
は
､
こ
の
庚
申
を
祭
っ
た
お
堂
と

し
て
は
'
大
原
町
の
庚
申
堂
が
有
名
で
す
｡
庚
申
塔

に
は
い
ろ
い
ろ
な
形
式
が
あ
り
ま
す
が
､
河
原
石
の

大
き
を
も
の
の
表
面
を
磨
い
て
刻
ん
だ
も
の
が
多
い

よ
う
で
す
｡

こ
の
庚
申
講
の
仲
間
を
こ
の
地
方
で
は
誹
っ
て
｢

お
か
の
い
仲
間
｣
と
呼
び
ま
す
｡
あ
か
の
い
仲
間
は

親
類
以
上
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
お
り
特
別
の
問
題

が
あ
っ
た
時
は
助
け
合
う
こ
と
を
は
じ
め
､
つ
れ
だ

っ
て
旅
行
な
ど
を
し
ま
す
｡
こ
の
た
め
'
現
在
ま
で
､

他
の
講
が
消
滅
し
た
り
し
て
も
続
い
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
｡

庚
申
講
の
起
源
に
つ
い
て
は
私
は
く
れ
し
く
は
知

り
ま
せ
ん
が
'
｢
道
教
の
教
え
の
中
に
庚
申
の
日
に
な

る
と
人
体
の
中
に
玉
置
の
神
が
お
り
､
そ
の
人
の
平

常
の
罪
を
眠
っ
て
い
る
問
に
天
帝
に
上
訴
し
て
寿
命

を
締
め
よ
う
と
す
る
の
で
､
書
面
金
剛
を
祭
り
､
そ

の
夜
は
慎
み
深
-
善
事
を
積
む
｡
｣
(
向
山
雅
重
先
生

｢
日
本
の
民
俗
長
野
｣
　
)
と
あ
り
ま
す
｡
ま
た
､
山

岳
信
仰
の
富
士
山
謡
を
目
的
に
し
た
語
に
富
士
詣
と

い
う
も
の
が
あ
っ
た
よ
-
で
す
が
､
こ
の
富
士
講
を

山
伏
が
地
域
に
定
着
し
て
広
め
た
の
が
､
そ
の
地
域

の
共
同
性
と
結
び
つ
い
て
成
立
し
た
と
の
説
も
あ
る

よ
う
に
聞
い
て
い
ま
す
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
上
か
ら
の
宗
教
と
は
別
に
､
道

祖
神
が
民
衆
の
生
産
に
結
び
つ
い
た
素
朴
名
神
仰
と

す
れ
ば
'
庚
申
講
は
､
リ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
や
共
同
の

行
事
と
結
び
つ
い
た
宗
教
的
を
共
同
体
で
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
｡
そ
し
て
'
現
在
､
テ
レ
ビ
は
じ
め
た
く

さ
ん
の
娯
楽
が
発
達
し
､
こ
う
し
た
地
域
住
民
の
共

同
の
娯
楽
が
消
え
つ
つ
あ
る
こ
と
は
'
な
に
か
さ
び

し
い
気
が
い
た
し
ま
す
｡

(
大
町
市
平
源
汲
)

博
物
館
だ
よ
り

新
館
へ
資
料
一
都
移
転

去
る
2
月
1
3
･
1
4
日
の
両
日
､
旧
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
資
料
の
一
部
を
移
転
さ
せ
ま
し
た
｡
こ
の
移

転
に
は
山
博
友
の
会
の
会
員
多
数
が
参
加
協
力
い
た

し
ま
し
た
｡
還
-
は
東
京
か
ら
移
転
の
お
手
伝
い
に

か
け
つ
け
た
会
員
も
い
ま
し
た
｡

イ
ヌ
ワ
シ
死
亡

2
月
7
日
'
山
博
付
属
園
で
昭
和
2
6
年
よ
り
飼
育

さ
れ
て
い
ま
し
た
イ
ヌ
ワ
シ
が
死
亡
し
ま
し
た
｡
剥

裳
に
な
り
新
館
に
展
示
さ
れ
る
事
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
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