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氷
と
雪
の
頃

北
ア
ル
プ
ス
の
山
麓
の
冬
の
自
然
は
､
美
し
く
か

つ
さ
び
し
い
｡
郷
に
人
ら
は
郷
に
従
え
の
こ
と
わ
ざ

が
あ
る
が
､
そ
の
土
地
に
住
ん
で
み
て
冬
の
山
々
の

美
し
き
や
氷
と
雪
'
寒
さ
が
実
感
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
｡
特
に
こ
の
大
北
地
方
で
も
佐
野
坂
以
北
の
積
雪

は
､
一
段
と
量
も
多
く
､
そ
れ
が
ま
た
今
日
の
観
光

に
生
か
さ
れ
ス
キ
ー
ス
ポ
ー
ツ
が
盛
況
を
み
せ
て
い

る
こ
と
は
時
代
の
変
遷
と
い
う
べ
き
か
｡

雪
の
ふ
り
積
も
っ
た
翌
日
の
朝
日
に
赤
く
映
え
る

白
馬
三
山
の
姿
は
美
し
い
｡
ま
っ
自
在
雪
の
山
々
が

太
陽
の
光
に
輝
い
て
眼
前
に
迫
っ
て
く
る
感
じ
は
､

そ
こ
に
住
む
も
の
で
な
く
で
は
味
わ
え
を
い
｡
こ
ん

な
絶
景
は
一
冬
の
間
で
も
何
回
も
見
る
こ
と
は
で
き

を
い
｡
自
然
の
変
化
は
日
々
同
じ
で
は
な
い
｡
木
花

が
咲
き
､
凍
り
つ
-
寒
さ
が
頬
や
耳
を
痛
く
す
る
寒

い
朝
が
あ
る
｡
寒
さ
が
身
に
し
み
る
と
い
う
表
現
が

あ
る
が
ま
さ
に
そ
れ
だ
ろ
う
｡
一
寸
先
が
見
え
な
い

猛
吹
雪
､
進
む
こ
と
も
退
-
こ
と
も
で
き
を
い
状
態

に
ぶ
っ
つ
か
る
こ
と
も
一
冬
に
は
ま
れ
に
あ
る
｡
水

道
が
完
全
に
凍
っ
て
し
ま
い
賢
い
水
し
て
炊
事
を
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
｡
氷
と
雪
の
中
の
生
活
は
､
た
し

か
に
き
び
し
い
も
の
が
あ
っ
た
が
'
そ
の
土
地
を
離

れ
て
み
る
と
接
し
さ
を
覚
え
る
｡

ま
だ
多
く
に
知
ら
れ
て
い
な
い
が
､
白
馬
に
串
田

孫
一
さ
ん
の
文
学
碑
が
建
っ
て
い
る
｡
｢
冬
山
の
碑
｣

と
呼
ば
れ
､
　
そ
の
碑
文
は
次
の
よ
う
に
刻
ま
れ
て

い
る
｡
｢
山
は
冬
に
な
る
と
､
夏
や
秋
の
一
種
の
情

熱
的
な
い
き
れ
や
､
生
命
の
ぬ
く
も
り
を
さ
っ
ぱ
り

と
棄
て
'
も
っ
と
も
鋭
く
生
き
は
じ
め
る
｡
私
た
ち

は
滑
る
た
の
し
み
に
も
心
を
牽
か
れ
る
｡
し
か
し
更

に
多
-
の
こ
の
山
の
'
極
め
て
高
い
オ
ク
タ
ー
ヴ
の

息
づ
か
い
に
触
れ
よ
う
と
す
る
｡
頬
に
痛
い
様
な
ぐ

り
の
風
と
雪
を
待
ち
焦
が
れ
る
心
を
､
山
を
愛
す
る

人
は
黙
っ
て
抱
い
て
い
る
｡
｣
串
田
藤
一
､
｢
山
の
断

想
｣
よ
り

信
州
の
冬
の
生
活
は
き
び
し
い
｡
雪
が
多
け
れ
ば

な
お
更
だ
｡
し
か
し
､
こ
こ
に
住
む
者
は
誰
で
も
､

永
と
雪
の
季
節
を
黙
っ
て
待
っ
て
い
る
の
で
は
を
い

だ
ろ
う
か
｡

(
仁
科
台
車
学
校
長
　
山
本
廣
)
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(表1 )柑別紬･日用大鼓掃(天保8年)

御材木方正御奉公二召出候細目用材々より雪上大敵調

村名 倚"�日用 ��ｩkﾂ�刄m田 �?ｩw��

執用 ○○ ���ﾂ�0人 兀�8r��0人 ���ﾂ�

奈良用 免��R�0 ��8鈐��18 �����

奈川 澱�2 僣ｸﾋB��19 ���

萩曽 倅�Xｬ9���0 ��ｴ仍���0 �32�

裁l京 �2�0 �+ynﾂ��8 唐�

桔 �#��0 �6���1 �"�

宮越 釘�0 冢ﾉ�ｲ��6 湯�

I東野 ��"�0 兌�ｲ��29 ���

上田 ��"�0 倅�zﾙnﾂ��6 鼎b�

無用 ��"�0 處y�ﾂ��4 ���

東川 �2�2 ��妥稲 �6 鼎b�

西豊子 澱�0 ��舶 冤l 唐�

王滝 �����0 ��r�傀2�0 ���

黒沢 �3��0 牝��繭*"�0 ���

二i宅 �#2�0 �69zr��10 澱�

宮i慮 田"�2 ��梯�剋O春且半 人数435 �#C��

※このほかに西野相隣子方1人､岩郷村小便3

人､日用がり〆8人合､691人とある｡
※荻増村は人数がはっきりしT雪:いが､天保9年

の｢木常巡行記iに｢柵の木椀の孝多く79人は

どこれあり_i　とある｡また薮原在郷が記接さ
れてい老いが｢木常巡行記Iには柚i木椀の宕
47人とある｡

令 計 �9?��ﾕ｢��ﾈ惲��ﾂ�ｦ｢�管 蛛 噌 li一 御 山 �:��｢司 �:��｢司 �:��王 滝 合成 川 御 山 �(謦�上 樵 ･ト 用 i押 し目 緬[b�m��ｷ"�+YI"�

十 ��yxｲ� ��椙 �� �� �� 冲ﾖ��棉 鶴 僖ﾒ�Y�"�島 ↑† �｢����戻 �(��ﾋB�門岩 姐郷 ��X堋�nXﾋB�｣二 校 

組 ��｢�櫢�相 秩 ��｢�謔�｣二 之 俛�����村 市 ��｢�X��村 九 俟ｨ自����2�村 十 右 俐r�右 偸��言方 組 �R�千 ��謦�農ri 右 竸b�姐 

術 門 偸���r�節 門 組 �.ﾒ�����r�偸��nR�脚�郎 組 俚b����偸���r�

- �� �� ��士 �� �� 弍r�

≡ 刔����oｲ��良 二二と. ���惲��[｢����久 荏 節 ����貭�>r�兵 術 儺i[ｩ�r�[ｨ��倡2�-���門8力 ･右 孫衝 處r�ｷb���･縦 長兵 四衝 

人 價ｨ蔗�隰9|ﾒ�����門 �� 唳�yu��ｷh賈J｢�七91 ��邸. 庄 ��R�謔�

清. 十搾 刪ﾟ 郎 劔右郎郎 術.. ｢9孫八 仞8譴��ﾞﾂ�[｢��兌｢�寒��

平 田 剌� 蔵 劔太j証 印. ･彦 ���7��燃����亶b�J｢���

館物博と

木
曽
の
柚

-
史
料
か
ら
み
た
江
戸
時
代
の
柵
の
実
態
-

生

　

駒

　

勘

　

七

一
､
は
じ
め
に

貞
享
二
年
(
一
六
八
五
)
木
曽
路
を
通
っ
た
貝
原

書
一
十
-
i
.
1
白
し

益
軒
は
そ
の
時
の
紀
行
『
岐
蘇
路
の
証
し
に
擾
し

木
曽
山
中
に
材
木
多
き
事
､
い
う
に
及
ば
ず
｡
拾
･

ま

章

-

-

さ
は
ら
･
松
･
真
木
･
け
や
き
多
し
｡
(
中
略
)
柿

重

て

事

-

〟

U

_

ど

木
を
き
る
加
入
は
､
尾
州
君
よ
り
和
泉
･
紀
伊
国
･

近
江
の
人
を
惰
っ
て
遣
わ
さ
る
｡
毎
年
春
の
雪
消
え
'

二
､
三
月
に
山
に
人
で
十
月
に
出
る
｡
お
よ
そ
幾
千
百

人
と
い
う
こ
と
を
し
ら
ず
｡
(
云
々
)
｣
と
記
し
､
木
曽

が
槍
を
は
じ
め
と
す
る
良
材
の
産
地
で
､
こ
の
山
林

を
領
有
し
て
い
る
尾
張
藩
は
'
毎
年
数
千
人
の
摘
む

近
畿
地
方
か
ら
雇
入
れ
て
､
山
の
木
を
伐
り
､
そ
れ

を
木
曽
川
を
利
用
し
て
運
び
出
し
て
い
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
｡
華
甲
う
の
は
､
木
材
の
生
産
過
程
に

お
け
る
伐
木
(
元
伐
り
)
　
か
ら
遺
材
(
木
造
り
)
秦

で
の
作
業
を
受
持
つ
林
業
労
務
者
の
こ
と
で
､
今
日

風
に
い
え
序
蔀
難
で
あ
る
｡
道
材
夫
の
柵
に
対
し

て
､
木
曽
川
の
水
運
を
利
用
し
て
木
材
を
涜
送
す
る

仕
事
に
従
事
し
た
運
材
夫
を
即
胱
と
よ
ん
で
い
た
｡

他
の
資
料
に
よ
る
と
尾
張
藩
が
木
曽
山
林
か
ら
探
材

す
る
た
め
に
投
入
し
た
机
は
年
間
八
千
人
(
こ
の
う

ち
地
元
木
曽
谷
の
柚
が
三
割
)
と
あ
る
｡

木
曽
谷
へ
こ
の
よ
う
に
多
く
の
柵
が
集
ま
っ
て
く

る
よ
う
に
な
る
の
は
近
世
初
期
の
こ
と
で
あ
る
｡
寛

永
五
年
(
一
六
二
人
)
尾
張
藩
の
家
老
成
瀬
等
大
正

は
､
木
曽
代
官
山
相
良
安
に
｢
木
曽
材
木
仕
候
者
共
､

先
月
中
旬
に
上
方
筋
へ
柵
や
と
い
に
罷
登
り
､
例
年

木
曽
へ
参
候
和
泉
･
摂
津
国
の
机
共
や
と
い
中
條
(

云
々
)
｣
と
書
き
送
っ
て
い
る
が
'
尾
張
満
が
木
曽
谷

の
森
林
資
源
開
発
の
た
め
に
'
林
業
の
先
進
地
で
あ

っ
た
近
畿
地
方
か
ら
多
-
の
柵
を
雇
入
れ
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
｡
当
時
木
曽
谷
か
ら
伐
出
さ
れ

た
木
材
は
二
百
万
石
に
も
の
ぼ
っ
た
と
い
あ
れ
､
尾

匿
閥
〟

張
藩
が
そ
の
富
と
権
力
と
に
よ
っ
て
､
当
時
の
日
本す

い

に
お
け
る
林
業
技
術
の
粋

を
結
集
し
て
開
発
し
た
の

が
､
い
わ
ゆ
る
世
に
い
う

『
木
曽
式
伐
木
運
村
法
』

で
あ
り
､
こ
の
後
木
曽
が

林
業
先
進
地
と
し
て
､
全

国
的
に
そ
の
名
が
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の

で
あ
る
｡

こ
う
し
た
林
業
先
進
地

と
い
っ
た
環
境
の
中
に
あ

っ
た
地
元
木
曽
谷
の
村
々

に
､
机
･
日
用
を
生
業
と

す
る
農
民
が
多
か
っ
た
こ

と
は
当
然
の
こ
と
で
､
幕

末
の
天
保
八
年
二
八
三

七
)
　
の
記
録
に
よ
る
と
`
表
示
の
よ
う
に
木
曽
谷
の

各
村
々
か
ら
柵
五
百
人
'
日
用
二
百
五
十
人
合
計
七

百
五
十
人
を
出
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
当
時
の
戸
数
を

約
四
千
戸
と
み
る
と
約
二
〇
%
に
当
り
､
山
間
部
で

耕
地
面
積
の
少
な
い
木
曽
谷
で
は
重
要
な
生
業
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
翌
天
保
九
年
の
薯
上
に

は
'
｢
凡
､
金
三
千
五
百
両
程
､
右
は
御
山
柚
･
日

･
か
せ
ぎ

用
其
外
の
者
共
指
候
分
｣
と
あ
っ
て
､
現
金
総
収
入

一
万
二
千
八
百
両
の
う
ち
二
七
%
を
占
め
､
農
家
経

済
の
大
き
な
支
え
と
在
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡

一
一
､
柚
と
柚
組

机
は
端
部
と
称
す
る
職
業
集
団
を
つ
-
っ
て

仕
事
に
従
事
し
て
い
た
も
の
で
､
『
木
曽
巡
行
記
し

(
天
保
九
年
)
に
は
｢
相
は
壱
組
廿
人
よ
り
三
十
人

象
て
.
ま
が
_
し
･
b

種
｣
と
あ
っ
て
､
一
人
の
机
頭
の
も
と
に
二
十
人
か

ら
三
十
人
の
机
が
集
ま
っ
て
､
一
つ
の
机
組
を
つ
く

っ
て
い
た
｡
寛
延
元
年
(
一
七
四
八
)
　
の
　
『
木
曽
柵

頭
御
救
山
仕
出
書
｣
　
に
よ
る
と
､
福
島
三
､
王
滝
三
､

上
松
四
､
荻
原
二
､
須
原
二
､
野
尻
二
､
三
留
好
一
､

柿
其
一
､
婁
徳
一
の
合
計
二
十
組
の
机
組
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
'
常
時
二
十
組
ぐ
ら
い
の
地
元
柚
組

が
組
織
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
｡
こ
れ

ら
の
柵
組
は
柵
頭
の
名
を
冠
し
て
書
十
郎
組
と
か
､

ま
た
は
五
番
組
な
ど
と
番
号
を
つ
け
て
よ
ん
で
い
た

も
の
で
あ
る
｡

木
曽
出
身
の
柵
は
､
そ
の
殆
ん
ど
が
地
元
の
柚
組

に
所
属
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
'
中
に
は

他
国
か
ら
入
込
ん
で
き
た
柵
組
に
加
わ
る
者
も
い
た

よ
う
"
?
椅
9
.
.
享
保
六
年
(
一
七
三
)
の
岩
郷
村

の
　
｢
柵
大
別
書
上
｣
が
残
っ
て
お
り
'
こ
れ
に
よ
る

7
1
＼
-
-
が
.
わ

と
表
-
N
の
よ
う
に
三
十
二
人
の
者
が
､
王
滝
の
城
川

′

せ

l

-

が

_

n

み

章

て

山
･
瀬
戸
川
山
'
上
松
の
小
川
山
､
荻
曽
村
の
味
噌

が
i
C

用
山
へ
入
山
し
て
お
り
､
一
人
を
除
い
て
み
在
そ
れ

ぞ
れ
地
元
の
柚
組
に
参
加
し
て
い
る
｡
一
人
た
け
越

前
か
ら
き
た
藤
的
組
に
入
っ
て
い
る
が
､
北
陸
地
方

か
ら
も
机
組
が
来
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
｡

ひ

き

こ
れ
ら
の
柵
た
ち
は
'
柵
頭
に
率
い
ら
れ
て
'
そ

れ
ぞ
れ
の
伐
木
山
に
入
山
し
た
も
の
で
､
入
山
す
る

と
ま
ず
柚
小
屋
を
設
営
す
る
｡
机
小
屋
は
､
｢
水
の

ナ

.

か

な

ュ

n

手
を
第
一
の
要
と
L
L
｢
山
崩
､
谷
抜
け
の
お
そ
れ
｣

(
表
2
)

岩
郵
相
の
柚
大
別
(
｢
抽
入
別
語
上
し
享
保
六
年
に
よ
る
一

の
左
い
適
当
を
場
所
を
選
び
へ
建
物
は
｢
大
法
五
六

可

ゆ

り

け

手

)

e

き

開
渠
に
､
桁
行
二
三
十
問
､
材
木
の
皮
を
以
っ
て
屋

･
ふ

根
を
葺
き
'
同
じ
く
皮
･
枝
葉
等
を
以
っ
て
壁
に
い

人
U

i

し
●

づ

た
し
､
土
間
或
は
板
棟
の
上
に
麺
を
敷
-
｣
　
(
木
曽

巡
行
記
)
と
い
っ
た
至
っ
て
粗
末
を
も
の
で
あ
っ
た
｡

食
料
と
し
て
｢
机
･
日
用
は
一
日
老
人
に
白
米
八

-
'
i
l

合
づ
つ
下
さ
る
､
外
に
四
月
よ
り
八
月
迄
昼
食
士
夏
日

づ
つ
下
さ
る
､
台
所
の
者
へ
は
七
合
七
勺
下
さ
る
､

塩
･
味
噌
は
同
断
の
事
｣
　
(
木
曽
巡
行
記
)
が
あ
て

●

-

り

ー

置

つ

ー

'

が
わ
れ
た
｡
こ
れ
ら
の
食
料
は
｢
碍
子
｣
　
(
里
か
ら

山
小
屋
へ
物
資
を
運
ぶ
者
)
が
運
び
､
炊
事
は
｢
ほ

う
じ
｣
と
称
し
て
'
柵
た
ち
が
交
替
で
当
っ
た
も
の

で
あ
る
｡三

､
柵
の
仕
事

相
の
仕
事
は
伐
木
と
造
材
で
あ
る
｡
『
木
曽
巡
行

語
ら
　
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
.

1

0

′

L

r

C

 

L

'

ち

主

,

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

く

い

-

冗

ま
ず
元
伐
り
す
る
立
樹
の
棋
院
に
黒
印
を
入
れ
､

こ
れ
を
見
当
に
柚
共
の
伐
る
な
り
｡
黒
印
を
入
れ

ば
､
残
り
株
改
め
も
致
し
よ
き
な
り
｡
お
よ
そ
大

b
の

木
を
伐
る
に
は
'
根
元
三
四
尺
上
に
て
斧
を
も
っ

か
あ
嶋
･
え
く
の
_
)

て
鼎
足
の
よ
う
に
穴
を
穿
ち
､
木
の
傾
-
方
を
見

立
て
､
一
方
の
鼎
足
を
伐
り
放
て
ば
自
ら
倒
れ
る
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舵物博と山

な
り
｡
そ
の
倒
れ
た
る
所
の
邪
魔
に
在
る
木
を
伐

こ
ば
は
,
ち

払
い
置
く
｡
こ
れ
を
小
鳩
払
い
と
い
う
｡
さ
て
倒

び

ょ

･

7

_

し

ょ

･

7

れ
た
る
木
の
枝
打
ち
､
秒
梢
を
伐
り
捨
て
皮
を
は

･
か
く
●
b
の

ぎ
､
丸
太
ま
た
は
角
物
に
も
す
る
な
り
｡
角
材
は

四
方
塞
に
で
は
つ
る
な
り
｡
手
間
か
か
れ
ど
も
御

払
直
接
よ
き
な
り
｡
方
五
分
と
い
う
は
四
方
墨
い

れ
ず
∵
終
鳩
に
は
つ
り
た
る
在
り
｡
末
木
･
板

や
･
､
b
い
･
l
事
る
た

木
,
小
堀
弘
の
小
木
を
ど
､
克
立
次
第
矢
来
丸
太

(
運
材
の
時
に
つ
か
う
)
に
仕
立
て
'
根
元
は
三

く

h

い

ざ

尺
以
上
の
分
は
ま
た
伐
り
立
て
植
木
(
丸
太
を
四

つ
割
､
六
つ
割
箸
に
し
'
長
六
尺
五
寸
よ
り
五
尺

三
寸
ま
で
､
木
口
が
台
形
を
し
て
い
る
材
木
の
一

種
)
　
に
す
る
な
り
｡
(
前
後
略
)

こ
の
よ
う
に
､
柵
た
ち
は
'
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
持
ち

場
を
き
め
て
､
伐
採
に
取
り
か
か
る
｡
元
伐
り
の
要

領
は
､
ま
ず
最
初
に
伐
り
倒
す
方
向
を
き
め
る
｡
樹

幹
の
大
き
な
も
の
を
伐
倒
す
時
に
は
､
二
万
か
ー
三
八

か

C

_

え

,

7

け

く

t

っ

を
穿
ち
､
鼎
状
に
三
脚
を
残
す
｡
倒
す
方
を
受
口
と

あ
〕
い
く
▲
ワ

い
い
'
受
口
一
つ
､
近
日
二
つ
の
穴
を
あ
け
る
｡
三

人
の
い
.
つ
●
b

脚
を
追
弦
と
い
い
､
追
弦
を
除
々
に
伐
り
放
し
て
''*'3

目
的
の
方
向
に
倒
す
の
で
あ
る
｡
こ
の
方
法
を
｢
台

ざ
ぐ
り

切
｣
と
か
｢
三
ツ
切
り
｣
な
ど
と
よ
ん
だ
｡
こ
れ
は

大
木
の
場
合
で
あ
っ
て
'
普
通
は
ま
ず
倒
す
方
向
に

受
口
を
つ
-
っ
た
あ
と
､
追
白
と
よ
ん
で
背
面
か
ら

斧
を
入
れ
て
倒
し
た
も
の
で
あ
る
｡

木
の
倒
れ
る
時
は
合
図
を
す
る
｡
倒
れ
る
方
向
を

三
回
呼
ぼ
る
｡
｢
左
こ
ぼ
さ
か
一
本
ね
る
ぞ
I
L
倒

れ
終
っ
た
時
｢
や
ん
じ
ょ
う
｣
と
呼
ぼ
る
｡
｢
こ
ぼ

さ
か
｣
は
斜
下
向
'
梯
向
は
｢
よ
こ
や
ま
｣
下
向
き

は
｢
さ
か
や
ま
｣
と
呼
は
る
の
で
あ
る
｡
　
ま
0
.
,

倒
し
た
木
は
直
ち
に
造
材
す
る
｡
造
材
に
は
丸
太

-
か
く
▲
も
の

(
円
材
)
と
角
物
(
角
材
)
の
二
種
類
が
あ
る
｡
丸

太
に
す
る
に
は
､
ま
ず
現
定
め
対
法
に
よ
っ
て
長
さ

を
測
っ
て
切
る
｡
こ
れ
を
｢
玉
切
る
｣
と
い
う
｡
そ

し
て
樹
皮
を
は
ぎ
と
り
､
玉
切
っ
た
も
の
の
両
端
を

と
●
(
I

丸
め
る
｡
こ
れ
を
｢
頭
き
ん
を
と
る
｣
と
い
い
､
運

材
す
る
時
に
滑
り
や
す
-
し
､
ま
た
突
き
い
た
み
を

避
け
る
た
め
に
こ
う
す
る
の
で
あ
る
｡
角
材
は
玉
切

∩
_
･
〇
聞

っ
た
も
の
を
'
厘
と
よ
ぷ
枕
木
の
士
に
の
せ
､
壁
縄

は
高
u
●
o
-
"
◆
ま
,

を
う
っ
て
刃
広
斧
で
削
っ
て
仕
上
げ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ

り
･
几
◆
つ

造
材
し
た
材
木
に
は
'
後
で
検
知
(
造
材
の
有
数
調

こ
　
せ
I
f
は
･
人
　
,
て
‡
e
I
か
-
九
一
は
･
∧

ベ
)
す
る
と
き
の
目
安
に
､
小
屋
判
と
柚
看
板
と
よ

t
生
'
左

ぶ
記
号
を
錠
で
刻
み
つ
け
る
｡
小
屋
判
は
一
番
組
を

ら
一
､
五
番
組
な
ら
一
享
と
す
る
｡
各
柚
組
に
お
け
る

造
材
が
他
の
組
の
も
の
と
の
混
同
を
さ
け
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
｡
柚
看
板
は
､
自
分
の
造
村
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
イ
(
イ
ノ
ジ
カ
ン
パ
ン
)

兼
　
(
ク
ル
マ
カ
ン
パ
ン
)
を
ど
と
刻
み
こ
む
の
で
あ

る
｡

四
､
柚
の
道
具

机
の
道
具
と
し
て
っ
木
曽
式
伐
木
運
材
図
絵
｣
に

は
､
｢
柚
の
七
ツ
道
具
｣
と
題
し
て
つ
ぎ
の
七
種
類

の

道

寝

棺

塞

げ

け

症

る

｡

　

　

ナ

,

　

ナ

①
背
負
縄
､
桧
皮
二
テ
造
ル
｡
②
山
刀
'
附
'
山

き

7

-

T

"

ノ

コ

･

す

/

刀
手
術
｡
⑨
斧
､
キ
リ
斧
､
フ
シ
ウ
チ
斧
商
品
ア
リ
｡

ス

､

､

､

/

.

i

i

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ハ

V

L

P

ヨ

t

T

④
墨
壷
｡
⑤
サ
シ
｡
⑥
刃
広
斧
､
サ
メ
斧
ト
モ
云
｡

目
方
八
百
日
ヨ
リ
一
貫
目
迄
｡
刃
渡
り
八
寸
｡
附
､

十
年
.
-
す
･

刃
皆
｡
⑦
構
打

ン

ぅ

′

｢

⊃

ひ

･

か

i

n

背
負
純
は
､
桧
皮
を
編
ん
で
つ
く
っ
た
も
の
で
､

⊥
T
O
ノ

こ
れ
に
道
具
を
入
れ
て
背
負
う
｡
山
刀
は
伐
側
や
造

材
す
る
時
｢
小
場
払
い
｣
と
い
っ
て
障
害
木
を
取
り

.
て
ぐ
や

除
く
時
を
ど
に
隼
つ
｡
話
は
錠
の
輔
の
こ
と
で
桧

皮
で
つ
く
っ
た
り
､
木
で
つ
く
り
カ
ン
パ
　
(
ヤ
マ
ザ

タ
ラ
の
樹
皮
)
な
ど
で
装
飾
し
た
り
し
た
｡
｢
斧
｣

と
書
い
て
オ
ノ
と
ヨ
キ
と
両
方
の
訓
ま
せ
方
を
し
て

い
る
が
'
オ
ノ
に
は
キ
リ
オ
ノ
　
(
切
斧
)
　
と
フ
シ
ウ

チ
オ
ノ
　
(
節
打
斧
)
　
と
あ
り
､
伐
例
に
は
キ
リ
オ
ノ
､

玉
切
り
･
枝
打
ち
･
頭
き
ん
と
り
を
ど
に
は
フ
シ
ウ

一
ゴ
･
一
+

チ
オ
ノ
と
使
い
分
け
て
い
る
｡
刃
広
斧
は
幅
の
広
い

大
形
の
刃
物
で
'
角
材
削
り
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
｡

ハ
〆
ノ
ツ

と
も
に
危
険
防
止
の
た
め
'
持
運
ぶ
時
に
は
刃
沓
(

麻
縄
を
編
ん
で
作
る
)
を
刃
先
さ
に
つ
け
て
お
く
｡

窮
け
小
形
の
な
た
で
､
小
細
工
や
看
板
を
切
る
と

き
な
ど
に
つ
か
っ
た
｡
｢
さ
し
｣
は
物
差
で
あ
る
｡

五
､
柚
と
信
仰

険
し
い
深
山
で
の
机
の
仕
事
に
は
常
に
危
険
が
と

も
在
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
柚
た
ち
は
､
山
を

神
聖
視
し
､
仕
事
を
始
め
る
時
や
そ
の
他
の
折
々
に

山
の
神
を
祀
る
こ
と
を
す
る
を
ど
､
そ
の
生
活
態
度

i
i
鵬
i
i
i
動

は
敬
虜
を
も
の
で
あ
っ
た
｡

『
木
曽
式
伐
木
運
材
図
絵
｣
　
の
　
｢
山
神
を
祭
る
の
図
｣

に
は
｢
抽
入
の
小
屋
掛
調
い
'
山
人
最
初
に
山
神
を

･

と

貴

8

-

_

n

 

d

J

　

　

　

　

　

　

　

　

_

し

め

■

〝

′

.

n

祀
り
､
常
盤
木
を
た
で
注
連
縄
を
張
り
､
頭
分
の
も

･
か
か

の
両
三
人
に
て
神
酒
を
奉
り
､
材
木
元
代
り
に
懸
れ

る

よ

り

'

か

-

の

如

-

一

ケ

月

に

一

度

づ

つ

､

怠

ら

ず
御
酒
を
奉
り
､
自
得
ち
と
唱
へ
通
夜
す
る
な
り
｣

と
あ
り
'
最
初
伐
木
山
に
入
山
し
て
仕
事
を
始
め
る

前
に
山
の
神
を
細
る
行
事
を
｢
入
山
祝
｣
と
い
い
'

ひ

…

ソ

そ
の
後
毎
月
｢
お
目
待
｣
と
称
し
て
日
を
定
め
て
仕

事
を
休
ん
で
お
祭
り
を
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
｢

か
い
○
た
･
字
●
つ

株
祭
り
｣
と
い
っ
て
'
木
を
伐
倒
し
た
時
､
そ
の
木

-

-

-

-

-

･

ん

_

し

の
梢
を
切
株
に
さ
し
て
山
神
に
捧
げ
真
撃
を
態
度
で

拝
ん
で
い
る
札
の
姿
経
て
い
る
｡
曾

禁
忌
も
多
い
｡
｢
東
神
層
枝
伐
る
を
よ
主
さ
東
神

り

よ

7

居
枝
神
の
木
だ
｣
と
い
う
里
謡
が
あ
る
｡
東
の
方
に

幹
と
直
角
に
出
て
上
へ
伸
び
た
枝
(
十
手
状
の
形
の

-
が
一
U
･
え
声
-

枝
)
を
神
屠
枝
と
い
っ
て
､
こ
の
枝
の
あ
る
木
を
伐

る
と
､
不
思
議
に
必
ら
ず
何
か
不
慮
の
事
件
が
あ
る

と
し
て
､
絶
対
に
伐
ら
な
い
戒
律
に
な
っ
て
い
た
｡

ヤ
マ
ネ
や
オ
コ
ジ
ョ
　
(
ヤ
マ
イ
タ
チ
)
に
出
合
う
と

神
の
使
い
だ
と
い
っ
て
､
小
屋
に
備
え
る
者
が
い
た

こ
と
を
毒
口
嫌
忌
略
』
は
書
い
て
い
る
｡

六

､

終

わ

り

に

　

　

あ

れ

せ

　

　

.

.

)

ぴ

へ
木
曽
の
御
嶽
夏
で
も
寒
い
袷
や
り
た
や
足
袋
添

え
で

の
有
名
な
木
曽
節
の
元
唄
は
､
も
と
も
と
は
信
仰
の

山
御
殿
を
さ
し
た
も
の
で
は
な
く
､
木
曽
の
わ
ん
た

け
村
(
現
王
滝
村
)
　
の
山
中
奥
深
く
は
い
り
込
み
､

木
を
伐
り
､
木
材
を
冷
た
い
谷
川
に
流
す
仕
事
に
た

ず
さ
お
っ
て
い
た
机
や
日
用
の
妻
た
ち
に
よ
っ
て
暗

い
は
じ
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
｡

故
郷
を
遠
く
離
れ
､
夏
で
も
寒
い
と
い
う
わ
ん
た

け
村
へ
山
仕
事
に
出
掛
け
る
夫
に
袷
を
仕
立
て
て
､

足
袋
を
添
え
て
や
り
た
い
と
い
う
妻
の
愛
憎
の
発
露

が
､
ざ
ら
に

事
し
●
一
は
-
几

へ
袷
ば
か
り
も
や
ら
れ
も
す
ま
い
福
神
仕
立
て
て

足

袋

そ

え

で

　

　

　

　

　

　

　

　

け

が

の
歌
と
な
り
､
危
険
な
仕
事
に
従
事
す
る
夫
に
怪
我

′
や
‡
o

や
過
ち
の
な
い
よ
う
に
祈
っ
た
の
が
｢
束
神
技
伐
る

な
よ
主
さ
｣
の
歌
と
在
っ
た
の
で
あ
る
｡

へ
木
曽
へ
木
曽
へ
と
み
な
行
き
た
が
る
木
曽
に
木

山
が
あ
れ
ば
こ
そ

林
業
先
進
地
木
曽
の
活
気
に
満
ち
溢
れ
た
時
代
が

ほ
･
7
･
ふ
っ
　
　
　
　
よ
一
命
が
･
鼻

筋
仏
と
し
て
蘇
っ
て
-
る
思
い
で
あ
る
｡

(
木
曽
福
島
町
史
編
纂
主
任
)
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第二回　大町型テフラ椅

第一回信州ロームの分布

舵物情と山

大
町
ス
キ
ー
場
の
ロ
ー
ム
層平

　

林

　

照

　

雄

一
､
ロ
ー
ム
層
と
は

大
町
市
か
ら
長
野
市
へ
行
く
バ
ス
道
路
沿
い
の
､

大
町
ス
キ
ー
場
付
近
に
は
､
道
路
お
き
に
赤
土
の
層

が
見
か
け
ら
れ
る
｡
こ
れ
が
ロ
ー
ム
層
と
通
称
さ
れ

て
い
る
古
い
火
山
噴
出
物
が
､
堆
積
し
風
化
し
た
も

の
で
あ
る
｡
本
来
ロ
ー
ム
　
(
-
e
a
ヨ
)
と
は
土
壌
を
分

類
し
た
時
'
砂
の
中
に
二
五
-
三
七
･
五
%
の
粘
土

分
を
含
む
壌
土
の
こ
と
で
あ
る
｡
関
東
地
方
の
台
地

に
広
-
分
布
し
て
い
る
堆
積
物
の
外
観
が
壌
土
に
似

て
い
る
の
で
､
ロ
ー
ム
と
呼
ん
で
し
ま
っ
た
｡
そ
の

後
こ
の
ロ
ー
ム
が
火
山
灰
起
源
の
も
の
と
判
明
し
､

西
方
の
古
富
士
山
､
箱
根
山
､
榛
名
山
､
赤
城
山
な

ど
が
供
給
源
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
｡
そ
こ
で
ロ

ー
ム
は
火
山
灰
起
源
の
意
味
を
含
む
よ
う
に
在
っ
た
｡

し
か
し
､
こ
れ
は
術
語
の
混
乱
で
あ
っ
て
'
正
し
く

は
テ
フ
ラ
　
(
t
e
p
手
a
)
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
｡
テ
フ

ラ
は
火
山
噴
火
の
陳
火
口
か
ら
放
出
さ
れ
空
中
を
飛

帝
-
つ

行
し
て
き
て
地
表
に
堆
積
し
た
火
山
砕
屑
物
を
差
し

て
お
り
'
ギ
リ
シ
ア
語
の
灰
を
意
味
し
て
い
る
｡

長
い
地
質
時
代
の
間
に
は
､
火
山
活
動
の
活
発
を

時
期
が
何
回
か
あ
っ
た
.
特
に
洪
積
世
二
-
二
〇

〇
万
年
前
)
　
の
新
し
い
火
山
は
そ
の
形
態
も
テ
フ
ラ

層
も
よ
-
残
っ
て
お
り
へ
研
究
に
便
利
で
あ
る
｡
広

範
囲
に
分
布
す
る
テ
フ
ラ
層
を
手
掛
り
に
し
て
縞
年

を
組
む
学
問
を
テ
フ
ロ
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
と
い
い
､
第

四
紀
や
考
古
学
の
時
代
決
定
に
重
要
で
あ
る
｡
第
一

図
は
信
州
ロ
ー
ム
層
と
呼
ば
れ
て
い
る
テ
フ
ラ
層
の

分
布
の
様
子
を
示
し
た
も
の
で
'
偏
西
風
に
よ
っ
て

火
山
の
東
側
に
堆
積
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
が
堆
積
し

た
の
比
例
の
氷
河
時
代
や
旧
石
器
時
代
と
も
重
を
っ

て
い
る
｡

二
､
大
町
型
テ
フ
ラ
膚

大
町
市
東
方
の
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
の
山
地
に
は
大

崎
両
群
と
呼
ば
れ
る
準
平
原
が
発
達
し
て
い
る
｡
こ

の
面
群
の
古
い
方
の
乗
越
面
や
中
島
面
に
は
テ
フ
ラ

唇
が
分
布
し
て
い
る
｡
特
に
大
町
ス
キ
ー
場
附
道
に

は
海
抜
九
〇
〇
m
内
外
の
乗
越
面
が
発
達
し
､
そ
の

面
上
に
は
大
町
型
テ
フ
ラ
層
が
模
式
的
に
分
布
し
て

い
る
｡
大
町
型
テ
フ
ラ
層
は
池
田
町
大
略
､
常
盤
の

乳
用
の
上
位
段
丘
面
､
高
瀬
川
の
上
位
段
正
面
､
仁

図
l
園
□
圏
□
関
口
田
口
圏
□
田
口
㌶

6

m
o
.

科
山
地
の
表
面
な
ど
に
も

載
っ
て
い
る
｡

三
､
テ
フ
ラ
膚
の
成
分

テ
フ
ラ
層
は
よ
く
見
る

と
水
平
に
近
い
地
層
に
な

っ
て
い
る
｡
大
町
型
テ
フ

ラ
層
は
第
二
図
の
よ
う
に
､

腐
植
の
混
入
し
た
黒
土
の

下
に
七
枚
の
火
山
灰
と
六

枚
の
洋
右
(
軽
石
ま
た
は

味
噌
土
)
　
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
｡
厚
い
と
こ
ろ

で
は
全
体
で
一
二
m
に
達

し
､
最
も
厚
い
浮
石
層
D
P
ヨ

は
二
m
近
-
も
あ
る
｡
こ
の
他
に
火
山
の
岩
石
を
吹

き
飛
ば
し
て
き
た
暗
灰
色
の
安
山
岩
の
破
片
､
ス
コ

リ
ア
を
含
ん
で
い
る
｡
堆
積
が
中
断
し
て
一
時
地
表

に
な
っ
た
と
こ
ろ
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
層
や
ク
ラ
ッ
ク

常
や
植
物
の
追
跡
な
ど
を
も
っ
て
お
り
､
そ
れ
を
境

に
し
て
上
中
下
の
三
部
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

.
n
M
J

左
お
､
水
中
に
堆
積
し
た
り
､
周
囲
の
礫
が
紛
れ
込

ん
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
る
｡
テ
フ
ラ
層
は
客
土
や
園

芸
用
に
利
用
さ
れ
る
｡

テ
フ
ラ
層
を
よ
く
水
洗
し
て
鉱
物
顕
微
鏡
で
観
察

す
る
と
'
火
山
岩
を
造
っ
て
い
る
鉱
物
と
同
種
類
の

結
晶
が
見
ら
れ
る
｡
大
町
型
テ
フ
ラ
層
の
上
部
の
方

せ

･

ん

-

し

重

て

に
は
黒
雲
母
､
普
通
角
閃
石
､
紫
蘇
輝
石
が
多
い
｡

そ
の
供
給
火
山
は
大
町
ス
キ
ー
場
よ
り
二
五
h
西
方

の
立
山
火
山
と
推
定
さ
れ
る
｡
浮
石
の
最
大
は
七
m
､

ス
コ
リ
ア
は
六
伽
も
あ
る
か
ら
､
当
時
の
爆
発
の
激

し
さ
が
窺
わ
れ
る
｡
な
お
四
五
〇
山
も
離
れ
た
鳥
取

r
.
い
高
)
I
九

県
の
大
山
や
､
九
〇
〇
k
m
も
遠
方
の
鹿
児
島
湾
北
部

ふ
男
い
･
.
り

の
姶
良
火
山
の
浮
石
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
驚
異
で

あ
る
｡
火
山
灰
が
広
範
囲
に
広
が
り
気
象
の
変
化
さ

え
起
こ
す
の
は
当
然
で
あ
る
｡

テ
フ
ラ
層
に
含
ま
れ
て
い
る
炭
質
物
や
浮
石
中
の

鉱
物
の
放
射
性
元
素
か
ら
､
堆
積
当
時
の
絶
対
年
代

を
判
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
｡
た
と
え
ば
姶
良
火
山

の
も
の
は
二
､
一
-
二
､
二
万
年
前
､
大
山
の
も
の
は

四
'
五
-
四
､
七
万
年
前
で
､
第
二
図
の
立
山
か
ら
の

田
P
ヨ
は
六
､
六
万
年
前
で
あ
る
｡
ま
し
て
そ
れ
よ
り

下
に
あ
る
口
P
ヨ
は
ね
そ
ら
-
一
〇
万
年
以
上
前
に
な

り
､
A
P
m
を
ど
は
さ
ら
に
古
く
､
供
給
火
山
さ
え
は

っ
き
り
し
凄
い
｡

テ
フ
ラ
層
は
そ
の
原
料
が
火
山
灰
を
主
と
し
て
い

る
か
ら
､
土
壌
と
し
て
の
地
力
は
元
来
な
い
も
の
で

あ
る
｡
し
か
し
一
万
年
以
上
の
年
数
を
経
て
風
化
分

解
も
か
な
り
進
み
､
表
面
に
は
植
物
の
腐
植
が
は
い

っ
て
い
る
の
で
､
あ
る
程
度
植
物
は
育
つ
｡
最
近
は

豊
一
r
-
i
一
-
し
◆
.
1
,

松
本
平
南
部
の
桔
梗
ケ
原
や
波
田
町
で
み
ら
れ
る
よ

う
に
､
人
工
的
に
肥
沃
化
し
､
潅
漑
用
水
も
確
保
し

て
立
派
を
園
芸
地
帯
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
｡

テ
フ
ラ
層
の
内
部
か
ら
人
骨
や
古
代
人
の
遺
物
が

出
土
す
れ
ば
､
旧
石
器
時
代
に
属
す
る
こ
と
に
な
る

か
ら
､
貴
重
を
資
料
に
な
る
｡

最
近
で
は
全
国
各
地
で
旧
石
器
時
代
の
証
拠
が
得

･

小

り

ろ

●

事

ら
れ
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
｡
大
町
市
の
借
馬
追

跡
な
ど
の
あ
る
と
こ
ろ
は
'
旧
石
器
時
代
の
テ
フ
ラ

層
が
堆
積
す
る
こ
ろ
は
､
水
の
作
用
を
受
け
て
い
て

火
山
灰
は
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
洪
積

世
以
後
の
沖
積
地
や
傾
斜
地
に
は
テ
フ
ラ
層
は
原
則

と
し
て
見
あ
た
ら
な
い
｡

(
大
町
北
高
等
学
校
長
)
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