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子
年
雑
感

飯
島
　
喜
久
代

一
九
九
六
年
､
子
年
で
あ
る
｡

病
原
菌
の
媒
体
と
な
っ
た
り
､
穀
物
を
喰
い
荒
ら
し
た

り
と
､
考
え
て
み
れ
ば
'
人
間
の
害
に
な
る
様
な
事
ば
か

り
す
る
ネ
ズ
ミ
達
な
の
だ
が
､
な
ぜ
か
'
昔
話
や
物
語
の

中
に
､
親
し
み
深
い
存
在
と
し
て
登
場
す
る
事
が
多
い
の

は
､
あ
ま
り
に
身
近
な
､
し
か
も
マ
イ
ナ
ー
な
存
在
で
あ

る
事
と
'
黒
目
が
ち
な
瞳
の
顔
つ
き
と
'
か
い
が
い
し
-

動
き
回
る
様
が
愛
ら
し
い
か
ら
だ
ろ
う
か
　
(
あ
の
シ
ッ
ポ

は
ち
ょ
っ
と
不
気
味
で
あ
る
が
)
｡

不
幸
な
境
遇
に
あ
っ
た
小
公
女
セ
ー
ラ
を
な
ぐ
さ
め
て

い
た
の
は
屋
根
裏
の
ネ
ズ
ミ
だ
っ
た
｡
大
国
主
命
を
燃
え

さ
か
る
火
の
海
か
ら
救
っ
た
の
も
ネ
ズ
ミ
だ
っ
た
｡
お
む

す
び
を
追
い
か
け
て
ネ
ズ
ミ
の
国
へ
行
っ
た
お
爺
さ
ん
は
､

さ
ん
ざ
ん
､
ご
馳
走
を
し
て
も
ら
っ
た
上
､
お
み
や
げ
に

宝
物
ま
で
も
ら
っ
て
帰
っ
て
来
た
｡
何
と
も
あ
り
が
た
い

ネ
ズ
ミ
達
で
は
な
い
か
｡

私
は
八
十
を
過
ぎ
て
な
お
へ
元
気
に
山
歩
き
を
続
け
て

お
ら
れ
る
方
を
存
じ
上
げ
て
い
る
｡
名
前
は
そ
の
人
の
一

生
を
左
右
す
る
と
も
い
わ
れ
る
が
､
そ
の
方
が
名
前
に
持

ね

っ
て
お
ら
れ
る
｢
子
｣
　
の
字
が
幸
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
｡
は
つ
ら
つ
と
､
何
事
に
も
前
向
き
に
接
す
る
そ
の
方

を
見
て
い
る
と
､
同
じ
女
性
と
し
て
誠
に
う
ら
や
ま
し
-
'

齢
を
重
ね
て
い
-
事
が
楽
し
み
に
思
え
て
-
る
の
で
あ
る
｡

ポ

ン

ド

ハ

ツ

カ

ネ

ズ

ミ

､

ド

ブ

ネ

ズ

ミ

､

ク

マ

ネ

ズ

ミ

､

ホ
ン
ド
ヒ
メ
ネ
ズ
ミ
､
ア
カ
ネ
ズ
ミ
｡
こ
れ
ら
は
山
博
の

展
示
室
で
覚
え
た
名
前
で
あ
る
が
'
一
口
に
ネ
ズ
ミ
と
い

っ
て
も
､
日
本
に
は
､
大
き
さ
､
食
べ
物
､
棲
む
所
の
違

う
何
種
類
も
の
ネ
ズ
ミ
達
が
生
息
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､

シ
ロ
ウ
ト
目
に
は
違
い
が
区
別
で
き
な
い
よ
う
な
の
も
い

る
そ
う
だ
｡
中
に
は
､
ジ
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
に
'
ネ
ズ
ミ
と

名
が
つ
い
て
も
'
実
は
ネ
ズ
ミ
で
な
い
ネ
ズ
ミ
も
い
る
ら

し
い
の
で
あ
る
｡

野
山
に
棲
み
'
肉
食
の
獣
魚
類
の
エ
サ
の
ひ
と
つ
と
な

っ
て
'
彼
ら
の
生
活
を
支
え
て
い
る
の
も
ま
た
ネ
ズ
ミ
で

あ
る
｡
そ
の
ネ
ズ
ミ
達
の
エ
サ
の
供
給
源
は
田
や
畑
ば
か

り
で
な
く
豊
か
な
森
林
や
草
原
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
そ
こ
で
は
､
ネ
ズ
ミ
は
確

固
た
る
一
匹
の
野
生
動
物
な
の
で
あ
る
｡

(
山
岳
博
物
館
協
議
会
委
員
)
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近
世
高
瀬
川
上
流
域
に
お
け
る

河
川
氾
濫
と
川
除
普
請
(
-
)

荒
　
井
　
今
朝
一

は
じ
め
に

高
瀬
川
は
､
北
ア
ル
プ
ス
槍
ケ
寓
に
源
を
発
し
､

途
中
亀
川
､
鹿
島
川
､
乳
用
な
ど
を
合
流
し
な
が
ら

安
曇
平
を
流
下
し
て
明
科
町
で
犀
川
と
合
流
す
る
流

路
延
長
約
七
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
信
濃
川
支
流

の
一
つ
で
､
源
流
地
域
は
盛
ん
な
侵
食
作
用
に
よ
り

深
い
V
字
谷
を
形
成
し
て
お
り
､
荒
川
と
し
て
著
名

で
あ
っ
た
｡
こ
の
た
め
､
降
雨
が
続
く
と
濁
流
と
な

っ
て
押
出
し
､
下
流
域
一
帯
で
は
幾
多
の
氾
濫
に
悩

ま
さ
れ
て
き
た
｡
ま
た
､
鹿
島
川
は
鹿
島
槍
ケ
高
を

源
と
す
る
高
瀬
川
最
大
の
支
流
で
､
流
路
延
長
一
九

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
へ
平
･
大
町
地
区
の
主
要
な
用
水
堰

で
あ
る
越
荒
沢
､
野
口
堰
な
ど
を
分
岐
し
､
野
口
付

近
で
高
瀬
川
と
合
流
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
両
川

を
中
心
に
農
具
用
､
乳
用
な
ど
も
含
め
て
近
世
に
お

け
る
高
瀬
川
上
流
域
一
帯
の
河
川
氾
濫
と
川
除
普
請

(
水
防
工
事
)
　
に
つ
い
て
若
干
の
概
括
的
な
考
察
を

試
み
た
い
｡

心
ん
し
よ

一
取
水
口
と
｢
難
所
｣

図
1
は
､
近
世
高
瀬
川
上
流
地
域
の
河
川
と
水
路

系
雛
の
概
略
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
に
よ

れ
ば
高
瀬
川
の
右
岸
と
左
岸
で
は
大
き
な
違
い
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
｡
す
な
わ
ち
､
大
町
･
乎
･
社
の

左
岸
地
帯
は
､
農
具
川
を
縦
の
軸
と
し
て
鹿
島
用
､

篭
川
水
系
の
用
水
路
が
網
目
状
の
形
態
を
な
し
て
こ

れ
を
補
強
し
て
い
る
の
に
対
し
､
常
盤
･
松
川
の
右

岸
地
域
は
､
高
瀬
川
か
ら
直
接
取
水
し
た
和
田
川
､

須
沼
取
堰
､
一
本
木
堰
の
三
用
水
路
を
縦
の
幹
線
と

し
､
乳
用
水
系
の
用
水
が
こ
れ
を
補
強
し
て
い
る
の

で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
現
大
町
市
域
を
中
心
と
し

た
安
曇
郡
北
部
地
域
の
計
画
的
開
発
が
､
木
崎
湖
を

天
然
の
温
水
溜
池
と
し
て
活
用
す
る
農
具
用
水
系
や

段
丘
上
か
ら
行
わ
れ
､
そ
の
後
治
水
の
発
達
に
伴
っ

て
次
第
に
大
河
川
か
ら
の
直
接
取
水
に
よ
る
平
坦
地

の
開
発
へ
移
行
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ

る
が
､
そ
の
こ
と
の
詳
細
は
､
別
の
機
会
に
検
討
を

試
み
た
い
｡

さ
て
､
こ
う
し
た
潅
漑
水
路
の
取
水
口
は
､
ど
の

よ
う
な
と
こ
ろ
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
実

は
'
農
具
川
水
系
の
一
部
な
ど
を
除
い
て
､
水
路
の

多
く
は
河
川
か
ら
自
然
流
出
し
て
い
た
も
の
を
周
辺

整
備
し
な
が
ら
安
定
化
さ
せ
た
も
の
で
'
言
い
替
え

れ
ば
こ
ち
ら
の
取
水
口
付
近
が
最
も
氾
濫
し
易
い
危

-

つ

し

険
個
所
で
あ
り
'
そ
の
た
め
に
一
方
で
聖
牛
な
ど
を

用
い
て
流
れ
を
堰
止
め
へ
水
門
を
設
け
､
水
を
導
き

な
が
ら
､
そ
の
直
下
に
は
何
重
に
も
右
横
'
芝
土
手

な
ど
を
設
け
て
逆
に
水
勢
を
防
ぐ
と
い
う
あ
る
種
の

｢
矛
盾
し
た
構
造
｣
を
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
実

際
へ
水
害
や
川
除
に
関
す
る
多
く
の
近
世
史
料
を
見

る
と
｢
難
所
｣
と
呼
ば
れ
た
最
も
被
害
を
受
け
易
い

個
所
の
多
く
は
､
水
路
の
取
水
口
と
一
致
し
て
い
る

の
で
あ
り
､
こ
こ
に
水
利
調
整
が
困
難
を
極
め
た
原

因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
｢
難
所
｣
の
具

体
例
と
し
て
は
､
鹿
島
川
で
は
猫
鼻
(
猫
ケ
鼻
)
　
や

だ
い
そ
う
み
や

大
蔵
富
な
ど
が
､
高
瀬
川
左
岸
で
は
高
根
先
や
光
明

と
つ
さ
き

寺
沖
､
戸
崎
(
社
開
田
)
な
ど
が
､
ま
た
右
岸
で
は

仏
崎
､
戸
崎
(
常
盤
須
沼
)
､
赤
石
　
(
松
川
)
　
な
ど

が
知
ら
れ
て
い
る
｡

二
　
記
録
か
ら
み
た
水
害
の
実
態

次
に
､
水
害
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
｡

管
見
に
よ
れ
ば
､
高
瀬
川
を
は
じ
め
ど
の
河
川
も
い

ず
れ
劣
ら
ぬ
急
流
で
あ
り
な
が
ら
水
門
の
破
損
や
水

路
の
流
失
､
田
畑
の
冠
水
の
記
録
は
多
い
が
､
家
屋

流
失
な
ど
の
史
料
は
少
な
く
､
人
災
に
ま
で
及
ん
だ

と
い
う
記
載
は
皆
無
に
近
い
｡
そ
の
主
な
原
因
は
'

長
年
に
わ
た
る
経
験
か
ら
比
較
的
安
全
地
帯
に
集
落

が
発
達
し
て
お
り
､
治
水
が
完
備
し
て
安
全
性
が
確

実
で
な
い
限
り
沿
岸
の
危
険
地
帯
に
は
居
住
し
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
の
中
で
､
家
屋
や
人
災
に
ま
で
水
害
が
及
ん
だ

数
少
な
い
記
録
と
し
て
は
へ
近
世
前
期
の
高
瀬
川
が

に

う

の

み

左
岸
に
異
動
し
た
こ
と
に
よ
る
丹
生
千
村
の
集
落
退

転
､
寛
政
元
　
(
一
七
八
九
)
年
の
鹿
島
川
氾
濫
に
よ

る
源
汲
集
落
の
流
失
､
文
化
三
一
(
一
八
一
六
)
年

の
乳
用
氾
濫
に
よ
る
西
山
村
の
流
失
な
ど
が
著
名
で

あ
る
が
､
享
保
三
　
(
一
七
一
人
)
年
の
大
沢
寺
山
水

論
に
関
す
る
史
料
の
中
に
は
｢
先
年
も
猫
鼻
で
鹿
島

川
が
氾
濫
し
､
町
川
筋
を
流
下
し
て
大
町
の
塩
蔵
や

槻
蔵
も
水
浸
し
に
成
っ
た
｣
と
の
記
載
が
見
ら
れ
へ

時
と
し
て
予
想
外
の
事
態
も
起
き
て
い
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
｡

一
二
　
貢
租
史
料
か
ら
見
た
水
害
の
実
態

次
に
､
水
害
に
よ
る
被
害
状
況
を
各
村
ご
と
に
統

計
的
に
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
｡
近
世
松
本
轄
(
戸

田
氏
)
　
で
は
､
年
貢
は
､
検
地
に
よ
る
登
録
高
(
柿

高
)
　
か
ら
種
々
の
控
除
を
行
い
､
さ
ら
に
口
枚
や
各

種
の
雑
税
を
付
加
し
て
収
納
高
を
決
定
し
､
各
村
の

庄
屋
に
命
じ
て
収
納
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

叉
い
び
き

る
が
､
こ
う
し
た
年
貢
控
除
の
中
に
｢
永
引
｣
と

と
う
り
e
う
び
ヽ
〕

｢
当
流
引
｣
の
記
載
が
見
ら
れ
る
∵
水
引
と
は
､

一
旦
､
検
地
で
登
録
さ
れ
た
田
畑
の
う
ち
､
災
害
な

ど
に
よ
っ
て
半
永
久
的
に
耕
作
不
能
に
な
っ
た
土
地
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表1大町組杓々の永川欠､永引の椎移 

+ 侏9�僖窿�c澱��剳ｶ化7年(1810) 劔[i�ﾓID窿��#���剴V保5年(1834) 劍ﾔ�ｳ9D窿�イb��村高 ���ﾈﾈr�率% ��ｨﾘ"�永引 凛bR�村高 ��X盾�率% ��ｨﾘ"�永引 凛bR�村高 ����率% 

八 潤 儻冏ｹ�｢�石 ����1.66 冲r�五 迭��b�石 ����4.74 ��2�TJ 釘�#��"�#B�有 ����4.28 

7.2061 �517.4927 �#b緜鼎��鉄�ゅイCr�24.5814 �559.7177 �#2纉3�B�田�ゅ��ビ�26.0734 

･L1枚原村 ��C�緜C3R�6.6625 ��3B縱��175.1982 釘緜�#"�2.63 ��sR��塔"�一.1455 �"�3r�184.8762 釘��CSR���ィ繝sc"�4.1455 �"�#B�

間田村 ��10.9500 迭���� �#�繝#迭�9.40 �#32纉#cR�21.9745 湯�3�� �#�纉sCR�9.27 �#3r��3�R�22.2760 湯紊��

丹生千村 鉄R�3Csb�5.8156 ���經��69.4793 �#�������30.24 田偵Cs�2�21.9488 �3�經��69.4793 �#�纉Cモ�31.59 田偵Cs�2�22.3518 �3"��r�

木植村 館と内村 田�纉C���0.6060 0.5960 ��纉���菷ﾆﾂ�67.4074 15上5816 ��3イcb�2縱�sr�2.74 2.45 田r紊�sB��S�經��b�2.9896 3.7177 �2紊��"紊R�67.4074 �"�#ンb�2縱�sr�3.40 2.45 田r紊�sB�2.6166 4.8120 �2繝��2����

Ii'光守,村 松嶋村 ��0 0.4140 �����#��107.3722 207.9488 ��繝sc��2縱#Cb�0.82 1.79 �#�r纉Cモ�0.8760 3.7246 ��繝"�偵s��lO7.3722 207.9488 ��繝sc��2縱#Cb�0.82 1.79 ���ゅ�S3"�#�r纉Cモ�0.8360 3.7246 ��縱r��縱��

′小計 �� �"�3�� 塔B�3��R�5.51 白經8�3sSビ�83.9581 迭紊��上585.4147 塔"緜����5.21 白緜3偵�C#r�86.8359 迭�3��

辛 ��Y*ﾉ�｢�1.403.3076 釘經3���0.32 ��緜#ゅ��Cr�51.9571 �2���� 鉄"經3cb�3.ll ��55.6598 �2��"�I.795.8187 ��32縱c唐�7.45 

高根新田 都b�#�CB�0.0560 ����r�126.1858 �"�3SSr�1.87 ��#b縱塔��湯�2.3557 〟? 白繝b���126.7988 289725教 �"縱涛r���ﾃs�SR�2.21 542 ��#b縱塔��#���ｳ��R�3.2767 181955 �"經��c#b�

野山付 帯.liも付 ��0.6999 0 0 0 0 0 0 0 0 ���#������������������289.2I95 480.7954 ��B縱ツ"�"���3����������������5.ll 0.44 0 0 0 0 0 0 0 ��ﾃヲ縉�R�C����ャB�1.).056} 3.1930 0 0 0 0 0 0 0 迭��ﾃ���緜b���������������ヽ 481.3764 ����2縱ピ����������������0.79 0 0 0 0 0 0 0 偵��Cビ���3B�3.7870 0 0 0 0 0 0 0 ��縱��

木嶋村 森村 細尾村 涛r縱��R��101.5425 剴���經C#R��101.5425 剴��"��sSR����

27.4640 剴3B經ンB��34.5894 剴3B經ンB��34.5894 �0 

75.0300 剴�����#B��80.1924 剴�����#B��80.1924 �0 

海之山村 ���187.3649 劍�ｳビ�3cC���189.0029 剴���繝#S�����

中細蒔 ��"纉s����15.0647 剴�R��cCr��15.0647 剴�R�3涛r����

盲木村 免ﾂ緜#����14.6876 剴�B緜ピb��14.6876 剴�B緜ピb����

加茂新聞 �#��3s�R��23.2340 剴#B緜#�R��24.8825 剴#B繝�#R����

･小計 ��5.29.19 ���#��2.981.7509 都����#��2.39 ��73.1445 �"紊��3.144.0784 都r纉c#��2.48 �2��c2��sCB�159.0703 迭��2�

山中小計 � ��葛 �� ��1.706.0316 鉄2紊c�"�3.13 ��53.4092 �2��2�1.707.3626 鉄2繝s�"�3.16 

囲ヶ条′上記 劔劔1.997.9196 ��c�緜S32�8.90 ��157.3278 途繝R�2.Oil.0375 ��SB紊塔��7.68 

小谷′小計 劔劔1.244.0046 ��3"紊Cc��10.65 ���#Cr繝涛b�130.2284 ���紊B� ��3�紊#ィ�10.43 

大町組合計 �8.393.2156 ��I.24 湯紊3b緜�32�509.2492 迭紊�� 鉄�B緜s#��5.30 湯緜ヲ�#ピ��501.7455 迭����9.771.1228 鉄ィ縱##b�5.98 

依拠更科 剔蜥ｬ細評色描出帳 劍ｦY�ｩlh�8��剔蜥ｬ細工 ��h･9o�ﾘ(肩�,"���Y*ﾉ�y��ﾖYo�ﾘ)(x�)*��剔蜥ｬ浸し堆癌後詰仕出脹 
(大町市栗林士郎氏文雷) 剪��Y*ﾈ�8ﾄ凩�贓���[i�B���(大阪苗栗林忠夫氏文喜) 剪��Xﾞ2�8ﾄ凩�(們���[h�����(大阪市栗林忠実氏文普) 

表2　享保11年(1726)現在､松川絶対々の村高に対する

永引の割合

現在の 市町村 ��ｩkﾂ�村高 ��X処ﾘ"� 

大 町 ��I�Y�｢�石 427.1047 �����R緜s�r�3.67 

市 ��8耳耳耳耳自gｹm��｢�267.6475 澱縱s32�2.53 

千 �ｨ耳耳耳自gｹm��｢�252.5936 湯��C���3.58 
〇一一 揺 ��ｸ���｢�353.0935 ��ゅc�#b�5.27 

西山村 鼎sb纉�Sr�20.1150 釘�#"�

現大町市小計 僮.777.3450 都��#�#r�3.95 

松 川 傴ﾉ�ﾉ�｢�L(靖�｢���ｹ�i[y�｢�1317.2463 468.5732 811460 �#r�3#S��3�紊涛r�S"��ピ��2.07 6.72 

村 俤ynﾉ�｢�Yxﾈｩ�｢�192.2638 150.8000 涛2ﾃc#���b經cC��64.3⊥ 48.69 4.35 

現松川村域小計 �2-210.0353 �#����塔��9.56 

穂 rTiI 町 凛y�ｹ�｢�202.8852 湯�3S���4.61 

古厩村 �3澱紊s3"�7.4280 白繝r�

新屋村 鉄#"纉Sッ�2.4177 ��紊b�

嵩下村 鉄#"�#s#��17.2357 �2�3��

富田新田村 ���偵�3sR�0.1493 ����B�

耳塚村 鼎ヲ���湯�4.5857 ��纉B�

合計 �6.231.0275 �33"經sS"�5.34 

原史料〆高 �6-370.2175 �33"經sS"�5.22 

し注) ｢定御用搾｣ 18石0750は水引軸こ含めた｡永引の登録年は各村により異

なるが､享保9年までに登録されている…出こよった｡

(享保11年｢信liii安患部松本訊松川組高辻､臨音色指山峡｣大町轟音水耕り氏文

剖こよる)

で
'
享
保
一
〇
(
一
七
二
五
)
年
以
前
の
水
野
氏
統

え
い
か
h
け
つ

治
下
で
は
こ
れ
を
｢
永
川
欠
｣
と
呼
ん
で
い
た
よ
う

に
､
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
河
川
氾
濫
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
一
方
､
当
流
引
と
は
､
そ
の
年
一
年
限
り
の

水
害
等
に
よ
る
年
貢
除
外
地
で
'
多
く
は
再
び
耕
地

化
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
文
化
二
二
(
一
八
一
六
)

年
の
西
山
村
で
は
､
村
高
四
一
〇
有
余
に
対
し
て
､

当
流
引
が
一
四
四
有
余
に
の
ぼ
っ
て
お
り
､
こ
の
年

の
水
害
の
大
き
さ
が
窺
わ
れ
る
｡

表
1
は
､
こ
う
し
た
永
引
∵
水
川
欠
の
推
移
を
大

町
組
に
属
し
て
い
た
村
々
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の

で
あ
り
'
表
2
は
､
享
保
二
　
(
一
七
二
六
)
年
現

在
の
松
川
組
村
々
の
村
高
に
対
す
る
永
引
の
割
合
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
ず
､
表
1
に
よ
り
大
町
粗

相
々
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
｡
大
町
組
で
は
､

こ
の
表
に
示
し
た
一
五
〇
年
間
に
三
一
〇
〇
石
以
上

の
村
高
の
増
加
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
四
八
〇

石
以
上
永
引
(
永
川
欠
)
の
増
加
が
見
ら
れ
'
水
害

に
よ
る
被
害
が
い
か
に
甚
大
で
あ
っ
た
か
が
知
ら
れ

る
｡
ま
た
､
高
瀬
川
や
鹿
島
川
沿
岸
に
耕
地
を
持
つ

や

こ

う

八
郷
(
現
社
地
区
)
　
や
大
町
村
へ
高
根
新
田
へ
野
口

村
で
永
引
が
多
い
の
に
対
し
て
仁
科
三
潮
風
辺
や
農

具
川
沿
岸
で
は
ほ
と
ん
ど
永
引
が
な
く
､
農
具
川
が

安
定
し
た
効
果
的
な
水
利
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
｡
特
に
､
丹
生
千
村
で
は
'
実
に
村
高
の
三
分
の

一
が
永
引
に
な
っ
て
お
り
'
集
落
退
転
の
実
態
が
数

字
上
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
小
谷

地
方
や
四
ヶ
条
(
現
白
馬
村
地
域
)
で
も
永
引
が
多
く
､

こ
れ
ら
は
姫
川
及
び
そ
の
支
流
の
松
川
､
平
川
､
桶

川
な
ど
の
氾
濫
と
土
砂
崩
落
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

一
方
へ
表
2
に
よ
れ
ば
松
川
組
で
は
､
現
松
川
村

地
域
の
神
戸
新
田
と
紬
野
村
の
永
引
が
注
目
さ
れ
る
｡

こ
の
う
ち
へ
神
戸
新
田
は
村
高
の
三
分
の
二
が
永
引

に
な
っ
て
お
り
､
こ
れ
は
主
と
し
て
芦
間
川
と
乳
用

の
河
川
氾
濫
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
紬
野
村

で
も
約
半
分
が
永
引
に
な
っ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
主

と
し
て
高
瀬
川
の
氾
濫
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡

(
信
濃
史
学
会
会
員
)
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写真2　トチカキ後のトチノミ

鰭物悼ど山

山
村
生
活
の
知
恵
0

-
ト
チ
ノ
ミ
を
食
べ
る
～

渋

　

谷

　

祥

　

充

一
､
は
じ
め
に

山
村
の
人
々
の
暮
ら
し
の
中
で
行
わ
れ
､
近
代
の

合
理
的
な
生
活
様
式
の
導
入
に
よ
っ
て
消
え
て
行
っ

た
習
俗
は
数
え
切
れ
な
い
｡
し
か
し
'
最
近
の
地
域

お
こ
し
の
流
れ
の
中
で
見
直
さ
れ
､
新
た
に
息
吹
を

吹
き
込
ま
れ
た
も
の
も
あ
る
｡
新
潟
県
と
の
県
境
の

山
懐
に
抱
か
れ
た
小
谷
村
大
網
地
区
で
作
ら
れ
て
き

た
伝
統
的
な
ト
チ
ノ
ミ
の
加
工
食
品
は
現
在
特
産
物

と
し
て
､
新
た
な
価
値
を
与
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い

る
｡二

､
大
網
と
栃

千
国
街
道
の
宿
場
と
し
て
栄
え
た
大
網
は
､
昔
か

ら
ト
チ
ノ
ミ
を
凶
作
時
の
非
常
食
と
し
て
大
切
に
し

て
き
た
∵
字
保
年
間
に
大
網
村
か
ら
大
町
大
庄
屋
宛

て
に
出
さ
れ
た
古
文
書
　
(
大
網
　
武
田
信
一
氏
文

っ
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
｡

以
前
は
集
落
の
は
ず
れ
に
｢
ト
チ
ボ
ラ
｣
と
呼
ば

れ
る
栃
の
木
の
林
が
あ
り
､
こ
こ
は
大
網
地
区
の
共

有
と
さ
れ
'
こ
こ
は
ト
メ
ヤ
マ
に
さ
れ
て
い
た
と
い

う
｡
ト
チ
ノ
ミ
拾
い
の
　
〝
山
の
口
〟
　
(
解
禁
日
)
　
が

あ
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
は
残
っ
て
い
な
い
が
'
拾

う
量
が
決
め
ら
れ
て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
に
相
違
な

＼

　

〇

_
>三

､
ト
チ
ノ
ミ
食
の
習
俗

ト
チ
ノ
ミ
は
コ
サ
ゲ
　
(
ワ
ラ
な
ど
で
編
み
込
ん
だ

袋
状
の
背
負
い
道
具
)
　
な
ど
も
っ
て
拾
い
に
行
く
｡

拾
っ
て
き
た
ト
チ
ノ
ミ
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

ま
で
に
は
多
く
の
加
工
工
程
を
経
る
が
､
こ
の
工
程

は
全
国
各
地
で
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
､
ほ
ぼ
共
通

し
て
い
る
｡
こ
こ
で
､
大
網
で
の
加
工
法
を
見
て
み

る
こ
と
に
し
よ
う
｡

ま
ず
､
拾
っ
て
き
た
ト
チ
ノ
ミ
を
バ
ケ
ツ
な
ど
に

い
れ
､
一
晩
く
ら
い
水
に
浸
し
､
虫
殺
し
を
す
る
｡

そ
し
て
､
む
し
ろ
に
並
べ
て
シ
ワ
が
よ
る
く
ら
い
天

日
干
し
を
す
る
｡
こ
こ
ま
で
は
主
に
貯
蔵
の
た
め
の

工
程
だ
が
､
次
の
皮
む
き
が
う
ま
く
で
き
る
か
ど
う

か
を
も
左
右
す
る
｡
皮
む
き
は
ぬ
る
ま
湯
に
ト
チ
ノ

ミ
を
二
日
間
ほ
ど
浸
し
､
皮
が
む
け
や
す
く
な
る
よ

う
に
し
て
お
き
､
鍋
に
い
れ
て
煮
え
た
ぎ
ら
ぬ
よ
う

火
加
減
し
な
が
ら
､
取
り
出
し
て
一
つ
一
つ
ト
チ
ム

キ
　
(
写
真
-
)
　
と
い
う
道
具
を
使
っ
て
む
く
｡
ト
チ

ノ
ミ
の
外
皮
を
細
長
い
二
枚
の
板
の
間
に
挟
み
込
み

な
が
ら
む
く
が
､
そ
の
微
妙
な
力
加
減
は
長
年
の
経

験
が
必
要
で
あ
る
｡
湯
を
煮
え
立
た
せ
る
と
｢
二
王

ド
チ
｣
に
な
っ
て
食
べ
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
｡

次
の
水
さ
ら
し
､
ト
チ
カ
キ
､
灰
の
ア
ク
抜
き
は

ト
チ
ノ
ミ
の
ア
ク
を
抜
く
作
業
で
あ
る
｡
ま
ず
､
網

普
)
　
は
そ
れ
を
如
実
に
表

し
て
い
る
｡
大
綱
山
に
享

保
五
年
か
ら
木
地
屋
が
入

ろ
く
一
+
-

っ
て
醜
髄
を
立
て
､
木
地

類
を
作
る
た
め
柿
の
木
を

切
り
尽
く
し
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
｡
｢
非
常
食

で
あ
る
ト
チ
ノ
ミ
を
得
ら

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の

で
'
木
地
屋
を
他
の
地
方

に
移
住
さ
せ
て
欲
し

い
｡
｣
と
い
う
嘆
願
書
は

自
給
生
活
に
ト
チ
ノ
ミ
が

い
か
に
大
き
な
意
味
を
も

な
ど
に
い
れ
て
一
週
間
く
ら
い
冷
た
い
流
れ
水
に
さ

ら
し
た
後
､
桶
に
ト
チ
ノ
ミ
を
入
れ
て
煮
え
湯
を
加

え
､
熱
く
な
っ
た
ら
ナ
ラ
や
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
堅
い
木

の
灰
を
ト
チ
ノ
ミ
と
同
量
加
､
え
'
棒
で
ゆ
っ
く
り
掻

き
回
す
｡
こ
れ
が
ト
チ
カ
キ
で
あ
る
｡
そ
し
て
一
週

間
ほ
ど
お
き
､
こ
れ
が
う
ま
く
ゆ
く
と
ク
ツ
ツ
カ
ワ

(
表
皮
)
　
が
難
無
く
む
け
､
色
が
黄
色
く
な
り
､
甑

め
る
と
ピ
リ
ッ
と
し
た
舌
触
り
が
す
る
よ
う
に
な
る
｡

(
写
真
2
)
灰
の
ア
ク
を
抜
く
た
め
､
水
に
一
晩
つ

け
て
､
よ
う
や
く
餅
米
な
ど
と
一
緒
に
蒸
し
て
餅
に

つ
い
た
り
'
ト
チ
ガ
ユ
な
ど
に
し
て
食
べ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
｡

四
､
現
代
に
お
け
る
ト
チ
ノ
ミ
食
の
意
義

こ
の
様
に
ト
チ
ノ
ミ
加
工
は
複
雑
で
し
か
も
熟
練

を
要
す
る
作
業
で
あ
り
､
材
料
も
得
難
い
時
代
と
な

っ
て
い
る
｡
こ
の
た
め
へ
以
前
は
非
常
食
と
し
て
用

い
ら
れ
た
ト
チ
モ
チ
が
'
正
月
な
ど
の
ハ
レ
の
日
の

食
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
｡
貴
重

な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
'
飢
え
を

凌
ぐ
た
め
の
非
常
食
か
ら
､
祝
い
事
の
食
へ
の
変
化

は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡

ま
た
､
こ
の
様
な
加
工
技
術
が
狩
猟
採
集
時
代
か

ら
の
試
行
錯
誤
の
集
大
成
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
'

人
が
自
然
を
取
り
込
み
へ
自
分
の
も
の
に
し
て
き
た

歴
史
の
延
長
線
上
に
現
在
の
ト
チ
ノ
ミ
食
が
お
か
れ

て
い
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
｡

(
長
野
県
民
俗
の
会
会
員
)
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