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農
家
と
有
明
山

撮
影
　
穂
苅

　
貞
雄

｢
安
曇
節
｣

穂

苅

　

貞

雄

｢
槍
や
穂
高
は
霞
ん
で
見
え
ぬ
　
見
え
ぬ
あ
た
り
が
槍

穂
高
｣
こ
れ
は
安
曇
節
の
一
節
で
あ
る
｡
私
が
父
の
跡
を

継
ぎ
山
小
屋
の
経
営
に
携
わ
っ
た
昭
和
三
十
年
代
の
は
じ

め
頃
､
私
の
山
小
屋
の
従
業
員
の
大
半
が
､
安
曇
平
出
身

者
で
あ
っ
た
｡
彼
ら
は
仕
事
を
し
な
が
ら
よ
-
安
曇
節
を

口
ず
さ
ん
で
い
た
｡
山
小
屋
の
最
も
多
忙
な
八
月
の
お
盆

を
過
ぎ
る
と
'
登
山
客
は
減
少
し
山
小
屋
は
静
か
に
な
る
｡

そ
の
頃
､
小
屋
番
達
の
慰
労
の
た
め
酒
宴
を
開
-
の
が
恒

例
と
な
っ
て
い
た
｡

当
時
の
貧
し
い
食
事
情
を
反
映
し
て
そ
れ
は
決
し
て
豪

砂
つ
か

華
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
､
歩
荷
が
背
負
い
上
げ
た
素

焼
き
の
瓶
に
入
っ
た
焼
酎
だ
け
は
沢
山
あ
っ
た
｡
酒
宴
が

最
高
潮
に
入
る
頃
'
誰
か
れ
と
な
く
安
曇
節
が
歌
わ
れ
や

が
て
小
屋
の
前
の
庭
で
安
曇
踊
り
が
は
じ
ま
る
｡
安
曇
節

の
歌
声
に
さ
そ
わ
れ
宿
泊
中
の
登
山
者
も
そ
の
踊
り
の
輪

に
加
わ
る
こ
と
も
あ
り
､
賑
や
か
な
歌
声
が
暗
闇
の
空
へ

響
い
て
い
た
｡
高
山
の
夏
の
夜
は
肌
寒
い
｡
酒
の
酔
い
が

さ
め
る
頃
'
檜
頂
上
へ
も
届
-
程
の
大
き
な
歌
声
も
次
第

に
小
さ
く
な
り
安
曇
踊
り
は
や
み
'
小
屋
番
達
は
夫
々
小

屋
の
中
へ
入
り
フ
ト
ン
に
入
っ
た
｡
彼
ら
は
自
分
の
故
郷

で
賑
々
し
く
行
わ
れ
て
い
る
盆
踊
り
を
な
つ
か
し
-
思
い

出
し
な
が
ら
床
に
入
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
｡
当
時
の
山
案
内

人
へ
山
の
常
連
客
は
殆
ど
安
曇
節
を
歌
っ
て
い
た
｡
大
学

山
岳
部
見
違
も
安
曇
節
を
習
っ
て
い
た
が
､
彼
ら
の
歌
は

ど
こ
と
な
-
ぎ
こ
ち
な
-
変
調
安
曇
節
と
私
達
は
言
っ
た
｡

安
曇
節
は
松
川
村
の
医
師
様
葉
太
生
民
が
昔
か
ら
各
地
で

歌
わ
れ
て
い
た
野
手
唄
　
(
野
手
は
古
語
で
原
野
の
こ
と
)

チ
ョ
コ
サ
イ
節
を
基
に
新
し
い
盆
踊
り
唄
を
作
り
へ
自
ら

家
元
と
な
っ
て
そ
の
普
及
に
つ
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡
私

の
子
供
の
頃
へ
和
服
姿
の
榛
棄
民
が
父
の
所
へ
た
び
た
び

訪
ね
て
き
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
｡
今
私
の
手
許
に
昭

和
九
年
発
行
の
増
訂
再
版
｢
信
州
安
曇
踊
｣
が
あ
る
｡
こ

の
中
に
は
父
三
寿
雄
撮
影
の
山
の
写
真
が
あ
-
､
ま
た

｢
岳
の
屏
風
に
青
田
の
畳
へ
安
曇
平
は
千
畳
敷
｣
な
ど
安

曇
平
の
風
物
を
歌
っ
た
も
の
が
数
多
-
あ
る
｡
榛
棄
民
は

ペ
ン
ネ
ー
ム
を
田
原
処
士
と
言
っ
た
が
､
こ
の
た
び
中
島

博
昭
先
生
の
御
著
書
｢
安
曇
野
｣
に
よ
り
彼
が
産
科
の
医

師
で
あ
っ
た
の
で
｢
出
腹
処
　
(
理
)
士
｣
を
も
じ
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
､
彼
は
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
才
人
で

あ
る
と
感
心
し
た
次
第
で
あ
る
｡



②

こぶしと白馬三山

/ J掠言察三嚢義認､●: ∴--I--∴∴ 

土畿璽こ＼遵蓋雲三三誓詞 ㌻=(一一人-jil ∴一一"1〇°1〇°"1.で~ ‡怒蜜姦',),鶴/:-i,.. 

r'-誓孝義軍学韓輩等籍琵慧毯 千､ 号言㌫三三.,.㌔∴rm- 

:∴∴∴∴∴:一∴∴∴｢.営i上 

i ( 盟-盛畿薗r＼ 

∴ 

∴∴∴ 
∴､.千. 

∴.一一有毒∴∴.∴∴∴十∴∴＼.∴- 

館物悼ど山

安
曇
野
に
よ
せ
て

長
野
県
の
中
部
に
位
置
す
る
安
曇
野
は
､
西
に
三

千
米
の
高
峰
の
連
な
る
北
ア
ル
プ
ス
と
､
東
の
鉢
伏

山
､
美
ヶ
原
､
長
峰
山
､
穴
蜂
高
原
な
ど
の
丘
陵
地

帯
に
は
さ
ま
れ
た
､
そ
の
間
に
南
北
に
広
が
る
田
園

地
帯
で
､
そ
こ
に
は
日
本
の
農
村
の
原
風
景
が
残
り
､

四
季
折
々
に
美
し
い
風
景
を
織
り
な
し
て
い
る
｡

こ
の
安
曇
野
は
北
ア
ル
プ
ス
か
ら
流
れ
出
て
い
る

河
川
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
扇
状
地
で
､
そ
の
末
窮
部

分
か
ら
き
れ
い
な
豊
富
な
水
が
湧
き
出
て
い
る
の
で
､

こ
の
水
を
利
用
し
た
ワ
サ
ビ
田
が
各
所
に
あ
る
｡
ま

た
古
い
時
代
の
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
道
祖
神
の
宝

庫
で
も
あ
る
｡
な
お
ま
た
文
化
の
香
り
高
い
各
種
の

ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
数
多
く
あ
る
の
で
､
美
し
い
自
然
と

穂

　

苅

　

貞

　

雄

共
に
そ
う
し
た
も
の
を
求
め
て
沢
山
の
人
々
が
こ
の

地
を
訪
れ
て
い
る
｡

春
は
福
寿
草
､
コ
ブ
シ
の
花
に
始
ま
り
､
カ
タ
ク

リ
､
桜
な
ど
次
々
に
美
し
い
花
が
咲
き
誇
る
｡
田
植

え
の
頃
に
は
､
水
の
入
っ
た
田
園
に
白
雪
の
北
ア
ル

プ
ス
の
山
々
が
倒
映
し
､
夏
は
一
面
に
青
々
と
し
た

稲
が
風
に
揺
れ
､
秋
に
は
黄
金
色
の
稲
穂
が
た
わ
わ

に
頭
を
垂
れ
る
｡
北
ア
ル
プ
ス
の
連
山
を
背
に
し
て

広
い
田
園
の
中
に
､
屋
敷
林
に
囲
ま
れ
た
農
家
が
点

在
す
る
安
曇
野
の
風
景
は
､
ま
さ
に
私
達
の
郷
愁
を

呼
ぶ
日
本
で
も
屈
指
の
景
勝
地
で
あ
る
｡
安
曇
野
と

い
う
言
葉
は
い
か
に
も
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
響
き
､
こ

の
地
は
こ
れ
ま
で
歌
に
唄
わ
れ
､
ま
た
小
説
の
舞
台

に
も
な
っ
て
い
る
｡
臼
井
吉
見
の
小
説
｢
安
曇
野
｣

の
出
版
､
N
H
K
の
朝
の
連
続
ド
ラ
マ
　
｢
水
色
の

時
｣
の
放
映
な
ど
に
よ
り
へ
安
曇
野
は
一
躍
日
本
中

に
知
れ
わ
た
り
､
昭
和
四
十
年
代
は
ま
さ
に
安
曇
野

ブ
ー
ム
が
到
来
し
た
｡
そ
の
後
昭
和
六
十
三
年
に
長

野
自
動
車
道
が
豊
科
町
ま
で
開
通
す
る
や
'
更
に
大

勢
の
人
々
が
こ
の
地
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ

れ
ら
の
来
訪
者
は
､
は
じ
め
は
豊
科
､
穂
高
の
両
町

の
地
域
に
集
中
し
て
い
た
が
､
次
第
に
そ
の
周
囲
に

も
広
が
っ
て
ゆ
き
､
安
曇
野
と
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま

で
と
そ
の
地
域
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
よ
う
な
状

態
に
な
っ
た
｡
本
来
の
安
曇
野
と
は
､
南
は
梓
川
､

北
は
大
町
ま
で
､
東
は
犀
川
､
西
は
北
ア
ル
プ
ス
の

簾
ま
で
の
地
域
を
言
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
へ
現
在
は

安
曇
野
は
も
っ
と
広
範
囲
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
｡

来
訪
者
は
豊
科
､
穂
高
を
中
心
と
す
る
南
安
曇
郡

よ
り
北
安
曇
郡
の
大
町
､
白
馬
方
面
に
も
足
を
伸
ば

す
よ
う
に
な
り
､
こ
の
大
北
地
方
を
北
の
安
曇
野
と

さ
え
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
は
立

山
黒
部
ア
ル
ペ
ン
ル
ー
ト
の
入
口
が
あ
り
､
ま
た
木

崎
､
中
細
､
青
木
の
仁
科
三
湖
が
あ
り
､
更
に
白
馬

山
麓
に
は
い
く
つ
も
の
雄
大
な
ス
キ
ー
場
を
持
ち
'

白
馬
三
山
､
鹿
島
槍
な
ど
の
秀
峰
が
壁
主
立
つ
景
勝

地
で
あ
る
｡
そ
の
山
麓
の
農
村
は
南
と
比
べ
る
と
､

ま
だ
素
朴
さ
が
残
っ
て
い
る
｡

安
曇
野
は
一
昔
前
ま
で
地
元
で
は
｢
あ
､
､
つ
み
平
｣
 
､

あ
る
い
は
｢
あ
づ
み
で
い
ら
｣
と
去
っ
て
い
た
｡
安

曇
野
と
い
う
ハ
イ
カ
ラ
な
呼
称
は
一
部
文
化
人
が
使

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
､
臼
井
吉
見
の
小
説
｢
安

曇
野
｣
の
発
表
以
来
一
般
に
安
曇
野
と
い
う
呼
称
は

定
義
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
地
は

太
古
の
時
代
は
泉
小
太
郎
の
伝
説
が
伝
え
る
よ
う
に

湖
沼
地
帯
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
｡
そ
の
後
長
い
歳

月
を
経
て
'
先
人
達
の
営
々
た
る
労
苦
に
よ
り
こ
の

盆
地
は
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

ア
ル
プ
ス
か
ら
流
れ
出
る
河
川
に
よ
っ
て
造
ら
れ

た
扇
状
地
の
上
中
部
分
は
､
川
の
流
れ
は
伏
流
と
な

り
､
末
端
部
分
に
湧
出
す
る
｡
そ
の
末
覇
部
分
に
造

成
さ
れ
た
ワ
サ
ビ
田
の
中
で
も
大
王
ワ
サ
ビ
農
場
は

日
本
一
の
広
さ
で
最
も
有
名
で
､
今
も
安
曇
野
の
観

光
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
｡
扇
状
地
の
上
中
部
分
で

は
農
業
用
水
が
な
か
っ
た
の
で
､
元
来
は
農
耕
に
は

適
さ
な
か
っ
た
｡
江
戸
時
代
､
付
近
の
十
ケ
村
の
協

力
に
よ
り
造
ら
れ
た
の
が
へ
治
ケ
堰
で
､
こ
れ
に
よ

り
こ
の
地
域
の
農
耕
が
可
能
と
な
り
､
現
在
は
長
野

県
下
で
二
　
二
を
争
う
米
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
｡
ま
た

三
郷
村
か
ら
梓
川
村
に
広
が
る
広
大
な
リ
ン
ゴ
畑
は
､

昔
は
小
倉
宮
林
の
松
林
で
あ
っ
た
も
の
を
､
民
間
が

払
い
下
げ
を
受
け
て
開
墾
し
た
も
の
で
あ
る
｡
今
日

の
安
曇
野
は
先
人
達
の
涙
と
汗
の
結
晶
で
あ
る
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
そ
う
し
た
時
代
を
経
て
ア

ル
ブ
ス
を
背
景
に
南
北
に
広
が
る
田
園
､
農
村
の
素

晴
ら
し
い
景
勝
地
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､

こ
れ
ま
で
こ
こ
に
住
む
地
元
の
人
達
は
､
安
曇
野
の
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館物博と

真
価
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
､
そ
の
真
価
を
知
ら

し
め
た
の
は
､
こ
の
地
を
訪
れ
た
都
会
の
人
達
た
っ

た
の
で
は
な
い
か
､
と
思
わ
れ
る
｡
彼
ら
は
自
分
の

住
む
雑
踏
か
ら
離
れ
､
は
じ
め
て
眺
め
る
ア
ル
プ
ス

の
偉
容
､
そ
の
下
方
に
広
が
る
田
園
風
景
に
日
を
見

は
り
心
を
清
め
ら
れ
て
い
た
｡
そ
し
て
各
地
に
点
在

す
る
道
祖
神
巡
り
を
し
て
い
る
彼
ら
の
姿
を
地
元
の

人
達
が
眺
め
､
あ
ま
り
に
も
そ
の
数
の
多
き
に
驚
き
､

今
更
な
が
ら
安
曇
野
の
真
価
を
知
っ
た
の
で
あ
る
｡

近
年
都
会
か
ら
安
曇
野
へ
移
住
し
定
着
す
る
人
が
沢

山
い
る
と
聞
く
｡

一
見
素
晴
ら
し
い
と
見
え
る
安
曇
野
も
､
私
達
カ

メ
ラ
マ
ン
か
ら
見
る
と
い
ろ
い
ろ
と
支
障
物
が
多
い

こ
と
に
気
付
く
｡
安
曇
野
の
開
発
が
進
み
農
村
の
原

風
景
の
茅
葺
き
の
家
は
遠
い
昔
に
姿
を
消
し
､
ケ
パ

ケ
バ
し
い
原
色
の
屋
根
が
各
所
に
H
立
ち
､
更
に
広

大
を
田
圃
の
中
に
太
い
舗
装
さ
れ
た
道
路
が
縦
横
に

走
り
へ
そ
こ
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
電
柱
が
並
び
へ

電
線
が
光
っ
て
見
え
る
こ
と
が
多
い
｡
し
か
も
田
圃

は
構
造
改
善
事
業
に
よ
り
同
形
の
四
角
に
区
切
ら
れ
､

そ
の
畦
に
は
白
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
目

立
つ
｡
風
景
写
真
を
撮
る
私
は
､
そ
う
し
た
障
害
物

を
で
き
る
だ
け
避
け
て
撮
影
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
｡
ま
た
､
昔
よ
く
見
か
け
た
棚
田
も
殆
ん
ど
休

耕
田
と
な
り
へ
草
が
生
い
茂
っ
て
い
た
｡
私
は
そ
の

棚
田
を
安
曇
野
か
ら
遠
く
離
れ
た
過
疎
の
村
で
よ
う

や
く
見
つ
け
て
撮
影
し
た
｡
丁
度
そ
の
場
に
い
た
老

夫
婦
は
｢
息
子
達
が
都
会
に
出
て
帰
っ
て
こ
な
い
の

で
､
後
何
年
棚
田
の
耕
作
を
続
け
ら
れ
る
か
わ
か
ら

な
い
｣
な
ど
と
心
細
い
こ
と
を
言
っ
た
｡
安
曇
野
の

農
村
は
殆
ど
が
米
作
り
を
し
て
い
る
が
､
専
業
農
家

が
少
な
く
兼
業
農
家
が
大
部
分
で
あ
る
｡
そ
し
て
山

村
は
ど
こ
も
高
齢
化
過
疎
化
が
進
ん
で
い
る
の
で
､

森
林
や
田
畑
が
荒
れ
て
い
る
所
が
多
い
｡
私
は
撮
影

を
通
じ
て
こ
れ
か
ら
の
農
村
は
果
た
し
て
ど
う
な
る

か
､
そ
の
将
来
が
心
配
に
な
っ
た
｡
森
林
､
田
畑
の

荒
廃
は
自
然
の
破
壊
に
通
じ
る
｡
農
村
問
題
は
た
だ

農
村
だ
け
の
も
の
で
な
く
日
本
全
体
で
考
え
る
べ
き

大
問
題
で
あ
る
と
痛
感
し
た
｡
最
近
住
民
達
は
自
ら

住
む
安
曇
野
の
自
然
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
､

自
然
保
護
の
運
動
が
各
地
に
起
こ
っ
て
い
る
｡
そ
れ

は
安
曇
野
の
真
価
を
再
認
識
し
､
そ
の
自
然
を
こ
れ

以
上
こ
わ
し
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
が
よ
く
わ

か
っ
て
き
た
証
拠
で
あ
る
｡

各
町
村
で
は
ケ
パ
ケ
バ
し
い
看
板
の
撤
去
を
は
じ

め
た
｡
豊
科
町
で
は
犀
川
の
コ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
の
飛
来

地
付
近
を
野
生
生
物
の
生
息
空
間
と
し
て
自
然
の
ま

ま
残
し
､
健
康
増
進
や
憩
い
の
場
と
す
る
｡
ま
た
親

水
ゾ
ー
ン
と
自
然
観
察
ゾ
ー
ン
を
設
定
す
る
と
い
う

豊
科
町
水
辺
公
園
計
画
､
あ
る
い
は
堀
金
村
須
砂
渡

の
自
然
公
園
計
画
､
奈
川
村
で
は
川
づ
く
り
に
住
民

の
声
を
聞
く
懇
談
会
を
開
く
な
ど
｡
ま
た
大
町
市
で

は
昭
和
電
工
が
発
電
用
水
を
青
木
湖
､
高
瀬
川
か
ら

取
水
し
て
い
る
の
で
河
川
に
水
が
流
れ
な
く
な
っ
て

い
る
｡
青
木
湖
で
も
大
幅
に
減
水
し
て
魚
な
ど
生
物

に
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
'
現
行
の
水
利
権
を

見
直
し
､
湖
や
河
川
に
水
を
取
り
戻
す
た
め
の
市
民

運
動
が
起
こ
る
な
ど
､
各
地
の
自
然
保
護
運
動
は
数

え
切
れ
な
い
÷
｣
れ
ら
の
運
動
が
今
後
成
果
を
あ
げ
'

安
曇
野
の
自
然
が
こ
れ
以
上
こ
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に

な
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
｡

日
本
全
国
ど
こ
で
も
多
か
れ
少
な
か
れ
開
発
に
よ

り
自
然
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
､
安
曇
野
も
そ

の
例
外
で
は
な
い
｡
私
は
こ
の
た
び
安
曇
野
の
写
真

撮
影
の
た
め
で
き
る
限
り
各
地
を
見
て
廻
っ
た
と
こ

ろ
､
幸
い
残
さ
れ
た
自
然
に
各
所
で
出
合
っ
た
｡
そ

ん
な
所
へ
は
季
節
､
天
候
､
時
刻
を
見
計
っ
て
何
回

も
通
っ
た
｡

数
年
前
'
南
の
安
曇
野
の
山
麓
一
帯
に
､
国
営
ア

ル
プ
ス
あ
づ
み
の
公
園
計
画
が
決
定
さ
れ
'
一
部
そ
の

た
め
の
測
量
が
既
に
行
わ
れ
た
｡
こ
の
山
麓
は
安
曇
野

ら
し
い
自
然
が
最
も
よ
く
残
さ
れ
て
い
る
所
で
あ
る
｡

私
は
安
曇
野
の
魅
力
は
そ
の
自
然
そ
の
ま
ま
の
姿
に

あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
､
公
園
は
自
然
を
大
切
に
し

人
工
物
は
で
き
る
限
り
少
な
く
し
て
も
ら
い
た
い
も
の

だ
｡
雄
大
な
ア
ル
プ
ス
を
背
景
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
農

村
の
素
朴
な
風
景
そ
の
も
の
が
公
園
で
あ
る
と
思
う
｡

常
日
頃
私
達
カ
メ
ラ
マ
ン
に
と
っ
て
障
害
に
な
っ
て
い
る

田
圃
の
中
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
電
柱
や
電
線
が
な
く

な
る
だ
け
で
も
､
安
曇
野
の
自
然
は
生
き
て
く
る
と

思
う
の
た
｡
借
越
な
言
い
方
か
も
知
れ
な
い
が
､
開

発
さ
れ
る
場
所
は
で
き
る
だ
け
最
少
陳
と
し
て
開
発

し
な
い
自
然
を
広
く
残
し
て
も
ら
い
た
い
｡
長
い
歴
史

に
青
く
ま
れ
て
き
た
安
曇
野
の
自
然
が
こ
れ
以
上
壊

さ
れ
な
い
こ
と
を
切
に
祈
る
も
の
で
あ
る
｡
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館物情ど山

山
村
生
活
の
知
恵
　
㈲

～
シ
ナ
の
皮
～渋

　

谷

　

祥

　

充

閉
園
剛
青
.

縄葡
三
つ
繰
り
に
し
て
い
-
｡
こ
の
様
に
､
す
べ
て
が
手

シ
ナ
の
加
工
は
主
に
冬
の
三
月
頃
の
仕
事
で
､
水

に
浸
し
柔
ら
か
く
ほ
ぐ
し
て
か
ら
ク
ソ
ツ
カ
ワ
　
(
表

よ

皮
)
　
を
取
り
除
き
'
撚
っ
て
糸
に
し
た
り
'
蓑
の
た

め
に
幅
広
-
繊
維
を
取
り
出
す
｡
荷
縄
に
す
る
に
は

先
端
が
カ
ギ
状
に
な
っ
た
棒
が
左
右
両
端
に
付
い
た

長
さ
七
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
板
を
使
い
､
撚
っ
た
糸
を

あ
か
み
の

一
赤
蓑
の
材
料

文
政
八
　
二
八
二
五
)
年
に
四
力
庄
　
(
白
馬
村
)

か
ら
起
こ
り
へ
　
そ
れ
に
関
わ
っ
た
百
姓
は
三
万
余
り

と
も
い
わ
れ
る
大
規
模
な
農
民
一
揆
は
俗
に
｢
赤
嚢

騒
動
｣
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
『
赤
蓑
談
　
(
大
町
市
社

高
橋
文
書
)
』
　
の
一
節
に
は

漫
々
た
る
雪
を
踏
み
立
て
､
｢
し
な
｣
と
言
え
る

み
の

木
の
皮
に
編
み
た
る
赤
毛
の
蓑
を
被
り
､
面
々
棒
､

圭

J

.

]

か

り

く

h

r

,

ね

鍼
､
鍬
の
柄
､
杵
等
の
道
具
を
提
げ
'
刃
鎌
を
腰

よ
ろ
い

に
さ
し
堅
固
に
鎧
た
る
勢
共
､
喚
呼
は
り
寄
来
る

と
あ
り
'
騒
動
衆
が
シ
ナ
皮
で
編
ん
だ
赤
蓑
　
(
写

真
-
)
　
を
着
て
い
た
こ
と
を
'
こ
の
騒
動
の
名
の
由

来
と
し
て
い
る
｡

シ
ナ
は
日
本
の
固
有
の
広
葉
樹
で
'
と
-
に
長
野

県
に
多
-
｢
信
濃
の
国
｣
　
の
語
源
が
シ
ナ
で
は
な
い

か
と
言
う
大
き
え
い
る
程
で
あ
る
｡
現
在
で
は
合
板

に
す
る
と
表
面
が
滑
ら
か
に
な
る
こ
と
か
ら
版
画
の

原
板
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
､
か
つ
て
山
村
で

は
赤
蓑
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
木
そ
の
も
の
よ
り
も

皮
の
(
写
真
2
左
･
小
谷
村
阿
原
細
沢
虎
男
氏
所

蔵
)
　
の
方
が
利
用
度
が
高
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
蓑

の
他
に
も
荷
縄
(
写
真
2
右
)
　
や
牛
馬
の
手
綱
へ
な

ど
普
段
の
生
活
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
の
材
料
と
し

て
重
要
で
あ
っ
た
｡

二
　
シ
ナ
皮
製
品
の
生
産

明
和
二
　
(
一
七
六
五
)
　
年
か
ら
天
保
の
終
り
頃
ま

で
の
　
｢
小
谷
温
泉
詣
書
付
控
｣
　
(
小
谷
村
　
太
田
清

輝
氏
所
蔵
)
　
は
当
時
の
温
泉
の
経
営
や
取
決
め
な
ど

が
綴
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
文
中
に

｢
(
前
略
)
　
古
来
ヨ
リ
右
揚
場
小
屋
を
掛
け
置
き

候
う
で
､
私
共
四
ケ
村
人
合
の
薪
小
屋
作
り
来
り
､

う
ど
わ
ら
び
-
づ
祢
と
ち
の
実
等
取
り
夫
食
に
仕
り

そ
の
他
割
勘
鼠
取
り
だ
し
百
姓
作
間
稼
仕
り
､
(
倭

略
)
｣
　
(
傍
線
筆
者
)

と
あ
り
'
シ
ナ
皮
が
自
給
の
た
め
だ
け
で
な
-
､

作
間
稼
ぎ
の
た
め
に
採
取
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

シ
ナ
皮
が
加
工
さ
れ
､
売
ら
れ
て
い
た
事
は
次
の

資
料
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
｡
明
治
初
期
に
編
纂
さ
れ

ど

作
業
で
行
わ
れ
た
｡

.
左
　
四
　
民
俗
的
価
値
と
再
生
の
行
方

蟻
　
川
リ
ー
〇
日
ー

I

/
議
鵜
補
綴
補
語

っ
た
｡
し
か
し
､
長
い
年
月
を
か
け
人
々
が
自
然
を

貞
取
り
込
み
自
分
の
物
に
し
て
き
た
過
程
に
は
多
く
の

…
写

細
田

彊
閣

た
｢
長
野
県
町
村
誌
　
南
信

編
｣
中
の
中
土
村
の
産
物
の

項
に
は
麻
や
煙
草
に
混
じ
っ

て
　
〟
シ
ナ
網
〟
　
(
シ
ナ
綱

か
)
　
が
見
ら
れ
､
｢
凡
二
十

箇
一
個
は
二
貫
目
　
同
郡

大
町
へ
輸
送
す
｣
と
記
さ
れ

て
い
る
｡
こ
の
製
品
が
ど
の

よ
う
に
使
わ
れ
た
も
の
な
の

か
は
わ
か
ら
な
い
が
､
い
ず

れ
に
せ
よ
へ
　
か
な
り
多
く
の

シ
ナ
皮
が
加
工
さ
れ
､
出
荷

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
驚
か
さ

れ
る
｡

三
　
加
工
技
術

現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
な
-
な
っ
た
が
､

小
谷
村
で
は
昭
和
三
〇
年
代
-
ら
い
ま
で
は
ま
だ
シ

ナ
皮
製
品
が
作
ら
れ
た
た
め
､
直
接
加
工
に
携
わ
っ

た
人
も
多
い
｡

シ
ナ
皮
は
夏
の
暑
い
時
期
で
な
け
れ
ば
う
ま
-
刺

げ
な
い
の
だ
そ
う
だ
｡
大
木
で
は
剥
ぐ
の
が
大
変
な

た
め
､
腕
く
ら
い
の
太
さ
の
手
頃
な
も
の
が
選
ば
れ
､

北
小
谷
の
深
原
で
は
'
雪
の
重
み
で
押
さ
れ
た
よ
う

な
曲
が
っ
た
木
か
ら
は
厚
い
表
皮
が
取
れ
る
と
い
っ

て
好
ま
れ
た
｡
｢
シ
ナ
ハ
ギ
｣
と
い
っ
て
湾
曲
し
た

木
の
下
方
部
か
ら
鈍
な
ど
で
切
れ
目
を
入
れ
て
釧
ぐ

が
'
上
皮
と
と
も
に
加
工
に
用
い
る
繊
維
の
部
分
を

剥
ぐ
の
に
な
か
な
か
コ
ツ
が
い
る
｡

中
土
で
は
木
を
切
り
出
し
て
き
て
､
木
ご
と
タ
ネ

と
呼
ぶ
消
雪
池
に
｢
　
二
ケ
月
浸
し
て
か
ら
'
皮
を

剥
ぐ
が
､
じ
ょ
う
ず
に
剥
ぐ
と
一
本
の
木
か
ら
か
な

り
の
量
の
皮
が
取
れ
た
と
い
う
｡
剥
い
だ
皮
は
天
日

干
し
に
し
て
乾
燥
さ
せ
､
加
工
す
る
ま
で
し
ま
っ
て

お
い
た
｡

優
れ
た
点
が
あ
る
｡
シ
ナ
の
荷
縄
は
麻
な
ど
の
繊
維

よ
り
は
よ
り
丈
夫
で
､
し
か
も
大
変
軽
-
使
い
や
す

い
｡
ま
た
シ
ナ
蓑
は
､
雨
に
濡
れ
で
も
表
面
が
濡
れ

る
だ
け
で
､
着
物
ま
で
染
み
通
る
こ
と
は
め
っ
た
に

な
か
っ
た
と
言
う
｡
さ
ら
に
薬
袋
の
蓑
に
比
べ
る
と

乾
き
が
早
-
､
実
用
性
も
高
か
っ
た
｡

ト
チ
ノ
ミ
の
よ
う
に
'
新
し
い
価
値
観
を
与
え
ら

れ
て
い
く
も
の
も
あ
る
が
､
シ
ナ
皮
は
ど
う
も
分
が

悪
い
よ
う
だ
｡
し
か
し
､
シ
ナ
皮
の
持
つ
柔
ら
か
い

赤
み
や
手
ざ
わ
り
は
現
代
人
が
忘
れ
か
け
て
い
る
自

然
の
ぬ
く
も
り
を
感
じ
さ
せ
る
｡
再
生
へ
の
手
掛
か

り
は
､
自
然
と
向
き
あ
っ
て
き
た
人
よ
り
も
､
自
然

に
向
き
つ
つ
あ
り
､
し
か
も
そ
の
中
に
新
た
な
可
能

性
を
見
出
し
て
い
-
人
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と

言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

(
長
野
県
民
俗
の
会
会
員
)

山

と

博

物

館

第

4

~

巻

第

4

号

一
九
九
六
年
四
月
二
十
五
日
発
行

発
行
所
　
〒
榔
長
野
県
大
町
市
　
T
E
L
⑫
〇
二
二

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

館

印
刷
所
　
長
野
県
大
町
市
債
町

大

糸

タ

　

イ

　

ム

　

ス

　

印

刷

部

定
　
価
　
年
額
一
､
五
〇
〇
円
(
送
料
共
)
(
切
手
不
可
)

郵
便
振
替
口
座
番
号
〇
〇
五
四
〇
I
L
I
二
二
乍
-


