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『
足
立
史
談
』
第
4
5
号
（
昭
利
4
6
・

1
9
7
1
年
1
1
月
発
行
）
に
は
「
囚
人
墓

地
の
移
転
」
に
つ
い
て
の
記
事
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
日
之

出
町
清
亮
寺
（
住
職
小
林
見
諦
師
）
の
、

東
武
線
で
分
断
さ
れ
た
東
側
墓
地
に
囚
人

墓
地
が
あ
っ
た
が
、
東
武
線
の
複
々
線
化

工
事
で
立
退
く
こ
と
に
な
り
、
去
る
1
0
月

2
8
日
、
墓
地
の
管
理
者
で
あ
る
東
京
拘
置

所
、
工
事
施
工
者
の
東
武
鉄
道
、
な
ら
び
に
建
設
工

事
関
係
者
、
足
立
史
談
会
有
志
ら
が
3

0
人
ほ
ど
集

ま
っ
て
移
転
の
た
め
の
法
要
を
行
っ
た
。

な
お
、
こ
の
墓
碑
等
は
1
1
月
1
日
に
解
体
し
、
雑

司
ケ
谷
霊
園
に
送
ら
れ
た
。
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
墓
碑
に
つ
い
て
は
、
瀧
善
成
氏
が
『
足
立
史

談
』
第
41
号
に
「
清
亮
寺
の
墓
碑
（
下
ノ
二
）
」
と
し
て
、

詳
し
く
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
囚
人
墓
地
は
稚

司
ケ
谷
墓
地
に
移
転
を
し
ま
し
た
が
、
法
務
省
管
轄

に
よ
っ
て
フ
ェ
ン
ス
で
囲
わ
れ
た
墓
碑
は
拝
見
で
き

な
い
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
度
、
高
野
恒
華
氏
か
ら
骨
壷
な
写
真
と
記
事

を
い
た
だ
い
た
の
で
「
囚
人
墓
地
の
そ
の
後
」
と
題

し
て
掲
載
し
ま
す
。
　
　
　
　
（
足
立
史
談
会
）

雑
司
が
谷
霊
園
管
理
事
務
所
の
北
側
に
、
フ
ェ
ン

ス
に
囲
ま
れ
訪
れ
る
人
も
無
い
墓
地
が
有
り
ま
す
。

此
処
は
現
在
東
京
拘
置
所
管
理
地
と
し
て
、
明
治
1
2

（
1
8
7
9
）
年
以
来
、
都
内
各
集
治
監
・
監
獄
・

刑
務
所
に
在
所
中
に
死
亡
し
、
引
取
り
人
の
無
い
遺

骨
五
千
体
余
り
が
埋
葬
さ
れ
て
い
た
場
所
で
し
た
。

都
電
よ
り
の
道
を
西
に
墓
地
が
途
切
れ
た
箇
所
に
、

鉄
扉
を
開
け
る
と
、
さ
ら
に
東
京
拘
置
所
と
書
か
れ

た
門
扉
が
あ
り
、
左
側
沿
い
に
先
ず
地
蔵
尊
立
像
と

そ
の
由
来
碑
、
供
養
碑
や
更
生
保
護
施
設
在
所
中
に

言霊会芸芸芸芸の讐め孟冨⑦

上：遺骨を安置する合葬之碑（同）
下：由来碑（高野恒幸氏撮影）

死
亡
し
引
取
り
人
の
無
い
遺
骨
を
安
置
し
た
墓
石
な

ど
が
並
ん
で
い
ま
す
。

正
面
に
は
昭
和
6

3
（
1
9
8
8
）
年
2
月
建
立
の

由
来
碑
が
、
そ
の
後
に
は
平
屋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り

二
〇
坪
程
の
倉
庫
風
の
納
骨
堂
が
あ
り
ま
す
。
出
入

り
は
西
側
か
ら
で
窓
の
無
い
建
物
で
す
。
祭
壇
は
5

0

セ
ン
チ
ほ
ど
高
く
、
中
央
に
は
合
葬
之
碑
と
刻
ま
れ

た
自
然
石
が
建
て
ら
れ
、
そ
の
地
価
に
は
収
集
し
た

遺
骨
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

毎
年
7
月
の
盆
法
会
が
教
誼
師
を
導
師
と
し
て
行

わ
れ
、
ま
た
、
春
秋
彼
岸
に
は
墓
前
に
て
法
要
が
営

ま
れ
て
お
り
ま
す
。
納
骨
堂
の
南
に
は
明
治
・
大
正
・

昭
和
期
の
集
治
監
・
監
獄
・
刑
務
所
の
合
葬
碑
4
基

が
在
り
、
獄
死
や
刑
死
し
た
死
亡
者
数
が
彫
り
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

「
由
来
碑

こ
の
納
骨
堂
は
、
当
所
所
管
墓
地
壱
千
七
百
五
十

万
平
方
米
の
南
西
部
壱
千
参
百
平
方
米
余
を
東
京
都

豊
島
区
に
割
譲
、
集
約
整
備
す
る
に
当
た
り
建
立
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
墓
地
に
は
、
束
京
拘
置
所
、
府
中
刑
務
所
、

及
び
既
に
廃
庁
と
な
っ
た
小
菅
刑
務
所
、
中
野
刑
務

所
、
並
に
こ
れ
ら
施
設
の
前
身
で
あ
る
東
京
集
治
監
、

東
京
監
獄
、
巣
鴨
監
獄
、
小
菅
監
獄
、
市
谷
監
獄
、

豊
多
摩
監
獄
、
市
谷
刑
務
所
、
巣
鴨
刑
務
所
、
豊
多

摩
刑
務
所
に
在
所
中
死
亡
し
、
引
取
人
の
無
い
者
の

遺
骨
五
千
余
体
が
埋
葬
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
度
、
こ
れ
ら
を
隈
無
く
収
集
し
、
一
堂
に
納

め
て
改
葬
し
、
永
く
そ
の
霊
を
弔
う
と
と
も
に
、
点

在
し
た
施
設
ご
と
の
合
葬
碑
、
供
養
碑
及
び
地
蔵
尊

は
堂
周
辺
に
寄
せ
て
祀
り
、
墓
地
中
央
に
在
っ
た
、

合
葬
之
碑
は
こ
れ
を
堂
内
に
安
置
し
、
歴
史
の
証
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

昭
和
六
十
三
年
二
月

東
京
拘
置
所
長
堀
雄
」

（
足
立
史
談
会
会
員
・
千
住
河
原
町
自
治
会
会
長
）
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千
葉
さ
な
　
に
つ
い
て

あ
さ
く
ら
　
ゆ
う

坂
本
龍
馬
の
許
婚
（
い
い
な
ず
け
）
と
し
て
、
昨

今
で
は
大
河
ド
ラ
マ
　
「
龍
馬
伝
」
で
有
名
に
な
っ
た

千
葉
さ
な
の
晩
年
は
千
住
だ
っ
た
。
こ
れ
は
「
足
立

史
談
」
二
十
四
号
、
お
よ
び
三
九
九
号
で
も
触
れ
ら

れ
て
い
る
が
、
千
葉
さ
な
の
千
葉
家
と
は
ど
う
い
う

家
だ
っ
た
の
か
？
兄
弟
は
？
等
々
、
意
外
と
正
確
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
文
献
は
少
な
い
。
今
回
は
簡
略
的

に
千
葉
さ
な
家
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

●
干
葉
定
吉
家
　
千
葉
さ
な
は
除
籍
謄
本
か
ら
「
千

葉
定
吉
二
女
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

千
葉
定
吉
は
鳥
取
藩
に
提
出
さ
れ
た
「
身
上
調
書
」

こ
の
後
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
　
の
震
災
に
よ

り
発
生
し
た
火
災
で
狩
野
屋
敷
が
類
焼
し
た
こ
と
か

ら
居
を
桶
町
に
移
し
、
明
治
四
年
二
八
七
二
ま
で

同
地
に
約
百
坪
ほ
ど
の
敷
地
に
道
場
を
設
け
て
い
た
。

こ
の
と
き
の
家
族
構
成
は
千
葉
定
吉
を
筆
頭
に
母

タ
キ
、
長
男
重
太
郎
、
長
女
梅
尾
、
二
女
乙
女
（
さ
な
）
、

三
女
り
き
、
四
女
き
く
、
五
女
し
ん
の
八
人
構
成
だ
っ
た
。

●
当
時
の
評
判
　
話
を
さ
な
に
戻
す
と
、
さ
な
の
長

刀
は
、
姉
梅
尾
か
ら
習
っ
た
も
の
だ
。
そ
の
素
質
は

父
譲
り
だ
っ
た
よ
う
で
、
早
く
も
そ
の
技
量
は
各
方

面
で
有
名
に
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
宇
和

に
よ
る
と
、
当
時
無
宿
浪
人
だ
っ
た
千
葉
忠

左
衛
門
の
三
男
で
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）

に
生
ま
れ
て
い
る
。
長
兄
が
岡
部
藩
士
へ
養

子
入
り
し
た
こ
と
で
人
別
を
得
て
、
次
兄
の

千
葉
周
作
と
も
ど
も
江
戸
入
り
を
し
て
い

る
。
千
葉
周
作
は
日
本
橋
を
経
て
神
田
お
玉

ケ
池
　
（
現
千
代
田
区
東
松
下
町
）
　
に
剣
術
道

場
「
玄
武
館
」
を
構
え
、
定
吉
は
当
時
日
本

橋
新
材
木
町
に
居
を
構
え
、
兄
周
作
が
創
始

し
た
北
辰
一
刀
流
剣
術
の
高
弟
と
し
て
過

ご
し
て
い
た
。

天
保
以
降
に
定
吉
は
居
を
鍛
冶
橋
御
門

外
狩
野
探
渕
屋
敷
（
規
中
央
区
八
重
洲
二
）

に
移
し
、
道
場
を
設
け
、
こ
の
地
で
兄
周
作

よ
り
独
立
し
て
、
剣
術
、
お
よ
び
長
刀
を
教

え
て
い
た
よ
う
だ
。
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

に
坂
本
龍
馬
が
初
め
て
こ
の
千
葉
道
場
へ

入
門
し
た
際
は
こ
ち
ら
の
道
場
で
稽
古
を

し
て
い
る
。
こ
の
年
の
四
月
に
千
葉
定
吉
は

鳥
取
藩
に
召
抱
え
ら
れ
て
い
る
。

「さなが住んでいたころの千葉針灸院」
（明治40年ごろの撮影・「東京近郊名所図会」より）

島
藩
へ
の
奉
公
や
、
高
松
藩
藩
邸
へ
の
出
張
稽
古
を

行
い
、
対
戦
相
手
に
対
し
、
連
戟
連
勝
し
て
い
た
と

い
う
。

坂
本
龍
馬
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
あ
く
ま
で
も
さ
な
の

伝
承
で
あ
り
、
確
証
め
い
た
も
の
は
存
在
し
な
い
が
、

唯
一
龍
馬
が
姉
、
乙
女
宛
に
届
け
た
手
紙
に
さ
な
の

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

も
し
、
さ
な
が
坂
本
龍
馬
と
会
っ
た
最
後
は
い
つ

か
と
す
れ
ば
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
龍
馬
は
脱
藩
し
て
国
事
に
奔
走
し
て

い
る
状
況
な
の
で
逢
瀬
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た

と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
　
に
入
り
、
龍
馬

の
計
報
が
告
げ
ら
れ
る
と
き
な
は
自
害
を
試
み
た
と

い
う
。
し
か
し
父
に
止
め
ら
れ
、
諦
め
て
い
る
。

こ
の
後
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
　
に
千
葉
重
太

郎
が
鳥
取
県
へ
出
仕
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
と
き

に
桶
町
の
自
宅
を
千
葉
周
作
の
庶
子
、
千
葉
東
一
郎

へ
譲
り
、
さ
な
も
貯
え
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
横
浜
に

移
り
住
ん
で
長
屋
を
購
入
し
て
家
賃
生
活
を
送
っ
て

い
た
と
い
う
。

●
灸
治
と
晩
年
　
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
　
ご
ろ
に

ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
、
長
屋
を
手
放
し
て
、
か
つ
て
千

葉
家
に
奉
公
し
て
い
た
川
崎
の
徳
兵
衛
宅
に
厄
介
に

な
っ
て
い
た
。
そ
の
際
、
父
か
ら
伝
授
さ
れ
て
い
た

徳
川
斉
昭
直
伝
の
灸
治
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
評
判
と

な
り
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
灸
治
療
を
始
め
た
よ
う
だ
。

明
治
十
六
年
　
（
一
八
八
三
）
、
兄
重
太
郎
（
こ
の

こ
ろ
は
改
名
し
た
一
胤
と
い
う
）
　
が
京
都
府
へ
出
仕

す
る
こ
と
と
な
り
、
さ
な
も
一
緒
に
京
都
へ
行
き
、

灸
治
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
さ
な
の
灸
治
は
評

判
を
呼
ん
だ
と
い
う
。

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
、
兄
重
太
郎
が
死
去

す
る
と
、
東
京
へ
戻
り
、
翌
年
に
千
住
中
組
七
十
番

地
の
屋
敷
を
借
り
て
こ
こ
に
灸
治
院
を
開
業
し
た
。

明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
七
）
、
足
立
郡
役
所
を

建
築
す
る
際
、
灸
治
院
の
敷
地
も
対
象
と
な
り
、
こ

こ
で
一
念
発
起
し
、
千
住
中
組
九
百
九
十
三
番
地
（
硯

千
住
仲
町
一
番
地
辺
）
　
に
治
療
所
を
新
築
し
た
。

こ
の
灸
治
院
は
評
判
を
聞
い
た
各
人
が
、
是
非
に

と
、
さ
な
の
灸
治
を
受
け
に
来
て
お
り
、
お
か
げ
で

か
な
り
の
繁
昌
を
し
た
と
い
う
。

た
だ
好
調
な
経
済
事
情
と
は
う
ら
は
ら
に
、
さ
な

の
家
庭
環
境
は
と
て
も
良
い
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

独
身
だ
っ
た
た
め
、
家
督
者
争
い
が
絶
え
ず
、
よ
う

や
く
養
子
に
迎
え
た
勇
太
郎
も
明
治
二
十
八
年
　
（
一

八
九
五
）
　
に
二
十
六
歳
の
若
さ
で
病
死
し
て
し
ま
っ

た
。
ま
た
翌
年
に
は
強
盗
未
遂
事
件
な
ど
も
発
生
し
、

と
て
も
お
だ
や
か
な
晩
年
と
は
い
え
な
い
も
の
だ
っ

た
よ
う
だ
。

そ
の
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
十
月
十
五
日
、

千
葉
さ
な
は
五
十
九
歳
で
こ
の
世
を
去
っ
た
。
死
去

の
後
は
千
葉
重
太
郎
の
三
男
、
正
　
（
ま
さ
し
）
　
を
死

後
養
子
に
迎
え
た
が
、
こ
の
正
も
明
治
三
十
五
年
（
一

九
〇
二
）
　
に
病
没
し
た
た
め
、
官
職
を
退
い
た
千
葉

重
太
郎
の
養
子
、
千
葉
束
　
（
つ
か
ね
）
　
が
さ
な
の
灸

治
院
を
継
ぎ
、
区
画
整
理
の
た
め
に
仲
町
二
十
九
番

地
　
（
規
仲
町
三
）
　
に
移
っ
た
戦
後
も
千
葉
家
は
代
々

灸
治
院
を
受
継
ぎ
、
昭
和
五
十
年
代
ま
で
存
在
し
て

い
た
と
い
う
。

注
1
）
　
千
葉
さ
な
の
漢
字
だ
が
、
戸
籍
は
か
な
文

字
で
記
さ
れ
、
位
牌
に
は
「
佐
奈
」
と
さ
れ
て

い
る
　
（
千
葉
重
太
郎
の
子
孫
で
あ
る
弘
氏
の
教

示
に
よ
る
）
。

注
2
）
　
二
月
十
三
日
付
に
朝
日
新
聞
紙
上
に
掲
載

さ
れ
た
「
千
葉
さ
な
」
と
称
す
錦
絵
だ
が
、
あ

れ
は
さ
な
で
は
な
く
、
千
葉
周
作
の
孫
、
千
葉

之
胤
の
妹
、
貞
（
て
い
）
で
あ
り
、
発
見
者
の
宮

川
禎
一
氏
に
も
ご
了
解
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

を
附
記
す
る
。
ま
た
、
宮
川
氏
を
介
し
て
除
籍

謄
本
の
コ
ピ
ー
を
譲
っ
て
い
た
だ
い
た
阿
井
景

子
氏
に
感
謝
す
る
。

（
歴
史
研
究
家
）
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し
め
飾
り
⑦

荻
原
ち
と
せ

■
伝
播
を
考
え
る
東
京
東
邦
で
し
め
飾
り
づ
く
り

を
行
っ
て
い
た
集
落
と
し
て
、
三
十
三
か
所
ほ
ど
紹

介
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
集
落
の
な
か
に
は
、
比
較
的

新
し
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
新
し

い
産
地
の
し
め
飾
り
つ
く
り
の
様
子
は
、
こ
の
地
域

の
し
め
飾
り
づ
く
り
の
起
源
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て

参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

■
飯
塚
の
し
め
飾
り
づ
く
り
葛
飾
区
飯
塚
で
は
、

葛
飾
区
堀
切
か
ら
教
わ
っ
て
始
め
た
と
い
う
伝
承
が

あ
る
。
昭
和
四
年
生
ま
れ
の
人
の
母
親
が
し
め
飾
り

づ
く
り
を
行
っ
て
い
た
堀
切
の
家
か
ら
飯
塚
に
嫁
い

だ
人
で
、
そ
の
縁
故
に
よ
っ
て
昭
和
十
二
、
三
年
こ

ろ
か
ら
飯
塚
で
し
め
飾
り
づ
く
り
が
始
ま
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
ま
で
飯
塚
で
は
、
多
く
の
家
が
副
業
と
し

て
足
踏
み
式
縄
な
い
機
を
使
っ
た
縄
づ
く
り
と
、
中

川
の
葦
を
使
っ
た
ヨ
シ
ズ
づ
く
り
を
行
っ
て
い
た
の

み
で
あ
っ
た
。

飯
塚
で
は
、
堀
切
と
そ
の
隣
の
宝
木
塚
か
ら
技
術

を
学
ん
だ
た
め
、
飯
塚
で
つ
く
る
し
め
飾
り
の
種
類

は
、
同
様
に
か
な
り
多
く
の
種
類
の
も
の
を
作
っ
て

い
た
。
飯
塚
が
し
め
飾
り
を
つ
く
り
始
め
た
こ
ろ
は
、

浅
草
の
観
音
市
で
生
産
者
個
人
が
し
め
飾
り
を
売
る

こ
と
が
で
き
た
た
め
、
飯
塚
の
人
も
店
を
出
し
、
集

落
内
で
し
め
飾
り
の
組
合
を
作
り
、
揃
っ
て
出
荷
を

す
る
ほ
ど
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

■
佐
野
の
し
め
飾
り
づ
く
り
足
立
区
で
は
佐
野
が

新
し
い
産
地
で
あ
り
、
昭
和
の
初
め
こ
ろ
に
始
ま
っ

た
も
の
だ
と
い
う
。

当
時
、
盛
ん
に
し
め
飾
り
を
つ
く
っ
て
い
た
北
三

谷
、
普
賢
寺
、
葛
飾
区
の
上
千
葉
、
下
千
葉
で
品
不

足
に
な
っ
た
た
め
、
縁
故
関
係
か
ら
依
頼
さ
れ
て
作

り
始
め
た
と
い
う
。
佐
野
で
作
ら
れ
た
し
め
飾
り
は
、

リ
ン
ボ
ウ
や
ダ
イ
コ
ジ
メ
な
ど
の
小
物
で
あ
り
、
市

へ
の
出
荷
も
佐
野
の
農
家
が
行
う
の
で
は
な
く
、
依

頼
し
て
き
た
農
家
へ
一
度
運
ん
で
い
き
、
ま
と
め
て

一
緒
に
出
荷
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
た
。

佐
野
で
の
し
め
飾
り
づ
く
り
が
盛
ん
で
あ
っ
た
の

は
、
昭
和
の
初
め
か
ら
戦
後
ま
で
の
二
〇
年
く
ら
い

の
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
、
二
、
三
軒
は
続
け
る

家
が
あ
っ
た
が
昭
和
六
三
　
（
一
九
八
八
）
　
年
の
年
末

に
、
昭
和
天
皇
の
容
態
が
悪
く
な
り
、
し
め
飾
り
の

販
売
が
危
ぶ
ま
れ
た
と
き
を
機
会
に
廃
業
し
、
佐
野

で
の
し
め
飾
り
づ
く
り
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

■
大
谷
田
の
し
め
飾
り
づ
く
り
　
足
立
区
大
谷
田
で

も
し
め
飾
り
つ
く
り
を
行
う
家
が
あ
っ
た
が
、
依
頼

に
よ
っ
て
作
っ
て
お
り
、
自
分
で
は
出
荷
し
な
か
っ

た
。
北
三
谷
で
も
出
荷
先
は
葛
飾
区
で
あ
る
と
記
録

さ
れ
て
い
る
　
（
『
東
京
市
域
内
農
家
の
生
活
様
式
』

昭
利
一
〇
年
　
帝
国
農
会
）

こ
の
よ
う
に
独
自
に
出
荷
を
行
わ
な
い
こ
と
は
、

佐
野
、
大
谷
田
、
北
三
谷
な
ど
が
新
し
く
補
助
的
な

産
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

●
新
産
地
の
発
展
の
差
　
佐
野
と
同
様
に
新
し
い
産

地
で
あ
る
葛
飾
区
の
飯
塚
で
は
、
長
く
し
め
飾
り
づ

く
り
が
続
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
差
は
、
伝
播

し
た
し
め
飾
り
の
種
類
の
違
い
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
飯
塚
は
多
く
の
種
類
を
作
っ
て
い
た
堀
切
か
ら

技
術
が
伝
わ
っ
た
の
で
、
玉
飾
り
、
ゴ
ボ
ウ
ジ
メ
、

ダ
イ
コ
ジ
メ
な
ど
比
較
的
多
く
の
種
類
が
作
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
佐
野
は
、
リ
ン
ボ
ウ
と
ダ
イ

コ
ジ
メ
と
い
っ
た
小
物
で
種
類
も
少
な
く
、
産
地
と

し
て
は
弱
小
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
産
地
と
し
て
は

飯
塚
の
方
が
重
要
に
な
り
、
そ
の
後
の
し
め
飾
り
作

り
の
発
展
に
も
関
係
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
飯
塚
へ

し
め
飾
り
づ
く
り
を
伝
え
た
堀
切
や
宝
木
塚
が
都
市

化
な
ど
に
よ
り
し
め
飾
り
づ
く
り
を
や
め
て
し
ま
っ

た
あ
と
に
も
続
け
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
技
術
を
伝
え

た
も
と
の
産
地
が
廃
れ
た
あ
と
も
、
伝
播
先
の
新
し

い
産
地
が
発
展
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

■
伝
播
の
図
式
　
こ
う
し
た
図
式
は
、
明
治
の
初
め

の
こ
ろ
、
現
在
の
荒
川
・
墨
田
区
域
な
ど
に
あ
っ
た

元
来
の
し
め
飾
り
づ
く
り
の
産
地
か
ら
、
足
立
・
葛

飾
・
江
戸
川
と
い
っ
た
現
在
の
荒
川
以
東
へ
と
産
地

が
伝
播
す
る
と
き
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

伝
播
の
き
っ
か
け
は
、
血
縁
な
ど
の
縁
故
関
係
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
初
め
は
し
め
飾
り
の
作
り
方
か

ら
、
出
荷
の
仕
方
ま
で
面
倒
を
見
て
も
ら
っ
た
も
の

が
独
立
し
て
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
旧
産
地
の
集
落

移
り
変
わ
り
と
は
い
え
、
大
八
車
や
リ
ヤ
カ
ー
な
ど

で
、
浅
草
の
観
音
市
へ
の
出
荷
が
で
き
る
範
囲
の
な

か
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
昭
和
四
〇
年
以
降
の
急
激
な
都
市
化
と
、

輸
送
手
段
の
発
達
は
、
さ
ら
に
遠
方
へ
と
し
め
飾
り

の
産
地
が
移
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
ト
ラ
ッ
ク
な

ど
に
よ
る
し
め
飾
り
の
大
量
輸
送
、
ま
た
、
技
術
を

持
つ
農
家
や
仲
買
の
行
き
来
な
ど
の
連
絡
手
段
も
格

段
に
発
達
し
た
。
つ
ま
り
、
近
郊
で
あ
る
必
要
性
は

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

る
作
　
　
の
家
か
ら
新
産
地
の
家
へ
、

け
て

ワラの芯を入れて周りにミトラズを巻きつ
ようになる。長尺のものはミトラズを足し
るためとくに難しい。

そ
し
て
地
縁
・
血
縁
の
強
い

そ
こ
の
集
落
内
の
家
々
へ
と

い
っ
た
具
合
に
広
ま
り
、
伝

播
と
分
布
を
作
っ
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

東
京
東
部
の
稲
作
地
帯
内

を
伝
播
し
て
い
た
し
め
飾
り

づ
く
り
で
あ
る
が
、
こ
う

い
っ
た
伝
播
の
背
景
に
は
、

輸
送
技
術
が
未
発
達
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
要

因
と
な
っ
て
い
る
。
産
地
の

■
東
郊
の
専
業
化
　
都
市
化
な
ど
に
よ
り
次
第
に
減

少
す
る
東
京
東
郊
の
し
め
飾
り
作
り
で
あ
っ
た
が
、

生
産
者
が
少
な
く
な
る
に
つ
れ
て
専
業
化
し
、
そ
し

て
、
一
軒
の
家
で
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
を
作
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
あ
る
い
は
、
半
分
仲
買
の
よ
う
な

役
割
を
行
う
よ
う
に
も
な
っ
た
。
昭
和
六
〇
年
代
に

は
こ
の
地
域
に
も
水
田
は
な
く
な
り
、
す
で
に
農
業

か
ら
も
離
れ
、
生
産
は
数
え
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
。

材
料
の
ミ
ト
ラ
ズ
は
区
外
か
ら
調
達
し
て
行
っ
て
い

た
。
技
術
は
高
い
た
め
、
後
進
の
産
地
よ
り
、
品
質
・

の
よ
い
し
め
飾
り
を
作
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
昭
和

五
〇
年
代
の
終
わ
り
こ
ろ
に
は
、
好
景
気
で
あ
っ
た

た
め
、
し
め
飾
り
も
よ
い
値
で
売
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
人
件
費
が
安
い
海
外

で
の
し
め
飾
り
も
輸
入
さ
れ
、
ス
ー
パ
ー
や
百
円
均

一
な
ど
で
非
常
に
安
価
に
販
売
さ
れ
て
い
る
。
伝
統

的
な
し
め
飾
り
の
形
に
こ
だ
わ
ら
な
い
よ
う
に
さ
え

な
っ
て
し
ま
っ
た
現
在
、
し
め
飾
り
の
生
産
や
流
通

に
か
か
わ
る
も
の
は
大
き
く
変
貌
し
て
い
る
。

し
め
飾
り
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
生
産
物
と

同
様
に
都
市
近
郊
の
生
産
物
と
い
う
枠
か
ら
外
れ
る

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
　
「
形
・
デ
ザ
イ
ン
」
ま
た
、

し
め
飾
り
を
飾
る
と
い
っ
た
こ
と
自
体
ま
で
も
変
化

を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

－
「
し
め
飾
り
」
終
わ
り
　
　
（
当
館
学
芸
員
）
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上
段
＝
歌
川
国
利
「
新
版
み
こ
し
組
上
の
図
」

下
段
＝
同
完
成
写
真

郷
土
芸
能
鑑
賞
会

▼
日
時
＝
5
月
5
日
（
こ
ど
も
の
日
）
　
日

時
よ
り
　
▼
会
場
＝
中
庭
展
示
舞
台
（
雨

天
時
、
講
堂
）

▼
出
演
団
体
　
大
谷
田
隅
田
嚇
連
中
／

押
部
文
化
保
存
会
は
や
し
連
／
葛
西
ば

や
し
佐
野
保
存
会

郷
土
博
物
館
収
蔵
資
料
展

「
ま
な
ん
で
布
号
ぶ

オ
モ
シ
ロ
う
き
よ
え
」

博
物
館
の
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か

で
、
「
お
も
ち
ゃ
絵
」
と
よ
ば
れ
る
作
品
を

紹
介
し
ま
す
。
お
も
ち
ゃ
絵
は
子
ど
も
の
遊

び
用
に
つ
く
ら
れ
た
浮
世
絵
の
一
種
で
、
づ

く
し
絵
、
組
み
上
げ
絵
（
立
版
古
）
、
絵
双

六
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
作
品
は
た
だ
鑑
賞
す
る
だ
け
で
な

く
、
実
際
に
切
り
貼
り
し
た
り
、
学
習
教
材

と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
む
か
し
の
子
ど

も
が
あ
そ
ん
で
ま
な
ん
だ
お
も
ち
ゃ
絵
の
世

界
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

▼
会
期
＝
前
期
‥
4
月
2
7
日
（
火
）
～
6
月

1
3
日
（
日
）
、
後
期
‥
6
月
1
9
日
（
土
）
～
7
月

2
5
日
（
日
）
、
（
前
・
後
期
で
展
示
替
え
を
行

い
ま
す
。
）
　
▼
会
場
＝
郷
土
博
物
館
企
画
展

示
室

■
関
連
イ
ベ
ン
ト
＝
体
験
教
室
「
浮
世
絵

ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
7
卜
を
作
ろ
う
」
　
▼
開
催

日
＝
5
月
1
5
日
（
土
）
、
6
月
1
9
日
（
土
）
、
7

月
1
7
日
（
土
）
　
い
ず
れ
も
午
後
2
～
3
時

▼
定
員
＝
2
0
名
（
当
日
先
着
順
）
　
▼
会
場
＝

郷
土
博
物
館
1
階
子
ど
も
ホ
ー
ル

好
評
で
し
た
－
・
1
万
人
の
お
客
様

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
一
周
年

記
念
イ
ベ
ン
ト

郷
土
博
物
館
で
は
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
一
周
年
を
記

念
し
て
、
3
月
6
日
か
ら
4
月
5
日
ま
で
の
一
ケ
月

間
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
し
た
。

期
間
中
の
来
館
者
数
は
、
の
ベ
1
万
0
3
4
7
人

と
な
り
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
御
来
館
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
後
も
楽
し
い
博
物
館
へ
是
非
お

越
し
く
だ
さ
い
ま
せ
　
（
左
写
真
参
照
）
。

あだち拓本研究会による拓本体験の様子

博
物
館
の
映
画
会

5
月
8
日
　
（
土
曜
日
・
無
料
公
開
日
）
　
に
映
画
会

を
開
催
し
ま
す
。
上
映
作
品
は
次
の
通
り
で
す
。

「
神
々
の
石
か
ら
生
ま
れ
る
芸
術
－
那
智
黒
硯
の

製
造
過
程
－
」
那
智
黒
石
の
特
徴
と
自
然
な
姿
を
生

か
し
た
高
級
硯
づ
く
り
（
上
映
時
間
2
0
分
）

「
技
と
心
－
紀
州
へ
ら
竿
の
製
造
過
程
－
」
和
歌

山
県
の
伝
統
工
芸
品
、
和
竿
つ
く
り
の
す
べ
て
　
（
上

映
時
間
2
0
分
）

▼
時
間
＝
午
前
1
1
時
か
ら
　
▼
会
場
＝
郷
土
博
物
館

2
階
講
堂

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク

は
く
ぶ
つ
か
ん
子
ど
も
イ
ベ
ン
ト

郷
土
博
物
館
で
子
ど
も
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
が
皆
さ
ん

の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
時
間
は
い
ず
れ

も
午
後
2
時
～
3
時
。
会
場
は
郷
土
博
物
館
1
階
こ

ど
も
ホ
ー
ル
で
す
。

▼
4
／
2
9
（
昭
和
の
日
）
　
は
く
ぶ
つ
か
ん
ク
イ
ズ
大

決
戦
…
　
は
く
ぶ
つ
か
ん
の
い
ろ
ん
な
ク
イ
ズ
を
だ

す
よ
。
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
は
君
だ
！

▼
5
／
1
（
土
）
　
布
絵
付
け
師
～
こ
い
の
ぼ
り
の
巻

～
…
　
み
ん
な
で
博
物
館
の
中
に
こ
い
の
ぼ
り
を

お
よ
が
そ
う

▼
5
／
2
（
日
）
　
郷
土
す
ご
ろ
く
大
会
　
…
足
立
区

の
郷
土
を
す
ご
ろ
く
で
遊
び
な
が
ら
体
験
し
よ
う

▼
5
／
3
（
憲
法
記
念
日
）
シ
ョ
ウ
ブ
で
「
に
は
ひ

袋
」
を
つ
く
ろ
う
…
足
立
の
特
産
物
で
、
携
帯

で
き
る
香
り
袋
を
み
に
つ
け
よ
う

▼
5
／
4
（
み
ど
り
の
日
）
ジ
ュ
ズ
ダ
マ
で
お
守
り

ア
ク
セ
サ
リ
ー
作
り
…
自
然
の
数
珠
を
つ
か
っ

て
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
な
ど
を
つ
く
ろ
う

▼
5
／
5
（
こ
ど
も
の
日
）
毛
ば
た
き
武
士
で
大
相

撲
…
伝
統
お
も
ち
ゃ
「
毛
ば
た
き
」
を
つ
か
っ

た
相
撲
大
会

園
際
博
物
館
の
目
（
5
月
1
8
日
・
火
）

▼
郷
土
博
物
館
は
無
料
公
開
日
に
な
り
ま
す
。

二
〇
一
〇
年
の
テ
ー
マ
は
「
博
物
館
と
社
会
的
調

和
」
で
す
。
4
月
末
か
ら
5
月
末
ま
で
の
一
ケ
月

間
、
全
国
の
博
物
館
で
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
が
行
わ
れ

ま
す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

お
く
の
は
そ
道
芭
蕉
フ
ォ
ー
ラ
ム

芭
蕉
と
千
住
宿
を
語
る

■
基
調
講
演
＝
葉
山
修
平
（
小
説
家
・
駒
沢
短
期
大

学
名
誉
教
授
）

『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
＝
パ
ネ
ラ
ー
葉
山
修
平
氏
二
二
浦

佐
久
子
氏
（
作
家
・
大
衆
史
学
研
究
会
）
・
相
川
諾

え
助
氏
（
足
立
史
談
会
）
ほ
か

▼
日
時
＝
4
月
2
5
日
（
旦
午
後
1
～
4
時
▼
会

場
＝
足
立
圧
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
4
階
講
堂
▼
申

込
み
＝
F
A
X
（
0
3
・
3
8
6
8
・
3
2
3
3
）

も
し
く
は
ハ
ガ
キ
（
宛
先
〒
1
2
0
一
0
0
3
7
足

立
圧
千
住
河
原
町
2
・1
8
・
7

0
2
N
P
O
法
人
千

住
文
化
普
及
会
）
に
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
‥

号
「
芭
蕉
と
千
住
宿
を
語
る
」
と
明
記
し
申
し
込
ん
‥

で
く
だ
さ
い
。
4
月
2
0
日
締
め
切
り
　
▼
入
場
料

5
0
0
円
　
▼
免
責
＝
2
0
0
名
　
▼
お
問
合
せ

3
8
5
0
・
9
3
2
0
　
（
伊
藤
）
　
ま
で

●

●

＜再生紙を使用しています＞


