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の
幕
末
明
治
の
当
主
、
素
朴
翁
名
倉
彌
一

氏
に
よ
る
「
炭
の
香
に
時
め
か
し
け
り
草

の
庵
」
の
句
も
採
録
し
て
い
ま
す
。
名
倉

彌
一
氏
（
天
保
一
〇
・
一
八
三
九
〜
明
治

三
五
・
一
九
〇
二
）
は
文
人
と
し
て
知
ら

れ
、
そ
の
幅
広
い
交
友
範
囲
は
当
時
の
政

治
家
、
歌
舞
伎
役
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、

画
家
に
及
ん
で
い
ま
し
た
。
福
島
俳
諧
と

名
倉
家
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
未
詳
で

す
が
、
忍
山
を
宗
匠
と
し
た
句
集
に
参
画

し
て
い
る
こ
と
か
ら
交
流
が
あ
っ
た
こ
と

は
確
か
で
す
。

■
神
楽
採
物
図　

上
掲
写
真
は
巻
頭
に
掲

載
さ
れ
た
《
神
楽
採
物
図
》（
か
ぐ
ら
と

り
も
の
ず
）
で
作
者
は
柴
田
是
真
（
し
ば

た
ぜ
し
ん
）
で
す
。

　

是
真
は
江
戸
後
期
か
ら
明
治
期
に
活
躍

し
た
日
本
画
家
・
漆
芸
家
で
文
化
四

（
一
八
〇
七
）
年
、
江
戸
両
国
に
生
ま
れ

ま
し
た
（
〜
明
治
二
四
・
一
八
九
一
年
）。

　

い
ま
郷
土
博
物
館
で

開
催
し
て
い
る
特
別
展

「
大
千
住　

美
の
系
譜
」

展
か
ら
資
料
を
ご
紹
介

し
ま
す
。
展
示
資
料
の一

つ
に
明
治
十
六

（
一
八
八
三
）
年

に
発
行
さ
れ
た
句

集
『
新
神
楽
』（
正

風
俳
林
社
）
が
あ

り
ま
す

■『
新
神
楽
』
と

名
倉
素
朴
翁
　
本

資
料
は
福
島
町

（
現
、
福
島
県
福

島
市
）
の
俳
諧
宗

匠
、斎
藤
忍
山（
文

化
一
〇
・
一
八
一

三
〜
明
治
二
八
・

一
八
九
五
）
が
編

さ
ん
し
た
十
一
丁

の
版
本
で
表
紙
、

裏
表
紙
と
も
に
多

色
刷
り
の
版
と
な
っ
て
い
ま
す
（
右
下
写

真
）。

　

本
句
集
に
は
本
書
を
伝
来
し
た
千
住
の

旧
家
で
接
骨
医
と
し
て
知
ら
れ
た
名
倉
家

名倉素朴翁と柴田是真《神楽採物図》　1 P　   道具としての屏風　2 P
はい、文化財係です。５（道しるべ）　3 P　　スタディデイのお知らせ　4 P　

明治 16年 (1883) 年　柴田是真《神楽採物図》

【大千住　美の系譜　展　から】

名倉素朴翁と柴田是真《神楽採物図》
郷土博物館

『
新
神
楽
』（
表
紙
）



平成 30 年 11 月 第 609 号
　

さ
て
新
神
楽
と
は
、
主
に
明
治
以
降
、

新
し
く
各
地
で
生
ま
れ
た
神
楽
舞
の
こ
と

を
指
し
ま
す
。
採
物
と
は
神
楽
舞
の
際
に

舞
手
が
手
に
し
て
舞
う
祭
器
具
の
こ
と

で
、
鈴
や
祓
具
の
他
、
剣
や
鉾
な
ど
演
目

に
登
場
す
る
道
具
の
総
称
で
す
。
絵
を
見

ま
す
と
、
八
足
案
（
地
域
に
よ
り
呼
称
差

あ
り
）
と
い
う
神
道
の
道
具
や
供
え
も
の

を
置
く
台
に
、
左
か
ら
幣
帛
、
神
楽
鈴
、

大
麻
（
お
お
ぬ
さ
）
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

「
新
神
楽
」
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
見
て
、
神

楽
舞
を
奏
上
す
る
に
あ
た
り
使
用
し
た
祭

器
具
た
ち
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
案
の
下
に

三
つ
ほ
ど
見
え
る
白
い
も
の
は
古
い
形
式

の
「
お
ひ
ね
り
」
で
す
。
現
代
で
も
神
楽

舞
の
際
に
お
ひ
ね
り
を
投
げ
る
例
は
多
く

あ
る
よ
う
で
す
。
今
日
で
は
金
銭
を
包
ん

だ
も
の
が
一
般
的
で
す
が
、
昔
は
洗
米
を

三
角
に
折
っ
た
紙
に
包
ん
で
先
端
を
ひ
ね

り
、
供
え
た
り
、
投
げ
た
り
し
て
い
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
神
事
の
場
に
古
く
か
ら

多
く
米
は
登
場
し
て
お
り
、
お
ひ
ね
り
や

神
饌
の
他
、
散
供
の
一
種
と
し
て
直
接
米

を
撒
く
「
散
米
」
が
、
や
が
て
銭
を
撒
く

「
散
銭
」
に
な
り
、
こ
れ
が
「
賽
銭
」
へ

と
変
化
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
状
況
を
見
る
と
、
も
ち
ろ
ん

取
り
合
わ
せ
の
よ
い
画
面
と
し
て
脚
色
や

デ
フ
ォ
ル
メ
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
お
そ

ら
く
神
楽
舞
の
演
目
が
終
わ
り
、
採
物
が

ま
と
め
て
取
り
置
か
れ
、
投
げ
込
ま
れ
た

お
ひ
ね
り
が
写
り
込
ん
で
い
る
、
と
い
う

情
景
を
切
り
抜
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
見

て
取
れ
ま
す
。
是
真
自
身
が
直
接
目
に
し

た
も
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
村
の
祭

の
中
で
、
明
治
の
世
に
新
し
く
奏
じ
ら
れ

た
里
神
楽
の
舞
を
鑑
賞
し
た
人
々
の
、
喜

び
や
感
動
が
静
か
に
伝
わ
る
よ
う
な
画
で

あ
る
と
言
え
ま
す
。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
本
資
料
の
研
究
史
は

見
出
せ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
紙
幅
の
都
合

で
展
覧
会
図
録
（
Ａ
４
判
一
二
八
頁
、

九
〇
〇
円
）に
も
採
録
し
て
い
な
い
た
め
、

本
紙
上
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
展
覧
会
で

は
新
出
・
新
紹
介
の
展
示
資
料
が
多
く
あ

り
、
調
査
研
究
は
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で

す
。
約
一
八
〇
点
の
公
開
資
料
の
ほ
と
ん

ど
が
新
資
料
で
占
め
る
「
大
千
住　

美
の

系
譜
」
展
は
当
館
で
来
年
の
二
月
十
一
日

ま
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
（
学
芸
員
多
田
・
専
門
員
奥
村
）

　

特
別
展
「
大
千
住　

美
の
系
譜　

―
酒

井
抱
一
か
ら
岡
倉
天
心
ま
で
―
」
が
始
ま

り
ま
し
た
。
平
成
二
十
三
年
か
ら
行
っ
て

い
る
文
化
遺
産
調
査
の
中
で
分
か
っ
て
き

た
、
足
立
と
い
う
地
域
に
文
人
文
化
が
深

く
根
ざ
し
て
し
た
こ
と
を
示
す
美
術
品
を

中
心
と
し
た
資
料
群
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
日
本
画
の
美
術
資
料
の
中
で
も

屏
風
は
大
型
の
も
の
も
多
く
、
そ
の
迫
力

は
特
に
目
を
引
き
ま
す
。

　

今
で
も
美
し
い
画
を
残
す
屏
風
で
す
が
、

元
は
日
常
生
活
の
中
で
使
わ
れ
る
ご
く
当

た
り
前
の
調
度
品
の
う
ち
の
一
つ
で
し
た
。

古
く
は
中
国
か
ら
七
世
紀
頃
に
日
本
に
も

た
ら
さ
れ
、
蝶
番
の
部
分
が
金
具
の
中
国

式
か
ら
和
紙
で
繋
が
れ
た
日
本
式
の
屏
風

に
な
っ
た
の
は
室
町
頃
と
い
い
、
よ
り
装

飾
性
が
強
く
、
大
画
面
の
一
枚
絵
を
描
く

こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
豪
勢
な「
洛

中
洛
外
図
屏
風
」「
合
戦
図
屏
風
」
な
ど
が

有
名
で
す
。
屏
風
を
立
て
た
際
に
、
盛
り

上
が
り
の
部
分
が
目
立
つ
よ
う
に
見
せ
た

り
、
風
景
の
奥
行
き
を
立
体
的
に
表
現
さ

れ
る
よ
う
に
描
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

屏
風
は
、
当
然
空
間
を
仕
切
る
、
目
隠

し
に
す
る
と
い
う
目
的
の
建
具
の
一
種
で

す
。
壁
の
少
な
い
構
造
の
日
本
家
屋
で
、

自
由
度
の
高
い
間
仕
切
り
と
し
て
重
用
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
特
別
な
場
合
に

設
置
す
る
こ
と
が
多
く
、
普
段
か
ら
常
時

出
し
っ
ぱ
な
し
に
し
て
お
く
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
軽
く
、
持
ち
運
び

し
や
す
く
、
簡
単
に
設
置
出
来
る
も
の
、

コ
ン
パ
ク
ト
に
収
納
で
き
る
も
の
で
あ
る

必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
単
純
な
作
り
の
よ

う
で
、
非
常
に
合
理
的
な
建
具
で
す
。

　

ま
た
屏
風
は
物
理
的
に
空
間
を
仕
切
る

事
と
共
に
、
日
常
と
隔
た
れ
た
特
別
に
め

で
た
く
清
浄
な
空
間
を
演
出
す
る
（
ま
た

は
そ
の
逆
の
）意
味
合
い
が
強
く
、「
ハ
レ
」

と
「
ケ
」
の
境
界
を
重
ん
じ
る
日
本
人
の

生
活
の
中
で
は
、
欠
か
せ
な
い
道
具
で
も

あ
り
ま
し
た
。
客
人
を
も
て
な
す
際
や
、

特
に
結
婚
式
や
祭
行
事
な
ど
祝
い
の
席
で

使
わ
れ
る
事
が
多
く
、
こ
れ
は
美
し
い
屏

風
に
よ
る
め
で
た
さ
の
表
現
と
共
に
、
座

に
招
来
す
る
カ
ミ
へ
の
も
て
な
し
、
清
浄

な
空
間
を
作
り
出
す
意
味
も
あ
り
ま
す
。

　

正
月
飾
り
に
立
て
ら
れ
る
屏
風
も
、
た

だ
背
景
を
彩
る
目
的
だ
け
で
は
な
い
の
で

す
。
今
で
も
祭
礼
の
日
に
神
輿
行
列
な
ど

が
通
る
通
り
に
面
し
た
家
々
が
と
り
ど
り

の
屏
風
を
見
せ
て
人
々
を
楽
し
ま
せ
る

「
屏
風
祭
」
を
行
う
地
域
が
あ
り
ま
す
が
、

「吉野山桜・嵐山紅葉図屏風」（右隻）建部巣兆
六曲の大画面に満開の桜の山々の風景が描かれており、立てた時に山が
飛び出したような立体感を見せる効果もある。

道
具
と
し
て
の
屏
風
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こ
れ
も
元
は
道
を
清
め
そ
こ
を
通
る
カ
ミ

へ
、
美
し
い
面
を
見
せ
る
と
共
に
自
分
た

ち
の
日
常
生
活
と
い
う
不
浄
を
隠
し
、
失

礼
の
な
い
よ
う
に
ハ
レ
の
日
の
空
間
を
作

り
出
す
演
出
が
変
化
し
た
も
の
で
し
ょ

う
。
※
１

　

ま
た
昔
は
特
に
身
分
の
高
い
女
性
の
お

産
の
際
に
産
屋
を
全
て
白
く
し
つ
ら
え
、

不
浄
を
遠
ざ
け
た
空
間
を
準
備
し
ま
し

た
。
そ
の
た
め
に
、
白
絵
屏
風
（
白
一
色

で
描
か
れ
た
屏
風
）
と
い
う
専
用
の
真
っ

白
い
屏
風
を
使
用
し
ま
し
た
。そ
の
ほ
か
、

亡
く
な
っ
た
人
の
枕
元
に
あ
え
て
枕
屏
風

を
上
下
逆
さ
に
立
て
る
の
も
、
死
者
の
見

る
世
界
（
現
世
と
全
て
逆
に
な
っ
て
い
る

と
言
わ
れ
る
）
の
造
作
で
あ
り
、
こ
れ
ら

も
単
純
な
間
仕
切
り
と
は
別
の
意
味
を
持

つ
と
言
え
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
こ
の
よ
う
に
屏
風
が
日
用

品
で
あ
っ
た
こ
と
に
並
行
し
て
、
町
絵
師

に
屏
風
に
絵
を
描
い
て
も
ら
う
依
頼
を
す

る
の
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
光
景
で
し
た
。

当
時
の
注
文
簿
や
日
記
な
ど
に
も
、
絵
師

宅
に
屏
風
を
持
ち
込
ん
で
絵
を
注
文
す
る

様
子
が
多
く
記
録
に
残
り
ま
す
。
暮
ら
し

の
中
に
絵
を
生
業
と
し
た
職
人
が
数
多
く

お
り
、
そ
れ
ら
は
産
業
の
う
ち
の
一
つ
で

し
た
。そ
の
中
で
多
く
の
流
派
が
生
ま
れ
、

交
流
し
、
時
に
は
人
気
絵
師
に
人
々
が
熱

狂
し
た
の
も
頷
け
ま
す
。屏
風
に
限
ら
ず
、

娯
楽
の
少
な
い
時
代
に
こ
の
よ
う
な
美
術

に
対
す
る
民
衆
の
意
識
の
高
ま
り
、
室
内

意
匠
へ
の
文
化
的
興
味
、希
求
の
興
隆
が
、

芸
術
・
技
術
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
大
き

く
寄
与
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ

う
。

　

旧
家
や
寺
社
は
と
も
か
く
、
現
代
で
は

住
宅
事
情
に
合
わ
ず
、結
婚
式
の
金
屏
風
、

銀
屏
風
く
ら
い
で
し
か
実
際
に
使
用
さ
れ

て
い
る
も
の
を
見
る
機
会
は
減
り
ま
し

た
。
し
か
し
も
し
現
代
で
も
屏
風
が
日
常

的
に
使
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
付
随

し
て
現
代
風
の
Ｃ
Ｇ
ア
ー
ト
や
イ
ラ
ス
ト

を
描
く
町
絵
師
が
、
今
も
当
た
り
前
に
存

在
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
で

は
美
術
品
で
あ
る
貴
重
な
屏
風
が
、
生
活

の
中
で
使
用
さ
れ
た
民
具
で
あ
っ
た
側
面

を
考
え
る
の
も
、
面
白
い
も
の
で
す
。

　

※
１　

現
代
で
も
道
を
清
め
た
上
、
屏

風
の
他
、
祭
礼
の
日
に
だ
け
特
別
な
格
子

や
衝
立
で
目
隠
し
を
す
る
事
例
も
多
く
、

カ
ミ
の
通
り
道
に
対
す
る
ハ
レ
の
意
識
は

全
国
で
共
通
し
て
い
る

　
　
　
　
（
当
館
専
門
員　

奥
村
麻
由
美
）

■
足
立
区
に
残
さ
れ
た
道
し
る
べ

　

現
代
で
は
、
道
に
迷
っ
た
ら
す
ぐ
に
ス

マ
ホ
で
地
図
を
確
認
し
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
で
現
在

地
ま
で
ほ
ぼ
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
し
か
し
、
昔
の
人
は
そ
う
は
い
き
ま

べ
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、
先

ほ
ど
ご
紹
介
し
た
本
を
開
い
て
み
る
と
、

し
っ
か
り
と
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
た
め
、
業
者
の
方
に
お
願
い
し
て
、
区

で
保
存
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
道
し

る
べ
は
登
録
文
化
財
に
は
な
っ
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
業
者
の
方
が
ご
一
報
下
さ
ら
な

け
れ
ば
、
こ
の
道
し
る
べ
は
人
知
れ
ず
失

わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
道
し

る
べ
は
十
月
に
引
き
抜
か
れ
、
現
在
は
文

化
財
係
が
保
存
し
、
適
切
な
場
所
に
移
設

す
べ
く
調
整
中
で
す
。

■
道
し
る
べ
の
指
し
示
す
場
所

　

今
回
救
わ
れ
た
道
し
る
べ
は
、
江
北
二

丁
目
の
路
傍
に
あ
り
ま
し
た
。
正
面
に
は

「
左
り　

弘
法
大
師
道
」、右
側
面
に
は「
右

へ　

六
阿
弥
陀
み
ち
」、左
側
面
に
は
「
寛

政
八
年
丙
辰
二
月
吉
日
」と
い
う
日
付
と
、

「
浅
草
新
は
た
こ
町
代
地
」
の
「
上
総
屋

清
兵
衛
」「
伊
勢
屋
助
七
」「
つ
ち
や
清
兵

衛
」
の
名
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

道
し
る
べ
が
引
き
抜
か
れ
る
前
は
、
正

面
が
北
向
き
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま

り
、道
し
る
べ
の
指
し
示
す
左
と
は
東
側
、

右
は
西
側
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
江
北
の

東
側
に
は
、
西
新
井
大
師
総
持
寺
（
西
新

井
一
‐
一
五
‐
一
）
が
あ
り
ま
す
。
道
し

る
べ
に
刻
ま
れ
た
「
弘
法
大
師
道
」
と
は

こ
こ
に
至
る
道
の
こ
と
を
言
い
、
略
し
て

「
大
師
道
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
道

で
す
。
西
側
に
は
、
江
戸
時
代
に
大
流
行

し
た
六
阿
弥
陀
詣
で
ゆ
か
り
の
恵
明
寺

（
江
北
二
‐
四
‐
三
）
と
性
翁
寺
（
扇
二

せ
ん
。
そ
ん
な
時
、
人
々
を
救
っ
た
の
が

道
し
る
べ
で
す
。
足
立
区
に
は
今
も
路
傍

に
道
し
る
べ
が
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

足
立
区
で
は
、平
成
三（
一
九
九
一
）・
四

年
に
か
け
て
区
内
の
道
し
る
べ
の
悉
皆
調

査
を
行
い
、
平
成
六
年
に
『
足
立
風
土
記

資
料　

金
石
文
２　

道
し
る
べ
』
を
刊
行

し
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
の
結
果
、
道
し

る
べ
と
一
口
に
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
種

類
が
あ
り
ま
す
が
、
明
治
以
降
に
立
て
ら

れ
た
も
の
も
含
め
れ
ば
、
区
内
に
は

一
〇
一
基
も
の
道
し
る
べ
が
あ
る
こ
と
が

判
明
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
調
査

か
ら
す
で
に
三
〇
年
近
く
の
時
間
が
経
過

し
て
お
り
、
文
化
財
係
で
も
把
握
で
き
て

は
い
ま
せ
ん
が
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も

の
も
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、

失
わ
れ
る
直
前
に
救
わ
れ
た
道
し
る
べ
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
救
わ
れ
た
道
し
る
べ

　

六
月
、
文
化
財
係
に
あ
る
業
者
か
ら
一

本
の
電
話
が
入
り
ま
し
た
。
内
容
は
、
工

事
現
場
に
古
い
石
柱
が
あ
る
の
だ
が
、
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
？
と
い
う
も
の
で
し

た
。

話
を
聞
い
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
道
し
る平成３年の様子


↾
↻


⅙
൶
ৎ

ˊ
↝
ᢊ
ↆ
↺
↨

は
い
、
文
化
財
係
で
す
。
５
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三
十
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
十
一
日

ま
で
の
間
、
特
別
展
「
大
千
住　

美
の
系

譜
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
本
展
覧
会
の

調
査
研
究
で
テ
ー
マ
と
な
っ
た
の
が
、
江

戸
か
ら
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
、
世
代
を

超
え
て
蓄
積
し
た
美
術
と
文
芸
の
資
料
群

の
存
在
で
し
た
。

　

ス
タ
デ
ィ
デ
イ
（
公
開
研
究
会
）
で
は
、

調
査
に
携
わ
っ
た
関
係
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
テ
ー
マ
で
発
表
し
、
時
代
を
超
え
て
継

承
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
、
ご
参
加
の
皆

様
と
一
緒
に
考
え
ま
す
。

■
開
催
日

平
成
三
十
年
十
二
月
九
日
（
日
曜
日
）

午
後
二
時
〜
午
後
四
時
ま
で

■
会
場

　

郷
土
博
物
館
二
階
講
堂

■
登
壇
予
定
者

　

●
玉
蟲
敏
子　

武
蔵
野
美
術
大
学
教
授

　

●
鶴
岡
明
美　

昭
和
女
子
大
学
准
教
授

　

●
岡
部
昌
幸　

帝
京
大
学
教
授
／
群
馬

　
　

県
立
近
代
美
術
館
館
長

　

●
足
立
区
立
郷
土
博
物
館　

多
田
文
夫

　
　

／
小
林
優
／
山
崎
尚
之

■
お
申
込
み
方
法

　

電
話
も
し
く
は
ｅ

－

ｍ
ａ
ｉ
ｌ
に
て

　

十
二
月
二
日(

日
曜
日)

ま
で
に
お
申

　

し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

e-m
ail

の
場
合
、
氏
名
・
電
話
番
号
・

　

住
所
（
任
意
）・
年
齢
（
任
意
）
を
明

　

記
く
だ
さ
い
。

　

※
先
着
8
0
名
（
ご
参
加
の
方
は
観

　

覧
料
無
料
）

下
総
国
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
道

し
る
べ
か
ら
理
解
で
き
る
の
で
す
。

　

な
お
、
市
郎
兵
衛
の
本
姓
は
飯
田
で
亀

屋
は
屋
号
で
す
。
市
郎
兵
衛
の
先
祖
が
野

田
市
の
醤
油
醸
造
業
を
創
始
し
た
と
伝
わ

っ
て
お
り
、飯
田
家
の
工
場
跡
（
亀
屋
蔵
）

は
野
田
市
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。

■
後
世
に
伝
え
る
べ
き
道
し
る
べ

　

今
で
も
そ
う
で
す
が
、
地
図
を
持
っ
て

町
を
歩
い
て
い
て
も
迷
う
時
に
は
迷
い
ま

す
。
そ
ん
な
中
で
、
道
案
内
の
矢
印
の
あ

る
看
板
を
見
つ
け
る
と
安
心
し
ま
す
。
江

戸
時
代
の
人
た
ち
も
、
現
在
何
気
な
く
残

っ
て
い
る
路
傍
の
道
し
る
べ
を
見
つ
け

て
、
多
く
の
人
が
安
心
し
た
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
道
し
る
べ
は
、
庶
民

の
生
活
を
今
に
伝
え
る
貴
重
な
文
化
財
で

あ
り
、
今
後
も
大
切
に
守
り
続
け
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
回
、
失
わ
れ
る
直
前
で
道

し
る
べ
を
救
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
業

者
の
方
が
ご
一
報
く
だ
さ
っ
た
か
ら
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
を
借
り
て
深
く

御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
（
文
化
財
係　

学
芸
員　

佐
藤
貴
浩
）

■
郷
土
博
物
館
で
は
、
平
成
三
十
年
十
月

‐
一
九
‐
三
）
が
あ
り
、
六
阿
弥
陀
詣
で

に
関
す
る
道
を
「
六
阿
弥
陀
道
」
と
呼
ん

で
い
ま
し
た
。
足
立
区
に
あ
る
最
も
古
い

道
し
る
べ
も
、
恵
明
寺
に
あ
る
貞
享
三
年

（
一
六
八
六
）
八
月
八
日
に
立
て
ら
れ
た

「
六
あ
ミ
た
（
道
）」
の
道
し
る
べ
で
す
。

■
立
て
ら
れ
た
時
期

　

道
し
る
べ
が
立
て
ら
れ
た
の
は
寛
政
八

年
（
一
七
九
六
）
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の

三
年
前
に
、
寛
政
の
改
革
を
主
導
し
た
松

平
定
信
が
失
脚
し
、
前
年
に
は
鬼
平
犯
科

帳
で
著
名
な
長
谷
川
平
蔵
宣
以
（
の
ぶ
た

め
）
が
死
去
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
足

立
区
で
道
し
る
べ
が
多
く
立
て
ら
れ
た
の

は
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
で
、
十
八
世
紀
後
半

か
ら
十
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
す
。

■
足
立
区
外
の
造
立
者

　

道
し
る
べ
を
立
て
た
浅
草
新
旅
籠
町

（
現
台
東
区
蔵
前
）
の
上
総
屋
清
兵
衛
・

伊
勢
屋
助
七
・
つ
ち
や
清
兵
衛
に
つ
い
て

詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
三
人

の
他
に
も
足
立
区
で
道
し
る
べ
を
立
て
た

人
の
中
に
は
浅
草
の
人
が
多
く
い
ま
し

た
。
西
新
井
一
丁
目
に
立
っ
て
い
る
道
し

る
べ
は
、
今
回
の
道
し
る
べ
と
同
じ
寛
政

八
年
二
月
吉
日
に
立
て
ら
れ
た
六
阿
弥
陀

詣
で
に
関
す
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
は
浅

草
諏
訪
町
（
現
台
東
区
駒
形
）
の
田
村
六

郎
兵
衛
と
下
総
野
田
上
町
（
千
葉
県
野
田

市
）
の
亀
屋
市
郎
兵
衛
の
二
人
で
立
て
た

も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
西
新
井
大
師
や

六
阿
弥
陀
詣
で
に
関
す
る
信
仰
が
浅
草
や

特 

別 

展
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