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伊
勢
市
白
子
で
伊
勢
型
紙
と
よ
ば
れ
、
そ

の
た
め
、
型
地
紙
の
産
地
も
伊
勢
に
あ
り

ま
す
。

■
金
杉
家
の
型
紙　

金
杉
家
に
残
さ
れ
た

型
紙
の
多
く
は
、
長
板
中
形
（
な
が
い
た

ち
ゅ
う
が
た
）
と
よ
ば
れ
る
浴
衣
の
染
め

技
法
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
す
。
簡
単
な

名
称
や
数
字
な
ど
が
墨
書
さ
れ
た
も
の
も

あ
り
、
そ
の
一
点
に
「
明
治
十
一
年
」
と

記
年
が
あ
っ
た
の
で
、
曽
祖
父
の
こ
ろ
の

仕
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
こ

れ
ら
は
お
お
む
ね
明
治
〜
大
正
期
に
使
わ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

長
板
中
形
で
は
、
一
反
（
着
物
一
枚
分
）

の
布
を
、
六
メ
ー
ト
ル
五
〇
セ
ン
チ
ほ
ど

の
板
の
裏
表
に
張
り
、
そ
こ
に
型
紙
を
置

い
て
、
ヘ
ラ
で
防
染
糊
を
つ
け
て
い
き
ま

す
。
こ
れ
を
型
付
け
と
い
い
ま
す
。
板
の

一
面
に
糊
を
付
け
た
あ
と
は
、
ひ
っ
く
り

　

も
く
じ

　

郷
土
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た
染

物
の
型
紙
を
、
博
物
館
解
説
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
博
友
会
の
み
な
さ
ん
と

整
理
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
地

元
と
関
係
す
る
型
紙
も
見
出
さ
れ

　

　

足
立
区
内
に
は
、
染
物
の
工
場

が
多
く
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
（
『
六
月
町
に
お

け
る　

紺
屋
の
は
な
し
』
足
立
史

談
会
郷
土
資
料
刊
行
会
）
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た
の
で
そ
の
報
告
を
行
い
ま
す
。

■
神
明
の
染
色
資
料　

こ
れ
ま
で
、
染
色

関
係
で
は
清
水
染
工
場
（
島
根
三
丁
目
）

か
ら
寄
贈
さ
れ
た
資
料
が
あ
り
ま
す
が
、

今
回
、
神
明
南
の
金
杉
明
光
氏
か
ら
寄
贈

さ
れ
た
型
紙
は
、
長
年
同
家
で
保
存
し
て

い
た
も
の
で
す
が
、
す
で
に
染
色
の
仕
事

か
ら
離
れ
て
三
代
目
に
な
り
、
仕
事
の
詳

細
に
つ
い
て
は
不
明
で
し
た
。
そ
の
た
め
、

残
さ
れ
た
型
紙
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
使
わ
れ
方
な
ど
を
類
推
し
な
が
ら
整

理
し
て
い
ま
す
。

■
型
紙　

染
物
の
型
紙
は
、
美
濃
和
紙
を

柿
渋
で
何
枚
も
貼
り
合
わ
せ
、
杉
の
お
が

く
ず
で
、
一
週
間
ほ
ど
い
ぶ
し
た
紙
（
型

地
紙
・
か
た
じ
が
み
）
で
作
ら
れ
ま
す
。

こ
の
型
地
紙
に
、
彫
刻
刀
を
使
い
、
着
物

や
手
ぬ
ぐ
い
の
柄
を
彫
り
、
型
紙
と
し
て

使
う
の
で
す
。
型
紙
の
発
祥
は
、
三
重
県

　
　

型紙　（上）72 x 61.5cm
　　　（下）72 x 38.2cm

染
物
の
型
紙

資
料
整
理
か
ら

郷
土
博
物
館
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返
し
て
生
地
の
続
き
に
型
付
け
し
ま
す
。

型
紙
に
つ
い
て
い
る
「
見
当
」
、
「
ホ
シ
」

を
あ
わ
せ
て
、
柄
が
く
る
い
な
く
繋
が
る

よ
う
に
し
ま
す
。

情
報
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
郷

土
の
歴
史
や
文
化
が
次
第
に
明
ら
か
に

な
っ
て
い
く
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　

　

近
年
、
鹿
に
よ
る
害
が
各
地
で
増
加
し

て
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
幸
い
足
立

区
で
鹿
に
よ
る
害
は
あ
り
ま
せ
ん
。
区
内

に
は
鹿
浜
と
い
う
い
か
に
も
鹿
が
い
そ　

う
な
地
名
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
昔

「
鹿
」
を
「
し
し
」
と
読
ん
で
い
た
た
め
、「
し

し
は
ま
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
土
地
に
「
鹿

浜
」
と
い
う
文
字
を
あ
て
た
も
の
で
、
特

に
鹿
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

足
立
区
に
は
、
鹿
に
関
す
る
文
化
財
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
足
立
区
登
録
有

形
文
化
財
（
歴
史
資
料
）
の
「
御
鹿
狩
勢

子
村
旗
渕
江
領
嶋
根
村
」
（
写
真
・
以
下
、

村
旗
と
略
す
）
で
す
。
こ
れ
は
江
戸
時
代

の
将
軍
の
鹿
狩
に
関
係
し
た
旗
で
す
。

■
将
軍
の
鹿
狩

　

鹿
狩
を
は
じ
め
と
し
た
狩
猟
は
、
古
代

か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
特
に
武
芸
を

尊
ぶ
武
士
た
ち
は
頻
繁
に
狩
猟
を
行
い
ま

し
た
。
弓
馬
を
用
い
て
狩
猟
を
す
る
こ
と

は
武
芸
の
鍛
錬
に
も
な
っ
た
か
ら
で
す
。
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の
宿
坊
な
ど
に
奉
納
さ
れ
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
日
蓮
宗
の

講
と
見
ら
れ
る
「
府
下
内
匠
」
の
妙
法
結

社
の
マ
ネ
キ
の
型
も
あ
り
ま
し
た
（
写
真

上
）
。
内
匠
は
現
在
の
内
匠
橋
付
近
の
こ

と
で
、
ご
く
近
い
地
域
の
仕
事
を
受
け
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

■
糸
入
れ　

型
紙
を
彫
る
際
に
左
の
写
真

の
よ
う
に
「
水
元
」
の
文
字
が
型
紙
か
ら

切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
き
、
あ
る
い
は
細

か
い
縞
柄
な
ど
が
よ
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ

う
に
、
「
糸
入
れ
」
と
い
う
作
業
が
施
さ

れ
て
い
ま
す
。
細
い
絹
糸
で
、
文
字
が
落

ち
な
い
よ
う
に
固
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
型
を
彫
っ
た
後
、
型
紙
を
二
枚
に

は
ぎ
、
間
に
糸
を
挟
ん
で
、
柿
渋
で
再
び

貼
り
合
わ
せ
る
作
業
で
す
。
大
正
の
末
に

は
、
絹
の
網
を
裏
か
ら
漆
を
使
っ
て
張
る

「
紗
張
り
（
し
ゃ
ば
り
）
」
と
い
う
方
法
が

生
ま
れ
、
昭
和
に
入
る
と
広
く
普
及
し
て

行
き
ま
す
。
金
杉
家
の
型
紙
に
は
、
こ
の

型
紙
の
よ
う
に
形
状
に
合
わ
せ
て
糸
入
れ

し
た
も
の
と
、
網
目
の
よ
う
に
糸
入
れ
し

た
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
紗
張
り
と
は
異

な
る
よ
う
で
、
古
い
形
の
補
強
の
仕
方
で

あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

■
整
理
を
し
な
が
ら
考
え
る　

資
料
を
広

げ
な
が
ら
分
類
方
法
や
そ
の
性
質
な
ど
を

考
え
な
が
ら
作
業
を
し
て
い
ま
す
。
今
回

は
、
ま
ず
初
め
に
わ
か
っ
た
こ
と
の
報
告

で
す
が
、
こ
う
し
た
整
理
や
調
査
を
続
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
新
し
い
発
見

も
で
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な

　

　

な
お
、
長
板
中
形
で
は
、

型
付
け
し
た
板
を
干
し

て
糊
が
乾
く
と
、
糊
の

つ
い
て
い
な
い
裏
面
を

も
う
一
度
張
り
、
透
け

て
見
え
る
生
地
の
表
面

の
柄
と
ぴ
っ
た
り
重
な

る
よ
う
に
裏
面
に
も
型

を
付
け
ま
す
。
こ
う
す

る
こ
と
で
、
白
と
藍
が

し
っ
か
り
と
染
ま
っ
た

柄
と
な
り
ま
す
。

板
に
布
を
張
る
こ
と
（
長

板
）
、
小
紋
に
対
し
て
、

中
ぐ
ら
い
の
模
様
（
型

紙
）
で
あ
る
こ
と
か
ら

長
板
中
形
と
い
い
ま
す
。

■
マ
ネ
キ
の
型　

ほ
と
ん

ど
は
、
浴
衣
も
し
く
は

手
拭
の
型
の
よ
う
で
す

が
、
そ
の
な
か
に
、
マ

ネ
キ
と
よ
ば
れ
る
旗
の

よ
う
な
も
の
の
型
が
あ

り
ま
し
た
。
（
前
頁
）
こ

れ
は
、
現
在
の
葛
飾
区

水
元
の
富
士
講
の
マ
ネ

キ

で

す
。
マ

ネ

キ

は
、

富
士
講
の
人
々
の
参
拝

先
や
、
富
士
登
山
の
際

　

　

そ
し
て
、
生
地
全
体
を
藍
に
つ
け
る
と
、

糊
の
つ
い
た
部
分
は
染
ま
ら
ず
に
白
く
残

り
ま
す
。
糊
と
余
分
な
染
料
を
洗
い
落
と

す
と
、
白
と
藍
の
柄
が
で
き
る
の
で
す
。

浮かせた文字「水元」を固定させる細い糸が見える。
他の文字にも糸が入り、型を安定させている。

型紙　65 x 39.5cm

は
い
、
文
化
財
係
で
す
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川
将
軍
家
の

          

鹿
狩
と

            

島
根
の
旗
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し
て
行
わ
れ
た
嘉
永
の
鹿
狩
は
、
天
保
の

改
革
に
失
敗
し
、
外
国
船
が
頻
繁
に
来
航

す
る
よ
う
に
な
っ
た
政
情
不
安
の
中
で
、

幕
府
の
武
力
や
権
威
を
見
せ
つ
け
よ
う
と

す
る
示
威
行
動
で
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
一
方
で
周
辺
の
農
村
に
多
大
な
負
担

を
強
い
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
鹿

浜
や
入
谷
、
さ
ら
に
将
軍
を
迎
え
た
千
住

の
人
々
に
と
っ
て
も
多
大
な
負
担
だ
っ
た

こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

■
千
葉
県
に
残
る
旗

　

村
旗
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
は
他
地
域
に

も
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
仲
木

戸
新
田
（
千
葉
県
白
井
市
）
と
鷺
沼
村
（
千

葉
県
習
志
野
市
）
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の

は
、
そ
の
高
い
歴
史
価
値
が
認
め
ら
れ
、

千
葉
県
指
定
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
村
旗
の
歴
史
的
価

値
の
高
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
　
　
（
文
化
財
係
学
芸
員
　
佐
藤
貴
浩
）

■
農
作
物
の
被
害
調
査
報
告

　

東
京
府
は
、
洪
水
の
被
害
状
況
を
把
握

し
よ
う
と
九
月
五
日
付
け
で
調
査
報
告
を

大
至
急
で
提
出
す
る
よ
う
に
と
い
う
依
頼

を
南
足
立
郡
役
所
に
行
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
以
前
の
八
月
二
十
五
日
に
、
郡
役
所

は
、
各
町
村
に
対
し
て
被
害
状
況
の
報
告

　

別
の
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
か
ら
狩
り
に
参

加
し
た
者
が
い
た
と
い
う
逸
話
ま
で
あ
る

ほ
ど
で
す
（
「
有
徳
院
殿
御
実
記
付
録
」
）
。

こ
れ
は
多
分
に
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
る
と

み
ら
れ
ま
す
が
、
武
士
た
ち
が
狩
猟
か
ら

離
れ
て
い
た
状
態
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

吉
宗
は
鷹
狩
を
は
じ
め
と
し
た
狩
猟
を

復
活
さ
せ
ま
す
が
、
そ
の
中
に
は
鹿
狩
も

含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
鹿
狩
は
そ
の
名
の

通
り
鹿
を
狩
る
も
の
で
す
が
、
猪
な
ど
ほ

か
の
動
物
も
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
鹿
狩

の
狩
場
と
な
っ
た
の
は
小
金
牧
で
、
こ
れ

は
五
つ
の
牧
場
の
総
称
で
、
現
在
の
千
葉

県
北
西
部
に
存
在
し
た
広
大
な
牧
場
で
し

た
。
こ
の
小
金
牧
を
狩
場
と
し
た
鹿
狩
は

幕
末
ま
で
に
計
四
回
行
わ
れ
ま
し
た
。

■
村
旗
の
意
味

　

村
旗
は
、
島
根
村
の
名
主
を
務
め
た
桐

田
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
、
現
在
は
郷
土

博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
ま
す
。
紺
地
に

白
抜
き
の
文
字
で
「
御
鹿
狩
御
用
」
「
勢

　

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
、
家
慶
は
江
戸
城

を
出
発
し
て
か
ら
、
両
国
橋
で
乗
船
し
、

そ
こ
か
ら
千
住
大
橋
ま
で
舟
で
移
動
し
、

千
住
に
上
陸
、
そ
の
後
は
陸
路
で
小
金
牧

を
目
指
し
ま
し
た
（
復
路
も
同
じ
道
程
）
。

こ
の
一
行
は
、
目
的
地
に
敵
兵
こ
そ
い
な

い
も
の
の
、
将
軍
の
率
い
る
大
軍
と
い
え

る
も
の
で
し
た
。

　

村
旗
に
は
、
勢
子
（
せ
こ
）
と
し
て
島

根
村
か
ら
四
一
名
の
人
足
を
徴
発
し
て
い

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
勢
子
と
は
、

狩
猟
者
が
獲
物
を
捕
り
や
す
く
す
る
た
め
、

一
定
の
場
所
に
獲
物
を
追
い
や
る
者
の
こ

と
で
す
。
島
根
村
の
人
々
は
、
村
旗
を
掲

げ
な
が
ら
勢
子
と
し
て
鹿
狩
に
参
加
し
た

の
で
す
。

　

勢
子
は
近
隣
の
三
〇
〇
以
上
の
村
々
か

ら
多
数
動
員
さ
れ
、
鹿
狩
に
は
幕
臣
・
百

姓
合
わ
せ
て
六
・
七
万
人
も
の
人
々
が
動

員
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
旗
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
入

谷
か
ら
も
勢
子
が
動
員
さ
れ
た
こ
と
、
そ

し
て
旗
の
作
成
方
法
が
詳
細
に
定
め
て

あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
古
文
書
に
書
き
残
さ

れ
て
い
ま
す
〈
磯
周
二
「
御
鹿
狩
御
用
勢

子
人
足
旗
の
こ
と
」
（
『
足
立
史
談
』
三
一

九
号
、
一
九
九
四
年
）
。

■
幕
末
の
政
情
不
安
と
鹿
狩

　

嘉
永
の
鹿
狩
で
は
、
獲
物
と
な
る
鹿
や

猪
な
ど
の
動
物
が
少
な
く
な
っ
て
お
り
、

各
地
か
ら
動
物
を
か
き
集
め
て
牧
の
中
に

放
し
、
そ
れ
を
狩
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
各
地
か
ら
大
量
の
人
員
を
動
員

　

（3）第 617 号 令和元年 7月

徳
川
家
康
を
は
じ
め
と
し
た
戦
国
武
将
た

ち
は
鷹
狩
を
好
み
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
鷹

狩
が
軍
事
調
練
や
領
内
の
巡
見
に
つ
な
が

る
か
ら
で
し
た
。

　

十
七
世
紀
初
頭
、
戦
国
の
争
乱
が
終
わ

り
太
平
の
世
が
訪
れ
ま
す
。
太
平
の
世
に

慣
れ
切
っ
た
十
七
世
紀
末
に
は
、
五
代
将

軍
徳
川
綱
吉
が
儒
教
道
徳
に
基
づ
き
、
有

名
な
「
生
類
憐
み
の
令
」
と
呼
ば
れ
る
一

連
の
政
策
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の

中
で
、
綱
吉
が
狩
猟
一
切
を
禁
止
し
た
た

め
、
狩
猟
が
復
活
す
る
の
は
鷹
狩
好
き
で

知
ら
れ
る
八
代
将
軍
吉
宗
の
代
ま
で
待
た

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

狩
猟
が
禁
止
さ
れ
た
期
間
が
長
か
っ
た

た
め
、
狩
猟
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
武

士
が
増
加
し
ま
し
た
。
吉
宗
が
狩
猟
を
復

活
さ
せ
た
時
、
武
士
の
中
に
は
、
ど
の
よ

う
な
恐
ろ
し
い
生
き
物
が
出
て
く
る
か
わ

か
ら
な
い
し
、
と
て
も
生
き
て
帰
る
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
怯
え
、
妻
子
と
惜

子
人
足
四
十
一

人
」「
渕
江
領
嶋

根
村
」
と
染
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

村
旗
に
年
月
日

は
記
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、
嘉
永
二

年
（
一
八
四
九
）

三
月
十
八
日
に
十

二
代
将
軍
家
慶
が

行
っ
た
鹿
狩
に
関

す
る
も
の
と
伝
わ

　

行
政
文
書
に
見
る

　  
足
立
区
の
水
害
記
録
（
六
）

　
　
　
　
　
　
　    

山
崎
尚
之



足 立 史 談

を
求
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
郡
役
所

で
は
、
農
作
物
の
被
害
報
告
を
依
頼
翌
日

の
九
月
六
日
付
け
と
い
う
、
東
京
府
か
ら

す
れ
ば
ま
さ
に
「
大
至
急
」
の
速
さ
で
府

知
事
あ
て
に
提
出
し
て
い
ま
す
。

■
各
町
村
の
被
害
状
況

　

調
査
報
告
を
見
て
み
る
と
、
や
は
り
千

住
町
と
江
北
村
、
綾
瀬
村
の
被
害
が
多
い

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
反
対
に
東
渕
江
村

は
、
農
作
物
そ
の
他
は
「
災
害
ヲ
免
レ
著

シ
ク
浸
水
被
害
無
之
」
と
い
う
こ
と
に
よ

り
被
害
報
告
は
提
出
し
な
い
と
し
て
い
ま

す
。
千
住
町
・
江
北
村
・
綾
瀬
村
は
「
被

害
歩
合
」
が
「
皆
無
」
と
書
い
て
あ
り
ま

す
が
、
ど
う
も
か
な
り
の
被
害
を
受
け
た

と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
水
稲
・
枝
豆
・

葱
の
三
種
類
は
ど
の
町
村
で
も
作
っ
て
い

た
ら
し
く
、
す
べ
て
の
町
村
の
被
害
届
に

記
載
が
あ
り
ま
す
。

　

各
町
村
の
被
害
届
を
見
て
み
る
と
、
千

住
町
は
農
作
物
の
種
類
の
記
載
が
少
な
く

前
記
の
三
種
以
外
で
は
ナ
ス
と
小
豆
、
そ

の
他
蔬
菜
類
だ
け
で
す
。
西
新
井
村
は
こ

れ
と
は
反
対
に
、
記
載
さ
れ
て
い
る
農
作

物
の
種
類
が
多
く
、
粟
や
黍
、
蜀
黍
（
ト

ウ
キ
ビ
＝
と
う
も
ろ
こ
し
）、
蕎
麦
、
款

冬
（
カ
ン
ト
ウ
＝
ふ
き
）、
里
芋
、
ナ
ス
、

三
つ
葉
、
菊
な
ど
が
あ
り
、
珍
し
い
も
の

と
し
て
は
こ
の
地
域
の
特
産
品
で
あ
る

「
芹
種
子
」
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
江

北
村
は
西
新
井
村
と
同
様
に
記
載
さ
れ
て

い
る
農
作
物
の
種
類
が
多
く
、
珍
し
い
と

こ
ろ
で
は
玉
蜀
黍（
と
う
も
ろ
こ
し
）や
茶
、

時
に
東
京
府
の
土
木
課
長
よ
り
荒
川
支
流

で
あ
る
鴨
川
（
埼
玉
県
桶
川
市
に
源
を
発

し
、
上
尾
市
・
さ
い
た
ま
市
・
朝
霞
市
を

流
れ
、
朝
霞
市
で
荒
川
に
合
流
す
る
河
川
）

で
先
月
の
洪
水
で
決
壊
し
た
と
こ
ろ
か
ら

浸
水
し
つ
つ
あ
り
、
詳
細
は
府
の
職
員
が

帰
庁
の
上
通
知
す
る
と
連
絡
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
件
は
、
十
六
時
に
南
足
立
郡
へ

の
浸
水
は
な
い
と
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。

二
十
二
日
十
五
時
に
は
、
荒
川
の
水
量
が

減
っ
た
た
め
渡
船
を
止
め
、
十
六
時
に
は

職
員
を
退
庁
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
で
も
う

安
心
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
上
流
の
埼

玉
県
に
降
っ
た
雨
が
流
れ
下
っ
て
き
た
た

め
時
間
が
経
過
し
て
再
び
増
水
し
、
十
九

時
に
水
量
が
約
二
百
四
十
セ
ン
チ
に
達
し

て
川
原
の
通
行
が
危
険
に
な
っ
た
た
め
渡

船
の
準
備
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
二
十

時
に
は
漸
次
減
水
に
向
か
っ
て
き
た
の
で
、

渡
船
準
備
を
中
止
し
ま
し
た
。

　

以
上
で
九
月
下
旬
の
降
雨
に
よ
る
荒
川

増
水
対
応
の
日
誌
は
終
了
し
ま
す
。
前
回

の
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
洪
水
か
ら

二
週
間
ほ
ど
で
再
度
大
雨
に
見
舞
わ
れ
荒

川
が
増
水
し
た
た
め
で
し
ょ
う
か
、
大
し

た
被
害
は
発
生
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
記
録
を
残
す
と
い
う

慎
重
な
対
応
に
な
っ
て
い
ま
す
。
簿
冊
で

は
、
こ
の
後
に
前
の
洪
水
の
日
誌
と
同
じ

よ
う
に
千
住
大
橋
際
の
荒
川
水
量
の
増
減

が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
当
館
専
門
員
）

桑
、
葉
藍
が
あ
り
ま
す
。
舎
人
村
で
は
前

記
三
種
に
里
芋
だ
け
で
、
梅
島
村
も
同
様

に
前
記
三
種
と
里
芋
に
ナ
ス
だ
け
で
す
。

　

綾
瀬
村
は
種
類
が
多
く
、
黍
、
粟
、
蜀
黍
、

蓮
根
、
慈
姑
（
く
わ
い
）
、
蕗
、
茗
荷
、
百
合
、

甘
藷
な
ど
が
届
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
花
畑

村
、
淵
江
村
は
三
種
に
里
芋
だ
け
、
伊
興

村
は
そ
れ
に
さ
ら
に
菊
を
加
え
た
だ
け
で

す
。

　

被
害
届
が
提
出
さ
れ
た
日
付
は
、
被
害

の
な
か
っ
た
東
渕
江
村
が
一
番
早
く
八
月

三
十
日
付
け
で
出
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
他

の
村
は
九
月
一
日
か
ら
五
日
に
提
出
さ
れ

て
い
ま
す
。
最
も
遅
か
っ
た
の
は
千
住
町

で
九
月
六
日
付
け
と
い
う
、
郡
役
所
か
ら

東
京
府
へ
の
報
告
当
日
の
届
出
で
す
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
各
町
村
か
ら
の
被
害
届
が

提
出
さ
れ
た
後
に
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が

取
ら
れ
た
の
か
は
記
載
が
な
く
、
わ
か
り

ま
せ
ん
。
た
だ
、
各
町
村
で
ど
の
よ
う
な

農
作
物
が
作
ら
れ
て
い
て
被
害
に
あ
っ
た

か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
報
告
書
に
な
っ

て
は
い
ま
す
。

■
ふ
た
た
び
の
洪
水
発
生
？

　

明
治
四
十
年
九
月
十
七
日
に
は
再
度
、

洪
水
発
生
の
危
険
性
が
高
ま
り
ま
し
た
。

こ
れ
も
「
日
誌
」
と
し
て
記
録
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
九
月
二
十
二
日
付
け
の
原
義

書
で
は
、
西
新
井
・
伊
興
・
江
北
・
舎
人

の
各
村
長
あ
て
に
、
現
在
は
荒
川
決
壊
の

危
険
性
は
な
い
も
の
の
、
充
分
注
意
す
る

よ
う
に
と
通
知
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
原
義
書
の
添
付
文
書
と
し
て
「
日
誌
」

　
　
　
　

と
し
て
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　

九
月
十
七
日
か
ら
「
暴
雨
」
（
大
雨
）

が
あ
っ
て
、
十
八
日
十
八
時
の
佐
谷
田
（
埼

玉
県
熊
谷
市
の
荒
川
沿
い
の
地
区
）
の
水

量
が
約
二
百
五
十
セ
ン
チ
に
な
っ
た
と
東

京
府
か
ら
電
話
連
絡
が
入
り
ま
す
。
ま
た

二
十
時
に
は
、
八
月
二
十
六
日
に
決
壊
し

た
埼
玉
県
鳩
ヶ
谷
町
の
芝
川
の
堤
防
が
、

ま
だ
修
理
は
終
わ
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も

二
百
セ
ン
チ
ほ
ど
に
増
水
し
な
け
れ
ば
溢

水
し
な
い
の
で
、
現
状
で
は
異
常
な
し
と

い
う
電
話
が
東
京
府
か
ら
入
り
ま
し
た
。

十
九
日
は
増
水
を
懸
念
し
て
吏
員
数
名
が

二
十
一
時
こ
ろ
ま
で
在
庁
し
て
い
ま
し
た
。

二
十
日
四
時
に
は
荒
川
の
千
住
大
橋
際
の

水
量
が
約
二
百
十
セ
ン
チ
に
な
り
、
更
に

増
水
中
で
、
「
川
原
畷
」
（
千
住
橋
戸
町
あ

た
り
の
堤
外
地
）
が
「
ビ
チ
ャ
ビ
チ
ャ
に
」

な
り
ま
し
た
。
六
時
三
十
分
に
は
北
豊
島

郡
土
木
出
張
所
か
ら
「
土
田
橋
」
（
場
所

不
明
）
の
水
量
が
約
五
百
六
十
セ
ン
チ
に

な
り
、
一
時
間
に
約
十
セ
ン
チ
ず
つ
増
水

し
て
い
る
と
電
話
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。

七
時
に
は
荒
川
の
水
量
が
約
二
百
二
十
セ

ン
チ
に
な
り
、
川
原
の
通
行
が
危
険
に

な
っ
て
き
た
た
め
渡
船
の
準
備
を
命
令
し

ま
し
た
。
十
五
時
に
は
水
量
が
約
二
百
三

十
五
セ
ン
チ
に
な
り
渡
船
を
開
始
し
ま
し

た
。
こ
の
日
は
二
十
三
時
過
ぎ
に
職
員
は

退
庁
し
ま
し
た
。
二
十
一
日
は
土
曜
日
で

し
た
が
、
職
員
は
夜
二
十
一
時
ま
で
在
庁

し
て
い
ま
し
た
。
二
十
二
日
は
日
曜
日
で

す
が
、
職
員
七
名
が
出
勤
し
ま
し
た
。
九
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