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盥
か
ら
そ
っ
ぽ
を
向
く
馬
の
二
頭
を
、
墨

画
淡
彩
の
軽
や
か
な
略
筆
で
描
い
て
い
ま

す
。
そ
の
上
に
は
、
巣
兆
の
句
「
ひ
や
〳

〵
と 

田
に
は
し
り
こ
む 

清
水
哉
」
と
、
巣

兆
の
落
款
「
巣
兆
」
そ
し
て
巣
兆
の
朱
文

方
印
「
松
甫
」
が
み
え
ま
す
。

　

絵
と
句
、
二
つ
の
内
容
を
照
ら
し
合
わ

せ
る
と
、
こ
れ
は
「
代
か
き
」
と
い
う
、

田
植
え
の
一
工
程
が
連
想
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

代
か
き
と
は
、
田
植
え
を
行
う
前
に
、

田
ん
ぼ
に
水
を
入
れ
、
水
の
中
で
土
を
砕

い
て
田
面
を
均
平
化
さ
せ
る
作
業
で
す
。

現
在
で
は
耕
耘
機
や
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
機

械
で
行
っ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
で
は
、

人
が
柄
振
（
え
ぶ
り
）
で
、
あ
る
い
は
馬

や
牛
に
専
用
の
鍬
「
馬
鍬
（
ま
ぐ
わ
）」
を

と
り
つ
け
て
、
水
を
張
っ
た
田
ん
ぼ
を
よ

く
均
し
て
い
ま
し
た
。

　

馬
鍬
を
用
い
た
代
か
き
の
様
子
は
、
江

戸
時
代
中
期
以
降
の
版
本
に
も
し
ば
し
ば

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
時
の
人
々
に

と
っ
て
も
な
じ
み
深
い
光
景
で
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
（
図
二
）。

　

巣
兆
《「
ひ
や
ひ
や
と
」
自
画
賛
》
は
、

背
景
に
田
ん
ぼ
こ
そ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
巣

兆
の
句
か
ら
は
、
こ
れ
か
ら
田
植
え
に
向

か
っ
て
代
か
き
を
す
る
た
め
に
、
田
面
に

水
を
張
る
涼
や
か
な
様
が
浮
か
び
上
が
っ

て
き
ま
す
。

　

こ
の
句
に
対
し
て
、
巣
兆
の
絵
で
、
農

夫
が
「
ひ
や
ひ
や
と
」
し
た
水
を
注
ぐ
の

は
、
馬
が
水
を
飲
む
た
め
の
盥
に
な
っ
て

ぎ
ま
し
た
。

　

巣
兆
の
作
品
群
は
、
勝
村
秀
堂
氏
に
よ
っ

て
長
ら
く
顕
彰
活
動
が
な
さ
れ
、
そ
の
成

果
が
二
〇
一
九
年
「
千
住
の
巣
兆
」
展
（
あ

だ
ち
拓
本
研
究
会
主
催
）
で
示
さ
れ
た
後

に
、
同
氏
に
よ
っ
て
当
館
に
寄
贈
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
れ
ま
で
も
『
足
立
史
談
』
で
は
、
秀

堂
氏
寄
贈
に
よ
る
巣
兆
作
品
を
一
部
紹
介

し
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
秀
堂
氏
の
巣
兆

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
、
巣
兆
発
句
集
『
曽
波

可
理
』（
文
化
十
四
年
）
を
検
討
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
報
告
し
て
き
た
作
品
に
つ
い
て

新
た
に
判
明
し
た
こ
と
も
合
わ
せ
て
、
巣

兆
の
画
賛
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

■
巣
兆
の
画
賛　

図
一
の
巣
兆
筆
《「
ひ
や

ひ
や
と
」
自
画
賛
》
は
、
農
夫
と
思
わ
れ

る
人
物
が
盥
に
水
を
張
り
、
そ
こ
に
水
を

飲
む
馬
と
、
既
に
水
を
飲
み
終
え
た
の
か

第 号653
2022 年 7月 15日

足立区立郷土博物館内
足立史談編集局
〒 120-0001

東京都足立区大谷田 5-20-1

T E L
F A X

03-3620-9393
03-5697-6562

も
く
じ

も
く
じ

建部巣兆画賛と句集『曽波可理』…建部巣兆画賛と句集『曽波可理』… P1P1
東京煉瓦株式会社の所在地について…東京煉瓦株式会社の所在地について…

　

建
部
巣
兆
は
、
書
家
の
山

本
龍
斎
の
子
で
、
加
舎
白
雄

（
か
や 

し
ら
お
・
一
七
三
八

～
一
七
九
一
）
に
俳
諧
を
学

び
、
夏
目
成
美
や
鈴
木
道
彦

と
並
ぶ
江
戸
俳
諧
の
三
大
家 

と
称
さ
れ
た
人
物
で
す
。
寛
政
期
頃
に
千 

住
の
藤
沢
家
に
養
子
入
り
し
、
そ
の
後
は

千
住
関
屋
の
地
に
「
秋
香
庵
（
し
ゅ
う
こ

う
あ
ん
）」
を
か
ま
え
、
千
住
の
商
家
層

を
中
心
と
し
た
俳
諧
グ
ル
ー
プ
「
千
住
連
」

を
率
い
な
が
ら
、
絵
や
茶
道
に
も
力
を
注

P4P4あだち民具図典あだち民具図典⑭⑭　箕（下）…　箕（下）…P3P3

図
一
　
建
部
巣
兆
《「
ひ
や
ひ
や
と
」
自
画
賛
》 

紙
本
墨
画
淡
彩　

一
幅

江
戸
時
代
後
期　

足
立
区
立
郷
土
博
物
館
蔵　

勝
村
秀
堂
氏
寄
贈

建建た
け
べ

た
け
べ部部

巣巣そ
う
ち
ょ
う

そ
う
ち
ょ
う兆兆

画画が
さ
ん

が
さ
ん賛賛

と
句
集
『

と
句
集
『
曽曽そ

ば

か

り

そ

ば

か

り

波
可
理

波
可
理
』』

　
―
《

　
―
《
瓢瓢ひ

ょ
う
た
ん
ず

ひ
ょ
う
た
ん
ず

箪
図
箪
図
自自じ

が
さ
ん

じ
が
さ
ん

画
賛
画
賛
》
再
考
も
加
え
て
―

》
再
考
も
加
え
て
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

加
藤
　
ゆ
ず
か

加
藤
　
ゆ
ず
か
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茶
立
虫
の
羽
音
を
吉
兆
と
と
ら
え
る

の
も
こ
う
し
た
伝
承
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
『
曽
波
可
理
』
の
「
旅
中
」

に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
賛

中
の
「
草
庵
」
は
、
建
部
巣
兆
の
秋

香
庵
で
は
な
く
、
旅
先
で
滞
在
し
た

宿
も
し
く
は
人
家
の
こ
と
を
さ
し
、

そ
こ
で
茶
立
虫
が
出
た
こ
と
か
ら
、

自
分
が
今
滞
在
し
て
い
る
場
所
の
米

櫃
の
あ
た
り
に
隠
れ
里
の
よ
う
な
理

想
郷
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
句

を
詠
ん
だ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、《
瓢
箪
図
自
画
賛
》
の
瓢

箪
図
は
、
米
櫃
＝
瓢
箪
＝
芭
蕉
と
い

う
連
想
の
も
と
で
描
い
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、（
詳
し
い
解

説
は
六
五
〇
号
の
拙
稿
を
参
照
）
こ

の
着
想
を
果
た
し
て
旅
中
で
得
た
の

か
否
か
と
い
う
点
は
疑
問
が
残
り
ま
す
。

　
《
瓢
箪
図
自
画
賛
》
に
関
し
て
は
、
は
じ

め
は
旅
先
で
つ
く
っ
た
詞
書
と
句
を
、
誰

か
に
句
を
求
め
ら
れ
た
折
、
あ
る
い
は
自

ら
の
手
す
さ
び
で
句
を
認
め
る
際
に
、
旅

先
で
の
意
図
と
は
ま
た
違
う
形
で
、
繰
り

返
し
用
い
て
画
賛
に
し
た
た
め
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

自
分
と
同
じ
く
蕉
風
俳
諧
を
嗜
む
人
物

に
向
け
て
、
あ
る
い
は
自
分
の
草
庵
（
秋

香
庵
）
の
米
櫃
に
茶
立
虫
が
発
生
し
た
こ

と
を
う
け
て
、
瓢
箪
の
絵
を
付
け
足
し
て

描
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　

  （
郷
土
博
物
館
専
門
員
）

い
ふ
も
の
啼 

あ
る
人
の
い
ひ / 

け
る
や
う 

こ
の
む
し
の/ 

声
を
聞
侍
れ
は / 

か
な
ら

す / 

よ
ろ
こ
ひ
事
侍
る
な
り / 

諺
に / 

か

く
れ
さ
と
ヽ
も / 

い
へ
り
と / 

米
櫃
の / 

そ
こ
ら
て / 

あ
ら
ん /

隠
れ
里
」
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。（
※
『
足
立
史
談
』
六
五
〇

号
の
翻
字
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
訂
正

し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。）

　

諺
（
こ
と
わ
ざ
）
の
「
隠
れ
里
」
と
は
、

昔
話
や
伝
説
上
で
語
ら
れ
る
、
人
間
が
た
や

す
く
到
達
で
き
な
い
想
像
上
の
豊
か
な
世
界

の
こ
と
を
さ
し
ま
す
。「
隠
れ
里
」
に
関
す

る
伝
承
の
中
に
は
、
隠
れ
里
か
ら
米
つ
き
や

機
織
の
音
が
聞
こ
え
、
元
旦
に
そ
の
音
を
聞

く
と
吉
兆
と
さ
れ
る
と
い
う
も
の
も
あ
り
、

巣
兆
発
句
集
『
曽
波
可
理
』
に
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
巣
兆
は
、
晩
年
に
自
撰
句
集

の
編
纂
に
着
手
し
ま
し
た
が
、
道
半
ば
で

没
し
て
し
ま
い
ま
す
。
た
だ
し
春
・
夏
の

句
ま
で
は
巣
兆
自
ら
が
句
を
選
び
、
版
下

も
作
成
し
て
「
蕎
麦
刈
」
と
い
う
題
名
も

定
め
て
い
た
た
め
、
後
半
部
の
秋
・
冬
の

句
は
巣
兆
の
弟
子
国
村
が
編
纂
し
、
巣

兆
没
後
の
三
回
忌
に
あ
た
る
文
化
十
四
年

（
一
八
一
七
）
に
『
曽
波
可
理
』
と
い
う
表

記
で
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
書
の
内
容
は
、春
夏
秋
冬
の
順
に
、「
歳

旦
」「
夕
顔
」
の
よ
う
な
季
節
を
象
徴
す

る
項
目
や
、「
桐
生
米
室
を
訪
ふ
」
の
よ

う
な
巣
兆
の
個
人
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
基

づ
く
項
目
ご
と
に
分
か
れ
て
句
が
並
び
ま

す
。
巣
兆
が
晩
年
手
掛
け
た

俳
諧
の
傑
作
選
と
い
う
だ
け

あ
っ
て
、
本
書
に
収
録
さ
れ

る
発
句
は
、
巣
兆
直
筆
の
画

賛
に
も
し
ば
し
ば
登
場
し
ま

す
。「
足
立
史
談
」
六
五
〇

号
に
紹
介
し
ま
し
た
《
瓢
箪

図
自
画
賛
》（
図
三
）
も
そ

の
一
つ
で
す
。

■
《
瓢
箪
図
自
画
賛
》
再
考

　
《
瓢
箪
図
自
画
賛
》
の
句

は
、『
曽
波
可
理
』
の
「
旅
中
」

と
い
う
項
目
に
詞
書
と
共
に

収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。『
曽

波
可
理
』
の
文
言
と
照
ら
し

合
わ
せ
る
と
、
こ
の
作
品
の

賛
は
「
草
庵
に
茶
立
虫
と / 

い
ま
す
。
こ
の
馬
た
ち
は
こ
れ
か
ら
馬
鍬

を
つ
け
て
代
か
き
に
行
く
の
か
、
あ
る
い

は
一
仕
事
つ
い
て
休
憩
し
て
い
る
最
中
な

の
か
、
あ
え
て
田
ん
ぼ
や
作
業
風
景
で
は

な
く
、
そ
の
合
間
の
一
コ
マ
が
描
か
れ
る

こ
と
で
、
代
か
き
に
従
事
す
る
人
や
馬
た

ち
の
様
子
を
、
よ
り
親
近
感
を
も
っ
た
日

常
風
景
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。
こ
こ
に
は
、
舟
が
行
き
交
う
内

陸
水
運
が
盛
ん
な
地
で
あ
る
と
共
に
、
農

業
用
水
を
利
用
し
た
耕
作
地
が
広
が
る
場

所
で
も
あ
っ
た
足
立
ゆ
か
り
の
文
人
巣
兆

な
ら
で
は
の
ま
な
ざ
し
を
感
じ
取
る
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

■
巣
兆
発
句
集
『
曽
波
可
理
（
そ
ば
か
り
）』

　
《「
ひ
や
ひ
や
と
」
自
画
賛
》
の
句
は
、
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【
図
２
】
の
太
実
線
で
挟
み
色
掛
け
し

た
範
囲
は
、
都
市
農
業
公
園
西
側
の
荒
川

お
よ
び
そ
の
河
川
敷
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
東
京
煉
瓦
の
所
在
地
は
、
現
在
荒
川

の
流
路
と
な
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
こ

と
が
断
定
で
き
る
。
東
京
煉
瓦
も
荒
川
放

水
路
の
建
設
に
よ
っ
て
宮
城
に
移
転
し

た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

■
描
か
れ
た
運
河　

逆
Ｙ
字
型
の
水
路
は
、

【
図
１
】
で
は
「
運
河
」
と
注
記
し
て
あ

る
。
運
河
は
領
家
堀
を
通
じ
て
荒
川
に
接

続
し
て
お
り
、
運
河
を
通
じ
て
工
場
か
ら

荒
川
ま
で
煉
瓦
を
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
同
じ
こ
ろ
足
立
区
本
木
に
あ
っ
た
隅

山
煉
瓦
工
場
に
も
同
じ
よ
う
に
荒
川
に
通

じ
る
用
水
路
が
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
同
時

代
の
経
済
雑
誌
で
あ
る
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
：

経
済
雑
誌
』〔
五
（
一
七
）、
一
九
一
七
年
〕

に
は
、「
煉
瓦
の
如
き
重
量
品
は
運
賃
が
原

価
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

■
軽
便
鉄
道　
【
図
３
】
は
工
場
内
に
網
の

目
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
軽
便
鉄
道

の
線
路
が
描
か
れ
て
い
る
。
軽
便
鉄
道
は
、

線
路
幅
の
狭
い
簡
易
な
鉄
道
で
あ
る
。
重

量
品
の
煉
瓦
を
運
搬
す
る
た
め
に
、
軽
便

鉄
道
が
敷
設
さ
れ
て
い
た
。
丸
く
な
っ
た

線
路
は
、
円
窯
の
場
所
で
あ
る
。

　
【
図
１
】・【
図
３
】
の
他
に
も
窯
の
詳

細
図
な
ど
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
。
今
後
、

同
文
書
の
解
析
を
す
す
め
、
東
京
煉
瓦
の

実
態
に
よ
り
迫
っ
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

  （
文
化
財
係
学
芸
員
）

写
真
で
は
白
黒
で
あ
る
が
、
実
際
の
資
料

は
水
路
は
青
、
村
道
は
朱
で
彩
色
さ
れ
て

い
る
。
竈
の
新
設
を
役
所
に
許
可
し
て
も

ら
う
た
め
に
作
成
さ
れ
た
図
で
あ
る
。

■
位
置
の
特
定　
【
図
１
】
の
左
上
に
荒
川

が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
荒
川
に
注
ぐ
よ

う
に
「
領
家
掘
」
と
書
か
れ
た
堀
が
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
図
が
現

在
の
芝
川
と
荒
川
の
合
流
地
点
付
近
で
あ

る
こ
と
が
特
定
で
き
た
。
そ
の
う
え
で
【
図

２
】
の
明
治
四
十
二
年
の
迅
速
測
図
を
見

て
み
る
と
、【
図
１
】
の
○
で
囲
っ
た
Ｙ
字

を
逆
さ
に
し
た
よ
う
な
特
徴
的
な
形
を
持

つ
水
路
と
ほ
ぼ
同
じ
水
路
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
（【
図
２
】
も
○
で
囲
っ
た
）。

ま
た
、
村
道
の
ル
ー
ト
な
ど
も
お
お
む
ね

一
致
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
鹿
浜
に
あ
っ
た
頃
の
東
京
煉
瓦

の
位
置
に
つ
い
て
は
、
湯
の
浜
（
当
時
使

用
さ
れ
て
い
た
耕
地
名
）
に
あ
る
と
い
う

こ
と
が
文
書
等
に
よ
っ
て
わ
か
っ
て
お
り
、

湯
の
浜
は
現
在
の
都
市
農
業
公
園
あ
た
り

で
あ
る
。
た
だ
し
、
具
体
的
な
場
所
の
特

定
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今

回
場
所
を
特
定
す
る
図
面
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
た
。

■
鳥
井
家
文
書　

図
面
は
郷
土
博
物
館
所

蔵
の
鳥
井
家
文
書
の
中
に
あ
っ
た
。
同
文

書
群
は
、
東
京
煉
瓦
の
社
長
を
務
め
た
鳥

井
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
明

治
四
十
二
年　

官
長
諸
願
届
指
令
書
綴

入
」
と
題
し
た
冊
物
の
中
に
東
京
煉
瓦
の

工
場
地
を
示
す
図
面
が
あ
っ
た
の
で
あ
る

【
図
１
】。

　

■
東
京
煉
瓦
株
式
会
社　

東
京
煉
瓦
株
式

会
社
（
以
下
、
東
京
煉
瓦
）
は
、
明
治
三
〇

年
（
一
八
九
七
）
に
現
在
の
足
立
区
鹿
浜
に

創
業
し
た
工
場
で
、
明
治
三
五
年
に
は
職
工

数
八
〇
人
、
動
力
を
一
基
一
四
馬
力
有
す
る

大
工
場
で
あ
っ
た
。
大
正
六
年（
一
九
一
七
）

に
鹿
浜
か
ら
足
立
区
宮
城
に
移
転
し
た
。
す

く
な
く
と
も
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
）
ま

で
は
会
社
が
存
続
し
て
い
た
が
、
い
つ
廃
業

し
た
か
は
定
か
で
な
い
。

　

（３）第 653 号

【図１】　（増設竈の位置図）

【図２】　　明治４２年迅速測図（一部加工）

【図３】　搆内軽便軌道布設図

東
京
煉
瓦
株
式
会
社
の

所
在
地
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
佐
藤
貴
浩
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て
い
る
神
聖
な
も
の
、
生
命
力
や
成
長
を

う
な
が
し
、
豊
作
と
関
連
す
る
も
の
、
ま

た
一
種
の
呪
力
あ
る
も
の
と
し
て
も
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

■
現
在
の
箕　

便
利
な
道
具
で
あ
る
箕
で

す
が
、
竹
や
藤
づ
る
で
作
る
技
術
を
持
つ

人
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
代

わ
り
に
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
が
ホ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
な
ど
で
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

す
べ
り
止
め
の
た
め
か
、
実
際
の
箕
に
あ

る
よ
う
な
、
編
み
目
に
似
た
筋
が
つ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

遺
跡
の
発
掘
現
場
で
も
、
掘
っ
た
土
を

運
ん
で
移
す
と
き
な
ど
に
欠
か
せ
な
い
道

具
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
箕
に
呪
力
を
持
つ

道
具
と
し
て
の
役
割
を
期
待
で
き
る
か
は

疑
問
で
す
が
、
便
利
で
欠
か
せ
な
い
道
具

と
し
て
、
素
材
を
変
え
て
現
在
も
使
わ
れ

て
い
る
の
で
す
。

　

  （
郷
土
博
物
館
学
芸
員　

荻
原
ち
と
せ
）

と
き
、
竹
製
の
箕
の
中
に
立
た
せ
、
火
吹

き
竹
な
ど
を
杖
と
し
て
持
た
せ
る
と
こ
ろ

が
か
な
り
あ
る
と
い
い
、
名
張
市
薦
生
で

は
、
箕
の
中
に
豆
を
入
れ
、
一
升
枡
を
伏

せ
た
上
に
立
た
せ
、
周
囲
に
そ
ろ
ば
ん
・

筆
・
ア
マ
ダ
イ
（
針
箱
）
を
置
い
て
、
転

ん
で
か
ら
拾
っ
た
も
の
が
上
達
す
る
と
い

わ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。（
歴
史

の
情
報
蔵　

子
ど
も
の
成
長
を
願
い
祝
う　

県
内
の
初
誕
生
儀
礼 　

三
重
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
）

　

ま
た
、
長
野
県
の
中
南
信
地
方
で
は
、

初
誕
生
の
子
ど
も
を
箕
に
入
れ
て
、
持
ち

上
げ
て
軽
く
揺
す
り
な
が
ら
、「
糀
（
し
い

な
）
は
舞
っ
て
、実
は
残
れ
」
と
唄
い
ま
す
。

子
ど
も
を
米
に
み
た
て
、
実
り
の
悪
い
米

で
あ
る
糀
は
吹
き
飛
ぶ
よ
う
に
と
い
う
厄

払
い
を
伴
う
成
長
祈
願
で
す
。
不
死
身
と

掛
け
て
、
藤
づ
る
で
作
っ
た
藤
箕
を
使
う

な
ど
縁
起
を
担
ぐ
こ
と
も
行
わ
れ
ま
し
た
。　

　

大
切
な
穀
物
を
扱
う
箕
は
、
穀
霊
の
宿
っ

使
用
さ
れ
る
の
は
、
農
作
業
の
と
き
ば
か

り
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

十
五
夜
の
月
見
で
は
、
縁
側
に
供
え
物

を
飾
り
ま
す
。
こ
の
供
え
物
を
箕
に
入
れ

て
置
く
と
い
う
地
域
が
日
本
各
地
に
あ
り

ま
す
。
足
立
区
近
隣
で
も
、
流
山
市
、
八

潮
市
な
ど
で
事
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。（
流
山
市
史
・
八
潮
市
史　

民
俗
編
）

　

ま
た
、
佐
賀
県
で
は
、
正
月
に
臼
を
土

台
に
し
て
箕
を
置
き
、
そ
の
な
か
に
一
升

枡
を
立
て
、餅
や
み
か
ん
、干
し
柿
を
飾
り
、

こ
れ
を
歳
神
様
の
祭
壇
と
す
る
と
い
う
事

例
も
見
ら
れ
ま
す
。（
佐
賀
市
嘉
瀬
町
史
）

　

子
ど
も
が
一
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
初

誕
生
に
は
、
一
升
の
米
で
つ
い
た
丸
餅
を

背
負
わ
せ
た
り
、「
選
び
取
り
」
と
い
っ

て
そ
ろ
ば
ん
、
筆
、
お
金
な
ど
を
置
い
て
、

子
ど
も
が
手
に
取
っ
た
も
の
か
ら
将
来
の

職
業
を
占
う
儀
礼
が
各
地
で
行
わ
れ
て
き

ま
し
た
。

　

三
重
県
で
は
、
こ
の
餅
を
背
負
わ
せ
た

■
箕
の
購
入　

前
号
で
大
正
元
年
（
一
九 

一
二
）
年
の
墨
書
の
あ
る
箕
に
は
、「
千

住　

長
谷
川
」
と
購
入
場
所
が
書
き
入
れ

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。
こ

の
「
千
住　

長
谷
川
」
は
、
現
在
も
千
住

仲
町
の
旧
日
光
街
道
沿
い
で
金
物
店
を
営

ん
で
い
る
長
谷
川
金
物
店
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
戦
前
は
、
荒
物
問
屋
を

営
ん
で
い
て
、
箕
も
販
売
し
て
い
た
と
の

こ
と
で
し
た
。
千
住
市
場
へ
も
近
く
、
出

荷
の
つ
い
で
に
購
入
さ
れ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

■
箕
の
呪
力　

箕
は
、
農
家
が
穀
物
の
選

別
な
ど
に
使
用
す
る
道
具
で
、
ど
の
家
に

も
必
ず
あ
る
道
具
で
す
。
と
こ
ろ
が
箕
が

箕を使った月見のお供え（再現）

（写真上）
ホームセンターで販売されている箕

（写真下）
遺跡の発掘現場で使われている箕
　　　　　　　足立区文化財係提供

あ
だ
ち
民
具
図
典
⑭

あ
だ
ち
民
具
図
典
⑭    

　　  
箕箕みみ

（
下
）

（
下
）


