
令和４年１０月（１）第 656 号 足 立 史 談

　

な
ぜ
、
花
俣
郷
に
関
す
る
文
書
が
尾
張

国
の
水
野
氏
に
伝
来
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
検

討
を
加
え
た
い
。

■
水
野
家
文
書　

水
野
氏
は
桓
武
平
氏
の

流
れ
を
く
む
一
族
で
あ
る
。
東
海
地
方
の

水
野
氏
と
い
え
ば
、
徳
川
家
康
の
生
母
の

実
家
で
あ
る
三
河
国
刈
谷
城
主
（
愛
知
県

刈
谷
市
）
水
野
氏
が
有
名
だ
が
、
こ
ち
ら

は
源
氏
で
あ
り
、
別
系
統
で
あ
る
。

　
「
水
野
家
文
書
」
に
は
、
一
六
点
の
中
世

文
書
が
伝
来
し
、
そ
の
内
一
一
点
が
南
北

朝
期
の
も
の
で
あ
る
。【
史
料
一
】
を
含
む

「
水
野
家
文
書
」
の
中
の
八
点
は
、
通
常
の

文
書
よ
り
小
ぶ
り
の
小
切
紙
が
使
用
さ
れ

て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
髻
綸
旨
」（
も
と
ど

り
の
り
ん
じ
：
髪
の
中
に
隠
し
た
密
書
）

様
の
も
の
で
あ
る
。

■
水
野
致
秋　
【
史
料
一
】
の
宛
所
で
あ
る

水
野
平
太
は
水
野
致
秋
（
致
顕
）（
む
ね

あ
き
）
に
比
定
さ
れ
る
。
致
秋
は
父
の
死

去
に
よ
り
幼
く
し
て
家
督
を
継
い
だ
た
め
、

叔
父
の
致
国
の
後
見
を
受
け
た
。
致
秋
が

成
長
す
る
と
、
水
野
氏
の
主
導
権
を
め
ぐ
っ

て
致
秋
と
致
国
が
争
う
よ
う
に
な
る
。

　

そ
の
た
め
足
利
尊
氏
と
直
義
が
争
っ
た

観
応
の
擾
乱
（
か
ん
の
う
の
じ
ょ
う
ら
ん
：

一
三
五
〇
～
一
三
五
二
）
が
起
こ
る
と
、

致
秋
は
直
義
に
属
し
、
致
国
は
尊
氏
に
属

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
戦
っ
た
。　

■
新
田
義
興　
【
史
料
一
】
の
発
給
者
と
さ

れ
る
新
田
義
興
（
に
っ
た
よ
し
お
き
）
は
、

新
田
義
貞
の
次
男
で
あ
る
。
新
田
義
貞
は
、

　

足
立
の
中
世
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ま

で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
南
北
朝

時
代
の
花
俣
郷
（
は
な
ま
た
ご
う
・
足
立

区
花
畑
）
に
関
す
る
文
書
が
あ
る
。
そ
れ

は
尾
張
国
山
田
郡
水
野
郷
（
愛
知
県
瀬
戸

市
）
を
本
拠
と
す
る
水
野
一
族
に
伝
わ
っ

た
「
水
野
家
文
書
」
の
内
の
一
点
で
あ
る
。

　

文
書
自
体
は
『
新
編
武
蔵
風
土

記
』
や
『
尾
陽
雑
記
』
な
ど
に
写

が
採
録
さ
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら

知
ら
れ
て
い
た
。
ま
ず
は
「
水
野

家
文
書
」
に
基
づ
き
釈
文
を
掲
げ
る
。

【
史
料
一
】
新
田
義
興
充
行
状

　

年
号
の
正
平
は
南
朝
が
使
用
し

た
も
の
で
、
北
朝
の
観
応
三
年
に

あ
た
る
が
、
九
月
二
七
日
に
改
元

さ
れ
て
文
和
元
年
と
な
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
正
平
七
年
・
観
応
三

年
・
文
和
元
年
は
い
ず
れ
も
西
暦

一
三
五
二
年
で
あ
る
（
以
下
、
北

朝
年
号
を
使
用
し
、
南
朝
年
号
を

（　

）
内
に
表
記
）。
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の
宛
行
状
が
残
っ
て
い
る
の
か
。
筆
者
は
、

【
史
料
一
】
を
義
興
の
発
給
し
た
空
手
形
と

み
た
い
。
つ
ま
り
、
水
野
致
秋
を
味
方
に

し
続
け
る
た
め
に
、
敵
で
あ
る
尊
氏
の
所

領
を
勝
手
に
致
秋
に
与
え
る
文
書
を
出
し

た
の
だ
ろ
う
。
未
だ
自
分
の
も
の
と
は
な
っ

て
い
な
い
敵
地
を
恩
賞
と
し
て
与
え
る
こ

と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の

後
の
致
秋
の
動
向
は
不
明
だ
が
、
水
野
郷

に
帰
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
推
測
に
推
測

を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
が
、
史
料
一
が
発

給
さ
れ
た
頃
、
致
秋
は
義
興
に
見
切
り
を

つ
け
、
離
反
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
義
興
は
空
手

形
で
引
き
止
め
よ
う
と
し
た
の
だ
と
考
え

た
い
。
ち
な
み
に
義
興
は
、
五
年
後
、
足

利
方
に
謀
殺
さ
れ
る
。

　　

花
俣
郷
に
つ
い
て
は
、
他
に
資
料
が
な

く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、【
史
料
一
】
の

存
在
に
よ
り
、
南
北
朝
動
乱
の
中
で
、
恩

賞
の
対
象
と
な
り
得
る
地
で
あ
っ
た
こ
と

が
判
明
す
る
。【
史
料
一
】
は
、
南
北
朝
期

の
動
向
を
考
え
る
上
で
大
変
注
目
さ
れ
る

史
料
で
あ
る
。
今
後
、
検
討
が
進
む
こ
と

を
期
待
し
た
い
。

【
参
考
文
献
】

　

太
田
正
弘
「
尾
張
水
野
文
書
の
研
究
」 

　
（『
日
本
歴
史
』
二
八
四
、一
九
七
二
年
） 

　

松
島
周
一
「
水
野
致
秋
と
新
田
義
興
」 

　
（『
歴
史
研
究
』
四
九
、二
〇
〇
三
年
）

　
　  （
文
化
財
係
学
芸
員
　
佐
藤
　
貴
浩
）

　

翌
日
に
人
見
原
合
戦
が
起
こ
っ
て
い
る

の
で
、
致
秋
も
参
加
し
た
と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
義
興
が
敗
北
す
る
と
、
二
三
日

に
共
に
三
浦
（
神
奈
川
県
三
浦
市
）
へ
逃
げ
、

二
八
日
の
鎌
倉
で
の
戦
い
に
も
従
軍
し
た
。

河
村
城
に
向
か
っ
て
逃
走
す
る
途
中
の
平

塚
ま
で
は
致
秋
が
義
興
に
付
き
従
っ
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
致
秋
も
共

に
籠
城
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

■
花
俣
郷
の
充
行
（
あ
て
が
い
）　

義
興
が

致
秋
に
花
俣
郷
を
充
行
っ
た
の
は
ど
の
よ

う
な
背
景
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
【
史
料
一
】
に
は
、
花
俣
郷
が
「
秋
山
冶

郎
跡
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
も
と
は
秋
山

氏
の
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
し
、
秋
山
冶
（
次
ヵ
）
郎
に
つ
い
て
詳

細
は
不
明
で
あ
る
。
同
時
代
の
讃
岐
国
高

瀬
郷
に
秋
山
孫
次
郎
泰
忠
と
い
う
人
物
が

い
る
が
、
同
一
人
物
の
可
能
性
は
低
く
、

不
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

足
立
郡
全
体
で
み
れ
ば
、
鎌
倉
幕
府
が

滅
ん
だ
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
と
推
測

さ
れ
る
「
足
利
尊
氏
・
同
直
義
所
領
目
録
」

（
比
志
島
文
書
）
に
よ
る
と
、
足
立
郡
は
尊

氏
の
所
領
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
足
立

区
内
の
板
碑
の
年
号
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が

北
朝
年
号
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
、
花
俣
郷
も
北
朝
、
す
な
わ
ち

尊
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が

で
き
、
南
朝
の
義
興
が
支
配
権
を
有
し
て

い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

で
は
、
ど
う
し
て
自
ら
の
支
配
権
が
及

ん
で
い
な
い
花
俣
を
与
え
る
と
す
る
義
興

原
（
府
中
市
）・
金
井
原
（
小
金
井
市
）
で

尊
氏
と
戦
い
敗
れ
、
鎌
倉
も
失
う
。
そ
の
後
、

三
浦
氏
の
支
援
を
得
て
二
八
日
に
鎌
倉
を

取
り
戻
す
が
、
結
局
、
三
月
二
日
に
義
興

は
河
村
城
（
神
奈
川
県
山
北
町
）
へ
逃
走

し
た
。『
太
平
記
』
に
よ
れ
ば
、
翌
年
の
春

ま
で
河
村
城
に
籠
城
し
た
と
い
う
。
し
た

が
っ
て
、
史
料
一
は
義
興
が
河
村
城
に
籠

城
中
に
発
給
し
た
こ
と
に
な
る
。

■
関
東
に
お
け
る
水
野
致
秋　

致
秋
は
、

直
義
に
同
行
し
、
各
地
を
転
戦
し
た
。「
水

野
家
文
書
」
の
中
か
ら
、
直
義
没
後
の
動

向
を
示
す
文
書
を
掲
げ
る
。

　
【
史
料
二
】　

水
野
致
秋
軍
忠
状

　
水
野
平
太
「
致
□
」
申
軍
忠
事

右
、
自
最
前
馳
参
御
方
、
去
月
十
九
日
自
　

武
州
鶴
見
宿
地
参
関
戸
、
同
廿
三
日
三
浦

入
御
時
令
供
奉
、
同
廿
八
日
鎌
倉
合
戦
致

軍
忠
畢
、
其
後
至
平
塚
宿
令
御
共
候
上

者
、
賜
御
判
為
備
後
証
、
言
上
如
件
、

　
　
正
平
七
年
三
月
三
日

　
　「
一
見
了
（
新
田
義
興
花
押
）」

こ
れ
に
よ
っ
て
、
致
秋
が
新
田
義
興
に
「
御

方
」（
味
方
）
し
て
、
閏
二
月
一
九
日
に
鶴

見
宿
（
神
奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
区
）
か
ら

関
戸
（
多
摩
市
）
に
参
陣
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。
致
秋
は
直
義
に
属
し
、
反
尊
氏
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
直
義
が
死
ん
だ
後
は
、

尊
氏
打
倒
を
目
指
し
た
新
田
義
興
に
属
し

た
の
だ
ろ
う
。

足
利
尊
氏
と
対
立
し
、
延
元
三
年
（
建
武

五
年
・
一
三
三
八
年
）
に
討
死
し
た
。
義

興
は
ま
だ
八
歳
で
あ
り
、
越
後
国
に
潜
伏

し
た
よ
う
で
、
し
ば
ら
く
行
方
を
く
ら
ま
す
。

　

再
び
義
興
の
活
動
を
確
認
で
き
る
の

は
、
観
応
の
擾
乱
後
の
こ
と
で
あ
る
。
観

応
の
擾
乱
は
、
観
応
三
年
（
正
平
七
年
・

一
三
五
二
）
一
月
に
尊
氏
が
直
義
を
降
伏

さ
せ
終
結
す
る
。
そ
し
て
、
直
義
は
相
模

国
鎌
倉
（
神
奈
川
県
鎌
倉
市
）
に
幽
閉
さ
れ
、

二
月
に
急
死
し
た
。
一
説
に
は
毒
殺
と
も

い
う
。
す
る
と
、
二
二
歳
に
成
長
し
て
い

た
新
田
義
興
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
子
で
あ

る
宗
良
親
王
を
奉
じ
て
、
尊
氏
打
倒
の
た

め
に
上
野
国
か
ら
鎌
倉
へ
向
け
て
進
軍
を

開
始
し
た
。
鎌
倉
に
い
た
尊
氏
は
、
武
蔵

国
ま
で
退
き
、
義
興
は
一
時
的
に
鎌
倉
を

抑
え
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

　

閏
二
月
二
〇
日
、
義
興
は
武
蔵
国
人
見
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は
、
そ
の
場
所
で
農
作
物
の
栽
培
を
続
け
た

わ
け
で
は
な
く
、
農
業
の
行
末
や
千
住
の
発

展
を
見
据
え
て
、
運
ん
だ
土
で
土
地
を
か
さ

上
げ
し
て
長
屋
な
ど
の
用
地
と
し
て
借
地

経
営
を
始
め
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ロ
ッ

コ
で
土
を
運
ん
だ
の
は
こ
こ
ま
で
（
川
田
耕

地
か
ら
中
田
道
に
接
す
る
ま
で
）
で
、
そ
の

先
の
中
田
道
に
も
ト
ロ
ッ
コ
を
施
設
し
て

千
住
五
丁
目
の
宅
地
ま
で
土
を
運
ん
だ
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、千
住
五
丁
目
三
十
五
番
地（
住

居
表
示
は
六
番
七
号
。
現
地
籍
六
十
六
番

地
）
の
敷
地
（
現
在
の
中
央
図
書
館
南
側
の

道
路
＝
通
称
板
垣
道
路
を
東
に
進
み
旧
日

光
街
道
に
接
し
た
地
点
の
南
角
地
）
で
、
板

垣
家
は
金
物
屋
を
営
ん
で
い
て
、
敷
地
は
現

在
の
そ
れ
よ
り
西
側
に
ず
っ
と
広
い
も
の

だ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
そ
の
形
は
、
江
戸

時
代
の
街
道
な
ど
に
面
し
た
商
家
に
一
般

的
な
間
口
が
狭
く
奥
行
き
が
深
い
長
方
形

で
、
敷
地
の
奥
に
隠
居
所
が
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
か
つ
て
敷
地
の
北
側
に
道
は
な
く
、
旧

日
光
街
道
沿
い
に
ず
っ
と
家
が
続
い
て
い

ま
し
た
。
敷
地
北
側
の
道
（
前
記
中
央
図
書

館
南
側
の
道
路
）
が
で
き
た
の
は
昭
和
十
三

年
（
一
九
三
八
）
で
、
こ
の
道
が
敷
地
の
一

部
に
か
か
っ
て
し
ま
い
土
地
の
形
が
変
わ

る
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
建
物
を
取
り
壊
し
て

新
た
に
家
を
建
て
（
こ
の
建
物
が
『
足
立
史

談
』
六
五
四
号
に
掲
載
し
た
写
真
の
上
棟
式

の
建
物
で
、
現
在
の
和
食
板
垣
）
現
在
ま
で

持
ち
伝
え
て
き
た
と
の
こ
と
で
す
。

　
　
　
　
　
　   （
郷
土
博
物
館
　
専
門
員
）

　

八
月
十
五
日
発
行
の
『
足
立
史
談
』

六
五
四
号
に
掲
載
し
た
「
放
水
路
開
削
の
た

め
引
越
‐
土
も
ト
ロ
ッ
コ
で
引
越
‐
」
を
読

ま
れ
た
資
料
寄
贈
者
の
板
垣
様
か
ら
い
ろ

い
ろ
と
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ

で
お
教
え
い
た
だ
い
た
こ
と
を
訂
正
・
補
足

と
し
て
書
き
記
す
こ
と
で
、
荒
川
放
水
路
開

削
前
後
の
千
住
の
道
路
事
情
な
ど
を
も
う

少
し
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

六
五
四
号
で
は
、
千
住
五
丁
目
三
十
五
番

地
の
宅
地
の
埋
立
の
た
め
に
川
田
耕
地
の

農
地
を
は
る
ば
る
と
ト
ロ
ッ
コ
で
運
搬
し

た
の
で
は
な
い
か
と
書
き
ま
し
た
が
、
ご
指

摘
で
は
そ
う
で
は
な
く
て
現
在
の
大
川
町

の
千
住
公
園
付
近
に
所
有
す
る
土
地
の
か

さ
上
げ
の
た
め
に
運
ん
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
つ
ま
り
、
川
田
耕
地
（
現
在
の
千
住
新

橋
と
西
新
井
橋
の
中
間
あ
た
り
）
の
土
の
採

取
地
点
か
ら
道
沿
い
に
南
下
し
て
中
田
道

（
現
在
の
千
住
公
園
の
北
側
を
東
西
に
走
る

道
）
ま
で
ト
ロ
ッ
コ
を
敷
設
し
て
土
を
運
ん

で
き
て
、
そ
の
ト
ロ
ッ
コ
の
終
点
で
あ
る
中

田
道
付
近
に
所
有
す
る
土
地
の
か
さ
上
げ

に
使
用
し
ま
し
た
。
も
と
も
と
こ
の
場
所
に

は
納
屋
や
農
地
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
放
水
路

敷
地
と
な
る
所
有
地
を
国
に
売
却
す
る
こ

と
で
得
た
資
金
で
さ
ら
に
近
辺
の
土
地
を

買
い
増
し
し
た
と
の
こ
と
で
す
。
板
垣
家
で

（３）第 656 号

トロッコ施設道・板垣家敷地などの位置（元図：荒川改修工事平面図）

ト
ロ
ッ
コ
で
土
を
運
ん
だ
先
は
…

「
放
水
路
開
削
の
た
め
引
越
」
補
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎
尚
之
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れ
て
い
ま
し
た
。
一
月
一
五
日
の
小
正
月

の
日
に
、
横
槌
に
縄
を
つ
け
て
家
の
周
り

を
引
き
回
し
、
長
虫
（
蛇
）、
モ
グ
ラ
除
け

と
す
る
習
俗
が
あ
り
ま
し
た
（
福
島
県
、

新
潟
県
、
静
岡
県
、
長
崎
県
な
ど
）。

　

ま
た
、
葬
式
が
一
年
に
二
回
続
い
た
と

き
、「
故
人
が
友
人
を
引
い
て
い
く
」
と
い

う
語
呂
合
わ
せ
か
ら
避
け
ら
れ
る
友
引
の

日
に
葬
式
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
に
、
や
は
り
、
縄
を
つ
け
て
家
の
周
り

を
引
き
ず
っ
た
り
、
葬
列
の
と
き
に
棺
の

そ
ば
で
引
き
ず
っ
た
り
し
て
葬
儀
が
続
く

の
を
避
け
る
こ
と
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
直

接
、
棺
に
横
槌
を
入
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
（
静
岡
県
、
三
重
県
、
秋
田

県
な
ど
）。

　

な
ぜ
、
横
槌
を
こ
の
よ
う
な
目
的
外
使

用
を
す
る
の
か
は
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、「
横
槌
の
呪
力
」
を
期
待
す
る
も
の

で
、「
蛇
や
モ
グ
ラ
に
横
槌
を
示
す
こ
と
は
、

横
槌
の
威
力
に
よ
っ
て
、
打
殺
を
予
告
す

る
こ
と
に
な
り
、
か
つ
、
蛇
や
モ
グ
ラ
を

発
生
せ
し
め
る
大
地
を
鎮
め
る
こ
と
に
な

る
」
と
説
か
れ
、葬
式
の
横
槌
に
つ
い
て
は
、

横
槌
の
呪
力
に
よ
っ
て
、「
友
引
き
を
す
る

死
霊
を
抑
え
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

（『
言
霊
の
民
俗
誌
』
野
本
寛
一
）　

　

こ
れ
ま
で
、
枡
や
箕
に
つ
い
て
も
呪
物

と
し
て
の
一
面
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
ま

し
た
が
、
横
槌
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用

方
法
か
ら
打
ち
鎮
め
る
も
の
と
し
て
の
、

力
を
発
揮
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　  （
郷
土
博
物
館
学
芸
員
　
荻
原
ち
と
せ
）

藁
を
一
束
つ
か
み
、
安
定
し
た
平
た
い
石

の
上
な
ど
に
乗
せ
て
、
右
手
で
横
槌
を
ト

ン
、
ト
ン
、
と
振
り
下
ろ
し
な
が
ら
、
左

手
で
藁
束
を
広
げ
た
り
、
位
置
を
ず
ら
し

た
り
し
な
が
ら
打
つ
の
で
す
。
こ
の
と
き
、

腕
に
力
を
入
れ
て
打
つ
の
で
は
な
く
、
横

槌
の
重
さ
を
利
用
し
て
振
り
下
ろ
す
感
じ

で
打
つ
の
が
コ
ツ
で
す
。
そ
の
た
め
、
横

槌
は
重
さ
が
あ
る
方
が
効
果
的
で
、
硬
く

目
の
詰
ま
っ
た
木
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

藁
が
、
く
っ
た
り
す
る
く
ら
い
に
柔
ら
か

く
打
ち
あ
が
る
と
藁
加
工
の
準
備
が
整
い

ま
す
。

■
藁
打
ち
石　

藁
を
打
つ
台
に
な
る
石
を

藁
打
ち
石
と
い
い
、
こ
れ
も
重
要
な
も
の

で
し
た
。

　

積
雪
地
帯
で
は
、
家
の
な
か
で
冬
場
に

藁
仕
事
を
集
中
し
て
行
う
た
め
、
土
間
の

隅
に
直
径
が
３
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
丸
い
大
き
な
石
を
埋
め
込
ん
で
あ
り
、

藁
打
ち
作
業
に
備
え
て
い
ま
し
た
。
作
業

の
便
宜
を
図
る
た
め
、
家
の
な
か
に
取
り

付
け
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

縄
作
り
や
し
め
飾
り
作
り
な
ど
、
販
売

用
に
た
く
さ
ん
の
藁
加
工
を
す
る
に
は
横

槌
で
い
ち
い
ち
打
つ
作
業
で
は
追
い
付
か

な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
掛
矢
（
か

け
や
）
と
よ
ば
れ
る
大
型
の
木
槌
で
下
打

ち
を
し
た
り
、
後
年
は
ロ
ー
ラ
ー
に
挟
ん

で
藁
を
潰
す
形
で
柔
ら
か
く
す
る
手
回
し

の
藁
打
ち
機
も
作
ら
れ
ま
し
た
。

■
横
槌
の
習
俗　

全
国
的
に
見
る
と
、
横

槌
に
は
、
変
わ
っ
た
使
用
方
法
が
伝
承
さ

横
槌
蛇
と
も
よ
ば
れ
、
胴
が
太
く
な
っ
て

い
て
こ
の
横
槌
に
形
が
似
て
い
る
た
め
に

つ
い
て
い
る
名
前
で
す
。

■
藁
打
ち
作
業　

こ
の
横
槌
は
藁
打
ち
に

使
い
ま
す
が
、
縄
、
草
履
や
草
鞋
な
ど
、

藁
細
工
を
つ
く
る
準
備
作
業
に
は
欠
か
せ

ま
せ
ん
。

　

藁
は
乾
燥
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

藁
細
工
を
作
る
た
め
に
は
、
ま
ず
ハ
カ
マ

と
よ
ば
れ
る
根
本
の
茎
の
周
り
に
つ
い
て

い
る
下
葉
を
と
り
ま
す
。
こ
の
作
業
を
藁

す
ぐ
り
と
い
い
ま
す
。
藁
す
ぐ
り
の
済
ん

だ
藁
は
、
水
で
軽
く
湿
ら
せ
ま
す
。
乾
燥

し
き
っ
た
藁
は
曲
げ
る
と
ポ
キ
ポ
キ
と
折

れ
て
し
ま
い
、
横
槌
で
打
つ
と
ち
ぎ
れ
て

し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

こ
う
し
て
水
気
を
与
え
た
藁
を
今
度
は

横
槌
で
打
ち
、
茎
を
潰
し
て
柔
ら
か
く
す

る
の
で
す
。
と
く
に
根
本
部
分
は
固
い
た

め
、
こ
こ
を
中
心
に
打
ち
ま
す
。
左
手
で

■
横
槌
と
は　

槌（
つ
ち
）は
、も
の
を
打
っ

た
り
潰
し
た
り
す
る
道
具
で
す
。
横
槌
は
、

持
ち
手
と
打
撃
部
が
直
線
上
に
あ
り
、
頭

部
（
打
撃
部
）
の
側
面
で
打
つ
こ
と
か
ら

よ
ぶ
名
前
で
す
。
写
真
の
横
槌
は
、
お
も

に
藁
を
打
つ
た
め
に
使
わ
れ
た
道
具
で
す
。

丸
太
を
削
り
出
し
て
持
ち
手
が
作
ら
れ
て

お
り
、
継
ぎ
目
が
な
く
一
体
化
し
て
い
る

の
で
、
柄
が
緩
む
こ
と
も
な
く
頑
丈
で
す
。

打
撃
部
を
上
に
し
て
、
片
手
で
持
ち
手
を

握
り
、
振
り
下
ろ
し
て
打
ち
付
け
ま
す
。

　

地
域
に
よ
っ
て
は
、
ツ
チ
（
槌
）、
ツ
チ

ン
コ
な
ど
と
も
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。
ち
な

み
に
、
日
本
に
生
息
す
る
と
言
わ
れ
て
い

る
未
確
認
生
物
で
あ
る
「
つ
ち
の
こ
」
は
、

横槌　
高さ 37ｃｍ　打撃部 17ｃｍ
底部（最大）15ｃｍ

あ
だ
ち
民
具
図
鑑
⑯

あ
だ
ち
民
具
図
鑑
⑯

　
　
　
　  
横横よ

こ
づ
ち

よ
こ
づ
ち槌槌


