
（１）

山
口
県
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
分
布

　

萩
博
物
館
で
は
令
和
三
年
度
春
期
特
別
展
と
し
て
「
百
年
の
布
〜
美
し
き
襤
褸
の
世
界
〜
」

を
開
催
し
た
。
本
展
は
限
ら
れ
た
衣
料
を
最
大
限
に
活
用
す
る
技
術
な
ど
を
紹
介
し
、
地
域

に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
存
在
や
、
か
つ
て
の
衣
生
活
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
使
い
捨
て

が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
衣
生
活
を
見
直
す
機
会
の
創
出
を
目
的
と
し
た
。
な
お
、

本
展
題
名
の
「
百
年
の
布
」
は
、
織
り
上
げ
ら
れ
た
布
が
衣
服
に
仕
立
て
ら
れ
て
か
ら
雑
巾

や
お
し
め
な
ど
に
形
を
変
え
つ
つ
も
、
最
終
的
に
そ
の
役
目
を
終
え
る
ま
で
に
百
年
を
超
え

る
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

本
展
で
は
明
治
・
大
正
年
間
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
た
萩
及
び
近
隣
地
域
の
仕
事
着
を
主
要

な
資
料
と
し
た
。
木
綿
が
普
及
す
る
以
前
に
、
気
候
な
ど
の
自
然
環
境
に
応
じ
た
そ
の
土
地

毎
の
風
土
に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
仕
立

て
ら
れ
た
仕
事
着
に
地
域
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
衣
料
の
不
足
を

補
う
た
め
の
紡
織
技
術
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

　

以
前
よ
り
萩
地
域
で
は
古
木
綿
布
を
利
用
し
た
裂
織
、
和
紙
か
ら
作
ら
れ
る
紙
布
と
い
う

特
徴
的
な
衣
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
市
町
村
史
誌
や
民
俗
調
査
の
記
述
か
ら
萩

地
域
及
び
山
口
県
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
織
布
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
得
ら
れ
た
情
報
の

限
り
で
分
布
図
を
作
成
し
た
。
こ
の
分
布
図
に
は
、
前
述
の
特
別
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ

て
実
施
し
た
仕
事
着
資
料
の
調
査
結
果
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
当
館
が
収
蔵

す
る
裂
織
の
仕
事
着
と
そ
の
使
用
地
域
の
情
報
に
つ
い
て
付
加
し
報
告
す
る
。

　
一
　
裂
織

　

（
一
）
裂
織
の
概
要

　

裂
織
と
は
細
く
裂
い
た
古
布
に
縒
り
を
か
け
た
太
目
の
緯
糸
と
、
麻
や
木
綿
な
ど
の
経
糸

を
用
い
た
布
の
織
り
方
、
ま
た
そ
の
織
布
や
仕
立
て
ら
れ
た
仕
事
着
を
指
す
。『
佐
田
岬
半

島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
に
よ
れ
ば
、
裂
織
は
日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
た
が
、
特
に
日
本
海

側
沿
岸
部
に
集
中
し
て
お
り
、
木
綿
の
栽
培
に
適
さ
な
い
寒
冷
地
や
北
前
船
な
ど
に
よ
る
古

木
綿
布
の
流
通
が
あ
っ
た
地
域
で
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
編
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
四
六
頁
）。
一
般
的
に
裂
織
は
裂

い
た
布
を
織
糸
と
す
る
た
め
生
地
が
厚
く
、
耐
久
性
に
も
優
れ
て
お
り
、
海
行
き
・
山
行
き

の
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
か
ら
衣
生
活
に
係
わ
る
記
述
を
抜
き
出
す
と
、
木
綿
衣
料
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
県
下
全
域
に
多
く
み
ら
れ
、
仕
立
て
方
や
入
手
経
路
、
用
い
る
生

業
や
着
用
者
の
性
別
に
よ
る
形
態
の
違
い
に
至
る
ま
で
細
か
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

裂
織
に
係
わ
る
記
述
は
、
阿
武
郡
な
ど
の
一
部
地
域
に
の
み
み
ら
れ
、
県
下
全
域
へ
の
広
が

り
を
見
出
せ
な
い
。
そ
の
上
、
裂
織
の
用
途
や
形
態
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
記
述
は
極
め
て

少
な
い
。
阿
武
郡
に
お
い
て
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
分
布
す
る
理
由
と
し
て
は
、
山
口
県
の

瀬
戸
内
海
に
面
す
る
山
陽
側
が
木
綿
栽
培
の
普
及
地
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
海
に
面
す
る

山
陰
側
の
木
綿
栽
培
は
ご
く
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

萩
地
域
で
は
裂
織
の
仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
、
ま
た
は
ツ
ヅ
レ
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
呼

称
は
襤
褸
着
の
総
称
と
し
て
の
「
綴
れ
」
が
そ
の
ま
ま
衣
服
の
呼
称
と
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
襤
褸
着
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な

お
、『
萩
市
史　

第
三
巻
』
で
は
、
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
（
ツ
ヅ
リ
）
の
一
種
と
記
し
て
い
る

（
田
中
助
一
「
こ
ぼ
れ
話
」『
萩
市
史　

第
三
巻
』
三
八
二
頁
）。
ド
ン
ダ
は
漁
撈
や
農
耕
に

広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
仕
事
着
で
、
裂
織
と
は
異
な
る
製
法
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
着
古
し
た

普
段
着
に
接
ぎ
当
て
を
重
ね
て
刺
し
た
も
の
の
ほ
か
、
綿
入
れ
に
し
て
防
寒
着
と
し
て
用
い

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
の
一
種
と
し
て
い
る
の
は
「
綴
れ
」
が
襤
褸
の
着
物

全
般
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
二
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
裂
織

　
『
阿
武
郡
志
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
の
一
部
集
落
で
は
木
綿
の
衣
服
と
ツ
ヅ
リ
を
混
用
し

て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
ツ
ヅ
リ
は
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
、
経
糸
に
は
麻
糸
を
用
い
た
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
四
〜
一
七
五
頁
）。

　
『
萩
市
誌
』
で
は
、
ツ
ヅ
リ
を
既
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
特
殊
な
衣
服
と
し
て
記
し
て
い

る
。
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
用
い
た
仕
事
着
で
、
野
良
仕
事
や
山
仕
事
に
お
い
て
着
用
し
た

と
さ
れ
る
（
森
田
芳
輔
「
衣
食
住
」『
萩
市
誌
』
五
五
二
頁
）
。

　
『
阿
武
町
史 

下
巻
』
に
よ
れ
ば
、
沿
岸
部
の
農
業
集
落
で
あ
る
奈
古
地
区
筒
尾
で
、
大
正

年
間
に
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た
木
綿
布
、
経
糸
は
麻
糸
で
仕
立
て
た
と
い
う
（
福
永
義
晴
「
民
俗
調
査
」

『
阿
武
町
史 

下
巻
』
六
一
九
頁
）。
ま
た
、
漁
業
集
落
の
宇
田
地
区
元
浦
で
も
大
正
年
間
に

防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
元
浦
で
は
漁
網
に
用
い
る
麻
糸
の
生
産

も
行
わ
れ
て
お
り
、
ツ
ヅ
リ
の
経
糸
と
し
て
も
麻
糸
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲

書
、
六
四
二
〜
六
四
三
頁
）。

　

ま
た
、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
阿
武
町
宇
生
賀
の
民
俗
」
と
題
す
る
手
書
き
の
報
告
書
類

に
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
三
月
九
日
に
阿
武
町
の
宇
生
賀
地
区
三
和
で
行
っ
た
聞
き

取
り
調
査
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
衣
生
活
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
冬
場
の
仕
事
着
と
し

て
、
主
に
男
性
が
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
使
用
年
代
の
記
載
は
な
い
。
経
糸
は

麻
糸
、
緯
糸
に
木
綿
の
布
切
れ
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
に
よ
っ
て
は
「
自
作
で
あ
る
」、

「
購
入
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
」
と
食
い
違
っ
た
記
述
も
み
ら
れ
る
が
、
製
法
や
入
手
経

路
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
阿
武
郡
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
購
入
に
触

れ
ら
れ
た
記
述
は
こ
の
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

以
上
に
よ
る
と
、
阿
武
町
で
は
木
綿
の
衣
類
を
使
い
つ
つ
も
、
凡
そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で

は
ツ
ヅ
リ
も
仕
事
着
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裂
織
の
丈
夫
で

風
に
強
く
暖
か
い
と
い
う
利
点
を
活
か
し
て
、
主
に
冬
場
の
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い

る
。

　

昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
山
口
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
山
口
県
民
俗
資
料
緊
急

調
査
で
は
県
内
の
二
三
箇
所
が
選
定
さ
れ
、
そ
の
内
阿
武
郡
で
は
萩
市
大
井
土
井
、
阿
武
郡

須
佐
町
（
現
萩
市
）
須
佐
、
阿
武
郡
阿
東
町
嘉
年
の
三
箇
所
で
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
衣

生
活
に
係
わ
る
項
目
を
み
る
と
、
県
内
二
三
箇
所
の
調
査
地
の
中
で
裂
織
に
つ
い
て
確
認
で

き
る
の
は
萩
市
大
井
土
井
の
み
で
あ
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
襤
褸
布
を
裂
い
て
織
っ
た
も
の

を
ツ
ヅ
リ
と
呼
び
、
厚
く
て
丈
夫
で
あ
っ
た
た
め
木
樵
の
際
に
着
用
し
た
と
い
う
。
着
用
方

法
は
ジ
バ
ン
（
肌
着
）
や
ソ
ギ
と
呼
ば
れ
る
巻
袖
の
袷
の
上
に
、
ツ
ヅ
リ
を
重
ね
て
着
て
い

た
と
さ
れ
る
（
山
田
基
彦
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究

報
告　

第
一
号
』
四
頁
）。
萩
市
大
井
土
井
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
使
用
年
代
に
つ
い
て
記
録

は
な
い
。
ま
た
、
ツ
ヅ
リ
の
形
態
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
袖
付
き
の
袷
の
上
か
ら
着
用
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ソ
デ
ナ
シ
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

続
い
て
阿
武
郡
以
外
の
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
記
述
に
触
れ
た
い
。『
錦
町
史
』
に
よ
れ

ば
、
玖
珂
郡
錦
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
経
糸
は
麻
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊
都
美
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三

九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

ま
た
、
玖
珂
郡
美
和
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
昭
和
四

七
年
か
ら
翌
四
八
年
（
一
九
七
二
〜
一
九
七
三
）
に
民
俗
資
料
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お

り
、
同
町
北
部
で
裂
織
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
に
麻
糸
ま
た
は
木

綿
糸
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
蔵
本
隆
博
「
衣
と
生

活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
』
四
頁
）。
な
お
、
同
様
の

事
例
が
『
美
和
町
史
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
（
宮
田
伊
津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』

二
五
五
頁
）。

　

玖
珂
郡
美
和
町
で
は
そ
の
後
も
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
対
象
と
な
る
集
落
を
広
げ

て
第
二
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
と
な
る
『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
ツ
ヅ

レ
織
り
の
製
法
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
は
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
で
、
一
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
襤
褸
布
に
縒
り
を
か
け
ず
そ
の
ま
ま
緯
糸
と
し
て
織
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
当
地
で
は
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
、
山
着
の
ほ
か
、
帯
や
脚
絆
に
用
い
て
い
た

と
さ
れ
る
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
記

述
に
よ
り
山
口
県
内
で
は
阿
武
郡
の
ほ
か
、
玖
珂
郡
に
お
い
て
も
裂
織
が
仕
事
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

（
三
）
収
蔵
資
料
の
概
要

　

市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
り
阿
武
郡
に
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
裂
織
で
は

あ
る
が
残
存
す
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。
萩
博
物
館
が
収
蔵
し
て
い
る
裂
織
の
仕
事
着
は

三
点
の
み
で
あ
り
、
採
集
地
は
萩
市
相
島
と
阿
武
郡
福
栄
村
の
二
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。

萩
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
地
域
的
特
徴
を
示
す
に
は
資
料
数
が
乏
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は
資

料
の
採
集
地
・
材
質
・
形
態
・
用
途
に
つ
い
て
記
す
。

　

・
相
島
の
裂
織

　

相
島
は
萩
市
の
沖
合
北
西
約
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
島
で
あ
る
。『
萩
市
史　

第
二
巻
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
よ
り
畑
作
に
よ
る
農
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
採

貝
・
採
藻
な
ど
も
小
規
模
な
漁
業
も
営
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
田
中
克
己
「
近
世
の
六
島
」

『
萩
市
史　

第
二
巻
』
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁
）。
昭
和
に
お
い
て
も
畑
作
が
産
業
の
中

心
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
の
主
要
農
産
物
は
除
虫
菊
、
裸
麦
、
西
瓜
で
あ
っ
た
。
除
虫
菊

は
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
作
付
け
を
終
え
、
葉
煙
草
の
栽
培
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い

っ
た
。
こ
の
他
、
生
白
藷
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
や
夏
柑
（
ナ
ツ
ミ
カ
ン
）
な
ど
種
々
の
栽
培
が

な
さ
れ
て
い
た
（
萩
高
等
学
校
社
会
部
編
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
九
〜

一
一
頁
）。
し
か
し
、
綿
や
麻
な
ど
の
繊
維
植
物
の
栽
培
に
係
わ
る
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、

島
内
に
お
け
る
生
産
は
殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
相
島
の
裂
織
は
二
点
、
ど
ち
ら
と
も
上
衣
で
あ
る
。
相
島
で
は
裂
織
の

仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
ご
ろ
ま
で
着
用
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
阿
武
郡
に
お
け
る
裂
織
の
使
用
年
代
は
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
地
域
で
は
凡

そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
相
島
は
阿
武
郡
内
で

最
も
遅
く
ま
で
裂
織
を
着
用
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
土
域
に
比
べ
る

と
島
嶼
部
に
お
け
る
衣
料
調
達
が
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
で

き
る
。
島
民
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
嫁
入
り
の
際
に
裂
織
の
仕
事
着
を
仕
立
て
、
そ
の

ツ
ヅ
リ
を
繕
い
な
が
ら
生
涯
着
続
け
た
と
い
う
。
な
お
、
収
蔵
資
料
の
二
点
と
も
着
用
者
の

性
別
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

館
蔵
資
料
の
外
観
は
写
真
１
〜
２
の
と
お
り
。
材
質
・
形
態
・
寸
法
は
全
体
的
に
類
似
し

て
い
る
。
ど
ち
ら
も
経
糸
に
白
の
木
綿
糸
、
緯
糸
に
白
地
及
び
絣
な
ど
の
藍
染
の
木
綿
布
を

用
い
て
い
る
。
生
地
の
厚
さ
は
二
〜
三
ミ
リ
程
度
。
白
地
と
紺
地
の
裂
き
布
を
二
本
毎
交
互

に
織
り
込
ん
で
お
り
、
身
頃
に
細
か
な
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と

同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
掛
け
衿
、
袖
覆
輪
に
は
絣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
裾
に

覆
輪
は
な
く
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
木
綿
地
の
仕
舞
を
折
り
込
ん
で
縫
い
合
わ
せ
て
い

る
。
衿
か
ら
背
中
に
か
け
て
紺
地
の
木
綿
布
を
当
て
布
と
し
て
縫
い
付
け
て
い
る
。
使
用
痕

や
破
損
部
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
補
修
の
形
跡
も
な
い
た
め
当
該
資
料
二
点
は
と
も
に
長
期
間

に
渡
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
に
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土
部
が
相
島
で
実
施
し
た
聞

き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
相
島
に
は
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
雨
具
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
雨
具

の
ツ
ヅ
リ
は
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
厚
み
が
あ
り
、
生
地
に
水
が
滲
み
込
み
に
く
か
っ

た
と
い
う
（
宮
﨑
美
紀
子
「
習
俗
」『
相
島
』
七
四
頁
）。
収
蔵
資
料
の
二
点
と
は
形
態
が

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
ツ
ヅ
レ
に
は
裂
織
と
は
材
質
、
ま
た
は
仕
立
て
方
の
異
な
る
も
の

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
存
す
る
資
料
に
は
辿
り
着
い
て
い
な
い
。

　

・
福
栄
村
の
裂
織

　

阿
武
郡
福
栄
村
は
四
方
を
急
峻
な
山
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
平
坦
な
耕
地
が
限
ら
れ
た
た
め

傾
斜
地
を
耕
起
し
た
棚
田
が
多
数
み
ら
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡

福
栄
村
域
に
あ
た
る
福
井
下
村
・
福
井
上
村
・
紫
福
村
（
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
福
井
下

村
、
福
井
上
村
の
両
村
域
を
含
む
福
川
村
、
紫
福
村
が
合
併
し
福
栄
村
と
な
る
）
の
三
つ
の

村
で
は
米
・
麦
・
雑
穀
の
ほ
か
蔬
菜
・
葉
煙
草
、
楮
お
よ
び
和
紙
が
産
品
の
中
心
で
あ
っ
た
。

繊
維
原
料
と
し
て
は
麻
が
生
産
さ
れ
て
い
た
が
、
生
産
量
は
少
な
く
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
村
内
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
木
綿
商
や
綿
屋
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
福
栄
村
の
裂
織
は
一
点
で
、
資
料
名
は
ツ
ヅ
レ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

採
集
地
は
山
口
県
阿
武
郡
福
栄
村
大
字
福
井
と
あ
る
が
村
内
に
福
井
と
い
う
字
名
は
な
く
、

福
井
下
ま
た
は
福
井
上
の
ど
ち
ら
か
の
地
域
で
採
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
採
集
時

期
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
で
あ
る
が
、
当
該
資
料
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
て
い

た
か
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。
男
性
が
着
用
し
、
常
用
着
や
農
耕
用
の
作
業
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

材
質
は
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
紺
地
の
木
綿
布
で
あ
る
。
写
真
３
の
と
お
り
、
緯
糸
の

濃
淡
に
よ
っ
て
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
色
味
の
近
い
木
綿
布
を
用
い

て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と
同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
袖
及
び
衿
の
覆
輪
は
黒

地
木
綿
布
、
部
分
的
に
紫
色
の
木
綿
布
が
重
ね
て
あ
る
。
背
中
の
当
て
布
は
縫
い
付
け
て
い

な
い
。
袖
覆
輪
に
ほ
つ
れ
が
生
じ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
使
用
痕
は
少
な
い
。
腹
回
り
の
帯

の
擦
れ
跡
や
、
肩
部
・
背
部
の
使
用
痕
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
に
お
け
る
裂
織
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
裂
織
の
分
布
図
（
図
１
）
は
、
前
述
の
市
町
村
史
誌
な
ど
の
記
述
の

ほ
か
、
当
館
が
実
施
し
た
資
料
調
査
に
お
い
て
裂
織
の
仕
事
着
が
確
認
さ
れ
た
地
域
を
反
映

し
て
作
成
し
た
。
な
お
、
分
布
図
に
は
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
以
前
の
自
治
体
区
分
を

て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
川
上
村
誌
』（
昭
和
三
九
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ツ
ヅ
レ
は
「
綴

れ
織
」
を
指
す
呼
称
で
あ
っ
た
と
し
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
裂
い
た
古
布
で
仕
立
て
た
も

の
を
着
用
し
て
い
た
と
い
う
。
厚
手
で
丈
夫
な
布
地
が
山
仕
事
に
は
都
合
が
良
い
も
の
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
波
多
放
彩
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
二
八
九
頁
）。
な
お
、『
福

栄
村
史
』（
昭
和
四
一
年
刊
）、『
阿
東
町
誌
』（
昭
和
四
四
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が

み
ら
れ
る
が
、『
川
上
村
誌
』
と
筆
者
が
同
一
で
あ
り
、
衣
生
活
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同

様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
三
町
村
の
広
域
に
渡
り
同
一
の
衣
生
活
が
存
在
し
た
こ
と
は
考

え
に
く
く
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
。

　

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
（
両
村
と
も
現
萩
市
）
の
衣
生
活
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
三

年
か
ら
翌
四
四
年
（
一
九
六
八
〜
一
九
六
九
）
に
も
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阿
武
川
ダ
ム

建
設
に
伴
う
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸

時
代
は
ツ
ヅ
リ
を
冬
期
の
防
寒
着
と
し
て
用
い
て
お
り
、
緯
糸
は
襤
褸
布
、
経
糸
は
麻
糸
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」『
阿
武
川
の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
明
治
以
降
の

衣
服
に
は
ツ
ヅ
リ
の
記
載
は
な
く
、
い
つ
頃
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
確
認
で
き
ず
、
調

査
時
に
採
集
さ
れ
た
衣
服
の
中
に
も
裂
織
の
類
は
見
出
せ
な
い
。
な
お
、『
川
上
村
史 

資
料

編
』
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
石
原
啓
司
「
衣
・
食
・
住
」『
川
上
村
史 

資
料
編
』

五
八
頁
）。

　

阿
武
郡
阿
東
町
（
現
山
口
市
）
の
裂
織
に
つ
い
て
は
『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
に
記
述
が
み

ら
れ
る
。
村
誌
に
よ
れ
ば
、
綿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
家
々
で
ボ
ロ
を
綴
っ
て

着
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
田
中
恒
一
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
一
四
四

頁
）。
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
衣
服
で
あ
っ
た
か
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
襤
褸
布
を
綴
っ
て
仕
立
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
裂
織
で
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
で
き
る
。
篠
生
村
は
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の
合
併
に
よ
り
阿
東
町
と
な
っ

て
お
り
、
阿
武
郡
阿
東
町
の
一
部
で
は
少
な
く
と
も
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

用
い
て
い
る
。

　

山
口
県
下
で
新
た
に
確
認
で
き
た
裂
織
の
仕
事
着
は
山
口
市
立
小
郡
文
化
資
料
館
に
収
蔵

さ
れ
る
ソ
デ
ナ
シ
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。
吉
敷
郡
小
郡
町
（
現
山
口
市
）
周
辺
は
藩
政
時
代

に
お
け
る
県
内
有
数
の
綿
作
地
帯
で
あ
り
、
当
該
地
の
木
綿
は
「
小
郡
木
綿
」
と
称
さ
れ

た
。
こ
の
ソ
デ
ナ
シ
は
か
つ
て
吉
敷
郡
小
郡
町
で
着
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
大
規
模

な
木
綿
栽
培
地
帯
に
お
け
る
貴
重
な
裂
織
の
着
用
例
と
し
て
注
目
し
た
い
。

　

加
え
て
、
裂
織
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
る
裂
き

布
及
び
木
綿
糸
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
裂
き
布
は
絣
を
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た

も
の
で
、
木
綿
糸
は
濃
紺
と
浅
葱
の
二
種
類
あ
り
、
糸
の
太
さ
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
裂
き

布
と
木
綿
糸
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
状
に
丸
め
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
山
口
市
嘉
川
の

民
家
に
取
り
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
当
該
資
料
に
係
わ
る
情
報
は
採
集
地
の
み
の
た

め
、
凡
そ
の
年
代
や
ど
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
裂
織
の

緯
糸
・
経
糸
と
し
て
用
い
ら
れ
る
材
料
が
同
一
箇
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
判
断
し

難
い
が
、
前
述
の
と
お
り
吉
敷
郡
内
で
用
い
ら
れ
た
裂
織
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
山
口
市
嘉
川
周
辺
に
お
い
て
裂
織
の
使
用
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
紙
布

　

（
一
）
紙
布
の
概
要

　

紙
布
は
、
植
物
の
採
取
や
栽
培
に
よ
っ
て
衣
料
と
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
和
紙
の
副
次

的
な
利
用
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
織
布
で
あ
る
。
紙
の
上
下
両
端
に
余
白
を
残
し
、
連
続
す

る
コ
の
字
状
に
切
っ
た
紙
に
縒
り
を
か
け
る
こ
と
で
糸
状
に
加
工
し
た
も
の
を
材
料
と
し
て

生
産
さ
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
名
前
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
藩

政
時
代
に
は
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生

活
―
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
島
根
県
西
部
の
石
見
地
方
な
ど
で

用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。（
文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
二
頁
）。

石
見
地
方
は
石
州
半
紙
で
知
ら
れ
る
と
お
り
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紙
布
は

和
紙
の
生
産
地
域
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

一
般
に
麻
な
ど
の
植
物
を
繊
維
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
繊
維
質
を
傷
つ
け
な
い
よ
う

に
取
り
出
す
手
法
が
用
い
ら
れ
る
。
和
紙
原
料
の
楮
か
ら
繊
維
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
訳
で
は
な
く
、
四
国
地
方
な
ど
で
は
楮
の
繊
維
を
用
い
て
生
産
さ
れ
る
太
布
と
い
う
織
布

も
存
在
す
る
（
前
掲
書
、
二
頁
）。
繊
維
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
さ
ず
、
紙
を
漉
く
た
め
に
一

度
砕
い
た
繊
維
を
織
布
の
原
料
と
し
て
再
び
用
い
て
い
る
点
も
紙
布
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で

き
る
。

　

（
二
）『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
け
る
紙
布

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
藩
政
時
代
の
請
紙
制
度
に
よ
っ
て
半
紙
等
の
生
産
と

納
入
が
割
り
当
て
ら
れ
た
阿
武
郡
の
山
間
部
で
は
紙
漉
き
を
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
主
産

業
と
し
て
お
り
、
併
せ
て
農
民
は
漉
い
た
半
紙
を
用
い
て
紙
布
を
織
っ
て
い
た
こ
と
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
、
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
奥
阿
武
宰
判
彌
富
村
の
記
述
で

あ
る
。

　
「
一
產
業　

半
紙
漉
立
八
百
五
拾
九
丸
程

但
御
藏
入
紙
屋
軒
八
拾
軒
、
冬
春
百
日
の
間
板
立
ニ
乄
上
手
下
手
且
手
間
の
多
少
押
平
均

一
軒
一
船
漉
三
丸
半
の
掠
量
に
し
て
貮
百
八
拾
丸
位
、
右
之
内
上
納
紙
百
丸
位
、
外
ニ
諸

村
受
合
漉
百
貮
拾
丸
位
、
給
領
漉
立
凡
五
百
七
拾
九
丸
ほ
と
、
右
之
内
御
給
主
へ
上
納
紙

四
百
貮
拾
四
丸
程
、
殘
り
漉
延
凡
百
九
拾
五
丸
ほ
と
、
此
内
紙
布
着
料
軒
別
四
反
位
の
抨

に
し
て
家
數
四
百
貮
拾
五
軒
分
千
七
百
反
、
壹
反
ニ
付
貮
束
織
に
し
て
此
紙
丸
に
し
て
五

拾
六
丸
餘
、
地
下
役
座
其
外
遣
ひ
紙
障
子
紙
等
に
入
用
之
分
凡
貮
拾
丸
程
、
殘
り
百
拾
九

丸
醤
油
塩
油
其
外
品
替
の
爲
須
佐
へ
持
出
申
候
掠
量
ニ
御
座
候
事
」

　

彌
富
村
で
は
漉
い
た
紙
の
一
部
か
ら
、
一
軒
あ
た
り
四
反
と
し
て
、
村
内
四
二
五
軒
分
の

一
七
〇
〇
反
を
紙
布
着
料
と
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
布
一
反
に
つ
き
半
紙
二
束

（
一
束
＝
二
〇
〇
枚
）
を
要
す
る
と
し
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
紙
布
四
反
で
半
紙
一
六
〇
〇

枚
を
用
い
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
村
内
全
体
で
は
半
紙
五
拾
六
丸
（
一
丸
＝
六
〇
束
、
一
二

〇
〇
〇
枚
）
と
な
っ
た
と
あ
り
、
単
純
計
算
で
半
紙
六
七
二
〇
〇
〇
枚
が
紙
布
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

彌
富
村
の
ほ
か
、
奥
阿
武
宰
判
で
は
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
鈴
野
川
村
、
阿
武
郡
田

万
川
町
（
現
萩
市
）
域
に
あ
た
る
小
川
村
、
田
萬
村
に
紙
布
の
記
述
が
あ
り
、
紙
漉
が
行
わ

れ
て
い
た
両
町
の
山
間
部
一
帯
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

地
域
が
半
紙
を
衣
料
と
し
て
い
た
背
景
に
は
木
綿
な
ど
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
衣
料
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
の
庶
民
生
活
の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
、
鈴
野
川
村
の
風
俗
に
関
し
て
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

「
且
又
衣
類
は
寒
中
と
て
も
綿
入
な
と
着
候
者
は
鮮
く
、
紙
漉
業
營
候
ゆ
ゑ
紙
つ
む
き
を

織
て
常
の
衣
類
に
仕
り
居
申
候
邊
鄙
山
家
の
行
形
に
て
御
座
候
事
」

　

冬
場
で
も
綿
入
れ
の
衣
服
を
着
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
紙
漉
き
を
行
っ
て
い
た
地
域
に
お
け
る
衣
料
不
足
の
様
相
を
読
み
取
り
得
る
。
不
足
す

る
衣
料
を
補
う
た
め
の
織
布
と
し
て
、
当
地
の
産
品
で
あ
る
和
紙
（
半
紙
）
を
用
い
た
紙
布

が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
み
え
る
紙
布
の
記
述
は
奥
阿
武
宰
判
内
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
藩
領
内
の
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
の
中
で
、
前
山
代
宰
判
廣
瀬
村
に
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

　
「
一
諸
產
業
之
物
品
賣
捌
銀
高
之
事
（
中
略
）

　

但
諸
上
納
銀
（
中
略
）

　

同
貮
拾
七
貫
九
百
六
拾
五
匁

但
惣
人
數
貮
千
六
百
四
拾
三
人
、
上
中
下
三
段
仕
分
に
し
て
、
上
分
人
數
三
百
廿
人
老
幼

之
無
差
別
着
用
之
木
綿
凡
人
別
貮
反
宛
ニ
乄
六
百
四
拾
反
、
凡
反
別
拾
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫

六
百
目
、
中
分
人
數
四
百
五
拾
人
古
手
買
得
着
用
殘
紙
布
壹
反
宛
ニ
乄
四
百
五
拾
反
、
壹

反
に
付
十
匁
宛
ニ
乄
四
貫
五
百
目
、
古
手
四
拾
五
枚
買
得
代
銀
壹
枚
ニ
付
凡
拾
匁
宛
ニ
乄

四
貫
五
百
目
、
下
分
人
數
千
八
百
四
拾
三
人
、
凡
人
別
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫
三
百
六
拾
五
匁

共
ニ
以
上
右
之
辻
」

　

上
納
銀
に
当
た
る
記
述
の
中
に
紙
布
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
村
内
の

衣
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
方
へ
の
売
り
払
い
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
前
山
代
宰
判
の
中
で
も
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
廣
瀬
村
の
み
で

あ
り
、
紙
漉
き
の
盛
ん
で
あ
っ
た
奥
山
代
宰
判
、
徳
地
宰
判
に
属
し
た
他
の
村
落
の
記
述
に

は
、
紙
布
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
三
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
紙
布

　

前
述
し
た
よ
う
に
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
藩
政
時
代
に
奥
阿
武
宰
判
、
す
な
わ
ち
阿

武
郡
の
一
部
地
域
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
治
以

降
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
や
、
そ
の
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
に
み

え
る
記
述
を
抽
出
す
る
。

　
『
阿
武
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
奥
阿
武
地
方
で
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
材

質
が
硬
く
見
た
目
は
麻
布
に
似
て
お
り
「
木
を
よ
じ
り
、
い
ば
ら
を
押
し
の
け
る
」
よ
う
な

織
布
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
五
頁
）。

　
『
阿
東
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
、
経
糸
に
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
、

緯
糸
に
紙
縒
り
を
用
い
て
織
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
織
り
上
げ
た
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
こ

と
で
夏
冬
を
通
じ
て
使
い
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
（
波
多
放
彩
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町

誌
』
五
六
九
〜
五
七
〇
頁
）。

　
『
須
佐
町
誌
』
に
よ
る
と
、
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
の
は
耐
久
性
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
（
堀
勇
「
庶
民
の
生
活
」『
須
佐
町
誌
』
七
六
九
頁
）。『
須
佐
町
誌
』
に
お
け
る

そ
の
他
の
紙
布
に
関
す
る
記
述
は
前
述
の
『
阿
東
町
誌
』
を
引
用
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

も
縒
り
を
か
け
な
か
っ
た
と
い
う
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五

七
頁
）。

　

こ
の
ほ
か
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
玖
珂
郡
内
の
美
和
町
域
に
あ
た
る
秋
中

村
・
賀
見
畑
村
、
錦
町
域
に
あ
た
る
深
須
村
、
こ
の
ほ
か
本
郷
村
（
現
岩
国
市
）
に
お
い
て

ユ
キ
バ
カ
マ
（
雪
袴
）
と
呼
ば
れ
る
股
引
の
よ
う
な
下
衣
に
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る

（
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
七
八
七
〜
七
八
八
頁
）。

　

な
お
、『
鹿
野
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
都
濃
郡
鹿
野
町
（
現
周
南
市
）
で
は
藩
政
時
代
に
紙

布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
瀬
田
静
香
「
鹿
野
の
民
俗
」『
鹿
野

町
誌
』
九
四
四
〜
九
四
五
頁
）。『
鹿
野
町
誌
』
で
は
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
記
録
等
は
示
さ

れ
て
お
ら
ず
残
存
す
る
資
料
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
製
法
や
形
態
・
用
途
な
ど
鹿
野

町
に
お
け
る
紙
布
の
姿
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
図
（
図
２
）
を
、
前
章
と
同
様
に
市
町
村
史
誌
等
の
記

述
を
基
に
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ　

―
衣
生
活
―
』（
昭
和
五
七
年
刊
）
の
記
載
に
生
産
・
使

用
を
確
認
で
き
る
地
域
を
追
加
し
て
作
成
し
た
。
今
回
の
資
料
調
査
で
は
山
口
県
内
に
お
け

る
紙
布
に
類
す
る
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
武
蔵
野
美
術
大
学
民
俗
収
蔵
室
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
で
採
集
さ
れ
た
紙
布
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
当
該
二
村
を
分
布
地
域
と
し
て
追
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
史
料
や
市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
る
と
、
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
は
阿
武

郡
、
玖
珂
郡
な
ど
の
限
ら
れ
た
地
域
に
偏
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ

は
紙
布
が
紙
漉
き
と
い
う
産
業
に
依
拠
し
て
生
産
さ
れ
た
と
い
う
地
域
的
な
特
色
を
顕
著
に

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
紙
布
の
分
布
地
の
多
く
が
、
裂
織
の
分
布
地
と
重
複
し
て
い
る
こ
と

も
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
重
複
す
る
地
域
は
木
綿
栽
培
が
盛
ん
で
な
い
地
域
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
山
口
県
内
に
お
い
て
は
裂
織
・
紙
布
と
い
っ
た
織
布
が
木
綿
衣
料
の
不
足
す
る
地
域

で
織
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

三
　
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
裂
織
と
紙
布
に
の
み
言
及
し
て
い
る
が
、『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
そ
の
名
前

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
織
布
と
し
て
、
フ
ジ
の
蔓
を
繊
維
原
料
と
し
た
藤
布
が
あ
る
。
か
つ

て
は
山
口
県
内
で
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
布
で
あ
る
が
、
今
回
は
県
内
に
お
け
る
藤
布
に
係

わ
る
記
述
を
諸
資
料
か
ら
十
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
藤
布
の
ほ
か
、
ご
く
わ

ず
か
な
生
産
に
留
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
織
布
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
を
進
め
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
調
査
箇
所
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
調

査
に
よ
り
新
た
な
分
布
地
が
確
認
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭

和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
実
施
さ
れ
た
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
ほ
か
、
昭
和
四
九
か
ら
翌

五
〇
年
（
一
九
七
四
〜
一
九
七
五
）
に
も
山
口
県
教
育
委
員
会
が
山
口
県
緊
急
民
俗
文
化
財

分
布
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
書
で
あ
る
『
山
口
県
民
俗
地
図
』（
昭
和
五
一

年
刊
）
か
ら
は
裂
織
・
紙
布
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
当
該
調
査

の
調
査
票
の
内
容
を
基
に
、
そ
の
結
果
を
含
め
た
分
布
図
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
度
の
特
別
展
開
催
に
係
る
資
料
調
査
で
は
、
近
隣
の
島
根
県
・
広
島
県
に
裂

織
・
紙
布
の
資
料
を
確
認
し
て
い
る
。
今
後
は
日
本
海
沿
岸
部
か
ら
中
国
山
地
西
端
部
ま
で

含
め
た
山
口
県
及
び
近
隣
他
県
を
含
め
た
広
域
に
お
け
る
分
布
状
況
の
調
査
・
解
析
を
進

め
、
改
め
て
報
告
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。

〈
引
用
参
考
資
料
〉

石
原
啓
司　

二
〇
〇
〇
「
衣
・
食
・
住
」
川
上
村
史
編
集
委
員
会
編
『
川
上
村
史 

資
料

編
』
川
上
村
、
五
八
頁

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編　

一
九
九
九
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
愛

媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
、
四
六
頁

河
済
敏
子
・
古
城
良
子　

一
九
七
九
「
一　

衣
飾
」
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
編
『
弥

栄
峡
の
民
俗
』
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
、
五
七
頁

河
野
良
輔
・
石
原
啓
司　

一
九
七
〇
「
衣
」
山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
編
『
阿
武
川
の
民

俗
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
五
〇
頁

蔵
本
隆
博　

一
九
七
四
「
衣
と
生
活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査

報
告
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
四
頁

瀬
田
静
香　

一
九
九
一
「
鹿
野
の
民
俗
」
鹿
野
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
鹿
野
町
誌
』
鹿
野

町
、
九
四
四
〜
九
四
五
頁

田
中
克
己　

一
九
八
九
「
近
世
の
六
島
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
二
巻
』
萩

市
、
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁

田
中
助
一　

一
九
八
七
「
こ
ぼ
れ
話
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
三
巻
』
萩

市
、
三
八
二
頁

田
中
恒
一　

一
九
五
三
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
篠
生
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一

四
四
頁

田
万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
九
「
産
業
の
発
達
」『
田
万
川
町
史
』
田
万
川

町
、
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁

萩
高
等
学
校
社
会
部
編　

一
九
六
四
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
萩
高
等
学

校
社
会
部
、
九
〜
一
一
頁

波
多
放
彩　

一
九
六
四
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
川
上
村
公
民
館
、
二
八
九
頁

波
多
放
彩　

一
九
七
〇
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町
誌
』
阿
東
町
、
五
六
九
〜
五
七
〇
頁

福
永
義
晴　

二
〇
〇
〇
「
民
俗
調
査
」
阿
武
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
阿
武
町
史 

下
巻
』

阿
武
町
、
六
一
九
〜
六
二
〇
・
六
四
二
〜
六
四
三
頁

文
化
庁
編　

一
九
八
二
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
国
土
地
理
協
会
、
二
・
三
九
五

〜
三
九
六
・
四
〇
四
頁

堀
勇　

一
九
九
三
「
庶
民
の
生
活
」
須
佐
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
須
佐
町
誌
』
須
佐
町
、
七

六
八
〜
七
六
九
頁

御
薗
生
翁
甫　

一
九
七
四
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
七
八
七
〜
七
八
八
頁

　
『
田
万
川
町
史
』
に
よ
る
と
、
同
町
上
小
川
地
区
の
紙
漉
農
家
に
紬
用
和
紙
の
製
造
に
関

す
る
資
料
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
紬
用
和
紙
が
紙
布
の
材
料
と
し
て
漉
か
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
町
中
小
川
地
区
で
は
紙
布
の
工
場
生
産
を
試
み
た
記
録

が
あ
り
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
以
降
に
地
区
内
に
紬
織
工
場
を
建
設
し
、
楮
蒸
し
か

ら
紙
漉
、
製
糸
、
機
織
ま
で
を
行
い
紙
布
を
生
産
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
し

た
紙
布
の
利
用
価
値
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
倒
産
に
至
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
田

万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
「
産
業
の
発
展
」『
田
万
川
町
史
』
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁
）。
な

お
、
こ
の
紬
織
工
場
で
生
産
さ
れ
た
紙
布
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
関
連
資
料
を
見
出
せ
て
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
福
栄
村
佐
々
連
で
は
麻
と
紙
を
用

い
た
紙
コ
（
カ
ミ
コ
）
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
佐
々
連
は
周
辺

地
区
の
中
で
も
特
に
紙
漉
き
が
盛
ん
な
地
区
で
あ
っ
た
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」
『
阿
武
川

の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
な
お
、
佐
々
連
は
阿
武
川
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
水
没
し
た
地
区
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

玖
珂
郡
に
お
い
て
も
紙
布
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。『
錦
町
史
』
に
よ
る
と
紙
を
こ
よ
り
に

し
て
織
っ
た
も
の
が
あ
り
、
膝
丈
ま
で
の
短
い
着
物
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
紙
布
に
は

紙
と
麻
を
用
い
て
織
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
藩
政
時
代
に
は
出
奔
し
た
農
民
が
紙

布
の
コ
シ
ギ
リ
（
腰
丈
の
仕
事
着
）
を
所
有
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
宮
田
伊
都
美

「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

同
じ
く
玖
珂
郡
の
『
美
和
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
紙
を
紙
縒
り
に
し
て
織
っ
た
紙
布
ま
た
は

紙
子
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
紙
二
束
で
紙
つ
む
ぎ
一
反
を
織
っ
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊

津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』
二
五
五
頁
）。

　

ま
た
、『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
、
紙
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
あ
り
、
経
糸
に
麻
糸

ま
た
は
木
綿
糸
、
緯
糸
に
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
紙
を
用
い
て
紙
ツ
ヅ
リ
を

織
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
地
域
で
織
ら
れ
た
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
同
様
に
、
紙
を
緯
糸
と
す
る
場
合

※

松
尾　

優
平

ぼ　

ろ

宮
﨑
美
紀
子　

一
九
六
五
「
習
俗
」
三
宅
英
利
編
『
相
島
』
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土

部
、
七
四
頁

宮
田
伊
津
美　

一
九
八
五
「
農
民
の
生
活
」
美
和
町
編
『
美
和
町
史
』
美
和
町
、
二
五
五
頁

宮
田
伊
都
美　

一
九
八
八
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」
錦
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
錦
町
史
』

錦
町
、
二
三
九
〜
二
四
〇
頁

森
田
芳
輔　

一
九
五
九
「
衣
食
住
」
萩
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
誌
』
萩
市
役
所
、
五
五

二
頁

山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編　

一
九
二
四
「
風
俗
習
慣
」『
阿
武
郡
志
』
山
口
縣
阿
武
郡
教
育

會
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
二
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
四
巻 

前
山
代
宰
判
』
山
口
県
立
山

口
図
書
館
、
一
九
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
四
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
二
二
巻 

奥
阿
武
宰
判
』
山
口
県
立

山
口
図
書
館
、
九
九
・
一
一
四
・
一
三
六
・
一
六
七
・
三
六
五
頁

山
田
基
彦　

一
九
六
七
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究
報

告 

第
一
号
』
萩
市
郷
土
博
物
館
、
四
頁

※
ま
つ
お　

ゆ
う
へ
い　

萩
博
物
館
学
芸
員



（２）

山
口
県
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
分
布

　

萩
博
物
館
で
は
令
和
三
年
度
春
期
特
別
展
と
し
て
「
百
年
の
布
〜
美
し
き
襤
褸
の
世
界
〜
」

を
開
催
し
た
。
本
展
は
限
ら
れ
た
衣
料
を
最
大
限
に
活
用
す
る
技
術
な
ど
を
紹
介
し
、
地
域

に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
存
在
や
、
か
つ
て
の
衣
生
活
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
使
い
捨
て

が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
衣
生
活
を
見
直
す
機
会
の
創
出
を
目
的
と
し
た
。
な
お
、

本
展
題
名
の
「
百
年
の
布
」
は
、
織
り
上
げ
ら
れ
た
布
が
衣
服
に
仕
立
て
ら
れ
て
か
ら
雑
巾

や
お
し
め
な
ど
に
形
を
変
え
つ
つ
も
、
最
終
的
に
そ
の
役
目
を
終
え
る
ま
で
に
百
年
を
超
え

る
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

本
展
で
は
明
治
・
大
正
年
間
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
た
萩
及
び
近
隣
地
域
の
仕
事
着
を
主
要

な
資
料
と
し
た
。
木
綿
が
普
及
す
る
以
前
に
、
気
候
な
ど
の
自
然
環
境
に
応
じ
た
そ
の
土
地

毎
の
風
土
に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
仕
立

て
ら
れ
た
仕
事
着
に
地
域
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
衣
料
の
不
足
を

補
う
た
め
の
紡
織
技
術
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

　

以
前
よ
り
萩
地
域
で
は
古
木
綿
布
を
利
用
し
た
裂
織
、
和
紙
か
ら
作
ら
れ
る
紙
布
と
い
う

特
徴
的
な
衣
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
市
町
村
史
誌
や
民
俗
調
査
の
記
述
か
ら
萩

地
域
及
び
山
口
県
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
織
布
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
得
ら
れ
た
情
報
の

限
り
で
分
布
図
を
作
成
し
た
。
こ
の
分
布
図
に
は
、
前
述
の
特
別
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ

て
実
施
し
た
仕
事
着
資
料
の
調
査
結
果
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
当
館
が
収
蔵

す
る
裂
織
の
仕
事
着
と
そ
の
使
用
地
域
の
情
報
に
つ
い
て
付
加
し
報
告
す
る
。

　
一
　
裂
織

　

（
一
）
裂
織
の
概
要

　

裂
織
と
は
細
く
裂
い
た
古
布
に
縒
り
を
か
け
た
太
目
の
緯
糸
と
、
麻
や
木
綿
な
ど
の
経
糸

を
用
い
た
布
の
織
り
方
、
ま
た
そ
の
織
布
や
仕
立
て
ら
れ
た
仕
事
着
を
指
す
。『
佐
田
岬
半

島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
に
よ
れ
ば
、
裂
織
は
日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
た
が
、
特
に
日
本
海

側
沿
岸
部
に
集
中
し
て
お
り
、
木
綿
の
栽
培
に
適
さ
な
い
寒
冷
地
や
北
前
船
な
ど
に
よ
る
古

木
綿
布
の
流
通
が
あ
っ
た
地
域
で
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
編
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
四
六
頁
）。
一
般
的
に
裂
織
は
裂

い
た
布
を
織
糸
と
す
る
た
め
生
地
が
厚
く
、
耐
久
性
に
も
優
れ
て
お
り
、
海
行
き
・
山
行
き

の
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
か
ら
衣
生
活
に
係
わ
る
記
述
を
抜
き
出
す
と
、
木
綿
衣
料
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
県
下
全
域
に
多
く
み
ら
れ
、
仕
立
て
方
や
入
手
経
路
、
用
い
る
生

業
や
着
用
者
の
性
別
に
よ
る
形
態
の
違
い
に
至
る
ま
で
細
か
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

裂
織
に
係
わ
る
記
述
は
、
阿
武
郡
な
ど
の
一
部
地
域
に
の
み
み
ら
れ
、
県
下
全
域
へ
の
広
が

り
を
見
出
せ
な
い
。
そ
の
上
、
裂
織
の
用
途
や
形
態
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
記
述
は
極
め
て

少
な
い
。
阿
武
郡
に
お
い
て
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
分
布
す
る
理
由
と
し
て
は
、
山
口
県
の

瀬
戸
内
海
に
面
す
る
山
陽
側
が
木
綿
栽
培
の
普
及
地
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
海
に
面
す
る

山
陰
側
の
木
綿
栽
培
は
ご
く
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

萩
地
域
で
は
裂
織
の
仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
、
ま
た
は
ツ
ヅ
レ
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
呼

称
は
襤
褸
着
の
総
称
と
し
て
の
「
綴
れ
」
が
そ
の
ま
ま
衣
服
の
呼
称
と
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
襤
褸
着
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な

お
、『
萩
市
史　

第
三
巻
』
で
は
、
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
（
ツ
ヅ
リ
）
の
一
種
と
記
し
て
い
る

（
田
中
助
一
「
こ
ぼ
れ
話
」『
萩
市
史　

第
三
巻
』
三
八
二
頁
）。
ド
ン
ダ
は
漁
撈
や
農
耕
に

広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
仕
事
着
で
、
裂
織
と
は
異
な
る
製
法
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
着
古
し
た

普
段
着
に
接
ぎ
当
て
を
重
ね
て
刺
し
た
も
の
の
ほ
か
、
綿
入
れ
に
し
て
防
寒
着
と
し
て
用
い

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
の
一
種
と
し
て
い
る
の
は
「
綴
れ
」
が
襤
褸
の
着
物

全
般
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
二
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
裂
織

　
『
阿
武
郡
志
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
の
一
部
集
落
で
は
木
綿
の
衣
服
と
ツ
ヅ
リ
を
混
用
し

て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
ツ
ヅ
リ
は
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
、
経
糸
に
は
麻
糸
を
用
い
た
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
四
〜
一
七
五
頁
）。

　
『
萩
市
誌
』
で
は
、
ツ
ヅ
リ
を
既
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
特
殊
な
衣
服
と
し
て
記
し
て
い

る
。
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
用
い
た
仕
事
着
で
、
野
良
仕
事
や
山
仕
事
に
お
い
て
着
用
し
た

と
さ
れ
る
（
森
田
芳
輔
「
衣
食
住
」『
萩
市
誌
』
五
五
二
頁
）
。

　
『
阿
武
町
史 

下
巻
』
に
よ
れ
ば
、
沿
岸
部
の
農
業
集
落
で
あ
る
奈
古
地
区
筒
尾
で
、
大
正

年
間
に
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た
木
綿
布
、
経
糸
は
麻
糸
で
仕
立
て
た
と
い
う
（
福
永
義
晴
「
民
俗
調
査
」

『
阿
武
町
史 

下
巻
』
六
一
九
頁
）。
ま
た
、
漁
業
集
落
の
宇
田
地
区
元
浦
で
も
大
正
年
間
に

防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
元
浦
で
は
漁
網
に
用
い
る
麻
糸
の
生
産

も
行
わ
れ
て
お
り
、
ツ
ヅ
リ
の
経
糸
と
し
て
も
麻
糸
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲

書
、
六
四
二
〜
六
四
三
頁
）。

　

ま
た
、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
阿
武
町
宇
生
賀
の
民
俗
」
と
題
す
る
手
書
き
の
報
告
書
類

に
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
三
月
九
日
に
阿
武
町
の
宇
生
賀
地
区
三
和
で
行
っ
た
聞
き

取
り
調
査
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
衣
生
活
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
冬
場
の
仕
事
着
と
し

て
、
主
に
男
性
が
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
使
用
年
代
の
記
載
は
な
い
。
経
糸
は

麻
糸
、
緯
糸
に
木
綿
の
布
切
れ
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
に
よ
っ
て
は
「
自
作
で
あ
る
」、

「
購
入
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
」
と
食
い
違
っ
た
記
述
も
み
ら
れ
る
が
、
製
法
や
入
手
経

路
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
阿
武
郡
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
購
入
に
触

れ
ら
れ
た
記
述
は
こ
の
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

以
上
に
よ
る
と
、
阿
武
町
で
は
木
綿
の
衣
類
を
使
い
つ
つ
も
、
凡
そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で

は
ツ
ヅ
リ
も
仕
事
着
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裂
織
の
丈
夫
で

風
に
強
く
暖
か
い
と
い
う
利
点
を
活
か
し
て
、
主
に
冬
場
の
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い

る
。

　

昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
山
口
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
山
口
県
民
俗
資
料
緊
急

調
査
で
は
県
内
の
二
三
箇
所
が
選
定
さ
れ
、
そ
の
内
阿
武
郡
で
は
萩
市
大
井
土
井
、
阿
武
郡

須
佐
町
（
現
萩
市
）
須
佐
、
阿
武
郡
阿
東
町
嘉
年
の
三
箇
所
で
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
衣

生
活
に
係
わ
る
項
目
を
み
る
と
、
県
内
二
三
箇
所
の
調
査
地
の
中
で
裂
織
に
つ
い
て
確
認
で

き
る
の
は
萩
市
大
井
土
井
の
み
で
あ
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
襤
褸
布
を
裂
い
て
織
っ
た
も
の

を
ツ
ヅ
リ
と
呼
び
、
厚
く
て
丈
夫
で
あ
っ
た
た
め
木
樵
の
際
に
着
用
し
た
と
い
う
。
着
用
方

法
は
ジ
バ
ン
（
肌
着
）
や
ソ
ギ
と
呼
ば
れ
る
巻
袖
の
袷
の
上
に
、
ツ
ヅ
リ
を
重
ね
て
着
て
い

た
と
さ
れ
る
（
山
田
基
彦
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究

報
告　

第
一
号
』
四
頁
）。
萩
市
大
井
土
井
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
使
用
年
代
に
つ
い
て
記
録

は
な
い
。
ま
た
、
ツ
ヅ
リ
の
形
態
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
袖
付
き
の
袷
の
上
か
ら
着
用
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ソ
デ
ナ
シ
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

続
い
て
阿
武
郡
以
外
の
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
記
述
に
触
れ
た
い
。『
錦
町
史
』
に
よ
れ

ば
、
玖
珂
郡
錦
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
経
糸
は
麻
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊
都
美
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三

九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

ま
た
、
玖
珂
郡
美
和
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
昭
和
四

七
年
か
ら
翌
四
八
年
（
一
九
七
二
〜
一
九
七
三
）
に
民
俗
資
料
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お

り
、
同
町
北
部
で
裂
織
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
に
麻
糸
ま
た
は
木

綿
糸
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
蔵
本
隆
博
「
衣
と
生

活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
』
四
頁
）。
な
お
、
同
様
の

事
例
が
『
美
和
町
史
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
（
宮
田
伊
津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』

二
五
五
頁
）。

　

玖
珂
郡
美
和
町
で
は
そ
の
後
も
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
対
象
と
な
る
集
落
を
広
げ

て
第
二
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
と
な
る
『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
ツ
ヅ

レ
織
り
の
製
法
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
は
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
で
、
一
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
襤
褸
布
に
縒
り
を
か
け
ず
そ
の
ま
ま
緯
糸
と
し
て
織
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
当
地
で
は
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
、
山
着
の
ほ
か
、
帯
や
脚
絆
に
用
い
て
い
た

と
さ
れ
る
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
記

述
に
よ
り
山
口
県
内
で
は
阿
武
郡
の
ほ
か
、
玖
珂
郡
に
お
い
て
も
裂
織
が
仕
事
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

（
三
）
収
蔵
資
料
の
概
要

　

市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
り
阿
武
郡
に
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
裂
織
で
は

あ
る
が
残
存
す
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。
萩
博
物
館
が
収
蔵
し
て
い
る
裂
織
の
仕
事
着
は

三
点
の
み
で
あ
り
、
採
集
地
は
萩
市
相
島
と
阿
武
郡
福
栄
村
の
二
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。

萩
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
地
域
的
特
徴
を
示
す
に
は
資
料
数
が
乏
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は
資

料
の
採
集
地
・
材
質
・
形
態
・
用
途
に
つ
い
て
記
す
。

　

・
相
島
の
裂
織

　

相
島
は
萩
市
の
沖
合
北
西
約
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
島
で
あ
る
。『
萩
市
史　

第
二
巻
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
よ
り
畑
作
に
よ
る
農
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
採

貝
・
採
藻
な
ど
も
小
規
模
な
漁
業
も
営
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
田
中
克
己
「
近
世
の
六
島
」

『
萩
市
史　

第
二
巻
』
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁
）。
昭
和
に
お
い
て
も
畑
作
が
産
業
の
中

心
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
の
主
要
農
産
物
は
除
虫
菊
、
裸
麦
、
西
瓜
で
あ
っ
た
。
除
虫
菊

は
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
作
付
け
を
終
え
、
葉
煙
草
の
栽
培
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い

っ
た
。
こ
の
他
、
生
白
藷
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
や
夏
柑
（
ナ
ツ
ミ
カ
ン
）
な
ど
種
々
の
栽
培
が

な
さ
れ
て
い
た
（
萩
高
等
学
校
社
会
部
編
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
九
〜

一
一
頁
）。
し
か
し
、
綿
や
麻
な
ど
の
繊
維
植
物
の
栽
培
に
係
わ
る
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、

島
内
に
お
け
る
生
産
は
殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
相
島
の
裂
織
は
二
点
、
ど
ち
ら
と
も
上
衣
で
あ
る
。
相
島
で
は
裂
織
の

仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
ご
ろ
ま
で
着
用
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
阿
武
郡
に
お
け
る
裂
織
の
使
用
年
代
は
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
地
域
で
は
凡

そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
相
島
は
阿
武
郡
内
で

最
も
遅
く
ま
で
裂
織
を
着
用
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
土
域
に
比
べ
る

と
島
嶼
部
に
お
け
る
衣
料
調
達
が
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
で

き
る
。
島
民
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
嫁
入
り
の
際
に
裂
織
の
仕
事
着
を
仕
立
て
、
そ
の

ツ
ヅ
リ
を
繕
い
な
が
ら
生
涯
着
続
け
た
と
い
う
。
な
お
、
収
蔵
資
料
の
二
点
と
も
着
用
者
の

性
別
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

館
蔵
資
料
の
外
観
は
写
真
１
〜
２
の
と
お
り
。
材
質
・
形
態
・
寸
法
は
全
体
的
に
類
似
し

て
い
る
。
ど
ち
ら
も
経
糸
に
白
の
木
綿
糸
、
緯
糸
に
白
地
及
び
絣
な
ど
の
藍
染
の
木
綿
布
を

用
い
て
い
る
。
生
地
の
厚
さ
は
二
〜
三
ミ
リ
程
度
。
白
地
と
紺
地
の
裂
き
布
を
二
本
毎
交
互

に
織
り
込
ん
で
お
り
、
身
頃
に
細
か
な
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と

同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
掛
け
衿
、
袖
覆
輪
に
は
絣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
裾
に

覆
輪
は
な
く
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
木
綿
地
の
仕
舞
を
折
り
込
ん
で
縫
い
合
わ
せ
て
い

る
。
衿
か
ら
背
中
に
か
け
て
紺
地
の
木
綿
布
を
当
て
布
と
し
て
縫
い
付
け
て
い
る
。
使
用
痕

や
破
損
部
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
補
修
の
形
跡
も
な
い
た
め
当
該
資
料
二
点
は
と
も
に
長
期
間

に
渡
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
に
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土
部
が
相
島
で
実
施
し
た
聞

き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
相
島
に
は
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
雨
具
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
雨
具

の
ツ
ヅ
リ
は
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
厚
み
が
あ
り
、
生
地
に
水
が
滲
み
込
み
に
く
か
っ

た
と
い
う
（
宮
﨑
美
紀
子
「
習
俗
」『
相
島
』
七
四
頁
）。
収
蔵
資
料
の
二
点
と
は
形
態
が

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
ツ
ヅ
レ
に
は
裂
織
と
は
材
質
、
ま
た
は
仕
立
て
方
の
異
な
る
も
の

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
存
す
る
資
料
に
は
辿
り
着
い
て
い
な
い
。

　

・
福
栄
村
の
裂
織

　

阿
武
郡
福
栄
村
は
四
方
を
急
峻
な
山
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
平
坦
な
耕
地
が
限
ら
れ
た
た
め

傾
斜
地
を
耕
起
し
た
棚
田
が
多
数
み
ら
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡

福
栄
村
域
に
あ
た
る
福
井
下
村
・
福
井
上
村
・
紫
福
村
（
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
福
井
下

村
、
福
井
上
村
の
両
村
域
を
含
む
福
川
村
、
紫
福
村
が
合
併
し
福
栄
村
と
な
る
）
の
三
つ
の

村
で
は
米
・
麦
・
雑
穀
の
ほ
か
蔬
菜
・
葉
煙
草
、
楮
お
よ
び
和
紙
が
産
品
の
中
心
で
あ
っ
た
。

繊
維
原
料
と
し
て
は
麻
が
生
産
さ
れ
て
い
た
が
、
生
産
量
は
少
な
く
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
村
内
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
木
綿
商
や
綿
屋
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
福
栄
村
の
裂
織
は
一
点
で
、
資
料
名
は
ツ
ヅ
レ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

採
集
地
は
山
口
県
阿
武
郡
福
栄
村
大
字
福
井
と
あ
る
が
村
内
に
福
井
と
い
う
字
名
は
な
く
、

福
井
下
ま
た
は
福
井
上
の
ど
ち
ら
か
の
地
域
で
採
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
採
集
時

期
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
で
あ
る
が
、
当
該
資
料
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
て
い

た
か
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。
男
性
が
着
用
し
、
常
用
着
や
農
耕
用
の
作
業
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

材
質
は
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
紺
地
の
木
綿
布
で
あ
る
。
写
真
３
の
と
お
り
、
緯
糸
の

濃
淡
に
よ
っ
て
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
色
味
の
近
い
木
綿
布
を
用
い

て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と
同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
袖
及
び
衿
の
覆
輪
は
黒

地
木
綿
布
、
部
分
的
に
紫
色
の
木
綿
布
が
重
ね
て
あ
る
。
背
中
の
当
て
布
は
縫
い
付
け
て
い

な
い
。
袖
覆
輪
に
ほ
つ
れ
が
生
じ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
使
用
痕
は
少
な
い
。
腹
回
り
の
帯

の
擦
れ
跡
や
、
肩
部
・
背
部
の
使
用
痕
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
に
お
け
る
裂
織
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
裂
織
の
分
布
図
（
図
１
）
は
、
前
述
の
市
町
村
史
誌
な
ど
の
記
述
の

ほ
か
、
当
館
が
実
施
し
た
資
料
調
査
に
お
い
て
裂
織
の
仕
事
着
が
確
認
さ
れ
た
地
域
を
反
映

し
て
作
成
し
た
。
な
お
、
分
布
図
に
は
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
以
前
の
自
治
体
区
分
を

て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
川
上
村
誌
』（
昭
和
三
九
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ツ
ヅ
レ
は
「
綴

れ
織
」
を
指
す
呼
称
で
あ
っ
た
と
し
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
裂
い
た
古
布
で
仕
立
て
た
も

の
を
着
用
し
て
い
た
と
い
う
。
厚
手
で
丈
夫
な
布
地
が
山
仕
事
に
は
都
合
が
良
い
も
の
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
波
多
放
彩
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
二
八
九
頁
）。
な
お
、『
福

栄
村
史
』（
昭
和
四
一
年
刊
）、『
阿
東
町
誌
』（
昭
和
四
四
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が

み
ら
れ
る
が
、『
川
上
村
誌
』
と
筆
者
が
同
一
で
あ
り
、
衣
生
活
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同

様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
三
町
村
の
広
域
に
渡
り
同
一
の
衣
生
活
が
存
在
し
た
こ
と
は
考

え
に
く
く
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
。

　

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
（
両
村
と
も
現
萩
市
）
の
衣
生
活
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
三

年
か
ら
翌
四
四
年
（
一
九
六
八
〜
一
九
六
九
）
に
も
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阿
武
川
ダ
ム

建
設
に
伴
う
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸

時
代
は
ツ
ヅ
リ
を
冬
期
の
防
寒
着
と
し
て
用
い
て
お
り
、
緯
糸
は
襤
褸
布
、
経
糸
は
麻
糸
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」『
阿
武
川
の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
明
治
以
降
の

衣
服
に
は
ツ
ヅ
リ
の
記
載
は
な
く
、
い
つ
頃
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
確
認
で
き
ず
、
調

査
時
に
採
集
さ
れ
た
衣
服
の
中
に
も
裂
織
の
類
は
見
出
せ
な
い
。
な
お
、『
川
上
村
史 

資
料

編
』
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
石
原
啓
司
「
衣
・
食
・
住
」『
川
上
村
史 

資
料
編
』

五
八
頁
）。

　

阿
武
郡
阿
東
町
（
現
山
口
市
）
の
裂
織
に
つ
い
て
は
『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
に
記
述
が
み

ら
れ
る
。
村
誌
に
よ
れ
ば
、
綿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
家
々
で
ボ
ロ
を
綴
っ
て

着
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
田
中
恒
一
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
一
四
四

頁
）。
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
衣
服
で
あ
っ
た
か
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
襤
褸
布
を
綴
っ
て
仕
立
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
裂
織
で
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
で
き
る
。
篠
生
村
は
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の
合
併
に
よ
り
阿
東
町
と
な
っ

て
お
り
、
阿
武
郡
阿
東
町
の
一
部
で
は
少
な
く
と
も
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

用
い
て
い
る
。

　

山
口
県
下
で
新
た
に
確
認
で
き
た
裂
織
の
仕
事
着
は
山
口
市
立
小
郡
文
化
資
料
館
に
収
蔵

さ
れ
る
ソ
デ
ナ
シ
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。
吉
敷
郡
小
郡
町
（
現
山
口
市
）
周
辺
は
藩
政
時
代

に
お
け
る
県
内
有
数
の
綿
作
地
帯
で
あ
り
、
当
該
地
の
木
綿
は
「
小
郡
木
綿
」
と
称
さ
れ

た
。
こ
の
ソ
デ
ナ
シ
は
か
つ
て
吉
敷
郡
小
郡
町
で
着
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
大
規
模

な
木
綿
栽
培
地
帯
に
お
け
る
貴
重
な
裂
織
の
着
用
例
と
し
て
注
目
し
た
い
。

　

加
え
て
、
裂
織
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
る
裂
き

布
及
び
木
綿
糸
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
裂
き
布
は
絣
を
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た

も
の
で
、
木
綿
糸
は
濃
紺
と
浅
葱
の
二
種
類
あ
り
、
糸
の
太
さ
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
裂
き

布
と
木
綿
糸
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
状
に
丸
め
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
山
口
市
嘉
川
の

民
家
に
取
り
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
当
該
資
料
に
係
わ
る
情
報
は
採
集
地
の
み
の
た

め
、
凡
そ
の
年
代
や
ど
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
裂
織
の

緯
糸
・
経
糸
と
し
て
用
い
ら
れ
る
材
料
が
同
一
箇
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
判
断
し

難
い
が
、
前
述
の
と
お
り
吉
敷
郡
内
で
用
い
ら
れ
た
裂
織
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
山
口
市
嘉
川
周
辺
に
お
い
て
裂
織
の
使
用
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
紙
布

　

（
一
）
紙
布
の
概
要

　

紙
布
は
、
植
物
の
採
取
や
栽
培
に
よ
っ
て
衣
料
と
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
和
紙
の
副
次

的
な
利
用
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
織
布
で
あ
る
。
紙
の
上
下
両
端
に
余
白
を
残
し
、
連
続
す

る
コ
の
字
状
に
切
っ
た
紙
に
縒
り
を
か
け
る
こ
と
で
糸
状
に
加
工
し
た
も
の
を
材
料
と
し
て

生
産
さ
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
名
前
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
藩

政
時
代
に
は
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生

活
―
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
島
根
県
西
部
の
石
見
地
方
な
ど
で

用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。（
文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
二
頁
）。

石
見
地
方
は
石
州
半
紙
で
知
ら
れ
る
と
お
り
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紙
布
は

和
紙
の
生
産
地
域
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

一
般
に
麻
な
ど
の
植
物
を
繊
維
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
繊
維
質
を
傷
つ
け
な
い
よ
う

に
取
り
出
す
手
法
が
用
い
ら
れ
る
。
和
紙
原
料
の
楮
か
ら
繊
維
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
訳
で
は
な
く
、
四
国
地
方
な
ど
で
は
楮
の
繊
維
を
用
い
て
生
産
さ
れ
る
太
布
と
い
う
織
布

も
存
在
す
る
（
前
掲
書
、
二
頁
）。
繊
維
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
さ
ず
、
紙
を
漉
く
た
め
に
一

度
砕
い
た
繊
維
を
織
布
の
原
料
と
し
て
再
び
用
い
て
い
る
点
も
紙
布
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で

き
る
。

　

（
二
）『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
け
る
紙
布

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
藩
政
時
代
の
請
紙
制
度
に
よ
っ
て
半
紙
等
の
生
産
と

納
入
が
割
り
当
て
ら
れ
た
阿
武
郡
の
山
間
部
で
は
紙
漉
き
を
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
主
産

業
と
し
て
お
り
、
併
せ
て
農
民
は
漉
い
た
半
紙
を
用
い
て
紙
布
を
織
っ
て
い
た
こ
と
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
、
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
奥
阿
武
宰
判
彌
富
村
の
記
述
で

あ
る
。

　
「
一
產
業　

半
紙
漉
立
八
百
五
拾
九
丸
程

但
御
藏
入
紙
屋
軒
八
拾
軒
、
冬
春
百
日
の
間
板
立
ニ
乄
上
手
下
手
且
手
間
の
多
少
押
平
均

一
軒
一
船
漉
三
丸
半
の
掠
量
に
し
て
貮
百
八
拾
丸
位
、
右
之
内
上
納
紙
百
丸
位
、
外
ニ
諸

村
受
合
漉
百
貮
拾
丸
位
、
給
領
漉
立
凡
五
百
七
拾
九
丸
ほ
と
、
右
之
内
御
給
主
へ
上
納
紙

四
百
貮
拾
四
丸
程
、
殘
り
漉
延
凡
百
九
拾
五
丸
ほ
と
、
此
内
紙
布
着
料
軒
別
四
反
位
の
抨

に
し
て
家
數
四
百
貮
拾
五
軒
分
千
七
百
反
、
壹
反
ニ
付
貮
束
織
に
し
て
此
紙
丸
に
し
て
五

拾
六
丸
餘
、
地
下
役
座
其
外
遣
ひ
紙
障
子
紙
等
に
入
用
之
分
凡
貮
拾
丸
程
、
殘
り
百
拾
九

丸
醤
油
塩
油
其
外
品
替
の
爲
須
佐
へ
持
出
申
候
掠
量
ニ
御
座
候
事
」

　

彌
富
村
で
は
漉
い
た
紙
の
一
部
か
ら
、
一
軒
あ
た
り
四
反
と
し
て
、
村
内
四
二
五
軒
分
の

一
七
〇
〇
反
を
紙
布
着
料
と
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
布
一
反
に
つ
き
半
紙
二
束

（
一
束
＝
二
〇
〇
枚
）
を
要
す
る
と
し
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
紙
布
四
反
で
半
紙
一
六
〇
〇

枚
を
用
い
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
村
内
全
体
で
は
半
紙
五
拾
六
丸
（
一
丸
＝
六
〇
束
、
一
二

〇
〇
〇
枚
）
と
な
っ
た
と
あ
り
、
単
純
計
算
で
半
紙
六
七
二
〇
〇
〇
枚
が
紙
布
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

彌
富
村
の
ほ
か
、
奥
阿
武
宰
判
で
は
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
鈴
野
川
村
、
阿
武
郡
田

万
川
町
（
現
萩
市
）
域
に
あ
た
る
小
川
村
、
田
萬
村
に
紙
布
の
記
述
が
あ
り
、
紙
漉
が
行
わ

れ
て
い
た
両
町
の
山
間
部
一
帯
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

地
域
が
半
紙
を
衣
料
と
し
て
い
た
背
景
に
は
木
綿
な
ど
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
衣
料
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
の
庶
民
生
活
の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
、
鈴
野
川
村
の
風
俗
に
関
し
て
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

「
且
又
衣
類
は
寒
中
と
て
も
綿
入
な
と
着
候
者
は
鮮
く
、
紙
漉
業
營
候
ゆ
ゑ
紙
つ
む
き
を

織
て
常
の
衣
類
に
仕
り
居
申
候
邊
鄙
山
家
の
行
形
に
て
御
座
候
事
」

　

冬
場
で
も
綿
入
れ
の
衣
服
を
着
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
紙
漉
き
を
行
っ
て
い
た
地
域
に
お
け
る
衣
料
不
足
の
様
相
を
読
み
取
り
得
る
。
不
足
す

る
衣
料
を
補
う
た
め
の
織
布
と
し
て
、
当
地
の
産
品
で
あ
る
和
紙
（
半
紙
）
を
用
い
た
紙
布

が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
み
え
る
紙
布
の
記
述
は
奥
阿
武
宰
判
内
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
藩
領
内
の
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
の
中
で
、
前
山
代
宰
判
廣
瀬
村
に
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

　
「
一
諸
產
業
之
物
品
賣
捌
銀
高
之
事
（
中
略
）

　

但
諸
上
納
銀
（
中
略
）

　

同
貮
拾
七
貫
九
百
六
拾
五
匁

但
惣
人
數
貮
千
六
百
四
拾
三
人
、
上
中
下
三
段
仕
分
に
し
て
、
上
分
人
數
三
百
廿
人
老
幼

之
無
差
別
着
用
之
木
綿
凡
人
別
貮
反
宛
ニ
乄
六
百
四
拾
反
、
凡
反
別
拾
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫

六
百
目
、
中
分
人
數
四
百
五
拾
人
古
手
買
得
着
用
殘
紙
布
壹
反
宛
ニ
乄
四
百
五
拾
反
、
壹

反
に
付
十
匁
宛
ニ
乄
四
貫
五
百
目
、
古
手
四
拾
五
枚
買
得
代
銀
壹
枚
ニ
付
凡
拾
匁
宛
ニ
乄

四
貫
五
百
目
、
下
分
人
數
千
八
百
四
拾
三
人
、
凡
人
別
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫
三
百
六
拾
五
匁

共
ニ
以
上
右
之
辻
」

　

上
納
銀
に
当
た
る
記
述
の
中
に
紙
布
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
村
内
の

衣
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
方
へ
の
売
り
払
い
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
前
山
代
宰
判
の
中
で
も
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
廣
瀬
村
の
み
で

あ
り
、
紙
漉
き
の
盛
ん
で
あ
っ
た
奥
山
代
宰
判
、
徳
地
宰
判
に
属
し
た
他
の
村
落
の
記
述
に

は
、
紙
布
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
三
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
紙
布

　

前
述
し
た
よ
う
に
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
藩
政
時
代
に
奥
阿
武
宰
判
、
す
な
わ
ち
阿

武
郡
の
一
部
地
域
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
治
以

降
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
や
、
そ
の
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
に
み

え
る
記
述
を
抽
出
す
る
。

　
『
阿
武
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
奥
阿
武
地
方
で
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
材

質
が
硬
く
見
た
目
は
麻
布
に
似
て
お
り
「
木
を
よ
じ
り
、
い
ば
ら
を
押
し
の
け
る
」
よ
う
な

織
布
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
五
頁
）。

　
『
阿
東
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
、
経
糸
に
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
、

緯
糸
に
紙
縒
り
を
用
い
て
織
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
織
り
上
げ
た
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
こ

と
で
夏
冬
を
通
じ
て
使
い
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
（
波
多
放
彩
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町

誌
』
五
六
九
〜
五
七
〇
頁
）。

　
『
須
佐
町
誌
』
に
よ
る
と
、
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
の
は
耐
久
性
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
（
堀
勇
「
庶
民
の
生
活
」『
須
佐
町
誌
』
七
六
九
頁
）。『
須
佐
町
誌
』
に
お
け
る

そ
の
他
の
紙
布
に
関
す
る
記
述
は
前
述
の
『
阿
東
町
誌
』
を
引
用
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

も
縒
り
を
か
け
な
か
っ
た
と
い
う
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五

七
頁
）。

　

こ
の
ほ
か
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
玖
珂
郡
内
の
美
和
町
域
に
あ
た
る
秋
中

村
・
賀
見
畑
村
、
錦
町
域
に
あ
た
る
深
須
村
、
こ
の
ほ
か
本
郷
村
（
現
岩
国
市
）
に
お
い
て

ユ
キ
バ
カ
マ
（
雪
袴
）
と
呼
ば
れ
る
股
引
の
よ
う
な
下
衣
に
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る

（
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
七
八
七
〜
七
八
八
頁
）。

　

な
お
、『
鹿
野
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
都
濃
郡
鹿
野
町
（
現
周
南
市
）
で
は
藩
政
時
代
に
紙

布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
瀬
田
静
香
「
鹿
野
の
民
俗
」『
鹿
野

町
誌
』
九
四
四
〜
九
四
五
頁
）。『
鹿
野
町
誌
』
で
は
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
記
録
等
は
示
さ

れ
て
お
ら
ず
残
存
す
る
資
料
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
製
法
や
形
態
・
用
途
な
ど
鹿
野

町
に
お
け
る
紙
布
の
姿
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
図
（
図
２
）
を
、
前
章
と
同
様
に
市
町
村
史
誌
等
の
記

述
を
基
に
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ　

―
衣
生
活
―
』（
昭
和
五
七
年
刊
）
の
記
載
に
生
産
・
使

用
を
確
認
で
き
る
地
域
を
追
加
し
て
作
成
し
た
。
今
回
の
資
料
調
査
で
は
山
口
県
内
に
お
け

る
紙
布
に
類
す
る
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
武
蔵
野
美
術
大
学
民
俗
収
蔵
室
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
で
採
集
さ
れ
た
紙
布
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
当
該
二
村
を
分
布
地
域
と
し
て
追
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
史
料
や
市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
る
と
、
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
は
阿
武

郡
、
玖
珂
郡
な
ど
の
限
ら
れ
た
地
域
に
偏
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ

は
紙
布
が
紙
漉
き
と
い
う
産
業
に
依
拠
し
て
生
産
さ
れ
た
と
い
う
地
域
的
な
特
色
を
顕
著
に

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
紙
布
の
分
布
地
の
多
く
が
、
裂
織
の
分
布
地
と
重
複
し
て
い
る
こ
と

も
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
重
複
す
る
地
域
は
木
綿
栽
培
が
盛
ん
で
な
い
地
域
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
山
口
県
内
に
お
い
て
は
裂
織
・
紙
布
と
い
っ
た
織
布
が
木
綿
衣
料
の
不
足
す
る
地
域

で
織
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

三
　
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
裂
織
と
紙
布
に
の
み
言
及
し
て
い
る
が
、『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
そ
の
名
前

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
織
布
と
し
て
、
フ
ジ
の
蔓
を
繊
維
原
料
と
し
た
藤
布
が
あ
る
。
か
つ

て
は
山
口
県
内
で
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
布
で
あ
る
が
、
今
回
は
県
内
に
お
け
る
藤
布
に
係

わ
る
記
述
を
諸
資
料
か
ら
十
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
藤
布
の
ほ
か
、
ご
く
わ

ず
か
な
生
産
に
留
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
織
布
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
を
進
め
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
調
査
箇
所
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
調

査
に
よ
り
新
た
な
分
布
地
が
確
認
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭

和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
実
施
さ
れ
た
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
ほ
か
、
昭
和
四
九
か
ら
翌

五
〇
年
（
一
九
七
四
〜
一
九
七
五
）
に
も
山
口
県
教
育
委
員
会
が
山
口
県
緊
急
民
俗
文
化
財

分
布
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
書
で
あ
る
『
山
口
県
民
俗
地
図
』（
昭
和
五
一

年
刊
）
か
ら
は
裂
織
・
紙
布
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
当
該
調
査

の
調
査
票
の
内
容
を
基
に
、
そ
の
結
果
を
含
め
た
分
布
図
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
度
の
特
別
展
開
催
に
係
る
資
料
調
査
で
は
、
近
隣
の
島
根
県
・
広
島
県
に
裂

織
・
紙
布
の
資
料
を
確
認
し
て
い
る
。
今
後
は
日
本
海
沿
岸
部
か
ら
中
国
山
地
西
端
部
ま
で

含
め
た
山
口
県
及
び
近
隣
他
県
を
含
め
た
広
域
に
お
け
る
分
布
状
況
の
調
査
・
解
析
を
進

め
、
改
め
て
報
告
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。

〈
引
用
参
考
資
料
〉

石
原
啓
司　

二
〇
〇
〇
「
衣
・
食
・
住
」
川
上
村
史
編
集
委
員
会
編
『
川
上
村
史 

資
料

編
』
川
上
村
、
五
八
頁

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編　

一
九
九
九
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
愛

媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
、
四
六
頁

河
済
敏
子
・
古
城
良
子　

一
九
七
九
「
一　

衣
飾
」
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
編
『
弥

栄
峡
の
民
俗
』
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
、
五
七
頁

河
野
良
輔
・
石
原
啓
司　

一
九
七
〇
「
衣
」
山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
編
『
阿
武
川
の
民

俗
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
五
〇
頁

蔵
本
隆
博　

一
九
七
四
「
衣
と
生
活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査

報
告
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
四
頁

瀬
田
静
香　

一
九
九
一
「
鹿
野
の
民
俗
」
鹿
野
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
鹿
野
町
誌
』
鹿
野

町
、
九
四
四
〜
九
四
五
頁

田
中
克
己　

一
九
八
九
「
近
世
の
六
島
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
二
巻
』
萩

市
、
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁

田
中
助
一　

一
九
八
七
「
こ
ぼ
れ
話
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
三
巻
』
萩

市
、
三
八
二
頁

田
中
恒
一　

一
九
五
三
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
篠
生
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一

四
四
頁

田
万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
九
「
産
業
の
発
達
」『
田
万
川
町
史
』
田
万
川

町
、
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁

萩
高
等
学
校
社
会
部
編　

一
九
六
四
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
萩
高
等
学

校
社
会
部
、
九
〜
一
一
頁

波
多
放
彩　

一
九
六
四
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
川
上
村
公
民
館
、
二
八
九
頁

波
多
放
彩　

一
九
七
〇
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町
誌
』
阿
東
町
、
五
六
九
〜
五
七
〇
頁

福
永
義
晴　

二
〇
〇
〇
「
民
俗
調
査
」
阿
武
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
阿
武
町
史 

下
巻
』

阿
武
町
、
六
一
九
〜
六
二
〇
・
六
四
二
〜
六
四
三
頁

文
化
庁
編　

一
九
八
二
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
国
土
地
理
協
会
、
二
・
三
九
五

〜
三
九
六
・
四
〇
四
頁

堀
勇　

一
九
九
三
「
庶
民
の
生
活
」
須
佐
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
須
佐
町
誌
』
須
佐
町
、
七

六
八
〜
七
六
九
頁

御
薗
生
翁
甫　

一
九
七
四
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
七
八
七
〜
七
八
八
頁

　
『
田
万
川
町
史
』
に
よ
る
と
、
同
町
上
小
川
地
区
の
紙
漉
農
家
に
紬
用
和
紙
の
製
造
に
関

す
る
資
料
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
紬
用
和
紙
が
紙
布
の
材
料
と
し
て
漉
か
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
町
中
小
川
地
区
で
は
紙
布
の
工
場
生
産
を
試
み
た
記
録

が
あ
り
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
以
降
に
地
区
内
に
紬
織
工
場
を
建
設
し
、
楮
蒸
し
か

ら
紙
漉
、
製
糸
、
機
織
ま
で
を
行
い
紙
布
を
生
産
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
し

た
紙
布
の
利
用
価
値
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
倒
産
に
至
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
田

万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
「
産
業
の
発
展
」『
田
万
川
町
史
』
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁
）。
な

お
、
こ
の
紬
織
工
場
で
生
産
さ
れ
た
紙
布
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
関
連
資
料
を
見
出
せ
て
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
福
栄
村
佐
々
連
で
は
麻
と
紙
を
用

い
た
紙
コ
（
カ
ミ
コ
）
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
佐
々
連
は
周
辺

地
区
の
中
で
も
特
に
紙
漉
き
が
盛
ん
な
地
区
で
あ
っ
た
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」
『
阿
武
川

の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
な
お
、
佐
々
連
は
阿
武
川
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
水
没
し
た
地
区
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

玖
珂
郡
に
お
い
て
も
紙
布
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。『
錦
町
史
』
に
よ
る
と
紙
を
こ
よ
り
に

し
て
織
っ
た
も
の
が
あ
り
、
膝
丈
ま
で
の
短
い
着
物
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
紙
布
に
は

紙
と
麻
を
用
い
て
織
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
藩
政
時
代
に
は
出
奔
し
た
農
民
が
紙

布
の
コ
シ
ギ
リ
（
腰
丈
の
仕
事
着
）
を
所
有
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
宮
田
伊
都
美

「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

同
じ
く
玖
珂
郡
の
『
美
和
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
紙
を
紙
縒
り
に
し
て
織
っ
た
紙
布
ま
た
は

紙
子
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
紙
二
束
で
紙
つ
む
ぎ
一
反
を
織
っ
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊

津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』
二
五
五
頁
）。

　

ま
た
、『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
、
紙
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
あ
り
、
経
糸
に
麻
糸

ま
た
は
木
綿
糸
、
緯
糸
に
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
紙
を
用
い
て
紙
ツ
ヅ
リ
を

織
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
地
域
で
織
ら
れ
た
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
同
様
に
、
紙
を
緯
糸
と
す
る
場
合

宮
﨑
美
紀
子　

一
九
六
五
「
習
俗
」
三
宅
英
利
編
『
相
島
』
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土

部
、
七
四
頁

宮
田
伊
津
美　

一
九
八
五
「
農
民
の
生
活
」
美
和
町
編
『
美
和
町
史
』
美
和
町
、
二
五
五
頁

宮
田
伊
都
美　

一
九
八
八
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」
錦
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
錦
町
史
』

錦
町
、
二
三
九
〜
二
四
〇
頁

森
田
芳
輔　

一
九
五
九
「
衣
食
住
」
萩
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
誌
』
萩
市
役
所
、
五
五

二
頁

山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編　

一
九
二
四
「
風
俗
習
慣
」『
阿
武
郡
志
』
山
口
縣
阿
武
郡
教
育

會
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
二
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
四
巻 

前
山
代
宰
判
』
山
口
県
立
山

口
図
書
館
、
一
九
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
四
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
二
二
巻 

奥
阿
武
宰
判
』
山
口
県
立

山
口
図
書
館
、
九
九
・
一
一
四
・
一
三
六
・
一
六
七
・
三
六
五
頁

山
田
基
彦　

一
九
六
七
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究
報

告 

第
一
号
』
萩
市
郷
土
博
物
館
、
四
頁

※
ま
つ
お　

ゆ
う
へ
い　

萩
博
物
館
学
芸
員



（３）

山
口
県
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
分
布

　

萩
博
物
館
で
は
令
和
三
年
度
春
期
特
別
展
と
し
て
「
百
年
の
布
〜
美
し
き
襤
褸
の
世
界
〜
」

を
開
催
し
た
。
本
展
は
限
ら
れ
た
衣
料
を
最
大
限
に
活
用
す
る
技
術
な
ど
を
紹
介
し
、
地
域

に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
存
在
や
、
か
つ
て
の
衣
生
活
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
使
い
捨
て

が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
衣
生
活
を
見
直
す
機
会
の
創
出
を
目
的
と
し
た
。
な
お
、

本
展
題
名
の
「
百
年
の
布
」
は
、
織
り
上
げ
ら
れ
た
布
が
衣
服
に
仕
立
て
ら
れ
て
か
ら
雑
巾

や
お
し
め
な
ど
に
形
を
変
え
つ
つ
も
、
最
終
的
に
そ
の
役
目
を
終
え
る
ま
で
に
百
年
を
超
え

る
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

本
展
で
は
明
治
・
大
正
年
間
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
た
萩
及
び
近
隣
地
域
の
仕
事
着
を
主
要

な
資
料
と
し
た
。
木
綿
が
普
及
す
る
以
前
に
、
気
候
な
ど
の
自
然
環
境
に
応
じ
た
そ
の
土
地

毎
の
風
土
に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
仕
立

て
ら
れ
た
仕
事
着
に
地
域
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
衣
料
の
不
足
を

補
う
た
め
の
紡
織
技
術
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

　

以
前
よ
り
萩
地
域
で
は
古
木
綿
布
を
利
用
し
た
裂
織
、
和
紙
か
ら
作
ら
れ
る
紙
布
と
い
う

特
徴
的
な
衣
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
市
町
村
史
誌
や
民
俗
調
査
の
記
述
か
ら
萩

地
域
及
び
山
口
県
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
織
布
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
得
ら
れ
た
情
報
の

限
り
で
分
布
図
を
作
成
し
た
。
こ
の
分
布
図
に
は
、
前
述
の
特
別
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ

て
実
施
し
た
仕
事
着
資
料
の
調
査
結
果
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
当
館
が
収
蔵

す
る
裂
織
の
仕
事
着
と
そ
の
使
用
地
域
の
情
報
に
つ
い
て
付
加
し
報
告
す
る
。

　
一
　
裂
織

　

（
一
）
裂
織
の
概
要

　

裂
織
と
は
細
く
裂
い
た
古
布
に
縒
り
を
か
け
た
太
目
の
緯
糸
と
、
麻
や
木
綿
な
ど
の
経
糸

を
用
い
た
布
の
織
り
方
、
ま
た
そ
の
織
布
や
仕
立
て
ら
れ
た
仕
事
着
を
指
す
。『
佐
田
岬
半

島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
に
よ
れ
ば
、
裂
織
は
日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
た
が
、
特
に
日
本
海

側
沿
岸
部
に
集
中
し
て
お
り
、
木
綿
の
栽
培
に
適
さ
な
い
寒
冷
地
や
北
前
船
な
ど
に
よ
る
古

木
綿
布
の
流
通
が
あ
っ
た
地
域
で
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
編
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
四
六
頁
）。
一
般
的
に
裂
織
は
裂

い
た
布
を
織
糸
と
す
る
た
め
生
地
が
厚
く
、
耐
久
性
に
も
優
れ
て
お
り
、
海
行
き
・
山
行
き

の
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
か
ら
衣
生
活
に
係
わ
る
記
述
を
抜
き
出
す
と
、
木
綿
衣
料
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
県
下
全
域
に
多
く
み
ら
れ
、
仕
立
て
方
や
入
手
経
路
、
用
い
る
生

業
や
着
用
者
の
性
別
に
よ
る
形
態
の
違
い
に
至
る
ま
で
細
か
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

裂
織
に
係
わ
る
記
述
は
、
阿
武
郡
な
ど
の
一
部
地
域
に
の
み
み
ら
れ
、
県
下
全
域
へ
の
広
が

り
を
見
出
せ
な
い
。
そ
の
上
、
裂
織
の
用
途
や
形
態
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
記
述
は
極
め
て

少
な
い
。
阿
武
郡
に
お
い
て
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
分
布
す
る
理
由
と
し
て
は
、
山
口
県
の

瀬
戸
内
海
に
面
す
る
山
陽
側
が
木
綿
栽
培
の
普
及
地
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
海
に
面
す
る

山
陰
側
の
木
綿
栽
培
は
ご
く
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

萩
地
域
で
は
裂
織
の
仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
、
ま
た
は
ツ
ヅ
レ
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
呼

称
は
襤
褸
着
の
総
称
と
し
て
の
「
綴
れ
」
が
そ
の
ま
ま
衣
服
の
呼
称
と
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
襤
褸
着
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な

お
、『
萩
市
史　

第
三
巻
』
で
は
、
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
（
ツ
ヅ
リ
）
の
一
種
と
記
し
て
い
る

（
田
中
助
一
「
こ
ぼ
れ
話
」『
萩
市
史　

第
三
巻
』
三
八
二
頁
）。
ド
ン
ダ
は
漁
撈
や
農
耕
に

広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
仕
事
着
で
、
裂
織
と
は
異
な
る
製
法
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
着
古
し
た

普
段
着
に
接
ぎ
当
て
を
重
ね
て
刺
し
た
も
の
の
ほ
か
、
綿
入
れ
に
し
て
防
寒
着
と
し
て
用
い

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
の
一
種
と
し
て
い
る
の
は
「
綴
れ
」
が
襤
褸
の
着
物

全
般
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
二
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
裂
織

　
『
阿
武
郡
志
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
の
一
部
集
落
で
は
木
綿
の
衣
服
と
ツ
ヅ
リ
を
混
用
し

て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
ツ
ヅ
リ
は
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
、
経
糸
に
は
麻
糸
を
用
い
た
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
四
〜
一
七
五
頁
）。

　
『
萩
市
誌
』
で
は
、
ツ
ヅ
リ
を
既
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
特
殊
な
衣
服
と
し
て
記
し
て
い

る
。
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
用
い
た
仕
事
着
で
、
野
良
仕
事
や
山
仕
事
に
お
い
て
着
用
し
た

と
さ
れ
る
（
森
田
芳
輔
「
衣
食
住
」『
萩
市
誌
』
五
五
二
頁
）
。

　
『
阿
武
町
史 

下
巻
』
に
よ
れ
ば
、
沿
岸
部
の
農
業
集
落
で
あ
る
奈
古
地
区
筒
尾
で
、
大
正

年
間
に
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た
木
綿
布
、
経
糸
は
麻
糸
で
仕
立
て
た
と
い
う
（
福
永
義
晴
「
民
俗
調
査
」

『
阿
武
町
史 

下
巻
』
六
一
九
頁
）。
ま
た
、
漁
業
集
落
の
宇
田
地
区
元
浦
で
も
大
正
年
間
に

防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
元
浦
で
は
漁
網
に
用
い
る
麻
糸
の
生
産

も
行
わ
れ
て
お
り
、
ツ
ヅ
リ
の
経
糸
と
し
て
も
麻
糸
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲

書
、
六
四
二
〜
六
四
三
頁
）。

　

ま
た
、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
阿
武
町
宇
生
賀
の
民
俗
」
と
題
す
る
手
書
き
の
報
告
書
類

に
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
三
月
九
日
に
阿
武
町
の
宇
生
賀
地
区
三
和
で
行
っ
た
聞
き

取
り
調
査
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
衣
生
活
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
冬
場
の
仕
事
着
と
し

て
、
主
に
男
性
が
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
使
用
年
代
の
記
載
は
な
い
。
経
糸
は

麻
糸
、
緯
糸
に
木
綿
の
布
切
れ
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
に
よ
っ
て
は
「
自
作
で
あ
る
」、

「
購
入
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
」
と
食
い
違
っ
た
記
述
も
み
ら
れ
る
が
、
製
法
や
入
手
経

路
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
阿
武
郡
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
購
入
に
触

れ
ら
れ
た
記
述
は
こ
の
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

以
上
に
よ
る
と
、
阿
武
町
で
は
木
綿
の
衣
類
を
使
い
つ
つ
も
、
凡
そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で

は
ツ
ヅ
リ
も
仕
事
着
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裂
織
の
丈
夫
で

風
に
強
く
暖
か
い
と
い
う
利
点
を
活
か
し
て
、
主
に
冬
場
の
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い

る
。

　

昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
山
口
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
山
口
県
民
俗
資
料
緊
急

調
査
で
は
県
内
の
二
三
箇
所
が
選
定
さ
れ
、
そ
の
内
阿
武
郡
で
は
萩
市
大
井
土
井
、
阿
武
郡

須
佐
町
（
現
萩
市
）
須
佐
、
阿
武
郡
阿
東
町
嘉
年
の
三
箇
所
で
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
衣

生
活
に
係
わ
る
項
目
を
み
る
と
、
県
内
二
三
箇
所
の
調
査
地
の
中
で
裂
織
に
つ
い
て
確
認
で

き
る
の
は
萩
市
大
井
土
井
の
み
で
あ
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
襤
褸
布
を
裂
い
て
織
っ
た
も
の

を
ツ
ヅ
リ
と
呼
び
、
厚
く
て
丈
夫
で
あ
っ
た
た
め
木
樵
の
際
に
着
用
し
た
と
い
う
。
着
用
方

法
は
ジ
バ
ン
（
肌
着
）
や
ソ
ギ
と
呼
ば
れ
る
巻
袖
の
袷
の
上
に
、
ツ
ヅ
リ
を
重
ね
て
着
て
い

た
と
さ
れ
る
（
山
田
基
彦
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究

報
告　

第
一
号
』
四
頁
）。
萩
市
大
井
土
井
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
使
用
年
代
に
つ
い
て
記
録

は
な
い
。
ま
た
、
ツ
ヅ
リ
の
形
態
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
袖
付
き
の
袷
の
上
か
ら
着
用
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ソ
デ
ナ
シ
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

続
い
て
阿
武
郡
以
外
の
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
記
述
に
触
れ
た
い
。『
錦
町
史
』
に
よ
れ

ば
、
玖
珂
郡
錦
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
経
糸
は
麻
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊
都
美
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三

九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

ま
た
、
玖
珂
郡
美
和
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
昭
和
四

七
年
か
ら
翌
四
八
年
（
一
九
七
二
〜
一
九
七
三
）
に
民
俗
資
料
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お

り
、
同
町
北
部
で
裂
織
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
に
麻
糸
ま
た
は
木

綿
糸
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
蔵
本
隆
博
「
衣
と
生

活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
』
四
頁
）。
な
お
、
同
様
の

事
例
が
『
美
和
町
史
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
（
宮
田
伊
津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』

二
五
五
頁
）。

　

玖
珂
郡
美
和
町
で
は
そ
の
後
も
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
対
象
と
な
る
集
落
を
広
げ

て
第
二
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
と
な
る
『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
ツ
ヅ

レ
織
り
の
製
法
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
は
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
で
、
一
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
襤
褸
布
に
縒
り
を
か
け
ず
そ
の
ま
ま
緯
糸
と
し
て
織
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
当
地
で
は
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
、
山
着
の
ほ
か
、
帯
や
脚
絆
に
用
い
て
い
た

と
さ
れ
る
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
記

述
に
よ
り
山
口
県
内
で
は
阿
武
郡
の
ほ
か
、
玖
珂
郡
に
お
い
て
も
裂
織
が
仕
事
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

（
三
）
収
蔵
資
料
の
概
要

　

市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
り
阿
武
郡
に
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
裂
織
で
は

あ
る
が
残
存
す
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。
萩
博
物
館
が
収
蔵
し
て
い
る
裂
織
の
仕
事
着
は

三
点
の
み
で
あ
り
、
採
集
地
は
萩
市
相
島
と
阿
武
郡
福
栄
村
の
二
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。

萩
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
地
域
的
特
徴
を
示
す
に
は
資
料
数
が
乏
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は
資

料
の
採
集
地
・
材
質
・
形
態
・
用
途
に
つ
い
て
記
す
。

　

・
相
島
の
裂
織

　

相
島
は
萩
市
の
沖
合
北
西
約
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
島
で
あ
る
。『
萩
市
史　

第
二
巻
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
よ
り
畑
作
に
よ
る
農
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
採

貝
・
採
藻
な
ど
も
小
規
模
な
漁
業
も
営
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
田
中
克
己
「
近
世
の
六
島
」

『
萩
市
史　

第
二
巻
』
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁
）。
昭
和
に
お
い
て
も
畑
作
が
産
業
の
中

心
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
の
主
要
農
産
物
は
除
虫
菊
、
裸
麦
、
西
瓜
で
あ
っ
た
。
除
虫
菊

は
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
作
付
け
を
終
え
、
葉
煙
草
の
栽
培
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い

っ
た
。
こ
の
他
、
生
白
藷
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
や
夏
柑
（
ナ
ツ
ミ
カ
ン
）
な
ど
種
々
の
栽
培
が

な
さ
れ
て
い
た
（
萩
高
等
学
校
社
会
部
編
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
九
〜

一
一
頁
）。
し
か
し
、
綿
や
麻
な
ど
の
繊
維
植
物
の
栽
培
に
係
わ
る
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、

島
内
に
お
け
る
生
産
は
殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
相
島
の
裂
織
は
二
点
、
ど
ち
ら
と
も
上
衣
で
あ
る
。
相
島
で
は
裂
織
の

仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
ご
ろ
ま
で
着
用
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
阿
武
郡
に
お
け
る
裂
織
の
使
用
年
代
は
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
地
域
で
は
凡

そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
相
島
は
阿
武
郡
内
で

最
も
遅
く
ま
で
裂
織
を
着
用
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
土
域
に
比
べ
る

と
島
嶼
部
に
お
け
る
衣
料
調
達
が
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
で

き
る
。
島
民
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
嫁
入
り
の
際
に
裂
織
の
仕
事
着
を
仕
立
て
、
そ
の

ツ
ヅ
リ
を
繕
い
な
が
ら
生
涯
着
続
け
た
と
い
う
。
な
お
、
収
蔵
資
料
の
二
点
と
も
着
用
者
の

性
別
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

館
蔵
資
料
の
外
観
は
写
真
１
〜
２
の
と
お
り
。
材
質
・
形
態
・
寸
法
は
全
体
的
に
類
似
し

て
い
る
。
ど
ち
ら
も
経
糸
に
白
の
木
綿
糸
、
緯
糸
に
白
地
及
び
絣
な
ど
の
藍
染
の
木
綿
布
を

用
い
て
い
る
。
生
地
の
厚
さ
は
二
〜
三
ミ
リ
程
度
。
白
地
と
紺
地
の
裂
き
布
を
二
本
毎
交
互

に
織
り
込
ん
で
お
り
、
身
頃
に
細
か
な
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と

同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
掛
け
衿
、
袖
覆
輪
に
は
絣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
裾
に

覆
輪
は
な
く
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
木
綿
地
の
仕
舞
を
折
り
込
ん
で
縫
い
合
わ
せ
て
い

る
。
衿
か
ら
背
中
に
か
け
て
紺
地
の
木
綿
布
を
当
て
布
と
し
て
縫
い
付
け
て
い
る
。
使
用
痕

や
破
損
部
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
補
修
の
形
跡
も
な
い
た
め
当
該
資
料
二
点
は
と
も
に
長
期
間

に
渡
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
に
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土
部
が
相
島
で
実
施
し
た
聞

き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
相
島
に
は
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
雨
具
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
雨
具

の
ツ
ヅ
リ
は
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
厚
み
が
あ
り
、
生
地
に
水
が
滲
み
込
み
に
く
か
っ

た
と
い
う
（
宮
﨑
美
紀
子
「
習
俗
」『
相
島
』
七
四
頁
）。
収
蔵
資
料
の
二
点
と
は
形
態
が

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
ツ
ヅ
レ
に
は
裂
織
と
は
材
質
、
ま
た
は
仕
立
て
方
の
異
な
る
も
の

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
存
す
る
資
料
に
は
辿
り
着
い
て
い
な
い
。

　

・
福
栄
村
の
裂
織

　

阿
武
郡
福
栄
村
は
四
方
を
急
峻
な
山
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
平
坦
な
耕
地
が
限
ら
れ
た
た
め

傾
斜
地
を
耕
起
し
た
棚
田
が
多
数
み
ら
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡

福
栄
村
域
に
あ
た
る
福
井
下
村
・
福
井
上
村
・
紫
福
村
（
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
福
井
下

村
、
福
井
上
村
の
両
村
域
を
含
む
福
川
村
、
紫
福
村
が
合
併
し
福
栄
村
と
な
る
）
の
三
つ
の

村
で
は
米
・
麦
・
雑
穀
の
ほ
か
蔬
菜
・
葉
煙
草
、
楮
お
よ
び
和
紙
が
産
品
の
中
心
で
あ
っ
た
。

繊
維
原
料
と
し
て
は
麻
が
生
産
さ
れ
て
い
た
が
、
生
産
量
は
少
な
く
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
村
内
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
木
綿
商
や
綿
屋
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
福
栄
村
の
裂
織
は
一
点
で
、
資
料
名
は
ツ
ヅ
レ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

採
集
地
は
山
口
県
阿
武
郡
福
栄
村
大
字
福
井
と
あ
る
が
村
内
に
福
井
と
い
う
字
名
は
な
く
、

福
井
下
ま
た
は
福
井
上
の
ど
ち
ら
か
の
地
域
で
採
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
採
集
時

期
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
で
あ
る
が
、
当
該
資
料
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
て
い

た
か
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。
男
性
が
着
用
し
、
常
用
着
や
農
耕
用
の
作
業
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

材
質
は
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
紺
地
の
木
綿
布
で
あ
る
。
写
真
３
の
と
お
り
、
緯
糸
の

濃
淡
に
よ
っ
て
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
色
味
の
近
い
木
綿
布
を
用
い

て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と
同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
袖
及
び
衿
の
覆
輪
は
黒

地
木
綿
布
、
部
分
的
に
紫
色
の
木
綿
布
が
重
ね
て
あ
る
。
背
中
の
当
て
布
は
縫
い
付
け
て
い

な
い
。
袖
覆
輪
に
ほ
つ
れ
が
生
じ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
使
用
痕
は
少
な
い
。
腹
回
り
の
帯

の
擦
れ
跡
や
、
肩
部
・
背
部
の
使
用
痕
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
に
お
け
る
裂
織
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
裂
織
の
分
布
図
（
図
１
）
は
、
前
述
の
市
町
村
史
誌
な
ど
の
記
述
の

ほ
か
、
当
館
が
実
施
し
た
資
料
調
査
に
お
い
て
裂
織
の
仕
事
着
が
確
認
さ
れ
た
地
域
を
反
映

し
て
作
成
し
た
。
な
お
、
分
布
図
に
は
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
以
前
の
自
治
体
区
分
を

て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
川
上
村
誌
』（
昭
和
三
九
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ツ
ヅ
レ
は
「
綴

れ
織
」
を
指
す
呼
称
で
あ
っ
た
と
し
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
裂
い
た
古
布
で
仕
立
て
た
も

の
を
着
用
し
て
い
た
と
い
う
。
厚
手
で
丈
夫
な
布
地
が
山
仕
事
に
は
都
合
が
良
い
も
の
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
波
多
放
彩
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
二
八
九
頁
）。
な
お
、『
福

栄
村
史
』（
昭
和
四
一
年
刊
）、『
阿
東
町
誌
』（
昭
和
四
四
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が

み
ら
れ
る
が
、『
川
上
村
誌
』
と
筆
者
が
同
一
で
あ
り
、
衣
生
活
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同

様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
三
町
村
の
広
域
に
渡
り
同
一
の
衣
生
活
が
存
在
し
た
こ
と
は
考

え
に
く
く
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
。

　

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
（
両
村
と
も
現
萩
市
）
の
衣
生
活
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
三

年
か
ら
翌
四
四
年
（
一
九
六
八
〜
一
九
六
九
）
に
も
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阿
武
川
ダ
ム

建
設
に
伴
う
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸

時
代
は
ツ
ヅ
リ
を
冬
期
の
防
寒
着
と
し
て
用
い
て
お
り
、
緯
糸
は
襤
褸
布
、
経
糸
は
麻
糸
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」『
阿
武
川
の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
明
治
以
降
の

衣
服
に
は
ツ
ヅ
リ
の
記
載
は
な
く
、
い
つ
頃
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
確
認
で
き
ず
、
調

査
時
に
採
集
さ
れ
た
衣
服
の
中
に
も
裂
織
の
類
は
見
出
せ
な
い
。
な
お
、『
川
上
村
史 

資
料

編
』
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
石
原
啓
司
「
衣
・
食
・
住
」『
川
上
村
史 

資
料
編
』

五
八
頁
）。

　

阿
武
郡
阿
東
町
（
現
山
口
市
）
の
裂
織
に
つ
い
て
は
『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
に
記
述
が
み

ら
れ
る
。
村
誌
に
よ
れ
ば
、
綿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
家
々
で
ボ
ロ
を
綴
っ
て

着
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
田
中
恒
一
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
一
四
四

頁
）。
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
衣
服
で
あ
っ
た
か
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
襤
褸
布
を
綴
っ
て
仕
立
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
裂
織
で
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
で
き
る
。
篠
生
村
は
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の
合
併
に
よ
り
阿
東
町
と
な
っ

て
お
り
、
阿
武
郡
阿
東
町
の
一
部
で
は
少
な
く
と
も
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

用
い
て
い
る
。

　

山
口
県
下
で
新
た
に
確
認
で
き
た
裂
織
の
仕
事
着
は
山
口
市
立
小
郡
文
化
資
料
館
に
収
蔵

さ
れ
る
ソ
デ
ナ
シ
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。
吉
敷
郡
小
郡
町
（
現
山
口
市
）
周
辺
は
藩
政
時
代

に
お
け
る
県
内
有
数
の
綿
作
地
帯
で
あ
り
、
当
該
地
の
木
綿
は
「
小
郡
木
綿
」
と
称
さ
れ

た
。
こ
の
ソ
デ
ナ
シ
は
か
つ
て
吉
敷
郡
小
郡
町
で
着
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
大
規
模

な
木
綿
栽
培
地
帯
に
お
け
る
貴
重
な
裂
織
の
着
用
例
と
し
て
注
目
し
た
い
。

　

加
え
て
、
裂
織
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
る
裂
き

布
及
び
木
綿
糸
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
裂
き
布
は
絣
を
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た

も
の
で
、
木
綿
糸
は
濃
紺
と
浅
葱
の
二
種
類
あ
り
、
糸
の
太
さ
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
裂
き

布
と
木
綿
糸
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
状
に
丸
め
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
山
口
市
嘉
川
の

民
家
に
取
り
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
当
該
資
料
に
係
わ
る
情
報
は
採
集
地
の
み
の
た

め
、
凡
そ
の
年
代
や
ど
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
裂
織
の

緯
糸
・
経
糸
と
し
て
用
い
ら
れ
る
材
料
が
同
一
箇
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
判
断
し

難
い
が
、
前
述
の
と
お
り
吉
敷
郡
内
で
用
い
ら
れ
た
裂
織
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
山
口
市
嘉
川
周
辺
に
お
い
て
裂
織
の
使
用
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
紙
布

　

（
一
）
紙
布
の
概
要

　

紙
布
は
、
植
物
の
採
取
や
栽
培
に
よ
っ
て
衣
料
と
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
和
紙
の
副
次

的
な
利
用
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
織
布
で
あ
る
。
紙
の
上
下
両
端
に
余
白
を
残
し
、
連
続
す

る
コ
の
字
状
に
切
っ
た
紙
に
縒
り
を
か
け
る
こ
と
で
糸
状
に
加
工
し
た
も
の
を
材
料
と
し
て

生
産
さ
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
名
前
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
藩

政
時
代
に
は
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生

活
―
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
島
根
県
西
部
の
石
見
地
方
な
ど
で

用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。（
文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
二
頁
）。

石
見
地
方
は
石
州
半
紙
で
知
ら
れ
る
と
お
り
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紙
布
は

和
紙
の
生
産
地
域
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

一
般
に
麻
な
ど
の
植
物
を
繊
維
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
繊
維
質
を
傷
つ
け
な
い
よ
う

に
取
り
出
す
手
法
が
用
い
ら
れ
る
。
和
紙
原
料
の
楮
か
ら
繊
維
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
訳
で
は
な
く
、
四
国
地
方
な
ど
で
は
楮
の
繊
維
を
用
い
て
生
産
さ
れ
る
太
布
と
い
う
織
布

も
存
在
す
る
（
前
掲
書
、
二
頁
）。
繊
維
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
さ
ず
、
紙
を
漉
く
た
め
に
一

度
砕
い
た
繊
維
を
織
布
の
原
料
と
し
て
再
び
用
い
て
い
る
点
も
紙
布
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で

き
る
。

　

（
二
）『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
け
る
紙
布

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
藩
政
時
代
の
請
紙
制
度
に
よ
っ
て
半
紙
等
の
生
産
と

納
入
が
割
り
当
て
ら
れ
た
阿
武
郡
の
山
間
部
で
は
紙
漉
き
を
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
主
産

業
と
し
て
お
り
、
併
せ
て
農
民
は
漉
い
た
半
紙
を
用
い
て
紙
布
を
織
っ
て
い
た
こ
と
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
、
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
奥
阿
武
宰
判
彌
富
村
の
記
述
で

あ
る
。

　
「
一
產
業　

半
紙
漉
立
八
百
五
拾
九
丸
程

但
御
藏
入
紙
屋
軒
八
拾
軒
、
冬
春
百
日
の
間
板
立
ニ
乄
上
手
下
手
且
手
間
の
多
少
押
平
均

一
軒
一
船
漉
三
丸
半
の
掠
量
に
し
て
貮
百
八
拾
丸
位
、
右
之
内
上
納
紙
百
丸
位
、
外
ニ
諸

村
受
合
漉
百
貮
拾
丸
位
、
給
領
漉
立
凡
五
百
七
拾
九
丸
ほ
と
、
右
之
内
御
給
主
へ
上
納
紙

四
百
貮
拾
四
丸
程
、
殘
り
漉
延
凡
百
九
拾
五
丸
ほ
と
、
此
内
紙
布
着
料
軒
別
四
反
位
の
抨

に
し
て
家
數
四
百
貮
拾
五
軒
分
千
七
百
反
、
壹
反
ニ
付
貮
束
織
に
し
て
此
紙
丸
に
し
て
五

拾
六
丸
餘
、
地
下
役
座
其
外
遣
ひ
紙
障
子
紙
等
に
入
用
之
分
凡
貮
拾
丸
程
、
殘
り
百
拾
九

丸
醤
油
塩
油
其
外
品
替
の
爲
須
佐
へ
持
出
申
候
掠
量
ニ
御
座
候
事
」

　

彌
富
村
で
は
漉
い
た
紙
の
一
部
か
ら
、
一
軒
あ
た
り
四
反
と
し
て
、
村
内
四
二
五
軒
分
の

一
七
〇
〇
反
を
紙
布
着
料
と
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
布
一
反
に
つ
き
半
紙
二
束

（
一
束
＝
二
〇
〇
枚
）
を
要
す
る
と
し
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
紙
布
四
反
で
半
紙
一
六
〇
〇

枚
を
用
い
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
村
内
全
体
で
は
半
紙
五
拾
六
丸
（
一
丸
＝
六
〇
束
、
一
二

〇
〇
〇
枚
）
と
な
っ
た
と
あ
り
、
単
純
計
算
で
半
紙
六
七
二
〇
〇
〇
枚
が
紙
布
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

彌
富
村
の
ほ
か
、
奥
阿
武
宰
判
で
は
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
鈴
野
川
村
、
阿
武
郡
田

万
川
町
（
現
萩
市
）
域
に
あ
た
る
小
川
村
、
田
萬
村
に
紙
布
の
記
述
が
あ
り
、
紙
漉
が
行
わ

れ
て
い
た
両
町
の
山
間
部
一
帯
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

地
域
が
半
紙
を
衣
料
と
し
て
い
た
背
景
に
は
木
綿
な
ど
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
衣
料
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
の
庶
民
生
活
の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
、
鈴
野
川
村
の
風
俗
に
関
し
て
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

「
且
又
衣
類
は
寒
中
と
て
も
綿
入
な
と
着
候
者
は
鮮
く
、
紙
漉
業
營
候
ゆ
ゑ
紙
つ
む
き
を

織
て
常
の
衣
類
に
仕
り
居
申
候
邊
鄙
山
家
の
行
形
に
て
御
座
候
事
」

　

冬
場
で
も
綿
入
れ
の
衣
服
を
着
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
紙
漉
き
を
行
っ
て
い
た
地
域
に
お
け
る
衣
料
不
足
の
様
相
を
読
み
取
り
得
る
。
不
足
す

る
衣
料
を
補
う
た
め
の
織
布
と
し
て
、
当
地
の
産
品
で
あ
る
和
紙
（
半
紙
）
を
用
い
た
紙
布

が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
み
え
る
紙
布
の
記
述
は
奥
阿
武
宰
判
内
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
藩
領
内
の
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
の
中
で
、
前
山
代
宰
判
廣
瀬
村
に
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

　
「
一
諸
產
業
之
物
品
賣
捌
銀
高
之
事
（
中
略
）

　

但
諸
上
納
銀
（
中
略
）

　

同
貮
拾
七
貫
九
百
六
拾
五
匁

但
惣
人
數
貮
千
六
百
四
拾
三
人
、
上
中
下
三
段
仕
分
に
し
て
、
上
分
人
數
三
百
廿
人
老
幼

之
無
差
別
着
用
之
木
綿
凡
人
別
貮
反
宛
ニ
乄
六
百
四
拾
反
、
凡
反
別
拾
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫

六
百
目
、
中
分
人
數
四
百
五
拾
人
古
手
買
得
着
用
殘
紙
布
壹
反
宛
ニ
乄
四
百
五
拾
反
、
壹

反
に
付
十
匁
宛
ニ
乄
四
貫
五
百
目
、
古
手
四
拾
五
枚
買
得
代
銀
壹
枚
ニ
付
凡
拾
匁
宛
ニ
乄

四
貫
五
百
目
、
下
分
人
數
千
八
百
四
拾
三
人
、
凡
人
別
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫
三
百
六
拾
五
匁

共
ニ
以
上
右
之
辻
」

　

上
納
銀
に
当
た
る
記
述
の
中
に
紙
布
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
村
内
の

衣
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
方
へ
の
売
り
払
い
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
前
山
代
宰
判
の
中
で
も
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
廣
瀬
村
の
み
で

あ
り
、
紙
漉
き
の
盛
ん
で
あ
っ
た
奥
山
代
宰
判
、
徳
地
宰
判
に
属
し
た
他
の
村
落
の
記
述
に

は
、
紙
布
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
三
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
紙
布

　

前
述
し
た
よ
う
に
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
藩
政
時
代
に
奥
阿
武
宰
判
、
す
な
わ
ち
阿

武
郡
の
一
部
地
域
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
治
以

降
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
や
、
そ
の
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
に
み

え
る
記
述
を
抽
出
す
る
。

　
『
阿
武
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
奥
阿
武
地
方
で
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
材

質
が
硬
く
見
た
目
は
麻
布
に
似
て
お
り
「
木
を
よ
じ
り
、
い
ば
ら
を
押
し
の
け
る
」
よ
う
な

織
布
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
五
頁
）。

　
『
阿
東
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
、
経
糸
に
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
、

緯
糸
に
紙
縒
り
を
用
い
て
織
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
織
り
上
げ
た
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
こ

と
で
夏
冬
を
通
じ
て
使
い
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
（
波
多
放
彩
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町

誌
』
五
六
九
〜
五
七
〇
頁
）。

　
『
須
佐
町
誌
』
に
よ
る
と
、
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
の
は
耐
久
性
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
（
堀
勇
「
庶
民
の
生
活
」『
須
佐
町
誌
』
七
六
九
頁
）。『
須
佐
町
誌
』
に
お
け
る

そ
の
他
の
紙
布
に
関
す
る
記
述
は
前
述
の
『
阿
東
町
誌
』
を
引
用
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

も
縒
り
を
か
け
な
か
っ
た
と
い
う
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五

七
頁
）。

　

こ
の
ほ
か
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
玖
珂
郡
内
の
美
和
町
域
に
あ
た
る
秋
中

村
・
賀
見
畑
村
、
錦
町
域
に
あ
た
る
深
須
村
、
こ
の
ほ
か
本
郷
村
（
現
岩
国
市
）
に
お
い
て

ユ
キ
バ
カ
マ
（
雪
袴
）
と
呼
ば
れ
る
股
引
の
よ
う
な
下
衣
に
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る

（
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
七
八
七
〜
七
八
八
頁
）。

　

な
お
、『
鹿
野
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
都
濃
郡
鹿
野
町
（
現
周
南
市
）
で
は
藩
政
時
代
に
紙

布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
瀬
田
静
香
「
鹿
野
の
民
俗
」『
鹿
野

町
誌
』
九
四
四
〜
九
四
五
頁
）。『
鹿
野
町
誌
』
で
は
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
記
録
等
は
示
さ

れ
て
お
ら
ず
残
存
す
る
資
料
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
製
法
や
形
態
・
用
途
な
ど
鹿
野

町
に
お
け
る
紙
布
の
姿
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
図
（
図
２
）
を
、
前
章
と
同
様
に
市
町
村
史
誌
等
の
記

述
を
基
に
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ　

―
衣
生
活
―
』（
昭
和
五
七
年
刊
）
の
記
載
に
生
産
・
使

用
を
確
認
で
き
る
地
域
を
追
加
し
て
作
成
し
た
。
今
回
の
資
料
調
査
で
は
山
口
県
内
に
お
け

る
紙
布
に
類
す
る
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
武
蔵
野
美
術
大
学
民
俗
収
蔵
室
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
で
採
集
さ
れ
た
紙
布
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
当
該
二
村
を
分
布
地
域
と
し
て
追
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
史
料
や
市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
る
と
、
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
は
阿
武

郡
、
玖
珂
郡
な
ど
の
限
ら
れ
た
地
域
に
偏
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ

は
紙
布
が
紙
漉
き
と
い
う
産
業
に
依
拠
し
て
生
産
さ
れ
た
と
い
う
地
域
的
な
特
色
を
顕
著
に

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
紙
布
の
分
布
地
の
多
く
が
、
裂
織
の
分
布
地
と
重
複
し
て
い
る
こ
と

も
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
重
複
す
る
地
域
は
木
綿
栽
培
が
盛
ん
で
な
い
地
域
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
山
口
県
内
に
お
い
て
は
裂
織
・
紙
布
と
い
っ
た
織
布
が
木
綿
衣
料
の
不
足
す
る
地
域

で
織
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

三
　
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
裂
織
と
紙
布
に
の
み
言
及
し
て
い
る
が
、『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
そ
の
名
前

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
織
布
と
し
て
、
フ
ジ
の
蔓
を
繊
維
原
料
と
し
た
藤
布
が
あ
る
。
か
つ

て
は
山
口
県
内
で
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
布
で
あ
る
が
、
今
回
は
県
内
に
お
け
る
藤
布
に
係

わ
る
記
述
を
諸
資
料
か
ら
十
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
藤
布
の
ほ
か
、
ご
く
わ

ず
か
な
生
産
に
留
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
織
布
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
を
進
め
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
調
査
箇
所
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
調

査
に
よ
り
新
た
な
分
布
地
が
確
認
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭

和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
実
施
さ
れ
た
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
ほ
か
、
昭
和
四
九
か
ら
翌

五
〇
年
（
一
九
七
四
〜
一
九
七
五
）
に
も
山
口
県
教
育
委
員
会
が
山
口
県
緊
急
民
俗
文
化
財

分
布
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
書
で
あ
る
『
山
口
県
民
俗
地
図
』（
昭
和
五
一

年
刊
）
か
ら
は
裂
織
・
紙
布
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
当
該
調
査

の
調
査
票
の
内
容
を
基
に
、
そ
の
結
果
を
含
め
た
分
布
図
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
度
の
特
別
展
開
催
に
係
る
資
料
調
査
で
は
、
近
隣
の
島
根
県
・
広
島
県
に
裂

織
・
紙
布
の
資
料
を
確
認
し
て
い
る
。
今
後
は
日
本
海
沿
岸
部
か
ら
中
国
山
地
西
端
部
ま
で

含
め
た
山
口
県
及
び
近
隣
他
県
を
含
め
た
広
域
に
お
け
る
分
布
状
況
の
調
査
・
解
析
を
進

め
、
改
め
て
報
告
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。

〈
引
用
参
考
資
料
〉

石
原
啓
司　

二
〇
〇
〇
「
衣
・
食
・
住
」
川
上
村
史
編
集
委
員
会
編
『
川
上
村
史 

資
料

編
』
川
上
村
、
五
八
頁

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編　

一
九
九
九
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
愛

媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
、
四
六
頁

河
済
敏
子
・
古
城
良
子　

一
九
七
九
「
一　

衣
飾
」
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
編
『
弥

栄
峡
の
民
俗
』
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
、
五
七
頁

河
野
良
輔
・
石
原
啓
司　

一
九
七
〇
「
衣
」
山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
編
『
阿
武
川
の
民

俗
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
五
〇
頁

蔵
本
隆
博　

一
九
七
四
「
衣
と
生
活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査

報
告
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
四
頁

瀬
田
静
香　

一
九
九
一
「
鹿
野
の
民
俗
」
鹿
野
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
鹿
野
町
誌
』
鹿
野

町
、
九
四
四
〜
九
四
五
頁

田
中
克
己　

一
九
八
九
「
近
世
の
六
島
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
二
巻
』
萩

市
、
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁

田
中
助
一　

一
九
八
七
「
こ
ぼ
れ
話
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
三
巻
』
萩

市
、
三
八
二
頁

田
中
恒
一　

一
九
五
三
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
篠
生
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一

四
四
頁

田
万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
九
「
産
業
の
発
達
」『
田
万
川
町
史
』
田
万
川

町
、
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁

萩
高
等
学
校
社
会
部
編　

一
九
六
四
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
萩
高
等
学

校
社
会
部
、
九
〜
一
一
頁

波
多
放
彩　

一
九
六
四
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
川
上
村
公
民
館
、
二
八
九
頁

波
多
放
彩　

一
九
七
〇
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町
誌
』
阿
東
町
、
五
六
九
〜
五
七
〇
頁

福
永
義
晴　

二
〇
〇
〇
「
民
俗
調
査
」
阿
武
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
阿
武
町
史 

下
巻
』

阿
武
町
、
六
一
九
〜
六
二
〇
・
六
四
二
〜
六
四
三
頁

文
化
庁
編　

一
九
八
二
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
国
土
地
理
協
会
、
二
・
三
九
五

〜
三
九
六
・
四
〇
四
頁

堀
勇　

一
九
九
三
「
庶
民
の
生
活
」
須
佐
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
須
佐
町
誌
』
須
佐
町
、
七

六
八
〜
七
六
九
頁

御
薗
生
翁
甫　

一
九
七
四
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
七
八
七
〜
七
八
八
頁

　
『
田
万
川
町
史
』
に
よ
る
と
、
同
町
上
小
川
地
区
の
紙
漉
農
家
に
紬
用
和
紙
の
製
造
に
関

す
る
資
料
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
紬
用
和
紙
が
紙
布
の
材
料
と
し
て
漉
か
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
町
中
小
川
地
区
で
は
紙
布
の
工
場
生
産
を
試
み
た
記
録

が
あ
り
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
以
降
に
地
区
内
に
紬
織
工
場
を
建
設
し
、
楮
蒸
し
か

ら
紙
漉
、
製
糸
、
機
織
ま
で
を
行
い
紙
布
を
生
産
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
し

た
紙
布
の
利
用
価
値
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
倒
産
に
至
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
田

万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
「
産
業
の
発
展
」『
田
万
川
町
史
』
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁
）。
な

お
、
こ
の
紬
織
工
場
で
生
産
さ
れ
た
紙
布
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
関
連
資
料
を
見
出
せ
て
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
福
栄
村
佐
々
連
で
は
麻
と
紙
を
用

い
た
紙
コ
（
カ
ミ
コ
）
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
佐
々
連
は
周
辺

地
区
の
中
で
も
特
に
紙
漉
き
が
盛
ん
な
地
区
で
あ
っ
た
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」
『
阿
武
川

の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
な
お
、
佐
々
連
は
阿
武
川
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
水
没
し
た
地
区
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

玖
珂
郡
に
お
い
て
も
紙
布
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。『
錦
町
史
』
に
よ
る
と
紙
を
こ
よ
り
に

し
て
織
っ
た
も
の
が
あ
り
、
膝
丈
ま
で
の
短
い
着
物
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
紙
布
に
は

紙
と
麻
を
用
い
て
織
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
藩
政
時
代
に
は
出
奔
し
た
農
民
が
紙

布
の
コ
シ
ギ
リ
（
腰
丈
の
仕
事
着
）
を
所
有
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
宮
田
伊
都
美

「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

同
じ
く
玖
珂
郡
の
『
美
和
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
紙
を
紙
縒
り
に
し
て
織
っ
た
紙
布
ま
た
は

紙
子
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
紙
二
束
で
紙
つ
む
ぎ
一
反
を
織
っ
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊

津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』
二
五
五
頁
）。

　

ま
た
、『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
、
紙
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
あ
り
、
経
糸
に
麻
糸

ま
た
は
木
綿
糸
、
緯
糸
に
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
紙
を
用
い
て
紙
ツ
ヅ
リ
を

織
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
地
域
で
織
ら
れ
た
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
同
様
に
、
紙
を
緯
糸
と
す
る
場
合

宮
﨑
美
紀
子　

一
九
六
五
「
習
俗
」
三
宅
英
利
編
『
相
島
』
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土

部
、
七
四
頁

宮
田
伊
津
美　

一
九
八
五
「
農
民
の
生
活
」
美
和
町
編
『
美
和
町
史
』
美
和
町
、
二
五
五
頁

宮
田
伊
都
美　

一
九
八
八
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」
錦
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
錦
町
史
』

錦
町
、
二
三
九
〜
二
四
〇
頁

森
田
芳
輔　

一
九
五
九
「
衣
食
住
」
萩
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
誌
』
萩
市
役
所
、
五
五

二
頁

山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編　

一
九
二
四
「
風
俗
習
慣
」『
阿
武
郡
志
』
山
口
縣
阿
武
郡
教
育

會
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
二
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
四
巻 

前
山
代
宰
判
』
山
口
県
立
山

口
図
書
館
、
一
九
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
四
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
二
二
巻 

奥
阿
武
宰
判
』
山
口
県
立

山
口
図
書
館
、
九
九
・
一
一
四
・
一
三
六
・
一
六
七
・
三
六
五
頁

山
田
基
彦　

一
九
六
七
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究
報

告 

第
一
号
』
萩
市
郷
土
博
物
館
、
四
頁

※
ま
つ
お　

ゆ
う
へ
い　

萩
博
物
館
学
芸
員



（４）

山
口
県
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
分
布

　

萩
博
物
館
で
は
令
和
三
年
度
春
期
特
別
展
と
し
て
「
百
年
の
布
〜
美
し
き
襤
褸
の
世
界
〜
」

を
開
催
し
た
。
本
展
は
限
ら
れ
た
衣
料
を
最
大
限
に
活
用
す
る
技
術
な
ど
を
紹
介
し
、
地
域

に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
存
在
や
、
か
つ
て
の
衣
生
活
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
使
い
捨
て

が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
衣
生
活
を
見
直
す
機
会
の
創
出
を
目
的
と
し
た
。
な
お
、

本
展
題
名
の
「
百
年
の
布
」
は
、
織
り
上
げ
ら
れ
た
布
が
衣
服
に
仕
立
て
ら
れ
て
か
ら
雑
巾

や
お
し
め
な
ど
に
形
を
変
え
つ
つ
も
、
最
終
的
に
そ
の
役
目
を
終
え
る
ま
で
に
百
年
を
超
え

る
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

本
展
で
は
明
治
・
大
正
年
間
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
た
萩
及
び
近
隣
地
域
の
仕
事
着
を
主
要

な
資
料
と
し
た
。
木
綿
が
普
及
す
る
以
前
に
、
気
候
な
ど
の
自
然
環
境
に
応
じ
た
そ
の
土
地

毎
の
風
土
に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
仕
立

て
ら
れ
た
仕
事
着
に
地
域
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
衣
料
の
不
足
を

補
う
た
め
の
紡
織
技
術
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

　

以
前
よ
り
萩
地
域
で
は
古
木
綿
布
を
利
用
し
た
裂
織
、
和
紙
か
ら
作
ら
れ
る
紙
布
と
い
う

特
徴
的
な
衣
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
市
町
村
史
誌
や
民
俗
調
査
の
記
述
か
ら
萩

地
域
及
び
山
口
県
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
織
布
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
得
ら
れ
た
情
報
の

限
り
で
分
布
図
を
作
成
し
た
。
こ
の
分
布
図
に
は
、
前
述
の
特
別
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ

て
実
施
し
た
仕
事
着
資
料
の
調
査
結
果
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
当
館
が
収
蔵

す
る
裂
織
の
仕
事
着
と
そ
の
使
用
地
域
の
情
報
に
つ
い
て
付
加
し
報
告
す
る
。

　
一
　
裂
織

　

（
一
）
裂
織
の
概
要

　

裂
織
と
は
細
く
裂
い
た
古
布
に
縒
り
を
か
け
た
太
目
の
緯
糸
と
、
麻
や
木
綿
な
ど
の
経
糸

を
用
い
た
布
の
織
り
方
、
ま
た
そ
の
織
布
や
仕
立
て
ら
れ
た
仕
事
着
を
指
す
。『
佐
田
岬
半

島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
に
よ
れ
ば
、
裂
織
は
日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
た
が
、
特
に
日
本
海

側
沿
岸
部
に
集
中
し
て
お
り
、
木
綿
の
栽
培
に
適
さ
な
い
寒
冷
地
や
北
前
船
な
ど
に
よ
る
古

木
綿
布
の
流
通
が
あ
っ
た
地
域
で
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
編
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
四
六
頁
）。
一
般
的
に
裂
織
は
裂

い
た
布
を
織
糸
と
す
る
た
め
生
地
が
厚
く
、
耐
久
性
に
も
優
れ
て
お
り
、
海
行
き
・
山
行
き

の
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
か
ら
衣
生
活
に
係
わ
る
記
述
を
抜
き
出
す
と
、
木
綿
衣
料
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
県
下
全
域
に
多
く
み
ら
れ
、
仕
立
て
方
や
入
手
経
路
、
用
い
る
生

業
や
着
用
者
の
性
別
に
よ
る
形
態
の
違
い
に
至
る
ま
で
細
か
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

裂
織
に
係
わ
る
記
述
は
、
阿
武
郡
な
ど
の
一
部
地
域
に
の
み
み
ら
れ
、
県
下
全
域
へ
の
広
が

り
を
見
出
せ
な
い
。
そ
の
上
、
裂
織
の
用
途
や
形
態
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
記
述
は
極
め
て

少
な
い
。
阿
武
郡
に
お
い
て
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
分
布
す
る
理
由
と
し
て
は
、
山
口
県
の

瀬
戸
内
海
に
面
す
る
山
陽
側
が
木
綿
栽
培
の
普
及
地
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
海
に
面
す
る

山
陰
側
の
木
綿
栽
培
は
ご
く
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

萩
地
域
で
は
裂
織
の
仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
、
ま
た
は
ツ
ヅ
レ
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
呼

称
は
襤
褸
着
の
総
称
と
し
て
の
「
綴
れ
」
が
そ
の
ま
ま
衣
服
の
呼
称
と
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
襤
褸
着
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な

お
、『
萩
市
史　

第
三
巻
』
で
は
、
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
（
ツ
ヅ
リ
）
の
一
種
と
記
し
て
い
る

（
田
中
助
一
「
こ
ぼ
れ
話
」『
萩
市
史　

第
三
巻
』
三
八
二
頁
）。
ド
ン
ダ
は
漁
撈
や
農
耕
に

広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
仕
事
着
で
、
裂
織
と
は
異
な
る
製
法
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
着
古
し
た

普
段
着
に
接
ぎ
当
て
を
重
ね
て
刺
し
た
も
の
の
ほ
か
、
綿
入
れ
に
し
て
防
寒
着
と
し
て
用
い

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
の
一
種
と
し
て
い
る
の
は
「
綴
れ
」
が
襤
褸
の
着
物

全
般
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
二
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
裂
織

　
『
阿
武
郡
志
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
の
一
部
集
落
で
は
木
綿
の
衣
服
と
ツ
ヅ
リ
を
混
用
し

て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
ツ
ヅ
リ
は
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
、
経
糸
に
は
麻
糸
を
用
い
た
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
四
〜
一
七
五
頁
）。

　
『
萩
市
誌
』
で
は
、
ツ
ヅ
リ
を
既
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
特
殊
な
衣
服
と
し
て
記
し
て
い

る
。
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
用
い
た
仕
事
着
で
、
野
良
仕
事
や
山
仕
事
に
お
い
て
着
用
し
た

と
さ
れ
る
（
森
田
芳
輔
「
衣
食
住
」『
萩
市
誌
』
五
五
二
頁
）
。

　
『
阿
武
町
史 

下
巻
』
に
よ
れ
ば
、
沿
岸
部
の
農
業
集
落
で
あ
る
奈
古
地
区
筒
尾
で
、
大
正

年
間
に
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た
木
綿
布
、
経
糸
は
麻
糸
で
仕
立
て
た
と
い
う
（
福
永
義
晴
「
民
俗
調
査
」

『
阿
武
町
史 

下
巻
』
六
一
九
頁
）。
ま
た
、
漁
業
集
落
の
宇
田
地
区
元
浦
で
も
大
正
年
間
に

防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
元
浦
で
は
漁
網
に
用
い
る
麻
糸
の
生
産

も
行
わ
れ
て
お
り
、
ツ
ヅ
リ
の
経
糸
と
し
て
も
麻
糸
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲

書
、
六
四
二
〜
六
四
三
頁
）。

　

ま
た
、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
阿
武
町
宇
生
賀
の
民
俗
」
と
題
す
る
手
書
き
の
報
告
書
類

に
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
三
月
九
日
に
阿
武
町
の
宇
生
賀
地
区
三
和
で
行
っ
た
聞
き

取
り
調
査
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
衣
生
活
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
冬
場
の
仕
事
着
と
し

て
、
主
に
男
性
が
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
使
用
年
代
の
記
載
は
な
い
。
経
糸
は

麻
糸
、
緯
糸
に
木
綿
の
布
切
れ
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
に
よ
っ
て
は
「
自
作
で
あ
る
」、

「
購
入
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
」
と
食
い
違
っ
た
記
述
も
み
ら
れ
る
が
、
製
法
や
入
手
経

路
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
阿
武
郡
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
購
入
に
触

れ
ら
れ
た
記
述
は
こ
の
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

以
上
に
よ
る
と
、
阿
武
町
で
は
木
綿
の
衣
類
を
使
い
つ
つ
も
、
凡
そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で

は
ツ
ヅ
リ
も
仕
事
着
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裂
織
の
丈
夫
で

風
に
強
く
暖
か
い
と
い
う
利
点
を
活
か
し
て
、
主
に
冬
場
の
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い

る
。

　

昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
山
口
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
山
口
県
民
俗
資
料
緊
急

調
査
で
は
県
内
の
二
三
箇
所
が
選
定
さ
れ
、
そ
の
内
阿
武
郡
で
は
萩
市
大
井
土
井
、
阿
武
郡

須
佐
町
（
現
萩
市
）
須
佐
、
阿
武
郡
阿
東
町
嘉
年
の
三
箇
所
で
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
衣

生
活
に
係
わ
る
項
目
を
み
る
と
、
県
内
二
三
箇
所
の
調
査
地
の
中
で
裂
織
に
つ
い
て
確
認
で

き
る
の
は
萩
市
大
井
土
井
の
み
で
あ
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
襤
褸
布
を
裂
い
て
織
っ
た
も
の

を
ツ
ヅ
リ
と
呼
び
、
厚
く
て
丈
夫
で
あ
っ
た
た
め
木
樵
の
際
に
着
用
し
た
と
い
う
。
着
用
方

法
は
ジ
バ
ン
（
肌
着
）
や
ソ
ギ
と
呼
ば
れ
る
巻
袖
の
袷
の
上
に
、
ツ
ヅ
リ
を
重
ね
て
着
て
い

た
と
さ
れ
る
（
山
田
基
彦
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究

報
告　

第
一
号
』
四
頁
）。
萩
市
大
井
土
井
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
使
用
年
代
に
つ
い
て
記
録

は
な
い
。
ま
た
、
ツ
ヅ
リ
の
形
態
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
袖
付
き
の
袷
の
上
か
ら
着
用
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ソ
デ
ナ
シ
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

続
い
て
阿
武
郡
以
外
の
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
記
述
に
触
れ
た
い
。『
錦
町
史
』
に
よ
れ

ば
、
玖
珂
郡
錦
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
経
糸
は
麻
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊
都
美
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三

九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

ま
た
、
玖
珂
郡
美
和
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
昭
和
四

七
年
か
ら
翌
四
八
年
（
一
九
七
二
〜
一
九
七
三
）
に
民
俗
資
料
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お

り
、
同
町
北
部
で
裂
織
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
に
麻
糸
ま
た
は
木

綿
糸
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
蔵
本
隆
博
「
衣
と
生

活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
』
四
頁
）。
な
お
、
同
様
の

事
例
が
『
美
和
町
史
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
（
宮
田
伊
津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』

二
五
五
頁
）。

　

玖
珂
郡
美
和
町
で
は
そ
の
後
も
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
対
象
と
な
る
集
落
を
広
げ

て
第
二
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
と
な
る
『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
ツ
ヅ

レ
織
り
の
製
法
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
は
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
で
、
一
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
襤
褸
布
に
縒
り
を
か
け
ず
そ
の
ま
ま
緯
糸
と
し
て
織
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
当
地
で
は
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
、
山
着
の
ほ
か
、
帯
や
脚
絆
に
用
い
て
い
た

と
さ
れ
る
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
記

述
に
よ
り
山
口
県
内
で
は
阿
武
郡
の
ほ
か
、
玖
珂
郡
に
お
い
て
も
裂
織
が
仕
事
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

（
三
）
収
蔵
資
料
の
概
要

　

市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
り
阿
武
郡
に
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
裂
織
で
は

あ
る
が
残
存
す
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。
萩
博
物
館
が
収
蔵
し
て
い
る
裂
織
の
仕
事
着
は

三
点
の
み
で
あ
り
、
採
集
地
は
萩
市
相
島
と
阿
武
郡
福
栄
村
の
二
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。

萩
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
地
域
的
特
徴
を
示
す
に
は
資
料
数
が
乏
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は
資

料
の
採
集
地
・
材
質
・
形
態
・
用
途
に
つ
い
て
記
す
。

　

・
相
島
の
裂
織

　

相
島
は
萩
市
の
沖
合
北
西
約
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
島
で
あ
る
。『
萩
市
史　

第
二
巻
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
よ
り
畑
作
に
よ
る
農
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
採

貝
・
採
藻
な
ど
も
小
規
模
な
漁
業
も
営
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
田
中
克
己
「
近
世
の
六
島
」

『
萩
市
史　

第
二
巻
』
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁
）。
昭
和
に
お
い
て
も
畑
作
が
産
業
の
中

心
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
の
主
要
農
産
物
は
除
虫
菊
、
裸
麦
、
西
瓜
で
あ
っ
た
。
除
虫
菊

は
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
作
付
け
を
終
え
、
葉
煙
草
の
栽
培
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い

っ
た
。
こ
の
他
、
生
白
藷
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
や
夏
柑
（
ナ
ツ
ミ
カ
ン
）
な
ど
種
々
の
栽
培
が

な
さ
れ
て
い
た
（
萩
高
等
学
校
社
会
部
編
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
九
〜

一
一
頁
）。
し
か
し
、
綿
や
麻
な
ど
の
繊
維
植
物
の
栽
培
に
係
わ
る
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、

島
内
に
お
け
る
生
産
は
殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
相
島
の
裂
織
は
二
点
、
ど
ち
ら
と
も
上
衣
で
あ
る
。
相
島
で
は
裂
織
の

仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
ご
ろ
ま
で
着
用
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
阿
武
郡
に
お
け
る
裂
織
の
使
用
年
代
は
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
地
域
で
は
凡

そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
相
島
は
阿
武
郡
内
で

最
も
遅
く
ま
で
裂
織
を
着
用
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
土
域
に
比
べ
る

と
島
嶼
部
に
お
け
る
衣
料
調
達
が
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
で

き
る
。
島
民
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
嫁
入
り
の
際
に
裂
織
の
仕
事
着
を
仕
立
て
、
そ
の

ツ
ヅ
リ
を
繕
い
な
が
ら
生
涯
着
続
け
た
と
い
う
。
な
お
、
収
蔵
資
料
の
二
点
と
も
着
用
者
の

性
別
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

館
蔵
資
料
の
外
観
は
写
真
１
〜
２
の
と
お
り
。
材
質
・
形
態
・
寸
法
は
全
体
的
に
類
似
し

て
い
る
。
ど
ち
ら
も
経
糸
に
白
の
木
綿
糸
、
緯
糸
に
白
地
及
び
絣
な
ど
の
藍
染
の
木
綿
布
を

用
い
て
い
る
。
生
地
の
厚
さ
は
二
〜
三
ミ
リ
程
度
。
白
地
と
紺
地
の
裂
き
布
を
二
本
毎
交
互

に
織
り
込
ん
で
お
り
、
身
頃
に
細
か
な
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と

同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
掛
け
衿
、
袖
覆
輪
に
は
絣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
裾
に

覆
輪
は
な
く
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
木
綿
地
の
仕
舞
を
折
り
込
ん
で
縫
い
合
わ
せ
て
い

る
。
衿
か
ら
背
中
に
か
け
て
紺
地
の
木
綿
布
を
当
て
布
と
し
て
縫
い
付
け
て
い
る
。
使
用
痕

や
破
損
部
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
補
修
の
形
跡
も
な
い
た
め
当
該
資
料
二
点
は
と
も
に
長
期
間

に
渡
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
に
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土
部
が
相
島
で
実
施
し
た
聞

き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
相
島
に
は
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
雨
具
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
雨
具

の
ツ
ヅ
リ
は
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
厚
み
が
あ
り
、
生
地
に
水
が
滲
み
込
み
に
く
か
っ

た
と
い
う
（
宮
﨑
美
紀
子
「
習
俗
」『
相
島
』
七
四
頁
）。
収
蔵
資
料
の
二
点
と
は
形
態
が

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
ツ
ヅ
レ
に
は
裂
織
と
は
材
質
、
ま
た
は
仕
立
て
方
の
異
な
る
も
の

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
存
す
る
資
料
に
は
辿
り
着
い
て
い
な
い
。

　

・
福
栄
村
の
裂
織

　

阿
武
郡
福
栄
村
は
四
方
を
急
峻
な
山
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
平
坦
な
耕
地
が
限
ら
れ
た
た
め

傾
斜
地
を
耕
起
し
た
棚
田
が
多
数
み
ら
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡

福
栄
村
域
に
あ
た
る
福
井
下
村
・
福
井
上
村
・
紫
福
村
（
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
福
井
下

村
、
福
井
上
村
の
両
村
域
を
含
む
福
川
村
、
紫
福
村
が
合
併
し
福
栄
村
と
な
る
）
の
三
つ
の

村
で
は
米
・
麦
・
雑
穀
の
ほ
か
蔬
菜
・
葉
煙
草
、
楮
お
よ
び
和
紙
が
産
品
の
中
心
で
あ
っ
た
。

繊
維
原
料
と
し
て
は
麻
が
生
産
さ
れ
て
い
た
が
、
生
産
量
は
少
な
く
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
村
内
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
木
綿
商
や
綿
屋
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
福
栄
村
の
裂
織
は
一
点
で
、
資
料
名
は
ツ
ヅ
レ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

採
集
地
は
山
口
県
阿
武
郡
福
栄
村
大
字
福
井
と
あ
る
が
村
内
に
福
井
と
い
う
字
名
は
な
く
、

福
井
下
ま
た
は
福
井
上
の
ど
ち
ら
か
の
地
域
で
採
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
採
集
時

期
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
で
あ
る
が
、
当
該
資
料
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
て
い

た
か
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。
男
性
が
着
用
し
、
常
用
着
や
農
耕
用
の
作
業
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

材
質
は
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
紺
地
の
木
綿
布
で
あ
る
。
写
真
３
の
と
お
り
、
緯
糸
の

濃
淡
に
よ
っ
て
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
色
味
の
近
い
木
綿
布
を
用
い

て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と
同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
袖
及
び
衿
の
覆
輪
は
黒

地
木
綿
布
、
部
分
的
に
紫
色
の
木
綿
布
が
重
ね
て
あ
る
。
背
中
の
当
て
布
は
縫
い
付
け
て
い

な
い
。
袖
覆
輪
に
ほ
つ
れ
が
生
じ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
使
用
痕
は
少
な
い
。
腹
回
り
の
帯

の
擦
れ
跡
や
、
肩
部
・
背
部
の
使
用
痕
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
に
お
け
る
裂
織
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
裂
織
の
分
布
図
（
図
１
）
は
、
前
述
の
市
町
村
史
誌
な
ど
の
記
述
の

ほ
か
、
当
館
が
実
施
し
た
資
料
調
査
に
お
い
て
裂
織
の
仕
事
着
が
確
認
さ
れ
た
地
域
を
反
映

し
て
作
成
し
た
。
な
お
、
分
布
図
に
は
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
以
前
の
自
治
体
区
分
を

て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
川
上
村
誌
』（
昭
和
三
九
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ツ
ヅ
レ
は
「
綴

れ
織
」
を
指
す
呼
称
で
あ
っ
た
と
し
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
裂
い
た
古
布
で
仕
立
て
た
も

の
を
着
用
し
て
い
た
と
い
う
。
厚
手
で
丈
夫
な
布
地
が
山
仕
事
に
は
都
合
が
良
い
も
の
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
波
多
放
彩
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
二
八
九
頁
）。
な
お
、『
福

栄
村
史
』（
昭
和
四
一
年
刊
）、『
阿
東
町
誌
』（
昭
和
四
四
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が

み
ら
れ
る
が
、『
川
上
村
誌
』
と
筆
者
が
同
一
で
あ
り
、
衣
生
活
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同

様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
三
町
村
の
広
域
に
渡
り
同
一
の
衣
生
活
が
存
在
し
た
こ
と
は
考

え
に
く
く
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
。

　

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
（
両
村
と
も
現
萩
市
）
の
衣
生
活
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
三

年
か
ら
翌
四
四
年
（
一
九
六
八
〜
一
九
六
九
）
に
も
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阿
武
川
ダ
ム

建
設
に
伴
う
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸

時
代
は
ツ
ヅ
リ
を
冬
期
の
防
寒
着
と
し
て
用
い
て
お
り
、
緯
糸
は
襤
褸
布
、
経
糸
は
麻
糸
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」『
阿
武
川
の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
明
治
以
降
の

衣
服
に
は
ツ
ヅ
リ
の
記
載
は
な
く
、
い
つ
頃
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
確
認
で
き
ず
、
調

査
時
に
採
集
さ
れ
た
衣
服
の
中
に
も
裂
織
の
類
は
見
出
せ
な
い
。
な
お
、『
川
上
村
史 

資
料

編
』
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
石
原
啓
司
「
衣
・
食
・
住
」『
川
上
村
史 

資
料
編
』

五
八
頁
）。

　

阿
武
郡
阿
東
町
（
現
山
口
市
）
の
裂
織
に
つ
い
て
は
『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
に
記
述
が
み

ら
れ
る
。
村
誌
に
よ
れ
ば
、
綿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
家
々
で
ボ
ロ
を
綴
っ
て

着
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
田
中
恒
一
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
一
四
四

頁
）。
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
衣
服
で
あ
っ
た
か
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
襤
褸
布
を
綴
っ
て
仕
立
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
裂
織
で
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
で
き
る
。
篠
生
村
は
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の
合
併
に
よ
り
阿
東
町
と
な
っ

て
お
り
、
阿
武
郡
阿
東
町
の
一
部
で
は
少
な
く
と
も
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

用
い
て
い
る
。

　

山
口
県
下
で
新
た
に
確
認
で
き
た
裂
織
の
仕
事
着
は
山
口
市
立
小
郡
文
化
資
料
館
に
収
蔵

さ
れ
る
ソ
デ
ナ
シ
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。
吉
敷
郡
小
郡
町
（
現
山
口
市
）
周
辺
は
藩
政
時
代

に
お
け
る
県
内
有
数
の
綿
作
地
帯
で
あ
り
、
当
該
地
の
木
綿
は
「
小
郡
木
綿
」
と
称
さ
れ

た
。
こ
の
ソ
デ
ナ
シ
は
か
つ
て
吉
敷
郡
小
郡
町
で
着
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
大
規
模

な
木
綿
栽
培
地
帯
に
お
け
る
貴
重
な
裂
織
の
着
用
例
と
し
て
注
目
し
た
い
。

　

加
え
て
、
裂
織
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
る
裂
き

布
及
び
木
綿
糸
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
裂
き
布
は
絣
を
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た

も
の
で
、
木
綿
糸
は
濃
紺
と
浅
葱
の
二
種
類
あ
り
、
糸
の
太
さ
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
裂
き

布
と
木
綿
糸
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
状
に
丸
め
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
山
口
市
嘉
川
の

民
家
に
取
り
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
当
該
資
料
に
係
わ
る
情
報
は
採
集
地
の
み
の
た

め
、
凡
そ
の
年
代
や
ど
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
裂
織
の

緯
糸
・
経
糸
と
し
て
用
い
ら
れ
る
材
料
が
同
一
箇
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
判
断
し

難
い
が
、
前
述
の
と
お
り
吉
敷
郡
内
で
用
い
ら
れ
た
裂
織
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
山
口
市
嘉
川
周
辺
に
お
い
て
裂
織
の
使
用
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
紙
布

　

（
一
）
紙
布
の
概
要

　

紙
布
は
、
植
物
の
採
取
や
栽
培
に
よ
っ
て
衣
料
と
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
和
紙
の
副
次

的
な
利
用
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
織
布
で
あ
る
。
紙
の
上
下
両
端
に
余
白
を
残
し
、
連
続
す

る
コ
の
字
状
に
切
っ
た
紙
に
縒
り
を
か
け
る
こ
と
で
糸
状
に
加
工
し
た
も
の
を
材
料
と
し
て

生
産
さ
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
名
前
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
藩

政
時
代
に
は
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生

活
―
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
島
根
県
西
部
の
石
見
地
方
な
ど
で

用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。（
文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
二
頁
）。

石
見
地
方
は
石
州
半
紙
で
知
ら
れ
る
と
お
り
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紙
布
は

和
紙
の
生
産
地
域
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

一
般
に
麻
な
ど
の
植
物
を
繊
維
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
繊
維
質
を
傷
つ
け
な
い
よ
う

に
取
り
出
す
手
法
が
用
い
ら
れ
る
。
和
紙
原
料
の
楮
か
ら
繊
維
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
訳
で
は
な
く
、
四
国
地
方
な
ど
で
は
楮
の
繊
維
を
用
い
て
生
産
さ
れ
る
太
布
と
い
う
織
布

も
存
在
す
る
（
前
掲
書
、
二
頁
）。
繊
維
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
さ
ず
、
紙
を
漉
く
た
め
に
一

度
砕
い
た
繊
維
を
織
布
の
原
料
と
し
て
再
び
用
い
て
い
る
点
も
紙
布
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で

き
る
。

　

（
二
）『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
け
る
紙
布

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
藩
政
時
代
の
請
紙
制
度
に
よ
っ
て
半
紙
等
の
生
産
と

納
入
が
割
り
当
て
ら
れ
た
阿
武
郡
の
山
間
部
で
は
紙
漉
き
を
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
主
産

業
と
し
て
お
り
、
併
せ
て
農
民
は
漉
い
た
半
紙
を
用
い
て
紙
布
を
織
っ
て
い
た
こ
と
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
、
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
奥
阿
武
宰
判
彌
富
村
の
記
述
で

あ
る
。

　
「
一
產
業　

半
紙
漉
立
八
百
五
拾
九
丸
程

但
御
藏
入
紙
屋
軒
八
拾
軒
、
冬
春
百
日
の
間
板
立
ニ
乄
上
手
下
手
且
手
間
の
多
少
押
平
均

一
軒
一
船
漉
三
丸
半
の
掠
量
に
し
て
貮
百
八
拾
丸
位
、
右
之
内
上
納
紙
百
丸
位
、
外
ニ
諸

村
受
合
漉
百
貮
拾
丸
位
、
給
領
漉
立
凡
五
百
七
拾
九
丸
ほ
と
、
右
之
内
御
給
主
へ
上
納
紙

四
百
貮
拾
四
丸
程
、
殘
り
漉
延
凡
百
九
拾
五
丸
ほ
と
、
此
内
紙
布
着
料
軒
別
四
反
位
の
抨

に
し
て
家
數
四
百
貮
拾
五
軒
分
千
七
百
反
、
壹
反
ニ
付
貮
束
織
に
し
て
此
紙
丸
に
し
て
五

拾
六
丸
餘
、
地
下
役
座
其
外
遣
ひ
紙
障
子
紙
等
に
入
用
之
分
凡
貮
拾
丸
程
、
殘
り
百
拾
九

丸
醤
油
塩
油
其
外
品
替
の
爲
須
佐
へ
持
出
申
候
掠
量
ニ
御
座
候
事
」

　

彌
富
村
で
は
漉
い
た
紙
の
一
部
か
ら
、
一
軒
あ
た
り
四
反
と
し
て
、
村
内
四
二
五
軒
分
の

一
七
〇
〇
反
を
紙
布
着
料
と
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
布
一
反
に
つ
き
半
紙
二
束

（
一
束
＝
二
〇
〇
枚
）
を
要
す
る
と
し
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
紙
布
四
反
で
半
紙
一
六
〇
〇

枚
を
用
い
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
村
内
全
体
で
は
半
紙
五
拾
六
丸
（
一
丸
＝
六
〇
束
、
一
二

〇
〇
〇
枚
）
と
な
っ
た
と
あ
り
、
単
純
計
算
で
半
紙
六
七
二
〇
〇
〇
枚
が
紙
布
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

彌
富
村
の
ほ
か
、
奥
阿
武
宰
判
で
は
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
鈴
野
川
村
、
阿
武
郡
田

万
川
町
（
現
萩
市
）
域
に
あ
た
る
小
川
村
、
田
萬
村
に
紙
布
の
記
述
が
あ
り
、
紙
漉
が
行
わ

れ
て
い
た
両
町
の
山
間
部
一
帯
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

地
域
が
半
紙
を
衣
料
と
し
て
い
た
背
景
に
は
木
綿
な
ど
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
衣
料
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
の
庶
民
生
活
の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
、
鈴
野
川
村
の
風
俗
に
関
し
て
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

「
且
又
衣
類
は
寒
中
と
て
も
綿
入
な
と
着
候
者
は
鮮
く
、
紙
漉
業
營
候
ゆ
ゑ
紙
つ
む
き
を

織
て
常
の
衣
類
に
仕
り
居
申
候
邊
鄙
山
家
の
行
形
に
て
御
座
候
事
」

　

冬
場
で
も
綿
入
れ
の
衣
服
を
着
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
紙
漉
き
を
行
っ
て
い
た
地
域
に
お
け
る
衣
料
不
足
の
様
相
を
読
み
取
り
得
る
。
不
足
す

る
衣
料
を
補
う
た
め
の
織
布
と
し
て
、
当
地
の
産
品
で
あ
る
和
紙
（
半
紙
）
を
用
い
た
紙
布

が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
み
え
る
紙
布
の
記
述
は
奥
阿
武
宰
判
内
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
藩
領
内
の
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
の
中
で
、
前
山
代
宰
判
廣
瀬
村
に
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

　
「
一
諸
產
業
之
物
品
賣
捌
銀
高
之
事
（
中
略
）

　

但
諸
上
納
銀
（
中
略
）

　

同
貮
拾
七
貫
九
百
六
拾
五
匁

但
惣
人
數
貮
千
六
百
四
拾
三
人
、
上
中
下
三
段
仕
分
に
し
て
、
上
分
人
數
三
百
廿
人
老
幼

之
無
差
別
着
用
之
木
綿
凡
人
別
貮
反
宛
ニ
乄
六
百
四
拾
反
、
凡
反
別
拾
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫

六
百
目
、
中
分
人
數
四
百
五
拾
人
古
手
買
得
着
用
殘
紙
布
壹
反
宛
ニ
乄
四
百
五
拾
反
、
壹

反
に
付
十
匁
宛
ニ
乄
四
貫
五
百
目
、
古
手
四
拾
五
枚
買
得
代
銀
壹
枚
ニ
付
凡
拾
匁
宛
ニ
乄

四
貫
五
百
目
、
下
分
人
數
千
八
百
四
拾
三
人
、
凡
人
別
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫
三
百
六
拾
五
匁

共
ニ
以
上
右
之
辻
」

　

上
納
銀
に
当
た
る
記
述
の
中
に
紙
布
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
村
内
の

衣
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
方
へ
の
売
り
払
い
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
前
山
代
宰
判
の
中
で
も
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
廣
瀬
村
の
み
で

あ
り
、
紙
漉
き
の
盛
ん
で
あ
っ
た
奥
山
代
宰
判
、
徳
地
宰
判
に
属
し
た
他
の
村
落
の
記
述
に

は
、
紙
布
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
三
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
紙
布

　

前
述
し
た
よ
う
に
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
藩
政
時
代
に
奥
阿
武
宰
判
、
す
な
わ
ち
阿

武
郡
の
一
部
地
域
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
治
以

降
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
や
、
そ
の
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
に
み

え
る
記
述
を
抽
出
す
る
。

　
『
阿
武
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
奥
阿
武
地
方
で
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
材

質
が
硬
く
見
た
目
は
麻
布
に
似
て
お
り
「
木
を
よ
じ
り
、
い
ば
ら
を
押
し
の
け
る
」
よ
う
な

織
布
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
五
頁
）。

　
『
阿
東
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
、
経
糸
に
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
、

緯
糸
に
紙
縒
り
を
用
い
て
織
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
織
り
上
げ
た
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
こ

と
で
夏
冬
を
通
じ
て
使
い
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
（
波
多
放
彩
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町

誌
』
五
六
九
〜
五
七
〇
頁
）。

　
『
須
佐
町
誌
』
に
よ
る
と
、
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
の
は
耐
久
性
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
（
堀
勇
「
庶
民
の
生
活
」『
須
佐
町
誌
』
七
六
九
頁
）。『
須
佐
町
誌
』
に
お
け
る

そ
の
他
の
紙
布
に
関
す
る
記
述
は
前
述
の
『
阿
東
町
誌
』
を
引
用
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

も
縒
り
を
か
け
な
か
っ
た
と
い
う
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五

七
頁
）。

　

こ
の
ほ
か
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
玖
珂
郡
内
の
美
和
町
域
に
あ
た
る
秋
中

村
・
賀
見
畑
村
、
錦
町
域
に
あ
た
る
深
須
村
、
こ
の
ほ
か
本
郷
村
（
現
岩
国
市
）
に
お
い
て

ユ
キ
バ
カ
マ
（
雪
袴
）
と
呼
ば
れ
る
股
引
の
よ
う
な
下
衣
に
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る

（
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
七
八
七
〜
七
八
八
頁
）。

　

な
お
、『
鹿
野
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
都
濃
郡
鹿
野
町
（
現
周
南
市
）
で
は
藩
政
時
代
に
紙

布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
瀬
田
静
香
「
鹿
野
の
民
俗
」『
鹿
野

町
誌
』
九
四
四
〜
九
四
五
頁
）。『
鹿
野
町
誌
』
で
は
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
記
録
等
は
示
さ

れ
て
お
ら
ず
残
存
す
る
資
料
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
製
法
や
形
態
・
用
途
な
ど
鹿
野

町
に
お
け
る
紙
布
の
姿
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
図
（
図
２
）
を
、
前
章
と
同
様
に
市
町
村
史
誌
等
の
記

述
を
基
に
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ　

―
衣
生
活
―
』（
昭
和
五
七
年
刊
）
の
記
載
に
生
産
・
使

用
を
確
認
で
き
る
地
域
を
追
加
し
て
作
成
し
た
。
今
回
の
資
料
調
査
で
は
山
口
県
内
に
お
け

る
紙
布
に
類
す
る
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
武
蔵
野
美
術
大
学
民
俗
収
蔵
室
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
で
採
集
さ
れ
た
紙
布
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
当
該
二
村
を
分
布
地
域
と
し
て
追
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
史
料
や
市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
る
と
、
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
は
阿
武

郡
、
玖
珂
郡
な
ど
の
限
ら
れ
た
地
域
に
偏
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ

は
紙
布
が
紙
漉
き
と
い
う
産
業
に
依
拠
し
て
生
産
さ
れ
た
と
い
う
地
域
的
な
特
色
を
顕
著
に

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
紙
布
の
分
布
地
の
多
く
が
、
裂
織
の
分
布
地
と
重
複
し
て
い
る
こ
と

も
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
重
複
す
る
地
域
は
木
綿
栽
培
が
盛
ん
で
な
い
地
域
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
山
口
県
内
に
お
い
て
は
裂
織
・
紙
布
と
い
っ
た
織
布
が
木
綿
衣
料
の
不
足
す
る
地
域

で
織
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

三
　
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
裂
織
と
紙
布
に
の
み
言
及
し
て
い
る
が
、『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
そ
の
名
前

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
織
布
と
し
て
、
フ
ジ
の
蔓
を
繊
維
原
料
と
し
た
藤
布
が
あ
る
。
か
つ

て
は
山
口
県
内
で
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
布
で
あ
る
が
、
今
回
は
県
内
に
お
け
る
藤
布
に
係

わ
る
記
述
を
諸
資
料
か
ら
十
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
藤
布
の
ほ
か
、
ご
く
わ

ず
か
な
生
産
に
留
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
織
布
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
を
進
め
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
調
査
箇
所
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
調

査
に
よ
り
新
た
な
分
布
地
が
確
認
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭

和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
実
施
さ
れ
た
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
ほ
か
、
昭
和
四
九
か
ら
翌

五
〇
年
（
一
九
七
四
〜
一
九
七
五
）
に
も
山
口
県
教
育
委
員
会
が
山
口
県
緊
急
民
俗
文
化
財

分
布
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
書
で
あ
る
『
山
口
県
民
俗
地
図
』（
昭
和
五
一

年
刊
）
か
ら
は
裂
織
・
紙
布
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
当
該
調
査

の
調
査
票
の
内
容
を
基
に
、
そ
の
結
果
を
含
め
た
分
布
図
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
度
の
特
別
展
開
催
に
係
る
資
料
調
査
で
は
、
近
隣
の
島
根
県
・
広
島
県
に
裂

織
・
紙
布
の
資
料
を
確
認
し
て
い
る
。
今
後
は
日
本
海
沿
岸
部
か
ら
中
国
山
地
西
端
部
ま
で

含
め
た
山
口
県
及
び
近
隣
他
県
を
含
め
た
広
域
に
お
け
る
分
布
状
況
の
調
査
・
解
析
を
進

め
、
改
め
て
報
告
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。

〈
引
用
参
考
資
料
〉

石
原
啓
司　

二
〇
〇
〇
「
衣
・
食
・
住
」
川
上
村
史
編
集
委
員
会
編
『
川
上
村
史 

資
料

編
』
川
上
村
、
五
八
頁

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編　

一
九
九
九
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
愛

媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
、
四
六
頁

河
済
敏
子
・
古
城
良
子　

一
九
七
九
「
一　

衣
飾
」
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
編
『
弥

栄
峡
の
民
俗
』
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
、
五
七
頁

河
野
良
輔
・
石
原
啓
司　

一
九
七
〇
「
衣
」
山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
編
『
阿
武
川
の
民

俗
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
五
〇
頁

蔵
本
隆
博　

一
九
七
四
「
衣
と
生
活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査

報
告
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
四
頁

瀬
田
静
香　

一
九
九
一
「
鹿
野
の
民
俗
」
鹿
野
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
鹿
野
町
誌
』
鹿
野

町
、
九
四
四
〜
九
四
五
頁

田
中
克
己　

一
九
八
九
「
近
世
の
六
島
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
二
巻
』
萩

市
、
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁

田
中
助
一　

一
九
八
七
「
こ
ぼ
れ
話
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
三
巻
』
萩

市
、
三
八
二
頁

田
中
恒
一　

一
九
五
三
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
篠
生
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一

四
四
頁

田
万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
九
「
産
業
の
発
達
」『
田
万
川
町
史
』
田
万
川

町
、
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁

萩
高
等
学
校
社
会
部
編　

一
九
六
四
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
萩
高
等
学

校
社
会
部
、
九
〜
一
一
頁

波
多
放
彩　

一
九
六
四
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
川
上
村
公
民
館
、
二
八
九
頁

波
多
放
彩　

一
九
七
〇
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町
誌
』
阿
東
町
、
五
六
九
〜
五
七
〇
頁

福
永
義
晴　

二
〇
〇
〇
「
民
俗
調
査
」
阿
武
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
阿
武
町
史 

下
巻
』

阿
武
町
、
六
一
九
〜
六
二
〇
・
六
四
二
〜
六
四
三
頁

文
化
庁
編　

一
九
八
二
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
国
土
地
理
協
会
、
二
・
三
九
五

〜
三
九
六
・
四
〇
四
頁

堀
勇　

一
九
九
三
「
庶
民
の
生
活
」
須
佐
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
須
佐
町
誌
』
須
佐
町
、
七

六
八
〜
七
六
九
頁

御
薗
生
翁
甫　

一
九
七
四
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
七
八
七
〜
七
八
八
頁

　
『
田
万
川
町
史
』
に
よ
る
と
、
同
町
上
小
川
地
区
の
紙
漉
農
家
に
紬
用
和
紙
の
製
造
に
関

す
る
資
料
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
紬
用
和
紙
が
紙
布
の
材
料
と
し
て
漉
か
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
町
中
小
川
地
区
で
は
紙
布
の
工
場
生
産
を
試
み
た
記
録

が
あ
り
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
以
降
に
地
区
内
に
紬
織
工
場
を
建
設
し
、
楮
蒸
し
か

ら
紙
漉
、
製
糸
、
機
織
ま
で
を
行
い
紙
布
を
生
産
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
し

た
紙
布
の
利
用
価
値
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
倒
産
に
至
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
田

万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
「
産
業
の
発
展
」『
田
万
川
町
史
』
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁
）。
な

お
、
こ
の
紬
織
工
場
で
生
産
さ
れ
た
紙
布
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
関
連
資
料
を
見
出
せ
て
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
福
栄
村
佐
々
連
で
は
麻
と
紙
を
用

い
た
紙
コ
（
カ
ミ
コ
）
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
佐
々
連
は
周
辺

地
区
の
中
で
も
特
に
紙
漉
き
が
盛
ん
な
地
区
で
あ
っ
た
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」
『
阿
武
川

の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
な
お
、
佐
々
連
は
阿
武
川
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
水
没
し
た
地
区
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

玖
珂
郡
に
お
い
て
も
紙
布
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。『
錦
町
史
』
に
よ
る
と
紙
を
こ
よ
り
に

し
て
織
っ
た
も
の
が
あ
り
、
膝
丈
ま
で
の
短
い
着
物
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
紙
布
に
は

紙
と
麻
を
用
い
て
織
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
藩
政
時
代
に
は
出
奔
し
た
農
民
が
紙

布
の
コ
シ
ギ
リ
（
腰
丈
の
仕
事
着
）
を
所
有
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
宮
田
伊
都
美

「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

同
じ
く
玖
珂
郡
の
『
美
和
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
紙
を
紙
縒
り
に
し
て
織
っ
た
紙
布
ま
た
は

紙
子
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
紙
二
束
で
紙
つ
む
ぎ
一
反
を
織
っ
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊

津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』
二
五
五
頁
）。

　

ま
た
、『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
、
紙
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
あ
り
、
経
糸
に
麻
糸

ま
た
は
木
綿
糸
、
緯
糸
に
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
紙
を
用
い
て
紙
ツ
ヅ
リ
を

織
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
地
域
で
織
ら
れ
た
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
同
様
に
、
紙
を
緯
糸
と
す
る
場
合

宮
﨑
美
紀
子　

一
九
六
五
「
習
俗
」
三
宅
英
利
編
『
相
島
』
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土

部
、
七
四
頁

宮
田
伊
津
美　

一
九
八
五
「
農
民
の
生
活
」
美
和
町
編
『
美
和
町
史
』
美
和
町
、
二
五
五
頁

宮
田
伊
都
美　

一
九
八
八
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」
錦
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
錦
町
史
』

錦
町
、
二
三
九
〜
二
四
〇
頁

森
田
芳
輔　

一
九
五
九
「
衣
食
住
」
萩
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
誌
』
萩
市
役
所
、
五
五

二
頁

山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編　

一
九
二
四
「
風
俗
習
慣
」『
阿
武
郡
志
』
山
口
縣
阿
武
郡
教
育

會
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
二
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
四
巻 

前
山
代
宰
判
』
山
口
県
立
山

口
図
書
館
、
一
九
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
四
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
二
二
巻 

奥
阿
武
宰
判
』
山
口
県
立

山
口
図
書
館
、
九
九
・
一
一
四
・
一
三
六
・
一
六
七
・
三
六
五
頁

山
田
基
彦　

一
九
六
七
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究
報

告 

第
一
号
』
萩
市
郷
土
博
物
館
、
四
頁

※
ま
つ
お　

ゆ
う
へ
い　

萩
博
物
館
学
芸
員



山
口
県
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
分
布

　

萩
博
物
館
で
は
令
和
三
年
度
春
期
特
別
展
と
し
て
「
百
年
の
布
〜
美
し
き
襤
褸
の
世
界
〜
」

を
開
催
し
た
。
本
展
は
限
ら
れ
た
衣
料
を
最
大
限
に
活
用
す
る
技
術
な
ど
を
紹
介
し
、
地
域

に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
存
在
や
、
か
つ
て
の
衣
生
活
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
使
い
捨
て

が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
衣
生
活
を
見
直
す
機
会
の
創
出
を
目
的
と
し
た
。
な
お
、

本
展
題
名
の
「
百
年
の
布
」
は
、
織
り
上
げ
ら
れ
た
布
が
衣
服
に
仕
立
て
ら
れ
て
か
ら
雑
巾

や
お
し
め
な
ど
に
形
を
変
え
つ
つ
も
、
最
終
的
に
そ
の
役
目
を
終
え
る
ま
で
に
百
年
を
超
え

る
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

本
展
で
は
明
治
・
大
正
年
間
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
た
萩
及
び
近
隣
地
域
の
仕
事
着
を
主
要

な
資
料
と
し
た
。
木
綿
が
普
及
す
る
以
前
に
、
気
候
な
ど
の
自
然
環
境
に
応
じ
た
そ
の
土
地

毎
の
風
土
に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
仕
立

て
ら
れ
た
仕
事
着
に
地
域
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
衣
料
の
不
足
を

補
う
た
め
の
紡
織
技
術
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

　

以
前
よ
り
萩
地
域
で
は
古
木
綿
布
を
利
用
し
た
裂
織
、
和
紙
か
ら
作
ら
れ
る
紙
布
と
い
う

特
徴
的
な
衣
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
市
町
村
史
誌
や
民
俗
調
査
の
記
述
か
ら
萩

地
域
及
び
山
口
県
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
織
布
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
得
ら
れ
た
情
報
の

限
り
で
分
布
図
を
作
成
し
た
。
こ
の
分
布
図
に
は
、
前
述
の
特
別
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ

て
実
施
し
た
仕
事
着
資
料
の
調
査
結
果
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
当
館
が
収
蔵

す
る
裂
織
の
仕
事
着
と
そ
の
使
用
地
域
の
情
報
に
つ
い
て
付
加
し
報
告
す
る
。

　
一
　
裂
織

　

（
一
）
裂
織
の
概
要

　

裂
織
と
は
細
く
裂
い
た
古
布
に
縒
り
を
か
け
た
太
目
の
緯
糸
と
、
麻
や
木
綿
な
ど
の
経
糸

を
用
い
た
布
の
織
り
方
、
ま
た
そ
の
織
布
や
仕
立
て
ら
れ
た
仕
事
着
を
指
す
。『
佐
田
岬
半

島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
に
よ
れ
ば
、
裂
織
は
日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
た
が
、
特
に
日
本
海

側
沿
岸
部
に
集
中
し
て
お
り
、
木
綿
の
栽
培
に
適
さ
な
い
寒
冷
地
や
北
前
船
な
ど
に
よ
る
古

木
綿
布
の
流
通
が
あ
っ
た
地
域
で
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
編
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
四
六
頁
）。
一
般
的
に
裂
織
は
裂

い
た
布
を
織
糸
と
す
る
た
め
生
地
が
厚
く
、
耐
久
性
に
も
優
れ
て
お
り
、
海
行
き
・
山
行
き

の
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
か
ら
衣
生
活
に
係
わ
る
記
述
を
抜
き
出
す
と
、
木
綿
衣
料
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
県
下
全
域
に
多
く
み
ら
れ
、
仕
立
て
方
や
入
手
経
路
、
用
い
る
生

業
や
着
用
者
の
性
別
に
よ
る
形
態
の
違
い
に
至
る
ま
で
細
か
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

裂
織
に
係
わ
る
記
述
は
、
阿
武
郡
な
ど
の
一
部
地
域
に
の
み
み
ら
れ
、
県
下
全
域
へ
の
広
が

り
を
見
出
せ
な
い
。
そ
の
上
、
裂
織
の
用
途
や
形
態
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
記
述
は
極
め
て

少
な
い
。
阿
武
郡
に
お
い
て
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
分
布
す
る
理
由
と
し
て
は
、
山
口
県
の

瀬
戸
内
海
に
面
す
る
山
陽
側
が
木
綿
栽
培
の
普
及
地
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
海
に
面
す
る

山
陰
側
の
木
綿
栽
培
は
ご
く
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

萩
地
域
で
は
裂
織
の
仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
、
ま
た
は
ツ
ヅ
レ
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
呼

称
は
襤
褸
着
の
総
称
と
し
て
の
「
綴
れ
」
が
そ
の
ま
ま
衣
服
の
呼
称
と
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
襤
褸
着
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な

お
、『
萩
市
史　

第
三
巻
』
で
は
、
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
（
ツ
ヅ
リ
）
の
一
種
と
記
し
て
い
る

（
田
中
助
一
「
こ
ぼ
れ
話
」『
萩
市
史　

第
三
巻
』
三
八
二
頁
）。
ド
ン
ダ
は
漁
撈
や
農
耕
に

広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
仕
事
着
で
、
裂
織
と
は
異
な
る
製
法
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
着
古
し
た

普
段
着
に
接
ぎ
当
て
を
重
ね
て
刺
し
た
も
の
の
ほ
か
、
綿
入
れ
に
し
て
防
寒
着
と
し
て
用
い

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
の
一
種
と
し
て
い
る
の
は
「
綴
れ
」
が
襤
褸
の
着
物

全
般
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
二
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
裂
織

　
『
阿
武
郡
志
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
の
一
部
集
落
で
は
木
綿
の
衣
服
と
ツ
ヅ
リ
を
混
用
し

て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
ツ
ヅ
リ
は
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
、
経
糸
に
は
麻
糸
を
用
い
た
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
四
〜
一
七
五
頁
）。

　
『
萩
市
誌
』
で
は
、
ツ
ヅ
リ
を
既
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
特
殊
な
衣
服
と
し
て
記
し
て
い

る
。
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
用
い
た
仕
事
着
で
、
野
良
仕
事
や
山
仕
事
に
お
い
て
着
用
し
た

と
さ
れ
る
（
森
田
芳
輔
「
衣
食
住
」『
萩
市
誌
』
五
五
二
頁
）
。

　
『
阿
武
町
史 

下
巻
』
に
よ
れ
ば
、
沿
岸
部
の
農
業
集
落
で
あ
る
奈
古
地
区
筒
尾
で
、
大
正

年
間
に
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た
木
綿
布
、
経
糸
は
麻
糸
で
仕
立
て
た
と
い
う
（
福
永
義
晴
「
民
俗
調
査
」

『
阿
武
町
史 

下
巻
』
六
一
九
頁
）。
ま
た
、
漁
業
集
落
の
宇
田
地
区
元
浦
で
も
大
正
年
間
に

防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
元
浦
で
は
漁
網
に
用
い
る
麻
糸
の
生
産

も
行
わ
れ
て
お
り
、
ツ
ヅ
リ
の
経
糸
と
し
て
も
麻
糸
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲

書
、
六
四
二
〜
六
四
三
頁
）。

　

ま
た
、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
阿
武
町
宇
生
賀
の
民
俗
」
と
題
す
る
手
書
き
の
報
告
書
類

に
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
三
月
九
日
に
阿
武
町
の
宇
生
賀
地
区
三
和
で
行
っ
た
聞
き

取
り
調
査
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
衣
生
活
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
冬
場
の
仕
事
着
と
し

て
、
主
に
男
性
が
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
使
用
年
代
の
記
載
は
な
い
。
経
糸
は

麻
糸
、
緯
糸
に
木
綿
の
布
切
れ
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
に
よ
っ
て
は
「
自
作
で
あ
る
」、

「
購
入
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
」
と
食
い
違
っ
た
記
述
も
み
ら
れ
る
が
、
製
法
や
入
手
経

路
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
阿
武
郡
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
購
入
に
触

れ
ら
れ
た
記
述
は
こ
の
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

以
上
に
よ
る
と
、
阿
武
町
で
は
木
綿
の
衣
類
を
使
い
つ
つ
も
、
凡
そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で

は
ツ
ヅ
リ
も
仕
事
着
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裂
織
の
丈
夫
で

風
に
強
く
暖
か
い
と
い
う
利
点
を
活
か
し
て
、
主
に
冬
場
の
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い

る
。

　

昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
山
口
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
山
口
県
民
俗
資
料
緊
急

調
査
で
は
県
内
の
二
三
箇
所
が
選
定
さ
れ
、
そ
の
内
阿
武
郡
で
は
萩
市
大
井
土
井
、
阿
武
郡

須
佐
町
（
現
萩
市
）
須
佐
、
阿
武
郡
阿
東
町
嘉
年
の
三
箇
所
で
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
衣

生
活
に
係
わ
る
項
目
を
み
る
と
、
県
内
二
三
箇
所
の
調
査
地
の
中
で
裂
織
に
つ
い
て
確
認
で

き
る
の
は
萩
市
大
井
土
井
の
み
で
あ
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
襤
褸
布
を
裂
い
て
織
っ
た
も
の

を
ツ
ヅ
リ
と
呼
び
、
厚
く
て
丈
夫
で
あ
っ
た
た
め
木
樵
の
際
に
着
用
し
た
と
い
う
。
着
用
方

法
は
ジ
バ
ン
（
肌
着
）
や
ソ
ギ
と
呼
ば
れ
る
巻
袖
の
袷
の
上
に
、
ツ
ヅ
リ
を
重
ね
て
着
て
い

た
と
さ
れ
る
（
山
田
基
彦
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究

報
告　

第
一
号
』
四
頁
）。
萩
市
大
井
土
井
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
使
用
年
代
に
つ
い
て
記
録

は
な
い
。
ま
た
、
ツ
ヅ
リ
の
形
態
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
袖
付
き
の
袷
の
上
か
ら
着
用
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ソ
デ
ナ
シ
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

続
い
て
阿
武
郡
以
外
の
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
記
述
に
触
れ
た
い
。『
錦
町
史
』
に
よ
れ

ば
、
玖
珂
郡
錦
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
経
糸
は
麻
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊
都
美
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三

九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

ま
た
、
玖
珂
郡
美
和
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
昭
和
四

七
年
か
ら
翌
四
八
年
（
一
九
七
二
〜
一
九
七
三
）
に
民
俗
資
料
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お

り
、
同
町
北
部
で
裂
織
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
に
麻
糸
ま
た
は
木

綿
糸
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
蔵
本
隆
博
「
衣
と
生

活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
』
四
頁
）。
な
お
、
同
様
の

事
例
が
『
美
和
町
史
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
（
宮
田
伊
津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』

二
五
五
頁
）。

　

玖
珂
郡
美
和
町
で
は
そ
の
後
も
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
対
象
と
な
る
集
落
を
広
げ

て
第
二
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
と
な
る
『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
ツ
ヅ

レ
織
り
の
製
法
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
は
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
で
、
一
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
襤
褸
布
に
縒
り
を
か
け
ず
そ
の
ま
ま
緯
糸
と
し
て
織
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
当
地
で
は
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
、
山
着
の
ほ
か
、
帯
や
脚
絆
に
用
い
て
い
た

と
さ
れ
る
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
記

述
に
よ
り
山
口
県
内
で
は
阿
武
郡
の
ほ
か
、
玖
珂
郡
に
お
い
て
も
裂
織
が
仕
事
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

（
三
）
収
蔵
資
料
の
概
要

　

市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
り
阿
武
郡
に
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
裂
織
で
は

あ
る
が
残
存
す
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。
萩
博
物
館
が
収
蔵
し
て
い
る
裂
織
の
仕
事
着
は

三
点
の
み
で
あ
り
、
採
集
地
は
萩
市
相
島
と
阿
武
郡
福
栄
村
の
二
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。

萩
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
地
域
的
特
徴
を
示
す
に
は
資
料
数
が
乏
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は
資

料
の
採
集
地
・
材
質
・
形
態
・
用
途
に
つ
い
て
記
す
。

　

・
相
島
の
裂
織

　

相
島
は
萩
市
の
沖
合
北
西
約
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
島
で
あ
る
。『
萩
市
史　

第
二
巻
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
よ
り
畑
作
に
よ
る
農
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
採

貝
・
採
藻
な
ど
も
小
規
模
な
漁
業
も
営
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
田
中
克
己
「
近
世
の
六
島
」

『
萩
市
史　

第
二
巻
』
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁
）。
昭
和
に
お
い
て
も
畑
作
が
産
業
の
中

心
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
の
主
要
農
産
物
は
除
虫
菊
、
裸
麦
、
西
瓜
で
あ
っ
た
。
除
虫
菊

は
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
作
付
け
を
終
え
、
葉
煙
草
の
栽
培
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い

っ
た
。
こ
の
他
、
生
白
藷
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
や
夏
柑
（
ナ
ツ
ミ
カ
ン
）
な
ど
種
々
の
栽
培
が

な
さ
れ
て
い
た
（
萩
高
等
学
校
社
会
部
編
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
九
〜

一
一
頁
）。
し
か
し
、
綿
や
麻
な
ど
の
繊
維
植
物
の
栽
培
に
係
わ
る
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、

島
内
に
お
け
る
生
産
は
殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
相
島
の
裂
織
は
二
点
、
ど
ち
ら
と
も
上
衣
で
あ
る
。
相
島
で
は
裂
織
の

仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
ご
ろ
ま
で
着
用
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
阿
武
郡
に
お
け
る
裂
織
の
使
用
年
代
は
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
地
域
で
は
凡

そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
相
島
は
阿
武
郡
内
で

最
も
遅
く
ま
で
裂
織
を
着
用
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
土
域
に
比
べ
る

と
島
嶼
部
に
お
け
る
衣
料
調
達
が
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
で

き
る
。
島
民
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
嫁
入
り
の
際
に
裂
織
の
仕
事
着
を
仕
立
て
、
そ
の

ツ
ヅ
リ
を
繕
い
な
が
ら
生
涯
着
続
け
た
と
い
う
。
な
お
、
収
蔵
資
料
の
二
点
と
も
着
用
者
の

性
別
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

館
蔵
資
料
の
外
観
は
写
真
１
〜
２
の
と
お
り
。
材
質
・
形
態
・
寸
法
は
全
体
的
に
類
似
し

て
い
る
。
ど
ち
ら
も
経
糸
に
白
の
木
綿
糸
、
緯
糸
に
白
地
及
び
絣
な
ど
の
藍
染
の
木
綿
布
を

用
い
て
い
る
。
生
地
の
厚
さ
は
二
〜
三
ミ
リ
程
度
。
白
地
と
紺
地
の
裂
き
布
を
二
本
毎
交
互

に
織
り
込
ん
で
お
り
、
身
頃
に
細
か
な
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と

同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
掛
け
衿
、
袖
覆
輪
に
は
絣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
裾
に

覆
輪
は
な
く
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
木
綿
地
の
仕
舞
を
折
り
込
ん
で
縫
い
合
わ
せ
て
い

る
。
衿
か
ら
背
中
に
か
け
て
紺
地
の
木
綿
布
を
当
て
布
と
し
て
縫
い
付
け
て
い
る
。
使
用
痕

や
破
損
部
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
補
修
の
形
跡
も
な
い
た
め
当
該
資
料
二
点
は
と
も
に
長
期
間

に
渡
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
に
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土
部
が
相
島
で
実
施
し
た
聞

き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
相
島
に
は
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
雨
具
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
雨
具

の
ツ
ヅ
リ
は
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
厚
み
が
あ
り
、
生
地
に
水
が
滲
み
込
み
に
く
か
っ

た
と
い
う
（
宮
﨑
美
紀
子
「
習
俗
」『
相
島
』
七
四
頁
）。
収
蔵
資
料
の
二
点
と
は
形
態
が

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
ツ
ヅ
レ
に
は
裂
織
と
は
材
質
、
ま
た
は
仕
立
て
方
の
異
な
る
も
の

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
存
す
る
資
料
に
は
辿
り
着
い
て
い
な
い
。

　

・
福
栄
村
の
裂
織

　

阿
武
郡
福
栄
村
は
四
方
を
急
峻
な
山
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
平
坦
な
耕
地
が
限
ら
れ
た
た
め

傾
斜
地
を
耕
起
し
た
棚
田
が
多
数
み
ら
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡

福
栄
村
域
に
あ
た
る
福
井
下
村
・
福
井
上
村
・
紫
福
村
（
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
福
井
下

村
、
福
井
上
村
の
両
村
域
を
含
む
福
川
村
、
紫
福
村
が
合
併
し
福
栄
村
と
な
る
）
の
三
つ
の

村
で
は
米
・
麦
・
雑
穀
の
ほ
か
蔬
菜
・
葉
煙
草
、
楮
お
よ
び
和
紙
が
産
品
の
中
心
で
あ
っ
た
。

繊
維
原
料
と
し
て
は
麻
が
生
産
さ
れ
て
い
た
が
、
生
産
量
は
少
な
く
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
村
内
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
木
綿
商
や
綿
屋
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
福
栄
村
の
裂
織
は
一
点
で
、
資
料
名
は
ツ
ヅ
レ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

採
集
地
は
山
口
県
阿
武
郡
福
栄
村
大
字
福
井
と
あ
る
が
村
内
に
福
井
と
い
う
字
名
は
な
く
、

福
井
下
ま
た
は
福
井
上
の
ど
ち
ら
か
の
地
域
で
採
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
採
集
時

期
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
で
あ
る
が
、
当
該
資
料
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
て
い

た
か
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。
男
性
が
着
用
し
、
常
用
着
や
農
耕
用
の
作
業
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

材
質
は
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
紺
地
の
木
綿
布
で
あ
る
。
写
真
３
の
と
お
り
、
緯
糸
の

濃
淡
に
よ
っ
て
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
色
味
の
近
い
木
綿
布
を
用
い

て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と
同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
袖
及
び
衿
の
覆
輪
は
黒

地
木
綿
布
、
部
分
的
に
紫
色
の
木
綿
布
が
重
ね
て
あ
る
。
背
中
の
当
て
布
は
縫
い
付
け
て
い

な
い
。
袖
覆
輪
に
ほ
つ
れ
が
生
じ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
使
用
痕
は
少
な
い
。
腹
回
り
の
帯

の
擦
れ
跡
や
、
肩
部
・
背
部
の
使
用
痕
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
に
お
け
る
裂
織
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
裂
織
の
分
布
図
（
図
１
）
は
、
前
述
の
市
町
村
史
誌
な
ど
の
記
述
の

ほ
か
、
当
館
が
実
施
し
た
資
料
調
査
に
お
い
て
裂
織
の
仕
事
着
が
確
認
さ
れ
た
地
域
を
反
映

し
て
作
成
し
た
。
な
お
、
分
布
図
に
は
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
以
前
の
自
治
体
区
分
を

て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
川
上
村
誌
』（
昭
和
三
九
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ツ
ヅ
レ
は
「
綴

れ
織
」
を
指
す
呼
称
で
あ
っ
た
と
し
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
裂
い
た
古
布
で
仕
立
て
た
も

の
を
着
用
し
て
い
た
と
い
う
。
厚
手
で
丈
夫
な
布
地
が
山
仕
事
に
は
都
合
が
良
い
も
の
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
波
多
放
彩
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
二
八
九
頁
）。
な
お
、『
福

栄
村
史
』（
昭
和
四
一
年
刊
）、『
阿
東
町
誌
』（
昭
和
四
四
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が

み
ら
れ
る
が
、『
川
上
村
誌
』
と
筆
者
が
同
一
で
あ
り
、
衣
生
活
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同

様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
三
町
村
の
広
域
に
渡
り
同
一
の
衣
生
活
が
存
在
し
た
こ
と
は
考

え
に
く
く
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
。

　

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
（
両
村
と
も
現
萩
市
）
の
衣
生
活
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
三

年
か
ら
翌
四
四
年
（
一
九
六
八
〜
一
九
六
九
）
に
も
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阿
武
川
ダ
ム

建
設
に
伴
う
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸

時
代
は
ツ
ヅ
リ
を
冬
期
の
防
寒
着
と
し
て
用
い
て
お
り
、
緯
糸
は
襤
褸
布
、
経
糸
は
麻
糸
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」『
阿
武
川
の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
明
治
以
降
の

衣
服
に
は
ツ
ヅ
リ
の
記
載
は
な
く
、
い
つ
頃
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
確
認
で
き
ず
、
調

査
時
に
採
集
さ
れ
た
衣
服
の
中
に
も
裂
織
の
類
は
見
出
せ
な
い
。
な
お
、『
川
上
村
史 

資
料

編
』
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
石
原
啓
司
「
衣
・
食
・
住
」『
川
上
村
史 

資
料
編
』

五
八
頁
）。

　

阿
武
郡
阿
東
町
（
現
山
口
市
）
の
裂
織
に
つ
い
て
は
『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
に
記
述
が
み

ら
れ
る
。
村
誌
に
よ
れ
ば
、
綿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
家
々
で
ボ
ロ
を
綴
っ
て

着
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
田
中
恒
一
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
一
四
四

頁
）。
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
衣
服
で
あ
っ
た
か
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
襤
褸
布
を
綴
っ
て
仕
立
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
裂
織
で
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
で
き
る
。
篠
生
村
は
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の
合
併
に
よ
り
阿
東
町
と
な
っ

て
お
り
、
阿
武
郡
阿
東
町
の
一
部
で
は
少
な
く
と
も
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

（５）

用
い
て
い
る
。

　

山
口
県
下
で
新
た
に
確
認
で
き
た
裂
織
の
仕
事
着
は
山
口
市
立
小
郡
文
化
資
料
館
に
収
蔵

さ
れ
る
ソ
デ
ナ
シ
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。
吉
敷
郡
小
郡
町
（
現
山
口
市
）
周
辺
は
藩
政
時
代

に
お
け
る
県
内
有
数
の
綿
作
地
帯
で
あ
り
、
当
該
地
の
木
綿
は
「
小
郡
木
綿
」
と
称
さ
れ

た
。
こ
の
ソ
デ
ナ
シ
は
か
つ
て
吉
敷
郡
小
郡
町
で
着
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
大
規
模

な
木
綿
栽
培
地
帯
に
お
け
る
貴
重
な
裂
織
の
着
用
例
と
し
て
注
目
し
た
い
。

　

加
え
て
、
裂
織
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
る
裂
き

布
及
び
木
綿
糸
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
裂
き
布
は
絣
を
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た

も
の
で
、
木
綿
糸
は
濃
紺
と
浅
葱
の
二
種
類
あ
り
、
糸
の
太
さ
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
裂
き

布
と
木
綿
糸
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
状
に
丸
め
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
山
口
市
嘉
川
の

民
家
に
取
り
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
当
該
資
料
に
係
わ
る
情
報
は
採
集
地
の
み
の
た

め
、
凡
そ
の
年
代
や
ど
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
裂
織
の

緯
糸
・
経
糸
と
し
て
用
い
ら
れ
る
材
料
が
同
一
箇
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
判
断
し

難
い
が
、
前
述
の
と
お
り
吉
敷
郡
内
で
用
い
ら
れ
た
裂
織
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
山
口
市
嘉
川
周
辺
に
お
い
て
裂
織
の
使
用
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
紙
布

　

（
一
）
紙
布
の
概
要

　

紙
布
は
、
植
物
の
採
取
や
栽
培
に
よ
っ
て
衣
料
と
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
和
紙
の
副
次

的
な
利
用
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
織
布
で
あ
る
。
紙
の
上
下
両
端
に
余
白
を
残
し
、
連
続
す

る
コ
の
字
状
に
切
っ
た
紙
に
縒
り
を
か
け
る
こ
と
で
糸
状
に
加
工
し
た
も
の
を
材
料
と
し
て

生
産
さ
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
名
前
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
藩

政
時
代
に
は
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生

活
―
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
島
根
県
西
部
の
石
見
地
方
な
ど
で

用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。（
文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
二
頁
）。

石
見
地
方
は
石
州
半
紙
で
知
ら
れ
る
と
お
り
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紙
布
は

和
紙
の
生
産
地
域
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

一
般
に
麻
な
ど
の
植
物
を
繊
維
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
繊
維
質
を
傷
つ
け
な
い
よ
う

に
取
り
出
す
手
法
が
用
い
ら
れ
る
。
和
紙
原
料
の
楮
か
ら
繊
維
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
訳
で
は
な
く
、
四
国
地
方
な
ど
で
は
楮
の
繊
維
を
用
い
て
生
産
さ
れ
る
太
布
と
い
う
織
布

も
存
在
す
る
（
前
掲
書
、
二
頁
）。
繊
維
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
さ
ず
、
紙
を
漉
く
た
め
に
一

度
砕
い
た
繊
維
を
織
布
の
原
料
と
し
て
再
び
用
い
て
い
る
点
も
紙
布
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で

き
る
。

　

（
二
）『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
け
る
紙
布

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
藩
政
時
代
の
請
紙
制
度
に
よ
っ
て
半
紙
等
の
生
産
と

納
入
が
割
り
当
て
ら
れ
た
阿
武
郡
の
山
間
部
で
は
紙
漉
き
を
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
主
産

業
と
し
て
お
り
、
併
せ
て
農
民
は
漉
い
た
半
紙
を
用
い
て
紙
布
を
織
っ
て
い
た
こ
と
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
、
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
奥
阿
武
宰
判
彌
富
村
の
記
述
で

あ
る
。

　
「
一
產
業　

半
紙
漉
立
八
百
五
拾
九
丸
程

但
御
藏
入
紙
屋
軒
八
拾
軒
、
冬
春
百
日
の
間
板
立
ニ
乄
上
手
下
手
且
手
間
の
多
少
押
平
均

一
軒
一
船
漉
三
丸
半
の
掠
量
に
し
て
貮
百
八
拾
丸
位
、
右
之
内
上
納
紙
百
丸
位
、
外
ニ
諸

村
受
合
漉
百
貮
拾
丸
位
、
給
領
漉
立
凡
五
百
七
拾
九
丸
ほ
と
、
右
之
内
御
給
主
へ
上
納
紙

四
百
貮
拾
四
丸
程
、
殘
り
漉
延
凡
百
九
拾
五
丸
ほ
と
、
此
内
紙
布
着
料
軒
別
四
反
位
の
抨

に
し
て
家
數
四
百
貮
拾
五
軒
分
千
七
百
反
、
壹
反
ニ
付
貮
束
織
に
し
て
此
紙
丸
に
し
て
五

拾
六
丸
餘
、
地
下
役
座
其
外
遣
ひ
紙
障
子
紙
等
に
入
用
之
分
凡
貮
拾
丸
程
、
殘
り
百
拾
九

丸
醤
油
塩
油
其
外
品
替
の
爲
須
佐
へ
持
出
申
候
掠
量
ニ
御
座
候
事
」

　

彌
富
村
で
は
漉
い
た
紙
の
一
部
か
ら
、
一
軒
あ
た
り
四
反
と
し
て
、
村
内
四
二
五
軒
分
の

一
七
〇
〇
反
を
紙
布
着
料
と
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
布
一
反
に
つ
き
半
紙
二
束

（
一
束
＝
二
〇
〇
枚
）
を
要
す
る
と
し
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
紙
布
四
反
で
半
紙
一
六
〇
〇

枚
を
用
い
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
村
内
全
体
で
は
半
紙
五
拾
六
丸
（
一
丸
＝
六
〇
束
、
一
二

〇
〇
〇
枚
）
と
な
っ
た
と
あ
り
、
単
純
計
算
で
半
紙
六
七
二
〇
〇
〇
枚
が
紙
布
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

彌
富
村
の
ほ
か
、
奥
阿
武
宰
判
で
は
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
鈴
野
川
村
、
阿
武
郡
田

万
川
町
（
現
萩
市
）
域
に
あ
た
る
小
川
村
、
田
萬
村
に
紙
布
の
記
述
が
あ
り
、
紙
漉
が
行
わ

れ
て
い
た
両
町
の
山
間
部
一
帯
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

地
域
が
半
紙
を
衣
料
と
し
て
い
た
背
景
に
は
木
綿
な
ど
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
衣
料
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
の
庶
民
生
活
の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
、
鈴
野
川
村
の
風
俗
に
関
し
て
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

「
且
又
衣
類
は
寒
中
と
て
も
綿
入
な
と
着
候
者
は
鮮
く
、
紙
漉
業
營
候
ゆ
ゑ
紙
つ
む
き
を

織
て
常
の
衣
類
に
仕
り
居
申
候
邊
鄙
山
家
の
行
形
に
て
御
座
候
事
」

　

冬
場
で
も
綿
入
れ
の
衣
服
を
着
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
紙
漉
き
を
行
っ
て
い
た
地
域
に
お
け
る
衣
料
不
足
の
様
相
を
読
み
取
り
得
る
。
不
足
す

る
衣
料
を
補
う
た
め
の
織
布
と
し
て
、
当
地
の
産
品
で
あ
る
和
紙
（
半
紙
）
を
用
い
た
紙
布

が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
み
え
る
紙
布
の
記
述
は
奥
阿
武
宰
判
内
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
藩
領
内
の
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
の
中
で
、
前
山
代
宰
判
廣
瀬
村
に
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

　
「
一
諸
產
業
之
物
品
賣
捌
銀
高
之
事
（
中
略
）

　

但
諸
上
納
銀
（
中
略
）

　

同
貮
拾
七
貫
九
百
六
拾
五
匁

但
惣
人
數
貮
千
六
百
四
拾
三
人
、
上
中
下
三
段
仕
分
に
し
て
、
上
分
人
數
三
百
廿
人
老
幼

之
無
差
別
着
用
之
木
綿
凡
人
別
貮
反
宛
ニ
乄
六
百
四
拾
反
、
凡
反
別
拾
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫

六
百
目
、
中
分
人
數
四
百
五
拾
人
古
手
買
得
着
用
殘
紙
布
壹
反
宛
ニ
乄
四
百
五
拾
反
、
壹

反
に
付
十
匁
宛
ニ
乄
四
貫
五
百
目
、
古
手
四
拾
五
枚
買
得
代
銀
壹
枚
ニ
付
凡
拾
匁
宛
ニ
乄

四
貫
五
百
目
、
下
分
人
數
千
八
百
四
拾
三
人
、
凡
人
別
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫
三
百
六
拾
五
匁

共
ニ
以
上
右
之
辻
」

　

上
納
銀
に
当
た
る
記
述
の
中
に
紙
布
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
村
内
の

衣
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
方
へ
の
売
り
払
い
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
前
山
代
宰
判
の
中
で
も
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
廣
瀬
村
の
み
で

あ
り
、
紙
漉
き
の
盛
ん
で
あ
っ
た
奥
山
代
宰
判
、
徳
地
宰
判
に
属
し
た
他
の
村
落
の
記
述
に

は
、
紙
布
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
三
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
紙
布

　

前
述
し
た
よ
う
に
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
藩
政
時
代
に
奥
阿
武
宰
判
、
す
な
わ
ち
阿

武
郡
の
一
部
地
域
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
治
以

降
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
や
、
そ
の
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
に
み

え
る
記
述
を
抽
出
す
る
。

　
『
阿
武
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
奥
阿
武
地
方
で
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
材

質
が
硬
く
見
た
目
は
麻
布
に
似
て
お
り
「
木
を
よ
じ
り
、
い
ば
ら
を
押
し
の
け
る
」
よ
う
な

織
布
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
五
頁
）。

　
『
阿
東
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
、
経
糸
に
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
、

緯
糸
に
紙
縒
り
を
用
い
て
織
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
織
り
上
げ
た
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
こ

と
で
夏
冬
を
通
じ
て
使
い
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
（
波
多
放
彩
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町

誌
』
五
六
九
〜
五
七
〇
頁
）。

　
『
須
佐
町
誌
』
に
よ
る
と
、
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
の
は
耐
久
性
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
（
堀
勇
「
庶
民
の
生
活
」『
須
佐
町
誌
』
七
六
九
頁
）。『
須
佐
町
誌
』
に
お
け
る

そ
の
他
の
紙
布
に
関
す
る
記
述
は
前
述
の
『
阿
東
町
誌
』
を
引
用
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

も
縒
り
を
か
け
な
か
っ
た
と
い
う
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五

七
頁
）。

　

こ
の
ほ
か
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
玖
珂
郡
内
の
美
和
町
域
に
あ
た
る
秋
中

村
・
賀
見
畑
村
、
錦
町
域
に
あ
た
る
深
須
村
、
こ
の
ほ
か
本
郷
村
（
現
岩
国
市
）
に
お
い
て

ユ
キ
バ
カ
マ
（
雪
袴
）
と
呼
ば
れ
る
股
引
の
よ
う
な
下
衣
に
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る

（
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
七
八
七
〜
七
八
八
頁
）。

　

な
お
、『
鹿
野
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
都
濃
郡
鹿
野
町
（
現
周
南
市
）
で
は
藩
政
時
代
に
紙

布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
瀬
田
静
香
「
鹿
野
の
民
俗
」『
鹿
野

町
誌
』
九
四
四
〜
九
四
五
頁
）。『
鹿
野
町
誌
』
で
は
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
記
録
等
は
示
さ

れ
て
お
ら
ず
残
存
す
る
資
料
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
製
法
や
形
態
・
用
途
な
ど
鹿
野

町
に
お
け
る
紙
布
の
姿
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
図
（
図
２
）
を
、
前
章
と
同
様
に
市
町
村
史
誌
等
の
記

述
を
基
に
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ　

―
衣
生
活
―
』（
昭
和
五
七
年
刊
）
の
記
載
に
生
産
・
使

用
を
確
認
で
き
る
地
域
を
追
加
し
て
作
成
し
た
。
今
回
の
資
料
調
査
で
は
山
口
県
内
に
お
け

る
紙
布
に
類
す
る
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
武
蔵
野
美
術
大
学
民
俗
収
蔵
室
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
で
採
集
さ
れ
た
紙
布
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
当
該
二
村
を
分
布
地
域
と
し
て
追
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
史
料
や
市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
る
と
、
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
は
阿
武

郡
、
玖
珂
郡
な
ど
の
限
ら
れ
た
地
域
に
偏
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ

は
紙
布
が
紙
漉
き
と
い
う
産
業
に
依
拠
し
て
生
産
さ
れ
た
と
い
う
地
域
的
な
特
色
を
顕
著
に

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
紙
布
の
分
布
地
の
多
く
が
、
裂
織
の
分
布
地
と
重
複
し
て
い
る
こ
と

も
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
重
複
す
る
地
域
は
木
綿
栽
培
が
盛
ん
で
な
い
地
域
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
山
口
県
内
に
お
い
て
は
裂
織
・
紙
布
と
い
っ
た
織
布
が
木
綿
衣
料
の
不
足
す
る
地
域

で
織
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

三
　
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
裂
織
と
紙
布
に
の
み
言
及
し
て
い
る
が
、『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
そ
の
名
前

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
織
布
と
し
て
、
フ
ジ
の
蔓
を
繊
維
原
料
と
し
た
藤
布
が
あ
る
。
か
つ

て
は
山
口
県
内
で
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
布
で
あ
る
が
、
今
回
は
県
内
に
お
け
る
藤
布
に
係

わ
る
記
述
を
諸
資
料
か
ら
十
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
藤
布
の
ほ
か
、
ご
く
わ

ず
か
な
生
産
に
留
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
織
布
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
を
進
め
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
調
査
箇
所
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
調

査
に
よ
り
新
た
な
分
布
地
が
確
認
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭

和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
実
施
さ
れ
た
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
ほ
か
、
昭
和
四
九
か
ら
翌

五
〇
年
（
一
九
七
四
〜
一
九
七
五
）
に
も
山
口
県
教
育
委
員
会
が
山
口
県
緊
急
民
俗
文
化
財

分
布
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
書
で
あ
る
『
山
口
県
民
俗
地
図
』（
昭
和
五
一

年
刊
）
か
ら
は
裂
織
・
紙
布
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
当
該
調
査

の
調
査
票
の
内
容
を
基
に
、
そ
の
結
果
を
含
め
た
分
布
図
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
度
の
特
別
展
開
催
に
係
る
資
料
調
査
で
は
、
近
隣
の
島
根
県
・
広
島
県
に
裂

織
・
紙
布
の
資
料
を
確
認
し
て
い
る
。
今
後
は
日
本
海
沿
岸
部
か
ら
中
国
山
地
西
端
部
ま
で

含
め
た
山
口
県
及
び
近
隣
他
県
を
含
め
た
広
域
に
お
け
る
分
布
状
況
の
調
査
・
解
析
を
進

め
、
改
め
て
報
告
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。

〈
引
用
参
考
資
料
〉

石
原
啓
司　

二
〇
〇
〇
「
衣
・
食
・
住
」
川
上
村
史
編
集
委
員
会
編
『
川
上
村
史 

資
料

編
』
川
上
村
、
五
八
頁

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編　

一
九
九
九
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
愛

媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
、
四
六
頁

河
済
敏
子
・
古
城
良
子　

一
九
七
九
「
一　

衣
飾
」
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
編
『
弥

栄
峡
の
民
俗
』
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
、
五
七
頁

河
野
良
輔
・
石
原
啓
司　

一
九
七
〇
「
衣
」
山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
編
『
阿
武
川
の
民

俗
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
五
〇
頁

蔵
本
隆
博　

一
九
七
四
「
衣
と
生
活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査

報
告
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
四
頁

瀬
田
静
香　

一
九
九
一
「
鹿
野
の
民
俗
」
鹿
野
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
鹿
野
町
誌
』
鹿
野

町
、
九
四
四
〜
九
四
五
頁

田
中
克
己　

一
九
八
九
「
近
世
の
六
島
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
二
巻
』
萩

市
、
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁

田
中
助
一　

一
九
八
七
「
こ
ぼ
れ
話
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
三
巻
』
萩

市
、
三
八
二
頁

田
中
恒
一　

一
九
五
三
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
篠
生
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一

四
四
頁

田
万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
九
「
産
業
の
発
達
」『
田
万
川
町
史
』
田
万
川

町
、
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁

萩
高
等
学
校
社
会
部
編　

一
九
六
四
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
萩
高
等
学

校
社
会
部
、
九
〜
一
一
頁

波
多
放
彩　

一
九
六
四
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
川
上
村
公
民
館
、
二
八
九
頁

波
多
放
彩　

一
九
七
〇
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町
誌
』
阿
東
町
、
五
六
九
〜
五
七
〇
頁

福
永
義
晴　

二
〇
〇
〇
「
民
俗
調
査
」
阿
武
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
阿
武
町
史 

下
巻
』

阿
武
町
、
六
一
九
〜
六
二
〇
・
六
四
二
〜
六
四
三
頁

文
化
庁
編　

一
九
八
二
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
国
土
地
理
協
会
、
二
・
三
九
五

〜
三
九
六
・
四
〇
四
頁

堀
勇　

一
九
九
三
「
庶
民
の
生
活
」
須
佐
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
須
佐
町
誌
』
須
佐
町
、
七

六
八
〜
七
六
九
頁

御
薗
生
翁
甫　

一
九
七
四
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
七
八
七
〜
七
八
八
頁

　
『
田
万
川
町
史
』
に
よ
る
と
、
同
町
上
小
川
地
区
の
紙
漉
農
家
に
紬
用
和
紙
の
製
造
に
関

す
る
資
料
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
紬
用
和
紙
が
紙
布
の
材
料
と
し
て
漉
か
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
町
中
小
川
地
区
で
は
紙
布
の
工
場
生
産
を
試
み
た
記
録

が
あ
り
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
以
降
に
地
区
内
に
紬
織
工
場
を
建
設
し
、
楮
蒸
し
か

ら
紙
漉
、
製
糸
、
機
織
ま
で
を
行
い
紙
布
を
生
産
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
し

た
紙
布
の
利
用
価
値
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
倒
産
に
至
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
田

万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
「
産
業
の
発
展
」『
田
万
川
町
史
』
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁
）。
な

お
、
こ
の
紬
織
工
場
で
生
産
さ
れ
た
紙
布
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
関
連
資
料
を
見
出
せ
て
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
福
栄
村
佐
々
連
で
は
麻
と
紙
を
用

い
た
紙
コ
（
カ
ミ
コ
）
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
佐
々
連
は
周
辺

地
区
の
中
で
も
特
に
紙
漉
き
が
盛
ん
な
地
区
で
あ
っ
た
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」
『
阿
武
川

の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
な
お
、
佐
々
連
は
阿
武
川
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
水
没
し
た
地
区
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

玖
珂
郡
に
お
い
て
も
紙
布
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。『
錦
町
史
』
に
よ
る
と
紙
を
こ
よ
り
に

し
て
織
っ
た
も
の
が
あ
り
、
膝
丈
ま
で
の
短
い
着
物
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
紙
布
に
は

紙
と
麻
を
用
い
て
織
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
藩
政
時
代
に
は
出
奔
し
た
農
民
が
紙

布
の
コ
シ
ギ
リ
（
腰
丈
の
仕
事
着
）
を
所
有
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
宮
田
伊
都
美

「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

同
じ
く
玖
珂
郡
の
『
美
和
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
紙
を
紙
縒
り
に
し
て
織
っ
た
紙
布
ま
た
は

紙
子
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
紙
二
束
で
紙
つ
む
ぎ
一
反
を
織
っ
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊

津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』
二
五
五
頁
）。

　

ま
た
、『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
、
紙
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
あ
り
、
経
糸
に
麻
糸

ま
た
は
木
綿
糸
、
緯
糸
に
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
紙
を
用
い
て
紙
ツ
ヅ
リ
を

織
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
地
域
で
織
ら
れ
た
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
同
様
に
、
紙
を
緯
糸
と
す
る
場
合

図１　山口県における裂織の分布図
作図：山田愛子（萩博物館）

宮
﨑
美
紀
子　

一
九
六
五
「
習
俗
」
三
宅
英
利
編
『
相
島
』
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土

部
、
七
四
頁

宮
田
伊
津
美　

一
九
八
五
「
農
民
の
生
活
」
美
和
町
編
『
美
和
町
史
』
美
和
町
、
二
五
五
頁

宮
田
伊
都
美　

一
九
八
八
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」
錦
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
錦
町
史
』

錦
町
、
二
三
九
〜
二
四
〇
頁

森
田
芳
輔　

一
九
五
九
「
衣
食
住
」
萩
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
誌
』
萩
市
役
所
、
五
五

二
頁

山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編　

一
九
二
四
「
風
俗
習
慣
」『
阿
武
郡
志
』
山
口
縣
阿
武
郡
教
育

會
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
二
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
四
巻 

前
山
代
宰
判
』
山
口
県
立
山

口
図
書
館
、
一
九
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
四
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
二
二
巻 

奥
阿
武
宰
判
』
山
口
県
立

山
口
図
書
館
、
九
九
・
一
一
四
・
一
三
六
・
一
六
七
・
三
六
五
頁

山
田
基
彦　

一
九
六
七
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究
報

告 
第
一
号
』
萩
市
郷
土
博
物
館
、
四
頁

※
ま
つ
お　

ゆ
う
へ
い　

萩
博
物
館
学
芸
員



山
口
県
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
分
布

　

萩
博
物
館
で
は
令
和
三
年
度
春
期
特
別
展
と
し
て
「
百
年
の
布
〜
美
し
き
襤
褸
の
世
界
〜
」

を
開
催
し
た
。
本
展
は
限
ら
れ
た
衣
料
を
最
大
限
に
活
用
す
る
技
術
な
ど
を
紹
介
し
、
地
域

に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
存
在
や
、
か
つ
て
の
衣
生
活
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
使
い
捨
て

が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
衣
生
活
を
見
直
す
機
会
の
創
出
を
目
的
と
し
た
。
な
お
、

本
展
題
名
の
「
百
年
の
布
」
は
、
織
り
上
げ
ら
れ
た
布
が
衣
服
に
仕
立
て
ら
れ
て
か
ら
雑
巾

や
お
し
め
な
ど
に
形
を
変
え
つ
つ
も
、
最
終
的
に
そ
の
役
目
を
終
え
る
ま
で
に
百
年
を
超
え

る
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

本
展
で
は
明
治
・
大
正
年
間
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
た
萩
及
び
近
隣
地
域
の
仕
事
着
を
主
要

な
資
料
と
し
た
。
木
綿
が
普
及
す
る
以
前
に
、
気
候
な
ど
の
自
然
環
境
に
応
じ
た
そ
の
土
地

毎
の
風
土
に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
仕
立

て
ら
れ
た
仕
事
着
に
地
域
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
衣
料
の
不
足
を

補
う
た
め
の
紡
織
技
術
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

　

以
前
よ
り
萩
地
域
で
は
古
木
綿
布
を
利
用
し
た
裂
織
、
和
紙
か
ら
作
ら
れ
る
紙
布
と
い
う

特
徴
的
な
衣
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
市
町
村
史
誌
や
民
俗
調
査
の
記
述
か
ら
萩

地
域
及
び
山
口
県
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
織
布
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
得
ら
れ
た
情
報
の

限
り
で
分
布
図
を
作
成
し
た
。
こ
の
分
布
図
に
は
、
前
述
の
特
別
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ

て
実
施
し
た
仕
事
着
資
料
の
調
査
結
果
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
当
館
が
収
蔵

す
る
裂
織
の
仕
事
着
と
そ
の
使
用
地
域
の
情
報
に
つ
い
て
付
加
し
報
告
す
る
。

　
一
　
裂
織

　

（
一
）
裂
織
の
概
要

　

裂
織
と
は
細
く
裂
い
た
古
布
に
縒
り
を
か
け
た
太
目
の
緯
糸
と
、
麻
や
木
綿
な
ど
の
経
糸

を
用
い
た
布
の
織
り
方
、
ま
た
そ
の
織
布
や
仕
立
て
ら
れ
た
仕
事
着
を
指
す
。『
佐
田
岬
半

島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
に
よ
れ
ば
、
裂
織
は
日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
た
が
、
特
に
日
本
海

側
沿
岸
部
に
集
中
し
て
お
り
、
木
綿
の
栽
培
に
適
さ
な
い
寒
冷
地
や
北
前
船
な
ど
に
よ
る
古

木
綿
布
の
流
通
が
あ
っ
た
地
域
で
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
編
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
四
六
頁
）。
一
般
的
に
裂
織
は
裂

い
た
布
を
織
糸
と
す
る
た
め
生
地
が
厚
く
、
耐
久
性
に
も
優
れ
て
お
り
、
海
行
き
・
山
行
き

の
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
か
ら
衣
生
活
に
係
わ
る
記
述
を
抜
き
出
す
と
、
木
綿
衣
料
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
県
下
全
域
に
多
く
み
ら
れ
、
仕
立
て
方
や
入
手
経
路
、
用
い
る
生

業
や
着
用
者
の
性
別
に
よ
る
形
態
の
違
い
に
至
る
ま
で
細
か
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

裂
織
に
係
わ
る
記
述
は
、
阿
武
郡
な
ど
の
一
部
地
域
に
の
み
み
ら
れ
、
県
下
全
域
へ
の
広
が

り
を
見
出
せ
な
い
。
そ
の
上
、
裂
織
の
用
途
や
形
態
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
記
述
は
極
め
て

少
な
い
。
阿
武
郡
に
お
い
て
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
分
布
す
る
理
由
と
し
て
は
、
山
口
県
の

瀬
戸
内
海
に
面
す
る
山
陽
側
が
木
綿
栽
培
の
普
及
地
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
海
に
面
す
る

山
陰
側
の
木
綿
栽
培
は
ご
く
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

萩
地
域
で
は
裂
織
の
仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
、
ま
た
は
ツ
ヅ
レ
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
呼

称
は
襤
褸
着
の
総
称
と
し
て
の
「
綴
れ
」
が
そ
の
ま
ま
衣
服
の
呼
称
と
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
襤
褸
着
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な

お
、『
萩
市
史　

第
三
巻
』
で
は
、
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
（
ツ
ヅ
リ
）
の
一
種
と
記
し
て
い
る

（
田
中
助
一
「
こ
ぼ
れ
話
」『
萩
市
史　

第
三
巻
』
三
八
二
頁
）。
ド
ン
ダ
は
漁
撈
や
農
耕
に

広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
仕
事
着
で
、
裂
織
と
は
異
な
る
製
法
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
着
古
し
た

普
段
着
に
接
ぎ
当
て
を
重
ね
て
刺
し
た
も
の
の
ほ
か
、
綿
入
れ
に
し
て
防
寒
着
と
し
て
用
い

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
の
一
種
と
し
て
い
る
の
は
「
綴
れ
」
が
襤
褸
の
着
物

全
般
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
二
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
裂
織

　
『
阿
武
郡
志
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
の
一
部
集
落
で
は
木
綿
の
衣
服
と
ツ
ヅ
リ
を
混
用
し

て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
ツ
ヅ
リ
は
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
、
経
糸
に
は
麻
糸
を
用
い
た
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
四
〜
一
七
五
頁
）。

　
『
萩
市
誌
』
で
は
、
ツ
ヅ
リ
を
既
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
特
殊
な
衣
服
と
し
て
記
し
て
い

る
。
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
用
い
た
仕
事
着
で
、
野
良
仕
事
や
山
仕
事
に
お
い
て
着
用
し
た

と
さ
れ
る
（
森
田
芳
輔
「
衣
食
住
」『
萩
市
誌
』
五
五
二
頁
）
。

　
『
阿
武
町
史 

下
巻
』
に
よ
れ
ば
、
沿
岸
部
の
農
業
集
落
で
あ
る
奈
古
地
区
筒
尾
で
、
大
正

年
間
に
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た
木
綿
布
、
経
糸
は
麻
糸
で
仕
立
て
た
と
い
う
（
福
永
義
晴
「
民
俗
調
査
」

『
阿
武
町
史 

下
巻
』
六
一
九
頁
）。
ま
た
、
漁
業
集
落
の
宇
田
地
区
元
浦
で
も
大
正
年
間
に

防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
元
浦
で
は
漁
網
に
用
い
る
麻
糸
の
生
産

も
行
わ
れ
て
お
り
、
ツ
ヅ
リ
の
経
糸
と
し
て
も
麻
糸
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲

書
、
六
四
二
〜
六
四
三
頁
）。

　

ま
た
、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
阿
武
町
宇
生
賀
の
民
俗
」
と
題
す
る
手
書
き
の
報
告
書
類

に
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
三
月
九
日
に
阿
武
町
の
宇
生
賀
地
区
三
和
で
行
っ
た
聞
き

取
り
調
査
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
衣
生
活
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
冬
場
の
仕
事
着
と
し

て
、
主
に
男
性
が
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
使
用
年
代
の
記
載
は
な
い
。
経
糸
は

麻
糸
、
緯
糸
に
木
綿
の
布
切
れ
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
に
よ
っ
て
は
「
自
作
で
あ
る
」、

「
購
入
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
」
と
食
い
違
っ
た
記
述
も
み
ら
れ
る
が
、
製
法
や
入
手
経

路
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
阿
武
郡
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
購
入
に
触

れ
ら
れ
た
記
述
は
こ
の
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

以
上
に
よ
る
と
、
阿
武
町
で
は
木
綿
の
衣
類
を
使
い
つ
つ
も
、
凡
そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で

は
ツ
ヅ
リ
も
仕
事
着
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裂
織
の
丈
夫
で

風
に
強
く
暖
か
い
と
い
う
利
点
を
活
か
し
て
、
主
に
冬
場
の
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い

る
。

　

昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
山
口
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
山
口
県
民
俗
資
料
緊
急

調
査
で
は
県
内
の
二
三
箇
所
が
選
定
さ
れ
、
そ
の
内
阿
武
郡
で
は
萩
市
大
井
土
井
、
阿
武
郡

須
佐
町
（
現
萩
市
）
須
佐
、
阿
武
郡
阿
東
町
嘉
年
の
三
箇
所
で
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
衣

生
活
に
係
わ
る
項
目
を
み
る
と
、
県
内
二
三
箇
所
の
調
査
地
の
中
で
裂
織
に
つ
い
て
確
認
で

き
る
の
は
萩
市
大
井
土
井
の
み
で
あ
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
襤
褸
布
を
裂
い
て
織
っ
た
も
の

を
ツ
ヅ
リ
と
呼
び
、
厚
く
て
丈
夫
で
あ
っ
た
た
め
木
樵
の
際
に
着
用
し
た
と
い
う
。
着
用
方

法
は
ジ
バ
ン
（
肌
着
）
や
ソ
ギ
と
呼
ば
れ
る
巻
袖
の
袷
の
上
に
、
ツ
ヅ
リ
を
重
ね
て
着
て
い

た
と
さ
れ
る
（
山
田
基
彦
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究

報
告　

第
一
号
』
四
頁
）。
萩
市
大
井
土
井
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
使
用
年
代
に
つ
い
て
記
録

は
な
い
。
ま
た
、
ツ
ヅ
リ
の
形
態
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
袖
付
き
の
袷
の
上
か
ら
着
用
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ソ
デ
ナ
シ
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

続
い
て
阿
武
郡
以
外
の
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
記
述
に
触
れ
た
い
。『
錦
町
史
』
に
よ
れ

ば
、
玖
珂
郡
錦
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
経
糸
は
麻
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊
都
美
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三

九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

ま
た
、
玖
珂
郡
美
和
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
昭
和
四

七
年
か
ら
翌
四
八
年
（
一
九
七
二
〜
一
九
七
三
）
に
民
俗
資
料
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お

り
、
同
町
北
部
で
裂
織
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
に
麻
糸
ま
た
は
木

綿
糸
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
蔵
本
隆
博
「
衣
と
生

活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
』
四
頁
）。
な
お
、
同
様
の

事
例
が
『
美
和
町
史
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
（
宮
田
伊
津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』

二
五
五
頁
）。

　

玖
珂
郡
美
和
町
で
は
そ
の
後
も
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
対
象
と
な
る
集
落
を
広
げ

て
第
二
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
と
な
る
『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
ツ
ヅ

レ
織
り
の
製
法
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
は
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
で
、
一
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
襤
褸
布
に
縒
り
を
か
け
ず
そ
の
ま
ま
緯
糸
と
し
て
織
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
当
地
で
は
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
、
山
着
の
ほ
か
、
帯
や
脚
絆
に
用
い
て
い
た

と
さ
れ
る
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
記

述
に
よ
り
山
口
県
内
で
は
阿
武
郡
の
ほ
か
、
玖
珂
郡
に
お
い
て
も
裂
織
が
仕
事
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

（
三
）
収
蔵
資
料
の
概
要

　

市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
り
阿
武
郡
に
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
裂
織
で
は

あ
る
が
残
存
す
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。
萩
博
物
館
が
収
蔵
し
て
い
る
裂
織
の
仕
事
着
は

三
点
の
み
で
あ
り
、
採
集
地
は
萩
市
相
島
と
阿
武
郡
福
栄
村
の
二
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。

萩
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
地
域
的
特
徴
を
示
す
に
は
資
料
数
が
乏
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は
資

料
の
採
集
地
・
材
質
・
形
態
・
用
途
に
つ
い
て
記
す
。

　

・
相
島
の
裂
織

　

相
島
は
萩
市
の
沖
合
北
西
約
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
島
で
あ
る
。『
萩
市
史　

第
二
巻
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
よ
り
畑
作
に
よ
る
農
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
採

貝
・
採
藻
な
ど
も
小
規
模
な
漁
業
も
営
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
田
中
克
己
「
近
世
の
六
島
」

『
萩
市
史　

第
二
巻
』
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁
）。
昭
和
に
お
い
て
も
畑
作
が
産
業
の
中

心
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
の
主
要
農
産
物
は
除
虫
菊
、
裸
麦
、
西
瓜
で
あ
っ
た
。
除
虫
菊

は
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
作
付
け
を
終
え
、
葉
煙
草
の
栽
培
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い

っ
た
。
こ
の
他
、
生
白
藷
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
や
夏
柑
（
ナ
ツ
ミ
カ
ン
）
な
ど
種
々
の
栽
培
が

な
さ
れ
て
い
た
（
萩
高
等
学
校
社
会
部
編
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
九
〜

一
一
頁
）。
し
か
し
、
綿
や
麻
な
ど
の
繊
維
植
物
の
栽
培
に
係
わ
る
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、

島
内
に
お
け
る
生
産
は
殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
相
島
の
裂
織
は
二
点
、
ど
ち
ら
と
も
上
衣
で
あ
る
。
相
島
で
は
裂
織
の

仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
ご
ろ
ま
で
着
用
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
阿
武
郡
に
お
け
る
裂
織
の
使
用
年
代
は
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
地
域
で
は
凡

そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
相
島
は
阿
武
郡
内
で

最
も
遅
く
ま
で
裂
織
を
着
用
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
土
域
に
比
べ
る

と
島
嶼
部
に
お
け
る
衣
料
調
達
が
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
で

き
る
。
島
民
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
嫁
入
り
の
際
に
裂
織
の
仕
事
着
を
仕
立
て
、
そ
の

ツ
ヅ
リ
を
繕
い
な
が
ら
生
涯
着
続
け
た
と
い
う
。
な
お
、
収
蔵
資
料
の
二
点
と
も
着
用
者
の

性
別
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

館
蔵
資
料
の
外
観
は
写
真
１
〜
２
の
と
お
り
。
材
質
・
形
態
・
寸
法
は
全
体
的
に
類
似
し

て
い
る
。
ど
ち
ら
も
経
糸
に
白
の
木
綿
糸
、
緯
糸
に
白
地
及
び
絣
な
ど
の
藍
染
の
木
綿
布
を

用
い
て
い
る
。
生
地
の
厚
さ
は
二
〜
三
ミ
リ
程
度
。
白
地
と
紺
地
の
裂
き
布
を
二
本
毎
交
互

に
織
り
込
ん
で
お
り
、
身
頃
に
細
か
な
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と

同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
掛
け
衿
、
袖
覆
輪
に
は
絣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
裾
に

覆
輪
は
な
く
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
木
綿
地
の
仕
舞
を
折
り
込
ん
で
縫
い
合
わ
せ
て
い

る
。
衿
か
ら
背
中
に
か
け
て
紺
地
の
木
綿
布
を
当
て
布
と
し
て
縫
い
付
け
て
い
る
。
使
用
痕

や
破
損
部
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
補
修
の
形
跡
も
な
い
た
め
当
該
資
料
二
点
は
と
も
に
長
期
間

に
渡
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
に
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土
部
が
相
島
で
実
施
し
た
聞

き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
相
島
に
は
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
雨
具
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
雨
具

の
ツ
ヅ
リ
は
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
厚
み
が
あ
り
、
生
地
に
水
が
滲
み
込
み
に
く
か
っ

た
と
い
う
（
宮
﨑
美
紀
子
「
習
俗
」『
相
島
』
七
四
頁
）。
収
蔵
資
料
の
二
点
と
は
形
態
が

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
ツ
ヅ
レ
に
は
裂
織
と
は
材
質
、
ま
た
は
仕
立
て
方
の
異
な
る
も
の

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
存
す
る
資
料
に
は
辿
り
着
い
て
い
な
い
。

　

・
福
栄
村
の
裂
織

　

阿
武
郡
福
栄
村
は
四
方
を
急
峻
な
山
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
平
坦
な
耕
地
が
限
ら
れ
た
た
め

傾
斜
地
を
耕
起
し
た
棚
田
が
多
数
み
ら
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡

福
栄
村
域
に
あ
た
る
福
井
下
村
・
福
井
上
村
・
紫
福
村
（
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
福
井
下

村
、
福
井
上
村
の
両
村
域
を
含
む
福
川
村
、
紫
福
村
が
合
併
し
福
栄
村
と
な
る
）
の
三
つ
の

村
で
は
米
・
麦
・
雑
穀
の
ほ
か
蔬
菜
・
葉
煙
草
、
楮
お
よ
び
和
紙
が
産
品
の
中
心
で
あ
っ
た
。

繊
維
原
料
と
し
て
は
麻
が
生
産
さ
れ
て
い
た
が
、
生
産
量
は
少
な
く
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
村
内
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
木
綿
商
や
綿
屋
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
福
栄
村
の
裂
織
は
一
点
で
、
資
料
名
は
ツ
ヅ
レ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

採
集
地
は
山
口
県
阿
武
郡
福
栄
村
大
字
福
井
と
あ
る
が
村
内
に
福
井
と
い
う
字
名
は
な
く
、

福
井
下
ま
た
は
福
井
上
の
ど
ち
ら
か
の
地
域
で
採
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
採
集
時

期
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
で
あ
る
が
、
当
該
資
料
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
て
い

た
か
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。
男
性
が
着
用
し
、
常
用
着
や
農
耕
用
の
作
業
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

材
質
は
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
紺
地
の
木
綿
布
で
あ
る
。
写
真
３
の
と
お
り
、
緯
糸
の

濃
淡
に
よ
っ
て
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
色
味
の
近
い
木
綿
布
を
用
い

て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と
同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
袖
及
び
衿
の
覆
輪
は
黒

地
木
綿
布
、
部
分
的
に
紫
色
の
木
綿
布
が
重
ね
て
あ
る
。
背
中
の
当
て
布
は
縫
い
付
け
て
い

な
い
。
袖
覆
輪
に
ほ
つ
れ
が
生
じ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
使
用
痕
は
少
な
い
。
腹
回
り
の
帯

の
擦
れ
跡
や
、
肩
部
・
背
部
の
使
用
痕
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
に
お
け
る
裂
織
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
裂
織
の
分
布
図
（
図
１
）
は
、
前
述
の
市
町
村
史
誌
な
ど
の
記
述
の

ほ
か
、
当
館
が
実
施
し
た
資
料
調
査
に
お
い
て
裂
織
の
仕
事
着
が
確
認
さ
れ
た
地
域
を
反
映

し
て
作
成
し
た
。
な
お
、
分
布
図
に
は
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
以
前
の
自
治
体
区
分
を

て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
川
上
村
誌
』（
昭
和
三
九
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ツ
ヅ
レ
は
「
綴

れ
織
」
を
指
す
呼
称
で
あ
っ
た
と
し
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
裂
い
た
古
布
で
仕
立
て
た
も

の
を
着
用
し
て
い
た
と
い
う
。
厚
手
で
丈
夫
な
布
地
が
山
仕
事
に
は
都
合
が
良
い
も
の
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
波
多
放
彩
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
二
八
九
頁
）。
な
お
、『
福

栄
村
史
』（
昭
和
四
一
年
刊
）、『
阿
東
町
誌
』（
昭
和
四
四
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が

み
ら
れ
る
が
、『
川
上
村
誌
』
と
筆
者
が
同
一
で
あ
り
、
衣
生
活
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同

様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
三
町
村
の
広
域
に
渡
り
同
一
の
衣
生
活
が
存
在
し
た
こ
と
は
考

え
に
く
く
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
。

　

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
（
両
村
と
も
現
萩
市
）
の
衣
生
活
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
三

年
か
ら
翌
四
四
年
（
一
九
六
八
〜
一
九
六
九
）
に
も
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阿
武
川
ダ
ム

建
設
に
伴
う
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸

時
代
は
ツ
ヅ
リ
を
冬
期
の
防
寒
着
と
し
て
用
い
て
お
り
、
緯
糸
は
襤
褸
布
、
経
糸
は
麻
糸
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」『
阿
武
川
の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
明
治
以
降
の

衣
服
に
は
ツ
ヅ
リ
の
記
載
は
な
く
、
い
つ
頃
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
確
認
で
き
ず
、
調

査
時
に
採
集
さ
れ
た
衣
服
の
中
に
も
裂
織
の
類
は
見
出
せ
な
い
。
な
お
、『
川
上
村
史 

資
料

編
』
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
石
原
啓
司
「
衣
・
食
・
住
」『
川
上
村
史 

資
料
編
』

五
八
頁
）。

　

阿
武
郡
阿
東
町
（
現
山
口
市
）
の
裂
織
に
つ
い
て
は
『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
に
記
述
が
み

ら
れ
る
。
村
誌
に
よ
れ
ば
、
綿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
家
々
で
ボ
ロ
を
綴
っ
て

着
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
田
中
恒
一
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
一
四
四

頁
）。
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
衣
服
で
あ
っ
た
か
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
襤
褸
布
を
綴
っ
て
仕
立
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
裂
織
で
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
で
き
る
。
篠
生
村
は
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の
合
併
に
よ
り
阿
東
町
と
な
っ

て
お
り
、
阿
武
郡
阿
東
町
の
一
部
で
は
少
な
く
と
も
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

用
い
て
い
る
。

　

山
口
県
下
で
新
た
に
確
認
で
き
た
裂
織
の
仕
事
着
は
山
口
市
立
小
郡
文
化
資
料
館
に
収
蔵

さ
れ
る
ソ
デ
ナ
シ
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。
吉
敷
郡
小
郡
町
（
現
山
口
市
）
周
辺
は
藩
政
時
代

に
お
け
る
県
内
有
数
の
綿
作
地
帯
で
あ
り
、
当
該
地
の
木
綿
は
「
小
郡
木
綿
」
と
称
さ
れ

た
。
こ
の
ソ
デ
ナ
シ
は
か
つ
て
吉
敷
郡
小
郡
町
で
着
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
大
規
模

な
木
綿
栽
培
地
帯
に
お
け
る
貴
重
な
裂
織
の
着
用
例
と
し
て
注
目
し
た
い
。

　

加
え
て
、
裂
織
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
る
裂
き

布
及
び
木
綿
糸
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
裂
き
布
は
絣
を
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た

も
の
で
、
木
綿
糸
は
濃
紺
と
浅
葱
の
二
種
類
あ
り
、
糸
の
太
さ
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
裂
き

布
と
木
綿
糸
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
状
に
丸
め
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
山
口
市
嘉
川
の

民
家
に
取
り
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
当
該
資
料
に
係
わ
る
情
報
は
採
集
地
の
み
の
た

め
、
凡
そ
の
年
代
や
ど
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
裂
織
の

緯
糸
・
経
糸
と
し
て
用
い
ら
れ
る
材
料
が
同
一
箇
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
判
断
し

難
い
が
、
前
述
の
と
お
り
吉
敷
郡
内
で
用
い
ら
れ
た
裂
織
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
山
口
市
嘉
川
周
辺
に
お
い
て
裂
織
の
使
用
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
紙
布

　

（
一
）
紙
布
の
概
要

　

紙
布
は
、
植
物
の
採
取
や
栽
培
に
よ
っ
て
衣
料
と
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
和
紙
の
副
次

的
な
利
用
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
織
布
で
あ
る
。
紙
の
上
下
両
端
に
余
白
を
残
し
、
連
続
す

る
コ
の
字
状
に
切
っ
た
紙
に
縒
り
を
か
け
る
こ
と
で
糸
状
に
加
工
し
た
も
の
を
材
料
と
し
て

生
産
さ
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
名
前
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
藩

政
時
代
に
は
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生

活
―
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
島
根
県
西
部
の
石
見
地
方
な
ど
で

用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。（
文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
二
頁
）。

（６）

石
見
地
方
は
石
州
半
紙
で
知
ら
れ
る
と
お
り
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紙
布
は

和
紙
の
生
産
地
域
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

一
般
に
麻
な
ど
の
植
物
を
繊
維
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
繊
維
質
を
傷
つ
け
な
い
よ
う

に
取
り
出
す
手
法
が
用
い
ら
れ
る
。
和
紙
原
料
の
楮
か
ら
繊
維
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
訳
で
は
な
く
、
四
国
地
方
な
ど
で
は
楮
の
繊
維
を
用
い
て
生
産
さ
れ
る
太
布
と
い
う
織
布

も
存
在
す
る
（
前
掲
書
、
二
頁
）。
繊
維
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
さ
ず
、
紙
を
漉
く
た
め
に
一

度
砕
い
た
繊
維
を
織
布
の
原
料
と
し
て
再
び
用
い
て
い
る
点
も
紙
布
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で

き
る
。

　

（
二
）『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
け
る
紙
布

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
藩
政
時
代
の
請
紙
制
度
に
よ
っ
て
半
紙
等
の
生
産
と

納
入
が
割
り
当
て
ら
れ
た
阿
武
郡
の
山
間
部
で
は
紙
漉
き
を
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
主
産

業
と
し
て
お
り
、
併
せ
て
農
民
は
漉
い
た
半
紙
を
用
い
て
紙
布
を
織
っ
て
い
た
こ
と
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
、
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
奥
阿
武
宰
判
彌
富
村
の
記
述
で

あ
る
。

　
「
一
產
業　

半
紙
漉
立
八
百
五
拾
九
丸
程

但
御
藏
入
紙
屋
軒
八
拾
軒
、
冬
春
百
日
の
間
板
立
ニ
乄
上
手
下
手
且
手
間
の
多
少
押
平
均

一
軒
一
船
漉
三
丸
半
の
掠
量
に
し
て
貮
百
八
拾
丸
位
、
右
之
内
上
納
紙
百
丸
位
、
外
ニ
諸

村
受
合
漉
百
貮
拾
丸
位
、
給
領
漉
立
凡
五
百
七
拾
九
丸
ほ
と
、
右
之
内
御
給
主
へ
上
納
紙

四
百
貮
拾
四
丸
程
、
殘
り
漉
延
凡
百
九
拾
五
丸
ほ
と
、
此
内
紙
布
着
料
軒
別
四
反
位
の
抨

に
し
て
家
數
四
百
貮
拾
五
軒
分
千
七
百
反
、
壹
反
ニ
付
貮
束
織
に
し
て
此
紙
丸
に
し
て
五

拾
六
丸
餘
、
地
下
役
座
其
外
遣
ひ
紙
障
子
紙
等
に
入
用
之
分
凡
貮
拾
丸
程
、
殘
り
百
拾
九

丸
醤
油
塩
油
其
外
品
替
の
爲
須
佐
へ
持
出
申
候
掠
量
ニ
御
座
候
事
」

　

彌
富
村
で
は
漉
い
た
紙
の
一
部
か
ら
、
一
軒
あ
た
り
四
反
と
し
て
、
村
内
四
二
五
軒
分
の

一
七
〇
〇
反
を
紙
布
着
料
と
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
布
一
反
に
つ
き
半
紙
二
束

（
一
束
＝
二
〇
〇
枚
）
を
要
す
る
と
し
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
紙
布
四
反
で
半
紙
一
六
〇
〇

枚
を
用
い
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
村
内
全
体
で
は
半
紙
五
拾
六
丸
（
一
丸
＝
六
〇
束
、
一
二

〇
〇
〇
枚
）
と
な
っ
た
と
あ
り
、
単
純
計
算
で
半
紙
六
七
二
〇
〇
〇
枚
が
紙
布
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

彌
富
村
の
ほ
か
、
奥
阿
武
宰
判
で
は
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
鈴
野
川
村
、
阿
武
郡
田

万
川
町
（
現
萩
市
）
域
に
あ
た
る
小
川
村
、
田
萬
村
に
紙
布
の
記
述
が
あ
り
、
紙
漉
が
行
わ

れ
て
い
た
両
町
の
山
間
部
一
帯
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

地
域
が
半
紙
を
衣
料
と
し
て
い
た
背
景
に
は
木
綿
な
ど
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
衣
料
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
の
庶
民
生
活
の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
、
鈴
野
川
村
の
風
俗
に
関
し
て
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

「
且
又
衣
類
は
寒
中
と
て
も
綿
入
な
と
着
候
者
は
鮮
く
、
紙
漉
業
營
候
ゆ
ゑ
紙
つ
む
き
を

織
て
常
の
衣
類
に
仕
り
居
申
候
邊
鄙
山
家
の
行
形
に
て
御
座
候
事
」

　

冬
場
で
も
綿
入
れ
の
衣
服
を
着
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
紙
漉
き
を
行
っ
て
い
た
地
域
に
お
け
る
衣
料
不
足
の
様
相
を
読
み
取
り
得
る
。
不
足
す

る
衣
料
を
補
う
た
め
の
織
布
と
し
て
、
当
地
の
産
品
で
あ
る
和
紙
（
半
紙
）
を
用
い
た
紙
布

が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
み
え
る
紙
布
の
記
述
は
奥
阿
武
宰
判
内
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
藩
領
内
の
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
の
中
で
、
前
山
代
宰
判
廣
瀬
村
に
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

　
「
一
諸
產
業
之
物
品
賣
捌
銀
高
之
事
（
中
略
）

　

但
諸
上
納
銀
（
中
略
）

　

同
貮
拾
七
貫
九
百
六
拾
五
匁

但
惣
人
數
貮
千
六
百
四
拾
三
人
、
上
中
下
三
段
仕
分
に
し
て
、
上
分
人
數
三
百
廿
人
老
幼

之
無
差
別
着
用
之
木
綿
凡
人
別
貮
反
宛
ニ
乄
六
百
四
拾
反
、
凡
反
別
拾
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫

六
百
目
、
中
分
人
數
四
百
五
拾
人
古
手
買
得
着
用
殘
紙
布
壹
反
宛
ニ
乄
四
百
五
拾
反
、
壹

反
に
付
十
匁
宛
ニ
乄
四
貫
五
百
目
、
古
手
四
拾
五
枚
買
得
代
銀
壹
枚
ニ
付
凡
拾
匁
宛
ニ
乄

四
貫
五
百
目
、
下
分
人
數
千
八
百
四
拾
三
人
、
凡
人
別
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫
三
百
六
拾
五
匁

共
ニ
以
上
右
之
辻
」

　

上
納
銀
に
当
た
る
記
述
の
中
に
紙
布
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
村
内
の

衣
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
方
へ
の
売
り
払
い
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
前
山
代
宰
判
の
中
で
も
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
廣
瀬
村
の
み
で

あ
り
、
紙
漉
き
の
盛
ん
で
あ
っ
た
奥
山
代
宰
判
、
徳
地
宰
判
に
属
し
た
他
の
村
落
の
記
述
に

は
、
紙
布
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
三
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
紙
布

　

前
述
し
た
よ
う
に
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
藩
政
時
代
に
奥
阿
武
宰
判
、
す
な
わ
ち
阿

武
郡
の
一
部
地
域
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
治
以

降
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
や
、
そ
の
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
に
み

え
る
記
述
を
抽
出
す
る
。

　
『
阿
武
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
奥
阿
武
地
方
で
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
材

質
が
硬
く
見
た
目
は
麻
布
に
似
て
お
り
「
木
を
よ
じ
り
、
い
ば
ら
を
押
し
の
け
る
」
よ
う
な

織
布
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
五
頁
）。

　
『
阿
東
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
、
経
糸
に
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
、

緯
糸
に
紙
縒
り
を
用
い
て
織
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
織
り
上
げ
た
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
こ

と
で
夏
冬
を
通
じ
て
使
い
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
（
波
多
放
彩
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町

誌
』
五
六
九
〜
五
七
〇
頁
）。

　
『
須
佐
町
誌
』
に
よ
る
と
、
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
の
は
耐
久
性
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
（
堀
勇
「
庶
民
の
生
活
」『
須
佐
町
誌
』
七
六
九
頁
）。『
須
佐
町
誌
』
に
お
け
る

そ
の
他
の
紙
布
に
関
す
る
記
述
は
前
述
の
『
阿
東
町
誌
』
を
引
用
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

も
縒
り
を
か
け
な
か
っ
た
と
い
う
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五

七
頁
）。

　

こ
の
ほ
か
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
玖
珂
郡
内
の
美
和
町
域
に
あ
た
る
秋
中

村
・
賀
見
畑
村
、
錦
町
域
に
あ
た
る
深
須
村
、
こ
の
ほ
か
本
郷
村
（
現
岩
国
市
）
に
お
い
て

ユ
キ
バ
カ
マ
（
雪
袴
）
と
呼
ば
れ
る
股
引
の
よ
う
な
下
衣
に
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る

（
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
七
八
七
〜
七
八
八
頁
）。

　

な
お
、『
鹿
野
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
都
濃
郡
鹿
野
町
（
現
周
南
市
）
で
は
藩
政
時
代
に
紙

布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
瀬
田
静
香
「
鹿
野
の
民
俗
」『
鹿
野

町
誌
』
九
四
四
〜
九
四
五
頁
）。『
鹿
野
町
誌
』
で
は
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
記
録
等
は
示
さ

れ
て
お
ら
ず
残
存
す
る
資
料
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
製
法
や
形
態
・
用
途
な
ど
鹿
野

町
に
お
け
る
紙
布
の
姿
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
図
（
図
２
）
を
、
前
章
と
同
様
に
市
町
村
史
誌
等
の
記

述
を
基
に
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ　

―
衣
生
活
―
』（
昭
和
五
七
年
刊
）
の
記
載
に
生
産
・
使

用
を
確
認
で
き
る
地
域
を
追
加
し
て
作
成
し
た
。
今
回
の
資
料
調
査
で
は
山
口
県
内
に
お
け

る
紙
布
に
類
す
る
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
武
蔵
野
美
術
大
学
民
俗
収
蔵
室
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
で
採
集
さ
れ
た
紙
布
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
当
該
二
村
を
分
布
地
域
と
し
て
追
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
史
料
や
市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
る
と
、
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
は
阿
武

郡
、
玖
珂
郡
な
ど
の
限
ら
れ
た
地
域
に
偏
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ

は
紙
布
が
紙
漉
き
と
い
う
産
業
に
依
拠
し
て
生
産
さ
れ
た
と
い
う
地
域
的
な
特
色
を
顕
著
に

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
紙
布
の
分
布
地
の
多
く
が
、
裂
織
の
分
布
地
と
重
複
し
て
い
る
こ
と

も
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
重
複
す
る
地
域
は
木
綿
栽
培
が
盛
ん
で
な
い
地
域
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
山
口
県
内
に
お
い
て
は
裂
織
・
紙
布
と
い
っ
た
織
布
が
木
綿
衣
料
の
不
足
す
る
地
域

で
織
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

三
　
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
裂
織
と
紙
布
に
の
み
言
及
し
て
い
る
が
、『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
そ
の
名
前

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
織
布
と
し
て
、
フ
ジ
の
蔓
を
繊
維
原
料
と
し
た
藤
布
が
あ
る
。
か
つ

て
は
山
口
県
内
で
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
布
で
あ
る
が
、
今
回
は
県
内
に
お
け
る
藤
布
に
係

わ
る
記
述
を
諸
資
料
か
ら
十
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
藤
布
の
ほ
か
、
ご
く
わ

ず
か
な
生
産
に
留
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
織
布
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
を
進
め
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
調
査
箇
所
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
調

査
に
よ
り
新
た
な
分
布
地
が
確
認
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭

和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
実
施
さ
れ
た
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
ほ
か
、
昭
和
四
九
か
ら
翌

五
〇
年
（
一
九
七
四
〜
一
九
七
五
）
に
も
山
口
県
教
育
委
員
会
が
山
口
県
緊
急
民
俗
文
化
財

分
布
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
書
で
あ
る
『
山
口
県
民
俗
地
図
』（
昭
和
五
一

年
刊
）
か
ら
は
裂
織
・
紙
布
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
当
該
調
査

の
調
査
票
の
内
容
を
基
に
、
そ
の
結
果
を
含
め
た
分
布
図
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
度
の
特
別
展
開
催
に
係
る
資
料
調
査
で
は
、
近
隣
の
島
根
県
・
広
島
県
に
裂

織
・
紙
布
の
資
料
を
確
認
し
て
い
る
。
今
後
は
日
本
海
沿
岸
部
か
ら
中
国
山
地
西
端
部
ま
で

含
め
た
山
口
県
及
び
近
隣
他
県
を
含
め
た
広
域
に
お
け
る
分
布
状
況
の
調
査
・
解
析
を
進

め
、
改
め
て
報
告
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。

〈
引
用
参
考
資
料
〉

石
原
啓
司　

二
〇
〇
〇
「
衣
・
食
・
住
」
川
上
村
史
編
集
委
員
会
編
『
川
上
村
史 

資
料

編
』
川
上
村
、
五
八
頁

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編　

一
九
九
九
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
愛

媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
、
四
六
頁

河
済
敏
子
・
古
城
良
子　

一
九
七
九
「
一　

衣
飾
」
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
編
『
弥

栄
峡
の
民
俗
』
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
、
五
七
頁

河
野
良
輔
・
石
原
啓
司　

一
九
七
〇
「
衣
」
山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
編
『
阿
武
川
の
民

俗
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
五
〇
頁

蔵
本
隆
博　

一
九
七
四
「
衣
と
生
活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査

報
告
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
四
頁

瀬
田
静
香　

一
九
九
一
「
鹿
野
の
民
俗
」
鹿
野
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
鹿
野
町
誌
』
鹿
野

町
、
九
四
四
〜
九
四
五
頁

田
中
克
己　

一
九
八
九
「
近
世
の
六
島
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
二
巻
』
萩

市
、
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁

田
中
助
一　

一
九
八
七
「
こ
ぼ
れ
話
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
三
巻
』
萩

市
、
三
八
二
頁

田
中
恒
一　

一
九
五
三
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
篠
生
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一

四
四
頁

田
万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
九
「
産
業
の
発
達
」『
田
万
川
町
史
』
田
万
川

町
、
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁

萩
高
等
学
校
社
会
部
編　

一
九
六
四
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
萩
高
等
学

校
社
会
部
、
九
〜
一
一
頁

波
多
放
彩　

一
九
六
四
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
川
上
村
公
民
館
、
二
八
九
頁

波
多
放
彩　

一
九
七
〇
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町
誌
』
阿
東
町
、
五
六
九
〜
五
七
〇
頁

福
永
義
晴　

二
〇
〇
〇
「
民
俗
調
査
」
阿
武
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
阿
武
町
史 

下
巻
』

阿
武
町
、
六
一
九
〜
六
二
〇
・
六
四
二
〜
六
四
三
頁

文
化
庁
編　

一
九
八
二
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
国
土
地
理
協
会
、
二
・
三
九
五

〜
三
九
六
・
四
〇
四
頁

堀
勇　

一
九
九
三
「
庶
民
の
生
活
」
須
佐
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
須
佐
町
誌
』
須
佐
町
、
七

六
八
〜
七
六
九
頁

御
薗
生
翁
甫　

一
九
七
四
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
七
八
七
〜
七
八
八
頁

　
『
田
万
川
町
史
』
に
よ
る
と
、
同
町
上
小
川
地
区
の
紙
漉
農
家
に
紬
用
和
紙
の
製
造
に
関

す
る
資
料
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
紬
用
和
紙
が
紙
布
の
材
料
と
し
て
漉
か
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
町
中
小
川
地
区
で
は
紙
布
の
工
場
生
産
を
試
み
た
記
録

が
あ
り
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
以
降
に
地
区
内
に
紬
織
工
場
を
建
設
し
、
楮
蒸
し
か

ら
紙
漉
、
製
糸
、
機
織
ま
で
を
行
い
紙
布
を
生
産
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
し

た
紙
布
の
利
用
価
値
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
倒
産
に
至
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
田

万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
「
産
業
の
発
展
」『
田
万
川
町
史
』
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁
）。
な

お
、
こ
の
紬
織
工
場
で
生
産
さ
れ
た
紙
布
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
関
連
資
料
を
見
出
せ
て
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
福
栄
村
佐
々
連
で
は
麻
と
紙
を
用

い
た
紙
コ
（
カ
ミ
コ
）
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
佐
々
連
は
周
辺

地
区
の
中
で
も
特
に
紙
漉
き
が
盛
ん
な
地
区
で
あ
っ
た
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」
『
阿
武
川

の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
な
お
、
佐
々
連
は
阿
武
川
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
水
没
し
た
地
区
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

玖
珂
郡
に
お
い
て
も
紙
布
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。『
錦
町
史
』
に
よ
る
と
紙
を
こ
よ
り
に

し
て
織
っ
た
も
の
が
あ
り
、
膝
丈
ま
で
の
短
い
着
物
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
紙
布
に
は

紙
と
麻
を
用
い
て
織
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
藩
政
時
代
に
は
出
奔
し
た
農
民
が
紙

布
の
コ
シ
ギ
リ
（
腰
丈
の
仕
事
着
）
を
所
有
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
宮
田
伊
都
美

「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

同
じ
く
玖
珂
郡
の
『
美
和
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
紙
を
紙
縒
り
に
し
て
織
っ
た
紙
布
ま
た
は

紙
子
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
紙
二
束
で
紙
つ
む
ぎ
一
反
を
織
っ
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊

津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』
二
五
五
頁
）。

　

ま
た
、『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
、
紙
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
あ
り
、
経
糸
に
麻
糸

ま
た
は
木
綿
糸
、
緯
糸
に
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
紙
を
用
い
て
紙
ツ
ヅ
リ
を

織
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
地
域
で
織
ら
れ
た
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
同
様
に
、
紙
を
緯
糸
と
す
る
場
合

宮
﨑
美
紀
子　

一
九
六
五
「
習
俗
」
三
宅
英
利
編
『
相
島
』
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土

部
、
七
四
頁

宮
田
伊
津
美　

一
九
八
五
「
農
民
の
生
活
」
美
和
町
編
『
美
和
町
史
』
美
和
町
、
二
五
五
頁

宮
田
伊
都
美　

一
九
八
八
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」
錦
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
錦
町
史
』

錦
町
、
二
三
九
〜
二
四
〇
頁

森
田
芳
輔　

一
九
五
九
「
衣
食
住
」
萩
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
誌
』
萩
市
役
所
、
五
五

二
頁

山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編　

一
九
二
四
「
風
俗
習
慣
」『
阿
武
郡
志
』
山
口
縣
阿
武
郡
教
育

會
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
二
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
四
巻 

前
山
代
宰
判
』
山
口
県
立
山

口
図
書
館
、
一
九
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
四
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
二
二
巻 

奥
阿
武
宰
判
』
山
口
県
立

山
口
図
書
館
、
九
九
・
一
一
四
・
一
三
六
・
一
六
七
・
三
六
五
頁

山
田
基
彦　

一
九
六
七
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究
報

告 

第
一
号
』
萩
市
郷
土
博
物
館
、
四
頁

※
ま
つ
お　

ゆ
う
へ
い　

萩
博
物
館
学
芸
員



山
口
県
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
分
布

　

萩
博
物
館
で
は
令
和
三
年
度
春
期
特
別
展
と
し
て
「
百
年
の
布
〜
美
し
き
襤
褸
の
世
界
〜
」

を
開
催
し
た
。
本
展
は
限
ら
れ
た
衣
料
を
最
大
限
に
活
用
す
る
技
術
な
ど
を
紹
介
し
、
地
域

に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
存
在
や
、
か
つ
て
の
衣
生
活
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
使
い
捨
て

が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
衣
生
活
を
見
直
す
機
会
の
創
出
を
目
的
と
し
た
。
な
お
、

本
展
題
名
の
「
百
年
の
布
」
は
、
織
り
上
げ
ら
れ
た
布
が
衣
服
に
仕
立
て
ら
れ
て
か
ら
雑
巾

や
お
し
め
な
ど
に
形
を
変
え
つ
つ
も
、
最
終
的
に
そ
の
役
目
を
終
え
る
ま
で
に
百
年
を
超
え

る
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

本
展
で
は
明
治
・
大
正
年
間
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
た
萩
及
び
近
隣
地
域
の
仕
事
着
を
主
要

な
資
料
と
し
た
。
木
綿
が
普
及
す
る
以
前
に
、
気
候
な
ど
の
自
然
環
境
に
応
じ
た
そ
の
土
地

毎
の
風
土
に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
仕
立

て
ら
れ
た
仕
事
着
に
地
域
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
衣
料
の
不
足
を

補
う
た
め
の
紡
織
技
術
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

　

以
前
よ
り
萩
地
域
で
は
古
木
綿
布
を
利
用
し
た
裂
織
、
和
紙
か
ら
作
ら
れ
る
紙
布
と
い
う

特
徴
的
な
衣
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
市
町
村
史
誌
や
民
俗
調
査
の
記
述
か
ら
萩

地
域
及
び
山
口
県
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
織
布
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
得
ら
れ
た
情
報
の

限
り
で
分
布
図
を
作
成
し
た
。
こ
の
分
布
図
に
は
、
前
述
の
特
別
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ

て
実
施
し
た
仕
事
着
資
料
の
調
査
結
果
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
当
館
が
収
蔵

す
る
裂
織
の
仕
事
着
と
そ
の
使
用
地
域
の
情
報
に
つ
い
て
付
加
し
報
告
す
る
。

　
一
　
裂
織

　

（
一
）
裂
織
の
概
要

　

裂
織
と
は
細
く
裂
い
た
古
布
に
縒
り
を
か
け
た
太
目
の
緯
糸
と
、
麻
や
木
綿
な
ど
の
経
糸

を
用
い
た
布
の
織
り
方
、
ま
た
そ
の
織
布
や
仕
立
て
ら
れ
た
仕
事
着
を
指
す
。『
佐
田
岬
半

島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
に
よ
れ
ば
、
裂
織
は
日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
た
が
、
特
に
日
本
海

側
沿
岸
部
に
集
中
し
て
お
り
、
木
綿
の
栽
培
に
適
さ
な
い
寒
冷
地
や
北
前
船
な
ど
に
よ
る
古

木
綿
布
の
流
通
が
あ
っ
た
地
域
で
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
編
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
四
六
頁
）。
一
般
的
に
裂
織
は
裂

い
た
布
を
織
糸
と
す
る
た
め
生
地
が
厚
く
、
耐
久
性
に
も
優
れ
て
お
り
、
海
行
き
・
山
行
き

の
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
か
ら
衣
生
活
に
係
わ
る
記
述
を
抜
き
出
す
と
、
木
綿
衣
料
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
県
下
全
域
に
多
く
み
ら
れ
、
仕
立
て
方
や
入
手
経
路
、
用
い
る
生

業
や
着
用
者
の
性
別
に
よ
る
形
態
の
違
い
に
至
る
ま
で
細
か
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

裂
織
に
係
わ
る
記
述
は
、
阿
武
郡
な
ど
の
一
部
地
域
に
の
み
み
ら
れ
、
県
下
全
域
へ
の
広
が

り
を
見
出
せ
な
い
。
そ
の
上
、
裂
織
の
用
途
や
形
態
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
記
述
は
極
め
て

少
な
い
。
阿
武
郡
に
お
い
て
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
分
布
す
る
理
由
と
し
て
は
、
山
口
県
の

瀬
戸
内
海
に
面
す
る
山
陽
側
が
木
綿
栽
培
の
普
及
地
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
海
に
面
す
る

山
陰
側
の
木
綿
栽
培
は
ご
く
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

萩
地
域
で
は
裂
織
の
仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
、
ま
た
は
ツ
ヅ
レ
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
呼

称
は
襤
褸
着
の
総
称
と
し
て
の
「
綴
れ
」
が
そ
の
ま
ま
衣
服
の
呼
称
と
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
襤
褸
着
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な

お
、『
萩
市
史　

第
三
巻
』
で
は
、
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
（
ツ
ヅ
リ
）
の
一
種
と
記
し
て
い
る

（
田
中
助
一
「
こ
ぼ
れ
話
」『
萩
市
史　

第
三
巻
』
三
八
二
頁
）。
ド
ン
ダ
は
漁
撈
や
農
耕
に

広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
仕
事
着
で
、
裂
織
と
は
異
な
る
製
法
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
着
古
し
た

普
段
着
に
接
ぎ
当
て
を
重
ね
て
刺
し
た
も
の
の
ほ
か
、
綿
入
れ
に
し
て
防
寒
着
と
し
て
用
い

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
の
一
種
と
し
て
い
る
の
は
「
綴
れ
」
が
襤
褸
の
着
物

全
般
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
二
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
裂
織

　
『
阿
武
郡
志
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
の
一
部
集
落
で
は
木
綿
の
衣
服
と
ツ
ヅ
リ
を
混
用
し

て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
ツ
ヅ
リ
は
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
、
経
糸
に
は
麻
糸
を
用
い
た
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
四
〜
一
七
五
頁
）。

　
『
萩
市
誌
』
で
は
、
ツ
ヅ
リ
を
既
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
特
殊
な
衣
服
と
し
て
記
し
て
い

る
。
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
用
い
た
仕
事
着
で
、
野
良
仕
事
や
山
仕
事
に
お
い
て
着
用
し
た

と
さ
れ
る
（
森
田
芳
輔
「
衣
食
住
」『
萩
市
誌
』
五
五
二
頁
）
。

　
『
阿
武
町
史 

下
巻
』
に
よ
れ
ば
、
沿
岸
部
の
農
業
集
落
で
あ
る
奈
古
地
区
筒
尾
で
、
大
正

年
間
に
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た
木
綿
布
、
経
糸
は
麻
糸
で
仕
立
て
た
と
い
う
（
福
永
義
晴
「
民
俗
調
査
」

『
阿
武
町
史 

下
巻
』
六
一
九
頁
）。
ま
た
、
漁
業
集
落
の
宇
田
地
区
元
浦
で
も
大
正
年
間
に

防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
元
浦
で
は
漁
網
に
用
い
る
麻
糸
の
生
産

も
行
わ
れ
て
お
り
、
ツ
ヅ
リ
の
経
糸
と
し
て
も
麻
糸
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲

書
、
六
四
二
〜
六
四
三
頁
）。

　

ま
た
、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
阿
武
町
宇
生
賀
の
民
俗
」
と
題
す
る
手
書
き
の
報
告
書
類

に
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
三
月
九
日
に
阿
武
町
の
宇
生
賀
地
区
三
和
で
行
っ
た
聞
き

取
り
調
査
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
衣
生
活
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
冬
場
の
仕
事
着
と
し

て
、
主
に
男
性
が
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
使
用
年
代
の
記
載
は
な
い
。
経
糸
は

麻
糸
、
緯
糸
に
木
綿
の
布
切
れ
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
に
よ
っ
て
は
「
自
作
で
あ
る
」、

「
購
入
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
」
と
食
い
違
っ
た
記
述
も
み
ら
れ
る
が
、
製
法
や
入
手
経

路
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
阿
武
郡
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
購
入
に
触

れ
ら
れ
た
記
述
は
こ
の
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

以
上
に
よ
る
と
、
阿
武
町
で
は
木
綿
の
衣
類
を
使
い
つ
つ
も
、
凡
そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で

は
ツ
ヅ
リ
も
仕
事
着
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裂
織
の
丈
夫
で

風
に
強
く
暖
か
い
と
い
う
利
点
を
活
か
し
て
、
主
に
冬
場
の
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い

る
。

　

昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
山
口
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
山
口
県
民
俗
資
料
緊
急

調
査
で
は
県
内
の
二
三
箇
所
が
選
定
さ
れ
、
そ
の
内
阿
武
郡
で
は
萩
市
大
井
土
井
、
阿
武
郡

須
佐
町
（
現
萩
市
）
須
佐
、
阿
武
郡
阿
東
町
嘉
年
の
三
箇
所
で
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
衣

生
活
に
係
わ
る
項
目
を
み
る
と
、
県
内
二
三
箇
所
の
調
査
地
の
中
で
裂
織
に
つ
い
て
確
認
で

き
る
の
は
萩
市
大
井
土
井
の
み
で
あ
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
襤
褸
布
を
裂
い
て
織
っ
た
も
の

を
ツ
ヅ
リ
と
呼
び
、
厚
く
て
丈
夫
で
あ
っ
た
た
め
木
樵
の
際
に
着
用
し
た
と
い
う
。
着
用
方

法
は
ジ
バ
ン
（
肌
着
）
や
ソ
ギ
と
呼
ば
れ
る
巻
袖
の
袷
の
上
に
、
ツ
ヅ
リ
を
重
ね
て
着
て
い

た
と
さ
れ
る
（
山
田
基
彦
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究

報
告　

第
一
号
』
四
頁
）。
萩
市
大
井
土
井
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
使
用
年
代
に
つ
い
て
記
録

は
な
い
。
ま
た
、
ツ
ヅ
リ
の
形
態
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
袖
付
き
の
袷
の
上
か
ら
着
用
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ソ
デ
ナ
シ
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

続
い
て
阿
武
郡
以
外
の
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
記
述
に
触
れ
た
い
。『
錦
町
史
』
に
よ
れ

ば
、
玖
珂
郡
錦
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
経
糸
は
麻
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊
都
美
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三

九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

ま
た
、
玖
珂
郡
美
和
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
昭
和
四

七
年
か
ら
翌
四
八
年
（
一
九
七
二
〜
一
九
七
三
）
に
民
俗
資
料
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お

り
、
同
町
北
部
で
裂
織
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
に
麻
糸
ま
た
は
木

綿
糸
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
蔵
本
隆
博
「
衣
と
生

活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
』
四
頁
）。
な
お
、
同
様
の

事
例
が
『
美
和
町
史
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
（
宮
田
伊
津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』

二
五
五
頁
）。

　

玖
珂
郡
美
和
町
で
は
そ
の
後
も
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
対
象
と
な
る
集
落
を
広
げ

て
第
二
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
と
な
る
『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
ツ
ヅ

レ
織
り
の
製
法
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
は
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
で
、
一
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
襤
褸
布
に
縒
り
を
か
け
ず
そ
の
ま
ま
緯
糸
と
し
て
織
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
当
地
で
は
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
、
山
着
の
ほ
か
、
帯
や
脚
絆
に
用
い
て
い
た

と
さ
れ
る
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
記

述
に
よ
り
山
口
県
内
で
は
阿
武
郡
の
ほ
か
、
玖
珂
郡
に
お
い
て
も
裂
織
が
仕
事
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

（
三
）
収
蔵
資
料
の
概
要

　

市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
り
阿
武
郡
に
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
裂
織
で
は

あ
る
が
残
存
す
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。
萩
博
物
館
が
収
蔵
し
て
い
る
裂
織
の
仕
事
着
は

三
点
の
み
で
あ
り
、
採
集
地
は
萩
市
相
島
と
阿
武
郡
福
栄
村
の
二
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。

萩
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
地
域
的
特
徴
を
示
す
に
は
資
料
数
が
乏
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は
資

料
の
採
集
地
・
材
質
・
形
態
・
用
途
に
つ
い
て
記
す
。

　

・
相
島
の
裂
織

　

相
島
は
萩
市
の
沖
合
北
西
約
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
島
で
あ
る
。『
萩
市
史　

第
二
巻
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
よ
り
畑
作
に
よ
る
農
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
採

貝
・
採
藻
な
ど
も
小
規
模
な
漁
業
も
営
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
田
中
克
己
「
近
世
の
六
島
」

『
萩
市
史　

第
二
巻
』
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁
）。
昭
和
に
お
い
て
も
畑
作
が
産
業
の
中

心
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
の
主
要
農
産
物
は
除
虫
菊
、
裸
麦
、
西
瓜
で
あ
っ
た
。
除
虫
菊

は
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
作
付
け
を
終
え
、
葉
煙
草
の
栽
培
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い

っ
た
。
こ
の
他
、
生
白
藷
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
や
夏
柑
（
ナ
ツ
ミ
カ
ン
）
な
ど
種
々
の
栽
培
が

な
さ
れ
て
い
た
（
萩
高
等
学
校
社
会
部
編
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
九
〜

一
一
頁
）。
し
か
し
、
綿
や
麻
な
ど
の
繊
維
植
物
の
栽
培
に
係
わ
る
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、

島
内
に
お
け
る
生
産
は
殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
相
島
の
裂
織
は
二
点
、
ど
ち
ら
と
も
上
衣
で
あ
る
。
相
島
で
は
裂
織
の

仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
ご
ろ
ま
で
着
用
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
阿
武
郡
に
お
け
る
裂
織
の
使
用
年
代
は
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
地
域
で
は
凡

そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
相
島
は
阿
武
郡
内
で

最
も
遅
く
ま
で
裂
織
を
着
用
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
土
域
に
比
べ
る

と
島
嶼
部
に
お
け
る
衣
料
調
達
が
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
で

き
る
。
島
民
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
嫁
入
り
の
際
に
裂
織
の
仕
事
着
を
仕
立
て
、
そ
の

ツ
ヅ
リ
を
繕
い
な
が
ら
生
涯
着
続
け
た
と
い
う
。
な
お
、
収
蔵
資
料
の
二
点
と
も
着
用
者
の

性
別
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

館
蔵
資
料
の
外
観
は
写
真
１
〜
２
の
と
お
り
。
材
質
・
形
態
・
寸
法
は
全
体
的
に
類
似
し

て
い
る
。
ど
ち
ら
も
経
糸
に
白
の
木
綿
糸
、
緯
糸
に
白
地
及
び
絣
な
ど
の
藍
染
の
木
綿
布
を

用
い
て
い
る
。
生
地
の
厚
さ
は
二
〜
三
ミ
リ
程
度
。
白
地
と
紺
地
の
裂
き
布
を
二
本
毎
交
互

に
織
り
込
ん
で
お
り
、
身
頃
に
細
か
な
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と

同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
掛
け
衿
、
袖
覆
輪
に
は
絣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
裾
に

覆
輪
は
な
く
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
木
綿
地
の
仕
舞
を
折
り
込
ん
で
縫
い
合
わ
せ
て
い

る
。
衿
か
ら
背
中
に
か
け
て
紺
地
の
木
綿
布
を
当
て
布
と
し
て
縫
い
付
け
て
い
る
。
使
用
痕

や
破
損
部
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
補
修
の
形
跡
も
な
い
た
め
当
該
資
料
二
点
は
と
も
に
長
期
間

に
渡
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
に
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土
部
が
相
島
で
実
施
し
た
聞

き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
相
島
に
は
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
雨
具
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
雨
具

の
ツ
ヅ
リ
は
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
厚
み
が
あ
り
、
生
地
に
水
が
滲
み
込
み
に
く
か
っ

た
と
い
う
（
宮
﨑
美
紀
子
「
習
俗
」『
相
島
』
七
四
頁
）。
収
蔵
資
料
の
二
点
と
は
形
態
が

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
ツ
ヅ
レ
に
は
裂
織
と
は
材
質
、
ま
た
は
仕
立
て
方
の
異
な
る
も
の

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
存
す
る
資
料
に
は
辿
り
着
い
て
い
な
い
。

　

・
福
栄
村
の
裂
織

　

阿
武
郡
福
栄
村
は
四
方
を
急
峻
な
山
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
平
坦
な
耕
地
が
限
ら
れ
た
た
め

傾
斜
地
を
耕
起
し
た
棚
田
が
多
数
み
ら
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡

福
栄
村
域
に
あ
た
る
福
井
下
村
・
福
井
上
村
・
紫
福
村
（
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
福
井
下

村
、
福
井
上
村
の
両
村
域
を
含
む
福
川
村
、
紫
福
村
が
合
併
し
福
栄
村
と
な
る
）
の
三
つ
の

村
で
は
米
・
麦
・
雑
穀
の
ほ
か
蔬
菜
・
葉
煙
草
、
楮
お
よ
び
和
紙
が
産
品
の
中
心
で
あ
っ
た
。

繊
維
原
料
と
し
て
は
麻
が
生
産
さ
れ
て
い
た
が
、
生
産
量
は
少
な
く
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
村
内
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
木
綿
商
や
綿
屋
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
福
栄
村
の
裂
織
は
一
点
で
、
資
料
名
は
ツ
ヅ
レ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

採
集
地
は
山
口
県
阿
武
郡
福
栄
村
大
字
福
井
と
あ
る
が
村
内
に
福
井
と
い
う
字
名
は
な
く
、

福
井
下
ま
た
は
福
井
上
の
ど
ち
ら
か
の
地
域
で
採
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
採
集
時

期
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
で
あ
る
が
、
当
該
資
料
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
て
い

た
か
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。
男
性
が
着
用
し
、
常
用
着
や
農
耕
用
の
作
業
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

材
質
は
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
紺
地
の
木
綿
布
で
あ
る
。
写
真
３
の
と
お
り
、
緯
糸
の

濃
淡
に
よ
っ
て
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
色
味
の
近
い
木
綿
布
を
用
い

て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と
同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
袖
及
び
衿
の
覆
輪
は
黒

地
木
綿
布
、
部
分
的
に
紫
色
の
木
綿
布
が
重
ね
て
あ
る
。
背
中
の
当
て
布
は
縫
い
付
け
て
い

な
い
。
袖
覆
輪
に
ほ
つ
れ
が
生
じ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
使
用
痕
は
少
な
い
。
腹
回
り
の
帯

の
擦
れ
跡
や
、
肩
部
・
背
部
の
使
用
痕
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
に
お
け
る
裂
織
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
裂
織
の
分
布
図
（
図
１
）
は
、
前
述
の
市
町
村
史
誌
な
ど
の
記
述
の

ほ
か
、
当
館
が
実
施
し
た
資
料
調
査
に
お
い
て
裂
織
の
仕
事
着
が
確
認
さ
れ
た
地
域
を
反
映

し
て
作
成
し
た
。
な
お
、
分
布
図
に
は
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
以
前
の
自
治
体
区
分
を

て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
川
上
村
誌
』（
昭
和
三
九
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ツ
ヅ
レ
は
「
綴

れ
織
」
を
指
す
呼
称
で
あ
っ
た
と
し
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
裂
い
た
古
布
で
仕
立
て
た
も

の
を
着
用
し
て
い
た
と
い
う
。
厚
手
で
丈
夫
な
布
地
が
山
仕
事
に
は
都
合
が
良
い
も
の
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
波
多
放
彩
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
二
八
九
頁
）。
な
お
、『
福

栄
村
史
』（
昭
和
四
一
年
刊
）、『
阿
東
町
誌
』（
昭
和
四
四
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が

み
ら
れ
る
が
、『
川
上
村
誌
』
と
筆
者
が
同
一
で
あ
り
、
衣
生
活
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同

様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
三
町
村
の
広
域
に
渡
り
同
一
の
衣
生
活
が
存
在
し
た
こ
と
は
考

え
に
く
く
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
。

　

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
（
両
村
と
も
現
萩
市
）
の
衣
生
活
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
三

年
か
ら
翌
四
四
年
（
一
九
六
八
〜
一
九
六
九
）
に
も
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阿
武
川
ダ
ム

建
設
に
伴
う
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸

時
代
は
ツ
ヅ
リ
を
冬
期
の
防
寒
着
と
し
て
用
い
て
お
り
、
緯
糸
は
襤
褸
布
、
経
糸
は
麻
糸
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」『
阿
武
川
の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
明
治
以
降
の

衣
服
に
は
ツ
ヅ
リ
の
記
載
は
な
く
、
い
つ
頃
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
確
認
で
き
ず
、
調

査
時
に
採
集
さ
れ
た
衣
服
の
中
に
も
裂
織
の
類
は
見
出
せ
な
い
。
な
お
、『
川
上
村
史 

資
料

編
』
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
石
原
啓
司
「
衣
・
食
・
住
」『
川
上
村
史 

資
料
編
』

五
八
頁
）。

　

阿
武
郡
阿
東
町
（
現
山
口
市
）
の
裂
織
に
つ
い
て
は
『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
に
記
述
が
み

ら
れ
る
。
村
誌
に
よ
れ
ば
、
綿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
家
々
で
ボ
ロ
を
綴
っ
て

着
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
田
中
恒
一
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
一
四
四

頁
）。
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
衣
服
で
あ
っ
た
か
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
襤
褸
布
を
綴
っ
て
仕
立
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
裂
織
で
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
で
き
る
。
篠
生
村
は
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の
合
併
に
よ
り
阿
東
町
と
な
っ

て
お
り
、
阿
武
郡
阿
東
町
の
一
部
で
は
少
な
く
と
も
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

用
い
て
い
る
。

　

山
口
県
下
で
新
た
に
確
認
で
き
た
裂
織
の
仕
事
着
は
山
口
市
立
小
郡
文
化
資
料
館
に
収
蔵

さ
れ
る
ソ
デ
ナ
シ
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。
吉
敷
郡
小
郡
町
（
現
山
口
市
）
周
辺
は
藩
政
時
代

に
お
け
る
県
内
有
数
の
綿
作
地
帯
で
あ
り
、
当
該
地
の
木
綿
は
「
小
郡
木
綿
」
と
称
さ
れ

た
。
こ
の
ソ
デ
ナ
シ
は
か
つ
て
吉
敷
郡
小
郡
町
で
着
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
大
規
模

な
木
綿
栽
培
地
帯
に
お
け
る
貴
重
な
裂
織
の
着
用
例
と
し
て
注
目
し
た
い
。

　

加
え
て
、
裂
織
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
る
裂
き

布
及
び
木
綿
糸
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
裂
き
布
は
絣
を
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た

も
の
で
、
木
綿
糸
は
濃
紺
と
浅
葱
の
二
種
類
あ
り
、
糸
の
太
さ
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
裂
き

布
と
木
綿
糸
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
状
に
丸
め
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
山
口
市
嘉
川
の

民
家
に
取
り
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
当
該
資
料
に
係
わ
る
情
報
は
採
集
地
の
み
の
た

め
、
凡
そ
の
年
代
や
ど
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
裂
織
の

緯
糸
・
経
糸
と
し
て
用
い
ら
れ
る
材
料
が
同
一
箇
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
判
断
し

難
い
が
、
前
述
の
と
お
り
吉
敷
郡
内
で
用
い
ら
れ
た
裂
織
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
山
口
市
嘉
川
周
辺
に
お
い
て
裂
織
の
使
用
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
紙
布

　

（
一
）
紙
布
の
概
要

　

紙
布
は
、
植
物
の
採
取
や
栽
培
に
よ
っ
て
衣
料
と
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
和
紙
の
副
次

的
な
利
用
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
織
布
で
あ
る
。
紙
の
上
下
両
端
に
余
白
を
残
し
、
連
続
す

る
コ
の
字
状
に
切
っ
た
紙
に
縒
り
を
か
け
る
こ
と
で
糸
状
に
加
工
し
た
も
の
を
材
料
と
し
て

生
産
さ
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
名
前
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
藩

政
時
代
に
は
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生

活
―
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
島
根
県
西
部
の
石
見
地
方
な
ど
で

用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。（
文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
二
頁
）。

（７）

石
見
地
方
は
石
州
半
紙
で
知
ら
れ
る
と
お
り
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紙
布
は

和
紙
の
生
産
地
域
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

一
般
に
麻
な
ど
の
植
物
を
繊
維
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
繊
維
質
を
傷
つ
け
な
い
よ
う

に
取
り
出
す
手
法
が
用
い
ら
れ
る
。
和
紙
原
料
の
楮
か
ら
繊
維
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
訳
で
は
な
く
、
四
国
地
方
な
ど
で
は
楮
の
繊
維
を
用
い
て
生
産
さ
れ
る
太
布
と
い
う
織
布

も
存
在
す
る
（
前
掲
書
、
二
頁
）。
繊
維
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
さ
ず
、
紙
を
漉
く
た
め
に
一

度
砕
い
た
繊
維
を
織
布
の
原
料
と
し
て
再
び
用
い
て
い
る
点
も
紙
布
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で

き
る
。

　

（
二
）『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
け
る
紙
布

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
藩
政
時
代
の
請
紙
制
度
に
よ
っ
て
半
紙
等
の
生
産
と

納
入
が
割
り
当
て
ら
れ
た
阿
武
郡
の
山
間
部
で
は
紙
漉
き
を
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
主
産

業
と
し
て
お
り
、
併
せ
て
農
民
は
漉
い
た
半
紙
を
用
い
て
紙
布
を
織
っ
て
い
た
こ
と
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
、
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
奥
阿
武
宰
判
彌
富
村
の
記
述
で

あ
る
。

　
「
一
產
業　

半
紙
漉
立
八
百
五
拾
九
丸
程

但
御
藏
入
紙
屋
軒
八
拾
軒
、
冬
春
百
日
の
間
板
立
ニ
乄
上
手
下
手
且
手
間
の
多
少
押
平
均

一
軒
一
船
漉
三
丸
半
の
掠
量
に
し
て
貮
百
八
拾
丸
位
、
右
之
内
上
納
紙
百
丸
位
、
外
ニ
諸

村
受
合
漉
百
貮
拾
丸
位
、
給
領
漉
立
凡
五
百
七
拾
九
丸
ほ
と
、
右
之
内
御
給
主
へ
上
納
紙

四
百
貮
拾
四
丸
程
、
殘
り
漉
延
凡
百
九
拾
五
丸
ほ
と
、
此
内
紙
布
着
料
軒
別
四
反
位
の
抨

に
し
て
家
數
四
百
貮
拾
五
軒
分
千
七
百
反
、
壹
反
ニ
付
貮
束
織
に
し
て
此
紙
丸
に
し
て
五

拾
六
丸
餘
、
地
下
役
座
其
外
遣
ひ
紙
障
子
紙
等
に
入
用
之
分
凡
貮
拾
丸
程
、
殘
り
百
拾
九

丸
醤
油
塩
油
其
外
品
替
の
爲
須
佐
へ
持
出
申
候
掠
量
ニ
御
座
候
事
」

　

彌
富
村
で
は
漉
い
た
紙
の
一
部
か
ら
、
一
軒
あ
た
り
四
反
と
し
て
、
村
内
四
二
五
軒
分
の

一
七
〇
〇
反
を
紙
布
着
料
と
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
布
一
反
に
つ
き
半
紙
二
束

（
一
束
＝
二
〇
〇
枚
）
を
要
す
る
と
し
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
紙
布
四
反
で
半
紙
一
六
〇
〇

枚
を
用
い
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
村
内
全
体
で
は
半
紙
五
拾
六
丸
（
一
丸
＝
六
〇
束
、
一
二

〇
〇
〇
枚
）
と
な
っ
た
と
あ
り
、
単
純
計
算
で
半
紙
六
七
二
〇
〇
〇
枚
が
紙
布
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

彌
富
村
の
ほ
か
、
奥
阿
武
宰
判
で
は
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
鈴
野
川
村
、
阿
武
郡
田

万
川
町
（
現
萩
市
）
域
に
あ
た
る
小
川
村
、
田
萬
村
に
紙
布
の
記
述
が
あ
り
、
紙
漉
が
行
わ

れ
て
い
た
両
町
の
山
間
部
一
帯
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

地
域
が
半
紙
を
衣
料
と
し
て
い
た
背
景
に
は
木
綿
な
ど
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
衣
料
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
の
庶
民
生
活
の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
、
鈴
野
川
村
の
風
俗
に
関
し
て
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

「
且
又
衣
類
は
寒
中
と
て
も
綿
入
な
と
着
候
者
は
鮮
く
、
紙
漉
業
營
候
ゆ
ゑ
紙
つ
む
き
を

織
て
常
の
衣
類
に
仕
り
居
申
候
邊
鄙
山
家
の
行
形
に
て
御
座
候
事
」

　

冬
場
で
も
綿
入
れ
の
衣
服
を
着
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
紙
漉
き
を
行
っ
て
い
た
地
域
に
お
け
る
衣
料
不
足
の
様
相
を
読
み
取
り
得
る
。
不
足
す

る
衣
料
を
補
う
た
め
の
織
布
と
し
て
、
当
地
の
産
品
で
あ
る
和
紙
（
半
紙
）
を
用
い
た
紙
布

が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
み
え
る
紙
布
の
記
述
は
奥
阿
武
宰
判
内
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
藩
領
内
の
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
の
中
で
、
前
山
代
宰
判
廣
瀬
村
に
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

　
「
一
諸
產
業
之
物
品
賣
捌
銀
高
之
事
（
中
略
）

　

但
諸
上
納
銀
（
中
略
）

　

同
貮
拾
七
貫
九
百
六
拾
五
匁

但
惣
人
數
貮
千
六
百
四
拾
三
人
、
上
中
下
三
段
仕
分
に
し
て
、
上
分
人
數
三
百
廿
人
老
幼

之
無
差
別
着
用
之
木
綿
凡
人
別
貮
反
宛
ニ
乄
六
百
四
拾
反
、
凡
反
別
拾
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫

六
百
目
、
中
分
人
數
四
百
五
拾
人
古
手
買
得
着
用
殘
紙
布
壹
反
宛
ニ
乄
四
百
五
拾
反
、
壹

反
に
付
十
匁
宛
ニ
乄
四
貫
五
百
目
、
古
手
四
拾
五
枚
買
得
代
銀
壹
枚
ニ
付
凡
拾
匁
宛
ニ
乄

四
貫
五
百
目
、
下
分
人
數
千
八
百
四
拾
三
人
、
凡
人
別
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫
三
百
六
拾
五
匁

共
ニ
以
上
右
之
辻
」

　

上
納
銀
に
当
た
る
記
述
の
中
に
紙
布
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
村
内
の

衣
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
方
へ
の
売
り
払
い
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
前
山
代
宰
判
の
中
で
も
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
廣
瀬
村
の
み
で

あ
り
、
紙
漉
き
の
盛
ん
で
あ
っ
た
奥
山
代
宰
判
、
徳
地
宰
判
に
属
し
た
他
の
村
落
の
記
述
に

は
、
紙
布
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
三
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
紙
布

　

前
述
し
た
よ
う
に
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
藩
政
時
代
に
奥
阿
武
宰
判
、
す
な
わ
ち
阿

武
郡
の
一
部
地
域
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
治
以

降
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
や
、
そ
の
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
に
み

え
る
記
述
を
抽
出
す
る
。

　
『
阿
武
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
奥
阿
武
地
方
で
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
材

質
が
硬
く
見
た
目
は
麻
布
に
似
て
お
り
「
木
を
よ
じ
り
、
い
ば
ら
を
押
し
の
け
る
」
よ
う
な

織
布
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
五
頁
）。

　
『
阿
東
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
、
経
糸
に
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
、

緯
糸
に
紙
縒
り
を
用
い
て
織
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
織
り
上
げ
た
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
こ

と
で
夏
冬
を
通
じ
て
使
い
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
（
波
多
放
彩
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町

誌
』
五
六
九
〜
五
七
〇
頁
）。

　
『
須
佐
町
誌
』
に
よ
る
と
、
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
の
は
耐
久
性
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
（
堀
勇
「
庶
民
の
生
活
」『
須
佐
町
誌
』
七
六
九
頁
）。『
須
佐
町
誌
』
に
お
け
る

そ
の
他
の
紙
布
に
関
す
る
記
述
は
前
述
の
『
阿
東
町
誌
』
を
引
用
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

も
縒
り
を
か
け
な
か
っ
た
と
い
う
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五

七
頁
）。

　

こ
の
ほ
か
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
玖
珂
郡
内
の
美
和
町
域
に
あ
た
る
秋
中

村
・
賀
見
畑
村
、
錦
町
域
に
あ
た
る
深
須
村
、
こ
の
ほ
か
本
郷
村
（
現
岩
国
市
）
に
お
い
て

ユ
キ
バ
カ
マ
（
雪
袴
）
と
呼
ば
れ
る
股
引
の
よ
う
な
下
衣
に
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る

（
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
七
八
七
〜
七
八
八
頁
）。

　

な
お
、『
鹿
野
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
都
濃
郡
鹿
野
町
（
現
周
南
市
）
で
は
藩
政
時
代
に
紙

布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
瀬
田
静
香
「
鹿
野
の
民
俗
」『
鹿
野

町
誌
』
九
四
四
〜
九
四
五
頁
）。『
鹿
野
町
誌
』
で
は
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
記
録
等
は
示
さ

れ
て
お
ら
ず
残
存
す
る
資
料
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
製
法
や
形
態
・
用
途
な
ど
鹿
野

町
に
お
け
る
紙
布
の
姿
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
図
（
図
２
）
を
、
前
章
と
同
様
に
市
町
村
史
誌
等
の
記

述
を
基
に
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ　

―
衣
生
活
―
』（
昭
和
五
七
年
刊
）
の
記
載
に
生
産
・
使

用
を
確
認
で
き
る
地
域
を
追
加
し
て
作
成
し
た
。
今
回
の
資
料
調
査
で
は
山
口
県
内
に
お
け

る
紙
布
に
類
す
る
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
武
蔵
野
美
術
大
学
民
俗
収
蔵
室
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
で
採
集
さ
れ
た
紙
布
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
当
該
二
村
を
分
布
地
域
と
し
て
追
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
史
料
や
市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
る
と
、
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
は
阿
武

郡
、
玖
珂
郡
な
ど
の
限
ら
れ
た
地
域
に
偏
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ

は
紙
布
が
紙
漉
き
と
い
う
産
業
に
依
拠
し
て
生
産
さ
れ
た
と
い
う
地
域
的
な
特
色
を
顕
著
に

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
紙
布
の
分
布
地
の
多
く
が
、
裂
織
の
分
布
地
と
重
複
し
て
い
る
こ
と

も
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
重
複
す
る
地
域
は
木
綿
栽
培
が
盛
ん
で
な
い
地
域
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
山
口
県
内
に
お
い
て
は
裂
織
・
紙
布
と
い
っ
た
織
布
が
木
綿
衣
料
の
不
足
す
る
地
域

で
織
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

三
　
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
裂
織
と
紙
布
に
の
み
言
及
し
て
い
る
が
、『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
そ
の
名
前

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
織
布
と
し
て
、
フ
ジ
の
蔓
を
繊
維
原
料
と
し
た
藤
布
が
あ
る
。
か
つ

て
は
山
口
県
内
で
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
布
で
あ
る
が
、
今
回
は
県
内
に
お
け
る
藤
布
に
係

わ
る
記
述
を
諸
資
料
か
ら
十
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
藤
布
の
ほ
か
、
ご
く
わ

ず
か
な
生
産
に
留
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
織
布
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
を
進
め
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
調
査
箇
所
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
調

査
に
よ
り
新
た
な
分
布
地
が
確
認
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭

和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
実
施
さ
れ
た
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
ほ
か
、
昭
和
四
九
か
ら
翌

五
〇
年
（
一
九
七
四
〜
一
九
七
五
）
に
も
山
口
県
教
育
委
員
会
が
山
口
県
緊
急
民
俗
文
化
財

分
布
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
書
で
あ
る
『
山
口
県
民
俗
地
図
』（
昭
和
五
一

年
刊
）
か
ら
は
裂
織
・
紙
布
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
当
該
調
査

の
調
査
票
の
内
容
を
基
に
、
そ
の
結
果
を
含
め
た
分
布
図
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
度
の
特
別
展
開
催
に
係
る
資
料
調
査
で
は
、
近
隣
の
島
根
県
・
広
島
県
に
裂

織
・
紙
布
の
資
料
を
確
認
し
て
い
る
。
今
後
は
日
本
海
沿
岸
部
か
ら
中
国
山
地
西
端
部
ま
で

含
め
た
山
口
県
及
び
近
隣
他
県
を
含
め
た
広
域
に
お
け
る
分
布
状
況
の
調
査
・
解
析
を
進

め
、
改
め
て
報
告
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。

〈
引
用
参
考
資
料
〉

石
原
啓
司　

二
〇
〇
〇
「
衣
・
食
・
住
」
川
上
村
史
編
集
委
員
会
編
『
川
上
村
史 

資
料

編
』
川
上
村
、
五
八
頁

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編　

一
九
九
九
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
愛

媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
、
四
六
頁

河
済
敏
子
・
古
城
良
子　

一
九
七
九
「
一　

衣
飾
」
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
編
『
弥

栄
峡
の
民
俗
』
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
、
五
七
頁

河
野
良
輔
・
石
原
啓
司　

一
九
七
〇
「
衣
」
山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
編
『
阿
武
川
の
民

俗
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
五
〇
頁

蔵
本
隆
博　

一
九
七
四
「
衣
と
生
活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査

報
告
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
四
頁

瀬
田
静
香　

一
九
九
一
「
鹿
野
の
民
俗
」
鹿
野
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
鹿
野
町
誌
』
鹿
野

町
、
九
四
四
〜
九
四
五
頁

田
中
克
己　

一
九
八
九
「
近
世
の
六
島
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
二
巻
』
萩

市
、
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁

田
中
助
一　

一
九
八
七
「
こ
ぼ
れ
話
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
三
巻
』
萩

市
、
三
八
二
頁

田
中
恒
一　

一
九
五
三
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
篠
生
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一

四
四
頁

田
万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
九
「
産
業
の
発
達
」『
田
万
川
町
史
』
田
万
川

町
、
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁

萩
高
等
学
校
社
会
部
編　

一
九
六
四
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
萩
高
等
学

校
社
会
部
、
九
〜
一
一
頁

波
多
放
彩　

一
九
六
四
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
川
上
村
公
民
館
、
二
八
九
頁

波
多
放
彩　

一
九
七
〇
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町
誌
』
阿
東
町
、
五
六
九
〜
五
七
〇
頁

福
永
義
晴　

二
〇
〇
〇
「
民
俗
調
査
」
阿
武
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
阿
武
町
史 

下
巻
』

阿
武
町
、
六
一
九
〜
六
二
〇
・
六
四
二
〜
六
四
三
頁

文
化
庁
編　

一
九
八
二
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
国
土
地
理
協
会
、
二
・
三
九
五

〜
三
九
六
・
四
〇
四
頁

堀
勇　

一
九
九
三
「
庶
民
の
生
活
」
須
佐
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
須
佐
町
誌
』
須
佐
町
、
七

六
八
〜
七
六
九
頁

御
薗
生
翁
甫　

一
九
七
四
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
七
八
七
〜
七
八
八
頁

　
『
田
万
川
町
史
』
に
よ
る
と
、
同
町
上
小
川
地
区
の
紙
漉
農
家
に
紬
用
和
紙
の
製
造
に
関

す
る
資
料
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
紬
用
和
紙
が
紙
布
の
材
料
と
し
て
漉
か
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
町
中
小
川
地
区
で
は
紙
布
の
工
場
生
産
を
試
み
た
記
録

が
あ
り
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
以
降
に
地
区
内
に
紬
織
工
場
を
建
設
し
、
楮
蒸
し
か

ら
紙
漉
、
製
糸
、
機
織
ま
で
を
行
い
紙
布
を
生
産
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
し

た
紙
布
の
利
用
価
値
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
倒
産
に
至
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
田

万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
「
産
業
の
発
展
」『
田
万
川
町
史
』
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁
）。
な

お
、
こ
の
紬
織
工
場
で
生
産
さ
れ
た
紙
布
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
関
連
資
料
を
見
出
せ
て
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
福
栄
村
佐
々
連
で
は
麻
と
紙
を
用

い
た
紙
コ
（
カ
ミ
コ
）
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
佐
々
連
は
周
辺

地
区
の
中
で
も
特
に
紙
漉
き
が
盛
ん
な
地
区
で
あ
っ
た
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」
『
阿
武
川

の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
な
お
、
佐
々
連
は
阿
武
川
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
水
没
し
た
地
区
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

玖
珂
郡
に
お
い
て
も
紙
布
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。『
錦
町
史
』
に
よ
る
と
紙
を
こ
よ
り
に

し
て
織
っ
た
も
の
が
あ
り
、
膝
丈
ま
で
の
短
い
着
物
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
紙
布
に
は

紙
と
麻
を
用
い
て
織
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
藩
政
時
代
に
は
出
奔
し
た
農
民
が
紙

布
の
コ
シ
ギ
リ
（
腰
丈
の
仕
事
着
）
を
所
有
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
宮
田
伊
都
美

「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

同
じ
く
玖
珂
郡
の
『
美
和
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
紙
を
紙
縒
り
に
し
て
織
っ
た
紙
布
ま
た
は

紙
子
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
紙
二
束
で
紙
つ
む
ぎ
一
反
を
織
っ
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊

津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』
二
五
五
頁
）。

　

ま
た
、『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
、
紙
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
あ
り
、
経
糸
に
麻
糸

ま
た
は
木
綿
糸
、
緯
糸
に
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
紙
を
用
い
て
紙
ツ
ヅ
リ
を

織
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
地
域
で
織
ら
れ
た
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
同
様
に
、
紙
を
緯
糸
と
す
る
場
合

宮
﨑
美
紀
子　

一
九
六
五
「
習
俗
」
三
宅
英
利
編
『
相
島
』
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土

部
、
七
四
頁

宮
田
伊
津
美　

一
九
八
五
「
農
民
の
生
活
」
美
和
町
編
『
美
和
町
史
』
美
和
町
、
二
五
五
頁

宮
田
伊
都
美　

一
九
八
八
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」
錦
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
錦
町
史
』

錦
町
、
二
三
九
〜
二
四
〇
頁

森
田
芳
輔　

一
九
五
九
「
衣
食
住
」
萩
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
誌
』
萩
市
役
所
、
五
五

二
頁

山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編　

一
九
二
四
「
風
俗
習
慣
」『
阿
武
郡
志
』
山
口
縣
阿
武
郡
教
育

會
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
二
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
四
巻 

前
山
代
宰
判
』
山
口
県
立
山

口
図
書
館
、
一
九
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
四
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
二
二
巻 

奥
阿
武
宰
判
』
山
口
県
立

山
口
図
書
館
、
九
九
・
一
一
四
・
一
三
六
・
一
六
七
・
三
六
五
頁

山
田
基
彦　

一
九
六
七
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究
報

告 

第
一
号
』
萩
市
郷
土
博
物
館
、
四
頁

※
ま
つ
お　

ゆ
う
へ
い　

萩
博
物
館
学
芸
員



山
口
県
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
分
布

　

萩
博
物
館
で
は
令
和
三
年
度
春
期
特
別
展
と
し
て
「
百
年
の
布
〜
美
し
き
襤
褸
の
世
界
〜
」

を
開
催
し
た
。
本
展
は
限
ら
れ
た
衣
料
を
最
大
限
に
活
用
す
る
技
術
な
ど
を
紹
介
し
、
地
域

に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
存
在
や
、
か
つ
て
の
衣
生
活
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
使
い
捨
て

が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
衣
生
活
を
見
直
す
機
会
の
創
出
を
目
的
と
し
た
。
な
お
、

本
展
題
名
の
「
百
年
の
布
」
は
、
織
り
上
げ
ら
れ
た
布
が
衣
服
に
仕
立
て
ら
れ
て
か
ら
雑
巾

や
お
し
め
な
ど
に
形
を
変
え
つ
つ
も
、
最
終
的
に
そ
の
役
目
を
終
え
る
ま
で
に
百
年
を
超
え

る
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

本
展
で
は
明
治
・
大
正
年
間
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
た
萩
及
び
近
隣
地
域
の
仕
事
着
を
主
要

な
資
料
と
し
た
。
木
綿
が
普
及
す
る
以
前
に
、
気
候
な
ど
の
自
然
環
境
に
応
じ
た
そ
の
土
地

毎
の
風
土
に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
仕
立

て
ら
れ
た
仕
事
着
に
地
域
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
衣
料
の
不
足
を

補
う
た
め
の
紡
織
技
術
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

　

以
前
よ
り
萩
地
域
で
は
古
木
綿
布
を
利
用
し
た
裂
織
、
和
紙
か
ら
作
ら
れ
る
紙
布
と
い
う

特
徴
的
な
衣
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
市
町
村
史
誌
や
民
俗
調
査
の
記
述
か
ら
萩

地
域
及
び
山
口
県
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
織
布
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
得
ら
れ
た
情
報
の

限
り
で
分
布
図
を
作
成
し
た
。
こ
の
分
布
図
に
は
、
前
述
の
特
別
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ

て
実
施
し
た
仕
事
着
資
料
の
調
査
結
果
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
当
館
が
収
蔵

す
る
裂
織
の
仕
事
着
と
そ
の
使
用
地
域
の
情
報
に
つ
い
て
付
加
し
報
告
す
る
。

　
一
　
裂
織

　

（
一
）
裂
織
の
概
要

　

裂
織
と
は
細
く
裂
い
た
古
布
に
縒
り
を
か
け
た
太
目
の
緯
糸
と
、
麻
や
木
綿
な
ど
の
経
糸

を
用
い
た
布
の
織
り
方
、
ま
た
そ
の
織
布
や
仕
立
て
ら
れ
た
仕
事
着
を
指
す
。『
佐
田
岬
半

島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
に
よ
れ
ば
、
裂
織
は
日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
た
が
、
特
に
日
本
海

側
沿
岸
部
に
集
中
し
て
お
り
、
木
綿
の
栽
培
に
適
さ
な
い
寒
冷
地
や
北
前
船
な
ど
に
よ
る
古

木
綿
布
の
流
通
が
あ
っ
た
地
域
で
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
編
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
四
六
頁
）。
一
般
的
に
裂
織
は
裂

い
た
布
を
織
糸
と
す
る
た
め
生
地
が
厚
く
、
耐
久
性
に
も
優
れ
て
お
り
、
海
行
き
・
山
行
き

の
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
か
ら
衣
生
活
に
係
わ
る
記
述
を
抜
き
出
す
と
、
木
綿
衣
料
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
県
下
全
域
に
多
く
み
ら
れ
、
仕
立
て
方
や
入
手
経
路
、
用
い
る
生

業
や
着
用
者
の
性
別
に
よ
る
形
態
の
違
い
に
至
る
ま
で
細
か
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

裂
織
に
係
わ
る
記
述
は
、
阿
武
郡
な
ど
の
一
部
地
域
に
の
み
み
ら
れ
、
県
下
全
域
へ
の
広
が

り
を
見
出
せ
な
い
。
そ
の
上
、
裂
織
の
用
途
や
形
態
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
記
述
は
極
め
て

少
な
い
。
阿
武
郡
に
お
い
て
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
分
布
す
る
理
由
と
し
て
は
、
山
口
県
の

瀬
戸
内
海
に
面
す
る
山
陽
側
が
木
綿
栽
培
の
普
及
地
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
海
に
面
す
る

山
陰
側
の
木
綿
栽
培
は
ご
く
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

萩
地
域
で
は
裂
織
の
仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
、
ま
た
は
ツ
ヅ
レ
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
呼

称
は
襤
褸
着
の
総
称
と
し
て
の
「
綴
れ
」
が
そ
の
ま
ま
衣
服
の
呼
称
と
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
襤
褸
着
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な

お
、『
萩
市
史　

第
三
巻
』
で
は
、
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
（
ツ
ヅ
リ
）
の
一
種
と
記
し
て
い
る

（
田
中
助
一
「
こ
ぼ
れ
話
」『
萩
市
史　

第
三
巻
』
三
八
二
頁
）。
ド
ン
ダ
は
漁
撈
や
農
耕
に

広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
仕
事
着
で
、
裂
織
と
は
異
な
る
製
法
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
着
古
し
た

普
段
着
に
接
ぎ
当
て
を
重
ね
て
刺
し
た
も
の
の
ほ
か
、
綿
入
れ
に
し
て
防
寒
着
と
し
て
用
い

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
の
一
種
と
し
て
い
る
の
は
「
綴
れ
」
が
襤
褸
の
着
物

全
般
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
二
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
裂
織

　
『
阿
武
郡
志
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
の
一
部
集
落
で
は
木
綿
の
衣
服
と
ツ
ヅ
リ
を
混
用
し

て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
ツ
ヅ
リ
は
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
、
経
糸
に
は
麻
糸
を
用
い
た
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
四
〜
一
七
五
頁
）。

　
『
萩
市
誌
』
で
は
、
ツ
ヅ
リ
を
既
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
特
殊
な
衣
服
と
し
て
記
し
て
い

る
。
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
用
い
た
仕
事
着
で
、
野
良
仕
事
や
山
仕
事
に
お
い
て
着
用
し
た

と
さ
れ
る
（
森
田
芳
輔
「
衣
食
住
」『
萩
市
誌
』
五
五
二
頁
）
。

　
『
阿
武
町
史 

下
巻
』
に
よ
れ
ば
、
沿
岸
部
の
農
業
集
落
で
あ
る
奈
古
地
区
筒
尾
で
、
大
正

年
間
に
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た
木
綿
布
、
経
糸
は
麻
糸
で
仕
立
て
た
と
い
う
（
福
永
義
晴
「
民
俗
調
査
」

『
阿
武
町
史 

下
巻
』
六
一
九
頁
）。
ま
た
、
漁
業
集
落
の
宇
田
地
区
元
浦
で
も
大
正
年
間
に

防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
元
浦
で
は
漁
網
に
用
い
る
麻
糸
の
生
産

も
行
わ
れ
て
お
り
、
ツ
ヅ
リ
の
経
糸
と
し
て
も
麻
糸
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲

書
、
六
四
二
〜
六
四
三
頁
）。

　

ま
た
、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
阿
武
町
宇
生
賀
の
民
俗
」
と
題
す
る
手
書
き
の
報
告
書
類

に
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
三
月
九
日
に
阿
武
町
の
宇
生
賀
地
区
三
和
で
行
っ
た
聞
き

取
り
調
査
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
衣
生
活
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
冬
場
の
仕
事
着
と
し

て
、
主
に
男
性
が
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
使
用
年
代
の
記
載
は
な
い
。
経
糸
は

麻
糸
、
緯
糸
に
木
綿
の
布
切
れ
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
に
よ
っ
て
は
「
自
作
で
あ
る
」、

「
購
入
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
」
と
食
い
違
っ
た
記
述
も
み
ら
れ
る
が
、
製
法
や
入
手
経

路
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
阿
武
郡
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
購
入
に
触

れ
ら
れ
た
記
述
は
こ
の
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

以
上
に
よ
る
と
、
阿
武
町
で
は
木
綿
の
衣
類
を
使
い
つ
つ
も
、
凡
そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で

は
ツ
ヅ
リ
も
仕
事
着
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裂
織
の
丈
夫
で

風
に
強
く
暖
か
い
と
い
う
利
点
を
活
か
し
て
、
主
に
冬
場
の
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い

る
。

　

昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
山
口
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
山
口
県
民
俗
資
料
緊
急

調
査
で
は
県
内
の
二
三
箇
所
が
選
定
さ
れ
、
そ
の
内
阿
武
郡
で
は
萩
市
大
井
土
井
、
阿
武
郡

須
佐
町
（
現
萩
市
）
須
佐
、
阿
武
郡
阿
東
町
嘉
年
の
三
箇
所
で
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
衣

生
活
に
係
わ
る
項
目
を
み
る
と
、
県
内
二
三
箇
所
の
調
査
地
の
中
で
裂
織
に
つ
い
て
確
認
で

き
る
の
は
萩
市
大
井
土
井
の
み
で
あ
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
襤
褸
布
を
裂
い
て
織
っ
た
も
の

を
ツ
ヅ
リ
と
呼
び
、
厚
く
て
丈
夫
で
あ
っ
た
た
め
木
樵
の
際
に
着
用
し
た
と
い
う
。
着
用
方

法
は
ジ
バ
ン
（
肌
着
）
や
ソ
ギ
と
呼
ば
れ
る
巻
袖
の
袷
の
上
に
、
ツ
ヅ
リ
を
重
ね
て
着
て
い

た
と
さ
れ
る
（
山
田
基
彦
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究

報
告　

第
一
号
』
四
頁
）。
萩
市
大
井
土
井
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
使
用
年
代
に
つ
い
て
記
録

は
な
い
。
ま
た
、
ツ
ヅ
リ
の
形
態
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
袖
付
き
の
袷
の
上
か
ら
着
用
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ソ
デ
ナ
シ
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

続
い
て
阿
武
郡
以
外
の
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
記
述
に
触
れ
た
い
。『
錦
町
史
』
に
よ
れ

ば
、
玖
珂
郡
錦
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
経
糸
は
麻
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊
都
美
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三

九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

ま
た
、
玖
珂
郡
美
和
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
昭
和
四

七
年
か
ら
翌
四
八
年
（
一
九
七
二
〜
一
九
七
三
）
に
民
俗
資
料
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お

り
、
同
町
北
部
で
裂
織
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
に
麻
糸
ま
た
は
木

綿
糸
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
蔵
本
隆
博
「
衣
と
生

活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
』
四
頁
）。
な
お
、
同
様
の

事
例
が
『
美
和
町
史
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
（
宮
田
伊
津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』

二
五
五
頁
）。

　

玖
珂
郡
美
和
町
で
は
そ
の
後
も
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
対
象
と
な
る
集
落
を
広
げ

て
第
二
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
と
な
る
『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
ツ
ヅ

レ
織
り
の
製
法
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
は
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
で
、
一
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
襤
褸
布
に
縒
り
を
か
け
ず
そ
の
ま
ま
緯
糸
と
し
て
織
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
当
地
で
は
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
、
山
着
の
ほ
か
、
帯
や
脚
絆
に
用
い
て
い
た

と
さ
れ
る
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
記

述
に
よ
り
山
口
県
内
で
は
阿
武
郡
の
ほ
か
、
玖
珂
郡
に
お
い
て
も
裂
織
が
仕
事
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

（
三
）
収
蔵
資
料
の
概
要

　

市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
り
阿
武
郡
に
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
裂
織
で
は

あ
る
が
残
存
す
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。
萩
博
物
館
が
収
蔵
し
て
い
る
裂
織
の
仕
事
着
は

三
点
の
み
で
あ
り
、
採
集
地
は
萩
市
相
島
と
阿
武
郡
福
栄
村
の
二
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。

萩
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
地
域
的
特
徴
を
示
す
に
は
資
料
数
が
乏
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は
資

料
の
採
集
地
・
材
質
・
形
態
・
用
途
に
つ
い
て
記
す
。

　

・
相
島
の
裂
織

　

相
島
は
萩
市
の
沖
合
北
西
約
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
島
で
あ
る
。『
萩
市
史　

第
二
巻
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
よ
り
畑
作
に
よ
る
農
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
採

貝
・
採
藻
な
ど
も
小
規
模
な
漁
業
も
営
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
田
中
克
己
「
近
世
の
六
島
」

『
萩
市
史　

第
二
巻
』
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁
）。
昭
和
に
お
い
て
も
畑
作
が
産
業
の
中

心
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
の
主
要
農
産
物
は
除
虫
菊
、
裸
麦
、
西
瓜
で
あ
っ
た
。
除
虫
菊

は
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
作
付
け
を
終
え
、
葉
煙
草
の
栽
培
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い

っ
た
。
こ
の
他
、
生
白
藷
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
や
夏
柑
（
ナ
ツ
ミ
カ
ン
）
な
ど
種
々
の
栽
培
が

な
さ
れ
て
い
た
（
萩
高
等
学
校
社
会
部
編
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
九
〜

一
一
頁
）。
し
か
し
、
綿
や
麻
な
ど
の
繊
維
植
物
の
栽
培
に
係
わ
る
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、

島
内
に
お
け
る
生
産
は
殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
相
島
の
裂
織
は
二
点
、
ど
ち
ら
と
も
上
衣
で
あ
る
。
相
島
で
は
裂
織
の

仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
ご
ろ
ま
で
着
用
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
阿
武
郡
に
お
け
る
裂
織
の
使
用
年
代
は
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
地
域
で
は
凡

そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
相
島
は
阿
武
郡
内
で

最
も
遅
く
ま
で
裂
織
を
着
用
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
土
域
に
比
べ
る

と
島
嶼
部
に
お
け
る
衣
料
調
達
が
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
で

き
る
。
島
民
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
嫁
入
り
の
際
に
裂
織
の
仕
事
着
を
仕
立
て
、
そ
の

ツ
ヅ
リ
を
繕
い
な
が
ら
生
涯
着
続
け
た
と
い
う
。
な
お
、
収
蔵
資
料
の
二
点
と
も
着
用
者
の

性
別
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

館
蔵
資
料
の
外
観
は
写
真
１
〜
２
の
と
お
り
。
材
質
・
形
態
・
寸
法
は
全
体
的
に
類
似
し

て
い
る
。
ど
ち
ら
も
経
糸
に
白
の
木
綿
糸
、
緯
糸
に
白
地
及
び
絣
な
ど
の
藍
染
の
木
綿
布
を

用
い
て
い
る
。
生
地
の
厚
さ
は
二
〜
三
ミ
リ
程
度
。
白
地
と
紺
地
の
裂
き
布
を
二
本
毎
交
互

に
織
り
込
ん
で
お
り
、
身
頃
に
細
か
な
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と

同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
掛
け
衿
、
袖
覆
輪
に
は
絣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
裾
に

覆
輪
は
な
く
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
木
綿
地
の
仕
舞
を
折
り
込
ん
で
縫
い
合
わ
せ
て
い

る
。
衿
か
ら
背
中
に
か
け
て
紺
地
の
木
綿
布
を
当
て
布
と
し
て
縫
い
付
け
て
い
る
。
使
用
痕

や
破
損
部
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
補
修
の
形
跡
も
な
い
た
め
当
該
資
料
二
点
は
と
も
に
長
期
間

に
渡
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
に
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土
部
が
相
島
で
実
施
し
た
聞

き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
相
島
に
は
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
雨
具
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
雨
具

の
ツ
ヅ
リ
は
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
厚
み
が
あ
り
、
生
地
に
水
が
滲
み
込
み
に
く
か
っ

た
と
い
う
（
宮
﨑
美
紀
子
「
習
俗
」『
相
島
』
七
四
頁
）。
収
蔵
資
料
の
二
点
と
は
形
態
が

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
ツ
ヅ
レ
に
は
裂
織
と
は
材
質
、
ま
た
は
仕
立
て
方
の
異
な
る
も
の

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
存
す
る
資
料
に
は
辿
り
着
い
て
い
な
い
。

　

・
福
栄
村
の
裂
織

　

阿
武
郡
福
栄
村
は
四
方
を
急
峻
な
山
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
平
坦
な
耕
地
が
限
ら
れ
た
た
め

傾
斜
地
を
耕
起
し
た
棚
田
が
多
数
み
ら
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡

福
栄
村
域
に
あ
た
る
福
井
下
村
・
福
井
上
村
・
紫
福
村
（
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
福
井
下

村
、
福
井
上
村
の
両
村
域
を
含
む
福
川
村
、
紫
福
村
が
合
併
し
福
栄
村
と
な
る
）
の
三
つ
の

村
で
は
米
・
麦
・
雑
穀
の
ほ
か
蔬
菜
・
葉
煙
草
、
楮
お
よ
び
和
紙
が
産
品
の
中
心
で
あ
っ
た
。

繊
維
原
料
と
し
て
は
麻
が
生
産
さ
れ
て
い
た
が
、
生
産
量
は
少
な
く
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
村
内
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
木
綿
商
や
綿
屋
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
福
栄
村
の
裂
織
は
一
点
で
、
資
料
名
は
ツ
ヅ
レ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

採
集
地
は
山
口
県
阿
武
郡
福
栄
村
大
字
福
井
と
あ
る
が
村
内
に
福
井
と
い
う
字
名
は
な
く
、

福
井
下
ま
た
は
福
井
上
の
ど
ち
ら
か
の
地
域
で
採
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
採
集
時

期
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
で
あ
る
が
、
当
該
資
料
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
て
い

た
か
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。
男
性
が
着
用
し
、
常
用
着
や
農
耕
用
の
作
業
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

材
質
は
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
紺
地
の
木
綿
布
で
あ
る
。
写
真
３
の
と
お
り
、
緯
糸
の

濃
淡
に
よ
っ
て
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
色
味
の
近
い
木
綿
布
を
用
い

て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と
同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
袖
及
び
衿
の
覆
輪
は
黒

地
木
綿
布
、
部
分
的
に
紫
色
の
木
綿
布
が
重
ね
て
あ
る
。
背
中
の
当
て
布
は
縫
い
付
け
て
い

な
い
。
袖
覆
輪
に
ほ
つ
れ
が
生
じ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
使
用
痕
は
少
な
い
。
腹
回
り
の
帯

の
擦
れ
跡
や
、
肩
部
・
背
部
の
使
用
痕
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
に
お
け
る
裂
織
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
裂
織
の
分
布
図
（
図
１
）
は
、
前
述
の
市
町
村
史
誌
な
ど
の
記
述
の

ほ
か
、
当
館
が
実
施
し
た
資
料
調
査
に
お
い
て
裂
織
の
仕
事
着
が
確
認
さ
れ
た
地
域
を
反
映

し
て
作
成
し
た
。
な
お
、
分
布
図
に
は
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
以
前
の
自
治
体
区
分
を

て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
川
上
村
誌
』（
昭
和
三
九
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ツ
ヅ
レ
は
「
綴

れ
織
」
を
指
す
呼
称
で
あ
っ
た
と
し
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
裂
い
た
古
布
で
仕
立
て
た
も

の
を
着
用
し
て
い
た
と
い
う
。
厚
手
で
丈
夫
な
布
地
が
山
仕
事
に
は
都
合
が
良
い
も
の
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
波
多
放
彩
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
二
八
九
頁
）。
な
お
、『
福

栄
村
史
』（
昭
和
四
一
年
刊
）、『
阿
東
町
誌
』（
昭
和
四
四
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が

み
ら
れ
る
が
、『
川
上
村
誌
』
と
筆
者
が
同
一
で
あ
り
、
衣
生
活
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同

様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
三
町
村
の
広
域
に
渡
り
同
一
の
衣
生
活
が
存
在
し
た
こ
と
は
考

え
に
く
く
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
。

　

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
（
両
村
と
も
現
萩
市
）
の
衣
生
活
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
三

年
か
ら
翌
四
四
年
（
一
九
六
八
〜
一
九
六
九
）
に
も
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阿
武
川
ダ
ム

建
設
に
伴
う
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸

時
代
は
ツ
ヅ
リ
を
冬
期
の
防
寒
着
と
し
て
用
い
て
お
り
、
緯
糸
は
襤
褸
布
、
経
糸
は
麻
糸
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」『
阿
武
川
の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
明
治
以
降
の

衣
服
に
は
ツ
ヅ
リ
の
記
載
は
な
く
、
い
つ
頃
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
確
認
で
き
ず
、
調

査
時
に
採
集
さ
れ
た
衣
服
の
中
に
も
裂
織
の
類
は
見
出
せ
な
い
。
な
お
、『
川
上
村
史 

資
料

編
』
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
石
原
啓
司
「
衣
・
食
・
住
」『
川
上
村
史 

資
料
編
』

五
八
頁
）。

　

阿
武
郡
阿
東
町
（
現
山
口
市
）
の
裂
織
に
つ
い
て
は
『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
に
記
述
が
み

ら
れ
る
。
村
誌
に
よ
れ
ば
、
綿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
家
々
で
ボ
ロ
を
綴
っ
て

着
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
田
中
恒
一
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
一
四
四

頁
）。
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
衣
服
で
あ
っ
た
か
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
襤
褸
布
を
綴
っ
て
仕
立
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
裂
織
で
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
で
き
る
。
篠
生
村
は
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の
合
併
に
よ
り
阿
東
町
と
な
っ

て
お
り
、
阿
武
郡
阿
東
町
の
一
部
で
は
少
な
く
と
も
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

（８）

用
い
て
い
る
。

　

山
口
県
下
で
新
た
に
確
認
で
き
た
裂
織
の
仕
事
着
は
山
口
市
立
小
郡
文
化
資
料
館
に
収
蔵

さ
れ
る
ソ
デ
ナ
シ
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。
吉
敷
郡
小
郡
町
（
現
山
口
市
）
周
辺
は
藩
政
時
代

に
お
け
る
県
内
有
数
の
綿
作
地
帯
で
あ
り
、
当
該
地
の
木
綿
は
「
小
郡
木
綿
」
と
称
さ
れ

た
。
こ
の
ソ
デ
ナ
シ
は
か
つ
て
吉
敷
郡
小
郡
町
で
着
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
大
規
模

な
木
綿
栽
培
地
帯
に
お
け
る
貴
重
な
裂
織
の
着
用
例
と
し
て
注
目
し
た
い
。

　

加
え
て
、
裂
織
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
る
裂
き

布
及
び
木
綿
糸
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
裂
き
布
は
絣
を
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た

も
の
で
、
木
綿
糸
は
濃
紺
と
浅
葱
の
二
種
類
あ
り
、
糸
の
太
さ
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
裂
き

布
と
木
綿
糸
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
状
に
丸
め
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
山
口
市
嘉
川
の

民
家
に
取
り
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
当
該
資
料
に
係
わ
る
情
報
は
採
集
地
の
み
の
た

め
、
凡
そ
の
年
代
や
ど
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
裂
織
の

緯
糸
・
経
糸
と
し
て
用
い
ら
れ
る
材
料
が
同
一
箇
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
判
断
し

難
い
が
、
前
述
の
と
お
り
吉
敷
郡
内
で
用
い
ら
れ
た
裂
織
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
山
口
市
嘉
川
周
辺
に
お
い
て
裂
織
の
使
用
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
紙
布

　

（
一
）
紙
布
の
概
要

　

紙
布
は
、
植
物
の
採
取
や
栽
培
に
よ
っ
て
衣
料
と
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
和
紙
の
副
次

的
な
利
用
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
織
布
で
あ
る
。
紙
の
上
下
両
端
に
余
白
を
残
し
、
連
続
す

る
コ
の
字
状
に
切
っ
た
紙
に
縒
り
を
か
け
る
こ
と
で
糸
状
に
加
工
し
た
も
の
を
材
料
と
し
て

生
産
さ
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
名
前
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
藩

政
時
代
に
は
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生

活
―
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
島
根
県
西
部
の
石
見
地
方
な
ど
で

用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。（
文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
二
頁
）。

石
見
地
方
は
石
州
半
紙
で
知
ら
れ
る
と
お
り
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紙
布
は

和
紙
の
生
産
地
域
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

一
般
に
麻
な
ど
の
植
物
を
繊
維
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
繊
維
質
を
傷
つ
け
な
い
よ
う

に
取
り
出
す
手
法
が
用
い
ら
れ
る
。
和
紙
原
料
の
楮
か
ら
繊
維
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
訳
で
は
な
く
、
四
国
地
方
な
ど
で
は
楮
の
繊
維
を
用
い
て
生
産
さ
れ
る
太
布
と
い
う
織
布

も
存
在
す
る
（
前
掲
書
、
二
頁
）。
繊
維
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
さ
ず
、
紙
を
漉
く
た
め
に
一

度
砕
い
た
繊
維
を
織
布
の
原
料
と
し
て
再
び
用
い
て
い
る
点
も
紙
布
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で

き
る
。

　

（
二
）『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
け
る
紙
布

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
藩
政
時
代
の
請
紙
制
度
に
よ
っ
て
半
紙
等
の
生
産
と

納
入
が
割
り
当
て
ら
れ
た
阿
武
郡
の
山
間
部
で
は
紙
漉
き
を
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
主
産

業
と
し
て
お
り
、
併
せ
て
農
民
は
漉
い
た
半
紙
を
用
い
て
紙
布
を
織
っ
て
い
た
こ
と
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
、
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
奥
阿
武
宰
判
彌
富
村
の
記
述
で

あ
る
。

　
「
一
產
業　

半
紙
漉
立
八
百
五
拾
九
丸
程

但
御
藏
入
紙
屋
軒
八
拾
軒
、
冬
春
百
日
の
間
板
立
ニ
乄
上
手
下
手
且
手
間
の
多
少
押
平
均

一
軒
一
船
漉
三
丸
半
の
掠
量
に
し
て
貮
百
八
拾
丸
位
、
右
之
内
上
納
紙
百
丸
位
、
外
ニ
諸

村
受
合
漉
百
貮
拾
丸
位
、
給
領
漉
立
凡
五
百
七
拾
九
丸
ほ
と
、
右
之
内
御
給
主
へ
上
納
紙

四
百
貮
拾
四
丸
程
、
殘
り
漉
延
凡
百
九
拾
五
丸
ほ
と
、
此
内
紙
布
着
料
軒
別
四
反
位
の
抨

に
し
て
家
數
四
百
貮
拾
五
軒
分
千
七
百
反
、
壹
反
ニ
付
貮
束
織
に
し
て
此
紙
丸
に
し
て
五

拾
六
丸
餘
、
地
下
役
座
其
外
遣
ひ
紙
障
子
紙
等
に
入
用
之
分
凡
貮
拾
丸
程
、
殘
り
百
拾
九

丸
醤
油
塩
油
其
外
品
替
の
爲
須
佐
へ
持
出
申
候
掠
量
ニ
御
座
候
事
」

　

彌
富
村
で
は
漉
い
た
紙
の
一
部
か
ら
、
一
軒
あ
た
り
四
反
と
し
て
、
村
内
四
二
五
軒
分
の

一
七
〇
〇
反
を
紙
布
着
料
と
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
布
一
反
に
つ
き
半
紙
二
束

（
一
束
＝
二
〇
〇
枚
）
を
要
す
る
と
し
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
紙
布
四
反
で
半
紙
一
六
〇
〇

枚
を
用
い
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
村
内
全
体
で
は
半
紙
五
拾
六
丸
（
一
丸
＝
六
〇
束
、
一
二

〇
〇
〇
枚
）
と
な
っ
た
と
あ
り
、
単
純
計
算
で
半
紙
六
七
二
〇
〇
〇
枚
が
紙
布
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

彌
富
村
の
ほ
か
、
奥
阿
武
宰
判
で
は
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
鈴
野
川
村
、
阿
武
郡
田

万
川
町
（
現
萩
市
）
域
に
あ
た
る
小
川
村
、
田
萬
村
に
紙
布
の
記
述
が
あ
り
、
紙
漉
が
行
わ

れ
て
い
た
両
町
の
山
間
部
一
帯
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

地
域
が
半
紙
を
衣
料
と
し
て
い
た
背
景
に
は
木
綿
な
ど
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
衣
料
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
の
庶
民
生
活
の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
、
鈴
野
川
村
の
風
俗
に
関
し
て
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

「
且
又
衣
類
は
寒
中
と
て
も
綿
入
な
と
着
候
者
は
鮮
く
、
紙
漉
業
營
候
ゆ
ゑ
紙
つ
む
き
を

織
て
常
の
衣
類
に
仕
り
居
申
候
邊
鄙
山
家
の
行
形
に
て
御
座
候
事
」

　

冬
場
で
も
綿
入
れ
の
衣
服
を
着
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
紙
漉
き
を
行
っ
て
い
た
地
域
に
お
け
る
衣
料
不
足
の
様
相
を
読
み
取
り
得
る
。
不
足
す

る
衣
料
を
補
う
た
め
の
織
布
と
し
て
、
当
地
の
産
品
で
あ
る
和
紙
（
半
紙
）
を
用
い
た
紙
布

が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
み
え
る
紙
布
の
記
述
は
奥
阿
武
宰
判
内
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
藩
領
内
の
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
の
中
で
、
前
山
代
宰
判
廣
瀬
村
に
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

　
「
一
諸
產
業
之
物
品
賣
捌
銀
高
之
事
（
中
略
）

　

但
諸
上
納
銀
（
中
略
）

　

同
貮
拾
七
貫
九
百
六
拾
五
匁

但
惣
人
數
貮
千
六
百
四
拾
三
人
、
上
中
下
三
段
仕
分
に
し
て
、
上
分
人
數
三
百
廿
人
老
幼

之
無
差
別
着
用
之
木
綿
凡
人
別
貮
反
宛
ニ
乄
六
百
四
拾
反
、
凡
反
別
拾
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫

六
百
目
、
中
分
人
數
四
百
五
拾
人
古
手
買
得
着
用
殘
紙
布
壹
反
宛
ニ
乄
四
百
五
拾
反
、
壹

反
に
付
十
匁
宛
ニ
乄
四
貫
五
百
目
、
古
手
四
拾
五
枚
買
得
代
銀
壹
枚
ニ
付
凡
拾
匁
宛
ニ
乄

四
貫
五
百
目
、
下
分
人
數
千
八
百
四
拾
三
人
、
凡
人
別
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫
三
百
六
拾
五
匁

共
ニ
以
上
右
之
辻
」

　

上
納
銀
に
当
た
る
記
述
の
中
に
紙
布
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
村
内
の

衣
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
方
へ
の
売
り
払
い
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
前
山
代
宰
判
の
中
で
も
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
廣
瀬
村
の
み
で

あ
り
、
紙
漉
き
の
盛
ん
で
あ
っ
た
奥
山
代
宰
判
、
徳
地
宰
判
に
属
し
た
他
の
村
落
の
記
述
に

は
、
紙
布
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
三
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
紙
布

　

前
述
し
た
よ
う
に
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
藩
政
時
代
に
奥
阿
武
宰
判
、
す
な
わ
ち
阿

武
郡
の
一
部
地
域
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
治
以

降
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
や
、
そ
の
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
に
み

え
る
記
述
を
抽
出
す
る
。

　
『
阿
武
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
奥
阿
武
地
方
で
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
材

質
が
硬
く
見
た
目
は
麻
布
に
似
て
お
り
「
木
を
よ
じ
り
、
い
ば
ら
を
押
し
の
け
る
」
よ
う
な

織
布
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
五
頁
）。

　
『
阿
東
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
、
経
糸
に
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
、

緯
糸
に
紙
縒
り
を
用
い
て
織
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
織
り
上
げ
た
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
こ

と
で
夏
冬
を
通
じ
て
使
い
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
（
波
多
放
彩
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町

誌
』
五
六
九
〜
五
七
〇
頁
）。

　
『
須
佐
町
誌
』
に
よ
る
と
、
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
の
は
耐
久
性
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
（
堀
勇
「
庶
民
の
生
活
」『
須
佐
町
誌
』
七
六
九
頁
）。『
須
佐
町
誌
』
に
お
け
る

そ
の
他
の
紙
布
に
関
す
る
記
述
は
前
述
の
『
阿
東
町
誌
』
を
引
用
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

も
縒
り
を
か
け
な
か
っ
た
と
い
う
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五

七
頁
）。

　

こ
の
ほ
か
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
玖
珂
郡
内
の
美
和
町
域
に
あ
た
る
秋
中

村
・
賀
見
畑
村
、
錦
町
域
に
あ
た
る
深
須
村
、
こ
の
ほ
か
本
郷
村
（
現
岩
国
市
）
に
お
い
て

ユ
キ
バ
カ
マ
（
雪
袴
）
と
呼
ば
れ
る
股
引
の
よ
う
な
下
衣
に
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る

（
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
七
八
七
〜
七
八
八
頁
）。

　

な
お
、『
鹿
野
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
都
濃
郡
鹿
野
町
（
現
周
南
市
）
で
は
藩
政
時
代
に
紙

布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
瀬
田
静
香
「
鹿
野
の
民
俗
」『
鹿
野

町
誌
』
九
四
四
〜
九
四
五
頁
）。『
鹿
野
町
誌
』
で
は
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
記
録
等
は
示
さ

れ
て
お
ら
ず
残
存
す
る
資
料
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
製
法
や
形
態
・
用
途
な
ど
鹿
野

町
に
お
け
る
紙
布
の
姿
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
図
（
図
２
）
を
、
前
章
と
同
様
に
市
町
村
史
誌
等
の
記

述
を
基
に
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ　

―
衣
生
活
―
』（
昭
和
五
七
年
刊
）
の
記
載
に
生
産
・
使

用
を
確
認
で
き
る
地
域
を
追
加
し
て
作
成
し
た
。
今
回
の
資
料
調
査
で
は
山
口
県
内
に
お
け

る
紙
布
に
類
す
る
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
武
蔵
野
美
術
大
学
民
俗
収
蔵
室
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
で
採
集
さ
れ
た
紙
布
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
当
該
二
村
を
分
布
地
域
と
し
て
追
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
史
料
や
市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
る
と
、
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
は
阿
武

郡
、
玖
珂
郡
な
ど
の
限
ら
れ
た
地
域
に
偏
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ

は
紙
布
が
紙
漉
き
と
い
う
産
業
に
依
拠
し
て
生
産
さ
れ
た
と
い
う
地
域
的
な
特
色
を
顕
著
に

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
紙
布
の
分
布
地
の
多
く
が
、
裂
織
の
分
布
地
と
重
複
し
て
い
る
こ
と

も
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
重
複
す
る
地
域
は
木
綿
栽
培
が
盛
ん
で
な
い
地
域
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
山
口
県
内
に
お
い
て
は
裂
織
・
紙
布
と
い
っ
た
織
布
が
木
綿
衣
料
の
不
足
す
る
地
域

で
織
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

三
　
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
裂
織
と
紙
布
に
の
み
言
及
し
て
い
る
が
、『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
そ
の
名
前

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
織
布
と
し
て
、
フ
ジ
の
蔓
を
繊
維
原
料
と
し
た
藤
布
が
あ
る
。
か
つ

て
は
山
口
県
内
で
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
布
で
あ
る
が
、
今
回
は
県
内
に
お
け
る
藤
布
に
係

わ
る
記
述
を
諸
資
料
か
ら
十
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
藤
布
の
ほ
か
、
ご
く
わ

ず
か
な
生
産
に
留
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
織
布
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
を
進
め
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
調
査
箇
所
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
調

査
に
よ
り
新
た
な
分
布
地
が
確
認
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭

和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
実
施
さ
れ
た
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
ほ
か
、
昭
和
四
九
か
ら
翌

五
〇
年
（
一
九
七
四
〜
一
九
七
五
）
に
も
山
口
県
教
育
委
員
会
が
山
口
県
緊
急
民
俗
文
化
財

分
布
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
書
で
あ
る
『
山
口
県
民
俗
地
図
』（
昭
和
五
一

年
刊
）
か
ら
は
裂
織
・
紙
布
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
当
該
調
査

の
調
査
票
の
内
容
を
基
に
、
そ
の
結
果
を
含
め
た
分
布
図
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
度
の
特
別
展
開
催
に
係
る
資
料
調
査
で
は
、
近
隣
の
島
根
県
・
広
島
県
に
裂

織
・
紙
布
の
資
料
を
確
認
し
て
い
る
。
今
後
は
日
本
海
沿
岸
部
か
ら
中
国
山
地
西
端
部
ま
で

含
め
た
山
口
県
及
び
近
隣
他
県
を
含
め
た
広
域
に
お
け
る
分
布
状
況
の
調
査
・
解
析
を
進

め
、
改
め
て
報
告
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。

〈
引
用
参
考
資
料
〉

石
原
啓
司　

二
〇
〇
〇
「
衣
・
食
・
住
」
川
上
村
史
編
集
委
員
会
編
『
川
上
村
史 

資
料

編
』
川
上
村
、
五
八
頁

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編　

一
九
九
九
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
愛

媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
、
四
六
頁

河
済
敏
子
・
古
城
良
子　

一
九
七
九
「
一　

衣
飾
」
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
編
『
弥

栄
峡
の
民
俗
』
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
、
五
七
頁

河
野
良
輔
・
石
原
啓
司　

一
九
七
〇
「
衣
」
山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
編
『
阿
武
川
の
民

俗
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
五
〇
頁

蔵
本
隆
博　

一
九
七
四
「
衣
と
生
活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査

報
告
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
四
頁

瀬
田
静
香　

一
九
九
一
「
鹿
野
の
民
俗
」
鹿
野
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
鹿
野
町
誌
』
鹿
野

町
、
九
四
四
〜
九
四
五
頁

田
中
克
己　

一
九
八
九
「
近
世
の
六
島
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
二
巻
』
萩

市
、
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁

田
中
助
一　

一
九
八
七
「
こ
ぼ
れ
話
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
三
巻
』
萩

市
、
三
八
二
頁

田
中
恒
一　

一
九
五
三
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
篠
生
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一

四
四
頁

田
万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
九
「
産
業
の
発
達
」『
田
万
川
町
史
』
田
万
川

町
、
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁

萩
高
等
学
校
社
会
部
編　

一
九
六
四
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
萩
高
等
学

校
社
会
部
、
九
〜
一
一
頁

波
多
放
彩　

一
九
六
四
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
川
上
村
公
民
館
、
二
八
九
頁

波
多
放
彩　

一
九
七
〇
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町
誌
』
阿
東
町
、
五
六
九
〜
五
七
〇
頁

福
永
義
晴　

二
〇
〇
〇
「
民
俗
調
査
」
阿
武
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
阿
武
町
史 

下
巻
』

阿
武
町
、
六
一
九
〜
六
二
〇
・
六
四
二
〜
六
四
三
頁

文
化
庁
編　

一
九
八
二
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
国
土
地
理
協
会
、
二
・
三
九
五

〜
三
九
六
・
四
〇
四
頁

堀
勇　

一
九
九
三
「
庶
民
の
生
活
」
須
佐
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
須
佐
町
誌
』
須
佐
町
、
七

六
八
〜
七
六
九
頁

御
薗
生
翁
甫　

一
九
七
四
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
七
八
七
〜
七
八
八
頁

　
『
田
万
川
町
史
』
に
よ
る
と
、
同
町
上
小
川
地
区
の
紙
漉
農
家
に
紬
用
和
紙
の
製
造
に
関

す
る
資
料
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
紬
用
和
紙
が
紙
布
の
材
料
と
し
て
漉
か
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
町
中
小
川
地
区
で
は
紙
布
の
工
場
生
産
を
試
み
た
記
録

が
あ
り
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
以
降
に
地
区
内
に
紬
織
工
場
を
建
設
し
、
楮
蒸
し
か

ら
紙
漉
、
製
糸
、
機
織
ま
で
を
行
い
紙
布
を
生
産
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
し

た
紙
布
の
利
用
価
値
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
倒
産
に
至
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
田

万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
「
産
業
の
発
展
」『
田
万
川
町
史
』
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁
）。
な

お
、
こ
の
紬
織
工
場
で
生
産
さ
れ
た
紙
布
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
関
連
資
料
を
見
出
せ
て
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
福
栄
村
佐
々
連
で
は
麻
と
紙
を
用

い
た
紙
コ
（
カ
ミ
コ
）
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
佐
々
連
は
周
辺

地
区
の
中
で
も
特
に
紙
漉
き
が
盛
ん
な
地
区
で
あ
っ
た
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」
『
阿
武
川

の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
な
お
、
佐
々
連
は
阿
武
川
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
水
没
し
た
地
区
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

玖
珂
郡
に
お
い
て
も
紙
布
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。『
錦
町
史
』
に
よ
る
と
紙
を
こ
よ
り
に

し
て
織
っ
た
も
の
が
あ
り
、
膝
丈
ま
で
の
短
い
着
物
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
紙
布
に
は

紙
と
麻
を
用
い
て
織
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
藩
政
時
代
に
は
出
奔
し
た
農
民
が
紙

布
の
コ
シ
ギ
リ
（
腰
丈
の
仕
事
着
）
を
所
有
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
宮
田
伊
都
美

「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

同
じ
く
玖
珂
郡
の
『
美
和
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
紙
を
紙
縒
り
に
し
て
織
っ
た
紙
布
ま
た
は

紙
子
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
紙
二
束
で
紙
つ
む
ぎ
一
反
を
織
っ
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊

津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』
二
五
五
頁
）。

　

ま
た
、『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
、
紙
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
あ
り
、
経
糸
に
麻
糸

ま
た
は
木
綿
糸
、
緯
糸
に
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
紙
を
用
い
て
紙
ツ
ヅ
リ
を

織
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
地
域
で
織
ら
れ
た
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
同
様
に
、
紙
を
緯
糸
と
す
る
場
合

図２　山口県における紙布の分布図
作図：山田愛子（萩博物館）

宮
﨑
美
紀
子　

一
九
六
五
「
習
俗
」
三
宅
英
利
編
『
相
島
』
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土

部
、
七
四
頁

宮
田
伊
津
美　

一
九
八
五
「
農
民
の
生
活
」
美
和
町
編
『
美
和
町
史
』
美
和
町
、
二
五
五
頁

宮
田
伊
都
美　

一
九
八
八
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」
錦
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
錦
町
史
』

錦
町
、
二
三
九
〜
二
四
〇
頁

森
田
芳
輔　

一
九
五
九
「
衣
食
住
」
萩
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
誌
』
萩
市
役
所
、
五
五

二
頁

山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編　

一
九
二
四
「
風
俗
習
慣
」『
阿
武
郡
志
』
山
口
縣
阿
武
郡
教
育

會
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
二
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
四
巻 

前
山
代
宰
判
』
山
口
県
立
山

口
図
書
館
、
一
九
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
四
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
二
二
巻 

奥
阿
武
宰
判
』
山
口
県
立

山
口
図
書
館
、
九
九
・
一
一
四
・
一
三
六
・
一
六
七
・
三
六
五
頁

山
田
基
彦　

一
九
六
七
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究
報

告 

第
一
号
』
萩
市
郷
土
博
物
館
、
四
頁

※
ま
つ
お　

ゆ
う
へ
い　

萩
博
物
館
学
芸
員



山
口
県
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
分
布

　

萩
博
物
館
で
は
令
和
三
年
度
春
期
特
別
展
と
し
て
「
百
年
の
布
〜
美
し
き
襤
褸
の
世
界
〜
」

を
開
催
し
た
。
本
展
は
限
ら
れ
た
衣
料
を
最
大
限
に
活
用
す
る
技
術
な
ど
を
紹
介
し
、
地
域

に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
存
在
や
、
か
つ
て
の
衣
生
活
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
使
い
捨
て

が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
衣
生
活
を
見
直
す
機
会
の
創
出
を
目
的
と
し
た
。
な
お
、

本
展
題
名
の
「
百
年
の
布
」
は
、
織
り
上
げ
ら
れ
た
布
が
衣
服
に
仕
立
て
ら
れ
て
か
ら
雑
巾

や
お
し
め
な
ど
に
形
を
変
え
つ
つ
も
、
最
終
的
に
そ
の
役
目
を
終
え
る
ま
で
に
百
年
を
超
え

る
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

本
展
で
は
明
治
・
大
正
年
間
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
た
萩
及
び
近
隣
地
域
の
仕
事
着
を
主
要

な
資
料
と
し
た
。
木
綿
が
普
及
す
る
以
前
に
、
気
候
な
ど
の
自
然
環
境
に
応
じ
た
そ
の
土
地

毎
の
風
土
に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
仕
立

て
ら
れ
た
仕
事
着
に
地
域
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
衣
料
の
不
足
を

補
う
た
め
の
紡
織
技
術
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

　

以
前
よ
り
萩
地
域
で
は
古
木
綿
布
を
利
用
し
た
裂
織
、
和
紙
か
ら
作
ら
れ
る
紙
布
と
い
う

特
徴
的
な
衣
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
市
町
村
史
誌
や
民
俗
調
査
の
記
述
か
ら
萩

地
域
及
び
山
口
県
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
織
布
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
得
ら
れ
た
情
報
の

限
り
で
分
布
図
を
作
成
し
た
。
こ
の
分
布
図
に
は
、
前
述
の
特
別
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ

て
実
施
し
た
仕
事
着
資
料
の
調
査
結
果
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
当
館
が
収
蔵

す
る
裂
織
の
仕
事
着
と
そ
の
使
用
地
域
の
情
報
に
つ
い
て
付
加
し
報
告
す
る
。

　
一
　
裂
織

　

（
一
）
裂
織
の
概
要

　

裂
織
と
は
細
く
裂
い
た
古
布
に
縒
り
を
か
け
た
太
目
の
緯
糸
と
、
麻
や
木
綿
な
ど
の
経
糸

を
用
い
た
布
の
織
り
方
、
ま
た
そ
の
織
布
や
仕
立
て
ら
れ
た
仕
事
着
を
指
す
。『
佐
田
岬
半

島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
に
よ
れ
ば
、
裂
織
は
日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
た
が
、
特
に
日
本
海

側
沿
岸
部
に
集
中
し
て
お
り
、
木
綿
の
栽
培
に
適
さ
な
い
寒
冷
地
や
北
前
船
な
ど
に
よ
る
古

木
綿
布
の
流
通
が
あ
っ
た
地
域
で
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
編
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
四
六
頁
）。
一
般
的
に
裂
織
は
裂

い
た
布
を
織
糸
と
す
る
た
め
生
地
が
厚
く
、
耐
久
性
に
も
優
れ
て
お
り
、
海
行
き
・
山
行
き

の
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
か
ら
衣
生
活
に
係
わ
る
記
述
を
抜
き
出
す
と
、
木
綿
衣
料
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
県
下
全
域
に
多
く
み
ら
れ
、
仕
立
て
方
や
入
手
経
路
、
用
い
る
生

業
や
着
用
者
の
性
別
に
よ
る
形
態
の
違
い
に
至
る
ま
で
細
か
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

裂
織
に
係
わ
る
記
述
は
、
阿
武
郡
な
ど
の
一
部
地
域
に
の
み
み
ら
れ
、
県
下
全
域
へ
の
広
が

り
を
見
出
せ
な
い
。
そ
の
上
、
裂
織
の
用
途
や
形
態
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
記
述
は
極
め
て

少
な
い
。
阿
武
郡
に
お
い
て
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
分
布
す
る
理
由
と
し
て
は
、
山
口
県
の

瀬
戸
内
海
に
面
す
る
山
陽
側
が
木
綿
栽
培
の
普
及
地
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
海
に
面
す
る

山
陰
側
の
木
綿
栽
培
は
ご
く
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

萩
地
域
で
は
裂
織
の
仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
、
ま
た
は
ツ
ヅ
レ
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
呼

称
は
襤
褸
着
の
総
称
と
し
て
の
「
綴
れ
」
が
そ
の
ま
ま
衣
服
の
呼
称
と
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
襤
褸
着
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な

お
、『
萩
市
史　

第
三
巻
』
で
は
、
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
（
ツ
ヅ
リ
）
の
一
種
と
記
し
て
い
る

（
田
中
助
一
「
こ
ぼ
れ
話
」『
萩
市
史　

第
三
巻
』
三
八
二
頁
）。
ド
ン
ダ
は
漁
撈
や
農
耕
に

広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
仕
事
着
で
、
裂
織
と
は
異
な
る
製
法
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
着
古
し
た

普
段
着
に
接
ぎ
当
て
を
重
ね
て
刺
し
た
も
の
の
ほ
か
、
綿
入
れ
に
し
て
防
寒
着
と
し
て
用
い

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
の
一
種
と
し
て
い
る
の
は
「
綴
れ
」
が
襤
褸
の
着
物

全
般
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
二
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
裂
織

　
『
阿
武
郡
志
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
の
一
部
集
落
で
は
木
綿
の
衣
服
と
ツ
ヅ
リ
を
混
用
し

て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
ツ
ヅ
リ
は
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
、
経
糸
に
は
麻
糸
を
用
い
た
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
四
〜
一
七
五
頁
）。

　
『
萩
市
誌
』
で
は
、
ツ
ヅ
リ
を
既
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
特
殊
な
衣
服
と
し
て
記
し
て
い

る
。
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
用
い
た
仕
事
着
で
、
野
良
仕
事
や
山
仕
事
に
お
い
て
着
用
し
た

と
さ
れ
る
（
森
田
芳
輔
「
衣
食
住
」『
萩
市
誌
』
五
五
二
頁
）
。

　
『
阿
武
町
史 

下
巻
』
に
よ
れ
ば
、
沿
岸
部
の
農
業
集
落
で
あ
る
奈
古
地
区
筒
尾
で
、
大
正

年
間
に
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た
木
綿
布
、
経
糸
は
麻
糸
で
仕
立
て
た
と
い
う
（
福
永
義
晴
「
民
俗
調
査
」

『
阿
武
町
史 

下
巻
』
六
一
九
頁
）。
ま
た
、
漁
業
集
落
の
宇
田
地
区
元
浦
で
も
大
正
年
間
に

防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
元
浦
で
は
漁
網
に
用
い
る
麻
糸
の
生
産

も
行
わ
れ
て
お
り
、
ツ
ヅ
リ
の
経
糸
と
し
て
も
麻
糸
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲

書
、
六
四
二
〜
六
四
三
頁
）。

　

ま
た
、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
阿
武
町
宇
生
賀
の
民
俗
」
と
題
す
る
手
書
き
の
報
告
書
類

に
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
三
月
九
日
に
阿
武
町
の
宇
生
賀
地
区
三
和
で
行
っ
た
聞
き

取
り
調
査
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
衣
生
活
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
冬
場
の
仕
事
着
と
し

て
、
主
に
男
性
が
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
使
用
年
代
の
記
載
は
な
い
。
経
糸
は

麻
糸
、
緯
糸
に
木
綿
の
布
切
れ
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
に
よ
っ
て
は
「
自
作
で
あ
る
」、

「
購
入
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
」
と
食
い
違
っ
た
記
述
も
み
ら
れ
る
が
、
製
法
や
入
手
経

路
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
阿
武
郡
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
購
入
に
触

れ
ら
れ
た
記
述
は
こ
の
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

以
上
に
よ
る
と
、
阿
武
町
で
は
木
綿
の
衣
類
を
使
い
つ
つ
も
、
凡
そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で

は
ツ
ヅ
リ
も
仕
事
着
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裂
織
の
丈
夫
で

風
に
強
く
暖
か
い
と
い
う
利
点
を
活
か
し
て
、
主
に
冬
場
の
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い

る
。

　

昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
山
口
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
山
口
県
民
俗
資
料
緊
急

調
査
で
は
県
内
の
二
三
箇
所
が
選
定
さ
れ
、
そ
の
内
阿
武
郡
で
は
萩
市
大
井
土
井
、
阿
武
郡

須
佐
町
（
現
萩
市
）
須
佐
、
阿
武
郡
阿
東
町
嘉
年
の
三
箇
所
で
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
衣

生
活
に
係
わ
る
項
目
を
み
る
と
、
県
内
二
三
箇
所
の
調
査
地
の
中
で
裂
織
に
つ
い
て
確
認
で

き
る
の
は
萩
市
大
井
土
井
の
み
で
あ
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
襤
褸
布
を
裂
い
て
織
っ
た
も
の

を
ツ
ヅ
リ
と
呼
び
、
厚
く
て
丈
夫
で
あ
っ
た
た
め
木
樵
の
際
に
着
用
し
た
と
い
う
。
着
用
方

法
は
ジ
バ
ン
（
肌
着
）
や
ソ
ギ
と
呼
ば
れ
る
巻
袖
の
袷
の
上
に
、
ツ
ヅ
リ
を
重
ね
て
着
て
い

た
と
さ
れ
る
（
山
田
基
彦
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究

報
告　

第
一
号
』
四
頁
）。
萩
市
大
井
土
井
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
使
用
年
代
に
つ
い
て
記
録

は
な
い
。
ま
た
、
ツ
ヅ
リ
の
形
態
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
袖
付
き
の
袷
の
上
か
ら
着
用
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ソ
デ
ナ
シ
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

続
い
て
阿
武
郡
以
外
の
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
記
述
に
触
れ
た
い
。『
錦
町
史
』
に
よ
れ

ば
、
玖
珂
郡
錦
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
経
糸
は
麻
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊
都
美
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三

九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

ま
た
、
玖
珂
郡
美
和
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
昭
和
四

七
年
か
ら
翌
四
八
年
（
一
九
七
二
〜
一
九
七
三
）
に
民
俗
資
料
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お

り
、
同
町
北
部
で
裂
織
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
に
麻
糸
ま
た
は
木

綿
糸
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
蔵
本
隆
博
「
衣
と
生

活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
』
四
頁
）。
な
お
、
同
様
の

事
例
が
『
美
和
町
史
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
（
宮
田
伊
津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』

二
五
五
頁
）。

　

玖
珂
郡
美
和
町
で
は
そ
の
後
も
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
対
象
と
な
る
集
落
を
広
げ

て
第
二
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
と
な
る
『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
ツ
ヅ

レ
織
り
の
製
法
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
は
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
で
、
一
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
襤
褸
布
に
縒
り
を
か
け
ず
そ
の
ま
ま
緯
糸
と
し
て
織
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
当
地
で
は
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
、
山
着
の
ほ
か
、
帯
や
脚
絆
に
用
い
て
い
た

と
さ
れ
る
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
記

述
に
よ
り
山
口
県
内
で
は
阿
武
郡
の
ほ
か
、
玖
珂
郡
に
お
い
て
も
裂
織
が
仕
事
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

（
三
）
収
蔵
資
料
の
概
要

　

市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
り
阿
武
郡
に
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
裂
織
で
は

あ
る
が
残
存
す
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。
萩
博
物
館
が
収
蔵
し
て
い
る
裂
織
の
仕
事
着
は

三
点
の
み
で
あ
り
、
採
集
地
は
萩
市
相
島
と
阿
武
郡
福
栄
村
の
二
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。

萩
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
地
域
的
特
徴
を
示
す
に
は
資
料
数
が
乏
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は
資

料
の
採
集
地
・
材
質
・
形
態
・
用
途
に
つ
い
て
記
す
。

　

・
相
島
の
裂
織

　

相
島
は
萩
市
の
沖
合
北
西
約
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
島
で
あ
る
。『
萩
市
史　

第
二
巻
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
よ
り
畑
作
に
よ
る
農
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
採

貝
・
採
藻
な
ど
も
小
規
模
な
漁
業
も
営
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
田
中
克
己
「
近
世
の
六
島
」

『
萩
市
史　

第
二
巻
』
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁
）。
昭
和
に
お
い
て
も
畑
作
が
産
業
の
中

心
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
の
主
要
農
産
物
は
除
虫
菊
、
裸
麦
、
西
瓜
で
あ
っ
た
。
除
虫
菊

は
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
作
付
け
を
終
え
、
葉
煙
草
の
栽
培
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い

っ
た
。
こ
の
他
、
生
白
藷
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
や
夏
柑
（
ナ
ツ
ミ
カ
ン
）
な
ど
種
々
の
栽
培
が

な
さ
れ
て
い
た
（
萩
高
等
学
校
社
会
部
編
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
九
〜

一
一
頁
）。
し
か
し
、
綿
や
麻
な
ど
の
繊
維
植
物
の
栽
培
に
係
わ
る
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、

島
内
に
お
け
る
生
産
は
殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
相
島
の
裂
織
は
二
点
、
ど
ち
ら
と
も
上
衣
で
あ
る
。
相
島
で
は
裂
織
の

仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
ご
ろ
ま
で
着
用
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
阿
武
郡
に
お
け
る
裂
織
の
使
用
年
代
は
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
地
域
で
は
凡

そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
相
島
は
阿
武
郡
内
で

最
も
遅
く
ま
で
裂
織
を
着
用
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
土
域
に
比
べ
る

と
島
嶼
部
に
お
け
る
衣
料
調
達
が
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
で

き
る
。
島
民
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
嫁
入
り
の
際
に
裂
織
の
仕
事
着
を
仕
立
て
、
そ
の

ツ
ヅ
リ
を
繕
い
な
が
ら
生
涯
着
続
け
た
と
い
う
。
な
お
、
収
蔵
資
料
の
二
点
と
も
着
用
者
の

性
別
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

館
蔵
資
料
の
外
観
は
写
真
１
〜
２
の
と
お
り
。
材
質
・
形
態
・
寸
法
は
全
体
的
に
類
似
し

て
い
る
。
ど
ち
ら
も
経
糸
に
白
の
木
綿
糸
、
緯
糸
に
白
地
及
び
絣
な
ど
の
藍
染
の
木
綿
布
を

用
い
て
い
る
。
生
地
の
厚
さ
は
二
〜
三
ミ
リ
程
度
。
白
地
と
紺
地
の
裂
き
布
を
二
本
毎
交
互

に
織
り
込
ん
で
お
り
、
身
頃
に
細
か
な
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と

同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
掛
け
衿
、
袖
覆
輪
に
は
絣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
裾
に

覆
輪
は
な
く
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
木
綿
地
の
仕
舞
を
折
り
込
ん
で
縫
い
合
わ
せ
て
い

る
。
衿
か
ら
背
中
に
か
け
て
紺
地
の
木
綿
布
を
当
て
布
と
し
て
縫
い
付
け
て
い
る
。
使
用
痕

や
破
損
部
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
補
修
の
形
跡
も
な
い
た
め
当
該
資
料
二
点
は
と
も
に
長
期
間

に
渡
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
に
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土
部
が
相
島
で
実
施
し
た
聞

き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
相
島
に
は
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
雨
具
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
雨
具

の
ツ
ヅ
リ
は
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
厚
み
が
あ
り
、
生
地
に
水
が
滲
み
込
み
に
く
か
っ

た
と
い
う
（
宮
﨑
美
紀
子
「
習
俗
」『
相
島
』
七
四
頁
）。
収
蔵
資
料
の
二
点
と
は
形
態
が

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
ツ
ヅ
レ
に
は
裂
織
と
は
材
質
、
ま
た
は
仕
立
て
方
の
異
な
る
も
の

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
存
す
る
資
料
に
は
辿
り
着
い
て
い
な
い
。

　

・
福
栄
村
の
裂
織

　

阿
武
郡
福
栄
村
は
四
方
を
急
峻
な
山
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
平
坦
な
耕
地
が
限
ら
れ
た
た
め

傾
斜
地
を
耕
起
し
た
棚
田
が
多
数
み
ら
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡

福
栄
村
域
に
あ
た
る
福
井
下
村
・
福
井
上
村
・
紫
福
村
（
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
福
井
下

村
、
福
井
上
村
の
両
村
域
を
含
む
福
川
村
、
紫
福
村
が
合
併
し
福
栄
村
と
な
る
）
の
三
つ
の

村
で
は
米
・
麦
・
雑
穀
の
ほ
か
蔬
菜
・
葉
煙
草
、
楮
お
よ
び
和
紙
が
産
品
の
中
心
で
あ
っ
た
。

繊
維
原
料
と
し
て
は
麻
が
生
産
さ
れ
て
い
た
が
、
生
産
量
は
少
な
く
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
村
内
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
木
綿
商
や
綿
屋
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
福
栄
村
の
裂
織
は
一
点
で
、
資
料
名
は
ツ
ヅ
レ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

採
集
地
は
山
口
県
阿
武
郡
福
栄
村
大
字
福
井
と
あ
る
が
村
内
に
福
井
と
い
う
字
名
は
な
く
、

福
井
下
ま
た
は
福
井
上
の
ど
ち
ら
か
の
地
域
で
採
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
採
集
時

期
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
で
あ
る
が
、
当
該
資
料
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
て
い

た
か
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。
男
性
が
着
用
し
、
常
用
着
や
農
耕
用
の
作
業
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

材
質
は
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
紺
地
の
木
綿
布
で
あ
る
。
写
真
３
の
と
お
り
、
緯
糸
の

濃
淡
に
よ
っ
て
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
色
味
の
近
い
木
綿
布
を
用
い

て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と
同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
袖
及
び
衿
の
覆
輪
は
黒

地
木
綿
布
、
部
分
的
に
紫
色
の
木
綿
布
が
重
ね
て
あ
る
。
背
中
の
当
て
布
は
縫
い
付
け
て
い

な
い
。
袖
覆
輪
に
ほ
つ
れ
が
生
じ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
使
用
痕
は
少
な
い
。
腹
回
り
の
帯

の
擦
れ
跡
や
、
肩
部
・
背
部
の
使
用
痕
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
に
お
け
る
裂
織
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
裂
織
の
分
布
図
（
図
１
）
は
、
前
述
の
市
町
村
史
誌
な
ど
の
記
述
の

ほ
か
、
当
館
が
実
施
し
た
資
料
調
査
に
お
い
て
裂
織
の
仕
事
着
が
確
認
さ
れ
た
地
域
を
反
映

し
て
作
成
し
た
。
な
お
、
分
布
図
に
は
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
以
前
の
自
治
体
区
分
を

て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
川
上
村
誌
』（
昭
和
三
九
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ツ
ヅ
レ
は
「
綴

れ
織
」
を
指
す
呼
称
で
あ
っ
た
と
し
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
裂
い
た
古
布
で
仕
立
て
た
も

の
を
着
用
し
て
い
た
と
い
う
。
厚
手
で
丈
夫
な
布
地
が
山
仕
事
に
は
都
合
が
良
い
も
の
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
波
多
放
彩
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
二
八
九
頁
）。
な
お
、『
福

栄
村
史
』（
昭
和
四
一
年
刊
）、『
阿
東
町
誌
』（
昭
和
四
四
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が

み
ら
れ
る
が
、『
川
上
村
誌
』
と
筆
者
が
同
一
で
あ
り
、
衣
生
活
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同

様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
三
町
村
の
広
域
に
渡
り
同
一
の
衣
生
活
が
存
在
し
た
こ
と
は
考

え
に
く
く
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
。

　

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
（
両
村
と
も
現
萩
市
）
の
衣
生
活
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
三

年
か
ら
翌
四
四
年
（
一
九
六
八
〜
一
九
六
九
）
に
も
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阿
武
川
ダ
ム

建
設
に
伴
う
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸

時
代
は
ツ
ヅ
リ
を
冬
期
の
防
寒
着
と
し
て
用
い
て
お
り
、
緯
糸
は
襤
褸
布
、
経
糸
は
麻
糸
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」『
阿
武
川
の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
明
治
以
降
の

衣
服
に
は
ツ
ヅ
リ
の
記
載
は
な
く
、
い
つ
頃
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
確
認
で
き
ず
、
調

査
時
に
採
集
さ
れ
た
衣
服
の
中
に
も
裂
織
の
類
は
見
出
せ
な
い
。
な
お
、『
川
上
村
史 

資
料

編
』
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
石
原
啓
司
「
衣
・
食
・
住
」『
川
上
村
史 

資
料
編
』

五
八
頁
）。

　

阿
武
郡
阿
東
町
（
現
山
口
市
）
の
裂
織
に
つ
い
て
は
『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
に
記
述
が
み

ら
れ
る
。
村
誌
に
よ
れ
ば
、
綿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
家
々
で
ボ
ロ
を
綴
っ
て

着
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
田
中
恒
一
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
一
四
四

頁
）。
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
衣
服
で
あ
っ
た
か
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
襤
褸
布
を
綴
っ
て
仕
立
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
裂
織
で
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
で
き
る
。
篠
生
村
は
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の
合
併
に
よ
り
阿
東
町
と
な
っ

て
お
り
、
阿
武
郡
阿
東
町
の
一
部
で
は
少
な
く
と
も
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

用
い
て
い
る
。

　

山
口
県
下
で
新
た
に
確
認
で
き
た
裂
織
の
仕
事
着
は
山
口
市
立
小
郡
文
化
資
料
館
に
収
蔵

さ
れ
る
ソ
デ
ナ
シ
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。
吉
敷
郡
小
郡
町
（
現
山
口
市
）
周
辺
は
藩
政
時
代

に
お
け
る
県
内
有
数
の
綿
作
地
帯
で
あ
り
、
当
該
地
の
木
綿
は
「
小
郡
木
綿
」
と
称
さ
れ

た
。
こ
の
ソ
デ
ナ
シ
は
か
つ
て
吉
敷
郡
小
郡
町
で
着
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
大
規
模

な
木
綿
栽
培
地
帯
に
お
け
る
貴
重
な
裂
織
の
着
用
例
と
し
て
注
目
し
た
い
。

　

加
え
て
、
裂
織
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
る
裂
き

布
及
び
木
綿
糸
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
裂
き
布
は
絣
を
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た

も
の
で
、
木
綿
糸
は
濃
紺
と
浅
葱
の
二
種
類
あ
り
、
糸
の
太
さ
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
裂
き

布
と
木
綿
糸
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
状
に
丸
め
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
山
口
市
嘉
川
の

民
家
に
取
り
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
当
該
資
料
に
係
わ
る
情
報
は
採
集
地
の
み
の
た

め
、
凡
そ
の
年
代
や
ど
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
裂
織
の

緯
糸
・
経
糸
と
し
て
用
い
ら
れ
る
材
料
が
同
一
箇
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
判
断
し

難
い
が
、
前
述
の
と
お
り
吉
敷
郡
内
で
用
い
ら
れ
た
裂
織
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
山
口
市
嘉
川
周
辺
に
お
い
て
裂
織
の
使
用
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
紙
布

　

（
一
）
紙
布
の
概
要

　

紙
布
は
、
植
物
の
採
取
や
栽
培
に
よ
っ
て
衣
料
と
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
和
紙
の
副
次

的
な
利
用
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
織
布
で
あ
る
。
紙
の
上
下
両
端
に
余
白
を
残
し
、
連
続
す

る
コ
の
字
状
に
切
っ
た
紙
に
縒
り
を
か
け
る
こ
と
で
糸
状
に
加
工
し
た
も
の
を
材
料
と
し
て

生
産
さ
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
名
前
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
藩

政
時
代
に
は
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生

活
―
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
島
根
県
西
部
の
石
見
地
方
な
ど
で

用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。（
文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
二
頁
）。

（９）

石
見
地
方
は
石
州
半
紙
で
知
ら
れ
る
と
お
り
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紙
布
は

和
紙
の
生
産
地
域
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

一
般
に
麻
な
ど
の
植
物
を
繊
維
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
繊
維
質
を
傷
つ
け
な
い
よ
う

に
取
り
出
す
手
法
が
用
い
ら
れ
る
。
和
紙
原
料
の
楮
か
ら
繊
維
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
訳
で
は
な
く
、
四
国
地
方
な
ど
で
は
楮
の
繊
維
を
用
い
て
生
産
さ
れ
る
太
布
と
い
う
織
布

も
存
在
す
る
（
前
掲
書
、
二
頁
）。
繊
維
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
さ
ず
、
紙
を
漉
く
た
め
に
一

度
砕
い
た
繊
維
を
織
布
の
原
料
と
し
て
再
び
用
い
て
い
る
点
も
紙
布
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で

き
る
。

　

（
二
）『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
け
る
紙
布

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
藩
政
時
代
の
請
紙
制
度
に
よ
っ
て
半
紙
等
の
生
産
と

納
入
が
割
り
当
て
ら
れ
た
阿
武
郡
の
山
間
部
で
は
紙
漉
き
を
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
主
産

業
と
し
て
お
り
、
併
せ
て
農
民
は
漉
い
た
半
紙
を
用
い
て
紙
布
を
織
っ
て
い
た
こ
と
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
、
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
奥
阿
武
宰
判
彌
富
村
の
記
述
で

あ
る
。

　
「
一
產
業　

半
紙
漉
立
八
百
五
拾
九
丸
程

但
御
藏
入
紙
屋
軒
八
拾
軒
、
冬
春
百
日
の
間
板
立
ニ
乄
上
手
下
手
且
手
間
の
多
少
押
平
均

一
軒
一
船
漉
三
丸
半
の
掠
量
に
し
て
貮
百
八
拾
丸
位
、
右
之
内
上
納
紙
百
丸
位
、
外
ニ
諸

村
受
合
漉
百
貮
拾
丸
位
、
給
領
漉
立
凡
五
百
七
拾
九
丸
ほ
と
、
右
之
内
御
給
主
へ
上
納
紙

四
百
貮
拾
四
丸
程
、
殘
り
漉
延
凡
百
九
拾
五
丸
ほ
と
、
此
内
紙
布
着
料
軒
別
四
反
位
の
抨

に
し
て
家
數
四
百
貮
拾
五
軒
分
千
七
百
反
、
壹
反
ニ
付
貮
束
織
に
し
て
此
紙
丸
に
し
て
五

拾
六
丸
餘
、
地
下
役
座
其
外
遣
ひ
紙
障
子
紙
等
に
入
用
之
分
凡
貮
拾
丸
程
、
殘
り
百
拾
九

丸
醤
油
塩
油
其
外
品
替
の
爲
須
佐
へ
持
出
申
候
掠
量
ニ
御
座
候
事
」

　

彌
富
村
で
は
漉
い
た
紙
の
一
部
か
ら
、
一
軒
あ
た
り
四
反
と
し
て
、
村
内
四
二
五
軒
分
の

一
七
〇
〇
反
を
紙
布
着
料
と
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
布
一
反
に
つ
き
半
紙
二
束

（
一
束
＝
二
〇
〇
枚
）
を
要
す
る
と
し
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
紙
布
四
反
で
半
紙
一
六
〇
〇

枚
を
用
い
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
村
内
全
体
で
は
半
紙
五
拾
六
丸
（
一
丸
＝
六
〇
束
、
一
二

〇
〇
〇
枚
）
と
な
っ
た
と
あ
り
、
単
純
計
算
で
半
紙
六
七
二
〇
〇
〇
枚
が
紙
布
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

彌
富
村
の
ほ
か
、
奥
阿
武
宰
判
で
は
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
鈴
野
川
村
、
阿
武
郡
田

万
川
町
（
現
萩
市
）
域
に
あ
た
る
小
川
村
、
田
萬
村
に
紙
布
の
記
述
が
あ
り
、
紙
漉
が
行
わ

れ
て
い
た
両
町
の
山
間
部
一
帯
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

地
域
が
半
紙
を
衣
料
と
し
て
い
た
背
景
に
は
木
綿
な
ど
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
衣
料
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
の
庶
民
生
活
の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
、
鈴
野
川
村
の
風
俗
に
関
し
て
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

「
且
又
衣
類
は
寒
中
と
て
も
綿
入
な
と
着
候
者
は
鮮
く
、
紙
漉
業
營
候
ゆ
ゑ
紙
つ
む
き
を

織
て
常
の
衣
類
に
仕
り
居
申
候
邊
鄙
山
家
の
行
形
に
て
御
座
候
事
」

　

冬
場
で
も
綿
入
れ
の
衣
服
を
着
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
紙
漉
き
を
行
っ
て
い
た
地
域
に
お
け
る
衣
料
不
足
の
様
相
を
読
み
取
り
得
る
。
不
足
す

る
衣
料
を
補
う
た
め
の
織
布
と
し
て
、
当
地
の
産
品
で
あ
る
和
紙
（
半
紙
）
を
用
い
た
紙
布

が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
み
え
る
紙
布
の
記
述
は
奥
阿
武
宰
判
内
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
藩
領
内
の
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
の
中
で
、
前
山
代
宰
判
廣
瀬
村
に
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

　
「
一
諸
產
業
之
物
品
賣
捌
銀
高
之
事
（
中
略
）

　

但
諸
上
納
銀
（
中
略
）

　

同
貮
拾
七
貫
九
百
六
拾
五
匁

但
惣
人
數
貮
千
六
百
四
拾
三
人
、
上
中
下
三
段
仕
分
に
し
て
、
上
分
人
數
三
百
廿
人
老
幼

之
無
差
別
着
用
之
木
綿
凡
人
別
貮
反
宛
ニ
乄
六
百
四
拾
反
、
凡
反
別
拾
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫

六
百
目
、
中
分
人
數
四
百
五
拾
人
古
手
買
得
着
用
殘
紙
布
壹
反
宛
ニ
乄
四
百
五
拾
反
、
壹

反
に
付
十
匁
宛
ニ
乄
四
貫
五
百
目
、
古
手
四
拾
五
枚
買
得
代
銀
壹
枚
ニ
付
凡
拾
匁
宛
ニ
乄

四
貫
五
百
目
、
下
分
人
數
千
八
百
四
拾
三
人
、
凡
人
別
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫
三
百
六
拾
五
匁

共
ニ
以
上
右
之
辻
」

　

上
納
銀
に
当
た
る
記
述
の
中
に
紙
布
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
村
内
の

衣
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
方
へ
の
売
り
払
い
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
前
山
代
宰
判
の
中
で
も
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
廣
瀬
村
の
み
で

あ
り
、
紙
漉
き
の
盛
ん
で
あ
っ
た
奥
山
代
宰
判
、
徳
地
宰
判
に
属
し
た
他
の
村
落
の
記
述
に

は
、
紙
布
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
三
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
紙
布

　

前
述
し
た
よ
う
に
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
藩
政
時
代
に
奥
阿
武
宰
判
、
す
な
わ
ち
阿

武
郡
の
一
部
地
域
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
治
以

降
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
や
、
そ
の
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
に
み

え
る
記
述
を
抽
出
す
る
。

　
『
阿
武
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
奥
阿
武
地
方
で
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
材

質
が
硬
く
見
た
目
は
麻
布
に
似
て
お
り
「
木
を
よ
じ
り
、
い
ば
ら
を
押
し
の
け
る
」
よ
う
な

織
布
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
五
頁
）。

　
『
阿
東
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
、
経
糸
に
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
、

緯
糸
に
紙
縒
り
を
用
い
て
織
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
織
り
上
げ
た
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
こ

と
で
夏
冬
を
通
じ
て
使
い
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
（
波
多
放
彩
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町

誌
』
五
六
九
〜
五
七
〇
頁
）。

　
『
須
佐
町
誌
』
に
よ
る
と
、
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
の
は
耐
久
性
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
（
堀
勇
「
庶
民
の
生
活
」『
須
佐
町
誌
』
七
六
九
頁
）。『
須
佐
町
誌
』
に
お
け
る

そ
の
他
の
紙
布
に
関
す
る
記
述
は
前
述
の
『
阿
東
町
誌
』
を
引
用
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

も
縒
り
を
か
け
な
か
っ
た
と
い
う
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五

七
頁
）。

　

こ
の
ほ
か
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
玖
珂
郡
内
の
美
和
町
域
に
あ
た
る
秋
中

村
・
賀
見
畑
村
、
錦
町
域
に
あ
た
る
深
須
村
、
こ
の
ほ
か
本
郷
村
（
現
岩
国
市
）
に
お
い
て

ユ
キ
バ
カ
マ
（
雪
袴
）
と
呼
ば
れ
る
股
引
の
よ
う
な
下
衣
に
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る

（
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
七
八
七
〜
七
八
八
頁
）。

　

な
お
、『
鹿
野
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
都
濃
郡
鹿
野
町
（
現
周
南
市
）
で
は
藩
政
時
代
に
紙

布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
瀬
田
静
香
「
鹿
野
の
民
俗
」『
鹿
野

町
誌
』
九
四
四
〜
九
四
五
頁
）。『
鹿
野
町
誌
』
で
は
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
記
録
等
は
示
さ

れ
て
お
ら
ず
残
存
す
る
資
料
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
製
法
や
形
態
・
用
途
な
ど
鹿
野

町
に
お
け
る
紙
布
の
姿
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
図
（
図
２
）
を
、
前
章
と
同
様
に
市
町
村
史
誌
等
の
記

述
を
基
に
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ　

―
衣
生
活
―
』（
昭
和
五
七
年
刊
）
の
記
載
に
生
産
・
使

用
を
確
認
で
き
る
地
域
を
追
加
し
て
作
成
し
た
。
今
回
の
資
料
調
査
で
は
山
口
県
内
に
お
け

る
紙
布
に
類
す
る
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
武
蔵
野
美
術
大
学
民
俗
収
蔵
室
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
で
採
集
さ
れ
た
紙
布
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
当
該
二
村
を
分
布
地
域
と
し
て
追
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
史
料
や
市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
る
と
、
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
は
阿
武

郡
、
玖
珂
郡
な
ど
の
限
ら
れ
た
地
域
に
偏
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ

は
紙
布
が
紙
漉
き
と
い
う
産
業
に
依
拠
し
て
生
産
さ
れ
た
と
い
う
地
域
的
な
特
色
を
顕
著
に

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
紙
布
の
分
布
地
の
多
く
が
、
裂
織
の
分
布
地
と
重
複
し
て
い
る
こ
と

も
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
重
複
す
る
地
域
は
木
綿
栽
培
が
盛
ん
で
な
い
地
域
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
山
口
県
内
に
お
い
て
は
裂
織
・
紙
布
と
い
っ
た
織
布
が
木
綿
衣
料
の
不
足
す
る
地
域

で
織
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

三
　
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
裂
織
と
紙
布
に
の
み
言
及
し
て
い
る
が
、『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
そ
の
名
前

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
織
布
と
し
て
、
フ
ジ
の
蔓
を
繊
維
原
料
と
し
た
藤
布
が
あ
る
。
か
つ

て
は
山
口
県
内
で
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
布
で
あ
る
が
、
今
回
は
県
内
に
お
け
る
藤
布
に
係

わ
る
記
述
を
諸
資
料
か
ら
十
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
藤
布
の
ほ
か
、
ご
く
わ

ず
か
な
生
産
に
留
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
織
布
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
を
進
め
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
調
査
箇
所
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
調

査
に
よ
り
新
た
な
分
布
地
が
確
認
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭

和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
実
施
さ
れ
た
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
ほ
か
、
昭
和
四
九
か
ら
翌

五
〇
年
（
一
九
七
四
〜
一
九
七
五
）
に
も
山
口
県
教
育
委
員
会
が
山
口
県
緊
急
民
俗
文
化
財

分
布
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
書
で
あ
る
『
山
口
県
民
俗
地
図
』（
昭
和
五
一

年
刊
）
か
ら
は
裂
織
・
紙
布
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
当
該
調
査

の
調
査
票
の
内
容
を
基
に
、
そ
の
結
果
を
含
め
た
分
布
図
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
度
の
特
別
展
開
催
に
係
る
資
料
調
査
で
は
、
近
隣
の
島
根
県
・
広
島
県
に
裂

織
・
紙
布
の
資
料
を
確
認
し
て
い
る
。
今
後
は
日
本
海
沿
岸
部
か
ら
中
国
山
地
西
端
部
ま
で

含
め
た
山
口
県
及
び
近
隣
他
県
を
含
め
た
広
域
に
お
け
る
分
布
状
況
の
調
査
・
解
析
を
進

め
、
改
め
て
報
告
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。

〈
引
用
参
考
資
料
〉

石
原
啓
司　

二
〇
〇
〇
「
衣
・
食
・
住
」
川
上
村
史
編
集
委
員
会
編
『
川
上
村
史 

資
料

編
』
川
上
村
、
五
八
頁

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編　

一
九
九
九
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
愛

媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
、
四
六
頁

河
済
敏
子
・
古
城
良
子　

一
九
七
九
「
一　

衣
飾
」
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
編
『
弥

栄
峡
の
民
俗
』
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
、
五
七
頁

河
野
良
輔
・
石
原
啓
司　

一
九
七
〇
「
衣
」
山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
編
『
阿
武
川
の
民

俗
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
五
〇
頁

蔵
本
隆
博　

一
九
七
四
「
衣
と
生
活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査

報
告
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
四
頁

瀬
田
静
香　

一
九
九
一
「
鹿
野
の
民
俗
」
鹿
野
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
鹿
野
町
誌
』
鹿
野

町
、
九
四
四
〜
九
四
五
頁

田
中
克
己　

一
九
八
九
「
近
世
の
六
島
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
二
巻
』
萩

市
、
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁

田
中
助
一　

一
九
八
七
「
こ
ぼ
れ
話
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
三
巻
』
萩

市
、
三
八
二
頁

田
中
恒
一　

一
九
五
三
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
篠
生
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一

四
四
頁

田
万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
九
「
産
業
の
発
達
」『
田
万
川
町
史
』
田
万
川

町
、
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁

萩
高
等
学
校
社
会
部
編　

一
九
六
四
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
萩
高
等
学

校
社
会
部
、
九
〜
一
一
頁

波
多
放
彩　

一
九
六
四
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
川
上
村
公
民
館
、
二
八
九
頁

波
多
放
彩　

一
九
七
〇
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町
誌
』
阿
東
町
、
五
六
九
〜
五
七
〇
頁

福
永
義
晴　

二
〇
〇
〇
「
民
俗
調
査
」
阿
武
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
阿
武
町
史 

下
巻
』

阿
武
町
、
六
一
九
〜
六
二
〇
・
六
四
二
〜
六
四
三
頁

文
化
庁
編　

一
九
八
二
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
国
土
地
理
協
会
、
二
・
三
九
五

〜
三
九
六
・
四
〇
四
頁

堀
勇　

一
九
九
三
「
庶
民
の
生
活
」
須
佐
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
須
佐
町
誌
』
須
佐
町
、
七

六
八
〜
七
六
九
頁

御
薗
生
翁
甫　

一
九
七
四
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
七
八
七
〜
七
八
八
頁

　
『
田
万
川
町
史
』
に
よ
る
と
、
同
町
上
小
川
地
区
の
紙
漉
農
家
に
紬
用
和
紙
の
製
造
に
関

す
る
資
料
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
紬
用
和
紙
が
紙
布
の
材
料
と
し
て
漉
か
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
町
中
小
川
地
区
で
は
紙
布
の
工
場
生
産
を
試
み
た
記
録

が
あ
り
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
以
降
に
地
区
内
に
紬
織
工
場
を
建
設
し
、
楮
蒸
し
か

ら
紙
漉
、
製
糸
、
機
織
ま
で
を
行
い
紙
布
を
生
産
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
し

た
紙
布
の
利
用
価
値
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
倒
産
に
至
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
田

万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
「
産
業
の
発
展
」『
田
万
川
町
史
』
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁
）。
な

お
、
こ
の
紬
織
工
場
で
生
産
さ
れ
た
紙
布
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
関
連
資
料
を
見
出
せ
て
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
福
栄
村
佐
々
連
で
は
麻
と
紙
を
用

い
た
紙
コ
（
カ
ミ
コ
）
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
佐
々
連
は
周
辺

地
区
の
中
で
も
特
に
紙
漉
き
が
盛
ん
な
地
区
で
あ
っ
た
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」
『
阿
武
川

の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
な
お
、
佐
々
連
は
阿
武
川
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
水
没
し
た
地
区
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

玖
珂
郡
に
お
い
て
も
紙
布
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。『
錦
町
史
』
に
よ
る
と
紙
を
こ
よ
り
に

し
て
織
っ
た
も
の
が
あ
り
、
膝
丈
ま
で
の
短
い
着
物
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
紙
布
に
は

紙
と
麻
を
用
い
て
織
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
藩
政
時
代
に
は
出
奔
し
た
農
民
が
紙

布
の
コ
シ
ギ
リ
（
腰
丈
の
仕
事
着
）
を
所
有
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
宮
田
伊
都
美

「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

同
じ
く
玖
珂
郡
の
『
美
和
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
紙
を
紙
縒
り
に
し
て
織
っ
た
紙
布
ま
た
は

紙
子
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
紙
二
束
で
紙
つ
む
ぎ
一
反
を
織
っ
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊

津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』
二
五
五
頁
）。

　

ま
た
、『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
、
紙
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
あ
り
、
経
糸
に
麻
糸

ま
た
は
木
綿
糸
、
緯
糸
に
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
紙
を
用
い
て
紙
ツ
ヅ
リ
を

織
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
地
域
で
織
ら
れ
た
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
同
様
に
、
紙
を
緯
糸
と
す
る
場
合

宮
﨑
美
紀
子　

一
九
六
五
「
習
俗
」
三
宅
英
利
編
『
相
島
』
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土

部
、
七
四
頁

宮
田
伊
津
美　

一
九
八
五
「
農
民
の
生
活
」
美
和
町
編
『
美
和
町
史
』
美
和
町
、
二
五
五
頁

宮
田
伊
都
美　

一
九
八
八
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」
錦
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
錦
町
史
』

錦
町
、
二
三
九
〜
二
四
〇
頁

森
田
芳
輔　

一
九
五
九
「
衣
食
住
」
萩
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
誌
』
萩
市
役
所
、
五
五

二
頁

山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編　

一
九
二
四
「
風
俗
習
慣
」『
阿
武
郡
志
』
山
口
縣
阿
武
郡
教
育

會
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
二
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
四
巻 

前
山
代
宰
判
』
山
口
県
立
山

口
図
書
館
、
一
九
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
四
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
二
二
巻 

奥
阿
武
宰
判
』
山
口
県
立

山
口
図
書
館
、
九
九
・
一
一
四
・
一
三
六
・
一
六
七
・
三
六
五
頁

山
田
基
彦　

一
九
六
七
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究
報

告 

第
一
号
』
萩
市
郷
土
博
物
館
、
四
頁

※
ま
つ
お　

ゆ
う
へ
い　

萩
博
物
館
学
芸
員



山
口
県
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
分
布

　

萩
博
物
館
で
は
令
和
三
年
度
春
期
特
別
展
と
し
て
「
百
年
の
布
〜
美
し
き
襤
褸
の
世
界
〜
」

を
開
催
し
た
。
本
展
は
限
ら
れ
た
衣
料
を
最
大
限
に
活
用
す
る
技
術
な
ど
を
紹
介
し
、
地
域

に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
存
在
や
、
か
つ
て
の
衣
生
活
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
使
い
捨
て

が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
衣
生
活
を
見
直
す
機
会
の
創
出
を
目
的
と
し
た
。
な
お
、

本
展
題
名
の
「
百
年
の
布
」
は
、
織
り
上
げ
ら
れ
た
布
が
衣
服
に
仕
立
て
ら
れ
て
か
ら
雑
巾

や
お
し
め
な
ど
に
形
を
変
え
つ
つ
も
、
最
終
的
に
そ
の
役
目
を
終
え
る
ま
で
に
百
年
を
超
え

る
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

本
展
で
は
明
治
・
大
正
年
間
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
た
萩
及
び
近
隣
地
域
の
仕
事
着
を
主
要

な
資
料
と
し
た
。
木
綿
が
普
及
す
る
以
前
に
、
気
候
な
ど
の
自
然
環
境
に
応
じ
た
そ
の
土
地

毎
の
風
土
に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
仕
立

て
ら
れ
た
仕
事
着
に
地
域
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
衣
料
の
不
足
を

補
う
た
め
の
紡
織
技
術
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

　

以
前
よ
り
萩
地
域
で
は
古
木
綿
布
を
利
用
し
た
裂
織
、
和
紙
か
ら
作
ら
れ
る
紙
布
と
い
う

特
徴
的
な
衣
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
市
町
村
史
誌
や
民
俗
調
査
の
記
述
か
ら
萩

地
域
及
び
山
口
県
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
織
布
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
得
ら
れ
た
情
報
の

限
り
で
分
布
図
を
作
成
し
た
。
こ
の
分
布
図
に
は
、
前
述
の
特
別
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ

て
実
施
し
た
仕
事
着
資
料
の
調
査
結
果
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
当
館
が
収
蔵

す
る
裂
織
の
仕
事
着
と
そ
の
使
用
地
域
の
情
報
に
つ
い
て
付
加
し
報
告
す
る
。

　
一
　
裂
織

　

（
一
）
裂
織
の
概
要

　

裂
織
と
は
細
く
裂
い
た
古
布
に
縒
り
を
か
け
た
太
目
の
緯
糸
と
、
麻
や
木
綿
な
ど
の
経
糸

を
用
い
た
布
の
織
り
方
、
ま
た
そ
の
織
布
や
仕
立
て
ら
れ
た
仕
事
着
を
指
す
。『
佐
田
岬
半

島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
に
よ
れ
ば
、
裂
織
は
日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
た
が
、
特
に
日
本
海

側
沿
岸
部
に
集
中
し
て
お
り
、
木
綿
の
栽
培
に
適
さ
な
い
寒
冷
地
や
北
前
船
な
ど
に
よ
る
古

木
綿
布
の
流
通
が
あ
っ
た
地
域
で
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
編
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
四
六
頁
）。
一
般
的
に
裂
織
は
裂

い
た
布
を
織
糸
と
す
る
た
め
生
地
が
厚
く
、
耐
久
性
に
も
優
れ
て
お
り
、
海
行
き
・
山
行
き

の
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
か
ら
衣
生
活
に
係
わ
る
記
述
を
抜
き
出
す
と
、
木
綿
衣
料
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
県
下
全
域
に
多
く
み
ら
れ
、
仕
立
て
方
や
入
手
経
路
、
用
い
る
生

業
や
着
用
者
の
性
別
に
よ
る
形
態
の
違
い
に
至
る
ま
で
細
か
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

裂
織
に
係
わ
る
記
述
は
、
阿
武
郡
な
ど
の
一
部
地
域
に
の
み
み
ら
れ
、
県
下
全
域
へ
の
広
が

り
を
見
出
せ
な
い
。
そ
の
上
、
裂
織
の
用
途
や
形
態
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
記
述
は
極
め
て

少
な
い
。
阿
武
郡
に
お
い
て
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
分
布
す
る
理
由
と
し
て
は
、
山
口
県
の

瀬
戸
内
海
に
面
す
る
山
陽
側
が
木
綿
栽
培
の
普
及
地
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
海
に
面
す
る

山
陰
側
の
木
綿
栽
培
は
ご
く
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

萩
地
域
で
は
裂
織
の
仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
、
ま
た
は
ツ
ヅ
レ
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
呼

称
は
襤
褸
着
の
総
称
と
し
て
の
「
綴
れ
」
が
そ
の
ま
ま
衣
服
の
呼
称
と
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
襤
褸
着
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な

お
、『
萩
市
史　

第
三
巻
』
で
は
、
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
（
ツ
ヅ
リ
）
の
一
種
と
記
し
て
い
る

（
田
中
助
一
「
こ
ぼ
れ
話
」『
萩
市
史　

第
三
巻
』
三
八
二
頁
）。
ド
ン
ダ
は
漁
撈
や
農
耕
に

広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
仕
事
着
で
、
裂
織
と
は
異
な
る
製
法
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
着
古
し
た

普
段
着
に
接
ぎ
当
て
を
重
ね
て
刺
し
た
も
の
の
ほ
か
、
綿
入
れ
に
し
て
防
寒
着
と
し
て
用
い

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
の
一
種
と
し
て
い
る
の
は
「
綴
れ
」
が
襤
褸
の
着
物

全
般
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
二
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
裂
織

　
『
阿
武
郡
志
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
の
一
部
集
落
で
は
木
綿
の
衣
服
と
ツ
ヅ
リ
を
混
用
し

て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
ツ
ヅ
リ
は
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
、
経
糸
に
は
麻
糸
を
用
い
た
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
四
〜
一
七
五
頁
）。

　
『
萩
市
誌
』
で
は
、
ツ
ヅ
リ
を
既
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
特
殊
な
衣
服
と
し
て
記
し
て
い

る
。
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
用
い
た
仕
事
着
で
、
野
良
仕
事
や
山
仕
事
に
お
い
て
着
用
し
た

と
さ
れ
る
（
森
田
芳
輔
「
衣
食
住
」『
萩
市
誌
』
五
五
二
頁
）
。

　
『
阿
武
町
史 

下
巻
』
に
よ
れ
ば
、
沿
岸
部
の
農
業
集
落
で
あ
る
奈
古
地
区
筒
尾
で
、
大
正

年
間
に
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た
木
綿
布
、
経
糸
は
麻
糸
で
仕
立
て
た
と
い
う
（
福
永
義
晴
「
民
俗
調
査
」

『
阿
武
町
史 

下
巻
』
六
一
九
頁
）。
ま
た
、
漁
業
集
落
の
宇
田
地
区
元
浦
で
も
大
正
年
間
に

防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
元
浦
で
は
漁
網
に
用
い
る
麻
糸
の
生
産

も
行
わ
れ
て
お
り
、
ツ
ヅ
リ
の
経
糸
と
し
て
も
麻
糸
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲

書
、
六
四
二
〜
六
四
三
頁
）。

　

ま
た
、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
阿
武
町
宇
生
賀
の
民
俗
」
と
題
す
る
手
書
き
の
報
告
書
類

に
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
三
月
九
日
に
阿
武
町
の
宇
生
賀
地
区
三
和
で
行
っ
た
聞
き

取
り
調
査
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
衣
生
活
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
冬
場
の
仕
事
着
と
し

て
、
主
に
男
性
が
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
使
用
年
代
の
記
載
は
な
い
。
経
糸
は

麻
糸
、
緯
糸
に
木
綿
の
布
切
れ
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
に
よ
っ
て
は
「
自
作
で
あ
る
」、

「
購
入
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
」
と
食
い
違
っ
た
記
述
も
み
ら
れ
る
が
、
製
法
や
入
手
経

路
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
阿
武
郡
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
購
入
に
触

れ
ら
れ
た
記
述
は
こ
の
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

以
上
に
よ
る
と
、
阿
武
町
で
は
木
綿
の
衣
類
を
使
い
つ
つ
も
、
凡
そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で

は
ツ
ヅ
リ
も
仕
事
着
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裂
織
の
丈
夫
で

風
に
強
く
暖
か
い
と
い
う
利
点
を
活
か
し
て
、
主
に
冬
場
の
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い

る
。

　

昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
山
口
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
山
口
県
民
俗
資
料
緊
急

調
査
で
は
県
内
の
二
三
箇
所
が
選
定
さ
れ
、
そ
の
内
阿
武
郡
で
は
萩
市
大
井
土
井
、
阿
武
郡

須
佐
町
（
現
萩
市
）
須
佐
、
阿
武
郡
阿
東
町
嘉
年
の
三
箇
所
で
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
衣

生
活
に
係
わ
る
項
目
を
み
る
と
、
県
内
二
三
箇
所
の
調
査
地
の
中
で
裂
織
に
つ
い
て
確
認
で

き
る
の
は
萩
市
大
井
土
井
の
み
で
あ
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
襤
褸
布
を
裂
い
て
織
っ
た
も
の

を
ツ
ヅ
リ
と
呼
び
、
厚
く
て
丈
夫
で
あ
っ
た
た
め
木
樵
の
際
に
着
用
し
た
と
い
う
。
着
用
方

法
は
ジ
バ
ン
（
肌
着
）
や
ソ
ギ
と
呼
ば
れ
る
巻
袖
の
袷
の
上
に
、
ツ
ヅ
リ
を
重
ね
て
着
て
い

た
と
さ
れ
る
（
山
田
基
彦
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究

報
告　

第
一
号
』
四
頁
）。
萩
市
大
井
土
井
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
使
用
年
代
に
つ
い
て
記
録

は
な
い
。
ま
た
、
ツ
ヅ
リ
の
形
態
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
袖
付
き
の
袷
の
上
か
ら
着
用
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ソ
デ
ナ
シ
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

続
い
て
阿
武
郡
以
外
の
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
記
述
に
触
れ
た
い
。『
錦
町
史
』
に
よ
れ

ば
、
玖
珂
郡
錦
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
経
糸
は
麻
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊
都
美
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三

九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

ま
た
、
玖
珂
郡
美
和
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
昭
和
四

七
年
か
ら
翌
四
八
年
（
一
九
七
二
〜
一
九
七
三
）
に
民
俗
資
料
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お

り
、
同
町
北
部
で
裂
織
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
に
麻
糸
ま
た
は
木

綿
糸
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
蔵
本
隆
博
「
衣
と
生

活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
』
四
頁
）。
な
お
、
同
様
の

事
例
が
『
美
和
町
史
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
（
宮
田
伊
津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』

二
五
五
頁
）。

　

玖
珂
郡
美
和
町
で
は
そ
の
後
も
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
対
象
と
な
る
集
落
を
広
げ

て
第
二
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
と
な
る
『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
ツ
ヅ

レ
織
り
の
製
法
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
は
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
で
、
一
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
襤
褸
布
に
縒
り
を
か
け
ず
そ
の
ま
ま
緯
糸
と
し
て
織
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
当
地
で
は
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
、
山
着
の
ほ
か
、
帯
や
脚
絆
に
用
い
て
い
た

と
さ
れ
る
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
記

述
に
よ
り
山
口
県
内
で
は
阿
武
郡
の
ほ
か
、
玖
珂
郡
に
お
い
て
も
裂
織
が
仕
事
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

（
三
）
収
蔵
資
料
の
概
要

　

市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
り
阿
武
郡
に
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
裂
織
で
は

あ
る
が
残
存
す
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。
萩
博
物
館
が
収
蔵
し
て
い
る
裂
織
の
仕
事
着
は

三
点
の
み
で
あ
り
、
採
集
地
は
萩
市
相
島
と
阿
武
郡
福
栄
村
の
二
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。

萩
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
地
域
的
特
徴
を
示
す
に
は
資
料
数
が
乏
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は
資

料
の
採
集
地
・
材
質
・
形
態
・
用
途
に
つ
い
て
記
す
。

　

・
相
島
の
裂
織

　

相
島
は
萩
市
の
沖
合
北
西
約
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
島
で
あ
る
。『
萩
市
史　

第
二
巻
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
よ
り
畑
作
に
よ
る
農
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
採

貝
・
採
藻
な
ど
も
小
規
模
な
漁
業
も
営
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
田
中
克
己
「
近
世
の
六
島
」

『
萩
市
史　

第
二
巻
』
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁
）。
昭
和
に
お
い
て
も
畑
作
が
産
業
の
中

心
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
の
主
要
農
産
物
は
除
虫
菊
、
裸
麦
、
西
瓜
で
あ
っ
た
。
除
虫
菊

は
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
作
付
け
を
終
え
、
葉
煙
草
の
栽
培
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い

っ
た
。
こ
の
他
、
生
白
藷
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
や
夏
柑
（
ナ
ツ
ミ
カ
ン
）
な
ど
種
々
の
栽
培
が

な
さ
れ
て
い
た
（
萩
高
等
学
校
社
会
部
編
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
九
〜

一
一
頁
）。
し
か
し
、
綿
や
麻
な
ど
の
繊
維
植
物
の
栽
培
に
係
わ
る
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、

島
内
に
お
け
る
生
産
は
殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
相
島
の
裂
織
は
二
点
、
ど
ち
ら
と
も
上
衣
で
あ
る
。
相
島
で
は
裂
織
の

仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
ご
ろ
ま
で
着
用
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
阿
武
郡
に
お
け
る
裂
織
の
使
用
年
代
は
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
地
域
で
は
凡

そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
相
島
は
阿
武
郡
内
で

最
も
遅
く
ま
で
裂
織
を
着
用
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
土
域
に
比
べ
る

と
島
嶼
部
に
お
け
る
衣
料
調
達
が
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
で

き
る
。
島
民
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
嫁
入
り
の
際
に
裂
織
の
仕
事
着
を
仕
立
て
、
そ
の

ツ
ヅ
リ
を
繕
い
な
が
ら
生
涯
着
続
け
た
と
い
う
。
な
お
、
収
蔵
資
料
の
二
点
と
も
着
用
者
の

性
別
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

館
蔵
資
料
の
外
観
は
写
真
１
〜
２
の
と
お
り
。
材
質
・
形
態
・
寸
法
は
全
体
的
に
類
似
し

て
い
る
。
ど
ち
ら
も
経
糸
に
白
の
木
綿
糸
、
緯
糸
に
白
地
及
び
絣
な
ど
の
藍
染
の
木
綿
布
を

用
い
て
い
る
。
生
地
の
厚
さ
は
二
〜
三
ミ
リ
程
度
。
白
地
と
紺
地
の
裂
き
布
を
二
本
毎
交
互

に
織
り
込
ん
で
お
り
、
身
頃
に
細
か
な
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と

同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
掛
け
衿
、
袖
覆
輪
に
は
絣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
裾
に

覆
輪
は
な
く
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
木
綿
地
の
仕
舞
を
折
り
込
ん
で
縫
い
合
わ
せ
て
い

る
。
衿
か
ら
背
中
に
か
け
て
紺
地
の
木
綿
布
を
当
て
布
と
し
て
縫
い
付
け
て
い
る
。
使
用
痕

や
破
損
部
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
補
修
の
形
跡
も
な
い
た
め
当
該
資
料
二
点
は
と
も
に
長
期
間

に
渡
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
に
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土
部
が
相
島
で
実
施
し
た
聞

き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
相
島
に
は
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
雨
具
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
雨
具

の
ツ
ヅ
リ
は
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
厚
み
が
あ
り
、
生
地
に
水
が
滲
み
込
み
に
く
か
っ

た
と
い
う
（
宮
﨑
美
紀
子
「
習
俗
」『
相
島
』
七
四
頁
）。
収
蔵
資
料
の
二
点
と
は
形
態
が

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
ツ
ヅ
レ
に
は
裂
織
と
は
材
質
、
ま
た
は
仕
立
て
方
の
異
な
る
も
の

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
存
す
る
資
料
に
は
辿
り
着
い
て
い
な
い
。

　

・
福
栄
村
の
裂
織

　

阿
武
郡
福
栄
村
は
四
方
を
急
峻
な
山
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
平
坦
な
耕
地
が
限
ら
れ
た
た
め

傾
斜
地
を
耕
起
し
た
棚
田
が
多
数
み
ら
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡

福
栄
村
域
に
あ
た
る
福
井
下
村
・
福
井
上
村
・
紫
福
村
（
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
福
井
下

村
、
福
井
上
村
の
両
村
域
を
含
む
福
川
村
、
紫
福
村
が
合
併
し
福
栄
村
と
な
る
）
の
三
つ
の

村
で
は
米
・
麦
・
雑
穀
の
ほ
か
蔬
菜
・
葉
煙
草
、
楮
お
よ
び
和
紙
が
産
品
の
中
心
で
あ
っ
た
。

繊
維
原
料
と
し
て
は
麻
が
生
産
さ
れ
て
い
た
が
、
生
産
量
は
少
な
く
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
村
内
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
木
綿
商
や
綿
屋
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
福
栄
村
の
裂
織
は
一
点
で
、
資
料
名
は
ツ
ヅ
レ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

採
集
地
は
山
口
県
阿
武
郡
福
栄
村
大
字
福
井
と
あ
る
が
村
内
に
福
井
と
い
う
字
名
は
な
く
、

福
井
下
ま
た
は
福
井
上
の
ど
ち
ら
か
の
地
域
で
採
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
採
集
時

期
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
で
あ
る
が
、
当
該
資
料
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
て
い

た
か
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。
男
性
が
着
用
し
、
常
用
着
や
農
耕
用
の
作
業
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

材
質
は
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
紺
地
の
木
綿
布
で
あ
る
。
写
真
３
の
と
お
り
、
緯
糸
の

濃
淡
に
よ
っ
て
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
色
味
の
近
い
木
綿
布
を
用
い

て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と
同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
袖
及
び
衿
の
覆
輪
は
黒

地
木
綿
布
、
部
分
的
に
紫
色
の
木
綿
布
が
重
ね
て
あ
る
。
背
中
の
当
て
布
は
縫
い
付
け
て
い

な
い
。
袖
覆
輪
に
ほ
つ
れ
が
生
じ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
使
用
痕
は
少
な
い
。
腹
回
り
の
帯

の
擦
れ
跡
や
、
肩
部
・
背
部
の
使
用
痕
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
に
お
け
る
裂
織
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
裂
織
の
分
布
図
（
図
１
）
は
、
前
述
の
市
町
村
史
誌
な
ど
の
記
述
の

ほ
か
、
当
館
が
実
施
し
た
資
料
調
査
に
お
い
て
裂
織
の
仕
事
着
が
確
認
さ
れ
た
地
域
を
反
映

し
て
作
成
し
た
。
な
お
、
分
布
図
に
は
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
以
前
の
自
治
体
区
分
を

て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
川
上
村
誌
』（
昭
和
三
九
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ツ
ヅ
レ
は
「
綴

れ
織
」
を
指
す
呼
称
で
あ
っ
た
と
し
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
裂
い
た
古
布
で
仕
立
て
た
も

の
を
着
用
し
て
い
た
と
い
う
。
厚
手
で
丈
夫
な
布
地
が
山
仕
事
に
は
都
合
が
良
い
も
の
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
波
多
放
彩
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
二
八
九
頁
）。
な
お
、『
福

栄
村
史
』（
昭
和
四
一
年
刊
）、『
阿
東
町
誌
』（
昭
和
四
四
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が

み
ら
れ
る
が
、『
川
上
村
誌
』
と
筆
者
が
同
一
で
あ
り
、
衣
生
活
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同

様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
三
町
村
の
広
域
に
渡
り
同
一
の
衣
生
活
が
存
在
し
た
こ
と
は
考

え
に
く
く
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
。

　

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
（
両
村
と
も
現
萩
市
）
の
衣
生
活
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
三

年
か
ら
翌
四
四
年
（
一
九
六
八
〜
一
九
六
九
）
に
も
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阿
武
川
ダ
ム

建
設
に
伴
う
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸

時
代
は
ツ
ヅ
リ
を
冬
期
の
防
寒
着
と
し
て
用
い
て
お
り
、
緯
糸
は
襤
褸
布
、
経
糸
は
麻
糸
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」『
阿
武
川
の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
明
治
以
降
の

衣
服
に
は
ツ
ヅ
リ
の
記
載
は
な
く
、
い
つ
頃
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
確
認
で
き
ず
、
調

査
時
に
採
集
さ
れ
た
衣
服
の
中
に
も
裂
織
の
類
は
見
出
せ
な
い
。
な
お
、『
川
上
村
史 

資
料

編
』
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
石
原
啓
司
「
衣
・
食
・
住
」『
川
上
村
史 

資
料
編
』

五
八
頁
）。

　

阿
武
郡
阿
東
町
（
現
山
口
市
）
の
裂
織
に
つ
い
て
は
『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
に
記
述
が
み

ら
れ
る
。
村
誌
に
よ
れ
ば
、
綿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
家
々
で
ボ
ロ
を
綴
っ
て

着
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
田
中
恒
一
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
一
四
四

頁
）。
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
衣
服
で
あ
っ
た
か
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
襤
褸
布
を
綴
っ
て
仕
立
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
裂
織
で
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
で
き
る
。
篠
生
村
は
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の
合
併
に
よ
り
阿
東
町
と
な
っ

て
お
り
、
阿
武
郡
阿
東
町
の
一
部
で
は
少
な
く
と
も
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

用
い
て
い
る
。

　

山
口
県
下
で
新
た
に
確
認
で
き
た
裂
織
の
仕
事
着
は
山
口
市
立
小
郡
文
化
資
料
館
に
収
蔵

さ
れ
る
ソ
デ
ナ
シ
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。
吉
敷
郡
小
郡
町
（
現
山
口
市
）
周
辺
は
藩
政
時
代

に
お
け
る
県
内
有
数
の
綿
作
地
帯
で
あ
り
、
当
該
地
の
木
綿
は
「
小
郡
木
綿
」
と
称
さ
れ

た
。
こ
の
ソ
デ
ナ
シ
は
か
つ
て
吉
敷
郡
小
郡
町
で
着
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
大
規
模

な
木
綿
栽
培
地
帯
に
お
け
る
貴
重
な
裂
織
の
着
用
例
と
し
て
注
目
し
た
い
。

　

加
え
て
、
裂
織
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
る
裂
き

布
及
び
木
綿
糸
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
裂
き
布
は
絣
を
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た

も
の
で
、
木
綿
糸
は
濃
紺
と
浅
葱
の
二
種
類
あ
り
、
糸
の
太
さ
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
裂
き

布
と
木
綿
糸
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
状
に
丸
め
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
山
口
市
嘉
川
の

民
家
に
取
り
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
当
該
資
料
に
係
わ
る
情
報
は
採
集
地
の
み
の
た

め
、
凡
そ
の
年
代
や
ど
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
裂
織
の

緯
糸
・
経
糸
と
し
て
用
い
ら
れ
る
材
料
が
同
一
箇
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
判
断
し

難
い
が
、
前
述
の
と
お
り
吉
敷
郡
内
で
用
い
ら
れ
た
裂
織
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
山
口
市
嘉
川
周
辺
に
お
い
て
裂
織
の
使
用
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
紙
布

　

（
一
）
紙
布
の
概
要

　

紙
布
は
、
植
物
の
採
取
や
栽
培
に
よ
っ
て
衣
料
と
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
和
紙
の
副
次

的
な
利
用
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
織
布
で
あ
る
。
紙
の
上
下
両
端
に
余
白
を
残
し
、
連
続
す

る
コ
の
字
状
に
切
っ
た
紙
に
縒
り
を
か
け
る
こ
と
で
糸
状
に
加
工
し
た
も
の
を
材
料
と
し
て

生
産
さ
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
名
前
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
藩

政
時
代
に
は
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生

活
―
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
島
根
県
西
部
の
石
見
地
方
な
ど
で

用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。（
文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
二
頁
）。

（10）

石
見
地
方
は
石
州
半
紙
で
知
ら
れ
る
と
お
り
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紙
布
は

和
紙
の
生
産
地
域
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

一
般
に
麻
な
ど
の
植
物
を
繊
維
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
繊
維
質
を
傷
つ
け
な
い
よ
う

に
取
り
出
す
手
法
が
用
い
ら
れ
る
。
和
紙
原
料
の
楮
か
ら
繊
維
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
訳
で
は
な
く
、
四
国
地
方
な
ど
で
は
楮
の
繊
維
を
用
い
て
生
産
さ
れ
る
太
布
と
い
う
織
布

も
存
在
す
る
（
前
掲
書
、
二
頁
）。
繊
維
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
さ
ず
、
紙
を
漉
く
た
め
に
一

度
砕
い
た
繊
維
を
織
布
の
原
料
と
し
て
再
び
用
い
て
い
る
点
も
紙
布
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で

き
る
。

　

（
二
）『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
け
る
紙
布

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
藩
政
時
代
の
請
紙
制
度
に
よ
っ
て
半
紙
等
の
生
産
と

納
入
が
割
り
当
て
ら
れ
た
阿
武
郡
の
山
間
部
で
は
紙
漉
き
を
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
主
産

業
と
し
て
お
り
、
併
せ
て
農
民
は
漉
い
た
半
紙
を
用
い
て
紙
布
を
織
っ
て
い
た
こ
と
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
、
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
奥
阿
武
宰
判
彌
富
村
の
記
述
で

あ
る
。

　
「
一
產
業　

半
紙
漉
立
八
百
五
拾
九
丸
程

但
御
藏
入
紙
屋
軒
八
拾
軒
、
冬
春
百
日
の
間
板
立
ニ
乄
上
手
下
手
且
手
間
の
多
少
押
平
均

一
軒
一
船
漉
三
丸
半
の
掠
量
に
し
て
貮
百
八
拾
丸
位
、
右
之
内
上
納
紙
百
丸
位
、
外
ニ
諸

村
受
合
漉
百
貮
拾
丸
位
、
給
領
漉
立
凡
五
百
七
拾
九
丸
ほ
と
、
右
之
内
御
給
主
へ
上
納
紙

四
百
貮
拾
四
丸
程
、
殘
り
漉
延
凡
百
九
拾
五
丸
ほ
と
、
此
内
紙
布
着
料
軒
別
四
反
位
の
抨

に
し
て
家
數
四
百
貮
拾
五
軒
分
千
七
百
反
、
壹
反
ニ
付
貮
束
織
に
し
て
此
紙
丸
に
し
て
五

拾
六
丸
餘
、
地
下
役
座
其
外
遣
ひ
紙
障
子
紙
等
に
入
用
之
分
凡
貮
拾
丸
程
、
殘
り
百
拾
九

丸
醤
油
塩
油
其
外
品
替
の
爲
須
佐
へ
持
出
申
候
掠
量
ニ
御
座
候
事
」

　

彌
富
村
で
は
漉
い
た
紙
の
一
部
か
ら
、
一
軒
あ
た
り
四
反
と
し
て
、
村
内
四
二
五
軒
分
の

一
七
〇
〇
反
を
紙
布
着
料
と
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
布
一
反
に
つ
き
半
紙
二
束

（
一
束
＝
二
〇
〇
枚
）
を
要
す
る
と
し
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
紙
布
四
反
で
半
紙
一
六
〇
〇

枚
を
用
い
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
村
内
全
体
で
は
半
紙
五
拾
六
丸
（
一
丸
＝
六
〇
束
、
一
二

〇
〇
〇
枚
）
と
な
っ
た
と
あ
り
、
単
純
計
算
で
半
紙
六
七
二
〇
〇
〇
枚
が
紙
布
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

彌
富
村
の
ほ
か
、
奥
阿
武
宰
判
で
は
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
鈴
野
川
村
、
阿
武
郡
田

万
川
町
（
現
萩
市
）
域
に
あ
た
る
小
川
村
、
田
萬
村
に
紙
布
の
記
述
が
あ
り
、
紙
漉
が
行
わ

れ
て
い
た
両
町
の
山
間
部
一
帯
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

地
域
が
半
紙
を
衣
料
と
し
て
い
た
背
景
に
は
木
綿
な
ど
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
衣
料
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
の
庶
民
生
活
の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
、
鈴
野
川
村
の
風
俗
に
関
し
て
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

「
且
又
衣
類
は
寒
中
と
て
も
綿
入
な
と
着
候
者
は
鮮
く
、
紙
漉
業
營
候
ゆ
ゑ
紙
つ
む
き
を

織
て
常
の
衣
類
に
仕
り
居
申
候
邊
鄙
山
家
の
行
形
に
て
御
座
候
事
」

　

冬
場
で
も
綿
入
れ
の
衣
服
を
着
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
紙
漉
き
を
行
っ
て
い
た
地
域
に
お
け
る
衣
料
不
足
の
様
相
を
読
み
取
り
得
る
。
不
足
す

る
衣
料
を
補
う
た
め
の
織
布
と
し
て
、
当
地
の
産
品
で
あ
る
和
紙
（
半
紙
）
を
用
い
た
紙
布

が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
み
え
る
紙
布
の
記
述
は
奥
阿
武
宰
判
内
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
藩
領
内
の
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
の
中
で
、
前
山
代
宰
判
廣
瀬
村
に
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

　
「
一
諸
產
業
之
物
品
賣
捌
銀
高
之
事
（
中
略
）

　

但
諸
上
納
銀
（
中
略
）

　

同
貮
拾
七
貫
九
百
六
拾
五
匁

但
惣
人
數
貮
千
六
百
四
拾
三
人
、
上
中
下
三
段
仕
分
に
し
て
、
上
分
人
數
三
百
廿
人
老
幼

之
無
差
別
着
用
之
木
綿
凡
人
別
貮
反
宛
ニ
乄
六
百
四
拾
反
、
凡
反
別
拾
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫

六
百
目
、
中
分
人
數
四
百
五
拾
人
古
手
買
得
着
用
殘
紙
布
壹
反
宛
ニ
乄
四
百
五
拾
反
、
壹

反
に
付
十
匁
宛
ニ
乄
四
貫
五
百
目
、
古
手
四
拾
五
枚
買
得
代
銀
壹
枚
ニ
付
凡
拾
匁
宛
ニ
乄

四
貫
五
百
目
、
下
分
人
數
千
八
百
四
拾
三
人
、
凡
人
別
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫
三
百
六
拾
五
匁

共
ニ
以
上
右
之
辻
」

　

上
納
銀
に
当
た
る
記
述
の
中
に
紙
布
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
村
内
の

衣
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
方
へ
の
売
り
払
い
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
前
山
代
宰
判
の
中
で
も
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
廣
瀬
村
の
み
で

あ
り
、
紙
漉
き
の
盛
ん
で
あ
っ
た
奥
山
代
宰
判
、
徳
地
宰
判
に
属
し
た
他
の
村
落
の
記
述
に

は
、
紙
布
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
三
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
紙
布

　

前
述
し
た
よ
う
に
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
藩
政
時
代
に
奥
阿
武
宰
判
、
す
な
わ
ち
阿

武
郡
の
一
部
地
域
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
治
以

降
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
や
、
そ
の
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
に
み

え
る
記
述
を
抽
出
す
る
。

　
『
阿
武
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
奥
阿
武
地
方
で
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
材

質
が
硬
く
見
た
目
は
麻
布
に
似
て
お
り
「
木
を
よ
じ
り
、
い
ば
ら
を
押
し
の
け
る
」
よ
う
な

織
布
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
五
頁
）。

　
『
阿
東
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
、
経
糸
に
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
、

緯
糸
に
紙
縒
り
を
用
い
て
織
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
織
り
上
げ
た
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
こ

と
で
夏
冬
を
通
じ
て
使
い
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
（
波
多
放
彩
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町

誌
』
五
六
九
〜
五
七
〇
頁
）。

　
『
須
佐
町
誌
』
に
よ
る
と
、
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
の
は
耐
久
性
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
（
堀
勇
「
庶
民
の
生
活
」『
須
佐
町
誌
』
七
六
九
頁
）。『
須
佐
町
誌
』
に
お
け
る

そ
の
他
の
紙
布
に
関
す
る
記
述
は
前
述
の
『
阿
東
町
誌
』
を
引
用
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

も
縒
り
を
か
け
な
か
っ
た
と
い
う
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五

七
頁
）。

　

こ
の
ほ
か
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
玖
珂
郡
内
の
美
和
町
域
に
あ
た
る
秋
中

村
・
賀
見
畑
村
、
錦
町
域
に
あ
た
る
深
須
村
、
こ
の
ほ
か
本
郷
村
（
現
岩
国
市
）
に
お
い
て

ユ
キ
バ
カ
マ
（
雪
袴
）
と
呼
ば
れ
る
股
引
の
よ
う
な
下
衣
に
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る

（
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
七
八
七
〜
七
八
八
頁
）。

　

な
お
、『
鹿
野
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
都
濃
郡
鹿
野
町
（
現
周
南
市
）
で
は
藩
政
時
代
に
紙

布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
瀬
田
静
香
「
鹿
野
の
民
俗
」『
鹿
野

町
誌
』
九
四
四
〜
九
四
五
頁
）。『
鹿
野
町
誌
』
で
は
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
記
録
等
は
示
さ

れ
て
お
ら
ず
残
存
す
る
資
料
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
製
法
や
形
態
・
用
途
な
ど
鹿
野

町
に
お
け
る
紙
布
の
姿
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
図
（
図
２
）
を
、
前
章
と
同
様
に
市
町
村
史
誌
等
の
記

述
を
基
に
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ　

―
衣
生
活
―
』（
昭
和
五
七
年
刊
）
の
記
載
に
生
産
・
使

用
を
確
認
で
き
る
地
域
を
追
加
し
て
作
成
し
た
。
今
回
の
資
料
調
査
で
は
山
口
県
内
に
お
け

る
紙
布
に
類
す
る
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
武
蔵
野
美
術
大
学
民
俗
収
蔵
室
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
で
採
集
さ
れ
た
紙
布
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
当
該
二
村
を
分
布
地
域
と
し
て
追
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
史
料
や
市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
る
と
、
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
は
阿
武

郡
、
玖
珂
郡
な
ど
の
限
ら
れ
た
地
域
に
偏
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ

は
紙
布
が
紙
漉
き
と
い
う
産
業
に
依
拠
し
て
生
産
さ
れ
た
と
い
う
地
域
的
な
特
色
を
顕
著
に

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
紙
布
の
分
布
地
の
多
く
が
、
裂
織
の
分
布
地
と
重
複
し
て
い
る
こ
と

も
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
重
複
す
る
地
域
は
木
綿
栽
培
が
盛
ん
で
な
い
地
域
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
山
口
県
内
に
お
い
て
は
裂
織
・
紙
布
と
い
っ
た
織
布
が
木
綿
衣
料
の
不
足
す
る
地
域

で
織
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

三
　
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
裂
織
と
紙
布
に
の
み
言
及
し
て
い
る
が
、『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
そ
の
名
前

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
織
布
と
し
て
、
フ
ジ
の
蔓
を
繊
維
原
料
と
し
た
藤
布
が
あ
る
。
か
つ

て
は
山
口
県
内
で
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
布
で
あ
る
が
、
今
回
は
県
内
に
お
け
る
藤
布
に
係

わ
る
記
述
を
諸
資
料
か
ら
十
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
藤
布
の
ほ
か
、
ご
く
わ

ず
か
な
生
産
に
留
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
織
布
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
を
進
め
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
調
査
箇
所
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
調

査
に
よ
り
新
た
な
分
布
地
が
確
認
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭

和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
実
施
さ
れ
た
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
ほ
か
、
昭
和
四
九
か
ら
翌

五
〇
年
（
一
九
七
四
〜
一
九
七
五
）
に
も
山
口
県
教
育
委
員
会
が
山
口
県
緊
急
民
俗
文
化
財

分
布
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
書
で
あ
る
『
山
口
県
民
俗
地
図
』（
昭
和
五
一

年
刊
）
か
ら
は
裂
織
・
紙
布
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
当
該
調
査

の
調
査
票
の
内
容
を
基
に
、
そ
の
結
果
を
含
め
た
分
布
図
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
度
の
特
別
展
開
催
に
係
る
資
料
調
査
で
は
、
近
隣
の
島
根
県
・
広
島
県
に
裂

織
・
紙
布
の
資
料
を
確
認
し
て
い
る
。
今
後
は
日
本
海
沿
岸
部
か
ら
中
国
山
地
西
端
部
ま
で

含
め
た
山
口
県
及
び
近
隣
他
県
を
含
め
た
広
域
に
お
け
る
分
布
状
況
の
調
査
・
解
析
を
進

め
、
改
め
て
報
告
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。

〈
引
用
参
考
資
料
〉

石
原
啓
司　

二
〇
〇
〇
「
衣
・
食
・
住
」
川
上
村
史
編
集
委
員
会
編
『
川
上
村
史 

資
料

編
』
川
上
村
、
五
八
頁

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編　

一
九
九
九
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
愛

媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
、
四
六
頁

河
済
敏
子
・
古
城
良
子　

一
九
七
九
「
一　

衣
飾
」
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
編
『
弥

栄
峡
の
民
俗
』
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
、
五
七
頁

河
野
良
輔
・
石
原
啓
司　

一
九
七
〇
「
衣
」
山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
編
『
阿
武
川
の
民

俗
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
五
〇
頁

蔵
本
隆
博　

一
九
七
四
「
衣
と
生
活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査

報
告
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
四
頁

瀬
田
静
香　

一
九
九
一
「
鹿
野
の
民
俗
」
鹿
野
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
鹿
野
町
誌
』
鹿
野

町
、
九
四
四
〜
九
四
五
頁

田
中
克
己　

一
九
八
九
「
近
世
の
六
島
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
二
巻
』
萩

市
、
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁

田
中
助
一　

一
九
八
七
「
こ
ぼ
れ
話
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
三
巻
』
萩

市
、
三
八
二
頁

田
中
恒
一　

一
九
五
三
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
篠
生
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一

四
四
頁

田
万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
九
「
産
業
の
発
達
」『
田
万
川
町
史
』
田
万
川

町
、
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁

萩
高
等
学
校
社
会
部
編　

一
九
六
四
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
萩
高
等
学

校
社
会
部
、
九
〜
一
一
頁

波
多
放
彩　

一
九
六
四
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
川
上
村
公
民
館
、
二
八
九
頁

波
多
放
彩　

一
九
七
〇
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町
誌
』
阿
東
町
、
五
六
九
〜
五
七
〇
頁

福
永
義
晴　

二
〇
〇
〇
「
民
俗
調
査
」
阿
武
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
阿
武
町
史 

下
巻
』

阿
武
町
、
六
一
九
〜
六
二
〇
・
六
四
二
〜
六
四
三
頁

文
化
庁
編　

一
九
八
二
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
国
土
地
理
協
会
、
二
・
三
九
五

〜
三
九
六
・
四
〇
四
頁

堀
勇　

一
九
九
三
「
庶
民
の
生
活
」
須
佐
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
須
佐
町
誌
』
須
佐
町
、
七

六
八
〜
七
六
九
頁

御
薗
生
翁
甫　

一
九
七
四
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
七
八
七
〜
七
八
八
頁

　
『
田
万
川
町
史
』
に
よ
る
と
、
同
町
上
小
川
地
区
の
紙
漉
農
家
に
紬
用
和
紙
の
製
造
に
関

す
る
資
料
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
紬
用
和
紙
が
紙
布
の
材
料
と
し
て
漉
か
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
町
中
小
川
地
区
で
は
紙
布
の
工
場
生
産
を
試
み
た
記
録

が
あ
り
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
以
降
に
地
区
内
に
紬
織
工
場
を
建
設
し
、
楮
蒸
し
か

ら
紙
漉
、
製
糸
、
機
織
ま
で
を
行
い
紙
布
を
生
産
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
し

た
紙
布
の
利
用
価
値
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
倒
産
に
至
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
田

万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
「
産
業
の
発
展
」『
田
万
川
町
史
』
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁
）。
な

お
、
こ
の
紬
織
工
場
で
生
産
さ
れ
た
紙
布
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
関
連
資
料
を
見
出
せ
て
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
福
栄
村
佐
々
連
で
は
麻
と
紙
を
用

い
た
紙
コ
（
カ
ミ
コ
）
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
佐
々
連
は
周
辺

地
区
の
中
で
も
特
に
紙
漉
き
が
盛
ん
な
地
区
で
あ
っ
た
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」
『
阿
武
川

の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
な
お
、
佐
々
連
は
阿
武
川
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
水
没
し
た
地
区
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

玖
珂
郡
に
お
い
て
も
紙
布
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。『
錦
町
史
』
に
よ
る
と
紙
を
こ
よ
り
に

し
て
織
っ
た
も
の
が
あ
り
、
膝
丈
ま
で
の
短
い
着
物
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
紙
布
に
は

紙
と
麻
を
用
い
て
織
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
藩
政
時
代
に
は
出
奔
し
た
農
民
が
紙

布
の
コ
シ
ギ
リ
（
腰
丈
の
仕
事
着
）
を
所
有
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
宮
田
伊
都
美

「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

同
じ
く
玖
珂
郡
の
『
美
和
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
紙
を
紙
縒
り
に
し
て
織
っ
た
紙
布
ま
た
は

紙
子
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
紙
二
束
で
紙
つ
む
ぎ
一
反
を
織
っ
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊

津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』
二
五
五
頁
）。

　

ま
た
、『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
、
紙
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
あ
り
、
経
糸
に
麻
糸

ま
た
は
木
綿
糸
、
緯
糸
に
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
紙
を
用
い
て
紙
ツ
ヅ
リ
を

織
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
地
域
で
織
ら
れ
た
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
同
様
に
、
紙
を
緯
糸
と
す
る
場
合

宮
﨑
美
紀
子　

一
九
六
五
「
習
俗
」
三
宅
英
利
編
『
相
島
』
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土

部
、
七
四
頁

宮
田
伊
津
美　

一
九
八
五
「
農
民
の
生
活
」
美
和
町
編
『
美
和
町
史
』
美
和
町
、
二
五
五
頁

宮
田
伊
都
美　

一
九
八
八
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」
錦
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
錦
町
史
』

錦
町
、
二
三
九
〜
二
四
〇
頁

森
田
芳
輔　

一
九
五
九
「
衣
食
住
」
萩
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
誌
』
萩
市
役
所
、
五
五

二
頁

山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編　

一
九
二
四
「
風
俗
習
慣
」『
阿
武
郡
志
』
山
口
縣
阿
武
郡
教
育

會
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
二
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
四
巻 

前
山
代
宰
判
』
山
口
県
立
山

口
図
書
館
、
一
九
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
四
『
防
長
風
土
注
進
案 
第
二
二
巻 

奥
阿
武
宰
判
』
山
口
県
立

山
口
図
書
館
、
九
九
・
一
一
四
・
一
三
六
・
一
六
七
・
三
六
五
頁

山
田
基
彦　

一
九
六
七
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究
報

告 

第
一
号
』
萩
市
郷
土
博
物
館
、
四
頁

※
ま
つ
お　

ゆ
う
へ
い　

萩
博
物
館
学
芸
員



山
口
県
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
分
布

　

萩
博
物
館
で
は
令
和
三
年
度
春
期
特
別
展
と
し
て
「
百
年
の
布
〜
美
し
き
襤
褸
の
世
界
〜
」

を
開
催
し
た
。
本
展
は
限
ら
れ
た
衣
料
を
最
大
限
に
活
用
す
る
技
術
な
ど
を
紹
介
し
、
地
域

に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
存
在
や
、
か
つ
て
の
衣
生
活
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
使
い
捨
て

が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
衣
生
活
を
見
直
す
機
会
の
創
出
を
目
的
と
し
た
。
な
お
、

本
展
題
名
の
「
百
年
の
布
」
は
、
織
り
上
げ
ら
れ
た
布
が
衣
服
に
仕
立
て
ら
れ
て
か
ら
雑
巾

や
お
し
め
な
ど
に
形
を
変
え
つ
つ
も
、
最
終
的
に
そ
の
役
目
を
終
え
る
ま
で
に
百
年
を
超
え

る
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

本
展
で
は
明
治
・
大
正
年
間
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
た
萩
及
び
近
隣
地
域
の
仕
事
着
を
主
要

な
資
料
と
し
た
。
木
綿
が
普
及
す
る
以
前
に
、
気
候
な
ど
の
自
然
環
境
に
応
じ
た
そ
の
土
地

毎
の
風
土
に
根
付
い
た
繊
維
原
料
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
仕
立

て
ら
れ
た
仕
事
着
に
地
域
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
衣
料
の
不
足
を

補
う
た
め
の
紡
織
技
術
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

　

以
前
よ
り
萩
地
域
で
は
古
木
綿
布
を
利
用
し
た
裂
織
、
和
紙
か
ら
作
ら
れ
る
紙
布
と
い
う

特
徴
的
な
衣
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
市
町
村
史
誌
や
民
俗
調
査
の
記
述
か
ら
萩

地
域
及
び
山
口
県
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
織
布
の
分
布
状
況
を
調
査
し
、
得
ら
れ
た
情
報
の

限
り
で
分
布
図
を
作
成
し
た
。
こ
の
分
布
図
に
は
、
前
述
の
特
別
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ

て
実
施
し
た
仕
事
着
資
料
の
調
査
結
果
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
当
館
が
収
蔵

す
る
裂
織
の
仕
事
着
と
そ
の
使
用
地
域
の
情
報
に
つ
い
て
付
加
し
報
告
す
る
。

　
一
　
裂
織

　

（
一
）
裂
織
の
概
要

　

裂
織
と
は
細
く
裂
い
た
古
布
に
縒
り
を
か
け
た
太
目
の
緯
糸
と
、
麻
や
木
綿
な
ど
の
経
糸

を
用
い
た
布
の
織
り
方
、
ま
た
そ
の
織
布
や
仕
立
て
ら
れ
た
仕
事
着
を
指
す
。『
佐
田
岬
半

島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
に
よ
れ
ば
、
裂
織
は
日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
た
が
、
特
に
日
本
海

側
沿
岸
部
に
集
中
し
て
お
り
、
木
綿
の
栽
培
に
適
さ
な
い
寒
冷
地
や
北
前
船
な
ど
に
よ
る
古

木
綿
布
の
流
通
が
あ
っ
た
地
域
で
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
編
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
四
六
頁
）。
一
般
的
に
裂
織
は
裂

い
た
布
を
織
糸
と
す
る
た
め
生
地
が
厚
く
、
耐
久
性
に
も
優
れ
て
お
り
、
海
行
き
・
山
行
き

の
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
か
ら
衣
生
活
に
係
わ
る
記
述
を
抜
き
出
す
と
、
木
綿
衣
料
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
た
も
の
は
県
下
全
域
に
多
く
み
ら
れ
、
仕
立
て
方
や
入
手
経
路
、
用
い
る
生

業
や
着
用
者
の
性
別
に
よ
る
形
態
の
違
い
に
至
る
ま
で
細
か
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

裂
織
に
係
わ
る
記
述
は
、
阿
武
郡
な
ど
の
一
部
地
域
に
の
み
み
ら
れ
、
県
下
全
域
へ
の
広
が

り
を
見
出
せ
な
い
。
そ
の
上
、
裂
織
の
用
途
や
形
態
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
記
述
は
極
め
て

少
な
い
。
阿
武
郡
に
お
い
て
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
分
布
す
る
理
由
と
し
て
は
、
山
口
県
の

瀬
戸
内
海
に
面
す
る
山
陽
側
が
木
綿
栽
培
の
普
及
地
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
海
に
面
す
る

山
陰
側
の
木
綿
栽
培
は
ご
く
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

　

萩
地
域
で
は
裂
織
の
仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
、
ま
た
は
ツ
ヅ
レ
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
呼

称
は
襤
褸
着
の
総
称
と
し
て
の
「
綴
れ
」
が
そ
の
ま
ま
衣
服
の
呼
称
と
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
古
布
を
用
い
た
裂
織
が
襤
褸
着
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な

お
、『
萩
市
史　

第
三
巻
』
で
は
、
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
（
ツ
ヅ
リ
）
の
一
種
と
記
し
て
い
る

（
田
中
助
一
「
こ
ぼ
れ
話
」『
萩
市
史　

第
三
巻
』
三
八
二
頁
）。
ド
ン
ダ
は
漁
撈
や
農
耕
に

広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
仕
事
着
で
、
裂
織
と
は
異
な
る
製
法
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
着
古
し
た

普
段
着
に
接
ぎ
当
て
を
重
ね
て
刺
し
た
も
の
の
ほ
か
、
綿
入
れ
に
し
て
防
寒
着
と
し
て
用
い

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ド
ン
ダ
を
ツ
ヅ
レ
の
一
種
と
し
て
い
る
の
は
「
綴
れ
」
が
襤
褸
の
着
物

全
般
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
二
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
裂
織

　
『
阿
武
郡
志
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
の
一
部
集
落
で
は
木
綿
の
衣
服
と
ツ
ヅ
リ
を
混
用
し

て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
ツ
ヅ
リ
は
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
、
経
糸
に
は
麻
糸
を
用
い
た
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
四
〜
一
七
五
頁
）。

　
『
萩
市
誌
』
で
は
、
ツ
ヅ
リ
を
既
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
特
殊
な
衣
服
と
し
て
記
し
て
い

る
。
緯
糸
に
裂
い
た
古
布
を
用
い
た
仕
事
着
で
、
野
良
仕
事
や
山
仕
事
に
お
い
て
着
用
し
た

と
さ
れ
る
（
森
田
芳
輔
「
衣
食
住
」『
萩
市
誌
』
五
五
二
頁
）
。

　
『
阿
武
町
史 

下
巻
』
に
よ
れ
ば
、
沿
岸
部
の
農
業
集
落
で
あ
る
奈
古
地
区
筒
尾
で
、
大
正

年
間
に
仕
事
着
や
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
緯
糸
は
一
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た
木
綿
布
、
経
糸
は
麻
糸
で
仕
立
て
た
と
い
う
（
福
永
義
晴
「
民
俗
調
査
」

『
阿
武
町
史 

下
巻
』
六
一
九
頁
）。
ま
た
、
漁
業
集
落
の
宇
田
地
区
元
浦
で
も
大
正
年
間
に

防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
元
浦
で
は
漁
網
に
用
い
る
麻
糸
の
生
産

も
行
わ
れ
て
お
り
、
ツ
ヅ
リ
の
経
糸
と
し
て
も
麻
糸
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
前
掲

書
、
六
四
二
〜
六
四
三
頁
）。

　

ま
た
、
当
館
が
所
蔵
す
る
「
阿
武
町
宇
生
賀
の
民
俗
」
と
題
す
る
手
書
き
の
報
告
書
類

に
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
三
月
九
日
に
阿
武
町
の
宇
生
賀
地
区
三
和
で
行
っ
た
聞
き

取
り
調
査
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
衣
生
活
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
冬
場
の
仕
事
着
と
し

て
、
主
に
男
性
が
ツ
ヅ
リ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
使
用
年
代
の
記
載
は
な
い
。
経
糸
は

麻
糸
、
緯
糸
に
木
綿
の
布
切
れ
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
に
よ
っ
て
は
「
自
作
で
あ
る
」、

「
購
入
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
」
と
食
い
違
っ
た
記
述
も
み
ら
れ
る
が
、
製
法
や
入
手
経

路
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
阿
武
郡
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
購
入
に
触

れ
ら
れ
た
記
述
は
こ
の
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

以
上
に
よ
る
と
、
阿
武
町
で
は
木
綿
の
衣
類
を
使
い
つ
つ
も
、
凡
そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で

は
ツ
ヅ
リ
も
仕
事
着
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裂
織
の
丈
夫
で

風
に
強
く
暖
か
い
と
い
う
利
点
を
活
か
し
て
、
主
に
冬
場
の
防
寒
着
と
し
て
ツ
ヅ
リ
を
用
い

る
。

　

昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
山
口
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
山
口
県
民
俗
資
料
緊
急

調
査
で
は
県
内
の
二
三
箇
所
が
選
定
さ
れ
、
そ
の
内
阿
武
郡
で
は
萩
市
大
井
土
井
、
阿
武
郡

須
佐
町
（
現
萩
市
）
須
佐
、
阿
武
郡
阿
東
町
嘉
年
の
三
箇
所
で
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
衣

生
活
に
係
わ
る
項
目
を
み
る
と
、
県
内
二
三
箇
所
の
調
査
地
の
中
で
裂
織
に
つ
い
て
確
認
で

き
る
の
は
萩
市
大
井
土
井
の
み
で
あ
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
襤
褸
布
を
裂
い
て
織
っ
た
も
の

を
ツ
ヅ
リ
と
呼
び
、
厚
く
て
丈
夫
で
あ
っ
た
た
め
木
樵
の
際
に
着
用
し
た
と
い
う
。
着
用
方

法
は
ジ
バ
ン
（
肌
着
）
や
ソ
ギ
と
呼
ば
れ
る
巻
袖
の
袷
の
上
に
、
ツ
ヅ
リ
を
重
ね
て
着
て
い

た
と
さ
れ
る
（
山
田
基
彦
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究

報
告　

第
一
号
』
四
頁
）。
萩
市
大
井
土
井
に
お
け
る
ツ
ヅ
リ
の
使
用
年
代
に
つ
い
て
記
録

は
な
い
。
ま
た
、
ツ
ヅ
リ
の
形
態
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
袖
付
き
の
袷
の
上
か
ら
着
用
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ソ
デ
ナ
シ
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　

続
い
て
阿
武
郡
以
外
の
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
記
述
に
触
れ
た
い
。『
錦
町
史
』
に
よ
れ

ば
、
玖
珂
郡
錦
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
経
糸
は
麻
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り

が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊
都
美
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三

九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

ま
た
、
玖
珂
郡
美
和
町
（
現
岩
国
市
）
で
は
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
昭
和
四

七
年
か
ら
翌
四
八
年
（
一
九
七
二
〜
一
九
七
三
）
に
民
俗
資
料
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お

り
、
同
町
北
部
で
裂
織
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
に
麻
糸
ま
た
は
木

綿
糸
、
緯
糸
に
襤
褸
布
を
用
い
た
ツ
ヅ
レ
織
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
蔵
本
隆
博
「
衣
と
生

活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
』
四
頁
）。
な
お
、
同
様
の

事
例
が
『
美
和
町
史
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
（
宮
田
伊
津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』

二
五
五
頁
）。

　

玖
珂
郡
美
和
町
で
は
そ
の
後
も
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
対
象
と
な
る
集
落
を
広
げ

て
第
二
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
と
な
る
『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
ツ
ヅ

レ
織
り
の
製
法
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
経
糸
は
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
で
、
一
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
襤
褸
布
に
縒
り
を
か
け
ず
そ
の
ま
ま
緯
糸
と
し
て
織
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
当
地
で
は
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
、
山
着
の
ほ
か
、
帯
や
脚
絆
に
用
い
て
い
た

と
さ
れ
る
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
記

述
に
よ
り
山
口
県
内
で
は
阿
武
郡
の
ほ
か
、
玖
珂
郡
に
お
い
て
も
裂
織
が
仕
事
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

（
三
）
収
蔵
資
料
の
概
要

　

市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
り
阿
武
郡
に
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
裂
織
で
は

あ
る
が
残
存
す
る
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。
萩
博
物
館
が
収
蔵
し
て
い
る
裂
織
の
仕
事
着
は

三
点
の
み
で
あ
り
、
採
集
地
は
萩
市
相
島
と
阿
武
郡
福
栄
村
の
二
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
。

萩
地
域
に
お
け
る
裂
織
の
地
域
的
特
徴
を
示
す
に
は
資
料
数
が
乏
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は
資

料
の
採
集
地
・
材
質
・
形
態
・
用
途
に
つ
い
て
記
す
。

　

・
相
島
の
裂
織

　

相
島
は
萩
市
の
沖
合
北
西
約
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
島
で
あ
る
。『
萩
市
史　

第
二
巻
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
よ
り
畑
作
に
よ
る
農
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
が
、
採

貝
・
採
藻
な
ど
も
小
規
模
な
漁
業
も
営
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
田
中
克
己
「
近
世
の
六
島
」

『
萩
市
史　

第
二
巻
』
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁
）。
昭
和
に
お
い
て
も
畑
作
が
産
業
の
中

心
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
の
主
要
農
産
物
は
除
虫
菊
、
裸
麦
、
西
瓜
で
あ
っ
た
。
除
虫
菊

は
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
作
付
け
を
終
え
、
葉
煙
草
の
栽
培
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い

っ
た
。
こ
の
他
、
生
白
藷
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
や
夏
柑
（
ナ
ツ
ミ
カ
ン
）
な
ど
種
々
の
栽
培
が

な
さ
れ
て
い
た
（
萩
高
等
学
校
社
会
部
編
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
九
〜

一
一
頁
）。
し
か
し
、
綿
や
麻
な
ど
の
繊
維
植
物
の
栽
培
に
係
わ
る
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、

島
内
に
お
け
る
生
産
は
殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
相
島
の
裂
織
は
二
点
、
ど
ち
ら
と
も
上
衣
で
あ
る
。
相
島
で
は
裂
織
の

仕
事
着
を
ツ
ヅ
リ
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
ご
ろ
ま
で
着
用
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
阿
武
郡
に
お
け
る
裂
織
の
使
用
年
代
は
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
地
域
で
は
凡

そ
大
正
末
期
ご
ろ
ま
で
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
相
島
は
阿
武
郡
内
で

最
も
遅
く
ま
で
裂
織
を
着
用
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
土
域
に
比
べ
る

と
島
嶼
部
に
お
け
る
衣
料
調
達
が
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
で

き
る
。
島
民
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
嫁
入
り
の
際
に
裂
織
の
仕
事
着
を
仕
立
て
、
そ
の

ツ
ヅ
リ
を
繕
い
な
が
ら
生
涯
着
続
け
た
と
い
う
。
な
お
、
収
蔵
資
料
の
二
点
と
も
着
用
者
の

性
別
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

館
蔵
資
料
の
外
観
は
写
真
１
〜
２
の
と
お
り
。
材
質
・
形
態
・
寸
法
は
全
体
的
に
類
似
し

て
い
る
。
ど
ち
ら
も
経
糸
に
白
の
木
綿
糸
、
緯
糸
に
白
地
及
び
絣
な
ど
の
藍
染
の
木
綿
布
を

用
い
て
い
る
。
生
地
の
厚
さ
は
二
〜
三
ミ
リ
程
度
。
白
地
と
紺
地
の
裂
き
布
を
二
本
毎
交
互

に
織
り
込
ん
で
お
り
、
身
頃
に
細
か
な
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と

同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
掛
け
衿
、
袖
覆
輪
に
は
絣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
裾
に

覆
輪
は
な
く
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
木
綿
地
の
仕
舞
を
折
り
込
ん
で
縫
い
合
わ
せ
て
い

る
。
衿
か
ら
背
中
に
か
け
て
紺
地
の
木
綿
布
を
当
て
布
と
し
て
縫
い
付
け
て
い
る
。
使
用
痕

や
破
損
部
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
補
修
の
形
跡
も
な
い
た
め
当
該
資
料
二
点
は
と
も
に
長
期
間

に
渡
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）
に
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土
部
が
相
島
で
実
施
し
た
聞

き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
相
島
に
は
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
雨
具
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
雨
具

の
ツ
ヅ
リ
は
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
厚
み
が
あ
り
、
生
地
に
水
が
滲
み
込
み
に
く
か
っ

た
と
い
う
（
宮
﨑
美
紀
子
「
習
俗
」『
相
島
』
七
四
頁
）。
収
蔵
資
料
の
二
点
と
は
形
態
が

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
ツ
ヅ
レ
に
は
裂
織
と
は
材
質
、
ま
た
は
仕
立
て
方
の
異
な
る
も
の

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
存
す
る
資
料
に
は
辿
り
着
い
て
い
な
い
。

　

・
福
栄
村
の
裂
織

　

阿
武
郡
福
栄
村
は
四
方
を
急
峻
な
山
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
平
坦
な
耕
地
が
限
ら
れ
た
た
め

傾
斜
地
を
耕
起
し
た
棚
田
が
多
数
み
ら
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡

福
栄
村
域
に
あ
た
る
福
井
下
村
・
福
井
上
村
・
紫
福
村
（
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
福
井
下

村
、
福
井
上
村
の
両
村
域
を
含
む
福
川
村
、
紫
福
村
が
合
併
し
福
栄
村
と
な
る
）
の
三
つ
の

村
で
は
米
・
麦
・
雑
穀
の
ほ
か
蔬
菜
・
葉
煙
草
、
楮
お
よ
び
和
紙
が
産
品
の
中
心
で
あ
っ
た
。

繊
維
原
料
と
し
て
は
麻
が
生
産
さ
れ
て
い
た
が
、
生
産
量
は
少
な
く
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
村
内
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
木
綿
商
や
綿
屋
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

当
館
が
収
蔵
す
る
福
栄
村
の
裂
織
は
一
点
で
、
資
料
名
は
ツ
ヅ
レ
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

採
集
地
は
山
口
県
阿
武
郡
福
栄
村
大
字
福
井
と
あ
る
が
村
内
に
福
井
と
い
う
字
名
は
な
く
、

福
井
下
ま
た
は
福
井
上
の
ど
ち
ら
か
の
地
域
で
採
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
採
集
時

期
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
で
あ
る
が
、
当
該
資
料
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
着
用
さ
れ
て
い

た
か
は
記
録
に
残
っ
て
い
な
い
。
男
性
が
着
用
し
、
常
用
着
や
農
耕
用
の
作
業
着
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　

材
質
は
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
紺
地
の
木
綿
布
で
あ
る
。
写
真
３
の
と
お
り
、
緯
糸
の

濃
淡
に
よ
っ
て
横
縞
模
様
を
形
成
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
は
色
味
の
近
い
木
綿
布
を
用
い

て
い
る
。
袖
は
巻
袖
、
身
頃
と
同
様
の
裂
織
を
縫
い
付
け
て
い
る
。
袖
及
び
衿
の
覆
輪
は
黒

地
木
綿
布
、
部
分
的
に
紫
色
の
木
綿
布
が
重
ね
て
あ
る
。
背
中
の
当
て
布
は
縫
い
付
け
て
い

な
い
。
袖
覆
輪
に
ほ
つ
れ
が
生
じ
て
い
る
が
、
全
体
的
に
使
用
痕
は
少
な
い
。
腹
回
り
の
帯

の
擦
れ
跡
や
、
肩
部
・
背
部
の
使
用
痕
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
に
お
け
る
裂
織
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
裂
織
の
分
布
図
（
図
１
）
は
、
前
述
の
市
町
村
史
誌
な
ど
の
記
述
の

ほ
か
、
当
館
が
実
施
し
た
資
料
調
査
に
お
い
て
裂
織
の
仕
事
着
が
確
認
さ
れ
た
地
域
を
反
映

し
て
作
成
し
た
。
な
お
、
分
布
図
に
は
平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
以
前
の
自
治
体
区
分
を

て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
川
上
村
誌
』（
昭
和
三
九
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
ツ
ヅ
レ
は
「
綴

れ
織
」
を
指
す
呼
称
で
あ
っ
た
と
し
、
経
糸
は
麻
糸
、
緯
糸
は
裂
い
た
古
布
で
仕
立
て
た
も

の
を
着
用
し
て
い
た
と
い
う
。
厚
手
で
丈
夫
な
布
地
が
山
仕
事
に
は
都
合
が
良
い
も
の
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
波
多
放
彩
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
二
八
九
頁
）。
な
お
、『
福

栄
村
史
』（
昭
和
四
一
年
刊
）、『
阿
東
町
誌
』（
昭
和
四
四
年
刊
）
に
も
ツ
ヅ
レ
の
記
述
が

み
ら
れ
る
が
、『
川
上
村
誌
』
と
筆
者
が
同
一
で
あ
り
、
衣
生
活
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
同

様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
三
町
村
の
広
域
に
渡
り
同
一
の
衣
生
活
が
存
在
し
た
こ
と
は
考

え
に
く
く
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
。

　

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
（
両
村
と
も
現
萩
市
）
の
衣
生
活
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
三

年
か
ら
翌
四
四
年
（
一
九
六
八
〜
一
九
六
九
）
に
も
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阿
武
川
ダ
ム

建
設
に
伴
う
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸

時
代
は
ツ
ヅ
リ
を
冬
期
の
防
寒
着
と
し
て
用
い
て
お
り
、
緯
糸
は
襤
褸
布
、
経
糸
は
麻
糸
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」『
阿
武
川
の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
明
治
以
降
の

衣
服
に
は
ツ
ヅ
リ
の
記
載
は
な
く
、
い
つ
頃
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
確
認
で
き
ず
、
調

査
時
に
採
集
さ
れ
た
衣
服
の
中
に
も
裂
織
の
類
は
見
出
せ
な
い
。
な
お
、『
川
上
村
史 

資
料

編
』
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
（
石
原
啓
司
「
衣
・
食
・
住
」『
川
上
村
史 

資
料
編
』

五
八
頁
）。

　

阿
武
郡
阿
東
町
（
現
山
口
市
）
の
裂
織
に
つ
い
て
は
『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
に
記
述
が
み

ら
れ
る
。
村
誌
に
よ
れ
ば
、
綿
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
多
く
の
家
々
で
ボ
ロ
を
綴
っ
て

着
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
田
中
恒
一
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
一
四
四

頁
）。
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
衣
服
で
あ
っ
た
か
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
襤
褸
布
を
綴
っ
て
仕
立
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
裂
織
で
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
で
き
る
。
篠
生
村
は
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の
合
併
に
よ
り
阿
東
町
と
な
っ

て
お
り
、
阿
武
郡
阿
東
町
の
一
部
で
は
少
な
く
と
も
裂
織
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

用
い
て
い
る
。

　

山
口
県
下
で
新
た
に
確
認
で
き
た
裂
織
の
仕
事
着
は
山
口
市
立
小
郡
文
化
資
料
館
に
収
蔵

さ
れ
る
ソ
デ
ナ
シ
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。
吉
敷
郡
小
郡
町
（
現
山
口
市
）
周
辺
は
藩
政
時
代

に
お
け
る
県
内
有
数
の
綿
作
地
帯
で
あ
り
、
当
該
地
の
木
綿
は
「
小
郡
木
綿
」
と
称
さ
れ

た
。
こ
の
ソ
デ
ナ
シ
は
か
つ
て
吉
敷
郡
小
郡
町
で
着
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
、
大
規
模

な
木
綿
栽
培
地
帯
に
お
け
る
貴
重
な
裂
織
の
着
用
例
と
し
て
注
目
し
た
い
。

　

加
え
て
、
裂
織
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
る
裂
き

布
及
び
木
綿
糸
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
裂
き
布
は
絣
を
約
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
に
裂
い
た

も
の
で
、
木
綿
糸
は
濃
紺
と
浅
葱
の
二
種
類
あ
り
、
糸
の
太
さ
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
裂
き

布
と
木
綿
糸
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
状
に
丸
め
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
山
口
市
嘉
川
の

民
家
に
取
り
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
当
該
資
料
に
係
わ
る
情
報
は
採
集
地
の
み
の
た

め
、
凡
そ
の
年
代
や
ど
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
裂
織
の

緯
糸
・
経
糸
と
し
て
用
い
ら
れ
る
材
料
が
同
一
箇
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
判
断
し

難
い
が
、
前
述
の
と
お
り
吉
敷
郡
内
で
用
い
ら
れ
た
裂
織
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
山
口
市
嘉
川
周
辺
に
お
い
て
裂
織
の
使
用
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
紙
布

　

（
一
）
紙
布
の
概
要

　

紙
布
は
、
植
物
の
採
取
や
栽
培
に
よ
っ
て
衣
料
と
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
和
紙
の
副
次

的
な
利
用
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
織
布
で
あ
る
。
紙
の
上
下
両
端
に
余
白
を
残
し
、
連
続
す

る
コ
の
字
状
に
切
っ
た
紙
に
縒
り
を
か
け
る
こ
と
で
糸
状
に
加
工
し
た
も
の
を
材
料
と
し
て

生
産
さ
れ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
名
前
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
藩

政
時
代
に
は
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生

活
―
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
島
根
県
西
部
の
石
見
地
方
な
ど
で

用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。（
文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
二
頁
）。

（11）

石
見
地
方
は
石
州
半
紙
で
知
ら
れ
る
と
お
り
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
紙
布
は

和
紙
の
生
産
地
域
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

一
般
に
麻
な
ど
の
植
物
を
繊
維
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
繊
維
質
を
傷
つ
け
な
い
よ
う

に
取
り
出
す
手
法
が
用
い
ら
れ
る
。
和
紙
原
料
の
楮
か
ら
繊
維
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
訳
で
は
な
く
、
四
国
地
方
な
ど
で
は
楮
の
繊
維
を
用
い
て
生
産
さ
れ
る
太
布
と
い
う
織
布

も
存
在
す
る
（
前
掲
書
、
二
頁
）。
繊
維
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
さ
ず
、
紙
を
漉
く
た
め
に
一

度
砕
い
た
繊
維
を
織
布
の
原
料
と
し
て
再
び
用
い
て
い
る
点
も
紙
布
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で

き
る
。

　

（
二
）『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
お
け
る
紙
布

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
る
と
、
藩
政
時
代
の
請
紙
制
度
に
よ
っ
て
半
紙
等
の
生
産
と

納
入
が
割
り
当
て
ら
れ
た
阿
武
郡
の
山
間
部
で
は
紙
漉
き
を
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
主
産

業
と
し
て
お
り
、
併
せ
て
農
民
は
漉
い
た
半
紙
を
用
い
て
紙
布
を
織
っ
て
い
た
こ
と
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
は
、
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
奥
阿
武
宰
判
彌
富
村
の
記
述
で

あ
る
。

　
「
一
產
業　

半
紙
漉
立
八
百
五
拾
九
丸
程

但
御
藏
入
紙
屋
軒
八
拾
軒
、
冬
春
百
日
の
間
板
立
ニ
乄
上
手
下
手
且
手
間
の
多
少
押
平
均

一
軒
一
船
漉
三
丸
半
の
掠
量
に
し
て
貮
百
八
拾
丸
位
、
右
之
内
上
納
紙
百
丸
位
、
外
ニ
諸

村
受
合
漉
百
貮
拾
丸
位
、
給
領
漉
立
凡
五
百
七
拾
九
丸
ほ
と
、
右
之
内
御
給
主
へ
上
納
紙

四
百
貮
拾
四
丸
程
、
殘
り
漉
延
凡
百
九
拾
五
丸
ほ
と
、
此
内
紙
布
着
料
軒
別
四
反
位
の
抨

に
し
て
家
數
四
百
貮
拾
五
軒
分
千
七
百
反
、
壹
反
ニ
付
貮
束
織
に
し
て
此
紙
丸
に
し
て
五

拾
六
丸
餘
、
地
下
役
座
其
外
遣
ひ
紙
障
子
紙
等
に
入
用
之
分
凡
貮
拾
丸
程
、
殘
り
百
拾
九

丸
醤
油
塩
油
其
外
品
替
の
爲
須
佐
へ
持
出
申
候
掠
量
ニ
御
座
候
事
」

　

彌
富
村
で
は
漉
い
た
紙
の
一
部
か
ら
、
一
軒
あ
た
り
四
反
と
し
て
、
村
内
四
二
五
軒
分
の

一
七
〇
〇
反
を
紙
布
着
料
と
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紙
布
一
反
に
つ
き
半
紙
二
束

（
一
束
＝
二
〇
〇
枚
）
を
要
す
る
と
し
て
お
り
、
一
軒
あ
た
り
紙
布
四
反
で
半
紙
一
六
〇
〇

枚
を
用
い
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
村
内
全
体
で
は
半
紙
五
拾
六
丸
（
一
丸
＝
六
〇
束
、
一
二

〇
〇
〇
枚
）
と
な
っ
た
と
あ
り
、
単
純
計
算
で
半
紙
六
七
二
〇
〇
〇
枚
が
紙
布
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

彌
富
村
の
ほ
か
、
奥
阿
武
宰
判
で
は
阿
武
郡
須
佐
町
域
に
あ
た
る
鈴
野
川
村
、
阿
武
郡
田

万
川
町
（
現
萩
市
）
域
に
あ
た
る
小
川
村
、
田
萬
村
に
紙
布
の
記
述
が
あ
り
、
紙
漉
が
行
わ

れ
て
い
た
両
町
の
山
間
部
一
帯
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

地
域
が
半
紙
を
衣
料
と
し
て
い
た
背
景
に
は
木
綿
な
ど
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
衣
料
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
の
庶
民
生
活
の
様
相
を
示
す
も
の
と
し
て
、
鈴
野
川
村
の
風
俗
に
関
し
て
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

「
且
又
衣
類
は
寒
中
と
て
も
綿
入
な
と
着
候
者
は
鮮
く
、
紙
漉
業
營
候
ゆ
ゑ
紙
つ
む
き
を

織
て
常
の
衣
類
に
仕
り
居
申
候
邊
鄙
山
家
の
行
形
に
て
御
座
候
事
」

　

冬
場
で
も
綿
入
れ
の
衣
服
を
着
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
少
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お

り
、
紙
漉
き
を
行
っ
て
い
た
地
域
に
お
け
る
衣
料
不
足
の
様
相
を
読
み
取
り
得
る
。
不
足
す

る
衣
料
を
補
う
た
め
の
織
布
と
し
て
、
当
地
の
産
品
で
あ
る
和
紙
（
半
紙
）
を
用
い
た
紙
布

が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

　
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
み
え
る
紙
布
の
記
述
は
奥
阿
武
宰
判
内
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
藩
領
内
の
紙
漉
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
地
域
の
中
で
、
前
山
代
宰
判
廣
瀬
村
に
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

　
「
一
諸
產
業
之
物
品
賣
捌
銀
高
之
事
（
中
略
）

　

但
諸
上
納
銀
（
中
略
）

　

同
貮
拾
七
貫
九
百
六
拾
五
匁

但
惣
人
數
貮
千
六
百
四
拾
三
人
、
上
中
下
三
段
仕
分
に
し
て
、
上
分
人
數
三
百
廿
人
老
幼

之
無
差
別
着
用
之
木
綿
凡
人
別
貮
反
宛
ニ
乄
六
百
四
拾
反
、
凡
反
別
拾
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫

六
百
目
、
中
分
人
數
四
百
五
拾
人
古
手
買
得
着
用
殘
紙
布
壹
反
宛
ニ
乄
四
百
五
拾
反
、
壹

反
に
付
十
匁
宛
ニ
乄
四
貫
五
百
目
、
古
手
四
拾
五
枚
買
得
代
銀
壹
枚
ニ
付
凡
拾
匁
宛
ニ
乄

四
貫
五
百
目
、
下
分
人
數
千
八
百
四
拾
三
人
、
凡
人
別
五
匁
宛
ニ
乄
九
貫
三
百
六
拾
五
匁

共
ニ
以
上
右
之
辻
」

　

上
納
銀
に
当
た
る
記
述
の
中
に
紙
布
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
村
内
の

衣
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
方
へ
の
売
り
払
い
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
前
山
代
宰
判
の
中
で
も
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
廣
瀬
村
の
み
で

あ
り
、
紙
漉
き
の
盛
ん
で
あ
っ
た
奥
山
代
宰
判
、
徳
地
宰
判
に
属
し
た
他
の
村
落
の
記
述
に

は
、
紙
布
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
三
）
市
町
村
史
誌
等
に
み
え
る
紙
布

　

前
述
し
た
よ
う
に
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
藩
政
時
代
に
奥
阿
武
宰
判
、
す
な
わ
ち
阿

武
郡
の
一
部
地
域
で
紙
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
治
以

降
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
や
、
そ
の
用
途
・
形
態
に
つ
い
て
山
口
県
内
の
市
町
村
史
誌
に
み

え
る
記
述
を
抽
出
す
る
。

　
『
阿
武
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
奥
阿
武
地
方
で
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
材

質
が
硬
く
見
た
目
は
麻
布
に
似
て
お
り
「
木
を
よ
じ
り
、
い
ば
ら
を
押
し
の
け
る
」
よ
う
な

織
布
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編
『
阿
武
郡
志
』
一
七
五
頁
）。

　
『
阿
東
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
紙
布
は
紙
紬
と
も
呼
ば
れ
、
経
糸
に
木
綿
糸
ま
た
は
麻
糸
、

緯
糸
に
紙
縒
り
を
用
い
て
織
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
織
り
上
げ
た
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
こ

と
で
夏
冬
を
通
じ
て
使
い
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
（
波
多
放
彩
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町

誌
』
五
六
九
〜
五
七
〇
頁
）。

　
『
須
佐
町
誌
』
に
よ
る
と
、
紙
布
を
柿
渋
に
浸
す
の
は
耐
久
性
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
（
堀
勇
「
庶
民
の
生
活
」『
須
佐
町
誌
』
七
六
九
頁
）。『
須
佐
町
誌
』
に
お
け
る

そ
の
他
の
紙
布
に
関
す
る
記
述
は
前
述
の
『
阿
東
町
誌
』
を
引
用
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

も
縒
り
を
か
け
な
か
っ
た
と
い
う
（
河
済
敏
子
ほ
か
「
一　

衣
飾
」『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
五

七
頁
）。

　

こ
の
ほ
か
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
玖
珂
郡
内
の
美
和
町
域
に
あ
た
る
秋
中

村
・
賀
見
畑
村
、
錦
町
域
に
あ
た
る
深
須
村
、
こ
の
ほ
か
本
郷
村
（
現
岩
国
市
）
に
お
い
て

ユ
キ
バ
カ
マ
（
雪
袴
）
と
呼
ば
れ
る
股
引
の
よ
う
な
下
衣
に
紙
布
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る

（
御
薗
生
翁
甫
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
七
八
七
〜
七
八
八
頁
）。

　

な
お
、『
鹿
野
町
誌
』
に
よ
れ
ば
、
都
濃
郡
鹿
野
町
（
現
周
南
市
）
で
は
藩
政
時
代
に
紙

布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
瀬
田
静
香
「
鹿
野
の
民
俗
」『
鹿
野

町
誌
』
九
四
四
〜
九
四
五
頁
）。『
鹿
野
町
誌
』
で
は
紙
布
が
用
い
ら
れ
た
記
録
等
は
示
さ

れ
て
お
ら
ず
残
存
す
る
資
料
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
製
法
や
形
態
・
用
途
な
ど
鹿
野

町
に
お
け
る
紙
布
の
姿
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

（
四
）
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
の
分
布

　

山
口
県
下
に
お
け
る
紙
布
の
分
布
図
（
図
２
）
を
、
前
章
と
同
様
に
市
町
村
史
誌
等
の
記

述
を
基
に
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ　

―
衣
生
活
―
』（
昭
和
五
七
年
刊
）
の
記
載
に
生
産
・
使

用
を
確
認
で
き
る
地
域
を
追
加
し
て
作
成
し
た
。
今
回
の
資
料
調
査
で
は
山
口
県
内
に
お
け

る
紙
布
に
類
す
る
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
武
蔵
野
美
術
大
学
民
俗
収
蔵
室
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、

阿
武
郡
川
上
村
及
び
福
栄
村
で
採
集
さ
れ
た
紙
布
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
当
該
二
村
を
分
布
地
域
と
し
て
追
記
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
史
料
や
市
町
村
史
誌
な
ど
に
よ
る
と
、
山
口
県
内
に
お
け
る
紙
布
は
阿
武

郡
、
玖
珂
郡
な
ど
の
限
ら
れ
た
地
域
に
偏
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ

は
紙
布
が
紙
漉
き
と
い
う
産
業
に
依
拠
し
て
生
産
さ
れ
た
と
い
う
地
域
的
な
特
色
を
顕
著
に

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
紙
布
の
分
布
地
の
多
く
が
、
裂
織
の
分
布
地
と
重
複
し
て
い
る
こ
と

も
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
重
複
す
る
地
域
は
木
綿
栽
培
が
盛
ん
で
な
い
地
域
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
山
口
県
内
に
お
い
て
は
裂
織
・
紙
布
と
い
っ
た
織
布
が
木
綿
衣
料
の
不
足
す
る
地
域

で
織
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

三
　
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
裂
織
と
紙
布
に
の
み
言
及
し
て
い
る
が
、『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
そ
の
名
前

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
織
布
と
し
て
、
フ
ジ
の
蔓
を
繊
維
原
料
と
し
た
藤
布
が
あ
る
。
か
つ

て
は
山
口
県
内
で
生
産
が
な
さ
れ
て
い
た
布
で
あ
る
が
、
今
回
は
県
内
に
お
け
る
藤
布
に
係

わ
る
記
述
を
諸
資
料
か
ら
十
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
藤
布
の
ほ
か
、
ご
く
わ

ず
か
な
生
産
に
留
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
織
布
に
つ
い
て
今
後
も
調
査
を
進
め
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
裂
織
・
紙
布
の
調
査
箇
所
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
調

査
に
よ
り
新
た
な
分
布
地
が
確
認
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭

和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
実
施
さ
れ
た
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
ほ
か
、
昭
和
四
九
か
ら
翌

五
〇
年
（
一
九
七
四
〜
一
九
七
五
）
に
も
山
口
県
教
育
委
員
会
が
山
口
県
緊
急
民
俗
文
化
財

分
布
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
書
で
あ
る
『
山
口
県
民
俗
地
図
』（
昭
和
五
一

年
刊
）
か
ら
は
裂
織
・
紙
布
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
当
該
調
査

の
調
査
票
の
内
容
を
基
に
、
そ
の
結
果
を
含
め
た
分
布
図
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
こ
の
度
の
特
別
展
開
催
に
係
る
資
料
調
査
で
は
、
近
隣
の
島
根
県
・
広
島
県
に
裂

織
・
紙
布
の
資
料
を
確
認
し
て
い
る
。
今
後
は
日
本
海
沿
岸
部
か
ら
中
国
山
地
西
端
部
ま
で

含
め
た
山
口
県
及
び
近
隣
他
県
を
含
め
た
広
域
に
お
け
る
分
布
状
況
の
調
査
・
解
析
を
進

め
、
改
め
て
報
告
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。

〈
引
用
参
考
資
料
〉

石
原
啓
司　

二
〇
〇
〇
「
衣
・
食
・
住
」
川
上
村
史
編
集
委
員
会
編
『
川
上
村
史 

資
料

編
』
川
上
村
、
五
八
頁

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編　

一
九
九
九
「
解
題
」『
佐
田
岬
半
島
の
仕
事
着
：
裂
織
』
愛

媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
、
四
六
頁

河
済
敏
子
・
古
城
良
子　

一
九
七
九
「
一　

衣
飾
」
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
編
『
弥

栄
峡
の
民
俗
』
名
勝
弥
栄
峡
総
合
学
術
調
査
団
、
五
七
頁

河
野
良
輔
・
石
原
啓
司　

一
九
七
〇
「
衣
」
山
口
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
編
『
阿
武
川
の
民

俗
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
五
〇
頁

蔵
本
隆
博　

一
九
七
四
「
衣
と
生
活
」『
小
瀬
川
弥
栄
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
資
料
緊
急
調
査

報
告
』
山
口
県
教
育
委
員
会
、
四
頁

瀬
田
静
香　

一
九
九
一
「
鹿
野
の
民
俗
」
鹿
野
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
鹿
野
町
誌
』
鹿
野

町
、
九
四
四
〜
九
四
五
頁

田
中
克
己　

一
九
八
九
「
近
世
の
六
島
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
二
巻
』
萩

市
、
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
七
頁

田
中
助
一　

一
九
八
七
「
こ
ぼ
れ
話
」
萩
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
史　

第
三
巻
』
萩

市
、
三
八
二
頁

田
中
恒
一　

一
九
五
三
「
風
俗
慣
習
」『
篠
生
村
誌
第
一
輯
』
篠
生
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一

四
四
頁

田
万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
九
「
産
業
の
発
達
」『
田
万
川
町
史
』
田
万
川

町
、
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁

萩
高
等
学
校
社
会
部
編　

一
九
六
四
「
農
業
生
活
」『
萩
市
相
島
の
調
査
報
告
』
萩
高
等
学

校
社
会
部
、
九
〜
一
一
頁

波
多
放
彩　

一
九
六
四
「
村
の
衣
食
住
」『
川
上
村
誌
』
川
上
村
公
民
館
、
二
八
九
頁

波
多
放
彩　

一
九
七
〇
「
町
の
衣
食
住
」『
阿
東
町
誌
』
阿
東
町
、
五
六
九
〜
五
七
〇
頁

福
永
義
晴　

二
〇
〇
〇
「
民
俗
調
査
」
阿
武
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
阿
武
町
史 

下
巻
』

阿
武
町
、
六
一
九
〜
六
二
〇
・
六
四
二
〜
六
四
三
頁

文
化
庁
編　

一
九
八
二
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅷ
―
衣
生
活
―
』
国
土
地
理
協
会
、
二
・
三
九
五

〜
三
九
六
・
四
〇
四
頁

堀
勇　

一
九
九
三
「
庶
民
の
生
活
」
須
佐
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
須
佐
町
誌
』
須
佐
町
、
七

六
八
〜
七
六
九
頁

御
薗
生
翁
甫　

一
九
七
四
『
防
長
造
紙
史
研
究
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
七
八
七
〜
七
八
八
頁

　
『
田
万
川
町
史
』
に
よ
る
と
、
同
町
上
小
川
地
区
の
紙
漉
農
家
に
紬
用
和
紙
の
製
造
に
関

す
る
資
料
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
紬
用
和
紙
が
紙
布
の
材
料
と
し
て
漉
か
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
町
中
小
川
地
区
で
は
紙
布
の
工
場
生
産
を
試
み
た
記
録

が
あ
り
、
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
以
降
に
地
区
内
に
紬
織
工
場
を
建
設
し
、
楮
蒸
し
か

ら
紙
漉
、
製
糸
、
機
織
ま
で
を
行
い
紙
布
を
生
産
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
産
し

た
紙
布
の
利
用
価
値
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
倒
産
に
至
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
田

万
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
「
産
業
の
発
展
」『
田
万
川
町
史
』
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁
）。
な

お
、
こ
の
紬
織
工
場
で
生
産
さ
れ
た
紙
布
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
関
連
資
料
を
見
出
せ
て
い
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
、『
阿
武
川
の
民
俗
』
に
よ
る
と
、
阿
武
郡
福
栄
村
佐
々
連
で
は
麻
と
紙
を
用

い
た
紙
コ
（
カ
ミ
コ
）
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
佐
々
連
は
周
辺

地
区
の
中
で
も
特
に
紙
漉
き
が
盛
ん
な
地
区
で
あ
っ
た
（
河
野
良
輔
ほ
か
「
衣
」
『
阿
武
川

の
民
俗
』
五
〇
頁
）。
な
お
、
佐
々
連
は
阿
武
川
ダ
ム
の
建
設
に
伴
っ
て
水
没
し
た
地
区
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

玖
珂
郡
に
お
い
て
も
紙
布
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。『
錦
町
史
』
に
よ
る
と
紙
を
こ
よ
り
に

し
て
織
っ
た
も
の
が
あ
り
、
膝
丈
ま
で
の
短
い
着
物
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
紙
布
に
は

紙
と
麻
を
用
い
て
織
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
藩
政
時
代
に
は
出
奔
し
た
農
民
が
紙

布
の
コ
シ
ギ
リ
（
腰
丈
の
仕
事
着
）
を
所
有
し
て
い
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
宮
田
伊
都
美

「
村
落
の
構
成
と
生
活
」『
錦
町
史
』
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
）。

　

同
じ
く
玖
珂
郡
の
『
美
和
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
紙
を
紙
縒
り
に
し
て
織
っ
た
紙
布
ま
た
は

紙
子
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
紙
二
束
で
紙
つ
む
ぎ
一
反
を
織
っ
た
と
さ
れ
る
（
宮
田
伊

津
美
「
農
民
の
生
活
」『
美
和
町
史
』
二
五
五
頁
）。

　

ま
た
、『
弥
栄
峡
の
民
俗
』
で
は
、
紙
ツ
ヅ
リ
と
呼
ば
れ
る
織
布
が
あ
り
、
経
糸
に
麻
糸

ま
た
は
木
綿
糸
、
緯
糸
に
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
に
裂
い
た
紙
を
用
い
て
紙
ツ
ヅ
リ
を

織
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
地
域
で
織
ら
れ
た
ボ
ロ
ツ
ヅ
リ
と
同
様
に
、
紙
を
緯
糸
と
す
る
場
合

写真１　相島の裂織（ツヅリ）

写真３　福栄村の裂織（ツヅレ）

写真２　相島の裂織（ツヅリ）

宮
﨑
美
紀
子　

一
九
六
五
「
習
俗
」
三
宅
英
利
編
『
相
島
』
福
岡
県
立
戸
畑
中
央
高
校
郷
土

部
、
七
四
頁

宮
田
伊
津
美　

一
九
八
五
「
農
民
の
生
活
」
美
和
町
編
『
美
和
町
史
』
美
和
町
、
二
五
五
頁

宮
田
伊
都
美　

一
九
八
八
「
村
落
の
構
成
と
生
活
」
錦
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
錦
町
史
』

錦
町
、
二
三
九
〜
二
四
〇
頁

森
田
芳
輔　

一
九
五
九
「
衣
食
住
」
萩
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
萩
市
誌
』
萩
市
役
所
、
五
五

二
頁

山
口
縣
阿
武
郡
教
育
會
編　

一
九
二
四
「
風
俗
習
慣
」『
阿
武
郡
志
』
山
口
縣
阿
武
郡
教
育

會
、
一
七
四
〜
一
七
五
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
二
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
四
巻 

前
山
代
宰
判
』
山
口
県
立
山

口
図
書
館
、
一
九
頁

山
口
県
文
書
館
編　

一
九
六
四
『
防
長
風
土
注
進
案 

第
二
二
巻 

奥
阿
武
宰
判
』
山
口
県
立

山
口
図
書
館
、
九
九
・
一
一
四
・
一
三
六
・
一
六
七
・
三
六
五
頁

山
田
基
彦　

一
九
六
七
「
萩
市
大
井
土
井
部
落
の
民
俗
資
料
」『
萩
市
郷
土
博
物
館
研
究
報

告 

第
一
号
』
萩
市
郷
土
博
物
館
、
四
頁

※
ま
つ
お　

ゆ
う
へ
い　

萩
博
物
館
学
芸
員


