
初
神
の
平
木
氏
（
明
治
十
一
年
生
、
故
人
）
 
は
、
筆
の
行
商
に
栴
を
出
し
た
人
で
あ
っ
た
。
大
正
二
年
か
ら
昭
和
二
十
 
 
 

行
商
日
記
 
 九

年
に
至
る
日
記
が
残
さ
れ
て
い
る
。
許
し
を
得
た
の
で
、
比
較
的
く
わ
し
い
大
正
十
年
分
の
「
当
用
日
記
」
を
繰
 
 

り
、
一
年
の
姿
を
粗
描
し
て
み
よ
う
。
直
接
に
筆
の
生
産
に
は
か
か
わ
ら
な
い
が
、
農
業
を
基
に
お
い
た
筆
の
熊
野
の
生
活
誌
の
一
 
 

端
が
、
よ
く
窺
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
年
の
一
月
一
日
、
朝
は
晴
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
曇
り
、
夜
は
小
雨
に
な
っ
た
。
「
自
宅
に
於
て
新
年
を
迎
ふ
。
一
同
無
事
 
 

に
て
迎
年
す
」
と
い
う
記
事
か
ら
日
記
は
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
正
月
ら
し
い
行
事
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
正
月
と
盆
ほ
 
 

旧
暦
、
氏
神
の
祭
り
は
新
暦
で
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
年
の
旧
正
月
は
、
二
月
八
日
に
あ
た
る
。
早
朝
か
ら
氏
神
社
に
宏
拝
、
戻
っ
 
 

て
お
酒
を
の
み
、
雑
煮
を
た
べ
、
本
家
へ
年
始
に
行
っ
て
い
る
。
一
方
、
新
正
月
も
浸
透
し
っ
つ
あ
っ
た
ふ
う
で
、
一
月
四
日
に
は
 
 

新
年
宴
会
（
会
費
一
円
四
〇
銭
）
が
開
か
れ
た
。
翌
五
日
に
は
餅
を
つ
い
て
報
恩
講
を
申
し
（
お
布
施
四
〇
銭
）
、
本
家
の
報
恩
講
へ
も
 
 

参
っ
て
い
る
。
午
後
「
地
顔
母
子
」
に
参
列
、
掛
米
ほ
二
斗
五
升
三
合
五
勺
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
六
日
ご
ろ
か
ら
行
商
の
準
備
に
か
 
 

か
り
、
筆
の
小
包
を
作
っ
て
各
地
へ
発
送
、
海
田
駅
か
ら
荷
物
も
送
り
出
し
て
、
十
四
日
に
雪
を
ふ
ん
で
中
野
駅
か
ら
乗
車
、
本
年
 
 

第
一
回
の
行
商
に
出
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
た
び
は
、
一
月
十
四
日
か
ら
二
月
六
日
ま
で
の
二
四
日
間
で
、
比
較
的
短
い
。
十
五
日
の
「
お
た
ん
や
」
前
に
出
発
、
旧
正
 
 

月
の
前
に
戻
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
人
の
場
合
は
、
尾
道
を
起
点
に
し
て
備
後
一
円
を
行
商
し
た
。
こ
の
た
び
の
行
程
は
、
尾
道
 
 

－
今
津
－
福
山
－
岩
成
新
市
－
金
丸
－
府
中
－
上
下
市
村
・
1
尾
道
で
あ
る
。
得
意
先
や
新
規
の
店
に
華
や
墨
を
お
ろ
し
、
内
金
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や
前
回
聖
冗
掛
金
を
回
収
し
て
い
く
。
日
記
に
よ
っ
て
概
算
す
る
と
、
こ
の
た
び
の
回
収
金
は
六
〇
〇
円
強
で
あ
っ
た
（
米
相
場
は
、
 
 

二
八
円
と
あ
る
）
。
戻
る
と
す
ぐ
に
問
屋
等
へ
の
支
払
い
を
す
ま
せ
、
本
家
な
ど
へ
歳
暮
（
洒
一
升
、
下
駄
）
を
贈
っ
て
い
る
。
 
 
 

戻
っ
て
旧
正
月
を
祝
っ
た
こ
と
は
前
に
書
い
た
が
、
同
じ
く
旧
正
月
三
日
に
は
某
家
の
「
か
ん
し
」
（
親
族
縁
者
の
新
年
の
集
い
）
に
 
 

招
か
れ
、
同
じ
く
十
二
日
に
味
噌
を
つ
き
、
左
義
長
（
と
ん
ど
）
を
巻
い
て
、
十
四
日
に
そ
れ
を
は
や
し
、
十
六
日
に
は
「
お
寄
り
」
 
 

に
参
詣
し
て
い
る
。
初
お
寄
り
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
在
宅
中
は
、
い
わ
ゆ
る
年
中
行
事
を
丹
念
に
こ
な
し
て
い
く
と
と
も
に
、
農
 
 

作
業
や
山
仕
事
に
も
余
念
が
た
か
っ
た
。
と
り
わ
け
二
、
三
月
に
は
麦
の
手
入
れ
に
精
を
出
し
、
麦
へ
大
豆
粕
に
米
糠
を
ま
ぜ
た
も
 
 

の
を
施
し
た
り
、
中
打
ち
・
清
か
き
・
も
と
よ
せ
を
し
た
。
他
家
の
解
体
や
新
築
の
「
こ
う
ろ
く
」
（
労
働
奉
仕
）
に
出
、
ざ
ぶ
と
ん
 
 

講
の
初
会
（
掛
金
九
〇
銭
）
に
も
出
て
い
る
。
た
ま
た
ま
こ
の
年
は
記
事
を
欠
く
が
、
例
年
四
月
二
日
に
は
節
句
の
餅
を
つ
き
、
三
日
 
 

に
は
ご
馳
走
を
携
え
て
山
へ
至
る
。
 
 
 

そ
の
間
、
行
商
の
た
め
の
準
備
も
整
え
ら
れ
て
、
四
月
五
日
か
ら
五
月
二
十
五
日
ま
で
、
五
〇
日
に
わ
た
る
第
二
回
の
商
い
に
出
 
 

る
。
こ
の
間
の
苗
代
づ
く
り
は
比
較
的
軽
い
作
業
な
の
で
、
家
族
に
ま
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
び
は
じ
め
て
長
男
を
伴
っ
た
。
 
 

長
男
は
一
〇
日
ほ
ど
同
行
し
て
帰
宅
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
の
行
程
が
は
ぼ
標
準
と
い
え
る
も
の
で
、
尾
道
1
今
津
－
福
山
－
岩
成
1
 
 

新
市
－
金
丸
L
府
中
－
木
野
山
－
上
下
1
高
蓋
－
小
畠
－
油
木
－
呉
ケ
峠
－
草
木
－
東
城
－
森
－
西
城
－
庄
原
－
三
良
坂
－
吉
舎
－
 
 

甲
山
－
宇
部
戸
－
市
村
－
府
中
－
新
市
福
山
－
今
浄
－
尾
道
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
び
の
回
収
金
は
二
千
円
に
近
い
。
 
 
 

戻
る
と
早
速
に
麦
刈
り
が
待
っ
て
い
る
。
六
月
初
旬
に
麦
を
刈
り
、
本
家
と
協
力
し
て
田
を
鋤
き
、
畦
を
塗
り
、
石
灰
を
ま
く
な
 
 

ど
田
植
え
の
準
備
に
余
念
が
な
い
。
中
・
下
旬
に
か
け
て
本
家
や
自
分
の
田
を
植
え
、
他
家
の
田
植
え
へ
「
こ
う
ろ
く
」
に
行
っ
て
 
 

い
る
。
（
こ
の
年
、
六
月
二
十
五
日
に
は
庄
蛮
地
で
大
田
植
え
が
あ
っ
た
）
。
七
月
三
日
が
田
休
み
（
泥
落
し
）
。
そ
れ
か
ら
も
芋
を
植
え
、
愛
 
 

す
り
・
と
う
す
ひ
き
・
田
の
草
と
り
・
粟
ま
き
な
ど
と
多
忙
を
き
わ
め
る
。
田
の
草
は
、
七
月
十
日
に
一
番
草
、
八
月
四
日
に
三
番
 
 

第
二
茸
 
熊
野
町
の
民
俗
 
 

9J   



1
 
生
活
誌
編
 
 

に
し
ん
 
 

草
を
取
っ
た
。
田
へ
鰊
も
さ
し
て
い
る
。
そ
し
て
盆
。
旧
盆
の
七
月
十
五
日
は
、
八
月
十
八
日
に
あ
た
り
、
氏
神
社
で
盆
踊
り
が
行
 
 

わ
れ
た
。
踊
り
の
順
番
は
、
一
番
城
之
掘
ニ
ー
番
中
滞
・
三
番
呉
地
・
四
番
初
神
・
五
番
出
来
・
六
番
萩
原
で
あ
っ
た
（
い
い
そ
え
る
 
 

と
、
前
年
に
は
盆
の
十
六
日
に
、
青
年
団
が
盛
年
踊
り
を
実
施
し
て
い
る
）
。
 
 

盆
に
は
某
参
の
記
事
を
欠
く
が
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
九
月
十
一
日
か
ら
第
三
回
の
行
商
に
 
 

出
、
ほ
ぼ
第
二
回
と
同
じ
コ
ー
ス
を
辿
り
、
十
月
二
十
八
月
に
帰
宅
し
た
。
戻
っ
た
翌
日
が
氏
神
条
の
「
夜
ご
ろ
」
 
（
前
夜
祭
の
日
）
 
 

で
、
三
十
日
に
は
境
内
で
行
わ
れ
た
大
競
馬
会
を
見
物
し
て
い
る
。
十
一
月
に
は
い
る
と
す
ぐ
に
稲
刈
り
・
芋
掘
り
・
堆
肥
づ
く
 
 

り
・
稲
こ
ぎ
・
田
射
き
と
つ
づ
き
、
二
十
日
ご
ろ
か
ら
は
麦
ま
き
・
施
肥
と
大
童
の
日
を
す
ご
す
。
十
一
月
に
は
頼
母
子
講
の
記
事
 
 

l・みt J  

図2－2－1中原明雄氏画・「もみかし」と  

「もみまき」の図  

が
目
に
つ
き
、
三
年
掛
講
（
掛
米
二
斗
八
升
l
一
合
）
・
平
西
池
講
会
（
掛
米
二
斗
四
 
 

升
）
・
塁
講
（
掛
金
九
六
銭
）
等
が
あ
っ
た
。
な
お
、
十
二
月
十
二
日
に
は
、
前
 
 

年
度
に
始
ま
っ
た
毛
筆
品
評
会
の
第
二
回
が
実
施
さ
れ
、
こ
れ
に
参
会
し
て
い
 
 

る
。
 
 

農
繁
期
を
さ
け
て
行
商
に
出
、
正
月
と
盆
、
そ
れ
に
村
氏
神
の
祭
礼
は
必
ず
 
 

家
で
迎
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
当
然
と
い
え
ば
当
然
だ
が
、
農
民
の
生
活
リ
 
 

ズ
ム
に
触
れ
る
よ
う
だ
。
一
般
の
生
活
基
髄
は
、
や
は
り
農
業
に
あ
っ
た
わ
け
 
 

で
あ
る
。
次
に
そ
う
し
た
農
耕
の
日
々
に
つ
い
て
、
初
神
や
萩
原
で
の
聞
き
書
 
 

き
を
も
と
に
、
ほ
ぼ
作
業
の
行
程
に
そ
っ
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
 
 

。
も
み
か
し
1
種
も
み
ほ
、
前
年
注
意
深
く
よ
り
わ
 
 
 

田
植
え
前
の
準
備
 
 

け
て
保
存
し
て
お
い
た
も
の
を
用
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
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小
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一
い
、
ぎ
 
 

園2－2－2 のっばり（熊野町郷土粧蔵） 図2－2－3 えぷ り（餞野町郷ニヒ解放）  

l   一  

図224 「章一き（熊野呵一郷土飾茂）  図2－2－5 ヒコーキまく小わ  

（熊野町郷土館蔵）  

「
せ
ん
ば
」
を
使
う
か
、
あ
る
い
は
足
踏
み
回
転
式
 
 

の
脱
穀
機
を
ゆ
る
く
回
転
さ
せ
て
、
種
の
芽
が
こ
わ
 
 

れ
な
い
よ
う
注
意
し
て
得
た
も
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
 
 

い
っ
た
ん
塩
水
に
ひ
た
し
て
選
別
し
た
う
え
で
、
三
 
 

坪
か
四
坪
く
ら
い
の
小
さ
い
「
た
ん
ぽ
」
と
い
う
池
、
 
 

あ
る
い
は
た
ら
い
に
五
、
六
日
つ
け
る
。
も
み
が
ら
 
 

が
十
分
水
を
吸
う
ま
で
ひ
た
す
の
で
あ
る
。
種
も
み
 
 

は
、
反
当
た
り
四
、
五
升
は
必
要
で
あ
っ
た
。
 
 
 

エ
田
 
代
1
百
代
田
を
初
神
で
は
「
の
う
と
こ
 
 

（
苗
床
）
」
と
い
う
が
、
水
が
か
り
の
よ
い
田
で
、
ど
 
 

こ
と
き
ま
っ
て
い
た
。
冬
の
間
に
鋤
き
お
こ
し
て
お
 
 

き
、
主
尺
幅
く
ら
い
の
畝
を
作
っ
て
整
地
し
、
水
を
 
 

あ
て
て
、
種
も
み
を
厚
く
直
播
き
に
す
る
。
五
月
の
 
 

は
じ
め
で
、
苗
代
の
期
間
は
、
三
〇
日
か
ら
五
〇
日
 
 

の
間
で
あ
っ
た
。
 
 
 

○
田
ご
し
ら
え
－
1
混
血
の
こ
と
を
「
だ
ぶ
田
」
 
 

と
い
う
。
「
だ
ぷ
田
」
と
乾
田
の
中
間
く
ら
い
の
田
は
、
 
 

旧
年
の
十
二
月
ご
ろ
に
寒
鋤
き
し
て
お
く
と
、
土
が
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風
化
し
て
ぐ
あ
い
が
よ
い
。
「
だ
ぶ
田
」
の
場
合
、
大
部
分
は
牛
が
使
え
な
い
の
で
、
「
の
っ
ば
り
鍬
」
と
い
っ
て
四
本
の
爪
が
直
 
 

角
に
近
い
形
に
つ
い
た
鰍
を
用
い
、
一
鍬
ず
つ
お
こ
し
て
い
く
。
こ
う
い
う
田
以
外
は
、
た
い
て
い
二
毛
作
で
あ
る
。
こ
れ
だ
と
麦
 
 

刈
り
の
あ
と
、
六
月
の
ほ
じ
め
ご
ろ
、
田
鋤
き
で
鋤
き
お
こ
す
。
ま
ず
「
荒
起
こ
し
」
を
し
、
「
く
れ
が
え
し
」
を
し
て
土
を
小
さ
 
 

く
砕
き
、
代
肥
え
や
堆
肥
な
ど
を
鋤
き
こ
ん
で
水
を
張
る
。
油
粕
な
ど
も
十
分
ま
き
、
「
荒
掻
き
」
を
し
た
う
え
で
、
土
が
水
に
な
 
 

じ
む
よ
う
当
分
ほ
お
っ
て
お
く
。
一
方
で
は
「
睦
前
」
 
へ
土
を
寄
せ
、
水
が
洩
ら
な
い
よ
う
畦
を
作
り
、
代
掻
き
を
す
る
。
瞳
に
は
 
 

一
尺
間
隔
く
ら
い
に
穴
を
あ
け
、
大
豆
を
挿
し
、
す
く
も
で
穴
を
ふ
さ
ぐ
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
田
植
の
当
日
、
馬
鍬
を
用
い
て
最
後
 
 

の
代
掻
き
を
し
、
え
ぷ
り
で
均
ら
す
。
代
掻
き
に
ほ
歌
が
あ
っ
た
。
 
 
 

1
 
生
活
誌
編
 
 

図2－2－6 中原明雛氏画・「什けき」のIgl  

牛にスキをひかせて、田の荒おこしをする。  

スキには浅く耕す「キックテ」と、深く耕す  

ための「田スキ」とがある。「田スキ」には  

「へカ」がついている。  

園2－2－7 中原明飾氏両・「．鳴く、、わかき」の  

国 牛にひかせてl甘をならす、代掻きに用い  

る。  
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へ
娘
行
か
ぬ
か
や
お
い
ら
の
背
戸
に
ゃ
、
忍
び
桜
の
枝
折
り
に
 
 

へ
し
め
て
寝
ね
さ
れ
ま
だ
夜
は
深
い
、
明
け
り
や
お
寺
の
銘
が
な
る
 
 

D
井
手
せ
き
・
消
さ
ら
い
 
－
 
田
ご
し
ら
え
に
か
か
る
前
、
四
月
の
お
わ
り
か
ら
五
月
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
随
時
に
「
井
手
頭
」
 
 

が
「
井
手
子
」
 
に
声
を
か
け
、
井
手
の
寄
り
を
し
て
、
井
手
せ
き
や
浩
さ
ら
い
の
こ
と
を
決
め
た
。
作
業
が
す
む
と
田
の
瞳
で
い
っ
 
 

ぱ
い
飲
む
。
「
井
手
頸
」
 
に
は
、
井
手
に
近
い
田
を
持
つ
家
と
か
、
反
別
の
多
い
家
の
人
が
な
っ
た
。
 
 

。
番
 
水
 
－
 
当
地
は
あ
ま
り
川
に
恵
ま
れ
ず
、
水
量
も
豊
か
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
水
の
確
保
が
問
題
で
あ
っ
た
。
田
へ
水
を
 
 

あ
て
る
た
め
に
は
、
山
大
川
か
ら
水
を
ひ
く
井
手
が
か
り
、
桝
谷
水
を
ひ
く
谷
川
が
か
り
、
伺
溜
他
に
よ
る
池
が
か
り
等
の
方
法
が
 
 

あ
っ
た
。
新
宮
区
海
上
側
の
例
で
い
う
と
、
H
瀬
野
川
の
上
流
（
熊
野
川
）
 
か
ら
水
を
ひ
く
た
め
に
「
海
上
井
手
」
「
ホ
ソ
デ
井
手
」
「
コ
 
 

ウ
キ
ト
井
手
」
が
あ
り
、
何
の
谷
川
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
、
「
稲
荷
井
手
」
が
あ
る
。
川
の
溜
池
は
、
共
同
で
使
用
す
る
「
平
杉
 
 

池
」
が
最
も
大
き
く
、
他
に
個
人
持
ち
の
他
が
若
干
あ
る
。
初
神
で
ほ
、
一
つ
の
井
手
で
一
町
五
、
六
反
か
ら
二
町
く
ら
い
を
う
る
 
 

お
す
と
い
う
。
田
に
ほ
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
水
プ
ニ
（
水
利
権
）
が
あ
っ
て
、
田
は
水
プ
ニ
も
ろ
と
も
に
売
買
さ
れ
る
の
だ
が
、
早
天
が
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図22－8 引二   手  

（新宮地区）  

つ
づ
き
水
不
足
に
な
る
と
、
水
番
を
き
め
、
水
プ
ニ
に
応
じ
て
田
へ
 
 
 

水
を
あ
て
た
。
番
水
と
い
う
。
水
を
あ
て
る
順
番
や
時
間
が
、
厳
重
 
 

に
定
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
萩
原
で
は
、
香
水
の
と
き
は
夜
も
寝
 
 

ず
に
水
番
を
し
た
と
き
い
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
番
水
に
は
ず
 
 

れ
た
水
、
た
と
え
ば
日
没
後
三
〇
分
の
間
と
い
っ
た
番
外
の
水
を
 
 
 

「
オ
ッ
タ
ガ
ワ
」
と
い
い
、
「
井
手
子
」
以
外
の
人
が
そ
の
水
を
と
 
 

っ
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
水
プ
ニ
に
よ
っ
て
厳
し
く
親
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り
合
う
。
し
た
が
っ
て
大
地
主
な
ど
は
寄
り
合
い
に
せ
ず
、
早
乙
女
を
雇
っ
た
。
苗
代
村
あ
た
り
か
ら
く
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
萩
 
 

原
な
ど
）
。
各
家
々
に
ほ
、
小
さ
い
田
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
。
そ
う
い
う
田
は
時
を
定
め
ず
家
族
で
植
え
、
ま
と
ま
っ
た
広
さ
の
田
 
 

を
寄
り
合
い
植
え
に
す
る
の
で
あ
る
。
前
者
を
「
早
稲
柏
え
」
と
か
「
さ
び
ら
き
」
と
い
い
、
簡
素
な
儀
礼
を
伴
う
こ
と
が
多
い
 
 
 

が
、
当
地
で
は
そ
う
し
た
こ
と
ば
も
儀
礼
も
す
べ
て
早
く
失
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
田
の
神
「
さ
ん
ば
い
」
と
か
、
炊
事
に
あ
た
 
 

る
「
お
な
り
」
も
同
様
で
あ
る
。
早
乙
女
も
、
田
植
え
だ
か
ら
と
い
っ
て
何
を
新
調
す
る
と
い
う
の
で
も
な
く
、
天
気
の
よ
い
日
に
 
 

は
菅
笠
を
か
ぶ
り
、
雨
の
目
に
は
「
タ
コ
ラ
」
（
「
タ
コ
ウ
ラ
」
と
も
）
と
い
う
も
の
を
か
ぶ
っ
た
。
 
 

Q
田
植
え
の
一
日
 
－
 
こ
の
日
は
大
体
五
回
の
食
事
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
日
が
区
分
さ
れ
た
。
食
事
ほ
、
早
朝
の
朝
め
し
・
 
 
 

1
 
生
活
誌
網
 
 

図229 竜‡li山（新宮地F）  

制
さ
れ
て
い
た
。
 
 

。
雨
乞
い
1
早
天
が
つ
づ
く
と
、
雨
乞
い
を
行
っ
た
。
各
地
区
に
多
い
水
神
さ
 
 

ん
に
祈
願
を
す
る
が
、
「
バ
ラ
木
」
な
ど
を
背
負
っ
て
山
へ
登
り
、
い
わ
ゆ
る
「
千
 
 

把
火
」
を
た
く
。
登
る
山
は
大
体
き
ま
っ
て
い
て
、
東
よ
り
の
地
区
（
二
ワ
）
は
新
宮
 
 

の
竜
王
山
で
あ
り
、
呉
地
で
ほ
天
狗
山
、
萩
原
で
は
里
地
山
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
 
 

こ
の
経
験
ほ
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
五
、
六
十
年
で
二
、
三
回
 
 

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
 
 

。
寄
り
合
い
植
え
 
－
 
田
植
え
で
は
、
四
、
五
軒
か
ら
六
、
七
軒
が
春
 
 
 

田
植
え
 
 

り
合
っ
て
組
を
作
り
、
「
て
ま
が
え
」
 
に
よ
っ
て
お
互
い
の
田
を
植
え
 
 

た
。
本
家
と
分
家
、
そ
れ
に
近
所
な
ど
が
組
を
作
る
の
で
あ
る
が
、
田
の
大
き
さ
に
 
 

差
が
あ
り
す
ぎ
る
と
む
ず
か
し
い
の
で
、
だ
い
た
い
似
通
っ
た
面
積
を
も
つ
者
が
寄
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こ
び
る
（
十
時
ご
ろ
）
・
ひ
る
ま
（
十
二
時
）
・
お
茶
（
四
時
ご
ろ
）
・
晩
め
し
で
あ
る
。
萩
原
で
は
、
田
植
え
を
す
る
家
が
こ
び
る
と
お
 
 

茶
を
用
意
す
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
初
神
で
は
、
こ
び
る
以
外
に
簡
単
な
弁
当
を
用
意
し
、
晩
め
し
に
は
御
馳
走
を
だ
し
た
。
と
い
 
 

っ
て
も
、
田
植
鮪
だ
と
か
ち
し
ゃ
も
み
と
い
っ
た
田
植
え
に
つ
き
も
の
の
食
品
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
朝
十
時
ご
ろ
ま
で
苗
取
り
 
 

を
し
、
こ
び
る
を
食
べ
て
か
ら
植
え
は
じ
め
る
と
、
取
っ
た
苗
が
夕
方
ま
で
も
ち
、
ち
ェ
う
ど
よ
か
っ
た
。
早
乙
女
一
人
あ
た
り
 
 

が
、
一
日
四
畝
を
植
え
る
と
見
込
ま
れ
て
い
た
。
す
で
に
「
網
植
え
」
で
、
縦
に
芯
綱
を
ぴ
ん
と
張
り
、
植
え
幅
の
目
じ
る
し
に
な
 
 

る
殊
を
つ
け
た
横
の
綱
を
そ
れ
と
直
角
に
交
叉
さ
せ
つ
つ
ず
ら
し
て
い
く
。
早
乙
女
は
こ
の
綱
に
そ
っ
て
苗
を
挿
す
の
で
あ
る
。
時
 
 

に
は
、
芯
網
の
縦
の
員
空
一
筋
く
ら
い
と
は
し
て
棋
の
網
を
張
り
、
そ
う
や
っ
て
い
っ
た
ん
植
え
終
え
て
か
ら
、
そ
こ
に
出
来
た
研
 
 

に
早
乙
女
が
一
人
ず
つ
入
っ
て
埋
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
し
た
。
初
神
で
は
こ
れ
を
「
研
植
え
」
と
い
っ
た
。
「
枠
植
え
」
も
試
 
 

み
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
各
戸
で
植
え
る
の
に
適
し
、
寄
り
合
い
植
え
に
は
ふ
む
き
で
あ
っ
た
。
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図2－210 タコラとミノ  

（熊野町郷土館磁）  

。
田
植
歌
 
－
 
『
熊
野
余
滴
』
 
（
昭
和
三
十
七
年
）
 
 

を
み
る
と
、
 
 

へ
苗
取
り
上
手
の
苗
を
と
る
見
や
れ
 
 

水
も
ゆ
る
が
ぬ
苗
を
と
る
見
や
れ
 
 
 

と
い
う
苗
取
歌
が
の
っ
て
い
る
。
芸
北
の
放
し
田
に
 
 

も
見
ら
れ
る
歌
詞
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
古
い
歌
は
 
 

き
わ
め
て
少
な
い
。
音
頭
と
り
も
い
な
い
し
、
楽
器
 
 

で
輝
す
こ
と
も
な
か
っ
た
。
歌
好
き
の
人
が
声
を
張
 
 

り
あ
げ
る
く
ら
い
だ
と
い
い
、
歌
も
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ヘ
ヤ
ー
レ
五
月
ご
り
ょ
う
い
が
ま
た
来
た
そ
う
な
、
親
の
方
よ
り
ま
き
が
き
た
 
シ
ュ
ン
ガ
エ
ー
 
 

と
い
っ
た
＜
七
七
七
五
＞
の
近
世
調
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
萩
原
で
は
、
日
が
暮
れ
て
か
ら
の
田
植
え
を
「
夜
田
を
た
た
く
」
 
 

と
い
っ
た
そ
う
だ
か
ら
、
か
つ
て
は
太
鼓
を
叩
き
、
聯
子
を
伴
っ
た
仕
事
凹
も
き
っ
と
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
事
実
、
昭
和
の
初
 
 

年
ま
で
は
「
大
田
植
え
」
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
（
第
三
節
「
年
中
行
事
」
参
照
）
。
 
 
 

D
泥
お
と
し
 
ー
 
村
の
田
植
え
が
お
ぁ
る
と
、
派
お
と
し
の
触
れ
が
あ
っ
た
。
お
ほ
ぎ
を
作
っ
て
、
一
日
仕
事
を
休
む
。
 
 

。
田
の
革
と
り
1
つ
ら
い
作
業
で
あ
っ
た
。
女
の
仕
事
で
、
三
番
草
か
ら
四
番
革
ま
で
と
っ
た
。
二
、
三
人
つ
 
 
 

育
稲
・
収
穫
 
 

れ
だ
っ
て
、
盆
踊
り
の
文
句
を
う
た
い
な
が
ら
や
る
。
昭
和
の
は
じ
め
に
は
も
う
除
草
機
が
あ
っ
た
が
、
最
後
の
 
 

「
と
め
ぐ
さ
」
だ
け
ほ
、
田
を
は
い
ま
わ
り
、
手
で
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
八
月
の
初
旬
ご
ろ
で
あ
る
。
 
 

に
し
ん
 
 

。
追
肥
え
 
－
 
鰊
を
半
分
く
ら
い
に
切
っ
て
、
株
と
株
の
間
に
刺
し
た
り
、
「
ト
リ
」
（
か
ず
の
こ
）
も
こ
や
し
に
し
て
撒
布
し
た
 
 

こ
と
が
あ
っ
た
。
 
 
 

。
害
虫
駆
除
1
冬
の
間
に
、
田
の
岸
（
ゲ
シ
）
を
丹
念
に
焼
き
、
虫
の
卵
の
駆
除
を
は
か
っ
て
お
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
虫
 
 

は
つ
く
。
氏
神
さ
ん
か
ら
は
、
神
札
が
配
ら
れ
た
。
榊
森
神
社
で
は
、
現
在
で
も
「
桝
森
神
社
五
穀
成
就
之
授
田
島
昆
虫
災
悉
退
除
 
 

所
」
と
し
た
御
礼
を
出
し
て
い
る
。
実
効
が
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
田
に
油
を
撒
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
節
を
抜
い
た
竹
筒
に
油
を
 
 

入
れ
、
下
方
の
小
六
か
ら
し
た
た
ら
せ
て
、
稲
の
根
元
な
ど
虫
の
つ
い
た
と
こ
ろ
へ
か
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
油
は
「
ノ
ー
ト
ク
 
 

油
」
と
い
っ
た
（
萩
原
な
ど
）
。
や
が
て
誘
蛾
灯
を
用
い
る
よ
う
に
も
な
る
。
更
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
「
オ
ー
ク
ル
パ
イ
」
 
の
虫
送
り
 
 

行
事
が
あ
っ
た
（
第
三
節
「
年
中
行
事
」
参
照
）
。
収
穫
前
に
な
る
と
、
稲
穂
に
つ
く
雀
を
追
う
。
子
供
の
仕
事
と
さ
れ
、
一
日
中
、
田
 
 

で
バ
ケ
ツ
や
カ
ソ
を
叩
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

。
刈
り
入
れ
1
榊
山
神
社
の
祭
り
は
い
わ
ゆ
る
「
お
と
ぐ
ん
ち
」
で
、
十
月
二
十
九
日
で
あ
る
が
、
初
神
で
は
秋
祭
り
ま
で
に
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刈
り
入
れ
る
と
い
い
、
萩
原
で
は
祭
り
が
す
ん
で
か
ら
刈
っ
た
と
い
う
。
祭
り
が
す
む
と
、
時
に
は
霜
が
お
り
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
 
 

り
、
稲
刈
り
は
つ
ら
い
作
業
に
な
る
。
薄
刃
の
鎌
を
使
い
、
白
黒
の
ぶ
ち
が
入
っ
た
「
ト
ッ
サ
カ
砥
石
」
で
鎌
を
と
ぎ
な
が
ら
作
業
 
 

を
進
め
る
。
鋸
鎌
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
だ
い
ぶ
後
の
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
だ
ぶ
田
」
の
刈
り
入
れ
は
む
ず
か
し
 
 

く
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
が
必
要
で
あ
っ
た
。
二
つ
の
め
ご
を
さ
か
さ
に
し
、
め
ご
と
め
ご
の
間
に
梯
子
を
か
け
わ
た
し
て
、
そ
の
上
に
 
 

刈
っ
た
稲
を
の
せ
る
と
か
、
あ
る
い
は
竹
を
組
ん
だ
も
の
の
上
に
笹
を
敷
い
て
、
そ
れ
に
稲
を
の
せ
、
引
き
ず
っ
て
田
の
外
へ
運
ぶ
 
 

よ
う
な
こ
と
も
し
た
。
刈
り
取
っ
た
稲
は
「
は
ぜ
」
 
で
干
す
。
「
は
ぜ
」
は
一
段
で
、
「
は
ぜ
杭
」
三
木
を
組
ん
だ
も
の
を
両
端
に
 
 

置
き
、
長
い
「
な
る
」
を
渡
し
て
、
そ
れ
に
稲
を
掛
け
る
。
「
は
ぜ
二
十
日
」
と
も
い
う
が
、
割
合
長
く
干
し
、
負
い
子
で
負
う
て
、
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園2－211セ ン パ（娃野町側士飾税）  

囲2－2－12 足踏み式脳髄瀾（鳩野町朝」二飾践）  

三
尺
幅
の
牛
道
つ
た
い
に
家
ま
で
運
ぶ
。
 
 

。
脱
 
穀
 
－
 
稲
こ
ぎ
は
、
家
の
中
庭
 
 

で
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
以
前
は
「
せ
 
 

ん
ば
」
で
扱
い
だ
が
、
大
正
の
末
か
ら
昭
 
 

和
に
か
け
て
、
足
踏
み
回
転
式
の
脱
穀
機
 
 

を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
能
率
が
あ
が
っ
 
 

た
。
脱
穀
し
た
籾
は
、
「
と
う
し
」
で
チ
 
 

リ
を
よ
り
わ
け
、
庭
に
敷
い
た
む
し
ろ
で
 
 

干
し
、
「
板
さ
が
し
」
で
一
日
に
三
、
四
 
 

回
か
き
ま
わ
す
。
そ
し
て
「
と
う
す
」
を
 
 

l
「
 
三
人
で
ま
わ
し
「
す
く
も
」
を
分
離
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「
と
う
す
」
は
、
「
と
う
す
た
て
」
と
い
う
職
人
が
い
て
、
地
元
で
作
っ
た
と
い
う
。
 
 

。
調
 
整
 
－
 
「
と
う
す
」
を
挽
い
て
で
き
た
玄
米
ほ
、
個
人
も
ち
か
又
は
組
で
作
っ
た
「
そ
う
ず
」
や
、
あ
る
い
は
足
踏
み
日
 
 

で
精
白
す
る
。
日
つ
き
は
子
守
り
を
か
ね
た
子
供
の
仕
事
で
、
一
日
に
だ
い
た
い
一
〇
〇
〇
か
ら
一
五
〇
〇
も
つ
か
ね
ば
な
ら
な
か
 
 
 

1
 
生
活
誌
編
 
 

国2－215 せんごく  図2－2」3 籾 さ が し   

（熊野町郷土館蔵）  （熊野町郷土館蔵）  

さ
せ
て
、
「
せ
ん
ご
く
」
な
ど
を
使
っ
て
完
全
な
玄
米
に
す
る
。
「
と
 
 

う
す
挽
き
」
 
ほ
つ
ら
い
作
業
だ
っ
た
の
で
、
歌
で
や
っ
た
。
 
 

へ
茶
毘
の
あ
ん
ど
に
梅
屋
と
書
い
て
、
客
は
鷺
き
て
と
ま
れ
 
 

へ
蝶
よ
花
よ
と
育
て
た
娘
、
酒
に
か
え
ま
す
水
酒
に
 
 

図22－】4 ごl  口（熊野町郷⊥粧磁）  
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図2－2→T7 中原明雄氏画・「とう  

すひき」  
図2－2－16 中原明雄上帥j・「稲こぎ」の  

圃「せんば」で稲をこぎ、手桶で「し  

ょうれんばかご」（胴丸かご）に移して  

いる。「せんば」の下に、「もくさで」「ま  

ぐさとうL」が画きそえられている。  

っ
た
。
な
お
脱
穀
後
の
藁
は
、
牛
馬
の
飼
い
葉
に
す
る
と
か
、
尾
根
葺
き
の
 
 

材
料
に
す
る
た
め
、
納
尾
の
「
つ
ち
」
 
（
牛
小
罷
の
上
）
 
へ
積
み
上
げ
て
お
く
 
 

こ
と
が
多
い
。
 
 

D
安
ま
き
 
ー
 
「
だ
ぷ
田
」
以
外
の
乾
田
で
は
、
ほ
と
ん
ど
表
 
 
 

意
 
作
 
 を

作
っ
た
。
人
間
が
食
用
と
す
る
裸
麦
が
主
で
、
牛
馬
の
飼
料
 
 

と
す
る
大
麦
が
つ
ぎ
、
小
麦
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
自
作
農
家
も
作
っ
 
 

た
が
、
預
り
百
姓
の
場
合
ほ
麦
に
は
年
貢
が
な
か
っ
た
の
で
、
ず
い
ぶ
ん
力
 
 

を
入
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
稲
を
刈
っ
た
あ
と
、
「
か
ぶ
き
り
」
と
い
う
小
 
 

ぶ
り
の
鍬
で
一
つ
一
つ
稲
株
の
根
を
切
り
お
こ
し
、
牛
で
鋤
い
て
か
ら
溝
を
 
 

凰2－2－18・rT原明雄氏画・「とう  

み」で籾のチリをとる。   

図2¶2－19 中原明雄氏画・「うす  

つき」の園 足踏み式の唐日で精  
白する。左にいるのは子守り   
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三
、
四
月
に
な
る
と
、
最
後
に
「
も
と
よ
せ
」
を
す
る
。
「
が
ん
ぎ
」
の
間
の
土
を
麦
の
根
元
に
寄
せ
か
け
る
の
で
あ
る
。
草
を
お
 
 

さ
え
る
効
果
が
あ
っ
た
。
 
 

。
収
 
穫
－
1
大
月
に
な
っ
て
刈
り
は
じ
め
る
。
「
せ
ん
ば
」
で
麦
の
穂
首
を
落
と
し
、
乾
か
し
て
、
「
ぷ
り
」
で
四
方
か
ら
叩
 
 

い
て
ま
わ
る
。
麦
打
ち
唄
が
あ
る
。
 
 

へ
う
た
い
な
さ
れ
や
お
う
た
い
な
さ
れ
、
歌
で
器
量
が
さ
が
り
ヤ
せ
ぬ
 
シ
ョ
ガ
エ
ー
 
 

へ
う
た
い
声
す
り
や
殿
御
さ
ん
と
思
う
て
、
い
ら
ぬ
水
ま
で
汲
み
に
出
た
 
シ
ョ
ガ
エ
1
 
 
 

そ
し
て
「
と
う
み
」
 
に
か
け
、
「
そ
う
ず
」
や
足
騰
み
日
で
精
白
す
る
。
裸
麦
は
ロ
ー
ラ
に
か
け
て
押
し
麦
に
し
、
家
々
で
違
う
 
 
 

Ⅰ
 
生
活
誌
編
 
 

凰2－2－2D 中原明雄氏画・「麦こなし」の園  

「プリでたたく絵」「5月20日より6月7日  

まで」と、画中の説明にある。  

あ
げ
、
畝
を
作
る
。
「
飛
行
枚
ま
ぐ
わ
」
が
出
来
て
か
ら
は
そ
れ
を
ひ
い
て
 
 

拘
ら
し
、
「
が
ん
ぎ
」
を
切
っ
て
麦
を
ま
く
。
ま
い
た
あ
と
で
溝
の
土
を
か
 
 

ぶ
せ
、
代
肥
え
を
の
せ
る
。
「
が
ん
ぎ
」
と
「
が
ん
ぎ
」
 
の
間
に
は
「
ど
う
 
 

ず
」
（
下
肥
え
）
を
か
け
る
。
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
 
 
 

る
。
「
ど
う
ず
」
 
に
す
る
下
肥
え
は
不
足
が
ち
で
、
入
浴
後
の
風
呂
水
な
ど
 
 

は
み
ん
な
大
壷
に
た
め
こ
ん
だ
。
初
神
の
人
の
話
で
は
、
呉
ま
で
下
肥
え
を
 
 

な
 
 

と
り
に
行
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
一
軒
一
軒
に
そ
れ
ぞ
れ
約
束
の
家
が
あ
っ
 
 

て
、
そ
こ
ま
で
牛
に
ひ
か
せ
た
四
輪
車
で
行
く
。
ふ
つ
う
の
馬
車
よ
り
い
く
 
 

ぶ
ん
小
さ
い
車
で
あ
っ
た
。
 
 
 

。
手
入
れ
 
ー
 
麦
が
分
結
し
た
霜
の
こ
ろ
、
麦
踏
み
を
す
る
。
麦
踏
み
の
 
 

か
ぁ
り
に
土
入
れ
を
す
る
こ
と
も
、
両
者
を
併
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
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が
、
だ
い
た
い
七
二
二
か
五
・
五
の
割
合
で
米
に
ま
ぜ
て
食
べ
た
。
大
麦
は
牛
馬
の
飼
い
葉
と
し
て
欠
か
せ
す
、
平
釜
で
藁
と
い
っ
 
 

し
ょ
に
煮
、
飼
い
葉
桶
で
糠
と
ま
ぜ
あ
わ
せ
て
飼
料
と
し
た
。
 
 
 

な
お
、
畑
で
は
粟
・
キ
ビ
・
大
豆
・
小
豆
な
ど
も
作
っ
た
が
、
自
家
用
程
度
で
、
売
り
に
出
す
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
 
 

か
え
な
ど
は
限
ら
れ
た
範
囲
で
行
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
 
 

。
餅
つ
き
 
ー
 
十
二
月
二
十
七
・
八
日
と
三
十
日
が
餅
つ
き
の
日
で
あ
る
。
二
十
九
日
は
、
「
苦
」
を
残
す
と
い
っ
て
忌
み
、
三
 
 

十
一
日
は
繁
忙
の
た
め
に
避
け
る
。
一
目
で
何
斗
と
い
う
は
ど
た
く
さ
ん
の
餅
を
つ
い
た
。
粟
や
き
び
を
入
れ
た
も
の
も
つ
く
が
、
 
 

全
体
の
二
割
か
ら
三
割
の
程
度
で
あ
っ
た
。
出
来
あ
が
っ
た
餅
を
「
も
ろ
ぷ
た
」
 
へ
並
べ
る
。
 
 

。
こ
つ
も
ご
り
・
お
お
つ
も
ご
り
 
－
 
 

十
二
月
三
十
一
日
を
「
お
お
つ
も
ご
り
」
、
そ
の
前
日
を
「
こ
つ
も
ご
り
」
と
い
う
。
ま
 
 

ず
正
月
の
買
物
を
し
た
。
鮭
は
必
ず
買
う
。
そ
し
て
節
料
理
を
作
る
。
煮
し
め
と
い
っ
て
、
昆
布
・
ご
ぼ
う
‥
」
ん
に
ゃ
く
・
里
 
 

芋
・
人
参
・
高
野
豆
腐
な
ど
を
醤
油
で
味
付
け
し
た
も
の
と
か
、
煮
豆
－
か
ず
の
こ
な
ど
を
た
く
さ
ん
作
り
、
重
箱
に
詰
め
た
り
、
 
 

大
皿
に
並
べ
て
、
正
月
三
が
日
は
料
理
を
し
な
い
で
す
む
よ
う
に
し
た
。
な
お
「
お
お
つ
も
ご
り
」
は
、
一
年
後
半
期
の
買
い
物
代
 
 

第
二
草
 
根
野
町
の
民
俗
 
 

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
本
稿
で
扱
う
範
囲
で
ほ
、
旧
暦
が
生
き
て
い
た
時
期
が
あ
る
の
だ
が
、
以
下
原
則
と
し
て
新
暦
に
統
一
し
 
 

て
ま
と
め
て
お
く
。
 
 

正
月
の
行
事
 
 

第
三
節
 
晴
れ
の
日
々
 
－
 
年
中
行
事
 
 

エ
院
払
い
 
－
 
年
末
の
適
当
な
日
を
選
ん
で
大
掃
除
を
す
る
。
正
月
の
準
備
の
開
始
日
に
つ
い
て
は
、
も
う
生
き
 
 

た
し
き
た
り
や
言
伝
え
は
残
っ
て
い
な
い
。
真
宗
地
域
な
の
で
、
神
棚
を
祀
ら
な
い
家
が
多
く
、
注
連
縄
の
張
り
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