
守
屋
家
掛
幅
と
四
季
耕
作
図
研
究

佐

川

和

裕

は
じ
め
に

守屋家掛幅と四季耕作図研究

筆
者

は

こ
れ

ま

で
四
季
耕

作
図

研
究

に
専
念

し

て
き
た
わ

け

で
は
な

い
た
め
、

こ
の
よ
う
な

場

で

の
報
告

は

い
さ
さ

か

の
た
め
ら

い
が

あ

る
。

し

か
し
、

こ

こ
で
と
り
あ

げ

る
守

屋
家

所
蔵

の
四
季
耕
作

図

は
、
筆
者

の
勤

務
し

て

い
る
博
物

館

で
保
管
を

し

て

お
り
、

そ

の
担

当
者

と

し

て
少

な
く

と
も
資
料

に
対
す

る

一
定

の
見
解

を

も

つ
こ
と
は
必

要

な

こ
と

で
あ

ろ
う
。

そ
う

い
う

こ
と

か
ら

す
れ
ば
、

こ
こ
で

の
報

告
も

お
許

し

い
た
だ

け

る

の
で
は
な

い
か
と
考

え

て

い
る
。

な
お
、
本

資
料

の
体

裁

は
軸

装

さ

れ
て

い
る
た
め
標

題

に
は
掛
幅

と
し

た
が
、
他

の
四
季
耕

作
図

と

の
区
別

を

つ
け
る
た

め

に
守

屋
本

と
呼

ん

で

い
く

こ
と

に
す

る
。

守

屋
本

は
、

こ
れ
ま

で

に
も
描

か
れ
た
図
柄

を
具

体
的

に
読

み
解

く
作

業

が

お

こ
な

わ
れ

て

お
り
、

い
く

つ
か

の
段
階

に
お

い
て
本
資

料

に
対

す

る
評
価

が

明
瞭

に
変

わ

っ
て
き
た

こ
と
が

う

か
が
え

る
。

そ

れ

は
、
四
季
耕

作
図

の
研

究
史

の
中

で
、
守

屋
本

が
ど

の
よ
う

な

位

置
付

け

を
な

さ
れ

て
き
た

の
か
と

い
う

こ
と

の
意
味

で
あ

り
、
翻

っ
て
守

屋
本

と

い
う

一
つ
の
資

料

を

と
お
し

て
研

究
史

全
体

の
流

れ

を

み
る

こ
と
も

で
き

る
。

い
わ
ば

四
季
耕
作

図

の
研
究
史

を
考

え

る
う
え

で
象
徴
的

な
資

料

と
し

て
守

屋
本
を

と
ら
え

る

こ
と
が

で
き
よ

79



う

。
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一

守
屋
本
と
研
究
史

守
屋
本
の
履
歴

守
屋
本
は
神
奈
川
県
内

に
残
る
四
季
耕
作
図
と
し
て
比
較
的
早
く
か
ら
所
在
が
知
ら
れ
て
い
た
。
守
屋
家

の
立
地
す
る
神
奈
川
県
中
郡

大
磯
町
は
相
模
湾

に
面
し
た
県
南
部

の
ほ
ぼ
中
央

に
位
置
し
て
お
り
、
面
積

一
万
七
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
余
り
の
小
さ
な
町

で
あ
る
。

県
中
央
部
を
縦
貫
す
る
相
模
川
と
県
西
部
を
縦
貫
す
る
酒
匂
川
に
挟

ま
れ
、
標
高

一
〇
〇

メ
ー
ト
ル
前
後

の
山
陵
が
連
な
る
丘
陵
地

(大

磯
丘
陵
)
が
展
開
し
て
お
り
、
大
磯
町
は
そ

の

一
角

に
位
置
し
て

い
る
。
町
域

の
約
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
丘
陵
部
が
占
め
て
お
り
、

い
わ

　
　

　

ば

畑
作

の
卓
越

し

た
地
域

で
あ

る
。

ま
た
、

現
在

の
町
域

に
は

い
わ

ゆ

る
近

世
村

が

一
一
か
村

あ
り
、

そ

の
う

ち

の
ひ
と

つ

「黒
岩

村

」

の
名

主
を
務

め

て

い
た

の
が
守

屋
家

で
あ

る
。

な

お
、

黒
岩
村

は
標

高

一
〇

〇
1

一
五

〇

メ
ー
ト

ル
に
か
け

て
展
開

し
て

お
り
、

大
磯

丘

陵

の
中

で
も
最

も
高

い
と

こ
ろ

に
位

置
す

る
集
落

と

い
え

る

(図

1
)
。

さ
て
、
守
屋
本

が
世

に
出

る
契
機

と
な

っ
た

の
は
、

神
奈

川
県
史

資
料

所
在

調
査

に
と
も
な

っ
て
昭
和

四
五
年

二

九
七

〇
)

か
ら
開

始

さ
れ
た
大
磯

町
対
象

の
悉

皆

調
査

に
遡

る
。

こ

の
と

き
守

屋
家

で
は
、
天
正

一
九
年

(
一
五
九

一
)

か
ら
大

正
期

に
至

る
八
七

六
点

に

及

ぶ
資
料

が
確

認

さ
れ

た
。

こ
れ

は
、

大
磯

町
内

で
最
大

の
点
数

を
誇

る

の
は
も

ち

ろ
ん
、
質
的

に
も
た

い

へ
ん
整

っ
て

お
り
、
地

域
史

を
探

る
う

え

で
貴
重

な
資

料
群

と
し
て
注
目

さ
れ
た
。
守

屋
本

は
、

調
査
担

当
者

で
あ

っ
た

小
松
郁
夫

氏

に
よ

り

こ
れ
ら

の
資
料
中

か
ら

　
　
　

発

見

さ
れ
、
当
時

知

ら
れ

て

い
た

い
く

つ
か

の
耕

作
図

を
参
考

に
、
小
松
氏

自
身

が

四
季
耕

作
図

と
命

名

し
た

の
だ

と

い
う
。

　
ヨ

ね

調
査

の
成
果
は
、
ま
ず
昭
和
四
六
年

(
一
九
七

一
)
に

『神
奈
川
県
史
資
料
所
在
調
査

1
1

大
磯
町
』

に
四
季
耕
作
図
と
し
て
目
録
化

　
る

　

さ

れ
た
。

つ
づ

い
て
、
昭

和

五
〇
年

(
一
九

七
五
)

に

『神

奈
川

県
史

資
料
編

7

近

世

(4
)
』

の
付
録

に
お

い
て
図
版

と
解

説
が

付

さ
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れ
、
広

く

周

知

さ

れ
る

こ
と
と

な

っ
た
。

翌
年

に
は
隣

接

す

る
平

塚
市

博

物
館

の
開
館

に
と

も

な

い
、
守

屋

家

か
ら
寄

託

を

受

け

て
民

俗

・
民
具

の
常

設
展

示

の
骨

子

と
し

て
活

用

さ
れ

る
こ

と

に
な

る
。

そ

の
後
、

昭
和

六

三
年

(
一
九

八

八
)

に
大
磯

町
郷

上
資
料
館

の
開

館

に
際

し
、
守

屋
家

の
意
向

に
よ

っ
て
平
塚
市

博
物
館

か
ら
大
磯

町
郷

土
資

料
館

へ
移
管

さ
れ
る

こ
と

と
な

っ
た
。

以
後

、
大
磯

町
郷

土

資

料
館

に
て
寄
託

を
受

け

て
保
管

し
、

現
在

に
至

っ
て

い
る
。
近

世

の
農

村

や
農

民

の
生
活
を

知

る
う

え

で
の

シ
ン
ボ

リ

ッ
ク
な
資
料

と

し

て
、
す

で

に
多
方

面

で
利

用
さ

れ

て

い
る

こ
と
は
周

知

の
と

お
り

で
あ

る
。
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研
究
史
上
に
お
け
る
位
置
付
け
の
変
遷

先

に
お
こ
な
わ
れ
た
河
野
報
告

の
中

で
、
同
氏
は
四
季
耕
作
図
研
究

の
節
目
と
し
て
い
く

つ
か
の
段
階
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
守
屋
本

の
評
価

に
お

い
て
も
同
じ
よ
う
な
段
階
を
踏
ん
で
い
る
。

ま
ず
、

『神
奈
川
県
史
資
料
編

7

近
世

(4
)
』

の
付
録

の
解
説
を
担
当

さ
れ
た
児
玉
幸
多
氏

に
よ
れ
ば
、
〈
①
安
政

六
年

(
一
八
五

九
)
に
雲
霧
陳
人
と
い
う
人
物

が
描

い
た
。
②
守
屋
家

の
伝
承
と
し
て
同
家

に
滞
在
し
た
旅
僧
が
謝
礼
と
し
て
描

い
た
。
③
浮
世
絵

の
版

下
絵
や
肉
筆
画
を
連
想

さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
狩
野
派

に
近

い
専
門
的
な
絵
師
が
描

い
た
と
思
わ
れ
る
。
④
近
年
表
装
し
て
軸

に
仕
立

て
た
。

⑤
富
士
山
を
背
景
と
し
た
幕
末

の
相
模

の
田
園
風
景
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
V
と
い
う
よ
う
に
、
総
体
と
し
て
非
常

に
在
地
性

の
高

い
資

料
と
し
て
評
価
を
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
資
料
的
価
値
が
認
識

さ
れ
た
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
活
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
特

に
先

に
述

べ
た
平
塚
市
博
物
館

で
は
複
製
写
真
パ
ネ

ル
を
配
置
し
、
画
面

に
描
か
れ
て

い
る
農
具
と
現
存
す
る
在
来
農
具
を
対
比
さ
せ
な

が
ら
暮
ら
し
ぶ
り
を
説
明
す
る
と
い
う
、
情
報
を
ビ
ジ

ュ
ア
ル
に
咀
囑
し
た
展
示
が
実
現
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
展
示
を
渡
部
武
氏
が
ご
覧

に
な

っ
た
こ
と
で
新

た
な
段
階

へ
進
む
こ
と

に
な

る
。
同
氏
は
、
〈①

四
季
耕
作
図
は
農

作
業

の
実
相
を
知
る
う
え
で
は
た

い

へ
ん
有
用
だ
が
、
ひ
と

つ
の
流
行

に
の

っ
て
徹
底

し
た
粉
本
主
義

の
も
と
で
描

か
れ

て
い
る
場
合
が

多

い
た
め
、
も
う

一
度

こ
れ
が
相
模

の
様
子
を
描

い
た
も
の
な
の
か
実
情
を
精
査
し
た
う
え
で
利
用
す

べ
き
で
あ
る
。
②

江
戸
中
期
以
降
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に
、
「
四
季
耕
作
図
」
の
需
要
が
名
主
層

に
ま
で
及
ぶ
に
し
た
が

い
、
絵
師
も
そ

の
変
化

に
対
処
す
る
中

に
お

い
て
農
耕
図
を
描

く
必
要

ハ
ら

り

に
迫

ら
れ
た
〉

と
論

じ
ら

れ
た
。

つ
ま
り
、
守

屋
本

に
限

ら
ず

四
季

耕
作

図
を
地

域
博

物
館

に
お

い
て
地

域
資

料

と
し

て
利

用
す

る

に
は

十
分

注
意

せ
よ

と

い
う

こ
と

で
あ

り
、

安
易

な
利

用

に

つ
い
て
警

鐘

を
鳴

ら

さ
れ
た

と
理
解

す

る
こ
と

が

で
き

よ
う
。

そ
し

て
・

ま

さ

に

守

屋
本

は
そ

の
役
割

を
負

っ
た
と

い
え
る
。

つ
い
で
、
渡

部
氏

の
指
摘

を
受

け

て
、
当
時

平
塚
市

博
物

館

に
在

職

さ
れ

て

い
た
小

川
直

之

氏
が
、
農

具

の
描

き
方

・
使

用
法

・
時
代

的
な

考
証

な

ど
、

図
柄

に

つ
い
て

の
具
体
的

な
再

検
討

を

お

こ
な

っ
た
。

こ
れ
は
、
平

成

三
年

(
一
九
九

一
)

に
町

田
市

立
博
物

館

で
開

催

さ

れ
た
特

別
展

「
多
摩

の
民

具

.
江

戸
時
代

の
農

具
」

に
お
け

る
展

示
図

録

に
収

録

さ

れ
た
小
川

氏

の
論

考

に

つ
な
が
(観
。
同

氏

は

こ

の
中

で
、
〈
①
大

磯

周
辺
も

し

く
は
相
模

平
野

の
水

田
稲
作

の
様

子

を

す

べ
て
忠
実

に
描

写

し

て

い
る

わ

け

で
は
な

い
。
②
富

士
山

の
描

写

は

四
季
耕

作
図

の
需

要

が
各
階
層

へ
、

あ

る

い
は
地

方

へ
と
幅
広

く

及

ぶ
中

で
、
絵
師

が
現
地

の
実
情

に
応

じ

て
対
応

し
よ
う

と
し

た

も

の

の
ひ
と

つ
で
あ

る
。
③

襖
絵

.
屏
風
絵

か
ら
絵
馬

へ
と
展

開

し

て

い
く
中
間

的

な
位

置

に
あ

る
〉

と
結
論

づ

け

て
い

る
。

以
後

、

さ

ま
ざ

ま
な
場

に
お

い
て
活

用

さ
れ

る
こ
と

に
な

る
が
、

そ

の
ほ
と
ん

ど

は
小

川
氏

の
論
考

に
準

拠

し

て

い
る

と

い
え

よ
う
。

さ

て
、
守
屋
本

は
小

川
氏

の
論
考

で
ほ
ぼ
言

い
尽
く

さ
れ
た
感

が
あ

っ
た
が
、
平

成

八
年

(
一
九
九

六
)

の

『瑞

穂

の
国

●
日
本

ー
ー

ハ
ア

　

四
季
耕
作
図
の
世
界
』

の
刊
行
を
契
機

に
、
そ
れ
ま
で
絵
画
資
料
研
究
が
美
術
史
的
な
範
疇
に
終
始
し

て
い
た
イ

メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、
歴

史
学

.
民
俗
学

.
民
具
学

.
農
業
技
術
史
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点

か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
で
き
る
と
い
う
気
運
が
生
成
さ
れ
た
・
平
成

=

年

(
一
九
九
九
)

に
は

「絵
要

料
を
読

む
会
」
と

い
う
小
さ
な
研
究
会
が
結
成
さ
漉
、
守
屋
本
を
保
管
し
て
い
る
関
係

か
ら
箸

も
参

加

さ

せ

て
い
た

だ

い
た
。

そ

の
研
究

会

の
席

上

で
守

屋
本
を

あ

ら
た

め

て
見
直

す
機
会

を
得

た

こ
と
で
、

ま
だ
多

く

の
検

討

の
余

地

が
残

さ
れ

て

い
る

こ
と

に
気
付

く

こ
と
と
な

っ
た
。

つ
ぎ

に
具
体
的

に
考

証

し

て
み
た

い
。
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二

写
実
性
の
検
討

図
柄

の
検
討

　
　

　

守
屋
本

の
図
柄

に
つ
い
て
具
体
的

な
考
証
を
進

め
る
う
え

で
大
き
な
手
が

か
り
と
な
る
の
が

『神
奈

川
県
管
下
農
具
図
説
』

(以
下

　
い

　

『農

具
図
説
』
)

で
あ

る
。
神
奈

川
県
内

に

お
け
る
明

治
期

の
農

具

調
査

に
は

い
く

つ
か
あ

る
が
、

『
農

具
図

説
』

は
明

治

一
〇

年

(
一
八

七
七
)

に
開
催

さ

れ
た
内
国
勧

業
博

覧
会

に
出

品

さ
れ

た
諸

道
具

を
写

し
取

っ
た

も

の
で
、
そ

こ
に
は
黒
岩

村

と
隣

接
す

る
生
沢

村

の

二

宮

太
平
氏

の
出

品

と
し

て
、

田
方

農
具

・
畑
方

農

具

・
機

具

・
山
具

・
漁
具

の
彩
色

図

と
図
解

が

ま
と

め
ら

れ
て

い
る
。

守

屋
本

が
描

か

れ

た
安

政

六
年

(
一
八
五
九
)

と

は

一
八
年

の
差

が
あ

る
も

の
の
、

今

の
と

こ
ろ
最

も
年
代

の
近

い
農

具

図

で
あ

る
。

こ
こ
で
は

『農

具

図
説

』

と

の
比
較

を
中

心

に
、
当
地

周
辺

の
民
俗

調
査

の
成

果

も
交

え

て
検

討

し

て

い
く
。

そ

れ
は
相
模

地
方

の
稲
作

の
実

相
を
描

い
て

い
る
の
か
、

そ

の

こ
と
を
確

認

す
る
作
業

と

い
え

る
。

守

屋
本

の
本

紙

の
部
分

は
、
縦

=

六

・
五

セ

ン
チ

メ
ー

ト

ル
、
横

一
二

八

・
五

セ

ン
チ

メ
ー

ト

ル
と

や
や
横
長

で
あ

る

(図

2
)
。

画
面
右
下

に
落
禁

あ
り
・
要

政
己
未
月
見
見

綴

雲
霧
陳

人
星

と
あ
る
.
こ
れ
に
よ

っ
て
、
安
政
六
年

(
天

五
九
)
八
旦

日

に
、
雲

審
陳

人

に
よ

っ
て
描

か
れ
た

こ
と

が
分

か
る
。

し

か
し
、
雲
霧
陳

人

が

い
か
な

る
人
物

か
は
今

の
と

こ
ろ
分

か

っ
て

い
な

い
。

全

体

の
構

図

は
、

画
面
右

下

か
ら
ほ

ぼ
反
時
計

回

り

に
水

田
稲

作

の
作

業

(
二

ニ
工
程

)
が
描

か

れ

て

い
る

(図

3
)。

作

業

工
程

に
そ

っ
て
具
体
的

に
み

て

い
く

こ
と

に
す

る
。

①

種
籾
浸

し
/

作
業

は
画
面

右
下

の
種
籾

浸

し

か
ら
始

ま
る
。
種
籾

が

入

っ
て

い
る
と

み
ら

れ
る
俵
を

水

に
浸

し

て

い
る
場

面

で
あ

る
。

稲

は
種
籾

か
ら
少

し
芽
が
出

て
き
た

と
こ

ろ
で
苗

代

に
蒔

く

の
が
通
常

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
こ

の
作
業

は
、
俵

に
入
れ

た
種

籾

を
水

に

浸
す

こ
と

で
発
芽

を
促
進

さ

せ
よ
う

と
し

て

い
る
場

面

と

い
え

る
。

な

お
、

使

用

し

て

い
る
俵

に
は

二
種

類

の
形

態

が

み
え

る
。

「農

具
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苗投げ

田植 え

図2

嚢舞陳人筆

「四季耕作図」

図3

農作業の流れ
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図

説
』

で
は

「
種

俵
」

と

い
う

表
記

が

あ

る
。

莚

で

つ
く

る
種

俵

と
藁

の
細

縄

で
編

む
種

俵

の
二
種
類

が
記

さ

れ

て

お
り
、

い
ず

れ

も

「小

俵

」

と
し

て

つ
く
る

と
説
明

さ

れ
て

い
る
。
画

面
上

で
は
分

か
ら
な

い
が
、
収

穫

し

た
玄

米

を

入

れ
る
米
俵

(四
斗

俵
)

よ

り
も

小

さ
な
俵

で
あ
る

こ
と
が
推

測

さ

れ
る
。

②
種

籾
干

し
/

莚

の
上

に
種

籾

を
広
げ

て

い
る
様

子
が

み
え

る
。

水

か
ら
あ
げ

て

一
時

的

に
干

す

こ
と

で
、

よ
り

一
層
発
芽

を
促
進

さ

せ
よ
う

と

い
う
作

業

で
あ

ろ
う
。
聞

取

り
調
査

の
中

で
聞

か

れ
る
作

業

が
、

そ

の
ま
ま
画
面

上

で
も
展
開

さ
れ

て

い
る
。

③

種

籾
運

び
/
藁

製

と
思

わ
れ

る
円

い
容

器

に
種
籾

を
入

れ
、
も

ち
あ
げ

よ
う

と

し

て

い
る
。

『農

具

図
説
』

の
彩
色

図

に
は

「
モ
ミ

カ
ツ
ギ
」
・

図
解

に
は

「籾

籍

」

「籾

イ
チ

ッ

コ
」

と
あ

る
。

イ
チ

ッ

コ
と

い
う
呼

び
名

は
現
在

で
も
使

わ
れ

て

い
る
。

た
だ
、

現
存

し
て

い
る
イ

チ

ッ

コ
に
は
藁
縄

の
持

ち
手
が
あ

る
が

、
画
面

上

で
は
確
認

で
き
な

い
。

④

種

蒔
き
/

ザ

ル
の
よ
う

な
も

の
を
抱

え

な
が

ら
、

畦

か
ら
種

を
蒔

い
て

い
る
。

『農

具

図

説
』

に
は
、
発
芽

し
た
種

籾

を

入
れ

て
苗

代

に
運

ぶ
竹

製

の
ザ

ル
と
し

て

「種

ブ
リ
ザ

ル
」

と
図
解

さ

れ
て

い
る
。

な

お
、

こ
こ
で
は
、

種
が
風

に
な
び

い
て
前
方

に
流

れ

て

い
る

よ
う
な
描
写
が
み
え
る
・
『女
大
学
轟

』

二

七
三
三
)
に
は
こ
の
よ
う
な
描
写
が
み
ら
れ
、
以
後
は
同
様

の
描
写
が
な
さ
れ
る
こ
と
が

多

い
た
め
、
粉

本

を
考

え

る
う

え

で
注
意

し

て

お
き
た

い
。

⑤

籾
均

し

(苗
代

叩

き

)/

当
初

は
、
何

の
作

業

を

し

て

い
る

の
か
、

よ

く
分

か
ら

な

か

っ
た
場

面

で
あ

る

(図

4
)
。

す
な

わ

ち
、

〈
(1
)
種

を
啄

む
鳥
を
追

い
払

っ
て

い
る

の
で
は
な

い
か
。

四
季

耕

作

図

に
は
苗

代

を
狙

う

鳥

の
描

写

も
少

な
く

な

い
。

(2
)
苗

に

つ

い
た
ズ

イ

ム

シ
を
払

っ
て

い
る

の
で
は
な

い
か
。

ズ

イ

ム

シ
と

い
う

の
は
蛾

の

一
種

で
、
当

地
域

で

は
農
薬

の
普

及

ま

で
学
校
行

事

と
し

て
ズ

イ

ム

シ
取

り

が
授

業

に
組

み
入
れ

ら
れ

て

い
た

こ
と
も

あ

り
、
聞

取

り
調

査

の
中

で
は
印

象

深
く

語

ら
れ

て

い
る
作

業

で
あ

る
。

(3
)
箒

の
油

を

つ
け

て
苗

を

洗

う

こ
と

に
よ

っ
て
、
害
虫

か
ら
防

護

す

る
と

い
う
作

業

で

は
な

い
か
。
例

え

ば

『豊

稼
録

』

(
一
八

二

六
)

な
ど

に
は
そ

の
様

子

が
記

さ
れ

て

い
る
。

し

か
し
、
当

地

周
辺

の
資
料

や
聞

取

り

調
査

の
中

に
は

で
て

こ
な

い
。

(
4
)
種

を
蒔

い

た
あ

と

に
葉

の

つ
い
た
竹

で
上

を
な

で

て
土

を

か
け
る
、

い
わ

ゆ
る
籾
均

し

で
は

な

い
か
。

大
正

二
年
生

ま
れ

の
話

者

に
よ

れ
ば

、
苗

代

8b



守屋家掛幅と四季耕作図研究

1欝欝 讐1

離総識 攣編
翼講顯 灘r,∴ 、

図4苗 代叩 き

φ
'

/
'

./
渉

灘;
…欝

図5「 苗代 タタキ」 と 「ナ ラシ」(『農具図説』)
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図6 「マ ンガ」(『農具図説』)
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ロ

　

に
三
尺

の
ウ
ネ
を

つ
く

り

ヘ
ラ

で
平

ら

に
し

て
、

種
を

ふ

っ
て
葉

の

つ
い
た
竹

で
上
を
撫

で
た

と

い
う
。

こ

の
よ
う

な
行
為

は
当
地

周
辺

ヘ
ハ

サ

で
も
ご
く

一
般
的

に
お

こ
な

わ
れ

て

い
た
〉
。

以
上

の
よ
う

に
、
図

柄

か
ら

は

お
お
ま

か

に
四

つ
の
可
能

性
を

指
摘

す

る
こ
と

が

で
き

る
。

と

こ
ろ

で
、
神

奈
川

県
横

須
賀
市

追

浜

の
平

田
家
所

蔵

の
四
季

耕
作

図
屏
風

(以
下
、
平

田
本

と
呼

ぶ
)

に
も

ま

っ
た

く
同

じ
作

業

が

み
え

る
。

平

田
本

は
、

『女

大
学
宝

箱
』

を
粉
本

と
し

て
利

用

し

て

い
る

こ
と
が

分

か

っ
て

い
る
が
、

同
書

か
ら
漏

れ
た
耕

作
描

写

も
多

く

み
ら
れ
、
蓮

田

や
鷹

取
山

な

ど
地

域

の
実
情

を

か
な
り
描

き
込

ん

で

い
る
と

み
ら

れ
る
。

さ
ら

に
は
慶
応

三
年

(
一
八
六
七

)

の
製
作

ハ
ね

　

と
推
測

さ
れ

て

お
り
、
年
代

的

に
も
守

屋
本

に
非
常

に
近

い
。
同

じ
相

模

の
地

に
お

い
て
、
同

じ
幕
末

期

と

い
う
作

品

の
中

で
共
通

の
描

写

が

み
ら

れ
る

こ
と
は
大

き
な
手

が

か
り

と

い
え

る
。

さ
ら

に
は

『農

具

図
説
』

に

「苗

代

叩

ハ

葉
付

ノ
長

六
尺
位

ノ
篠
竹

ニ
シ
テ
稲

　
と
き
　

ヲ
蒔
付

シ
片

直

二
泥
水

ヲ
附

ケ

静

カ

ニ
叩

キ
種

ヲ
埋

ル

ニ
用

ユ
」
も

の
と

し

て

「苗

代

タ

・
キ
」

が
、

あ

わ
せ

て

「
稲
種

ヲ
蒔
付

ケ

シ
片

直

二
上

ヲ

ナ

ラ

シ
種

ヲ

埋

メ

ル

ニ
用

ユ
ル
具
」

と

し

て

「
ナ
ラ

シ
」

が

図
解

さ

れ

て

い
る

(図

5
)
。
種

を
蒔

い
た
土

の
上

を

「
叩

く
」

の

か

「撫

で
る
」

の
か
の
行
為

の
選
択

理
由

に
ど

の
よ

う

な
違

い
が

あ

る

の
か
は
分

か
ら
な

い
が
、
同

じ

目
的

を

も

っ
た
作

業

と
し

て
並
行

し

て
お
こ
な

わ
れ

て

い
た
よ
う

で
あ

る
。

な

お
、
篠
竹

も

し
く

は
箒

の
描

き
方

、
手
前

の
水

田

の
畦

に
立

ち

な
が
ら
後
方

の

水

田

の
作
業

を
し

て

い
る
か

の
よ
う

な
描

き
方

、
あ

る

い
は
箒

が
水
平

に
な

り
す
ぎ

て
は

い
な

い
か
と

い
う
疑

問
も
残

る

の
だ
が
、

こ
れ

ハ
ほ
ロ

は
作
者

の
描
写

力

の
限
界

を
示

す
も

の
と

し

て
考

え

て

お
く

べ
き

か
。

⑥

万

鍬
耕

起
/

ア
ラ

オ

コ
シ
ー

ク

ロ
ツ
ケ
ー

コ
ギ

リ
ー

シ

ロ
カ

キ
と

い
う
本

田

の
準
備
作

業

の
う

ち
、

ア
ラ
オ

コ
シ
と
思

わ
れ
る
。
当

地

周

辺

で

マ
ン
ガ

(
マ
ン
ガ

ッ
ク

ワ

・
マ
ン

ノ
ゥ
)

と
呼

ぶ
水

田
耕
起

用

の
鍬

を
振

り
上
げ

て
作

業

を
し

て

い
る
様

子
が
描

か
れ

て

い
る
。

す

で

に
小
川

氏

が
指

摘

し

て

い
る
よ

う

に
、
画

面

で
は
鍬

が

五
本

刃
で
描

か
れ

て
お
り
、

三
本

刃
も

し
く

は
四
本

刃
が

一
般

的

で
あ

る
当

地
周

辺

の
実

情

と
は
違

っ
て

い
る
。

一
方

、

『農

具
図
説
』

で
は
、

三
種
類

の
鍬

を
図
解

し

て

い
る

(図

6
)
。

ひ
と

つ
は
四
本

刃

の

「木

　
マ
マ
　

　
マ
マ
　

　
こ
と

　

胴
萬

能
鍬

」

で
あ

る
。

こ
れ
は
刃

を

お
さ
え

る
部

分
が
木

製

で
、

「木

胴

朽
腐

或

ハ
刃

ノ
穣

ケ
禺

ル
ー

ア

ル
ヲ
以

テ
近

来

二
至

リ

用

ル
モ

ノ
稀

ナ
リ
」

と

い
う
。

ま
た
、
他

の
二
種

類

は

い
ず

れ
も

「
鉄
胴
萬

能
鍬
」

で
、
軟

ら

か

い
田

に
使

用

す

る
四
本

刃

と
、

堅

い
田

に
使

用

SS
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す

る
三
本

刃
が
あ

る
と
説

明
し

て

い
る
。

つ
ま
り
、

も

と
も

と

四
本

刃

の

「木

胴
萬

能
鍬

」

が
、

「
鉄
胴

萬
能

鍬

」

へ
改
良

普

及

さ
れ

る

途

上

で
、
水

田

の
条
件

に
よ

っ
て

四
本

刃

・
三
本

刃

が
生

ま
れ

た
過

程

を
う

か
が
う

こ
と
が

で
き

る
。

⑦
馬

鍬

耕
起

(代
掻

き
)
/
牛

を

先
導

し
な

が
ら

マ
ン
ガ

(当

地

で
は
人

力

の

マ
ン
ガ

と
同

じ
呼

称
)

を
牽

か
せ
、
代
掻

き

の
作

業

を

お
こ
な

っ
て

い
る
。

一
見

す

る
と
、
牛

の
鼻

竿
を
引

い
て

い
る
よ
う

に
み
え

る
。

西

日
本

で
は
鼻

竿

は
使

わ
ず

に

一
人

で
操
作

す

る
こ

と

が
多

い
た

め
、
鼻
竿

だ

と
す
れ
ば

、

む
し

ろ
関
東

的

な
描
写

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

と

こ
ろ
が
、

よ

く

み
る
と
鼻
竿

で
は
な

く
首

に
縄
を

つ
け

て

い
る
よ
う

に
と

れ
る
。

ま

だ
確

認

は
し

て

い
な

い
が

、
首

に
縄

を

つ
け

た
様

子

は
比
較

的

古

い
図

柄

の
中

に
描

か
れ

て

い
る
と

ハ
め

　

い
う
。

だ

と
す

れ
ば

、

西
日
本

的

で
あ

る
か
関
東
的

で
あ

る
か
と

い
う
区
分

よ

り
も
、

こ
の
時

期

に
流
布

し

て

い
た
絵

手
本

に
頼

ら
ず

に
・

む
し

ろ
実

景

を
描

い
た

の

で
は
な

い
か
と

い
う
見
方

も
生

ま

れ
て
く

る
。

ま
た
、
畿

内

や
西

日
本

で

は
頸
木

と
鞍

の
両
方

を
装
着

す

る

の

に
対

し

て
、
画

面

で
は
鞍

は

つ
け

て

い
る
も

の
の
頸
木

は
な

い
の

で
、

こ
れ

も
関
東

的
な
描

写

に
思

え
る
。

し

か
し
、

関
東
的

な
描

写

で
あ

る

こ
と
は
認
識

し

つ

つ
も

、
牛

そ

の
も

の
の
描

写

に
問
題

が
残

る
。
相
模

地
方

の
農
耕

に
お
け

る
畜

力

の
利

用
は
馬

が
中

心

で
、

い
わ
ゆ

る
耕

牛

の
普

及

は
早

く

て
も
明
治
末

、

た

い
て

い
は
大

正

か
ら
昭

和
初

め

に
か
け

て
と

い
わ
(糊
・

い
わ

ゆ
る
朝
鮮

牛

が
普

及

す

る
ま

で
倹

た

ね
ば
な

ら
な

い
。

要

す

る

に
、

こ

の
時
期

に
相
模

の
地

に
牛

が

い
た

の
か
と

い
う

こ
と

で
あ

り
・

こ

れ

に

つ
い
て

は
検

討
を

要
す

る
部

分
が
多

い
の

で
、

の
ち

ほ
ど
触

れ

る
こ
と

に
す

る
。

な

お
、

『農

具
図

説
』

で
は
、

畑
方

農
具

の

「畑

ヒ
キ

マ
ン
ガ
」

と

し

て
図
解

さ

れ

て

い
る
。

こ

こ

で
は

「
刃

ハ
鉄

ニ
テ
作

リ

タ

ル
モ

ノ

ニ
テ

畑

ヲ
鋤

キ
返

ス

ノ
後

横
竪

二
二
度

引

キ
掻

キ
ナ

ラ

ス

ニ
用

ユ
ル
具

又
田

二
用

ユ
ル

ニ

ハ

馬

ノ
尻

二
付

ケ
引
廻

シ
田

ヲ
平

均

ス
」

と
あ
り

、
畜
力

は

や
は

り
馬

で
、

し

か
も
畑
地

で

の
利

用

が

一
般

的

で
あ

っ
た

こ
と
、
水

田

に
お

い
て
も

馬

の
利

用

は
あ

る
も

の

の
代
掻

き

に
の
み
利

用

し

て

い
た

こ
と
が
読

み
取

れ

る
。

マ
ン
ガ

の
縄

の

つ
け
方

が
不
備

で
あ

る

こ
と
は
小
川

氏
が
指

摘

し

て

い
る
と

お

り

で
、
絵
師

は
基
本

的
な
構

造

や
機
能

を
理
解

し

て

い
な

か

っ
た

こ
と
が
う

か
が
え

る
。

⑧

苗
取
り

/

女
性

二
人

と
男
性

一
人

が
苗
取

り
を

お

こ
な

っ
て

い
る
。
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⑨

苗
運

び
/
男

性

二
人

が
、
竹

製

の
カ
ゴ

に
苗

を

入

れ
、

テ

ン
ビ

ン
を

使

っ
て
担

い
で
運

ん

で

い
る
。

『農

具

図
説
』

で
は
、
竹

製

の

カ
ゴ

に
藁

製

の
縄

を

つ
け
、
苗

を
入

れ

て
苗
場

か
ら
植

田

へ
持

ち
運

ぶ
も

の
と
し

て

「苗

籠

」
が
、

苗
籠

を
担

ぐ
も

の
と
し

て

「
天
秤

」

が

そ
れ

ぞ
れ
図
解

さ

れ

て

い
る
。

⑩

苗
投

げ
/
畦

か
ら
苗

を
投
げ

る

し
ぐ
さ
を

し

て

い
る
。

⑪

田
植
え
/
女
性
三
人
と
男
性

天

が
田
植
え
を
ゼ

、
な

っ
て

い
る
.
苗
取
り
か
畠

植
.蚤

で
の
男
女
比

に
は
注
立臼心す
る
脳
要
が
あ

る
。
大

磯
丘
陵

を
境

に
、

西

の
足
柄

平
野

は
女

の
田
植

え
地
帯

、
東

の
相
模

平

野

は
男

の
田
植

え
地

帯

で
あ

る
と

い
わ
れ

て

い
る
。
足

柄

平

野

の
配

講
。と
呼
ば

れ
る
地
域

で
は
、
男

が
本

田

の
準
備

を

し

て

い
る
問

に
女

が
苗

を
取

っ
て
田
植

え
を

す

る

こ
と
が

一
般

的

で
あ

り
、

相
模

平

野

で
は
女

が
苗

取

り
を

お

こ
な

い
男

が
田
植

え
を

す

る
こ

と
が

一
般
的

で
あ

っ
た
。

当

地
域

は
ま

さ

に
そ

の
境

で
あ
り
、
女

の
田

植

え

と
男

の
田
植

え
が
混

在

す
る
地

域

と

い
え

る
。

こ
こ

で
は
そ

の
要

因

に

つ
い
て
探

る

こ
と
が
目

的

で
は
な

い
の
で
深

く

は
触

れ
な

い

が
・

当
地

で
は
谷

戸

田
を
中

心

と
し
た
狭
小

な
水

田
が
多

い
た
め
、

基
本

的

に
は
家
族

で
人
手

が
足

り

る
場

合

が
多

い
。

た
だ

し
、

ク

メ

ン

の

い
い

(経
済

力

の
あ

る
)
家

で
は
奉

公
人

を
置

く

こ
と
も
あ

り
、

ま
た
、
多

少
広

い
水

田
を
も

つ
家

や
地
域

で
は
、

テ

マ
ガ

ワ
リ

.

ハ
ン
デ

マ

.
ス
ケ
と

い

っ
た
互
助

組
織

が
機
能

し

て

い
る
と

こ
ろ
も

あ

る
。
特

に
比

較
的

広

い
水

田
を

も

つ
平

野
部

の

一
部

の
家

で
は
、

ハ
ロ

　

西
郡

か
ら
腕

利

き

の
女
性

を
依
頼

し
て
田
植

え
を

し

て
も
ら

っ
て

い
た

こ
と
も
あ

る

と

い
う
。

し

た
が

っ
て
、
男

女

の
数

は
単

に
絵

画
的

な

バ

ラ

ン
ス
だ

け

で
描

い
た

の
か
、

あ

る

い
は
地

域

の
実

情

を
意
識

し

て

い
た

の
か
と

い
う

こ
と
は
大

き
な
問
題

と

い
え
よ
う
。

⑫

草

取
り
/

水

田

の
管

理

は
、
水

周

り
や
除

草

と

い

っ
た
管

理

が

と
も
な
う

。
笠

を
被

り
、
横

一
列

に
並

ん

で
、

い
か

に
も
効
率
的

に

作

業

を
進

め

て

い
る
よ

う

に
も

み
え

る
。

特

に
三
列

の
作
業

集

団
が

み
え

る
が
、
当

地

で

の
草
取

り

は
、
時
期

を
違

え

て

一
番
草

.
二
番

草

・
三
番

草

と
、

三
回

の
草
取

り
を

お
こ
な
う

こ
と
が
望

ま

し

い
と

い
わ
れ

る
。

三
列

の
作
業

集
団

は
、

こ

の
よ
う

に
三
回

の
草
取

り
を

示

し

て

い
る

と

い
う
解

釈

も
提
示

し

て
お
き

た

い
。

な

お
・
傍

ら

に
は
案

山

子
あ

る

い
は
鳥

お
ど
し

の
よ
う

な
も

の
が
立

っ
て

い
る
。
竹

の
柱

上

に
藁
状

の
塊

と
笠

を
載

せ
、
縄

を

四
方

に
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張

り
渡
し

て
あ

る
。

一
般

的

に
は
縄

に
鳴

子
を

つ
け
る

の
で
あ

る
が
、
図
柄

に
は
描

か

れ

て

い
な

い
。

『
農

具
図

説
』

で
も

「板

二
竹

ヲ

附

ケ

シ
モ
ノ

ニ
テ

鳥

ノ
稲

田

二
集

マ
ル
片

縄

ノ

一
端

ヲ
引

キ
竹

ト
竹

ト
触

レ
テ
聲

ヲ
ナ

サ

シ
メ

鳥

ヲ
威

ト

ス

ニ
用

ユ
」

と
あ

る
た

め
、
単
純

に
鳴

子
を
描

き
忘

れ

た

の
だ

ろ
う

か
。

た
だ
し
、

他

の
耕
作

図

に
も
鳴

子
が
描

か
れ

て

い
な

い
描

写

も
少

な
く
な

い

の
で
、

も

と
も

と
鳴

子
が

つ
い
て

い
な

い
も

の

で
あ

っ
た

こ
と
も
考

え
ら

れ

る
。

あ

る

い
は
実

相

を
知

ら
な

い
絵
師

が

、
た

ま
た
ま
粉
本

に
鳴

子
が

描

か
れ

て

い
な

か

っ
た
た

め

に
、
誤

り

に
気

付

か
ず

に
そ

の
ま

ま
鳴

子
を
描

か
な

か

っ
た

の
だ

ろ
う

か
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
も
う
少

し
他

の
事
例

を
含

め

て
検

討

す

る
必
要

が
あ

る
。

⑬

稲

刈
り
/

つ
づ

い
て
画
面

は
左
半

分

に
移

り
、

稲
刈

り

の
場
面

と
な

る
。
男
女

各

一
人

が
作
業

し

て
お

り
、

う

ち
男

性

の
手

に
は
鎌

が
握

ら

れ

て

い
る
。

『農
具
図

説
』

に
は
三
点

の
鎌

が
描

か
れ

て

い
る

(図

7
)
。

一
点

は
刃
が
鋸

状

の

「
鋸

鎌
」

で
、
稲

を
刈

る

に
用

い

る
と
あ

る
。
も
う

二
点

は
通
常

の
刃

の

「
鎌
」

で
、
草

・
稲

・
麦

な

ど
を
刈

る
と
あ

る
。

一
般

に
鋸

鎌

が
普

及

し
た

の
は
遅

く
、
神

奈
川

　
　
　

県
内

で
は

明
治
以
降

で
は
な

い
か
と

い
わ
れ

て

い
る
。
安

政

六
年

(
一
八
五
九
)

の
守

屋
本

で
描

か
れ

て

い
る
鎌
が
鋸
鎌

で
な
く
、

明
治

一
〇
年

(
一
八
七

七
)

の

『農

具
図
説
』

に
鋸

鎌

が
掲
載

さ

れ

て

い
る
こ
と

は
、
鋸

鎌

の
普

及

の
時

期
を
考

え
る
う

え
で
、

ひ
と

つ
の
有

力

な
指
針

に
な
る

か
も

し
れ
な

い
。

在
地

の
情

報

が
含

ま
れ

て

い
る
と
す

れ
ば

実

に
興

味
深

い
。

な

お
、
空

に
は

三
羽

の
鳥

が

み
ら
れ

る
が
、
鳥

の
種

類

が
何

で
あ

る

か
判
断

は
難

し

そ
う

で
あ

る
。
落

雁

な

ど
が

パ
タ
ー

ン
と
し

て
考

え

ら
れ

る
が
、
全

体

に
彩
色

が
あ

る
中

で
黒
色

で
描

か
れ

て

い
る

こ
と
を
申

し
添

え

て
お
き

た

い
。

⑭

稲

束
運

び
/
牛

の
手
綱

を
と
り
、

牛

の
背

に
稲
束

を

の
せ

て
運

ん

で

い
る
。

こ
こ

で
も
大

き
な
問
題

は
牛

の
所
有

の
有
無

で
あ

ろ
う

。

あ

と
で
触

れ
る
。

⑮

千
歯

脱
穀
/

莚

を
敷

い
た
上

で
、
女

性

二
人

が
イ

ネ

コ
キ

マ
ン
ガ

で
稲

扱

き
を

し

て

い
る
。
傍

ら

で
は
扱

き
終
え

た
稲
束

を

ま
と

め

て

い
る
様

子
も

み
え

る
。
当

地

で
は
竹

製

の
歯

を
も

つ
も

の
は
今

の
と

こ
ろ
確

認

さ

れ

て

い
な

い
が
、

鉄
製

の
歯

を
も

つ
も

の
で

は
稲

用

と
麦

用

の
区

別
が

あ

っ
た
。
稲

用

は
麦

用

に
比

べ
て
歯

幅

(歯

の
問
)

が
狭

か

っ
た
と
記

憶

さ
れ

て
お
り
、

そ

れ
ぞ
れ

を
イ
ネ

コ
キ

マ
ン
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ガ

.
ム
ギ

コ
キ

マ
ン
ガ

と
称

し

て

い
る
。

『農

具
図
説

』

で
も

「
稲

コ
キ

マ
ン
ガ
」

「麦

コ
キ
」

と
図

解

さ
れ

て

い
る
。

な

お
、

千
歯

扱

き
と

い
う

の
は
、

一
般
的

に
穂

(歯

)

と
台

部

の

み
を
購

入

し
、
脚

部

は
使
用
者

が

つ
く

る

こ
と
が
多

か

っ
た

と

い
わ

ハ
お

ロ

れ

て
お
り
、

販
売

元
や
地

域

に
よ

っ
て
使
用

形
態

や
脚

の
相
違

が
生

ず

る

こ
と
も
考

え
ら

れ

て

い
る
。
今

後

の
課
題

と
し

た

い
。

⑯
連

枷

脱
穀
/

男
性

二
人
が

莚

の
上

で
、

連
枷

に
よ

る
脱

穀
を

お
こ
な

っ
て

い
る
。

当
地

周

辺

で
は
、

ク

ル
リ
あ

る

い
は

ク

ル
リ
ボ

ウ

と
呼

ば

れ

て

い
る
道
更

で
・
脱

穀

(ク

ル
リ
ブ

チ

・
ボ

ウ
チ
)

の
作
業

を
し

て

い
る

と

こ
ろ

で
あ

る
。

絵
柄

か
ら

ク

ル
リ

の
打
撃

部
が

一

本
木

で
あ

る

こ
と
が
分

か
る
。

『農

具
図

説
』

に
も

「
ク

ル
リ
」

と
あ

る
。

当
地

周

辺

で
は
柄

は
竹

で
、

打
撃

部

は
杉

丸

太

の

一
本

木

で

あ

り
、
図

柄

は
地
域

の
実
態

に
沿

っ
て

い
る
と

い
え
よ

う
。

た
だ

し

ひ
と

つ
気

に
な

る

の
は
、

か

つ
て
は
莚

の
上

で
ク

ル
リ
ブ

チ
を

す
る

こ
と
は
あ

ま
り
な

か

っ
た
と

い
う
伝

承
が
聞

き
取

ら

れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

当
地
域

で
は
、

ク

ル
リ
ブ

チ

に
際

し

て

ニ
ワ
と
呼
ば

れ

る

専
用

の
土
台

を

つ
く

る
場
合
が
多

い
。

粘

り
気

の
あ

る
土

を
も

っ
て
き

て
踏

み
込

み
、

さ
ら

に
は
十

分

に
叩

い
て
固

め

て
土

台
を

つ
く
り
、

そ

の
上

で

ク

ル
リ
ブ

チ
を

お

こ
な

う

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、

ニ
ワ

の
周

り

に
莚

を
敷

い
て
お
き
、

脱
穀

を
終

え
た
稲
粒

を
箒

を
使

っ
て
掃

き
落

と
す

の
で
あ
翻

。

画
面

上

で
は
莚

の
上

で
直

接

ク

ル
リ
ブ

チ
を

し

て

い
る
が

、
当
地

の
よ
う

な
杉

丸
太

の

一
本
木

で

の
打
撃

は

か
な

り
強

い
衝

撃

を
生

む
た

め
、

た

だ

で
さ
え
貴
重

で
あ

っ
た
莚

に
負

担

を

か
け
は

し
な

い
だ
ろ
う

か
。

当
地
域

の
聞

き
取

り

か
ら

す
る

と
、

多

少
疑

問

の
残

る
場

面

で
あ

る
。

⑰
籾

摺

り
/
建
物

の
軒

下

で

カ
ラ
ウ

ス
に
よ

る
籾

摺

り

が

お
こ
な
わ

れ

て

い
る
。

四
人

の
男
女

が
鑓

り
木
を
前

後

さ
せ

て
上

臼
を

回
転

さ
せ

て
お
り
、
男

性

一
人
が
鑓

り
木

の
介
添

え
を
し

な
が

ら
籾
を

入
れ

て

い
る
。

こ
こ
で

は

二
点

を
指

摘

し

て
お
き
た

い
。

ま
ず

ひ
と

つ
は
、

カ

ラ
ウ

ス
そ

の
も

の
の
描

き
方

で
あ

る
。

一
見

す

る
と
、

上
臼

に
比

べ
て

下

臼
が
極

端

に
大

き

い
よ
う
な
印
象

を

も

つ
。

し

か
し
、

下

臼
と
思

わ
れ

る
部
分

を
、
下

臼

と

み
る

か
ど
う

か
に
よ

っ
て
状

況

は
変

わ

っ

て
く

る
。

下

臼

で
は
な

く
、
旅
状

の

「
受
け

」

と
想

定

し

た
ら
ど
う

で
あ

ろ
う

か
。
実

は
、
鑓

り
木

を
使

用
す

る
カ
ラ

ウ

ス

に
は
、

上

臼

と
下

臼

の
間

に

「
受
け

」

の
あ

る

も

の
や
、

下

臼
を
覆

う

よ
う
な

「
受
け

」

の
あ

る
も

の
な
ど
、

い
く

つ
か

の
バ
リ

エ
ー

シ

ョ
ン
が
あ

る
。

92
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二

天八
ηし

す σ 尺'

う 馬 「■

。
ア
、
月

,

そ
入

丙

激

図8「 カラ臼」(『農具 図説』)

入

ー」

監

∫1

等

二
先

弘
人

11

カ

ラ
臼

'季

八甲

＼

ご
戸

豫

画

マ

噛

爆

、

噂ヨ

欄

..

濯
撫

・
こ

聯

勧
～

な

蹴

・

層
.

栂

嘱

駄
.

岬

・̀
.騒

牒
＼

軸

磯

"
鰹
贈

セ
蜘
一㍗

弱

、コ講

繋

、鋤

短

癖
驚

詣、響

燭

、
串

-

廿
六

録

ノ＼

図7「 鎌」(『農具 図説』)

6渉

図9

六所神社(昭 和30年 頃)
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耕
作

図

で
は

も
ち

ろ

ん
だ

が
、

相
禁

ら
多

摩

地
方

に

お

い
て
も

蔓

け
L

の
あ

る
カ

一フ
ウ

ス
は
散

見

さ

れ

る

の
で
あ

る
.

そ

し

て
、

%

「
受
け
」

の
部

分

に
玄

米

が
溜

ま

っ
て

い
る
と

み
れ
ば

よ

い
の

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

も

う

ひ
と

つ
は
・

カ
ラ

ウ

ス
の
形
態

で
あ

る
。

画
面

に
描

か

れ

て

い
る

の
は
、
竹

で
編

ん
だ
枠

に
土

を
詰

め

た
臼

で
、
鑓

り
木

で
引
く

形
態

の
も

の
で
あ

る
・

聞

き
取
り

調
査

な
ど

に
よ

れ
ば

、

か

つ
て
当
地

周
辺

で
は
、

四
斗

樽
を

二

つ
に
輪
切

り

に
し

て
中

に
粘
土

を
詰

め
、

カ

シ

の
木

の
歯

を
埋

め
込

ん
だ

臼
を
竹
竿

で
引

く
形

態

の
も

の
が

一
般

的

で
あ

り
、
画

面

に
描

か
れ

て

い
る

よ
う
な
鑓

り
木
を

使
う

臼

は

そ

の
後

の
普

及

で
あ

る
と

い
う
伝
承

が
聞

か
れ

る
。

と

こ
ろ
が
、

『農

具

図
説

』

に

は

「
甲

ハ
五

人
引

乙

ハ
ご
一人
引

ナ

リ

丙

ハ
四
斗
樽

ヲ
ニ

ツ

ニ
切
リ

テ
作

リ

シ

モ
ノ

ニ
テ

上

下

ノ
重

ナ

ル
部
分

ノ
方

外
面

二
竹

ヲ
編

、、、
付

ケ

シ

モ
ノ

ニ
テ

其

他
甲

乙

二
異

ナ

雪

ナ

シ
只

二
入

ニ
テ
引

ヲ
異

ナ
リ

ト

ス

尤

其
製
簡

便

ニ
シ
テ
且

甲
乙

ヨ
リ
永

ク
使

用

ス

ル

ニ
堪

ユ
ル
ヲ
以

テ

近
来

多

ク
日疋
レ
ヲ
用

ユ
」

と
あ

る
。

こ
こ

で

い
う

「
甲

乙
」

と

い
う

の
は

「
鑓

り
木

」

を
使

う
大

小

二
種

類

の
臼

の

こ
と

で
あ

り
、

「丙

」

と

は

「
引

き
竿

」
を
使

う

臼

の
こ

と

で
あ

る

(図

8
)
。

つ
ま
り
、
従
来

は
鑓

り
木

を
使

う
臼

が
多

か

っ
た
が
、
近

年

に
な

っ
て
丈
夫

な
引

き
竿

を
使

う

臼
が
普

及

し

て
き

た

こ
と
と
解
釈

さ

れ

る
。

こ
こ

に
は
、

少
な

く

と
も
現
状

で
は
聞

き
取

る

こ
と
の

で
き
な

い
、

そ

れ
以
前

の
形
態

が
浮

か
び
あ

が

っ
て
く

る
。

い
わ
ば

・

「鑓

り
木
式

」

1

「引

き
竿

式
」
1

「鑓

り
木

式

」

と

い
う

よ
う
な

変
遷

過

程

を
想

定

す

る

こ
と

が

で
き

る

の
で
あ

る
。

な
ぜ

こ

の
よ
う

な
変
遷

を
辿

っ
た

の
か
は
別

の
機

ム
た

検
討

し

た

い
が
、

少

な
く

と
も
描

か

れ

て

い
る
カ

ラ
ウ

ス
は
、

そ
れ
自

体

に
問
題

は

な

い
と
考

え

て

い
る
。

⑱
唐

箕

選
別
/
唐

箕

に
よ
る
選
別

の
作
業

で
あ

る
。

当
地

で

は
、
ト

ウ

ミ
、

も
し

く

は
ト
ア

オ
リ

と
呼

ん

で

い
る
。

画
面

の

ト
ウ
ミ

に

は

い
わ
ゆ

る
東

日
本

型

の
特

徴
が

み
え
(融
。

や
や
説

明
的

に
描

か
れ

て

い
る

こ
と

か
ら

か
、

人
物

に
比

し

て
ト

ウ
、、、
が
大

き
過
ぎ

る
感
が

あ

る
・

『農

具
図
説

』

に
は

颪

簸

L

と
あ

る
。
彩
色

図

に
描

か
れ

て

い
る

颪

簸

L

と
現
存

し

て

い
る
明
治

末
夫

正
期

の
ト
ウ

、、、
に
、

ほ
と
ん

ど
大

き
さ

の
違

い
は
な

い
。

⑲

万
石

選
別
/

箕

で

マ
ン
ゴ

ク

の
上
戸

部

へ
米
を

入

れ
、

網
上

を
流

れ
落

と
し

な
が

ら
選
別

を
し

て

い
る
。

た
だ

し
、

マ
ン
ゴ

ク

に
は
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流

量
調
節

が
な

か

っ
た
り
、
後

方

の
梯

子
部
分

に
編

み
目

が
描

か
れ

て

い
る

な

ど
、
記
憶

違

い
や
描

き
違

い
な

ど
も

み
ら

れ

る
。

『農

具

図
説
』

に
は
、

「箕

」

は

「
縦

ハ
籐
横

ハ
竹

ニ
テ
編

ミ

シ

モ
ノ
」

で
、
大

き
さ

の
違

い

で

「
一
斗
箕

」

と

「
五
升

箕
」

が
あ

る
と

い
う
。

ま

た
、

マ
ン
ゴ

ク

は
、
上

戸

と
枠

を

つ
け

て
銅

線

の
網

を

か
け

た

「
万
石

簾
」

と

し

て
図

解

さ

れ

て

い
る
。

な

お
、
彩

色

図

の

「
万

石

簾
」

は
、

当
館

に
現
存

す

る
大

正
期

の

マ
ン
ゴ

ク

と
比

べ
、

形
態

や
寸
法

に
ほ

と
ん
ど
変

わ
り

は
な

い
。

⑳
俵

詰

め
/
枡

で
計

量
し
、

箕

か
ら
ジ

ョ
ウ

ゴ
を
使

っ
て
俵

に
詰

め
て

い
る
。
通
常

、
米

を
計
量

す

る

一
斗
枡

と

し

て
は
小
さ
過
ぎ

る
。

『農

具
図

説
』

で
も
穀
物

の
計
量

に
は

「
一
斗
枡

」

を
使

用

す

る

と
あ

り
、

や

や
描

き
方

が
気

に
な

る
。

ま
た
、

ジ

ョ
ウ
ゴ

は
竹

で
編

ん

だ

も

の
で
、

「籾

上
戸
」

と
図
解

さ
れ

て

い
る
。

⑳

俵

運

び
/
米

俵
を
運

ぶ
作
業

で
あ

る
。
蔵

な

ど

の
描

写

が
な

い
た

め
、

ど

こ
に
向

け

て
運
ぼ
う

と
し

て

い
る
の
か
判
然

と
し

な

い
が
・

全
体

の
構
図

か
ら

す

る
と
多

く

の
ス

ペ
ー

ス
を
割

い
て
描

か
れ

て

い
る
。

や

は
り
、
収
穫

と

い
う

一
年

の
総

括

を
表

わ

す
場
面

で
あ

る

こ

と

に
関
係

が
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

米
俵

を
も

ち
あ
げ

て

い
る
者

を
描

く

な
ど

、
緊

張
が
解

き

ほ
ぐ
さ

れ
た
喜

び
が
感

じ

ら
れ

る
・

⑳

神

祭
り

/
神

官
が
米

を
社

殿

へ
寄
進

し
よ
う

と
し

て

い
る
場
面

で
あ

る
。

画
面

全
体

の
流

れ

の
中

で
、
社

殿
だ

け

は
中

央
上
部

の
雲

間

に
鎮
座

し

て

お
り
、
ま

さ

に

一
連

の
作
業

と

は
別

格

で
あ

る

こ
と
を
強
調

し

て

い
る
と

い
え
よ
う

。

お
そ

ら
く

は
農

民

で
は
な

い
神

官

の
姿

に
多
少

の
違

和
感

は
覚

え

る
。

河

野
氏

の
指

摘

に
よ
れ
ば
、

千
木

や
鰹
木

を
棟

に
並

べ
た
立

派

な
社
殿

は
村

の
鎮
守

ク
ラ

ス
で
は
あ

り
え
ず

、
伊
勢

神
宮

を
表

わ
し

て

い
る
の

で
は
な

い
か
と

い
う
。

つ
ま
り
、

こ

の
場

面

は
幕

末

に

お
け

る
尊
皇

撰
夷

の
時
代

思
潮

が
顕
著

ハ
あ

い

に
反
映
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う

の
で
あ
る
。
守
屋
本
が
当
時

の
時
代
思
潮

か
ら
大
き

く
影
響
を
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
点
は

同
感

で
あ
り
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
あ
と
で
触
れ
た

い
が
、
社
殿
を
地
域

の
実
情

と
摺
り
合
わ
せ
た
と
き
、
筆
者
は
ひ
と

つ
の
可
能
性

と
し

て
六
所
神
社

の
存
在
を
考
え
て

い
る

(図

9
)
。
同
社
は
黒
岩
村

に
隣
接
す
る
国
府
本
郷
村

・
国
府
新
宿
村

・
生
沢
村

・
虫
窪
村

の
氏
神

で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
相
模
国

の
総
社

と
し
て
広

い
信
仰
範
囲
を
も

っ
て
い
る
。
特

に
国
府
祭

と
い
う
祭
礼

で
は
・
近
在
五
社
が
寄

り
集

95

ま

っ
て
六
所
神

社

と

の
間

で
特

殊

な
神
事

が

お

こ
な
わ

れ

る
だ

け

で
な
く
、

農
事

の
目
安

と
し

て
大

切

な
節
目

と
な

っ
て

い
る
。
現
存

し



て

い
る
建

物

も
・

一
部

に
近

世

以
前

に
建

て
ら

れ
た
可
能

性

を
も

っ
て
お
り
、
小

さ

な
村

の
鎮

守

ク

ラ

ス
で
は
な

い
存

在
感

を
も

っ
て

い

96

る
。背

景

と
人
物
/

ま
ず
、

当
初

か
ら
在

地
的

な
作

品

と

し
て

の
根
拠

と
な

っ
た
富

士

山
を

み

て

み
た

い
。
画
面

の
中

で
は
圧
倒
的

な
存
在

感

は
あ

る
が
、

か
な

り
デ

フ
ォ

ル
メ
さ

れ

て

い
る
た

め
相
模

か
ら

み
た
出畠
士

山

の
景

観

と
は

か
け
離

れ

て

い
る
。

一
方

で
、

そ

の
前

衛

の

山

々

に
は
、
丹

沢

や
箱
根
連

山

を
彷
彿

と

さ
せ

る
よ
う

な
描
写

も

み
ら

れ
る
.
由晶
士
山

を
中
央

に
、

右
手

に
ゴ

ツ
ゴ

ツ
し

た
山
甥

丹
沢
、

火
山

の
特
徴

で
あ

る
丸

み
を
帯
び

た
や
わ

ら

か
な
山
稜

の
箱
根

な

ど

は
、

相
模

を
題
材

と
し

た
浮

世
絵

な
ど

で
も
描

か
れ

て

い
る
。

近
景

で
気

に
な

る

の
は
岩

の
存
在

で
あ

る
。

こ

の
岩

の
も

つ
意
味

に

つ
い
て
、

ふ
た

つ
の
可
能

性

を
指
摘

し

て
お

き
た

い
。

ひ
と

つ
は

全
体

の
構

図

の
取

り
方
、

も
し

く

は
描

き
方

の
パ

タ

ー

ン
と

し
て

の
存

在

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

画
面

下
部

の
岩

と
上
部

の
社
殿

に
よ

っ
て

左
右

の
画
面

を
分

け

る
、

あ

る

い
は
手
前

の
岩

と
遠
景

の
富

士
山

に
よ

っ
て
奥
行

感
を

も

た
せ

る
な
ど

の
機
能

も
見
出

せ

よ
う
。

ま
た
、

他

の
四
季

耕
作
図

に
も

み
ら
れ

る
が
、
手
前

に
岩

や
樹

木
を

配
す
構

図

は
多

い
。

も
う

ひ
と

つ
の
可
能

性

と

し
て
述

べ
て

お
き
た

い
の
は
、

獅

子
岩

と

い
う
黒

岩
村

の
地
名

の
起

源

と
な

っ
た

岩

の
存

在

で
あ

る
。

『皇

国
地
讃

』

(
一
八
八

一
)

に
は
、
「
ニ
ケ
所

ア
リ

一
ハ
高

サ
ニ
丈

五

尺
幅

三
丈

一
益
口同
サ
十

五
間
幅

八
間
」

と
あ

る
。

小
祠

を
造
営

し

岩
神

明
神

と
し

て
崇

め

て

い
た
が
、

元
禄
年

間

に
氏
神

で
あ

る
池
之

神
社

へ
合
祀

し
た

と

い
う
。

な

お
、

岩

は
現
存

し

て
お
り
、
小
字

と

し

て
岩
神

の
地
名

も
残

っ
て

い
る
。

こ

こ
で
は
地

域

の
象
徴

と
し

て
の
獅

子
岩

の
存

在
を
付

記

し

て

お
き

た

い
。

と

こ
ろ

で
・

描

か
れ

て

い
る
人
物

は
す

べ
て
長
着

を
着

用

し
、
尻

は

し

ょ
り
、

あ

る

い
は
裡

が

け
を
し

て

い
る
ほ

か
、

必
要

に
応

じ

て

手
拭

い
を
被

っ
た
り
鉢
巻

を

し

て

い
る
。

な

お
、

腰

に
は
煙
管

入

れ
を
差

し
込

ん

で

い
る
様

子

も
み
ら

れ
る
。
当

地

周
辺

で
は
、

女
性

の

仕
事

着

は

田
畑

と

も

に
長
着

、
尻

は
し

ょ
り
姿

が

一
般

的

で
あ

っ
た
。

一
方
、

男
性

は
早
く

か
ら
短

衣

の
上
衣

と
下

衣
を
着

用
し

て
お

り
、

そ
れ

以
前

に
長
着

を
着

用

し

て

い
た

の
か
ど

う

か
は
、
現

在

で
は
す

で
に
聞

き
取

る

こ
と
は
難

し

い
。

し

か
し
、
当

地
周

辺

に
お

い
て
長

　　

着

を
着

用

し

て

い
た

と

い
う
報

告
も
散

見

さ
れ

る
。
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在
地
的
描
写
の
可
能
性

さ
て
、
作
業

工
程

と
農
目
六
お
よ
び
そ
の
使
用
法
な
ど
を

蓬

り
み
て
き
た
。
確

か
に
細

か
な
部
分
で
不
具
合

な
描
写
や
誤

っ
た
描
写
も

あ

る
が
、
農

目
六
を

み

る
限

り

に
お

い
て
は
風

景
的

、
景

観
的

と

い
う

よ
り

も
説

明
的

、
辞

書

的

に
描

い

て

い
る
ふ

う
も

感

じ

ら

れ

る
・

「
も

の
」
を
描

≦

」
と
に
視

点

が
よ

り
強

く

注
が

れ
れ
ば

、
「
も

の
」

と

「
人
」

と

の
バ
ラ

ン

ス
は
必
ず

し

も
釣

り
合

う

と
は
限

ら
な

い
・

ワ」
れ

ら

の
.」
と
は
、

む

し
ろ
絵

師

の
視
点

や
姿
勢

に
か

か
わ

っ
て
く

る

こ
と
で
あ

る
。

そ

の
点

を
看

過

す

れ
ば

・
総
体

的

に
は
当
地

に
お

け

る
水
田
稲

作

の
実

相

と

ほ
と
ん
ど
違

和
感

は
な

い
と

い
う
印

象

で
あ

る
。

そ

の
う

え

で
、

い
く

つ
か
気
付

い
た
点
を
解

決
し

て
お
き
た

い

。ま
ず
、
水

田
稲
作

の
工
程

の
中
で
描

か
れ

て
い
な

い
作
業
が
気

に
な

っ
た
。
そ
れ
は
、
灌
瀧

に
か
か

わ
る
作
業

の
描
写
が
み
ら
れ
な

い

.」
と
で
翻

る
.
そ

.」
に
丘
陵
地

に
お
け
る
稲
作
で
あ
る
と

い
う
幾

性
を
み
蚤

」
と
は
で
き
な

い
だ

ろ
う

か
・
例
え
ば
・
薪

編
相
模
国

風
土
記
稿
』

(
λ

四

}
)

で
は
、
薪
炭
は
讐

で
事
欠

か
な
か

っ
た
が
、
耕
作
条
件
は
必
ず
し
も
よ

ー
な

い
と
い
う
土
地
柄

が
記

さ
れ

て
い
る
.
ま
た
、
明
塗

七
年

(
天

八
四
)

の
土
地
台
帳
か
ら
は
、
全
体

の
耕
地
面
積

の
う
ち
畑
が
九
〇
パ
↓

ン
ト
を
超
え
・
水
田

は
わ
ず

か
五
、
六
パ
↓

ン
ト
に
過
ぎ
な

い
.」
と
が
読
み
取
れ
る
。
当
地

の
特
徴
は
谷
戸
田
と
呼
ば
れ

る
狭
小
な
水
田
で
あ
り
・
基
本
的

に
は
天
水

を

そ

の
ま

ま
利
用

し

て

い
る
。

し

た
が

っ
て
、
当
地

に
限

っ
て

い
え
ば
揚
水

の
た

め

の
灌
概
設

備

な

ど
は
見
当

た
ら
な

い
・

こ

の
よ
,つ
な
状

況
を
把

握

し

て

い
た
な

ら
ば
、

た

と
.経

手
本

が
あ

っ
て
も

現
地

へ
の
対

応

と
し

て
、

不
要

な
部

分

を
除

い
て
描

く

こ
と

も

不
思
議

で

は
な

い
。

つ
ぎ

に
、
再

三

問
題

と
な

っ
て

い
る
牛

に

つ
い
て
触

れ
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。
農

耕

を

目
的

と
し

た
畜

力

の
利

用

に

つ
い

て
は
・
近

畿

.
中
国
地
確

、王
と
す
る
耕
牛
地
帯
、
九
州

.
四
国

の
耕
牛
耕
馬
混
合
地
帯
、
東

日
本

の
鷲

地
帯
と
い

う
の
が
こ
れ
ま
で
の
お
お
ま

か
な
認
識

で
あ

る
.

た
だ

し
、

耕
馬

地
帯

で
あ

る
東

日
本

の
中

に
は
、

い
く

つ
か

の
場

所

で
耕
牛

地
帯

が

み
ら

れ
る
・
例

え
ば
佐

渡

ケ
島
・

　 一 一…-0



北
上
山
地
北
部
、
伊
豆
半
島
南
部
、
房
総
半
島
南
部
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
.
同
地
域

は
い
ず

れ
も
牛
動
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

い

わ
ば
分
布

の
要
因

の
ひ
と

つ
に
は
、
牛

の
産
地

の
位
置
と
そ
の
流
通
範
囲

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

神
奈
川
県
内

の
状
況

で
は
、
県
西
部
と
三
浦
半
島
部

に
早
く
か
ら
牛

の
存
在
が
み
ら
れ
、
特

に
三
浦
半
島
で
は
摯

の
存
擁
が

み
と
め

ら
れ
る
・
半
島
西
側

の
粘
質
土
地
帯

で
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
後
期

に
は
牛

に
よ
る
水
田
薪

が
ゼ

、
な
わ
れ
て
い
た
と
い
,つ
.
粘
篁

で
・
し
か
も
傾
斜
地

に
段

々
状

に
展
開

す
る
狭

い
水

田
を
黎
耕
す
る
に
は
、
馬
よ
り
も
方
向
転
換
や
脚
力

に
優
れ
て
い
る
牛

の
方
が
向

い

て

い
る
と

い
う

こ
と
が
大

き
な
理
由

の
よ
う

で
あ

る
。

や

や
時
代

は
下

が
る
が

、

『皇

国
地
誌

』

(
天

七
六
年

調
査

)

に
よ

れ
ば

三
浦
半

島

に
お
け

る
牛

の
分
布

は
た

い

へ
ん
濃

密

で
あ

っ
た

こ
と
が
分

か
る

(図

10
)
。

芳

・
守
屋
本

の
残
さ
れ
て

い
る
当
地
周
辺

(淘
綾
郡

夫

住
郡

・
足
柄
下
郡

.
足
柄
上
郡
)

に
つ
い
て
、
村
明
細
帳
や
村
鑑

.
指
出

帳

な

ど

の
資

料

を
も

と

に
集
計

を
試

み
た

(表

1
)
.

た
だ

し
、
資

料

は
必

ず

し

も
同
時

期

の
も

の
が

残

さ

れ

て

い
る
わ

け

で
は
な

い

の

で
・

注
意

が
必
要

だ
が
目
安

に
は
な

る
だ

ろ
う
。
集

計

に
よ
れ
ば

、
頭

数

は
わ
ず

か
な
が
ら

も
立.心外

と
早

い
時
期

か
ら
牛

の
存
在

が

み
と

め
ら

れ
る
.

も
ち

ろ
ん
耕

牛

と
し

て

の
使

用
が

あ

っ
た

の
か
ど
・つ
か
分

か

り
な

い
語

例
・え
ば

、
大

欝

域

に
お

い
て
搾

乳

を
目
的

と
し

た
牛

を
飼

育

す

る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
明
治

天

年

(
一
八
八
五
)
以
降

で
あ

る
た

め
、

そ
れ

以
前

は
玄
田
力

と
し

て

の
利

用
が

な
さ
れ

て

い
た

で
あ

ろ
う

こ
と

は
予
測

さ
れ

る
。

こ
れ
ら

の
資

料

か
ら

み
る
と
・

分
布

は
片
寄

っ
て

い
る
も

の

の
相
模

に
牛
が

ま

っ
た
く

い
な

か

っ
た
わ
け

で
は
な

い
.」
と
が
分

か
る
。

先

に
述

べ
た
よ
う
に
・
牛

の
分
布
が
産
地
と
そ
の
流
通
範
囲

に
か
か
わ
る
と
す
れ
ば
、
県
西
部
は
伊

。華

島
か
ら
の
流

れ
、
三
浦
半
島
は

房
総
半
島

か
ら
の
流
れ
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
・つ
。

さ
ら
に
時
代
は
新
し
蒼

る
が
、
明
治
三
〇
年
代

に
は
、
黒
岩
村

に
近

い
国
府
新
宿

に

「牛

宿

」
が

あ

っ
た
と

い
(施
・

こ
れ

は
、

横
浜
方

面

に
住

む
肉

屋
が
外
国

人
相
手

に
商

売

す
る
た

め

の
肉

牛
を
伊

豆

か
ら
引

き
入

れ
る
際
、

そ

の
途
上

の
宿
屋
と
し
て
機
能
し
て

い
た
の
で
あ
り
、
少
な
-
と
も
伊
豆
か
ら
横
浜
ま
で
の
距
離

は
流
通
可
諜

範
囲
に
あ

っ
な

」
と
は

想
像
難

く
な

い
・
余
談

に
な
る
が
、
大
欝

域
や
周
辺
で
は
伊
豆
方
面

に
か
か
わ
る
伝
承
が
頻
繁

に
登
場
す
る
.
相
模

と
伊
豆
と
は
距
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図10 『皇国地誌』にみる牛の分布(明 治9年)
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離
的

に
は
近

い
・
急

峻

な
地
形

が
障
害

と
な

っ
て
陸
上

に
お
け

る
交

易

は
困
難

を

と
も
な

つ
場
ム
ロ
も
多

か

っ
た
と
思

わ

れ
る
が
、
古

く

か

ら
船

運

を
介

し

て

の
技
術

や
人
、

あ
る

い
は
物
資

の
交

流
が

頻
繁

で
あ

っ
な

」
と
を
、

さ
ま
ざ

ま
な
伝

承

か
う

つ
か
が
.つ
こ
と
が

で
き
る

の

で
あ

る

。

loo

 

三

ま
と
め
と
課
題

履
歴
伝
承

の
再
検

討

ま
ず
・

守
屋
本

の
履

歴

を
再

考

す

る

こ
と
か
ら
始

め
た

い
。
児

玉
氏

が
紹
介

し

た
所
蔵
家

の
伝

承

で
は
、
旅

僧
が

同
家

に
滞

在

し
た
謝

礼

と
し

て
描

き
残

し
た

と
さ

れ

て

い
る
が
、
実

は
も
う

ひ
と

つ
別

の
伝
承

も
あ

る
。

そ
れ

は
、

街
道
筋

の
宿

屋

に
逗

留

し
て

い
た
絵
師

の

も
と

へ
依
頼

に
出
向

い
て
描

い
て
も
ら

っ
た

と
す

る
も

の
で
あ
麺

.

情
報

が
錯
綜

し

て

い
る

の
は
、

発
見

当
時

の
当

主

が
没

し

て

い
る

.」

と
も
あ

っ
て
、
十

分

な
情
報

の
整

理
が

で
き

て

い
な

い
た
め

で
あ

る
。

た
だ
、

後
者

の
方

が
現
実
味

の
あ

る
伝

承

と
考

え

て

い
る
。

守
屋

家

に
残

る
資
料

に

「
万
諸
道
具
求
覚
帳
」
が
あ
る
.

こ
れ
は
、
守
屋
本
が
描

か
れ
た
年
と
同
じ
安
政
六
年

(
天

五
九
)

か
ら
慶
応
元
年

(
天

六
五
)
ま
で
の
・
七
年
余

り
の
同
家

に
お
け
る
生
活
道
具

の
購
入
記
録
で
あ

る
。
横
帳
形
式

の
わ
ず

か
四
頁

で
、
記
述
さ
れ
て

い

る
量

は
少

な

い
が
・

そ

れ

で
も
碁
盤

、

箪
笥

、
膳
、

皿
、
桶

、
柳

行
李

な

ど

の
購

入
金
額

や
購

入
先

な
ど
が
確

認

で
き
る
。

.」
の
中

で
、

元
治

元
年

(
一
八
六

四
)

に
六
枚
屏
風

一
双
を
小

田
原
宿

に
て
買

い
求

め
た

こ
と
も
う

か
が

わ
れ

る
。

本
資

料

と
は
直
接

か
か
わ
り
を

も

つ
も

の
で

は
な

い
と
思
わ

れ
る
が
、

屏

風
L

を
購

入
し

て

い
る

こ
と

や
、
比
較

的

近

い
大

磯
宿

や
秦

野

な
ど

だ

け

で
は

な
く
、

や
や

距

離

の
あ

る
小

田
原
宿

や
厚
木

な

ど
が
経

済
範

囲

に
入

っ
て

い
る

こ
と
は
注
目

し

て
お
く
必
要

が

あ

る
。

今

の
と

こ
ろ
・
守

屋
本

に
直

接

か

か
わ
る

よ
・つ
な
資
料

は
見

出

し
て

い
な

い
が

、
守

屋
家
所

蔵
資
料

は

も
ち

ろ
ん
、
黒
岩
地

域

や
大
磯

宿

.
小
田
原
宿
な
ど

の
在
地
資
料

の
中

に
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
な
資
料
が
警

れ
て
い
る
可
能
性
も
あ

る
。
暮
ら
し
の
実
態
を
知
る
た



め

に
は
、

そ

の
土
地

に
残

さ
れ

て

い
る
資
料

を
読

み
解

く
地

道
な
作

業

も

一
層

必
要

と
な

る
だ

ろ
う

。

生
業

環
境

つ
ぎ

に
、
生
業

環
境

に

つ
い
て
考

え

て
お
き
た

い
。

当
地

は
丘
陵

地

に
お
け

る
谷

戸
田

の
水

田
稲

作

で
あ

る

こ
と
は
す

で

に
述

べ
た
。

す

べ
て
の
家

で
耕
作

で
き
た

わ
け

で
は
な

く
、
水

田
稲
作

と
し

て
の
条

件

は
決

し

て
よ

い
と

は

い
え

な

い
。

し

か
し
・
谷

戸

田

に
お
け

る

稲
作

の
作
業

そ

の
も

の
は
、
決

し

て

「負

の
作

業
」

で
は
な
く

、
む

し
ろ
家

の
力

の
象
徴

に
な

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
考

え

て

い
る
。

つ

ま
り

、

こ

の
さ

つ
な
環
境

の
中

で
、
水

田
稲

作

の
耕
作

図

が
残

さ
れ

て

い
る

こ
と

の
意

味

を
問
わ

ね
ば

な
ら

な

い
と
思

・つ
の

で
あ

る
・

人

と
土
地
、
家
と
土
地
、
家
豪

の
か
か
わ
り
な
ど
、
農
民
階
層
や
家
格

の
問
題
も
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
だ
ろ
う
・
名
主
で
あ

っ
た
守

屋
家

が
村

の
中

で
実
際

に
ど

の
よ
う

な
立
場

や
存
在

で
あ

っ
た

の
か
と

い
う

こ
と

も
注
意

す

る
必

要

が
あ

る
。

こ
れ

は
水

田
稲
作

そ

の
も

の
に

つ
い
て
だ

け

で
な

く
、

お
そ

ら
く

は
簡

単

で
は
な

か

っ
た
牛

の
所
有

に

つ
い
て
も

か
か
わ

っ
て

く

る

こ
と

で
あ

る
・
水

田
耕
作

や
牛

の
所
有

が
特
視

に
値

す

る
も

の

で
あ

っ
た

と
す

れ
ば

、

そ
れ

は
同
時

に
家

の
力

の
象
徴

に
な

り
え

た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

守屋家掛幅と四季耕作図研究

文
化
的
環
境

家

や
地
域

を

取
り
巻

く
文
化

的

な
環
境

も

と
り
あ
げ

て

お
き

た

い
。

江
戸
時

代

後
期

か
ら
幕
末

に
か

け
て
は
、
地

方
文

化

の
時

代

と

い

わ
れ

る
。

い
わ
ば
庶

民

レ
ベ

ル
で

の
文
化

が
多
様

化

し
た
時
代

で
あ
り
、

四
季
耕

作

図

の
普

及
も

そ

の
流

れ

に
の

っ
た

と

い
う

こ
と
が
考

え

ら

れ
る
。

こ

の
よ
う
な
文

化
的

な
背

景

を
考

え
た

と
き
、
大

磯
宿

に
あ

っ
た

「
鴫
立

庵
」

と
呼
ば

れ

る
施

設

の
存
在

を
無
視

す

る

こ
と

は

で
き
な

い
。

.」
こ
は
、

か

つ
て
西
行

法
師

が
東

国

へ
下

っ
た
折

に
立

ち
寄

っ
て
歌
を

詠
ん
だ
地

と
し

て
伝

え
ら

れ

て
お

り
・
寛

文
初

期

に
な

っ
て
小

田

原

の
外
郎

の
子

孫

と

さ

れ
る
崇

雪

が
草

庵

を
結

ん

だ

と

さ
れ

て

い
る
。
そ

の
後

、

元
禄

八
年

(
一
六

九

五

)

に
、
俳

諮

lUl



師

・
紀
行
家

で
あ

っ
た
大
淀

三
颪

が
入
庵
し
再
盤
ハし
て
以
来
、
庶
民

の
俳
譜
道
場
と
し
て
現
在

に
至
る
ま
で
機
能
し
続
け
て
い
る
施
設

で
あ
籠

・

そ
し

て
・
鴫
立

庵

や
大
磯
宿

を
核

と
し

て
、
多

く

の
知

識
人

が
訪

れ
、

あ

る

い
は
逗

留

し
、

常

に
外

か
ら

の
刺
激

を
受

け
続

け

て
き
た

と

こ
ろ

で
も

あ

る
。

庵
内

に
お
け

る
数

多

く

の
句
碑

は
も

ち
ろ

ん
、

近
在

の
神
社

な

ど

に
は
俳
譜

奉
納
額

が
多

数

み
ら
れ

る
な
ど

、

当
地
周
辺

の
人
々
の
俳
譜
活
動
は
実

に
盛
ん
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
守
屋
家

に
残
る

芳

諸
道
具
求
覚
帳
L
に
は
守
屋
本

の
描
か
れ
た
年

と

　
マ
マ
　

同
じ
安
政
六
年

(
一
八
五
九
)
八
月

一
九
日
付

で
、
コ

金
三
朱

大
磯
宿
鴫
立
沢

三
千
風
居
士
之

す
御
代

中
村
五
所
宮

口
[]

に
て
求
」
の
文
字
が

み
え
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
当
時

の
守
屋
家
当
主
が
俳
譜
活
動
な
ど
を
と
お
し
て
鴫
立
庵
や
庵
主
と
の
か
か
わ
り
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
大
磯
町
域

に
は
明
治

一
四
年

(
一
八
八

一
)

に
自
由
民
権
運
動
の
政
治
結
社
で
あ
る

「湘
南

社
」
が
設
立
さ
れ
・
こ
こ
を
拠
点

に
纏

郡
や
大
住
郡
を
中
心

に
活
発
な
活
黎

な
さ
れ
た
.」
と
や
、
と
も
す
る
と
気
候
的
な
好
条
件
ば

か
り
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
別
荘
地

と
し
て
の
発
展
も
、
こ
の
よ
う
に
近
世
以
来
脈

々
と
流

れ
る
文
化
的
潮
流

に
源
を
発
す
る
も

の
と
し
て

考
え

ら

れ
な

い
だ

ろ
う

か
。

黒
岩
村

と

い
う

地
域

、
あ

る

い
は
塵

家

と

い
う
家

を
考

え

る
・つ
え

で
は
、

フ」
の
さ

つ
な
文
化
的

環
境

を
手

が

か
り

に
求

め
て
も
無
駄

で

は
な

い
よ
う

に
思

う
。

XO2

需
要
の
動
機

地
域
総
体

と
し
て
文
化
的
関
心
は
高

か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
守
屋
本
が
描

か
れ
る
に
至

っ
た
北目
景

に
つ
い
て
考

え
て
み
た

い
・
紀
年
銘

に
は

委

政
六
己
未
月
見
見

聾

と
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
月
見
月
八
朔
と
い
・つ
の
は
八
月

百

を
意
味
し
て
い

る
・

現
在

で
も

旧
暦

の
八
月

一
日

や
月
遅

れ

の
九

月

一
日

に
、

八
朔

と

い
う
儀
礼

の
記
憶

が
残

さ
れ

て

い
る
。

八
朔

と

い
う

の
は
・

稲
作

の
進

行

に
と
も

な
う
儀
礼

と
し

て
、

あ

る

い
は
中

世
以
降

に
は
武
家
社

会

を
中
心

に
神
祭

り

の
供
物

が
封

建

　
お

　

的
主
従
関
係
を
維
持
す
る
贈
答
儀
礼
と

い
う
性
格
も
生
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
江
戸
期

に
入
る
と
徳
川
家
康
が
江
戸
に
入

っ
た
め
で
た

　
　

　

 い
日
と

し

て
幕
府

の
重
要

な
式

日

と
し

て
位

置
付

け

ら
れ

て
お
り
、

当
地

周
辺

で
も
伝

承

と
し

て
残

さ

れ

て
い
る
。

神
奈

川
県
内

で
は
、



こ

の
日
を

「
荒

れ
日
」

や

「厄

日
」

だ

と

い

っ
て
神
社

に
参

っ
た

り
、
農
作

物
を
神

に
供

え
た
り

す
る
事
例

も

う
か
が

わ
れ
・
伝

承

そ

の

も

の
は
希

薄

だ
が

、
何

か
特
別

な

日
と
し

て
意
識

さ

れ

て
い
る
様

子
を

み
て
と

る

こ
と

が

で
き
る
。

農
耕
図

が
描

か
れ
た
絵

馬

の
場
合

、

そ

の
奉

納
時

期

は
稲

の
稔

り

の
見
込

み
が

た

っ
た
段

階

で
神

に
感

謝

し
、

さ
ら

に
収
穫

と

上
納

の

無
事

を
祈
念

す

る

,」
と

か
ら
八
月
も

し
く

は
九

月

に
多

い
と

い
う
報

告

が
あ

る
樋

、

つ
ま
り
も
と

も
と
吉
祥

画

と
し

て

の
性
格

を
有

す

る

四
季
耕

作
図

を
、

八
朔

と

い
う
稲

作
儀

礼

に
も

か

か
わ
る
特

別

な

日
を
期

し

て
描

い
て
も
ら

っ
た

と
解

釈

す

る
こ
と
は

で
き
な

い
だ

ろ
う

か
。
要

す

る

に

「
月

見
月

八
朔
」

は
十

分

に
意
識

さ
れ

た
期

日

だ

と
思

う

の

で
あ

る
。

ま
た
、
家

格

に
か
ら

め

て
考
え

る
な

ら
ば
、

守
屋
家

は
武

家
社
会

的

な
気
質

を
持

ち
合

わ
せ

て

い
た
家

で
あ

っ
た

り
、
幕
末

期

の
人

々

の
国

家
意
識

や
風

潮

と

い

っ
た
も

の

に
影
響

を

受
け

て

い
た

こ

と
も
想
像

さ

れ
る
。

お
そ

ら
く
、
当
時

は
武

士

階
級
だ

け

で
な

く
豪
農

や

豪
商

に
至

る
ま

で
、
尊
皇

撰
夷

を
推

し
進

め

て

い
く
と

い
う

よ
う

な
使

命
感

や
責
任

感

が
あ

っ
た

の

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
今

で

は
想
像

で
き

な

い
よ
う

な
国

家
意
識

と

い

っ
た

も

の
を
庶
民

全
体

が
も

っ
て

い
た
、

あ
る

い
は
も

と
う

と
し

て

い
た
時
期

で

は
な

か

っ
た

か
・
守

屋
家

の
中

に
も
当

時

の
気
運

や
気
質

が
強

く
漂

っ
て
お
り
、

そ

れ
が
図
柄

の
神
祭

り

で
あ

り
、
し

い
て
は

八
朔
と

い
う

期
日

に
表

わ
さ

れ

た

の

で
は
な

い
か
と
思

う

の

で
あ

る
。

ち
な

み

に
、
安
政

六
年

(
}
八
五
九
)

は
横

浜

開
港

の
年

で
あ

る

こ
と
も
付
記

し

て
お
き

た

い
。

守屋家掛幅と四季耕作図研究

お
わ
り
に

以
上

を
総
括

す

る

と
、
当
時

の
世
相

を
含

め
、

か
な

り
地
域

の
実
情

を
知

っ
た
う

え

で
描

か
れ

て

い
る
と

い
う
印
象

を
も

つ
。

も
ち

ろ

ん
、
粉
本

の
可
能

性

が

な

い
わ
け

で
は
な

い
が
、
図

柄

は
パ
タ

ー

ン
化

さ
れ

て
お
ら
ず
、

今

の
と

こ
ろ
明

ら

か

に
粉

本

の
存

在

を
見
出

す

描
写

が

で

て
き

て

い
な

い
。
引

き
続

い
て
今
後

も
、

ひ

と

つ
ひ
と

つ
の
描

き
方

だ

け

で
な
く
全
体

の
構

図

の
と

り
方

に
も
留
意

し

つ
つ
、

さ
ら

に
地
域

の
実
情

に
あ

わ
せ

て
描

き
換

え

て

い
る
可
能

性

を
念

頭

に
お
き

な
が
ら
検

証

し

て

い
く
作
業

が

必
要
だ

ろ
う
。
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し
か
し
、

す

で
に

い
く

つ
か

の
光

明

も
得

た
。

守
屋

本

と

『農

具
図
説
』

を
重
用

す

る
こ

と
で
、
聞

き
取

り
調
査

で
は
限

界

の
あ

っ
た

農

具

の
変
遷

を
知

る
手

だ

て
と
し

て
有
効

で
あ

る
こ
と
も

認
知

で
き

た
。
守

屋
本

を
読

み
解

こ
う

と
す

る
過
程

で
得

ら

れ
る

さ
ま
ざ

ま
な

情

報
が
、

地
域

を
総

括
的

に
と

ら
え

て

い
く
視

点
、

い
わ
ば
地
域

的
視
座

に
と

っ
て
た

い

へ
ん
有

効

で
あ

る

こ
と
も
大
方

の
賛

同
を
得

ら

れ

る
だ

ろ
う

。
今
後

、

ビ
ジ

ュ
ア

ル
な
地
域

資
料

と

し

て
ま
す
ま

す
そ

の
活

用

が
期
待

で
き
そ
う

で
あ

る
。

104

註(
1
)

現
在

の
大
磯
町
域

に
は
、
高
麗
寺

村

・
大
磯
宿

・
東
小
磯
村

・
西
小
磯
村

・
国
府
本
郷
村

.
国
府
新
宿
村

.
寺
坂
村

.
生
沢
村

.
虫
窪
村

.
西
久

保
村

・
黒
岩
村
が
含

ま
れ
て
お
り
、

い
ず
れ
も
淘
綾
郡

に
属
し
て

い
た
。

こ
の
う
ち
黒
岩
村

は
旗
本

の
二
給
村

で
あ

っ
た
。

(2
)

小
松
郁
夫
氏

の
ご
教
示

に
よ
る
。

(
3
)

『神

奈
川
県
史
資
料
所
在
目
録

-

大
磯

町
』

(神
奈
川
県
史
編
集
室
、

一
九
七

一
年
)

四

一
〇
頁

。

 (
4
)

『
神
奈
川
県
史
資
料
編

7

近
世

(
4
)
』

(神
奈
川
県
史
編
集
室
、

一
九
七
五
年
)
付
録
。

(
5
)

渡
部
武

「
「
耕
織
図
」
流
伝
考

1
1

「
四
季
耕
作
図
」

の
絵
解

き

の
た
め
に
」

(
『民
具

マ
ン
ス
リ
ー
』
第

一
九
巻

二
号
、

一
九
八
七
年
)
。

(6
)

小
川
直
之

「
『
四
季
耕
作

図
』

の
描
写
と
系
譜
」

(『
多
摩

の
民
具

・
江
戸
時
代

の
農
具
』
町
田
市
立
博
物
館

図
録
、

一
九
九

一
年

)
。

(
7
)

冷
泉
為
人

・
河
野
通
明

・
岩
崎
竹
彦

・
並
木
誠
士

『
瑞
穂

の
国

・
日
本

1
1

四
季
耕
作
図

の
世
界
』

(淡
交
社
、

一
九
九
六
年
)
。

(
8
)

神
奈

川
県
立
歴
史
博
物
館

の
鈴
木
通
大
氏

の
呼
び

か
け
で
始

め
ら
れ
た
研
究
会
。
当
面
は
絵
画
資
料

を
所
蔵

し
て

い
る
博
物
館
等

を
持

ち
回
り
会

場
と
し

て
進

め
ら
れ
、

こ
れ
ま
で
に

一
二
回

の
研
究
会
を
開
催

し
て

い
る
。

(9
)

『神
奈

川
県
管
下
農
具
図
説
』

(東
京
国
立
博
物
館
蔵

)
。

(
10
)

例

え
ば
、
明
治
三
五
-
三
六
年

(
一
九
〇

ニ
ー
〇
三
)

の

『
町
村
是
調
査
書
』
や
、
明
治
三
八
-

三
九
年

(
一
九
〇
五
ー
〇
六
)

の

『
農
具

一
覧

井
図
解
』

が
あ
り
、
当
地
周
辺

の
村
も
散
見

さ
れ
る
。
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(
11
)

註

(
7
)

『瑞
穂

の
国

・
日
本

-

四
季
耕
作
図

の
世
界
』

八
〇
頁

。

(
12
)

大
磯
町
国
府
本
郷
在

住

の
吉

川
時
春
氏

(大
正

二
年
生
)

の
ご
教

示

に
よ
る
。

(
13
)

例
え
ば
、

『平
塚
市
史
民
俗
調
査
報
告
書

3

1

土
沢

・
吉
沢
』

(平
塚
市
、

一
九

八
三
年

)

た

い
て
種
を
地

の
中

に
も
ぐ
ら
せ
る
」

と
の
報
告
が
あ
る
。

に
は

「
種
を

ウ
ネ

に
ま

い
て
上
か
ら
草
ボ

ウ
キ

で
た

(
14
)

河
野
通
明

「
中
林
湘
雲
筆

「
四
季
耕
作

図
屏
風
」
の
基
礎
的
研
究
」

(
『
歴
史

と
民
俗
』

一
七
、

二
〇
〇

一
年
)
。

(
15
)

註

(
14
)
河
野
通
明

「
中
林
湘
雲
筆

.
四
季
耕
作

図
屏
風
」

の
基
礎

的
研
究
」

八
九
頁
。

(
16
)

河

野
通
明
氏

の
ご
教
示

に
よ
る
。

(
17
)

註

(
6
)
小
川
直

之

「
『
四
季
耕
作
図
』

の
描
写

と
系
譜
」

八
頁
。

(18
)

小
川
直

之

「女

の
田
植

え

・
男

の
田
植
え
」

(
『
民
俗
』
第

=

九

・
一
二
〇
号
、
相
模

民
俗

学
会

、

一
九

八
五
年
)
。

(
19
)

『国
府

の
民
俗

(三
)

1

国
府
本
郷

・
国
府
新
宿

・
石
神
台
地

区
』

(大
磯
町
、

一
九
九

五
年

)
六
〇
、
六

一
頁
。

(
20
)

加
藤
隆
志
氏

の
ご
教
示

に
よ
る
。

(
21
)

長

田
平

「
千
歯
扱
き

の
地
域
性

ー

神
奈
川
県
下

の
千
歯
扱

き
を
例

に
」

(
『
民
具

マ
ン
ス
リ

ー
』
第

二
九
巻

}
号
、

一
九
九
六
年

)
。

(22
)

神
奈
川
県
下

の
ク

ル
リ

に

つ
い
て
は
、

『南
関
東

の
ク

ル
リ
棒
』

(関

東
民
具
研
究
会

、

一
九

八
九
年
)
、
加
藤

隆
志

「神

奈
川
県
下

の
ク

ル
リ
ボ

ウ
に

つ
い
て
」

(
『
民
具

マ
ン
ス
リ
ー
』
第

二
七
巻
八
号
、

一
九
九

四
年
)

な
ど
に
詳
し

い
。

(
23
)

大
磯
町
西
小
磯
在
住

の
高
橋
要
蔵
氏

(明
治
四

一
年
生
)
他

の
ご
教
示

に
よ

る
。

(
24
)

小
坂
広
志

「
唐
箕

の
伝
来

と
普
及
」

(
『
日
本

民
俗
文
化
大
系

一
四
』
、
小
学
館
、

一
九
八
六
年

)
。

(
25
)

河

野
通
明

「
四
季
耕
作
図

の
流
れ
」

(
『描

か
れ
た
農
耕

の
世
界
』
相
模

原
市
立
博
物
館
図
録
、

一
九
九
九
年

)
六

一
頁
。

(26
)

例

え
ば
、
歌
川
広
重

「
五
十

三
次
名
所
図
会
」

の
平
塚
馬
入
川

の
渡
船
風
景

で
は
、
遠
景

の
富
士
山

の
右
手
前

に
描

か
れ
た
ゴ

ツ
ゴ

ツ
と
し
た
山

稜

は
、
明
ら

か
に
丹
沢
山
塊

と
判
断

で
き
る
。

(
27
)

『神
奈
川
県
皇
国
地
誌
残
稿

上
巻
』

(神
奈
川
県
立
図
書
館
、

一
九
六

三
年
)
。

(
28
)

『神
奈
川
県
民
俗

地
図
』

(神
奈
川
県
立
博
物
館

、

一
九
八
四
年
)

=
二
頁
。
神
奈
川
県
内

で
は
、
横
須
賀
市
長
坂

・
鴨
居

・
小
網
代
、
藤
野
町
菅

井

、

二
宮

町
山
西

・
川
匂
、
松
田
町
寄

な
ど

で
長
着

の
事
例
が
報
告
さ
れ

て

い
る
。
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『新
編
相
模
国
風
土
記
稿

第

二
巻
』

(雄
山
閣
、

一
九
六

二
年

)
。

例

え
ば
、
古
島
敏
雄

「
近
世
日
本
農
業

の
構
造
」

(
『
古
島

敏
雄
著
作
集

第

三
巻
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
五
年
)
な
ど
。

中
西
僚
太
郎

「
明
治
前

期

に
お
け
る
耕
牛

・
耕
馬

の
分
布

と
牛
馬
耕
普
及

の
地
域
性

に
つ
い
て
」

(
『歴
史
地
理
学
』
第

一
六
九
号
、
歴
史
地
理
学

一
九
九

四
年

)
九
頁
。

辻
井
善
弥

「
三
浦
半
島

の
牛
馬

の
分
布

と
黎
耕

」

(
『民

具

マ
ン
ス
リ
ー
』
第

一
=

一巻

二
号
、
神
奈

川
大

学
日
本
常

民
文
化

研
究
所
、

一
九

九
〇

年
)
。

(
33
)

成
瀬
敏
夫

『
中
郡
酪
農

発
達
史
』

(私
家
版
、

一
九
九

一
年
)

四
五
頁
。

(
34
)

註

(33
)
成
瀬
敏
夫

『
中
郡
酪
農

発
達
史
』

五
六
頁
。

(
35
)

例

え
ば
、

『
む

か
し
が
た
り
』

(大
磯

町
教
育

委
員
会
、

一
九

八
七
年
)

で
は
、

石
廊
崎

、
仁
科
、
伊
豆

(具
体

的
な
地
名

は
不
詳
)

が
登
場
す
る
散
文
伝
承
が

み
ら
れ
る
。

ま
た
、
伊
豆
方
面

か
ら
井
戸
枠
な
ど

の
石
を
船

で
運
搬
し
た
と

い
う
話

は
よ
く
聞

か
れ
る
。

4039383736

小
松
郁
夫

氏

の
ご
教

示

に
よ
る
。

『
石
造
物
調
査
報
告
書

(
二
)

1

鴫
立
庵
』

(大
磯
町
教
育

委
員
会
、

一
九
九
〇
年
)

一
頁
。

『
民
俗
学
辞
典
』

(東
京
堂
出
版
、

一
九
八
七
年
)

四
七
五
頁
。

『
茅

ヶ
崎
市
史

3

考
古

・
民
俗
編
』

(茅

ヶ
崎
市
、

一
九

八
〇
年
)
五
七
〇
頁
。

牛
島
史
彦

「
「
歴
史
し
的
背
景
」

(
『絵
馬

と
農
具

に
み
る
近
代
』
板
橋
区
立
郷
土
資
料
館
図
録
、

一
九
九
〇
年
)

三
〇
頁
。

(
さ
が

わ

・
か
ず

ひ
ろ

な
ど
の
地
名

地
理
学

・
民
俗
学
)
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