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「
お
す
」
と
表
現
さ
れ
る
東
日
本
の
穀
物
脱
穀

　
―
東
北
地
方
の
籾
打
ち
作
業
「
籾
お
し
」
を
中
心
に

　
榎
本
　
直
樹
*

*

え
の
も
と
・
な
お
き
、
埼
玉
大
学
教
養
学
部
非
常
勤
講
師
、
日
本
民
俗
学

関
東
に
は
、
麦
の
穂
を
唐
竿
（
連
枷
、
ク
ル
リ
ボ
ウ
）
で
打
つ
こ
と
や
、
臼
・
杵
で
搗
く
こ
と
を
「
お
す
」
と
表
現
し
、
こ
れ
ら
の
作
業
を
ム
ギ
オ
シ
と
呼
称
す
る
地
域
が
あ
っ

た
。
ム
ギ
オ
シ
は
、
埼
玉
県
の
一
部
で
は
唐
竿
の
作
業
を
い
う
が
、
関
東
全
体
で
は
臼
・
杵
の
作
業
を
い
う
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
さ
ま
ざ
ま
な
用
具
に
よ
る
麦
の
脱
穀
が
お
し

な
べ
て
「
麦
お
し
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
の
、
近
代
に
そ
れ
ら
が
唐
竿
の
作
業
と
臼
・
杵
の
作
業
の
二
つ
に
集
約
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
に
旧
来
の
呼
称
が
継
承
さ
れ
た

結
果
で
あ
る
と
推
測
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
東
北
の
広
い
地
域
で
稲
の
籾
打
ち
作
業
が
モ
ミ
オ
シ
・
モ
ミ
ヨ
シ
・
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
な
ど
「
籾
お
し
」
に
類
す
る
名
で
呼
ば
れ
て

い
た
事
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
「
お
す
」
脱
穀
が
、
千
歯
扱
き
な
ど
「
扱
く
」
脱
穀
の
導
入
後
も
存
続
し
、
独
自
の
意
義
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

麦
打　

稲
扱　

脱
穀　

芒　

農
具　

民
俗
語
彙　

会
津
農
書

　
　

は
じ
め
に

　

動
力
機
械
の
普
及
以
前
、
埼
玉
県
内
の
一
部
地
域
に
お
い
て
は
、
麦
の
脱
穀
の
際
、

麦
穂
を
唐
竿
で
「
打
つ
」
、
麦
穂
や
麦
粒
を
臼
で
「
搗
く
」
、
桶
の
中
の
麦
粒
を
「
踏

む
」
と
い
っ
た
作
業
が
、
い
ず
れ
も
ム
ギ
オ
シ
、
ノ
ゲ
オ
シ
な
ど
と
呼
ば
れ
、
そ
れ

ら
の
作
業
動
作
が
「
お
す
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。
現
代
か
ら
見
る
と
違
和
感
が
あ

る
が
、
麦
に
か
ぎ
ら
ず
、
「
粟
お
し
」
「
稗
お
し
」
「
蕎
麦
お
し
」
な
ど
「
○
○
お
し
」

と
い
う
穀
物
脱
穀
の
作
業
呼
称
と
、
作
業
動
作
の
「
お
す
」
と
い
う
表
現
は
、
広
く

東
日
本
各
地
に
存
在
し
て
い
た
。

　

管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
穀
物
脱
穀
に
お
け
る
「
お
す
」
と
い
う
表
現
は
、
自
治
体

史
や
民
俗
調
査
報
告
書
の
ほ
か
に
は
、
方
言
辞
典
・
国
語
辞
典
に
「
む
ぎ
お
し
」
が

断
片
的
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
だ）

（
（

け
で
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
ほ
と

ん
ど
認
知
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
が
農
作
業
の
細
部
に
関
わ
る
も
の

で
、
し
か
も
そ
の
存
在
が
一
部
地
域
に
偏
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
「
お
す
」
に
象
徴
さ
れ
る
脱
穀
が
、
単
な
る
地
方
の
言
葉
の
問
題
で

は
な
く
、
技
術
の
歴
史
的
展
開
を
考
え
る
上
で
重
要
な
も
の
と
捉
え
、
そ
の
観
点
か

ら
稲
の
脱
穀
作
業
や
用
具
の
呼
称
を
見
な
が
ら
、
そ
の
特
徴
を
把
握
し
て
み
た
い
。

　

一　

麦
の
脱
穀
と
「
麦
お
し
」

　

本
題
で
あ
る
稲
の
脱
穀
に
取
り
か
か
る
前
に
、
麦
の
脱
穀
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
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こ
と
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

　

麦
脱
穀
は
、
ま
ず
は
麦
束
か
ら
穂
先
を
落
と
し
、
次
に
穂
か
ら
麦
粒
を
外
す
と
と

も
に
麦
粒
先
端
の
突
起
物
で
あ
る
芒
（
ノ
ギ
、
ノ
ゲ
、
ノ
ガ
）
を
除
去
す
る
と
い
う
、

二
段
階
の
作
業
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
小
川
直
之
氏
は
、
近
代
の
農
務
局
な
ど
の
報

告
書
か
ら
日
本
全
国
の
脱
穀
具
・
脱
穀
法
を
分
析
し
、
日
本
国
内
の
脱
穀
法
に
、
扱

き
落
し
法
、
穂
叩
き
法
、
打
付
け
法
、
焼
落
し
法
、
穂
搗
き
法
、
足
踏
み
法
、
手
揉

み
法
の
七
と
お
り
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
麦
の
脱
穀
の
工
程
に
つ
い

て
は
、
千
歯
扱
き
法
（
扱
き
落
し
法
の
一
つ
）
、
焼
麦
法
、
打
付
け
法
な
ど
に
よ
る

一
次
脱
穀
と
、
穂
叩
き
法
、
穂
搗
き
法
に
よ
る
二
次
脱
穀
と
い
う
二
段
階
五
種
類
に

整
理
し
て
い
る
。

）
（
（

関
東
の
民
俗
実
態
に
即
す
と
、
こ
れ
に
足
踏
み
法
が
加
わ
っ
て
、

二
段
階
六
種
類
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
工
程
を
並
べ
、
そ
こ
に
「
○
○
お
し
」
と

そ
の
ほ
か
の
代
表
的
な
呼
称
を
加
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
次
脱
穀
（
麦
束
か
ら
穂
を
分
離
す
る
作
業
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
か
ら
の
一
択
と
な
る
）

Ａ　

打
付
け
法　

麦
打
ち
台
に
打
ち
付
け
て
麦
の
穂
を
落
と
す

〈
呼
称
例
〉
ム
ギ
ウ
チ
、
ハ
シ
ゴ
ブ
チ
、
サ
ナ
オ
シ

Ｂ　

千
歯
扱
き
法　

千
歯
扱
き
で
麦
の
穂
を
扱
き
落
と
す

〈
呼
称
例
〉
ム
ギ
コ
キ
、
ム
ギ
コ
ギ

Ｃ　

焼
麦
法　

火
で
麦
の
穂
を
焼
き
落
と
す

　
　
　

〈
呼
称
例
〉
ム
ギ
ヤ
キ
、
ヤ
キ
ホ

二
次
脱
穀
（
脱
粒
と
脱
芒
の
作
業
。
各
単
独
か
、
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
）

Ｄ　

穂
叩
き
法　

唐
竿
で
穂
を
打
つ

　
　

〈
呼
称
例
〉
ム
ギ
オ
シ
、
ノ
ゲ
オ
シ
、
ム
ギ
ウ
チ
、
ボ
ウ
チ

Ｅ　

穂
搗
き
法　

臼
・
杵
で
搗
く

ａ
（
Ｄ
の
後
処
理
）
〈
呼
称
例
〉
ム
ギ
オ
シ
、
ノ
ゲ
オ
シ
、
ヨ
ヅ
キ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ
オ
シ
、
ツ
ノ
オ
シ

ｂ
（
Ｄ
の
代
替
）
〈
呼
称
例
〉
ム
ギ
オ
シ

Ｆ　

足
踏
み
法　

臼
や
桶
、
笊
に
入
れ
て
踏
む

ａ
（
Ｄ
の
後
処
理
）
〈
呼
称
例
〉
ノ
ゲ
オ
シ
、
ツ
ノ
オ
シ
、
ノ
ゲ
オ
リ

ｂ
（
Ｄ
の
代
替
）
〈
呼
称
例
〉
ム
ギ
フ
ミ

　

そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
は
、
〈
呼
称
例
〉
の
と
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
に
呼
ば
れ
る
が
、
Ａ

打
付
け
法
、
Ｄ
穂
叩
き
法
、
Ｅ
穂
搗
き
法
、
Ｆ
足
踏
み
法
の
四
つ
に
は
、
「
○
○
お

し
」
と
い
う
呼
称
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
打
ち
付
け
る
」
「
打
つ
」
「
搗
く
」
「
踏
む
」
な
ど
、
異
な
っ
た
動
作
の
作
業
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
穀
物
の
脱
穀
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
動
作
が
、
か
つ
て
は
広
く

「
お
す
」
と
表
現
さ
れ
、
脱
穀
作
業
が
「
○
○
お
し
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
の

名
残
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
脱
粒

・

脱
芒
の
た
め
に
穀
物
を
圧
す
る
こ
と
が
、

お
し
な
べ
て
「
お
す
」
と
表
現
さ
れ
、
そ
の
作
業
が
「
○
○
お
し
」
と
呼
称
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、
「
打
つ
」
（
う
つ
。
ぶ
つ
）
な
ど
、
よ
り
的
確
な
動
作
の

表
現
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
次
第
に
そ
の
領
域
を
狭
め
、
近
代
に
は
「
○
○

お
し
」
と
い
う
語
彙
や
、
「
ク
ル
リ
ボ
ウ
（
唐
竿
）
で
お
す
（
打
つ
、
叩
く
）
」
「
臼

で
お
す
（
搗
く
）
」
と
い
う
表
現
に
、
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
る
。

　

ム
ギ
オ
シ
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
見
る
と
、
埼
玉
県
の
一
部
で
は
Ｄ
穂
叩
き
法
の

唐
竿
の
作
業
の
こ
と
を
い
う
。
し
か
し
、
関
東
と
そ
の
周
辺
で
は
、
山
間
地
や
離
島

も
含
め
、
ム
ギ
オ
シ
は
Ｅ
穂
搗
き
法
の
臼
・
杵
の
作
業
を
い
い
、
幕
末
や
近
代
の
東

京
多
摩
地
域
の
日
記
の
記
述
に
見
ら
れ
る
「
麦
お
し
」
「
お
し
も
の
」
も
、
臼

・

杵

の
作
業
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
は
臼
・
杵
の
作
業
を
ム
ギ
オ

シ
と
す
る
こ
と
が
、
よ
り
広
い
地
域
に
存
在
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
ム
ギ
オ
シ

は
、
唐
竿
の
作
業
の
後
処
理
ま
た
は
代
替
の
作
業
と
し
て
、
乾
燥
や
選
別
を
挟
み
つ

つ
、
収
穫
物
を
俵
に
収
め
る
と
こ
ろ
に
直
結
す
る
、
麦
作
の
最
終
作
業
で
あ
っ
た
。



145

　

ム
ギ
オ
シ
に
用
い
ら
れ
た
臼
・
杵
は
、
稲
作
地
域
で
は
「
米
搗
き
用
」
と
呼
ば
れ

た
が
、
畑
作
地
域
で
は
「
ム
ギ
オ
シ
用
」
と
さ
れ
、
麦
の
脱
穀
や
精
白
に
用
い
ら
れ

た
搗
き
臼
・
搗
き
杵
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
搗
き
杵
の
よ
う
な
形
態
の
横
杵
が
竪

杵
に
代
わ
っ
て
普
及
し
た
の
は
、
十
八
世
紀
半
ば
以
降
で
、
そ
れ
は
米
を
大
量
に
精

白
す
る
こ
と
を
要
因
と
し
た
変
化
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
民
俗
調
査
で
確
認
さ

れ
た
近
代
の
臼
・
杵
に
よ
る
ム
ギ
オ
シ
は
、
十
八
世
紀
半
ば
以
降
に
成
立
し
た
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

麦
の
二
次
脱
穀
が
、
も
っ
ぱ
ら
唐
竿
と
臼

・

杵
で
行
わ
れ
た
関
東
と
は
異
な
り
、

東
北
で
は
一
部
地
域
に
し
か
唐
竿
は
普
及
せ
ず
、
か
わ
り
に
棒
・
槌
・
杵
状
の
用
具

や
臼
・
竪
杵
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
行
わ
れ
て
お
り
、
麦
穂
を
槌
で
打
つ
こ
と
を

ム
ギ
オ
シ
と
称
す
る
地
域
も
あ
っ
た
。
古
く
は
関
東
で
も
、
東
北
の
こ
れ
と
同
様
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
作
業
は
お
し
な
べ
て
「
麦
お
し
」

と
呼
ば
れ
、
「
お
す
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。
近
代
に
さ
し
か
か
っ
た
頃
、
そ
れ
ら

は
お
お
む
ね
唐
竿
の
作
業
と
、
搗
き
臼

・

搗
き
杵
の
作
業
の
二
つ
に
集
約
さ
れ
た
。

穂
打
ち
の
作
業
は
も
っ
ぱ
ら
唐
竿
（
Ｄ
穂
叩
き
法
の
ム
ギ
オ
シ
ほ
か
）
に
収
斂
し
、

そ
の
後
処
理
や
代
替
と
し
て
の
脱
粒
・
脱
芒
は
搗
き
臼
・
搗
き
杵
の
作
業
（
Ｅ
穂
搗

き
法
の
ム
ギ
オ
シ
ほ
か
）
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
関
東
で
は
、
両
作
業
の
一
部
に
ム

ギ
オ
シ
呼
称
や
「
お
す
」
と
い
う
表
現
が
継
承
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。）

（
（

　

さ
て
、
麦
の
脱
穀
は
「
麦
打
ち
」
、
稲
の
脱
穀
は
「
稲
扱
き
」
と
、
一
口
に
表
現

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
麦
に
は
麦
打
ち
台
や
唐
竿
で
打
つ
印
象
が
強
く
、
稲
に
は
千

歯
扱
き
で
扱
く
印
象
が
強
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
「
麦
扱
き
」
の

後
に
「
麦
打
ち
」
が
あ
り
、
「
稲
扱
き
」
の
後
に
「
籾
打
ち
」
が
あ
っ
た
。
そ
し
て

関
東
に
は
、
「
麦
打
ち
」
を
ム
ギ
オ
シ
と
呼
称
す
る
事
例
が
あ
っ
た
。
一
方
、
東
北

に
は
、
「
籾
打
ち
」
を
モ
ミ
オ
シ
、
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
な
ど
「
籾
お
し
」
と
呼
称
す
る
事

例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
次
章
か
ら
、
「
籾
お
し
」
を
通
じ
て
稲
の
脱
穀
を
見
直
し
て

い
き
た
い
。

　

二　

稲
の
脱
穀
と
「
籾
お
し
」

　

「
籾
打
ち
」
と
「
籾
お
し
」

　

麦
の
脱
穀
を
「
麦
打
ち
」
と
い
う
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
稲
の
脱
穀
に

「
籾
打
ち
」
が
あ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を

例
に
と
る
と
、
「
む
ぎ
う
ち　

麦
打
」
の
項
目
は
あ
っ
て
も
、
「
籾
打
ち
」
の
項
目
は

な
い
。）

（
（

『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
に
は
、
新
潟
県
の
モ
ミ
ガ
チ
、
佐
賀
県
の
モ
ミ
タ

タ
キ
と
い
う
呼
称
も
報
告
さ
れ
て
い
る
が）

（
（

、
こ
れ
ら
も
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

一
般
に
、
稲
の
脱
穀
と
い
っ
て
連
想
さ
れ
る
の
は
「
稲
扱
き
」
で
あ
り
、
千
歯
扱

き
に
代
表
さ
れ
る
「
扱
く
」
作
業
で
あ
る
。
脱
穀
の
効
率
を
飛
躍
的
に
高
め
た
千
歯

扱
き
が
「
後
家
倒
し
」
と
呼
ば
れ
た
と）

（
（

い
う
逸
話
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
う

し
た
中
で
、
今
さ
ら
な
が
ら
柳
田
國
男
氏
の
発
言
は
、
千
歯
扱
き
や
脱
穀
機
に
よ
る

「
扱
く
」
以
前
と
以
後
の
変
化
を
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

穀
物
の
穂
の
部
分
を
広
い
筵
の
上
な
ど
に
集
め
て
、
棒
で
打
叩
い
て
脱
穀
さ
せ

る
方
法
は
、
曾
て
は
稲
に
も
行
は
れ
て
居
た
土
地
が
有
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
他
の
一
方
に
新
ら
し
い
稲
扱
機
械
が
出
来
て
、
一
日
に
沢
山
の
籾
を

落
す
や
う
に
な
る
と
、
つ
い
扱
き
方
が
ぞ
ん
ざ
い
に
流
れ
、
藁
の
穂
に
ま
だ
若

干
の
籾
が
く
つ
ゝ
い
て
残
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
集
め
て
棹
で
打
つ
て
、
今

一
度
残
り
の
籾
を
落
す
作
業
が
必
要
に
な
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
関
東
平
野
で

は
是
を
ボ
ッ
チ
ャ
ラ
ウ
チ
又
は
ボ
ウ
ジ
ブ
チ
な
ど
ゝ
謂
つ
て
、
以
前
の
籾
納
の

頃
に
は
厳
格
に
言
へ
ば
、
是
が
稲
作
最
終
の
作
業
で
あ
つ
た
。）

（
（

　

稲
扱
機
械
の
導
入
に
よ
っ
て
稲
穂
を
棒
で
打
つ
作
業
は
消
え
た
が
、
そ
の
一
方
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で
、
扱
き
そ
こ
ね
て
穂
に
残
っ
た
籾
を
打
つ
作
業
―
ボ
ッ
チ
ャ
ラ
ウ
チ
が）

（
（

必
要
に

な
っ
た
。
「
近
き
百
年
以
内
ま
で
は
、
貯
蔵
は
多
く
の
地
方
で
は
籾
を
囲
」
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
籾
摺
り
で
玄
米
に
す
る
「
糠
を
去
る
仕
事
は
食
事
の
準
備
」
で

）
（
（

あ
っ

て
、
本
来
は
籾
と
し
て
収
納
す
る
ま
で
が
稲
作
の
作
業
で
あ
っ
た
。

　

稲
の
脱
穀
に
お
い
て
は
、
脱
穀
の
効
率
を
高
め
た
千
歯
扱
き
や
脱
穀
機
が
注
目
さ

れ
、
稲
を
「
扱
く
」
こ
と
へ
の
関
心
は
高
く
、
そ
の
研
究
も
多
い
が
、
「
籾
打
ち
」

へ
の
関
心
は
低
か
っ
た
。
実
際
に
は
、
近
代
に
お
い
て
も
「
籾
打
ち
」
は
行
わ
れ

た
。
「
籾
打
ち
」
は
、
関
東
の
麦
作
で
い
え
ば
、
一
次
脱
穀
と
し
て
千
歯
扱
き
で
扱

い
た
後
、
二
次
脱
穀
と
し
て
唐
竿
で
麦
を
打
つ
「
麦
打
ち
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ

る
。
関
東
で
は
、
「
麦
打
ち
」
に
も
「
籾
打
ち
」
に
も
、
も
っ
ぱ
ら
唐
竿
が
用
い
ら

れ
た
も
の
の
、
東
北
に
は
唐
竿
は
あ
ま
り
普
及
せ
ず
、）

（1
（

「
麦
打
ち
」
に
も
「
籾
打
ち
」

に
も
、
棒
や
槌
、
杵
状
の
用
具
な
ど
が
用
い
ら
れ
た
。　

　

「
籾
打
ち
」
の
研
究
で
唯
一
と
も
い
え
る
の
が
、
佐
々
木
長
生
氏
に
よ
る
福
島
県

会
津
地
方
に
お
け
る
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
の
研
究
で
あ
る
。）

（（
（

会
津
で
は
、
稲
籾
の
脱
穀
の

「
籾
打
ち
」
を
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
と
い
い
、
こ
の
作
業
と
用
具
に
つ
い
て
、
佐
々
木
氏
に

よ
る
詳
細
な
調
査
と
分
析
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
研
究
は
そ
れ
以
上
の

地
域
的
広
が
り
を
見
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
が
会
津
独
特
の
も
の
と
捉

え
ら
れ
、
他
地
域
の
「
籾
打
ち
」
と
比
べ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
近
年
、
久
野
俊
彦
氏
が
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
ボ
ウ
を
「
籾
押
し
棒
」
と
明
示

し
た
こ
と
で
、）

（（
（

に
わ
か
に
、
東
北
に
お
け
る
「
籾
打
ち
」
の
地
域
呼
称
「
籾
お
し
」

と
、
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
と
の
つ
な
が
り
が
見
え
て
き
た
。

　

以
下
、
各
県
の
「
籾
お
し
」
に
関
わ
る
作
業
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
こ

れ
ま
で
こ
う
し
た
観
点
で
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

資
料
の
提
示
自
体
も
重
要
と
考
え
、
統
一
性
の
な
い
ま
ま
、
雑
多
な
資
料
か
ら
類
似

事
例
を
列
挙
す
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

　

こ
こ
で
、
図
１
「
籾
打
ち
、
籾
お
し
の
用
具
」
を
掲
げ
て
お
く
。
こ
れ
は
前
述
の

佐
々
木
氏
の
研
究
文
献
の
ほ
か
、
東
北
・
関
東
各
地
の
文
献
の
写
真
や
図
か
ら
「
籾

打
ち
」
用
具
を
模
写
し
、
そ
の
概
形
を
示
し
た
も
の
で
、
以
下
の
本
文
中
の
用
具
の

参
考
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
元
文
献
に
は
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
場

合
が
多
く
、
本
文
と
こ
の
図
と
は
あ
ま
り
連
携
し
て
い
な
い
。
ま
た
こ
の
図
は
、
用

具
を
示
す
目
的
の
た
め
、「
籾
お
し
」
呼
称
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
モ
ミ
ウ
チ
、
モ
ミ
ブ
チ
、

モ
ミ
タ
タ
キ
な
ど
も
含
め
た
。
本
来
、
作
業
と
用
具
に
は
厳
密
な
比
較
検
討
が
必
要

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
広
範
囲
に
わ
た
る
共
通
性
を
一
覧
す
る
こ
と
を
優
先
し
た
。

　

青
森
県
の
「
籾
お
し
」

　

青
森
県
は
、
最
も
「
籾
お
し
」
の
事
例
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
。

　

津
軽
地
方
で
は
、
か
つ
て
稲
の
脱
穀
は
、
カ
ラ
ミ
オ
ト
シ
と
称
し
て
臼
に
稲
束
を

叩
き
つ
け
て
穂
を
落
と
す
重
労
働
で
あ
っ
た
が
、
明
治
に
セ
ン
コ
キ
（
千
歯
扱
き
）

が
入
っ
て
、
作
業
が
前
よ
り
楽
に
な
っ
た
と
い
う
。）

（（
（

打
付
け
法
か
ら
、
千
歯
扱
き
法

へ
の
転
換
で
あ
る
。
そ
の
後
、
足
踏
み
脱
穀
機
が
入
っ
て
き
た
の
は
、
北
津
軽
郡
鶴

田
町
で
は
、
昭
和
の
初
め
頃
と）

（（
（

い
う
。
東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
旧
平
舘
村
で
は
、
足
踏

み
脱
穀
機
は
大
正
か
ら
昭
和
の
初
め
に
青
森
か
ら
村
に
二
〇
台
入
っ
た
の
が
始
ま
り

で
、
セ
ン
コ
キ
の
一
〇
倍
の
能
率
で
あ
っ
た
。）

（（
（

こ
の
よ
う
に
脱
粒
は
効
率
化
で
き
た

が
、
当
時
の
稲
は
「
エ
ガ
稲
」
（
有
芒
種
）
で
あ
っ
た
の
で
、
籾
を
扱
い
た
後
に
、「
モ

ミ
お
し
棒
」
で
叩
く
必
要
が
あ
っ
た
と）

（（
（

い
う
。

　

北
津
軽
郡
鶴
田
町
旧
水
元
村
『
水
元
村
誌
』
に
、
「
籾
押
し
」
作
業
は
次
の
よ
う

に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

毎
朝
夜
の
明
け
ぬ
前
か
ら
小
さ
な
カ
ン
テ
ラ
一
つ
明
光
で
稲
扱
を
使
つ
て
ゴ
リ

ゴ
リ
や
り
、
次
い
で
籾
押
し
と）

（（
（

な
り
、
篩
に
か
け
唐
箕
に
か
け
る
。
桝
で
は
か

つ
て
六
斗
づ
ゝ
俵
に
詰
め
る
…
…
此
の
一
完
し
た
仕
事
を
日
返
籾
と）

（（
（

い
う
。
明
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日
の
準
備
ま
で
整
え
て
其
日
は
終
る
。
稲
こ
き
か
ら
籾
お
し
は
仲
々
つ
ら
い
仕

事
で
あ
る
。
百
姓
仕
事
で
何
が
一
番
苦
し
い
か
と
問
え
ば
、
言
下
に
籾
お
し
、

と
答
え
る
。
手
足
に
大
き
な
皹
が
い
く
つ
も
切
れ
て
生
血
が
出
た
り
、
赤
く
口

を
あ
い
て
る
の
は
見
た
ゞ
け
で
も
、
ウ
ン
ザ
リ
す
る
位
、
（
中
略
）
其
手
足
で

冬
の
未
明
か
ら
起
出
で
、
目
も
口
も
鼻
も
埃
だ
ら
け
（）

（（
（

下
略
）
。

　

こ
の
報
告
で
は
、
「
籾
お
し
」
の
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
『
鶴
田
町
誌
下
』
に
は
こ

の
記
事
が
再
録
さ
れ
、
庭
に
広
げ
ら
れ
た
籾
を
、
向
か
い
合
っ
て
棒
状
の
用
具
で
打

つ
男
女
の
挿
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。）

（1
（

鶴
田
町
の
モ
ミ
オ
シ
ボ
ウ
は
、
『
青
森
県
民

俗
資
料
図
録
第
五
集 

(

青
森
県
の
農
具)

』
に

）
（（
（

収
録
さ
れ
て
お
り
（
図
１
の
①
籾
打

ち
棒
３
）
、
自
然
木
を
利
用
し
た
「
く
」
の
字
形
で
あ
る
。

次
に
、
東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
旧
平
舘
村
の
報

告
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

イ
ガ
イ
ネ
は
、
イ
ガ
を
除
か
な
い
と
唐

箕
に
か
け
ら
れ
な
い
の
で
、
籾
押
し
棒

や
槌
で
、
モ
ミ
押
し
を
し
た
。
こ
れ
が

済
む
と
、
オ
ハ
ギ
を
ふ
る
ま
う
。）

（（
（

　

「
棒
」
と
表
現
さ
れ
る
用
具
は
、
図
１
の

①
籾
打
ち
棒
で
あ
る
が
、
「
槌
」
と
表
現
さ

れ
る
場
合
は
、
②
掛
矢
・
槌
の
類
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。

　

平
舘
村
で
も
、
作
業
の
主
眼
が
イ
ガ
の
除

去
に
あ
る
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
次
の
五
所

川
原
市
旧
三
好
村
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。

明
治
大
正
の
初
め
は
ヱ
ガ
の
稲
で
あ
つ

た
か
ら
籾
押
捧
に
て
た
ゝ
き
、
更
に
ツ

リ
竹
に
て
屑
と
籾
と
を
打
つ
離
し
、
籾

通
し
に
て
籾
と
藁
屑
と
を
分
離
し
、
唐

箕
に
か
げ
て
粃
と
ほ
く
り
を
飛
し
、
六

斗
入
り
の
籾
俵
を
作
る
。）

（（
（

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
籾
お
し
」
や
選
別
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作
業
を
経
て
、
籾
を
俵
に
収
め
て
作
業
が
終
わ
っ
た
。
北
津
軽
郡
中
泊
町
旧
中
里
町

で
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

「
せ
ん
こ
き
」
が
出
来
、
楽
に
な
っ
た
が
、
落
し
た
籾
が
「
つ
な
ぎ
」
に
分
離

し
な
い
も
の
も
多
く
あ
り
、
ま
た
有
芒
種
で
あ
る
の
で
之
を
『
籾
お
し
棒
』
で

打
つ
の
で
あ
っ
た
。）

（（
（

　

こ
こ
で
は
、
芒
と
と
も
に
、
分
離
し
な
い
籾
の
処
理
を
対
象
と
し
て
い
る
。
同
様

に
青
森
市
旧
南
津
軽
郡
浪
岡
町
で
は
「
切
れ
穂
」
（
穂
切
れ
）
が
問
題
と
な
っ
て
お

り
、
「
籾
通
し
」
（
篩
）
で
籾
と
藁
屑
や
「
切
れ
穂
」
と
を
区
別
し
、
篩
上
に
残
っ
た

も
の
を
「
カ
ラ
ミ
棒
で
こ
な
し
て
籾
に
す
る
」
。
こ
の
「
カ
ラ
ミ
棒
」
を
「
籾
お
し

棒
」
と
も
い
う
。）

（（
（

　

『
倉
石
村
史
』
に
よ
る
と
、
三
戸
郡
五
戸
町
旧
倉
石
村
で
は
、
「
モ
ミ
オ
シ
ボ
ウ

（
タ
タ
キ
棒
）
」
や
「
モ
ミ
タ
タ
キ
（
槌
）
」
で
籾
を
叩
い
て
、
イ
ガ
を
落
と
し
、

ま
た
、
メ
イ
ゴ
（
穂
切
れ
）
を
処
理
し
た
。
写
真
に
よ
る
と
、
前
者
は
図
１
①
籾
打

ち
棒
３
・
４
に
似
た
も
の
で
、
後
者
は
Ａ
横
打
（（
に
よ
く
似
た
も
の
で
あ
る
。）

（（
（

　

一
九
三
八
年
刊
行
の
『
青
森
県
の
稲
作
』
と
い
う
技
術
書
で
は
、
種
籾
の
採
取
に

「
籾
押
棒
」
の
使
用
が
奨
励
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
呼
称
が
県
内
に
広
く
用
い
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
説
明
は
な
い
が
、
①
籾
打
ち
棒
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。

種
籾
の
調
製
に
は
、
（
中
略
）
在
来
の
稲
扱
き
を
用
ひ
丁
寧
に
扱
き
落
し
芒
や

穂
切
れ
等
を
去
る
為
め
籾
押
棒
と
称
す
る
も
の
に
て
叩
く
が
よ
い
、
最
も
こ
の

場
合
に
は
下
に
藁
蓆
を
敷
き
、
籾
押
棒
も
極
く
小
さ
い
も
の
を
作
り
丁
寧
に
打

つ
叩
く
が
よ
い
。）

（（
（

　

さ
て
、
以
上
の
報
告
は
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
も
の
で
あ
る
が
、
近
年
に
も
報
告

が
あ
り
、
棒
や
臼
と
竪
杵
な
ど
で
穂
切
れ
や
芒
に
つ
い
て
、
脱
粒
や
脱
芒
す
る
こ
と

を
「
○
○
お
し
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
列
挙
す
る
。

・

枝
付
き
の
籾
は
、
モ
ミ
オ
シ
（
自
然
木
の
幹
と
枝
を
利
用
し
た
棒
状
の
農
具
）

で
叩
い
た
（
北
津
軽
郡
中
泊
町
長
泥
）
。）

（（
（

・

有
芒
種
の
籾
は
、
ノ
ギ
を
取
る
た
め
に
、
「
キ
ギ
（
縦
杵
で
、
オ
ナ
ゴ
キ
ネ
と

も
い
う
）
を
使
っ
て
臼
で
搗
い
た
。
こ
れ
を
コ
メ
オ
シ
」
と
い
っ
た
（
む
つ
市

旧
下
北
郡
大
畑
町
関
根
橋
）
。）

（（
（

・

有
芒
種
の
籾
は
ノ
ギ
を
取
る
た
め
に
、
臼
に
入
れ
、
「
キ
ギ
（
縦
杵
）
で
軽
く

オ
シ
て
（
搗
い
て
）
落
と
し
た
」
「
籾
が
枝
付
き
状
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
オ

シ
」
た
（
む
つ
市
旧
下
北
郡
川
内
町
宿
野
部
）
。）

（1
（

　

青
森
県
に
は
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
「
籾
お
し
」
「
籾
押
棒
」
な
ど
の
呼
称
が
あ

り
、
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
有
芒
種
の
脱
芒
と
と
も
に
、
穂
切
れ
―
穂
枝
に
付
い
た
籾

の
処
理
―
柳
田
氏
の
い
う
ボ
ッ
チ
ャ
ラ
ウ
チ
―
の
た
め
に
、
行
わ
れ
て
い
た
。

　

以
上
の
事
例
で
は
、
棒
・
槌
状
の
用
具
と
臼
・
杵
は
単
独
の
作
業
で
あ
る
が
、
西

津
軽
郡
深
浦
町
関
で
は
、
棒

・

槌
状
の
用
具
と
臼

・

杵
の
作
業
に
わ
た
る
場
合
が

あ
っ
た
。

籾
を
モ
ミ
オ
シ
ボ
ウ
で
た
た
く
。
こ
れ
は
三
人
く
ら
い
で
ま
わ
り
な
が
ら
た
た

い
た
。
た
た
い
た
籾
を
ト
オ
シ
に
か
け
て
ワ
ラ
シ
ビ
を
と
り
除
く
。
さ
ら
に
臼

に
入
れ
て
た
た
き
、
ト
ウ
ミ
に
か
け
る
。）

（（
（

　

こ
れ
は
、
関
東
の
麦
の
二
次
脱
穀
の
二
段
階
作
業
と
比
較
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

岩
手
県
の
「
籾
お
し
」

　

岩
手
、
宮
城
両
県
は
、
「
籾
お
し
」
の
報
告
の
少
な
い
地
域
で
あ
る
。
『
岩
手
県

史
』
に
よ
る
と
、
扱
い
た
籾
を
土
間
に
厚
く
敷
き
、
上
か
ら
軽
い
木
槌
で
打
ち
叩
い

て
ノ
ギ
を
折
る
。
そ
の
際
、
「
籾
打
ち
槌
」
と
い
う
柄
の
長
い
槌
（
図
１
②
掛
矢

・

槌
７
）
を
用
い
る
。
こ
こ
で
は
「
籾
お
し
」
で
は
な
く
、
「
籾
打
ち
」
と
い
う
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
「
こ
の
木
槌
は
、
粟
落
し
（
ア
ワ
オ
シ

と
呼
ぶ
）
や
、
稗
落
し
（
同
上
）
や
、
そ
の
他
に
も
使
用
」

）
（（
（

す
る
と
い
い
、
粟
・
稗
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に
は
、
「
〇
〇
お
し
」
と
い
う
呼
称
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
盛
岡
市
通
史
』
で
も
、

民
家
の
ニ
ワ
と
呼
ば
れ
る
土
間
の
説
明
に
お
い
て
、
「
ニ
ワ
は
室
内
作
業
場
で
、
稲

こ
き
・
籾
う
ち
・
粟
お
し
・
稗
お
し
・
そ
ば
お
し
・
臼
搗
き
、
米
の
精
白
な
ど
の
作

業
」
を

）
（（
（

す
る
と
い
い
、
雑
穀
に
は
「
〇
○
お
し
」
呼
称
を
用
い
て
い
る
。

　

東
北
の
民
俗
芸
能
の
田
植
え
踊
り
、
春
田
打
ち
な
ど
の
演
目
の
中
に
は
、
田
仕
事

を
表
現
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
籾
お
し
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が

あ
る
。
岩
手
県
に
も
そ
う
し
た
例
は
多
く
、
た
と
え
ば
、
遠
野
市
土
淵
町
の
田
植
え

踊
り
に
は
、
稲
刈
り
、
稲
運
び
、
稲
こ
き
な
ど
の
演
目
と
と
も
に
、「
二
十
、
籾
お
す
」

「
き
ょ
う
か
ら
よ
う
、
日
も
よ
い
、
き
ね
を
そ
ろ
え
て
」
と
歌
う
も
の
が
あ
り
、
市

内
各
所
に
、
「
籾
お
す
歌
」
「
籾
お
し
小
唄
」
「
籾
お
し
歌
」
な
ど
が
あ
る
。）

（（
（

農
作
業

の
「
籾
お
し
」
の
報
告
は
見
ら
れ
な
い
が
、
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
関
市
旧
東
磐
井
郡
室
根
村
折
壁
で
は
、
ア
オ
と
い
う
槌
状
の
用
具

に
よ
る
作
業
を
ノ
ギ
オ
シ
と
い
っ
た
。

稲
こ
き
に
は
、
せ
ん
ば
こ
き
を
使
用
し
、
こ
い
た
も
の
を
ア
オ
で
た
た
い
て
の

ぎ
お
し
を
す
る
。
多
勢
で
普
通
左
回
り
し
な
が
ら
歌
を
う
っ
て
た
た
く
。
た
た

い
た
も
の
を
も
み
通
し
で
通
し
て
貯
蔵
、
普
通
は
俵
に
い
れ
て
吊
る
し
た
。）

（（
（

　

同
市
旧
西
磐
井
郡
花
泉
町
で
は
、
ノ
ゲ
オ
シ
と
い
う
。）

（（
（

東
北
の
報
告
で
、
稲
の
脱

穀
の
ノ
ゲ
オ
シ
、
ノ
ギ
オ
シ
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
。
し
か
し
麦
の
脱
穀
で
は
、
陸

前
高
田
市
で
「
麦
押
」
ま
た
は
「
芒
押
」
、
奥
州
市
旧
胆
沢
郡
胆
沢
町
で
ノ
ギ
オ
シ

と
い
い
、
下
閉
伊
郡
岩
泉
町
で
ム
ギ
オ
シ
と
い
う
例）

（（
（

が
あ
る
。
ム
ギ
オ
シ
は
脱
粒
で

あ
り
、
ノ
ゲ
オ
シ
・
ノ
ギ
オ
シ
は
脱
芒
で
あ
る
が
、
作
業
と
し
て
は
一
体
化
し
不
可

分
な
も
の
で
あ
っ
て
、）

（（
（

両
者
は
同
じ
作
業
の
表
裏
を
示
す
呼
称
で
あ
っ
た
。
こ
の
両

者
の
関
係
性
は
、
稲
の
場
合
に
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

宮
城
県
の
「
籾
お
し
」

　

宮
城
県
に
も
、
岩
手
県
同
様
に
、
ア
オ
と
い
う
用
具
が
あ
る
（
図
１
②
掛
矢
・
槌

６
）
。
『
宮
城
県
史
』
に
よ
る
と
、
ア
オ
は
、
穂
に
つ
い
た
ま
ま
の
籾
を
打
っ
て
穂
か

ら
落
と
す
用
具
で
、
「
木
槌
の
大
き
な
も
の
」
で
あ
り
、
上
部
が
狭
く
下
部
の
広
い
、

径
一
六
～
二
二
セ
ン
チ
く
ら
い
の
本
体
（
杉
材
を
よ
し
と
す
る
）
に
、
六
五
セ
ン
チ

く
ら
い
の
柄
が
つ
い
て
い
る
。
「
こ
れ
で
打
つ
こ
と
を
『
ア
オ
で
お
す
』
」
と
い
い
、

扱
い
た
籾
は
、

ア
オ
を
用
い
、
各
粒
の
ノ
ゲ
を
お
し
て
と
り
、
ト
オ
シ
で
と
お
し
て
、
ボ
ッ

チ
ャ
ラ
と
籾
と
に
わ
け
る
。
ボ
ッ
チ
ャ
ラ
は
風
で
吹
き
分
け
、
再
び
ア
オ
で
お

し
籾
を
と
り
、
先
の
籾
と
合
せ
て
ト
ウ
ミ
で
吹
き
分
け
て
籾
と
シ
イ
ナ
籾
と
に

分
け
る
。）

（（
（

と
い
う
。
大
崎
市
旧
遠
田
郡
田
尻
町
の
『
田
尻
町
史
』
に
も
、
『
宮
城
県
史
』
が
ほ

ぼ
同
文
の
ま
ま
転
載
さ
れ
て
い
る
。）

（1
（

　

『
仙
台
市
史
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

当
時
の
主
要
品
種
だ
っ
た
「
亀
ノ
尾
」
や
「
愛
国
」
、
「
豊
国
」
な
ど
は
、
現
在

の
品
種
と
は
違
っ
て
い
ず
れ
に
も
籾
に
長
い
ノ
ゲ
が
つ
い
て
い
た
。
扱
き
落
し

た
籾
を
筵
に
広
げ
、
ア
オ
や
ソ
リ
で
叩
い
て
ノ
ゲ
を
落
と
す
。
こ
の
作
業
を
ア

オ
押
し
と
か
ア
オ
ブ
チ
（
ア
オ
打
ち
）
と
い
っ
た
。
ア
オ
押
し
が
す
ん
だ
ら
、

籾
通
し
と
呼
ば
れ
た
篩
に
か
け
て
、
籾
と
藁
く
ず
や
ご
み
を
選
別
す
る
。
通
し

に
残
っ
た
も
の
を
ツ
タ
カ
と
い
っ
た
が
、
こ
の
な
か
に
は
ま
だ
ノ
ゲ
の
残
っ
た

籾
が
混
ざ
っ
て
い
る
の
で
、
再
度
ア
オ
押
し
を
し
て
篩
に
か
け
、
籾
を
選
別
し

て
い
く
。）

（（
（

　

「
籾
お
し
」
が
「
お
す
」
対
象
を
示
し
た
呼
称
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
ア
オ
押
し
」

は
用
具
名
を
冠
し
た
も
の
で
あ
る
。
ソ
リ
と
は
、
①
籾
打
ち
棒
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
ツ
タ
カ
は
、
ボ
ッ
チ
ャ
ラ
で
あ
る
。

　

伊
具
郡
丸
森
町
で
は
、
扱
い
た
籾
を
「
ア
オ
と
称
す
る
杵
形
の
も
の
で
つ
き
、
こ
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れ
を
『
籾
よ
し
』
と
言
っ
た
」
と

）
（（
（

い
う
。
こ
こ
の
ア
オ
は
、
写
真
で
は
、
「
杵
形
」

と
い
う
よ
り
、
図
１
の
②
掛
矢
・
槌
の
よ
う
に
見
え
る
。
隣
の
白
石
市
で
は
、
こ
の

作
業
を
モ
ミ
ヨ
ス
と
い
っ
た
。）

（（
（

い
ず
れ
も
山
形
、
福
島
両
県
に
近
い
。

　

秋
田
県
の
「
籾
お
し
」

　

秋
田
県
に
は
、
青
森
県
同
様
に
多
く
の
事
例
が
見
ら
れ
る
。）

（（
（

　

秋
田
県
大
仙
市
の
旧
仙
北
郡
神
岡
町
の
農
民
が
、
明
治
三
十
四
年
頃
の
農
作
業
を

記
し
た
中
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

稲
五
十
束
扱
き
終
る
と
之
を
庭
に
拡
げ
も
み
お
し
と
て
も
み
を
た
た
く
。
こ
の

道
具
を
我
村
に
て
は
も
み
お
し
棒
ま
た
は
シ
ナ
イ
と
も
言
ふ
。
こ
れ
は
根
曲
の

一
本
木
に
て
作
つ
た
少
し
そ
り
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
て
三
ッ
拍
子

で
た
た
い
た
も
の
で
あ
る
。）

（（
（

　

「
も
み
お
し
棒
」
は
「
シ
ナ
イ
」
と
も
い
い
、
「
根
曲
の
一
本
木
に
て
作
つ
た
少
し

そ
り
み
の
あ
る
も
の
」
と
い
う
。
図
１
の
①
籾
打
ち
棒
で
あ
ろ
う
。

　

農
業
に
従
事
し
な
が
ら
、
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
か
ら
複
数
の
著
作
を
発
表
し

て
い
た
吉
田
三
郎
氏
は
、
男
鹿
市
の
旧
南
秋
田
郡
脇
本
村
出
身
で
あ
り
、
「
籾
お
し
」

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
セ
ン
バ
ン
と
は
千
歯
扱
き
の
こ
と
で
あ
る
。

セ
ン
バ
ン
で
こ
い
た
稲
穂
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
な
い
。
穂
先
が
切
れ
て
落

ち
る
部
分
が
多
い
。
従
っ
て
そ
れ
を
棒
で
叩
い
て
粒
を
落
す
の
で
あ
る
。
ほ
ん

と
う
は
籾
押
し
で
は
な
く
籾
落
し
で
あ
る
。
で
も
村
で
は
こ
れ
を
籾
押
し
と
い

う
。
そ
の
道
具
が
い
か
に
も
押
す
よ
う
に
し
て
た
た
く
か
ら
で
あ
る
。
厚
さ
三

寸
、
長
さ
一
尺
二
寸
、
巾
七
寸
位
の
板
切
に
五
尺
位
の
棒
を
打
込
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
こ
の
道
具
で
、
土
間
に
ひ
ろ
げ
た
籾
を
叩
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
三
人

四
人
五
人
と
数
多
く
の
人
で
叩
く
と
な
る
と
、
そ
の
調
子
を
合
わ
せ
な
い
と
い

け
な
い
。）

（（
（

　

「
ほ
ん
と
う
は
籾
押
し
で
は
な
」
い
が
、
「
い
か
に
も
押
す
よ
う
に
し
て
た
た
く
」

と
い
う
部
分
は
、
「
お
し
」
と
い
う
呼
称
へ
の
違
和
感
を
示
す
貴
重
な
部
分
で
あ
る
。

　

吉
田
氏
は
、
こ
の
作
業
の
用
具
を
ジ
ョ
ゲ
と
呼
ん
で
い
る
。

餅
米
の
籾
に
は
毛
が
付
い
て
ゐ
る
の
で
そ
れ
を
ジ
ョ
ゲ
で
押
し
て
毛
を
落
す
の

で
す
。
そ
の
昔
カ
ナ
扱
き
を
す
る
当
時
全
部
の
籾
を
押
し
た
も
の
で
す
が
、
今

日
機
械
扱
き
を
す
る
様
に
な
つ
て
か
ら
は
こ
の
籾
押
も
毛
稲
を
除
い
て
は
押
さ

な
く
と
も
良
く
な
つ
た
の
で
、
そ
れ
だ
け
楽
に
な
り
ま
し
た
。）

（（
（

　

前
の
記
述
の
セ
ン
バ
ン
か
ら
、
機
械
扱
き
に
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
有
芒
種
の

脱
芒
だ
け
の
作
業
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

旧
神
岡
町
で
「
三
ッ
拍
子
」
、
旧
脇
本
村
で
「
調
子
を
合
わ
せ
」
て
作
業
し
た
と

い
う
よ
う
に
、
大
仙
市
旧
仙
北
郡
西
仙
北
町
で
は
、

籾
の
上
を
「
籾
押
棒
」(

六
尺
位
の
長
さ
経
三
寸
位
の
丸
太
棒
の
片
面
を
平
面

に
し
た
棒)

で
拍
子
附
け
て
た
た
き
ま
わ
る
。
稲
の
穂
の
ま
ま
の
も
の
が
な
く

な
る
ま
で
続
け
る
。）

（（
（

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
者
で
作
業
の
調
子
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
、
横
手
市
十

文
字
町
谷
地
新
田
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

穂
が
千
切
れ
た
り
す
る
の
で
籾
押
槌
で
打
ち
一
粒
ず
つ
は
な
す
。
こ
の
籾
押
し

に
は
二
、
三
人
で
ソ
ラ
ッ
ホ
イ
、
ホ
イ
ホ
イ
、
ソ
ラ
ー
ッ
と
掛
声
を
掛
け
て
、

お
互
い
に
気
合
い
を
入
れ
な
が
ら
ニ
ワ
一
杯
に
ひ
ろ
げ
た
籾
を
ト
ン
ト
ン
ト
ン

ト
ン
つ
い
て
い
た
。）

（（
（

　

秋
田
市
旧
河
辺
郡
河
辺
町
も
同
様
で
あ
る
が
、
複
数
人
で
調
子
を
取
り
な
が
ら

の
、
ご
み
と
埃
に
ま
み
れ
た
作
業
で
あ
っ
た
と
い
う
。

籾
が
適
当
に
た
ま
る
と
「
籾
お
し
」
の
作
業
を
す
る
。
籾
に
は
ま
だ
藁
か
ら
離

れ
な
い
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
こ
れ
を
離
し
て
一
粒
一
粒
に
す
る
た
め
で
、

一
面
に
し
か
れ
た
籾
を
上
か
ら
、
籾
お
し
の
、
し
な
い
棒
で
た
た
き
つ
け
る
。
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棒
と
い
つ
て
も
柄
の
方
と
、
た
た
く
方
に
分
か
れ
た
、
「
く
」
の
字
形
の
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
三
、
四
人
で
調
子
を
合
せ
な
が
ら
た
た
く
時
は
勇
ま
し
い
よ

う
だ
が
、
屋
内
で
も
う
も
う
と
ゴ
ミ
の
立
つ
中
で
息
を
は
ず
ま
せ
な
が
ら
す
る

作
業
は
決
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。）

（1
（

　

こ
こ
で
は
、
脱
粒
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
同
じ
秋
田
市
で
も
旧
南
秋
田
郡
金
足

村
で
は
、
こ
の
作
業
を
ノ
ゲ
オ
シ
と
い
っ
て
い
る
。）

（（
（

一
方
、
由
利
本
荘
市
旧
本
荘
市

内
で
は
、
穂
切
れ
の
籾
を
ヒ
ゲ
と
い
い
、
ヒ
ゲ
オ
シ
と
い
う
桐
の
木
の
根
を
用
い
、

こ
れ
を
叩
い
て
籾
を
分
離
し
た
。）

（（
（

仙
北
市
旧
仙
北
郡
西
木
村
で
は
、
「
千
歯
扱
で
こ

い
た
稲
を
籾
押
槌
で
よ
く
押
し
て
か
ら
籾
を
選
別
す
る
」
と

）
（（
（

い
う
。

　

こ
れ
ら
の
作
業
の
目
的
の
説
明
は
脱
粒
か
脱
芒
か
一
定
し
な
い
も
の
の
、
用
具

は
、
ジ
ョ
ゲ
、
シ
ナ
イ
、
シ
ナ
イ
ボ
ウ
、
モ
ミ
オ
シ
ボ
ウ
、
モ
ミ
オ
シ
ツ
チ
（
モ
ミ

オ
シ
ヅ
チ
）
な
ど
と
い
い
、
根
曲
が
り
の
自
然
木
を
利
用
し
た
「
く
」
の
字
形
の
も

の
や
、
丸
太
の
一
面
を
平
ら
に
し
た
も
の
、
板
に
棒
を
さ
し
た
も
の
な
ど
で
あ
り
、

棒
や
槌
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
大
仙
市
旧
仙
北
郡
中
仙
町
の
『
中

仙
町
史
文
化
編
』
に
は
、
「
こ
き
下
ろ
し
た
穂
先
は
籾
押
と
い
う
簡
単
な
木
杵
で
籾

を
打
ち
つ
け
一
粒
一
粒
に
打
ち
お
と
す
」）

（（
（

と
あ
り
、
「
簡
単
な
木
杵
」
と
い
う
表
現

が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
で
は
、
土
間
に
敷
か
れ
た
籾

を
、
穀
搗
き
杵
の
よ
う
な
大
き
な
杵
で
搗
い
て
い
る
。
こ
の
作
業
に
、
棒
、
槌
、
大

小
の
杵
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

な
お
、
横
手
市
平
鹿
町
の
郷
土
誌
の
記
述
か
ら
は
、
「
籾
押
棒
」
に
よ
る
作
業
が
、

種
籾
採
取
の
利
点
か
ら
も
推
奨
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

稲
扱
ニ
テ
全
部
扱
キ
落
シ
、
先
ヅ
籾
押
棒
ニ
テ
静
カ
ニ
数
回
打
ツ
。
之
ヲ
篩
ニ

テ
二
、
三
回
ニ
通
シ
タ
ル
ノ
後
、
唐
箕
ニ
掛
ケ
種
子
用
ト
ナ
シ
モ
ノ
ナ
リ

）
（（
（

　

秋
田
県
文
書
で
も
、「
種
を
採
ら
ん
と
す
る
稲
は
、（
中
略
）
千
扱
を
以
て
扱
落
し
、

籾
押
槌
を
以
て
軽
く
打
落
し
」）

（（
（

と
し
て
、
種
籾
採
取
に
「
籾
押
槌
」
を
用
い
る
こ
と

が
説
か
れ
て
い
る
。

　

山
形
県
の
「
籾
お
し
」

　

山
形
県
に
は
、
脱
穀
の
作
業
実
態
の
資
料
は
少
な
い
が
、
呼
称
の
資
料
は
あ
る
。

　

『
山
形
県
方
言
辞
典
』
に
よ
る
と
、
西
置
賜
郡
小
国
町
で
は
、
稲
扱
き
で
「
も
げ

た
」
穂
を
ホ
ダ
ギ
レ
と
い
い
、
そ
れ
を
集
め
た
も
の
を
チ
グ
ロ
と
い
う
。
チ
グ
ロ
を

臼
に
入
れ
、
モ
ミ
ヨ
シ
ギ
ネ
で
搗
い
て
籾
を
落
と
し
、
籾
と
穂
の
茎
と
を
ふ
る
い
分

け
る
こ
と
を
チ
グ
ロ
ヨ
シ
、
モ
ミ
ヨ
シ
と
い
う
。）

（（
（

ホ
ダ
ギ
レ
は
穂
切
れ
、
チ
グ
ロ
は

ボ
ッ
チ
ャ
ラ
に
類
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
処
理
が
作
業
の
対
象
で
あ
っ
た
。

　

以
下
、
同
書
の
モ
ミ
ヨ
シ
関
係
の
用
具
の
記
述
を
掲
げ
る
。

モ
ミ
ヨ
ス　

か
ら
ざ
お
。
西
村
本
郷
。

モ
ミ
ヨ
ス
ボ
ー　

東
村
豊
田
。
西
村
溝
延
・
高
松
・
大
谷
。
北
村
横
山
。

　

こ
れ
ら
は
用
具
に
モ
ミ
ヨ
ス
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
る
。
語
彙
に
続

く
の
は
、
西
置
賜
郡
、
東
・
西
・
北
村
山
郡
、
飽
海
郡
な
ど
地
名
の
省
略
形
で
あ
る
。

　

モ
ミ
ヨ
シ
、
モ
ミ
ヨ
ス
は
、
「
モ
ミ
」
と
「
オ
シ
」
が
連
続
す
る
こ
と
で

m
o
m
i
o
s
h
i

がm
o
m
i
y
o
s
h
i
,
m
o
m
i
y
o
s
u

に
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
福
島

県
の
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
、
ム
ギ
ヨ
ウ
シ
も
、
「
モ
ミ
」
「
ム
ギ
」
を
受
け
た
た
め
の
、

‐i
o
s
h
i

か
ら

‐i
y
o
u
s
h
i

へ
の
変
化
で
あ
る
。
し
か
し
、
チ
グ
ロ
ヨ
シ
は
違
う
。

た
だ
同
書
に
よ
る
と
、
「
ヨ
ス
」
そ
の
も
の
が
「
叩
く
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
た
と
い
う
。

ヨ

・

ス　

叩
く
。
な
ぐ
る
。
「
お
れ
ば
―
ん
だ
も
の
」
「
ヨ
シ
タ
」
（
叩
い
た
）
。

山
形
。
東
村
干
布
・
楯
山
。
西
村
寒
河
江
。
北
村
東
郷
。）

（（
（

　

そ
の
理
由
は
と
も
か
く
、
ヨ
ス
が
ヨ
ス
リ
に
変
化
し
た
事
例
も
あ
る
。

ヨ
ス
リ
キ
ギ　

連
枷
（
大
豆
な
ど
を
う
っ
て
豆
を
飛
ば
す
棒
）
。
飽
海
遊
佐
。

ヨ
ス
リ
キ
ネ　

同
右
。
飽
海
遊
佐
。
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ヨ
ス
リ
ボ
ー　

同
右
・
東
田
大
泉
。）

（（
（

　

以
上
、
作
業
呼
称
の
モ
ミ
ヨ
シ
（
別
名
チ
グ
ロ
ヨ
シ
）
が
西
置
賜
郡
に
、
用
具
呼

称
の
モ
ミ
ヨ
ス
が
東
・
西
・
北
村
山
郡
に
、
ヨ
ス
リ
が
飽
海
郡
、
東
田
川
郡
に
分
布

し
て
い
る
。

　

実
作
業
に
つ
い
て
の
わ
ず
か
な
資
料
で
は
、
旧
飽
海
郡
・
酒
田
市
で
も
作
業
を
モ

ミ
ヨ
シ
と
い
う
。）

（1
（

旧
東
置
賜
郡
・
南
陽
市
に
も
「
籾
よ
し
」
作
業
が
あ
り
、

稲
こ
き
を
し
て
も
、
籾
先
に
は
「
芒
」
が
あ
る
し
、
一
本
の
穂
の
ま
ま
だ
っ
た

り
、
中
に
は
藁
の
ま
ま
の
も
の
も
あ
る
。
籾
摺
機
に
か
け
る
に
は
籾
が
一
粒
ず

つ
分
か
れ
て
い
な
い
と
う
ま
く
か
け
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
不
要
な
も
の
を
除

い
て
籾
摺
り
を
し
や
す
く
す
る
た
め
に
「
籾
よ
し
」
を
し
た
。
筵
の
上
に
稲
こ

き
し
た
も
の
を
集
め
、
杉
の
曲
っ
た
木
で
つ
く
っ
た
「
そ
そ
ろ
棒
」
で
叩
い
て

粒
毎
に
打
ち
落
す
の
で
あ
る
。）

（（
（

と
い
う
。
こ
の
脱
粒

・

脱
芒
作
業
に
用
い
ら
れ
た
「
そ
そ
ろ
棒
」
と
は
、
『
南
陽
市

史
民
俗
編
』
に
よ
れ
ば
、
「
手
ご
ろ
な
曲
が
っ
た
木
を
山
か
ら
さ
が
し
て
作
っ
た
も

の
」
と
さ
れ
、
図
１
①
籾
打
ち
棒
１
に
似
た
も
の
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。）

（（
（

　

鶴
岡
市
で
は
、「
籾
を
モ
ミ
ヨ
シ
キ
ギ
で
よ
し
て
、
籾
と
ち
り
を
分
け
、
籾
と
う
し
、

米
と
う
し
に
か
け
て
玄
米
に
仕
上
げ
た
」）

（（
（

と
い
い
、
モ
ミ
ヨ
シ
キ
ギ
で
籾
を
「
よ

し
」
た
と
い
う
。
こ
の
モ
ミ
ヨ
シ
キ
ギ
や
冒
頭
の
モ
ミ
ヨ
シ
ギ
ネ
は
、
図
１
の
③
杵

の
類
で
あ
ろ
う
が
、
実
態
は
わ
か
ら
な
い
。
「
モ
ミ
ヨ
ス　

か
ら
ざ
お
」
は
⑥
唐
竿
・

連
枷
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
豆
脱
穀
用
の
ヨ
ス
リ
キ
ギ
以
下
も
「
連
枷
」
と
あ
る

も
の
の
、
実
態
は
不
明
で
あ
る
。

　

福
島
県
の
「
籾
お
し
」

　

福
島
県
の
場
合
、
県
の
北
部
に
「
籾
お
し
」
に
類
す
る
呼
称
が
あ
る
。

　

福
島
市
内
で
は
、
「
籾
打
ち
」
を
モ
ミ
ブ
チ
と
い
い
、
麦
の
脱
穀
は
「
麦
よ
う
し
」

と
い
う
。
し
か
し
立
子
山
地
区
で
は
、
「
さ
る
頭
（
ア
オ
）
」
と
い
う
用
具
で
、
「
籾

に
つ
い
て
い
る
『
の
げ
』
を
う
ち
と
」
り
、
「
『
つ
た
か
と
ば
し
』
と
い
っ
て
風
力
を

利
用
し
て
藁
や
の
げ
を
飛
ば
す
作
業
」
を
「
籾
よ
う
し
」
と
い
っ
た
と）

（（
（

い
う
。

　

喜
多
方
市
旧
耶
麻
郡
山
都
町
で
は
、
「
籾
よ
し
は
昔
の
稲
は
籾
に
ノ
ゲ
と
い
う
毛

が
あ
り
、
こ
れ
を
と
る
た
め
に
棒
で
打
っ
た
り
大
き
な
臼
で
つ
い
た
り
し
た
。
こ
れ

も
夜
業
で
あ
っ
た
」）

（（
（

と
い
い
、
「
籾
よ
し
」
と
い
っ
て
い
る
。

『
岩
代
町
史
』
に
よ
る
と
、
二
本
松
市
旧
安
達
郡
岩
代
町
の
「
籾
よ
う
し
」
は
、

こ
き
落
し
た
籾
は
、
ま
だ
の
げ
が
つ
い
て
い
た
り
、
藁
く
ず
が
つ
い
て
い
る
の

で
、
こ
れ
を
庭
に
莚
を
敷
き
広
げ
て
よ
く
乾
燥
し
、
乾
い
た
と
こ
ろ
で
、
「
横

打
」
（
長
折
）
ま
た
は
「
横
ぢ
」
（
杉
沢
）
で
よ
く
打
ち
、
の
げ
を
と
り
お
と
し

て
「
箕
」
で
ふ
き
、
の
げ
や
藁
く
ず
を
と
ば
し
て
し
ま
う
。

と
い
う
作
業
で
あ
っ
た
。
宮
城
県
の
ア
オ
同
様
の
用
具
（
図
１
②
掛
矢

・

槌
（1
）

が
、
「
籾
よ
う
し
」
「
横
打
」
「
横
ぢ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。）

（（
（

　

以
上
は
他
県
の
も
の
と
大
差
な
い
が
、
以
下
の
南
会
津
郡
の
事
例
は
特
徴
的
な
も

の
で
あ
る
。
南
会
津
町
旧
南
郷
村
の
「
籾
よ
う
し
」
の
作
業
は
、
三
晩
く
ら
い
扱
き

た
め
た
籾
に
つ
い
て
、

籾
の
小
山
の
テ
ッ
ペ
ン
に
登
っ
て
、
ツ
キ
鍬
で
力
い
っ
ぱ
い
つ
き
な
ら
す
。
次

は
籾
打
棒
（
柄
の
つ
い
た
板
金
で
作
っ
た
も
の
）
で
適
当
に
セ
ド
ッ
タ
籾
を
二

人
向
き
あ
っ
て
調
子
と
っ
て
叩
く
。
手
で
す
く
っ
て
サ
ラ
サ
ラ
し
た
ら
ヨ
ウ
セ

タ
証
拠
（
下
略
）
。）

（（
（

だ
と
い
う
。
「
籾
打
棒
」
と
は
、
「
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
（
ち
り
う
ち
用
具
）
」
と
呼
ば
れ
、

五
〇
～
六
〇
セ
ン
チ
の
大
き
な
包
丁
状
の
刃
に
、
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
柄
が
つ
い
た

も
の
で
（
参
考　

図
１
⑤
平
刃
籾
よ
う
し
）
、
各
戸
に
一
丁
は
備
え
ら
れ
て
い
た
。

一
方
、
「
ツ
キ
鍬
」
と
い
う
の
は
、
雪
か
き
用
具
で
あ
る
コ
ウ
シ
キ
ベ
ラ
に
鍬
の
刃

先
を
は
め
こ
ん
だ
、
踏
鋤
状
の
も
の
（
参
考　

図
１
④
突
鍬
）
で
あ
り
、
二
、
三
人
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で
作
業
す
る
た
め
に
、
複
数
備
え
ら
れ
て
い
た
と）

（（
（

い
う
。
「
ツ
キ
鍬
」
で
籾
の
山
を

つ
き
な
ら
し
た
後
、
数
人
が
か
り
で
、
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
で
叩
い
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
只
見
町
旧
石
伏
の
報
告
で
は
、

籾
が
つ
い
て
取
れ
な
い
も
の
も
あ
り
、
「
籾
よ
う
し
」
と
い
っ
て
筵
の
上
に
穂

切
れ
た
も
の
を
広
げ
、
ア
ラ
と
よ
ば
れ
る
扱
き
か
す
も
集
め
て
打
ち
叩
く
。
こ

れ
を
「
あ
ら
こ
な
し
」
と
も
い
う
。
あ
ら
こ
な
し
を
し
た
も
の
を
、
も
う
一
度

籾
よ
う
し
を
す
る
。
本
よ
う
し
と
も
い
う
。
籾
よ
う
し
は
、
臼
の
中
に
籾
を
入

れ
、
手
杵
（
細
腰
杵
）
で
、
尖
が
っ
た
方
で
つ
く
。
一
臼
に
三
、
四
人
で
行
う
。

籾
よ
う
し
も
夜
に
行
い
、
根
松
を
割
っ
て
明
か
り
に
し
た
。）

（（
（

と
あ
る
。
「
あ
ら
こ
な
し
」
の
用
具
は
文
章
に
は
な
い
も
の
の
、
「
籾
よ
う
し
」
（
④

突
鍬
）
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
で
打
ち
叩
く
の
で
あ
ろ
う
。
旧
南

郷
村
と
同
様
に
二
段
階
の
作
業
で
あ
る
が
、
打
つ
こ
と
と
臼
・
杵
で
搗
く
二
段
階
の

作
業
は
、
関
東
の
麦
の
二
次
脱
穀
の
二
段
階
の
作
業
と
比
較
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
の
『
会
津
農
書
』
上
巻
「
稲
扱
幷
籾
立
」
は
、

「
日
帰
り
米
の
籾
立
ハ
、
昼
ノ
八
ッ
下
り
よ
り
立
て
、
扱
た
る
籾
を
細テ

キ

ネ

腰
杵
を
以
て

よ
ふ
し
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
後
段
は
「
扱
い
た
籾
を
手
杵
で
搗
い
て
芒
を
と

り
」
と
現
代
語
訳
さ
れ
、
注
で
は
「
よ
ふ
し
」
は
「
芒
を
取
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い

る
。）

（1
（

佐
々
木
長
生
氏
も
こ
の
記
事
を
紹
介
し
、
円
筒
状
に
つ
な
い
で
立
て
た
筵
に
籾

を
保
管
す
る
た
め
、
握
り
手
部
分
が
く
び
れ
た
手
杵
と
、
ク
ボ
ウ
ス
と
称
す
る
小
さ

な
臼
で
籾
を
処
理
し
た
と
、
こ
れ
を
補
足
し
て
説
明
し
て
い
る
。）

（（
（

会
津
で
は
、
「
よ

ふ
し
」
や
「
よ
う
し
」
が
、
「
芒
を
取
る
」
と
い
う
意
味
の
地
域
独
特
の
言
葉
と
し

て
理
解
さ
れ
て
き
た
。）

（（
（

た
だ
、
佐
々
木
氏
も
注
目
し
紹
介
し
て
い
る
よ）

（（
（

う
に
、
『
会

津
農
書
』
下
巻
「
農
人
郷
談
」
に
は
、
「
圧　

ヨ
ウ
フ
へ　

禾
籾
、
芒
麦
等
ノ
麁
ツ

キ
。
是
関
東
ニ
テ
ハ
圧
之
舂
ト
ス
ル
也
」）

（（
（

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。「
圧
之
舂
」
は
「
お

し
の
舂つ

き

」
と
現
代
語
訳
さ
れ
、
注
で
は
「
芒
の
あ
る
籾
や
麦
粒
を
、
圧
を
か
け
て
搗

く
こ
と
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。）

（（
（

『
会
津
農
書
』
で
は
、
会
津
の
稲

・

麦
の
「
麁
」

搗
き
が
、
関
東
の
「
圧
」
搗
き
に
相
当
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
が
別
の
言
葉
で
表

さ
れ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
「
籾
お
し
」
や
「
お
す
」
な
ど
に
関
わ
る
事
象
は
、
現
わ
れ
か
た
や
濃
淡
の

違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
東
北
各
県
に
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
福
島
県
に
隣
接
す

る
新
潟
県
東
蒲
原
郡
阿
賀
町
旧
上
川
村
で
は
、
「
以
前
は
モ
ミ
ヨ
シ
と
称
し
て
、
ム

シ
ロ
に
籾
を
並
べ
て
モ
ミ
ヨ
シ
棒
と
言
う
杵
で
た
た
い
た
」）

（（
（

と
い
い
、
周
辺
地
域
に

も
広
が
っ
て
い
る
。
図
２
「
東
北
地
方
の
籾
打
ち
に
お
け
る
「
○
○
お
し
」
呼
称
」

は
、
各
事
例
の
分
布
を
地
図
上
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
籾
お
し
」

作
業
と
用
具
の
呼
称
と
と
も
に
、
そ
の
ほ
か
の
穀
物
・
豆
の
作
業
と
用
具
に
お
け
る

「
○
○
お
し
」
呼
称
を
示
し
た
。
東
北
に
広
く
こ
う
し
た
呼
称
が
あ
る
こ
と
が
一
目

瞭
然
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
「
籾
お
し
」
は
、
青
森

・

秋
田
で
は
モ
ミ
オ
シ
、
山
形

で
モ
ミ
ヨ
シ
・
モ
ミ
ヨ
ス
、
福
島
で
モ
ミ
ヨ
シ
・
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
な
ど
と
変
じ
、
後
述

す
る
と
お
り
関
東
で
は
ほ
ぼ
見
か
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
分
布
は
意
味
あ
り
げ
で
あ
る

が
、
今
後
の
資
料
の
集
積
を
待
ち
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
東
北
の
「
籾
打
ち
」
「
籾
お
し
」
は
、
籾
を
穂
か
ら
落
と
す

作
業
に
は
違
い
な
い
が
、
も
っ
ぱ
ら
有
芒
種
の
芒
（
ノ
ゲ
、
イ
ガ
、
エ
ガ
、
ケ
）
の

除
去
や
、
穂
切
れ
や
夾
雑
物
を
含
む
も
の
（
ツ
タ
カ
、
ボ
ッ
チ
ャ
ラ
、
チ
リ
、
ホ
ダ

ギ
レ
、
チ
グ
ロ
、
ヒ
ゲ
、
メ
イ
ゴ
）
な
ど
、
一
部
の
籾
の
処
理
に
重
点
を
置
く
も
の

で
あ
っ
た
。

　

関
東
の
「
籾
お
し
」
と
し
て
の
ノ
ゲ
オ
シ
、
ツ
タ
ッ
カ
オ
シ

　

管
見
に
よ
る
と
、
関
東
に
は
「
籾
お
し
」
を
呼
称
と
す
る
民
俗
事
例
は
見
当
た
ら

な
い
。
そ
も
そ
も
「
籾
打
ち
」
の
民
俗
事
例
も
ご
く
少
な
く
、
こ
れ
に
関
わ
る
用
具

や
作
業
に
関
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。）

（（
（

し
か
し
関
東
に
も
、
「
籾
打
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ち
」
「
籾
お
し
」
に
相
当
す
る
作
業
は
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ク
ル
リ
ボ
ウ
と
呼
ば
れ
る

唐
竿
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。

　

た
と
え
ば
、
埼
玉
県
坂
戸
市
赤
尾
に
は
、
ノ
ゲ
オ
シ
と
ツ
タ
ッ
カ
オ
シ
と
い
う
作

業
が
あ
っ
た
。
こ
こ
は
水
害
地
で
あ
っ
た
た
め
、
昭
和
十
五
年
頃
ま
で
、
浸
水
に
強

い
有
芒
種
を
一
部
、
栽
培
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
品
種
に
は
ノ
ゲ
が
あ
る
の
で
、
人

力
脱
穀
機
で
扱
い
た
籾
を
「
ク
ル
リ
ボ
ウ
で
お

し
て
」
ノ
ゲ
を
除
い
た
。
こ
れ
を
ノ
ゲ
オ
シ
と

い
っ
た
。
ま
た
、
籾
粒
と
穂
切
れ
（
カ
ケ
マ
タ

と
い
う
）
、
ワ
ラ
シ
ビ
（
葉
の
部
分
）
な
ど
が

混
じ
っ
た
も
の
を
篩
で
選
別
す
る
と
、
籾
は
下

に
落
ち
て
、
穂
切
れ
や
ワ
ラ
シ
ビ
が
篩
の
網
の

上
に
残
る
。
こ
れ
を
ツ
タ
ッ
カ
と
い
い
、
こ
れ

ら
を
風
で
あ
お
っ
て
ワ
ラ
シ
ビ
を
飛
ば
す
の
を

ツ
タ
ッ
カ
ト
バ
シ
と
い
い
、
穂
切
れ
を
筵
に
広

げ
、
ク
ル
リ
ボ
ウ
で
「
お
す
」
作
業
を
ツ
タ
ッ

カ
オ
シ
と
い
っ
た
。）

（（
（

赤
尾
の
ノ
ゲ
オ
シ
と
ツ
タ
ッ
カ
オ
シ
も
、
脱

芒
と
穂
切
れ
の
処
理
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

大
正
以
前
の
稲
は
、
ノ
ゲ
の
あ
る
稲
が
多

か
っ
た
の
で
、
カ
ナ
ゴ
キ
で
脱
穀
し
た
の

ち
、
天
気
の
良
い
日
に
莚
に
干
し
、
ノ
ゲ

や
穂
か
ら
落
ち
な
い
籾
を
ク
ル
リ
ボ
ウ
で

打
っ
て
落
と
し
た
。
こ
の
あ
と
藤
篩
（
県

南
地
方
で
は
ツ
タ
ッ
カ
ブ
ル
イ
と
い
う
）

で
ふ
る
っ
た
り
、
カ
ゼ
タ
テ
な
ど
と
い
っ
て
風
を
利
用
し
て
ご
み
な
ど
を
取
り

除
い
た
。）

（（
（

と
、
『
新
編
埼
玉
県
史
別
編
一
民
俗
一
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
埼
玉
県
全
体
で
も
、

有
芒
種
の
芒
や
ツ
タ
ッ
カ
を
対
象
と
し
て
、
作
業
が
行
わ
れ
た
。
共
同
作
業
と
し
て

ユ
イ
で
行
う
も）

（1
（

の
で
あ
り
、
数
人
が
向
か
い
合
っ
て
、
「
ほ
れ
き
た
、
ほ
れ
き
た
」



155

と
は
や
し
、
移
動
し
な
が
ら
交
互
に
打
つ
も）

（（
（

の
で
あ
っ
た
。
東
北
に
は
夜
間
の
作
業

と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
日
中
の
作
業
と
す
る
も
の
が
多
い
。

　

埼
玉
県
同
様
、
関
東
各
地
で
は
、
こ
れ
は
麦
打
ち
と
同
じ
く
唐
竿
の
作
業
で
あ
っ

た
。
一
部
に
は
、
神
奈
川
県
内
で
「
ク
ル
リ
で
打
っ
た
り
、
サ
イ
ヅ
チ
で
打
っ
た
り

し
た
」）

（（
（

と
い
う
槌
の
併
用
例
や
、
千
歯
扱
き
に
か
け
た
後
、
ヨ
コ
オ
（
参
考　

図
１

Ａ
横
打
（（
）
で
「
ボ
ッ
チ
ャ
ラ
を
叩
い
て
芒
を
落
し
た
」
と
い
う
例
も）

（（
（

あ
り
、
埼
玉

県
内
に
も
、
篩
に
残
っ
た
脱
粒
で
き
な
か
っ
た
チ
リ
を
、
唐
竿
で
打
っ
た
り
、
木
槌

で
叩
い
た
り
し
て
脱
粒
し
た
と）

（（
（

い
う
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
小
規
模
に
利
用
さ
れ
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
主
に
唐
竿
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
ツ
タ
ッ
カ
は
、
地
域
に
よ
り
、
穂
切
れ
と
も
、
篩
の
上
に
残
る
も
の

（
穂
切
れ
と
夾
雑
物
）
と
も
、
屑
と
も
い
わ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
赤
尾
で
、
穂
切

れ
で
あ
る
カ
ケ
マ
タ
が
、
作
業
の
終
盤
で
ワ
ラ
シ
ビ
と
と
も
に
篩
の
上
に
残
り
、
結

局
は
ツ
タ
ッ
カ
と
呼
ば
れ
た
こ
と
か
ら
推
測
で
き
よ
う
。
ツ
タ
ッ
カ
は
、
ボ
ッ
チ
ャ

ラ
、
チ
リ
な
ど
と
も
い
い
、
こ
う
し
た
説
明
の
揺
れ
は
み
な
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
は
同
義
の
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
三
者
の
分
布
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
目
に
つ
く
も
の
を
列
挙
す

る
。
ツ
タ
ッ
カ
は
、
埼
玉
県
で
は
さ
い
た
ま
市
旧
浦
和
市
、
旧
岩
槻
市
、
北
本
市
、

戸
田
市
、
川
越
市
、
八
潮
市
、
三
郷
市
、
春
日
部
市
、
千
葉
県
で
は
佐
倉
市
に
報
告

が
あ
り
、
ツ
タ
カ
が
、
前
述
の
宮
城
県
仙
台
市
や
福
島
市
の
ほ
か
、
福
島
県
双
葉
郡

大
熊
町
、
岩
手
県
奥
州
市
旧
胆
沢
郡
胆
沢
町
な
ど
に
あ
る
。
奥
州
市
旧
水
沢
市
で
は

ツ
タ
カ
の
ほ
か
シ
タ
カ
と
も
い
っ
た
。
打
つ
作
業
を
ツ
タ
ッ
カ
オ
シ
と
い
う
の
は
、

坂
戸
市
、
戸
田
市
で
あ
り
、
三
郷
市
で
は
ツ
タ
ッ
カ
ウ
チ
、
川
越
市
で
は
ツ
ッ
タ
カ

ボ
ウ
ウ
チ
、
佐
倉
市
で
は
ツ
タ
ッ
カ
ブ
チ
、
大
熊
町
で
は
ツ
タ
カ
タ
タ
キ
と
い
っ

た
。）

（（
（

　

ボ
ッ
チ
ャ
ラ
は
、
埼
玉
県
秩
父
郡
皆
野
町
、
深
谷
市
旧
川
本
町
、
行
田
市
、
神
奈

川
県
横
須
賀
市
、
千
葉
県
成
田
市
、
茨
城
県
取
手
市
、
龍
ヶ
崎
市
、
鹿
嶋
市
、
稲
敷

郡
阿
見
町
、
群
馬
県
千
代
田
町
、
福
島
県
い
わ
き
市
、
双
葉
郡
富
岡
町
、
宮
城
県
な

ど
に
あ
る
。
以
上
は
、
一
部
に
麦
も
含
む
。
神
奈
川
県
川
崎
市
や
平
塚
市
で
は
ボ
サ

ラ
、
取
手
市
で
は
、
ボ
ッ
タ
ラ
と
も
い
う
。
作
業
や
用
具
を
ボ
ッ
チ
ャ
ラ
ブ
チ
と
い

う
例(

作
業
：
成
田
市
、
用
具
：
福
島
県
西
白
川
郡
矢
吹
町)

も
あ
る
。）

（（
（

　

チ
リ
と
呼
ぶ
の
は
、
埼
玉
県
日
高
市
、
所
沢
市
、
群
馬
県
高
崎
市
、
神
奈
川
県
伊

勢
原
市
、
川
崎
市
、
福
島
県
な
ど
で
、
作
業
を
チ
リ
ウ
チ
（
高
崎
市
、
福
島
県
耶
麻

郡
磐
梯
町
）
、
チ
リ
ブ
チ
（
伊
勢
原
市
、
磐
梯
町
）
、
チ
リ
ッ
ポ
ボ
ー
チ
（
所
沢
市
）

な
ど
と
い
い
、
用
具
を
チ
リ
ブ
チ
ボ
ウ(

福
島
県
河
沼
郡
会
津
坂
下
町)

と
い
う
。）

（（
（

　

さ
て
関
東
で
は
、
「
籾
お
し
」
に
類
す
る
呼
称
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
ず
、
ま
れ
に
ク
ル

リ
ボ
ウ
オ
シ
（
埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
）

）
（（
（

、
ボ
ウ
オ
シ
（
千
葉
県
流
山
市
）

）
（（
（

と
も
い

う
が
、
も
っ
ぱ
ら
ノ
ゲ
オ
シ
、
あ
る
い
は
ツ
タ
ッ
カ
オ
シ
と
い
う
。
「
○
○
お
し
」

呼
称
以
外
に
広
げ
れ
ば
、
ノ
ゲ
ト
リ
、
ノ
ゲ
オ
ト
シ
、
あ
る
い
は
ツ
タ
ッ
カ
ブ
チ
、

ボ
ッ
チ
ャ
ラ
ウ
チ
、
チ
リ
ブ
チ
な
ど
と
い
う
。
関
東
で
も
、
有
芒
種
の
芒
や
穂
切
れ

な
ど
特
定
の
籾
の
処
理
に
重
点
を
置
く
も
の
の
、
東
北
の
よ
う
な
「
籾
お
し
」
に
類

す
る
呼
称
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
呼
称
に
作
業
対
象
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
一
方
、
東

北
の
「
籾
お
し
」
呼
称
の
地
域
で
は
、
穂
切
れ
の
処
理
に
つ
い
て
、
山
形
県
で
チ
グ

ロ
ヨ
シ
と
い
う
も
の
の
、
ツ
タ
ッ
カ
オ
シ
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
福
島
県
内
で
作

業
を
ツ
タ
カ
タ
タ
キ
、
チ
リ
ウ
チ

・

チ
リ
ブ
チ
、
用
具
を
チ
リ
ブ
チ
ボ
ウ
、
ボ
ッ

チ
ャ
ラ
ブ
チ
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
「
打
つ
」
「
叩
く
」
と
い
う
呼
称
の
ほ
う
に
作
業

対
象
が
よ
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

「
籾
打
ち
」
「
籾
お
し
」
の
用
具

　

佐
々
木
長
生
氏
は
、
会
津
地
方
の
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
の
用
具
と
し
て
、
１
籾
打
ち
棒
、

２
バ
ッ
カ
ラ
（
掛
矢
、
槌
状
の
も
の
）
、
３
手
杵
、
４
突
鍬
、
５
平
刃
籾
よ
う
し
、
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６
ク
ル
リ
ボ
ウ
な
ど
の
六
種
を
挙
げ
て
い
る
。）

（1
（

ま
た
、
こ
の
う
ち
、
１
・
２
・
５
を

「
籾
叩
き
」
、
３
・
４
を
「
芒
落
と
し
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。）

（（
（

こ
れ
を
も
と
に
作
成

し
た
の
が
、
前
掲
図
１
「
籾
打
ち
、
籾
お
し
の
用
具
」
で
あ
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
「
籾
打
ち
」
用
具
が
あ
る
中
で
も
、
会
津
地
方
は
特
別
に
多
様
で

あ
っ
た
。
①
～
⑥
の
う
ち
、
④
突
鍬
、
⑤
平
刃
籾
よ
う
し
な
ど
は
、
独
特
の
も
の
と

考
え
ら
れ
、
③
杵
も
こ
れ
ほ
ど
多
様
な
形
の
も
の
は
他
地
域
に
は
少
な
い
と
思
わ

れ
る
。
一
方
、
①
籾
打
ち
棒
や
②
掛
矢
・
槌
は
東
北
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。
②
掛

矢
・
槌
は
、
図
中
の
呼
称
の
ほ
か
、
ブ
チ
ボ
、
タ
ツ
ブ
チ
な）

（（
（

ど
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

千
葉
県
成
田
市
（
（（
モ
ミ
ブ
チ
オ
）
な
ど
の
事
例
は
あ
る
も
の
の
、
関
東
で
は
木
槌

と
す
る
報
告
は
あ
っ
て
も
概
し
て
特
徴
あ
る
も
の
は
少
な
い
。

　

図
１
の
「
Ａ
横
打
」
は
、
③
掛
矢
・
槌
の
変
形
と
も
い
え
る
が
、
Ｔ
字
形
が
独
特

で
あ
る
。
（（
青
森
県
東
北
町
旧
上
北
郡
上
北
町
の
モ
ミ
タ
タ
キ
や
、
（（
平
川
市
旧
南

津
軽
郡
平
賀
町
の
モ
ミ
ウ
チ
が
あ
る
。
岩
手
県
奥
州
市
旧
胆
沢
郡
胆
沢
町
で
は
、
（（

と
同
様
の
も
の
を
「
ア
オ
槌
」
と
呼
ん
で
い
る
こ）

（（
（

と
か
ら
、
ア
オ
や
槌
と
呼
ば
れ
る

も
の
の
中
に
こ
れ
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
関
東
で
も

神
奈
川
県
横
須
賀
市
で
ヨ
コ
オ
を
用
い
て
芒
を
落
と
し
た
と）

（（
（

い
い
、
こ
れ
も
「
籾
打

ち
」
用
具
に
加
え
ら
れ
よ
う
。）

（（
（

　

図
１
の
「
Ｂ
マ
ト
リ
」
は
、
主
と
し
て
豆
や
雑
穀
に
用
い
ら
れ
る
が
、
青
森
県
む

つ
市
旧
下
北
郡
河
内
町
宿
野
部
で
は
マ
ド
リ
で
稲
や
豆
を
脱
穀
し
、）

（（
（

三
戸
郡
南
部
町

旧
名
川
町
斗
賀
で
枝
付
き
の
籾
―
ト
チ
ャ
ラ
を
サ
イ
ツ
チ
や
マ
ド
リ
で
叩
い
た
と）

（（
（

い

い
、
八
戸
市
で
ト
ッ
チ
ャ
ラ
を
「
マ
ド
リ
（
股
に
な
っ
て
い
る
木
）
や
槌
で
」
叩
い

た
と）

（（
（

い
う
か
ら
、
こ
れ
も
「
籾
打
ち
」
用
具
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
は
、
単
独
で
用
い
ら
れ
る
③
杵
だ
け
で
な
く
、
前
述
の
青
森
県
む
つ
市
、

西
津
軽
郡
深
浦
町
、
会
津
の
只
見
町
石
伏
の
よ
う
に
、
臼
と
杵
と
の
組
み
合
わ
せ
も
、

こ
こ
に
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
が
関
東
の
麦
の

二
次
脱
穀
と
比
較
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
　

三　

穀
物
を
「
お
す
」
こ
と

　

稲
束
、
草
籾
、
押
し
籾

　

「
籾
お
し
」
呼
称
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
青
森
県
内
の
資
料
を
見
て
い
く
と
、

「
籾
お
し
」
の
意
義
が
よ
り
理
解
で
き
る
。
次
の
資
料
は
、
青
森
県
南
部
地
方
の
、

昭
和
五
年
の
小
作
争
議
に
か
か
る
記
事
で
あ
る
。

刈
り
分
け
小
作　

南
部
地
方
（
上
北
郡
、
下
北
郡
、
三
戸
郡
八
戸
市
）
の
大
半

に
行
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
分
配
方
法
は
稲
束
を
以
て
す
る
も
の
あ
り
、
又
籾

（
草
籾
、
押
し
籾
）
を
も
つ
て
す
る
も
の
も
あ
る
。）

（（
（

　

「
刈
り
分
け
」
は
、
小
作
料
と
し
て
、
「
稲
束
」
ま
た
は
「
草
籾
」
「
押
し
籾
」
の

一
部
を
収
め
る
方
法
で
あ
る
。
「
草
籾
」
と
は
、
岩
手
県
九
戸
郡
軽
米
町
の
弘
化
四

年
『
軽
邑
耕
作
鈔
』
の
注
に
よ
れ
ば
、
「
脱
穀
し
た
ば
か
り
の
粗
（
く
さ
し
ね
）
で
、

葉
先
な
ど
の
混
入
し
て
い
る
も
の
。
芒
や
枝
梗
が
つ
い
た
も
の
も
多
い
」）

（11
（

と
い
う
。

　

五
戸
地
方
で
は
、
籾
に
は
次
の
よ
う
な
段
階
、
種
類
が
あ
っ
た
と
い
う
。

ク
サ
モ
ミ　

稲
扱
き
し
た
ま
ま
の
籾
。
穂
を
と
っ
た
ま
ま
の
籾
。

オ
シ
モ
ミ　

稲
の
穂
を
落
し
て
唐
箕
で
下
し
た
も
の
。
ま
た
槌
で
打
っ
て
籾
通

し
で
落
し
た
の
ち
唐
箕
に
か
け
た
も
の
。

ト
チ
ャ
ラ　

通
し
笊
に
籾
を
か
け
て
そ
れ
に
止
っ
た
草
籾
。
ま
た
は
籾
の
つ
い

た
屑
。

チ
リ
モ
ミ　

唐
箕
に
か
け
た
後
の
籾
。
こ
れ
は
世
話
人
の
収
入
に
な
る
と
い

う
。
ク
サ
モ
ミ
よ
り
一
俵
に
つ
き
二
、
三
十
銭
安
い
と
い
う
。）

（1（
（

　

オ
シ
モ
ミ
は
ま
た
、
「
ク
サ
モ
ミ
と
は
十
貫
で
三
十
銭
の
差
が
あ
っ
た
」）

（1（
（

と
い
う
。

扱
い
た
だ
け
の
ク
サ
モ
ミ
は
枝
梗
、
芒
、
塵
を
含
ん
で
お
り
、
脱
芒
や
乾
燥
、
選
別
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の
作
業
を
経
る
こ
と
で
、
オ
シ
モ
ミ
に
調
整
さ
れ
た
。
オ
シ
モ
ミ
と
は
、
「
お
し
」

の
工
程
を
す
ま
せ
た
籾
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ト
チ
ャ
ラ
も
無
価
値
で
は
な
い
こ
と

は
、
各
地
の
穂
切
れ
の
処
理
に
か
け
ら
れ
た
労
力
と
重
な
る
。

　

昭
和
に
な
っ
て
も
、
地
方
に
は
米
が
籾
と
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
ま
た
は
流
通
す
る
慣

行
が
残
っ
て
い
た
。）

（1（
（

「
草
籾
」
「
押
し
籾
」
は
、
脱
穀
作
業
の
有
無
や
程
度
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
こ
の
地
域
の
籾
米
流
通
と
関
わ
っ
て
、
経
済
的
価
値
と
直
結

し
て
い
た
。
「
お
す
」
と
い
う
作
業
は
、
脱
粒

・

脱
芒
に
、
俵
へ
の
収
納
を
に
ら
ん

で
乾
燥
、
選
別
な
ど
を
伴
っ
て
お
り
、
調
整
全
般
を
担
っ
て
い
た
。
「
扱
く
」
こ
と

は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
脱
穀
の
一
部
分
で
あ
り
、
「
お
す
」
こ
と
な
し
に
は
完

結
し
な
い
こ
と
を
、
オ
シ
モ
ミ
は
明
確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「
お
す
」
と
「
扱
く
」

　

冒
頭
に
掲
げ
た
麦
の
脱
穀
法
の
う
ち
、
扱
き
落
し
法
、
打
付
け
法
に
よ
る
一
次
脱

穀
と
、
穂
叩
き
法
、
穂
搗
き
法
に
よ
る
二
次
脱
穀
に
つ
い
て
は
、
稲
の
脱
穀
に
も

共
通
す
る
。
そ
の
う
ち
、
扱
き
落
し
法
は
、
「
お
す
」
と
は
別
物
で
あ
っ
た
。
「
お

す
」
と
「
扱
く
」
と
は
、
動
作
の
違
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
技
術
の
体
系
や
導
入

時
期
の
違
い
も
あ
っ
た
。
古
島
敏
雄
氏
は
、
稲
の
脱
穀
が
「
扱
く
」
作
業
で
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
中
世
前
期
以
来
で
あ
る
と）

（1（
（

い
う
。
唐
竿
に
よ
る
作
業
に
つ
い

て
は
、
「
わ
が
国
で
は
稲
の
ば
あ
い
、
『
こ
く
』
と
い
う
作
業
が
あ
ら
わ
れ
る
と
と
も

に
稲
の
脱
穀
に
は
つ
か
わ
れ
な
く
な
る
」）

（1（
（

と
述
べ
て
い
る
が
、
関
東
や
東
北
の
実
状

は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

朝
岡
康
二
氏
は
、
千
歯
扱
き
が
普
及
す
る
前
の
脱
穀
用
具
と
し
て
、
「
扱
管
」
「
扱

竹
」
「
打
ち
台
・
臼
・
梯
子
」
「
唐
棹
・
横
槌
・
打
ち
棒
・
マ
ト
リ
・
つ
つ
き
棒
」
な

ど
を
挙
げ
、
そ
の
展
開
を
、
次
の
よ
う
に
推
測
し
て
い
る
。
稲
の
収
穫
方
法
が
穂

刈
り
か
ら
根
刈
り
に
変
わ
っ
て
藁
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
も
の
（
打
ち
台

・

臼

・

梯
子
）
に
稲
束
を
打
ち
付
け
る
方
法
よ
り
も
、
直
接
「
は
た
き
棒
」
や
「
横

槌
」
で
穂
を
叩
く
方
法
が
好
ま
れ
た
。
ま
た
、
時
代
が
下
り
、
品
種
改
良
の
結
果
、

稲
穂
が
徐
々
に
脱
穀
し
に
く
く
な
る
と
、
あ
る
時
期
か
ら
叩
く
能
率
を
上
げ
る
た
め

に
、
前
も
っ
て
荒
く
扱
き
落
と
す
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
よ
い
藁
を
得
る
た
め
に
、

「
横
槌
」
の
作
業
の
前
工
程
に
、
「
扱
竹
」
に
よ
る
扱
く
作
業
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
う

し
た
藁
の
利
用
面
か
ら
も
脱
穀
技
術
が
規
定
さ
れ
る
流
れ
の
中
で
登
場
し
た
千
歯
扱

き
は
、
籾
と
桿
と
を
截
然
と
分
か
つ
の
に
向
い
て
い
た
。）

（1（
（

そ
の
た
め
、
そ
の
導
入
が

脱
穀
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　

た
だ
し
、
元
禄
時
代
の
竹
製
千
歯
扱
き
の
発
明
後
、
鉄
製
品
の
登
場
に
よ
っ
て
脱

穀
の
過
程
に
革
命
的
な
変
化
が
起
こ
っ
た
も
の
の
、
大
坂
を
中
心
と
す
る
先
進
地
は

別
と
し
て
、
各
産
地
の
段
階
的
形
成
や
商
人
の
活
動
を
経
て
、
千
歯
扱
き
が
全
国
に

普
及
す
る
に
は
、
明
治
途
中
ま
で
か
か
っ
た
と）

（1（
（

い
う
。
東
北
の
場
合
、
そ
の
普
及
が

極
端
に
遅
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
前
述
の
と
お
り
津
軽
地
方
に
千
歯
扱
き

が
入
っ
て
き
た
の
は
明
治
で
、
そ
れ
以
前
は
稲
束
を
物
に
叩
き
つ
け
て
穂
を
落
と
し

て
い
た
と）

（1（
（

い
い
、
む
つ
市
小
川
原
で
は
明
治
末
年
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
太
い
割

竹
を
用
い
て
い
た
と）

（1（
（

い
う
。
こ
の
地
の
稲
の
脱
穀
は
、
打
付
け
法
や
未
熟
な
扱
き
落

し
法
と
と
も
に
、
穂
叩
き
法
・
穂
搗
き
法
の
「
お
す
」
作
業
に
長
く
支
え
ら
れ
て
き

た
。）

（（1
（

関
東
も
東
北
も
、
他
地
域
よ
り
も
有
芒
種
の
栽
培
さ
れ
る
割
合
が
大
き
く
、）

（（（
（

脱

芒
作
業
が
必
要
で
あ
っ
た
。
関
東
で
は
も
っ
ぱ
ら
ノ
ゲ
オ
シ
と
い
う
の
に
対
し
て
、

東
北
で
は
「
籾
お
し
」
に
類
す
る
呼
称
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
に
な
る
頃

に
は
脱
芒
に
作
業
の
重
点
が
移
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
違
い
が
生
じ
た

理
由
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
影
響
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

お
わ
り
に
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昭
和
二
十
年
代
に
動
力
脱
穀
機
が
広
く
普
及
す
る
ま
で
、
東
日
本
に
は
古
い
技
術

が
残
さ
れ
、
「
籾
お
し
」
な
ど
の
呼
称
や
「
お
す
」
と
い
う
表
現
が
生
き
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
「
お
す
」
と
い
う
の
は
一
部
地
域
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
よ
り
広
く
存
在

し
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
に
よ
り
も
、
穂
の
脱
穀
を
ト
ー
タ
ル
に
「
お
す
」
も
の
と

し
て
見
る
こ
と
で
、
「
麦
お
し
」
か
ら
は
麦
の
二
次
脱
穀
の
唐
竿
と
臼

・

杵
と
の
関

係
や
、
「
お
す
」
と
「
打
つ
」
「
搗
く
」
と
の
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て

「
籾
お
し
」
か
ら
は
稲
の
一
次
脱
穀
の
「
扱
く
」
に
対
す
る
二
次
脱
穀
の
「
お
す
」

の
意
味
に
つ
い
て
、
少
し
具
体
的
な
像
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
と
は
い

え
、
す
べ
て
机
上
の
作
業
で
あ
り
、
民
俗
学
の
仕
事
と
し
て
は
誠
に
心
も
と
な
い
。

た
だ
、
乏
し
く
と
も
自
身
の
調
査
経
験
に
照
ら
し
つ
つ
、
先
人
の
調
査
報
告
や
著
述

に
書
き
留
め
ら
れ
た
民
俗
語
彙
を
組
み
合
わ
せ
、
そ
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
も
、
今

ま
た
重
要
な
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

【
謝
辞
】

　

ご
教
示
を
賜
っ
た
飯
塚
好
氏
、
大
島
建
彦
氏
、
小
池
淳
一
氏
、
佐
々
木
長
生
氏
、

畠
山
豊
氏
、
久
野
俊
彦
氏
、
執
筆
を
勧
め
て
下
さ
っ
た
井
上
智
勝
氏
に
感
謝
申
し
上

げ
る
。
一
九
九
〇
年
代
初
め
、
関
東
民
具
研
究
会
と
東
日
本
民
俗
担
当
学
芸
員
研
究

会
の
合
同
研
究
会
の
場
で
、
佐
々
木
氏
か
ら
福
島
県
内
の
麦
脱
穀
に
つ
い
て
ご
説
明

を
う
か
が
っ
た
こ
と
が
本
稿
に
つ
な
が
っ
た
。
改
め
て
ご
学
恩
に
感
謝
申
し
上
げ
た

い
。

（　

『
日
本
方
言
大
辞
典
』
小
学
館
、
一
九
八
九
／
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
、
小
学
館
、

二
〇
〇
三

（　

小
川
直
之
「
日
本
の
脱
穀
具
と
脱
穀
法
」
『
府
中
市
農
具
展　

農
具
は
語
る
多
摩
の
近
代
』
府

中
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
三

（　

拙
稿
「
埼
玉
県
に
お
け
る
麦
脱
穀
の
作
業
呼
称
と
そ
の
機
能
―
『
麦
お
し
』
『
芒
お
し
』
と

『
ク
ル
リ
ボ
ウ
で
お
す
』
こ
と
」
『
埼
玉
民
俗
』
四
八
、
二
〇
二
三
・
三
／
「
麦
打
ち
の
後
処
理
ま

た
は
代
替
と
し
て
の
『
麦
お
し
』
―
臼
と
杵
で
『
お
す
』
麦
脱
穀
の
最
終
段
階
」
『
西
郊
民
俗
』

二
六
三
、
二
〇
二
三
・
六

（　

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
、
小
学
館
、
二
〇
〇
三

（　

民
俗
学
研
究
所
編
『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
平
凡
社
、
一
九
五
五

（　

柳
田
國
男
「
寡
婦
と
農
業
」
（
「
木
綿
以
前
の
事
」
所
収
）
『
柳
田
國
男
全
集
第
九
巻
』
筑
摩
書

房
、
一
九
九
八

（　

同
右

（　

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
に
「
ぼ
さ
ら
」
の
項
目
が
あ
る
。

（　

柳
田
國
男
「
寡
婦
と
農
業
」
、
前
出
６

（1　

た
と
え
ば
福
島
県
で
は
、
唐
竿
は
中
通
り
や
浜
通
り
で
は
使
用
さ
れ
た
が
、
会
津
で
は
栃
木

県
隣
接
地
域
だ
け
で
、
む
し
ろ
「
麦
打
棒
」
と
い
う
勾
配
の
あ
る
自
然
木
が
多
く
使
用
さ
れ
た

（
佐
々
木
長
生
「
『
会
津
農
書
』
に
み
る
麦
の
栽
培
と
民
俗
―
非
文
字
資
料
と
し
て
の
農
書
・
風
俗

帳
―
」
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
非
文
字
資
料
研

究
』
一
八
、
二
〇
一
九
・
九
）
。

（（　

佐
々
木
長
生
「
『
会
津
農
書
』
と
脱
穀
用
具
（
二
）
―
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
に
つ
い
て
―
」
『
民
具
マ
ン

ス
リ
ー
』
二
五

‐

七
、
一
九
九
二
・
一
〇
／
同
「
籾
よ
う
し
具
、
細
腰
杵
」
『
ふ
く
し
ま
の
農
具
』

福
島
県
立
博
物
館
、
二
〇
〇
一

（（　

佐
々
木
氏
が
前
述
の
文
献
で
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
ボ
ウ
を
「
籾
打
ち
棒
」
と
表
記
し
た
よ
う
に
、
モ
ミ

ヨ
ウ
シ
が
「
籾
お
し
」
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
ボ
ウ
展
示
の
際
、
館
長

で
あ
る
久
野
氏
が
、
そ
れ
に
「
籾
押
し
棒
」
と
い
う
表
記
を
あ
て
る
判
断
を
し
た
（
『
開
館
記
念

展　

会
津
只
見
は
民
具
が
い
っ
ぱ
い
！ 

一
万
点
』
た
だ
み

・

モ
ノ
と
く
ら
し
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

企
画
展
図
録
第
１
集
、
二
〇
二
二
）
。

（（　

船
水
清
『
わ
が
ふ
る
さ
と　

新
津
軽
風
土
記
第
五
編
』
陸
奥
新
報
社
、
一
九
六
三
／
『
中
里
町

誌
』
中
里
町
、
一
九
六
五
（
以
下
、
自
治
体
史
等
、
刊
行
者
が
自
明
の
場
合
は
略
す
）

（（　

『
鶴
田
町
誌
下
』
一
九
七
九

（（　

『
昭
和
四
十
四
年
度
津
軽
半
島
北
部
山
村
振
興
町
村
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書
』
青
森
県
教

育
委
員
会
、
一
九
七
〇

（（　

船
水
清
『
わ
が
ふ
る
さ
と　

新
津
軽
風
土
記
第
五
編
』
前
出
（（
／
原
文
「
モ
ミ
お
棒
し
」
（
誤

植
）

（（　

原
文
「
籾
抑
し
」
（
誤
植
）

（（　

「
日
返
籾
」
は
、
「
日
帰
り
米
」
（
庄
司
吉
之
助
『
福
島
県
農
業
史
』
福
島
県
農
業
復
興
会
議
、
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一
九
四
八
）
と
同
様
、
一
定
量
を
稲
扱
き
か
ら
収
納
ま
で
一
日
に
終
え
る
作
業
法
で
、
す
べ
て
の

稲
扱
き
後
に
次
作
業
に
移
る
方
法
に
対
す
る
も
の
。

（（　

折
登
岩
次
郎
編
『
水
元
村
誌
』
鶴
田
町
水
元
支
所
、
一
九
五
六

（1　

『
鶴
田
町
誌
下
』
前
出
（（

（（　

『
青
森
県
民
俗
資
料
図
録
第
五
集　

青
森
県
の
農
具
』
青
森
県
立
郷
土
館
、
一
九
七
八

（（　

『
昭
和
四
十
四
年
度
津
軽
半
島
北
部
山
村
振
興
町
村
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書
』
青
森
県
教

育
委
員
会
、
一
九
七
〇

（（　

長
尾
角
左
衛
門
編
『
青
森
県
北
津
軽
郡
三
好
村
郷
土
誌
』
同
刊
行
会
、
一
九
五
七

（（　

『
中
里
町
誌
』
一
九
六
五

（（　

『
浪
岡
町
史
資
料
編
五
』
一
九
七
七

（（　

『
倉
石
村
史
中
巻
』
一
九
八
九

（（　

工
藤
直
巳
『
青
森
県
の
稲
作
』
私
家
版
、
一
九
三
八

（（　

『
岩
木
川
流
域
の
民
俗
』
（
青
森
県
史
叢
書
）
二
〇
〇
八

（（　

『
下
北
半
島
北
通
り
の
民
俗
』
（
青
森
県
史
叢
書
）
二
〇
〇
二

（1　

『
下
北
半
島
西
通
り
の
民
俗
』
（
青
森
県
史
叢
書
）
二
〇
〇
三

（（　

『
関
の
民
俗
調
査
報
告
書　

青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
関
』
（
青
森
県
立
郷
土
館
調
査
報
告
第

一
六
集
民
俗
八
）
一
九
八
四

（（　

『
岩
手
県
史
第
一
一
巻
』
一
九
六
五

（（　

『
盛
岡
市
通
史
』
一
九
七
〇

（（　

『
遠
野
市
史
第
四
巻
』
一
九
七
七

（（　

『
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
六
集
』
岩
手
県
教
育
委
員
会
、
一
九
六
六

（（　

加
藤
治
郎
『
東
北
稲
作
史　

東
北
稲
作
機
械
化
前
の
技
術
と
習
俗
』
宝
文
堂
、
一
九
八
三

（（　

細
谷
敬
吉
「
山
村
風
物
詩
其
の
二　

佐
藤
竜
治
遺
稿
よ
り
」
陸
前
高
田
老
人
ク
ラ
ブ
連
合

会
編
『
陸
前
高
田
も
の
が
た
り
第
六
集
』
同
会
、
一
九
八
六
／
『
胆
沢
町
史
九
民
俗
編
二
』

一
九
八
七
／
岩
泉
民
間
伝
承
研
究
会
編
『
い
わ
い
ず
み
ふ
る
さ
と
ノ
ー
ト 

一
九
八
五
』
同
会
、

一
九
八
五
・
七

（（　

大
麦
の
脱
穀
の
「
ク
ル
リ
棒
で
の
作
業
は
脱
穀
と
ノ
ギ
落
と
し
の
両
面
」
が
必
要
で
あ
る

（
大
舘
勝
治
「
い
わ
ゆ
る
ク
ル
リ
ボ
ウ
に
つ
い
て
」
（
『
埼
玉
県
立
歴
史
資
料
館
研
究
紀
要
』
八
、

一
九
八
六
）
と
い
わ
れ
る
と
お
り
、
ム
ギ
オ
シ
と
ノ
ゲ
オ
シ
は
同
義
で
あ
り
、
同
じ
作
業
に
、
地

域
に
よ
り
い
ず
れ
か
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
（
拙
稿
「
埼
玉
県
に
お
け
る
麦
脱
穀
の
作
業
呼
称
と

そ
の
機
能
」
）
。

（（　

佐
々
木
喜
一
郎
「
農
業
民
俗
」
『
宮
城
県
史
第
一
九
民
俗
第
一
』
一
九
五
六

（1　

桜
井
右
京
編
「
農
業
民
俗
」
『
田
尻
町
史
』
一
九
六
〇

（（　

『
仙
台
市
史
特
別
編
六
民
俗
』
一
九
九
八

（（　

武
田
知
岳
「
修
験
道
に
関
す
る
年
中
行
事
―
宮
城
県
伊
具
郡
丸
森
町
」
『
あ
し
な
か
』
一
三
六
、

山
村
民
俗
の
会
、
一
九
七
三
・
二

（（　

加
藤
治
郎
『
東
北
稲
作
史　

東
北
稲
作
機
械
化
前
の
技
術
と
習
俗
』
前
出
（（

（（　

国
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
・
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
の
鹿
角
市
八
幡
平
小
豆
沢
「
大
日
堂
舞

楽
」
に
「
籾
押
し
」
と
い
う
演
目
が
あ
る
（
『
無
形
文
化
財
記
録　

芸
能
編
２　

民
俗
芸
能　

田

楽
ほ
か
』
文
化
庁
、
一
九
七
二
）
。

（（　

高
橋
富
治
「
昔
百
姓
炉
端
話
」
『
近
代
民
衆
の
記
録
一　

農
民
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
二

（（　

吉
田
三
郎
『
も
の
言
う
百
姓
』
慶
友
社
、
一
九
六
三

（（　

吉
田
三
郎
『
男
鹿
寒
風
山
麓
農
民
日
録
』
（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ユ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
一
六
）
ア
チ
ッ
ク

ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
、
一
九
三
八

（（　

『
西
仙
北
町
郷
土
誌 

近
代
篇
』
一
九
七
六

（（　

播
磨
弘
宣
『
む
ら
の
歳
時
記　

秋
田

・

谷
地
新
田
の
生
活
誌
』
（
常
民
叢
書
６
）
日
本
経
済
評

論
社
、
一
九
八
二

（1　

『
河
辺
町
郷
土
誌
』
一
九
六
二

（（　

加
藤
治
郎
『
東
北
稲
作
史　

東
北
稲
作
機
械
化
前
の
技
術
と
習
俗
』
前
出
（（

（（　

『
本
荘
市
史
文
化
・
民
俗
編
』
二
〇
〇
〇

（（　

『
西
木
村
郷
土
誌
民
俗
編
』
二
〇
〇
〇

（（　

『
中
仙
町
史
文
化
編
』
一
九
八
九

（（　

『
横
手
平
鹿
総
合
郷
土
誌
』
東
洋
書
院
、
一
九
八
一

（（　

「
明
治
十
一
年
一
月
よ
り
十
月　

第
二
課
事
務
簿
〔
苗
代
手
入
方

・

種
の
拵
方
及
び
播
種
手
入

方
〕
」
『
秋
田
県
史
資
料
明
治
編
上
』
一
九
六
〇

（（　

山
形
県
方
言
研
究
会
編
『
山
形
県
方
言
辞
典
』
同
刊
行
会
、
一
九
七
〇

（（　

同
右

（（　

同
右

（1　

『
農
業
技
術
研
究
所
報
告
Ｈ(

二
六)

経
営
土
地
利
用
』
（
農
林
水
産
省
農
業
技
術
研
究
所
、

一
九
六
一
・
五
）
に
よ
る
、
北
平
田
農
協
青
年
部
『
農
協
だ
よ
り
』
四
六
（
一
九
五
九
・
一
・
一
）

の
引
用
記
事

（（　

『
す
こ
し
昔
の
く
ら
し　

吉
野
民
俗
風
土
記
』
南
陽
市
吉
野
文
化
史
研
究
会
、
一
九
八
六

（（　

『
南
陽
市
史
民
俗
編
』
一
九
八
七

（（　

『
水
沢
部
落
史
』
水
沢
公
民
館
、
一
九
八
〇

（（　

『
福
島
の
民
俗
一
』
福
島
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
一

（（　

『
山
都
町
史
第
三
巻
民
俗
編
』
一
九
八
六
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（（　

『
岩
代
町
史
第
四
巻
』
一
九
八
二

（（　

会
津
民
俗
研
究
会
編
『
奥
会
津
南
郷
の
民
俗
』
南
郷
村
教
育
委
員
会
、
一
九
七
一

（（　

同
右

（（　

只
見
町
石
伏
集
落
学
術
総
合
調
査
団
調
査
『
湖
底
に
沈
む
奥
会
津
石
伏
の
歴
史
と
民
俗 

只
見

町
石
伏
集
落
学
術
総
合
調
査
報
告
』
只
見
町
、
一
九
八
四

（1　

『
日
本
農
書
全
集
（（
会
津
農
書　

会
津
農
書
附
録
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
二
（
『
会
津

農
書
』
著
者
：
佐
瀬
与
次
右
衛
門
、
翻
刻
・
現
代
語
訳
・
解
題
：
庄
司
吉
之
助
、
注
記
：
長
谷
川

吉
次
）

（（　

佐
々
木
長
生
「
会
津
と
砺
波
の
棒
状
農
具
の
形
態
と
機
能
―
『
会
津
農
書
』
と
『
私
家
農
業
談
』

の
農
具
を
中
心
に
―
」
『
国
際
常
民
文
化
研
究
叢
書
一
四
』
二
〇
二
一

（（　

『
会
津
農
書
』
に
あ
る
と
お
り
、
こ
の
地
域
で
は
「
お
す
」
が
早
く
か
ら
「
よ
う
し
」
に
置
き

換
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
佐
々
木
長
生
氏
か
ら
は
、
福
島
県
内
に
は
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
、
ム

ギ
ヨ
ウ
シ
は
あ
っ
て
も
、
「
お
し
」
「
お
す
」
と
い
う
事
例
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
の
ご
教
示
を

得
た
。

（（　

佐
々
木
長
生
「
会
津
と
砺
波
の
棒
状
農
具
の
形
態
と
機
能
」
前
出
（（

（（　

『
日
本
農
書
全
集
（（
会
津
農
書　

会
津
農
書
附
録
』
前
出
（1
。
原
本
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
別

の
二
つ
の
翻
刻
で
も
、
「
壓　

ヨ
ウ
フ
ヘ　

禾
籾
芒
麦
等
の
麁
つ
き
の
こ
と
之
を
関
東
に
て
は
壓

之
舂
と
い
ふ
也
」
（
小
野
武
夫
編
、
伊
藤
書
店
、
一
九
四
四
）
、
「
壓
。
よ
う
ふ
へ
。
禾
籾
芒
麦
等

の
麁
つ
き
是
関
東
に
て
は
壓
之
舂
と
す
る
也
」
（
長
谷
川
吉
次
編
、
佐
瀬
与
次
右
衛
門
顕
彰
会
、

一
九
六
八
）
と
あ
る
。

（（　

「
圧
之
舂
」
を
「
お
し
の
舂
」
と
振
っ
た
の
は
訳
者
で
あ
り
、
ま
た
、
「
ヨ
ウ
フ
ヘ
」
と
「
よ
ふ

し
」
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

（（　

東
洋
大
学
民
俗
研
究
会
編
『
西
川
の
民
俗　

新
潟
県
東
蒲
原
郡
上
川
村
旧
西
川
村
』
一
九
七
六

（（　

「
籾
打
ち
」
は
、
千
葉
県
成
田
市
（
本
文
に
示
す
）
や
大
利
根
博
物
館
『
調
査
研
究
報
告
五
』

（
一
九
九
三
）
、
『
流
山
市
史
近
世
資
料
編
三
』
（
一
九
九
二
）
な
ど
に
民
具
が
見
ら
れ
、
『
勝
田
市

史
編
さ
ん
史
料
一　

前
渡
村
村
是
調
査
要
項　

明
治
四
十
二
年
十
二
月
現
在
』
（
一
九
七
一
）
に

作
業
に
関
す
る
記
事
が
見
ら
れ
る
。
「
籾
お
し
」
は
、
「
明
治
二
十
九
年
（
推
定
）
～
三
十
二
年
雑

司
ヶ
谷
柳
下
家
日
記
」
（
『
豊
島
区
史
資
料
編
四
近
代
現
代
編
』
一
九
八
一
）
に
「
籾
押
」
の
記
述

が
見
ら
れ
る
が
、
ほ
か
に
見
当
た
ら
な
い
。

（（　

拙
稿
「
埼
玉
県
坂
戸
市
赤
尾
の
『
五
月
仕
事
』
」
『
埼
玉
民
俗
』
二
五
、
二
〇
〇
〇
／
「
稲
の
脱

穀
・
調
製
の
作
業
工
程
と
語
彙
」
『
埼
玉
民
俗
』
二
一
、
一
九
九
六

（（　

『
新
編
埼
玉
県
史
別
編
一
民
俗
一
』
一
九
八
八

（1　

『
入
間
市
史
民
俗
編
』
一
九
八
一

（（　

『
草
加
市
史
民
俗
編
』
一
九
八
七

（（　

『
神
奈
川
県
史
各
論
編
五
民
俗
』
一
九
七
八

（（　

石
黒
幸
雄
・
大
島
暁
雄
・
田
辺
悟
・
辻
井
善
弥
「
横
須
賀
市
長
井
の
民
俗
」
『
横
須
賀
市
博
物

館
研
究
報
告
一
九
人
文
科
学
』
横
須
賀
市
自
然
・
人
文
博
物
館
、
一
九
七
六
・
二

（（　

『
日
高
市
史
民
俗
編
』
一
九
八
九

（（　

「
浦
和
市
大
久
保
領
家
」
『
埼
玉
の
民
俗
』
（
埼
玉
県
民
俗
資
料
緊
急
調
査
）
埼
玉
県
教
育
委

員
会
、
一
九
六
六
／
『
岩
槻
市
史
民
俗
史
料
編
』
一
九
八
四
／
『
北
本
市
史
第
六
巻
民
俗
編
』

一
九
八
九
／
『
戸
田
市
史
民
俗
編
』
一
九
八
三
／
『
川
越
市
史
民
俗
編
』
一
九
六
八
／
『
八
潮

市
史
民
俗
編
』
一
九
八
五
／
『
三
郷
市
史
第
九
巻
別
編
民
俗
編
』
一
九
九
一
／
『
春
日
部
市
史

第
五
巻
民
俗
編
』
一
九
七
八
／
『
佐
倉
市
史
民
俗
編
』
一
九
八
七
／
『
大
熊
町
史
第
一
巻
通
史
』

一
九
八
五
／
『
胆
沢
町
史
八
民
俗
編
一
』
一
九
八
五
／
『
水
沢
市
史
六
民
俗
』
一
九
七
八

（（　

中
田
稀
介
「
皆
野
町
近
辺
の
戦
前
の
麦
作
と
農
耕
具
の
変
遷
」
『
埼
玉
民
俗
』
五
、
一
九
七
五

／
新
井
栄
作
「
川
本
村
長
在
家
の
麦
作
と
麦
稈
細
工
」
同
右
／
渡
辺
正
一
「
行
田
市
下
須
戸
の

麦
作
図
会
」
同
右
／
石
黒
ほ
か
「
横
須
賀
市
長
井
の
民
俗
」
前
出
（（
／
『
成
田
市
史
民
俗
編
』

一
九
八
二
／
『
取
手
市
史
民
俗
編
三
』
一
九
八
六
／
『
龍
ヶ
崎
市
史
民
俗
調
査
報
告
書
二　

長
戸
・

大
宮
地
区
』
一
九
八
六
／
『
鹿
島
町
史
第
三
巻
』
一
九
八
一
／
『
阿
見
の
民
俗　

阿
見
町
史
編
さ

ん
史
料
七
』
一
九
八
一
／
『
千
代
田
村
の
民
俗
』(

群
馬
県
民
俗
調
査
報
告
書
一
四)

、
群
馬
県

教
育
委
員
会
、
一
九
七
二
／
『
い
わ
き
市
史
第
七
巻
民
俗
』
一
九
七
二
／
『
富
岡
町
史
第
一
巻
通

史
編
』
一
九
八
八
／
『
富
岡
町
史
第
三
巻
考
古
・
民
俗
編
』
一
九
八
四
／
佐
々
木
喜
一
郎
「
農
業

民
俗
」
『
宮
城
県
史
第
一
九
民
俗
第
一
』
一
九
五
六
／
『
川
崎
市
史
別
編
民
俗
』
一
九
九
一
／
『
平

塚
市
史
別
編
民
俗
』
一
九
八
二
／
『
取
手
市
史
民
俗
編
三
』
一
九
八
六
／
『
目
で
み
る
矢
吹
町
史
』

一
九
七
五

（（　

『
所
沢
市
史
民
俗
』
一
九
八
九
／
『
群
馬
県
史
民
俗
一
』
一
九
八
四
／
『
伊
勢
原
市
史
別
編
民
俗
』

一
九
九
七
／
『
川
崎
市
史
民
俗
編
』
一
九
九
一
／
『
福
島
県
史
第
二
四
巻
各
論
編
第
一
〇
民
俗
第

二
』
一
九
六
七
／
『
磐
梯
町
史
民
俗
編
』
一
九
九
九
／
『
会
津
坂
下
町
史
一
民
俗
編
』
一
九
七
四

（（　

「
比
企
郡
川
島
村
上
八
ッ
林
」
『
埼
玉
の
民
俗
』
（
埼
玉
県
民
俗
資
料
緊
急
調
査
）
埼
玉
県
教
育

委
員
会
、
一
九
六
六

（（　

流
山
市
立
博
物
館
編
『
流
山
市
史
民
俗
編
』
流
山
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
〇

（1　

佐
々
木
長
生
「
『
会
津
農
書
』
と
脱
穀
用
具
（
二
）
―
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
に
つ
い
て
―
」
『
民
具
マ
ン

ス
リ
ー
』
二
五

‐

七
、
一
九
九
二
・
一
〇
／
同
「
籾
よ
う
し
具
、
細
腰
杵
」
『
ふ
く
し
ま
の
農
具
』

福
島
県
立
博
物
館
、
二
〇
〇
一

（（　

佐
々
木
長
生
「
会
津

・

只
見
の
民
具
」
『
国
際
常
民
文
化
研
究
叢
書
九　

民
具
の
名
称
に
関
す

る
基
礎
的
研
究
』
二
〇
一
五
／
脱
粒
と
脱
芒
と
を
区
別
で
き
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
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（（　

草
野
日
出
雄
『
写
真
で
綴
る
い
わ
き
の
く
ら
し
』
は
ま
し
ん
企
画
事
業
部
、
一
九
七
四

（（　

『
胆
沢
町
史
八
民
俗
編
一
』
前
出
（（

（（　

石
黒
幸
雄
ほ
か
「
横
須
賀
市
長
井
の
民
俗
」
前
出
（（

（（　

麦
の
脱
穀
に
も
用
い
ら
れ
る
（
鈴
木
通
大
「
ク
ル
リ
棒
・
ヨ
コ
オ
・
麦
打
台
拾
遺
」
『
神
奈
川

県
民
俗
調
査
報
告
二
〇
』
一
九
九
九
／
福
沢
武
一
「
ベ
ー
」
『
信
州
方
言
風
物
誌　

第
一　

笛
師

と
チ
ョ
ロ
ッ
ペ
』
柳
沢
書
店
、
一
九
五
六
）
。

（（　

『
下
北
半
島
西
通
り
の
民
俗
』
前
出
（1

（（　

『
馬
淵
川
流
域
の
民
俗
』
（
青
森
県
史
叢
書
）
一
九
九
三

（（　

『
八
戸
市
史
民
俗
編
』
二
〇
一
〇

（（　

『
東
奥
年
鑑　

昭
和
五
年
』
東
奥
日
報
社
、
一
九
三
〇

（11　

百
姓
・
淵
沢
圓
右
衛
門
著
。
吉
沢
典
夫
翻
刻
・
現
代
語
訳
・
解
題
「
軽
邑
耕
作
鈔
」
『
日
本
農

書
全
集
二
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
〇

（1（　

能
田
多
代
子
『
青
森
県
五
戸
語
彙
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二

（1（　

能
田
多
代
子
『
み
ち
の
く
の
民
俗　

南
部
・
五
戸
の
話
』
津
軽
書
房
、
一
九
六
九

（1（　

『
大
正
二
年
日
本
主
要
農
作
物
耕
種
要
綱
』
（
農
商
務
省
農
務
局
編
、
大
日
本
農
会
、
一
九
一
三
）

や
、
各
地
の
民
俗
調
査
報
告
に
よ
る
。

（1（　

『
古
島
敏
雄
著
作
集
第
六
巻　

日
本
農
業
技
術
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五

（1（　

古
島
敏
雄
「
か
ら
さ
お　

連
枷
」
『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三

（1（　

朝
岡
康
二
『
鉄
製
農
具
と
鍛
冶
の
研
究　

技
術
史
的
考
察
』
一
九
八
六

（1（　

同
右

（1（　

船
水
清
『
わ
が
ふ
る
さ
と　

新
津
軽
風
土
記
第
五
編
』
前
出
（（

（1（　

『
む
つ
小
川
原
地
区
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書
第
二
次　

昭
和
四
八
年
度
』
青
森
県
教
育
委

員
会
、
一
九
七
四

（（1　

稲
を
臼
に
打
ち
付
け
る
こ
と
を
青
森

・

津
軽
で
は
カ
ラ
ミ
オ
ト
シ
（
前
述
）
、
岩
手
県
大
船
渡

市
や
滝
沢
市
で
ウ
ス
ガ
ラ
ミ
（
『
三
陸
町
史
第
五
巻
民
俗
一
般
編
』
一
九
八
八
／
福
田
武
雄
『
農

村
中
心
の
滝
沢
村
誌
』
一
九
七
四
）
と
い
い
、
下
閉
伊
郡
岩
泉
町
で
は
麦
を
打
付
け
る
台
を
カ
ラ

ミ
ダ
イ
と
い
う
（
岩
泉
民
間
伝
承
研
究
会
編
『
い
わ
い
ず
み
ふ
る
さ
と
ノ
ー
ト 

一
九
八
五
』
同

会
、
一
九
八
五
・
七
）
。
現
在
ま
で
、
東
北
に
は
打
付
け
法
を
「
お
す
」
と
い
う
例
が
見
当
た
ら
な

い
。

（（（　

大
町
信
『
実
用
稲
作
新
書
』
文
武
堂
、
一
九
〇
六
／
大
杉
房
吉
『
稲
作
実
話　

国
家
経
済
』
青

木
嵩
山
堂
、
一
九
一
二


