
「
紀
州
鍛
冶
」

の
受
容
に
関
す
る
一
考
察

ー

l
京
都
府
船
井
郡
の
場
合
e
|
|

河

島

は

じ

め

に

「紀外|鍛冶」の受容に関する一考察

人
間
の
回
帰
的
空
間
行
動
と
し
て
の
出
稼
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
に
わ
た
っ
て
い
る
の
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
、

酒
造
出
稼
や
漁
業
出
稼
は
季
節
性
が
高
い
の
に
対
し
、
工
場
や
建
設
現
場
へ
の
出
稼
は
、
今
や
季
節
性
を
失
い
つ
つ
あ
り
、
長
期
に
わ
た

る
継
続
性
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
?
な
こ
の
現
象
は
さ
ら
に
、

か
や
で

し
も
専
門
的
技
能
を
要
さ
な
い
単
純
労
働
力
の
移
動
と
、
社
氏
や
茅
手

(

2

)

の
よ
う
に
高
度
の
技
能
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
と
に
区
別
す

農
作
業
手
伝
い
や
戸
内
に
お
け
る
使
用
人
の
よ
う
な
、

必
ず

季
節
性
の
面
か
ら
い
え
ば
半
恒
久
的
な
タ
イ
プ
に
属
し
、

技
能

る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
農
鍛
冶
〈
旦
の
出
稼
現
象
は
、

の
点
で
は
杜
氏
な
ど
と
共
通
す
る
点
を
も
っ
て
い
る
。

さ
て
、
農
鍛
冶
の
出
稼
に
関
す
る
研
究
は
、
杜
氏
・
茅
手
な
ど
に
比
べ
て
み
る
と
、
今
ま
で
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ

お
よ
び
最
近
報
告
さ
れ
た
知
多
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る
。
わ
ず
か
に
『
斐
太
後
風
土
記
』

に
記
載
さ
れ
た
飛
騨
か
ら
美
濃
へ
の
出
稼
に
言
及
し
た
も
の
ハ

4
、

半
島
か
ら
尾
張
国
北
部
へ
の
出
稼
鍛
冶
に
関
す
る
研
究
官
〉
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
、

出
稼
形
態
の
有
無
に
か
か
わ
ら
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ず
、
農
村
手
工
業
と
し
て
の
農
鍛
冶
業
が
、
地
理
学
的
研
究
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
倒
を
管
見
の
限
り
で
は
ほ
と
ん
ど
見
出
し
え
な
い
す
エ

こ
の
占
山
は
、

鋳
造
業
と
地
場
産
業
地
域
の
鍛
造
業
に
関
す
る
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
(
7
Y

そ
こ
で

拙
稿
で
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
の
分
野
に
光
を
あ
て
、
特
に
出
稼
鍛
冶
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
回
帰
的
空
間
行
動
が
地
域
の
形
成
に
果
た
す
役
割
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
九
世
紀
前
半
に
書
か
れ
た
藩
撰
地
誌
『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
は
、

み
な
ベ

あ
り
、
南
部
荘
中
殊
に
多
し
」

(

8

)

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
南
部
荘
」

「
今
、
日
高
郡
中
の
民
、
農
隙
に
諸
国
に
出
て
鍛
冶
職
を
な
す
者

と
は
、

旦
ロ
向
郡
を
流
れ
る
南
部
川
の
流
域
を
さ
す
も

の
で
あ
る
。

「
日
高
郡
中
の
民
」
が
出
稼
に
向
か
っ
た
「
諸
国
」
一
は
、
今
の
と
こ
ろ
充
分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
筆
者

が
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
日
高
郡
か
ら
出
稼
に
き
た
鍛
冶
業
者
も
し
く
は
そ
の
子
孫
が
、
今
日
な
お
近
畿
地
方
に
広
範
囲
に
分
布

ず
る
点
か
ら
、
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
鍛
冶
出
稼
に
つ
い
て
は
、
研
究
が
進
め
ら
れ
て
お

ら
ず
、
彼
ら
の
呼
称
に
関
し
て
も
定
ま
っ
た
も
の
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
彼
ら
を
「
紀
州
鍛
冶
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
官
)
。

さ
て
、
出
稼
現
象
に
お
い
て
は
一
般
に
、
出
稼
者
を
供
給
す
る
地
域
(
供
給
地
域
)
と
、
彼
ら
を
必
要
と
す
る
地
域
ハ
需
要
地
域
〉
と

の
分
化
が
み
と
め
ら
れ
る
。

「
紀
州
鍛
冶
」
は
、
日
高
郡
を
供
給
地
域
と
し
、
近
畿
地
方
を
需
要
地
域
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
に
よ

っ
て
分
布
が
確
認
さ
れ
た
「
紀
州
鍛
冶
」
は
、
本
来
的
に
は
季
節
的
出
稼
で
あ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
入
稼
地
に
定
住
す
る
に
至
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
を
、
地
域
社
会
の
受
容
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
か
か
る
観
点
に
立
っ
て
、
需
要
地
域
を
「
受
容
地

域
」
と
、
供
給
地
域
を
出
稼
者
が
輩
出
す
る
こ
と
か
ら
「
輩
出
地
域
」
と
呼
ぶ
。
本
稿
で
の
考
察
は
、
前
者
に
ほ
ぼ
限
定
す
る
こ
と
に

し
、
後
者
に
関
し
て
は
別
稿

auに
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

農
鍛
冶
業
も
、

他
の
農
村
手
工
業
と
同
様
に
、
今
日
で
は
営
業
自
体
の
存
続
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
立
)
O

そ
し
て
業
者
の
多
く
は
、



転
廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
工
場
生
産
の
安
価
な
鉄
製
農
具
に
、
価
格
面
で
太
万
打
ち
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
農
業
に
お
け
る
機
械
化
の
進
展
と
と
も
に
、
相
対
的
に
比
重
を
低
下
さ
せ
な
が
ら
も
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
圃
場
で

の
手
作
業
が
、
農
鍛
冶
業
を
細
々
と
存
続
さ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
今
日
、
農
鍛
冶
業
者
の
多
く
は
、
水
道
工
事
業
や
鉄
工
所
経
営
へ

の
転
身
を
図
っ
た
後
に
、
作
業
場
の
片
隅
に
残
し
て
お
い
た
鍛
冶
の
施
設
で
、
片
手
間
に
作
業
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

「
紀
州
鍛
冶
」

も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

ま
た
今
日
で
は
、
鍛
冶
業
者
の
所
在
を
確
認
す
る
こ
と
さ
え
困
難
で
あ
り
、
ま
し
て
既
に
転
廃
業
し
た
者
に
つ
い
て
は
な
お
さ
ら
と
言

え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
対
象
地
域
と
し
て
京
都
府
船
井
郡
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
の
理
由
は
、
第
二
次
大
戦
以
後
に
営
業
を
続
け
て
い
た
農

鍛
冶
の
所
在
が
「
船
井
郡
野
鍛
冶
同
業
組
合
」
の
記
録
や
、
関
係
者
か
ら
の
聴
取
な
ど
か
ら
明
ら
か
な
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
農
鍛
冶

「紀州鍛冶」の受容に関する一考察

の
営
業
活
動
を
解
明
す
る
た
め
に
格
好
の
資
料
と
な
る
昭
和
初
期
の
当
座
帳

a〉
が
、

一
業
者
の
も
と
で
入
手
で
き
た
こ
と
も
、

そ
の
理

出
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
出
稼
鍛
冶
の
地
域
社
会
に
よ
る
受
容
に
関
し
て
は
、
社
会
的
お
よ
び
経
済
的
な
両
側
面
か
ら
分
析
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
る
。
社
会
的
な
側
面
と
は
つ
ま
り
、
他
地
域
か
ら
の
外
来
者
と
い
う
べ
き
出
稼
鍛
冶
が
、
地
域
社
会
の
な
か
で
そ
の
存
在
を
社
会
的
に

認
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。
村
落
内
部
で
の
営
業
を
企
図
す
る
出
稼
鍛
冶
は
、
外
来
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら

も
、
そ
こ
に
お
け
る
一
定
期
間
あ
る
い
は
半
、
氷
久
的
な
居
住
が
、
村
落
社
会
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
、
仕
事
場
や
住
居
の
貸
借
や
取
得
の
便

宜
を
う
け
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
需
要
者
た
る
農
民
側
が
、
農
業
生
産
に
不
可
欠
な
鉄
製
農
具
に
関
す
る
安
定
的
な
購
入
や
サ
ー
ビ
ス
を
確

保
す
る
た
め
で
あ
る
。
出
稼
鍛
冶
の
側
も
、
村
落
内
の
需
要
者
と
面
識
関
係
を
も
ち
、
地
域
農
業
に
関
し
て
も
熟
知
す
る
必
要
が
あ
る
。
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と
い
う
の
は
、
農
具
の
形
状
が
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
も
さ
り
な
が
ら
、
土
壌
や
作
物
さ
ら
に
農
業
暦
な
ど
を
知
ら
ず
し
て
、
農
民
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の
需
要
に
応
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
失
敗
す
れ
ば
、
経
営

は
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
受
容
の
経
済
的
な
側
面
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。さ

ら
に
、
出
稼
鍛
冶
は
、
近
在
の
諸
村
落
を
含
む
範
囲
を
自
ら
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ

船井郡位置図

ア
と
し
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
を
接
す
る
業
者

が
競
合
関
係
に
あ
り
、
互
い
の
「
縄
ば
り
」
を
侵
す
こ
と
も
日
常
的
で
あ
っ
た
の

で
、
顧
客
と
な
る
農
民
と
の
間
で
面
識
関
係
を
も
ち
、
信
頼
を
得
な
け
れ
ば
農
鍛
冶

図 1

の
経
営
維
持
は
困
難
で
あ
っ
た
。
農
村
地
域
の
小
中
心
集
落
で
開
業
す
る
出
稼
鍛
冶

も
、
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
た
後
、
地
域

社
会
に
受
容
さ
れ
る
と
、
長
期
に
わ
た
っ
て
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
を
保
持
し
続
け
る
こ

と
に
な
る
。

し
か
し
、
農
鍛
冶
は
一
方
で

「
比
較
的
自
由
な
る
移
動
性
」
〈
日
を
も

つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
一
面
で
あ
ろ
う
。

選
択
か
ら
転
廃
業
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
を
、
聴
取
調
査
を
も
と
に
明
ら
か
に
し
て
、
社
会
的
側
面
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
受
容
の
経

右
の
よ
う
な
観
点
に
た
ち
、
当
該
地
域
に
お
け
る
「
紀
州
鍛
冶
」
の
、
営
業
地
の

済
的
側
面
の
考
察
に
は
不
可
欠
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。



農
鍛
冶
の
分
布
と
そ
の
変
化

付

船
井
郡
地
域
の
性
格

旧
丹
波
国
に
属
し
て
い
た
京
都
府
船
井
郡
は
、
兵
庫
県
と
境
を
接
し
、
和
知
・
瑞
穂
・
丹
波
・
日
吉
・
園
部
お
よ
び
八
木
の
六
町
か
ら

標
高
五

0
0
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
準
平
原
状
の
山
地
が
卓
越
し
、

そ
れ
を
刻
む
樹
枝
状

な
り
た
っ
て
い
る
(
図
1
)
。
こ
の
地
域
は
、

の
河
川
は
由
良
川
と
大
堰
川
〈
桂
川
)
と
の
水
系
に
二
分
さ
れ
る
。
狭
長
な
河
谷
に
は
集
落
と
水
田
と
が
分
布
し
て
お
り
、
な
か
で
も
由

「紀州鍛冶」の受容に関する一考察

除λ
昭35和年初年 37年初年初年 40年 41年 42年 43年 44年

4月'" 4 4 4 4 4 4 4 4 

休業
:工ニ:r:::::::t

-・圃圃

・・・

一一ーー:::1休業

休業 休業
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圃園田「組合分賦金」完納期
":::::J組合の"ンパーでありながら「組合分賦金」を支払っていない期間

図 2 船井郡野鍛冶同業組合の成員数の変化

注)番外 1，2については委細不明。業者番号

は図 3と共通。

良
川
の
谷
に
は
散
村
が
み
と
め
ら
れ
、
ま
た
亀
岡
盆
地
に
は
塊
村
が
立
地
す
る
が
、

疎
塊
村
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
う
い
う
な
か
で
、
近
世
に
陣
屋
の
お
か
れ
た
園
部

が
、
郡
の
行
政
・
経
済
中
心
を
な
し
て
い
る
。

。
農
鍛
冶
の
分
布

当
郡
に
お
け
る
か
つ
て
の
農
鍛
冶
の
実
数
は
『
明
治
二
十
年
徴
発
物
件
一
覧
表
』

(
U
)
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、

四
九
人
の
「
鍛
工
」
が
い
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
鍛
工
」
と
は
、

ほ
ぼ
農
鍛
冶
と
み
て
よ
か
ろ

ぅ
。
し
か
し
、
明
治
期
以
後
の
変
化
は
残
念
な
が
ら
明
ら
か
で
は
な
い
。

「
船
井
郡
野
鍛
冶
同
業
組
合
」
は
、
関
係
者
か
ら
の
聴
取
に
よ
れ
ば
、
昭
和
一

O
年

代
に
は
す
で
に
組
織
さ
れ
て
い
た

ay統
制
経
済
の
下
で
、
燃
料
と
し
て
用
い
る
コ

ー
ク
ス
や
鉄
・
鋼
を
安
定
し
て
入
手
す
る
た
め
に
は
、
組
合
の
結
成
が
必
要
と
さ
れ



業者i事~HI
番号鍛色

2 

3 
4 
5 

7 

8 
9 

15 
16 
17 
18 

19 
20 

24 

E二二コ営業時期 O現在も営業中←ーそれ以前へ遡及されるもの

×廃業 ?開業時が不詳

船井郡における鍛冶の営業時期(聴取による)
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大正弓百平日
4O~. ¥0 ~O ~O 40 ~O 

K 

2~ 

o 
4一_i hC 

1" 

30 20 
朋r白

10 

.(-[ 

3d 

o 
O民

1メ
二コメ

営業時期不詳

営業時期不詳
営業日手期不詳

IX 

!< 

E コメ
-メ

メ

コメ
i コメ
=コ% 。令-[

た
よ
う
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
を
接
す
る

'?( 
h 

?【
~( 

+--r 

-一・一・一・一・-・

業
者
聞
に
は
競
合
関
係
が
存
在
し
た
。
農
具
の
服
売
・
修
理
の
価

格
の
引
き
下
げ
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
縄
ば
り
を
拡
張
し
よ
う
と
す

る
努
力
が
払
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
他
方
で
は
、
価
格
を
協
定

し
、
無
闇
な
値
引
き
競
争
を
避
け
、

サ
ー
ビ
ス
旦
リ
ア
を
互
い
に

~[ 

~( 

• 
--・一・一・一・一・一・

認
め
合
う
こ
と
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
主
う
な
こ
一
と

を
背
景
と
し
て
、
当
郡
に
お
け
る
業
者
聞
に
み
ら
れ
た
面
識
関
係

が
、
こ
の
組
合
の
母
胎
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

組
合
の
会
費
を
意
味
す
る
「
組
合
分
賦
金
」
の
納
入
に
関
す
る

ノ
ー
ト

avが
現
存
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
昭
和
三
五
年
四
月
か

ら
四
四
年
二
一
月
ま
で
の
問
、
会
費
が
納
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

図 3

わ
か
る
(
図

2
1
昭
和
三
五
年
四
月
に
は
二
一
名
の
業
者
に
よ

っ
て
組
合
は
組
織
さ
れ
て
い
る
。
翌
三
六
年
に
は
一
名
が
離
脱
し

た
。
四
一
年
に
は
成
員
で
あ
り
な
が
ら
会
費
を
納
入
し
な
い
業
者
が
一
名
あ
り
、

四
二
年
に
な
る
と
休
業
す
る
者
も
出
て
く
る
。

般

に
、
会
費
未
納
|
↓
休
業
|
↓
転
廃
業

l
↓
離
脱
と
い
う
過
程
を
経
て
、
組
合
員
数
は
減
少
し
、
最
終
的
に
は
七
名
と
な
る
。
最
後
の
会

費
納
入
は
四
四
年
二
一
月
で
あ
り
、
こ
れ
以
後
会
費
が
徴
集
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
、
組
合
は
解
散
の
事
態
に
た

ち
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
農
鍛
冶
業
自
体
が
、
存
続
さ
れ
え
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ



れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
会
費
納
入
状
況
か
ら
み
て
、
昭
和
四
一
年
頃
が
当
郡
に
お
け
る
農
鍛
冶
業
に
と
っ
て
画
期
と
な
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る

2
3

し
か
し
、
現
地
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
(
図
3
〉
、
当
郡
に
お
い
て
第
二
次
大
戦
後
に
営
業
を
続
け
た
業
者
は
総
計
二
五
名
見
出
さ
れ

た
。
そ
の
半
数
は
、
昭
和
三
五

1
四
四
年
の
問
、
非
組
合
員
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、
燃
料
・
原
材
料
の
安
定
確
保
の

た
め
に
、
彼
ら
も
ま
た
組
合
に
参
加
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
明
ら
か
に
で
き
る
資
料
は
残
念
な
が
ら
見
当
ら
な
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図 4 農鍛冶の分布(第2次大戦以後)

注)番号は図3と共通。

し、。
以
上
の
よ
う
に
、
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
当

郡
の
農
鍛
冶
の
う
ち
、

一
六
名
が
「
紀
州
鍛
冶
」

で
あ
る
(
図

4
1

彼
ら
は
日
高
郡

す
な
わ
ち
、

か
ら
直
接
来
往
し
た
者
と
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
。

彼
ら
の
開
業
時
期
に
つ
い
て
み
る
と
(
図
2
)
、

さ
ま
ざ
ま
で
、

一
般
的
な
傾
向
を
よ
み
と
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
日
高
・
船
井
両
郡
聞
の
回
帰
行
動

は
、
第
二
次
大
戦
後
に
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な

ぃ
。
現
在
で
は
彼
ら
の
多
く
は
転
廃
業
し
て
い

る
。
業
者
@
は
廃
業
後
、
出
身
地
に
近
い
日
高
郡

南
部
町
に
戻
一
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
者
は
営
業
地
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。集落

.船井郡にあ‘ける r?.r.川~l冶」
の出身集落

6km 

で
現
在
も
な
お
居
住
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
と
は
別
に
、

い
わ
ば
二
次
的
な
「
紀
州
鍛
冶
」
も
認
め
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
業
者
@
は
、
京
都
府
相
楽
郡
に
定
住
し
て
い
た
「
紀
州
鍛
冶
」
の

次
男
が
、
分
立
し
て
当
郡
内
で
営
業
を
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
業

者
①
は
、
和
知
町
の
出
身
者
で
あ
り
、
厳
密
に
は
「
紀
州
鍛
冶
」
に
属
さ
な

い
が
、
彼
は
「
紀
州
鍛
冶
」
の
も
と
に
弟
子
入
り
し
、
そ
の
後
営
業
を
引
き

継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
業
者
⑦
の
場
合
も
、
開
業
者
は
「
紀
州
鍛
冶
」
か
ら

技
術
を
修
得
し
て
い
る
。

「
紀
州
鍛
冶
」
は
、
単
一
の
村
落
か
ら
集
団
的
に
他
の
郡
内
に
出
稼
ぐ
も

の
で
は
な
く
、
出
身
集
落
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
(
表

1
Y
す
な
わ
ち
、
南

に

し

ほ

ん

じ

よ

う

ひ

が

し

ほ

ん

じ

よ

う

を

で

き

と

は

ね

た

部
川
流
域
の
西
本
庄
・
東
本
庄
・
気
佐
藤
・
埴
田
の
各
集
落
、

こ
れ
ら
に

北
接
す
る
東
・
西
岩
代
川
流
域
の
集
落
、
さ
ら
に
竜
神
村
を
も
出
身
地
と
し

図 5

て
い
て
、
旧
日
高
郡
の
各
地
か
ら
来
往
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
自
)
(
図

5
〉
。
ま
た
、
営
業
地
の
選
択
も
個
別
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

個
人
的
レ
ベ
ル
で
の
生
活
歴
と
空
間
行
動
の
解
明
を
通
じ
て
、
出
稼
鍛
冶
の

側
か
ら
い
え
ば
営
業
地
で
の
定
着
、
ま
た
地
域
社
会
の
側
か
ら
い
え
ば
受
容

に
つ
い
て
吟
味
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。



同

生
活
歴
と
空
間
行
動

当
郡
に
お
け
る
「
紀
州
鍛
冶
」
の
生
活
歴
を
解
明
す
る
に
際
し
て
、
被
聴
取
者
自
身
が
開
業
者
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
ま
ず
検
討
を

加
え
る
こ
と
に
す
る
。

一
六
名
の
「
紀
州
鍛
冶
」
の
う
ち
、
業
者
@
お
よ
び
@
が
そ
れ
に
該
当
す
る
(
図
2
)
。

業
者
①
は
、

南
部
川
流

域
の
西
本
庄
集
落
に
お
け
る
農
家
の
三
男
と
し
て
明
治
三
四
年
に
生
ま
れ
、
義
務
教
育
を
終
え
ず
に
、
同
じ
く
西
本
圧
出
身
で
、
滋
賀
県

栗
太
郡
で
開
業
し
て
い
た
出
稼
鍛
冶
の
も
と
へ
、
徒
弟
と
し
て
雇
い
入
れ
ら
れ
る
。
年
季
が
あ
い
て
後
、
大
阪
府
豊
島
郡
、
滋
賀
県
坂
田

郡
、
岡
県
高
島
郡
、
京
都
府
愛
宕
郡
へ
の
西
本
庄
か
ら
の
出
稼
鍛
冶
の
も
と
で
、
職
人
と
し
て
、

一
l
二
年
ず
つ
過
ご
し
、
昭
和
五
年
に

瑞
穂
町
で
開
業
す
る
。
そ
の
時
ま
で
、
出
身
村
落
と
出
稼
鍛
冶
で
あ
る
親
方
の
営
業
地
と
の
聞
を
、
盆
と
暮
の
年
二
回
、
回
帰
行
動
し
て

い
た
の
で
あ
る

az滋
賀
県
栗
太
郡
へ
行
っ
て
い
た
頃
に
は
、
二
月
に
西
本
庄
を
出
発
し
、
六
月
に
帰
村
し
て
田
植
を
手
伝
い
、
八
月
に

「紀州鍛冶」の受容に関する一考察

再
び
栗
太
郡
へ
向
か
い
、

一
一
一
月
二

O
日
頃
に
は
西
本
庄
に
帰
っ
て
新
年
を
迎
え
る
と
い
う
行
動
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
以
後
も
、
同
様

に
回
帰
行
動
を
繰
り
返
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
を
雇
っ
た
親
方
は
す
べ
て
西
本
庄
出
身
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
帰
村
時
に
、
彼

は
就
業
先
を
選
択
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

a〉

O

ま
た
、
西
本
庄
に
帰
っ
た
六
月
に
、
自
家
の
農
作
業
を
手
伝
っ
て
い
た
と
い

う
事
実
は
、

か
か
る
鍛
冶
出
稼
も
、
他
の
出
稼
現
象
と
同
様
に
余
剰
労
働
力
の
排
出
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ

る
。
開
業
時
に
お
い
て
も
、
出
身
村
落
を
介
し
て
、
西
本
圧
出
身
で
あ
る
業
者
⑤
(
図
2
)
の
仲
立
ち
で
、
廃
業
を
希
望
し
て
い
る
業
者

か
ら
営
業
地
を
譲
り
う
け
て
い
る

av

業
者
@
の
場
合
は
西
本
庄
で
生
ま
れ
、
義
務
教
育
修
了
後
、
同
じ
く
西
本
庄
出
身
で
、
大
阪
府
豊
能
郡
で
営
業
し
て
い
た
血
縁
関
係
の

111 

あ
る
親
方
の
も
と
で
修
業
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
技
術
的
に
自
立
し
て
後
、
現
住
地
を
営
業
地
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
開
業
者
の
生
活
歴
を
四
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
出
身
村
落
で
の
ほ
ぼ
就
学
期
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間
終
了
ま
で
過
ご
す
第
一
期
、
出
稼
鍛
冶
の
親
方
の
も
と
で
技
術
を
修
得
す
る
第
二
期
、
年
季
が
あ
け
、
親
方
か
ら
賃
銀
の
給
付
を
う
け

る
第
三
期
、
そ
し
て
自
ら
営
業
す
る
第
四
期
で
あ
る
。
業
者
@
お
よ
び
@
以
外
の
「
紀
州
鍛
冶
」
の
場
合
も
、
開
業
者
は
こ
の
よ
う
な
過

程
を
経
て
営
業
地
を
選
択
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

業
者
@
と
@
は
、
開
業
後
に
お
い
て
回
帰
行
動
は
し
て
い
な
い
が
、
開
業
時
期
が
こ
れ
ら
よ
り
も
古
い
も
の
の
場
合
、
継
続
し
て
い
る

例
が
み
と
め
ら
れ
る
。
業
者
⑬
は
、
明
治
年
聞
に
は
既
に
開
業
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
昭
和
八
年
に
定
着
す
る
ま
で
の
問
、

出
身
村
落
に
妻
子
を
置
い
た
ま
ま
回
帰
行
動
を
し
て
い
た
畠
)
。
そ
れ
は
、
二
月
な
い
し
三
月
に
船
井
郡
へ
来
て
、
六
月
初
旬
ま
で
過
ご
し

て
南
部
町
へ
帰
り
、
ま
た
八
月
下
旬
に
再
び
船
井
郡
へ
来
て
、

一
一
一
月
末
に
南
部
町
へ
帰
る
と
い
う
行
動
で
あ
っ
た
。
業
者
@
の
場
合

も
、
明
治
年
聞
に
開
業
し
、
明
治
二

O
年
頃
に
定
着
す
る
ま
で
、
日
高
郡
と
の
聞
を
回
帰
行
動
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
開

業
後
も
回
帰
行
動
し
て
い
る
業
者
に
共
通
す
る
点
は
、
出
身
村
落
に
お
い
て
多
少
な
り
と
も
農
業
経
営
を
継
続
し
て
お
り
、
妻
子
を
そ
こ

に
残
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
出
身
村
落
か
ら
は
未
分
離
な
状
態
で
、
開
業
後
何
か
年
か
経
た
の
ち
、
妻
子
を
呼
び
ょ
せ
た
。
そ

の
際
、
出
身
村
落
に
お
け
る
農
業
経
営
は
、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
妨
げ
る
程
度
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
る

う

こ
の
よ
う
な
回
帰
か
ら
定
着
へ
と
い
う
変
容
と
は
別
に
、

一
度
営
業
地
を
選
定
し
て
後
に
、
営
業
に
よ
り
適
し
た
集
落
に
移
転
す
る
場

合
も
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
業
者
@
は
、
開
業
の
同
年
に
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
大
朴
に
移
転
し
て
い
る
。
そ
こ
は
当
時
、
す
で

に
、
商
業
機
能
が
比
較
的
集
ま
る
街
路
村
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
業
者
⑮
も
、
京
都
府
加
佐
郡
か
ら
現
住
地
に
昭
和
一
六
年
に
移
転
し

て
い
る
。
業
者
@
も
ま
た
、
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
八
木
町
日
置
か
ら
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
現
住
地
に
移
っ
て
き
て
い
る

8
3

こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
み
て
、
営
業
適
地
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、
多
少
住
み
慣
れ
た
地
で
あ
ろ
う
と
も
1

あ
ま
り
た
め
ら
う
こ
と
な
く
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「紀州鍛冶」の営業地におけるオモヤおよび同族集団への参入，なら

びに出身集落

表 1

開 業 者の出身集落

4 O × 日高郡(村落名不詳)

5 不詳 × 南部川村西本庄

9 O × 南部川村西本庄

11 O × 南部町気佐藤

12 不詳 不詳 南部町(村落名不詳)

13 不詳 不詳 南部町，東・西岩代川流域のいずれか

14 不 詳 不 詳 南部川村西本庄

15 O × 南部川村西本庄

16 O × 南部町(村落名不詳)

17 O × 南部川村東本庄

19 O O 南部町埴田

20 × × 南部川村西本庄

21 O O 南部川村西本正

22 × × 日高郡(村落名不詳)

23 O × 南部町，東・西岩代川流域のいずれか

24 × × 竜神村殿原

言雪lオモヤの有無!EZ思議l

離
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

帥

地
域
社
会
と
出
稼
鍛
冶

外
来
者
で
あ
る
出
稼
鍛
冶
が
営
業
地
を
選
定
す
る
場

合
、
土
地
・
建
物
は
入
稼
村
落
の
住
民
か
ら
借
り
受
け

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
出
稼
鍛
冶
に
か
か
る
便
宜
を

与
え
る
イ
エ
は
「
オ
モ
ヤ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
(
表

1
1

通
常
、
地
主
な
い
し
上
層
農
が
オ
モ
ヤ
に
な
っ
て
い
る

例
が
多
い
。
ォ
モ
ヤ
の
側
の
こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
鉄

製
農
具
に
つ
い
て
よ
り
優
先
的
に
入
手
で
き
、

ま
た
修

注)市町村名は現在のものを用いる。

理
さ
れ
る
と
の
意
図
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
反
対

に
、
外
来
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
上
、
出
稼
鍛
冶
は
よ

り
安
定
し
た
後
ろ
盾
を
得
、
地
域
住
民
か
ら
の
信
用
を

獲
得
し
て
、

よ
り
営
業
し
や
す
い
状
況
を
設
定
し
た
い

と
意
図
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者

に
お
い
て
利
害
の
一
致
が
見
込
ま
れ
る
と
、

オ
モ
ヤ
シ
}

出
稼
鍛
冶
と
の
関
係
が
生
ず
る
の
で
あ
る
ハ
号
。

オ
モ
ヤ
以
外
の
地
域
住
民
は
、
出
稼
鍛
冶
に
と
っ
て
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は
、
単
な
る
顧
客
で
し
か
な
い

a〉
。
し
か
し
、
彼
ら
に
よ
っ
て
技
術
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
営
業
継
続
の
た
め
に
は
不
可
欠
な
条
件
を

な
す
。
農
具
の
製
造
・
修
理
の
技
能
を
農
民
に
認
め
さ
せ
る
た
め
に
は
、
地
域
農
業
に
つ
い
て
の
情
報
を
ま
ず
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
農
民
と
の
聞
に
単
な
る
取
引
関
係
で
は
な
く
、
個
人
的
信
頼
を
得
た
上
で
、
農
家
個
々
の

経
営
耕
地
に
つ
い
て
情
報
を
与
え
て
も
ら
え
る
間
柄
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
可
否
が
地
域
社
会
が
彼
を
受
容
す
る
か
否
か
を
決
定

す
る
主
た
る
要
因
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

丹
波
地
方
の
ム
ラ
の
多
く
が
、

カ
ブ
と
呼
ば
れ
る
同
族
集
団
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
往
の
諸
研
究
が
明
ら
か
に
し
て

い
る

8
3
村
落
内
に
複
数
存
在
す
る
か
か
る
集
団
の
ひ
と
つ
に
、
出
稼
鍛
冶
が
参
入
し
て
い
る
例
と
し
て
、
業
者
⑬
と
@
と
が
指
摘
さ
れ

る
(
表

1
1
同
族
集
団
と
は
、
文
字
ど
お
り
共
通
の
先
祖
を
も
っ
と
認
識
し
て
い
る
イ
エ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
外
来
者
た
る
「
紀
州
鍛
冶
」
が
そ
れ
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
原
理
上
あ
り
え
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
に
擬
制
的
に
し
ろ
取
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
高
い
程
度
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該

「
紀
州
鍛
冶
」
が
村
落
の
構
成
員
と
し

同
族
集
団
の
み
な
ら
ず
、
村
落
内
に
お
け
る
他
の
同
族
集
団
を
構
成
す
る
イ
エ
の
人
々
か
ら
も
、

て
、
社
会
的
に
認
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
点
を
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
農
鍛
冶
が
農
業
生
産
に
色
濃
く
関
与
す
る
が

ゆ
え
に
、

い
わ
ば
異
物
的
存
在
と
し
て
あ
り
続
け
る
の
で
は
な
く
、
村
落
社
会
に
受
容
さ
れ
易
い
と
も
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
受
容
の
社
会
的
側
面
に
関
す
る
検
討
を
踏
ま
え
て
、
次
章
で
は
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
分
析
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

農
鍛
冶
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
と
そ
の
変
化

刀
ロ
ロ
n
M回
明

日
H

忌
小
品
d
a骨且
R



業
者
@
に
残
さ
れ
て
い
た
当
座
帳
を
用
い
て
、
昭
和
初
期
に
お
け
る
農
鍛
冶
の
営
業
内
容
を
明
ら
か
に
し
、

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
に
関
す

る
検
討
を
進
め
よ
う
。

こ
の
当
座
帳
は
、
被
聴
取
者
の
養
父
が
書
き
記
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
注
文
の
順
に
注
文
者
の
居
住
集
落
・
氏
名
・
代

金
お
よ
び
品
目
が
書
か
れ
て
い
る
(
む
o

こ
れ
ら
を
も
と
に
、
集
落
別
や
品
目
別
の
売
上
高
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ

し
、
数
ヶ
月
聞
に
わ
た
っ
て
連
続
し
て
一
記
さ
れ
て
お
り
、
注
文
を
受
け
た
月
日
は
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
。

今、

ω昭
和
六
年
九
月

i
七
年
二
月
、
同
同
七
年
三
月

t
七
月
の
二
期
聞
に
つ
い
て
み
よ
う
。
ま
ず
品
目
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
既

に
周
知
の
点
で
あ
る
が
、
農
鍛
冶
が
扱
う
鉄
製
農
具
が
実
に
多
様
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
鍬
に
は
大
鍬
・
金
鍬
・
備
中
鍬
・
唐
鍬

な
ど
の
約
九
種
類
が
あ
り
、
鎌
に
も
中
鎌
・
小
鎌
な
ど
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
の
他
で
は
、

よ
き
・
詑
・
押
切
な
ど
の
耳
物
類
や
、

ツ
ル
ハ
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シ
・
鋤
簾
な
ど
、
一
農
作
業
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
種
々
の
鉄
製
農
具
が
、
農
鍛
冶
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
よ
う
な
農
具
に
限
ら
ず
、

ナ
ガ
タ
ン
と
呼
ば
れ
る
菜
切
庖
丁
や
欽
な
ど
も
、
当
座
帳
に
は
散
見
す
る
点
か
ら
み
て
、
農
村
生
活
に
必

要
と
さ
れ
る
鉄
製
諸
道
具
に
関
し
て
は
、
そ
の
需
要
に
農
鍛
冶
の
側
が
柔
軟
に
対
応
し
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。

扱
う
品
目
に
関
し
て
、
農
鍛
冶
が
行
な
う
作
業
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
、
製
造
販
売
と
修
理
と
に
大
別
さ
れ
う
る
こ
と
が
わ
か
る
。
当

な
お
し

座
帳
に
お
け
る
品
目
の
記
載
に
は
「
く
わ
直
」
や
「
新
な
た
」
な
ど
と
一
不
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
品
目
を
製
造
販
売
し
た
も
の
と
、

単
に
修
理
し
た
も
の
と
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
(
表

2
1
そ
こ
で
、
鍬
と
鎌
は
こ
の
点
で
質
的
に
異
な
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
鍬
に
関
し
て
は
、
摩
滅
し
た
先
端
部
の
兎
の
部
分
を
切
断
し
て
、
新
し
く
そ
の
部
分
を
接
合
す
る
と
い
う
修
理
作
業
が
中
心
で
あ

115 

る
蔀
〉
O

こ
れ
に
対
し
て
、
鎌
の
修
理
は
不
能
で
あ
り
、
使
用
に
耐
え
な
く
な
る
と
捨
て
ら
れ
る
。

次
に
、
販
売
と
修
理
の
金
額
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
(
表

2
Y
ω
で
は
、
販
売
金
額
は
修
理
の
そ
れ
の
約
半
分
で
あ
る
の
に
対
し
、
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業者@(園部町高屋)の製造販売および修理金額(当座帳による)

付)昭和6年9月-7年2月 (ロ)昭和7年3月~同年7月
品 日

額 | 比 率ω 額 | 比 率 仰金 金

鎌 類 20円28銭 38.6 93円34銭 81. 3 

鍬 類 14. 70 28.0 4. 50 3.9 
製 銘 7. 00 13.4 2. 70 2.4 

造 よ き 5. 50 10.5 1. 30 1.1 

販
ながたん 1. 10 2.1 1. 30 1.1 

その他 3. 30 6.3 10. 05 8.8 
売 不 明 O. 60 1.1 1. 55 1.4 

計 52. 48 100.0 114.74 100.0 

鍬 類 83円60銭 65.3 43円40銭 78.9 

よ き 19. 60 15.3 3. 90 7.1 
修 銘 4. 10 3.2 

鋤 簾 O. 10 0.1 一
押 切 O. 75 0.6 O. 25 0.5 

ツルハシ 2. 10 1.6 1. 75 3.2 

その他 7. 10 5.5 2. 70 4.9 
理 不 明 10. 73 8.4 3. 00 5.5 

言十 100.0 55. 00 100.0 

表 2

同
で
は
そ
の
逆
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も

ωで

は
鍬
類
の
修
理
金
額
が
圧
倒
的
に
多
く
、
反
対

に
同
で
は
鎌
類
の
販
売
額
が
非
常
に
多
い
。
こ

れ
は
地
域
の
農
業
暦
を
も
と
に
し
て
説
明
さ
れ

ょ
う
。
す
な
わ
ち
、

ωの
期
間
に
鍬
類
の
修
理

が
多
い
の
は
、
裏
作
で
の
使
用
と
と
も
に
、
田

注)金額に関する記載には判読不可能な箇所がある

植
の
前
に
お
け
る
耕
起
作
業
に
用
い
る
た
め
に

も
鍬
を
修
理
し
て
、
そ
れ
に
備
え
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
同
の
期
聞
に
鎌
の
販
売
額
が

多
い
の
は
、
来
た
る
稲
刈
り
に
用
い
る
た
め
の

も
の
が
製
造
・
販
売
さ
れ
た
と
解
さ
れ
よ
う
。

」
れ
か
ら
み
て
、
農
鍛
冶
の
作
業
暦
は
、
地
域

の
農
業
暦
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
連
を
有
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

同
の
期
間
に
お
け
る
販
売
お
よ
び
修
理
に
関

し
て
、
地
域
的
に
検
討
を
加
え
よ
う
(
図

6
1

村
落
規
模
に
よ
る
金
額
の
多
寡
の
違
い
を
生
み
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図 8

o 1 km -

な
が
ら
、
近
在
村
落
に
対
す
る
供
給
の
実
態
が
明
ら
か
と
な

る
。
お
よ
そ
半
径
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
内
外
の
範
囲
を
、
自
ら
の

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
と
し
て
い
る
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の

や
ま
し
な

は
、
氷
所
・
山
階
の
よ
う
に
、
若
干
離
れ
た
村
落
に
も
供
給
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
他
の
時
期
に
お
け
る
当
座
帳
の
検
討
結
果

か
ら
み
て
、
長
期
に
わ
た
っ
て
こ
の
二
村
落
と
需
給
関
係
を
保

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
二
村
落
に
お
け
る
農
家
の
多
く
は
、
他
の
農
鍛
冶
の

顧
客
で
あ
り
、
異
な
っ
た
サ
ー
ビ
ス
テ
リ
ア
に
属
し
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
外
縁
部

で
は
顧
客
が
比
較
的
流
動
性
を
も
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
が
、

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
を
接
す
る
業
者
間
競
合
の
要
因
で

あ
る
と
同
時
に
結
果
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
諸
点
か
ら
み
て
、
農
鍛
冶
は
明
ら
か
に
、
近
在
の
需

要
に
応
じ
る
近
在
必
要
工
業
ハ
想
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
み
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
農
鍛
冶
の
経
営
を
さ
さ
え
る
こ
の

よ
う
な
局
地
的
な
需
給
関
係
が
、
出
稼
鍛
冶
の
受
容
に
み
ら
れ
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る
経
済
的
側
面
と
い
え
よ
う
。

。
第
二
次
大
戦
以
後

前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
農
鍛
冶
は
製
造
・
販
売
部
門
と
修
理
部
門
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
特
に
前
者
の
う
ち

で
、
鎌
の
製
造
に
は
高
度
の
技
能
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
後
者
の
な
か
で
高
い
比
重
を
も
っ
鍬
の
修
理
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
熟
練
を
要
さ

な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
こ
れ
は
農
鍛
冶
が
次
第
に
変
質
を
遂
げ
て
い
く
過
程
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
点
で
あ
る
。

鎌
を
製
造
す
る
の
が
不
得
手
な
農
鍛
冶
の
場
合
、
完
成
品
を
仕
入
れ
、
自
ら
の
屋
号
を
印
刷
し
た
シ
l
ル
を
貼
り
、
あ
た
か
も
自
分
が

打
っ
た
疋
物
の
よ
う
に
販
売
し
た
と
い
う
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
第
二
次
大
戦
以
前
に
も
み
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
判
然
と
は
し

な
い
が
、
戦
後
に
は
、
こ
の
傾
向
は
当
郡
に
お
い
て
確
か
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
業
者
④
は
、
そ
れ
を
開
始
し
た
時
期
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
廃
業
に
い
た
る
ま
で
の
聞
に
、
高
知
県
南
国
市
の
刃
物
製
造
業
者
か
ら
鎌
を
仕
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
鎌
も
他
の
農
具
と
同

様
に
、
き
わ
め
て
地
域
性
に
富
む
ゆ
え
に
、
製
造
業
者
に
対
し
て
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
綿
密
に
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い

au。
こ
の
背
景
に
は
、
単
に
鎌
の
製
造
技
術
が
比
較
的
難
し
い
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
完
成
品
を
仕
入
れ
て
販
売
し

て
も
、
充
分
な
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
農
鍛
冶
は
、

一
方
で
本
来
的
な
修
理
部
門

を
そ
の
ま
ま
に
保
ち
な
が
ら
、
他
方
で
は
刃
物
類
の
製
造
部
門
を
欠
落
さ
せ
て
後
、
小
売
商
的
性
格
を
よ
り
強
く
し
て
き
た
わ
け
で
あ

る。
第
二
次
大
戦
後
、
農
業
に
お
け
る
機
械
化
は
急
速
に
進
展
し
て
く
る
。
こ
れ
は
稲
作
に
お
い
て
顕
著
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
鍬
の
如
き

在
来
農
具
は
そ
れ
に
よ
っ
て
決
し
て
不
用
の
も
の
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
畑
作
で
は
、
そ
の
重
要
性
は
さ
ほ
ど
減
ず
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
農
民
に
よ
る
鍬
の
使
用
が
、
農
鍛
冶
の
修
理
部
門
へ
の
需
要
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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農
協
や
金
物
庖
を
通

じ
て
販
売
さ
れ
る
、

よ
り
廉
価
な
工
場
生

産
に
よ
る
鍬
の
小
売

価
格
の
方
が
、
農
鍛

冶
の
修
理
価
格
よ
り

も
安
く
な
り
、
鍛
冶

へ
の
需
要
は
引
き
続

き
減
じ
て
い
く
。

~.:> 

ま
り
、
価
格
競
争
力

に
お
け
る
劣
位
性

が
、
農
鍛
冶
か
ら
修

理
部
門
さ
え
奪
う
よ

う
に
な
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
農
鍛
冶

は
衰
亡
の
一
途
を
辿

っ
て
き
た
の
で
あ
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る
ひ
こ
の
推
移
を
地
域
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
第
二
次
大
戦
後
に
お
い
て
、
顧
客
の
居
住
す
る
村
落
を
図
示
す
る
と
、
図
7
の
よ
う
に

な
る
。
こ
れ
は
、
今
日
ま
で
顧
客
が
い
た
集
落
を
全
て
教
え
て
ほ
し
い
と
の
聞
い
に
対
し
て
得
た
回
答
を
も
と
に
し
て
い
る
。
他
の
業
者

が
居
住
す
る
村
落
を
と
び
こ
え
て
顧
客
を
求
め
て
い
る
の
は
、
需
要
量
の
減
少
に
対
応
し
て
、
積
極
的
に
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
を
拡
大
し
、

売
上
額
を
維
持
し
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

ひ
と
つ
の
村
落
に
複
数
の
業
者
が
、
注
文
を
求
め
て
入
り
込
む

こ
と
も
珍
し
く
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
う
し
て
も
需
要
の
減
少
に
対
応
し
き
れ
ず
、
転
廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
業
者
が
出
て
く
る
と
、

他
の
業
者
が
そ
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
を
蚕
食
し
、
自
ら
の
も
の
に
取
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
業
者
の
経
営
維
持

を
可
能
に
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
奪
っ
た
業
者
も
結
果
的
に
は
他
に
収
入
源
を
求
め
て
後
、
片
手
間
に
鍬
の
修
理
を
す
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
(
む
。

以
上
の
よ
う
に
、
当
郡
に
お
け
る
農
鍛
冶
は
衰
滅
の
方
向
に
あ
る
。
出
稼
鍛
冶
を
受
容
し
た
局
地
的
な
需
給
関
係
も
今
で
は
僅
少
な
も

の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
業
者
①
の
よ
う
に
、
日
高
郡
へ
ひ
き
あ
げ
る
も
の
も
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

四

む
す
び
に
か
え
て

出
稼
職
種
は
ま
こ
と
に
多
岐
な
産
業
部
門
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
行
動
に
お
け
る
季
節
性
の
有
無
と
技
能
の
要
・
不
要

を
も
と
に
、
出
稼
職
種
の
分
類
を
試
み
た
。
本
稿
で
は
、
従
来
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
出
稼
鍛
冶
を
と
り
あ
げ
て
、
近
畿
地
方
で
広
汎
に

分
布
す
る
「
紀
州
鍛
冶
」
に
つ
い
て
、
考
察
を
行
な
っ
て
き
た
。

ま
ず
、
当
郡
に
お
け
る
「
紀
州
鍛
冶
」
の
定
着
に
つ
い
て
論
じ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
、
当
郡
で
開
業
後
も
回
帰
行
動
を
と
っ
て
い
た
も

の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
や
が
て
出
身
村
落
か
ら
妻
子
を
呼
び
ょ
せ
、
定
着
す
る
。
回
帰
行
動
を
行
な
っ
て
い
た
間
に
は
、
出
身
村
落
に
お



け
る
農
業
経
営
と
結
び
つ
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
入
稼
地
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
の
農
業
経
営
は
、
鍛
冶
出

稼
者
の
家
族
集
団
を
出
身
村
落
に
繋
ぎ
と
め
て
お
く
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
地
域
社
会
が
外
来
者
と
い
う
べ
き
「
紀
州
鍛
冶
」
を
、
そ
の
地
域
の
構
成
員
と
し
て
い
か
に
認
容
し
て
い
る
か
と
い
う
受
容
の

社
会
的
側
面
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
域
内
の
「
紀
州
鍛
冶
」
は
い
ず
れ
も
、
入
稼
村
落
お
よ
び
そ
の
周
辺
諸
村
落
の
農
民
を
顧
客
と

し
て
い
る
。
そ
の
経
営
の
前
提
と
し
て
、
顧
客
か
ら
の
技
術
的
信
頼
が
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

一
般
の
顧
客
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
だ

け
で
は
な
く
、

「
紀
州
鍛
冶
」
と
オ
モ
ヤ
と
の
そ
れ
は
、
外
来
者
が
村
落
社
会
で
営
業
活
動
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
彼
ら
の
う
ち
に
は
同
族
集
団
に
擬
制
的
に
参
入
し
て
い
る
例
も
認
め
ら
れ
た
。
本
来
的
に
は
外
来
者
で
あ
る
「
紀
州
鍛
冶
」
が
、
地

域
社
会
に
、
社
会
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
。

「紀州鍛冶」の受容に関する一考察

そ
し
て
、

「
紀
州
鍛
冶
」
の
営
業
内
容
に
つ
い
て
、
当
座
帳
を
も
と
に
分
析
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
農
鍛
冶
の
業
務
は
、
製
造
・
販

売
部
門
と
修
理
部
門
と
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
前
者
に
お
け
る
代
表
例
が
鎌
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
は
鍬
で
あ
る
。

紀

州
鍛
冶
」
の
作
業
暦
を
み
る
と
、
冬
季
に
は
主
と
し
て
鍬
の
修
理
、
夏
季
に
は
主
と
し
て
鎌
の
製
造
と
、
季
節
的
に
作
業
は
分
化
し
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
は
、
地
域
農
業
の
農
業
暦
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
製
造
・
販
売

お
よ
び
修
理
に
関
す
る
需
要
は
、
き
わ
め
て
狭
い
範
囲
の
い
わ
ば
局
地
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
需
給
関
係
が
出
稼
鍛
冶
が
定
着
す
る
た

め
の
必
須
条
件
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
受
容
の
経
済
的
側
面
と
い
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
と
な
っ
た
諸
点
を
踏
ま
え
て
、
今
後
解
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
は
、

い
か
な
る
背
景
の
も
と
に
鍛
冶
が
日
高
郡
の
農

民
出
稼
職
と
し
て
地
域
的
に
採
用
さ
れ
た
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
輩
出
地
域
の
農
村
構
造
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
い
ず
れ
後
日
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別
稿
を
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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本
稿
の
作
成
に
際
し
、
終
始
御
指
導
い
た
だ
い
た
谷
岡
武
雄
先
生
・
日
下
雅
義
先
生
を
は
じ
め
立
命
館
大
学
地
理
学
教
室
の
先
生
方
、
本
稿
の
基
礎

資
料
を
収
集
し
た
学
部
学
生
時
に
御
指
導
い
た
だ
い
た
福
井
大
学
の
島
田
正
彦
先
生
、
ま
た
種
々
の
御
配
慮
い
た
だ
い
た
徳
島
大
学
の
平
井
松
午
氏
、

さ
ら
に
、
玉
稿
の
別
刷
を
御
恵
送
下
さ
っ
た
福
島
大
学
教
育
学
部
の
佐
藤
次
郎
先
生
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

現
地
調
査
時
に
快
く
聴
取
に
応
じ
て
い
た
だ
き
、
諸
資
料
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
農
鍛
冶
の
方
々
と
そ
の
御
家
族
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
ま
す
。

j主

③ (
1
)

大
川
健
嗣
『
出
稼
ぎ
の
経
済
学
』
紀
伊
国
屋
書
庖
、

(
2
)

草
屋
根
葺
職
人
を
さ
す
。

菅
野
康
二
「
福
島
県
東
半
部
の
茅
手
(
草
屋
根
葺
職
人
)
出
稼
ぎ
」
東
北
地
理
二
九
|
四
、
一
九
七
七

同
「
会
津
地
方
に
お
け
る
草
屋
根
葺
き
職
人
の
出
稼
ぎ
|
i
南
会
津
地
方
と
商
会
津
地
方
の
比
較
」
人
文
地
理
二
九

l
一
二
、
一
九
七
七

(
3
)

「
野
鍛
冶
」
と
も
い
わ
れ
る
。

(
4
)

梶
川
勇
作
「
近
世
飛
騨
の
耕
地
条
件
と
『
農
間
稼
』
」
人
文
地
理
二
二

l
一
、
一
九
七

O
、
一

O
八
頁

(
5
)

東
海
民
具
学
会
「
東
海
の
野
鍛
冶
」
一
九
八
一

(
6
)

観
点
は
異
な
る
が
、
比
較
的
近
い
報
告
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

里
山
崎
千
晴
「
工
業
化
の
一
基
盤
に
つ
い
て

|
1明
治
期
に
お
け
る
鍛
工
の
分
布
お
よ
び
変
動
を
中
心
と
し
て
|
|
」
社
会
経
済
史
学
三
五
|
五
・

六
、
一
九
七

O

森
栗
茂
一
「
沖
縄
県
国
頭
村
奥
聞
の
村
落
構
造
|
|
東
鍛
冶
屋
伝
承
と
の
関
係
か
ら
」
地
理
学
報
(
大
阪
教
育
大
)
一
八
、
一
九
七
九

農
鍛
冶
に
関
す
る
研
究
は
@
農
学
や
⑥
民
具
研
究
な
ど
の
分
野
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。

佐
藤
次
郎
・
山
崎
文
雄
「
農
鍛
冶
に
お
け
る
鍛
造
方
法
(
第
一
報
)
|
|
地
金
の
性
質
に
お
よ
ぼ
す
加
熱
材
(
木
炭
)
の
影
響

I
」
農
業
機
械
学

会
誌
三
四
1

三
、
一
九
七
二

佐
藤
次
郎
「
農
鍛
冶
に
お
け
る
鍛
造
方
法
(
第
二
報
)
|
|
平
鍬
の
製
作
工
程
と
技
術
|
|
」
農
業
機
械
学
会
誌
三
四

l
四
、
一
九
七
三

一
九
七
八
、
三
七
J
三
八
頁



佐
藤
次
郎
・
山
崎
文
雄
「
農
鍛
冶
に
お
け
る
鍛
造
方
法
(
第
一
一
一
報
)
|
|
ー
平
鍬
(
ひ
ら
ぐ
わ
)
の
刃
床
部
に
お
け
る
応
力
分
布

l
l」
農
業
機
械

学
会
誌
三
七
|
一
、
一
九
七
五

佐
藤
次
郎
「
農
鍛
冶
に
お
け
る
鍛
造
方
法
(
第
四
報

)
i
1平
鍬
(
ひ
ら
ぐ
わ
)
の
刃
先
角
度
と
摩
耗
|
|
」
農
業
機
械
学
会
誌
三
七
|
二
、

九
七
五

同
「
東
北
地
方
に
お
け
る
農
鍛
冶
の
成
立
と
展
開
」
農
業
機
械
学
会
東
北
支
部
報
二
回
、
一
九
七
七

向
『
鍬
と
農
鍛
冶
』
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
九

同
「
岩
代
農
鍛
冶
の
系
議
巴
歴
史
手
帖
八
|
六
、
名
著
出
版
、
一
九
八

O

大
島
暁
雄
「
新
潟
県
の
貸
鍬
」
民
兵
マ
ン
ス
リ
1
2
一l
一
、
一
九
七

O

朝
岡
康
二
「
農
鍛
冶
の
刃
先
き
作
り
付
|
|
洋
式
鉄
鋼
技
術
の
導
入
と
農
鍛
冶
|
|
」
民
兵
マ
ン
ス
リ
1
一
一
一
|
一
、
一
九
七
九

同
「
農
鍛
冶
と
刃
先
き
作
り
叫
H
I
l
l洋
式
鉄
鋼
技
術
の
導
入
と
農
鍛
冶
|
|
」
民
具
マ
ン
ス
リ
l
一
一
一
ー
ー
二
、
一
九
七
九

同
「
農
鍛
冶
と
刃
先
き
作
り
」
民
具
マ
ン
ス
リ
l

一
一
一
|
三
、
一
九
七
九

同
「
鍬
先
き
作
り
|
|
湯
金
と
『
百
姓
伝
記
』
を
中
心
と
し
て
|
|
」
民
具
マ

γ
ス
リ
l

一一一

l
九
、
一
九
七
九

同
「
詑
の
分
布
と
地
域
差
の
調
査
に
つ
い
て
」
民
具
マ
ン
ス
リ
l
一
一
ニ
|
七
、
一
九
八

O

同
「
『
刃
先
き
作
り
』
と
『
潅
鋼
法
』

1
1
1
『
天
工
関
物
』
を
中
心
と
し
て
」
民
具
マ
ン
ス
リ
l

一一二
I
l
-
-

・一一一、

(
7
)

鋳
造
業
に
関
し
て
は
、

板
倉
勝
高
「
文
政
一
一
年
改
諸
国
鋳
物
師
名
寄
記
」
流
通
経
済
論
集
一
一
一
l
一
、
一
九
六
八

同
「
真
継
鋳
物
師
の
分
布
と
残
存
形
態
」
歴
史
地
理
学
紀
要
一
二
、
一
九
七

O

同
『
日
本
工
業
地
域
の
形
成
』
大
明
堂
、
一
九
七

O
、一一一一一

l
四
四
頁

宮
下
史
朗
「
工
業
立
地
変
動
の
一
研
究
」
早
稲
田
商
学
二
一
七
、
一
九
七

O

同
「
越
前
若
狭
の
鋳
物
」
早
稲
田
商
学
二
四

O
、
一
九
七
三

向
「
わ
が
国
鋳
物
工
業
の
生
産
構
造
」
早
稲
田
商
学
二
四
二
、
一
九
七
四

刃
物
・
金
物
類
の
諸
産
地
に
関
す
る
報
告
の
代
表
例
を
あ
げ
る
と
、

末
尾
至
行
「
農
村
工
業
立
地
論
」
人
文
地
理
四
1

回
、
一
九
五
一

⑤ 

「紀州鍛冶」の受容に関する一考察123 

一
四
|
一
、

一
九
八
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山
口
守
人
「
刃
物
工
業
の
地
域
集
団
の
構
成
要
素
と
構
造
」
歴
史
地
理
学
紀
要
一
二
、

土
田
邦
彦
「
越
後
、
三
条
金
物
工
業
の
地
域
形
成
」
新
地
理
一
九
l
二
、
一
九
七
一

柴
田
整
子
「
刃
物
の
町
関
」
(
板
倉
勝
高
編
著
『
地
場
産
業
の
町
(
上
)
』
古
今
書
院
、

(
8
)

『
紀
伊
続
風
土
記
』
第
一
輯
巻
之
一
提
綱
一

(
9
)

筆
者
に
よ
る
研
究
の
進
捗
と
と
も
に
、
呼
称
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
括
弧
つ
き
で
「
紀
州
鍛
冶
」
と
す

る。

(
叩
)
拙
稿
「
出
稼
職
人
の
集
団
構
造
と
そ
の
地
域
的
展
開
|
|
『
紀
州
鍛
冶
』
を
例
と
し
て
」
人
文
地
理
三
五
!
六
、
一
九
八
四

(

日

)

出

回

向

v
u・
2
0
5
E同
z
s
-
c
g同
旨
旬
開

Hu--司
骨
吋
伺
但

g
oロ
句
弓
田
F
H
宅問
w

同

vpH∞t
s

(
ロ
)
「
対
人
貸
借
関
係
を
仕
訳
せ
ず
、
発
生
順
に
仮
に
記
し
て
お
く
帳
簿
」
(
『
広
辞
苑
』
に
よ
る
)

(
臼
)
野
尻
重
雄
『
農
民
離
村
の
実
証
的
研
究
』
岩
波
書
庖
、
一
九
四
二
、
二
ハ
頁

(
比
)
陸
軍
省
総
務
局
第
一
課
輯
『
明
治
二
十
年
徴
発
物
件
一
覧
表
』
(
柳
原
書
筒
、
一
九
七
九
復
刻
)

(
日
)
業
者
⑬
に
よ
る
と
、
昭
和
一
七
・
八
年
頃
に
船
井
郡
で
組
織
さ
れ
た
後
、
南
桑
田
郡
〈
現
在
の
亀
岡
市
域
)
の
組
合
と
合
併
し
て
、
「
丹
波
野

鍛
冶
同
業
組
合
」
と
な
る
。
そ
の
後
、
再
び
分
離
し
て
い
る
。

(時

)

A

6
判
の
帳
面
で
、
組
合
の
会
計
を
つ
と
め
た
業
者
@
の
も
と
に
残
さ
れ
て
い
た
。

(
げ
)
図

2
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
廃
業
す
る
例
が
多
い
。

(
路
)
印
南
町
の
誇
村
落
か
ら
も
か
か
る
鍛
冶
出
稼
の
事
例
を
確
認
し
て
い
る
。

(
印
)
業
者
⑨
に
よ
る
と
、
栗
太
郡
と
坂
田
郡
に
出
稼
い
で
い
た
親
方
は
、
当
時
家
族
を
西
本
庄
に
残
し
た
ま
ま
回
帰
行
動
を
続
け
て
い
た
。

(
却
)
業
者
@
に
よ
る
と
、
当
時
、
西
本
庄
に
は
「
稲
荷
講
」
と
い
う
名
称
の
、
鍛
冶
業
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
集
団
が
あ
っ
た
。
そ
の
成
員
は
、
正

月
二

O
日
に
集
ま
っ
て
共
に
飲
食
し
、
種
々
な
情
報
交
換
を
行
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
業
者
③
は
、
就
業
先
の
親
方
に
つ
い
て
、
こ
の
集
団
を
媒

介
に
し
て
情
報
を
入
手
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
西
本
庄
に
は
「
文
政
五
年
・
鍛
冶
誘
」
と
刻
ま
れ
た
灯
寵
が
現
存
し
て
い
る
が
、
鍛
冶

講
と
稲
荷
講
の
関
係
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。

(
幻
)
「
紀
州
鍛
冶
」
は
、
仕
事
場
を
も
ち
、
縄
ば
り
を
も
っ
て
営
業
す
る
権
利
を
「
カ
ブ
(
株
)
」
と
呼
ん
で
い
る

o
U」
の
場
合
も
、
ヵ
ブ
を
譲
り
う
け

た
こ
と
に
な
る
。

一
九
七

O

一
九
七
八
)

一
五
六

l
一
六
八
頁



「紀州鍛冶」の受容に関する一考察

(n)
鍛
冶
の
作
業
を
手
伝
え
る
子
供
を
連
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
南
部
川
流
域
な
ど
の
諸
村
落
か
ら
一
雇
い
入
れ
た
従
弟
を
伴
っ
て

回
帰
行
動
を
し
た
。

(
幻
)
日
置
に
は
、
後
に
業
者
@
が
開
業
し
て
い
る
が
、
@
か
ら
@
ヘ
カ
ブ
の
譲
渡
が
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
は
な
い
。

ふ
い
と

(μ)
十
二
月
八
日
に
は
、
繍
祭
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
日
は
仕
事
を
休
み
、
オ
モ
ヤ
を
招
い
て
飲
食
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

(
お
)
鍛
冶
の
作
業
で
生
じ
る
騒
音
や
失
火
の
可
能
性
に
対
し
て
、
周
辺
住
民
に
よ
る
許
容
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
却
)
例
え
ば
、

山
野
正
彦
「
丹
波
山
地
に
お
け
る
村
落
の
空
間
構
成
と
そ
の
内
部
構
造
」
人
文
研
究
二
八
|
二
、
一
九
七
六

平
井
松
午
「
丹
波
地
方
に
お
け
る
ム
ラ
の
規
模
・
形
態
と
同
族
集
団
」
人
文
地
理
三

O
l六
、
一
九
七
八

(
幻
)
例
え
ば
、
昭
和
七
年
三
月
の
冒
頭
に
は
、
「
太
戸
片
山
某
様
一
、
七
十
銭
木
か
ま
一
丁
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

(
却
)
こ
れ
を
「
さ
い
か
け
」
と
呼
ん
で
い
る
。

(
却
)
エ
リ
ッ
ヒ
・
オ
ト
レ
ン
バ
著
・
薮
内
芳
彦
訳
『
一
般
工
業
地
理
学
』
古
今
書
院
、
一
九
五
七
、
八
八

t
八
九
頁

(
初
)
こ
の
よ
う
な
刃
物
産
地
と
は
別
に
、
「
紀
州
鍛
冶
」
の
う
ち
の
専
業
的
な
鎌
製
造
業
者
の
存
在
に
つ
い
て
、
こ
の
関
連
で
ふ
れ
て
お
く
。
か
か

る
業
者
は
南
部
町
と
南
部
川
村
に
在
住
し
、
鎌
を
近
畿
各
地
の
「
紀
州
鍛
冶
」
に
卸
し
て
き
た
。
第
二
次
大
戦
後
に
は
少
な
く
と
も
三
名
の
業
者

が
数
え
ら
れ
、
そ
の
う
ち
一
名
は
今
日
も
な
お
営
業
を
継
続
し
て
い
る
。

(
但
)
転
職
し
た
業
者
も
仕
事
場
を
残
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
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