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代
　
か
　
き

水
田
の
荒
起
こ
し
を
し
た
後
、

土
塊
を
粗
く
砕
き
、
水
田
に
水
を

引
い
た
後
に
馬
鍬
（
ま
ん
が
）
な

ど
で
さ
ら
に
細
か
く
砕
く
作
業
を

代
か
き
と
い
っ
て
い
ま
す
。
馬
鍬

を
使
用
し
な
い
場
合
は
足
で
踏
ん

で
練
り
ま
し
た
。
馬
鍬
に
よ
る
代

か
き
は
多
い
と
き
で
三
回
に
わ
け

て
行
わ
れ
、
三
回
行
う
と
き
は
第

一
回
目
を
荒
代
（
あ
ら
し
ろ
）、

二
回
目
を
中
代
（
な
か
し
ろ
）、

三
回
目
を
植
代
（
う
え
し
ろ
）
と

い
っ
て
い
ま
し
た
。
馬
鍬
で
土
塊

を
砕
い
て
こ
な
し
た
後
に
は
、
代

田
の
面
を
均
平
に
す
る
た
め
に
、

エ
ブ
リ
を
使
っ
て
田
均
し
を
し
ま

し
た
。

代
か
き
は
、
土
塊
を
砕
き
田
面

を
均
一
に
す
る
こ
と
が
主
な
目
的

で
す
が
、
肥
料
を
耕
土
と
混
ぜ
あ

わ
せ
た
り
移
植
苗
の
活
着

を
た
す
け
た
り
、
ま
た
水

田
の
漏
水
を
防
ぐ
た
め
の

作
業
で
も
あ
り
ま
す
。

記
念
館
で
保
管
し
て
い

る
明
治
三
九
年
刊
行
の

『
實
験
牛
馬
耕
傳
習
新
書
』

に
は
、
馬
鍬
を
使
っ
た
代

か
き
の
方
法
が
詳
細
に
解

説
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸

時
代
の
代
か
き
作
業
の
手

順
を
知
る
手
が
か
り
に
な

る
と
も
思
わ
れ
ま
す
の
で

紹
介
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
い
う
横
耙
（
よ
こ
が
き
）

は
荒
代
に
あ
た
り
、
縦
耙
（
た
て

が
き
）
は
中
代
に
、
ま
た
、
化
粧

耙
（
け
し
ょ
う
が
き
）
は
植
代
に

あ
た
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

横
耙
（
よ
こ
が
き
）
第
一
回

○
代
か
き
の
第
一
回
目
は
、
縦
畦

に
対
し
て
横
に
馬
鍬
を
か
け

る
。
畦
溝
（
う
ね
み
ぞ
）
を
か

き
潰
し
て
土
塊
を
砕
く
目
的
が

あ
る
。

○
馬
鍬
に
十
分
力
を
入
れ
て
畦
の

高
い
土
塊
を
押
し
切
っ
て
畦
溝

に
押
し
落
と
す
時
は
馬
鍬
を
緩

め
て
土
を
置
く
よ
う
に
。

○
畦
に
は
力
を
急
に
強
く
、
畦
溝

に
は
力
を
緩
め
る
手
心
を
加
え

な
が
ら
押
す
。
ま
た
、
そ
の
間
、

常
に
馬
鍬
の
柄
を
前
後
に
動
か

し
た
り
、
押
し
た
り
緩
め
た
り

し
て
、
馬
鍬
を
躍
ら
せ
な
が
ら

進
む
よ
う
に
。

○
代
田
の
代
拵
え
を
す
る
と
き

は
、
馬
鍬
に
強
く
力
を
込
め
て

底
か
ら
す
い
て
、
十
分
に
作
泥

を
浮
か
し
て
粉
泥
に
す
る
。

○
代
田
は
、
厩
肥
（
ま
や
ご

え
）
・
緑
肥
（
く
さ
ご
え
）
な

ど
の
下
敷
（
か
し
き
）
が
散
布

し
て
あ
る
の
で
馬
鍬
に
手
心
を

加
え
な
が
ら
馬
鍬
に
ま
と
う
の

を
払
い
な
が
ら
行
う
。

○
三
尺
く
ら
い
進
む
ご
と
に
馬
鍬

を
ゆ
る
め
、
耙
子
（
ま
ん
が
の

こ
）
か
ら
下
敷
を
抜
い
て
散
ら

す
よ
う
に
す
く
。
三
尺
毎
に
馬

鍬
の
幅
の
か
き
溜
が
置
か
れ
る

状
態
に
な
る
。

横
耙
第
二
回

○
一
回
目
を
反
対
に
す
き
戻
る
。

○
二
回
目
は
手
先
に
力
を
入
れ
て

馬
鍬
を
持
ち
、
横
幅
の
地
均
し

に
主
眼
を
お
く
。
ま
ず
、
第
一

回
目
の
す
き
残
し
を
直
し
な
が

ら
、
畦
端
（
く
ろ
は
し
）
ま
で

馬
鍬
を
行
き
と
ど
か
せ
る
。

○
代
田
の
場
合
は
、
第
一
回
目
に

で
き
た
三
尺
毎
の
か
き
溜
を
す

き
戻
し
て
、
三
尺
く
ら
い
の
間

に
散
ら
し
て
、
下
敷
を
泥
底
に

押
し
込
む
よ
う
に
す
く
。

縦
耙
第
一
回

○
横
耙
第
一
回
と
同
様
で
あ
る

が
、
下
敷
は
三
尺
毎
に
馬
鍬
の

耙
子
の
半
分
づ
つ
を
抜
き
、
か

き
溜
め
る
。

縦
耙
第
二
回

○
横
耙
第
二
回
と
同
様
。

化
粧
耙
法
（
け
し
ょ
う
が
き
ほ
う
）

○
横
耙
を
馬
鍬
の
仕
上
げ
と
し
て

行
う
。
浮
泥
を
平
ら
に
均
し
、

ま
た
下
敷
を
散
ら
す
こ
と
を
心

が
け
る
。

代
か
き
の
道
具
と
し
て
は
、
エ

ブ
リ
・
馬
鍬
（
ま
ん
が
）
が
あ
り

ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
稲
作
の
技
術

と
と
も
に
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も

の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

代
か
き
馬
鍬
や
田
均
し
の
た
め

の
エ
ブ
リ
は
、
古
く
か
ら
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

エ
ブ
リ
は
、
三
世
紀
つ
ま
り
弥

生
時
代
後
期
の
遺
跡
か
ら
出
土
し

て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
の
代
か
き

道
具
と
し
て
は
、
木
製
の
又
鍬
な

ど
で
土
を
こ
な
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
最
古
の
馬
鍬
は
、
滋
賀
県

能
登
川
町
の
石
田
遺
跡
で
出
土
し

た
も
の
で
す
。
平
成
一
二
年
に
四

世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
頭
に
埋
没

し
た
河
川
跡
か
ら
発
見
さ
れ
、
五

馬
鍬
の
方
法

代
か
き
道
具
の
歴
史

農事図〔農業全書〕
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世
紀
初
頭
に
は
馬
鍬
に
よ
る
代
か

き
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。

こ
の
最
古
の
馬
鍬
は
、
幅
が
約

一
メ
ー
ト
ル
の
檜
製
の
台
木
に
四

七
か
ら
五
三
セ
ン
チ
の
樫
製
の
歯

が
一
二
本
つ
い
て
い
た
と
推
測
さ

れ
て
い
ま
す
。
歯
杆
が
長
い
の
は
、

当
時
の
稲
作
が
深
い
湿
田
で
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
ま

す
。こ

の
石
田
遺
跡
は
、
他
に
木
製

の
紡
織
機
が
出
土
し
た
り
、
弥
生

時
代
の
青
銅
器
鋳
造
の
工
房
跡
も

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
大
陸
の
技

術
を
伝
え
る
工
人
た
ち
が
住
み
、

稲
作
を
し
て
い
た
可
能
性
も
高

く
、
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

馬
鍬
は
、
五
世
紀
初
頭
か
ら
形

態
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
に
江
戸

時
代
ま
で
使
用
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
木
製
の
歯
杆
か
ら
鉄
製
の
歯

杆
へ
い
つ
ご
ろ
か
ら
替
わ
っ
て
い

っ
た
の
か
は
、
詳
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

し
か
し
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇

七
）
に
書
か
れ
た
『
耕
稼
春
秋
』

と
い
う
加
賀
国
石
川
郡
の
農
書
に

は
、「
馬
耙
の
事
」
と
し
て
歯
杆

が
八
本
あ
る
鉄
製
の
馬
鍬
に
つ
い

て
図
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）

に
徳
島
の
砂
川
野
水
に
よ
っ
て
著

さ
れ
た
『
農
術
鑑
正
記
』
に
も
、

耙
（
む
ま
く
わ
）
と
し
て
鉄
歯
を

も
っ
た
馬
鍬
の
図
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。

で
す
か
ら
、
江
戸
時
代
中
期
以

前
に
鉄
歯
の
馬
鍬
が
あ
っ
た
こ
と

が
い
く
つ
か
の
農
書
の
内
容
を
比

較
す
る
と
見
え
て
き
ま
す
。

江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
一

部
の
地
域
で
車
馬
鍬
な
ど
が
使
わ

れ
始
め
ま
し
た
。

文
政
五
年
（
一
八
二

二
）
に
大
蔵
永
常
に
よ

っ
て
著
さ
れ
た
『
農
具

便
利
論
』
に
は
、
鉄
製

の
歯
を
持
っ
た
車
馬
鍬

や
薬
研
馬
鍬
（
や
げ
ん

ま
ん
が
）
・
谷
馬
鍬
が

図
示
さ
れ
、
車
馬
鍬
が

「
播
州
明
石
よ
り
姫
路

辺
に
用
い
」
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て

い
ま
す
。

刃
車
ハ
ロ
ー
の
原
型

で
あ
る
車
馬
鍬
や
デ
ィ

ス
ク
ハ
ロ
ー
の
原
型
で

あ
る
薬
研
馬
鍬
、
そ
し

て
飛
行
機
型
馬
鍬
の
原
型
で
あ
る

谷
馬
鍬
は
、
一
九
世
紀
の
終
わ
り

頃
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
の
で

す
。長

野
県
で
は
長
野
市
石
川
条
里

遺
跡
で
最
も
古
い
エ
ブ
リ
が
出
土

し
て
い
ま
す
。
水
田
域
に
あ
る
溝

の
三
世
紀
後
半
の
層
と
四
世
紀
の

層
か
ら
発
掘
さ
れ
た
も
の
で
、
三

世
紀
の
も
の
は
、
鋸
歯
状
の
刃
部

が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
四
世
紀
の

も
の
は
中
心
部
に
叉
部
を
作
り
、

刃
は
緩
や
か
に
ハ
の
字
に
開
い
て

い
ま
す
。
ま
た
、
長
野
市
川
田
条

里
遺
跡
で
は
、
弥
生
時
代
後
期

（
三
世
紀
）
か
ら
四
世
紀
の
も
の

と
六
世
紀
の
も
の
が
出
土
し
て
い

ま
す
。
ク
ヌ
ギ
や
ヌ
ル
デ
で
作
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

馬
鍬
に
つ
い
て
は
、
長
野
市
川

田
条
里
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
馬
鍬

が
最
も
古
い
も
の
で
す
。
八
世
紀

前
半
の
水
田
の
下
層
に
あ
り
、
六

世
紀
か
ら
八
世
紀
前
半
の
も
の
と

推
量
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ク

リ
材
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
出

版
さ
れ
た
『
善
光
寺
名
所
図
絵
』

に
は
、
埴
科
郡
矢
代
村
（
現
　
千

曲
市
屋
代
）
の
鼻
取
り
地
蔵
の
説

話
が
あ
り
、
地
蔵
菩
薩
の
化
身
で

あ
る
小
僧
に
鼻
取
り
を
し
て
も
ら

い
な
が
ら
馬
鍬
で
代
か
き
を
し
て

い
る
挿
し
絵
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
絵
を
み
る
と
、
馬
に
馬

鍬
を
曳
か
せ
、
馬
鍬
は
鉄
歯
で
あ

る
よ
う
で
す
。

江
戸
時
代
に
農
民
の
中
に
ど
の

程
度
の
数
で
馬
鍬
が
普
及
し
て
い

た
の
か
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、
祢
津
領
佐
久
郡
片

倉
村
（
現
　
望
月
町
）
の
依
田
惣

蔵
が
宝
永
十
年
（
一
七
六
〇
）
に

記
し
た
『
家
訓
全
書
』
に
は
、
田

長
野
県
の
場
合

長野市石川条里遺跡
出土のエブリ

長
野
市
川
田
条
里
遺
跡
出
土
の
馬
鍬

車馬鍬〔農具便利論〕 薬研馬鍬〔農具便利論〕
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に
水
を
入
れ
た
ら
「
く
れ
ふ
せ
」

る
よ
う
に
、
と
土
塊
を
練
る
こ
と

は
書
い
て
あ
り
ま
す
が
馬
鍬
に
よ

る
代
か
き
を
す
る
記
載
は
あ
り
ま

せ
ん
。

ま
た
、
上
田
領
浦
野
組
越
戸
村

（
現
　
上
田
市
）
の
井
沢
政
右
衛

門
が
記
し
た
寛
政
二
年
（
一
七
九

〇
）
の
『
家
財
覚
帳
』
に
は
、
唐

箕
や
碓
（
す
り
う
す
）
の
記
載
は

あ
り
ま
す
が
馬
鍬
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
長
野
県
に
お

い
て
六
世
紀
に
は
存
在
し
て
い
た

代
か
き
馬
鍬
で
す
が
、
江

戸
時
代
後
期
に
な
る
ま
で

ほ
と
ん
ど
普
及
し
て
い
な

か
っ
た
様
子
が
う
か
が
え

ま
す
。

松
山
記
念
館
で
は
、

「
松
山
犂
製
作
所
」
時
代

に
使
用
し
て
い
た
も
の
と

東
部
町
内
の
農
家
か
ら
寄

贈
さ
れ
た
も
の
な
ど
五
台

の
馬
鍬
を
収
蔵
し
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
も
八
本
の
歯

杆
が
あ
り
、
歯
杆
の
両
端

の
幅
は
、
四
台
が
六
五
セ

ン
チ
。
枠
か
ら
出
て
い
る

歯
杆
の
長
さ
は
一
四
セ
ン

チ
で
す
。
こ
れ
ら
は
伝
世

品
の
た
め
、
い
つ
か
ら
使
わ
れ
て

い
た
か
は
、
不
明
で
す
。

松
山
原
造
は
、
単
　
双
用
犂
に

次
い
で
水
陸
両
用
の
ハ
ロ
ー
も
考

案
し
て
い
ま
す
。

表
紙
に
あ
る
写
真
は
、
所
蔵
す

る
書
簡
な
ど
か
ら
、
明
治
三
九
年

に
石
川
県
農
会
の
招
聘
に
よ
り
、

馬
耕
技
術
を
伝
習
し
た
縁
で
、
農

事
試
験
場
に
犂
が
買
い
上
げ
ら

れ
、
代
か
き
器
が
試
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
時
の
記
念
写
真
か
と

思
わ
れ
ま
す
。
当
時
主
流
だ
っ
た

手
押
し
型
の
ハ
ロ
ー
で
は
な
く
、

ハ
ロ
ー
の
台
上
に
操
縦
者
が
乗
っ

て
代
を
か
く
も
の
で
洋
式
農
具
の

形
態
を
意
識
し
て
い
ま
す
。

大
正
四
年
七
月
一
日
に
水
田
陸

田
兼
用
耙
　
（
ハ
ロ
ー
）
と
し
て

特
許
二
七
九
七
三
号
を
取
得
。
大

正
九
年
三
月
八
日
に
耙
　
と
し
て

実
用
新
案
四
二
六
一
四
号
を
取

得
。
次
い
で
昭
和
二
年
に
砕
土
器

で
実
用
新
案
第
一
〇
九
八
三
三
号

と
第
一
〇
九
八
三
五
号
を
取
得
し

て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
第
四
八
九

六
三
九
号
、
第
四
九
五
九
五
二
号
、

第
八
一
七
九
三
六
号
、
第
一
〇
二

二
五
八
号
な
ど
多
数
の
権
利
を
取

得
し
て
い
ま
す
。

昭
和
三
四
年
か
ら
販
売
を
開
始

し
た
歩
行
型
ト
ラ
ク
タ
ー
用
代
か

き
機
は
、
自
転
型
の
刃
車
で
水
田

の
表
層
を
砕
土
し
な
が
ら
土
を
練

る
も
の
で
、
刃
車
の
作
用
角
度
が

土
質
や
作
業
速
度
に
適
応
す
る
よ

う
に
調
節
で
き
る
工
夫
が
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

乗
用
ト
ラ
ク
タ
ー
ハ
ロ
ー
は
昭

和
三
四
年
か
ら
試
販
を
始
め
、
三

七
年
か
ら
本
格
的
製
造
販
売
を
始

め
ま
し
た
。「
松
山
水
田
ハ
ロ
ー
」

と
い
う
名
前
を
つ
け
て
刃
車
ハ
ロ

ー
で
あ
る
Ｍ
Ｔ
Ｈ-

一
二
一
、
Ｍ
Ｔ

Ｈ-

一
〇
一
を
販
売
し
、
翌
年
か
ら

折
り
た
た
み
式
の
刃
車
ハ
ロ
ー
Ｍ

Ｔ
Ｈ-

二
〇
一
を
販
売
し
ま
し
た
。

昭
和
四
四
年
か
ら
は
、
駆
動
型

代
か
き
機
の
ド
ラ
イ
ブ
ハ
ロ
ー
の

販
売
を
始
め
、
平
成
元
年
（
一
九

八
九
）
に
は
、
折
り
た
た
み
式
ド

ラ
イ
ブ
ハ
ロ
ー
「
ウ
イ
ン
グ
ハ
ロ

ー
」
の
開
発
販
売
を
始
め
ま
し
た
。

（
学
芸
員
　
田
中
寿
子
）

引
用
文
献

『
畜
力
農
機
具
発
達
史
』

下
田
博
之
著
　
一
九
九
五
年

『
日
本
農
書
全
集
』

「
清
良
記
」

「
農
具
便
利
論
」「
農
術
鑑
正

記
」「
耕
稼
春
秋
」「
家
訓
全
書
」

一
九
七
九
年
他

『
日
本
農
業
技
術
史
』

小
島
敏
雄
著
一
九
四
七
年

『
中
央
自
動
車
道
長
野
線
　
埋
蔵

文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
一
五
』

（
財
）
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ

ン
タ
ー
一
九
九
七
年

『
上
信
越
自
動
車
道
　
埋
蔵
文
化

財
発
掘
調
査
報
告
書
　
一
〇
』

（
財
）
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ

ン
タ
ー
　
二
〇
〇
〇
年

『
善
光
寺
名
所
図
絵
』

一
九
七
二
年
　
名
著
出
版

『
大
地
を
耕
す
』

松
山
株
式
会
社
　
二
〇
〇
二
年

松
山
㈱
と
代
か
き
機
の
製
造

屋代　鼻取地蔵の話〔善光寺名所図絵〕

松
山
記
念
館
所
蔵
の
馬
鍬

水
田
陸
田
兼
用
耙
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こ
の
抱
持
立
犂
（
か
か
え
も
っ

た
て
す
き
）
は
、
先
頃
、
本
城
村

小
仁
熊
地
籍
の
矢
口
今
朝
武
氏
よ

り
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
す
。

松
山
原
造
が
関
わ
っ
た
本
城
村

西
條
丸
山
炭
鉱
の
調
査
で
た
び
た

び
本
城
村
民
俗
資
料
館
を
訪
ね
た

関
係
で
、
本
城
村
と
の
つ
な
が
り

が
で
き
、
長
野
県
で
の
畜
力
犂
の

導
入
期
に
使
わ
れ
て
い
た
完
全
な

状
態
の
抱
持
立
犂
を
所
蔵
で
き
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

抱
持
立
犂
は
、
立
木
の
根
本
が

曲
が
っ
て
い
る
部
分
を
利
用
し
て

犂
先
を
つ
け
、
田
の
土
を
深
く
起

こ
す
の
に
用
い
た
無
床
の
犂
で
す
。

名
前
の
と
お
り
、
犂
で
耕
耘
す
る

際
に
抱
え
持
っ
て
使
用
し
た
も
の

で
、
深
耕
を
す
る
に
は
最
良
の
犂

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

明
治
一
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇

年
代
に
か
け
て
多
く
の
府
県
が
福

岡
の
農
業
普
及
団
体
「
勧
農
社
」

か
ら
社
員
を
農
事
教
師
と
し
て

招
聘
し
、
北
九
州
の
先
進
的
な

農
業
技
術
を
積
極
的
に
取
り
入

れ
ま
し
た
。
長
野
県
に
お
い
て

も
明
治
二
五
年
四
月
か
ら
原
田

勝
三
郎
と
い
う
人
を
招
聘
し
て

い
ま
す
。
長
野
県
に
抱
持
立
犂

が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
こ
の
勧
農
社
の
社
員
が

畜
力
耕
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に

抱
持
立
犂
を
講
習
に
持
ち
歩
い

た
か
ら
で
す
。
抱
持
立
犂
を
使

っ
た
深
耕
は
、
溶
脱
し
て
心
土

に
た
ま
っ
た
鉄
分
を
作
土
に
返
す

作
用
も
あ
り
、
米
の
増
収
を
も
た

ら
し
ま
し
た
。

寄
贈
さ
れ
た
抱
持
立
犂
は
、
今

朝
武
氏
の
先
代
の
滋
信
氏
が
購
入

使
用
し
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
滋

信
氏
は
、
坂
北
村
の
別
所
の
生
れ

で
す
が
、
大
正
一
〇
年
頃
に
矢
口

家
に
養
子
に
入
っ
て
い
ま
す
。
矢

口
家
は
田
畑
を
所
有
し
米
・
椎

茸
・
た
ば
こ
を
栽
培
し
、
養
蚕
や

炭
焼
き
も
行
っ
て
い
ま
し
た
。
田

は
、
自
作
と
し
て
五
反
歩
に
稲
を

作
り
、
小
作
と
し
て
三
反
歩
を
貸

し
て
い
ま
し
た
。
所
有
し
て
い
た

農
具
に
は
他
に
田
打
車
・
馬
鍬
・

木
臼
・
千
石
・
雁
爪
な
ど
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
。

炭
焼
き
の
仕
事
が
軌
道
に
乗
り
、

昭
和
一
〇
年
頃
に
は
鉄
道
を
使
っ

て
東
京
へ
大
量
に
出
荷
す
る
よ
う

に
な
り
、
職
人
を
雇
い
炭
焼
き
窯

を
三
つ
も
持
つ
ほ
ど
に
な
り
ま
し

た
。
稲
の
品
種
改
良
の
実
験
田
と

し
て
田
を
提
供
し
、
ま
た
昭
和
二

〇
年
代
に
は
西
条
村
の
特
産
物
と

な
っ
た
西
条
白
菜
の
生
産
に
中
心

的
役
割
を
担
い
、
小
仁
熊
地
区
で

は
篤
農
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

抱
持
立
犂
は
、
今
朝
武
氏
が
小

学
校
に
就
学
し
た
昭
和
一
〇
年
頃

父
滋
信
氏
が
使
用
し
て
い
た
の
を

記
憶
し
て
い
ま
す
。
滋
信
氏
は
抱

持
立
犂
を
傾
け
な
が
ら
、「
土
塊
を

同
じ
よ
う
に
反
転
さ
せ
て
い
く
の

が
難
し
い
。」
と
い
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。

し
ば
ら
く
し
て
、
双
用
の
犂
を

使
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
今
朝
武

氏
も
牛
の
鼻
先
に
棹
を
つ
け
て
口

取
り
を
し
た
そ
う
で
す
。
滋
信
氏

が
病
床
に
つ
く
昭
和
三
八
年
頃
ま

で
犂
耕
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
抱
持
立
犂
は
、
使
用
さ
れ

た
期
間
は
短
か
っ
た
よ
う
で
す
。

抱
持
立
犂
の
犂
先
の
裏
側
に
は
チ

ョ
ウ
ナ
な
ど
で
平
ら
に
底
を
削

り
、
鉄
な
ど
の
板
を
装
着
し
犂

底
を
つ
け
よ
う
と
し
た
痕
跡
が

み
ら
れ
ま
す
。
使
い
勝
手
が
よ

く
な
い
の
で
、
短
床
の
犂
に
形

態
を
変
え
て
試
用
し
た
の
で
し

ょ
う
か
。

記
念
館
に
は
、
往
時
の
犂
先

を
持
つ
抱
持
立
犂
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
今
回
寄
贈
さ
れ
た

抱
持
立
犂
は
、
犂
先
・
犂
ヘ
ラ

が
当
時
の
ま
ま
装
着
さ
れ
完
全

な
形
態
を
持
っ
て
い
ま
す
。
細

部
を
調
べ
て
み
る
と
、
犂
先
・
犂

ヘ
ラ
は
木
製
の
本
体
に
嵌
め
込
ん

で
あ
り
ま
す
が
、
犂
先
も
犂
ヘ
ラ

も
ほ
ぼ
同
規
格
な
の
で
、
犂
を
使

用
し
て
い
る
う
ち
に
犂
先
が
磨
り

減
っ
た
ら
犂
ヘ
ラ
と
交
換
で
き
る

形
態
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。

昭
和
初
期
と
い
う
双
用
の
犂
も

同
時
に
普
及
し
て
い
る
時
期
に
、

無
床
の
犂
に
金
属
の
底
を
つ
け
短

床
犂
の
よ
う
な
安
定
性
を
持
た
せ

よ
う
と
工
夫
を
試
み
て
い
る
点
に

お
い
て
も
大
変
貴
重
な
資
料
だ
と

思
い
ま
す
。
既
存
の
資
料
に
並
べ
、

比
較
展
示
し
た
い
も
の
で
す
。

（
学
芸
員
　
田
中
寿
子
）

か
か
え
も
っ

た
て

す
き

矢口今朝武氏寄贈の抱持立犂

犂底のようす
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有
機
農
業
と
は
、「
環
境
破
壊

を
伴
わ
ず
、
地
力
を
維
持
培
養
し

つ
つ
、
健
康
で
味
の
良
い
食
物
を

生
産
す
る
農
法
」
と
定
義
さ
れ
て

い
ま
す
。

化
学
肥
料
と
農
薬
に
頼
っ
た
農

業
は
、
自
然
破
壊
に
つ
な
が
り
持

続
性
が
低
い
の
で
、
昔
の
有
機
農

業
に
戻
ろ
う
と
考
え
る
人
も
い
ま

す
。

昔
に
戻
ろ
う
と
し
て
も
、
稲
作

を
例
に
す
る
と
、
有
機
農
業
に
最

適
で
あ
っ
た
昔
の
種
籾
の
品
種
を

入
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

田
植
え
の
た
め
の
「
ゆ
い
」
な
ど

の
組
織
も
復
活
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
い
ま
で
は
、
馬
や
牛
に

曳
か
せ
る
犂
も
除
草
に
使
う
田
打

ち
車
も
あ
り
ま
せ
ん
。
昭
和
三
〇

年
頃
ま
で
は
そ
の
形
態
を
と
っ
て

い
た
は
ず
な
の
で
す
が
、
昔
に

戻
る
の
は
今
で
は
不
可
能
で
す
。

環
境
に
や
さ
し
い
農
業
と
い

っ
て
も
動
力
エ
ン
ジ
ン
ま
で
使

わ
な
い
農
業
を
す
る
に
は
、
た

い
へ
ん
過
酷
な
労
働
を
覚
悟
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
明
治

二
〇
年
代
の
一
〇
ア
ー
ル
あ
た

り
の
収
量
を
み
る
と
、
現
在
の

反
収
の
三
分
の
一
の
二
〇
〇
キ

ロ
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
重
労
働

の
割
に
反
収
が
三
分
の
一
な
の

で
す
。

す
べ
て
の
作
業
を
江
戸
時
代

の
方
法
に
戻
す
こ
と
を
し
な
い

ま
で
も
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
確
立

し
て
い
る
近
代
農
業
に
あ
っ
て
、

ど
の
よ
う
に
江
戸
農
法
を
取
り
入

れ
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。江

戸
時
代
の
農
業
は
、「
農
薬

を
使
わ
な
い
」「
身
近
な
も
の
を

肥
料
と
し
て
使
っ
て
い
る
」「
無

駄
の
な
い
農
業
を
し
て
い
る
」

「
み
ん
な
が
協
力
し
な
が
ら
や
っ

て
い
る
」
こ
と
が
特
徴
と
し
て
あ

げ
ら
れ
ま
す
。
特
に
肥
料
・
防

虫
・
除
草
の
方
法
に
は
、
現
在
の

有
機
農
業
の
も
つ
課
題
へ
の
ヒ
ン

ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
気
が
し
ま

す
。

☆
除
草

農
薬
の
な
い
時
代
に
、「
農
業

と
は
雑
草
と
の
闘
い
で
あ
る
」
と

い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
夏
の
暑
い

盛
り
に
四
つ
ん
這
い
の
姿
勢
で
田

の
中
を
か
き
回
し
な
が
ら
歩
く
の

は
、
た
い
へ
ん
な
作
業
で
し
た
。

除
草
は
、
一
番
除
草
か
ら
三
番

除
草
ま
で
生
育
中
、
三
回
に
分
け

て
行
わ
れ
、
ヒ
エ
抜
き
の
作
業
も

あ
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
は
じ
め
は
、
草
取

り
爪
な
ど
を
つ
け
た
手
作
業
で
し

た
が
、
次
第
に
三
本
か
ら
五
本
の

鉄
製
の
歯
を
持
つ
雁
爪
（
が
ん
づ

め
）
を
使
用
し
て
中
耕
を
し
な
が

ら
除
草
し
ま
し
た
。

立
ち
姿
で
除
草
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
明
治
二
五
年
に

鳥
取
県
の
中
井
太
一
郎
に
よ
っ
て

田
打
ち
車
が
考
案
さ
れ
て
か
ら
の

こ
と
で
す
。

☆
防
虫

江
戸
時
代
の
害
虫
対
策
は
、
や

は
り
農
薬
も
な
い
の
で
「
捕
ま
え

て
殺
す
」
と
い
う
の
が
最
善
の
方

法
で
し
た
。
メ
イ
チ
ュ
ウ
類
は
、

篝
火
や
松
明
を
焚
い
て
成
虫
を
誘

い
、
焼
き
殺
し
ま
し
た
。
ま
た
、

ウ
ン
カ
類
に
対
し
て
は
、
鯨
油
や

菜
種
油
な
ど
を
穂
先
に
ま
き
、
藁

の
ほ
う
き
で
散
ら
し
て
殺
虫
す
る

方
法
が
奨
励
さ
れ
ま
し
た
。

☆
肥
料
　

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
つ

く
ら
れ
た
『
百
姓
伝
記
』
は
、
三

河
や
遠
州
の
農
民
の
た
め
に
編
ま

れ
た
農
書
で
す
。
全
一
五
巻
に
お

よ
び
、
農
家
の
暮
ら
し
方
を
中
心

に
自
給
的
農
業
生
産
の
あ
り
方
に

つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

あ
た
り
ま
え
の
有
機
農
業

な
ん
で
も
肥
料
に
な
る

江
戸
イ
ズ
ム
〜
有
機
農
業
へ
の
提
言
〜

苗に糞肥を与える〔農業全書〕

除草〔民家検労図〕

鯨油による害虫駆除〔除蝗録〕
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肥
料
に
つ
い
て
も
、
収
穫
後
の

作
物
の
殻
や
茎
、
田
畑
周
辺
の
草
、

住
居
か
ら
の
廃
棄
物
の
す
べ
て
を

肥
料
の
材
料
と
し
て
腐
熟
さ
せ
、

還
元
し
て
い
く
方
法
を
示
し
て
い

ま
す
。
私
た
ち
の
生
活
を
見
直
す

上
で
も
参
考
に
な
る
事
柄
が
た
く

さ
ん
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
以
下
を

要
約
し
ま
し
た
。

馬
屋
で
は
、
敷
き
草
を
し
て
馬

は
繋
が
ず
に
飼
い
、
飼
料
の
糠
が

ゆ
が
こ
ぼ
れ
て
も
敷
き
草
に
し
み

込
ま
せ
る
よ
う
に
す
る
。
敷
き
草

は
糞
尿
が
十
分
し
み
込
ん
だ
ら
換

え
る
。

便
所
は
、
腐
熟
を
考
え
て
長
く

溜
め
ら
れ
る
よ
う
に
広
く
作
る
。

日
陰
や
木
下
は
腐
熟
が
遅
く
な
る

の
で
損
で
あ
る
。

ご
み
溜
め
は
、
日
当
た
り
の
良

い
屋
敷
の
東
南
に
穴
を
掘
っ
て
作

り
、
屋
敷
中
か
ら
出
る
雑
廃
水
を

落
ち
込
ま
せ
、
塵
芥
を
つ
ね
に
掃

き
込
ん
で
腐
ら
せ
て
肥
料
に
す

る
。
腐
熟
の
た
め
に
は
深
く
せ
ず
、

広
く
ご
み
溜
め
を
作
る
。
井
戸
で

洗
っ
た
汚
水
を
ご
み
溜
め
に
溜
め

る
に
は
、
一
間
く
ら
い
の
距
離
を

お
き
、
水
を
温
ま
せ
て
流
し
込
む
。

湯
殿
で
体
を
洗
っ
た
水
や
手
足

を
洗
っ
た
水
は
、
一
滴
も
捨
て
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
穴
を
掘
る
な

ど
し
て
溜
め
て
お
い
て
肥
料
に
混

ぜ
る
水
に
す
る
。

小
便
壺
を
屋
敷
の
隅
々
に
埋
め

て
お
い
て
、
い
つ
で
も
使
用
さ
せ

る
。土

間
に
は
、
五
穀
の
殻
な
ど
を

敷
い
て
湿
気
を
取
り
、
腐
る
に
従

っ
て
肥
料
に
す
る
。

母
屋
の
床
は
簣
（
竹
や
葦
な
ど

で
つ
く
っ
た
敷
物
）
を
敷
き
、
毎

年
一
度
ず
つ
簣
を
作
り
直
し
て
床

下
の
ご
み
や
芥
を
と
っ
て
肥
料
に

す
る
。

屋
根
は
か
や
葺
き
・
わ
ら
葺
き

に
し
て
、
一
年
中
の
煤
を
つ
け
て

か
ら
毎
年
葺
き
替
え
て
肥
料
に
す

る
。
わ
ら
葺
き
の
方
が
腐
熟
が
早

い
の
で
、
肥
料
に
し
て
い
く
に
は

好
ま
し
い
。

こ
の
よ
う
に
、
平
地
に
あ
っ
て

山
林
か
ら
の
刈
敷
の
採
集
が
わ
ず

か
な
農
家
で
は
、
生
活
の
中
に
有

機
肥
料
を
た
く
わ
え
る
工
夫
を
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
肥
料
は
、
山
か
ら

の
刈
敷
や
厩
肥
や
人
糞
尿
な
ど
が

主
で
し
た
。
他
に
は
、
レ
ン
ゲ
な

ど
の
天
然
緑
肥
や
藁
、
草
木
灰
・

泥
土
・
藻
類
・
米
糠
・
蚕
糞
・
大

豆
粕
な
ど
が
自
給
肥
料
と
し
て
使

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

金
肥
と
よ
ば
れ
る
販
売
肥
料
に

は
、
干
鰯
（
い
わ
し
）
・
干
鰊

（
に
し
ん
）
・
鰊
粕
・
油
粕
・
酒

粕
・
醤
油
粕
・
焼
酎
粕
・
石
灰
な

ど
が
あ
り
ま
し
た
。

金
肥
で
あ
る
魚
肥
は
、
大
阪
を

中
心
と
す
る
棉
、
阿
波
の
藍
、
岡

山
や
広
島
な
ど
の
い
ぐ
さ
・
棉
・

煙
草
の
栽
培
に
施
さ
れ
、
換
金
作

物
を
盛
ん
に
生
産
す
る
地
域
で
主

に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

明
治
一
五
年
に
松
方
正
義
が
太

政
官
に
提
出
し
た
『
府
県
地
租
改

正
紀
要
』
に
は
、
各
府
県
で
使
用

さ
れ
て
い
た
肥
料
の
種
類
が
あ
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。

長
野
県
に
お
い
て
は
、
魚
肥
・

植
物
粕
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
ず
に

人
糞
尿
・
天
然
緑
肥
や
藁
・
レ
ン

ゲ
・
蚕
糞
・
石
灰
を
使
用
し
て
い

ま
し
た
。

レ
ン
ゲ
は
、
空
中
窒
素
を
固
定

す
る
作
物
と
し
て
明
治
初
期
か
ら

推
奨
さ
れ
ま
し
た
。
魚
肥
な
ど
よ

り
も
安
価
で
あ
り
な
が
ら
速
効
性

が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
し

た
。江

戸
時
代
に
は
、
稲
を
脱
穀
し

た
後
の
稲
藁
も
完
全
な
再
利
用
が

な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
二
割

が
草
鞋
や
蓑
な
ど
の
日
用
品
に
、

五
割
が
堆
肥
の
混
ぜ
込
み
や
厩
舎

の
敷
物
と
し
て
肥
料
に
、
残
り
の

三
割
が
燃
料
へ
と
リ
サ
イ
ク
ル
が

さ
れ
て
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。

も
の
を
大
切
に
し
つ
つ
、
農
業

生
産
の
向
上
に
努
力
し
て
き
た
江

戸
時
代
の
農
民
の
暮
ら
し
に
学
ぶ

べ
き
も
の
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

（
学
芸
員
　
田
中
寿
子
）

引
用
文
献

『
稲
作
の
技
術
と
理
論
』

一
九
九
〇
年
　
平
凡
社

『
日
本
に
お
け
る
明
治
以
降
の
土

壌
肥
料
考
』
一
九
八
二
年
　
全
国

農
業
協
同
組
合
連
合
会
刊

『
日
本
農
業
発
達
史
―
明
治
以
降

に
お
け
る
―
』
第
一
巻
　

一
九
五
三
年
　
中
央
公
論
社

『
図
録
　
農
民
生
活
史
事
典
』

一
九
七
九
年
　
柏
書
房

『
昭
和
農
業
技
術
発
達
史
』

一
九
九
三
年

農
林
水
産
省
農
林

水
産
技
術
会
議
事
務
局
編

長
野
県
の
場
合

リ
サ
イ
ク
ル
の
で
き
る
農
業
へ

ど
ん
な
肥
料
が
使
わ
れ
て
い
た

の
で
し
ょ
う

刈敷を踏み込む〔成形図説〕

干鰯の水肥を流しこむ〔広益国産考〕



-8-

を
訪
れ
、
創
業
以
来
の
歴
史
を
研
修

さ
れ
た
。

総
数
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
一
名

（
内
訳
）

県
外
（
含
外
国
）

六
六
・
六
％

東
信
　
　
　
　
　
　
　
二
四
・
四
％

北
信
　
　
　
　
　
　
　
　
五
・
七
％

中
信
　
　
　
　
　
　
　
　
二
・
一
％

南
信
　
　
　
　
　
　
　
　
一
・
二
％

前
監
事
　
　
小
林
利
彦
氏

小
林
氏
は
平
成
九
年
一
月
か
ら
平

成
十
五
年
二
月
迄
頭
初
の
役
職
に
務

め
ら
れ
運
営
に
ご
尽
力
を
頂
き
ま
し

た
。
衷
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

日
時
・
平
成
十
五
年
九
月
二
〇
日

講
師
・

全
国
学
校
栄
養
士
協
議
会

副
会
長

真
田
中
学
校
学
校
栄
養
士

市
場
　
祥
子
氏

演
題
・
「
い
ま
、
な
ぜ
食
育
か
」

―
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な

成
長
に
果
す
役
割
―

平
成
十
四
年
九
月
二
十
八
日
松
山

記
念
館
主
催
・
丸
子
町
、
同
教
育
委

員
会
後
援
で
、
松
山
㈱
三
階
ホ
ー
ル

に
於
い
て
、
第
十
一
回
目
の
文
化
講

演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
は
、
農
学
博
士
、
信
州
大
学

名
誉
教
授
（
元
信
大
農
学
部
長
）、
有

馬
　
博
氏
で
「
農
業
技
術
の
変
遷
と

課
題
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
講
演
さ
れ

た
。（
聴
講
者
一
五
四
人
）

講
演
会
に
先
立
ち
主
催
者
代
表
と

し
て
、
専
務
理
事
松
山
信
久
が
今
回

後
援
を
頂
い
た
丸
子
町
・
同
教
育
委

員
会
様
と
、
ご
多
忙
の
な
か
本
日
の

講
師
を
お
引
き
受
け
頂
い
た
有
馬

博
氏
に
対
し
謝
辞
を
述
べ
ら
れ
た
。

引
き
続
き
後
援
者
代
表
と
し
て
小

山
田
丸
子
町
助
役
が
ご
挨
拶
さ
れ
た

の
ち
講
演
会
に
入
っ
た
。

は
じ
め
に
伊
那
に
生
れ
、
上
伊
那

農
高
、
信
州
大
学
農
学
部
を
卒
業
し
、

県
の
園
芸
試
験
場
・
農
業
試
験
場
・

信
大
農
場
あ
る
い
は
高
冷
地
実
験
農

場
等
と
地
面
に
接
し
た
と
こ
ろ
を
四

十
三
年
間
に
亘
っ

て
歩
い
た
実
体
験

を
報
告
さ
れ
、
い

ろ
い
ろ
な
経
験
を

も
と
に
、
農
学
部
時
代
を
中
心
に
ス

ラ
イ
ド
を
説
明
さ
れ
、
現
代
の
農
業

の
課
題
を
ご
指
摘
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

△
我
国
の
食
糧
自
給
率
の
低
下
！

現
在
カ
ロ
リ
ー
で
　
　
四
〇
％

穀
物
総
合
自
給
率
で
　
二
八
％

こ
れ
は
深
刻
で
ま
だ
下
が
っ
て
い

く
だ
ろ
う
、
非
常
に
不
安
な
こ
と

で
す
。
先
進
国
の
中
で
一
番
自
給

率
が
低
い
こ
と
で
、
外
国
に
頭
を

下
げ
て
エ
サ
を
も
ら
い
、
主
食
を

も
ら
わ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な

い
日
本
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

状
況
で
す
。

△
農
村
の
自
然
環
境
を
ど
う
保
持
す

る
か
！

例
え
ば
炭
酸
ガ
ス
を
出
さ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

△
食
糧
の
質
を
ど
う
や
っ
て
向
上
さ

せ
る
か
！

△
農
地
の
減
少
を
ど
う
す
る
の
か
！

△
後
継
者
を
ど
う
す
る
の
か
！

△
高
齢
者
対
策
を
ど
う
す
る
の
か
！

△
消
費
者
に
農
業
の
尊
さ
を
ど
う
や

っ
て
教
え
る
か
！

を
あ
げ
ら
れ
て
講
演
を
終
っ
た
。

平
成
十
五
年
二
月
七
日
（
金
）
協

同
サ
ー
ビ
ス
二
階
ホ
ー
ル
に
於
い
て

理
事
会
、
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
平

成
十
四
年
度
事
業
報
告
及
び
決
算
報

告
と
平
成
十
五
年
度
事
業
計
画
及
び

同
予
算
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、
引
き

続
き
役
員
の
任
期
満
了
に
伴
う
改
選

を
行
っ
た
。

理
事
七
人
の
う
ち
六
人
は
再
任
一

人
退
任
、
新
た
に
一
人
が
選
任
さ
れ
、

監
事
二
人
の
う
ち
一
人
は
再
任
、
一

人
退
任
、
新
た
に
一
人
が
選
任
さ
れ
、

評
議
員
十
人
中
九
人
が
再
任
、
一
人

が
退
任
、
新
た
に
一
人
が
選
任
と
決

定
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
度
役
員

◎
理
事
長
（
館
長
）

松
山
　
　
徹

専
務
理
事
　
　
　
　
松
山
　
信
久

理
　
事
　
　
　
　
　
西
尾
　
和
実

同
　
　
　
　
　
　
富
岡
　
眞
平

同
　
　
　
　
　
　
滝
沢
太
三
雄

同
　
　
　
　
　
　
村
岡
　
　
進

同
　
　
　
　
　
　
中
山
　
忠
義

◎
監
　
事
　
　
　
　
　
綿
谷
　
光
男

同
　
　
　
　
　
　
羽
田
　
俊
祐

◎
評
議
員
　
　
　
　
　
桜
井
一
二
三

同
　
　
　
　
　
　
三
吉
　
治
敬

同
　
　
　
　
　
　
高
野
　
知
久

同
　
　
　
　
　
　
勝
野
　
和
人

同
　
　
　
　
　
　
宮
下
　
孝
夫

同
　
　
　
　
　
　
関
　
　
賢
治

同
　
　
　
　
　
　
福
井
　
　
務

同
　
　
　
　
　
　
渡
辺
　
　
毅

同
　
　
　
　
　
　
松
山
志
津
江

同
　
　
　
　
　
　
吉
原
　
孝
則

◎
運
営
委
員
は
引
き
続
き
六
名
に
よ

る
構
成
と
す
る
。

平
成
十
四
年

十
月
三
日
〜
十

月
九
日
の
七
日

間
上
田
市
創
造

館
に
於
い
て
、

長
野
県
上
田
東

高
校
学
校
創
立
一
一
〇
周
年
記
念
事

業
協
賛
会
主
催
の
特
別
展
「
蚕
都
上

田
と
三
吉
米
熊
」
が
開
催
さ
れ
、
当

館
か
ら
「
単
　
双
用
犂
」
を
展
示
に
貸

出
し
て
、
こ
の
催
し
に
協
力
し
た
。

平
成
十

五
年
度
入

社
の
松
山

株
式
会
社

新
入
社
員

が
四
月
一

日
（
火
）

に
記
念
館 蚕

都
上
田
と
三
吉
米
熊

第
十
三
回
理
事
会
・
第
十
四
回

評
議
員
会
開
催

第
十
二
回
文
化
講
演
会
決
定

第
十
一
回
　
文
化
講
演
会
開
催

新
入
社
員
の
研
修
見
学

平
成
十
四
年
度
当
館
見
学
者

逝
去
　
お
悔
や
み

特別展


