
 

平成２２年度  越谷市民文化祭  第４２回 

平成２２年１１月２０日（土）～２３日（火） 

１０：００～１９：００（最終日は１８：００） 
 

郷土研究の部・展示作品紹介 
於 越谷コミュニティセンター 大ホールホワイエ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．越谷のわらべ歌             岩瀬静江   ５．越谷市の明治の水準点「高低測量几号
き ご う

」   秦野秀明 

２．越谷宿を通った弥次さん、喜多さん    篠原陸郎   ６．明治の大袋村観音山の捕り物一件      原田民自 

３．画家・斎藤豊作、フランスのシャトーと墓 竹村克男   ７．下間久里の獅子舞と辻切り         増岡武司 

４．明治になって越谷に鷹狩に来た徳川慶喜  田中利昌   ８．越谷の江戸時代の名物は焼き米（煎餅）と鰻 宮川 進 

ＮＰＯ法人 越谷市郷土研究会 作成 

◇周りの１０個の輪は、昭和２９年（１９５４）１１月３日に

合併した十町村である二町八ケ村（「越谷町」誕生）を表す。 

十町 村
ちょうそん

とは、越ケ谷町
こしがやまち

・大沢町
おおさわまち

・桜井村
さくらいむら

・新方
にいがた

村
むら

・

増 林 村
ましばやしむら

・大 袋 村
おおぶくろむら

・荻島
おぎしま

村
むら

・出
で

羽村
わむら

・蒲生村
がもうむら

・大相模
おおさがみ

村
むら

 

をさす。 

◇中央部周りのデザインは、カタカナの『コ』を４個集めた 

ものである。つまり、越谷の『越』（「コ４」）を意味する。 

 

◇中心部のデザインは、越谷の『谷』の文字を図案化したもの

である。 

◇昭和３０年（１９５５）１１月３日には、草加町に合併して

いた川 柳
かわやなぎ

村
むら

のうち、伊原
いはら

・麦
むぎ

塚
つか

・上谷
うわや

が越谷町に入る。 

 

◇越谷町は、昭和３３年（１９５８）１１月３日に市に昇格し、

越谷市となり、現在に至る。 
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１
．
越
谷
の
わ
ら
べ
歌
（
大
沢
町
） 

岩
瀬 

静
江 

戦
前
・
戦
後
の
越
谷
市
内
の
大
沢
町
に
か
つ
て
見
ら
れ
た

「
わ
ら
べ
歌
」
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。 

《
ま
り
つ
き
》 

１
．
東
武
線 

手
ま
り
歌 

１
番 

こ
し
が
や
（
越
ケ
谷
） 
が
も
う
（
蒲
生
） 

し
ん
で
ん
（
新
田
） 

そ
う
か
（
草
加
） 

や
つ
か
（
谷
塚
） 

た
け
の
づ
か
（
竹
ノ
塚
） 

に
し
あ
ら
い
（
西
新
井
） 

う
め
じ
ま
（
梅
島
） 

ご
た
ん
の
（
五
反
野
） 

お
次
は 

き
た
せ
ん
じ
ゅ
（
北
千
住
） 

な
か
せ
ん
じ
ゅ
（
中
千
住
） 

２
番 

う
し
だ
（
牛
田
） 

ほ
り
き
り
（
堀
切
） 

か
ね
が
ふ
ち
（
鐘
ヶ
淵
） 

た
ま
の
い
（
玉
の
井
） 

ひ
き
ふ
ね
（
曳
舟
） 

う
け
ぢ
（
請
地
） 

 

な
り
ひ
ら
ば
し
（
業
平
橋
） 

す
み
だ
こ
え
ん
（
隅
田
公
園
） 

お
次
は 

あ
さ
く
さ
か
み
な
り
も
ん
（
浅
草
雷
門
） 

※
「
中
千
住
駅
」「
請
地
駅
」「
隅
田
公
園
駅
」
は
、
今
は
あ
り

ま
せ
ん
。「
玉
の
井
駅
」
は
東
向
島
駅
、「
浅
草
雷
門
駅
」
は

浅
草
駅
と
改
称
し
て
い
ま
す
。
「
隅
田
公
園
」
の
「
公
園
」

は
「
こ
え
ん
」
と
歌
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

２
．「
あ
ん
た
が
た 

ど
こ
さ
」 

あ
ん
た
が
た 

ど
こ
さ 

肥
後
さ 

肥
後 

ど
こ
さ 

熊
本
さ 

熊
本 

ど
こ
さ 

せ
ん
ば
さ 

せ
ん
ば
山
に
は
狸
が
お
っ
て
さ 

そ
れ
を
猟
師
が
鉄
砲
で
撃
っ
て
さ 

煮
て
さ 

焼
い
て
さ 

食
っ
て
さ 

そ
れ
を
木
（
こ
）
の
葉
で
ち
ょ
い
と
隠
せ 

※
「
せ
ん
ば
山
」
と
は
、
城
下
町
熊
本
市
内
に
あ
っ
た
「
洗 

馬
山
」
を
指
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

※
最
後
の
「
ち
ょ
い
と
隠
せ
」
で
は
、
毬
を
両
脚
の
間
か
ら
後

方
へ
ス
カ
ー
ト
の
中
へ
瞬
時
に
く
ぐ
ら
せ
、
後
ろ
手
で
ス
カ

ー
ト
の
上
か
ら
そ
の
毬
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に
押
さ
え
ま

す
。
幼
い
子
や
難
し
い
子
は
ス
カ
ー
ト
の
前
で
押
さ
え
ま
す
。 

３
．「
い
ち
で 

た
ち
ば
な
」 

一
（
い
ち
）
で
橘 

 
 
 

二
（
に
）
に
カ
キ
ツ
バ
タ 

三
（
さ
ん
）
で
桜
・
藤 

 

四
（
し
）
し
獅
子
・
牡
丹 

五
つ 

イ
ロ
ハ
は 

 
 
 

六
つ 

紫 

七
つ 

菜
の
花 

 
 
 
 

八
つ 

八
重
桜 

九
つ 

小
梅
は 

色
よ
く
染
ま
り 

十
（
と
お
）
で
、
殿
様 

お
馬
に
乗
ろ
お
か 

お
駕
籠
に
乗
ろ
お
か 

お
も
か
し
ょ 

一
ち
ょ
う
よ 

※
「
四
（
し
）
は
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
大
沢
町
で
は
「
四
（
し
）

し
」
と
歌
っ
て
い
ま
し
た
。 

※
「
お
も
か
し
ょ
」
は
、「
重
い
」
の
意
味
か
と
思
い
ま
す
。 

 

４
．「
し
な
の
ま
ち
の 

し
な
の
こ
」
（
親
の
な
い
子
は
） 

支
那
（
し
な
）
の
街
の 

支
那
の
子 

親
の
な
い
子
は 

只
一
人 

売
ら
れ
て
行ゆ

き
ま
す 

上
海
（
シ
ャ
ン
ハ
イ
）
へ 

坊
や
は
良
い
子
だ 

寝
ん
ね
し
な 

坊
や
の
お
里
は 

あ
の
山
を 

越
え
て
あ
な
た
の 

花
の
村 

母
さ
ん 
匪
賊
（
ひ
ぞ
く
）
に
さ
ら
わ
れ
て 

遠
い 

満
州
へ 
行
っ
ち
ゃ
っ
た 

※
こ
ん
な
残
酷
な
歌
で
も
、
考
え
も
な
し
に
毬
つ
き
し
て
い
た

の
で
す
。
私
の
子
ど
も
の
頃
は
、
妹
や
弟
の
お
守
を
し
な
が

ら
、
大
き
い
子
も
小
さ
い
子
も
一
緒
に
遊
び
な
が
ら
遊
び
や

歌
を
覚
え
ま
し
た
。 

 

５
．「
し
な
の
ま
ち
の 

し
な
の
こ
」
（
親
が
な
い
と
て
） 

支
那
（
し
な
）
の
街
の 

支
那
の
子 

親
が
な
い
と
て 

馬
鹿
に
す
な 

親
は
お
り
ま
す 

極
楽
に 

白
い
べ
べ
着
て 

数
珠
持
っ
て 

石
を
枕
に 

寝
て
い
ま
す 

 ６
．「
白
瀬
中
佐
」 

１
番 

轟
く
筒
音 

飛
び
来
る
弾
丸 

荒
波
あ
ろ
う 

デ
ッ
キ
の
上
で 

闇
を
貫
く 

中
佐
の
叫
び 

杉
野
は
い
ず
こ 

杉
野
は
い
ず
や 

２
番 

船
内
く
ま
な
く 

尋
ぬ
る
三
度
（
み
た
び
） 

呼
べ
ど
答
え
ず 

探
せ
ど
見
え
ず 

 
 
 

船
は
次
第
に 

波
間
に
沈
み 

 
 
 

敵
弾
い
よ
い
よ 

あ
た
り
に
し
げ
し 

※
小
学
校
上
級
生
た
ち
が
、
毬
つ
き
を
や
っ
て
い
た
の
を
見
て

い
ま
し
た
（
終
戦
前
）。 
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戦
後
は
、
軍
歌
な
ど
を
歌
う
の
は
禁
止
さ
れ
る
時
世
に
な
っ

た
の
で
、
こ
れ
も
歌
わ
な
く
な
り
ま
し
た
。 

※
３
番
（
今
は
と
ボ
ー
ト
に
～
）
ま
で
あ
る
そ
う
で
す
。 

 

《
羽
根
つ
き
》 

７
．「
ひ
と
り
き
な 
ふ
た
り
き
な
」 

一
人
来き

な 

二
人
来
な 
三
人
来
な 

寄
っ
て
来
な 

い
つ
来
て
も 

む
ず
か
し 

 

南
無
妙
薬
師
（
な
ん
み
ょ
う
や
く
し
） 

こ
こ
の
よ
で 

十
（
と
お
）
よ 

※
明
治
十
七
年
生
ま
れ
の
祖
母
か
ら
聞
き
ま
し
た
。「
南
無
妙
薬
師
」

は
「
何
の
薬
師
」
と
歌
う
所
も
あ
る
そ
う
で
す
。 

 

８
．「
お
い
ば
ね 

こ
ば
ね
」 

追
羽
根
（
お
い
ば
ね
） 

小
羽
根
（
こ
ば
ね
） 

蝶
々
に
な
っ
て 

ひ
ら
ひ
ら
遊
べ 

ひ
い 

ふ
う 

み
い 

よ
お 

い
つ
つ
で
渡
そ 

花
子
さ
ん
に 

渡
そ 

 《
お
手
玉
》 

越
谷
の
大
沢
地
区
で
は
、「
お
手
玉
」
の
こ
と
を
「
ナ
ッ 

コ
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
実
際
に
は
、
お
手
玉
の
中
身
は
、

「
あ
ず
き
」
や
「
じ
ゅ
ず
ご
」（
数
珠
玉
）
で
し
た
。 

 

９
．「
い
ち
れ
つ 

ら
ん
ぱ
ん
」 

一
列
ら
ん
ぱ
ん 

破
裂
し
て 

日
露
戦
争
始
ま
っ
た 

サ
ッ
サ
と
逃
げ
る
は
ロ
シ
ア
の
兵 

死
ん
で
も
尽
く
す
は
日
本
の
兵 

五
万
の
兵
を
引
き
連
れ
て 

六
人
ま
で
も
皆
殺
し 

七
月
八
日
の
戦
い
に 

ハ
ル
ピ
ン
ま
で
も
攻
め
入
っ
て 

ク
ロ
バ
タ
キ
ン
（
ク
ロ
バ
ト
キ
ン
）
の
首
を
と
り 

東
郷
元
帥 

万
々
歳 

※
「
ら
ん
ぱ
ん
」
は
、
「
談
判
」
が
な
ま
っ
た
も
の
で
す
。
大

沢
町
で
は
「
ら
ん
ぱ
ん
」
と
発
音
し
ま
し
た
。 

※
「
六
人
ま
で
も
」
は
、
他
で
は
「
六
人
残
し
て
」
と
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
そ
う
で
す
。 

※
ク
ロ
バ
タ
キ
ン
は
、
ク
ロ
パ
ト
キ
ン
の
こ
と
。
ロ
シ
ア
の
将

軍
で
、
日
露
戦
争
で
は
満
州
軍
総
司
令
官
を
務
め
ま
し
た
。

歌
の
内
容
は
歴
史
的
事
実
と
は
違
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。 

※
「
東
郷
元
帥
」
は
、
他
で
は
「
東
郷
大
将
」
と
歌
う
例
も
あ

る
そ
う
で
す
。 

１
０
．「
い
ち
ば
ん
は
じ
め
は 

い
ち
の
み
や
」 

一
番
初
め
は 

一
の
宮 

二
は 

日
光
東
照
宮 

三
は 

佐
倉
の
宗
五
郎
（
そ
う
ご
ろ
う
） 

四
（
し
）
は 

又
、
信
濃
の
善
光
寺 

五
つ
は 

出
雲
の
大
社
（
お
お
や
し
ろ
） 

六
つ 

村
々 

鎮
守
様 

七
つ 

成
田
の
不
動
様 

八
つ 

八
幡
（
や
わ
た
）
の
八
幡
宮
（
は
ち
ま
ん
ぐ
う
） 

九
つ 

高
野

こ

う

や

の
弘
法

こ
う
ぼ
う

様
（
こ
う
ぼ
さ
ま
） 

十
（
と
お
）
で
東
京
博
覧
会 

※
「
八
幡
の
八
幡
宮
」
と
は
京
都
府
八
幡
市
（
や
わ
た
し
）
の

石
清
水
八
幡
宮
を
さ
す
そ
う
で
す
。 

※
「
東
京
博
覧
会
」
は
、
「
東
京
招
魂
社
」
と
歌
う
例
も
見
ら

れ
た
そ
う
で
す
。 

※
十
の
後
も
続
け
て
お
手
玉
で
歌
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

十
一 

い
ち
ご
の
ご
ま
め
い
り 

十
二
は 
日
光 

中
禅
寺 

十
三 

三
十
三
間
堂 

十
四
（
じ
ゅ
う
し
）
は 

四
国
の
金
毘
羅

こ

ん

ぴ

ら

さ
ん 

十
五
は 

ご
う
ご
う
汽
車
の
音 

十
六 

ロ
シ
ア
の
大だ

い

戦
争 

十
七 

し
ち
し
の
墓
参
り 

十
八 

浜
辺
の
白
兎 

十
九
は 

楠
正
成
よ 

二
十
は 

二
宮
金
次
郎 

金
次
郎 

※
「
い
ち
ご
の
ご
ま
め
い
り
」
は
、「
越
後
」「
参
り
」
の
意
味

だ
と
思
い
ま
す
。 

※
「
し
ち
し
の
」
は
、「
四
十
七
士
の
」
の
意
味
で
す
。 

※
最
後
の
二
十
は
、
「
金
次
郎
」
を
長
く
伸
ば
し
、
も
う
一
度

長
く
「
金
次
郎
」
と
歌
い
ま
す
。 

 

１
１
．「
お
っ
さ
ら
い
」（
お
浚
い
） 

お
っ
さ
ら
い 

お
一
つ 

お
一
つ 

（
繰
り
返
し
て
一
つ
ず
つ

片
手
で
取
る
） 

降
ろ
し
て 

お
っ
さ
ら
い 

お
二
つ 

お
二
つ 

（
繰
り
返
し
て
二
つ
ず
つ

片
手
で
取
る
） 

降
ろ
し
て 

お
っ
さ
ら
い 

お
三
つ 

お
三
つ 

（
繰
り
返
し
て
三
つ
ず
つ

片
手
で
取
る
） 

降
ろ
し
て 

（
こ
れ
を
決
め
ら
れ
た
数
ま
で
繰
り
返
し
て
行
う
） 

お
っ
さ
ら
い 

お
全
部
（
右
手
で
取
る
） 

降
ろ
し
て 

 

（
次
は
、
順
不
同
で
い
ろ
い
ろ
と
変
化
し
て
行
な
う
） 
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お
っ
さ
ら
い 

お
手
載
せ 

お
手
載
せ
（
「
お
手
載
せ
」
を
繰

り
返
し
て
、
全
部
を
左
の
手
の
甲
に
載
せ
る
） 

 

降
ろ
し
て 

お
っ
さ
ら
い 
お
つ
か
み 

お
つ
か
み
（
繰
り
返
し
て
、
全
部

を
左
手
で
持
つ
） 

降
ろ
し
て 

お
っ
さ
ら
い 

お
は
さ
み 

お
は
さ
み
（
繰
り
返
し
て
、
全
部

を
左
手
の
指
の
間
に
い
く
つ
も
持
つ
） 

降
ろ
し
て 

お
さ
ら
い 

※
「
お
っ
さ
ら
い
」
は
、
右
手
で
一
つ
（
親
）
を
上
方
に
上
げ

て
、
そ
の
間
に
机
の
上
に
あ
る
全
部
の
お
手
玉
を
両
手
で
つ

か
み
上
げ
る
と
同
時
に
、
上
げ
て
落
ち
て
き
た
一
つ
も
受
け

取
り
、
そ
れ
を
右
手
で
持
っ
た
ま
ま
、
そ
の
他
の
全
部
を
机

の
上
に
降
ろ
す
。 

最
初
に
上
げ
た
一
つ
は
、
そ
の
後
も
常
に
右
手
で
持
ち
な
が

ら
行
な
っ
て
い
た
。 

 《
お
は
じ
き
》 

「
お
は
じ
き
」
の
こ
と
を
私
の
祖
母
や
母
は
「
ギ
ヤ
マ 

ン
」
「
キ
シ
ャ
ゴ
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。 

１
２
．「
な
ん
こ 

な
ん
こ
」 

何
個
（
な
ん
こ
） 

何
個 

合
わ
せ
て 

い
く
つ 

※
複
数
で
行
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
手
の
中
に
何
個
か
の
お
は

じ
き
を
握
っ
て
い
て
、
「
合
わ
せ
て
い
く
つ
」
で
一
斉
に
握

っ
た
手
を
出
し
ま
す
。
そ
し
て
全
部
合
わ
せ
た
数
を
何
個
に

な
る
か
を
一
人
一
人
が
答
え
ま
す
。
そ
の
後
、
握
っ
た
手
を

一
斉
に
広
げ
て
、
全
部
で
合
わ
せ
て
い
く
つ
か
を
数
え
ま
す
。

当
た
っ
た
人
は
、
皆
が
出
し
た
お
は
じ
き
を
す
べ
て
独
り
占

め
し
て
手
に
入
れ
ま
す
。 

 

１
３
．「
い
ち
じ
く 

に
ん
じ
ん
」 

イ
チ
ジ
ク 

ニ
ン
ジ
ン 

サ
ン
シ
ョ
（
さ
ん
し
ょ
う
）
に
シ

イ
タ
ケ 

ゴ
ボ
ウ 

ム
カ
ゴ 

ナ
ツ
メ
に
ヤ
マ
イ
モ 

ク

ワ
イ
に
ト
ウ
ガ
ン 

※
平
ら
な
所
で
行
い
ま
す
。
ま
ず
最
初
は
、
皆
が
同
数
を
出
し

合
っ
て
一
か
所
に
集
め
た
お
は
じ
き
を
片
手
で
お
お
い
包

ん
で
、
勢
い
を
付
け
て
い
っ
き
に
散
ば
し
ま
す
。
散
ら
ば
っ

た
中
の
二
個
を
選
び
、
そ
の
お
は
じ
き
の
間
に
人
差
し
指

（
狭
い
所
で
は
小
指
）
で
線
を
引
き
、
人
差
指
（
又
は
親
指
）

で
も
う
一
方
の
お
は
じ
き
を
目
指
し
て
、
は
ね
て
当
て
ま
す
。

そ
の
時
、
当
て
ら
れ
た
お
は
じ
き
が
動
い
て
他
の
お
は
じ
き

に
は
当
た
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
当
て
た
お
は
じ
き
は
自

分
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
何
度
も
繰
り
返
し
な
が
ら
、

お
は
じ
き
を
自
分
の
所
有
に
し
て
い
き
ま
す
。
当
て
ら
れ
た

お
は
じ
き
が
、
他
の
お
は
じ
き
に
あ
た
る
と
失
敗
で
す
。
一

方
の
お
は
じ
き
に
当
ら
な
く
て
も
当
然
失
敗
で
す
。
失
敗
す

る
ま
で
続
け
ま
す
。 

※
最
後
に
お
は
じ
き
が
二
個
残
っ
た
時
に
、
こ
の
歌
が
歌
わ
れ

ま
す
。
残
っ
た
二
個
の
お
は
じ
き
の
間
に
指
で
線
を
引
き
、

も
う
一
方
の
お
は
じ
き
を
目
指
し
て
は
ね
て
当
て
ま
す
。
そ

れ
を
十
回
繰
り
返
し
て
、
最
後
ま
で
で
き
る
と
、
そ
の
二
個

の
お
は
じ
き
が
手
に
入
り
ま
す
。 

 

《
縄
跳
び
（
複
数
で
行
う
）》 

１
４
．「
お
お
な
み 

こ
な
み
」 

大
波
（
お
お
な
み
） 

小
波
（
こ
な
み
） 

ぐ
る
っ
と
回
し

て 

猫
の
目 

※
二
人
で
長
い
縄
の
両
端
を
持
っ
て
離
れ
て
か
ら
、
「
大
波
小

波
」
で
は
左
右
に
振
り
、
「
ぐ
る
っ
と
回
し
て
」
で
は
、
大

き
く
回
す
。
跳
ぶ
人
は
一
人
で
、
大
波
で
入
り
ま
す
。 

※
最
後
の
「
目
」
の
と
こ
ろ
で
縄
を
ま
た
い
だ
状
態
に
し
て
縄

の
動
き
を
止
め
ま
す
。 

 
１
５
．「
ゆ
う
び
ん
や
さ
ん 

い
ま
な
ん
じ
」 

郵
便
屋
さ
ん 

今
何
時 

も
う 
か
れ
こ
れ 

十
二
時
だ 

え
っ
さ
か 
も
っ
さ
か 

ゲ
ー
ロ
ゲ
ロ 

※
こ
れ
も
同
様
に
、
二
人
が
縄
を
持
っ
て
、
一
人
が
跳
び
ま
す
。

二
人
は
縄
を
回
す
だ
け
で
す
。 

※
最
後
の
「
ゲ
ロ
」
の
と
こ
ろ
で
縄
を
ま
た
い
だ
状
態
に
し
て

縄
の
動
き
を
止
め
ま
す
。 

 

１
６
．「
ゆ
う
び
ん
や
さ
ん 

お
と
し
も
の
」 

郵
便
屋
さ
ん 

落
し
物 

拾
っ
て
下
さ
い 

一
枚 

二
枚 

三
枚 
・
・
・
□
枚 

※
二
人
が
縄
を
持
ち
一
人
が
跳
び
な
が
ら
落
し
物
を
拾
う
ふ

り
を
し
て
土
に
手
を
つ
き
な
が
ら
行
う
縄
跳
び
で
す
。 

※
跳
ぶ
前
に
、
土
に
手
を
付
け
る
回
数
を
決
め
ま
す
。 

跳
び
始
め
た
ら
、
そ
の
回
数
ま
で
跳
び
、
達
成
す
る
と
縄
か

ら
外
に
出
ま
す
。
同
時
に
次
に
待
っ
て
い
る
人
が
縄
に
入
り
、

同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
ま
す
。 

 

１
７
．「
お
じ
ょ
う
さ
ん 

お
は
い
ん
な
さ
い
」 

お
嬢
さ
ん 

お
入
ん
な
さ
い 

ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン
よ 

ア
イ
コ
で
シ
ョ 

勝
っ
た
ら 

さ
っ
さ
と 

お
逃
げ
な
さ
い 

※
最
初
は
一
人
が
跳
ん
で
い
ま
す
。 

※
「
お
入
ん
な
さ
い
」
で
待
っ
て
い
る
も
う
一
人
が
縄
に
入
り
、

跳
び
な
が
ら
相
手
と
ジ
ャ
ン
ケ
ン
を
し
ま
す
。 

※
勝
っ
た
ら
縄
か
ら
出
ま
す
。
勝
つ
ま
で
は
縄
か
ら
出
ら
れ
ま

せ
ん
。
負
け
続
け
る
と
、
い
つ
ま
で
も
跳
ん
で
い
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。 



4 

 

１
８
．「
げ
っ
く
り 

か
っ
く
り
」 

げ
っ
く
り 

か
っ
く
り 

水
曜
日 

も
っ
く
り 

き
ん
床 

ど
っ
こ
い
し
ょ 

日
曜
～
日 

山
と
せ 
そ
よ
ふ
け
ば 

山
の
神
様 

三
大
師 

ピ
ー
ヒ
ョ
ロ 
ピ
ー
ヒ
ョ
ロ 

三
大
師 

そ
～
れ 

そ
～
れ 
入
れ 

入
れ 

出
ろ 

出
ろ 

 

《
人
の
輪
を
作
っ
て
の
遊
び
（
鬼
が
中
央
に
い
る
）》 

１
９
．「
か
ご
め 

か
ご
め
」 

か
ご
め 

か
ご
め 

籠
の
中
の
鳥
は 

い
つ 

い
つ 

出で

や
る 

 

夜
明
け
の
晩
に 

鶴
と
亀
と
す
べ
っ
た 

後
ろ
の
正
面 

だ
～
れ 

※
野
田
市
が
発
祥
の
地
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
東
武
野
田
線
の

清
水
公
園
駅
の
前
に
「
か
ご
め
の
唄
の
碑
」
が
建
っ
て
い
ま

す
。 

※
鬼
が
両
手
で
目
を
隠
し
て
中
央
に
座
り
、
そ
の
周
囲
を
他
の

子
ど
も
た
ち
が
手
を
つ
な
ぎ
、
輪
に
な
っ
て
歌
を
歌
い
な
が

ら
廻
り
ま
す
。
歌
が
終
わ
る
と
一
斉
に
座
り
ま
す
。
そ
の
時
、

鬼
は
自
分
の
真
後
ろ
に
い
る
人
を
当
て
ま
す
。 

※
「
か
ご
め
」
と
は
、
籠
目
、
つ
ま
り
竹
で
編
ま
れ
た
籠
の
編

み
目
を
表
す
と
か
、「
囲
め
」
が
な
ま
っ
た
も
の
と
か
、「
屈

め
」
が
な
ま
っ
た
も
の
な
ど
の
説
が
あ
り
ま
す
。 

 

２
０
．「
坊
さ
ん 

坊
さ
ん
」 

（
輪
の
人
た
ち
）
坊
さ
ん 

坊
さ
ん 

ど
こ
行
く
の 

（
鬼
） 

 
 
 

私
は
田
ん
ぼ
に 

稲
刈
り
に 

（
輪
の
人
た
ち
）
私
も
一
緒
に 

連
れ
し
ゃ
ん
せ 

（
鬼
） 

 
 
 

お
前
が
来
る
と 

邪
魔
に
な
る 

（
輪
の
人
た
ち
）
な
ん
だ 

こ
の
く
そ
坊
为 

 

後
ろ
の
正
面 

だ
～
れ 

 

※
大
沢
町
で
は
、
「
か
ご
め 

か
ご
め
」
の
遊
び
方
と
全
く
同

じ
で
、
鬼
が
両
手
で
目
を
隠
し
て
中
央
に
座
り
、
そ
の
周
囲

を
他
の
子
ど
も
た
ち
が
手
を
つ
な
ぎ
、
輪
に
な
っ
て
歌
を
歌

い
な
が
ら
廻
り
ま
す
。 

※
歌
が
終
わ
る
と
一
斉
に
座
り
ま
す
。
そ
の
時
、
鬼
は
自
分
の

真
後
ろ
に
い
る
人
を
当
て
ま
す
。 

※
他
の
地
域
で
の
「
坊
さ
ん 

坊
さ
ん
」
の
遊
び
方
を
調
べ
ま

す
と
、
「
な
ん
だ 

こ
の
く
そ
坊
为
」
の
表
現
は
多
少
違
っ

て
い
て
（
例
え
ば
「
こ
の
カ
ン
カ
ン
坊
为
く
そ
坊
为
」
と
い

う
よ
う
に
）
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
た
そ
う
で

す
。 

「
く
そ
坊
为
」
の
と
こ
ろ
で
、
輪
の
子
は
つ
な
い
で
い
た
手

を
は
な
し
、
鬼
の
頭
を
つ
つ
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
後
ろ
の

正
面
だ
～
れ
」
で
止
ま
り
ま
す
。
鬼
は
目
隠
し
の
ま
ま
自
分

の
後
ろ
に
い
る
人
の
体
を
触
っ
て
名
前
を
当
て
ま
す
。
当
て

ら
れ
た
人
が
次
は
鬼
に
な
り
ま
す
。 

 

大
沢
町
で
は
、
「
小
豆
た
っ
た
」
で
行
な
い
ま
し
た
。 

 

２
１
．「
小
豆
た
っ
た 

煮
え
立
っ
た
」 

（
輪
の
人
た
ち
） 

小
豆
た
っ
た 

煮
い
立
っ
た 

 

煮
い
た
か
ど
う
だ
か 

食
っ
て
み
よ 

（
輪
の
人
た
ち
が
鬼
の
そ
ば
に
寄
る
） 

ま
だ
煮
え
な
い 

コ
ー
リ
コ
リ
（
後
ろ
に
下
が
る
） 

も
う
煮
い
た
か
な
（
鬼
の
そ
ば
に
寄
る
） 

ま
だ
煮
え
な
い 

コ
ー
リ
コ
リ
（
後
ろ
に
下
が
る
） 

（
以
上
を
輪
の
人
た
ち
は
何
回
か
繰
り
返
す
） 

 

（
輪
の
人
た
ち
が
）「
も
う
煮
い
た
か
な
」 

（
鬼
が
）
「
煮
え
た
」 

（
と
言
う
と
、
輪
の
人
た
ち
は
鬼
か
ら
逃
げ
る
） 

※
「
煮
い
た
か
ど
う
だ
か
食
っ
て
み
よ
」
で
、
真
ん
中
に
い
る

鬼
の
そ
ば
に
寄
っ
て
い
き
ま
す
。 

「
も
う
煮
い
た
か
な
」
で
、
鬼
の
人
の
頭
を
突
い
た
り
、
髪

の
毛
を
く
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
し
ま
す
。 

※
鬼
が
「
煮
え
た
」
と
言
っ
た
ら
、
皆
、
蜘
蛛
の
子
を
散
ら
す

よ
う
に
逃
げ
ま
す
。
鬼
に
捕
ま
っ
た
人
が
鬼
に
な
り
ま
す
。 

 

《
人
の
輪
を
作
っ
て
の
遊
び
（
ト
ン
ネ
ル
く
ぐ
り
）》 

２
２
．「
通
り
ゃ
ん
せ
」 

Ａ
Ｂ 

通
り
ゃ
ん
せ 

通
り
ゃ
ん
せ 

Ａ 
 

こ
こ
は 

ど
～
こ
の
細
道
じ
ゃ 

Ｂ 
 

天
神
様
の
細
道
じ
ゃ 

Ａ 
 

ち
ょ
っ
と
通
し
て
く
だ
し
ゃ
ん
せ 

Ｂ 
 

ご
用
の
な
い
者 

通
し
ゃ
せ
ぬ 

Ａ 
 

こ
の
子
の
七
つ
の 

お
祝
い
に 

お
札
（
ふ
だ
）
を
お
さ
め
に 

参
り
ま
す 

Ａ
Ｂ 

行
き
は
よ
い
よ
い 

帰
り
は
怖
い 

怖
い
な
が
ら
も 

通
り
ゃ
ん
せ 

通
り
ゃ
ん
せ 

※
Ａ
Ｂ
二
人
が
向
か
い
あ
っ
て
両
手
を
斜
め
上
方
に
だ
し
て

ト
ン
ネ
ル
を
作
り
、
そ
の
他
の
人
は
電
車
遊
び
の
よ
う
な
体

制
に
な
っ
て
一
列
に
つ
な
が
り
、
そ
の
ト
ン
ネ
ル
の
中
を
く

ぐ
っ
て
走
り
な
が
ら
進
み
ま
す
。
最
後
の
歌
の
「
怖
い
な
が

ら
も 

通
り
ゃ
ん
せ 

通
り
ゃ
ん
せ
」
は
ゆ
っ
く
り
歌
い
ま

す
。
「
通
り
ゃ
ん
せ 

通
り
ゃ
ん
せ
」
で
、
両
手
で
作
っ
た

ト
ン
ネ
ル
を
下
方
に
降
ろ
し
ま
す
。
そ
の
時
に
ト
ン
ネ
ル
の

中
に
入
っ
て
捕
ま
っ
た
者
が
、
ト
ン
ネ
ル
の
役
に
回
り
ま
す
。 
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《
二
組
に
分
か
れ
て
列
を
作
っ
て
の
遊
び
》 

２
３ ふ

る
さ
と
ま
と
め
て 

花
い
ち
も
ん
め
（
始
ま
り
の
歌
） 

や
れ
や
れ 
や
れ
や
れ 

今
日
（
こ
ん
に
ち
）
は 

隣
の
お
ば
さ
ん 
ち
ょ
っ
と
お
い
で 

鬼
が
恐
く
て
行
か
れ
な
い 

お
釜
か
ぶ
っ
て 

ち
ょ
っ
と
お
い
で 

お
釜
な
い
か
ら
行
か
れ
な
い 

そ
れ
も
そ
う
だ
が 

あ
の
子
が
欲
し
い 

あ
の
子
じ
ゃ 

わ
か
ら
ん 

こ
の
子
が
欲
し
い 

こ
の
子
じ
ゃ 

わ
か
ら
ん 

丸
く
な
っ
て
相
談
だ 

○
○
ち
ゃ
ん
が
欲
し
い
よ 

花
い
ち
も
ん
め 

□
□
ち
ゃ
ん
が
欲
し
い
よ 

花
い
ち
も
ん
め 

（
名
前
が
呼
ば
れ
た
子
が
前
に
出
て
き
て
、 

互
い
に
引
っ
張
り
合
う
） 

勝
っ
て
う
れ
し
い 

花
い
ち
も
ん
め 

負
け
て
く
や
し
い 

花
い
ち
も
ん
め 

※
二
組
に
分
か
れ
て
手
を
つ
な
い
で
横
一
列
に
な
り
、
横
一
列

に
な
っ
た
二
組
が
向
か
い
合
い
ま
す
。 

※
互
い
に
問
い
か
け
る
た
び
に
前
進
（
相
手
側
は
そ
の
時
は
後

進
）
を
繰
り
返
し
、
前
進
の
た
び
に
片
足
を
蹴
り
上
げ
ま
す
。 

※
「
欲
し
い
よ
」
と
指
名
さ
れ
た
双
方
の
二
人
が
前
に
出
て
、

手
を
握
っ
て
引
っ
張
り
合
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
引
っ
張
ら
れ
て
、
一
方
の
仲
間
に
入
り
ま
す
。 

そ
の
時
、
一
方
の
仲
間
は
勝
ち
、
「
勝
っ
て
う
れ
し
い 

花

い
ち
も
ん
め
」
と
前
進
し
な
が
ら
歌
い
、
「
も
ん
め
」
で
蹴

り
上
げ
ま
す
。 

負
け
た
方
の
仲
間
は
、
「
負
け
て
く
や
し
い 

花
い
ち
も
ん

め
」
と
前
進
し
な
が
ら
歌
い
、
蹴
り
上
げ
ま
す
。 

※
「
い
ち
も
ん
め
」
と
は
、
重
さ
の
こ
と
で
「
一
匁
」
の
こ
と

で
す
。 

 

《
子
守
歌
》 

２
４
．「
ね
ん
ね
ん
よ
う 

お
こ
ろ
り
よ
」 

ね
ん
ね
ん
よ
う 

お
こ
ろ
り
よ 

坊
や
は
良
い
子
だ 

ね
ん
ね
し
な 

坊
や
の
子
守
は 

ど
こ
へ
行
っ
た 

あ
の
山
越
え
て 

里
へ
行
っ
た 

里
の
み
や
げ
に 

何
も
ろ
た 

で
ん
で
ん
太
鼓
（
だ
い
こ
）
に 

笙
（
し
ょ
う
）
の
笛 

※
子
供
を
負
ん
ぶ
し
な
が
ら
歌
っ
た 

《
尻
取
り
歌
》 

２
５
．「
い
ろ
は
に 

金
平
糖
（
こ
ん
ぺ
い
と
う
）」 

い
ろ
は
に
金
平
糖 

 
 
 
 

金
平
糖
は
甘
い 

甘
い
は
砂
糖 

 
 
 
 
 
 

砂
糖
は
白
い 

白
い
は
兎 

 
 
 
 
 
 
 

兎
は
跳
ね
る 

跳
ね
る
は
蚤 

 
 
 
 
 
 

蚤
は
赤
い 

赤
い
は
ル
ビ
ー 

 
 
 
 
 

ル
ビ
ー
は
高
い 

高
い
は
十
二
階 

 
 
 
 
 

十
二
階
は
恐
い 

恐
い
は
お
化
け 

 
 
 
 
 

お
化
け
は
消
え
る 

消
え
る
は
電
気 

 
 
 
 
 

電
気
は
光
る 

光
る
は
親
父
（
お
や
じ
）
の
は
げ
頭 

※
十
二
階
と
は
、
大
正
時
代
の
浅
草
に
あ
っ
た
十
二
階
を
さ
し

ま
す
。 

※
以
上
の
他
に
も
次
の
よ
う
な
尻
取
り
歌
も
あ
り
ま
し
た
。 

い
ろ
は
に 

金
平
糖 

 
 
 

金
平
糖
は
甘
い 

甘
い
は
砂
糖 

 
 
 
 
 
 

砂
糖
は
白
い 

白
い
は
兎 

 
 
 
 
 
 
 

兎
は
跳
ね
る 

跳
ね
る
は
蚤 

 
 
 
 
 
 

蚤
は
赤
い 

赤
い
は
ホ
オ
ズ
キ 

 
 
 
 

ホ
オ
ズ
キ
は
な
る 

な
る
は
お
な
ら 

 
 
 
 
 

お
な
ら
は
く
さ
い 

く
さ
い
は
う
ん
こ 

※
あ
る
い
は
、
次
の
例
も
あ
り
ま
し
た
。 

い
ろ
は
に 

金
平
糖 
 
 
 

金
平
糖
は
甘
い 

甘
い
は
砂
糖 

 
 
 
 
 
 

砂
糖
は
白
い 

白
い
は
雪 

 
 
 
 
 
 
 

雪
は
冷
た
い 

冷
た
い
は
氷 

 
 
 
 
 
 

氷
は
と
け
る 

と
け
る
は
ロ
ウ
ソ
ク 

 
 
 

ロ
ウ
ソ
ク
は
光
る 

光
る
は
親
父
の
は
げ
頭 

 《
手
合
わ
せ
歌
》 

２
６
．「
一い

っ

か
け
二
か
け
て 

三
か
け
て
」 

一い
っ

か
け
二
か
け
て 

三
か
け
て 

四し

か
け
て
五
か
け
て 

橋
を
か
け 

橋
の
欄
干 

手
を
腰
に 

は
る
か
向
こ
う
を 

眺
む
れ
ば 

十
七
、
八
の 

姉
さ
ん
が 

花
と
線
香
を 

手
に
持
っ
て 

姉
さ
ん 

姉
さ
ん 

ど
こ
行
く
の 

わ
た
し
は
九
州 

鹿
児
島
の 

西
郷
隆
盛 

娘
で
す 

切
腹
な
さ
れ
た 

父
上
の 

お
墓
参
り
に 

参
り
ま
す 

お
墓
の
前
で 

手
を
合
わ
せ 

南
無
阿
弥
陀
仏
と 

拝
み
ま
す 



6 

 

拝
ん
だ
あ
と
か
ら 

幽
霊
が 

ふ
～
わ
り 

ふ
わ
り
と 

ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン 

※
一
つ
一
つ
動
作
が
と
も
な
っ
て
歌
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

《
指
遊
び
（
室
内
）》 

２
７
．「
ず
い
ず
い 

ず
っ
こ
ろ
ば
し
」 

ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば
し 
ご
ま
み
そ
ず
い 

茶
壷
に
追
わ
れ
て 

ど
っ
ぴ
ん
し
ゃ
ん 

抜
け
た
ら 

ど
ん
ど
こ
し
ょ 

俵
の
鼠
が 

米
食
っ
て
チ
ュ
ウ 

チ
ュ
ウ 

チ
ュ
ウ 

チ
ュ
ウ 

お
と
っ
つ
ぁ
ん
が
呼
ん
で
も
お
っ
か
さ
ん
が
呼
ん
で
も 

行
（
ゆ
）
き
っ
こ
な
し
よ 

井
戸
の
周
り
で 

お
茶
碗
欠
い
た
の 

だ
～
れ 

※
片
手
を
筒
の
よ
う
に
し
て
、
も
う
一
方
の
片
手
の
人
差
し
指

で
、
隣
の
人
の
筒
の
中
に
入
れ
る
動
作
を
繰
り
返
す
遊
び
で

す
。 

※
「
お
茶
壷
道
中
」
に
関
わ
る
歌
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
江

戸
時
代
、
将
軍
家
に
献
上
す
る
新
茶
を
詰
め
た
茶
壷
を
運
ぶ

行
列
が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
大
名
行
列
同
様
に
住
民
は
土
下

座
を
し
た
と
い
い
ま
す
。 

こ
の
説
に
よ
る
と
、
「
胡
麻
味
噌
を
磨
っ
て
い
る
と
、
お
茶

壷
道
中
が
や
っ
て
き
て
、
子
ど
も
た
ち
を
家
の
中
に
追
い
や

ら
れ
、
戸
を
ピ
シ
ャ
リ
と
閉
め
ら
れ
て
、
家
の
中
で
息
を
潜

め
て
じ
っ
と
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
、
米
を
か
じ
る
ネ
ズ
ミ

の
鳴
き
声
や
、
井
戸
端
で
茶
碗
が
割
れ
る
音
ま
で
聞
こ
え
て

く
る
。
お
茶
壷
道
中
が
通
り
過
ぎ
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
解

放
さ
れ
る
。
」
と
い
う
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。 

 

２
８
．「
子
供
と
子
供
と
け
ん
か
し
て
」 

子
供
と
子
供
と 

喧
嘩
し
て 

薬
屋
さ
ん
が 

止
め
た
け
ど 

な
か
な
か 

な
か
な
か 

止
ま
ん
ね
～ 

人
様 

笑
う 

親
た
ち
ゃ 

怒
（
お
こ
）
る 

※
両
手
を
合
わ
せ
て
行
う
指
遊
び
で
す
。 

寒
い
時
に
火
鉢
に
あ
た
っ
て
行
う
こ
と
が
多
い
で
す
。 

 

《
指
遊
び
（
室
内
及
び
室
外
）》 

２
９
．「
ひ
ら
い
た 

ひ
ら
い
た
」 

開
い
た 

開
い
た 

何な
ん

の
花 

開
い
た 

蓮
華
の
花 

開
い
た 

開
い
た
と 

思
っ
た
ら 

い
つ
の
間
に
か 

つ
～
ぼ
ん
だ 

※
頭
の
上
で
、
両
手
で
花
び
ら
の
形
を
作
り
、
開
い
た
り
、
つ

ぼ
ん
だ
り
の
動
作
を
し
て
歌
い
ま
し
た
。 

 

３
０
．「
こ
と
し
の 

ぼ
た
ん
」 

今
年
の
牡
丹
は 

よ
い
牡
丹 

お
耳
を
か
ら
げ
て 

ス
ッ
ポ
ン
ポ
ン 

も
一
つ
か
ら
げ
て 

ス
ッ
ポ
ン
ポ
ン 

※
「
お
耳
を
か
ら
げ
て 

ス
ッ
ポ
ン
ポ
ン
」
で
は
、
両
方
の
人

差
し
指
で
両
方
の
耳
の
周
り
を
ぐ
る
ぐ
る
回
し
て
、
「
ス
ッ

ポ
ン
ポ
ン
」
で
両
手
を
叩
い
て
払
う
動
作
を
し
、「
も
一
つ
」

で
は
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。 

「
指
き
り 

げ
ん
ま
ん
」 

指
切
り 

げ
ん
ま
ん 

 
ウ
ソ
つ
い
た
ら 

針
千
本 

飲
～
ま
す 

 

指
切
っ
た 

 

《
相
手
の
腕
を
使
っ
た
手
遊
び
》 

３
１
．「
お
な
べ
ふ
」 

お
な
べ
ふ 

お
な
べ
ふ 
お
な
べ
ふ
（
こ
れ
を
繰
り
返
す
） 

※
「
お
な
べ
ふ
」
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
相
手
の
手
首
か
ら
、

両
手
で
交
互
に
つ
か
み
、
肘
ま
で
進
み
ま
す
。 

 

相
手
の
腕
の
内
側
面
を
使
い
ま
す
。 

 

最
後
の
終
了
場
所
で
、「
お
」
に
な
っ
た
ら
「
親
孝
行
」、「
な
」

な
ら
「
な
ま
け
も
の
」、「
べ
」
な
ら
「
勉
強
家
」、「
ふ
」
な

ら
「
不
良
」
と
大
き
な
声
で
言
い
ま
す
。 

 

３
２
．「
東
京
都
、
日
本
橋
」 

東
京
都
（
相
手
の
腕
に
人
差
し
指
で
線
を
引
く
） 

日
本
橋
（
二
本
の
指
で
ひ
っ
か
く
） 

蛎
殻
町
（
全
部
の
指
で
ひ
っ
か
く
） 

豚
や
の
（
平
手
で
ぶ
つ
） 

お
つ
ね
さ
ん
（
片
手
で
つ
ね
る
） 

 

《
か
く
れ
ん
ぼ
》 

３
３
．「
か
く
れ
ん
ぼ
す
る
も
の 

よ
っ
と
い
で
」 

か
く
れ
ん
ぼ
す
る
者 

寄
っ
と
い
で 

ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン
よ 

あ
い
こ
で
し
ょ 
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も
う
い
い
か
い 

ま
～
だ
だ
よ 

も
う
い
い
か
い 

ま
～
だ
だ
よ 

（
何
度
か
繰
り
返
す
） 

も
～
い
～
か
い 

も
～
い
～
よ
～ 

※
「
あ
い
こ
で
し
ょ
」
で
負
け
た
人
が
鬼
に
な
り
ま
す
。 

鬼
は
両
手
で
両
目
を
ふ
さ
い
で
「
も
う
い
い
か
い
」
を
言
い

始
め
ま
す
。 

「
も
～
い
～
よ
～
」
で
、
鬼
は
探
し
に
行
き
ま
す
。 

《
ジ
ャ
ン
ケ
ン
》 

３
４
．「
ジ
ャ
ン
ケ
ン 

ポ
ン
」 

 

ジ
ャ
ン
ケ
ン 

ポ
ン 

※
あ
い
こ
に
な
っ
た
ら
、「
あ
い
こ
で
し
ょ
」
と
言
い
ま
す
。 

※
「
グ
ー
」
で
勝
っ
た
場
合
は
、「
グ
・
リ
・
コ
」
、「
チ
ョ
キ
」

は
「
チ
・
ヨ
・
コ
・
レ
・
エ
・
ト
」
、「
パ
ー
」
は
「
パ
・
イ
・

ナ
・
ツ
・
プ
・
ル
」
と
、
勝
っ
た
人
が
言
い
な
が
ら
、
大
股

で
グ
ー
は
三
歩
、
チ
ョ
キ
は
六
歩
、
パ
ー
は
六
歩
、
前
に
進

み
ま
す
。 

 

３
５
．「
ア
イ
ケ
ン 

チ
」 

ア
イ
ケ
ン 

チ 

※
「
ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン
」
の
こ
と
を
、
私
が
子
供
の
頃
は
「
ア

イ
ケ
ン 

チ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

《
押
し
く
ら 

ま
ん
じ
ゅ
う
》 

３
６
．「
お
し
く
ら 

ま
ん
じ
ゅ
う
」 

 

押
し
く
ら 

ま
ん
じ
ゅ
う 

押
さ
れ
て 

泣
く
な 

※
寒
い
時
に
、
体
を
暖
め
る
た
め
に
何
人
か
が
集
ま
っ
て
行
な

い
ま
す
。 

丸
く
な
っ
て
背
中
を
中
央
に
向
け
て
押
し
合
い
ま
す
。 

 

《
そ
の
他
の
歌
遊
び
》 

３
７
．「
お
月
さ
ま 

い
く
つ
」 

お
月
さ
ま 

い
く
つ 

十
三 

七
つ 

ま
だ
年
（
と
し
）
は
若
い
よ 

こ
の
子
を
産
ん
で 

だ
～
れ
に
抱
か
し
ょ 

お
万
に
抱
か
し
ょ 

 

お
万
は
ど
こ
行
っ
た 

あ
の
山
越
え
て 

油
買
い 

茶
買
い
に 

油
屋
の
前
で 

す
べ
っ
て 

こ
ろ
ん
で 

油
一
升 

こ
ぼ
し
た 

※
お
月
様
が
出
て
い
る
時
に
歌
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。 

※
子
守
を
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
歌
い
ま
す
。
私
も
祖
母
の
背

中
で
聞
い
て
覚
え
ま
し
た
。 

 

３
８
．「
う
さ
ぎ 

う
さ
ぎ
」 

（
月
を
見
な
が
ら
） 

う
さ
ぎ 

う
さ
ぎ 

何
見
て
跳
ね
る 

十
五
夜
お
月
さ
ん 

見
て
跳
～
ね 

 ３
９
．「
一
つ
二
つ
の
赤
ち
ゃ
ん
」 

一
つ
二
つ
の
赤
ち
ゃ
ん
が 

三
つ 

み
か
ん
を 

食
べ
す
ぎ
て 

四
つ 

夜
中
に 

腹
（
は
ら
）
こ
わ
し 

五
つ 

い
つ
も
の 

お
医
者
さ
ん 

六
つ 

向
こ
う
の 

看
護
婦
さ
ん 

七
つ 

泣
い
て
も 

間
に
合
わ
な
い 

八
つ 

や
っ
ぱ
り 

間
に
合
わ
な
い 

九
つ 

こ
こ
で 

 

お
弔
い
（
お
と
も
ら
い
） 

十
で 
と
う
と
う 

死
ん
じ
ゃ
っ
た 

※
母
か
ら
聞
い
て
覚
え
た
歌
で
、
家
で
一
人
の
時
に
、
特
に
ミ

カ
ン
を
食
べ
る
と
き
に
よ
く
歌
い
ま
し
た
。 

 

４
０
．「
盆
、
盆
、
盆
が
来
た
」 

盆 

盆 

盆
が
来
た 

あ
し
た
の
晩
か
ら 

寝
ら
ん
ね
え 

※
月
遅
れ
の
八
月
の
お
盆
の
為
に
買
っ
て
も
ら
っ
た
赤
い
提

灯
が
う
れ
し
く
て
、
お
盆
の
夜
に
浴
衣
を
着
た
数
人
の
女
の

子
で
、
提
灯
の
中
の
小
さ
い
ロ
ウ
ソ
ク
に
火
を
付
け
て
大
沢

の
町
の
路
地
を
歌
い
な
が
ら
歩
き
ま
し
た
。 

 

４
１
．「
お
お
さ
む 

こ
さ
む
」 

お
お
さ
む 

こ
さ
む 

山
か
ら
小
僧
が 

泣
い
て
き
た 

何
て
言
っ
て 

泣
い
て
き
た 

寒
い
と
言
っ
て 

泣
い
て
き
た 

※
寒
い
時
に
、
両
腕
を
縮
め
て
歌
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

４
２
．「
ほ
っ 

ほ
っ 

ホ
タ
ル
来
い
」 

ほ
っ 

ほ
っ 

ホ
タ
ル
来
い 

こ
っ
ち
の
水
は 

甘
い
ぞ 

あ
っ
ち
の
水
は 

苦
い
ぞ 

ほ
っ 

ほ
っ 

ホ
タ
ル
来
い 

※
水
が
入
っ
て
い
る
頃
の
田
ん
ぼ
で
、
ホ
タ
ル
を
見
な
が
ら
、

歌
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 
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４
３
・「
て
る
て
る
坊
为
」 

照
る
照
る
坊
为 

照
る
坊
为 

明
日 
天
気
に 

し
て
お
く
れ 

 ４
４
．
ご
ん
べ
え
さ
ん
の
赤
ち
ゃ
ん 

権
兵
衛
さ
ん
の
赤
ち
ゃ
ん 

風
邪
引
い
た 

（
こ
れ
を
三
回
ほ
ど
繰
り
返
す
） 

そ
れ
で 

慌
て
て 

湿
布
し
た 

 

４
５
．「
朝
だ 

四
時
半
だ
」 

朝
だ 

四
時
半
だ 

弁
当
箱
提
げ
て 

出
て
行
く
お
や
じ
の 

姿
を
見
れ
ば 

上
は
ボ
ロ
ボ
ロ 

下
も
ボ
ロ
ボ
ロ 

 

う
ち
の
親
父
は 

土
方
の
大
将 

一
日
（
い
ち
に
ち
）
五
銭
の 

安
月
給 

※
戦
時
中
に
大
沢
で
は
や
っ
た
歌
で
す
。 

 

４
６
．「
か
ら
す
が
鳴
く
か
ら 

帰
ろ
う
」 

 

カ
ラ
ス
が 

鳴
く
か
ら 

帰
ろ
う 

※
別
れ
る
と
き
に
「
ア
バ
ナ 

ま
た
あ
し
た
」
な
ど
と
言
っ
た
。

戦
後
は
、「
バ
イ
バ
イ
」
と
な
り
ま
す 

※
遊
び
に
飽
き
て
遊
び
を
止
め
る
と
き
、
「
ア
バ
に
す
る
」
と

言
い
ま
し
た
。 

 

４
７
．「
ど
れ
に 

し
よ
う
か
な
」 

 

ど
れ
に 

し
よ
～
か
な 

神
様
の
言
う
と
お
り 

 

ど
れ
に 

し
よ
～
か
な 

天
神
様
の
言
う
と
お
り 

※
た
く
さ
ん
あ
る
物
の
中
か
ら
一
つ
を
選
ぶ
時
の
歌
で
す
。 

 

４
８
．「
上
が
り
目 

下
が
り
目
」 

上
が
り
目 

下
が
り
目 

ぐ
る
っ
と
回
し
て 

猫
の
目 

※
赤
ち
ゃ
ん
を
あ
や
す
時
に
動
作
を
と
も
な
い
な
が
ら
歌
い

ま
し
た
。 

 

４
９
．「
こ
の
指 

と
ま
れ
」 

○
○
す
る
者 

こ
の
指 

と
～
ま
れ 

※
遊
び
仲
間
を
集
め
る
と
き
に
、
人
差
し
指
を
出
し
て
言
い
ま

す
。 

 ５
０
．「
そ
う
だ
村
の
村
長
さ
ん
」 

そ
う
だ 

そ
う
だ 

 

そ
う
だ
村
の
村
長
が 

死
ん
だ
そ
う
だ 

ソ
ー
ダ
飲
ん
で 

死
ん
だ
そ
う
だ 

葬
式
饅
頭 

で
っ
か
い
そ
う
だ 

※
相
手
が
「
そ
う
だ
」
と
い
う
言
葉
が
出
た
時
に
歌
わ
れ
ま
す
。 

５
１
．「
だ
る
ま
さ
ん 

こ
ろ
ん
だ
」 

だ
る
ま
さ
ん 

こ
ろ
ん
だ 

※
鬼
が
「
だ
る
ま
さ
ん 

こ
ろ
ん
だ
」
と
言
っ
て
後
ろ
を
振
り

返
り
、
動
い
て
い
る
子
を
見
つ
け
ま
す
。
見
つ
か
っ
た
子
は
捕

虜
に
な
り
ま
す
。
一
方
で
、
全
員
鬼
の
そ
ば
に
少
し
ず
つ
近
づ

い
て
い
き
ま
す
。
鬼
の
そ
ば
ま
で
き
て
、
手
を
つ
な
い
で
い
た

捕
虜
に
「
切
っ
た
」
と
言
っ
て
つ
な
い
だ
手
を
切
っ
て
、
捕
虜

も
含
め
て
鬼
か
ら
逃
げ
ま
す
。
鬼
は
捕
ま
え
に
行
き
ま
す
。 

 

《
絵
か
き
歌
》 

５
２
．「
お
っ
と 

た
ま
げ
た 

蛸
入
道
」 

 

み
み
ず
が
三
匹 

は
っ
て
き
て 

玉
子
が
三
つ 

こ
ろ
が
っ
て 

雤
が
ザ
ア
ザ
ア 

降
っ
て
き
て 

あ
ら
れ
が
ポ
ツ
ポ
ツ 

降
っ
て
き
て 

お
っ
と
た
ま
げ
た 

蛸
入
道 

※
こ
れ
は
、
蛸
を
描
き
上
げ
ま
す
。 

 

５
３
．「
へ
の
へ
の 

も
へ
じ
」 

へ
の
へ
の 
も
へ
字 

※
言
い
な
が
ら
顔
を
描
き
上
げ
ま
す
。 

 

５
４
．「
つ
る
に
は 

の
の
虫
」 

つ
・
る
・
ニ
・
ハ 

 

の
・
の
・
ム
・
し 

※
言
い
な
が
ら
顔
を
描
き
上
げ
ま
す
が
、
他
の
地
域
で
は
、「
蔓

に
は
豆
豆
（
丸
丸
）
虫
」
と
す
る
そ
う
で
目
が
○
に 

な
り
ま
す
。 

               

５
５
．
女
の
子
の
全
身
の
絵
書
き 

く
ー
ち
ゃ
ん 

し
ー
ち
ゃ
ん 

リ
ッ
ト
ル 

テ
ー
ち
ゃ
ん
・
・

（
頭
髪
）
・
・
一
銭
貰
っ
て 

パ
ン
買
っ
て 

一
銭
貰
っ
て 

パ
ン
買
っ
て 

三
角
定
規
が
四
銭
で
（
顔
が
出
来
上
が
る
）

縦 

縦 

横 

横 

丸
書
い
て
ち
ょ
ん 

縦 

縦 

横 

横 

丸
書
い
て
ち
ょ
ん
（
両
腕
が
出
来
上
が
る
）・
・（
ス
カ

ー
ト
）
・
・
縦 

縦 

横 

横
丸
書
い
て
ち
ょ
ん 

縦 

縦 

横 

横 

丸
書
い
て
ち
ょ
ん
（
両
脚
が
出
来
て
完
成
） 
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《
相
手
を
攻
撃
す
る
時
の
囃
子
言
葉
》 

 

５
６
．「
馬
鹿 

カ
バ
」 

馬
鹿 
カ
バ 

ま
ぬ
け
（
或
い
は
「
ち
ん
ど
ん
や
」） 

お
前
の
母
さ
ん 

出
臍
（
で
べ
そ
） 

 

５
７
．「
の
ん
気
な
父
さ
ん
」 

の
ん
気
な
父
さ
ん 

毛
が
三
本 

電
車
に
轢
か
れ
て 

ぺ
っ
た
ん
こ 

 

５
８
．「
お
前
の
学
校 

い
い
学
校
」 

お
前
の
学
校 

い
い
学
校 

上
が
っ
て
見
た
ら 

ク
ソ
だ
ら
け 

※
特
に
川
向
こ
う
と
の
喧
嘩
の
時
に
言
い
ま
し
た
。 

 ５
９
．「
み
っ
ち
ゃ
ん 

道
々
」 

み
っ
ち
ゃ
ん 

道
々 

う
ん
こ
し
て 

紙
が
な
い
か
ら 

手
で
拭
い
て 

も
っ
た
い
な
い
か
ら 

な
め
ち
ゃ
っ
た 

 

６
０
．「
し
い
ち
ゃ
ん 

し
が
つ
く
」 

し
い
ち
ゃ
ん 

し
が
つ
く 

 

し
ん
左
衛
門
（
ざ
え
も
ん
） 

し
の
こ
の 

し
ん
三
郎 

し
に
そ
こ
な
っ
て 

し
ん
ち
ょ
こ 

し
ん
ち
ょ
こ 

※
例
え
ば
「
み
っ
ち
ゃ
ん
」
で
す
と
次
の
と
お
り
で
す
。 

み
っ
ち
ゃ
ん 

み
が
つ
く 

 

み
ん
左
衛
門
（
み
ん
ざ
え
も
ん
） 

み
の
こ
の 

み
ん
三
郎 

み
に
そ
こ
な
っ
て 

み
ん
ち
ょ
こ 

み
ん
ち
ょ
こ 

 

６
１
．「
の
ん
気
な
父
さ
ん
」 

の
ん
気
な
父
さ
ん 

毛
が
三
本 

二
階
の
窓
か
ら 

落
っ
こ
っ
て 

あ
い
た
い 

く
い
た
い 

何
食
い
た
い 

天
主
食
い
た
い 

ソ
バ
食
い
た
い 

お
金
が
な
い
か
ら 

よ
し
ち
ゃ
っ
た 

 

６
２
．「
で
ぶ
で
ぶ 

百
貫
で
ぶ
」 

で
ぶ
で
ぶ 

百
貫
で
ぶ 

電
車
に
轢
か
れ
て 

ぺ
っ
ち
ゃ
ん
こ 

 

６
３
．「
か
っ
ち
ゃ
ん 

数
の
子
」 

か
っ
ち
ゃ
ん 

数
の
子 

に
し
ん
の
子 

 

６
４
．「
女
の
中
に
」 

女
の
中
に 

男
が
一
人 

 

６
５
．「
あ
げ
よ
う
か
」 

（
こ
れ
）
あ
げ
よ
う
か 

「
か
」
が
付
く
か
ら 

考
え
よ
う 

「
よ
」
が
つ
く
か
ら 

よ
そ
う 

「
そ
」
が
つ
く
か
ら 

損
だ 

「
だ
」
が
つ
く
か
ら 

ダ
～
メ 

「
め
」
が
つ
く
か
ら 

め
っ
か
ん
こ
う 

「
こ
」
が
つ
く
か
ら 

こ
つ
～
ん 

※
最
後
の
「
こ
つ
～
ん
」
で
は
、
相
手
の
頭
を
げ
ん
こ 

つ
で
、
こ
つ
ん
と
叩
き
ま
す
。 

 

６
６
・「
ド
レ
ミ
っ
ち
ゃ
ん
」 

 

ド
レ
ミ
っ
ち
ゃ
ん 

耳
だ
れ 

目
は
病
（
や
）
ん
目 

 

頭
の
横
丁
に
は 
ハ
ゲ
が
あ
る 

蝿
が
止
ま
っ
て 
ち
ょ
っ
と 

す
べ
る 

何
て 

便
利
な 

ハ
ゲ
で
し
ょ
う 

 

６
７
．「
ろ
く
ぶ
て
」 

Ａ
．
手
袋
の
反
対
は 

Ｂ
．
ろ
く
ぶ
て 

※
言
い
終
わ
る
と
す
ぐ
に
、
Ａ
が
六
回
程
Ｂ
を
た
た
く
。 

 

６
８
．「
誰
か
さ
ん
の
後
ろ
は
蛇
の
姿
」 

 

誰
か
さ
ん
の
後
ろ
は 

蛇
の
す
～
が
た 

 

《
参
考
：「
子
供
遊
」
の
紹
介
》 

越
ケ
谷
地
区
の
子
供
遊
び
に
関
し
て
は
、
越
谷
市 

郷
土
研
究
会
理
事
の
故
・
山
崎
善
司
氏
が
平
成
四
年
七

月
発
行
の
「
越
谷
言
葉 

方
言
と
訛
集 

改
補
編
」
の

中
で
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

今
と
な
っ
て
は
貴
重
な
資
料
で
す
。 

 

作
成
完
了
日 

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
六
日 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

篠
原
陸
郎 

  

弥
次
さ
ん
・
喜
多
さ
ん
の
「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
か
ら
文
政

五
年
（
一
八
二
二
）
ま
で
十
辺
舎
一
九
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
し
て
続
編
に
続
編
を
重
ね
、
識
字
率
の
高
い
当
時
の
庶

民
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
。 

十
辺
舎
一
九
（
一
七
六
五
～
一
八
三
一
）
は
、
駿
河
国
の
町
奉
行
同
心
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
武
士
に
見
切

り
を
つ
け
江
戸
に
出
て
、
度
々
の
東
海
道
往
復
で
蓄
積
し
た
資
料
を
も
と
に
書
上
げ
た
「
膝
栗
毛
」
の
大
ヒ
ッ
ト
に

よ
り
式
亭
三
馬
と
と
も
に
滑
稽
本
の
二
大
戯
作
者
と
称
さ
れ
た
。 

弥
次
（
郎
兵
衛
）
さ
ん
喜
多
（
八
）
さ
ん
が
日
光
道
中
越
谷
に
旅
を
し
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。 

嘉
永
二
年
（
一
八
四
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
「
奥
羽
一
覧
道
中
膝
栗
毛
」
に
登
場
す
る
二
人
は
、
越
ケ
谷
の
地
を
洒
落 

の
や
り
と
り
で
飲
ん
だ
り
食
っ
た
り
遊
覧
し
た
り
し
て
通
り
す
ぎ
て
い
る
。 

 

そ
の
場
面
を
十
辺
舎
一
九
全
集
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
刊
０１
・
７
）
よ
り
抜
粋
し
紹
介
し
て
み
る
。 

 
 
 
 
 
  

２
．
越
ケ
谷
宿
を
通
っ
た 

 
 
 
 
 
 

弥
次
さ
ん
喜
多
さ
ん 

 

蒲
生
村
の
饂
飩
蕎
麦
屋
で
大
笑
い 

 
 

 

又
蒲
生
村
で
は
塩
煎
餅
が
売
ら
れ
て
い
た 

 

桃
山
を
遊
覧
し
大
聖
寺
に
お
不
動
さ
ま
を
参
詣 

 

間
久
里
の
名
物
「鰻
」で
一
杯 

 

綾
瀬
川
鯉
の
頭
小
さ
く 

し
て
よ
し
と 

四
神
地
名
録
巻
の
四
に 

見
え
た
り
水
源
は
足
立 

郡
小
針
領
家
村
に
し
て 

元
荒
川
よ
り
な
が
れ 

所
々
の
悪
水
落
合
葛
飾
郡 

隅
田
村
に
て
隅
田
川
に
入
る 

阿
古
屋
松
草
加
宿
を
た
ち 

け
る
日
の
條
に
筑
波
よ
り 

東
に
山
な
し
わ
づ
か
に
岡
の 

ご
と
く
見
ゆ
る
は
鹿
島
の 

山
な
り
ま
た
南
に 

は
な
れ
て
低
く
見
ゆ
る
は 

下
総
の
椎
名
山 

 
 

な
り
と
い
う
云
々 

 

そ
ば
に
居
ぬ 

人
は
二
八
の 

い
も 

 
 

 

つ
な
ぎ 

あ
り
や 

 

な 
 

 

き 
 

 

や
と 

し
の
ぶ 

う
ま
や
路 

大
沢
宿 

桃
山
遊 

覧
の
図 

桃
の 

 
 

 

花 

折
る 

 

手
を 

 
 

入
る 

跡
も な

し 

 

 
 

山
花 

 

山
の
芋 

 
 

う
な
ぎ
と 

 
 
 

 

な
り
し 

 
 
 

例
あ
れ
ば 

 
 

金
の
つ
る
に
ぞ 

 
 
 

ほ
り 

 
 
 

 

あ
て
に 

 
 
 
 
 

け
る 

 

越
ケ
谷
宿
の
内 

大
畑
東
の
方
に
男
体 

女
体
の
二
社
あ
り 

備
後
東
の
方
に
臨
西
寺 

（
林
西
寺
） 

と
い
へ
る
浄
土
宗
の
寺 

 

あ
り
寺
領
廿
五
石 

 

 

か
も
村
、
加
茂
村
と
も
云
っ
て
い
た
蒲
生
村
に
入
っ
た
二

人
達
は
上
図
挿
絵
の
行
燈
の
店
に
入
り
、
う
ん
ど
ん
の
よ

う
な
そ
ば
き
り
を
食
べ
て
い
る
。
行
燈
の
文
字
を
見
て
、

「
う
ん
ど
ん 

そ
ば
き
り 

あ
り
（
有
）
や
な
き
や
（
柳

屋
）」
と
在
原
業
平
の
和
歌
「
・
・
・
・
・
あ
り
（
有
）
や

な
き
（
無
）
や
」
を
か
ら
ま
せ
て
大
笑
い
し
て
い
る
。 

 

又
塩
煎
餅
の
名
物
を
草
加
で
な
く
蒲
生
村
で
食
べ
て
い
る

の
は
興
味
深
い
。
一
枚
八
文
で
か
な
り
大
き
い
も
の
だ
っ

た
ら
し
い
。 

 
 

＊
煎
餅
が
草
加
か
ら
越
谷
に
か
け
て
見
ら
れ
て
い
た
で 

 
 
 

あ
ろ
う
裏
付
け
と
な
る
記
述
で
あ
る
。 

 
 

蒲
生
村
か
ら
弥
次
さ
ん
喜
多
さ
ん
達
は
越
ケ
谷
宿
・
大
沢 

 
 

宿
へ
と
足
を
運
ぶ
。
大
沢
宿
で
は
、
宝
珠
花
に
至
る
迄
の 

 
 

二
里
半
を
「
山
で
は
な
い
け
ど
桃
山
と
い
へ
り
」
と
賞
で 

 
 

て
い
る
。
上
図
挿
絵
の
光
景
は
、
現
在
と
変
わ
ら
な
い
。 

 
 

彼
ら
も
こ
の
中
に
加
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 
 

又
大
相
模
村
で
は
「
相
州
大
山
の
不
動
尊
と
同
時
に
出
来 

 
 

た
大
静
寺
（
大
聖
寺
）
が
あ
る
か
ら
参
詣
し
て
行
か
う
」 

と
す
る
が
、
途
中
洒
落
の
応
酬
で
ケ
ン
カ
？
に
な
り
、
は 

た
し
て
ど
う
な
っ
た
か
。 

 
 

一
行
は
大
沢
宿
を
あ
と
に
、
大
房
・
大
林
・
大
里
・
下
蛤 

 
 

（
し
も
ま
く
り
）・
上
蛤
（
か
み
ま
く
り
）
と
進
む
。
こ
こ 

 
 

ら
の
立
場
（
た
て
ば
＝
休
息
所
）
に
来
る
と
「
鰻
の
名
物 

売
店
が
三
四
軒
あ
り
、
辺
の
沼
を
鰻
沢
と
云
ふ
、
大
枝
村 

近
し
」
と
書
い
て
い
る
。 

一
行
は
「
ち
ゃ
う
ど
時
刻
到
来
で
、
腹
が
す
き
や
河
岸
目 

が
丸
の
内
と
き
た
ア
」
と
一
軒
の
鰻
店
に
入
っ
て
い
く
。 

そ
し
て
「
江
戸
っ
子
だ
ア
な
、
筏
は
ご
め
ん
だ
ヨ
、
ず
ッ 

と
大
き
ひ
の
が
賞
翫
（
し
ょ
う
が
ん
）
だ
ア
」
と
注
文
し 

て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
今
と
同
じ
串
刺
の
蒲
焼
だ
っ 

た
の
だ
ろ
う
。 

 

＊
筏
（
い
か
だ
）
と
は
小
鰻
を
竹
串
で
刺
し
た
蒲
焼 

（
こ
の
あ
と
粕
壁
宿
へ
と
続
く
） 
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３
．
越
谷
の
生
ん
だ
画
家
・
斎
藤
豊
作 

フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ト
ー
と
墓 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

竹
村 

克
男 

 

斎
藤
豊
作
は
、
今
か
ら
百
三
十
年
前
の
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
に
現
・
越
谷
市 

相
模
町
七
丁
目
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
大
相
模
尋
常
小
学
校
、
越
ケ

谷
高
等
小
学
校
を
卒

業
後
、
東
京
美
術
学
校
に
入
学
し
ま
し
た
。
同
級
生
に
、
青
木
繁
、
熊
谷
守
一
、
児
島

虎
次
郎
な
ど
が
い
ま
す
。
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
に
フ
ラ
ン
ス
へ
渡
り
、
有
島

生
馬
ら
と
と
も
に
印
象
主
義
と
点
描
画
法
を
学
び
ま
し
た
。 

 

帰
国
後
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
に
は
二
科
会
の
創
立
に
加
わ
り
、
監
査
委
員
と

な
り
、
第
一
回
展
に
は
、
自
身
も
九
点
を
出
品
し
て
い
ま
す
。
同
年
に
は
、
来
日
中
の

フ
ラ
ン
ス
の
女
流
画
家
カ
ミ
ー
ユ
・
サ
ラ
ン
ソ
ン
と
結
婚
し
ま
し
た
。 

 

大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に
離
日
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
画
家
活
動
を
行
な
う
と
同
時
に
、

友
人
の
小
島
虎
次
郎
が
大
原
孫
三
郎
に
依
頼
さ
れ
て
行
な
っ
て
い
た
西
洋
美
術
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
協
力
し
、
こ
れ
が
倉
敷
大
原
美
術
館
の
基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
に
は
、
サ
ル
ト
ル
県
の
リ
ッ
シ
ュ
・
プ
ラ
ン
ジ
ェ
村
に

シ
ャ
ト
ー
を
購
入
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
に
は
児
島
虎
次
郎
、
岡
鹿
之
助
、
有
島
生
馬
、

梅
原
龍
三
郎
な
ど
が
訪
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
後
、
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ス
侵
攻
、
パ
リ
陥
落
、
連
合
軍
の
勝
利
な
ど
は
斎
藤
家

の
運
命
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
り
、
豊
作
も
逮
捕
、
拘
禁
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
、
豊
作
は
拘
禁
中
に
か
か
っ
た
結
核
の
た
め
、
惜
し
い
か
な
、
釈
放
後
に
、

亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

私
は
同
じ
越
谷
に
住
ん
で
絵
を
描
く
身
と
し
て
、
ぜ
ひ
一
度
、
シ
ャ
ト
ー
と
お
墓
を

訪
ね
て
み
た
い
も
の
だ
と
思
い
立
ち
、
井
山
登
志
夫
氏
の
「
フ
ラ
ン
ス
の
小
さ
な
お
城

に
住
む
」
と
い
う
著
書
も
参
考
に
訪
問
し
ま
し
た
。
今
で
は
人
手
に
渡
っ
て
は
い
ま
す

が
、
豊
作
が
住
ん
で
い
た
こ
ろ
と
大
き
く
は
変
わ
り
な
い
で
あ
ろ
う
、
そ
の
た
た
ず
ま

い
の
中
で
、
彼
の
波
乱
に
富
む
生
涯
を
偲
ん
だ
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。 
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              斎藤豊作夫妻の墓                             斎藤豊作の旧居城 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斎藤豊作の旧居城 水彩  竹村克男・画                  斎藤豊作の旧居城 水彩  竹村克男・画 
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４
．
明
治
に
な
っ
て
越
谷
に
鷹
狩
に
来
た
徳
川
慶
喜 

田
中 

利
昌 

 

徳
川
慶
喜
が
明
治
三
十
三
年
六
月
五
日
か
ら
九
日
ま
で
の
五
日
間
、
越
谷
周
辺
の

鶴
を
捕
り
に
鷹
狩
に
来
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
は
、
江
戸
川
筋
御
猟
場
と
言
わ
れ
て

庶
民
に
と
っ
て
は
禁
猟
区
で
あ
っ
た
。 

越
谷
周
辺
に
鷹
狩
に
来
た
徳
川
慶
喜
一
行
の
主
な
名
前
や
人
数
が
当
時
の
出
羽
村

の
四
丁
野
の
大
野
家
（
現
、
宮
本
町
一
―
一
、
代
々
「
伊
右
衛
門
」
を
名
乗
る
家
柄
）

の
当
時
の
当
主
と
思
わ
れ
る
大
野
伊
右
衛
門
（
現
当
主
で
あ
る
大
野
光
政
氏
に
よ
れ

ば
、
光
政
氏
の
曽
祖
父
だ
と
思
わ
れ
る
）
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
、
そ
の
文
書
が
大
野

家
に
残
っ
て
い
る
。 

徳
川
慶
喜
と
そ
の
家
臣
二
名
、
宮
内
省
関
係
六
名
（
主
猟
局
長
の
山
口
正
定
、
主

猟
官
の
秋
田
虎
雄
、
澤
木
直
行
、
御
鷹
取
締
の
田
中
修
三
、
会
計
官
二
名
）
で
あ
る
。 

大
野
家
に
宿
泊
し
た
人
は
、
そ
の
う
ち
の
徳
川
慶
喜
と
そ
の
家
臣
二
人
の
み
で
あ

る
。
宿
泊
し
た
日
も
、
五
日
と
八
日
の
二
日
間
で
あ
る
。 

徳
川
慶
喜
は
そ
の
謝
礼
と
し
て
、
大
野
家
に
茶
料
と
し
て
の
十
五
円
を
、
使
用
人

に
対
し
て
も
合
計
五
円
を
与
え
て
い
る
。 

他
の
宮
内
省
関
係
者
の
宿
泊
場
所
は
、
こ
こ
大
野
家
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
に
本

陣
を
構
え
て
い
た
大
沢
の
大
松
屋
福
井
家
旧
本
陣
で
あ
る
。 

光
政
氏
の
祖
父
、
大
野
伊
右
衛
門
（
明
治
十
九
年
六
月
二
十
日
生
、
昭
和
四
十
年

に
越
谷
市
郷
土
研
究
会
の
初
代
会
長
と
な
る
）
が
数
え
年
十
四
歳
の
時
で
あ
っ
た
。 
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出
羽
村
四
丁
野
（
現
、
宮
本
町
）
の
大
野
家
の
古
文
書
に
よ
る
徳
川
慶
喜
の
当
家

宿
泊
記
録
二
点
と
、
お
茶
料
の
領
収
証
、
大
野
家
へ
の
宿
泊
の
礼
状
の
解
読
文
を
次

に
紹
介
す
る
。 

 

【
大
野
家
の
宿
泊
記
録
そ
の
一
】 

明
治
三
十
三
年
六
月
五
日
、
宮
内
省
主
猟
局
ニ
テ
、
本
縣
下

ほ
ん
け
ん
か

江
戸
川 

筋 す
じ

、
御
猟
場

ご
り
ょ
う
ば

ニ
於 お

い

テ
、
鶴
ノ
御
鷹
狩

お
た
か
が
り

ニ
出
張
致
シ
、
越
谷
町 

近
傍

き
ん
ぼ
う

ニ
於 お

い

テ
催

も
よ
お

サ
レ
タ
リ
、
出
張
ノ
諸
氏
名
ハ
、 

賓
客

ひ
ん
き
ゃ
く

、
前 さ

き

ノ
十
五
代
将
軍
、
現
今

げ
ん
こ
ん

公
爵

こ
う
し
ゃ
く

、 
 
 

  

徳
川
慶
喜

よ
し
の
ぶ

公 こ
う

、 

宮
内
省
主
猟
局
長
兼 け

ん

、
主 と

の

殿
頭

も
の
か
み

、
正

し
ょ
う

四
位

し

い

、
勳 く

ん

三
等
、
山
口
正
定 

主
猟
官
兼 け

ん

、
侍
従
、
従 じ

ゅ

四
位

し

い

、
勳
四
等

し

と

う

、
男
爵

だ
ん
し
ゃ
く 

 
 

秋
田
虎
雄 

同 ど
う 

属 ぞ
く 

 
 
 

正
し
ょ
う

八
位

は

ち

い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

澤
木
直
行 

同 ど
う 

 

御
鷹

お

た

か

取
締

と
り
し
ま
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

田
中
修
三 

会
計
官 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

弐
名

に

め

い 

徳
川
家
臣

か

し

ん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

弐
名 

徳
川
慶
喜
公
ノ
旅 り

ょ

舘 か
ん

ニ
當

あ
た
り

□
会
田

あ

い

だ

清
太
郎
殿
よ
り
徳
川
公
ノ
為 た

め

〆
と
し
て 

座
敷
懇
請
サ
レ
、
不
得
止

や
む
を
え
ず

、
同
公
爵
家
臣
弐
人

ふ

た

り

ヲ
宿
泊
セ
シ
メ
タ
リ
、 

最
モ
二
夜

ふ

た

や

の
宿 や

ど

、
依
之

こ
れ
に
よ
り

、
茶
料

ち
ゃ
り
ょ
う

ト
シ
テ
頂
戴

ち
ょ
う
だ
い

ス
、 

 

※
慶
喜
は
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
公
爵
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
中
の
「
現
今
公
爵
」

の
記
述
か
ら
、
こ
の
記
録
は
明
治
三
十
五
年
以
降
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。 
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【
大
野
家
の
宿
泊
記
録
そ
の
二
】 

明
治
三
十
三
年
六
月
五
日
の
夜
、
八
日
夜
、
二
夜

ふ

た

や

、 

徳
川
慶
喜
公
、
幷

な
ら
び

ニ
、
御
猟
局
長
、
山
口
正
定
殿
、 

御
同
道

ご
ど
う
ど
う

ニ
テ
、
當 と

う

近
在

き
ん
ざ
い

へ
御
鷹
猟

お
た
か
り
ょ
う

、
鶴
ヲ
取 と

り

ニ
参
ラ
レ
、 

右
、
山
口
君
ハ
、
旧
本
陣

ほ
ん
じ
ん

へ
旅
泊
、
徳
川
殿
ハ
、
拙
宅
へ
、 

供 と
も

弐
人

ふ

た

り

御
連

お

つ

レ
、
宿
泊
ス
、
依 よ

り

て
、
下
男

げ

な

ん

・
下
女

げ

じ

ょ

ヘ
と
し
て
、 

御
心
附

お
こ
こ
ろ
づ
け

被
下

く
だ
さ
れ

候
そ
う
ろ
う

ニ
付 つ

き

、
配
當

は
い
と
う

、
左
也

さ

な

り

、 

 

金
五
十
銭 

利
助 

 
 

金
十
銭 

定
吉 

 
 
 
 

金
三
十
銭 

喜
三
郎 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ふ
じ
・
さ
の 

金
六
十
銭 

吉
蔵 

 
 

金
五
十
銭 

 
 
 
 
 
 

金
三
十
銭 
る
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
ね 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舟 

金
五
十
銭 

順
蔵 

 
 

金
三
十
銭 

 
 
 
 
 
 

金
三
十
銭 

き
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
す 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
□ 

金
五
十
銭 

芳
□ 

 
 

金
三
十
銭 

 
 
 

二
郎 

金
三
十
銭 

は
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ 

 

金
弐
十
銭 

繁
蔵 

 
 

金
三
十
銭 

番
頭
分 
 
 

計
金
五
円 

 

【
大
野
家
の
お
茶
料
領
収
証
】 

 
 

 

證
し
ょ
う 

一
ひ
と
つ

、
金

拾

五

圓

也

き
ん
じ
ゅ
う
ご
え
ん
な
り 

 

御
茶
料

お
ち
ゃ
り
ょ
う 

右 み
ぎ

、
正 ま

さ

ニ

領

収

り
ょ
う
し
ゅ
う

候
そ
う
ろ
う

也 な
り 

明
治
三
拾
三
年
六
月
九
日 

 

大
野
伊 い

右 え

衛
門

も

ん 

徳
川
殿 
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【
大
野
家
へ
の
宿
泊
礼
状
】 

拝
啓

は
い
け
い

、
益
々

ま
す
ま
す

御
清
適

ご
せ
い
て
き

、
欣
喜

き

ん

き 

之 の

至
い
た
り

、
扨 さ

て
、
先
年

せ
ん
ね
ん

出

張

し
ゅ
っ
ち
ょ
う

之 の

際 さ
い

は
、 

種
々

し
ゅ
じ
ゅ

御
厚
情

ご
こ
う
じ
ょ
う

ヲ
蒙

こ
う
む

り
、
難
有

あ
り
が
た
く

、 

其 そ
の

節 せ
つ

、
御
申
出

お
も
う
し
で

之 の

御
染

ご

せ

ん

草 そ
う

、 

今
回

こ
ん
か
い

、
出
来

し
ゅ
っ
た
い

相

成

候

あ
い
な
り
そ
う
ろ
う

間
あ
い
だ

、
小
包
便

こ
づ
つ
み
び
ん

ヲ 

以
も
っ
て

出 い
で

、
発
送
致

は
っ
そ
う
い
た
し

候
そ
う
ろ
う

、
着

ち
ゃ
く

之 の

上 う
え

ハ 

御
報

お
し
ら
せ

相 あ
い

成 な
り

度 た
く

、
右 み

ぎ

申

進

も
う
し
ま
い
ら
せ

候
そ
う
ろ
う

、 

 
 
 
 
 
 
 

早
々

そ
う
そ
う 

頓
首

と
ん
し
ゅ 

 

三
十
四
年
四
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

梅
澤

う
め
ざ
わ 

覚

さ
と
る
・
さ
と
し 

 
 

大
野

お

お

の

伊 い

兵
衛

へ

え

殿 ど
の 

           

※
大
野
光
政
氏
に
よ
る
と
、
右
の
宿
泊
礼
状
の
宛
名
が
「
大
野
伊
兵
衛
」
と
な
っ
て
い
る
が
、 

「
大
野
伊
右
衛
門
」
の
誤
り
と
思
わ
れ
、
ち
な
み
に
当
時
の
当
主
の
襲
名
以
前
の
名
は
伊
八
で
あ
る
。 

※
こ
の
資
料
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
大
野
光
政
氏
か
ら
の
資
料
の
提
供
と
調
査
の
協
力
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

※
古
文
書
の
解
読
に
は
、
鈴
木
秀
俊
氏
の
協
力
を
得
ま
し
た
。 



1

５
．
越
谷
市
の
明
治
の
水
準
点
『
高
低
測
量
几
号

き

ご

う
』

秦
野

秀
明

国
土
地
理
院
が
設
置
・
管
理
す
る
水
準
点
は
、
全
国
の
主
な
国
道
又
は
主
要
地
方
道
に
沿
っ
た
約

２
㎞
ご
と
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
種
類
は
基
準
、
一
等
、
二
等
、
三
等
で
、
全
国
に
約
２
２
，
０
０
０

点
存
在
す
る
。
こ
の
水
準
点
に
よ
り
、
土
地
の
高
さ
を
精
密
（
㎜
単
位
）
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
九
年(

一
八
七
六)

七
月
二
十
七
日
、
国
土
地
理
院
の
前
身
の
一
つ
で
あ
る
内
務
省
地
理
寮
に

よ
り
、
現
在
と
は
異
な
る
水
準
点
の
様
式
が
布
達
さ
れ
た
。
設
置
さ
れ
た
「
高
低
測
量
几
号
（
几
号

水
準
点)

」
は
、
現
行
の
水
準
点
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な
い
が
、
現
在
も
各
地
に
残
存
し
て
い
る
。

明
治
十
二
年(

一
八
七
九)

六
月
刊
行
の
「
内
務
省
地
理
局
雑
報
第
十
四
号
六
月
」
に
は
、
ほ
ぼ
奥
州

道
中
に
沿
っ
て
東
京
塩
竃
間
の
高
低
測
量(

水
準
測
量)

が
行
な
わ
れ
た
際
の
、
六
十
四
標
の
「
高
低

測
量
几
号
」
の
位
置
の
記
載
が
あ
る
。

そ
の
十
四
標
目
に
記
載
さ
れ
る
の
が
、
「
西
方
村
字
行
人
塚
大
相
模
不
動
道
標
」
で
あ
る
。
大
聖

寺(

大
相
模
不
動
尊)

東
門
外
の
路
傍
に
存
在
す
る
文
久
二
年(
一
八
六
二)

建
立
の
道
標
石
塔
が
そ

れ
に
該
当
す
る
。
加
藤
幸
一
氏
の
調
査
に
よ
り
、
建
立
当
時
は
日
光
道
中
沿
い
に
存
在
し
て
い
た
可

能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
「
高
低
測
量
几
号
」
が
刻
ま
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
道
標
石
塔
の
正

面
下
部
は
、
地
中
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
て
お
り
、
確
認
で
き
な
い
。

十
五
標
目
に
記
載
さ
れ
る
の
が
、
「
大
澤
町
字
天
神
前
管
社
華
表
」
で
あ
る
。
大
沢
町
の
香
取
神

社
の
二
之
鳥
居
で
、
「
天
満
宮
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
れ
た
文
政
六
年(

一
八
二
三)
建
立
の
鳥
居
（
華

表
）
の
下
部
に
、
「
高
低
測
量
几
号
」
が
残
存
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
日
光
道
中
沿
い
よ
り
の
移
転

を
経
て
い
る
。

詳
し
い
顛
末
は
筆
者
が
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

越
谷
市
郷
土
研
究
会
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
発
表
し
た

・｢

大
沢
香
取
神
社
の
二
之
鳥
居
に
あ
る
「
天
満
宮
」
の
扁
額
の
謎
」

・
「
幻
の
「
西
方
村
字
行
人
塚
大
相
模
不
動
道
標
」
を
求
め
て
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。

※
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

越
谷
市
郷
土
研
究
会
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
g
e
o
c
i
t
i
e
s
.
j
p
/
a
1
1
1
5
b
/

復刻版 内閣官報局／編

『法令全書』

第九巻ノ一 明治九年、

原書房、一九七五、

四七二頁 より転載



2

大聖寺(大相模不動尊)東門外の路傍

「西方村字行人塚大相模不動道標」

(東北東より望む)

「二万分の一地図 松戸越ヶ谷近傍第五号(第一師管地方迅速測図)」

(明治十三年測量 同十七年製版 同二十年九月二十八日出版 同二十一年再販)

に

「高低測量几号」の刻まれた「西方村字行人塚大相模不動道標」

の本来の位置等を加筆
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６
．
明
治
の
大
袋
村
観
音
山
の
捕
り
物
一
件 

 

原 

田 

民 

自 

 

今
か
ら
一
〇
九
年
前
、
東
武
線
大
袋
駅
付
近
に
観
音
山
と
い
わ
れ
る
場
所
が
あ

っ
た
。
そ
こ
は
四
方
を
樹
木
が
生
い
茂
り
、
昼
間
で
も
暗
く
感
じ
ら
れ
る
所
で
、

観
音
山
の
頂
上
に
は
観
音
様
を
安
置
し
た
お
堂
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
を
四

人
の
盗
賊
が
棲
家
（
す
み
か
）
と
し
て
い
た
と
の
情
報
を
越
ヶ
谷
警
察
署
が
探
知

し
た
こ
と
で
こ
の
捕
り
物
が
は
じ
ま
っ
た
。
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
二
月

七
日
付
け
の
東
京
朝
日
新
聞
は
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。 

 ●
観
音
山
の
捕
物 

 

先
日
来
、
埼
玉
県
下
に
凶
暴
な
盗
賊
が
う
ろ
つ
き
各
家
の

土
蔵
を
破
っ
て
金
品
を
盗
み
出
す
こ
と
度
々
で
、
し
た
が
っ
て
警
官
は
あ
ら
ゆ
る

手
配
を
し
て
厳
し
く
犯
人
を
捜
査
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
県
南
埼
玉
郡
大
袋
村
大

字
大
袋
に
観
音
山
と
い
う
山
が
あ
り
、
頂
上
に
は
観
音
を
安
置
し
た
堂
が
あ
っ
て
、

四
方
を
樹
木
が
生
い
茂
り
、
昼
で
も
暗
く
感
じ
ら
れ
る
場
所
に
四
人
の
賊
が
住
み

つ
い
て
い
た
。
夜
の
暗
が
り
に
な
る
と
出
入
り
す
る
様
子
で
、
何
回
と
な
く
そ
の

よ
う
な
連
中
を
見
掛
け
た
人
が
あ
る
と
の
情
報
を
越
ヶ
谷
警
察
署
で
探
知
し
た
。

そ
れ
ら
の
者
は
土
蔵
を
破
り
得
た
金
品
を
賭
奕
や
酒
色
に
使
い
…
…
、
越
ヶ
谷
警

察
署
で
は
賊
を
捕
ま
え
る
た
め
観
音
山
に
逮
捕
に
向
か
い
二
名
は
捕
ら
え
た
が

他
の
二
名
は
逃
走
し
て
し
ま
う
。
引
き
続
き
逃
げ
た
賊
を
捕
え
る
た
め
に
捜
査
し

て
い
る
。 

 

観
音
山
が
あ
っ
た
大
袋
村
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
町
村
制
施
行
に

よ
り
、
袋
山
村
を
含
め
た
八
村
（
袋
山
村
・
大
竹
村
、
大
道
村
、
大
林
村
、
大
房

村
、
恩
間
村
、
恩
間
新
田
、
三
野
宮
村
）
が
合
併
し
て
南
埼
玉
郡
大
袋
村
と
し
て

成
立
す
る
。
以
後
、
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
に
越
ヶ
谷
町
に
編
入
し
て
大

袋
村
の
村
名
は
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
現
在
は
大
袋
と
い
う
地
名
は
な
く
な
り
、
東

武
線
の
駅
名
に
の
み
大
袋
駅
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

大
袋
駅
を
囲
む
旧
大
袋
村
に
は
、「
桃
山
」
、「
次
郎
兵
衛
山
」
、「
島
根
山
」
、「
の

じ
り
山
」
と
い
う
山
の
名
が
付
く
名
称
が
多
く
見
ら
れ
た
。
観
音
山
は
観
音
堂
を

安
置
し
て
い
る
こ
と
で
そ
の
名
が
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

東
武
鉄
道
が
建
設
工
事
中
の
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
ご
ろ
、
線
路
を
敷
設

す
る
た
め
の
盛
り
土
を
、
旧
大
袋
村
付
近
の
山
を
切
り
崩
し
て
調
達
し
た
と
い
う

話
が
伝
わ
る
。 

長
い
歳
月
の
間
、
観
音
山
を
含
む
ほ
と
ん
ど
の
山
が
地
域
開
発
に
よ
り
切
り
崩

さ
れ
宅
地
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。 
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７
．
下
間
久
里
の
獅
子
舞
と
辻
切
り 

増
岡 

武
司 

埼
玉
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
大
切
に
そ
の
伝
統
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
下
間
久
里
の

獅
子
舞
は
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
に
京
都
か
ら
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
獅
子
舞
は
そ
の
後
、

周
辺
の
春
日
部
市
赤
沼
・
同
銚
子
口
、
庄
和
町
中
野
・
野
田
市
清
水
の
各
獅
子
舞
に
伝
わ
っ
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
る
。 

毎
年
七
月
十
五
日
に
実
施
さ
れ
て
き
た
下
間
久
里
の
獅
子
舞
は
、
雨
下
無
双
角
兵
衛
流
（
あ
め
の

し
た
む
そ
う
か
く
べ
え
り
ゅ
う
）
と
呼
ば
れ
、
埼
玉
県
東
部
及
び
千
葉
県
西
部
の
獅
子
舞
の
源
流
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

そ
れ
ら
の
獅
子
舞
が
、
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
）
四
月
十
八
日
に
、
源
流
と
な
っ
た
こ
の
地
に

初
め
て
一
同
に
会
し
、
記
念
大
祭
の
先
陣
を
切
っ
て
下
間
久
里
か
ら
太
夫
獅
子
・
女
獅
子
・
中
獅
子

の
三
頭
一
組
が
勇
壮
な
舞
を
披
露
、
そ
の
後
、
各
地
域
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
舞
が
披
露
さ
れ
、
「
下
間

久
里
の
獅
子
舞
伝
承
四
百
十
年
記
念
大
祭
」
が
盛
大
に
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
見
よ
う
と
越
谷
市

内
外
か
ら
二
千
人
を
超
す
大
勢
の
人
々
が
参
集
し
た
と
い
う
。 

七
月
十
五
日
に
毎
年
行
わ
れ
て
き
た
下
間
久
里
の
獅
子
舞
は
、
袴
を
は
き
、
揃
い
の
衣
装
で
腰
に

太
鼓
を
つ
け
た
太
夫
獅
子
・
中
獅
子
・
女
獅
子
の
三
頭
一
組
が
家
内
安
全
・
五
穀
豊
穣
を
祈
っ
て
香

取
神
社
を
は
じ
め
、
地
区
内
の
家
庭
を
舞
っ
て
歩
く
。
最
後
の
場
面
で
は
、
大
里
地
区
と
の
村
境
に

お
い
て
、
夜
が
更
け
て
か
ら
太
夫
に
よ
る
「
辻
切
り
」
が
行
わ
れ
、
十
一
時
頃
に
す
べ
て
が
終
了
す

る
。
そ
の
場
所
は
、
旧
日
光
街
道
と
大
袋
駅
に
通
じ
る
道
、
大
里
村
の
稲
荷
神
社
に
通
じ
る
道
と
の

十
字
路
周
辺
で
あ
る
。
昭
和
三
十
七
年
に
埼
玉
県
よ
り
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
辻
切
り
」
は
、
「
道
切
り
」
と
も
呼
ば
れ
る
民
俗
的
な
行
事
で
、
一
般
的
に
は
、
村
の
入
口
に

注
連
縄
を
張
り
、
或
い
は
、
藁
で
作
っ
た
大
蛇
な
ど
を
掛
け
て
、
疫
病
や
悪
霊
が
村
に
入
っ
て
く
る

の
を
遮
断
し
て
防
ご
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
下
間
久
里
の
獅
子
舞
の
最
後
の
辻
切
り
は
、
一
般
的
に
見
ら
れ
る
辻
切
り
の
内
容
と
は
違
っ

て
、
こ
こ
だ
け
の
独
自
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
獅
子
舞
を
行
い
な
が
ら
村
中
の
悪
魔
を
追
い
詰
め
た
後
、
太
夫
が
大
里
村
と
の
村
境

で
御
幣
と
本
物
の
日
本
刀
（
刃
先
は
落
と
し
て
あ
る
）
を
持
っ
て
追
い
出
し
、
入
っ
て
来
ら
れ
な
い

よ
う
に
し
て
い
る
。 

下
間
久
里
の
獅
子
舞
の
今
後
に
つ
い
て
第
二
十
五
代
太
夫
松
崎
庄
蔵
氏
に
伺
う
と
、
「
こ
の
伝
統

を
保
存
継
承
し
て
い
く
に
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
地
域
の
皆
さ
ん
の
協
力
と
継
承
者
の
育
成
が
大
切

で
、
そ
の
た
め
に
は
地
域
の
若
い
人
た
ち
と
自
分
の
孫
に
夢
を
託
し
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

※
下
間
久
里
の
獅
子
舞
の
写
真
が
裏
表
紙
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 



 



８
．
江
戸
時
代
の
越
谷
名
物
は
「
焼
き
米
」
と
「
鰻
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

宮 

川 
 

進 

 

旅
の
楽
し
さ
は
、
今
も
そ
の
土
地
の
名
物
を
食
べ
る
こ
と
。
天
下
の
五
街
道
で
あ
る
日
光
道
中
（
街
道
）

の
越
谷
宿
の
名
物
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

当
時
の
紀
行
文
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
「
焼
き
米
」
と
「
鰻
」
で
す
。 

こ
の
「
焼
き
米
」
と
「
鰻
」
が
両
方
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
最
初
は
、
盛
岡
藩
主
の
求
め
に
よ
り
藩
士
・

清
水
秋
全
が
書
い
た
『
武
奥
増
補
行
程
記
』
で
、
蒲
生
の
あ
た
り
に
「
名
代
屋 焼

き
米
」、
上
間
久
里
と
下
間

久
里
の
中
間
に
「
名
物
う
な
ぎ
蒲
焼
」
と
あ
り
ま
す
。〃
寛
延
四
（
一
七
五
一
）
年
〄 

画
家
・
谷
文
兆
の

弟
の
谷
元
旦
は
蝦
夷
探
検
に
出
か
け
る
途
中
に
越
谷
を
通
り
、「
加
茂

蒲

生

村
に
至
る
。
此
辺
焼
米
を
名
物
と
す
」

「
そ
の
続
き
、
真
栗

間

久

里

也
。
鰻
の
蒲
焼
、
名
物
也
」〃
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）
年
・『
蝦
夷
蓋
開
日
記
』
〄
と

し
、
同
じ
年
、
同
様
に
蝦
夷
探
検
に
出
か
け
た
遠
山
景
晋
（
遠
山
金
四
郎
景
元
の
父
）
は
、
著
書
『
未
曾

有
記
』
に
「
加
茂
、
左
、
家
続
、
や
き
米
名
物
」
「
ま
く
り
、
休
。
名
物
の
鰻
魚
あ
り
」、
三
年
後
の
享
和

二
（
一
八
〇
二
）
年
に
蝦
夷
地
見
回
り
に
出
か
け
た
幕
吏
が
書
い
た
と
思
わ
れ
る
『
東
案
内
記
』
に
は
「
加

茂
村 

家
並
に
焼
米
あ
き
の
ふ
」「
マ
ク
リ
村 

此
里
家
数
少
し
有
り
て
蒲
焼
の
名
物
な
り 

乍
去
り
（
さ

り
な
が
ら
）
ち
と
高
値
な
り
し
」
と
し
て
い
ま
す
。 

 

焼
米
を
、
元
禄
十
六
（
一
七
〇
三
）
年
の
水
野
長
福
の
『
結
城
使
行
』
は
「
や
き
米
を
道
に
ひ
さ
ぐ
こ

と 

加
茂
村
で
は
あ
り
・
・
・
」
と
し
、
十
返
舍
一
九
に
真
似
た
『
日
光
道
中
膝
栗
毛
』〃
安
政
四
（
一
八

五
七
）
年
〄
の
仮
名
垣
魯
文
は
「
越
谷 

名
物
鬼
焼
」
を
挿
絵
と
し
て
い
ま
す
。 

鰻
だ
け
の
も
の
に
は
『
日
光
巡
拝
図
誌
』（
今
井 

中
）、『
日
本
駅
程
見
聞
雑
記
』（
安
永
法
眼
）、『
増
補

新
訂
日
光
道
中
行
程
安
見
絵
図
』
（
作
者
不
明
）
、
『
五
街
道
細
見
記
』
（
作
者
不
明
）
な
ど
が
あ
り
、
特
筆

す
べ
き
は
文
政
一
（
一
八
一
八
）
年
に
江
戸
の
文
人
・
央
斎
が
書
い
た
『
陸
奥
日
記
』
に
「
ま
く
里
と
い

ふ
所
に
名
物
う
な
ぎ
の
か
ば
焼
有
り
し
か
ど
～
名
物
の
う
な
ぎ
は
う
ま
く
～
」
と
あ
る
こ
と
、
ま
た
渡
邊

崋
山
が
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
の
『
全
楽
堂
日
録
』
に
「
マ
ク
リ
と
い
う
処
に
鰻
を
ひ
さ
ぐ
家
あ
り

（
中
略
）
此
家
鰻
名
に
お
ひ
た
る
（
後
略
）
と
記
し
、
そ
の
味
を
味
わ
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 


