
飛
騨
荘
川
の
里
と
白
川
郷
荻
町
集
落
訪
問
記
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
哲
文 

一
昨
年
、
五
箇
山
の
麦
屋
祭
り
か
ら
帰
宅
し
て
、
偶
々
飛
騨
荘
川
を
紹
介
し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
発
見
し
た
。
そ
の
中
で
荘
川
の
里
と
い
う
野
外
博
物
館
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
白
川
郷
の

合
掌
造
り
と
は
異
な
っ
た
、
荘
川
合
掌
造
り
の
民
家
が
移
築
し
て
あ
る
。
と
い
う
記
事
が
目
に

と
ま
っ
た
。
近
く
に
は
桜
香
（
お
う
か
）
の
湯
と
お
食
事
処
、
そ
ば
の
里
も
あ
る
。 

ア
ク
セ
ス
方
法
を
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
調
べ
た
ら
、
飛
騨
高
山
か
ら
バ
ス
が
あ
る
そ
う
な

の
で
、
そ
れ
に
乗
る
こ
と
に
し
て
、
荘
川
の
里
に
近
い
民
宿
を
観
光
協
会
に
教
え
て
頂
い
た
。

濃
飛
バ
ス
高
山
営
業
所
か
ら
荘
川
線
の
時
刻
表
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
し
て
も
ら
っ
て
び
っ
く
り
、
飛
騨

高
山
か
ら
荘
川
の
里
ま
で
行
く
バ
ス
は
一
日
に
三
本
し
か
な
い
。
然
も
軽
く
一
時
間
以
上
は

乗
車
す
る
。
か
な
り
の
山
奥
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
し
た
。
宿
泊
先
を
荘
川
の
里
に
一
番

近
い
、
民
宿
中
島
に
決
定
し
て
電
話
で
予
約
を
入
れ
、
飛
騨
高
山
か
ら
バ
ス
で
来
る
旨
を
女
将

さ
ん
に
申
し
上
げ
た
ら
、
バ
ス
で
来
る
の
で
す
か
と
驚
か
れ
た
。
実
際
に
バ
ス
で
行
っ
て
み
て
、

こ
の
言
葉
を
思
い
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

更
に
近
く
の
「
道
の
駅
荘
川
」
か
ら
、
白
川
郷
行
の
高
速
バ
ス
が
一
日
一
往
復
し
て
い
る
と

い
う
情
報
を
手
に
入
れ
た
か
ら
、
な
ら
ば
五
箇
山
へ
の
和
紙
祭
り
の
前
日
に
、
荘
川
～
白
川
郷

を
経
由
し
て
行
こ
う
と
決
め
た
。
旅
行
作
家
協
会
の
世
界
遺
産
部
会
に
入
会
し
て
、
部
長
の
細

田
さ
ん
か
ら
白
川
郷
の
和
田
家
の
当
主
と
面
識
が
あ
る
こ
と
を
伺
っ
た
。
ま
た
昨
年
私
が
大

阪
の
日
本
民
家
集
落
博
物
館
を
取
材
し
た
時
に
対
応
し
て
い
た
だ
い
た
山
城
様
の
知
り
合
い

が
白
川
郷
で
「
鄙
」
と
い
う
喫
茶
店
を
営
ん
で
い
る
と
い
う
話
を
伺
っ
た
の
で
、
今
年
は
白
川

郷
の
合
掌
造
り
集
落
を
ゆ
っ
く
り
見
て
こ
よ
う
と
考
え
た
。 

更
に
荘
川
の
合
掌
造
り
が
、
横
浜
の
「
三
溪
園
」
に
も
移
築
さ
れ
て
い
る
情
報
を
得
た
か
ら
、

旅
か
ら
帰
宅
し
て
か
ら
三
溪
園
に
も
取
材
依
頼
を
し
た
。 

 

飛
騨
高
山
発
の
荘
川
線
の
バ
ス
が
一
二
時
三
〇
分
に
出
る
た
め
、
そ
れ
に
間
に
合
う
に
は
、

新
宿
駅
八
時
発
の
飛
騨
高
山
行
高
速
バ
ス
に
乗
ら
な
い
と
間
に
合
わ
な
い
か
ら
、
当
日
は
も

の
す
ご
く
早
い
時
間
に
起
床
し
て
、
大
急
ぎ
で
新
宿
駅
西
口
の
高
速
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
へ
向

か
っ
た
。
バ
ス
は
定
刻
通
り
に
飛
騨
高
山
に
到
着
し
、
余
裕
を
持
っ
て
荘
川
行
き
の
バ
ス
に
乗

車
で
き
た
。
バ
ス
は
市
街
地
を
抜
け
る
と
ど
ん
ど
ん
山
の
中
に
入
り
、
道
の
駅
荘
川
を
経
由
し

て
し
ば
ら
く
乗
る
こ
と
約
一
時
間
少
し
で
荘
川
の
里
の
バ
ス
停
に
到
着
し
た
。
バ
ス
停
は
駐

車
場
内
に
あ
り
、
宿
の
方
か
ら
車
で
来
て
も
ら
っ
て
い
た
。
早
速
宿
に
泊
ま
り
、
翌
日
荘
川
の

里
に
行
く
こ
と
に
決
定
し
た
。 

尚
、
当
日
は
水
曜
日
で
、
荘
川
の
里
は
休
園
日
だ
っ
た
が
、
宿
の
女
将
さ
ん
が
当
園
で
働
い
て

い
た
た
め
に
、
特
別
に
開
園
し
て
も
ら
い
、
独
り
で
ゆ
っ
く
り
見
て
回
る
こ
と
が
で
き
た
。
宿



か
ら
歩
い
て
行
く
と
、
正
門
で
は
な
く
て
裏
口
か
ら
入
れ
る
た
め
、
一
番
そ
こ
か
ら
近
い
「
旧

渡
辺
家
」
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
当
園
内
に
移
築
さ
れ
て
い
る
茅
葺
き
の
民
家
は
い
ず

れ
も
寄
棟
式
入
母
屋
合
掌
造
り
と
い
い
、
白
川
郷
や
五
箇
山
の
切
妻
屋
根
と
は
異
な
っ
て
お

り
、「
鼻
小
屋
」
と
い
う
障
子
や
板
戸
を
あ
て
る
採
光
の
た
め
の
窓
が
一
つ
つ
い
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
然
し
屋
根
裏
に
登
れ
ば
、
白
川
郷
や
五
箇
山
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
か
つ
て
行
わ

れ
て
い
た
労
働
や
あ
る
い
は
使
わ
れ
て
い
た
民
具
が
沢
山
展
示
し
て
あ
り
、
や
は
り
な
に
が

し
か
の
影
響
は
受
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
え
た
。
荘
川
地
区
も
白
川
郷
、
五
箇
山
と

同
じ
く
浄
土
真
宗
の
盛
ん
な
土
地
で
あ
り
、
古
民
家
に
は
金
箔
の
大
き
な
仏
壇
が
あ
っ
た
。 

 

旧
渡
辺
家
は
、
一
九
七
四
年
（
昭
和
四
九
）
十
二
月
十
三
日
に
高
山
市
の
文
化
財
に
指
定
さ

れ
た
。
白
川
郷
野
々
俣
（
の
の
ま
た 
現
荘
川
町
）
よ
り
一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
に
当
園
に

移
築
さ
れ
た
。
囲
炉
裏
、
で
い
、
仏
間
、
寝
床
と
台
所
の
四
つ
間
取
り
で
、
で
い
か
ら
囲
炉
裏

に
通
じ
る
縁
側
に
は
短
歌
が
書
か
れ
た
短
冊
み
た
い
な
の
が
沢
山
飾
っ
て
あ
っ
た
。 

 

旧
渡
辺
家
を
は
じ
め
と
す
る
古
民
家
は
、
い
ず
れ
も
屋
根
に
苔
が
生
え
て
い
た
り
、
屋
根
を

ふ
き
替
え
て
か
ら
相
当
年
月
が
経
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。
木
製
の
壁
も
剥
げ
か

け
て
い
た
の
が
目
に
入
っ
た
。 

 
 

 

渡
辺
家
外
観
、
浄
土
真
宗
特
有
の
大
き
な
仏
壇
、
二
階
の
屋
根
裏
の
生
活
民
具
。 

 

旧
渡
辺
家
と
並
ん
で
建
つ
の
が
旧
木
下
家
。
家
の
前
に
は
池
が
あ
っ
て
橋
が
架
か
っ
て
お

り
、
橋
の
上
か
ら
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
入
口
の
前
に
は
水
車
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
木
下
家
も
高
山
市
の
文
化
財
で
、
一
九
七
四
年
（
昭
和
四
九
）
十
二
月
一
三
日
に
指
定
さ

れ
た
。
白
川
郷
町
屋
村
（
現
荘
川
町
）
か
ら
一
九
七
二
年
（
昭
和
四
七
）
に
こ
の
園
内
に
移
築

さ
れ
た
。
入
口
を
入
っ
て
囲
炉
裏
の
あ
る
部
屋
で
一
番
目
に
つ
く
の
は
、
昔
の
手
回
し
式
の
電

話
で
あ
る
。（
勿
論
今
で
は
使
え
な
い
）。
こ
の
家
も
四
つ
間
取
り
で
、
縁
側
に
機
織
り
機
が
置

か
れ
て
い
る
。
更
に
私
が
訪
問
し
た
当
時
は
写
真
家
、
松
田
久
の
写
真
展
が
開
催
さ
れ
て
、
沢

山
の
東
日
本
大
震
災
を
撮
影
し
た
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。 



 
 

 

 

旧
木
下
家
の
苔
む
し
た
屋
根
。
手
回
し
式
電
話
。
展
示
し
て
あ
っ
た
民
具
の
数
々
。 

  

旧
木
下
家
の
近
く
に
宝
蔵
寺
庫
裏
（
ほ
う
ぞ
う
じ
く
り
）
が
あ
る
。
高
山
市
の
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
の
は
一
九
七
一
年
（
昭
和
四
六
）
一
〇
月
八
日
。
白
川
郷
新
渕
村
（
あ
ら
ぶ
ち
む
ら 

現
荘
川
町
新
渕
）
に
あ
り
、
式
台
玄
関
付
き
の
上
流
民
家
の
代
表
的
な
建
物
で
あ
る
。
天
文
・

文
化
年
間
に
火
災
で
焼
失
し
、
一
八
〇
九
年
（
文
化
六
）
に
再
建
し
、
一
九
七
七
年
（
昭
和
五

二
）
に
当
地
へ
移
築
さ
れ
た
。
玄
関
を
入
る
と
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
に
カ
ラ
フ
ル
な
雛
人
形
が

沢
山
展
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
お
櫃
、
算
盤
、
煙
管
な
ど
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。
旧

渡
辺
家
や
旧
木
下
家
と
違
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
は
着
物
を
着
た
人
形
が
部
屋
に
置
か
れ
、
昔
の

生
活
を
再
現
し
て
い
る
の
に
特
徴
が
あ
る
。 

 
 

 

宝
蔵
寺
庫
裏
。
囲
炉
裏
前
に
置
か
れ
て
い
る
父
娘
の
人
形
と
、
仕
事
を
す
る
母
親
人
形
。 

   

園
内
に
は
庄
川
を
挟
ん
で
ふ
れ
あ
い
橋
を
渡
っ
た
側
に
民
俗
資
料
館
や
ふ
れ
あ
い
の
館
等

が
あ
る
が
、
休
園
日
な
の
で
そ
こ
は
開
い
て
な
く
て
、
他
の
旧
三
島
家
と
山
下
家
を
見
る
。
両

家
は
い
ず
れ
も
瓦
屋
根
で
あ
る
。
旧
三
島
家
住
宅
は
、
江
戸
時
代
の
明
和
、
安
永
、
天
明
に
か

け
て
飛
騨
一
円
で
起
き
た
百
姓
一
揆
「
大
原
騒
動
」
の
義
民
上
木
甚
兵
衛
自
賢
（
う
わ
き
し
ん



べ
え
よ
り
か
た
）
の
生
家
で
、
大
原
騒
動
で
た
だ
一
人
農
民
側
に
味
方
し
た
た
め
に
伊
豆
七
島

新
島
へ
流
罪
に
さ
れ
、
甚
兵
衛
の
看
病
の
た
め
に
新
島
へ
渡
航
し
た
勘
左
衛
門
の
家
で
も
あ

る
。 

 

一
通
り
見
終
わ
っ
て
、
時
刻
は
お
昼
に
な
っ
た
。
実
は
荘
川
の
里
に
つ
い
て
ネ
ッ
ト
で
調
べ

て
い
た
時
に
、
近
く
に
「
そ
ば
の
里
荘
川
」
が
あ
る
と
の
記
事
を
知
っ
た
た
め
、
そ
こ
で
お
昼

に
し
よ
う
と
決
め
て
い
た
。
宿
の
女
将
さ
ん
に
行
き
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
ら
、
国
道
一
五
八

号
線
を
白
川
郷
方
面
に
歩
い
て
す
ぐ
、
大
き
な
水
車
が
目
印
だ
と
教
え
て
も
ら
っ
た
。
園
を
出

て
、
言
わ
れ
た
と
お
り
に
道
を
歩
く
と
、
そ
ん
な
に
か
か
ら
ず
に
巨
大
な
五
連
水
車
が
回
っ
て

い
る
の
が
目
に
入
っ
た
。（
直
径
は
十
三
メ
ー
ト
ル
。
こ
の
水
車
を
利
用
し
て
そ
ば
を
製
粉
し

て
い
る
。）
こ
れ
だ
け
大
き
く
て
沢
山
の
水
車
が
一
斉
に
回
っ
て
い
る
の
は
初
め
て
見
た
。
や

は
り
物
珍
し
い
の
か
、
水
車
の
前
で
写
真
撮
影
を
し
て
い
る
人
が
い
た
。 

 
 

 

巨
大
水
車
に
四
台
が
連
な
っ
て
い
る
。
そ
ば
の
里
荘
川
の
外
観
と
シ
ン
プ
ル
な
味
の
そ
ば
。 

  

私
が
訪
問
し
た
時
期
は
、
飛
騨
荘
川
新
そ
ば
祭
り
の
期
間
中
で
、
荘
川
内
の
五
軒
の
そ
ば
屋

で
ざ
る
蕎
麦
一
食
六
〇
〇
円
で
提
供
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
た
。
店
内
で
偶
々
、
カ
メ

ラ
ク
ル
ー
と
若
い
女
性
が
取
材
を
し
て
い
る
の
を
目
撃
し
た
。
確
か
に
味
が
良
く
て
、
も
う
う

か
つ
に
変
な
そ
ば
を
食
べ
た
く
な
く
な
る
。
こ
こ
で
は
他
に
も
そ
ば
打
ち
体
験
が
で
き
る
。 

  

そ
ば
を
食
べ
終
わ
っ
て
か
ら
、
国
道
を
今
度
は
荘
川
の
里
の
方
へ
戻
り
、
そ
の
ま
ま
通
過
し

て
道
の
駅
荘
川
へ
行
く
。
道
の
駅
荘
川
内
に
桜
香
（
お
う
か
）
の
湯
と
い
う
温
泉
施
設
が
併
設

さ
れ
て
い
る
の
で
入
る
こ
と
に
し
た
。
前
回
の
富
山
の
記
事
で
も
触
れ
た
け
れ
ど
も
、
一
〇
月

だ
と
い
う
の
に
、
ま
る
で
夏
み
た
い
な
暑
さ
で
長
袖
し
か
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
、
汗
だ
く

だ
く
で
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
明
日
、
白
川
郷
方
面
へ
行
く
高
速
バ
ス
は
こ
こ
に
停
車

す
る
。
ゆ
っ
く
り
温
泉
に
浸
か
っ
て
汗
を
流
し
た
。
道
の
駅
だ
か
ら
な
の
か
、
昼
に
も
か
か
わ

ら
ず
利
用
客
が
か
な
り
沢
山
い
た
。 



 
翌
日
、
九
時
に
宿
を
チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト
し
て
道
の
駅
荘
川
に
向
か
っ
た
。
白
川
郷
行
の
高
速

バ
ス
の
時
間
は
十
一
時
頃
だ
か
ら
、
温
泉
に
で
も
入
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
、
温
泉
は
定
休
日

で
、
レ
ス
ト
ラ
ン
も
閉
ま
っ
て
い
た
。
仕
方
が
な
い
か
ら
道
の
駅
荘
川
内
の
お
土
産
屋
さ
ん
と

か
を
見
な
が
ら
時
間
を
潰
し
た
。
定
刻
か
ら
少
し
遅
れ
て
よ
う
や
く
バ
ス
が
到
着
し
た
。
こ
の

バ
ス
は
名
古
屋
か
ら
出
て
お
り
、
自
由
席
で
、
途
中
か
ら
乗
車
し
た
場
合
は
降
車
時
に
料
金
を

払
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
車
内
は
結
構
人
が
乗
っ
て
い
た
。
バ
ス
は
御
母
衣
ダ
ム
を
経
由

し
て
白
川
郷
へ
と
向
か
う
。
御
母
衣
ダ
ム
建
設
に
よ
り
移
築
さ
れ
た
合
掌
造
り
民
家
が
荻
町

に
あ
る
。
ま
た
白
川
郷
の
手
前
に
「
遠
山
家
」
と
い
う
大
き
な
合
掌
造
り
民
家
が
あ
っ
た
。
是

非
来
年
訪
問
し
よ
う
と
思
っ
た
。 

  

白
川
郷
荻
町
集
落
内
に
総
合
案
内
「
で
あ
い
の
館
」
の
前
に
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
な
っ
て
お

り
、
高
速
バ
ス
は
全
て
こ
こ
に
停
車
す
る
。
こ
こ
か
ら
近
く
の
野
外
博
物
館
合
掌
造
り
民
家
園

を
見
る
も
可
、
で
あ
い
橋
を
歩
い
て
荻
町
集
落
内
を
見
る
も
可
で
あ
る
。
荻
町
集
落
内
に
は
現

在
一
一
四
戸
の
合
掌
造
り
民
家
が
あ
る
。
旅
番
組
や
雑
誌
等
で
紹
介
さ
れ
る
か
ら
、
非
常
に
有

名
で
あ
る
。
世
界
遺
産
の
た
め
か
、
外
国
人
、
特
に
中
国
か
ら
の
観
光
ツ
ア
ー
客
が
非
常
に
多

く
、
集
落
内
の
案
内
に
中
国
語
表
記
が
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
中
国
人
の
ツ

ア
ー
客
が
目
に
付
い
た
。
本
日
、
私
が
宿
泊
す
る
合
掌
造
り
民
宿
も
、
外
国
人
可
で
あ
る
。 

 
 

ま
ず
最
初
に
県
の
重
要
文
化
財
明
善
寺
郷
土
館
（
庫
裏
）
か
ら
訪
問
す
る
。
白
川
郷
も
、

五
箇
山
と
同
様
に
浄
土
真
宗
の
進
行
の
盛
ん
な
地
域
で
、
こ
の
地
に
最
初
に
浄
土
真
宗
の
教

え
を
広
め
た
の
は
嘉
念
坊
俊
上
で
あ
る
。
こ
の
庫
裏
は
二
百
年
前
の
江
戸
末
期
に
、
飛
騨
高
山

の
棟
梁
大
工
と
地
方
の
棟
梁
大
工
、
正
副
棟
梁
が
協
和
し
て
三
年
か
け
て
完
成
さ
せ
た
。 

 
 

 

大
き
さ
が
一
際
目
立
つ
明
善
寺
庫
裏
。
展
示
物
に
は
説
明
書
き
が
あ
る
。
囲
炉
裏
の
あ
る
部
屋
。 

 

五
箇
山
の
合
掌
造
り
で
内
部
公
開
を
し
て
い
る
施
設
で
も
言
え
る
こ
と
だ
が
、
屋
根
裏
に

登
る
際
に
は
木
製
の
は
し
ご
だ
け
で
登
る
の
で
あ
る
。
白
川
郷
の
施
設
は
階
段
に
な
っ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
人
一
人
が
や
っ
と
登
れ
る
ぐ
ら
い
の
ス
ペ
ー
ス
し
か
無
く
て
、
両
手
で
き
ち
ん

と
上
の
足
か
け
を
握
り
、
一
歩
一
歩
足
元
に
注
意
し
、
他
の
見
学
者
に
気
を
使
っ
て
い
か
な
い

と
思
わ
ぬ
事
故
の
許
で
あ
る
。
女
性
、
足
腰
の
弱
い
方
に
は
注
意
を
要
す
る
。
ま
た
子
供
は
親



が
常
に
見
て
い
た
方
が
無
難
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら
な
る
べ
く
両
手
に
何
も
持
た
な
い
、

首
に
何
も
か
け
な
い
で
登
る
方
が
い
い
。
私
は
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
を
ケ
ー
ス
ご
と
肩
に
か
け

て
い
る
か
ら
、
五
箇
山
で
も
白
川
郷
で
も
、
登
る
時
に
は
細
心
の
注
意
を
払
う
。 

 

お
昼
に
な
り
、
空
腹
に
な
っ
た
た
め
、
近
く
に
あ
っ
た
合
掌
造
り
の
食
事
処
山
本
屋
で
、
飛

騨
牛
の
朴
葉
味
噌
定
食
を
食
べ
る
。
私
は
二
〇
〇
三
年
に
白
川
郷
の
民
宿
で
朴
葉
味
噌
を
食

べ
て
以
来
、
病
み
つ
き
に
な
り
、
飛
騨
高
山
、
白
川
郷
を
訪
問
し
た
時
は
是
非
食
べ
た
く
て
、

多
少
高
く
て
も
我
慢
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
後
真
っ
直
ぐ
道
な
り
に
歩
い
て
行
く
と
次
に
ふ
る
郷
長
瀬
家
に
到
着
す
る
。
入
口
の

前
に
説
明
板
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
敷
は
五
代
当
主
民
之
助
に
よ
り
明
治
二
三
年 

（
一
八
九
〇
）
に
三
年
の
歳
月
を
か
け
、
当
時
の
金
額
で
八
〇
〇
円
か
け
て
建
造
さ
れ
た
。
平

成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
）
の
屋
根
の
葺
き
替
え
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
一
年
に
渡
り
撮
影
放
送
さ
れ
、
結

の
精
神
を
今
に
伝
え
た
。
当
家
の
ご
先
祖
は
加
賀
前
田
家
の
御
典
医
で
、
前
田
家
か
ら
拝
領
さ

れ
た
品
々
も
公
開
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
た
。 

 
 

 

長
瀬
家
の
外
観
。
御
典
医
と
し
て
使
用
し
て
い
た
薬
箱
。
屋
根
裏
の
民
具
。 

  

そ
れ
か
ら
道
を
隔
て
て
隣
に
民
芸
館
神
田
家
が
あ
る
。
こ
の
屋
敷
は
江
戸
時
代
後
期
に
石

川
県
の
宮
大
工
に
よ
っ
て
十
年
の
歳
月
を
か
け
て
建
造
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
も

他
の
家
と
同
じ
く
一
階
、
中
二
階
、
二
階
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
内
部
を
見
て
回
る
。
中
二
階

に
囲
炉
裏
の
火
を
見
る
た
め
の
小
窓
「
火
見
窓
」
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
家
は

囲
炉
裏
に
実
際
に
火
を
入
れ
て
お
り
、
赤
く
燃
え
て
い
る
。 

 
 

 

神
田
家
の
外
観
。
火
が
入
れ
て
あ
る
囲
炉
裏
、
そ
れ
か
ら
二
階
に
展
示
し
て
あ
る
民
具
の
数
々
。 



 
神
田
家
を
見
終
わ
っ
て
、
次
は
国
重
要
文
化
財
和
田
家
に
行
く
。
旅
行
作
家
協
会
の
世
界
遺

産
部
会
の
部
長
、
細
田
尚
子
様
が
、
ご
当
主
様
と
親
し
い
と
、
私
が
入
会
し
た
時
に
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
た
の
を
知
っ
て
い
た
か
ら
、
白
川
郷
に
行
く
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
是
非
一
度
お
会
い
し

よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
和
田
家
は
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
に
始
ま
り
、

江
戸
時
代
は
名
主
や
組
頭
を
務
め
、
ま
た
一
八
世
紀
末
か
ら
は
牛
首
口
留
守
所
の
責
任
者
を

任
さ
れ
た
た
め
に
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
。
一
七
世
紀
か
ら
明
治
ま
で
は
こ
の
辺
り
で
作
ら

れ
て
い
た
煙
硝
の
製
造
と
販
売
の
権
利
で
富
を
得
て
、
当
主
は
明
治
初
代
の
村
長
だ
っ
た
。
白

川
郷
と
五
箇
山
が
世
界
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
一
九
九
五
年
（
平
成
七
）
に
母
屋
、
土
蔵
、
便
所

が
国
の
重
要
文
化
財
に
認
定
さ
れ
、
今
ま
で
紹
介
し
た
施
設
と
同
様
に
今
も
住
居
の
一
部
を

公
開
し
て
い
る
。 

 

現
在
の
当
主
で
、
和
田
家
館
長
の
和
田
正
人
氏
は
、
す
ご
く
気
さ
く
な
性
格
で
、
細
田
様
の

話
で
盛
り
上
が
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
（
平
成
一
八
）
に
有
限
会
社
化
し
、
社
長
に
な
っ
た
。 

 
 

 
 

和
田
家
の
外
観
。
部
屋
の
一
部
。
屋
根
裏
部
屋
に
あ
る
民
具
の
一
部
。 

  

和
田
正
人
氏
に
お
礼
の
挨
拶
を
し
て
か
ら
、
次
に
本
通
り
（
荻
町
内
を
通
っ
て
い
る
車
道
の

こ
と
。
五
箇
山
方
面
に
行
く
バ
ス
は
こ
こ
を
走
っ
て
い
る
）
に
出
て
、
お
土
産
屋
や
飲
食
店
の

合
掌
造
り
が
連
な
る
道
を
、
五
箇
山
方
面
に
し
ば
ら
く
歩
く
と
「
鄙
」
と
い
う
喫
茶
店
に
た
ど

り
着
く
。 

 

平
屋
に
白
壁
、
薪
が
置
い
て
あ
る
の
と
、「
白
川
郷
の
オ
ア
シ
ス
空
間 

コ
ー
ヒ
ー
屋 

鄙
」

と
書
い
て
あ
る
木
の
看
板
が
目
に
入
る
。
中
に
入
り
、
マ
ス
タ
ー
の
宇
田
様
に
、
日
本
民
家
集

落
博
物
館
の
山
城
様
の
紹
介
で
参
り
ま
し
た
と
告
げ
た
ら
、
驚
き
懐
か
し
が
っ
て
い
た
。
コ
ー

ヒ
ー
と
ケ
ー
キ
を
い
た
だ
き
な
が
ら
白
川
郷
に
付
い
て
の
話
を
伺
っ
た
。
こ
の
店
を
出
て
す

ぐ
の
所
に
山
道
が
あ
り
、
そ
れ
を
登
る
と
荻
町
城
跡
展
望
台
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
良
く
、

テ
レ
ビ
で
白
川
郷
を
放
送
す
る
時
、
必
ず
映
し
出
さ
れ
る
風
景
で
あ
る
。
そ
の
山
道
は
険
し
く

て
、
幾
ら
若
い
か
ら
と
言
っ
て
油
断
し
な
い
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
。
実
際
に
こ
の
後
、
店
を
出

て
展
望
台
ま
で
山
道
を
歩
い
た
が
、
四
〇
前
の
私
で
さ
え
、
か
な
り
き
つ
い
感
じ
を
受
け
た
。

足
腰
に
自
身
の
な
い
高
齢
者
に
は
避
け
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。
展
望
台
か



ら
降
り
て
、
本
通
り
を
今
夜
宿
泊
す
る
民
宿
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
た
時
、
何
度
か
「
展
望
台

行
き
」
と
書
か
れ
、
沢
山
の
人
を
乗
せ
た
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
目
に
し
た
。
あ
の
道
の
り
を
歩
く

の
は
、
よ
ほ
ど
足
腰
に
自
身
が
な
い
限
り
は
無
理
だ
ろ
う
。
五
箇
山
の
相
倉
に
も
展
望
台
が
あ

り
、
集
落
前
の
巨
大
駐
車
場
の
奥
の
畦
道
み
た
い
な
細
道
を
歩
い
て
登
っ
て
い
く
が
、
相
倉
の

そ
れ
よ
り
は
る
か
に
き
つ
い
の
で
あ
る
。 

 
 

 

喫
茶
店
「
鄙
」。
白
壁
と
薪
が
目
に
つ
く
。
有
名
な
展
望
台
か
ら
の
眺
め
と
、
山
を
背
景
に
そ

び
え
る
合
掌
造
り
民
家
。 

  

荻
町
内
の
公
開
古
民
家
を
見
て
回
り
、
喫
茶
店
に
立
ち
寄
り
、
か
ね
て
か
ら
見
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
た
展
望
台
に
も
登
れ
て
、
改
め
て
白
川
郷
を
ゆ
っ
く
り
見
て
回
る
こ
と
が
で
き
た
。 

和
田
家
の
当
主
、
和
田
正
人
様
と
鄙
の
マ
ス
タ
ー
宇
田
章
二
様
と
い
う
顔
見
知
り
が
で
き

た
た
め
、
来
年
以
降
、
五
箇
山
へ
行
く
時
は
白
川
郷
を
経
由
し
て
一
日
滞
在
し
、
和
田
家
と
鄙

に
は
立
ち
寄
ろ
う
と
決
意
し
た
の
で
あ
る
。 

   

追
記
。
移
築
さ
れ
た
荘
川
系
合
掌
造
り
古
民
家
。 

 

横
浜
市
の
三
溪
園
内
に
「
矢
箆
原
家
」（
や
の
は
ら
け
）
と
い
う
合
掌
造
り
古
民
家
が
移
築

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
以
前
あ
る
取
材
を
通
し
て
知
っ
た
。
調
べ
て
み
る
と
、
今
回
見
て
き
た
荘

川
系
の
合
掌
造
り
の
古
民
家
と
の
こ
と
な
の
で
、
早
速
取
材
を
申
込
み
、
旅
行
か
ら
帰
宅
し
た

週
の
土
曜
日
に
取
材
に
訪
れ
た
。 

 

三
溪
園
は
、
明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
生
糸
貿
易
で
財
を
な
し
た
横
浜
の
実
業
家
、
原 

三
溪
（
本
名
富
太
郎
）、
一
八
六
八
年
（
慶
応
四
）
～
一
九
三
九
（
昭
和
十
四
）
が
作
り
上
げ

た
広
さ
百
七
十
五
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
日
本
庭
園
で
、
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）
に
公

開
さ
れ
た
。
一
般
公
開
さ
れ
た
外
苑
と
、
三
溪
が
私
庭
と
し
て
い
た
内
苑
の
二
つ
か
ら
な
り
、



京
都
や
鎌
倉
な
ど
か
ら
集
め
ら
れ
た
十
七
棟
の
歴
史
的
建
造
物
と
四
季
折
々
の
自
然
が
見
事

に
調
和
し
た
景
観
が
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

原
三
溪
の
亡
き
後
、
関
東
大
震
災
と
戦
災
で
四
〇
棟
近
く
あ
っ
た
建
物
の
半
数
が
失
わ
れ

て
し
ま
い
、
そ
の
跡
地
に
三
つ
の
建
物
を
移
築
し
た
。
旧
矢
箆
原
家
、
燈
明
寺
（
と
う
み
ょ
う

じ
）
本
堂
、
林
洞
庵
（
り
ん
ど
う
あ
ん
）
と
い
う
茶
室
で
あ
る
。
矢
箆
原
家
が
当
園
に
移
築
さ

れ
た
理
由
は
、
原
三
溪
自
身
が
岐
阜
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
元
々
こ
の
場
所
に
田
舎
屋
と

い
う
三
溪
自
身
が
移
築
し
た
古
民
家
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
昭
和
三
十
五
年
に
白
川
郷
の

方
か
ら
、
御
母
衣
ダ
ム
建
設
の
た
め
、
す
で
に
当
地
に
て
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
た
当

家
の
行
き
先
を
探
し
て
い
る
と
い
う
話
を
う
け
て
三
溪
園
に
落
ち
着
き
、
同
年
に
移
築
が
完

了
し
た
。 

 

矢
箆
原
家
の
祖
先
は
岩
瀬
佐
助
で
あ
り
、
白
川
郷
の
豪
農
で
、
代
々
照
蓮
寺
の
寺
領
管
理
に

あ
た
り
、
寺
務
の
相
談
に
も
あ
ず
か
っ
て
い
た
。
建
物
の
屋
根
の
妻
側
に
「
花
頭
窓
」（
か
と

う
ま
ど
火
灯
窓
と
も
書
く
）
が
あ
る
。
こ
の
様
式
は
普
通
の
民
家
に
は
つ
か
な
い
も
の
で
、

元
々
禅
宗
ゆ
か
り
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
矢
箆
原
家
が
東
本
願
寺
に
多
額
の
寄
付
を
し
た
こ

と
で
許
可
さ
れ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。
矢
箆
原
家
は
三
溪
園
内
で
唯
一
の
内
部
公
開

し
て
い
る
。
実
際
に
見
学
客
が
来
て
お
り
、
中
に
は
外
国
人
も
い
た
。
内
部
に
展
示
し
て
あ
る

古
民
具
は
約
一
〇
〇
〇
点
。
飛
騨
の
古
物
商
か
ら
入
手
し
た
も
の
で
あ
り
、
昭
和
三
四
～
四
〇

年
の
間
に
買
い
取
っ
た
も
の
で
、
な
か
な
か
入
手
で
き
な
い
貴
重
な
も
の
も
あ
る
。 

 

飛
騨
の
三
大
長
者
と
い
わ
れ
た
矢
箆
原
家
の
財
力
を
示
す
歌
が
残
っ
て
お
り
、「
宮
で
角
助
、

平
湯
で
与
茂
さ
、
岩
瀬
佐
助
の
ま
ね
な
ら
ぬ
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
ま
た
別
の
歌
に
「
一
色
甚

助

、

北

野

の

喜

助

、

岩

瀬

佐

助

の

真

似

な

ら

ぬ

」

と

い

う

の

も

あ

る

。 

 
 

 

花
頭
窓
が
あ
る
矢
箆
原
家
住
宅
。
貴
重
な
古
民
具
。
囲
炉
裏
の
部
屋
。 

  

因
み
に
三
溪
園
内
に
は
野
良
猫
が
多
く
、
動
物
写
真
家
の
岩
合
光
昭
氏
の
写
真
集
で
も
紹

介
さ
れ
た
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
矢
箆
原
家
の
敷
地
内
に
も
ト
ラ
模
様
の
猫
が
我
が
物
顔
で
歩
い

て
い
て
、
人
が
来
て
触
っ
て
も
恐
れ
る
気
配
も
、
逃
げ
る
気
配
も
な
い
。
猫
好
き
の
訪
問
客
に

触
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ん
て
考
え
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。. 

 



各
種
デ
ー
タ
ー
。 

飛
騨
高
山
駅
～
荘
川
の
里
間
の
濃
飛
バ
ス
時
刻
表
、
料
金
他
。 

濃
飛
バ
ス
Ｈ
Ｐ 

h
ttp

://w
w

w
.n

o
u

h
ib

u
s.co

.jp
/

→
乗
り
合
い
バ
ス
→
荘
川
・
牧
戸
線
に
Ｐ
Ｄ

Ｆ
化
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

荘
川
の
里 

郵
便
番
号 

五
〇
一
‐
五
四
一
三 

岐
阜
県
高
山
市
荘
川
町
新
渕
五
三 

電
話
番
号 

〇
五
七
六
九
‐
二
‐
二
六
八
一
（
荘
川
の
里
管
理
事
務
所
） 

開
館
期
間 

四
月
中
旬
～
十
一
月
下
旬
。（
十
二
月
～
三
月
は
休
館
） 

定
休
日 

毎
週
水
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
要
確
認
） 

入
場
料 

大
人
四
〇
〇
円 

小
人
二
〇
〇
円
（
小
・
中
学
生
）
団
体
割
引
（
二
五
名
様
以
上
は

二
割
引
き
） 

 

桜
香
の
湯
（
お
う
か
の
ゆ
） 

郵
便
番
号 

五
〇
一
‐
五
四
一
四 

岐
阜
県
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
八
二
‐
一 

電
話
番
号 

〇
五
七
六
九
‐
二
‐
二
〇
四
四 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

 

〇
五
七
六
九
‐
二
‐
三
〇
五
〇 

営
業
時
間 

午
前
一
〇
時
～
午
後
二
〇
時
三
〇
分
（
最
終
受
付
は
午
後
八
時
） 

※
季
節
に
よ
り
閉
館
時
間
が
変
更
し
ま
す
。 

休
館
日 

毎
週
木
曜
日
（
祝
日
の
場
合
、
要
確
認
）
一
二
月
三
一
～
一
月
一
日
。 

入
浴
料 

大
人
七
〇
〇
円 

小
人
三
〇
〇
円
（
四
～
一
二
歳
未
満
） 

障
が
い
者
六
三
〇
円 

三
歳
未
満
無
料
。
貸
切
風
呂
は
要
予
約
。 

濃
飛
バ
ス
荘
川
線
「
桜
の
里
荘
川
前
」。
道
の
駅
荘
川
内
。 

 

そ
ば
の
里
荘
川 

 

郵
便
番
号 

五
〇
一
‐
五
四
一
二 

岐
阜
県
高
山
市
荘
川
町
中
畑
六
一 

電
話
番
号 

〇
五
七
六
九
‐
二
‐
三
一
〇
〇 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

 

〇
五
七
六
九
‐
二
‐
三
一
〇
三 

営
業
時
間 

午
前
十
一
時
～
午
後
一
五
時
（
オ
ー
ダ
ー
ス
ト
ッ
プ 

売
り
切
れ
次
第
終
了
） 

定
休
日 

毎
週
火
曜
日
（
祝
日
の
場
合
要
確
認
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

五
月
一
六
日
、
十
二
月
三
十
一
日
、
一
月
一
日
。 

濃
飛
バ
ス
荘
川
線
「
そ
ば
の
里
荘
川
前
」。 

 

白
川
郷
荻
町 

明
善
寺
郷
土
館 

 

郵
便
番
号 

五
〇
一
‐
五
六
二
七 

岐
阜
県
大
野
郡
白
川
村
荻
町
六
九
九
。 

電
話
番
号 

〇
五
七
六
九
‐
六
‐
一
〇
〇
九 



Ｆ
Ａ
Ｘ 

 

〇
五
七
六
九
‐
六
‐
一
八
五
五 

開
館
時
間 

四
月
～
十
一
月 

午
前
八
時
三
〇
分
～
午
後
一
七
時
。 

 
 
 
 
 

十
二
月
～
三
月 

午
前
九
時
～
午
後
一
六
時
。 

入
館
料 

大
人
三
〇
〇
円 

小
中
学
生
一
〇
〇
円
。 

団
体
二
五
名
以
上 
大
人
二
四
〇
円 

小
人
八
〇
円
。 

 

長
瀬
家 

 

郵
便
番
号 

五
〇
一
‐
五
六
二
七 

岐
阜
県
大
野
郡
白
川
村
荻
町
八
二
三
‐
二
。 

電
話
番
号
・
Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
五
七
六
九‐
六‐

一
〇
四
七 

開
館
時
間 

午
前
九
時
～
午
後
一
七
時
。 

入
館
料 

大
人
三
〇
〇
円 

小
学
生
一
五
〇
円
。 

団
体
十
五
名
以
上 

大
人
二
百
五
〇
円 

小
学
生
一
五
〇
円
。 

 

和
田
家 

郵
便
番
号 

五
〇
一
‐
五
六
二
七 

岐
阜
県
大
野
郡
白
川
村
荻
町
九
九
七 

電
話
番
号 

〇
五
七
六
九
‐
六
‐
一
〇
五
八
。 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

 

〇
五
六
七
九
‐
六
‐
一
〇
五
八
。 

開
館
時
間 

午
前
九
時
～
午
後
十
七
時
。 

入
館
料 

大
人
三
百
円 

小
人
百
五
十
円
。 

団
体
二
五
名
以
上 

大
人
二
五
〇
円
。 

身
体
障
が
い
者 

個
人
大
人
一
五
〇
円
。（
本
人
の
み
） 

 

神
田
家 

郵
便
番
号 

五
〇
一
‐
五
六
二
七 

岐
阜
県
大
野
郡
白
川
村
荻
町
七
九
六 

電
話
番
号 

〇
五
七
六
九
‐
六
‐
一
〇
七
二 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

 

〇
五
七
六
九
‐
六
‐
一
七
〇
四 

営
業
時
間 

午
前
九
時
～
午
後
一
七
時
。 

休
館
日 

不
定
期
（
但
し
十
二
月
～
二
月
、
水
曜
定
休
）。 

入
館
料 

大
人
三
〇
〇
円 

小
人
一
五
〇
円
。 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス 

h
ttp

://k
a
n

d
a

h
o
u

se
.w

e
b

.fc2
.co

m
/ 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

k
a

n
d

a
-k

e
@

csc.jp
 

 

コ
ー
ヒ
ー
屋
「
鄙
」 

郵
便
番
号 

五
〇
一
‐
五
六
二
七 

岐
阜
県
大
野
郡
白
川
村
荻
町
一
一
七
八 

電
話
番
号 

〇
五
七
六
九
‐
六
‐
一
一
五
〇 

営
業
時
間 

午
前
八
時
～
午
後
一
六
時
。 

http://kandahouse.web.fc2.com/
http://kandahouse.web.fc2.com/
mailto:kanda-ke@csc.jp


定
休
日 

水
曜
日
。
第
一
・
第
三
木
曜
日
。 

 
 横

浜
「
三
渓
園
」 

郵
便
番
号 
二
三
一
‐
〇
八
二
四 

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
本
牧
三
之
谷
五
八
‐
一 

公
益

財
団
法
人 

三
溪
園
保
勝
会
。 

電
話
番
号 

〇
四
五
‐
六
二
一
‐
〇
六
三
四
・
五 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

 

〇
四
五
‐
六
二
四
‐
六
三
四
三 

開
園
時
間 

午
前
九
時
～
午
後
一
七
時
ま
で
（
入
場
は
一
六
時
三
〇
分
ま
で
） 

料
金 

大
人
五
〇
〇
円 

小
人
（
小
学
生
）
二
〇
〇
円 

団
体
（
二
〇
名
以
上
） 

一
般
二
割
引
き 

学
生
五
割
引
き 

六
五
歳
以
上
の
市
内
在
住
者
と
障
が
い
者
（
市
内
市
外
と
も
）
本
人
及
び
介
護
者
一
名
ま
で
無

料
。 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス 

h
ttp

://w
w

w
.sa

n
k

e
ie

n
.o

r.jp
 

ア
ク
セ
ス 

横
浜
駅
東
口
二
番
乗
り
場
か
ら
市
バ
ス
八
・
一
四
八
系
統
で
本
牧
三
溪
園
前
下

車
・
徒
歩
五
分
。 

 

桜
木
町
駅
二
番
乗
り
場
市
バ
ス
八
・
一
四
八
系
統
で
二
五
分
。
本
牧
三
溪
園
前
下
車
・
徒
歩
五

分
。 

み
な
と
み
ら
い
線
元
町
中
華
街
駅
四
番
出
口
、
山
下
町
か
ら
市
バ
ス
八
・
一
四
八
系
統
で
本
牧

三
溪
園
前
下
車
・
徒
歩
五
分
。 

 

http://www.sankeien.or.jp/

