
三
州
足
助
屋
敷
訪
問
記
。
愛
知
県
豊
田
市
足
助
町
。 

二
〇
一
三
年
七
月
二
〇
日
・
二
一
日
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡 

哲
文 

 

  

三
州
足
助
屋
敷
は
紅
葉
の
名
所
と
し
て
も
名
高
く
、
ま
た
文
科
省
に
よ
っ
て
二
〇
一
一
年

六
月
二
十
日
に
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
（
重
伝
健
）
に
指
定
さ
れ
た
香
嵐
渓
の
古
い

町
並
み
の
近
く
に
あ
り
、
一
九
八
〇
年
（
昭
和
五
五
）
に
開
館
し
た
。
生
き
た
民
俗
資
料
館
、

技
術
の
伝
承
を
目
指
し
、
昔
の
生
活
の
再
現
と
、
再
建
さ
れ
た
茅
葺
き
民
家
や
土
蔵
等
で
職
人

た
ち
に
よ
る
物
づ
く
り
の
技
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。 

  

名
鉄
名
古
屋
線
東
岡
崎
駅
北
口
四
番
乗
り
場
か
ら
名
鉄
バ
ス
足
助
行
き
で
約
一
時
間
乗
っ

て
香
嵐
渓
で
下
車
す
る
。
バ
ス
は
ほ
ぼ
一
時
間
に
一
本
な
の
で
、
良
く
調
べ
て
か
ら
乗
る
よ
う

に
。
香
嵐
渓
バ
ス
停
前
に
は
神
社
と
足
助
支
所
が
あ
り
、
道
路
隔
て
た
側
の
狭
い
道
を
沿
い
に

真
っ
直
ぐ
歩
く
と
待
月
橋
と
い
う
赤
い
橋
が
見
え
て
く
る
。
ち
ょ
う
ど
七
月
の
猛
暑
日
で
も

あ
っ
た
た
め
か
、
川
で
遊
ぶ
子
供
た
ち
や
親
子
連
れ
が
沢
山
目
に
付
い
た
。
道
な
り
に
お
土
産

屋
や
そ
ば
屋
、
旅
館
等
が
立
ち
並
ん
で
い
る
所
を
更
に
歩
く
と
茅
葺
き
の
食
事
処
、「
栗
の
木

茶
屋
」
が
見
え
る
。
か
き
氷
の
看
板
、
そ
し
て
流
し
そ
う
め
ん
の
実
演
を
行
っ
て
お
り
、
こ
こ

で
も
子
供
や
親
子
連
れ
が
沢
山
い
た
。
私
は
、
流
し
そ
う
め
ん
の
実
演
を
見
た
の
は
、
こ
の
時

が
初
め
て
だ
っ
た
。
目
の
前
に
漆
喰
壁
と
木
造
の
楓
門
が
見
え
る
。
こ
の
門
は
柱
や
梁
、
小
屋

材
な
ど
の
部
分
に
は
杉
、
桧
、
松
、
栗
等
の
国
産
材
が
使
わ
れ
て
い
る
。
一
階
部
分
は
売
店
で

お
土
産
を
販
売
し
て
い
る
。
こ
こ
を
く
ぐ
る
と
目
の
前
に
大
き
な
茅
葺
屋
根
と
漆
喰
壁
の
建

物
が
あ
る
。「
入
口
」
と
書
か
れ
、
壁
に
大
八
車
の
車
輪
が
掲
げ
て
あ
る
。
こ
こ
で
料
金
を
払

っ
て
中
に
入
る
。 

 
 

  

流
し
そ
う
め
ん
を
楽
し
ん
で
い
る
茅
葺
き
の
「
栗
の
木
茶
屋
」。
大
き
な
茅
葺
の
「
入
口
」。
隣

に
は
喫
茶
店
の
「
堅
香
子
（
か
た
か
ご
）」
が
併
設
さ
れ
て
い
る
。
入
口
を
入
っ
て
す
ぐ
に
牛

が
飼
わ
れ
て
い
る
の
が
目
に
入
る
。 



 
こ
こ
で
は
茅
葺
き
の
「
母
屋
」
と
「
駕
籠
屋
」
を
中
心
に
見
て
い
く
。
因
み
に
こ
こ
足
助
屋

敷
で
は
多
く
の
職
人
た
ち
が
実
際
に
仕
事
を
し
て
い
る
の
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
時

間
帯
が
昼
間
だ
と
、
職
人
た
ち
は
お
昼
休
憩
に
入
っ
て
実
演
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
け

ど
、
た
い
が
い
写
真
撮
影
に
も
応
じ
て
も
ら
え
る
。 

 

母
屋
は
昭
和
三
十
年
代
の
豪
農
の
母
屋
を
モ
デ
ル
に
再
現
さ
れ
た
入
母
屋
造
り
の
建
物
で
、

二
百
年
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
を
足
助
市
綾
部
よ
り
移
築
し
た
。
内
部
に
上
が
っ
て
囲
炉
裏

や
部
屋
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
が
訪
問
し
た
時
は
、
機
織
り
職
人
が
実
際
に
仕
事
を

し
て
い
た
。
入
口
に
唐
笠
、
簑
、
編
み
笠
な
ど
が
展
示
し
て
あ
る
。
屋
根
も
壁
も
ふ
す
ま
も
綺

麗
で
あ
る
。 

 
 

 

茅
葺
き
屋
根
が
綺
麗
な
「
母
屋
」
内
部
の
囲
炉
裏
。
仕
事
中
の
職
人
さ
ん
。 

 
 

 

入
口
を
入
る
と
囲
炉
裏
の
部
屋
が
あ
り
、
昔
の
竈
が
置
い
て
あ
る
。
奥
の
空
間
は
ス
タ
ッ
フ

の
食
事
処
と
な
っ
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
お
昼
だ
っ
た
た
め
に
食
事
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
た
。

隣
は
寝
室
に
な
っ
て
お
り
薄
暗
く
、
箪
笥
や
行
燈
、
鏡
台
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
部
屋

を
出
る
と
隣
は
仏
間
で
仏
壇
の
ほ
か
に
朱
塗
り
や
漆
塗
り
の
お
櫃
、
お
ち
ょ
こ
な
ど
が
ガ
ラ

ス
ケ
ー
ス
の
中
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
部
屋
を
出
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
機
織
り
機
が

置
い
て
あ
り
、
職
人
さ
ん
が
織
物
を
し
て
い
た
。
そ
の
そ
ば
に
藁
の
手
織
物
の
販
売
所
が
あ
り
、

実
際
に
作
っ
た
も
の
が
売
ら
れ
て
い
た
。
平
日
だ
っ
た
が
、
高
齢
者
か
ら
親
子
連
れ
ま
で
、
結

構
見
学
者
は
い
る
よ
う
で
、
こ
の
家
の
中
も
見
学
者
が
何
人
か
い
た
。 

  

母
屋
を
出
る
と
土
蔵
が
目
に
入
る
。
一
階
は
傘
屋
と
桶
屋
の
仕
事
場
に
な
っ
て
い
た
。
ち
ょ

う
ど
食
事
時
の
た
め
、
桶
屋
の
職
人
さ
ん
は
い
な
く
て
、
木
の
板
や
仕
事
道
具
が
所
狭
し
と
置

か
れ
て
い
た
。
傘
屋
は
仕
事
の
最
中
だ
っ
た
。
二
階
は
昭
和
の
生
活
を
再
現
す
る
展
示
が
行
わ

れ
て
お
り
、
旧
型
テ
レ
ビ
や
黒
電
話
、
箪
笥
と
ラ
ジ
オ
や
中
折
れ
帽
子
な
ど
が
展
示
さ
れ
た
一

角
が
あ
っ
た
。
私
は
テ
レ
ビ
番
組
や
資
料
で
し
か
こ
れ
ら
を
見
た
こ
と
が
無
か
っ
た
が
、 

（
黒
電
話
は
辛
う
じ
て
知
っ
て
い
る
世
代
）
、
母
た
ち
の
世
代
に
は
懐
か
し
い
空
間
で
あ
る
。 



 

 
 

 

桶
屋
の
仕
事
ス
ペ
ー
ス
に
は
材
料
と
仕
事
道
具
が
び
っ
し
り
。
仕
事
中
の
傘
屋
の
職
人
さ
ん
。

昭
和
の
生
活
の
雰
囲
気
が
漂
う
部
屋
の
再
現
。 

 
 

 

し
ば
ら
く
歩
く
と
黄
土
色
の
土
蔵
に
瓦
の
付
い
た
庇
の
建
物
が
見
え
て
く
る
。
「
工
人
館
」

と
い
う
土
蔵
造
り
の
建
物
で
あ
る
。
真
ん
中
で
は
私
が
訪
問
し
た
時
は
、
竹
職
人
が
仕
事
を
し

て
お
り
、
竹
と
ん
ぼ
作
り
が
体
験
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
左
右
の
部
屋
は
販
売
、
体
験

学
習
ス
ペ
ー
ス
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
た
。 

 

木
造
白
壁
の
萬
々
館
を
過
ぎ
る
と
、
食
事
処
「
薫
風
亭
」
が
あ
る
。
実
は
入
口
付
近
に
も
「
檜

茶
屋
」
と
い
う
食
事
処
が
あ
り
、
檜
茶
屋
の
方
は
五
平
餅
や
ア
ユ
の
塩
焼
き
、
蕎
麦
な
ど
が
食

べ
ら
れ
る
。
一
方
薫
風
亭
の
方
は
手
作
り
豆
腐
メ
ニ
ュ
ー
が
中
心
で
、
ど
ち
ら
で
食
事
を
し
よ

う
か
少
し
迷
っ
て
し
ま
っ
た
。
旅
行
中
は
お
昼
を
沢
山
た
べ
て
お
き
た
い
か
ら
、
帰
り
に
檜
茶

屋
で
食
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
と
考
え
て
、
園
内
を
引
き
返
す
こ
と
に
し
た
。 

 
 

 

工
人
館
の
外
観
と
入
口
付
近
で
仕
事
を
す
る
竹
職
人
。
檜
茶
屋
の
お
昼
。
五
平
餅
と
ア
ユ
の
塩

焼
き
が
特
徴
。 

 



 
施
設
内
の
中
心
に
牧
場
が
あ
り
、
工
人
館
を
背
に
左
側
に
茅
葺
き
の
建
物
が
目
に
入
る
。
そ

こ
に
行
く
ま
で
に
い
く
つ
か
の
仕
事
場
が
あ
り
、
紙
漉
き
、
鍛
冶
屋
な
ど
、
実
際
に
職
人
さ
ん

の
仕
事
ぶ
り
を
拝
見
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
鍛
冶
屋
は
江
戸
末
期
か
ら
二
〇
〇
年
以
上
続
い

て
お
り
、
鍬
や
鎌
な
ど
の
農
山
林
道
具
か
ら
家
庭
用
の
包
丁
、
ナ
イ
フ
ま
で
幅
広
く
手
掛
け
て

い
る
。
部
屋
中
一
面
に
色
々
な
刃
物
が
な
ら
べ
て
あ
り
、
一
目
瞭
然
に
鍛
冶
屋
だ
と
分
か
る
。 

茅
葺
き
の
籠
屋
は
、
職
人
さ
ん
が
休
憩
中
の
た
め
不
在
で
、
内
部
を
眺
め
て
い
た
ら
い
き
な
り

サ
ビ
模
様
の
猫
が
現
れ
、
私
を
見
た
と
た
ん
に
逃
げ
る
よ
う
に
外
に
出
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
猫

は
こ
の
施
設
内
の
ス
タ
ッ
フ
に
は
慣
れ
て
お
り
、
飼
わ
れ
て
い
る
状
態
だ
が
、
訪
問
者
は
警
戒

す
る
と
、
ス
タ
ッ
フ
の
方
か
ら
伺
っ
た
。 

実
は
こ
こ
に
は
チ
ビ
太
部
長
と
い
う
犬
が
お
り
、
香
嵐
渓
内
で
捨
て
犬
で
あ
っ
た
所
を
平
成

十
一
年
四
月
に
足
助
屋
敷
に
採
用
さ
れ
、
現
在
は
営
業
部
長
を
し
て
い
る
と
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

に
も
あ
っ
た
の
で
、
期
待
し
て
い
た
が
、
実
は
も
う
か
な
り
の
高
齢
で
、
最
近
は
姿
を
見
せ
な

い
こ
と
が
多
い
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
写
真
と
概
要
だ
け
を
読
ん
で
お
い
た
。 

  

園
内
を
全
部
見
終
わ
り
、
門
の
中
に
あ
る
炭
焼
き
コ
ー
ヒ
の
店
堅
香
子
で
、
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ

ー
と
ス
イ
ー
ツ
を
食
べ
て
、
猛
暑
を
し
の
ぐ
。
更
に
門
を
出
た
所
に
あ
る
檜
茶
屋
で
お
昼
を
食

べ
る
。
ア
ユ
の
塩
焼
き
と
五
平
餅
の
付
い
た
定
食
に
し
た
。 

 

足
助
屋
敷
へ
向
か
う
途
中
に
沢
山
の
店
で
五
平
餅
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
だ
け
沢
山
の
店
で
五
平
餅
を
提
供
し
て
い
る
の
を
見
た
の
は
こ
こ
だ
け
だ
っ
た
。
歩
い

て
い
る
途
中
で
見
た
案
内
に
よ
る
と
、
五
平
餅
の
発
祥
の
地
が
こ
の
足
助
だ
と
書
い
て
あ
っ

た
。
初
耳
の
こ
と
な
の
で
、
帰
宅
し
て
調
べ
て
み
た
ら
、
信
州
な
ど
諸
説
あ
っ
て
は
っ
き
り
せ

ず
、
足
助
が
発
祥
で
あ
る
と
、
こ
こ
で
断
言
が
す
る
こ
と
は
控
え
る
。
私
の
良
く
行
く
岐
阜
県

の
白
川
郷
、
富
山
県
の
五
箇
山
で
も
五
平
餅
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
福
島
県
の
大
内

宿
で
は
似
た
よ
う
な
食
べ
物
で
「
し
ん
ご
ろ
う
」
と
い
う
や
は
り
白
米
を
丸
い
板
状
に
し
て
甘

辛
い
味
噌
を
塗
っ
た
も
の
が
販
売
さ
れ
て
い
た
。 

 
 

 

茅
葺
き
家
屋
の
籠
屋
と
そ
の
内
部
。
近
く
で
回
転
し
て
い
る
水
車
小
屋
。 

 

初
日
は
曇
っ
て
お
り
、
施
設
内
を
巡
っ
て
い
る
う
ち
に
激
し
い
雨
に
降
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。



野
外
の
施
設
で
雨
と
い
う
の
は
結
構
大
変
だ
っ
た
。
打
っ
て
変
わ
っ
て
翌
日
は
晴
天
だ
っ
た
。

ま
た
再
び
東
岡
崎
か
ら
足
助
ま
で
バ
ス
に
乗
り
、
今
度
は
足
助
の
古
い
町
並
み
を
訪
問
し
た
。 

  

足
助
は
伊
那
街
道
あ
る
い
は
飯
田
街
道
と
も
呼
ば
れ
た
街
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
そ

の
面
影
が
今
で
も
残
っ
て
お
り
、
主
に
足
助
川
を
渡
っ
た
場
所
に
古
い
建
物
が
集
中
し
て
い

る
。
私
が
橋
を
渡
っ
て
古
い
町
並
み
に
入
っ
た
ら
、
着
物
を
着
た
若
い
女
性
と
、
一
眼
レ
フ
カ

メ
ラ
を
首
か
ら
下
げ
た
男
性
た
ち
の
一
団
に
出
く
わ
し
た
。
彼
ら
は
こ
の
街
並
み
を
バ
ッ
ク

に
撮
影
会
を
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
た
。 

 

郵
便
局
、
信
用
金
庫
、
Ｊ
Ａ
と
い
っ
た
建
物
が
み
な
白
壁
に
瓦
屋
根
の
二
階
建
て
な
の
が
特

徴
で
あ
り
、
良
く
見
な
い
と
他
の
建
物
と
勘
違
い
し
そ
う
だ
。
こ
の
街
並
み
の
中
で
一
番
特
徴

が
あ
る
の
が
和
菓
子
屋
「
加
東
家
」
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
白
木
屋
宗
七
と
い
う
人
の
造
り
酒

屋
で
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
九
月
二
〇
日
に
賀
茂
郡
南
部
の
有
志
二
〇
人
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
加
茂
一
揆
の
時
に
付
け
ら
れ
た
刀
傷
の
跡
が
あ
り
、
頼
め
ば
拝
見
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
歴
史
の
一
部
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
町
並
み
で
あ
る
。 

 
 

 

足
助
の
街
並
み
と
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
建
物
。
和
菓
子
屋
加
東
家
の
刀
傷
跡
。 

  

今
回
は
足
助
屋
敷
訪
問
が
メ
イ
ン
で
、
町
並
み
訪
問
は
あ
く
ま
で
そ
の
つ
い
で
だ
っ
た
た

め
に
、
詳
し
い
言
及
は
こ
れ
以
上
こ
こ
で
は
し
な
い
。
足
助
屋
敷
を
訪
問
し
た
ら
、
是
非
立
ち

寄
っ
て
、
古
い
町
並
み
を
散
策
し
て
み
る
の
を
お
勧
め
し
ま
す
。
旅
館
も
あ
る
の
で
、
古
い
町

並
み
内
で
一
晩
を
過
ご
し
て
み
る
の
も
旅
の
楽
し
み
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

     
 

移
築
さ
れ
た
合
掌
造
り
民
家
。 



名
古
屋
市
東
山
動
植
物
園
内
（
旧
太
田
家
）。 

 
 

  

名
古
屋
市
内
の
東
山
動
植
物
園
内
に
合
掌
造
り
民
家
が
移
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て

い
た
の
で
、
今
回
名
古
屋
を
旅
行
し
た
時
に
是
非
立
ち
寄
り
た
い
と
思
っ
た
。 

 

東
山
動
植
物
園
は
広
さ
約
六
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
園
内
に
動
物
園
、
植
物
園
だ
け
で
な
く
遊

園
地
や
東
山
タ
ワ
ー
と
い
っ
た
ス
ポ
ッ
ト
も
存
在
し
て
お
り
、
約
七
千
種
の
植
物
を
展
示
し

て
い
る
。
植
物
以
外
に
も
件
の
合
掌
造
り
、
武
家
屋
敷
門
、
茶
室
也
有
園
（
宗
節
庵
）
と
い
っ

た
茶
室
な
ど
も
有
し
て
い
る
。 

 

名
古
屋
市
内
か
ら
地
下
鉄
東
山
線
に
乗
っ
て
星
ヶ
丘
駅
で
下
車
す
る
。
植
物
園
に
行
く
に

は
隣
の
東
山
駅
よ
り
、
こ
ち
ら
の
方
が
近
い
。
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
近
い
ら
し
く
、
駅
周
辺

か
ら
植
物
園
ま
で
は
若
者
向
け
の
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
が
多
く
、
若
者
ば
か
り
が
目
に
付
く
。
案

内
が
あ
ち
こ
ち
に
出
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
沿
っ
て
歩
け
ば
間
違
い
な
く
植
物
園
に
行
く
こ

と
が
で
き
る
。
星
ヶ
丘
門
で
入
館
料
を
払
っ
て
園
内
に
入
り
合
掌
造
り
民
家
を
目
指
す
。 

   

旧
太
田
家
は
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
二
）
の
建
築
で
、
岐
阜
県
白
川
村
の
太
田
静
氏
の
か

つ
て
の
住
居
で
あ
っ
た
も
の
を
、
関
西
電
力
鳩
ヶ
谷
ダ
ム
の
水
没
よ
り
建
物
保
存
す
る
た
め
、

昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
）
に
当
地
に
移
築
さ
れ
た
。
白
川
郷
・
五
箇
山
の
合
掌
集
落
の
多
く

で
分
家
が
出
来
ず
、
家
族
や
使
用
人
も
含
め
た
大
家
族
制
だ
っ
た
が
、
こ
の
家
も
同
様
に
使
用

人
も
含
め
て
四
十
人
が
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
昭
和
四
一
年
、
同
六
〇
年
、
平
成
一

九
年
に
屋
根
の
全
面
葺
き
替
え
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
平
成
十
九
年
二
月
か
ら
六
月
ま
で
の

葺
き
替
え
で
は
市
民
参
加
で
行
わ
れ
、
そ
の
時
の
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
が
「
名
古
屋
の
結
」

と
い
う
団
体
を
作
り
、
合
掌
造
り
の
管
理
や
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
る
。 

母
屋
以
外
に
離
れ
ら
し
い
建
物
が
あ
る
。
母
屋
も
含
め
て
壁
部
分
の
木
目
は
茶
色
く
煤
け

た
部
分
が
剥
が
れ
て
、
経
年
を
感
じ
る
が
屋
根
の
茅
は
七
年
経
っ
て
い
て
も
、
年
数
を
感
じ
な

い
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
四
月
か
ら
十
一
月
ま
で
、
囲
炉
裏
焚
き
や
草
履
作
り
、
糸
紡

ぎ
な
ど
と
い
っ
た
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
内
部
に
上
が
っ
て
見
る
こ
と
も
で

き
る
。
平
側
か
ら
中
に
入
る
と
、
囲
炉
裏
の
あ
る
「
す
え
」
と
い
う
板
の
間
が
あ
り
、
生
活
用

具
が
一
列
に
並
ん
で
い
る
中
に
合
掌
造
り
の
模
型
が
置
い
て
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
の
書

か
れ
た
札
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
建
物
内
で
最
も
注
目
す
る
も
の
は
、「
え
ん
の
ま
」（
廊
下
）
の
上
の
方
に
掲
げ
て
あ
る

駕
籠
の
実
物
と
、
玄
関
を
入
っ
て
す
ぐ
に
展
示
し
て
あ
る
巨
大
な
蜂
の
巣
で
あ
る
。
こ
の
蜂
の

巣
は
、
こ
の
家
を
移
築
し
た
時
に
二
階
部
分
に
あ
っ
た
も
の
で
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
入
っ
て
い

る
。
ま
た
二
階
の
屋
根
裏
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
五
箇
山
や
白
川
郷
の

公
開
さ
れ
て
い
る
民
家
の
よ
う
に
、
か
つ
て
使
用
し
た
生
活
用
具
や
民
具
が
展
示
し
て
あ
る



こ
と
は
な
く
、
ご
く
わ
ず
か
の
糸
車
や
機
織
り
機
が
置
い
て
あ
る
の
み
で
あ
る
。 

 
 

 

東
山
植
物
園
内
の
太
田
家
外
観
。
廊
下
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
駕
籠
と
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
入
り
蜂

の
巣
。 

   

各
種
デ
ー
タ
。 

「
三
州
足
助
屋
敷
」 

 

住
所 

〒
四
四
四-

二
四
二
四 

愛
知
県
豊
田
市
足
助
町
飯
森
三
六
番
地 

 

電
話
番
号 

〇
五
六
五-

六
二-

一
一
八
八 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
五
六
五-

六
二-

一
七
八
二 

 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

h
ttp

://w
w

w
.a

su
k

e
.a

ita
in

e
.jp

/~
y
a

sh
ik

i/ 

 

営
業
時
間 

午
前
九
時
か
ら
午
後
一
七
時
ま
で
（
入
場
は
午
後
十
六
時
三
〇
分
ま
で
） 

休
館
日 

毎
週
木
曜
日
（
木
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌
金
曜
日
）
年
末
年
始
（
十
二
月
二
四
日

か
ら
一
月
二
日
ま
で
）。
六
月
の
第
三
木
曜
日
と
十
二
月
十
六
日
。 

※
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
は
無
休
。
ま
た
休
館
日
が
予
定
な
く
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。 

 

 

入
館
料 

大
人
三
百
円 

子
供
（
小
・
中
・
高
校
）
一
〇
〇
円
。
団
体
（
二
〇
名
以
上
は
一
割

引
。
障
が
い
者
は
半
額
。） 

ア
ク
セ
ス 

（
電
車
・
バ
ス
）
名
鉄
名
古
屋
本
線
東
岡
崎
駅
北
口
か
ら
名
鉄
バ
ス
足
助
行
き
で

約
七
〇
分
。（
バ
ス
は
ほ
ぼ
一
時
間
に
一
本
な
の
で
、
要
確
認
。） 

http://www.asuke.aitaine.jp/~yashiki/


名
鉄
三
河
線
猿
投
駅
（
さ
な
げ
）
か
ら
さ
な
げ
足
助
バ
ス
百
年
草
行
き
約
三
六
分
。（
こ
ち
ら 

本
数
が
少
な
い
の
で
要
確
認
。） 

（
車
利
用
）
猿
投
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
か
ら
力
石
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
経
由
し
て
国
道
一
五

三
号
線
で
香
嵐
渓
ま
で
。 

ま
た
は
東
海
環
状
自
動
車
道
か
ら
豊
田
勘
八
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
経
由
し
て
国
道
一
五
三

号
線
で
香
嵐
渓
ま
で
と
、
豊
田
松
平
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
か
ら
国
道
一
五
三
号
線
に
出
る
道

も
あ
る
。 

 

足
助
の
街
並
み
に
つ
い
て
は
足
助
観
光
協
会 

住
所 

〒
四
四
四-

二
四
二
四 

愛
知
県
豊
田
市
足
助
三
四-

一 

電
話 

〇
五
六
五-

六
二-

一
二
七
二 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
五
六
五-

六
二-

〇
四
二
四 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

h
ttp

://a
su

k
e
.in

fo
/ 

 

「
東
山
植
物
園
」 

 

住
所 

〒
四
六
四-

〇
八
〇
四 

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
東
山
元
町
三-

七
〇 

 

電
話
番
号 

〇
五
二-

七
八
二-

二
一
一
一 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
五
二-

七
八
二-
二
一
四
〇 

（
公
財
東
山
公
園
協
会 

電
話
〇
五
二-

七
八
一-

一
七
五
一 

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
五
二-

七
八
一-

六
一

〇
八
） 

 

入
園
時
間 

午
前
九
時
か
ら
午
後
一
六
時
三
〇
分
。（
閉
園
午
後
十
六
時
五
〇
分
）。 

 

休
館
日 

毎
週
月
曜
日
。（
但
し
月
曜
日
が
休
日
の
場
合
は
そ
の
直
後
の
休
日
で
な
い
日
が
休

園
日
。）
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
一
日
ま
で
。 

 

観
覧
料 

大
人
一
人
五
〇
〇
円
（
一
〇
〇
円
）
三
十
人
以
上
の
団
体
四
五
〇
円
（
九
〇
円
）
一

〇
〇
人
以
上
の
団
体
四
〇
〇
円
（
八
〇
円
）
定
期
観
覧
券
（
一
年
）
二
〇
〇
〇
円
（
六
〇
〇
円
）

ス
カ
イ
タ
ワ
ー
共
通
券
六
四
〇
円
（
一
六
〇
円
）
カ
ッ
コ
内
は
名
古
屋
市
在
住
の
六
五
歳
以
上

の
方
の
料
金
。
中
学
生
以
下
、
障
が
い
者
は
本
人
及
び
介
護
者
二
名
ま
で
無
料
。 

 

ア
ク
セ
ス 

地
下
鉄
東
山
線
「
東
山
公
園
」
駅
下
車
徒
歩
三
分
。「
星
ヶ
丘
」
駅
徒
歩
七
分
（
植

物
園
に
は
星
ヶ
丘
門
が
便
利
。） 

東
名
高
速
道
路
名
古
屋
イ
ン
タ
ー
よ
り
西
へ
車
で
約
一
五
分
。
名
二
環
（
東
名
阪
）
上
社
イ
ン

タ
ー
よ
り
西
へ
車
で
約
一
〇
分
。
名
古
屋
高
速
四
谷
出
口
よ
り
東
へ
車
で
約
一
〇
分
。 

http://asuke.info/
http://asuke.info/

