
　
梅
雨
の
晴
れ
間
、
青
空
に
白
い
雲
が
幾
重
に

も
た
な
び
い
て
い
る
。
そ
ん
な
散
策
日
和
、
折

り
た
た
み
自
転
車
で
久
保
田
町
を
ぶ
ら
ぶ
ら
し

て
み
よ
う
。
森
林
公
園
の
駐
車
場
に
車
を
停
め

て
、
自
転
車
を
出
し
て
み
た
ら
、
な
ん
と
パ
ン

ク
…
。
出
だ
し
か
ら
つ
ま
ず
い
て
し
ま
う
。
途

方
に
暮
れ
つ
つ
、
ス
マ
ホ
で
近
く
の
自
転
車
屋

さ
ん
を
探
す
。
ヒ
ッ
ト
し
た
の
は
「
舩
津
丸
自

転
車
」。
自
転
車
を
再
び
車
に
積
み
込
み
、
店

を
目
指
す
。
10
分
ほ
ど
で
到
着
。
ク
リ
ー
ク
の

あ
る
昔
な
が
ら
の
集
落
だ
。
店
の
奥
に
声
を
掛

け
る
と
、
早
め
の
昼
食
を
食
べ
て
い
た
ご
主

人
・
舩
津
丸
幸
男
さ
ん
が
出
て
き
て
く
れ
る
。

事
情
を
説
明
す
る
と
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
確
認
し

な
が
ら
修
理
を
始
め
る
。
作
業
し
て
い
る
間
に

ち
ょ
っ
と
だ
け
話
を
聞
い
た
。
幸
男
さ
ん
は
定

年
退
職
後
、
こ
の
店
を
継
い
で
約
12
年
に
な
る

　
新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
基
本
的
に
は
不
要
不
急
の
遠
出
は
自
粛
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
う
い
う
と
き
こ
そ
、
日
ご
ろ
生
活
し
て
い
る
、
わ
が
町
を
歩
い
て

み
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。
今
月
の
特
集
で
は
、
久
保
田
町
を
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て

み
た
。
佐
賀
市
の
端
っ
こ
、
嘉
瀬
川
沿
い
に
あ
る
、
こ
の
街
に
は
、
昔
な
が

ら
の
史
跡
や
、
古
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
も
の
づ
く
り
が
残
っ
て
い
る
。
ま

さ
に
佐
賀
の
原
風
景
に
ふ
れ
る
場
所
だ
っ
た
。

と
い
う
。「
主
な
仕
事
は
、
久
保
田
町
に
住
む

中
学
生
の
自
転
車
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
。
遠
い
子

は
往
復
８
キ
ロ
通
学
し
て
い
ま
す
」
と
幸
男
さ

ん
。
奥
さ
ん
が
冷
た
い
緑
茶
と
キ
ュ
ウ
リ
の
漬

物
を
出
し
て
く
れ
た
。
さ
っ
ぱ
り
し
て
美
味
し

い
。
数
分
で
修
理
は
完
了
。
お
礼
を
言
っ
て
ス

タ
ー
ト
地
点
へ
戻
る
。

■
石
州
瓦
が
印
象
的

　
い
よ
い
よ
、
ぶ
ら
ぶ
ら
旅
ス
タ
ー
ト
。
ガ
イ

ド
は
久
保
田
公
民
館
で
入
手
し
た
「
思
斉
の
郷

歴
史
マ
ッ
プ
」。
ま
ず
は
、
史
跡
が
多
い
北
部

に
向
か
う
。
ペ
ダ
ル
を
漕
ぐ
こ
と
数
分
、
国
道

2
0
7
号
と
県
道
48
号
が
交
差
す
る
徳
万
の

交
差
点
へ
た
ど
り
つ
く
。
南
へ
伸
び
る
県
道
沿

い
に
「
く
ぼ
た
」
と
い
う
文
字
が
刻
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
向
か
い
側
に
は
大
き
な
ス
ー
パ
ー
。

裏
手
に
こ
ん
も
り
し
た
森
が
あ
る
。
行
っ
て
み

る
と
、「
香
椎
神
社
」
が
あ
っ
た
。
ど
っ
し
り

し
た
脚
の
肥
前
鳥
居
の
先
に
、
赤
い
石
州
瓦
が

印
象
的
な
四
脚
門
が
見
え
る
。
同
神
社
は
平
安

時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
、
福
岡
市
の
香
椎
宮
の
分

霊
を
祀
っ
た
の
が
起
源
と
さ
れ
て
い
る
。
境
内

に
入
る
と
、
ク
ス
の
木
の
巨
木
に
囲
ま
れ
る
よ

う
に
本
殿
が
あ
る
。
清
々
し
い
空
気
が
漂
っ
て

い
る
。

マ
ッ
プ
に
よ
る
と
、
香
椎
神
社
の
前
を
東

西
に
走
る
道
が
旧
長
崎
街
道
だ
と
い
う
の
で
、

ち
ょ
っ
と
行
っ
て
み
る
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に

国
道
と
合
流
。
途
中
に
あ
っ
た
、
ね
ず
み
色
の

鉱
滓
レ
ン
ガ
の
壁
だ
け
が
、
な
ん
と
な
く
昔
の

雰
囲
気
を
伝
え
て
い
た
。
せ
っ
か
く
な
の
で
、

し
ば
ら
く
西
に
向
か
い
、
久
保
田
町
で
一
番
古

い
と
さ
れ
る
「
三
学
寺
」
へ
向
か
う
。
ク
リ
ー

ク
を
思
わ
せ
る
水
路
に
囲
ま
れ
て
小
さ
な
お
堂

が
見
え
て
く
る
。
平
安
時
代
初
期
の
8
3
8

年
、
全
国
的
に
疫
病
や
天
災
が
起
こ
り
、
病
死

者
や
餓
死
者
が
続
出
。
こ
の
災
難
を
鎮
め
る
た

め
、
太
宰
府
の
鎮
守
府
将
軍
が
僧
・
仁
海
に
創

建
さ
せ
た
の
が
、
こ
の
お
寺
だ
と
い
う
。
コ
ロ

ナ
の
一
刻
も
早
い
収
束
を
祈
っ
た
。

■
貴
重
な
酒
樽
製
作
所

　
一
旦
、
町
の
北
端
で
あ
る
久
保
田
駅
へ
向
か

う
。
国
道
を
わ
た
り
、
天
山
に
向
か
っ
て
北
上

す
る
。
重
機
が
置
い
て
あ
っ
た
り
、
製
紙
工
場

遠くに天山がそびえる＝嘉瀬川の土手

舩津丸自転車で修理お茶と漬物が嬉しい

香椎神社の境内

徳万交差点付近の「くぼた」三学寺

久
保
田
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が
あ
っ
た
り
と
、ち
ょ
っ
と
趣
が
変
わ
っ
て
き
た
。

駅
に
到
着
し
た
ら
、
す
ぐ
に
県
道
を
南
下
。
気
に

な
る
看
板
を
見
つ
け
た
。「
原
田
製
樽
所
」。
樽
を

作
っ
て
い
る
工
場
み
た
い
だ
。
中
を
覗
く
と
作
業

は
し
て
い
な
い
様
子
。事
務
所
で
声
を
掛
け
る
と
、

代
表
の
原
田
泰
行
さ
ん
と
息
子
の
博
史
さ
ん
が
話

を
聞
か
せ
て
く
れ
た
。

　
原
田
製
樽
所
は
大
正
元
年
創
業
。
1
0
0
年

以
上
、
酒
樽
を
作
り
続
け
て
き
た
。
酒
樽
専
門
で

や
っ
て
い
る
の
は
全
国
に
10
軒
く
ら
い
だ
と
い
う

か
ら
、
非
常
に
貴
重
な
存
在
だ
。
同
所
で
は
大
手

酒
造
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
注
文
を
メ
イ
ン
に
、
職
人

４
人
で
年
間
５
千
個
製
作
し
て
い
る
。
主
に
祝
い

事
な
ど
の
セ
レ
モ
ニ
ー
で
「
鏡
開
き
」
用
と
し
て

使
わ
れ
る
。

　
博
史
さ
ん
は
６
年
前
か
ら
工
場
に
入
り
、
昨
年

末
、
す
べ
て
の
作
業
を
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。
博
史
さ
ん
は
「
酒
樽
は
杉
の
板
材
を
箍た

が

と
呼
ば
れ
る
竹
で
編
ん
だ
輪
で
作
り
ま
す
。
接
着

剤
は
一
切
使
い
ま
せ
ん
。
シ
ン
プ
ル
だ
か
ら
こ
そ

難
し
い
で
す
ね
」。
こ
の
道
40
年
の
泰
行
さ
ん
は

「
大
事
な
の
は
材
料
の
見
極
め
。
少
し
で
も
悪
い

部
分
を
使
っ
て
し
ま
う
と
漏
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

一
方
で
良
い
材
料
だ
け
使
う
と
コ
ス
ト
が
か
か

る
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
見
極
め
が
難
し
い
。
自
分

も
最
初
の
数
年
は
何
度
も
失
敗
し
ま
し
た
。
そ
の

度
に
、
漏
れ
た
酒
樽
を
送
り
返
し
て
も
ら
い
、
原

因
を
見
つ
け
る
。
結
局
、
た
く
さ
ん
失
敗
し
な
い

と
理
解
で
き
ま
せ
ん
」
と
振
り
返
る
。
同
所
の
こ

だ
わ
り
は
酒
樽
の
材
料
と
し
て
最
適
な
奈
良
県
の

吉
野
杉
を
使
用
す
る
こ
と
。
泰
行
さ
ん
は
「
お
酒

の
味
が
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
良
い
酒
樽
に
入
れ

た
樽
酒
は
、
ほ
の
か
に
杉
の
香
り
が
し
ま
す
。
吉

野
杉
は
お
酒
を
最
も
美
味
し
て
く
れ
ま
す
。た
だ
、

ど
ん
な
に
良
い
杉
を
使
っ
て
も
接
着
剤
を
使
う
と

台
無
し
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
杉
と
竹
だ
け

で
漏
れ
な
い
酒
樽
作
り
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
」

と
語
る
。
大
手
メ
ー
カ
ー
の
「
樽
酒
」
の
中
に
は
、

原
田
さ
ん
が
作
っ
た
酒
樽
で
寝
か
せ
た
酒
を
瓶
詰

め
し
て
販
売
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
い
う
。「
樽

も
新
品
で
は
香
り
が
強
す
ぎ
る
。
二
、三
度
目
の

方
が
バ
ラ
ン
ス
は
良
い
で
す
ね
。
酒
造
会
社
は
ブ

レ
ン
ド
し
て
、
ち
ょ
う
ど
良
い
香
り
を
出
し
て
い

ま
す
」
と
泰
行
さ
ん
。
樽
酒
も
奥
が
深
い
。

　
伝
統
技
術
で
あ
る
酒
樽
の
世
界
も
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
博
史
さ
ん
は

「
イ
ベ
ン
ト
や
結
婚
式
が
キ
ャ
ン
セ
ル
に
な
り
注

文
が
激
減
し
て
い
ま
す
。
例
年
、
５
月
は
年
末
に

並
ぶ
書
き
入
れ
時
な
ん
で
す
が
、
今
年
は
注
文
ゼ

ロ
。
工
場
で
の
作
業
を
週
２
日
に
減
ら
し
て
対
応

し
て
い
ま
す
」
と
語
る
。
泰
行
さ
ん
は
「
職
人
人

生
で
こ
ん
な
経
験
は
初
め
て
。
で
も
こ
う
い
う
時

だ
か
ら
こ
そ
、
出
来
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
箍
の

耐
久
性
を
上
げ
る
工
夫
を
し
て
み
た
り
、
一
般
向

け
の
商
品
を
考
え
て
み
た
り
。
時
間
を
無
駄
に
し

な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」
と
笑
っ
た
。

 

■
教
育
熱
心
な
土
壌

　
再
び
徳
万
交
差
点
に
戻
り
、
さ
ら
に
県
道
を
南

下
。
し
ば
ら
く
行
く
と
「
思
斉
館
跡
」
と
い
う
案

内
板
が
あ
っ
た
の
で
右
折
す
る
。
住
宅
街
の
小
さ

な
道
を
抜
け
る
と
、
水
田
や
ハ
ウ
ス
が
広
が
っ
て

い
る
。
ク
リ
ー
ク
沿
い
の
水
利
施
設
か
ら
は
、
滝

の
よ
う
に
水
が
落
ち
て
い
る
。
涼
を
感
じ
な
が
ら

ち
ょ
っ
と
休
憩
。
そ
れ
ら
し
き
史
跡
は
な
か
っ
た

な
ぁ
。
引
き
返
し
て
み
る
と
、
鬱
蒼
と
し
た
緑
の

中
に
大
き
な
石
碑
が
あ
っ
た
。

　
思
斉
館
は
江
戸
時
代
中
期
の
1
7
8
4
年
、

久
保
田
の
領
主
・
村
田
政ま

さ
む
ね致

が
以
前
よ
り
あ
っ
た

学
問
所
を
拡
張
、
整
備
し
て
「
思
斉
館
」
と
名
付

け
た
の
が
始
ま
り
。
由
来
は
論
語
の
「
賢け

ん

を
見
て

は
斉ひ

と

し
き
を
焉こ

れ

思
う
。
不
賢
を
見
て
而

し
こ
う

し
て
内
に

自
ら
省

か
え
り

み
る
な
り
」。
現
代
語
に
直
す
と
「
賢
い

人
に
出
会
っ
た
ら
良
い
お
手
本
と
し
て
見
習
い
、

愚
か
な
人
に
出
会
っ
た
ら
悪
い
お
手
本
と
し
て
自

分
の
反
省
材
料
に
し
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
に
な

る
。

　
思
斉
館
で
の
授
業
は
と
て
も
厳
し
い
も
の
だ
っ

た
が
、優
秀
な
生
徒
は
授
業
料
が
免
除
さ
れ
た
り
、

月
１
回
の
試
験
で
成
績
が
良
か
っ
た
生
徒
は
ご
褒

美
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。
現
在
で
も
、「
思
斉
」

と
い
う
名
前
は
小
中
一
貫
校
「
思
斉
館
」
に
受
け

継
が
れ
て
い
る
。

　
県
道
に
戻
り
さ
ら
に
南
下
。
左
手
に
大
き
な
屋

根
が
見
え
た
の
で
目
指
し
て
み
る
。
数
分
で
寶ほ

う
り
ん琳

寺
に
到
着
。
古
風
な
山
門
が
印
象
的
だ
。
同
寺
は

奈
良
時
代
の
名
僧
・
行
基
が
治
水
工
事
の
た
め
に

当
地
を
訪
れ
た
際
、
川
上
よ
り
流
れ
て
き
た
仏
像

を
得
て
祀
っ
た
の
が
始
ま
り
。
1
4
0
0
年
代
、

伊
万
里
の
円
通
寺
よ
り
仙
翁
竹
大
和
尚
を
迎
え
臨

済
宗
寺
院
と
し
て
開
山
。
境
内
に
は
読
売
新
聞
創

設
者
の
一
人
で
２
代
目
社
長
・
本も

と
の

 も
り
み
ち

野
盛
享
夫
妻
の

墓
が
あ
る
と
い
う
。
中
に
入
る
と
、
お
寺
の
方
が

金
魚
鉢
の
世
話
を
し
て
い
た
。
涼
み
が
て
ら
話
を

聞
く
と
、
読
売
新
聞
だ
け
で
な
く
、
日
経
新
聞
関

連
会
社
の
社
長
の
実
家
の
菩
提
寺
で
も
あ
る
と
い

う
。
メ
デ
ィ
ア
大
手
の
２
グ
ル
ー
プ
の
ト
ッ
プ
と

縁
が
あ
る
久
保
田
町
。
先
ほ
ど
の
思
斉
館
に
代
表

さ
れ
る
教
育
熱
心
な
精
神
的
土
壌
が
、
多
く
の
逸

材
を
生
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

 

■
橋
の
た
も
と
に
船
着
場
跡

　
寶
琳
寺
の
由
来
に
あ
る
よ
う
に
、
久
保
田
と
嘉

瀬
川
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
。
今
度
は
嘉
瀬

川
の
土
手
を
南
下
し
て
み
る
。
森
林
公
園
の
横
に

あ
る
堰
を
過
ぎ
る
と
、
川
は
原
初
の
姿
を
取
り
戻

す
。
河
川
敷
に
は
青
々
と
し
た
葦
が
茂
り
、
潟
土

が
堆
積
し
て
い
る
。
道
の
先
に
は
か
す
か
に
雲

仙
岳
が
見
え
る
。
土
手
脇
の
田
ん
ぼ
で
は
、
田
植

え
の
作
業
が
始
ま
っ
て
い
る
。
水
を
入
れ
た
圃
場

に
は
刈
入
れ
た
ば
か
り
の
麦
が
浮
か
ぶ
。
ト
ラ
ク

タ
ー
を
避
け
る
か
の
よ
う
に
、
白
い
サ
ギ
が
少
し

遠
く
へ
飛
ぶ
。
大
き
な
青
空
の
下
、
の
ど
か
な
風

景
が
続
く
。

　
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
大
き
く
湾
曲
し
た
土
手
を

進
む
と
、
下
に
船
着
場
ら
し
き
も
の
が
見
え
て
き

た
。
こ
こ
か
ら
河
川
敷
に
降
り
る
。
久
保
田
橋
を

く
ぐ
り
、
少
し
先
に
い
く
と
石
で
で
き
た
護
岸

の
よ
う
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
。
後
に
調
べ
た
と

こ
ろ
、
こ
こ
は
江
戸
時
代
、
久
保
田
領
主
・
村
田

家
に
出
入
り
す
る
御
用
船
の
船
着
場
だ
っ
た
ら
し

い
。
領
内
の
米
の
蔵
出
し
や
他
藩
へ
の
交
易
に
使

わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
監
視
す
る
た
め
の
役
人
の

駐
屯
所
「
御
番
所
」
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ち
ょ
っ

原田製樽所代表の泰行さん（右）と息子の博史さん

土手から見た久保田町滝のような水利施設

寶琳寺思斉館跡の石碑

嘉瀬川の対岸から見る。お寺の屋根が印象的

特 集 久保田ぶらぶら



と
先
に
は
ノ
リ
漁
で
使
用
さ
れ
る
網
が
干
し
て
あ

る
。
心
な
し
か
潮
の
香
り
が
漂
っ
て
い
る
。
炎
天

下
に
、
自
転
車
を
走
ら
せ
る
こ
と
数
十
分
。
日
焼

け
し
た
腕
が
真
っ
赤
だ
。
ド
リ
ン
ク
も
な
か
っ
た

の
で
、
こ
れ
以
上
の
南
下
を
諦
め
、
引
き
返
す
こ

と
に
。

 

■
か
つ
て
は
ア
オ
で
仕
込
む

　
と
り
あ
え
ず
水
分
補
給
だ
。
久
保
田
橋
ま
で
戻

り
、
近
く
の
集
落
に
下
り
る
と
す
ぐ
に
自
動
販
売

機
が
あ
っ
た
。
ト
マ
ト
ジ
ュ
ー
ス
を
買
っ
て
一
気

に
飲
む
。
自
転
車
屋
さ
ん
で
お
茶
と
漬
物
を
も

ら
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、と
思
う
と
ゾ
ッ
と
す
る
。

ち
ょ
っ
と
落
ち
着
い
た
の
で
周
り
を
見
る
と
、
窓

乃
梅
酒
造
だ
っ
た
。
せ
っ
か
く
な
の
で
訪
ね
て
み

る
こ
と
に
。

　「
窓
乃
梅
酒
造
は
元
禄
元
年
（
1
6
8
8
年
）

創
業
、
佐
賀
県
内
最
古
の
酒
蔵
で
す
。
佐
賀
鍋
島

藩
よ
り
藩
の
余
剰
米
の
利
用
法
と
し
て
酒
造
り
を

命
じ
ら
れ
た
初
代
古
賀
六
右
衛
門
に
よ
り
創
業
し

ま
し
た
」
と
社
長
の
古
賀
醸
治
さ
ん
は
語
る
。
先

ほ
ど
見
た
御
番
所
辺
り
で
積
み
上
げ
ら
れ
た
米
が

酒
蔵
に
運
ば
れ
る
様
子
を
想
像
し
て
し
ま
う
。「
窓

乃
梅
」
は
当
初
、「
寒
菊
』
と
い
う
銘
だ
っ
た
と

い
う
。「
安
政
七
年
（
1
8
6
0
年
）、
仕
込
み

桶
に
偶
然
、
白
梅
の
花
び
ら
が
落
ち
、
か
つ
て
な

い
芳
醇
な
香
り
が
漂
う
酒
が
ま
し
た
。
鍋
島
直
正

公
に
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
大
変
喜
ば
れ
、『
年
々

に
さ
か
え
さ
か
え
て
名
さ
え
世
に
香
り
み
ち
た
る

窓
乃
梅
が
香
』
と
詠
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
歌
か
ら

『
窓
乃
梅
』
と
い
う
名
前
を
頂
き
ま
し
た
」。

　
酒
造
り
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
嘉
瀬
川
は
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
。「
か
つ
て
は
仕
込

み
水
と
し
て
嘉
瀬
川
の
ア
オ
を
使
っ
て
い
ま
し

た
」
と
古
賀
さ
ん
は
教
え
て
く
れ
た
。
ア
オ
と
は

干
満
の
差
が
大
き
い
有
明
海
特
有
の
取
水
方
法

で
、
干
潮
の
と
き
に
海
水
に
の
っ
て
沖
合
に
運
ば

れ
た
淡
水
が
、
満
潮
に
な
る
と
比
重
の
重
い
海
水

の
上
に
の
っ
た
ま
ま
、
陸
地
深
く
に
押
し
戻
さ
れ

る
。
そ
の
淡
水
を
利
用
す
る
の
が
「
ア
オ
取
水
」

だ
。「
森
林
公
園
近
く
の
堰
の
と
こ
ろ
ま
で
水
取

り
船
を
出
し
、
表
面
の
真
水
を
す
く
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。
ア
オ
の
水
は
、
発
酵
を
促
進
す
る
リ
ン

酸
カ
リ
な
ど
の
栄
養
を
豊
富
に
含
ん
で
お
り
、
ア

ル
コ
ー
ル
度
数
の
高
い
お
酒
を
作
る
こ
と
が
で
き

た
よ
う
で
す
」。
米
と
水
、
ま
さ
に
嘉
瀬
川
が
生

ん
だ
銘
酒
だ
。

　
古
賀
さ
ん
が
見
せ
て
く
れ
た
の
が
、「
窓
乃
梅
」

に
改
名
し
た
８
代
目
文
左
衛
門
が
書
き
残
し
た

「
西
之
宮
土
産
」。
江
戸
末
期
に
お
酒
づ
く
り
の
先

進
地
・
西
宮
（
兵
庫
県
）
で
研
修
し
た
際
の
記
録

で
あ
る
。「
同
書
に
は
大
き
な
桶
を
半
分
に
切
っ

た
仕
込
み
桶
の
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
ハ
ン

ギ
ー
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
佐
賀
平
野
の
ク
リ
ー

ク
で
使
わ
れ
る
菱
の
実
採
り
の
『
ハ
ン
ギ
ー
』
は

こ
こ
か
ら
来
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
」

と
古
賀
さ
ん
。
当
時
、文
左
衛
門
は
数
え
年
60
歳
。

当
時
と
し
て
は
高
齢
で
あ
り
な
が
ら
、
は
る
ば
る

関
西
ま
で
最
新
知
識
を
学
び
に
行
っ
て
い
る
。
そ

の
向
学
心
に
も
久
保
田
ら
し
さ
を
感
じ
る
。

　
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
は
大
き
く
、
同
社
も

５
月
は
前
年
同
期
比
70
％
減
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
。
厳
し
い
現
状
だ
が
、
古
賀
社
長
は
新
し

い
挑
戦
を
続
け
る
。「
濃
醇
甘
口
と
い
う
佐
賀
ら

し
い
日
本
酒
を
守
る
一
方
、
超
辛
口
や
現
代
的
な

す
っ
き
り
し
た
呑
み
口
の
香
り
の
良
い
酒
も
作
っ

て
い
ま
す
」。
酒
蔵
は
焼
酎
づ
く
り
の
真
っ
最
中

だ
。「
佐
賀
の
二
条
大
麦
を
使
っ
た
本
格
焼
酎
を

仕
込
ん
で
い
ま
す
。
麦
焼
酎『
は
が
く
れ
』は
す
っ

き
り
キ
レ
の
あ
る
味
わ
い
が
特
長
で
す
」
と
オ
ス

ス
メ
し
て
く
れ
た
。

　「
久
保
田
は
色
彩
豊
か
な
町
だ
と
思
い
ま
す
。

明
け
方
、
有
明
海
の
堤
防
に
立
つ
と
、
瑠
璃
色
の

静
か
な
空
が
、
日
の
出
と
と
も
に
茜
色
に
変
わ

り
、
干
潟
や
海
も
染
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
麦
や
稲

が
実
っ
た
黄
金
色
も
美
し
い
。
ま
た
久
保
田
は
教

育
熱
心
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
教
育
関
係
者
は
『
テ

ス
ト
の
成
績
は
佐
賀
市
中
心
部
に
比
べ
て
多
少
劣

る
が
、
気
持
ち
の
良
い
子
が
多
い
』
と
教
え
て
く

れ
ま
す
。
知
識
だ
け
で
は
な
く
道
徳
中
心
の
教

育
。
努
力
家
が
多
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は

違
い
ま
す
が
（
笑
）。
新
し
い
住
宅
地
も
増
え
て

い
ま
す
が
、
昔
な
が
ら
の
集
落
が
多
く
、
住
人
の

ほ
と
ん
ど
が
顔
見
知
り
と
い
う
濃
厚
な
人
間
関
係

が
残
っ
て
い
ま
す
」
と
古
賀
さ
ん
は
語
る
。

　
車
な
ら
数
分
で
走
り
抜
け
て
し
ま
う
久
保
田

町
。
突
然
の
お
願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
快
く
取
材

を
引
き
受
け
て
く
れ
る
優
し
い
人
た
ち
、
奈
良
時

代
か
ら
続
く
歴
史
を
ひ
っ
そ
り
抱
え
た
史
跡
、
嘉

瀬
川
の
恵
み
を
余
す
こ
と
な
く
使
う
知
恵
、
道
徳

に
重
き
を
置
く
数
百
年
続
く
教
育
方
針
、
そ
し
て

本
当
に
大
き
な
空
。
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
み
る
と
、「
佐

賀
」
ら
し
い
と
感
じ
る
風
土
を
色
濃
く
残
す
街

だ
っ
た
。

土手沿いの田んぼで田植え作業

嘉瀬川川岸に下りる久保田橋御番所跡風に揺れる漁網

窓乃梅酒造社長の古賀醸治さん「西之宮土産」の中のハンギーに関する記述

窓乃梅酒造前の道 酒容器？の壁
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