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島b る さ と の 

醸 

 

 

電 



巻
頭

言
 

刊
 
に
 
寄
 
せ
 
て
 

金
木
町
教
育
委
員
会
 

教
育
長
 成
 
田
 
勝
 

義
 

「
嘉
瀬
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
」
の
皆
さ
ん
の
、
ふ
る
さ
と
に
寄
せ
る
熱
い
思
い
を

満
載
し
て
、
こ
こ
に
第
十

一
集
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
心
か
ら
お
喜
び
申
し
上

げ
ま
す
。
 

歴
史
は
人
の
つ
な
が
り
と
時
代
の
潮
流
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
生
命
が
保
た
れ
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
は
過
去
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
に
生
き
る
意
義
を

認
識
し
て
後
世
に
遺
産
を
継
承
し
て
い
く
責
務
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
 「
か
た
り
べ
」
 

は
、
そ
れ
を
気
張
ら
な
い
平
易
な
文
章
で
、
温
か
く
語
り
か
け

て
く
れ
る
貴
重
な
史

書
で
あ
り
分
献
で
あ
り
ま
す
。
 

今
、
学
校
教
育

の
中
で
も
郷
土
学
習
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
、
郷
土
の
自
然
環
境
、
 

歴
史
、
文
化
等
を
教
材
と
し

て
取
り
上
げ
る
教
育
の
推
進
に
努
め
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
金
木
町
で
は
、

こ
れ
を
教
育
の
柱
の
一
本
に
位
置
づ
け
、
自
分
の
生
ま
 
 

れ
育
っ
た
ふ
る
さ
と
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
ふ
る
さ
と
に
愛
着
と
誇
り
を
持
ち
、
住

み
よ
い
ふ
る
さ
と
づ
く
り
に
貢
献
で
き
る
人
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
お
り
ま
す
。
 町
内

の
小
学
校
が
、
こ
の
四
月
か
ら
使
用
し
て
い
る
社
会
科
の
副
読
本
「
わ
た
し
た
ち
の

金
木
町
」
も
、
そ
の
た
め
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
「
か
た
り
べ
」
の
発
刊
は
ま
こ
と
に
時
宣
に
か

な
っ
た

も
の
で
あ
り
、
小
中
学
校
の
地
域
教
材
と
し
て
、
今
後
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
く

れ
る
も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
 

わ
が
ふ
る
さ
と
が
、
か
け
が
え
の
な
い
ま
ほ
ろ
ば
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
ち
、
 

壮
大
な
ロ

マ
ン
を
求
め
て
、
ふ
る
さ
と
の
掘
り
起
こ
し
に
努
力
さ
れ
て
い
る
会

員
諸

氏
の
情
熱
と
行
動
力
に
衷
心
よ
り
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
、
発
刊
に
寄
せ
る
辞
と

い
た
し
ま
す
。
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廿
昭
和
中
期
ま
で
使
用
n
 

水
田
や
畑
の
耕
起
に
使
用
さ
れ
た
撃
は
、
単
用
と
双
用
と
が
あ
る
。
田
圃
を
耕
起

す
る
に
、
馬
に
傘
を
付
け
て
引
ぱ
ら
せ
て
田
を
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
朝
早
く
起
き

て
、
馬
の
飼
料
の
干
草
を
切
り
、
そ
れ
に
糠
を
少
々
か
き
ま
ぜ
て
馬
の
一
日
分
の
飼

料
を
吹
に
入
れ
て
塾
と
共
に
荷
鞍
に
付
け
て
田
圃
に
出
か
け
る
。
一
日
中
で耕
起
は

三
反
歩

（
約
三〇
ァ
ー
ル
）
ほ
ど
で
あ
る
。
初
め
は
一
番
打
、
そ
れ
か
ら
二
番
打
も

あ
る
。
 二
番
打
は
一
番
打
っ
た
後
 
土
を
廻
転
さ
せ
る
だ
け
が
二
番
打
で
あ
る
。
一
一

番
打
は
一
日
に
四
反
歩
位
出
来
た
。
 

水
田
の
耕
起
後
に
田
圃
に
水
を
入
れ
て
か
き
ま
わ
す
の
が
馬
鍬
で
あ
る
。
 水
の
中

で
土
を
撹
拝
さ
れ
る
と
土
が
 
砕
け
る
。
一
枚
の
田
を
三
回
撹
拝
す
る
。
 一
回
目
は

荒
代
掻
き
で
、
二
回
目
は
中
代
掻
、
三
回
目
は
代
掻
と
あ
る
。
馬
の
先
に
棒
を
付
け

て
一
人
が
馬
を
歩
か
せ
る
。
馬
を
歩
か
せ
る
人
を
クさ
ひ
ど
り
力
と
言
う
。
 クさ
ひ
ど
 

り
4
は
小
学
校
五
六
年
生
か
ら
と
ら
さ
れ
た
子
も
あ
る
。
 

え
 

ぶ
 

〇
柄
 

振
 

り
 

H

昭
和
中
期
ま
で
使
用
H
 

え
び
り
と
も
云
う
。
 田
圃
を
輩
で
耕
し
て
 
田
に
水
を
入
れ
 
馬
鍬
で
土
を
撹
押

し
、
泥
ど
ろ
に
し
た
土
を
平
ら
に
し
て
苗
を
植
え
る
よ
う
に
す
る
。
長
さ
五
尺
ば
か

り
の
丸
い
棒
に
横
に
板
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
 

水
田
や
畑
の
耕
起
に
使
用
さ
れ
た
華
は
、
単
用
と
双
用
と
が
あ
る
。
田
圃
を
耕
起

す
る
に
、
馬
に
華
を
付
け
て
引
ば
ら
せ
て
田
を
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
朝
早
く
起
き

て
、
馬
の
飼
料
の
干
草
を
切
り
、
そ
れ
に
糠
を
少
々
か
き
ま
ぜ
て
馬
の
一
日
分
の
飼

料
を
叺
に
入
れ
て
華
と
共
に
荷
鞍
に
付
け
て
田
圃
に
出
か
け
る
。
一
日
中
で
耕
起
は

三
反
歩
（
約
三
○
ア
ー
と
ほ
ど
で
あ
る
。
初
め
は
一
番
打
、
そ
れ
か
ら
二
番
打
も

あ
る
。
二
番
打
は
一
番
打
っ
た
後
士
を
廻
転
さ
せ
る
だ
け
が
一
一
番
打
で
あ
る
。
二

番
打
は
一
日
に
四
反
歩
位
出
来
た
。

○
勃
年

～ 、

Ⅱ
昭
和
中
期
ま
で
使
用
Ⅱ

、の■

い
で
土
を
撹
絆
さ
れ
る
と
士
が
砕
け
る
。
一
枚
の
田
を
三
回
撹
枠
す
る
。
一
回
目
は

荒
代
掻
き
で
、
二
回
目
は
中
代
掻
、
三
回
目
は
代
掻
と
あ
る
。
馬
の
先
に
棒
を
付
け

て
一
人
が
馬
を
歩
か
せ
る
。
馬
を
歩
か
せ
る
人
を
〃
さ
ひ
ど
り
〃
と
言
う
。
〃
さ
ひ
ど

り
〃
は
小
学
校
五
六
年
生
か
ら
と
ら
さ
れ
た
子
も
あ
る
。

え
ぶ

○
柄
振
り
Ⅱ
昭
和
中
期
ま
で
使
用
Ⅱ

え
び
り
と
も
云
う
。
田
圃
を
華
で
耕
し
て
田
に
水
を
入
れ
馬
鍬
で
土
を
撹
枠

し
、
泥
ど
ろ
に
し
た
土
を
平
ら
に
し
て
苗
を
植
え
る
よ
う
に
す
る
。
長
さ
五
尺
ば
か

り
の
丸
い
棒
に
横
に
板
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

水
田
の
耕
起
後
に
田
圃
に
水
を
入
れ
て
か
き
ま
わ
す
の
が
馬
鍬
で
あ
る
。
水
の
中

農
機
具

○
馬
鍬
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〇
回
転
式
田

植
型
 

n
昭
和
中期
ま
で使
用
n
 

苗
の
植
付
け
の
位
置
を
示
す
た
め
、
回
転
し
な
が
ら
、
田
面
に
印
を
付
け
る
の
で

あ
る
。
 回
転
式
田
植
型
は
田
植
縄
後
に
出
き
た
機
械
で
あ
る
。
鉄
の
回
転
型
機
も
あ

る
。
当
時
の
田
圃
一
反
分
が
 
大
き
く
て
三
枚
、
小
さ
い
と
四
枚
で
あ
る
。
機
械
を

廻
す
の
に
大
変
で
あ
っ
た
。
先
づ
 
田
に

一
本
の
縄
を
張
っ
て
そ
れ
に
機
械
の
型
を

上
げ
て
、
縄
と
型
と
一
定
に
な
っ
て
か
ら
廻
す
こ
と
に
な
る
。
 一
定
に
な
ら
な
い
で

廻
す
と
大
変
に
な
る
。
 一
枚
の
田
圃
を
数
回
も
移
動
す
る
と
型
が
曲
が
っ
て
く
る
、
 

植
苗
も
曲
る
。
 

回
転
式
田
植
型
は
、
田
面
の
泥
の
上
に
正
方
形
の
型
が
付
く
の
で
あ
る
。
 

〇
田
 
植
 
縄
 

H

昭
和
中期
ま
で使用H
 

田
植
縄
は
田
面
に
張
っ
て
、
 田
植
の
時
に
縄
に
沿
っ
て
植
付
け
て
行
く
の
で
す
。
 

田
植
縄
は
二
人
で
張
る
。
 一
本
づ
つ
尺
示
を
持
っ
て
縄
を
真
っ
す
ぐ
に
張
る
。
 

縄
と
縄
と
の
中
に
田
植
乙
女
が
二
人
入
る
。
 一
人
四
株
植
え
る
か
ら
八
株
に
な
る
。
 

田
面
に
縄
を
田
植
乙
女
の
数
に
よ
り
何
本
も
張
る
。
田
植
終
る
と
、
ま
た
移
動
す
る
。
 

そ
の
時
、
縄
の
泥
を
良
く
落
し
て
か
ら
で
な
い
と
い
け
な
い
。
 で
な
い
と
、
縄
の
移

動
の
時
に
田
植
乙
女
の
背
に
泥
が
落
ち
る
。
泥
を
落
し
て
よ
く
叱
ら
れ
た
事
も
あ
る
。
 

そ
の
時
代
の
田
植
は

一
人
一
反
分
植
え
る
と
終
り
で
あ
っ
た
。
 田
植
え
の
植
付
け
す

る
株
と
株
と
の
間
は
大
体
六
寸
四
方
で
あ
り
、
 一
坪
（
六
十
四株
と
い
う
の
が
、
古
 

く
か
ら
目
安
で
あ
る
。
 

が
ん
 
づ
め
 

〇

雁
 
爪
 

n
江
戸
よ
り
昭
和
中
期
ま
で
使
用
廿
 

蟹
爪
と
も
熊
手
と
も
呼
ぷ
。
 又
田
打
ち
と
も
呼
び
、
水
田
の
一
番
、
ニ
番
の
除
草
 

、

一
 

に
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
熊
手
は
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
水
田
の
除
草
に
使
用
し

た
事
を
見
た
事
が
な
い
。
恐
ら
く
田
圃
に
雑
草
が
生
え
る
と
雁
爪
を
土
に
刺
し
て
、
 

草
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
江
戸
時
代
が
除
草
に
苦
労
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
 

〇
回
転
中
耕
除
草

機

H
昭
和
中期
よ
り
現
在
も
使
用
廿
 

二
連
の
転
廻
車
で
あ
り
、
最
前
端
に
滑
走
板
が
着
い
て
い
る
。
 水
田
の
中
耕
除
草

に
使
用
す
る
。
大
正
時
代
は
二
連
で
株
間
が

一
株
よ
り
除
草
出
来
な
い
が
、
現
在
で

は
四
連
の
転
廻
車
で
、
押
し
て
行
く
と
稲
の
株
間
二
株
除
草
さ
れ
る
。
除
草
機
が
無

い
時
代
は
手
取
で
あ
る
。
朝
か
ら
タ
方
迄
腰
を
曲
げ
て
手
の
除
草
、
田
の
草
取
は
三

回
か
四
回
除
草
す
る
。
一
月
以
上
も
除
草
し
た
の
で
、
指
が
痛
く
な
り
、
指
に
ゴ
ム

サ
ッ
ク
、
又
は
金
爪
を
は
め
て
除
草
し
た
。
 

一
人
で
一
日
に
一
反
歩
除
草
す
る
の
が
標
準
で
、
田
の
除
草
は
田
植
後
二
十
日
位

油
断
を
す
る
と
一
面
に
草
が
生
え
て
き
て
、
 

 
手
取
り
が
困
難
に
な
り
、
稲
作
そ
の
も

の
を
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
さ
え
あ
る
。
 

 
特
に
高
温
の
年
は
草
の
育
ち
が
格
別
さ
 

、
 

か
ん
な
も
の
で

あ
る
。
草
の
生

長
が
は
じ
ま
る

の
が
見
え
た
ら

賃
金
や
飯
米
入

費
を
か
え
り
み

ず
、
日
雇
い
を

頼
ん
で
も
除
草

し
た
の
で
あ
る
。
 

・
 

 

〇
稲
 

 

鎌
 

廿
現
在
で
も
使
用
廿
 

〇
足
踏
脱
穀
機
 

 

廿
昭
和
中
期
ま
で
使
用
廿
 

 

古
く
か
ら
稲
麦
等
を
刈
取
に
使
用
さ
れ
た

（
刀鎌
と
鋸
鎌
と
あ
る
）
。特
に
稲
刈

に
使
用
し
た
。
当
時
稲
刈
時
期
に
は
寅
太
郎
が
あ
っ
て
午
前
五
時
合
図
の
太
鼓
が
打

ち
鳴
ら
さ
れ
そ
れ
か
ら
で
な
い
と
稲
刈
に
出
で
行
く
こ
と
が
出
き
な
い
。
そ
れ
か
ら

先
に
砥
石
で
鎌
を
砥
ぐ
、
良
く
切
れ
る
よ
う
に
砥
ぐ
、
そ
れ
か
ら
稲
刈
を
始
め
る
o
 

鋸
鎌
は
木
を
切
る
鋸
の
よ
う
な
鎌
で
あ
る
。
鋸
鎌
は
砥
ぐ
こ
と
も
な
い
 
刈
っ
た
稲

は
、
七
株
か
八
株
を

一
把
に
し
て
た
ば
ね
る
。
午
後
か
ら
島
立
に
し
て
立
て
る
。
島

立
は
十
二
把
を
東
ね
る
、
穂
部
を
上
に
し
て
根
元
を
拡
げ
て
畦
に
立
て
る
。
十
分
乾

燥
さ
せ
て
か
ら
稲
を
集
め
て
稲
乳
に
し
て
積
ん
で
置
く
。
津
軽
の
風
土
は
春
遅
く
秋

は
早
い
、
秋
の
彼
岸
前
後
を
稲
刈
取
り
の
適
期
と
昔
か
ら
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
o
 

】
 
」
 

ぐ
、
り
 

〇
荷
 

鞍
 

n
昭
和
中
期
ま
で
使
用
？
 

馬
の
背
に
荷
鞍
を
置
き
荷
物
等
を
運
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
農
耕
馬
は
荷
物
運
搬
が

主
役
で
あ
る
。
当
時
は
農
道
も
 

整
備
さ
れ
な
い
の
で
、
田
圃
よ
 

だ
ん
づ
け

ま
 

り
稲
上
げ
す
る
に
は
駄
付
馬
が

よ
く
利
用
さ
れ
た
。
馬
の
背
に

鞍
を
置
き
片
側
に
七
丸
づ
つ
ロ

ー
 

プ
で
く
く
り
つ
け
る
の
で
一
四

丸
付
く
。
力
の
強
い
馬
に
は
更

に
背
中
に

一
丸
乗
せ
て
十
五
丸

を
運
搬
す
る
。
 

明
治
時
代
は
千
扱
き

（
）齢
排
き
）
で
あ
っ
た
o
そ
れ
か
ら
ラ
セ
ソ
式
で
あ
っ
た

が
 
そ
の
後
逆
Y
型
足
踏
脱
穀
機
が
完
成

し
た
。
足
で
踏
ん
で
稲
か
ら
籾
を
落
す
機

械
で
あ
る
o
脱
穀
機
e
H
を
網
で
磯
い
、
 

籾
を
外
に
出
さ
な
い
様
に
し
て
お
り
、
当

時
 
一
町
分
位
の
稲
は
四
、
五
日
位
か
か
っ

た
も
の
、
朝
三
時
に
起
さ
れ
て
足
で
踏
む

汗
を
流
し
流
し
し
て
右
足
が
疲
れ
る
と
左

足
で
「
蒔

間
位
踏
む
と
全
身
か
汗
に
ま
み

鱗
 

れ
て
踏
む
。
そ
の
後
 
脱
穀
機
に
プ
ー
リ
を
付
け
た
単
相
で
脱
穀
機
廻
し
て
稲
扱
を
 

し
た
。
 ど
ん
な
に
楽
に
な
っ
た
か
。
 

と
 

み
 

〇
唐
 

箕
 

H
昭
和
中
期
ま
で

使
用
H
 

中
国
か
ら
元
禄
年
間
に
伝
来
し
た
。
 手
廻
し
に
よ
っ
て
穀
類
の
選
別
を
し
た
も
の

で
あ
る
。
唐
箕
を

一
番
多
く
使
用
し
た
穀
類
は
籾
で
あ
る
、
脱
穀
機
で
落
し
た
籾
を

唐
箕
に
入
れ
て
、
手
で
廻
す
と
重
い
籾
と
軽
い

籾
と
ゴ
ミ
を
選
別
す
る
。
全
部
木
で
造
ら
れ
て

羽
根
は
八
枚
付
い
て
い
る
。
 手
で
廻
す
と
風
が

出
る
、
早
く
廻
す
と
風
が
強
く
出
る
、
遅
く
廻

す
と
弱
く
な
る
の
で
よ
く
叱
ら
れ
た
。
 一
定
に

廻
さ
な
い
と
良
い
籾
が
出
来
な
い
。
大
豆
又
は
 

あ
づ
き
 

小
豆
等
も
選
別
す
る
。
 



廿
昭
和
初
期
ま
で

使
用
廿
 

石
 

廿
昭
和
中
期
ま
で
使
用
」
 

H
昭
和
か
ら

現
在
で
も
使
用

H
 

一

，
 

う
よ
う
に
し
て
俵
編
み
を
し
た
。
 一
日
中
に
十
枚
位
編
ん
だ
も
の
で
、
俵
の
高
さ
は

二
尺
八
寸
位
で
あ
る
。
俵
は
米
を
入
れ
る
に
編
ん
だ
も
の
o
 

〇
製
  
縄
 
機
 

〇
と
 
お
 
し
 

H
昭
和
中
期
ま
で
使
用
】
 

縄
は
主
に
包
装
用
と
し
て
使
用
し
た
 

も
の
。
製
縄
機
の
無
い
時
は
両
手
で
縄
 

を
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
藁
を
良
く
統
 

う
す
 

麗
に
し
て
、
藁
打
臼
と
藁
打
槌
で
柔
く

打
っ
て
製
縄
機
の
鉄
板
の
（
じ
よ
ご
に

藁
を
入
れ
て
足
で
踏
む
と
縄
が
出
来
あ

が
る
。
 縄
一
玉
に
藁
六
七
十
把
位
。
 だ

か
ら
一
日
中
に
二
玉
位
よ
り
出
来
な
い
。
 

当
村
で
は
製
縄
工
場
が
盛
ん
で
五
工
場

も
あ
っ
た
。
 

H
昭
和
中
期
ま
で
使
用

H
 

籾
お
と
し
と
も
呼
ぷ
。
 足

踏
脱
穀
機
で
稲
を
こ
く
と
籾

と
藁
と
が
落
ち
る
。
落
ち
た

籾
と
藁
を
箕
に
入
れ
て
、
と

お
し
に
入
れ
て
動
か
す
と
、
 

籾
が
下
に
落
ち
藁
が
残
る
。
 

籾
と
藁
と
ゴ
ミ
を
選
別
す
る
。
 

と
お
し
は
木
で
四
角
で
数
個
 

水
車
は
足
で
踏

ん
で
田
圃
に
水
を

入
れ
る
に
使
用
し

た
、

水
車

は
溝
 

せ
き
 

（
堰
）
に水
が
入
っ
 

て
お
る
の
で
水
車
 

を
棒
で
し
っ
か
り
 

固
定
し
て
か
ら
水
車
の
上
に
昇
り
跳
で
踏
ん
で
田

圃
に
水
を
入
れ
る
。
田
圃
一
反
分
当
り
五
六
時
間

位
か
か
り
水
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 一
日
に
一
一
 

〇
馬
 

棲
 

H
昭
和
中
期
ま

で
使
用

n
 

冬
は
雪
の
上
を
馬
橋
で
荷
物
の
運
搬
に
使
用
、
夏
は
荷
車
で
あ
る
。
戦
前
戦
後
、
 

農
村
の
輪
送
は
農
耕
馬
が
主
役
で
あ
っ
た
。
橋
は
木
で
特
に
栗
、
カ
シ
の
木
で
あ
る
。
 

木
の
長
さ
六
尺
五
寸
、
幅
五
寸
ば
か
り
、
厚
さ
四
寸
で
、
 そ
の
欄
二
枚
、
幅
二
尺
八

寸
に
固
定
し
て
あ
る
。
 雪
の
上
を
馬
橋
に
は
特
に
米
俵
を
十
俵
か
十
五
俵
位
付
け
て

精
米
所
に
運
搬
し
た
り
、
精
米
所
で
玄
米
に
し
て
家
に
運
搬
、
又
は
年
貢
米
を
納
め

た
り
し
た
。
年
貢
米
と
は
地
主
に
玄
米
を
納
め
た
も
の
で
あ
る
。
冬
に
は
山
で
薪
を

運
ん
た
り
、
冬
は
農
家
に
な
く
て
な
ら
な
い
馬
橋
で
あ
る
。
 

〇
じ
よ
ー
つ
ご
 

割
竹
で
編
ん
だ
、
朝
顔
の
型
の
道
具

で
、
穀
類
を
俵
や
吠
な
ど
に
入
れ
る
時

に
、
先
づ
、
じ
よ
う
ご
を
入
て
か
ら
穀

類
を
俵
・
吹
・
袋
等
に
入
れ
る
。
現
在

で
は
種
籾
の
時
に
使
用
し
て
い
る
の
が

見
ら
れ
る
。
 

〇
 

箕
 

み
 

古
く
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
。
 風
を
利
用
し
て
、
箕
に
穀
類
を
入
れ
て
、
箕
を
上

下
し
穀
類
は
箕
に
落
と
し
て
、
ゴ
ミ
や
ら
藁
を
飛
ば
す
。
箕
で
選
別
に
使
用
し
た
り
、
 

穀
類
を
俵

・
吹
等
に
入
れ
る
時
に
一
番
使
用
し
た
。
 

籾
摺
機
で
か
け
た
玄
米
を
万
石
で
、
良
い
米
と
、
悪
い
米
と
を
選
別
す
る
。
 大
正

か
ら
昭
和
初
期
迄
は
籾
を
籾
摺
機
で
玄
米
に
し
た
。
玄
米
と
籾
殻
が
で
る
、
そ
れ
を

唐
箕
に
入
れ
て
、
籾
殻
を
飛
ば
す
と
玄
米
だ
け
残
る
。
そ
の
玄
米
を
万
石
に
か
け
る

と
良
い
玄
米
と
、
悪
い
玄
米
と
が
出
る
。
悪
い
玄
米
と
は
青
米
の
こ
と
で
あ
る
。
良

い
玄
米
は
俵

・
吹
に
入
れ
て
検
査
を
受
け
て
売
り
わ
た
す
。
 

〇
俵
 
編
 
器
 

廿
昭
和
中
期
ま
で

使
用
廿
 

俵
編
棒
に
七
寸
位
の
間
隔
で

棒
に
、
み
ぞ
を
掘
り
、
そ
れ
に

菰
槌
に
細
い
縄
を
巻
き
付
け
て

藁
で
編
ん
で
行
く
。
朝
早
く
か

ら
藁
を
統
麗
に
し
て
 
十
丸
位
、
 

俵
編
は
冬
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
 

若
者
達
は
四
、
五
人
集
っ
て
競
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（

じ
 

の
穴
を
開
け
た
も
の
寓
員
を
見
て
下
さ
い
。
 

、
、I
ノ
 

》
、
 

 

/l
×H
'
 

車
 

H

大
正
か
ら
昭
和
中
期
ま
で
使
用
廿
 

反
分
、
二
枚
で
あ
る
。
特
に
荒
掻
の
時
が
水
が
一
番
多
く
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

中
掻
代
掻
作
業
で
必
ず
水
が
必
用
で
、
そ
の
後
も
八
月
下
旬
頃
ま
で
年
に
数
回
水
を

入
れ
る
に
水
車
を
踏
ん
だ
も
の
で
す
。
当
時
は
数
十
台
も
見
ら
れ
た
。
 

〇
ト

サ
ネ
 

コ
 
廿
明

治
よ
り
昭
和
中
期
ま
で
使
用
H
 

ト
サ
ネ
コ
と
言
う
の
は
ア
イ
ヌ
語
か
方
言
語
か
解
ら
な
い
。
 十
三
湖
か
ら
取
ら
れ

た
、
海
草
類
で
あ
る
。
長
さ
が
七
尺
位
幅
は
五
尺
位
で
あ
る
。
 ト
サ
ネ
コ
の
良
い
事

は
軽
く
て
焼
け
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
に
暖
か
い
の
が
よ
い
。
 明
治
、
 大
正
時
代
に

は
多
く
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
冬
に
は
山
に
薪
切
に
行
く
時
は
必
ず
ト
サ
ネ
コ
が

必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
山
に
小
屋
を
建
て
て
、
薪
切
終
る
迄
十
五
日
間
位
山
宿
り
、
 

山
小
屋
で
の
生
活
で
あ
っ
た
か
ら
焚
火
を
焚
く
と
焚
火
が
よ
く
飛
び
跳
ね
る
。
 飛
び
 


