
103 

浅
井

わ
が
町
わ
が
村
!
こ
し
き
谷

こ

し

谷

き

浅

井

良5

太

善

徒
然
草
の
六
十
一
段
に
『
御
産
の
時
、
こ
し
、
き

お
と
す
事
は
、
さ
だ
ま
れ
る
事
に
は
あ
ら
ず
。
御

胞
衣
と
ど
こ
ほ
る
時
の
、
ま
じ
な
ひ
な
り
。
と
ど

こ
ほ
ら
せ
た
ま
は
ね
ば
、
こ
の
事
な
し
。
下
、
ざ
ま

よ
り
こ
と
お
こ
り
て
、
さ
せ
る
本
説
な
し
。
大
原

の
さ
と
の
こ
し
き
を
め
す
な
り
。
ふ
る
き
宝
蔵
の

絵
に
、
い
や
し
、
き
人
の
子
う
み
た
る
所
に
、
こ
し

き
お
と
し
た
る
を
か
、
き
た
り
。
』
と
あ
り
。
后
妃

な
ど
の
御
出
産
の
時
、
後
産
(
胎
盤
)
が
下
り
な

い
時
、
皇
子
御
誕
生
の
時
は
御
殿
の
棟
か
ら
こ
し

き
を
南
に
落
し
、
皇
女
御
誕
生
の
時
は
北
へ
落
す

と
平
家
物
語
に
も
出
て
い
る
。
子
が
生
れ
て
か

ら
、
子
が
敷
い
て
い
た
胎
盤
(
胞
衣
の
こ
と
、
子

敷
き
と
も
云
う
)
が
下
り
る
が
、
難
産
に
な
る
と

こ
の
子
敷
き
が
下
り
な
い
で
困
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
こ
で
後
産
の
下
り
る
よ
う
に
こ
し
き
(
米
を
む
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す
道
具
、
米
を
炊
ぐ
道
具
)
を
高
所
か
ら
落
す
ま

じ
な
い
を
す
る
。
こ
の
こ
し
き
は
特
に
大
原
(
大

腹
)
の
里
か
ら
取
寄
せ
る
と
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
甑
谷
と
い
う
地
名
が
あ
ち
こ
ち

に
あ
る
。
敦
賀
市
堂
村
の
氏
神
鶏
神
社
の
鎮
座
す

る
谷
を
甑
谷
と
云
い
、
そ
の
境
内
に
薬
師
堂
が
あ

る
。
そ
し
て
薬
師
堂
か
ら
少
し
は
な
れ
て
こ
ど
も

の
墓
場
が
あ
る
。
村
人
に
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
そ

の
こ
ど
も
の
墓
場
は
お
産
し
た
時
、
胎
盤
を
埋
葬

す
る
胞
衣
塚
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
地

万
で
も
女
の
難
産
を
恐
れ
て
こ
し
き
を
山
頂
か
ら

谷
へ
落
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
県
内
に
は
こ

の
ほ
か
に
丹
生
郡
清
水
町
に
甑
谷
が
あ
る
。
私
は

寡
聞
に
し
て
こ
の
清
水
町
の
甑
谷
に
こ
の
よ
う
な

伝
承
が
あ
る
こ
と
は
聞
い
て
い
な
い
が
、
若
し
か

し
た
ら
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
土
地
の
万
の
御
教

示
を
お
願
い
し
ま
す
。

山
の
神
祭

毎
年
十
二
月
九
日
の
敦
賀
市
赤
崎
の
こ
ど
も
の

山
の
神
祭
は
、
地
万
の
奇
祭
と
し
て
こ
』
数
年
そ

の
度
毎
に
新
聞
に
報
道
さ
れ
て
も
い
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
室
聞
い
て
み
よ
h

っ。

敦
賀
市
で
は
山
の
神
の
日
は
十
二
月
九
日
で
、

こ
の
目
、
木
び
き
・
炭
焼
き
・
猟
師
・
山
し
(
山

で
生
活
す
る
も
の
)
は
一
日
仕
事
を
休
ん
で
山
の

神
を
祭
る
。
敦
賀
市
江
良
・
万
根
の
ニ
区
は
三
月

九
日
に
山
の
神
を
祭
る
と
云
う
。

赤
崎
で
は
、
そ
の
年
の
十
二
月
一
日
に
な
る

と
、
七
才
か
ら
十
四
才
ま
で
の
こ
ど
も
が
、
そ
の

年
の
新
築
し
た
家
か
、
普
請
を
し
た
家
を
頼
み
に

ま
わ
っ
て
講
宿
を
お
願
い
す
る
。
そ
し
て
そ
の
日

か
ら
ツ
ト
に
す
る
藁
を
用
意
し
て
、
参
加
す
る
子

供
の
数
だ
け
の
ツ
ト
を
九
日
ま
で
に
つ
く
る
。
ま

ず
そ
の
中
の
年
長
者
の
十
四
才
(
二
人
以
上
の
場

合
は
拍
せ
ん
)
の
も
の
が
一
人
総
て
の
世
話
を
や

く
大
将
と
な
る
。
そ
し
て
八
才
以
上
の
も
の
が
祭

り
を
勤
め
る
こ
と
に
な
り
、
七
才
の
も
の
は
下
駄

並
べ
の
役
に
ま
わ
る
。
八
才
か
十
四
才
の
も
の
が

二
十
入
居
る
と
す
る
と
、
大
将
を
除
い
て
十
九
人

の
も
の
が
持
つ
ツ
ト
を
用
意
す
る
。
ツ
ト
の
作
り

方
は
藁
の
は
か
ま
を
、
き
れ
い
に
と
っ
て
、
三
つ
編

み
に
す
る
。
そ
し
て
二
人
目
か
ら
二
十
人
固
ま
で

の
者
が
持
つ
ツ
ト
を
作
る
の
だ
が
、
二
人
目
の
者

が
持
つ
ツ
ト
は
一
一
番
大
き
い
太
い
三
つ
編
み
で
、

三
人
目
か
ら
二
人
目
の
持
つ
三
つ
編
み
よ
り
は
細

く
そ
し
て
三
つ
編
み
二
本
を
こ
し
ら
え
て
両
端
を

細
縄
で
結
ぶ
。
以
下
三
つ
編
み
を
一
本
ず
つ
増
す

ご
と
に
三
つ
編
み
を
細
く
し
て
、
二
十
人
目
は
細

い
三
つ
編
み
を
十
九
本
を
一
個
に
し
て
両
端
を
細

縄
で
結
ん
で
十
九
個
の
ツ
ト
を
準
備
す
る
。
乙
の

ツ
ト
を
共
同
作
業
で
前
の
八
日
ま
で
に
仕
上
げ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
ほ
か
、
米
・
し
と
き
・
神
酒
を

用
意
す
る
。
米
は
各
家
々
か
ら
一
合
ず
つ
集
め

る
。
新
調
す
る
も
の
は
下
駄
と
パ
ン
ツ
で
、
十
二

月
九
日
い
よ
い
よ
当
日
に
な
る
と
午
前
十
時
頃
議

宿
に
集
っ
て
来
る
。
講
宿
で
は
二
三
人
親
類
縁
者

の
手
伝
を
頼
ん
で
、
食
事
の
準
備
に
か
〉
る
。
座

敷
に
は
床
の
間
に
山
の
神
ぞ
祭
り
、
神
酒
・
し
と

き
そ
の
他
の
お
供
え
を
す
る
。
十
一
時
に
な
る
と

い
よ
い
よ
祭
り
の
準
備
に
か
L

る
。
入
才
か
ら
十

四
才
の
も
の
は
新
調
の
パ
ン
ツ
一
つ
の
素
裸
に
な

る
。
出
発
前
け
い
力
飯
を
た
ぺ
、
神
酒
を
い
た
だ

く
。
そ
し
て
各
自
の
ツ
ト
を
両
手
で
持
つ
。
大
将

も
パ
ン
ツ
一
つ
の
素
裸
に
な
っ
て
腰
に
〆
縄
を
帯

に
し
て
、
神
酒
・
シ
ト
キ
を
持
っ
て
先
頭
に
立

つ
。
そ
し
て
座
敷
の
中
で
大
声
に
気
勢
を
あ
げ

て、
山
の
神
の
祭
ゃ
い
、
そ
り
ゃ
何
の
祭
ゃ
い
。

の
か
け
声
勇
し
く
、
元
気
一
ぱ
い
で
、
講
宿
か

ら
約
二
三
百
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
大
日
堂
ま
で
は
だ

し
で
素
裸
で
大
将
を
先
頭
に
走
る
。
そ

υ
て
大
目

堂
の
境
内
の
松
の
幹
に
全
部
の
ツ
ト
を
〆
縄
で
結

ん
で
、
お
堂
の
中
で
シ
ト
キ
(
餅
米
の
粉
を
酒
で

こ
ね
た
も
の
)
を
体
に
塗
っ
て
講
宿
に
帰
っ
て
来

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



る
。
以
前
は
も
っ
と
山
奥
に
入
っ
て
狐
塚
ま
で
走

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ト
キ
を
体
に
塗
る

こ
と
、
狐
塚
で
山
の
神
祭
を
や
っ
た
こ
と
、
山
の

神
と
お
地
蔵
様
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
昔
の
人
が

ま
と
こ
ろ
こ
め
て
山
の
神
に
奉
仕
し
た
姿
が
偲
ば

れ
る
。
講
宿
に
帰
っ
て
来
る
と
、
七
才
の
こ
ど
も

達
が
走
っ
た
子
供
達
の
下
駄
と
手
拡
を
足
洗
い
場

ま
で
持
っ
て
来
て
並
べ
る
。
正
午
ま
で
に
走
る
行

事
を
終
っ
て
御
馳
走
を
こ
し
ら
え
て
も
ら
っ
て
昼

合
，
を
た
べ
、
午
后
は
講
宿
で
楽
し
く
遊
ん
で
暮

す。
赤
崎
の
山
の
神
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
一

月
十
自
に
さ
き
の
大
日
堂
で
大
日
如
来
の
お
祭

り
が
あ
る
。
乙
の
目
、
昔
村
を
荒
し
た
山
の
神
を

退
治
し
て
村
人
が
食
べ
た
と
い
う
仕
来
り
が
当
日

の
持
寄
る
御
馳
走
に
現
わ
れ
る
。
輔
と
い
う
大
鳥

で
、
体
は
ニ
叉
大
根
、
翼
は
こ
ん
ぶ
、
内
臓
は
煮

豆
、
足
は
わ
ら
ぴ
で
、
今
も
御
馳
走
に
ニ
叉
大
根

.
乙
ん
ぶ
・
煮
豆
・
乾
わ
ら
び
が
つ
か
わ
れ
て
い

る
。
鶴
は
昔
の
む
き
う
び
の
よ
う
な
も
の
で
、
獣

で
あ
っ
て
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
る
動
物
ら
し
い
。
と

も
か
く
大
日
祭
り
に
と
馳
走
を
持
ち
ょ
っ
て
酒
盛

り
す
る
の
で
あ
る
。

105 

J

r
敦
賀
市
文
化
財
委
員
」

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




