
NO.３８

☎
（82）

２
８
４
２

　    

歴
史
民
俗
資
料
館　

蕨　真一郎

埴岡農林学校

　

江
戸
時
代
、
睦
岡
村
埴
谷
（
現
山
武
市

埴
谷
）
は
江
戸
と
銚
子
を
結
ぶ
銚
子
街
道

の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
て
い
ま
し
た
。

　

蕨
家
は
、
街
道
を
行
き
来
す
る
品
物
の

取
次
ぎ
や
造
り
酒
屋
を
営
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
の
一
方
で
山
林
経
営
の
他
、
代
官

も
つ
と
め
る
家
柄
で
し
た
。

　

そ
ん
な
蕨
家
に
長
男
真
一
郎
が
明
治
九

年
、
次
男
直
治
郎
が
明
治
一
二
年
に
生
ま

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
時
代
の
日
本
は
、
今
年
N
H
K
で

放
映
中
の
「
竜
馬
伝
」
で
坂
本
竜
馬
が
夢

見
た
ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
じ
よ

う
な
近
代
国
家
を
め
ざ
し
て
歩
み
始
め
た

頃
で
す
。

　

近
代
国
家
の
建
設
の
た
め
に
は
役
所
な

ど
の
建
物
や
鉄
道
・
道
路
・
港
な
ど
の
さ

ま
ざ
ま
な
施
設
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

そ
の
整
備
を
行
う
に
は
木
材
な
ど
多
量

の
建
築
材
料
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　

当
時
の
睦
岡
村
を
含
む
近
隣
の
村
々

は
、
江
戸
時
代
か
ら
山
武
杉
に
み
ら
れ
る

建
築
材
の
生
産
地
で
し
た
の
で
、
首
都
・

東
京
に
近
い
地
の
利
を
生
か
し
て
、
盛
ん

に
出
荷
し
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
の
様
子
を
真
一
郎
は
、
著
書
『
民

間
造
林
の
中
よ
り
』
で
鎮
守
の
森
の
皆
伐

や
、
「
伐
っ
て
は
金
、
伐
っ
て
は
金
、
金

が
一
番
じ
ゃ
」
と
い
っ
て
伐
採
し
て
跡
地
を

畑
に
し
た
地
主
が
い
た
と
嘆
い
て
い
ま
す
。

　

当
時
、
開
墾
が
さ
か
ん
に
な
る
一
方
で
、

造
林
が
一
時
停
滞
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

江
戸
時
代
ま
で
の
目
的
に
合
わ
せ
て
少

量
の
木
を
伐
り
出
す
方
法
（
択
伐
と
い
い

ま
す
。
伐
採
し
た
個
所
に
植
林
し
、
継
続

的
に
森
を
維
持
す
る
管
理
方
法
で
す
）
と

比
べ
て
、
幕
末
・
明
治
維
新
当
時
の
伐
採

方
法
は
、
一
度
に
ひ
と
山
す
べ
て
伐
採
す

る
皆
伐
式
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

　

伐
採
さ
れ
た
跡
地
は
地
面
が
乾
燥
し

て
、
春
先
の
季
節
風
が
強
い
時
期
に
な
る

と
ひ
ど
い
砂
嵐
の
た
め
外
を
歩
く
時
、
目

を
開
け
て
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
ら

い
で
し
た
。

　

今
で
も
春
先
に
な
る
と
山
武
か
ら
八
街

の
畑
作
地
帯
に
か
け
て
発
生
す
る
砂
嵐

は
、
こ
の
よ
う
な
山
林
伐
採
と
畑
の
開
墾

が
原
因
だ
っ
た
の
で
す
。

　

話
を
元
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
熱
心
な
林

業
家
で
山
林
を
大
事
に
育
成
し
た
父
重
三

郎
の
姿
を
み
て
成
長
し
た
真
一
郎
・
直
治

郎
の
兄
弟
は
、
荒
れ
果
て
た
山
林
の
姿
に

深
い
憂
い
を
憶
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

真
一
郎
が
、
桧
の
名
産
地
で
有
名
な
長

野
県
の
木
曽
地
方
を
訪
ね
た
際
に
、
老
木

が
鬱
蒼
と
し
て
茂
る
さ
ま
に
感
動
し
て
、

そ
の
風
景
を
か
つ
て
の
手
入
れ
の
行
き
届
い

た
埴
谷
の
造
林
地
と
重
ね
合
わ
せ
て
、
そ
の

再
生
の
目
標
に
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

真
一
郎
は
明
治
四
四
年
、
私
財
を
投
じ

て※

「
埴
岡
農
林
補
習
学
校
」
を
設
立
し
、

山
武
杉
の
造
林
法
の
研
究
及
び
普
及
・
後

継
者
育
成
に
情
熱
を
傾
け
ま
し
た
。　

　

真
一
郎
は
校
長
に
就
任
し
、
学
校
の
経

営
に
あ
た
る
一
方
、
教
科
を
受
け
持
っ
て

教
壇
に
立
ち
、
ま
た
実
習
林
で
熱
心
に
指

導
を
行
い
ま
し
た
。

　

直
治
郎
も
学
科
を
受
け
持
ち
、
学
校
経

営
を
支
え
ま
し
た
。
直
治
郎
は
真
一
郎
の

死
後
、
校
長
を
受
け
継
ぎ
林
業
後
継
者
の

育
成
に
尽
力
し
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
昭
和
二
二
年
、
学
制
改
革
に
よ

る
旧
制
学
校
の
廃
止
と
直
治
郎
の
死
に
よ

り
埴
岡
農
林
学
校
は
廃
校
と
な
り
ま
し
た
。

山
武
林
業
②

　

埴
岡
農
林
学
校
は
、
廃
校
ま
で
の
36
年

間
に
多
く
の
有
為
な
人
材
を
世
に
送
り
出

し
ま
し
た
。

　

同
校
の
卒
業
生
達
が
、
真
一
郎
・
直
治
郎

の
遺
志
を
受
け
継
ぎ
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け

て
、
山
武
林
業
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

前
号
か
ら
続
い
て
山
武
林
業
に
つ
い
て

お
話
し
て
き
ま
し
た
が
、
市
民
の
皆
さ
ん

は
山
武
林
業
は
森
を
見
る
く
ら
い
し
か
な

じ
み
は
な
い
な
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　

最
近
で
は
、
ハ
ウ
ス
ダ
ス
ト
や
環
境
ホ
ル

モ
ン
の
問
題
か
ら
、
杉
の
む
く
材
が
見
直
さ

れ
つ
つ
あ
り
、
一
般
の
住
宅
の
他
、
山
武
市

歴
史
民
俗
資
料
館
の
内
装
や
成
東
東
中
学

校
の
改
修
工
事
に
も
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

資
料
館
の
展
示
室
は
、
赤
味
を
帯
び
た

山
武
杉
の
板
材
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
杉

か
ら
ほ
の
か
な
木
の
香
り
が
た
だ
よ
い
、

温
も
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
山
武
杉
の
温
も
り
を
感
じ
に

資
料
館
に
い
ら
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

※

「
埴
岡
農
林
補
習
学
校
」
は
大
正
四
年
に
「
埴
岡
農

林
学
校
」
と
改
称
し
ま
し
た
。

  

歴
史
民
俗
資
料
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

平
成
22
年
度
企
画
展

「
蕨
家
と
山
武
杉
」

期　
　

間　

４
月
６
日

～
９
月
５
日


展
示
内
容　

山
武
杉
の
造
林
法
の
研
究
及

び
山
武
林
業
の
普
及
に
功
績
を
残
し
た
蕨

家
の
人
々
と
山
武
杉
の
過
去
現
在
に
つ
い

て
資
料
、
写
真
パ
ネ
ル
で
紹
介

ひ
の
き

か
い
ば
つ

た
く
ば
つ

う
っ
そ
う
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