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里
村
の
古
老
に
聞
く

𠮷　

岡　

寿　

一

―
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
お
け
る
農
村
労
働
の
あ
れ
こ
れ
―

　

こ
の
稿
は
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
、
純
農
村
で
の
一
般
的
農
家
の
苦
心
と
労
働
の
一
端
を

紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
主
と
し
て
里
区
在
住
の
吉
田
寅
吉
氏
（
明
治
三
十
五
年
生
）・
井
上
庄
次

氏
（
大
正
四
年
生
）
の
両
氏
の
思
い
出
話
を
基
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

　
　

は
じ
め
に

　

精
華
町
（
旧
狛
田
村
）
里
区
は
、
古
く
は
里
村
と
呼
ば
れ
、
古
地
図
に
も
そ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

川
西
平
野
の
北
端
に
位
置
す
る
穀
倉
地
帯
に
在
り
、
古
来
か
ら
全
く
の
純
農
村
で
あ
っ
た
。

　

大
正
・
昭
和
初
期
で
の
戸
数
は
六
十
五
戸
、
こ
の
ほ
と
ん
ど
が
農
家
で
あ
り
、
目
立
つ
大
地
主
は
な
く
、

し
い
て
言
え
ば
、
自
作
兼
地
主
、
自
作
、
自
作
兼
小
作
、
小
作
と
分
類
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
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農
家
経
営
の
苦
し
さ

　

当
時
の
小
作
料
は
最
高
で
反
当
た
り
一
石
八
斗
で
あ
っ
た
。反
当
た
り
収
穫
量
は
、

豊
作
で
二
石
七
～
八
斗
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
小
作
農
家
の
実
質
収
量
は
一
反
歩
で
一

石
と
な
る
。
一
町
歩
の
耕
作
で
約
十
石
、
そ
の
う
ち
家
族
の
飯
米
と
し
て
相
当
量
を

残
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
米
の
売
却
代
金
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
十
一
人

家
族
で
一
ヵ
月
米
三
俵
は
要
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
月
二
俵
（
八
斗
）
は
普
通

で
あ
っ
た
。（
当
時
、
米
は
一
石
二
十
円
～
三
十
円
、
大
正
七
年
の
米
騒
動
の
時
だ

け
は
六
十
円
）
生
計
の
た
め
、
無
理
を
し
て
米
を
売
却
す
る
結
果
、
収
穫
前
に
飯
米

が
無
く
な
り
、
や
む
な
く
地
主
に
米
の
前
借
り
を
頼
む
家
も
あ
っ
た
。

　

冬
作
の
麦
は
こ
れ
も
食
料
（
毎
日
の
飯
は
麦
飯
が
常
識
で
あ
っ
た
）
や
、
牛
の
飼

料
に
廻
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
収
入
と
し
て
は
あ
て
に
は
出
来
な
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
農
家
は
他
に
現
金
収
入
の
途
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
米
に
か
わ
る
代

作
物
は
当
時
制
限
さ
れ
て
お
り
、
今
日
の
よ
う
に
自
由
に
転
作
に
よ
っ
て
有
利
な
作

物
を
生
産
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

　

余
談
で
は
あ
る
が
、
当
時
農
家
の
食
生
活
は
、
朝
、
麦
飯
、
粥
か
け
、
漬
物
に
始
ま
り
一
日
四
食
。
副

食
は
塩
鰯
、
塩
鮭
、
干
鰊
な
ど
は
上
等
の
部
で
、
主
と
し
て
油
揚
げ
（
一
枚
小
で
五
厘
、
大
で
一
銭
五
厘
）

に
自
家
作
の
野
菜
（
ミ
ズ
ナ
、
ダ
イ
コ
ン
な
ど
）
の
煮
付
で
あ
っ
た
。
必
要
カ
ロ
リ
ー
の
大
半
を
米
麦
で

鞍岡山から里を望む（昭和 7、8 年ごろ）
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補
給
し
た
時
代
、
米
麦
の
消
費
量
は
今
日
で
は
想
像
し
が
た
い
ほ
ど
多
か
っ
た
。
吉
田
氏
の
談
に
よ
れ

ば
、
冬
季
、
山
仕
事
の
時
、
一
食
に
六
合
の
米
を
平
ら
げ
た
と
い
う
。
副
食
は
油
揚
げ
に
ミ
ズ
ナ
、
こ

れ
に
サ
ト
芋
が
入
る
と
、
さ
す
が
に
六
合
飯
は
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

副　

業
（
現
金
収
入
の
途
）

米
麦
代
で
は
一
家
の
生
計
は
立
ち
難
い
実
情
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
た
と
え
僅
か
ず
つ
で
も

あ
ら
ゆ
る
方
法
で
現
金
収
入
化
を
は
か
り
、
一
家
を
維
持
し
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

　

そ
の
例
と
し
て
、

　
　
　

野
菜
類
の
運
搬
出
荷
（
エ
ン
ド
ウ
豆
、
サ
ツ
マ
イ
モ
）

　

地
域
で
生
産
さ
れ
た
野
菜
（
主
と
し
て
エ
ン
ド
ウ
、
サ
ツ
マ
イ
モ
）
を
集
め
、
こ
れ

を
市
場
（
伏
見
）
へ
運
ぶ
。
ま
ず
、
そ
の
日
の
生
産
物
を
集
め
、
畚
（
ふ
ご
）
に
つ
め

る
。
―
「
ふ
ご
」
は
薄
筵
で
編
ん
だ
自
家
製
の
も
の
―
こ
れ
を
金
輪
（
か
な
わ
）
の
大

八
車
に
積
み
込
み
、
伏
見
ま
で
運
ぶ
。
当
時
は
ま
だ
軽
い
ゴ
ム
輪
は
な
く
、
樫
の
輪
の

外
に
鉄
の
輪
を
は
め
こ
ん
だ
も
の
で
引
っ
ぱ
る
と
ガ
ラ
ガ
ラ
と
大
き
な
音
が
し
て
重
い

も
の
で
あ
っ
た
。
満
載
し
た
荷
は
、サ
ツ
マ
イ
モ
な
ら
八
十
貫
（
約
三
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

の
重
さ
が
あ
っ
た
。
当
時
は
も
ち
ろ
ん
舗
装
道
路
は
な
く
、
地
道
の
そ
ろ
ば
ん
道
で
あ

大　八　車（𠮷岡寿一氏作画）
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る
。
こ
の
重
い
大
八
車
を
二
人
で
引
っ
ぱ
り
、
延
々
伏
見
の
豊
後
橋
の
市
場
ま
で
運
搬
す
る
の
で
あ
る
。

出
発
は
夜
の
十
時
頃
、曲
が
り
く
ね
っ
た
凸
凹
の
は
げ
し
い
上
り
下
り
の
道
を
肩
引
き
車
で
運
ぶ
苦
労
は
、

今
の
人
に
は
想
像
も
出
来
ま
い
。

　

玉
水
橋
を
渡
り
、長
池
を
過
ぎ
、小
倉
の
坂
を
あ
え
ぎ
あ
え
ぎ
上
り
、通
称
小
倉
の
七
曲
が
り
辺
で
白
々

と
夜
が
明
け
る
。
こ
の
辺
の
一
膳
飯
屋
で
朝
食
を
と
り
、
巨
椋
池
を
横
目
に
、
漸
く
豊
後
橋
を
渡
り
市
場

に
つ
く
。
ち
な
み
に
エ
ン
ド
ウ
豆
の
価
格
は
一
貫
二
銭
程
度
で
あ
っ
た
。

　

帰
宅
は
正
午
か
ら
午
後
二
時
頃
に
な
っ
た
。

　

国
鉄
片
町
線
や
奈
良
線
も
あ
っ
た
当
時
、何
故
こ
の
よ
う
な
重
労
働
ま
で
し
て
運
搬
し
た
か
と
い
え
ば
、

僅
か
で
も
運
賃
を
か
せ
ぐ
た
め
と
、
鮮
度
を
落
さ
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
他
、
王
水
駅
ま
で
運
ん
で
貨
車
に
積
み
込
ん
だ
こ
と
も
度
々
あ
っ
た
。
こ
れ
も
祝
園
駅
か
ら
積
み

込
ん
で
は
木
津
廻
り
の
た
め
運
賃
が
嵩
む
の
と
鮮
度
を
落
と
さ
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。

　

あ
る
時
な
ど
、
炎
天
の
た
め
、
車
の
樫
の
木
が
乾
燥
し
て
外
側
の
鉄
輪
が
は
ず
れ
て
し
ま
い
、
急
遽
は

め
直
し
て
、
藁
縄
に
水
を
か
け
て
し
ば
り
つ
け
、
暫
く
歩
く
と
縄
が
切
れ
、
ま
た
縛
り
直
す
や
ら
で
さ
ん

ざ
ん
な
目
に
あ
っ
た
こ
と
も
笑
え
ぬ
思
い
出
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　

西
瓜
の
販
売

　

川
西
西
瓜
の
名
が
上
が
っ
た
の
は
、
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時
も
西
瓜
は
栽
培
さ
れ
、
細
々
と
販
売

を
続
け
て
い
た
。
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
は
、
小
さ
い
な
が
ら
ト
ラ
ッ
ク
が
使
わ
れ
始
め
、
一
台
に
三
百
個
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程
を
積
ん
で
大
阪
ま
で
運
ん
だ
。
大
阪
で
荷
車
を
借
り
、
大
阪
の
町
を
売
り
歩
い
た
り
、
軒
下
に
並
べ
て

露
店
商
の
ま
ね
ご
と
を
し
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
大
抵
は
売
り
尽
く
す
こ
と
が
出
来
た
。
無

許
可
の
た
め
警
察
に
叱
ら
れ
た
こ
と
も
度
々
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
　
　

茶
も
み

　

製
茶
の
季
節
に
な
る
と
茶
も
み
に
出
か
け
る
。
普
賢
寺
を
皮
切
り
に
田
原
村
辺
り
ま
で
約
一
カ
月
間
に

亙
る
出
稼
ぎ
で
あ
る
。
暑
い
最
中
、
特
に
茶
も
み
場
は
輪
を
か
け
て
暑
く
、
相
当
体
力
を
消
耗
す
る
が
収

入
と
し
て
は
良
い
ほ
う
で
あ
っ
た
。

　
　
　

下
肥
運
搬

　

当
時
、
肥
料
と
し
て
油
粕
、
大
豆
粕
、
綿
実
粕
、
ひ
ま
し
粕
、
ご
ま
粕
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
安
価
な
下

肥
の
需
用
が
多
か
っ
た
。
そ
の
不
足
分
を
供
給
す
る
た
め
数
名
が
組
み
、
牛
車
何
台
か
で
八
幡
の
浜
ま
で

出
掛
け
る
。
大
阪
か
ら
淀
川
を
遡
っ
て
来
た
肥
舟
か
ら
用
意
し
て
行
っ
た
四
斗
樽
に
移
し
か
え
る
。
一
樽

の
重
量
は
二
十
五
貫
（
約
九
十
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
）、
こ
れ
を
一
台
の
車
に
六
本
積
み
込
む
。
出
発
は
夜
中

の
二
時
頃
、
八
幡
の
浜
に
は
四
時
頃
に
着
く
。
一
樽
の
価
格
は
二
十
銭
程
度
で
あ
っ
た
。
牛
も
、
出
発
し

て
暫
く
は
元
気
な
も
の
で
走
り
出
し
そ
う
な
勢
い
で
あ
る
が
、
百
五
十
貫
（
約
五
百
六
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

を
引
っ
ぱ
っ
て
は
帰
途
は
気
息
奄
奄
で
、
疲
れ
切
っ
て
い
た
。

　
　
　

牛
飼
い

　

六
十
五
戸
の
聚
落
の
中
で
、
牛
（
役
牛
）
の
数
は
最
も
多
い
時
で
四
十
三
頭
を
数
え
た
。
二
戸
で
一
頭
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を
共
同
飼
育
し
て
い
る
家
も
あ
っ
た
の
で
、
大
多
数
の
家
が
牛
を
飼
い
そ
の
労
働
力
に
頼
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
牛
は
春
秋
の
農
繁
期
に
は
働
く
が
、
平
素
は
牛
小
屋
で
寝
て
喰
っ
て
と
い
う
毎
日
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
家
計
の
足
し
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
時
に
訓
練
を
施
す
傍
ら
（
重
い
石
を
引
か
せ
た
り
し
て
体

力
を
養
う
）、
麦
な
ど
の
良
質
飼
料
を
与
え
、
大
切
に
飼
育
し
て
体
を
作
る
。
こ
う
し
て
立
派
に
育
っ
た

牛
は
、
三
年
～
十
年
（
家
に
よ
り
異
な
る
）
で
新
し
い
子
牛
と
交
換
さ
れ
、
そ
の
差
額
が
大
切
な
収
入
と

な
る
わ
け
で
あ
る
。
子
牛
の
値
は
二
歳
牛
で
七
十
円
か
ら
百
円
程
度
で
あ
っ
た
。
米
一
石
二
十
円
、
田
地

一
反
歩
三
百
円
程
度
の
当
時
と
し
て
は
、
牛
の
値
は
相
当
高
価
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
牛
は
一
家
に
と
っ

て
大
切
な
資
産
で
あ
っ
た
か
ら
、牛
の
飼
育
に
は
人
一
倍
注
意
と
努
力
を
払
っ
た
も
の
で
あ
る
。
中
に
は
、

ろ
く
な
手
入
れ
も
せ
ず
、
麦
な
ど
の
良
質
飼
料
も
与
え
ず
、
さ
て
、
子
牛
と
の
交
換
と
な
る
と
、
子
牛
の

ほ
う
が
高
価
で
あ
る
と
い
う
悲
劇
の
家
も
あ
っ
た
。

　
　
　

筵
織
り

　

今
日
の
よ
う
な
ダ
ン
ボ
ー
ル
な
ど
の
容
器
は
無
く
、
生
産
物
の
梱
包
は
専
ら
筵
に
頼
っ
て
い
た
時
代
で

あ
る
。
筵
に
は
厚
筵
と
薄
筵
が
あ
り
、
厚
筵
は
米
麦
そ
の
他
の
穀
類
の
乾
燥
用
に
用
い
、
現
在
で
も
農
家

で
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
副
業
と
し
て
盛
ん
に
織
ら
れ
て
い
た
の
は
薄
筵
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、

梱
包
用
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
、
従
っ
て
需
用
も
多
く
、
多
く
の
農
家
で
織
ら
れ
て
お
り
、

大
切
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
仕
事
は
、
女
性
や
老
人
に
も
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
農
閑
期
や

雨
天
の
日
、
夜
業
（
よ
な
べ
）
と
、
時
を
え
ら
ば
ず
、
一
年
中
ど
の
家
か
ら
も
筵
織
り
機
の
音
が
聞
か
れ
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た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

力
持
ち
余
話

　

以
上
、
農
村
労
働
の
苦
し
さ
の
み
を
述
べ
て
来
た
が
、
当
時
は
今
の
よ
う
に
一
年
中
あ
く
せ
く
と
働
い

て
お
ら
ず
、
八
月
大
名
と
い
う
言
葉
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
閑
な
時
は
そ
れ
相
応
の
娯
楽
も
あ
り
、
命
の
洗

濯
も
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
盆
踊
り
な
ど
も
大
き
な
娯
楽
の
一
つ
で
、
各
地
に
遠
征
し
て
、
江
州
音
頭
は

す
っ
か
り
身
に
つ
き
、
今
日
で
も
老
人
会
の
宴
席
な
ど
で
は
、
す
す
め
ら
れ
れ
ば
よ
い
喉
を
披
露
す
る
こ

と
が
出
来
る
。

　

ま
た
、
力
競
べ
は
、
当
時
の
若
者
の
余
技
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
米
俵
（
四
斗
俵
だ
と
十
七
貫
三
百
匁
・

約
六
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
肩
に
担
ぐ
こ
と
は
日
常
茶
飯
事
で
、
こ
れ
が
出
来
な
い
よ
う
で
は
一
人
前
の

百
姓
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
吉
田
寅
吉
氏
な
ど
は
、
米
俵
な
ら
片
手
で
挙
げ
た
と
言
い
、
三
十
二
貫

（
百
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
土
俵
を
担
い
だ
の
が
記
録
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
或
る
時
な
ど
、
夕
方

か
ら
米
俵
の
搬
入
を
頼
ま
れ
、
約
五
十
俵
を
収
納
し
て
、
そ
れ
程
苦
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
相
楽

郡
内
青
年
団
の
運
動
会
（
木
津
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
）
で
の
土
俵
運
び
競
争
（
十
六
貫
の
土
俵
を
担
い
で
一
定

距
離
を
走
る
）
に
は
絶
対
負
け
な
い
自
信
が
あ
っ
た
と
い
う
。
事
実
、
郡
を
代
表
し
て
奈
良
春
日
野
グ
ラ

ウ
ン
ド
ま
で
出
場
し
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
在
と
は
娯
楽
施
設
な
ど
比
べ
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
時
代
で
は
あ
る
が
、
農
村
労

働
の
苦
し
さ
の
中
に
も
そ
れ
ぞ
れ
喜
び
や
楽
し
み
を
見
出
し
、
生
き
る
力
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。


