
は
、
農
民
を
さ
す
だ
け
で
な
く
農
業
以

外
の
生
業
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
を
も
含

ん
で
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
み
る
と
、
農
山
村

の
食
生
活
は
、
一
口
で
は
語
れ
ず
、
ま

た
簡
単
に
は
一
般
化
で
き
な
い
と
い
え

よ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
高
い
山
に

周
囲
を
阻
ま
れ
、
一
見
外
と
の
交
流
が

す
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
て
い
る
飛
騨

国
（
現
岐
阜
県
）
の
山
間
の
村
の
事
例

を
取
り
上
げ
、
野
菜
類
に
関
わ
る
食
生

活
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。
前
回
に

続
き
、
野
菜
類
と
は
、
芋
や
豆
な
ど
と

そ
の
加
工
品
を
含
む
植
物
性
食
品
と
す
る
。

飛
騨
国
は
、「
国
中
総
て
平
陸
少
く

山
連
な
り
・
・
」
と
『
飛
州
志
』

（
長
谷
川
忠
崇
著
）
に
あ
り
、
周
囲
を

美
濃
（
岐
阜
）、
信
濃
（
長
野
）、
越
中

（
富
山
）、
加
賀
（
石
川
）、
越
前
（
福

井
）
の
五
国
に
囲
ま
れ
て
い
た
が
、
い

ず
れ
も
高
い
山
に
阻
ま
れ
隣
国
に
行
く

こ
と
も
「
遠
国
に
等
く
・
・
・
」
と
い

わ
れ
た
地
域
で
あ
る
。
こ
の
飛
騨
国
の

地
誌
『
斐
太
後
風
土
記
』
が
完
成
し
た

の
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
こ
と

で
、
富
田
禮
彦
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
。

そ
れ
に
は
飛
騨
三
郡
四
一
五
村
ほ
ど
の

石
高
、
戸
数
、
人
口
、
産
物
な
ど
が
記

さ
れ
、
幕
末
期
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
う
か

が
え
る
。『
斐
太
後
風
土
記
』
は
、
何

種
か
の
写
本
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
内
閣

文
庫
に
二
十
巻
二
十
冊
の
写
本
が
あ

る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
翻
刻
し
て
刊
本

と
し
た
『
斐
太
後
風
土
記
』（
雄
山
閣

一
九
三
〇
）
が
あ
り
、
そ
の
後
も
復

刻
さ
れ
て
い
る
が
、
刊
本
に
は
天
領

で
あ
っ
た
高
山
の
産
物
量
の
記
載
が
な

い
こ
と
や
産
物
量
が
や
や
異
な
る
も
の

も
あ
る
。
し
か
し
、
他
は
ほ
ぼ
同
様
で

あ
る
た
め
、
刊
本
を
も
と
に
、
写
本
で

補
い
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

飛
騨
国
の
人
口
は
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

で
、
八
万
六
千
人
、
石
高
五
万
六
千
石

と
、周
囲
の
五
国
に
比
べ
格
段
に
低
く
、

石
高
は
他
国
の
十
分
の
一
程
度
で
、
一
人

当
た
り
の
石
高
は
、
加
賀
・
越
中
の
二

石
に
対
し
て
信
濃
・
越
後
一
石
、
飛
騨

〇
・
六
五
石
と
際
立
っ
て
少
な
い
。
飛

江
戸
時
代
、
全
国
の
村
は
元
禄
十
年

（
一
六
九
七
）
に
六
万
三
千
二
百
余
村
、

約
一
四
〇
年
後
の
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）

で
も
六
万
三
千
五
百
余
村
と
大
き
く
は

変
化
し
て
い
な
い
と
い
う
。
渡
辺
尚
志

『
百
姓
の
力
』（
柏
書
房
）
に
よ
れ
ば
、

十
八
〜
十
九
世
紀
の
平
均
的
村
の
石
高

は
、
四
〇
〇
〜
五
〇
〇
石
（
人
口
約

四
〇
〇
人
）
で
あ
る
が
、
村
に
よ
り
規

模
も
性
格
も
異
な
り
そ
れ
ぞ
れ
が
個
性

を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
、
網
野
善
彦
『
続
・
日
本
の
歴

史
を
よ
み
な
お
す
』（
筑
摩
書
房
）
に

よ
る
と
、
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
の
人

口
の
約
八
割
が
農
民
で
あ
っ
た
と
い
う

一
般
論
に
異
論
を
唱
え
、「
百
姓
」
と

は
じ
め
に

一
、
飛
騨
の
村
々
の
く
ら
し

野
菜
の
利
用
と
江
戸
時
代
の
食
生
活（
二
）

江
原
絢
子
（
東
京
家
政
学
院
大
学
名
誉
教
授
）

江原 絢子
（えはら　あやこ）

1943年 島根県に生まれる
お茶の水女子大学家政学部食物学科
卒業。博士（教育学）、東京家政学院
大学教授を経て、現在、同大学名誉
教授・客員教授。（社）日本家政学会
食文化研究部会部会長。
著書は、『高等女学校における食物教育
の形成と展開』（単著 雄山閣 1998年）
があり日本風俗史学会江馬賞受賞。
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弘文館 2009年）など。
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騨
国
に
他
国
か
ら
買
い
入
れ
ら
れ
た
必

要
品
（
一
八
七
〇
年
調
査
）
を
み
る
と
、

食
料
で
は
米
が
一
万
五
千
石
（
八
万
八

二
三
〇
両
）
と
も
っ
と
も
多
く
、
雑
穀

八
千
石
（
二
万
六
六
六
〇
両
）
の
ほ
か
、

塩
、
茶
、
乾
塩
魚
、
飴
菓
子
・
砂
糖
、

麺
類
が
あ
り
、
購
入
し
た
食
料
費
は
、

他
国
よ
り
買
い
入
れ
る
物
品
費
の
七
割

を
占
め
て
い
る
。
山
国
で
あ
る
飛
騨
に

は
米
の
生
産
に
適
さ
な
い
地
域
が
多

く
、
食
料
を
購
入
し
な
け
れ
ば
生
活
で

き
な
い
厳
し
い
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

い
っ
ぽ
う
、
飛
騨
国
の
産
物
で
他
国

に
売
り
出
し
て
い
る
価
格
を
み
る
と
、

糸
二
五
万
五
千
両
を
筆
頭
に
、
銅
三
万

五
千
両
、
灰
吹
銀
一
万
六
二
五
〇
両
や

椀
木
地
、
楮こ

う
ぞ

な
ど
の
山
間
の
資
源
が
い

く
つ
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
合
計
す
る
と

三
二
万
三
九
四
〇
両
と
な
り
他
国
よ
り

買
い
入
れ
る
金
額
二
九
万
六
七
〇
〇
両

よ
り
多
く
、
飛
騨
国
全
体
と
し
て
み
れ

ば
、
不
足
し
て
い
た
食
料
を
補
う
た
め

の
購
買
力
を
こ
れ
ら
か
ら
得
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
飛
騨
の
村
々
の
生
業
は
農

業
だ
け
で
は
な
く
、
森
林
伐
採
な
ど
の

労
働
力
を
含
め
非
農
業
を
中
心
に
暮
ら

し
を
立
て
て
い
た
村
が
多
か
っ
た
と
い

え
る
。

『
斐
太
後
風
土
記
』
の
村
の
中
で
、

そ
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
特
徴
が
み
ら
れ
る

い
く
つ
か
の
村
を
紹
介
し
な
が
ら
食
生

活
と
野
菜
の
か
か
わ
り
を
考
え
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。

飛
騨
国
の
地
図
に
示
し
た
宮
川
や
益

田
川
に
沿
っ
た
高
山
周
辺
の
村
は
、
狭

い
な
が
ら
も
平
野
が
あ
り
、
米
の
生
産

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
か

ら
離
れ
た
山
間
の
村
々
は
、
稗ひ

え

を
作
る

と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う

し
た
穀
類
さ
え
ほ
と
ん
ど
生
産
さ
れ
な

い
村
も
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
飛
騨

の
村
の
異
な
る
環
境
の
な
か
で
ど
の
よ

う
な
暮
ら
し
と
食
生
活
が
営
ま
れ
た
の

か
、
そ
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
触
れ

て
あ
る
、
特
徴
あ
る
八
村
に
つ
い
て
み

て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

取
り
上
げ
た
村
の
概
要
を

戸
数
順
に
表
に
ま
と
め
た
。

幕
府
の
直
轄
地
（
天
領
）
高

山
は
一
之
町
村
か
ら
三
之
町

村
ま
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を

い
っ
し
ょ
に
し
て
高
山
町
村

（
高
山
）
と
し
て
扱
う
。
ま
た
、

各
村
の
お
よ
そ
の
位
置
を
地

図
に
番
号
で
示
し
た
。
表
を

見
る
と
、
高
山
に
近
い
三
福

寺
村
、
古
川
町
方
村
以
外
は
、

米
の
生
産
量
は
き
わ
め
て
少

な
い
か
、
ま
っ
た
く
な
い
地

域
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
米
の
生
産

量
が
な
い
か
少
な
い
村
の
様
子
を
見
て

み
よ
う
。
○
平
湯
村
は
、
戸
数
一
四
戸
、

人
口
七
〇
人
の
小
さ
な
村
で
、
す
べ
て

の
家
が
湯
治
客
を
扱
う
旅
宿
を
経
営
し

て
い
る
。
米
の
記
載
は
な
く
稗ひ

え

が
三
八

石
、
そ
ば
が
二
三
石
と
比
較
的
多
い
。

ほ
か
に
、
わ
さ
び
、
大
豆
、
小
豆
を
生

産
し
て
い
る
。
極
寒
地
の
た
め
、
桑
や

麻
は
育
た
な
い
が
、
さ
さ
げ
、
仙
台
芋

な
ど
を
畑
に
作
り
、
う
ど
、
わ
ら
び
、

ぜ
ん
ま
い
、
ふ
き
、
せ
り
、
筍

た
け
の
こを

採
り
、

岩
魚

い
わ
な

、
鳩
、
小
鳥
な
ど
を
食
用
と
し
て

い
る
。
温
泉
客
が
年
々
増
加
し
、
米
、

麦
、
み
そ
、
醤
油
、
油
、
菓
子
、
ろ
う

そ
く
な
ど
を
仕
入
れ
て
浴
客
に
売
り
利

益
を
得
て
お
り
、
そ
の
た
め
石
高
が

一
〇
石
か
ら
一
九
石
と
な
っ
た
と
も

飛騨の村の規模と食料生産 米が少ない村（高山町村を除く） 注：記述がなかったものは0とした

二
、
米
生
産
の
な
い
村
・
少
な
い
村
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記
し
て
い
る
。
こ
の
村
の
生
業
は
、
明

ら
か
に
商
売
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

○
鳩
ヶ
谷
村
は
、
白
川
郷
の
村
の
ひ

と
つ
で
米
生
産
量
は
多
く
な
い
が
、
く

ず
粉
の
ほ
か
大
根
、
蕪
菁

か
ぶ
ら

、
人
参
、

ご
ぼ
う
、
な
す
、
ね
ぎ
、
か
ぼ
ち
ゃ
、

い
も
、
豆
類
な
ど
野
菜
の
栽
培
が

盛
ん
で
あ
る
。
大
正
期
の
聞
き
取

り
書
『
聞
き
書
岐
阜
の
食
事
』

（
農
山
漁
村
文
化
協
会
）
に
よ
る

と
、
白
川
村
の
日
常
食
は
稗
飯
の

主
食
に
み
そ
汁
、
さ
さ
げ
、
山
菜

の
煮
物
や
焼
茄
子

や

き

な

す

、
漬
物
が
一
般

的
で
あ
っ
た
。
幕
末
期
も
類
似
し

た
食
生
活
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
ほ
ん
こ
さ
ま
（
報

恩
講
）な
ど
の
特
別
の
食
事
に
は
、

白
米
飯
、
豆
腐
の
み
そ
汁
、
ち
ゃ

つ
（
焼
き
豆
腐
、
人
参
、
ご
ぼ
う
、

ぎ
ぼ
し
〈
山
菜
の
一
種
〉
の
白
和
え
、

よ
め
菜
の
油
和
え
、
ぜ
ん
ま
い
の
盛
り

あ
わ
せ
）、
猪
口
（
さ
さ
げ
の
煮
物
）、

坪
（
じ
ゃ
が
い
も
、
人
参
、
焼
き
豆
腐

の
煮
し
め
）
に
勝
栗
、
炒
り
豆
、
か
や

の
実
の
茶
の
子
（
仏
事
の
供
物
か
ら
転

じ
、
現
在
の
茶
菓
子
）
が
並
ぶ
な
ど
ご

ち
そ
う
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
も
野
菜
類
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
そ
し
て
ぜ
ん
ま
い
、
よ
め
菜
、
大

根
、
大
根
葉
な
ど
は
乾
燥
し
て
保
存
し
、

い
つ
で
も
使
え
る
工
夫
を
し
て
い
る
。

よ
め
菜
の
煮
つ
け
は
、
乾
燥
さ
せ
た
よ

め
菜
を
茹
で
て
一
日
水
に
つ
け
て
ア
ク

を
抜
き
こ
れ
を
た
ま
り
で
煮
る
か
あ
ぶ

ら
え
（
え
ご
ま
）
で
和
え
て
い
る
。
ま

た
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
大
根
な
ど
は
、
家
の

二
階
か
三
階
に
貯
え

寒
さ
か
ら
守
っ
た
と

い
う
。
鳩
ヶ
谷
村
で

は
、
楮こ

う
ぞ

、
桑
、
麻
、

煙
草

た
ば
こ

を
生
産
し
、
ま

ゆ
、
布
を
製
造
す
る

こ
と
で
生
計
を
た
て

て
い
た
。

ま
た
、○
池
ケ
洞
村

は
阿
多
野
郷
の
山
間

の
村
で
、
米
の
生
産

量
は
記
載
さ
れ
て
い

な
い
が
、
稗ひ

え

は
年
間

二
三
石
生
産
さ
れ
、

そ
ば
、
大
豆
、
小
豆

の
ほ
か
、
馬
、
猪
、

山
鳥
、
雉き

じ

、
岩
魚

い
わ
な

な

ど
の
食
料
生
産
に
加

え
、
大
繭ま

ゆ

、
小
繭
を

産
物
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
わ

ら
び
粉
の
生
産
で
あ

る
。
池
ケ
洞
村
だ
け
で
な
く
、
阿
多
野

郷
の
村
々
や
米
が
栽
培
で
き
な
い
山
間

の
地
域
で
は
、
貴
重
な
換
金
製
品
で

あ
っ
た
。
春
は
、
雪
解
け
か
ら
稗
を
植

え
る
ま
で
の
三
、
四
十
日
、
秋
は
、
収

穫
後
雪
が
降
り
積
も
る
頃
ま
で
女
た
ち

が
奥
山
の
小
屋
に
寝
泊
ま
り
し
、
昼
は

わ
ら
び
の
根
を
掘
り
、
石
の
上
で
そ
の

根
を
打
ち
砕
き
、
何
度
も
水
さ
ら
し
を

し
て
、乾
燥
さ
せ
て
わ
ら
び
粉
と
す
る
。

こ
の
方
法
は
、
縄
文
時
代
か
ら
木
の

実
の
ア
ク
抜
き
法
と
し
て
伝
承
さ
れ
て

き
た
技
術
で
あ
る
。
村
人
に
と
っ
て
厳

し
い
労
働
で
は
あ
っ
た
が
、
荒
い
粉
は

自
家
用
と
し
て
食
料
と
な
っ
た
。
ま
た

精
密
な
も
の
は
、
五
斗
（
約
九
〇
リ
ッ

ト
ル
）
ず
つ
か
ま
す
（
わ
ら
む
し
ろ
を

二
つ
折
に
し
た
袋
）
に
詰
め
て
、
牛
に

わらび粉採り 池ヶ洞村をはじめ奥山の村では、農閑期、わらび小屋に女性たちが寝泊まりし、わらびの根を水にさらしてわらび粉を採り、高山や
富山の商人に売り暮しをたてた

籠渡し 鳩ヶ谷村と川の対岸萩町村との間に渡された籠渡し。白川郷の村にはこのような籠渡
しが数か所設けられていた

温泉宿の村　平湯村は14戸の小さな村であるがすべてが温泉宿を経営し、米、
みそ、菓子などを湯治客に売り暮しをたてていた

2

4



の
せ
て
他
国
に
売
っ
て
い
た
。
食
用
に

は
、
そ
ば
粉
や
小
麦
の
か
す
な
ど
を
混

ぜ
、
水
で
練
り
、
鍋
で
焼
き
、
適
当
に

切
り
、
き
な
粉
、
塩
を
つ
け
て
食
べ
る

と
い
う
。
ま
た
男
た
ち
は
わ
ら
び
屑
で

縄
を
な
い
、
越
中
か
ら
来
る
商
人
に
売

り
、
米
や
塩
に
換
え
た
と
あ
る
。
わ
ら

び
粉
は
、
食
用
に
も
さ
れ
た
が
、
主

な
用
途
は
和
傘
や
提
灯
の
糊
と
し
て
重

用
さ
れ
た
た
め
、
一
石
五
両
と
比
較

的
高
価
に
取
引
さ
れ
た
。
池
ケ
洞
村
の

生
産
量
は
、
七
石
八
斗
で
三
九
両
を
得

て
い
る
。
こ
れ
は
米
な
ら
六
石
六
斗
、

雑
穀
な
ら
一
一
石
七
斗
に
あ
た
り
重
要

な
収
入
源
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
男
た
ち

は
、
官
材
伐
採
に
よ
っ
て
賃
金
を
得
て

い
た
。

○
牧
ケ
洞
村
は
、
刊
本
に
は
産
物
の

記
載
が
な
い
が
、
戸
数
一
〇
九
戸
、
人

口
五
七
〇
人
と
、
飛
騨
国
で
は
比
較
的

大
き
な
村
で
あ
る
。
写
本
の
産
物
に
も

米
、
稗ひ

え

と
も
に
記

載
が
な
い
が
、
桑

畑
の
ほ
か
は
山
林

で
あ
る
。
産
物
と

し
て
繭ま

ゆ

、
楮

こ
う
ぞ

、
菜な

種た
ね

、

薪
の
ほ
か
食
料
と

し
て
は
、
野
菜
、

筍
た
け
の
こ、

茸き
の
こ

が
あ
り
、

ほ
か
に
白
木
綿

も
め
ん

、
布

な
ど
が
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
山
で
採

れ
る
も
の
を
中
心
に
、
白
木
綿
、
布
を

織
り
こ
れ
を
高
山
に
出
荷
し
て
生
計
を

立
て
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
、

筍
は
、
篠
筍

さ
さ
の
こ

と
称
し
立
夏
の
頃
に
深
山

に
生
じ
る
も
の
を
掘
り
と
っ
て
高
山
に

売
り
、
羹

あ
つ
も
の（

汁
も
の
）
や
煮
物
な
ど
に

す
る
と
い
う
。
ま
た
、
塩
漬
け
に
し
た

も
の
も
孟
宗
竹

も
う
そ
う
ち
く

や
呉
竹

く
れ
た
け

よ
り
美
味
で
評

判
が
よ
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

○
高
山
町
村
（
以
下
高
山
と
す
る
）

は
、
四
方
を
山
に
囲
ま
れ
な
が
ら
元
禄

時
代
に
高
山
代
官
所
が
置
か
れ
幕
府
の

直
轄
地
（
天
領
）
と
な
っ
た
。
飛
騨
国

最
大
の
消
費
地
で
も
あ
り
、
役
人
や
商

工
業
者
が
多
く
、
高
山
周
辺
の
村
々
に

生
活
財
の
多
く
を
依
存
し
て
い
た
。
さ

ら
に
、
高
山
は
各
地
の
産
物
の
集
散
地

で
も
あ
り
、
産
物
の
多
く
が
こ
こ
に
集

め
ら
れ
て
加
工
製
造
さ
れ
た
。
刊
本
に

は
な
い
高
山
の
産
物
を
み
る
と
、
最
も

多
い
も
の
は
、
糸
類
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

春
慶
塗
の
会
席
膳
、
吸
物
膳
、
盆
類
、

名
産
の
一
位

い
ち
い

の
木
で
つ
く
る
箸
、楊
枝

よ
う
じ

、

下
駄
な
ど
の
ほ
か
、
わ
り
ご
弁
当
、
各

種
桶
、
傘
、
紙
類
が
あ
る
。

食
品
と
し
て
は
、
清
酒
、
み
そ
、
醤

油
、
菜
種
油
（
灯
油
に
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
）、
荏
油

え
の
ゆ

、
大
根
、
蕪
菁

か
ぶ
ら

、
な
す
、

か
ぼ
ち
ゃ
、
冬
葱
な
ど
の
野
菜
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、高
山
で
消
費
さ
れ
る
ほ
か
、

他
国
に
も
売
り
出
し
た
。
高
山
の
米
生

産
は
五
四
石
で
あ
り
、
一
六
七
二
戸
、

人
口
一
万
一
一
八
〇
人
か
ら
み
る
と
、

き
わ
め
て
少
な
く
、
周
辺
の
村
々
に
依

存
し
て
い
た
と
い
え
る
。

○
三
福
寺
村
は
、
戸
当
た
り
の
米
の

生
産
量
が
七
・
七
石
と
多
く
、
高
山
に

米
を
供
給
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

だ
け
で
な
く
春
の
茎
立
菜

く
き
た
ち
な

を
女
児
が
摘

み
高
山
の
町
に
売
り
出
し
た
。
ま
た
高

山
を
流
れ
る
宮
川
で
は
、
家
々
の
娘
、

乳
母
、
使
用
人
な
ど
す
べ
て
の
女
性
が

毎
年
十
月
、
宮
川
の
河
原
に
集
ま
り
、

大
根
や
蕪
菁

か
ぶ
ら

を
洗
い
、
集
ま
る
人
数
が

多
け
れ
ば
そ
の
家
に
福
が
あ
る
と
さ
れ

た
。
そ
の
絵
か
ら
賑
や
か
な
女
た
ち
の

山畑の夜守 山中の焼畑では、猪などの害から作物を守るために
夜を徹して鳴子を引き、猪笛を吹くなどして畑を守った

木地師のくらし トチ、ブナなどを伐採し椀型をおこし、小屋で椀を作り、これを高山、古川
などの仕入れ商人に売りさばきくらしを立てていた

篠筍（ささのこ） 牧ヶ洞村では立夏の
深山に生える筍を採り、高山に売り出
す。これは汁物や塩漬けにして使う

三
、
天
領
高
山
の
く
ら
し
と
周
辺
の
村
々
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行
事
が
う
か
が
え
る
。
ほ
と
ん
ど
は
漬

物
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。

飛
騨
の
生
活
を
調
査
し
た
江
馬
三
枝

子
は
、
飛
騨
の
漬
物
と
し
て
「
酸す

菜な

漬づ
け

」

を
紹
介
し
て
い
る
。
十
月
亥
の
日
（
現

在
の
十
一
月
）
過
ぎ
頃
に
蕪
な
ど
の
野

菜
類
を
洗
い
、
温
か
い
湯
に
ひ
た
し
、

桶
に
詰
め
て
塩
を
入
れ
ず
に
重
石
を
し

て
お
く
と
、
乳
酸
発
酵
し
て
酸
味
を
生

じ
る
と
記
し
て
い
る
。
寒
中
に
は
凍
っ

て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
茹
で
て
汁
の
実

や
和
え
物
に
し
て
食
す
る
と
い
う
。
同

様
に
、
大
根
や
蕪
の
葉
の
切
漬
は
く
も

じ
と
呼
ば
れ
、
朴
葉

ほ
う
ば

に
盛
り
上
げ
て
金

網
に
の
せ
、
み
そ
と
い
っ
し
ょ
に
焼
い

て
食
べ
る
と
い
う
。
ま
た
、
漬
物
を
漬

け
る
時
に
重
し
を
す
る
と
塩
水
が
上
が

る
が
、
こ
れ
で
芋
を
煮
る
な
ど
に
利
用

し
た
と
い
う
。
野
菜
類
の
い
ろ
い
ろ
な

漬
物
は
、
日
々
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
お
か
ず
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

高
山
の
北
に
位
置
す
る
○
古
川
町
方

村
は
、
高
山
同
様
天
領
と
な
り
高
山
に

次
い
で
人
口
が
多
い
。「
古
川
梨
」
と

評
判
と
な
っ
た
梨
の
生
産
が
あ
り
、
高

山
に
売
り
に
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
旧
暦

の
十
二
月
二
十
二
日
、
二
十
七
日
の
歳

暮
市
に
は
、
越
中
、
高
山
、
古
川
の
商

人
が
集
ま
り
、
蜜
柑

み
か
ん

、
刻
昆
布

き
ざ
み
こ
ん
ぶ

、
魚
卵
、

魚
類
な
ど
が
売
買
さ
れ
た
。
酒
の
生
産

も
高
山
に
次
ぎ
高
い
。

以
上
、
い
く
つ
か
の
村
を
み
る
と
日

常
の
食
事
は
雑
穀
飯
に
煮
物
と
漬
物
な

ど
野
菜
類
を
中
心
と
し
た
お
か
ず
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
人
々
は
、
雪
に
閉

ざ
さ
れ
る
冬
に
備
え
て
、
春
に
は
ぜ
ん

ま
い
、
わ
ら
び
な
ど
の
山
菜
だ
け
で
な

く
、
よ
め
な
、
ふ
じ
の
花
な
ど
も
湯
を

通
し
て
干
し
た
。
筆
者
も
ぜ
ん
ま
い
を

取
り
、
茹
で
て
か
ら
何
日
も
も
み
な
が

ら
干
す
作
業
を
手
伝
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
干
し
た
ぜ
ん
ま
い
を
時
間
を
か
け

て
戻
し
て
煮
し
め
た
も
の
は
、
驚
く
ほ

ど
お
い
し
か
っ
た
。
ま
た
、
食
料
生
産

に
適
さ
な
い
地
域
で
は
、
伐
採
に
よ
る

労
働
、
木
製
品
づ
く
り
、
糸
、
布
の
製

造
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
で
食
料
購
入

の
道
を
見
出
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

高
山
か
ら
や
や
南
に
位
置
す
る
○
中

呂
村
は
、
益
田
川
に
沿
っ
て
平
地
が
あ

る
た
め
に
米
の
生
産
は
、
飛
騨
の
中
で

は
比
較
的
多
い
。
中
呂
村
の
戸
数
は
、

寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
か
ら
明
治
初

期
ま
で
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
三
五
戸
ほ

ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
村
で
代
々

肝
煎

き
も
い
り

（
庄
屋
）
を
務
め
て
き
た
大
前
家

の
儀
礼
食
を
取
り
上
げ
た
い
。

大
前
家
の
江
戸
期
の
婚
礼
記
録
は
、

天
保
十
三
、
十
四
年
（
一
八
四
二
、
四
三
）、

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）、
安
政
四
年

（
一
八
五
七
）
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る

が
食
事
の
形
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い

な
い
。
簡
単
に
流
れ
を
説
明
す
る
と
、

ま
ず
祝
盃
が
行
わ
れ
、
酒
を
酌
み
交
わ

す
た
び
に
酒
の
肴
（
酒
肴
）
が
出
さ
れ
、

そ
の
後
本
膳
料
理
が
用
意
さ
れ
る
。飯
、

汁
、
鱠な

ま
す

、
坪つ

ぼ

、
猪
口

ち
ょ
く

、
平ひ

ら

、
炙

あ
ぶ
り

物
な

ど
が
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
五
〇

年
後
も
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
。
さ
ら

に
、
本
膳
の
あ
と
に
、
酒
宴
が
始
ま
る
。

酒
肴
は
吸
物
を
は
じ
め
と
し
、
鉢
、
丼
、

大
平
、
硯
蓋
な
ど
と
器
の
名
称
で
呼
ば

れ
る
各
種
の
料
理
が
用
意
さ
れ
た
。

婚
礼
な
ど
祝
い
の
儀
礼
食
の
中
心

は
、な
ん
と
い
っ
て
も
魚
介
類
で
あ
る
。

中
呂
村
は
海
か
ら
は
遠
い
村
で
あ
っ
た

が
、
海
魚
類
が
数
多
く
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
鯛
、
さ
わ
ら
、

宮川菜洗い 毎年10月、高山市中の家々の女性が宮川に集まり、大根や蕪を洗い、その人数が多いと福がある
とされる風習があった（この図は、公文書館の写本では省略されている）

川舟渡し 宮川上流では、丸木を割ってつくった丸木舟で村から村に渡った

四
、
日
常
食
と
は
大
き
く
異
な
る
儀
礼
食
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す
ず
き
、
た
ら
、
さ
ば
、
い
わ
し
、
い

か
、
え
び
な
ど
十
余
種
類
の
ほ
か
、
数

の
子
、
田
作
り
（
か
た
く
ち
鰯
の
幼
魚

の
乾
燥
品
）、
き
ん
こ
（
干
し
な
ま
こ
）、

蒸
し
貝
、
干
し
い
か
、
ち
く
わ
、
く
ず

し
（
魚
介
類
の
す
り
身
）
な
ど
の
加
工

品
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鴫し

ぎ

、
小

鳥
な
ど
の
野
鳥
類
、
卵
な
ど
動
物
性
食

品
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
祝
い
の
膳
の
野
菜
類
を

み
る
と
、
魚
介
類
の
添
え
と
し
て
出
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
な
ま
す

（
田
作
り
、
大
根
）、
汁
（
た
ら
、
昆
布
、

ね
ぎ
）、
平
（
く
ず
し
、
ご
ぼ
う
、
焼

豆
腐
）、
吸
物
（
海
老
、
結

む
す
び

昆
布
）、

丼
（
す
る
め
、
い
か
、
に
ん
じ
ん
、
ね

ぎ
、
ご
ぼ
う
）
な
ど
で
、
そ
の
ほ
か
山

芋
、
里
芋
、
百
合
、
し
ょ
う
が
、
蓮
根
、

せ
り
、
き
く
ら
げ
、
く
り
な
ど
が
使
わ

れ
て
い
る
。
な
か
で
も
ご
ぼ
う
は

色
々
な
料
理
の
添
え
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
葬
儀
や
仏
事
の
献
立

で
は
、
植
物
性
食
品
の
み
で
構
成
さ
れ

る
精
進
料
理
が
供
さ
れ
、
本
膳
料
理
形

式
で
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え

ば
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
の
当
主
の

百
回
忌
で
み
る
と
、
う
ど
ん
の
薬
味
と

し
て
ご
ま
、
か
ら
し
、
梅
干
し
、
大
根
、

ち
ん
ぴ
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ご

飯
に
汁
が
供
さ
れ
て
い
る
が
、
汁
の
実

は
、
煎
り
菜
、
椎
茸
と
あ
り
、
続
い
て

酒
と
酒
肴
が
出
さ
れ
て
い
る
。
吸
物
は

み
そ
汁
で
、
い
も
、
豆
腐
の
実
、

硯
蓋

す
ず
り
ぶ
た

に
は
焼
き
い
も
、
し
そ
の
実
、

な
し
、
し
め
豆
腐
、
香
茸
な
ど
が
使
わ

れ
、
丼
に
は
揚
げ
物
、
青
菜
、
大
根
が

盛
ら
れ
、
鉢
に
は
巻
き
す
し
、
木
の
芽

田
楽
な
ど
豆
腐
料
理
、
野
菜
の
煮
物
、

揚
げ
物
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。

植
物
性
食
品
ば
か
り
で
は
あ
る
が
、
何

種
類
も
の
料
理
が
並
び
、
日
常
と
は
異

な
る
食
事
と
な
っ
て
い
る
。

仏
事
で
は
白
米
、
酒
、
大
豆
、
小
麦

粉
な
ど
の
購
入
が
行
わ
れ
、
大
豆
か
ら

豆
腐
を
大
量
に
作
っ
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
小
麦
粉
は
う
ど
ん
の
材
料

で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
湯
葉
、
椎
茸
、

昆
布
、
の
り
、
き
く
ら
げ
、
く
る
み
、

松
茸
な
ど
も
使
わ
れ
た
。

大
前
家
で
は
葬
送
前
後
に
一
五
〇
人

余
り
へ
の
振
舞
い
を
お

こ
な
い
、
翌
日
の
斎と

き

に

は
約
五
〇
人
に
食
事
を

用
意
し
、
婚
礼
に
も

六
〇
〜
七
〇
人
を
接
待

し
て
お
り
、
こ
の
村
の

規
模
か
ら
み
る
と
盛
大

な
儀
礼
で
あ
っ
た
。
婚

礼
な
ど
で
の
日
常
に
食

べ
な
い
魚
介
類
は
、
主

に
越
中
富
山
か
ら
高
山

を
経
て
中
呂
村
に
運
ば

れ
た
と
み
ら
れ
る
。
多

く
の
食
料
を
購
入
す
る

財
力
と
そ
れ
を
山
間
部

の
村
に
運
ぶ
流
通
経
路

が
確
立
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

ま
た
、
正
月
の
必
需
品

と
さ
れ
た
ぶ
り
も
越
中
か
ら
高
山
に
運

ば
れ
、
そ
の
多
く
が
信
州
の
商
人
に
よ
っ

て
「
飛
騨
鰤ぶ

り

」
と
称
し
て
野
麦
峠
を
越

え
て
信
州
の
人
々
の
正
月
用
品
と
な
る

な
ど
山
に
囲
ま
れ
た
飛
騨
国
は
、
案
外

他
国
と
の
つ
な
が
り
が
強
か
っ
た
と
い

え
よ
う
。

飛
騨
国
の
日
常
と
儀
礼
食
の
事
例
を

中
心
に
野
菜
類
と
そ
の
他
の
食
品
の
扱

い
の
ち
が
い
を
み
て
き
た
が
、
他
の
地

域
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
筆

者
ら
が
長
年
調
査
し
て
い
る
飛
騨
国
に

近
い
三
河
国
稲
橋
村
（
現
愛
知
県
豊
田

市
稲
武
町
）
の
庄
屋
で
あ
っ
た
古
橋
家

も
、
信
州
と
岡
崎
を
結
ぶ
街
道
沿
に
あ

り
、
海
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
い
る
。
こ

こ
に
も
婚
礼
の
献
立
が
文
化
四
年

（
一
八
〇
七
）
以
降
、
江
戸
時
代
だ
け
で

二
〇
件
近
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

も
海
魚
は
多
く
使
わ
れ
、
婚
礼
に
使
用

さ
れ
た
魚
介
類
の
四
割
が
海
魚
で
あ
っ

た
。
鯛
が
最
も
多
く
、
海
老
、
な
よ
し

（
ぼ
ら
）
・
す
ず
き
・
せ
い
ご
、
ひ
ら
め
、

ぶ
り
、
い
か
な
ど
の
ほ
か
、
加
工
品
と

今村峠 高山と越中を結ぶ最短ルート。菜の花、卯の花、桃の花でも知られ、正月の儀礼食に必要な鰤を運ぶ道でもあった

ま
と
め

飛騨中呂村の法事献立（1856） うどん、茸類、ぎんなん、ごま、ゆり、ゆば、や
まいもなど植物性食品で構成された献立であるが、酒の酒肴が何種類も用意さ
れており、日常食とは大きく異なっている



し
て
田
作
り
、
巻
き
す
る
め
、
か
ま

ぼ
こ
、
つ
み
れ
が
使
わ
れ
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
、
野
菜
類
に
つ
い
て
天
保

六
年
（
一
八
三
五
）
の
例
で
み
る
と
、
生
盛

（
せ
り
、
大
根
、
人
参
、
み
し
ま
、
な
よ

し
、
岩
茸

い
わ
た
け

、
お
ご
）、
汁
（
い
ち
ょ
う

豆
腐
、
大
根
、
と
り
貝
）、
坪
（
き
く

ら
げ
、
里
芋
、
竹
輪
、
こ
ん
に
ゃ
く
、

人
参
、
こ
も
豆
腐
）、
猪
口
（
う
ど
白

み
そ
和
え
）、
平
（
ぶ
り
、
わ
ら
び
、

ご
ぼ
う
）
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
魚
介

類
の
添
え
も
の
的
な
存
在
で
も
あ
る

が
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
も

あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
ね
ぎ
、
青
菜
、

ふ
き
、
よ
め
菜
、
く
り
、
百
合
、
筍
な

ど
が
み
ら
れ
る
。
本
膳
料
理
形
式
で
供

さ
れ
て
い
る
点
、
儀
礼
食
に
は
魚
介
類

が
中
心
と
な
る
こ
と
な
ど
は
大
前
家
と

共
通
で
、
家
の
最
大
の
儀
礼
と
し
て
多

く
の
費
用
を
払
っ
て
で
も「
ご
ち
そ
う
」

を
用
意
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
長
岡
藩
（
現
新
潟
県
）
の
庄

屋
に
残
さ
れ
た
『
農
家
年
中
行
事
』

（
大
平
与
兵
衛
著
）（
一
八
三
九
）
の
記

録
に
は
、
小
作
人
へ
の
振
舞
い
や
行

事
と
村
人
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
月
二
日
に
「
謡う

た
い

ぞ
め
」「
節
饗

せ
ち
ぎ
ょ
う

」
な

ど
と
し
て
、
小
作
人
に
野
菜
料
理
と
酒

食
を
振
舞
い
、
七
日
の
七
草
の
朝
は
、

大
根
、
ご
ぼ
う
、
人
参
、
昆
布
、
す
る

め
、
里
芋
、
こ
ん
に
ゃ
く
な
ど
を
入
れ

た
雑
煮
を
食
べ
、
当
日
の
仕
事
は
休
み

と
な
る
。
さ
ら
に
十
一
日
朝
、
雑
煮
餅

を
食
し
、「
大
寄
合
」
と
称
し
て
各
家

の
主
人
が
庄
屋
の
家
に
集
ま
り
、
宗
門

帳
に
書
き
加
え
一
年
の
心
得
を
聞
き
、

こ
の
日
も
休
む
。
ま
た
、
同
日
は
「
蔵

開
き
」「
船
祝
い
」
と
称
し
、
蔵
持
ち
、

船
持
ち
は
祝
い
酒
を
だ
す
。
殿
様
が
在

城
の
年
に
は
長
岡
城
本
丸
に
庄
屋
、
組

頭
が
招
か
れ
能
見
物
を
し
、
冷
酒
、
赤

飯
、
煮
し
め
が
振
舞
わ
れ
る
と
記
し
て

お
り
、
船
を
持
ち
商
売
を
し
て
い
た
百

姓
が
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
十
五
日
に
は
、
裕
福
な
家
の
門

前
に
貧
し
い
人
が
集
ま
り
、
切
り
餅
ま

た
は
米
と
銭
が
与
え
ら
れ
た
。
朝
に
は

小
豆
粥
を
食
し
、一
家
の
主
人
は
庄
屋
、

役
人
、
地
主
、
知
り
合
い
な
ど
に
あ
い

さ
つ
に
回
り
、
昼
は
食
べ
ず
早
め
の
夕

食
に
は
季
節
の
野
菜
料
理
に
塩
鮭
か
塩

鱒
の
焼
い
た
も
の
を
「
節
」
と
い
っ
て

食
べ
る
と
い
う
。十
五
か
ら
十
六
日
は
、

「
鍋
釜
休
み
」
と
称
し
て
老
若
男
女
が

集
ま
っ
て
く
じ
引
き
、
か
る
た
合
わ
せ

な
ど
を
す
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
日

常
は
質
素
な
食
事
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

行
事
を
た
び
た
び
行
い
楽
し
み
を
加
え

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、野
菜
、

芋
、
豆
類
は
そ
う
し
た
な
か
で
も
重
要

な
食
材
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
明
和
年
間
（
一
七
六
四
＿
七
二
）

に
書
か
れ
た
『
家
業
考
』
は
、
安
芸
国

（
現
広
島
県
吉
田
町
）
の
地
主
吉
川
家

の
家
業
経
営
を
記
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
使
用
人
に
与
え
た
食
物
が
比
較
的

具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
一
月
二
日

を
み
る
と
、
家
来
に
雑
煮
（
ご
ぼ
う
、

大
根
、
魚
少
々
）
を
振
る
舞
い
、
ま
た

昼
に
は
「
米
の
飯
、
つ
け
も
の
」、
夕

飯
「
米
の
飯
に
な
ま
す
、
だ
い
こ
ん
の

お
か
ず
、
は
ま
ぐ
り
、
み
そ
汁
に
も
は

ま
ぐ
り
少
し
」
と
あ
る
。
ま
た
、
十
五

日
に
は
、
使
用
人
を
休
ま
せ
、
正
月
と

藪
入

や
ぶ
い
り

の
た
め
白
米
の
土
産
を
持
た
せ
る

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
を
通
し
て
気

づ
く
の
は
、
野
菜
類
の
中
で
も
大
根
が

し
ば
し
ば
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
七
月
に
は
、
な
す
び
、
き
ゅ
う
り
、

十
一
月
に
は
豆
腐
、
油
揚
げ
、
こ
ん

に
ゃ
く
、
ご
ぼ
う
も
あ
る
が
、
大
根
の

使
用
は
ほ
ぼ
年
間
を
通
し
て
見
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
各
地
域
の
食
生
活

は
、
地
域
差
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
日

常
食
と
儀
礼
食
と
は
規
模
、
内
容
と
も

に
大
き
く
異
な
り
、
婚
礼
な
ど
祝
い
の

食
で
は
魚
介
類
が
主
役
と
な
り
野
菜
類

は
わ
き
役
と
な
り
つ
つ
も
、
全
体
で
み

れ
ば
、
野
菜
類
を
中
心
と
し
た
生
活
が

主
流
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
の
環
境
に
応
じ
て
、
自
然
の

恵
み
を
利
用
し
な
が
ら
、
加
工
、
保
存

法
を
工
夫
し
、
村
人
の
食
材
を
増
や
し

て
い
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
他
国

に
売
り
、
別
の
食
材
の
購
入
に
あ
て
る

な
ど
村
人
た
ち
の
し
た
た
か
な
生
き
方

が
見
え
る
。
ま
た
、
い
っ
ぽ
う
で
、
一

か
月
の
う
ち
に
も
行
事
を
何
日
も
設
定

し
、
日
常
と
は
異
な
る
食
事
を
村
人
が

共
に
楽
し
む
機
会
を
つ
く
っ
て
い
た
様

子
も
う
か
が
え
る
。

儀礼食の膳と食器　三河国（愛知県）古橋家の五十・百年祭の膳と器（近代以降）
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