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曲
谷
の
集
落
の
ほ
ぼ
全
戸
で
石
臼
作
り
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
名
残

な

ご

り
は
、
現
在
も
集

落
内
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
家
の
敷
地
内
に
、
母
屋
と
は
別
に
小
屋
あ

る
い
は
物
置
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら

が
石
材
加
工
の
場
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
各
家
の
周
辺
で
は
、
石
臼
の
一

部
や
未
製
品
な
ど
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に

転
用
さ
れ
て
随
所
で
見
ら
れ
ま
す
。
石
臼
の

ほ
か
に
も
曲
谷
石
で
作
ら
れ
た
石
造
品

せ
き
ぞ
う
ひ
ん

が
た

く
さ
ん
あ
り
、
曲
谷
集
落
は
、
石
臼
に
代
表

さ
れ
る
石
工
の
村
を
物
語
る
文
化
遺
産
、
景

観
を
今
日
ま
で
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
、
き

わ
だ
っ
た
特
徴
で
す
。

朝
日
の
観
音
寺
門
前
に
一
対
の
石
灯
籠

（
写
真
①
）
が
あ
り
ま
す
。「
観
世
音
」
の
各

一
文
字
に
お
米
一
升
が
入
る
と
い
わ
れ
る
大

き
な
石
灯
籠
の
優
品
で
す
。
こ
の
灯
籠
に
は

「
文
政

ぶ

ん

せ

い

七
甲き

の
え

申さ

る

年
九
月
（
一
八
二
四
）」「
石

工
／
當と

う

圀ご

く

曲ま

が

谷
村

た

に

む

ら

住
人

じ
ゅ
う
に
ん

／
木き

曽そ

政ま

さ

五ご

良ろ

う

大
夫

だ

ゆ

う

／
大
連

お
お
む
ら
じ

義よ

し

周ち

か

／
同
増ま

す

五ご

郎ろ

う

太
夫

だ

ゆ

う

／

義
金

よ

し

か

ね

」
と
刻
ま
れ
て
い
て
、
曲
谷
石
工
の
名

前
が
判
明
し
ま
す
。
春す

い

照じ
ょ
う

の
八
幡
神
社
に
は

「
文
政
八
乙き

の
と

酉と

り

天て

ん

／
仲
冬

ち
ゅ
う
と
う

吉
祥

き
ち
じ
ょ
う

日ひ

」「
石
工
／

當
國
曲
谷
村
／
木
曽
政
五
郎
／
同
増
五
郎
」

と
刻
む
石
灯
籠
が
あ
り
ま
す
。
石
工
名
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
伊
夫

い

ぶ

岐き

神
社
（
伊
吹
）
の
石

灯
籠
も
曲
谷
石
工
の
作
品
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
石
材
は
、
い
ず
れ
も
曲
谷
産

花
崗
岩

か

こ

う

が

ん

で
は
な
く
、
青
っ
ぽ
い
石
材
の

「
小
泉
石

こ

い

ず

み

い

し

」「
梨
目

な

し

め

石い

し

」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

す
。
同
じ
姉
川
沿
い
で
産
出
し
、
曲
谷
の
石

工
が
複
数
の
石
材
を
扱
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
伊
吹
山
登
山
口
（
上
野
）
の
金こ

ん

比ぴ

羅ら

灯と

う

籠ろ

う

も
木
曽
義
周
・
義
金
の
制
作
で
花

崗
岩
製
で
す
。

こ
の
よ
う
に
曲
谷
の
石
工
が
残
し
た
作
品

は
曲
谷
以
外
の
伊
吹
山
山
麓
の
主
要
な
石
造

物
に
残
さ
れ
て
い
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る

彼
ら
の
活
発
な
活
動
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

市
内
で
確
認
さ
れ
て
い
る
最
も
古
い
例

は
、
太
平

お

お

ひ

ら

神
社
（
太
平
寺
）
の
石
灯
籠
で
天

明
七
年
（
一
七
八
七
）
作
、
春
照
の
秋
葉
神

社
の
石
の
祠ほ

こ
ら

は
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）

の
制
作
で
す
。
こ
れ
ら
に
は
「
木
曽
義
致

よ

し

む

ね

・

致む

ね

永な

が

」
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
、
木
曽
を
名
乗
る
義

致
―
致
永
…
義
周
―
義
金
の
石
工
の
系
統
が

読
み
取
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
曲
谷
石
工
が
木

曽
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
は
、
曲
谷
に
石

材
加
工
を
伝
え
た
西
仏
房

さ

い

ぶ

つ

ぼ

う

が
木
曽

き

そ

義よ

し

仲な

か

の
家

臣
で
あ
っ
た
こ
と
に
ち
な
む
と
考
え
ら
れ
、

こ
の
伝
承
が
江
戸
時
代
後
期
に
遡
る
こ
と
を

示
す
と
と
も
に
、
石
工
の
自
己
認
識
が
う
か

が
え
ま
す
。

岐
阜
県
揖い

斐び

川が

わ

町ち
ょ
う

の
谷
汲

た

に

ぐ

み

山さ

ん

華け

厳ご

ん

寺じ

本
堂

前
の
笠か

さ

塔と

う

婆ば

に
は
「
石
工
頭

い

し

く

が

し

ら

江
州
浅
井
郡
曲

谷
村
木
曽
（
以
下
不
明
）」
の
銘
が
あ
り
、

延え

ん

享き
ょ
う

二
年
（
一
七
四
五
）
制
作
の
曲
谷
石
工

の
作
品
で
は
最
古
の
も
の
で
す
。
こ
の
ほ
か

岐
阜
県
に
は
、
関
ヶ
原
町
妙み

ょ
う

応お

う

寺じ

の
手
水

ち

ょ

う

ず

鉢ば

ち

（
致
永
作
／
一
七
九
九
年
／
写
真
②
）
や
大

垣
市
上
石
津
町
の
九
里

く

り

半は

ん

街
道

か

い

ど

う

常じ
ょ
う

夜や

灯と

う

（
義

金
作
／
一
八
四
一
年
／
写
真
③
）
な
ど
、
美

術
的
に
も
優
れ
た
作
品
が
あ
り
ま
す
。
い
ず

れ
も
木
曽
姓
の
石
工
の
作
品
で
、
米
原
で
技

を
磨
き
、
美
濃
に
優
品
を
残
し
て
い
る
の
で

す
。
さ
て
、
木
曽
姓
石
工
と
は
別
の
系
統
と

思
わ
れ
る
作
品
が
岐
阜
市
乙
津

お

っ

し

ん

寺じ

に
あ
り
ま

す
。「
石
工
佐
吉
／
江
州
上
浅
井
郡
曲
谷

村
／
石
工
傳で

ん

吉き

ち

／
同
國
同
郡
同
村
／
石
工
松ま

つ

右
エ
門

え

も

ん

」
と
刻
ま
れ
た
四
国
八
八
カ
所
石
仏

で
、
江
戸
時
代
末
期
の
も
の
で
す
。

栗
東
市
綣へ

そ

の
大
宝

た

い

ほ

う

神
社
の
鳥
居
も
曲
谷

村
の
石
工
に
よ
り
製
作
さ
れ
た
記
録
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
曲
谷
は
石
臼
の
石
材
産

地
と
し
て
傑
出
し
た
存
在
で
あ
っ
た
ば
か

り
で
な
く
、
優
秀
な
石
工
を
輩
出
す
る
土

地
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。

（
歴
史
文
化
財
保
護
課
）

曲
谷
石
工
の
活
躍

―
東
草
野
の
文
化
的
景
観
②
―

米
原
市
の
歴
史
・
文
化
財
を
歩
く
102

市
内
の
曲ま

が

谷た

に

石い

し

工く

作
品

岐
阜
県
に
残
る
作
品

① 観音寺石灯籠

② 妙応寺手水鉢

③ 九里半街道常夜灯


