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九
枚
の
笹
の
葉
で
構
成
さ
れ
た
「
九
枚
笹
」
と
呼
ば
れ
る
家
紋
。

栃
木
の
豪
商
だ
っ
た
善
野
三
家
（
釜
喜
、
釜
佐
、
釜
伊
）
の
家
紋

で
す
。
歌
麿
の
肉
筆
大
作
「
月
」
を
よ
く
見
る
と
、
こ
の
家
紋
が

絵
の
中
に
描
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
品
川
湾
を
背
景
に
、
立
っ
て

話
を
し
て
い
る
二
人
の
う
ち
、
向
か
っ
て
右
側
の
女
性
の
肩
に
あ

る
家
紋
が
そ
う
で
す
。

　

歌
麿
は
な
ぜ
、
こ
の
家
紋
を
絵
の
中
に
描
き
込
ん
だ
の
で
し
ょ

う
。
歌
麿
は
釜
伊
の
依
頼
で
「
雪
」「
月
」「
花
」
三
幅
対
を
描
い

た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
依
頼
主
の
意
を
汲
ん
で
家
紋
を
書
き
入
れ

た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
し
ょ
う
。
こ
の
家
紋
は
善
野
家
の
菩
提

寺
、
近
龍
寺
（
万
町
）
の
本
堂
の
照
明
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

善
野
家
は
、
現
在
の
滋
賀
県
守
山
市
出
身
の
近
江
商
人
で
、
江

戸
時
代
に
栃
木
に
来
ま
し
た
。
守
山
市
の
善
野
家
の
本
家
に
よ
る

と
、「
九
枚
笹
」
は
千
四
百
年
も
続
く
東
門
院
の
神
事
の
際
に
の
み

使
う
も
の
で
、
家
紋
は
別
（「
鷹
の
羽
の
ぶ
っ
ち
が
い
」）。
栃
木
市

に
来
た
善
野
家
が
家
紋
と
し
て
用
い
始
め
た
よ
う
で
す
。

　

歌
麿
は
い
つ
、
ど
こ
で
生
ま
れ
た
の
か
も
不
明
で
、
出
自
を
裏

付
け
る
資
料
も
残
っ
て
い
ま
せ

ん
が
、
滋
賀
県
守
山
市
出
身
で

総
理
大
臣
だ
っ
た
故
・
宇
野
宗
佑

氏
は
著
書
「
中
仙
道
守
山
宿
」
の

中
で
、
守
山
か
ら
出
た
善
野
氏

の
一
族
か
ら
歌
麿
が
現
れ
た
と

書
い
て
い
ま
す
。

　
「
月
」
に
「
九
枚
笹
」
を
書
き
入

れ
た
歌
麿
は
、
も
し
か
す
る
と

こ
の
家
紋
の
い
わ
れ
に
つ
い
て

も
知
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 歌

麿
通
信

歌
麿
通
信

歌
麿
通
信

歌
麿
通
信

歌
麿
通
信
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月
』に
善
野
家
の
家
紋
』
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』
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近
龍
寺
の「
九
枚
笹
」の
家
紋
の
入
っ
た
照
明

　

こ
れ
ま
で
２
回
の
合
併
協
議
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
協
議

結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

５
月
13
日
の
第
１
回
目
に
お
い

て
、
平
成
23
年
度
の
事
業
計
画
・

予
算
、
合
併
協
定
項
目
お
よ
び
そ

の
調
整
方
針
が
承
認
さ
れ
ま
し

た
。
予
算
の
審
議
に
お
い
て
は
、

今
後
必
要
に
応
じ
て
一
段
の
予
算

措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

７
月
７
日
の
第
２
回
目
に
お
い

て
、
茂
呂
副
会
長
（
岩
舟
町
長
）

か
ら
提
案
が
あ
り
、
岩
舟
町
の
合

併
の
意
思
を
問
う
住
民
投
票
の
結

果
が
出
る
ま
で
の
間
は
、
合
併
協

議
会
が
し
ば
ら
く
延
期
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

来
る
べ
き
住
民
投
票
で
栃
木
市

が
選
ば
れ
た
と
き
は
、
第
３
回
目

の
合
併
協
議
会
か
ら
本
格
的
な
合

併
協
議
に
入
れ
る
よ
う
、
今
後
も

岩
舟
町
と
の
合
併
に
、
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

引
き
続
き
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

理
解
・
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。
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栃
木
市
・
岩
舟
町
合
併
協
議
会
の

協
議
経
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に
つ
い
て

く 

ま
い 

ざ
さ

も
り
や
ま

と
う
も
ん
い
ん

う  

の  

そ
う
す
け

　

最
終
回
の
テ
ー
マ
は
、
西
方
町

の
観
光
で
す
。
西
方
町
に
は
金
崎

の
さ
く
ら
や
、
八
百
比
丘
尼
公
園

な
ど
様
々
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
新

し
い
ス
ポ
ッ
ト
、『
道
の
駅
に
し
か

た
』
を
紹
介
し
ま
す
。

　

道
の
駅
に
し
か
た
は
、
県
内
17

番
目
の
道
の
駅
と
し
て
、
平
成
21

年
11
月
22
日
、
西
方
町
役
場
西
側

の
国
道
２
９
３
号
沿
い
に
オ
ー
プ

ン
し
ま
し
た
。

　

西
方
町
は
西
方
五
千
石
と
も
呼

ば
れ
る
米
ど
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、

い
ち
ご
を
は
じ
め
四
季
折
々
の
旬

な
野
菜
な
ど
も
生
産
し
て
い
ま
す
。

道
の
駅
に
し
か
た
で
は
、
町
の
特

産
品
で
あ
る
「
い
ち
ご
」
を
メ
イ
ン

と
し
、
西
方
産
ブ
ラ
ン
ド
米
コ
シ

ヒ
カ
リ
「
桜
お
と
め
」
や
地
場
産
農

産
物
、
農
産
物
加
工
品
を
販
売
す

る
「
農
産
物
直
売
所　

ふ
れ
あ
い
の

郷
」、
地
域
食
材
を
使
用
し
た
「
農

村
レ
ス
ト
ラ
ン　

ふ
る
さ
と
一

番
」、
西
方
な
ら
で
は
の
特
産
品
や

民
芸
品
、
お
土
産
な
ど
の
販
売
を

行
う
「
交
流
物
産
館　

さ
く
ら
」
な

ど
の
施
設
を
整
備
し
幅
広
い
年
齢

層
の
方
た
ち
に
楽
し
ん
で
利
用
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
定
期
的
に
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
す
る
な
ど
人
と
人
と
の
ふ
れ
あ

い
の
場
と
し
て
も
活
用
さ
れ
る
、

魅
力
あ
ふ
れ
る
施
設
で
す
。

　

地
元
産
の
素
材
を
ふ
ん
だ
ん
に

使
っ
た
商
品
を
た
く
さ
ん
取
り
揃

え
て
い
ま
す
が
、
一
番
の
お
薦
め

は
手
作
り
の
ジ
ェ
ラ
ー
ト
で
す
。

中
で
も
新
鮮
な
牛
乳
と
、
町
の
特

産
品
で
あ
る
「
い
ち
ご
（
と
ち
お
と

め
）」
を
ぜ
い
た
く
に
混
ぜ
合
わ
せ

た
ジ
ェ
ラ
ー
ト
が
大
人
気
で
す
。

食
感
の
な
め
ら
か
さ
が
自
慢
で
す
。

他
に
も
季
節
感
あ
ふ
れ
る
オ
リ
ジ

ナ
ル
ジ
ェ
ラ
ー
ト
を
取
り
そ
ろ
え

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
賞
味
く
だ
さ

い
。
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〜
に
し
か
た
巡
行
記 

最
終
回
〜

「
に
し
か
た
の
観
光
を
巡
る
」

お

び

く

に

　

道
の
駅
に
し
か
た
と

　

手
作
り
ジ
ェ
ラ
ー
ト
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