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【
鮎
沢
の
御
厨
に
つ
い
て
】 

 

永
原
慶
二
先
生
の
「
日
本
の
歴

史
と
御
殿
場
」（
御
殿
場
市
史
編
さ

ん
事
業
発
足
記
念
講
演
）
、
『
市
史

の
散
歩
み
ち
』
第
２
号
）
よ
り 

 

一
、
御
厨
ー
い
つ
頃
か
ら
あ
る
の
か 

「
御
厨
」
と
は
伊
勢
神
宮
の
御
料

地
の
こ
と
を
い
い
、
日
本
各
地
に

あ
る
。 

「
御
厨
」
と
い
う
呼
び
名
は
、
平

安
時
代
に
伊
勢
の
神
領
が
各
地
に

設
定
さ
れ
た
頃
か
ら
生
ま
れ
た
。 

（
伊
勢
神
宮
の
荘
園
の
こ
と
を

「
御
厨
」
と
呼
ん
だ
。） 

 

し
た
が
っ
て
、「
御
厨
」
は
固
有

名
詞
で
は
な
く
、
伊
勢
神
宮
に
一

つ
の
贄
（
に
え
）（
神
様
へ
お
供
え

す
る
食
物
）
を
奉
る
所
を
さ
す
。 

 

贄
に
は
魚
が
多
く
（
贄
は
魚
を

い
う
）、
鮎
沢
で
は
鮎
が
捕
れ
た
と

い
う
の
が
発
祥
で
は
な
い
か
と
想

像
的
に
推
測
で
き
る
。 

 

二
、
鮎
沢
の
御
厨
は
い
つ
頃
出
来
上

が
っ
た
か 

 

資
料
文
献
上
で
は
、
少
な
く
と

も
鎌
倉
時
代
に
は
出
来
上
が
っ
て

い
る
。
（
『
神
鳳
抄
』
と
い
う
伊
勢

神
宮
の
所
領
目
録
の
中
に
「
大 

治
（
大
沼
の
写
し
違
い
）
鮎
沢
の

御
厨
」
と
出
て
い
る
）。 

 

さ
ら
に
百
年
以
上
遡
る
十
二
世

紀
の
初
め
（
嘉
承
か
ら
永
久
年
間
）

に
鮎
沢
の
御
厨
が
大
体
出
来
上
が

っ
て
い
た
。
御
厨
が
各
地
に
増
え

て
く
る
ピ
ー
ク
が
十
二
世
紀
の
初

頭
の
時
点
で
あ
っ
た
。 

 
三
、
鮎
沢
の
御
厨
は
伊
勢
神
宮
に
ど

の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
の

か
？ 

 

「
実
は
た
い
し
た
深
い
関
係
と

は
い
え
な
い
。」 
 

記
録
で
は
、
鮎
沢
の
御
厨
か
ら

は
内
宮
へ
布
を
十
反
、
外
宮
へ
現

作
の
（
現
に
田
圃
で
作
っ
て
い
る
）

三
分
の
一
と
布
六
反
だ
っ
た
。 

 

（
本
来
な
ら
ば
魚
な
ど
の
贄
を

奉
る
の
だ
が
、
運
搬
に
便
利
な
も

の
、
経
済
的
な
価
値
の
広
い
も
の

で
布
な
ど
の
替
え
ら
れ
た
。） 

 

四
、
鮎
沢
の
御
厨
は
ど
の
辺
に
あ
っ

た
の
か 

 

鮎
沢
が
地
名
で
残
っ
て
い
る
く

ら
い
だ
か
ら
鮎
沢
が
中
心
だ
ろ
う
。 

 

御
厨
を
確
か
め
る
一
つ
の
便
利

な
手
懸
り
は
、
伊
勢
神
領
に
は
必

ず
あ
る
神
明
社
（
伊
勢
神
宮
の
出

張
の
宮
）
で
、
神
明
社
が
ど
の
辺

に
あ
る
か
を
調
べ
る
と
御
厨
の
範

囲
も
あ
る
程
度
推
定
が
つ
く
。 

 

御
殿
場
に
は
沓
間
（
く
つ
ま
）

と
西
田
中
に
も
神
明
社
が
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
だ
い
た
い
沓
間
、

西
田
中
、
今
の
御
殿
場
の
中
心
地

域
は
鮎
沢
の
御
厨
に
入
っ
て
い
た

だ
ろ
う
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。 

 

五
、
鮎
沢
庄
の
領
主
は
誰
か 

 

御
厨
が
平
安
時
代
に
出
来
上
が

っ
た
と
す
る
と
、
誰
か
領
主
（
年

貢
を
取
り
立
て
る
者
）
が
い
る
は

ず
で
あ
る
。 

「
伊
勢
神
宮
が
こ
の
地
域
を
領
地

に
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
伊
勢
神

宮
が
唯
一
の
領
主
で
あ
っ
た
ろ
う

か
と
考
え
ま
す
と
、
私
は
ど
う
も

そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。」 

「
御
厨
と
し
て
伊
勢
に
出
す
も
の

は
割
合
に
少
な
く
、
布
を
内
宮
に

十
反
、
外
宮
に
六
反
、
あ
と
土
地

か
ら
の
も
の
（
地
利
）
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
も
普
通
の
年
貢
か
ど

う
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
、
お
初
穂

の
よ
う
な
も
の
で
、
お
そ
ら
く
稲

を
い
く
ら
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。」 

「
そ
う
し
ま
す
と
、
伊
勢
神
宮
だ

け
が
そ
の
時
代
の
領
主
だ
っ
た
と

は
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
も
っ

と
基
本
的
な
領
主
、
一
番
税
金
を

取
る
中
心
の
領
主
が
い
た
ん
で
は

な
い
か
。」 

「
お
そ
ら
く
、
伊
勢
神
領
で
あ
る

と
同
時
に
、
主
要
な
税
金
に
当
た

る
年
貢
の
部
分
は
、
そ
の
国
に
出

す
か
、
そ
れ
と
も
ど
こ
か
の
荘
園

に
な
っ
て
い
て
荘
園
領
主
に
出
し

て
い
た
。
荘
園
領
主
は
ま
だ
ま
だ

は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ど

ち
ら
か
に
相
違
な
い
と
い
う
ふ
う

に
私
は
考
え
る
の
で
す
。」 

 

そ
れ
で
は
ど
う
し
て
文
書
資
料

が
残
っ
て
い
な
い
場
合
の
荘
園
領

主
な
ど
の
こ
と
を
調
べ
る
か
。（
直

接
有
効
な
一
般
的
な
意
味
で
の
手

懸
り
方
向
と
い
う
も
の
は
な
い
。） 

 

六
、
大
森
氏
の
登
場 

 

十
五
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
、
こ

の
地
域
で
は
大
森
と
い
う
領
主
が

登
場
し
て
く
る
。
二
岡
神
社
の
「
二

岡
神
社
文
書
」
が
残
っ
て
い
る
。 

 

お
そ
ら
く
大
体
十
五
世
紀
は
大

森
氏
が
一
番
実
質
的
な
領
主
で
、

荘
園
領
主
と
か
伊
勢
神
宮
と
の
関

係
は
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

か
と
い
う
と
そ
う
は
言
い
切
れ
な

い
。
形
式
的
に
は
残
っ
て
い
た
だ

ろ
う
。 
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