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米
づ
く
り
に
情
熱
を
燃
や
す

　

二
人
の
青
年  ―

新
し
き
村―
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キ

ラリ
輝いてます！

文化財シリーズ 182

毛
も

呂
ろ

本
ほん

郷
ごう

と毛
も

呂
ろ

宿
じゅく

の歴史

　

現
在
の
毛
呂
本
郷
地
区
は
江
戸
時
代
、

「
毛
呂
宿
」と
呼
ば
れ
、八
王
子
と
上
州（
今

の
群
馬
県
）
を
結
ぶ
八
王
子
往お

う
か
ん還
（
現
在

の
県
道
飯
能
寄
居
線
と
ほ
ぼ
同
じ
道
筋
）

の
町
場
と
し
て
、
越お

ご
せ生
と
と
も
に
栄
え
て

い
ま
し
た
。

　

往
還
沿
い
は
、
上か

み

町ち
ょ
う
、
中な

か

町ち
ょ
う
、
下し

も

町ち
ょ
う
と

呼
び
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
以
前
は
そ

れ
ぞ
れ
上か

み

宿じ
ゅ
く
、
中な

か

宿じ
ゅ
く
、
下し

も

宿じ
ゅ
く
と
い
い
、
周

辺
の
小こ

字あ
ざ

に
も
宿し

ゅ
く

、本ほ
ん
じ
ゅ
く宿

、宿し
ゅ
く
ぐ
ち口

、西に
し

裏う
ら（

宿

の
西
の
裏
の
意
と
い
わ
れ
て
い
る
）
な
ど

と
い
う
地
名
が
残
さ
れ
て
い
て
往
時
の
様

相
を
偲し

の

ば
せ
て
い
ま
す
。

　

天て
ん

保ぽ
う

９
年
（
１
８
３
８
）、
江
戸
幕
府

の
巡じ

ゅ
ん
け
ん見
の
折
に
提
出
さ
れ
た
「
村む

ら

差さ
し

出だ
し

明め
い

細さ
い

帳ち
ょ
う
」
に
は
当
時
の
村
の
様
子
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。村
の
広
さ
は
東
西
５
町
程（
約

５
４
５
メ
ー
ト
ル
）、
南
北
８
町
程
（
約

８
７
２
メ
ー
ト
ル
）、
幕
府
か
ら
の
さ
ま

ざ
ま
な
通
達
を
掲
示
す
る
高こ

う

札さ
つ

場ば

が
１

ヵ
所
、
家
数
は
67
軒
、
住
人
は
２
８
９
人

と
な
っ
て
い
ま
す
。
往
還
沿
い
の
町
並
み

は
今
も
両
側
に
間
口
が
狭
く
、
縦
長
の
住

宅
が
短
冊
状
に
立
ち
並
ん
で
い
ま
す
。
こ

れ
は
家
屋
が
立
て
込
ん
で
く
る
と
１
軒
あ

た
り
の
間
口
が
決
め
ら
れ
た
た
め
に
で
き

る
町
場
特
有
の
家
並
み
で
す
。
中
に
は
古

い
建
築
様
式
の
家
も
あ
り
、
絹
問
屋
を
営

ん
で
い
た
「
問
屋
」、
寺
子
屋
だ
っ
た
「
お

師
匠
様
」
な
ど
と
い
う
屋
号
な
ど
も
今
に

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

毛
呂
宿
の
成
立
時
期
は
は
っ
き
り
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
中
世
鎌
倉
時
代
よ

り
こ
の
地
を
治
め
て
い
た
毛
呂
氏
の
居き

ょ

館か
ん

が
往
還
沿
い
の
榎え

の
き
の
所
に
あ
っ
た
と

か
、
毛
呂
宿
に
程
近
い
大
字
岩
井
字
馬ば

ん

場ば

に
同
氏
の
館
が
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
も
あ

り
、
領
主
で
あ
る
毛
呂
氏
の
も
と
に
毛
呂

宿
と
い
う
町
場
が
成
立
し
て
い
た
と
も
考

え
ら
れ
ま
す
。
歴
史
深
い
宿
場
町
を
訪
ね

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

２
月
11
日
に
行
わ
れ
た
宮
崎
県
木き

じ
ょ
う
ち
ょ
う

城
町

と
、
毛
呂
山
町
と
の
友
情
都
市
盟
約
を
記

念
し
て
、
新
し
き
村
に
暮
ら
す
人
び
と
を

３
回
シ
リ
ー
ズ
で
特
集
す
る
。

　

新
し
き
村
は
農
業
に
よ
る
自
活
を
進
め

て
い
る
。
今
回
は
、
稲
作
を
担
当
し
て
い

る
小
田
切
正
雄
(40)
さ
ん
と
倉く

ら
し
き敷
幸こ

う
じ児

(31)
さ

ん
に
話
を
う
か
が
っ
た
。

　

小
田
切
さ
ん
は
、
父
親
の
仕
事
上
、
転

勤
が
多
く
て
、
あ
ち
こ
ち
を
転
々
と
し
て

い
た
。
ち
ょ
う
ど
帯
広
に
い
る
こ
ろ
、
本

屋
で
武む

者し
ゃ

小こ
う

路じ

実さ
ね

篤あ
つ

の
書
い
た
本
に
出

会
い
、
入
村
を
決
意
し
た
と
温
か
み
の
あ

る
口
調
で
語
る
。
倉
敷
さ
ん
は
、
県
内
育

ち
で
、
浦
和
の
図
書
館
で
実
篤
の
書
い
た

本
に
出
会
い
触
発
さ
れ
た
と
少
し
緊
張
気

味
に
話
す
。
読
書
が
好
き
で
、
新
し
き
村

の
機
関
紙
に
も
寄
稿
し
て
い
る
と
い
う
。

　

二
人
は
、
２
町
５
反
（
約
２
万
５
千
平

方
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
あ
る
村
の
田
ん
ぼ
を

耕
作
し
て
い
て
、
米
の
無
農
薬
栽
培
に
取

り
組
ん
で
い
る
。
寒
い
時
期
か
ら
田
ん
ぼ

の
土
づ
く
り
を
始
め
、
肥
料
に
は
米こ

め
ぬ
か糠
や

籾も
み
が
ら殻

の
炭
を
使
っ
て
い
る
。
苗
づ
く
り
も

種た
ね
も
み籾

を
１
か
月
ほ
ど
冷
水
に
浸
け
る
な
ど

し
て
鍛
え
、
中

ち
ゅ
う
び
ょ
う
苗
ま
で
発
育
さ
せ
て
か
ら

田
植
え
を
し
て
い
る
。
無
農
薬
の
た
め
、

稚ち
び
ょ
う苗
の
状
態
で
植
え
る
と
稲い

ね
み
ず水
ゾ
ウ
ム
シ

な
ど
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
い
、
見
る
も
無

残
な
姿
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
う
し

て
い
る
と
い
う
。

　

５
年
ほ
ど
前
の
冷
夏
に
、
周
囲
の
田
ん

ぼ
で
イ
モ
チ
病
が
大
量
発
生
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
育
て
た
苗
は
、
被
害
が
少
な

か
っ
た
。
こ
の
と
き
は
、
丈
夫
な
苗
を
育

て
る
大
切
さ
を
実
感
し
た
と
い
う
。ま
た
、

「
新
し
き
村
の
田
ん
ぼ
で
は
、
除
草
剤
を

使
用
し
な
い
の
で
、
手
取
り
除
草
が
大
変

で
あ
る
。
暑
い
時
期
に
中
腰
で
、
下
を
向

い
て
行
う
作
業
は
、
と
て
も
き
つ
い
。
で

も
、
豊
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
生
態
系
の
中

で
の
種
々
の
生
き
物
と
の
出
会
い
が
、
せ

め
て
も
の
慰
め
で
あ
る
」
と
語
る
。

　
「
米
の
栽
培
は
、
そ
ん
な
に
儲も

う

か
ら
な

い
け
れ
ど
、
自
然
を
守
っ
て
い
く
た
め
に

も
、
続
け
る
価
値
が
あ
る
仕
事
だ
と
思
っ

て
い
る
」。
ま
た
、「
い
く
ら
無
農
薬
で
も

お
い
し
く
な
い
と
買
っ
て
も
ら
え
な
い
。

こ
れ
か
ら
も
お
い
し
い
米
を
作
り
続
け
た

い
」
と
笑
顔
で
答
え
て
く
れ
た
。　

～江戸時代の宿場を歩こう～

古い趣
おもむき

を残す家


