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栃
木
県
鹿
沼
麻
研
究
の
進
展	

地
域
に
残
さ
れ
た
行
政
文

書
や
古
文
書
類
を
保
管
し
研

究
す
る
公
文
書
館
が
各
県
に

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
残
念

な
が
ら
福
島
県
歴
史
資
料
館

は
人
員
を
削
減
し
民
営
化
、

『
研
究
紀
要
』
の
発
刊
も
行

わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

昨
年
三
十
年
を
迎
え
た
栃

木
県
文
書
館
は
着
実
な
研
究

を
進
め
て
い
ま
す
。
十
一
月

五
日
に
栃
木
県
庁
で
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
の
で

参
加
し
ま
し
た
。
こ
の
研
究

会
で
、
鹿
沼
市
史
編
さ
ん
や

文
書
館
職
員
を
経
験
し
、
現

在
は
水
戸
の
常
盤
大
学
の
准

教
授
と
な
っ
た
平
野
哲
也
さ

ん
も
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

平
野
哲
也
さ
ん
は
栃
木
県

南
東
部
の
羽
賀
郡
の
近
世
村

落
史
で
卒
論
を
書
き
、
そ
の

後
も
、
て
い
ね
い
に
村
を
歩

き
残
さ
れ
た
文
書
類
か
ら
近

世
村
落
を
研
究
し
続
け
て
い

ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
、

鹿
沼
麻
（
タ
イ
マ
）
の
近
世

（
江
戸
時
代
）
の
生
産
・
流

通
の
変
遷
を
見
事
に
明
ら
か

に
さ
れ
ま
し
た
。

昨
年
秋
に
勉
誠
出
版
か
ら

『
生
産
・
流
通
・
消
費
の
近

世
史
』
が
一
橋
大
の
渡
辺
尚

志
教
授
編
で
発
刊
さ
れ
ま
し

た
。
最
新
の
研
究
成
果
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本

に
平
野
哲
也
さ
ん
は
「
関
東

内
陸
農
山
村
に
お
け
る
魚
肥

の
消
費
・
流
通
と
海
村
と
の

交
易
」
を
書
い
て
い
ま
す
。

草
を
肥
料
と
し
た
農
法

は
、
江
戸
時
代
に
金
肥
と
い

わ
れ
る
魚
肥
（
干
鰯
・
〆

粕
）
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
こ
の
流
通
の
研
究
が

こ
の
間
に
か
な
り
進
展
し
ま

し
た
。

鹿
沼
地
域
…
こ
こ
に
黒
川

の
板
荷
や
大
芦
川
が
あ
り
、

そ
の
上
流
に
昭
和
村
と
も
縁

の
あ
る
古
峰
ヶ
原
（
こ
ぶ
が

は
ら
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

鹿
沼
一
帯
が
麻
の
大
産
地

で
、
こ
の
麻
が
江
戸
の
麻
問

屋
に
行
き
、
そ
こ
か
ら
麻
を

買
い
漁
網
に
し
た
て
千
葉
県

九
十
九
里
の
地
曳
き
網
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
獲
っ
た

イ
ワ
シ
は
干
し
て
肥
料
と
な

り
、
江
戸
問
屋
を
通
じ
て
鹿

沼
の
麻
農
家
が
肥
料
に
し
て

い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
概
要
に
つ
い
て

平
野
さ
ん
が
、
各
家
に
残
る

江
戸
時
代
の
文
書
類
を
分
析

し
て
い
く
と
、
実
は
、
麻
農

家
が
九
十
九
里
浜
に
出
向
い

て
直
接
取
引
を
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た

の
で
す
。

板
荷
村
の
百
姓
・
福
田

弥
右
衛
門
は
安
永
二
年

（
一
七
七
三
）、
麻
荷
物
を

持
っ
て
九
十
九
里
浜
へ
出
向

き
、
浜
々
の
網
元
を
こ
ま
か

く
回
っ
て
麻
の
販
売
を
行
っ

て
い
ま
す
（
図
一
）。
弥
右

衛
門
は
姉
夫
婦
に
家
を
任

せ
、
鹿
沼
仲
町
に
移
住
し
、

麻
の
販
売
専
門
の
商
業
を

行
っ
て
い
る
。

天
保
年
間（
一
八
三
〇
〜
）

に
は
板
荷
村
の
瀬
兵
衛
は
子

に
家
督
を
譲
り
、
九
十
九
里

浜
へ
の
麻
商
い
は
、
浜
で
魚

肥
を
買
い
集
め
、
村
に
戻
り

麻
作
り
の
百
姓
に
販
売
し
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
麻
、
魚

肥
の
商
い
で
数
百
両
も
の
利

益
を
出
し
て
い
ま
す
。

「
当
初
か
ら
換
金
を
目
的

と
す
る
麻
と
い
う
商
品
生
産

で
あ
り
、
百
姓
は
、
よ
り
多

く
の
収
入
を
期
待
し
て
生
産

に
励
む
の
で
あ
っ
て
、
江
戸

商
人
に
買
い
た
た
か
れ
る
た

め
に
働
い
た
の
で
は
な
い
」

と
平
野
さ
ん
は
ま
と
め
て
い

ま
す
。

江
戸
時
代
の
後
半
か
ら
青

苧
（
か
ら
む
し
原
麻
）
商
品

は
、
奥
会
津
か
ら
越
後
に
運

ば
れ
た
と
す
る
記
録
が
金
山

町
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
越
後
よ
り
商
人
が
入
り
込

み
買
い
付
け
て
い
る
、
と
い

う
も
の
で
す
。
近
年
ま
で
そ

う
し
た
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

し
か
し
前
号
で
お
知
ら
せ

し
た
よ
う
に
大
芦
村
の
数
名

は
幕
末
か
ら
明
治
・
大
正
期

に
か
ら
む
し
（
青
苧
）
を
背

負
い
、
越
後
（
新
潟
県
）
に

販
売
し
て
い
ま
す
。

鹿
沼
麻
の
流
通
に
見
る
と

お
り
、「
よ
り
多
く
の
収
入

を
期
待
し
て
生
産
」
し
て
い

る
の
だ
か
ら
、や
は
り
産
物
、

地
域
や
商
い
先
は
異
な
っ
て

い
て
も
、
実
需
者
が
多
い
地

域
に
生
産
者
が
出
向
い
て
自

ら
の
商
品
を
売
る
、
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
が
自
然
な
な
り
ゆ
き
で

す
。

		

現
在
、
日
本
の
麻
生
産
は

三
十
余
名
の
少
数
に
よ
り
行

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
鹿
沼
地
域
で
す
。

【連
載
】
新
史
料
紹
介

菅
家

博
昭

（大
岐
）

野
尻
組
の
「麻
」
「か
ら
む
し
」
～
第
39
回
～

昭
和
村
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
長

▲（図１） アサの行商先
















