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「
大
子
を
学
ぶ
・
大
子
学
」
に
つ
い
て 

  

大
子
地
方
の
自
然
、
民
話
・
伝
説
、
民
具
・
生
活
、
歴
史
、
文
化
を
学

ぶ
こ
と
は
ど
ん
な
意
義
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

歴
史
学
者
の
小
和
田
哲
男
は
「
昔
の
人
々
の
勇
気
や
く
じ
け
な
か
っ
た

思
い
が
あ
っ
て
今
が
あ
る
こ
と
を
、も
っ
と
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

歴
史
は
、
私
た
ち
に
生
き
る
意
味
を
教
え
て
く
れ
る
学
問
な
の
で
す
」（
平

成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
三
日
付
毎
日
新
聞
）
と
い
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
長
の
松
村
恵
司
は
「
訪
ね
た
土
地
を
知
ろ

う
と
思
え
ば
、
博
物
館
を
訪
れ
る
。
文
化
は
そ
の
地
域
を
知
る
貴
重
な
財

産
」（
平
成
二
十
三
年
十
月
七
日
付
毎
日
新
聞
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

七
月
二
十
一
日
の
大
子
町
ふ
る
さ
と
歴
史
講
座
「
白
河
結
城
氏
と
依
上

保
」
を
Ｑ
＆
Ａ
で
た
ど
っ
て
、
当
時
の
歴
史
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

Ｑ
１ 

八
溝
山
麓
か
ら
金
が
産
出
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、本
当
で
す
か
。 

Ａ 

八
溝
山
は
古
く
平
安
時
代
か
ら
金
を
産
し
、
八
溝
黄
金
神
が
祀
ら
れ

て
い
ま
し
た
。『
続
日
本
後
紀
』
の
承
和
三
年
（
八
三
六
）
に
、「
国
司
の
祈

り
に
応
じ
て
砂
金
を
採
取
せ
し
め
た
と
こ
ろ
、
そ
の
数
量
は
常
に
倍
し
、

よ
く
遣
唐
の
資
を
助
け
た
」
と
あ
り
ま
す
。
八
溝
山
か
ら
の
砂
金
が
遣
唐

使
の
費
用
に
あ
て
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
佐
竹
氏
は
八
溝
、
洞
坂
（
ど

う
ざ
か
）、
金
沢
な
ど
で
金
を
掘
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

Ｑ
２ 

焼
山
の
関
（
や
き
や
ま
の
せ
き
）
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
す
か
。 

Ａ 

今
昔
物
語
に
「
陸
奥
国
よ
り
常
陸
の
国
へ
越
ゆ
る
山
を
ば
、
焼
山
の

関
と
て
、
い
み
じ
く
深
き
山
を
通
る
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。『
新
編

常
陸
国
誌
』
で
は
、
焼
山
の
関
を
、
頃
藤
の
関
戸
神
社
の
地
に
あ
て
、
読

み
を
「
た
き
や
ま
の
せ
き
」
と
し
て
い
ま
す
。 

Ｑ
３ 

依
上
保
は
い
つ
成
立
し
た
の
で
す
か
。 

Ａ 

陸
奥
国
白
河
郡
一
七
郷
の
一
つ
に
依
上
郷
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、

依
上
郷
は
、
国
衙
領
の
地
域
的
行
政
単
位
と
し
て
の
保
（
公
領
の
荒
廃
地
を

有
力
者
に
雑
役
を
免
じ
て
開
発
さ
せ
た
こ
と
が
起
こ
り
）
と
な
り
、
依
上
保
と
称

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
成
立
時
期
は
、
一
一
〜
一
二
世
紀
頃
の
平

安
後
期
に
都
々
古
別
（
つ
つ
こ
わ
け
）
神
社
と
の
関
係
で
立
て
ら
れ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。 

Ｑ
４ 

生
瀬
か
ら
、
月
居
峠
を
通
っ
て
袋
田
や
大
子
へ
行
く
道
は
、
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
す
か
。 

Ａ 

『
新
編
常
陸
国
誌
』
に
、
塩
や
魚
が
運
ば
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
こ
の
峠
で
は
、
佐
竹
氏
時
代
に
那
須
氏
が
攻
め
て
き
た
り
、

幕
末
に
は
、
天
狗
党
と
諸
生
党
の
戦
い
が
あ
り
ま
し
た
。 

Ｑ
５ 

平
安
時
代
末
に
依
上
保
を
支
配
し
て
い
た
の
は
誰
で
す
か
。 

Ａ 

『
吾
妻
鏡
』
に
「
陸
奥
国
白
河
領
（
元
信
頼
卿
知
行
、
後
小
松
内
府
領
事
）」

と
あ
り
、
後
白
河
院
の
御
領
か
ら
、
院
の
別
当
の
藤
原
信
頼
が
知
行
し
、

平
治
の
乱
（
平
治
元
年
（
一
一
五
九
））
後
、
平
清
盛
の
長
男
重
盛
（
小
松
内
府
）

が
領
有
す
る
荘
園
と
な
り
ま
し
た
。
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
の
奥
州
藤
原

氏
平
定
後
、
源
頼
朝
は
、
下
総
の
結
城
朝
光
に
白
河
荘
の
一
部
を
与
え
ま

し
た
。
朝
光
の
孫
祐
広
が
白
河
に
居
住
し
、
白
河
結
城
氏
の
祖
と
な
り
ま

す
。 

 
こ
こ
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
大
子
地
方
に
は
豊
か
な
歴
史
が
眠
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ら
を
掘
り
起
こ
し
て
若
い
世
代
に
継
承
し
て
い
く
取
り
組
み
が

今
、
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
「
大
子
学
」
と
称
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、
児
童
生
徒
や
学
生
、
社
会
人
が
、

大
子
地
方
の
自
然
、
民
話
・
伝
説
、
民
具
・
生
活
、
歴
史
、
文
化
を
学
ぶ

た
め
に
、
廃
校
を
利
活
用
し
た
「
歴
史
資
料
館
」
を
作
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
し
ょ
う
か
。 
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わ
た
し
の
戦
争
体
験
―
戦
時
下
の
国
民
学
校
生
活
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石 

井 
 
 

清 
 

今
年
、
八
十
路
の
坂
を
越
え
た
わ
た
し
の
手
元
に
一
冊
の
「
学
校
手
帳
」

が
残
っ
て
い
る
。
昭
和
十
三
年
四
月
入
学
の
小
学
校
一
年
か
ら
国
民
学
校

高
等
科
二
年
ま
で
の
成
績
を
記
載
し
た
通
信
簿
で
あ
る
。
そ
っ
と
開
い
て

関
係
職
員
欄
の
署
名
や
受
持
印
を
見
る
と
七
〇
余
年
も
前
の
担
任
教
師
の

風
貌
が
彷
彿
と
す
る
し
、
学
校
生
活
の
移
り
変
わ
り
も
遠
い
記
憶
の
底
か

ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
一
端
を
記
し
た
い
と
思
う
。 

 

昭
和
十
六
年
十
二
月
の
大
戦
勃
発
の
際
は
国
民
学
校
初
等
科
四
年
生
で

あ
っ
た
。
こ
の
年
四
月
か
ら
尋
常
高
等
小
学
校
は
国
民
学
校
と
改
称
さ
れ

た
。
国
民
学
校
令
は
第
一
条
で
「
国
民
学
校
ハ
皇
国
の
道
ニ
則
リ
テ
初
等

普
通
教
育
ヲ
施
シ
国
民
ノ
基
礎
的
錬
成
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」
と
定

め
、
教
科
の
再
編
を
は
じ
め
と
し
て
学
校
は
国
民
錬
成
道
場
と
し
て
の
役

割
を
担
わ
さ
れ
た
。
四
年
生
か
ら
男
女
別
ク
ラ
ス
と
な
り
、
五
年
生
か
ら

は
教
科
に
「
国
史
」「
武
道
」
が
加
わ
っ
た
。
当
時
、
男
の
子
が
数
人
集
ま

れ
ば
兵
隊
ご
っ
こ
と
チ
ャ
ン
バ
ラ
が
遊
び
の
主
役
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
軍

国
主
義
化
の
風
潮
が
日
常
生
活
に
も
色
濃
く
反
映
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

開
戦
後
は
兵
役
の
た
め
男
の
先
生
が
極
端
に
少
な
く
な
り
、
高
等
女
学
校

卒
業
の
先
生
（
代
用
教
員
）
が
そ
れ
を
補
っ
た
。 

 

米
が
配
給
制
に
な
っ
た
の
は
昭
和
十
六
年
だ
が
、
翌
十
七
年
に
は
衣
料

品
や
生
活
必
需
品
ま
で
配
給
制
と
な
り
日
々
の
暮
ら
し
が
厳
し
く
な
っ
た
。

初
等
科
五
年
の
夏
休
み
に
母
の
実
家
で
あ
る
上
野
宮
へ
赴
き
、
山
中
で
衣

服
を
織
る
素
材
と
し
て
「
か
ら
む
し
」
の
採
集
に
励
ん
だ
こ
と
が
思
い
出

さ
れ
る
。
鎌
で
刈
り
取
っ
た
手
指
ほ
ど
の
太
さ
の
か
ら
む
し
の
幹
を
砧
で

打
ち
砕
き
、
繊
維
の
素
と
な
る
表
皮
の
み
を
乾
燥
さ
せ
て
学
校
へ
持
参
し

た
。
こ
の
作
業
は
翌
年
も
翌
々
年
も
続
け
ら
れ
た
。 

 

六
年
生
に
な
る
と
、
軍
隊
か
ら
戻
っ
た
若
い
男
の
先
生
が
担
任
と
な
り

万
事
メ
リ
ハ
リ
の
利
い
た
軍
隊
式
の
挙
措
動
作
で
緊
張
を
し
い
ら
れ
た
。

ク
ラ
ス
の
誰
か
が
不
始
末
を
し
で
か
す
と
た
ち
ま
ち「
び
ん
た
」が
と
び
、

時
に
は
「
全
体
責
任
」
と
し
て
校
庭
を
全
員
で
早
駆
け
さ
せ
ら
れ
た
。
だ

が
、
不
平
・
不
満
を
口
に
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
。「
一
億
一
心
」「
米
英

撃
滅
」
を
合
言
葉
に
み
ん
な
の
心
が
ま
と
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
。 

 

そ
の
頃
、
中
学
へ
の
進
学
を
め
ぐ
っ
て
わ
た
し
は
悩
ん
だ
。
し
か
し
、

戦
局
の
悪
化
や
都
市
部
へ
の
空
襲
を
懸
念
す
る
父
の
一
声
で
中
学
を
断
念

し
、
地
元
で
国
民
学
校
高
等
科
へ
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。 
 

昭
和
十
九
年
七
月
の
サ
イ
パ
ン
島
玉
砕
を
機
に
米
軍
機
の
本
土
空
襲
が

激
し
く
な
り
、
東
京
か
ら
集
団
疎
開
の
学
童
が
や
っ
て
き
た
。
大
子
町
、

袋
田
村
、
宮
川
村
な
ど
の
旅
館
に
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
こ
が
彼
等
の
生
活

の
場
と
な
っ
た
。 

 

戦
局
が
よ
り
厳
し
く
な
る
と
と
も
に
中
年
男
子
へ
の
召
集
令
が
激
増
し

た
。
毎
日
の
よ
う
に
「
大
日
本
国
防
婦
人
会
」
の
襷
を
掛
け
た
婦
人
た
ち

と
駅
頭
に
詰
め
、
軍
歌
を
歌
い
日
の
丸
の
小
旗
を
振
っ
て
出
征
兵
士
を
見

送
る
の
も
学
童
の
役
割
で
あ
っ
た
。 

 

高
等
科
の
生
徒
は
、
勤
労
動
員
の
名
の
も
と
に
各
地
の
開
墾
作
業
（
敗

戦
時
は
校
庭
一
面
が
野
菜
畑
で
あ
っ
た
）、
出
征
兵
士
の
家
の
農
作
業
手
伝
い
、

防
空
壕
掘
り
、
松
の
樹
液
採
取
な
ど
に
従
事
し
た
。
校
庭
の
欅
の
大
樹
が

聳
え
立
つ
築
山
の
下
に
本
格
的
な
防
空
壕
を
造
る
た
め
、
高
等
科
一
年
の

わ
た
し
た
ち
が
西
側
か
ら
縦
穴
を
、
上
級
生
が
北
側
か
ら
縦
穴
を
、
東
側

の
崖
下
か
ら
は
陸
軍
の
兵
隊
が
横
穴
を
掘
り
進
め
た
。
完
成
時
に
は
こ
れ

ら
を
連
結
す
る
計
画
だ
っ
た
が
、
未
完
に
終
わ
っ
た
。 

 
松
の
樹
液
は
精
製
し
て
航
空
機
の
燃
料
に
す
る
も
の
で
任
務
は
重
大
で

あ
っ
た
。
町
内
山
田
地
区
の
奥
に
あ
る
松
林
で
そ
れ
ぞ
れ
の
幹
に
鋸
で
Ⅴ

字
型
の
疵
を
つ
け
、
そ
の
下
に
竹
筒
を
下
げ
て
受
け
口
に
ブ
リ
キ
の
小
片

を
挟
ん
だ
。
こ
う
し
て
一
週
間
も
す
る
と
濃
い
液
状
の
松
脂
が
筒
の
中
に

溜
ま
っ
た
。
週
一
回
学
校
か
ら
現
地
ま
で
往
復
約
一
〇
キ
ロ
の
道
程
を
四

列
縦
隊
に
隊
伍
を
整
え
軍
歌
を
合
唱
し
な
が
ら
歩
い
た
。
わ
た
し
は
軍
歌
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集
を
腰
に
つ
け
い
つ
も
列
外
先
頭
で
一
小
節
を
歌
い
み
ん
な
が
あ
と
を
継

い
だ
。
途
中
で
空
腹
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、「
欲
し
が
り
ま
せ
ん
、

勝
つ
ま
で
は
」
を
肝
に
銘
じ
、
水
を
飲
み
、
勝
つ
こ
と
の
み
信
じ
て
奮
闘

し
た
。
同
じ
こ
ろ
町
内
に
駐
留
し
た
約
二
〇
名
の
海
軍
兵
は
大
き
な
ボ
イ

ラ
ー
に
松
の
根
っ
こ
を
入
れ
て
加
熱
し
、
松
根
油
と
名
付
け
た
重
油
を
採

取
す
る
た
め
昼
夜
の
別
な
く
作
業
を
続
け
て
い
た
。
軍
需
物
資
欠
乏
の
深

刻
さ
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。 

 

国
民
学
校
の
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
『
大
子
町
史
通
史
編
下
巻
』
は
、

「
軍
用
木
炭
搬
出
奉
仕
ノ
タ
メ
初
六
（
初
等
科
六
年
・
引
用
者
注
）

以
上
生
瀬
村
ニ

出
発
」
と
か
、「
少
国
民
と
呼
ば
れ
た
児
童
達
は
、
農
作
業
奉
仕
を
は
じ
め

防
空
壕
掘
り
、
消
火
、
避
難
訓
練
な
ど
を
実
施
す
る
時
間
が
多
く
な
り
、

教
科
を
学
習
す
る
時
間
は
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
き
た
」と
述
べ
て
い
る
。 

 

昭
和
二
十
年
三
月
の
東
京
大
空
襲
、
硫
黄
島
玉
砕
、
四
月
に
は
米
軍
の

沖
縄
本
島
上
陸
な
ど
戦
局
は
つ
い
に
好
転
せ
ず
、
六
月
か
ら
七
月
に
か
け

日
立
市
が
空
爆
と
艦
砲
射
撃
で
軍
需
工
場
は
じ
め
市
内
全
域
が
無
残
に
破

壊
さ
れ
た
。
深
夜
、
日
立
方
面
と
み
ら
れ
る
山
の
端
が
ほ
の
か
に
赤
く
染

ま
っ
て
い
る
の
を
祈
る
よ
う
な
思
い
で
眺
め
た
こ
と
を
憶
え
て
い
る
。 

 

そ
し
て
七
月
十
八
日
午
後
二
時
過
ぎ
、
わ
が
町
に
も
米
艦
載
機
グ
ラ
マ

ン
な
ど
一
四
機
が
侵
入
し
た
。
空
襲
警
報
発
令
後
ま
も
な
く
、
突
如
、
家

を
揺
る
が
す
爆
音
に
驚
き
外
へ
出
る
と
超
低
空
で
頭
上
を
よ
ぎ
る
い
く
つ

も
の
機
影
が
あ
っ
た
。
不
気
味
な
敵
機
の
姿
を
見
て
戦
慄
が
走
っ
た
。
小

さ
な
盆
地
町
の
上
空
を
通
過
し
た
編
隊
は
山
か
げ
を
回
っ
て
最
初
の
進
入

路
辺
り
か
ら
攻
撃
態
勢
に
入
っ
た
。
バ
リ
バ
リ
バ
リ
と
生
木
を
裂
く
よ
う

な
す
さ
ま
じ
い
轟
音
と
機
銃
掃
射
の
な
か
で
咄
嗟
に
縁
の
下
へ
身
を
伏
せ

た
。
米
軍
機
の
狙
い
は
、
水
郡
線
で
物
資
輸
送
の
中
核
で
あ
る
常
陸
大
子

駅
な
ど
の
鉄
道
施
設
と
疎
開
し
て
生
産
に
励
む
軍
需
工
場
で
あ
っ
た
。
駅

員
二
名
が
犠
牲
と
な
っ
て
死
亡
し
、
勤
労
動
員
の
女
子
学
生
を
含
め
数
名

が
重
軽
傷
を
負
っ
た
。
わ
た
し
の
家
は
機
関
車
の
車
庫
か
ら
一
五
〇
メ
ー

ト
ル
程
の
距
離
に
あ
っ
た
が
、
運
よ
く
家
族
も
み
ん
な
無
事
で
あ
っ
た
。 

 

空
襲
は
短
時
間
で
終
わ
っ
た
が
、
死
の
恐
怖
に
お
の
の
き
な
が
ら
機
銃

の
弾
雨
に
耐
え
た
少
年
の
日
の
衝
撃
的
な
体
験
は
、
そ
の
後
の
わ
た
し
の

生
き
方
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
あ
た
え
た
よ
う
に
思
う
。
わ
た
し
は
一
三

歳
。
熱
烈
な
軍
国
少
年
で
あ
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
は
晴
天
だ
っ
た
の
で
、
正
午
過
ぎ
ま
で
友
人

と
近
く
の
川
で
泳
い
で
い
た
。
す
る
と
誰
か
が
学
校
へ
集
ま
る
よ
う
に
伝

え
て
き
た
。
講
堂
に
は
既
に
多
く
の
児
童
生
徒
が
集
合
し
て
お
り
、
校
長

先
生
が
「
玉
音
放
送
」
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ま
で
式
典
の
た
び
に
重
々
し
い
口
調
で
勅
語
を
奉
読
し
て
き
た
校
長
先

生
が
壇
上
で
慟
哭
す
る
姿
と
、鳴
咽
す
る
先
生
た
ち
を
見
て
は
じ
め
て「
敗

戦
」
を
実
感
し
た
。
そ
の
と
き
脳
裏
を
か
す
め
た
の
は
「
敵
国
に
何
を
さ

れ
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
不
安
と
恐
怖
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
、

本
が
読
め
な
い
ほ
ど
暗
か
っ
た
灯
火
管
制
が
解
除
さ
れ
、
家
の
中
も
町
内

も
明
る
く
な
る
と
い
う
開
放
感
と
期
待
も
あ
り
、複
雑
な
思
い
で
あ
っ
た
。 

 

戦
争
は
終
わ
っ
た
―
。
数
日
後
、
う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
の
昼
下
が
り
校

庭
に
高
く
枝
を
広
げ
た
巨
木
の
葉
陰
に
佇
み
、
時
が
停
止
し
た
よ
う
な
静

け
さ
の
な
か
で
、
国
の
行
方
や
自
ら
の
将
来
を
考
え
て
胸
を
痛
め
た
こ
と

が
ほ
ろ
苦
く
思
い
出
さ
れ
る
。 

 

振
り
返
れ
ば
、
人
間
形
成
の
過
程
で
基
礎
的
な
知
識
を
学
び
豊
か
な
情

操
を
育
む
べ
き
大
事
な
時
期
に
、
落
ち
着
い
て
勉
学
に
励
む
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
と
し
て
極
め
て
不
幸
で
あ
り
、
絶
対
に
繰
り
返

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

 
七
年
前
に
戦
争
体
験
を
語
り
つ
ぐ
会
を
立
ち
上
げ
、
毎
年
友
人
た
ち
の

手
を
借
り
「
戦
争
体
験
を
聞
く
つ
ど
い
を
」
を
主
宰
し
て
き
た
。
最
近
は

町
内
の
兵
役
体
験
者
が
高
齢
化
し
て
語
り
部
の
人
選
が
難
渋
し
、
昨
年
は

頓
挫
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
だ
が
、
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
に
語
り
継
ぐ

責
任
を
果
た
す
た
め
に
も
工
夫
し
て
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 
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伊
勢
参
り
異
聞
（
二
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
子
郷
土
史
の
会 

野 

内 

泰 

子 
  

前
回
と
は
別
に
、
大
藤
家
の
方
に
も
伊
勢
参
り
に
ま
つ
わ
る
話
が
残
っ

て
い
る
。
こ
れ
も
、
祖
母
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
。
年
代
は
不
明
だ
が
、

今
か
ら
二
〇
〇
年
ほ
ど
前
、文
化
年
代
の
頃
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、

あ
る
い
は
も
う
少
し
前
の
事
か
も
し
れ
な
い
。
記
録
は
な
い
の
で
確
か
な

こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
に
は
訳
が
あ
る
。 

 

昭
和
二
十
年
代
、
当
時
の
東
京
文
理
科
大
学
（
現
筑
波
大
学
）
の
助
教
授

で
あ
っ
た
和
歌
森
太
郎
先
生
が
、
我
が
家
の
家
屋
を
調
査
に
来
ら
れ
た
。

先
生
は
、
肥
後
和
男
博
士
の
直
弟
子
で
あ
り
民
俗
学
の
権
威
と
な
っ
た
方

で
あ
る
。
大
勢
の
学
生
達
を
連
れ
て
来
ら
れ
て
、
家
の
内
外
は
勿
論
、
天

井
裏
ま
で
入
っ
て
詳
し
く
綿
密
な
調
査
を
し
論
文
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ

れ
に
よ
る
と
建
築
し
て
か
ら
一
五
〇
・
六
〇
年
ぐ
ら
い
経
っ
て
い
る
こ
と
、

当
時
の
小
生
瀬
地
区
の
建
築
と
し
て
は
珍
し
い
建
て
方
で
あ
る
こ
と
な
ど

が
わ
か
り
、
か
な
り
の
費
用
を
か
け
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
こ
と
か
ら
、
や
は
り
祖
母
に
聞
か
さ
れ
て
い
た
家
に
ま
つ
わ
る
話

を
思
い
出
し
た
。
そ
れ
は
、
先
祖
の
一
人
が
伊
勢
参
り
に
出
掛
け
無
事
お

参
り
を
果
た
し
て
の
帰
路
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
見
物
し
て
の
道
中
、
気
が
ゆ

る
ん
だ
の
か
、
田
舎
者
で
、
い
く
ら
か
お
金
を
持
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
た

の
か
、
ど
こ
か
の
宿
場
で
や
く
ざ
者
の
口
車
に
乗
っ
て
博
打
場
に
連
れ
込

ま
れ
生
ま
れ
て
初
め
て
や
っ
た
博
打
に
何
故
か
大
儲
け
し
て
し
ま
い
、
儲

け
た
大
金
を
宿
場
で
買
い
込
ん
だ
大
甕
に
入
れ
て
馬
に
積
み
、
宿
場
ご
と

に
馬
を
乗
り
継
ぎ
な
が
ら
帰
っ
て
き
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

家
に
帰
り
着
い
て
み
る
と
、
留
守
中
に
火
事
を
出
し
て
家
は
全
焼
し
跡
形

も
な
く
な
っ
て
い
た
と
か
。
そ
こ
で
、
持
っ
て
帰
っ
た
大
金
で
す
ぐ
に
、

大
き
く
て
立
派
な
家
を
建
て
た
と
言
う
の
で
あ
る
。 

 

ち
ょ
っ
と
出
来
過
ぎ
た
話
で
あ
る
が
、
祖
母
が
嫁
い
で
来
た
頃
（
多
分
、

明
治
十
年
頃
）
に
は
、一
五
〇
・
六
〇
坪
も
あ
る
大
き
な
家
だ
っ
た
そ
う
で
、

そ
の
後
、
あ
ま
り
に
大
き
く
て
屋
根
の
維
持
も
大
変
な
の
で
一
〇
〇
坪
ほ

ど
に
切
り
つ
め
た
と
、
直
接
祖
母
に
聞
か
さ
れ
た
。
成
る
程
、
田
舎
に
し

て
は
、
そ
の
大
き
さ
と
い
い
、
手
の
込
ん
だ
造
作
と
い
い
、
こ
の
地
方
の

建
築
物
と
し
て
は
類
を
見
な
い
立
派
な
物
だ
と
和
歌
森
先
生
に
も
び
っ
く

り
さ
れ
た
と
か
。
後
で
、
肥
後
博
士
か
ら
父
に
詳
し
い
話
が
あ
っ
た
ら
し

い
。
柱
は
、
す
べ
て
欅
で
あ
っ
た
為
、
石
の
よ
う
に
堅
か
っ
た
の
を
お
ぼ

え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
頃
、
伊

勢
参
り
を
夢
見
て
実
行
し
た
先
祖
が
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
話
も
伝
え

ら
れ
て
い
る
。 

 

以
上
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
伊
勢
参
り
の
話
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

私
の
婚
家
、
野
内
家
の
話
で
、
夫
（
良
平
）
の
祖
父
、
野
内
千
代
松
（
安
政

六
年
生
ま
れ
、
昭
和
十
九
年
没
）
の
話
で
あ
る
。
当
時
の
妻
と
の
間
に
離
婚
話

が
起
こ
り
、
ど
う
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
承
伏
出
来
な
か
っ
た
祖
父
は
、

妻
の
も
と
に
帰
っ
て
く
れ
る
よ
う
頼
み
に
行
っ
た
が
、
親
た
ち
か
ら
追
い

返
さ
れ
て
し
ま
い
、
自
棄
を
起
こ
し
て
そ
の
ま
ま
家
に
戻
ら
ず
、
伊
勢
参

り
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
な

ら
ず
神
様
の
力
に
す
が
ろ
う
と
し
た
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
、
わ
か
ら
な

い
。と
も
あ
れ
伊
勢
参
り
に
行
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
、

野
内
の
家
で
は
ず
っ
と
お
じ
い
さ
ん
の
若
い
頃
の
話
と
し
て
語
り
継
が
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
人
が
、
道
中
の
小
遣
い
帳
を
残
し
て
い
る
の
で
は

っ
き
り
し
て
い
る
。
出
発
し
た
の
は
、
明
治
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日
、

帰
着
し
た
の
は
、同
十
四
年
一
月
八
日
。お
よ
そ
五
〇
日
間
の
旅
で
あ
る
。

こ
の
時
も
奈
良
や
京
都
を
巡
っ
て
来
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

旅
を
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
か
っ
た
こ
の
当
時
、
常
陸
の
國
と
い
っ

て
も
東
北
に
近
い
こ
の
山
奥
の
村
か
ら
、
私
に
繋
が
る
人
達
が
何
人
も
伊

勢
参
り
に
出
掛
け
て
い
る
こ
と
に
感
慨
を
覚
え
て
い
る
。
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昭
和
の
初
め
頃
の
農
家
の
行
事
（
六
）
七
、
八
月
の
行
事 

 
一
、
釜
の
蓋
（
七
月
一
日
） 

 

こ
の
日
地
獄
の
釜
の
蓋
を
開
け
て
、
仏
様
が
出
て
く
る
そ
う
だ
。
お
盆

ま
で
に
十
三
日
か
か
る
計
算
に
な
る
。 

「
釜
の
蓋
を
開
け
る
音
を
聞
い
た
人
は
そ
の
年
の
内
に
死
ぬ
そ
う
だ
」
な

ど
と
い
う
話
を
聞
か
さ
れ
る
の
で
、
そ
の

晩
は
音
が
聞
こ
え
な
い
よ
う
に
本
気
に
な

っ
て
耳
を
押
さ
え
て
寝
て
い
た
。
ま
た
、

井
戸
の
中
へ
頭
を
入
れ
て
耳
を
澄
ま
す
と

釜
の
蓋
を
開
け
る
音
が
聞
こ
え
る
な
ど
と

い
う
者
も
い
た
。
こ
の
日
は
ぼ
た
餅
な
ど

を
作
っ
て
食
べ
た
。
ま
た
同
い
年
の
人
が

死
ぬ
と
、
耳
ふ
さ
ぎ
と
言
っ
て
薄
い
焼
き

餅
を
作
っ
て
耳
に
蓋
を
し
て
「
い
い
音
聞

け
、
悪
い
音
聞
く
な
」
と
言
っ
て
川
へ
流

し
た
そ
う
だ
。 

二
、
七
夕 

略 

三
、
お
盆
（
七
月
十
三
〜
十
五
日
） 

 

だ
い
た
い
お
盆
は
夏
休
み
中
に
な
る
の

で
、
学
校
は
休
み
だ
し
、
ご
馳
走
は
食
べ

ら
れ
る
し
で
、
お
正
月
と
並
ん
で
大
き
な

楽
し
み
だ
っ
た
。
家
の
人
が
お
墓
を
綺
麗

に
掃
除
を
す
る
。
と
は
言
っ
て
も
大
抵
の

お
墓
は
草
ぼ
う
ぼ
う
だ
か
ら
、
そ
の
草
を

刈
っ
た
り
木
の
枝
を
払
っ
た
り
す
る
く
ら

い
だ
が
、
そ
れ
で
も
提
灯
を
吊
し
た
り
、

花
を
飾
っ
た
り
す
る
と
お
盆
ら
し
く
な
る
。

夕
方
線
香
や
花
、
ろ
う
そ
う
く
な
ど
を
持
っ
て
お
墓
へ
お
参
り
に
行
き
、

帰
っ
て
く
る
と
家
の
中
に
飾
っ
て
あ
る
お
盆
様
に
線
香
を
上
げ
る
。
そ
れ

を
や
ら
な
い
内
は
ぼ
た
餅
も
食
べ
ら
れ
な
い
。 

 

こ
ん
な
事
を
三
日
続
け
る
と
も
う
お
盆
も
終
わ
り
だ
。 

四
、
八
朔
（
八
月
一
日
） 

 

八
月
の
朔
日
（
一
日
）
で
そ
ろ
そ
ろ
秋
の
気
配
が
訪
れ
る
。
旧
暦
だ
か
ら

も
う
ス
ス
キ
も
穂
が
出
て
い
る
。
そ
の
ス
ス
キ
を
取
っ
て
き
て
、
丈
夫
な

茎
で
お
箸
を
作
り
、
そ
れ
で
食
べ
る
習
わ
し
が
あ
っ
た
。 

 

赤
飯
を
炊
い
て
茅
の
お
箸
で
食
べ
る
の
は
何
と
も
言
え
ず
楽
し
み
だ
っ

た
。 

 

こ
の
辺
で
は
、
福
島
県
塙
町
の
米
山
薬
師
の
盆
踊
り
が
前
の
晩
に
あ
っ

た
。
近
郷
近
在
の
若
者
が
大
勢
集

ま
っ
て
一
晩
中
踊
り
明
か
す
と
い

う
有
名
な
盆
踊
り
だ
っ
た
。 

 

疲
れ
て
農
家
の
軒
先
な
ど
に
寝

て
し
ま
う
者
も
あ
り
、「
上
が
っ
て

少
し
寝
て
ゆ
き
な
」
な
ど
と
い
う

家
も
あ
っ
て
お
お
ら
か
な
も
の
だ

っ
た
そ
う
だ
。 

 

こ
の
頃
に
な
る
と
里
芋
も
出
来

て
く
る
の
で
、「
芋
の
む
し
り
初

め
」
と
言
っ
て
新
し
い
芋
を
取
っ

て
き
て
食
べ
る
日
で
も
あ
っ
た
。

茅
の
箸
で
赤
飯
や
里
芋
の
お
煮
染

め
を
食
べ
る
味
は
格
別
だ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
石
井
） 
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大
子
実
業
団
と
そ
の
人
々 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

筑
波
大
学
生 

大 

金 

祐 

介 
  

鉄
道
敷
設
を
目
指
す
保
内
郷
の
人
々
に
と
っ
て
懸
案
だ
っ
た
の
は
、
鉄

道
敷
設
を
公
約
と
す
る
根
本
正
代
議
士
と
そ
の
所
属
政
党
で
あ
る
立
憲
政

友
会
（
以
下
、
政
友
会
と
表
記
）
の
支
持
を
如
何
に
し
て
保
内
郷
全
土
に
広
め

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
の
保
内
郷
は
、
政
友
会
の
対
立
政
党

で
あ
る
立
憲
改
進
党
系
の
政
党
（
時
代
に
よ
っ
て
政
党
名
が
異
な
る
。
以
下
、
憲

政
会
と
い
う
政
党
名
を
立
憲
改
進
党
系
の
政
党
に
代
表
さ
せ
て
表
記
）
の
強
固
な
地

盤
で
、
政
治
の
担
い
手
で
あ
っ
た
門
閥
家
の
多
く
は
憲
政
会
の
支
持
者
で

あ
っ
た
。し
た
が
っ
て
政
友
会
は
劣
勢
で
あ
り
、鉄
道
必
成
の
た
め
に
は
、

門
閥
家
に
依
ら
ず
に
新
た
な
支
持
者
を
増
や
し
て
憲
政
会
と
対
等
以
上
の

勢
力
に
し
、
各
種
選
挙
、
特
に
衆
議
院
選
挙
に
お
い
て
根
本
正
代
議
士
ら

政
友
会
系
の
代
議
士
を
確
実
に
当
選
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

 

そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
大
子
町
の
政
友
会
派
は
、
政
友
会
必
勝
の
た

め
の
秘
策
を
練
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
秘
策
は
第
一
一
回
選
挙
を
目
前
に

控
え
た
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
三
月
末
、
四
七
名
か
ら
な
る
「
大
子

実
業
団
」
と
い
う
組
織
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
を
以
て
結
実
し
た
。
こ
の
「
大

子
実
業
団
」
の
目
的
は
、
根
本
正
代
議
士
及
び
政
友
会
の
主
張
を
広
く
有

権
者
に
周
知
す
る
こ
と
で
そ
の
支
持
拡
大
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、「
大
子
実
業
団
」
は
大

子
町
全
戸
主
の
選
挙
対
策
と

し
て
結
成
さ
れ
た
、
根
本
正

代
議
士
及
び
政
友
会
の
選
挙

支
援
団
体
な
の
で
あ
る
。 

 

団
長
は
、
医
師
で
大
子
病

院
院
長
を
務
め
る
石
井
栄
次

郎
氏
。
副
団
長
格
に
は
、
大

子
町
最
大
の
商
家
外
池
商
店
の
主
人
で
あ
る
外
池
重
次
郎
氏
（
後
に
息
子
の

太
一
郎
氏
に
代
わ
る
）
が
就
い
た
。
両
名
は
、
当
時
の
大
子
町
長
益
子
彦
五

郎
氏
と
並
び
大
子
町
で
は
早
く
か
ら
政
友
会
を
支
持
し
て
い
た
人
物
で
あ

り
、
保
内
郷
政
友
会
派
の
言
わ
ば
幹
部
で
あ
っ
た
。
本
部
は
石
井
団
長
宅

内
に
置
か
れ
、
活
動
の
拠
点
と
な
っ
た
。 

 

さ
て
、「
大
子
実
業
団
」
が
四
七
名
の
団
員
を
擁
し
て
い
た
こ
と
は
前
述

し
た
が
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
こ
れ
に
参
加
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
言
で

説
明
し
て
し
ま
う
と
、
団
員
の
ほ
と
ん
ど
は
当
時
の
大
子
町
の
市
街
地
に

居
住
し
て
い
た
商
工
業
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
元
来
保
内
郷
の
商
工
業

者
は
政
治
に
は
あ
ま
り
関
心
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

当
時
の
主
な
政
治
の
担
い
手
が
地
主
な
ど
の
門
閥
家
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
も
そ
の
一
因
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
当
時
の
商
工
業
者
は

政
治
に
対
す
る
関
心
は
薄
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
が
何
の
問

題
意
識
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。「
大
子
実
業
団
」
結
成
の
二

年
前
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
三
月
二
日
付
け
の
「
い
は
ら
き
」
新

聞
に
お
い
て
、「
大
子
号
」
と
銘
打
た
れ
た
大
子
町
紹
介
記
事
が
掲
載
さ
れ

た
。
そ
の
中
で
、
後
に
「
大
子
実
業
団
」
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
商
人

の
う
ち
四
名
が
新
聞
社
の
取
材
に
答
え
、
大
子
町
発
展
の
策
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
の
人
物
も
道
路
改
修
や
鉄
道
敷
設

な
ど
に
よ
る
交
通
事
情
の
改
善
を
第
一
に
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当

時
の
商
工
業
者
の
間
で
は
保
内
郷
の
交
通
事
情
の
悪
さ
が
、
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
共
通
の
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
問
題
意
識
は
、
何
も
商
工
業
者
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
訳
で
は
な

い
だ
ろ
う
が
、
安
価
で
大
量
輸
送
が
可
能
な
鉄
道
の
有
無
は
商
工
業
者
に

と
っ
て
は
死
活
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ま
で
は
政
治
に
関
心

の
薄
か
っ
た
商
工
業
者
も
、
政
友
会
の
根
本
正
代
議
士
が
保
内
郷
へ
の
鉄

道
敷
設
を
公
約
に
掲
げ
て
政
治
活
動
を
展
開
し
た
際
に
は
、
こ
ぞ
っ
て
政

友
会
支
持
に
回
り
、
さ
ら
に
は
「
大
子
実
業
団
」
結
成
に
至
っ
た
の
で
あ

団長・石井栄次郎 
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る
。「
大
子
実
業
団
」
に
参
加
し
た
四
七
名
は
、
根
本
正
代
議
士
と
政
友
会

を
応
援
す
る
こ
と
で
、
保
内
郷
の
交
通
事
情
改
善
を
目
指
し
て
い
た
人
々

だ
っ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

一
方
、
保
内
郷
政
友
会
派
と
し
て
は
、
商
工
業
者
を
味
方
に
付
け
、
さ

ら
に
彼
ら
に
選
挙
支
援
活
動
を
展
開
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
憲
政
会
派
の

門
閥
家
に
対
抗
す
る
と
い
う
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

で
は
、
少
し
具
体
的
に
「
大
子
実
業
団
」
に
参
加
し
た
人
々
の
顔
ぶ
れ

を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
保
内
郷
な
ら
で
は
の
商
人
で
あ
る
蒟
蒻
商
か
ら

は
、
川
口
利
吉
氏
、
川
口
利
作
氏
、
松
浦
栄
次
郎
氏
、
大
藤
伝
之
介
氏
の

四
氏
が
参
加
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
保
内
郷
蒟
蒻
取
引
の
総
本
山
と
さ
れ

て
い
た
金
町
に
店
を
構
え
る
豪
商
で
あ
る
。
な
か
で
も
川
口
利
吉
氏
は
、

蒟
蒻
商
の
ほ
か
山
林
経
営
や
運
送
業
も
兼
業
す
る
実
業
家
で
、
大
正
十
二

年
九
月
の
県
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
は
地
元
政
友
会
派
の
支
援
を
受
け
て

こ
れ
に
出
馬
し
、
憲
政
会
の
候
補
を
破
っ
て
当
選
を
果
た
し
た
。
ま
た
、

団
員
の
中
に
は
一
族
を
挙
げ
て
参
加
し
た
者
も
い
る
。
泉
町
の
豪
商
樋
口

家
の
樋
口
興
平
氏
と
同
佐
平
氏
で
あ
る
。
本
家
の
樋
口
興
平
氏
は
、
樋
口

本
店
の
屋
号
で
金
物
肥
料
商
の
ほ
か
、
運
送
業
や
保
険
会
社
の
代
理
店
な

ど
も
兼
業
し
て
い
た
。
ま
た
、
分
家
の
樋
口
佐
平
氏
は
、
樋
口
呉
服
店
の

屋
号
で
呉
服
太
物
は
も
ち
ろ
ん
畳
表
な
ど
の
荒
物
も
扱
っ
て
い
た
。
と
こ

ろ
で
、
保
内
郷
政
友
会
派
の
性
格
と
し
て
、
彼
ら
は
明
治
維
新
後
に
力
を

付
け
た
新
興
勢
力
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
の
「
大
子
実
業
団
」

に
も
明
治
維
新
後
に
力
を
付
け
た
新
興
商
人
が
参
加
し
て
い
る
。
そ
の
代

表
格
と
目
さ
れ
る
四
氏
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
い
ず
れ
も
雑
貨
商
の
、
助
川

作
次
郎
氏
、
小
林
末
吉
氏
、
大
金
仙
之
介
氏
（
以
上
三
氏
は
金
町
）、
植
田
幸

七
氏
（
本
町
）
で
あ
る
。
助
川
氏
は
、
陳
列
販
売
を
採
用
し
て
好
評
を
博
し

た
助
川
百
貨
店
の
創
業
者
で
あ
る
。小
林
氏
は
、大
津
屋
商
店
の
主
人
で
、

後
に
外
池
氏
ら
と
共
に
町
会
議
員
を
歴
任
し
た
。
大
金
氏
は
、
吉
見
屋
商

店
の
創
業
者
で
、
本
業
の
小
売
店
の
ほ
か
に
卸
売
店
や
不
動
産
経
営
な
ど

も
兼
業
し
た
新
興
の
実
業
家
で
あ
る
。
蛇
足
だ
が
、
氏
は
石
井
団
長
の
義

兄
で
も
あ
る
。
植
田
氏
は
、
植
田
幸
七
商
店
の
創
業
者
で
、
同
商
店
は
煙

草
や
雑
貨
荒
物
の
分
野
で
は
保
内
郷
に
名
の
知
れ
た
名
店
で
あ
っ
た
。
さ

て
、
こ
れ
ま
で
「
大
子
実
業
団
」
は
商
工
業
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
と
述
べ
て
き
た
が
、実
は
地
主
も
参
加
し
て
い
る
。い
ず
れ
も
本
町
の
、

大
藤
嘉
衛
氏
、
大
藤
兼
四
郎
氏
、
大
金
喜
平
氏
、
益
子
恵
氏
で
あ
る
。
彼

ら
は
町
方
に
屋
敷
を
構
え
、
長
屋
や
貸
店
の
経
営
、
宅
地
の
賃
貸
を
行
う

な
ど
、
地
主
は
地
主
で
も
憲
政
会
を
支
持
し
て
い
た
村
方
の
地
主
と
は
一

線
を
画
す
存
在
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
「
大
子
実
業
団
」
に
参
加
し
た
人
々
は
、
鉄
道
敷
設
に
よ

る
地
方
発
展
を
求
め
て
い
た
商
工
業
者
や
町
方
の
地
主
な
ど
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
多
額
納
税
者
で
あ
り
、
経
済
的
富
裕
層
に

属
し
て
い
た
。
ま
た
、
別
の
見
方
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
大
子
実
業
団
」

は
、
豪
商
の
外
池
家
、
地
主
の
大
藤
家
な
ど
、
江
戸
時
代
以
来
の
有
力
家

の
出
身
者
と
助
川
氏
や
大
金
氏
な
ど
の
新
興
勢
力
、
そ
し
て
団
長
の
石
井

氏
の
よ
う
に
都
市
に
遊
学
し
た
経
験
を
持
つ
「
帰
郷
イ
ン
テ
リ
」
と
称
さ

れ
る
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
初
め
こ
そ
政
治

に
対
す
る
関
心
は
薄
か
っ
た
が
、「
大
子
実
業
団
」
結
成
を
契
機
に
積
極
的

に
政
治
活
動
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
大
子
町
は
も
と
よ

り
保
内
郷
の
有
権
者
に
広
く
根
本
正
代
議
士
や
政
友
会
へ
の
支
持
を
訴
え
、

保
内
郷
政
友
会
派
の
勢
力
拡
大
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
故
に
、
私
は
、「
大

子
実
業
団
」
の
諸
氏
も
ま
た
、
根
本
正
代
議
士
や
保
内
郷
政
友
会
派
幹
部

の
諸
氏
と
共
に
水
郡
線
建
設
の
功
労
者
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。 

    

参
考
資
料 

… 
『
大
子
町
史
通
史
編
下
巻
』『
大
子
町
史
研
究
第
七
号
』 

 
 
 
 
 
 
 

『
水
郡
線
の
歴
史
』
（
石
井
良
一
）
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耐震工事中の共楽館 

 
 
 

近
代
の
文
化
遺
産
の
保
存
活
用
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 

〜
歴
史
的
建
造
物
の
保
存
活
用
に
関
す
る
講
演
会
か
ら
〜 

 
六
月
二
十
三
日
に
、
文
化
福
祉
会
館
「
ま
い
ん
」
に
お
い
て
、
茨
城
県

教
育
庁
文
化
課
長
の
伊
藤
哲
先
生
と
元
茨
城
県
立
歴
史
館
学
芸
部
長
の
阿

久
津
久
先
生
に
よ
る
講
演
会
が
行
わ
れ
た
。 

 

伊
藤
先
生
は
、桜
川
市
真
壁
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
事
例
を
紹
介
さ
れ
た
。

真
壁
地
区
の
歴
史
は
古
く
、
中
世
か
ら
真
壁
氏
の
本
拠
と
し
て
、
江
戸
時

代
に
は
笠
間
藩
の
陣
屋
が
置
か
れ
た
。
市
街
地
に
は
古
い
町
並
み
が
広
が

っ
て
お
り
、
三
〇
〇
余
棟
を
超
え
る
見
世
蔵
、
土
蔵
、
門
な
ど
が
軒
を
連

ね
る
。
一
方
で
、
急
速
な
都
市
化
、
伝
統
的
な
町
並
み
の
変
貌
、
生
活
様

式
の
急
速
な
変
化
の
な
か
で
古
い
建
造
物
が
失
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
真
壁
地
区
で
は
、
こ
れ
ら
歴
史
的
建
造
物
を
守
り
、
地
域
の
資

産
と
し
て
活
か
す
た
め
に
、
平
成
八
年
に
創
設
さ
れ
た
国
の
「
登
録
文
化

財
制
度
」
に
着
目
し
、
官
民
一
体
と
な
っ
て
そ
の
登
録
を
目
指
し
た
。
市

や
ま
ち
づ
く
り
団
体
が
中
心
と
な
り
、
所
有
者
の
理
解
を
得
な
が
ら
、
平

成
十
一
年
に
は
一
〇
四
棟
が
国
の
登
録
文
化
財
と
し
て
認
定
さ
れ
た
。
平

成
二
十
二
年
に
は
、
国
の
「
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
」
に
ま
で

選
定
さ
れ
た
。
現
在
で
は
、
真
壁
の
ひ
な
ま
つ
り
で
知
ら
れ
、
ひ
な
人
形

を
飾
る
家
は
約
一
六
〇
軒
を
数
え
、
期
間
中
に
訪
れ

る
観
光
客
は
約
一
〇
万
人
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

阿
久
津
先
生
は
、
日
立
市
の
日
立
武
道
館
「
旧
共

楽
館
（
き
ょ
う
ら
く
か
ん
）」
の
活
用
事
例
を
紹
介
さ
れ

た
。
共
楽
館
は
、
大
正
六
年
に
日
立
鉱
山
の
芝
居
小

屋
（
従
業
員
の
福
利
厚
生
施
設
）
と
し
て
建
築
さ
れ
た
。

文
化
の
中
心
施
設
と
し
て
、
歌
舞
伎
、
大
相
撲
、
映

画
、
音
楽
会
、
講
演
会
、
展
覧
会
な
ど
が
行
わ
れ
て

き
た
。
映
画
全
盛
期
を
す
ぎ
た
昭
和
四
十
二
年
、
日

立
鉱
山
か
ら
日
立
市
に
寄
贈
さ
れ
、
舞
台
を
撤
去
し

て
武
道
館
と
な
り
、芝
居
小
屋
と
し
て
の
役
割
は
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

老
朽
化
が
進
ん
で
い
た
が
、
平
成
五
年
に
共
楽
館
の
復
元
・
活
用
を
目
指

す
市
民
団
体
が
結
成
さ
れ
、
復
元
・
活
用
へ
の
運
動
が
始
ま
っ
た
。
平
成

十
一
年
に
は
国
の
登
録
文
化
財
に
認
定
さ
れ
た
。
現
在
で
は
、
耐
震
補
強

さ
れ
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
と
し
て
活
用
さ
れ
る
と
共
に
、
文
化
財
と
し
て
の

側
面
を
も
も
ち
あ
わ
せ
る
貴
重
な
建
造
物
と
な
っ
た
。 
 

両
先
生
は
、
地
域
に
親
し
ま
れ
て
い
る
建
物
、
時
代
の
特
色
を
表
し
た

建
物
、
再
び
造
る
こ
と
が
で
き
な
い
建
物
は
、
身
近
な
建
物
で
も
か
け
が

え
の
な
い
文
化
財
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
活
用
し
な
が
ら

文
化
財
と
し
て
ゆ
る
や
か
に
守
る
こ
と
が
大
切
と
説
い
て
い
る
。 

 

近
代
の
文
化
遺
産
は
、
い
ず
れ
の
分
野
を
と
っ
て
も
消
滅
や
散
逸
等
の

危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
一
方
、
未
だ
必
ず
し
も
文
化
財

と
し
て
の
認
識
や
評
価
が
定
着
し
て
い
な
い
た
め
、
保
護
措
置
が
十
分
に

は
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
旦
失
わ
れ
て
し
ま

う
と
回
復
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
価
値
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
つ
い
て
は
適
切
に
保
存
し
、
後
世
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
、
現
代
に

生
き
る
私
た
ち
の
責
務
で
あ
る
。 
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