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『
大
子
学
の
す
す
め
』
を
読
む 

 
 
 
 
 
 
 

 

―
次
代
を
担
う
子
ど
も
達
に
何
を
伝
え
る
か
― 

 
 

今
年
の
四
月
、
大
子
町
教
育
委
員
会
は
『
大
子
学
の
す
す
め
―
大
子
で
学
ぶ 

大
子
を
学
ぶ 

大
子
の
た
め
に
学
ぶ
―
』（
以
下
、
『
大
子
学
の
す
す
め
』
と
略
）
を

刊
行
し
た
。
次
代
の
担
い
手
で
あ
る
子
ど
も
達
に
「
郷
土
愛
」
を
育
む
た
め
に

今
年
度
か
ら
「
大
子
学
」
と
い
う
名
の
授
業
を
新
た
に
設
け
、
そ
の
教
科
書
と

な
る
の
が
本
書
で
あ
る
。
こ
の
授
業
は
、「
大
子
町
で
生
ま
れ
育
つ
子
供
た
ち

が
、
保
護
者
や
地
域
の
温
か
な
人
々
と
交
流
し
な
が
ら
、
体
験
を
通
し
て
、
地

域
に
つ
い
て
学
び
、
地
域
に
つ
い
て
発
信
し
、
ふ
る
さ
と
に
誇
り
を
持
ち
、
さ

ら
に
は
、
自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
も
考
え
る
学
習
」（
二
頁
）
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
、
義
務
教
育
九
年
間
（
各
学
年
六
時
間
程
度
の
学
習
）
の
体
系
的
な
学
び

を
通
じ
て
郷
土
に
対
す
る
「
誇
り
と
愛
着
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
る
。「
少
子
化
」「
高
齢
化
」
の
も
と
で
多
様
な
課
題
に
直
面
す
る
な
か
、
各

自
治
体
は
生
き
残
り
を
か
け
て
工
夫
を
凝
ら
し
た
振
興
策
の
展
開
に
余
念
が

な
い
が
、
地
域
に
向
き
合
う
人
材
を
ど
う
育
て
る
か
と
の
視
点
か
ら
大
子
町
が

こ
う
し
た
取
り
組
み
に
着
手
し
た
こ
と
は
大
い
に
評
価
し
た
い
。
も
う
少
し
早

く
か
ら
な
ら
ば
、
と
の
思
い
は
免
れ
な
い
が
。 

 

さ
て
、
そ
の
『
大
子
学
の
す
す
め
』
を
一
読
し
て
み
た
。
町
内
の
小
中
学
校

で
教
鞭
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
九
名
の
教
員
が
編
集
・
執
筆
さ
れ
て
い
る
だ
け
に

諸
処
に
工
夫
の
跡
が
見
ら
れ
、
「
大
子
学
」
の
教
科
書
と
し
て
子
ど
も
達
に
は

親
し
み
や
す
い
体
裁
と
記
述
内
容
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
工
夫
の

例
を
一
つ
挙
げ
れ
ば
、
巻
末
の
「
児
童
生
徒
用
学
習
カ
ー
ド
集
」
が
あ
る
。
学

年
ご
と
に
、
学
ん
だ
内
容
に
即
し
た
合
計
四
三
枚
の
カ
ー
ド
が
用
意
さ
れ
、
学

び
を
単
に
振
り
返
る
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
思
考
を
深
め
、
高
学
年
の
場
合
に

は
提
案
力
を
鍛
え
る
た
め
の
設
問
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
ど
の
よ

う
な
こ
と
が
書
き
込
ま
れ
る
か
興
味
深
い
。 

 

た
だ
、
読
了
し
て
、
こ
う
し
た
類
い
の
教
科
書
を
編
集
・
執
筆
す
る
こ
と
の

難
し
さ
を
痛
感
す
る
と
同
時
に
い
く
つ
か
の
疑
問
も
ま
た
抱
い
た
。
例
示
し
て

み
よ
う
。
一
つ
は
、
中
学
二
年
生
、
三
年
生
の
扱
い
で
あ
る
。
二
年
生
に
は
「
大

子
町
の
よ
さ
を
発
信
し
よ
う
」
、
三
年
生
に
は
「
大
子
町
の
未
来
を
提
言
し
よ

う
」
と
の
テ
ー
マ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
べ
き
教
材

が
全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
の
か
。
発
信
す
る
に
は
、
未
来
を
考
え
る

に
は
、
今
の
姿
を
知
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
人
口
減
少
、
財
政
問
題
、
働

く
場
の
確
保
等
々
の
直
面
す
る
課
題
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
様
々
な

取
り
組
み
等
、
教
材
に
値
す
る
事
柄
は
い
く
ら
で
も
あ
る
と
思
う
の
だ
が
。
第

二
は
、
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
事
項
の
扱
い
方
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、

目
的
は
郷
土
に
対
す
る
「
誇
り
と
愛
着
」
を
身
に
つ
け
て
も
ら
う
こ
と
。
で
あ

る
な
ら
、
そ
こ
に
誘
う
よ
う
な
記
述
が
工
夫
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
例
え
ば
自

然
環
境
（
三
一
～
四
〇
頁
）
、
文
化
財
（
七
四
～
七
七
頁
）
、「
大
子
町
俳
句
ポ
ス
ト
」

（
八
二
～
八
三
頁
）
に
つ
い
て
紹
介
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、「
誇
り
と
愛
着
」

に
誘
う
意
味
づ
け
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
三
は
、
限
ら
れ
た
授
業
回

数
の
中
で
、
取
り
上
げ
る
教
材
を
ど
う
選
択
す
る
か
で
あ
る
。
先
の
第
一
点
と

も
関
連
す
る
が
、
大
子
町
が
抱
え
る
課
題
な
り
問
題
点
を
、
少
な
く
も
小
学
五

年
生
以
上
に
は
積
極
的
に
提
示
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
視
点
を
取
り

入
れ
た
教
材
の
選
択
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
う
。
「
影
」
の
側
面
を
ど
う
克
服
す

る
か
を
問
う
た
め
に
も
。 

 

新
し
い
教
育
実
践
は
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
教
室
内
で
の
座
学
だ

け
で
な
く
、
地
域
に
飛
び
出
し
、
住
民
の
方
々
と
交
流
し
、
体
験
し
な
が
ら
学

ぶ
こ
と
も
意
図
さ
れ
て
い
る
。
教
科
書
の
改
良
と
と
も
に
、
学
校
と
地
域
が
一

体
と
な
っ
て
こ
の
「
大
子
学
」
を
盛
り
上
げ
、
新
た
な
資
質
を
具
え
た
人
材
が

多
数
輩
出
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
期
待
し
た
い
。 
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大
子
町
・
鎮
守
の
杜
（
五
） 

花 

室 

神 

社
（
大
子
町
左
貫
森
山
九
三
一
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高
根
信
和 

 
 

水
郡
線
常
陸
大
子
駅
前
か
ら
国
道
四
六
一
号
で
旧
上
岡
小
学
校
を
過
ぎ
、

初
の
信
号
を
右
折
し
て
県
道
二
〇
五
号
（
須
賀
川
大
子
線
）
を
走
る
。
大
子

地
方
の
気
温
は
、
摂
氏
三
七
度
を
示
し
て
い
た
。
初
原
の
集
落
を
通
過
し
て

左
貫
に
入
る
と
県
道
の
左
右
に
は
茶
園
の
看
板
が
立
ち
、
茶
畑
が
点
在
す
る
。

大
石
川
と
初
原
川
の
合
流
地
点
は
左
貫
集
落
の
中
心
で
、
駐
在
所
や
大
子
佐

原
郵
便
局
、
さ
は
ら
小
学
校
が
建
っ
て
い
る
。 

奥
久
慈
茶
の
里
公
園
を
や
や
北
に
進
む
と
、
鎮
守
の
森
が
見
え
て
く
る
。

花
室
神
社
で
あ
る
。
宿
の
側
に
建
っ
て
い
る
両
部
鳥
居
を
く
ぐ
る
。
昭
和
十

五
年
の
出
羽
三
山
参
拝
記
念
に
奉
納
さ
れ
た
石
燈
籠
の
側
に
、
カ
ヤ
の
古
木

が
あ
る
。
参
道
を
横
切
る
小
川
が
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
の
音
を
立
て
な
が
ら
流

れ
、
そ
の
上
の
小
さ
な
神
橋
を
渡
る
。
右
手
に
し
め
縄
が
掛
け
ら
れ
た
ス
ギ

の
ご
神
木
、
石
段
を
登
る
手
前
に
大
き
な
石
碑
が
あ
る
。
立
ち
止
ま
っ
て
見

る
と
、
明
治
四
十
五
年
二
月
、
丹
誠
以
下
九
名
の
発
起
人
が
維
新
史
料
編
さ

ん
委
員
武
田
猛
（
水
戸
）
に
依
頼
し
、
贈
従
五
位
堀
江
芳
之
介
君
記
念
碑
を

建
立
し
た
、
と
あ
る
。 

堀
江
芳
之
介
（
一
八
〇
七
―
一
八
七
一
）
は
こ
こ
左
貫
の
生
ま
れ
、
幕
末
の

勤
皇
の
志
士
で
、
水
戸
に
出
て
藤
田
東
湖
の
影
響
を
受
け
た
。
安
政
四
年
（
一

八
五
七
）
に
江
戸
に
潜
入
し
、
米
国
公
使
ハ
リ
ス
を
路
上
で
仲
間
と
共
に
襲

っ
て
失
敗
し
、
江
戸
伝
馬
町
の
牢
に
投
獄
さ
れ
た
。
今
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
映
中
の

大
河
ド
ラ
マ
「
花
燃
ゆ
」
の
主
人
公
杉
文
の
実
兄
、
吉
田
松
陰
と
同
じ
房
で

投
合
し
、
松
陰
の
遺
書
で
あ
る
「
留
魂
録
」
の
中
で
松
陰
は
、
芳
之
介
の
こ

と
を
「
真
の
知
己
、
真
の
益
友
な
り
」
と
評
し
て
い
る
。
後
、
芳
之
介
は
英

国
公
使
館
焼
打
事
件
に
も
関
わ
っ
た
。 

十
一
段
の
階
段
を
上
が
る
と
拝
殿
に
つ
く
。
拝
殿
は
銅
板
葺
、
本
殿
は
神

明
造
で
屋
根
は
木
羽
葺
、
覆
屋
で
保
護
さ
れ
て
い
る
。
拝
殿
右
手
に
神
庫
が

あ
り
、
神
輿
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
神
庫
の
右
手
に
は
、
逆
木
神
社
、

琴
平
神
社
、
皇
大
神
宮
、
鹿
島
神
社
、
素
鵞
神
社
の
末
社
が
並
ん
で
い
る
。 

社
伝
に
よ
る
と
、
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
に
富
士
山
の
霊
峰
か
ら
神
を
迎

え
祀
っ
た
と
い
う
。
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
常
州
佐
竹
領
鍬
田
村
（
左
貫
）

の
棟
札
が
現
存
す
る
。
例
祭
は
、
四
月
一
日
、
二
日
で
あ
る
。 

祭
神
は
、
木
花
開
耶
姫
命
（
こ
の
は
な
さ
く
や
ひ
め
の
み
こ
と
）
で
あ
る
。『
古

事
記
』
に
よ
る
と
、
こ
の
姫
は
天
津
神
（
あ
ま
つ
か
み
）
で
あ
る
瓊
瓊
杵
命
（
に

に
ぎ
の
み
こ
と
）
の
妻
と
な
り
、
一
夜
に
し
て
子
を
宿
し
た
た
め
命
は
怪
し
み
、

お
疑
い
に
な
ら
れ
た
。
姫
は
、
命
の
子
で
あ
れ
ば
無
事
に
生
ま
れ
る
と
誓
い
、

出
入
口
の
な
い
産
屋
を
造
り
、
粘
土
で
塗
り
ふ
さ
ぎ
、
火
を
放
っ
て
燃
え
盛

る
火
の
中
で
火
照
命
（
ほ
で
り
の
み
こ
と
）
、
火
須
勢
理
命
（
ほ
す
せ
り
の
み
こ
と
）
、

火
遠
理
命
（
ほ
お
り
の
み
こ
と
）
の
三
柱
の
御
子
神
を
も
う
け
た
と
い
う
故
事

が
あ
る
。
い
つ
の
頃
か
ら
か
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
左
貫
の
氏
子
の
間
に
は

家
や
倉
庫
な
ど
の
建
物
に
は
土
壁
を
使
わ
な
い
風
習
が
今
で
も
残
っ
て
お
り
、

信
仰
の
深
さ
が
う
か
が
え
る
。
子
宝
、
安
産
、
子
孫
繁
栄
の
社
と
し
て
崇
敬

さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
堀
江
芳
之
介
に
つ
い
て
は
、
蛭
川
吉
男
氏
「
松
陰
の
真
の
知
己 

堀

江
芳
之
介
」
（
『
大
子
史
林
』
第
二
号
、
昭
和
四
十
八
年
）
及
び
「
松
陰
の
真
の
知

己 

堀
江
芳
之
介
（
下
）
」
（
同
第
三
号
、
昭
和
四
十
九
年
）
に
詳
し
い
。 

        

花室神社社殿を望む 

堀江芳之介顕彰碑 
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私
の
太
平
洋
戦
争
記
（
四
） 

野
内
泰
子 

 

空
襲
に
な
る
と
外
出
禁
止
と
な
り
学
校
も
休
校
と
な
る
。
交
通
機
関
も
す

べ
て
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
当
時
、
自
家
用
車
な
ど
は
ど
こ
に
も
な
い
か
ら
緊

急
の
軍
用
車
以
外
は
走
ら
ず
町
は
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
、
近
づ
い
て
来
る
敵

機
の
爆
音
の
み
。
そ
ん
な
中
で
私
は
刻
々
と
ひ
ど
く
な
る
お
腹
の
痛
み
に
堪

え
て
い
た
。
吐
き
気
も
し
て
、
こ
れ
は
、
間
違
い
な
く
盲
腸
炎
だ
と
分
か
っ

た
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
れ
よ
り
三
月
前
に
も
同
じ
症
状
を
起
こ
し
病
院
で
盲

腸
炎
と
の
診
断
を
受
け
手
術
は
し
な
か
っ
た
が
、
ま
た
、
起
き
る
か
も
知
れ

な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
時
機
が
悪
か
っ
た
。
痛

み
は
益
々
ひ
ど
く
な
り
部
屋
中
を
転
げ
回
っ
た
。
母
も
さ
す
っ
た
り
冷
や
し

た
り
す
る
以
外
に
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
父
も
そ
の
日
は
帰

宅
で
き
な
か
っ
た
。
現
代
と
は
違
い
連
絡
手
段
も
な
い
時
代
だ
っ
た
し
、
た

と
え
、
連
絡
で
き
た
と
し
て
も
仕
事
場
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
ろ

う
。
父
は
こ
の
時
、
海
軍
航
空
技
術
廠
と
い
う
横
須
賀
海
軍
航
空
隊
（
飛
行

場
）
の
隣
り
に
あ
る
役
所
に
勤
務
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
翌
日
に
な
っ
て
や

っ
と
空
襲
警
報
が
解
除
に
な
っ
た
。
夜
、
父
が
帰
宅
し
た
が
、
そ
の
時
に
は

私
の
容
体
は

悪
の
状
態
で
あ
っ
た
。
痛
み
は
殆
ど
な
く
な
っ
た
が
、
同
時

に
意
識
も
混
濁
状
態
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
救
急
車
な
ど
な
い
。

翌
朝
、
父
に
背
負
わ
れ
て
電
車
で
横
須
賀
海
軍
共
済
病
院
へ
行
っ
た
。
こ
の

あ
た
り
で
は

も
大
き
く
設
備
も
整
っ
て
い
る
病
院
で
あ
る
。
し
か
し
、
病

院
に
着
い
た
と
き
、
も
う
、
意
識
の
な
い
状
態
で
手
の
打
ち
よ
う
が
な
い
と

い
わ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。「
そ
こ
を
何
と
か
し
て
ほ
し
い
」
と
必
死
に
頼

み
込
み
、
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
が
と
い
う
条
件
付
き
で
、
名
古
屋
か
ら

そ
の
道
の
権
威
の
先
生
に
飛
行
機
で
駆
け
つ
け
て
も
ら
い
、
万
に
一
つ
の
可

能
性
し
か
な
い
と
い
う
手
術
を
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ

は
、
元
気
に
な
っ
て
か
ら
聞
か
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
時
の
私
は
天
空
の
世

界
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
い
ま
か
ら
、
七
〇
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
地
上
に
呼
び
戻
さ
れ
た
八
二
歳
の
私
が
今
こ
こ
に
い
る
。 

 

戦
禍
に
遭
っ
て
命
を
落
と
さ
れ
た
人
も
何
百
万
人
も
お
ら
れ
る
が
、
そ
の

時
、
大
病
に
な
り
手
当
が
間
に
合
わ
ず
命
を
落
と
さ
れ
た
人
も
多
数
に
上
る

と
思
う
。
こ
れ
ら
の
人
も
戦
争
の
犠
牲
者
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
は
運
良
く
助
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
七
〇
年
を
経
た
今
で
も
、
そ
の
後
遺

症
と
も
言
え
る
病
を
時
々
発
症
す
る
こ
と
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
時
、

完
治
す
る
ま
で
に
五
〇
日
以
上
も
か
か
っ
た
。 

 

ま
だ
、
病
院
通
い
が
続
い
て
い
た
頃
、
八
月
半
ば
過
ぎ
の
夏
休
み
中
だ
っ

た
が
学
校
に
招
集
さ
れ
た
。
戦
争
が
激
化
し
て
き
た
た
め
、
小
学
生
の
学
童

疎
開
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
で
あ
っ
た
。
疎
開
は
集

団
疎
開
と
縁
故
疎
開
と
が
あ
り
、
集
団
疎
開
は
と
り
あ
え
ず
六
年
生
だ
け
と

い
う
こ
と
で
愛
甲
郡
（
当
時
）
の
山
の
方
に
あ
る
お
寺
に
行
く
こ
と
に
な
っ

た
。
六
年
生
は
受
験
の
こ
と
も
あ
る
の
で
い
ろ
い
ろ
悩
ん
だ
が
、
私
の
場
合

は
病
後
と
い
う
こ
と
も
あ
り
田
舎
へ
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
、
九
月

の
二
学
期
か
ら
両
親
の
故
郷
で
あ
る
生
瀬
へ
帰
り
、
生
瀬
第
二
国
民
学
校
へ

転
校
し
た
。
多
分
、
六
年
生
は
六
〇
名
位
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
こ
こ

で
の
七
ヶ
月
弱
の
生
活
は
辛
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ひ
ど
い
い
じ
め
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
で
も
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
こ
に
書
く
つ
も
り
は
な
い
。 

 

生
瀬
に
疎
開
し
て
か
ら
は
、
戦
争
へ
の
恐
怖
は
ひ
と
ま
ず
遠
の
い
た
。
父

や
兄
の
い
な
い
生
活
は
寂
し
く
は
あ
っ
た
が
、
空
襲
警
報
の
サ
イ
レ
ン
に
脅

か
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
平
穏
で
あ
っ
た
。
田
舎
の
家
で
一
人
で
暮
ら
し
て
い

た
祖
母
の
所
に
母
と
私
、
三
年
生
の
妹
と
四
歳
の
妹
、
そ
れ
に
、
一
歳
の
弟

の
五
人
が
引
っ
越
し
て
来
た
の
で
、
大
き
な
家
も
急
に
賑
や
か
に
な
っ
た
。 

 
私
達
が
田
舎
に
疎
開
し
て
き
て
間
も
な
く
、
父
は
海
軍
省
に
転
勤
に
な
り

霞
ヶ
関
へ
と
職
場
が
変
わ
っ
た
の
で
東
京
に
引
っ
越
し
、
兄
と
二
人
で
新
橋

に
家
を
借
り
て
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
今
の
よ
う
に
各
戸
に
電
話
な
ど
の
あ

る
時
代
で
は
な
い
か
ら
通
信
手
段
は
専
ら
手
紙
で
あ
る
。(

続
く) 

（
大
子
郷
土
史
の
会
） 
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中
心
市
街
地
の
護
岸 

大
金
祐
介 

  

大
子
町
の
中
心
市
街
地
の
す
ぐ
東
側
を
流
れ
る
久
慈
川
は
時
と
し
て
洪
水

を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
、
洪
水
か
ら
中
心
市
街
地
を

守
っ
て
い
る
の
が
護
岸
で
あ
る
。
現
在
、
中
心
市
街
地
の
久
慈
川
沿
い
に
は

ほ
ぼ
全
面
に
わ
た
っ
て
護
岸
が
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
、
そ
の
中
で

初
に
整
備
さ
れ
た
護
岸
、
す
な
わ
ち
金
町
の
榊
材
木
店
駐
車
場
裏
（
旧
十

一
屋
金
物
店
裏
）
か
ら
松
沼
橋
ま
で
の
区
間
の
護
岸
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。

な
お
、
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
は
、
大
子
町
長
益
子
彦
五
郎
の
回
顧
録
『

近
大
子
記
事
第
一
号
并
ニ
余
町
長
ノ
事
績
』(

『
大
子
町
史
資
料
編
下
巻
』
所
収)

な
ど
の
資
料
を
参
考
に
し
た
。 

 

護
岸
誕
生
の
き
っ
か
け
は
、
明
治
二
十
三
年
八
月
七
日
の
久
慈
川
の
大
洪

水
だ
っ
た
。
こ
の
時
、
大
子
村
大
子
付
近
に
お
け
る
久
慈
川
の
水
位
は
二
丈

二
尺
（
約
六
・
七
メ
ー
ト
ル
）
に
達
し
、
大
子
村
で
は
太
田
警
察
署
大
子
分
署

を
は
じ
め
と
す
る
一
三
家
屋
が
流
失
、
二
百
五
十
余
戸
が
浸
水
し
た
。
横
谷

河
原
、
瀬
戸
田
、
岡
本
は
、
一
面
海
上
の
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、

溺
死
者
は
四
名
、
溺
死
飼
馬
は
二
頭
、
田
畑
の
被
害
は
約
三
六
町
歩
（
約
三

十
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
、
道
路
の
被
害
は
約
千
五
百
間
（
約
二
千
七
百
二
〇
七
メ
ー
ト

ル
）
、
橋
梁
の
流
失
は
二
〇
箇
所
に
及
ん
だ
。
さ
ら
に
、
治
水
上
、
風
致
上
の

理
由
か
ら
、
金
町
か
ら
泉
町
に
か
け
て
の
久
慈
川
沿
い
に
植
え
ら
れ
て
い
た

欅
が
一
部
を
残
し
て
す
べ
て
流
失
し
て
し
ま
っ
た
。
流
失
し
た
欅
の
中
に
は

幹
周
り
が
二
丈
（
約
六
メ
ー
ト
ル
）
に
達
す
る
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の

時
の
大
洪
水
の
す
さ
ま
じ
さ
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
こ
の
時
の
大
洪
水
は

大
子
村
以
外
の
保
内
郷
の
村
々
に
も
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
。
こ
の
時
の
被

害
と
し
て
特
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
水
戸
藩
の
時
代
に
宮
川
村
矢
田
に
整

備
さ
れ
た
保
内
郷
四
十
余
村
の
お
稗
倉
（
郷
倉
）
六
棟
が
備
蓄
の
稗
千
八
百

俵
も
ろ
と
も
流
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
久
慈
川
の
大
洪
水
に
よ
っ
て
甚
大

な
被
害
を
受
け
た
た
め
、
大
子
村
で
は
洪

水
対
策
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
洪
水
対
策
こ
そ
護
岸
の
整
備
だ
っ
た
。

護
岸
の
設
計
は
茨
城
県
技
師
兼
内
務
部
第

二
課
長
関
屋
忠
正
、
工
事
監
督
は
茨
城
県

内
務
部
技
手
伊
澤
貞
一
郎
、
施
工
は
大
子

町
の
堀
江
佐
吉
だ
っ
た
。
護
岸
は
、
外
側

は
石
垣
、
内
側
は
厚
さ
二
尺
（
約
六
〇
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
）
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
い
う
具

合
に
、
石
垣
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
二
重
構

造
に
な
っ
て
い
た
。
極
め
て
堅
牢
な
造
り

だ
っ
た
。
護
岸
の
整
備
に
は
約
千
七
百
円

を
要
し
た
が
、
県
が
全
額
を
負
担
し
た
。

護
岸
は
、
明
治
三
十
四
年
九
月
二
十
九
日

に
落
成
し
た
。
同
日
、
大
子
町
は
落
成
式

を
挙
行
し
、
久
慈
郡
長
丹
誠
が
来
賓
と
し

て
出
席
し
た
。
落
成
式
の
余
興
と
し
て
、

花
火
、
相
撲
、
屋
台
巡
行
、
手
踊
り
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
に
落
成
し
た
護

岸
は
、
金
町
の
榊
材
木
店
駐
車
場
裏
か
ら
松
沼
橋
ま
で
の
区
間
の
護
岸
で
あ

る
。
そ
の
後
、
中
心
市
街
地
の
久
慈
川
沿
い
に
は
、
順
次
、
護
岸
が
整
備
さ

れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
適
宜
、
改
修
や
拡
張
を
施
さ
れ
な
が
ら
、
今
日

に
至
る
ま
で
洪
水
か
ら
中
心
市
街
地
を
守
っ
て
い
る
。 

 
中
心
市
街
地
の
護
岸
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
注
目
さ
れ
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
護
岸
は
、
今
回
、
取
り
上
げ
た
よ

う
に
百
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
れ
っ
き
と
し
た
歴
史
的
建
造
物
で
あ
る
。
今

後
は
、
中
心
市
街
地
の
他
の
歴
史
的
建
造
物
と
共
に
、
護
岸
も
中
心
市
街
地

の
活
性
化
の
素
材
と
し
て
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
っ
て
い
る
。 

（
筑
波
大
学
人
文
・
文
化
学
群
人
文
学
類
四
年
） 

 
中心市街地の護岸（昭和初年） 
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大
子
町
産
出
の
化
石
の
紹
介
（
中
） 

笠
井
勝
美 

  

新
生
代
中
新
世
の
初
期
（
一
八
〇
〇
万
年
前
）
、
大
子
町
付
近
は
鷲
子
山
塊

を
中
心
と
し
た
湖
沼
や
低
地
が
あ
り
、
そ
こ
に
植
物
等
が
堆
積
し
た
り
、
陸

上
動
物
の
歩
い
た
足
跡
が
残
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
世
界
的
な
海
進
の
時
代

に
入
っ
て
、
大
子
町
も
海
底
に
沈
み
、
そ
の
上
位
に
海
棲
の
動
植
物
が
堆
積

し
ま
し
た
。 

二 

新
生
代
の
産
出
化
石 

 

大
子
町
の
中
新
世
の
地
層
は
、
下
位
よ
り
湖
な
ど
で
堆
積
し
た
栃
原
凝
灰

岩
層
、
北
田
気
層
、
浅
川
層
の
下
部
か
ら
中
部
の
陸
成
層
、
海
底
で
堆
積
し

た
浅
川
層
上
部
、
男
体
山
火
山
角
礫
岩
、
苗
代
田
層
、
小
生
瀬
層
、
内
大
野

層
の
海
成
層
か
ら
成
り
、
そ
の
化
石
産
地
は
表
の
通
り
で
す
。
小
生
瀬
と
内

大
野
層
の
堆
積
し
た
海
は
深
く
な
り
、
日
本
海
ま
で
海
が
つ
な
が
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

（
一
） 

鎌
倉
館
の
植
物
化
石 

 

こ
の
植
物
化
石
は
、
上
金
沢
鎌
倉
館
北
側
か
ら
産
し
、
メ
タ
セ
コ
イ
ア
、

ヤ
マ
モ
モ
、
ク
ワ
、
ク
リ
、
ケ
ヤ
キ
、
ヤ
ナ
ギ
等
、
二
十
属
、
二
十
五
種
以

上
の
種
類
を
産
し
、
金
沢
植
物
群
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
は
、
温

暖
な
気
候
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
種
類
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
館

と
同
じ
化
石
は
、
大
子
町
で
は
長
岡
や
北
田
気
等
の
多
く
の
北
田
気
層
の
中

か
ら
産
出
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
の
化
石
の
中
で
も
鎌
倉
館
の
ヤ
マ
モ
モ
化
石
は
、
明
治
二
十
一

年
（
一
八
八
八
）
、
外
国
の
学
会
で
報
告
さ
れ
、
鎌
倉
館
の
植
物
化
石
は
国
内

外
で
有
名
に
な
り
ま
し
た
。 

 

メ
タ
セ
コ
イ
ア
の
化
石
は
、
日
本
中
か
ら
産
し
ま
す
が
、
メ
タ
セ
コ
イ
ア

そ
の
も
の
は
地
球
上
か
ら
絶
滅
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
二

十
年
、
日
本
人
に
よ
っ
て
中
国
四
川
省
で
自
生
し
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
、

生
き
た
化
石
と
し
て
ニ
ュ
ー
ス
に
な
り
ま
し
た
。
実
か
ら
育
て
た

初
の
苗

木
は
、
現
大
子
清
流
高
校
の
前
庭
に
大
木
と
な
っ
て
現
存
し
て
い
ま
す
。
尚

北
田
気
層
の
植
物
化
石
は
、
大
子
町
教
育
委
員
会
で
保
管
し
て
い
ま
す
。 

                         

 

(9)小生瀬層のナマコの化石  

(8)苗代田層の有孔虫化石 

(7)マングローブの花粉化石  

(6)浅川層の貝化石 

(5)湯沢のゾウの足跡化石  

(4)滝倉のサイの足跡化石  

(3)浅川の石炭と珪化木  

(2)大沢川床の鹿の足跡化石  

(1)鎌倉館の植物化石 

亜熱帯を示すフウの化石  

メタセコイア 

ヤマモモの化石 

大子町の中新世の層序と産出化石 
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当時の松沼の一本橋（『大子町史研究第十号』所収） 

 
 

 

相
撲
あ
れ
こ
れ 

 

会
沢
晴
美 

 

「
三
十
年
ぶ
り
に
大
相
撲
開
催
」
、
平
成
二
十
七
年
三
月
の
「
広
報 

常

陸
大
宮
」(

常
陸
大
宮
市)

が
伝
え
て
い
た
。
友
人
夫
妻
は
、
成
長
さ
れ
た
息
子

さ
ん
に
招
待
さ
れ
見
物
し
て
来
た
と
い
う
。
有
名
力
士
が
多
く
来
場
し
、
他

県
か
ら
の
見
物
客
も
多
く
、
特
に
土
俵
近
く
で
は
入
場
料
は
数
万
円
で
あ
っ

た
と
い
う
。 

 

七
十
数
年
前
、
大
子
小
学
校
の
児
童
で
あ
っ
た
私
は
、
先
生
に
引
率
さ
れ

て
、
松
沼
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
へ
向
か
っ
た
。
有
名
力
士
の
地
方
巡
業
の
相
撲
大

会
を
見
学
に
行
っ
た
の
だ
。
ラ
ジ
オ
も
テ
レ
ビ
も
な
い
時
代
、
写
真
や
雑
誌

で
知
っ
た
力
士
の
相
撲
が
見
ら
れ
る
と
、
み
ん
な
は
大
よ
ろ
こ
び
だ
っ
た
。

当
時
の
松
沼
は
、
袋
田
村

で
あ
っ
た
が
、
久
慈
川
を

渡
る
板
橋
の
先
に
、
広
々

と
し
た
空
き
地
が
町
民
グ

ラ
ウ
ン
ド
だ
。
中
央
に
土

俵
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
ま

わ
り
に
見
物
の
人
々
が
集

ま
っ
て
い
た
。 

 

幼
い
女
子
児
童
の
私

は
、
力
士
の
名
も
、
そ
の

強
さ
も
、
理
解
で
き
な
か

っ
た
が
、
初
め
て
本
物
の

お
相
撲
さ
ん
を
、
目
を
見

開
い
て
見
つ
め
て
い
た
。 

 

近
年
に
な
っ
て
聞
い
た

橋
の
た
も
と
に
住
む
Ｈ
さ

ん
の
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。 

「
当
時
の
松
沼
橋
は
、
棒
杭
の
橋
桁
の
上
に
、
厚
板
が
つ
な
が
っ
て
の
せ
て

あ
る
だ
け
、
こ
の
板
橋
を
巨
体
の
力
士
が
、
の
っ
し
、
の
っ
し
と
渡
っ
た
け

ど
、
橋
は
び
く
と
も
し
な
か
っ
た
の
に
驚
い
た
」
。 

昭
和
十
二
年
一
月
十
七
日
付
の
「
い
は
ら
き
新
聞
」
に 

 

「
玉
錦
一
行
大
子
へ 

保
内
郷
商
工
団
体
聯
合
主
催
の
横
綱
玉
錦
、
大
関

双
葉
山
、
鏡
岩
一
行
百
六
十
名
、
東
京
大
相
撲
は
来
る
旧
正
月
中
旬
大
子
町

グ
ラ
ウ
ン
ド
で
盛
典
一
日
の
興
行
を
催
す
こ
と
ゝ
な
つ
た
が
、
各
加
盟
商
店

で
は
特
別
御
招
待
券
つ
き
謝
恩
大
売
出
し
を
行
ふ
」
。 

昭
和
十
二
年
一
月
二
十
四
日
付
の
「
い
は
ら
き
新
聞
」
に 

 

大
相
撲
興
行 

旧
正
月
四
日 

横
綱
玉
錦
、
大
関
双
葉
山
、
鏡
岩
一
行
の

大
子
町
に
お
け
る
興
行
は
来
る
旧
正
月
四
日
（
二
月
十
四
日
）
に
決
定
し
た
。 

 

右
の
旧
い
新
聞
記
事
に
よ
れ
ば
大
子
町
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
大
相
撲
が
開
催
さ

れ
た
の
だ
。
夢
の
よ
う
な
想
い
出
な
の
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
あ
れ
は

事
実
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
同
級
生
に
聞
く
と
馬
市
場
で
も
大
相
撲
が
あ
り
見

物
し
た
と
い
う
。
料
金
を
払
っ
た
記
憶
が
な
い
か
ら
児
童
た
ち
は
無
料
で
あ

っ
た
の
だ
。 

 

そ
の
後
、
国
策
で
あ
っ
た
の
か
、
大
子
小
学
校
の
築
山
の
裏
に
土
俵
が
つ

く
ら
れ
、
体
育
の
授
業
に
使
わ
れ
た
。
女
子
は
、
押
し
出
し
相
撲
な
ど
を
し

た
が
、
男
子
は
本
気
に
な
っ
て
楽
し
ん
だ
。
近
隣
の
小
学
生
と
の
対
抗
試
合

も
あ
り
、
隣
県
の
石
井
村
（
現
矢
祭
町
）
の
小
学
生
と
の
試
合
も
行
わ
れ
た
。

女
子
は
、
応
援
の
声
を
張
り
上
げ
た
。 

 

し
か
し
、
戦
争
が
き
び
し
く
な
り
、
土
俵
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
教
室

の
暖
を
と
る
火
鉢
や
暖
飯
器
で
使
う
木
炭
を
焼
く
炭
窯
が
築
か
れ
た
。
私
た

ち
は
、
テ
ン
ト
ヤ
マ
の
裏
側
に
あ
っ
た
学
校
林
か
ら
丸
太
を
背
に
し
て
木
炭

の
材
料
を
運
ん
だ
。 

 

こ
う
し
て
、
学
校
か
ら
、
相
撲
は
消
え
た
。 

（
常
陸
大
宮
市
諸
沢
在
住)
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「
生
瀬
の
乱
」
研
究
の
あ
ゆ
み 

  

昭
和
四
十
年(

一
九
六
五)

に
、
大
子
町
小
生
瀬
出
身
の
東
京
教
育
大
学
教
授
、

肥
後
和
男
が
「
生
瀬
の
乱
の
こ
と
」(

茨
城
県
史
研
究 

第
二
号)

を
発
表
し
て
一

六
〇
二
年(

慶
長
七)
の
事
件
と
推
定
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
五
〇
年
の
間
に
さ

ま
ざ
ま
な
研
究
論
文
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
「
生
瀬
の
乱
」
が
あ
っ
た
と
い
う

人
も
い
れ
ば
、
な
か
っ
た
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
「
あ
っ
た
」
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
何
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
関
す
る
時
期
の
特
定
に
関
わ
る
記

述
を
抜
粋
し
、
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

 

ま
た
、
「
生
瀬
の
乱
の
史
料
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
よ
く

あ
り
ま
す
。
一
六
〇
二
年
と
も
一
六
〇
九
年
と
も
言
わ
れ
る
「
生
瀬
の
乱
」
は
、

口
か
ら
口
へ
、
伝
承
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
約
二
百
年
後
、

一
八
〇
七
年(

文
化
四)

に
高
倉
胤
明
の
「
探
旧
考
証
」
や
一
八
五
五
年(

安
政
二)

に
加
藤
寛
斎
の
「
常
陸
国
北
郡
里
程
間
数
之
記
」(
生
瀬
乱
之
由
来
、
里
人
説)

な

ど
が
書
か
れ
ま
す
。
地
元
の
史
料
、
「
大
藤
家
由
緒
書
」
や
「
覚
書
」
、
伝
承

な
ど
を
も
と
に
活
字
化
さ
れ
た
の
で
す
。 

一
、
肥
後
和
男
「
生
瀬
乱
の
こ
と
」
（
『
茨
城
県
史
研
究
第
二
号
』
昭
和
四
十
年
） 

 

「
こ
の
乱
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
慶
長
七
年
、
同
十
四
、
元
和
三
年
、
同
七

年
と
い
う
四
説
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
中
、
元
和
説
は
ど
う
も
怪
し
い

よ
う
で
結
局
慶
長
七
年
か
、
十
四
年
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
…
万
千
代
の
時

代
の
出
来
事
と
す
れ
ば
慶
長
七
年
十
月
以
外
に
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
」
（
四

九
ペ
ー
ジ
） 

二
、
益
子
公
朋
「
生
瀬
乱
再
考
」
（
『
大
子
町
史
研
究
第
八
号
』
昭
和
五
十
五
年
） 

 

「
こ
の
事
件
は
、
計
画
性
を
も
た
な
い
、
単
な
る
偶
発
事
件
で
あ
り
、
百
姓

一
揆
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
…
こ
の
事
件
の
背
景

に
は
佐
竹
の
秋
田
移
封
、
水
戸
藩
の
草
創
期
と
い
っ
た
、
権
力
交
替
に
伴
う
政

情
不
安
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
を
否
定
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
と
す
る
な
ら

ば
、
交
替
か
ら
七
年
も
経
過
し
た
十
四
年
説
を
と
る
よ
り
も
、
国
替
直
後
の
七

年
十
月
発
生
の
方
が
、
よ
り
自
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
」
（
三
一

ペ
ー
ジ
） 

三
、
高
橋
裕
文
「
保
内
の
農
民
騒
動(

上)

」
（
『
大
子
町
史
研
究 

第
十
三
号
』
昭

和
六
十
年
） 

 

「
水
戸
藩
側
の
芦
沢
伊
賀
存
命
中
の
公
式
文
書
の
慶
長
十
四
年(

酉
年)

と
、

地
元
の
言
い
伝
え
の
酉
年
の
十
月
十
日
の
酉
年
と
い
う
点
で
一
致
す
る
の
で
、

事
件
は
慶
長
十
四
年
十
月
十
日
に
起
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
慶
長
十

四
年
十
二
月
十
二
日
に
領
主
の
頼
宣
が
突
然
、
駿
河
遠
江
二
州
五
十
万
石
に
替

え
ら
れ
た
の
も
、
理
由
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
小
生
瀬
村
の
成
敗
と
関
係
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
（
八
〇
ペ
ー
ジ
） 

四
、
藤
田
雅
一
『
「
生
瀬
一
揆
」
論
序
説
』
（
『
茨
城
史
学 

第
三
十
号
』
平
成
七

年
） 

 

「
『
生
瀬
一
揆
』
が
、
語
ら
れ
た
場
に
つ
い
て
で
あ
る
。
肥
後
氏
に
よ
れ
ば
、

こ
の
伝
承
は
十
月
十
日
の
『
刈
り
上
げ
』
を
場
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
…
こ

の
ハ
レ
の
日
に
、『
こ
の
行
事
に
か
ら
ん
で
昔
話
が
き
か
さ
れ
た
』
の
で
あ
る
。

…
こ
の
事
件
に
多
く
の
興
味
が
示
さ
れ
た
文
化
年
間
に
、
優
秀
な
研
究
者
が
そ

の
伝
承
の
取
り
扱
い
を
誤
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
『
生
瀬
一
揆
』
の
存
在
を
断
定
で
き
る
状
況
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
七
〇
ペ
ー
ジ
） 

五
、
野
上
平
「
『
生
瀬
乱
』
年
代
考
」(

下)

（
『
茨
城
史
林 

第
三
十
一
号
平
成
十

九
年
） 

 

「
生
瀬
乱
は
慶
長
七
年
佐
竹
氏

後
の
夏
年
貢
徴
収
過
程
に
起
こ
っ
た
も
の

と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
山
方
乱
も
ほ
ぼ
同
時
期
、
生
瀬
乱
と
同
じ
理
由
、
す
な

わ
ち
多
く
の
農
民
が
年
貢
を
『
国
去
り
行
く
』
領
主
に
納
め
る
こ
と
の
不
合
理

を
つ
い
て
、
抵
抗
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
…
各
地
に
残
る
『
生
瀬
浪
人
』

伝
説
な
ど
か
ら
、
殺
害
さ
れ
た
の
は
責
任
あ
る
農
民
を
中
心
と
し
た
一
部
村
民

で
、
大
多
数
の
村
民
は
村
外
に
逃
亡
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
」
（
三
六
ペ
ー

ジ
） 「

生
瀬
の
乱
」
研
究
の
あ
ゆ
み
、
「
史
料
」
を
参
考
に
、
こ
れ
か
ら
も
、
み

な
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
(

野
内
正
美) 
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こ
ん
に
ゃ
く
の
神
様
（
二
） 

私
の
高
祖
父
の
コ
ン
ニ
ャ
ク
栽
培
研
究
（
種
の
貯
蔵
と
管
理
） 

  

私
の
高
祖
父
の
菊
池
勝
次
は
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
を
栽
培
す
る
上
で
大
切
な
こ

と
を
「
蒟
蒻
栽
培
三
大
要
素
」
と
し
て
研
究
報
告
書
に
記
し
て
い
る
。
今
回

は
、
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
種
の
貯
蔵
と
管
理
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。 

 

勝
次
は
、「
標
準
風
干
さ
れ
た
種
い
も
は
十
一
月
下
旬
に
は
寒
気
到
来
に
よ

っ
て
、
火
棚
（
ヒ
ダ
ナ
）
又
は
火
室
（
ヒ
ム
ロ
）
に
移
さ
れ
、
容
器
の
使
用
を

し
た
も
の
と
、
バ
ラ
積
貯
蔵
と
が
保
管
の
具
合
や
管
理
に
よ
っ
て
、
来
春
の

発
芽
成
績
に
大
き
く
影
響
す
る
か
ら
貯
蔵
に
つ
い
て
は
特
に
注
意
が
必
要
で

あ
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
。 

 

生
仔(

キ
ゴ)

と
呼
ば
れ
る
種
い
も
の
貯
蔵
に
は
、
貯
蔵
箱
が
必
要
だ
っ
た
ら

し
く
、「
縦
二
尺
横
一
尺
三
寸
高
さ
五
寸
、
底
を
竹
簀
と
し
て
、
四
―
五
貫
目

宛
入
れ
て
い
る
。
又
魚
空
箱
を
求
め
底
を
細
板
ス
カ
シ
張
り
と
す
る
も
よ
い
。

必
ず
底
部
よ
り
、
温
度
、
湿
度
が
通
過
す
る
様
に
工
夫
す
る
。
又
火
棚
に
二

年
生
以
下
の
種
子
を
バ
ラ
積
み
す
る
時
は
図
解
（
下
の
図
解
参
照
―
引
用
者
）

に
示
す
如
く
火
棚
下
方
温
度
囲
の
内
方
に
置
く
を
良
し
と
す
る
も
、
大
量
生

仔
貯
蔵
に
適
し
な
い
か
ら
大
量
貯
蔵
せ
ん
と
す
る
場
合
は
バ
ラ
積
の
中
央
に

温
度
上
昇
筒
を
造
り
温
度
の
上
昇
を
図
れ
ば
上
方
が
良
い
結
果
を
得
る
事
が

出
来
る
。
火
棚
下
方
に
生
仔
貯
蔵
す
る
時
は
極
寒
時
零
下
三
―
四
度
に
低
下

す
る
か
ら
充
分
注
意
を
要
す
る
。
火
棚
籠
積
の
場
合
は
籠
間
の
間
隙
が
多
い

の
で
、
空
気
の
移
動
が
良
い
た
め
、
温
度
湿
度
は
ど
ん
ど
ん
上
昇
す
る
の
で

上
部
程
暖
か
く
生
仔
貯
蔵
に
は

も
良
い
場
所
と
云
う
事
に
な
る
か
ら
籠
積

上
部
に
台
を
造
り
生
仔
箱
を
並
べ
る
。
棚
上
げ
し
て
か
ら
寒
気
が
烈
し
く
な

れ
ば
板
や
古
俵
等
を
掛
け
て
上
昇
温
度
が
に
げ
な
い
よ
う
に
し
て
暖
か
い
場

所
と
な
し
冬
眠
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
」
、
と
記
し
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
貯
蔵
箱
は
現
在
ま
で
保
存
さ
れ
て
お
り
、
国
の
登
録

文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。
現
物
を
通
し
て
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
栽
培
の
努
力
と
当

時
の
厳
し
い
自
然
環
境
と
の
戦
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
続
く
） 

引
用
・
参
考
『
蒟
蒻
栽
培
の
研
究
』
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
発
行
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
家
田 

望
） 

 
         

 

編
集
後
記 

 

町
史
編
さ
ん
事
業
を
陰
で
支
え
た
井
上
和
司
さ
ん
が
、
七
月
か
ら
大
子
町

歴
史
資
料
調
査
研
究
員
の
一
員
に
加
わ
り
ま
し
た
。
井
上
さ
ん
に
は
、
町
史

編
さ
ん
時
に
蓄
え
た
知
識
や
資
料
の
扱
い
方
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
て
、

今
後
と
も
町
の
歴
史
文
化
行
政
を
盛
り
上
げ
い
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。 

（
家
田 

望
） 

 

編 

集 

大
子
町
歴
史
資
料
調
査
研
究
会 

 

編
集
人 

齋
藤 

典
生
（
大
子
町
歴
史
資
料
調
査
研
究
員
）

 
 

 
 

 

野
内 

正
美
（
大
子
町
歴
史
資
料
調
査
研
究
員
）

 
 

 
 

 

井
上 

和
司 (

大
子
町
歴
史
資
料
調
査
研
究
員) 

 
 

 
 

 

齋
藤 

仁
司
（
大
子
町
教
育
委
員
会
） 

 
 

 
 

 
家 

田 

望
（
大
子
町
教
育
委
員
会
） 

 

発 

行 

大
子
町
教
育
委
員
会 

 

久
慈
郡
大
子
町
大
字
池
田
二
六
六
九
番
地 

大
子
町
立
中
央
公
民
館
☎
０
２
９
５
（
７
２
）
１
１
４
８ 

 

勝次の造った貯蔵箱（ドンゴイレ） 

図解 理想火棚保温設備について 

 


