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◆ キーワード　浦島伝説／伝説の生成／観光／荘内村／戦後

一　

は
じ
め
に

浦
島
伝
説
は
日
本
各
地
で
伝
承
さ
れ
て
い
る

（
１
）。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
香

川
県
三
豊
市
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
長
く
な
る
が
、
ど
の
よ
う
な
話
か
確

認
し
て
お
こ
う
。

家
の
浦
で
生
ま
れ
た
与
作
は
生
里
へ
移
り
住
む
。
そ
の
家
は
「
新
屋
」

と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
後
、
与
作
は
仁
老
浜
の
お
し
も
と
結
婚
し
、
浦
島
太

郎
が
生
ま
れ
る
（「
生
里
」
の
地
名
由
来
）。

成
長
し
た
浦
島
は
、
明
神
の
里
（
箱
浦
）
に
移
り
住
み
、
漁
業
に
従
事

す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
鴨
の
越
へ
行
く
途
中
の
弁
天
の
浜
で
、
子
供

に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
亀
を
助
け
て
海
に
放
す
。
そ
の
後
、
箱
浦
の
亀
石

で
、
助
け
た
亀
に
乗
せ
ら
れ
、
竜
宮
へ
行
く
。

望
郷
の
念
か
ら
乙
姫
に
付
き
添
わ
れ
帰
る
が
、
そ
の
帰
路
、
潮
流
に
流

さ
れ
て
積
浦
の
金
輪
の
鼻
に
つ
く
。
そ
こ
で
竜
宮
か
ら
の
宝
物
を
積
む
が
、

乙
姫
が
金
の
腕
輪
を
落
と
す
（「
積
」、「
金
輪
の
そ
わ
い
」
の
地
名
由
来
）。

そ
の
後
、
乙
姫
は
粟
島
の
姫
路
に
滞
在
し
、
竜
宮
へ
帰
っ
た
（「
姫
路
」

の
地
名
由
来
）。

あ
ま
り
の
故
郷
の
変
貌
ぶ
り
に
落
胆
し
、
年
老
い
る
こ
と
の
な
い
浦
島

は
不
老
浜
に
住
み
、
再
び
竜
宮
へ
行
き
た
い
と
願
う
（「
不
老
浜
」
の
地

名
由
来
）。
帰
郷
か
ら
三
年
後
、
竜
宮
へ
つ
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
亀
の
死

骸
が
粟
島
に
流
れ
着
き
、
浦
島
が
葬
る
。
そ
の
祀
っ
た
と
こ
ろ
が
「
亀
戎

社
」、
霊
を
祭
っ
た
の
が
箱
の
「
大
空
」
で
あ
る
。
浦
島
は
、
そ
こ
で
竜

宮
の
話
や
竜
宮
踊
り
を
教
え
た
（「
竜
宮
踊
り
」
の
由
来
）。

そ
し
て
箱
の
竹
生
島
に
あ
る
父
母
の
墓
の
前
で
玉
手
箱
を
開
き
、
老
人

と
な
る
（「
箱
」
の
地
名
由
来
）。
玉
手
箱
か
ら
上
が
っ
た
紫
煙
は
紫
雲
出

山
に
た
な
び
い
た
（「
紫
雲
出
山
」
の
地
名
由
来
）。

仁
義
深
い
老
人
と
な
っ
た
浦
島
は
仁
老
浜
で
数
年
過
ご
す
（「
仁
老
浜
」

の
地
名
由
来
）。
そ
の
後
、
父
母
の
墓
前
で
永
眠
し
、
そ
の
霊
は
昇
天
し

た
（「
上
天
」
の
地
名
由
来
）。
浦
島
は
竹
生
島
の
父
母
の
墓
と
同
所
に
葬

ら
れ
る
。
後
人
が
そ
こ
に
「
諸
代
竜
王
」
の
碑
を
建
て
る
。

こ
の
よ
う
に
、
三
豊
市
の
浦
島
伝
説
は
か
な
り
の
数
の
事
物
、
主
に
地

香
川
県
三
豊
市
荘
内
の
浦
島
伝
説

─
伝
説
の
生
成
と
展
開
─

山 

田　

栄 

克
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名
、
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
父
親
で
あ
る
与
作
の
出
生
地
「
家
の

浦
」
以
外
は
、
旧
荘
内
村
で
あ
る

（
２
）。

荘
内
村
は
、
香
川
県
西
部
の
三
豊
市
に
あ
る
半
島
一
帯
に
あ
っ
た
村
で
、

一
八
九
〇
年
に
大
浜
浦
と
生
里
浦
、
箱
浦
、
積
浦
が
合
併
し
、
生
ま
れ
た
。

そ
の
後
、
一
九
五
五
年
に
は
荘
内
村
と
粟
島
村
の
二
村
を
詫
間
町
が
吸
収
、

二
〇
〇
六
年
に
詫
間
町
を
含
む
七
町
が
合
併
し
て
三
豊
市
と
な
っ
た
。

こ
の
旧
荘
内
村
で
調
査
を
行
っ
た
限
り
で
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
だ

れ
も
が
浦
島
伝
説
を
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
事
物

と
結
び
つ
き
、
ま
た
認
識
さ
れ
て
い
る
浦
島
伝
説
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

文
献
で
は
あ
ま
り
時
代
が
遡
れ
な
い
。
そ
し
て
確
認
で
き
た
資
料
を
見
て

い
く
と
、
戦
後
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
伝
説
の
変
化
に
つ
い
て
文
字
資
料
を
中
心
に
確
認
し

つ
つ
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

二　

浦
島
伝
説
に
関
す
る
記
述
と
そ
の
周
辺

１
、
戦
前
の
浦
島
伝
説
と
そ
の
周
辺
の
記
述

現
在
、
旧
荘
内
村
に
関
す
る
文
献
で
「
浦
島
」
と
い
う
言
葉
が
確
認
で

き
る
最
も
古
い
も
の
は
今
川
貞
世
『
鹿
苑
院
殿
厳
嶋
詣
記
』（
一
三
八
九

年
）
で
あ
る
。

宇
治
は
□
り
な
と
い
ふ
嶋
々
有
。
箱
の
み
さ
き
と
い
ふ
も
侍
り
。

　

へ
た
て
行　

八
重
の
し
ほ
ち
の　

浦
嶋
や

　

箱
の
み
さ
き
の　

な
こ
そ
し
る
け
れ

讃
岐
國
に
も
な
り
ぬ（

３
）。

こ
こ
で
は
箱
と
い
う
地
名
、
そ
し
て
「
浦
島
」
と
い
う
言
葉
が
確
認
で

き
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
浦
島
は
「
浦
島
太
郎
」
と
い
う
人
名
の
浦
島

で
は
な
く
、
地
名
と
し
て
の
浦
島
で
あ
る
よ
う
だ
。

　

荘
内
半
島
の
基
部
の
低
地
一
帯
が
船
越
で
あ
り
、
満
潮
時
は
海
面
よ

り
低
い
所
で
、
昔
は
三
崎
を
廻
っ
て
東
か
ら
西
へ
行
く
よ
り
、
舟
は
こ

こ
を
満
潮
の
海
面
に
の
っ
て
渡
る
か
ま
た
は
地
上
に
コ
ロ
を
敷
い
て
舟

を
通
し
て
い
た
と
言
わ
れ
、
こ
こ
を
「
船
越
」
と
名
づ
け
た
と
い
う
。

そ
の
た
め
に
荘
内
半
島
は
三
岬
で
な
く
島
に
な
っ
た
わ
け
で
紫
雲
出
山

を
の
せ
た
こ
の
半
島
は
す
な
わ
ち
浦
島
で
あ
っ
た
。（
中
略
）「
浦
」
と

い
う
の
は
、
入
江
や
海
岸
の
名
称
で
○
○
浦
と
い
う
七
浦
を
の
せ
た
島

で
あ
り
浦
島
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る（

４
）。

時
代
は
下
り
、『
金
毘
羅
参
詣
名
所
図
会
』（
一
八
四
六
年
序
）
に
は
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

鶴
島
（
仁
保
の
正
向
に
あ
り
。
俗
に
大
づ
た
と
い
ふ
）

　

亀
島
（
鶴
島
の
左
に
見
ゆ
る
島
な
り
。
鶴
島
よ
り
二
丁
ば
か
り
隔
て

り
、
俗
に
小
づ
た
と
い
ふ
）

　

平
石
（
鶴
島
の
傍
、
海
中
に
あ
り
。
石
の
面
あ
ら
は
る
る
事
お
よ
そ

長
さ
八
間
ば
か
り
、
幅
五
間
余
あ
り
、
も
つ
と
も
面
た
ひ
ら
か
に
し
て

畳
を
敷
く
が
ご
と
し
。
こ
れ
に
よ
つ
て
春
秋
の
長
閑
な
る
日
は
雅
俗
と

も
に
弁
当
・
竹
筒
を
携
へ
、
こ
こ
に
渡
り
て
詩
作
る
あ
り
、
歌
よ
む
あ

り
、
諷
ふ
あ
り
、
舞
ふ
あ
り
て
、
己
が
ま
に
ま
に
楽
し
み
尽
く
す
。
実
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に
国
中
無
双
の
奇
石
な
り
。
か
る
が
ゆ
ゑ
に
、
い
に
し
へ
よ
り
当
国
の

相
撲
取
の
名
乗
に
平
石
と
号
す
る
あ
り
、
こ
れ
ま
つ
た
く
そ
の
力
量
を

称
し
、
無
双
の
大
石
に
比
し
た
る
な
り
）

　

箱
ノ
岬
（
仁
保
の
浦
よ
り
西
北
の
方
に
あ
り
。
本
山
の
荘
よ
り
つ
づ

き
て
、
そ
の
間
七
里
の
岬
な
り
と
云
ふ
。
海
上
に
突
き
出
づ
る
事
抜
群

に
し
て
、
左
右
に
く
ら
ぶ
る
も
の
な
し
。
箱
浦
と
も
い
ふ
。
浜
の
方
に

御
崎
明
神
の
社
あ
り
、
村
中
の
産
土
神
な
り
）

　

大
浜　

積
之
浦　

生
利
ノ
浜　

花
御
前
（
と
も
に
岬
の
本
に
列
な
る（

５
））

こ
こ
で
は
、
後
に
『
讃
岐
名
勝
栞
』
で
浦
島
が
竜
宮
へ
旅
立
っ
た
と
い

わ
れ
る
平
石
や
蔦
島
に
つ
い
て
の
記
述
が
確
認
で
き
る
が
、
浦
島
伝
説
に

つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
箱
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

管
見
の
限
り
、
浦
島
伝
説
に
関
す
る
記
述
で
最
も
古
い
も
の
は

一
九
〇
七
年
の
矢
原
理
平
『
讃
岐
名
勝
栞
』
で
あ
る
。

二
尾
ノ
浦
、
豪
家
千
軒
余
薨
ヲ
並
フ
ル
富
地
也
。
昔
雄
畧
帝
二
十
二
年

春
浦
島
太
郎
□
子
當
浦
ノ
者
ニ
テ
常
ニ
平
石
上
ニ
テ
佚
游
快
樂
ヲ
極

メ
居
或
日
龜
ヲ
釣
得
夫
ニ
駕
シ
海
宮
ニ
至
リ
其
宮
殿
樓
閣
ノ
美
言
ヘ

カ
ラ
ス
サ
レ
ト
故
郷
愛
褻
ク
思
ヒ
歸
ル
ニ
臨
ミ
仙
女
ヨ
リ
玉
手
筥
玉

ヒ
戒
テ
日
此
筥
開
ク
ナ
カ
レ
ト
云
歸
リ
テ
見
レ
ハ
故
郷
ノ
風
俗
豹
變
セ

シ
故
問
聞
ハ
昔
浦
島
カ
海
ニ
浮
ン
テ
歸
ラ
ヌ
ト
云
時
ニ
桓
武
帝
御
世

三
百
四
十
八
年
歴
テ
歸
ル
不
審
ノ
思
ヒ
ヲ
ナ
シ
則
玉
手
筥
ノ
符
ヲ
切
開

キ
見
レ
ハ
中
ヨ
リ
雲
煙
ノ
皓
然
空
ニ
上
リ
今
マ
テ
美
男
子
タ
ル
容
貌
忽

チ
白
髪
ノ
極
老
ト
貌
チ
ヲ
變
シ
程
ナ
ク
死
亡
セ
シ
ト
ナ
ン
浦
島
カ
出
生

ノ
地
ナ
ル
故
積
ノ
浦
香
田
浦
仁
尾
ノ
浦
ト
云
玉
手
筥
開
キ
見
ル
所
ヲ
筥

ノ
港
ト
呼
傳
ヘ
シ
ト
ナ
ン

（
６
）

こ
れ
を
見
る
と
、
旧
荘
内
村
の
事
物
と
多
く
結
び
つ
い
て
い
る
現
在
の

伝
説
と
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

内
容
は
と
も
か
く
、
浦
島
伝
説
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
『
讃
州
府
志
』（
一
九
一
五
年
）
や
『
西
讃
府
志
』

（
一
九
二
九
年
）
で
は
浦
島
伝
説
と
は
関
係
の
な
い
地
名
由
来
を
記
し
て

い
る

（
７
）。

次
に
浦
島
伝
説
が
確
認
で
き
る
の
は
一
九
三
四
年
に
『
旅
と
伝
説
』
へ

寄
せ
ら
れ
た
草
薙
武
吉
の
「
讃
岐
仁
尾
浜
の
浦
島
傳
説（

８
）」

で
あ
る
。
こ
こ

で
は
出
生
地
は
仁
尾
町
で
あ
り
、『
讃
岐
名
勝
栞
』
と
同
様
、
平
石
で
釣

り
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
亀
に
乗
せ
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
行
っ

た
先
は
伊
吹
島
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
伊
吹
島
は
隣
の
市
で
あ
る
観
音
寺

に
属
す
る
島
で
あ
る
。

さ
て
、
先
に
挙
げ
た
浦
島
に
関
す
る
文
献
で
竜
宮
へ
旅
立
っ
た
と
し
て

い
た
平
石
で
あ
る
が
、
名
勝
と
し
て
有
名
だ
っ
た
ら
し
く
、
多
く
の
文
献

に
記
さ
れ
た
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
、
浦
島
と
の
関
係
を
表
し
た
も
の

は
こ
れ
ら
以
前
に
は
遡
れ
な
い

（
９
）。

こ
こ
ま
で
挙
げ
た
戦
前
の
文
献
資
料
を
見
て
い
く
と
、
冒
頭
に
記
し
た

旧
荘
内
村
を
中
心
と
し
た
浦
島
伝
説
と
は
だ
い
ぶ
違
う
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
戦
前
の
段
階
で
は
、
旧
荘
内
村
を
中
心
と
し
た
浦
島
伝
説

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
、
も
し
く
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
伝
説
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
戦
後
に
な
る
と
旧
荘
内
村
に
お
い
て
浦
島
伝
説
が
活
性
化
し
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て
い
く
。

２
、
戦
後
の
浦
島
伝
説
と
そ
の
周
辺
の
記
述

表
紙
に
一
九
四
八
年
二
月
と
い
う
日
付
と
と
も
に
三
倉
康
坤
「
浦
島
太

郎
の
研
究

）
（（
（

」
と
題
さ
れ
た
ノ
ー
ト
を
見
る
機
会
を
得
た
。
こ
の
三
倉
康
坤

と
は
、
荘
内
の
郷
土
史
家
で
も
あ
っ
た
三
倉
重
太
郎
氏
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で

あ
る
。
三
倉
氏
は
一
九
〇
〇
年
生
ま
れ
で
、
小
学
校
の
教
員
や
教
育
委
員

会
な
ど
長
年
に
渡
っ
て
教
育
に
携
わ
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

こ
の
ノ
ー
ト
に
は
、「
丹
後
国
風
土
記
逸
文
」
を
は
じ
め
、
浦
島
伝
説

や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
こ
と
な
ど
様
々
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中

で
も
注
目
し
た
の
は
、「
荘
内
浦
島
子
の
伝
説
」
と
記
さ
れ
た
箇
所
で
あ

る
。
ノ
ー
ト
に
記
さ
れ
た
順
に
、
ま
ず
は
「
新
田
善
造
氏
の
説
」
を
見
て

い
く
。

生
里
に
生
れ
／
家
の
浦
に
棲
む
／
よ
も
ぎ
の
浜
で
亀
を
救
う
／

糸
之
越
…
浦
島
太
郎
の
釣
糸
が
越
え
る
＝
程
に
狭
き
所
と
亀
に
の
せ
ら

れ
瀬
戸
の
島
々
（
海
宮
）
を
め
ぐ
る
＝
三
百
年
、
姫
に
送
ら
れ
玉
手
箱

も
ら
つ
て
沢
山
の
宝
「
七
宝
」
を
積
ん
で
か
え
る
＝
積
の
「
金
輪
」
へ

＝
姫
の
金
輪
を
お
と
し
た
所
と
／

「
七
宝
山
」
＝
こ
の
宝
を
七
浦
に
わ
か
□
／
積
浦
＝
宝
を
積
ん
で
来
た

為
、
／
「
姫
路
」
＝
粟
島
の
小
さ
な
部
落
…
姫
を
□
□
め
た
所
と
、

　
「
箱
浦
」
＝
玉
手
箱
に
外
箱
を
造
ら
せ
「
大
工
」
と
い
ふ
家
あ
り
、

室
浜
＝
不
老
濱
に
し
て
こ
こ
に
居
る
／

仁
老
浜
＝
仁
老
浜
で
生
を
終
る
と
仁
の
あ
る
老
人
い
わ
く
／
紫
雲
出
山

は
玉
手
箱
よ
り
出
で
し
煙
が
山
に
か
か
る
に
名
づ
く
。

こ
れ
は
戦
前
の
資
料
に
比
べ
れ
ば
、
現
在
の
も
の
に
内
容
が
近
い
。
た

だ
し
、
説
と
い
う
言
葉
か
ら
こ
れ
が
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
か
、
新

田
氏
に
よ
る
創
作
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
ち
な

み
に
こ
の
新
田
善
造
氏
は
箱
に
住
み
、
教
員
を
し
て
い
た
人
物
で
、
後
に

出
て
く
る
彫
刻
家
新
田
藤
太
郎
氏
の
兄
弟
に
あ
た
る
。

次
に
大
西
友
吉
氏
の
説
を
見
て
い
く
。
こ
の
人
物
は
後
に
自
ら
浦
島
太

郎
と
名
乗
り
、
浦
島
伝
説
を
盛
り
上
げ
て
い
っ
た
人
物
で
あ
る
。
説
の
冒

頭
に
は
「
祖
母
「
亀
」
の
寝
物
語
り
に
依
る
と
冒
頭
し
て
説
く
」
と
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
祖
母
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
以
下
に
続
い
て
い
く
。

祖
先
は
積
新
田
の
「
新
田
」
…
與
作
が
生
里
へ
／
仁
老
浜
の
し
も
美
人

と
婚
し
て
浦
島
太
郎
（
太
兵
衛
）
を
生
む
／

十
八
才
迄
生
里
で
成
長
せ
し
も
。
／
箱
（
明
神
里
）
へ
移
り
明
神
社
の

ふ
も
と
に
い
を
り
を
結
ぶ
／
釣
り
を
業
と
す
る
／

箱
浦
の
鼻
で
亀
に
魅
せ
ら
れ
た
様
に
な
つ
て
／
何
処
と
も
な
く
消
え
て

ゆ
く

帰
る
＝
「
五
十
年
」
経
て
い
た
、
…
家
な
し
…
□
□
□
に
仮
住
す
、
／

亀
の
死
を
き
ヽ
霊
を
求
め
て
み
そ
ら
（
今
の
大
空
）
に
ま
つ
る

玉
手
箱
＝
玉
出
箱
…
／
竹
生
島
の
あ
た
り
に
呆
然
と
し
て
い
る
時
傍
に

玉
手
箱
あ
り
／
開
け
ば
玉
子
三
つ
と
そ
て
つ
あ
り

玉
子
を
抱
き
て
二
羽
の
鳥
出
る　

そ
て
つ
は
寺
門
に
植
え
た
、
／
之
を
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二
羽
鳥
と
し
「
鳥
居
」
の
意
義

之
を
く
ぐ
り
て
毎
日
み
そ
ら
に
ま
ゐ
る
、
／
そ
こ
で
竜
宮
城
の
話
や
、

踊
り
を
娘
子
供
ら
に
語
る

お
ぞ
ら
の
龍
宮
踊
り
／
旧
六
月
廿
三
日
に
今
も
新
米
を
も
つ
て
こ
ヽ
に

踊
り
を
し
て
ま
つ
る

こ
の
大
西
氏
の
説
は
玉
手
箱
の
件
が
か
な
り
変
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の

他
は
現
在
の
も
の
と
か
な
り
似
通
っ
て
い
る
。

そ
し
て
三
倉
氏
は
私
案
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
な
お
、
傍

線
は
執
筆
者
に
よ
る
も
の
で
、
～
線
は
新
田
氏
、
…
線
は
大
西
氏
、
―
は

両
氏
と
重
な
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

浦
島
太
郎

　

生
れ
＝
生
里
、
…
箱
浦
に
住
む　
　

家
の
浦
に
居
り
／
鴨
の
越
＝
亀

を
助
け
放
つ
／
箱
浦
よ
り
龍
宮
へ
／
三
百
年
／

　

竜
宮
よ
り
帰
る
＝
積
浦
上
陸
／
姫
路
へ
姫
を
お
く
／
箱
浦
に
か
へ
り

…
玉
手
箱
を
あ
け
る
／
竹
生
島
…
／
老
翁
と
な
り
／

　

亀
の
霊
を
＝
粟
島
に
流
れ
つ
き
し
亀
の
＝
／
「
お
空
」
に
祀
る
＝
そ

こ
に
集
る
娘
子
供
ら
に
龍
宮
時
代
の
話
や
踊
を
教
え
た

　

龍
宮
踊
り
／
今
に
旧
六
月
廿
三
日
／
死
ん
で
／
お
墓
＝
お
空
に
ま
つ

る
＝
竹
生
島
？
／

　

仁
老
浜
＝
老
い
て
居
た
か
／
室
浜　

□
□
い
た
か
…
不
老
の
浜
と
し

て
／

　

時
代
＝
天
長
年
間
歿

こ
れ
を
見
る
と
、
三
倉
氏
は
新
田
氏
・
大
西
氏
の
説
を
用
い
つ
つ
、
自

ら
の
私
案
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
こ
の
ノ
ー
ト
の
違
う
箇
所
に
は
「
亀
に
関
す
る
実
話　

粟
島
―

亀
蛭
子
神
社
に
因
む
話
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

亀
の
死
骸
を
埋
め
し
所
□
□
波
に
洗
は
れ
て
現
は
れ
し
を
益
田
九
兵

治
な
る
も
の
（
現
在
の
益
田
房
吉
の
二
代
前
の
祖
父
）
埋
め
し
も
の
な

る
が
「
当
代
の
房
吉
」
氏
の
夢
に
乙
姫
現
は
れ
て
自
分
は
亀
蛭
子
神
社

の
神
体
「
亀
」
で
あ
る
。

　

何
度
埋
め
ら
れ
て
も
さ
ら
さ
れ
て
困
る
か
ら
あ
そ
こ
を
き
れ
い
に
石

垣
を
築
い
て
守
っ
て
ま
つ
っ
て
く
れ
と

　

こ
の
話
を
疑
う
な
…
…
そ
の
□
□
証
拠
と
し
て
あ
の
石
の
下
を
掘
れ

そ
こ
に
宝
あ
り
云
々

　

そ
こ
を
掘
れ
ば
□
の
掟　

金
の
ご
神
体
現
は
る　

今
に
之
を
益
田
家

に
祀
る
…
旧
三
月
十
日
命
日
祭
あ
り
。
其
後
、
亀
蛭
子
神
社
の
周
囲
を

石
垣
で
廻
ら
し
時
の
村
長
ら
の
同
意
を
得
て
今
の
社
を
建
立
し
た
も
の

で
あ
る

こ
こ
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
こ
の
段
階
で
は
亀
戎
社
は
浦
島
と
は
関
連

付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
後
に
浦
島
の
霊
が
昇
天
し
た
か
ら
「
上
天
」

と
い
う
地
名
由
来
も
出
て
来
な
い
。

次
に
一
九
四
八
年
四
月
稿
、
一
九
五
〇
年
九
月
修
正
と
記
さ
れ
た
謄
写

版
で
紐
と
じ
の
『
伝
説　

さ
ぬ
き　

浦
島
太
郎
の
研
究

）
（（
（

』
を
見
て
行
こ
う
。

こ
の
資
料
に
記
さ
れ
て
い
る
話
は
、「
香
川
県
三
豊
市
の
浦
島
伝
説
記
述

比
較
表
」
を
見
て
分
か
る
通
り
、
そ
の
後
の
資
料
と
か
な
り
似
通
っ
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
執
筆
者
は
先
の
三
倉
氏
で
あ
る
。
骨
子
は
三
倉
氏
の
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資料名 発行年
執筆年

両親の出生地 浦島の出身地
居住地 きっかけ 出発点 行き先 帰りついたと

ころ 姫路 不老
浜 亀のその後 竜宮踊り

の由来
玉手箱を開
けたところ

仁老
浜

玉手箱の
煙

死んだと
ころ

浦島の
墓 備考　　　父　　　　　 母

①『讃岐名勝栞』 1907 年 × × 積ノ浦・香田浦
仁尾ノ浦

平石（仁尾町）で
亀を釣り上げる 平石 海宮 × × × × × 筥 × × × × ―

②「讃岐仁尾浜の浦島傳
説」 1909 年 × × 仁尾の古江 ×（大亀に乗せら

れて） × 伊吹島 艾ヶ浦（大浜
か） × × × × 箱 × 紫雲出山 × ×

平石北側の浦島臺で常に釣
りをしていた
浦島臺でとれる鯛を浦島鯛
と呼んでいた

③
「浦島太郎の研究」
ノート新田善造氏の
説

1948 年～ × × 生里→
家の浦

よもぎの浜（大浜
か）で亀を救う 糸の越 島々海宮 積（金輪） × ○ × × × ○ 紫雲出山 仁老浜 ×

七宝山は浦島の宝を分けた
ことから名づく

「大工」という家
糸の越

④
「浦島太郎の研究」
ノート大西友吉氏の
説

1948 年～ 積新田→生里 仁老浜 生里→箱 亀に魅せられて 箱浦の鼻 ×（龍宮） × × × 霊を大空に
祀る ○ 竹生島 × × × ×

祖母の寝物語
浦島太郎（太兵衛）
玉手箱の中身は玉子

⑤「浦島太郎の研究」
ノート三倉氏私案 1948 年～ × × 生里→箱、家の

浦
鴨の越で亀を助け、
放す 箱崎 龍宮 積浦 × × 霊を大空に

祀る ○ 箱浦 ○ × ×
竹生
島？

（箱）

仁老浜…老いていたか
室浜…不老の浜か

⑥『伝説 さぬき浦島太
郎の研究』

1948 年～
1950 年

仁尾の家浦
　　古家　→生里 仁老浜 生里→箱 鴨の越で亀を助け、

放す 箱浦 竜宮（異説も） 積浦金輪の鼻 ○ ○ 亀戎社霊を
大空に祀る ○ 竹生島 ○ 紫雲出山 竹生島 竹生島

（箱） 浦島太郎（太兵衛）

⑦「讃岐の浦島太郎物語
と大観光地」

1950 年
6 月か × × 家浦 生里で亀を助け、

放す 御幸石 龍宮／燧灘／
伊吹島 関の浦→室浜 × × × × 箱 × 紫雲出山 × × 糸の越で玉手箱の糸のすそ

がとけた

⑧「浦島太郎の生国」 1950 年
9 月 仁尾の家浦 × 生里 ×（蜃気楼に魅せ

られて） 御幸石 対岸（靱） 積浦 ○ ○
亀戎社

霊を大空に
祀る

○ × × 紫雲出山 竹生島 × 霊は紫雲出山山頂に竜王社
としてまつる

⑨『観光浦島』 1952 年 仁尾の家浦
　　古家　→生里 仁老浜 箱浦 鴨越で亀を助け、

放す 箱崎 竜宮
（異説も）

積浦
金輪の鼻 ○ ○

霊を大空に
祀る

亀戎社
○ 箱 ○ 紫雲出山 竹生島

上天 竹生島
浦島が釣糸をもって通って
いたところだから糸の越。
ここに腰掛石もある

⑩『仁尾町誌』 1955 年 × × 積ノ浦・香田浦
仁尾ノ浦

平石（仁尾町）で
亀を釣り上げる 平石 海宮 × × × × × 筥 × × × × 『讃岐名勝栞』の引用

⑪「週刊香川」 1958 年 仁尾の
家浦 →生里 仁老浜 生里→箱 鴨の越で亀を助け、

放す 沖（箱とも）島々（龍宮） 金輪の鼻（積
浦） ○ × 霊を大空に

祀る亀戎社 × 箱浦 ○ 紫雲出山 箱浦 箱浦 浦島太郎（公太郎）

⑫「さぬきの伝説」 1959 年 家の浦 × × ×（鴨の越で亀を
助け、放す） × 島々竜宮 積浦 ○ × 亀戎社 × 箱浦 × 紫雲出山 × 箱 浦島太郎（公太郎）亀に乗

せられる件なし

⑬『詫間町誌』 1971 年 家の浦→生里 仁老浜 生里→箱浦 鴨の越で亀を助け、
放す 箱浦（亀石） 竜宮 積浦 

金輪のそわい ○ × 霊を大空に
祀る亀戎社 ○ 箱 ○ 紫雲出山 竹生島

上天 箱 ―

⑭ 社会科副読本『わた
したちの詫間町』 1975 年 家の浦→生里 × 生里 鴨の越で亀を助け、

放す 箱浦（亀岩） 竜宮 金輪の鼻（積
浦） ○ ○ 亀戎社 × 箱浦 ○ 紫雲出山 × × 浦島が釣糸をもって通って

いたところだから糸の越。

⑮『詫間の文化財』第６
集 1977 年 家の浦→生里 仁老浜 生里→箱浦 鴨の越で亀を助け、

放す 箱浦（亀石） 竜宮 積浦 /（金輪の
そわい） ○ × 霊を大空に

祀る亀戎社 ○ 箱 ○ 紫雲出山 竹生島
昇天

竹生島
（箱） ―

⑯『香川のむかし話』 1977 年 × × 三崎 父の生地で亀を助
け、放す どんがめ石 竜宮 金輪の鼻（積） × × （亀戎社） × 竹生島（箱

浦） × 紫雲出山 × × 話者　三倉重太郎

⑰『さぬき詫間の民話』 1993 年 家の浦→生里 仁老浜 （生里） 島々の美しさに憧
れて × 島々 × × ○ 霊を大空に

祀る亀戎社 ○ 箱浦 × 紫雲出山 竹生島
上天

竹生島
（箱） 話者　三倉重太郎

⑱『浦島太郎のふるさ
と』 1995 年か 家の浦→生里 仁老浜 生里→箱浦 鴨の越で亀を助け、

放す 箱浦（亀石） 竜宮 積浦／金輪の
そわい ○ × 霊を大空に

祀る亀戎社 ○ 箱 ○ 紫雲出山 竹生島 
昇天

竹生島 
（箱）

浦島が釣糸をもって通って
いたところだから糸の越。
ここに腰掛石もある
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資料名 発行年
執筆年

両親の出生地 浦島の出身地
居住地 きっかけ 出発点 行き先 帰りついたと

ころ 姫路 不老
浜 亀のその後 竜宮踊り

の由来
玉手箱を開
けたところ

仁老
浜

玉手箱の
煙

死んだと
ころ

浦島の
墓 備考　　　父　　　　　 母

①『讃岐名勝栞』 1907 年 × × 積ノ浦・香田浦
仁尾ノ浦

平石（仁尾町）で
亀を釣り上げる 平石 海宮 × × × × × 筥 × × × × ―

②「讃岐仁尾浜の浦島傳
説」 1909 年 × × 仁尾の古江 ×（大亀に乗せら

れて） × 伊吹島 艾ヶ浦（大浜
か） × × × × 箱 × 紫雲出山 × ×

平石北側の浦島臺で常に釣
りをしていた
浦島臺でとれる鯛を浦島鯛
と呼んでいた

③
「浦島太郎の研究」
ノート新田善造氏の
説

1948 年～ × × 生里→
家の浦

よもぎの浜（大浜
か）で亀を救う 糸の越 島々海宮 積（金輪） × ○ × × × ○ 紫雲出山 仁老浜 ×

七宝山は浦島の宝を分けた
ことから名づく

「大工」という家
糸の越

④
「浦島太郎の研究」
ノート大西友吉氏の
説

1948 年～ 積新田→生里 仁老浜 生里→箱 亀に魅せられて 箱浦の鼻 ×（龍宮） × × × 霊を大空に
祀る ○ 竹生島 × × × ×

祖母の寝物語
浦島太郎（太兵衛）
玉手箱の中身は玉子

⑤「浦島太郎の研究」
ノート三倉氏私案 1948 年～ × × 生里→箱、家の

浦
鴨の越で亀を助け、
放す 箱崎 龍宮 積浦 × × 霊を大空に

祀る ○ 箱浦 ○ × ×
竹生
島？

（箱）

仁老浜…老いていたか
室浜…不老の浜か

⑥『伝説 さぬき浦島太
郎の研究』

1948 年～
1950 年

仁尾の家浦
　　古家　→生里 仁老浜 生里→箱 鴨の越で亀を助け、

放す 箱浦 竜宮（異説も） 積浦金輪の鼻 ○ ○ 亀戎社霊を
大空に祀る ○ 竹生島 ○ 紫雲出山 竹生島 竹生島

（箱） 浦島太郎（太兵衛）

⑦「讃岐の浦島太郎物語
と大観光地」

1950 年
6 月か × × 家浦 生里で亀を助け、

放す 御幸石 龍宮／燧灘／
伊吹島 関の浦→室浜 × × × × 箱 × 紫雲出山 × × 糸の越で玉手箱の糸のすそ

がとけた

⑧「浦島太郎の生国」 1950 年
9 月 仁尾の家浦 × 生里 ×（蜃気楼に魅せ

られて） 御幸石 対岸（靱） 積浦 ○ ○
亀戎社

霊を大空に
祀る

○ × × 紫雲出山 竹生島 × 霊は紫雲出山山頂に竜王社
としてまつる

⑨『観光浦島』 1952 年 仁尾の家浦
　　古家　→生里 仁老浜 箱浦 鴨越で亀を助け、

放す 箱崎 竜宮
（異説も）

積浦
金輪の鼻 ○ ○

霊を大空に
祀る

亀戎社
○ 箱 ○ 紫雲出山 竹生島

上天 竹生島
浦島が釣糸をもって通って
いたところだから糸の越。
ここに腰掛石もある

⑩『仁尾町誌』 1955 年 × × 積ノ浦・香田浦
仁尾ノ浦

平石（仁尾町）で
亀を釣り上げる 平石 海宮 × × × × × 筥 × × × × 『讃岐名勝栞』の引用

⑪「週刊香川」 1958 年 仁尾の
家浦 →生里 仁老浜 生里→箱 鴨の越で亀を助け、

放す 沖（箱とも）島々（龍宮） 金輪の鼻（積
浦） ○ × 霊を大空に

祀る亀戎社 × 箱浦 ○ 紫雲出山 箱浦 箱浦 浦島太郎（公太郎）

⑫「さぬきの伝説」 1959 年 家の浦 × × ×（鴨の越で亀を
助け、放す） × 島々竜宮 積浦 ○ × 亀戎社 × 箱浦 × 紫雲出山 × 箱 浦島太郎（公太郎）亀に乗

せられる件なし

⑬『詫間町誌』 1971 年 家の浦→生里 仁老浜 生里→箱浦 鴨の越で亀を助け、
放す 箱浦（亀石） 竜宮 積浦 

金輪のそわい ○ × 霊を大空に
祀る亀戎社 ○ 箱 ○ 紫雲出山 竹生島

上天 箱 ―

⑭ 社会科副読本『わた
したちの詫間町』 1975 年 家の浦→生里 × 生里 鴨の越で亀を助け、

放す 箱浦（亀岩） 竜宮 金輪の鼻（積
浦） ○ ○ 亀戎社 × 箱浦 ○ 紫雲出山 × × 浦島が釣糸をもって通って

いたところだから糸の越。

⑮『詫間の文化財』第６
集 1977 年 家の浦→生里 仁老浜 生里→箱浦 鴨の越で亀を助け、

放す 箱浦（亀石） 竜宮 積浦 /（金輪の
そわい） ○ × 霊を大空に

祀る亀戎社 ○ 箱 ○ 紫雲出山 竹生島
昇天

竹生島
（箱） ―

⑯『香川のむかし話』 1977 年 × × 三崎 父の生地で亀を助
け、放す どんがめ石 竜宮 金輪の鼻（積） × × （亀戎社） × 竹生島（箱

浦） × 紫雲出山 × × 話者　三倉重太郎

⑰『さぬき詫間の民話』 1993 年 家の浦→生里 仁老浜 （生里） 島々の美しさに憧
れて × 島々 × × ○ 霊を大空に

祀る亀戎社 ○ 箱浦 × 紫雲出山 竹生島
上天

竹生島
（箱） 話者　三倉重太郎

⑱『浦島太郎のふるさ
と』 1995 年か 家の浦→生里 仁老浜 生里→箱浦 鴨の越で亀を助け、

放す 箱浦（亀石） 竜宮 積浦／金輪の
そわい ○ × 霊を大空に

祀る亀戎社 ○ 箱 ○ 紫雲出山 竹生島 
昇天

竹生島 
（箱）

浦島が釣糸をもって通って
いたところだから糸の越。
ここに腰掛石もある

香川県三豊市の浦島伝説記述比較表
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私
案
と
重
な
っ
て
い
る
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
新
田
氏
と
大
西
氏
の
説
が

入
っ
て
い
る
。
そ
の
上
、
研
究
ノ
ー
ト
の
私
案
で
は
、
浦
島
と
結
び
つ
い

て
い
な
か
っ
た
「
亀
戎
社
」
の
話
が
浦
島
の
話
と
な
り
、
ま
た
浦
島
の
霊

が
昇
天
し
た
と
い
う
「
上
天
」
も
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
上
天
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
話
が
確
認
で
き
た
。

　

浦
四
国
っ
て
い
う
、
八
十
八
ヵ
所
の
札
所
が
一
か
所
あ
っ
た
、
十
何

番
か
な
あ
。
荘
内
ぐ
る
ぐ
る
ー
っ
と
八
十
八
ヵ
所
あ
る
わ
け
や
。
上
天

さ
ん
の
中
に
も
あ
る
ん
や
。
ん
だ
け
ど
本
尊
さ
ん
は
上
天
大
師
っ
て
い

う
仏
像
も
あ
る
し
。
水
も
出
お
っ
た
な
。
休
憩
所
に
し
て
な
。
そ
ん
で
、

こ
こ
ら
で
、
わ
し
ら
の
子
ど
も
時
分
に
雨
乞
い
っ
て
。
高
い
と
こ
火
焚

い
て
な
、
行
っ
た
こ
と
あ
る
。
な
ん
と
か
か
ん
と
か
念
仏
唱
え
て
、
ボ

ン
ボ
ン
ボ
ン
ボ
ン
火
を
焚
い
て
雨
乞
い
す
る
わ
け
や
。
上
天
の
前
に
広

場
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
焚
く
よ
う
な
状
態
に
し
と
っ
た
わ
け
や
。

　

上
天
さ
ん
と
か
、
紫
雲
出
の
中
間
に
そ
こ
だ
け
水
湧
き
出
た
と
こ
と

か
、
新
田
城
と
か
い
う
城
が
あ
っ
た
と
か
は
聞
い
た
け
ど
な
。
浦
島
の

伝
説
は
親
か
ら
聞
い
て
な
い
な
あ
。（
積　

男
性　

一
九
三
二
年
生
）

調
査
を
進
め
て
い
く
と
、
こ
の
話
者
の
よ
う
に
「
上
天
」
は
浦
島
伝
説

と
の
関
連
で
は
な
く
、
浦
四
国
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
場
所
で

あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た）

（（
（

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
「
上
天
」
と
「
亀
戎
社
」

は
浦
島
伝
説
へ
の
読
み
替
え
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
墓
に
つ
い
て
も
ノ
ー
ト
で
は
「
竹
生
島
？
」
と
し
て
い
た
も
の

を
、「
？
」
を
取
り
除
い
て
「
竹
生
島
」
と
し
て
い
る）

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
ノ
ー
ト
に
記
さ
れ
た
「
浦
島
太
郎
の
研
究
」
か
ら
謄
写
版

『
浦
島
太
郎
の
研
究
』
へ
の
過
程
を
見
て
い
く
と
、
現
在
の
浦
島
伝
説
は

様
々
な
説
や
伝
承
を
机
上
で
取
捨
選
択
し
て
、
整
理
さ
れ
た
も
の
、
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
こ
の
作
ら
れ
た
浦
島
の
話
は
、
浦
島
伝
説
と
し
て
発
表
さ
れ
て

い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
伝
説
を
作
り
上
げ
て
い
く
過
程
で
中
心
的

な
役
割
を
果
た
し
た
三
倉
氏
も
積
極
的
に
発
信
し
て
い
っ
た）

（（
（

。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
浦
島
伝
説
を
作
り
上
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
の

か
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
発
信
し
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

三　

浦
島
伝
説
を
取
り
巻
く
環
境

詫
間
町
の
歴
史
民
俗
博
物
館
の
館
長
を
し
て
い
た
真
鍋
道
弘
氏
は
「
詫

間
の
浦
島
伝
説
に
つ
い
て
」
の
中
で

当
時
郷
里
の
積
浦
に
帰
省
さ
れ
て
い
た
日
本
彫
刻
界
の
権
威
者
・
新
田

藤
太
郎
氏
が
、「
半
島
に
散
在
す
る
集
落
の
地
名
こ
そ
、
浦
島
物
語
か

ら
命
名
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
地
名
の
研
究
こ
そ
先
決
で
あ

る
。」
と
提
案
し
、
そ
れ
を
受
け
て
郷
土
史
家
・
三
倉
重
太
郎
氏
に
よ
っ

て
ま
と
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
い
ま
す

）
（（
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
浦
島
伝
説
が
観
光
の
為
に
整
理
さ
れ
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
か
ら
は
、
そ
の
過
程
を
見
て
い
こ
う
。

荘
内
の
一
集
落
で
あ
る
箱
で
「
香
川
県
三
豊
郡
庄
内
村
箱
浦
観
光
促
進

会
」
と
い
う
会
が
一
九
四
八
年
二
月
に
発
足
し
て
い
る
。
こ
の
会
の
発
足

の
時
期
と
浦
島
伝
説
に
つ
い
て
三
倉
氏
が
ま
と
め
だ
し
た
時
期
が
一
致
す
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る
こ
と
か
ら
、
こ
の
観
光
促
進
会
が
浦
島
伝
説
を
ま
と
め
て
い
く
き
っ
か

け
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

謄
写
版
『
傳
説　

さ
ぬ
き　

浦
島
太
郎
の
研
究
』
に
は
次
の
よ
う
に
記

し
て
あ
る
。

　

本
村
に
此
の
伝
説
（
浦
島
伝
説
─
筆
者
注
）
が
流
布
さ
れ
て
い
た
の

は
古
い
歴
史
を
も
つ
て
い
る
。
編
者
が
初
め
て
之
を
村
誌
に
「
本
村
に

浦
島
太
郎
の
伝
説
あ
り
」
と
し
て
採
録
し
た
の
は
二
十
年
の
昔
で
あ
つ

た
。
村
の
何
某
が
伝
え
何
家
に
残
り
誰
が
喧
伝
し
た
と
い
う
も
の
で
も

な
く
又
村
民
の
多
く
は
之
を
知
ら
ず
関
心
も
有
□
ず
村
誌
に
発
表
（
謄

写
版
の
小
刷
子
…
…
ど
こ
か
の
有
志
の
宅
に
残
さ
れ
て
い
る
筈
）
し
た

当
時
も
何
の
驚
き
も
反
響
も
な
か
つ
た
も
の
で
正
直
の
所
編
者
も
誰
か

ら
聞
い
た
と
云
う
の
で
も
な
く
私
一
人
で
偶
然
に
考
え
出
し
創
作
し
た

も
の
で
も
な
い
。
今
で
も
時
々
人
々
か
ら
「
あ
の
伝
説
の
最
初
は
ど
こ

か
ら
出
た
の
か
」
と
質
問
さ
れ
る
が
私
は
そ
れ
に
対
し
て
適
確
な
返
答

は
出
来
ず
に
い
る
の
で
私
自
身
も
ど
う
も
不
思
議
だ
と
さ
え
思
っ
て
い

る
次
第
で
あ
る
。

　

こ
ん
な
有
様
で
こ
の
伝
説
が
本
村
に
生
れ
た
ま
ゝ
温
存
（
で
な
く
て

冷
存
か
隠
存
）
さ
れ
少
し
も
発
展
し
な
い
間
に
或
は
観
音
寺
町
に
琴
弾

公
園
に
因
ん
で
浦
島
伝
説
が
作
ら
れ
（
た
し
か
松
尾
明
徳
氏
？
）
仁
尾

町
が
蔦
島
公
園
宣
伝
に
こ
の
伝
説
を
取
入
れ
ら
れ
た
が　

何
れ
も
浦
島

発
祥
地
と
し
て
結
び
つ
き
観
光
地
と
し
て
そ
の
お
か
げ
を
蒙
む
っ
た
と

い
う
ま
で
に
は
立
ち
至
ら
な
か
つ
た
よ
う
に
思
う

）
（（
（

。

こ
こ
に
は
十
数
年
前
に
浦
島
伝
説
を
発
表
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
何
の
影

響
も
な
く
止
し
た
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
研
究
ノ
ー
ト
で
も
確
認
で
き
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
今
の
よ
う
に
荘
内
の
人
々
な
ら
だ
れ
し
も
が
浦
島
伝

説
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を

知
っ
て
か
ら
も
特
に
熱
心
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
浦
島
伝
説
を
観
光
に
活
か
そ
う
と

し
た
の
か
。

さ
ぬ
き
は
東
に
鬼
ヶ
島
の
桃
太
郎
の
伝
説
が
あ
り　

こ
れ
に
呼
応
し
て

西
に
浦
島
の
伝
説
を
有
し
全
く
お
伽
の
国
と
し
て
平
和
文
化
建
設
に
ふ

さ
わ
し
い
こ
と
を
郷
土
人
と
し
て
よ
ろ
こ
び
と
し
且
つ
将
来
さ
ぬ
き
が

平
和
日
本
の
代
表
と
な
る
べ
き
□
□
祈
っ
て
や
ま
な
い）

（（
（

。

つ
ま
り
、
高
松
の
桃
太
郎
伝
説
と
呼
応
す
る
よ
う
な
形
で
浦
島
伝
説
に

注
目
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、

伝
説
は
人
に
依
り
種
々
異
な
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
私
は
一
応
そ
れ
ら

を
調
査
比
較
し
所
謂
浦
島
伝
説
の
先
入
的
主
観
性
や
情
緒
を
こ
わ
さ
な

い
よ
う
に
注
意
す
る
と
共
に
浦
島
全
村
域
に
亘
つ
て
関
係
の
あ
る
地

名
・
行
事
・
習
慣
等
地
域
性
を
生
か
す
様
努
力
し
て
ま
と
め
て
み
た

）
（（
（

。

と
い
う
記
述
か
ら
、
先
程
の
読
み
替
え
の
理
由
の
一
端
と
荘
内
村
に
伝
承

が
固
ま
っ
て
い
る
理
由
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
同
書
の
「
浦
島
観
光
計
画
案
」
に
は
、
か
な
り
壮
大
な
計
画
が

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
注
目
し
た
の
は
「
施
設
要
領
」
内
の
「
名

所
・
史
蹟
・
勝
景　

施
設
」
十
項
目
の
中
の
二
つ
で
あ
る
。

８
、
鴨
越
…
丸
山

　
　
　

浦
島
明
神
社
の
創
建
（
昭
和
二
十
四
年
に
で
き
る
）（
中
略
）
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10
、
生
里
、
仁
老
浜

　
　
　

伝
説
に
因
む
「
家
」
の
設
定

８
の
鴨
の
越
の
浦
島
明
神
社
と
言
わ
れ
て
い
る
社
は
、
実
際
に
は
竜
王

社
と
掲
げ
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
観
光
」
の
た
め
に
新
し
く
神
社
を
建

立
す
る
と
い
う
の
は
か
な
り
稀
有
な
事
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
10
の
伝
説
に
因
む
「
家
」
の
設
定
に
応
じ
た
の
か
は
は
っ
き
り

し
な
い
が
、
ノ
ー
ト
に
も
登
場
し
た
荘
内
箱
の
大
西
友
吉
氏
は
自
ら
浦
島

太
郎
と
名
乗
り
、
精
力
的
に
活
動
し
て
い
く）

（（
（

。

こ
う
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
浦
島
伝
説
だ
が
、
そ
れ
と
前
後
し

て
香
川
県
の
郷
土
史
家
で
あ
る
福
家
惣
衛
氏
や
宮
尾
し
げ
を
氏
が
荘
内
の

浦
島
伝
説
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
両
氏
に
取
り
上
げ
ら
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
「
誠
に
心
強
い
次
第
で
あ
る

）
（（
（

」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
ま
で
反
響
が
な
く
価
値
が
あ
い
ま
い
だ
っ
た
浦
島
伝
説
が
、
高
松
の

桃
太
郎
伝
説
や
研
究
者
に
よ
っ
て
文
化
的
に
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
見
出

さ
れ
た
と
読
み
取
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
伝
説
は
、
伝
承
者
が
い
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
先
に
述

べ
た
通
り
、
こ
の
旧
荘
内
村
で
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
ほ
と
ん
ど
の
方
が

浦
島
伝
説
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
教
育
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
に
教
育
の
現
場
で
浦
島
伝
説
は
活
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
詫
間
町
社
会
科
副
読
本

）
（（
（

に
は
「
伝
説　

浦
島
太
郎
」
と
し
て
、

ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
る
の
か
が
地
図
に
説
明
を
書
き
入
れ
る
形

で
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
第
三
十
七
回
全
国
へ
き
地
教
育
研
究
大
会
」

（
一
九
八
八
年
）
が
箱
浦
小
学
校
で
行
わ
れ
た
際
に
は
児
童
発
表
と
題
し

て
、
箱
浦
小
学
校
の
児
童
た
ち
が
荘
内
の
浦
島
伝
説
を
題
材
に
し
た
演
劇

を
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る）

（（
（

。

ま
た
三
倉
氏
の
作
っ
た
「
さ
ぬ
き
浦
島
音
頭

）
（（
（

」
は
盆
踊
り
の
際
に
口
説

の
代
わ
り
に
も
歌
わ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
今
で
も
覚
え
て
い
る
方
が
歌
っ

て
く
れ
た
。
そ
し
て
浦
島
伝
説
は
荘
内
村
か
ら
詫
間
町
に
な
っ
て
も
シ
ン

ボ
ル
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
一
例
と
し
て
「
ふ
る
さ
と
創
生
基

金
」
が
挙
げ
ら
れ
る）

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
浦
島
伝
説
を
観
光
資
源
と
し
て
活
用
す
る
た
め
に
机
上
で

整
理
さ
れ
て
い
っ
た
伝
説
は
、
教
育
や
行
政
の
精
力
的
な
活
動
に
よ
っ
て
、

そ
こ
に
住
む
人
々
や
地
域
に
根
付
い
て
い
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う）

（（
（

。

四　

お
わ
り
に

今
回
、
取
り
上
げ
た
旧
荘
内
村
の
浦
島
伝
説
は
、
戦
前
は
そ
れ
ほ
ど
活

性
化
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
戦
後
、
観
光
促
進
の
た
め
に
様
々
な
伝
承
が

机
上
で
浦
島
伝
説
に
読
み
替
え
ら
れ
、
ま
た
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
出
来
た
話
は
、
積
極
的
に
発

信
し
て
い
っ
た
こ
と
で
、
現
在
で
は
浦
島
伝
説
は
荘
内
の
伝
説
と
し
て
広

く
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

本
稿
で
は
旧
荘
内
村
の
浦
島
伝
説
に
絞
っ
た
が
、
仁
尾
町
で
次
の
よ
う

な
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

　
（
蔦
島
に
─
筆
者
注
）
亀
磯
い
う
の
あ
る
や
ろ
。
こ
っ
ち
に
ち
っ
こ

い
の
が
出
る
ん
や
。
そ
こ
か
ら
亀
さ
ん
に
乗
っ
た
と
か
。
こ
こ
に
亀
が
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出
て
き
て
、
こ
こ
に
亀
に
似
た
石
が
あ
る
ん
や
。
鴨
の
越
で
砂
浜
で
亀

を
助
け
た
と
か
あ
る
ん
や
け
ど
な
。

　

浦
島
太
郎
い
う
ん
は
、
子
ど
も
時
分
か
ら
童
話
で
、
そ
う
い
う
ん
で

学
校
で
、
こ
の
地
区
は
こ
う
い
う
ん
や
い
う
て
、
遠
足
で
い
う
た
ら
そ

う
い
う
地
区
い
っ
て
。
子
ど
も
時
分
か
ら
な
。
浦
島
さ
ん
の
こ
と
に
関

し
て
は
仁
尾
町
よ
り
は
詫
間
の
ほ
う
が
主
体
や
け
ど
な
。（
仁
尾
町　

男
性　

一
九
四
二
年
生
）

こ
こ
か
ら
仁
尾
町
で
も
浦
島
伝
説
が
学
校
教
育
と
い
う
場
で
活
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る）

（（
（

。
こ
の
話
者
の
小
学
校
時
代
と
な
る
と
、
旧
荘
内

村
で
伝
説
が
整
理
さ
れ
、
発
表
さ
れ
て
始
め
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
後
、

浦
島
伝
説
は
荘
内
の
伝
説
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
、
仁
尾
町
の
浦
島
伝
説

は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
戦
前
の
文
献
で
は
仁
尾
町
も
浦
島
伝
説
の
舞
台
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
蔦
島
の
近
く
に
は
蓬
莱
橋
と
い
う
橋
が
あ
る
。
土
地
の
持
つ
イ

メ
ー
ジ
や
地
名
は
伝
説
を
考
え
る
際
に
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
。

今
後
は
、
仁
尾
町
に
お
け
る
伝
説
の
発
生
と
衰
退
も
含
め
て
考
え
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

注（
１
） 「
う
ら
し
ま
伝
説
交
流
サ
ミ
ッ
ト
」
の
二
〇
〇
四
年
の
資
料
に
よ
れ

ば
、
浦
島
伝
説
の
伝
承
地
と
し
て
二
十
四
か
所
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
う
ら
し
ま
伝
説
交
流
サ
ミ
ッ
ト
『
第
四
回
う
ら
し
ま
伝
説
交
流
サ

ミ
ッ
ト
記
録
集
』　

二
〇
〇
四　

う
ら
し
ま
伝
説
交
流
サ
ミ
ッ
ト
）

（
２
） 

家
の
浦
で
は
、
浦
島
の
話
は
旧
荘
内
村
の
話
と
し
て
認
識
し
て
い

る
。
そ
の
一
例
を
示
し
て
お
く
。

 

　

浦
島
太
郎
は
こ
っ
か
ら
出
た
と
か
い
う
。
む
こ
う
の
荘
内
村
の

人
々
は
そ
う
い
う
で
す
け
ど
。
わ
れ
わ
れ
は
分
か
ら
な
い
。
じ
い

さ
ん
ば
あ
さ
ん
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
わ
な
。
お
祭
り
な
ん
か
い
っ

て
な
、
八
幡
さ
ん
（
荘
内
に
鎮
座
―
筆
者
注
）
の
拝
殿
の
中
で
、

い
ろ
い
ろ
話
し
と
た
ら
、
家
の
浦
が
本
家
だ
か
ら
な
っ
て
。（
仁
尾

町
家
の
浦　

一
九
二
一
年
生　

男
性
）

（
３
） 

塙
保
己
一
編
『
群
書
類
從
』
第
十
八
輯　

一
九
二
八　

續
群
書
類

從
完
成
會

（
４
） 

三
倉
重
太
郎
「
荘
内
の
地
名
」『
詫
間
町
の
文
化
財
』
第
八
集　

一
九
七
九　

詫
間
町
教
育
委
員
会

（
５
） 

松
原
秀
明
編
『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』
十
四　

一
九
八
一　

角
川

書
店

（
６
） 

矢
原
理
平
『
讃
岐
名
勝
栞
』
一
九
〇
七　

日
柳
活
版
所

（
７
） 『
讃
州
府
志
』
に
は
「
箱
浦　

浦
ノ
名
箱
崎
八
幡
宮
鎮
リ
玉
フ
ヨ
リ

得
タ
リ
此
浦
明
治
廿　

三
年
二
月
荘
内
村
ノ
大
字
ト
ナ
レ
リ
」（
増

田
休
意
『
讃
州
府
志
』 

一
九
一
五　

香
川
新
報
社
）
と
あ
り
、『
西

讃
府
志
』
に
は

 

積
浦

 

此
地
、
西
ノ
方
山
ヲ
負
、
東
海
ヲ
受
テ
、
船
積
ノ
ヨ
ロ
シ
キ
浦

故
名
ク
ト
モ
、
又
稲
荷
神
マ
セ
シ
ヨ
リ
、
年
能
ク
實
テ
、
田
頭

ノ
稻
積
ガ
如
シ
、
因
テ
名
ヲ
得
タ
リ
ト
モ
云
、（
後
略
）

 

箱
浦
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浦
ノ
名
、
箱
浦
八
幡
宮
、
鎮
リ
玉
フ
ヨ
リ
得
タ
リ
、（
後
略
）

 
（
舊
丸
亀
藩
京
極
家
編
『
西
讃
府
志
』
一
九
二
九　

藤
田
書
店
）
と

あ
る
よ
う
に
、「
箱
」
と
い
う
地
名
は
箱
崎
八
幡
宮
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
。
こ
の
箱
崎
八
幡
宮
に
つ
い
て『
全
讃
史
』（
一
八
二
八

年
自
序
）
に
は
「
恐
ら
く
上
古
筑
前
箱
崎
か
ら
来
た
者
が
あ
っ
て

こ
れ
を
迎
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
こ
の
名
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

村
社
で
あ
る
。」（
中
山
城
山
著
、
桑
田
明
訳
『
口
訳
全
讃
史
付
三

教
一
帰
論
訓
釈
』
一
九
九
九
一　

城
山
会
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

 

　

ま
た
、「
箱
」「
積
」
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
は
、
同
じ
瀬
戸
内

海
の
直
島
に
も
「
箱
島　

家
島
の
東
の
島
で
、
上
皇
が
京
都
へ
お

帰
り
の
事
を
神
に
祈
ら
れ
た
箱
を
こ
こ
に
埋
め
た
と
い
う
。」、「
大

積
の
浦
と
積
浦　

保
元
元
年
八
月
十
日
上
皇
の
船
が
初
め
て
着
い

た
浦
で
あ
る
。
そ
の
続
き
の
浦
が
積
浦
で
あ
る
。」（
直
島
町
史
編

纂
委
員
会
編
『
直
島
町
史
続
編
』　

一
九
九
〇　

直
島
町
役
場
）
と

同
様
の
地
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
浦
島
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
地
名
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

（
８
） 

草
薙
武
吉
「
讃
岐
仁
尾
浜
の
浦
島
傳
説
」『
旅
と
伝
説
』
第
七
年

十
一
号　

一
九
三
四　

三
元
社

（
９
） 「
こ
の
周
辺
の
生
駒
藩
の
丸
亀
の
御
殿
さ
ん
が
な
、
生
駒
藩
の
殿
様

を
接
待
し
た
と
き
に
、
あ
そ
こ
の
岩
に
あ
げ
て
舞
を
あ
げ
た
り
な
。」

（
仁
尾
町　

男
性　

一
九
四
二
年
生
）
と
い
っ
た
伝
承
が
文
献
資
料

で
も
多
く
確
認
で
き
る
。

（
10
） 

個
人
蔵
。
Ｂ
５
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ノ
ー
ト
に
記
さ
れ
て
い
る
。
判
別

で
き
な
い
字
は
□
、
改
行
は
／
で
示
し
た
。

（
11
） 

さ
ぬ
き
三
豊
郡
荘
内
村
観
光
委
員
会
編
『
傳
説　

さ
ぬ
き　

浦
島

太
郎
の
研
究
』　

一
九
四
八
年
四
月
稿
、
一
九
五
〇
年
九
月
修
正　

さ
ぬ
き
三
豊
郡
荘
内
村
観
光
委
員
会

（
12
） 

浦
四
国
と
い
う
の
は
荘
内
半
島
内
に
設
け
ら
れ
た
四
国
八
十
八
カ

所
の
写
し
霊
場
の
こ
と
で
あ
る
。

（
13
） 

こ
の
浦
島
の
墓
に
よ
く
似
た
、
石
を
重
ね
た
事
物
が
荘
内
半
島
や

隣
の
町
で
あ
っ
た
仁
尾
町
に
多
く
存
在
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
な

話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

 

　

ゴ
リ
ン
サ
ン
い
う
の
、
そ
う
い
う
名
称
で
呼
ん
で
る
の
。
長
宗

我
部
に
や
ら
れ
た
人
。
戦
っ
た
の
か
ど
う
か
は
知
ら
ん
け
ど
。
そ

う
い
う
こ
と
は
お
じ
い
さ
ん
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
聞
い
た
。

 

（
積
新
田　

男
性　

一
九
三
四
年
生
）

 

そ
の
ほ
か
、
平
家
の
落
人
の
墓
と
し
て
い
る
話
者
も
い
る
。

（
14
） 「
香
川
県
三
豊
市
の
浦
島
伝
説
記
述
比
較
表
」
⑯
⑰
で
は
三
倉
氏
は

話
者
を
務
め
て
い
る
。

（
15
） 

真
鍋
道
弘
『
ふ
る
さ
と
の
歴
史
を
た
ず
ね
て
』
そ
の
三　

二
〇
〇
二　

自
刊

（
16
） 

11
と
同
書
。

（
17
） 

11
と
同
書
。

（
18
） 

11
と
同
書
。

（
19
） 
二
代
目
か
ら
は
行
政
に
関
わ
る
人
物
が
襲
名
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
20
） 
11
と
同
書
。

（
21
） 

詫
間
町
社
会
科
副
読
本
編
集
員
会
編
『
わ
た
し
た
ち
の
詫
間
町
』

一
九
七
五　

詫
間
町
教
育
委
員
会
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（
22
） 

香
川
県
三
豊
郡
詫
間
町
立
箱
浦
小
学
校
『
ふ
る
さ
と
学
習　

浦

島
太
郎
さ
ん
と
と
も
に
─
ふ
る
さ
と
に
ひ
び
き
合
う
心
の
学
習
』

一
九
八
九　

高
橋
時
春

（
23
） 
詫
間
町
誌
編
集
員
会
編
『
詫
間
町
誌
』　

一
九
七
一　

詫
間
町

（
24
） 「
ふ
る
さ
と
創
生
の
基
本
構
想
と
し
て
、
目
的
を
荘
内
浦
島
太
郎
の

伝
承
と
し
、
目
的
を
実
現
さ
せ
る
基
本
戦
略
と
し
て
、
浦
島
太
郎

の
小
宇
宙
創
造
と
交
流
す
る
。」（『
ふ
る
さ
と
の
歴
史
を
た
ず
ね
て
』

そ
の
六　

二
〇
〇
三　

自
刊
）
と
し
て
様
々
な
事
業
を
浦
島
と
関

連
付
け
て
行
う
計
画
を
立
て
て
い
る
。

（
25
） 

浦
島
を
あ
し
ら
っ
た
欄
干
や
街
灯
、
マ
ン
ホ
ー
ル
や
公
衆
ト
イ
レ

な
ど
町
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
浦
島
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
26
） 

た
だ
し
、
こ
の
話
者
以
外
は
、
浦
島
伝
説
は
荘
内
の
伝
説
と
い
う

認
識
で
あ
り
、
仁
尾
町
の
浦
島
伝
説
や
『
旅
と
伝
説
』
に
記
さ
れ

た
「
浦
島
鯛
」
な
ど
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

【「
香
川
県
三
豊
市
の
浦
島
伝
説
記
述
比
較
表
」
出
典
】

①
矢
原
理
平
『
讃
岐
名
勝
栞
』
一
九
〇
七　

日
柳
活
版
所

②『
旅
と
伝
説
』
第
七
年
十
一
号　

一
九
三
四　

三
元
社

③
個
人
蔵

④
個
人
蔵

⑤
個
人
蔵

⑥ 

荘
内
村
観
光
委
員
会
編
『
伝
説
さ
ぬ
き
浦
島
太
郎
の
研
究
』　

一
九
四
八

稿
、
一
九
五
〇
修
正　

荘
内
村
観
光
委
員
会

⑦ 

福
家
惣
衛
「
讃
岐
の
浦
島
太
郎
物
語
と
大
観
光
地
」『
郷
土
研
究
』
讃
岐

公
論
社
（『
讃
岐
公
論
』
の
抜
粋
）

⑧ 

宮
尾
し
げ
を
「
浦
島
太
郎
の
生
国
」『
旅
』
九
月
号　

一
九
五
〇　

日
本

交
通
公
社

⑨ 

森
克
己
編　

三
倉
重
太
郎
著
『
さ
ぬ
き
荘
内
観
光
浦
島
』
一
九
五
二　

浦

島
観
光
協
会

⑩
仁
尾
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
仁
尾
町
誌
』
一
九
五
五　

仁
尾
町

⑪「
週
刊
香
川
」（「
毎
日
新
聞
」
一
九
五
八
年
十
月
二
十
五
日
）

⑫ 

香
川
県
農
業
改
良
普
及
会
『
農
業
香
川
』
三
十
四
年
九
月
号　

一
九
五
八　

香
川
県
農
業
改
良
普
及
会

⑬
詫
間
町
誌
編
集
員
会
編
『
詫
間
町
誌
』
一
九
七
一　

詫
間
町

⑭ 

詫
間
町
社
会
科
副
読
本
編
集
委
員
会
編
『
わ
た
し
た
ち
の
詫
間
町
』

一
九
七
五　

詫
間
町
教
育
委
員
会

⑮『
詫
間
町
の
文
化
財
』
第
六
集　

一
九
七
八　

詫
間
町
教
育
委
員
会

⑯ 

香
川
県
小
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会
ほ
か
編
『
香
川
の
昔
話
』　

一
九
七
七　

日
本
標
準

⑰ 

武
田
明
ほ
か
『
さ
ぬ
き
詫
間
の
民
話
』
一
九
九
三　

詫
間
町
教
育
委
員
会

⑱ 

三
倉
重
太
郎
編
『
さ
ぬ
き
詫
間
町　

浦
島
太
郎
の
ふ
る
さ
と
』

一
九
九
五
か　

詫
間
町

 

（
や
ま
だ
・
ひ
で
か
つ
／
國
學
院
大
學
大
学
院
）

〈
付
記
〉
本
研
究
に
あ
た
っ
て
、
三
宅
重
太
郎
氏
の
ご
遺
族
や
三
豊
市
詫

間
町
図
書
館
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
が
調
査
に
協
力
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。


