
大
南
「
守
り
継
ぐ
」と
い
う
誇
り

　江戸
末
期
か
ら
戦
前
に
か
け
て
の
貴
重

な
建
物
が
現
存
し
、
今
も
活
用
さ
れ
て
い

る
戸
次
本
町
。
こ
の
町
並
み
の
景
観
は
、

「
戸
次
本
町
街
な
み
環
境
整
備
事
業
」
な

ど
に
よ
り
、
保
全
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

通
り
沿
い
の
「
大
南
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
」
に
は
、
昔
の
戸
次
本
町
を
う
か
が

え
る
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
観
光
案
内
を
行
っ
て
い
る
町
並
み
ガ
イ

ド
グ
ル
ー
プ
「
杏
の
会
」
会
長
の
金
子
さ

ん
に
、
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　江
戸
末
期
の
戸
次
本
町
は
、
大
野
川
沿

い
の
交
通
の
要
衝
と
し
て
重
視
さ
れ
、

山
村
と
都
市
を
結
ぶ
日
向
街
道
筋
の
「
在

町（
城
下
町
以
外
で
商
売
が
許
さ
れ
た
村
）」

と
し
て
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
ま
し
た
。
こ
の

地
域
は
昔
か
ら
、
大
野
川
の
洪
水
に
何
度

も
見
舞
わ
れ
た
の
で
す
が
、
石
垣
を
積
み
、

そ
の
上
に
家
を
建
て
る
こ
と
で
被
害
を
抑

え
た
り
、
肥
沃
な
大
地
を
生
か
し
て
農
業

を
発
達
さ
せ
た
り
と
、逆
境
を
逆
手
に
取
っ

て
繁
栄
し
て
い
き
ま
す
。

　明
治
に
入
る
と
、
醤
油
屋
や
飲
食
店
、

呉
服
屋
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
お
店
が
約
80

軒
ほ
ど
並
ぶ
、
ま
る
で
デ
パ
ー
ト
の
よ

　古
い
町
並
み
を
今
に
残
す
戸
次
本
町
の

中
心
に
あ
り
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
に
か

け
て
、繁
栄
し
た
ま
ち
の
中
心
的
な
存
在
。

日
本
の
伝
統
技
術
と
西
洋
か
ら
入
っ
て
き

た
技
術
が
用
い
ら
れ
た
木
造
建
築
物
で
、

重
厚
さ
と
モ
ダ
ン
な
雰
囲
気
が
融
合
し
た

文
化
財
的
価
値
の
高
い
建
物
で
す
。
酒
造

業
の
工
程
が
よ
く
分
か
る
建
築
物
と
し

て
、
平
成
11
年
に
「
大
分
市
指
定
有
形
文

化
財
」
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、

仕
込
蔵
や
貯
酒
蔵
な
ど
を
見
学
す
る
こ
と

が
で
き
、
当
時
の
姿
を
想
像
す
る
と
、
ロ

マ
ン
を
感
じ
ま
す
。

大
分
市
の
南
部
に
位
置
す
る
大
南
地
区
。こ
こ
に
は
古
く
か
ら
の
町
並
み
や
郷
土
料
理
、

祭
り
な
ど
が
数
多
く
残
って
い
ま
す
。今
回
は
、地
元
の「
宝
物
」を
大
切
に
守
り
、

受
け
継
が
れ
て
い
る
大
南
の
魅
力
を
紹
介
し
ま
す
。

う
な
通
り
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
戸
次

本
町
の
６
割
の
家
が
養
蚕
業
を
営
ん
で

い
ま
し
た
。「
お
蚕
さ
ん
」
の
仕
事
は
手

間
が
掛
か
る
の
で
季
節
労
働
者
を
雇
い
、

労
働
者
た
ち
は
ま
ち
に
滞
在
。
稼
い
だ
お

金
で
家
族
に
お
土
産
を
買
う
の
で
、
市
が

に
ぎ
わ
い
商
売
も
潤
い
ま
し
た
。
養
蚕
業

で
お
金
の
流
通
が
増
え
た
こ
と
で
、
大
分

銀
行
の
前
身
で
も
あ
る
「
二
十
三
銀
行
」
が

戸
次
本
町
に
開
業
し
ま
す
。
こ
の
小
さ
な

ま
ち
に
国
立
の
銀
行
が
で
き
る
と
い
う
の

は
特
別
な
こ
と
で
、
そ
れ
だ
け
ま
ち
が
元
気

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
ね
。

　ま
ち
の
中
心
に
あ
る
大
庄
屋
「
帆
足
本

家
」
で
は
、
豊
後
南
画
家
の
田
能
村
竹
田

が
滞
在
し
絵
を
描
き
、
帆
足
杏
雨
ら
に
影

響
を
与
え
ま
し
た
。
　

　今
も
、
当
時
の
面
影
を
残
し
た
風
景
が

あ
る
の
は
こ
こ
に
住
む
人
た
ち
が
「
町
並

み
を
守
り
、
受
け
継
い
で
い
こ
う
」
と
い

う
強
い
思
い
を
持
ち
、
ま
ち
づ
く
り
に
取

り
組
ん
で
来
た
か
ら
こ
そ
だ
と
思
い
ま

す
。
ま
ち
を
案
内
す
る
と
、
時
々
お
礼
の

手
紙
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

本
当
に
嬉
し
い
で
す
ね
。
こ
の
ま
ち
だ
か

ら
で
き
る
お
も
て
な
し
を
こ
れ
か
ら
も
続

け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

金子 多美子 さん

戸
次
本
町
は
逆
境
を
逆
手
に
取
り
繁
栄
し
た
、

た
く
ま
し
い
ま
ち
。ざ

い

ま
ち

い
ち

き
ょ
う
う
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