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カ
サ
カ
サ

落
ち
葉
の
上
を
歩
い
て
い
く

な
に
も
の
か
の
こ
ん
せ
き

足
跡
も
あ
る

突
然
か
ん
だ
か
い
鳴
き
声

父
が
猟
銃
を
か
ま
え
る

パ
ー
ン
ッ
ー
！

風
に
ま
ざ
っ
た
火
薬
の
に
お
い

な
に
も
の
か
の
叫
び
声

し
と
め
た 　

　ぼ
く
の
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　万
江
小

　六
年

　
　目
熊 

貴
志

犬
た
ち
が
お
そ
ろ
し
い
勢
い
で
追
い
か
け
て
い
く

い
き
な
り
叫
び
声
は
や
み

あ
た
り
は
静
ま
り
か
え
っ
た

今
日
の
獲
物

　三
段
ヅ
ノ
の
大
ジ
カ

父
が
肉
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
さ
ば
い
て
い
く

こ
れ
が

　ぼ
く
の
家
の
く
ら
し

【
評
】
臨
場
感
の
あ
る
書
き
方
で
、
猟
の
様
子
が
書
か
れ
て
い

る
。
三
連
に
分
け
て
あ
る
の
も
効
果
的
だ
。
父
親
の
姿
を
追

い
な
が
ら
、
家
の
く
ら
し
を
支
え
る
こ
と
の
意
味
と
偉
大
さ

を
感
じ
と
っ
て
い
る
の
が
う
か
が
え
る
。

今
月
の
一
言

　『文
読
む
月
日
』（

　
　
　
　）
よ
り

レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
編
著

北

御

門

二

郎

訳

真
理
の
な
か
に
あ
る
と
き
に
の
み
、
人
間
は
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
真
理
は

理
性
に
よ
っ
て
の
み
、
啓
示
さ
れ
る
。

　表
紙

八
代
市
坂
本
町
鮎
帰

「
日
光
の
棚
田
」
の

稲
刈
り

撮
影

　坂
本 

桃
子
（
八
代
市
坂
本
町
）
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巻
頭
言
　
　
挽
歌
五
木
の
子
守
唄

　

い
つ
も
の
年
よ
り
暖
か
い
秋
の
日
の
影
響
で
山
の
紅
葉
が
ず
い
ぶ
ん
遅
れ
て
い
る
。
五
木
、
五
家
荘
の
観
光
に
も
影
響
が
出
て
い
る
よ
う
だ
。
先

日
、
久
し
振
り
に
五
木
村
を
訪
れ
て
み
た
。
村
の
中
心
地
の
頭
地
に
車
を
駐
め
、
手
洗
い
や
飲
み
物
を
購
入
し
周
り
の
風
景
に
目
を
や
る
と
、
頭

地
の
町
並
み
の
高
い
山
の
頂
上
近
く
に
大
き
な
岩
の
姿
が
見
え
た
。
い
つ
し
か
、
こ
こ
に
転
げ
て
来
る
の
か
と
心
配
す
る
程
の
大
き
さ
の
岩
だ
。
そ

ん
な
山
の
中
に
私
た
ち
は
居
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

　

球
磨
川
の
近
く
の
者
は
水
害
に
、
山
間
の
住
人
は
土
砂
崩
れ
や
孤
立
と
、
皆
ハ
ン
デ
ィ
ー
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら

離
れ
よ
う
と
は
し
な
い
。
親
代
々
の
家
、
暮
ら
し
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
だ
。
川
辺
川
の
問
題
で
、
五
木
村
の
方
々
は
苦
渋
の
選
択
を
さ
れ
他
の
地

へ
転
居
さ
れ
た
方
々
が
大
勢
い
る
。
残
る
者
、
移
る
者
も
先
祖
代
々
の
土
地
か
ら
離
れ
、
代
替
え
地
や
他
の
地
へ
向
か
う
決
断
は
血
の
に
じ
む
決

断
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
ろ
、
今
は
無
い
五
木
村
の
東
小
学
校
の
校
庭
に
舞
台
が
建
ち
、
五
木
の
子
守
歌
の
祭
り
が
開
催
さ
れ
た
時
に
一
度

だ
け
祭
り
の
会
場
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
も
う
30
年
程
は
経
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
舞
台
の
上
に
は
左
手
で
マ
イ
ク
を
持
ち
、右
手
で
コ
ッ
プ
の「
水
」

と
見
え
た
が
、「
生き

の
ま
ま
の
球
磨
焼
酎
」
を
持
っ
て
、
五
木
の
子
守
唄
を
歌
う
上
村
て
る
緒
先
生
の
姿
が
あ
っ
た
。「
挽
歌
五
木
の
子
守
唄
」
を

書
か
れ
五
木
の
隅
々
に
足
を
運
び
子
守
唄
の
歌
詞
集
を
残
さ
れ
た
方
だ
。

　

先
生
は
い
つ
も
同
じ
口
調
で
言
葉
を
発
せ
ら
れ
た
。「
よ
か
や
、
い
つ
も
、
お
ま
や
弱
か
も
ん
、
辛
か
も
ん
の
こ
と
ば
気
に
か
け
ろ
。
川
の
水
の

よ
う
に
悲
し
み
や
苦
し
み
は
、上
か
ら
下
へ
上
流
か
ら
下
流
へ
流
れ
て
く
る
。
一
番
下
に
は
、弱
い
も
ん
が
お
っ
と
た
い
。
そ
の
者
の
こ
と
ば
忘
れ
ち
ゃ

な
ら
ん
と
ぞ
」。
今
も
「
五
木
の
子
守
唄
」
が
聞
こ
え
る
と
自
問
自
答
す
る
。
弱
い
者
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
。
辛
い
者
た
ち
の
た
め
に
何
か

行
動
を
起
こ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
編
集
部
）

「
鶴
之
湯
旅
館
」
11
月
２
日
、
営
業
再
開

続報

　
お
客
さ
ん
の
声

　

ほ
と
ん
ど
の
お
客
さ
ん
は
、
最
初
に
同

旅
館
か
ら
風
景
を
楽
し
ん
だ
の
ち
建
物
内

部
を
探
索
す
る
。
他
の
お
客
さ
ん
に
迷
惑

を
か
け
な
い
か
ぎ
り
自
由
に
み
て
い
い
と
大

典
さ
ん
は
語
る
。
あ
る
お
客
さ
ん
に
よ
れ
ば

　
坂
本
町
の
老
舗
旅
館
「
鶴
之
湯
旅
館
」
が
11
月
２
日
に
営
業
を
再
開
し
た
。
宿

泊
設
備
を
す
す
め
つ
つ
の
再
開
と
な
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
当
日
は
、
夕
食

会
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
14
名
の
お
客
さ
ん
が
土
山
大
典
さ
ん
（
同
旅
館
創
設

者
の
ひ
孫
）
の
料
理
を
堪
能
し
た
。

　
人
数
が
多
数
に
お
よ
ん
だ
こ
と
か
ら
バ
イ
キ
ン
グ
方
式
に
な
っ
た
が
、
今
後
も

お
客
が
多
い
と
き
に
同
じ
時
に
は
同
じ
方
法
で
お
も
て
な
し
す
る
と
い
う
。

11月2日に営業を再開した鶴之湯旅館
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「
と
な
り
の
ト
ト
ロ
」
の
マ
ッ
ク
ロ
ク
ロ
ス
ケ

が
で
て
き
て
そ
う
で
、
ワ
ク
ワ
ク
・
ド
キ
ド

キ
の
楽
し
い
気
分
に
な
る
雰
囲
気
で
し
た
と

話
し
、
別
の
お
客
さ
ん
は
、「
ず
っ
と
気
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
こ
が
れ
に
近
い
気
持

ち
で
、
国
道
か
ら
い
つ
も
な

が
め
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い

う
旅
館
で
し
た
の
で
夢
が
か

な
う
っ
て
、
こ
ん
な
感
じ
な

ん
だ
っ
て
と
不
思
議
な
気
持

ち
に
な
っ
た
」
と
話
し

た
。「
補
修
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
箇
所
も
あ

る
よ
う
で
す
け
ど
、
圧
倒
的
な

存
在
感
の
あ
る
昭
和
の
か
お
り

の
す
る
建
物
で
す
」
と
話
す
人

も
い
た
。「
温
か
い
雰
囲
気
が
な

が
れ
て
い
て
、
や
さ
し
く
受
け
い

れ
て
く
れ
る
〝
お
家
〟
の
よ
う
で

し
た
」
と
い
う
声
も
あ
っ
た
。

大
典
さ
ん
の
魅
力

　

旅
館
の
建
物
も
そ
う
だ
が
、
大
典

さ
ん
の
魅
力
に
惹
か
れ
る
人
も
多
い
。
開
業

前
に
、
取
材
を
か
ね
て
６
名
で
大
典
さ
ん
の

料
理
を
楽
し
ん
だ
の
だ
が
、
直
ぐ
に
打
ち
解

け
深
夜
ま
で
楽
し
く
す
ご
し
た
。
翌
日
に
さ

い
ど
訪
問
し
人
も
い
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
料
理
の
お
も
て

な
し
に
専
念
し
つ
つ
も
、
大

典
さ
ん
と
話
す
の
を
楽
し
み

に
し
て
い
る
人
が
多
い
。
こ
ん

ご
の
補
修
を
手
伝
い
と
の
声

も
多
数
よ
せ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
お
そ
ら
く
は
大
典

さ
ん
は
、
最
後
ま
で
、
お
父

さ
ん
の
英
憲
さ
ん
と
二
人
で

旅
館
を
元
の
姿
に
戻
し
て
い

く
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
と

こ
ろ
が
大
典
さ
ん
の
魅
力
で

も
あ
る
。

今
後
に
つ
い
て

　

急
に
お
客
さ
ん
が
増
え
た

ら
十
分
に
お
も
て
な
し
が
で

61 年前の時計は今でも動く。30 分ごとに大きな音を刻む

開業再開の和食メニュー。大典さんが得意にする韓国料理などお客さ
んの要望に応じてメニューは変えてくれる

本誌の執筆者の坂本桃子さんも食事会に参加した 接待する大典さん

暖房は火鉢だけ。想像以上に暖か
い。半袖のシャツになってもいいほどに
なる。その火鉢に「タカンポ」（竹の筒）
を刺しそれに焼酎を入れて、大典さん
はもてなしてくれた

き
な
い
の
で
、
少
数
の
お
客
さ
ま
の
受
け
入

れ
を
し
ば
ら
く
は
つ
づ
け
た
い
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
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最
近
の
お
も
な
出
来
事

10
月
15
日
（
土
）

▽
第
29
回
や
つ
し
ろ
全
国
花
火
競
技
大
会
（
八
代
市
球
磨
川
河
川
緑
地
）

10
月
16
日
（
日
）

▽
第
５
回
と
っ
て
お
き
の
音
楽
祭
in
ひ
と
よ
し
（
人
吉
市
内
中
心
部
）

▽
第
16
回
人
吉
ふ
れ
あ
い
百
円
商
店
街
（
人
吉
市
内
中
心
部
）

▽
繊
月
カ
ッ
プ
テ
ニ
ス
大
会
ダ
ブ
ル
ス
（
人
吉
市
村
山
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
）

▽
あ
さ
ぎ
り
町
福
祉
ま
つ
り
（
須
恵
文
化
ホ
ー
ル
）

▽
第
６
回
一勝
地
梨
ま
つ
り
（
球
磨
村
一勝
地
果
実
共
同
組
合
選
果
場
）

▽
田
ん
ぼ
の
学
校
in
ひ
と
よ
し
（
人
吉
市
一帯
）

10
月
18
日
（
火
）

▽
球
磨
人
吉
中
体
連
駅
伝
大
会
（
あ
さ
ぎ
り
中
Ｓ
Ｇ
）

10
月
21
日
（
金
）

▽
秋
季
特
別
展
覧
会
「
写
真
家
麦
島
勝
の
世
界
」（
～
12
月
4
日
、
八
代
市
立

博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

▽
え
び
す
ふ
れ
あ
い
祭
り
（
多
良
木
町
恵
比
寿
神
社
境
内
）

10
月
22
日
（
土
）

▽
第
63
回
人
吉
球
磨
総
合
美
展
（
～
27
日
、
人
吉
市
ス
ポ
ー
ツ
パ
レ
ス
）

▽
誕
生
60
周
年
記
念
第
１
回
さ
が
ら
産
業
文
化
祭
（
～
23
日
、
相
良
村
総
合
運

動
公
園
周
辺
）

▽
球
商
百
貨
店
（
～
23
日
、
球
磨
商
高
）

▽
第
37
回
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
〝
く
ま
む
ら
〟（
～
23
日
、球
磨
村
総
合
運
動
公
園
）

10
月
25
日
（
火
）

▽
五
家
荘
紅
葉
祭
（
～
11
月
20
日
、
八
代
市
泉
町
五
家
荘
一帯
）

10
月
29
日
（
土
）

▽
第
39
回
錦
町
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
（
～
30
日
、
錦
町
町
民
グ
ラ
ウ
ン
ド
）

10
月
30
日
（
日
）

▽
日
本
遺
産
巡
り
エ
ン
ジ
ョ
イ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
in
ひ
と
よ
し
球
磨

─ 世界に激震走る　ＴＰＰに反対のトランプ氏勝利 ─
「マスコミはクリントン氏優勢と報道。その予想がはずれ、トランプ氏当選
に多くの人々が驚く。アメリカの格差社会や中間層の不満が変化を求め
た結果だが、日本もさほど変わらないとの声も。」

収
穫
と
感
謝
祭

特 

集

収
穫
や
農
業
機
械
の

乗
車
を
体
験

田
ん
ぼ
の
学
校
in
ひ
と
よ
し

　

子
ど
も
た
ち
が
遊
び
や
体
験
を
通

し
て
水
・
農
・
食
の
大
切
さ
を
学
ぶ
「
田

ん
ぼ
の
学
校
in
ひ
と
よ
し
」
が
10
月
16

日
、
人
吉
市
内
で
開
か
れ
、
県
内
か

ら
参
加
し
た
親
子
連
れ
が
土
地
改
良

施
設
を
見
学
し
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の
収
穫

や
農
業
機
械
の
乗
車
を
体
験
し
た
。

　

主
催
は
、
郡
市
の
10
土
地
改
良
区
で

構
成
す
る
人
吉
球
磨
地
域
土
地
改
良

区
連
絡
協
議
会
（
会
長
・
尾
方
幸
治

錦
町
土
改
区
理
事
長
）
で
、
郡
市
を

は
じ
め
熊
本
市
や
菊
池
市
か
ら
親
子

78
人
が
参
加
し
た
。
本
誌
な
ど
後
援
。

　

青
井
阿
蘇
神
社
で
開
会
式
が
行
わ

れ
た
あ
と
、
Ｊ
Ｒ
人
吉
駅
か
ら
観
光

列
車
「
い
さ
ぶ
ろ
う
」
号
で
大
畑
駅
に

向
か
い
、
人
吉
市
梅
園
で
記
念
標
柱
を

　
猛
暑
の
夏
が
過
ぎ
、
流
域
に
も
実
り
の
秋
が
来
た
。
今
月
号
は
収
穫
と

感
謝
祭
と
銘
打
っ
て
、
最
近
の
話
題
を
レ
ポ
ー
ト
す
る
ほ
か
、
古
来
か
ら

の
風
習
に
も
目
を
向
け
て
み
た
。
ま
ず
は
、
収
穫
体
験
の
話
題
か
ら
。

サツマイモの収穫体験をする「田んぼの学校 in ひとよし」の参加者
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建
立
。
そ
の
後
、
東
漆
田
町
の
鳩
胸
川
に

あ
る
ひ
と
よ
し
土
改
区
の
鳩
胸
頭
首
工
を

見
学
し
、
川
か
ら
取
水
し
周
辺
の
水
田
を

潤
す
仕
組
み
を
学
ん
だ
。

　

午
後
は
、
上
原
田
町
の
畑
に
移
動
し
、

サ
ツ
マ
イ
モ
掘
り
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
収
穫
、

農
業
機
械
乗
車
を
体
験
。
改
良
区
の
ス
タ
ッ

フ
が
６
月
に
植
え
付
け
た
と
い
う
サ
ツ
マ
イ

モ
の
収
穫
体
験
で
は
、
引
っ
張
っ
て
も
な
か

な
か
抜
け
ず
悲
鳴
を
上
げ
る
子
ど
も
も
。

ま
た
初
め
て

目
に
す
る
ト

ラ
ク
タ
ー
や

コ
ン
バ
イ
ン

な
ど
の
運
転

を
指
導
し
て

も
ら
い
緊
張

気
味
な
が
ら

も
楽
し
ん
だ
。

　

宇
城
市
か
ら
家
族
３
人
で
参
加
し
た
甲

斐
さ
ん
一
家
は
地
震
で
自
宅
が
一
部
損
壊
の

被
害
を
受
け
て
お
り
、
気
分
転
換
に
参
加

し
た
と
い
う
。
娘
の
甲
斐
泉み

ず

妃き

さ
ん（
９
歳
）

は
「
イ
モ
掘
り
は
き
つ
か
っ
た
け
ど
、
楽
し

か
っ
た
」
と
話
し
て
い
た
。

花
に
囲
ま
れ
歌
や
演
奏

人
吉
市
　
ひ
ま
わ
り
農
園

　

人
吉
市
の
ひ
ま
わ
り
保
育
園
（
松
本
美

恵
子
園
長
）
が
運
営
す
る
東
間
下
町
に
あ

る
「
ひ
ま
わ
り
農
園
」
で
11
月
２
日
、
周

辺
の
住
民
や
保
護
者
を
招
い
て
の
ミ
ニ
コ

ン
サ
ー
ト
が
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
歌
声

や
ゲ
ス
ト
に
よ
る
演
奏
で
さ
わ
や
か
な
メ
ロ

デ
ィ
ー
を
響
か
せ
た
。

　

農
園
は
同
保
育
園
が
田
植
え
や
稲
刈
り

な
ど
の
農
業
体
験
を
す
る
た
め
に
利
用
し
て

農業機械乗車を体験する子どもたち

い
る
田
ん
ぼ
で
、
今
年
は
そ
の
一
角
に
ヒ
マ

ワ
リ
や
コ
ス
モ
ス
を
植
え
た
。
こ
の
日
は
、

花
の
披
露
を
兼
ね
て
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
、
あ

い
だ
こ
ど
も
園
の
園
児
や
ゲ
ス
ト
に
よ
る
フ

ル
ー
ト
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
オ
カ
リ
ナ
の
演

奏
も
花
を
添
え
た
。

ミニコンサートで元気に合唱する園児たち

絵と文／坂本福治

　

三
笠
宮
様
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
皇
族
最
長
寿
で
百
歳
！　

ご
不
幸
の
こ
と
な
が
ら
「
お
見
事
」
と
申
し
上
げ
た
く
な
る
。

実
は
、
こ
の
私
と
も
接
点
が
あ
っ
た
。
私
は
二
十
五
、六
歳

の
頃
、
お
茶
の
水
駅
に
近
い
湯
島
聖
堂
で
仕
事
を
し
て
い
た
。

こ
こ
に
は
、「
子
曰
く
」
の
孔
子
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
中
国

文
化
の
盛
ん
な
所
で
あ
る
。
何
種
か
の
講
座
の
ほ
か
、
中
国

料
理
も
や
っ
て
い
た
。
こ
こ
の
料
理
は
評
判
が
良
く
、
多
く

の
高
名
な
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
た
。
三
笠
宮
様
も
そ
の
中
の

お
一
人
で
あ
っ
た
。
ご
自
宅
で
何
か
さ
れ
る
時
は
、
鍋
釜
材

料
を
車
に
積
み
、
料
理
人
を
乗
せ
て
私
が
運
転
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
洒
落
た
構
え
の
お
住
ま
い
だ
っ
た
。
聖
堂
内
で
会

食
さ
れ
る
時
は
、
女
性
職
員
が
料
理
代
を
受
け
取
る
の
が
常

だ
っ
た
が
、
何
故
か
あ
る
時
、
私
が
そ
の
席
に
い
た
。
そ
こ
へ

三
笠
宮
様
が
支
払
い
に
来
ら
れ
た
。
私
は
と
く
に
最
敬
礼
も

せ
ず
、
普
通
の
お
客
と
同
じ
よ
う
に
応
対
し
た
。
学
者
風
な

が
ら
、
人
当
た
り
の
や
さ
し
い
雰
囲
気
の
三
笠
宮
様
が
、
つ

い
さ
っ
き
の
こ
と
の
よ
う
に
、
目
の
前
に
見
え
て
い
る
。
髪
の

黒
さ
が
印
象
強
い
。
右
の
料
理
店
は
今
は
な
い
。
合
掌

【
さ
か
も
と
・
ふ
く
じ
／
画
家
、
人
吉
市
】

その ⑧

三
笠
宮
様
と
の
接
点
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嬉
し
さ
が
ず
び
ゃ
ー
（
い
っ
ぱ
い
）
詰
ま
っ
た
球
磨
弁
の
一
つ
に
、「
で

け
秋
」
と
い
う
語
が
あ
る
。

　

の
ど
こ
（
苗
代
）
作
り
か
ら
田
植
え
、
そ
し
て
暑
い
さ
な
か
の
草

取
り
や
虫
の
駆
除
。
さ
ら
に
は

水
の
見
回
り
か
ら
ヒ
エ
抜
き
な

ど
、
ま
さ
に
〝
八
十
八
〟
も

の
手
を
加
え
よ
う
や
く
迎
え

た
収
穫
期
、
農
民
に
と
っ
て
何

物
に
も
換
え
難
い
喜
び
の
時
で

あ
っ
た
。

　

二
千
年
前
の
弥
生
時
代
か

ら
、
い
や
そ
の
前
の
縄
文
時
代

か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
わ
が

収穫と
感謝祭

さ
ざ
波
や
大
波
の
よ
う
に

豊
年
満
作
を
願
っ
て
の
年
中
行
事

郷
土
史
家
　
前
田
一
洋

国
の
稲
作
、
現
在
に
至
っ
て
日
本
人
の
主
食
は
米
で
あ
る
。
先
人
た

ち
の
努
力
で
品
種
改
良
も
な
さ
れ
、
作
業
も
極
限
状
態
に
ま
で
機
械

化
さ
れ
て
は
き
た
。
し
か
し
、
や
は
り
自
然
が
〝
味
方
〟
を
し
て
く

れ
な
い
事
に
は
、
到
底
〝
豊
年
満
作
〟
は
お
ぼ
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
自
然
こ
そ
が
日
本
人
に
と
っ
て
は
「
神
」
そ
の
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
地
方
で
も
旧
暦
一
月
十
五
日
の

「
小
正
月
」
に
は
、
苗
代
に
す
る
田
に
松
や
ユ
ズ
リ
葉
を
立
て
「
田

の
神
さ
ん
」
を
迎
え
、
ま
た
田
植
え
の
時
に
大
勢
の
や
て
ー
ど
（
加

勢
の
人
）
が
あ
る
よ
う
に
と
「
し
ゅ
ん
な
め
じ
ょ
」
を
作
り
、
種
モ

ミ
を
入
れ
た
俵
に
、た
く
さ
ん
の
人
形
を
立
て
て
祭
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

い
よ
い
よ
田
植
え
の
時
期
が
近
付
い
て
く
る
と
、
山
の
神
さ
ん
か

ら
水
を
分
け
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
錦
町
の

一
武
あ
た
り
で
は
、「
水
も
り
ゃ
」
に
出
掛
け
て
い
た
。
白
髪
岳
の
温

迫
を
さ
ら
に
南
へ
行
く
と
、
お
拘く

る留
孫そ

ん

神
社
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
角
に

潮
の
干
満
と
同
じ
よ
う
な
満
ち
引
き
を
す
る
小
池
が
あ
る
。
そ
の
水

を
頂
い
て
き
て
、
み
な
く
ち
な
ど
に
注
ぐ
の
で
あ
っ
た
。

　

猫
の
手
も
借
り
た
い
忙
し
さ
の
田
植
え
も
よ
う
や
く
終
わ
る
と
、

田
の
神
様
「
サ
」
に
は
、
本
来
の
住
み
家
で
あ
る
山
へ
と
帰
っ
て
頂
く

こ
と
に
な
る
。
そ
れ

が「
さ
な
ぼ
り
」で
、

つ
い
で
に
人
々
も

そ
の
労
を
ね
ぎ
ら
っ

て
、
ホ
ネ
休
め
を

し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
こ

の
時
期
に
使
わ
れ
る

「
サ
」
の
付
く
用

語
を
い
く
つ
か
あ
げ

て
み
よ
う
。
田
植

え
の
時
で
あ
る
「
さ

つ
き
」、
そ
の
こ
ろ

降
る
雨
が
「
さ
み

小正月の「シュンナメジョ」。種モミを入れたカマゲに多くの人形を立て
多くの加勢人と豊作を願った

だ
れ
」、「
さ
な
え
」
を
植
え
る
「
さ
お
と
め
」。「
さ
な
ぼ
り
」
で
頂

く
の
が
「
さ
け
」
と
い
う
具
合
に
、
み
ん
な
神
の
ご
加
護
を
願
っ
た

言
葉
で
あ
る
。

　

稲
が
順
調
に
育
つ
た
め
に
は
、
水
こ
そ
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
日
照
り
が
続
く
と
な
る
と
一
大
事
、
そ
こ
で
「
雨
乞
い
」

の
神
事
と
な
る
。
雨
の
神
様
は
「
あ
ま
み
や
」
さ
ん
と
か
、「
あ
ま
ふ

く
だ
け
」
な
ど
の
よ
う
に
、
や
は
り
高
い
所
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
。

そ
こ
で
カ
ヤ
牛
を
作
っ
た
り
、
臼
太
鼓
踊
り
を
仕
立
て
て
祈
願
を
す

る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
ウ
ン
カ
だ
と
か
メ
イ
虫
が
付
い
た
り
、
病
気
が

入
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
「
虫
追
い
」
の
行
事
も
。

　

雨
も
程
よ
く
降
り
、
稲
の
生
育
も
至
っ
て
順
調
。
神
様
た
ち
、
ど

う
ぞ
こ
れ
か
ら
も
お
見
守
り
下
さ
い
と
、
お
堂
な
ど
に
お
篭
も
り
を

す
る
の
が
「
六
月
ど
う
（
篭
）」、
い
わ
ゆ
る
夏
祭
り
で
あ
る
。
こ
う

し
た
豊
作
を
願
い
夢
見
て
の
お
祭
り
を
予
祝
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
農
村
の
祭
り
は
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
至
っ
て
地
道
に

行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
小
さ
な
祭
り
の
ほ
と
ん

ど
が
、
仕
事
が
一
段
落
し
た
よ
う
な
時
に
「
か
て
ゃ
り
（
結
い
）」
の

単
位
で
あ
る
隣
近
所
が
集
ま
り
、
祝
っ
て
き
た
。

　

そ
う
し
た
小
さ
い
集
ま
り
の
、
さ
ら
な
る
集
合
体
が
「
村
」
で
あ
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り
、
鎮
守
の
神
様
の
氏
子
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
で
け
秋
」

に
は
村
を
あ
げ
て
の
お
祭
り
と
な
る
の
が
、
青
井
さ
ん
や
天
神
さ
ん
、

老
神
さ
ん
や
岩
屋
さ
ん
な
ど
の
秋
の
祭
り
。
ま
さ
に
収
穫
を
祝
っ
て

の
最
大
の
祭
礼
で
あ
り
、
ま
た
最
高
の
娯
楽
の
時
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

つ
ま
り
、
さ
ざ
波
の
よ
う
に
小
さ
な
祭
り
が
集
ま
っ
て
、
多
く
の
苦

労
が
見
事
に
稔
っ
た
で
け
秋
の
大
祭
と
な
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
喜
び
と
楽
し
み
を
、
見
事
に
歌
っ
た
唱
歌
が
明
治
四
十
五
年

に
で
き
た
あ
の
『
村
祭
り
』。
一
つ
思
い
出
し
な
が
ら
歌
っ
て
み
よ
う
。

一
、
村
の
鎮
守
の
神
様
の
今
日
は
め
で
た
い
お
祭
り
日

　
　

ど
ん
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
（
繰
り
返
し
）

　
　

朝
か
ら
聞
こ
え
る
笛
太
鼓
。

二
、
今
年
も
豊
年
満
作
で
村
は
総
出
の
大
祭
り

　
　

ど
ん
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
（
同
）

　
　

夜
ま
で
賑
や
う
宮
の
森

三
、
治
ま
る
御
代
に
神
様
の
恵
み
仰
ぐ
や
村
祭
り

　
　

ど
ん
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら
（
同
）

　
　

聞
い
て
も
心
が
勇
み
た
つ

　

神
様
も
普
段
は
社
殿
の
奥
深
く
鎮
座
ま
し
ま
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

が
、
こ
の
時
ば
か
り
は
、
お
神
輿
に
乗
り
多
く
の
行
列
を
従
え
て
、

お
旅
所
ま
で
遠
出
。
そ
の
道
中
で
、氏
子
た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
じ
っ

く
り
と
ご
覧
遊
ば
し
ま
す
の
で
あ
る
。
古
来
、
こ
の
地
の
神
様
は
、

あ
ん
ま
り
喧
騒
な
行
列
は
好
ま
れ
ず
、
至
っ
て
静
か
な
〝
お
旅
〟
を

楽
し
ま
れ
て
き
た
よ
う
だ
。
さ
す
が
に
山
紫
水
明
の
神
様
た
ち
で
は

あ
る
。                                       【
ま
え
だ
・
か
ず
ひ
ろ
／
人
吉
市
】

絵／上中万五郎

「
ニ
コ
ニ
コ
笑
顔
」

  

お
く
ん
ち
祭
は
い
つ
の
時
代
も
良
か
祭
り

青
井
阿
蘇
神
社
宮
司
　
福
川
義
文

　
第
一
話
・
獅
子
面
の
つ
ぶ
や
き

　

お
く
ん
ち
祭
の
獅し

し子
面め

ん

に
な
っ
と
に
ゃ

な
、
正
月
の
初
詣
で
に
行
っ
た
時
、
社
務

所
に
置
い
て
あ
る
帳

ち
ょ
う

面め
ん

に
住
所
と
名
前
ば

書
い
て
申
し
込
む
こ
と
か
ら
始
ま
っ
と
ば
っ

て
ん
、
そ
い
か
ら
先
が
大
変
た
い
。
十

月
五
日
の
獅
子
面
奉
仕
者
抽
選
式
ま
で
、

二
百
八
十
日
ば
か
い
が
な
ん
さ
ま
長
か
も

ん
な
。
獅
子
面
は
八や

か
し
ら頭

あ
る
ば
っ
て
ん
、
良

か
と
に
当
ろ
う
ご
た
っ
で
、
悪
か
事
ど
ま
で

け
ん
で
な
。
毎
日
毎
日
お
し
ょ
も
ん
し
と
ら

ん
ば
な
ら
ん
た
い
な
。

　

い
よ
い
よ
十
月
五
日
の
朝
ば
迎
え
れ
ば
、

抽
選
式
の
始
ま
る
前
に
楼
門
前
の
石
段
に

道
つ
く
り
ば
せ
ん
ば
ん
も
ん
な
。
お
神み

輿こ
し

さ
ん
や
ら
神し

ん

馬め

や
ら
が
石
段
ば
安
全
に
昇

り
降
り
出
来
っ
ご
と
、
土
の
う
ば
積
ん
で

坂
道
に
し
て
や
っ
と
た
い
な
。
抽
選
式
ば
ひ

か
え
て
神
さ
ん
の
前
で
す
る
仕
事
じ
ゃ
ろ
が

な
、
み
ん
な
が
ま
だ
す
で
。
遊
う
ど
っ
と

や
ら
、
て
れ
っ
ー
と
し
と
っ
と
ど
ま
お
ら
ん

で
な
。
何
年
前
や
っ
た
か
、
後あ

と

の
抽
選
式
で

「
一
番
獅
子　

青　

飛と
び
だ
し出
」
っ
て
、
自
分
の

名
前
が
一
番
に
呼
ば
れ
た
時
に
ゃ
ー
、
心
ん

中
で
「
よ
っ
し
ゃ
ー
」
っ
て
叫
ん
だ
と
い
っ
ぺ

獅子面と神輿（昭和 37 年）
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ん
に
体
ん
震
え
て
、
○
玉
の
ち
ぢ
こ
ま
る
ご

た
っ
感
じ
じ
ゃ
っ
た
ば
い
。

　

九
日
の
行
列
の
日
は
朝
早
う
か
ら
青
井

さ
ん
に
出
て
く
っ
た
い
な
。
神
楽
殿
で
衣
装

ば
着
て
、
白
足
袋
に
お
神み

き酒
で
清
め
た
ワ

ラ
ジ
ば
履
い
て
か
ら
獅
子
面
ば
か
ぶ
る
も
ん

な
。
賽
銭
箱
の
と
こ
い
の
階
段
ば
一
気
呵
成

に
飛
び
跳
ね
て
出
て
行
く
と
が
、
本
な
「
飛

出
」
た
い
。
お
い
ど
ん
が
若
っ
か
頃
、
爺
さ

ん
た
ち
の
そ
ぎ
ゃ
言
い
よ
い
や
っ
た
で
。
青

井
さ
ん
の
獅
子
面
に
ゃ
、
そ
の
他
に
も
「
走

り
」「
す
り
足
」「
構
え
」「
が
ぶ
り
」「
噛
み
」

…
ち
ゅ
う
ご
と
独
特
の
技
の
伝
わ
っ
と
っ
た

い
な
。
恐
ろ
し
か
ご
と
や
ら
、
カ
ッ
コ
良
か

ご
と
し
て
見
せ
ん
ば
ん
と
じ
ゃ
っ
で
。
た
ー

だ
か
ぶ
っ
と
っ
ば
か
い
じ
ゃ
ー
、
わ
か
ら
ん

た
い
な
。

　

発は
つ
れ
ん
さ
い

輦
祭
の
済
め
ば
、「
待
っ
て
ま
し
た
」

て
言
わ
ん
ば
か
り
、
い
よ
い
よ
出
番
た
い

な
。
い
ざ
道
ん
出
れ
ば
な
、「
ど
ん
子
ば

泣
か
す
っ
か
な
」「
若
っ
か
良
か
女

お
な
ご
ん
子
は

お
ら
ん
ど
か
な
」
て
、
獅
子
面
の
中
か
ら

ま
ず
は
あ
た
り
ば
覗
ご
う
て
見
っ
た
い
な
。

「
お
っ
た
ー
」
と
思
う
と
い
っ
ぺ
ん
に
駆
け

出
し
と
っ
ば
い
。
た
い
ぎ
ゃ
に
ゃ
恐
ろ
し
か
っ

じ
ゃ
ろ
な
、
子
ど
ん
た
ち
ゃ
ー
泣
き
わ
め
い

て
い
ち
も
く
さ
ん
に
逃
ぐ
っ
で
。
だ
い
た
い

婆
さ
ん
の
後

う
し
ろ

に
隠
る
っ
と
が
多
か
な
。
婆
さ

ん
な
孫
が
も
ぞ
か
も
ん
じ
ゃ
っ
で
、
あ
わ
て

て
前
に
立
ち
ふ
さ
が
い
や
っ
で
ー
。た
ま
に
ゃ

「
な
ん
ば
す
っ
と
か
」
て
、
鬼
ん
ご
と
恐
ろ

し
か
形
相
で
叩
か
れ
て
獅
子
面
の
方
が
負

く
る
こ
と
も
あ
っ
と
ば
い
。

　

そ
ば
っ
て
ん
、
た
い
ぎ
ゃ
ん
者
な
、
青
井

さ
ん
の
獅
子
面
に
噛
ま
る
れ
ば「
病
気
せ
ん
」

「
長
生
き
す
る
」「
頭
の
良
う
な
る
」
ち
ゅ

う
て
、
す
す
ん
で
頭
ば
出
し
や
る
ば
い
。
そ

い
も
み
ん
な
ニ
コ
ニ
コ
笑
顔
で
た
い
な
。
中

に
ゃ
ー
「
元
気
で
長
生
き
し
な
い
よ
ー
」
っ

て
獅
子
面
の
中
か
ら
声
か
け
て
や
れ
ば
、

喜
う
で
拝
み
や
る
年
寄
り
も
お
ら
す
た
い

な
。

　

昔
、
ま
だ
お
い
ど
ん
が
若
っ
か
頃
は
「
飛と

び

込こ
み

」
ち
ゅ
う
と
も
あ
い
よ
っ
た
と
ば
い
。
街

中
の
旧
家
や
ら
旅
館
に
そ
い
こ
そ
「
飛
び

込
む
」
と
た
い
な
。
獅
子
面
の
入
っ
て
来
れ

ば
家
内
安
全
、
商
売
繁
盛
ち
ゅ
う
て
、
あ

り
が
た
が
れ
て
、
飲
め
や
食
え
や
の
豪
勢

な
接
待
じ
ゃ
っ
た
と
ば
い
。
獅
子
面
の
交
替

場
所
で
待
っ
と
れ
ば
、
い
つ
ま
っ
で
ん
来
ん

と
や
ら
、
え
く
ろ
う
て
フ
ラ
フ
ラ
で
来
っ
と

や
ら
で
、
今
じ
ゃ
考
え
ら
れ
ん
ぐ
た
っ
こ
つ

も
あ
っ
た
と
ば
い
。
獅
子
面
か
ぶ
っ
て
も
う

五
十
年
近
う
な
る
ば
っ
て
ん
、
や
っ
ぱ
「
お

く
ん
ち
祭
」
は
良
か
な
ー
。
人
の
ニ
コ
ニ
コ

笑
顔
に
触
る
っ
と
が
ほ
ん
に
素
晴
ら
し
か
。

こ
い
が
六
十
過
ぎ
て
ん
や
め
ら
れ
ん
と
こ
っ

た
い
な
。

　

あ
ん
た
も
来
年
ど
ま
、
い
っ
ぺ
ん
獅
子

面
か
ぶ
っ
て
み
ら
ん
な
。
そ
ー
ら
楽
し
か
ば

い
。
見
と
っ
ば
っ
か
い
よ
か
、
た
い
ぎ
ゃ
に
ゃ

お
も
し
か
ば
い
。
そ
し
て
た
ぶ
ん
は
ま
っ
て

し
ま
う
ば
い
。

　

ど
ぎ
ゃ
な
、来
年
の
初
詣
で
に
ゃ
連
れ
だ
っ

て
青
井
さ
ん
参
り
に
行
た
て
み
ら
ん
な
。

　
第
二
話
・
馬
与
の
男
の
つ
ぶ
や
き

　

今
か
ら
五
十
年
ば
か
り
前
の
話
に
な
っ

ば
っ
て
ん
な
。
お
く
ん
ち
祭
で
神
さ
ん
の
乗

い
や
る
馬
ば
神し

ん

馬め

ち
ゅ
う
も
ん
な
。
こ
ん
神

馬
に
ゃ
ー
、
祭
り
の
一
年
前
の
十
一
月
に
生

ま
れ
た
栗
毛
の
仔
馬
二
頭
が
選
ば
れ
よ
っ

た
も
ん
な
。

祭
り
の
二
十

日
ば
か
り
前

ご
ろ
か
ら
馬

小
屋
に
ゃ
古

畳
ば
敷
い
て

世
話
ば
し
て
、

特
に
十
月
の

三
日
か
ら
八

日
ま
で
は
ケ

ガ
さ
せ
ん
ご

と
夜
通
し
交
替
で
番
ば
し
と
っ
た
た
い
な
。

ピ
リ
ピ
リ
す
っ
ご
と
神
経
使
い
よ
っ
た
と
ば

い
。

　

前
日
の
八
日
の
朝
に
ゃ
川
ん
連
れ
て
行
っ

て
体
ば
洗
ろ
て
や
り
、
祭
り
当
日
の
朝
に
ゃ

お
湯
で
洗
い
清
め
て
、
タ
テ
ガ
ミ
や
ら
シ
ッ

ポ
に
ゃ
ビ
ン
カ
ズ
ラ
ば
タ
カ
ン
ポ
で
搗つ

い
て

作
っ
た
ビ
ン
ジ
ュ
ル
ば
塗
り
く
う
で
、
櫛
で

綺
麗
に
さ
ば
い
て
や
り
、シ
ッ
ポ
ん
根
元
に
ゃ

晒さ
ら

し
ば
巻
い
て
、
準
備
ば
整
え
よ
っ
た
た
い

な
。

　

当
日
の
朝
は
七
時
ご
ろ
に
ゃ
家
ば
出
る
も

ん
な
。
青
井
さ
ん
に
着
け
ば
馬
と
一
緒
に
神

さ
ん
ば
拝
ん
で
か
ら
飾
り
付
け
ば
し
よ
っ
た

た
い
な
。
ワ
ラ
ジ
ま
で
履
か
せ
よ
っ
た
と
ば

い
。
馬
は
二
頭
の
神
馬
、
他
に
も
巡
査
さ

ん
の
乗
い
や
る
道み

ち

開あ
け

馬う
ま

、
神
主
さ
ん
た
ち

の
乗
い
や
る
乗
馬
で
二
十
頭
以
上
が
出
よ
っ

た
た
い
な
。
そ
ん
頃
の
馬
は
中
原
地
区
方
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面
か
ら
が
多
か
っ
た
な
。
馬う

ま

与ぐ
み

て
呼
ば
れ

よ
っ
た
ば
い
。
他
に
も
お
神み

輿こ
し

は
鍛
冶
屋
町

や
大
工
町
、
奴

や
っ
こ
は
願
成
寺
町
、
旗
持
ち
は

矢
黒
町
、
お
供
の
供ぐ

奉ぶ

者し
ゃ

は
大
塚
町
や
田

野
町
、
獅
子
面
は
薩
摩
瀬
町
、
散
米
行
事

は
山
江
村
ち
ゅ
う
ご
と
分
担
し
と
っ
た
ぐ
た

ん
な
。

　

そ
ん
頃
の
お
く
ん
ち
祭
に
馬
ば
奉
納

し
ゅ
う
ぐ
た
る
者
な
、
今
ん
獅
子
面
奉
仕

者
の
ご
と
抽
選
に
当
た
ら
ん
ば
出
さ
れ
ん

じ
ゃ
っ
た
た
い
な
。
奉
納
し
た
か
者
の
多

か
時
に
ゃ
抽
選
に
ハ
ズ
レ
て
出
さ
れ
ん
者
も

お
っ
た
た
い
な
。
当
選
の
ハ
ガ
キ
の
青
井
さ

ん
か
ら
届
け
ば
も
う
そ
ら
家
中
大
騒
ぎ
た

い
な
。
ま
ず
神
棚
と
ご
先
祖
さ
ん
に
報
告

し
て
、
村
中
に
触
れ
回
っ
て
お
祝
い
た
い
。

焼
酎
の
肴

さ
か
な

は
豆
腐
と
身
ク
ジ
ラ
の
刺
身

じ
ゃ
っ
た
ば
い
。

　

そ
う
そ
う
、
お
く
ん
ち
祭
の
前
ん
日

に
ゃ
、
お
旅
所
の
中な

っ
ご
う
ら

川
原
に
行
た
て
、
木

陰
ん
涼
し
か
と
こ
い
ば
探
し
て
ム
シ
ロ
ば
一

枚
敷
い
て
、
○
○
家
神
馬
て
書
い
た
紙
ま

で
貼
っ
て
陣
取
り
し
よ
っ
た
た
い
な
。
昼
に

出
す
赤
飯
や
ゴ
マ
塩
の
お
に
ぎ
り
や
ら
、
に

し
め
、
つ
ぼ
ん
汁
は
家
の
者
が
リ
ヤ
カ
ー
で

運
び
よ
っ
た
な
。
親
戚
か
ら
も
ご
馳
走
が

差
し
入
れ
ら
れ
て
大
勢
で
賑
わ
い
よ
っ
た
ば

い
。

　
「
あ
ら
ー
、
よ
う
来
な
い
た
な
」

　
『
は
い
。
稲
刈
り
も
無
事
済
ん
で
、
く
ん

ち
日
和
も
ゆ
う
ぐ
ざ
ん
も
し
た
で
、
祭
り

み
ゃ
ー
り
に
家
族
み
ん
な
連
れ
立
っ
て
出
て

来
も
し
た
』

　
『
あ
、
そ
う
そ
う
。
今
年
し
ゃ
、
神
さ
ん

の
馬
ば
出
し
と
ん
な
い
た
。
良
か
馬
じ
ゃ
っ

た
な
ー
』

　
「
有
難
う
ぐ
ざ
ん
も
す
。
本
に
名
誉
な
こ

と
で
し
た
ば
い
」

　
「
昼
め
し
ゃ
ー
ま
だ
じ
ゃ
ろ
。
ま
あ
、
何

も
無
か
で
す
ば
っ
て
ん
食
て
く
だ
は
ん
も

し
」

　
『
ご
馳
走
に
な
り
も
す
』

　
『
こ
ら
、
ち
い
っ
と
ば
っ
て
ん
差
し
入
れ

持
っ
て
来
も
し
た
』

　
「
お
ど
ま
し
ら
ん
。
気
い
使
う
て
も
ろ

て
ー
。
有
難
う
ぐ
ざ
ん
も
す
」

　
『
・
・
・
』

　
「
・
・
・
」

　
「
コ
ラ
ッ
。
子
ど
ん
ど
ま
い
つ
ま
で
食
う

と
っ
と
か
。
早
う
サ
ー
カ
ス
ど
ん
見
ぎ
ゃ
ー

行
た
て
け
」

　

会
話
も
は
ず
ー
だ
。
ほ
ん
に
楽
し
か
良

か
祭
り
じ
ゃ
っ
た
ー
。
昨
日
の
事
ん
ご
つ
思

い
出
す
ば
い
。

【
ふ
く
か
わ
・
よ
し
ふ
み
／
人
吉
市
】

　「
七
五
三
」
考

　 

川
邊 

敬
子

秋
空
の
下
、
千
歳
飴
を
手
に
し
て
神
社

に
お
参
り
さ
れ
て
い
る
ご
家
族
の
姿
を
見

か
け
る
と
、
よ
そ
の
お
ば
ち
ゃ
ん
の
わ
た
し

ま
で
、
な
ん
だ
か
心
が
浮
き
立
つ
よ
う
な

誇
ら
し
い
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

七
五
三
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
し
く
ご
存

知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、

こ
の
原
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
起
源

等
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。

七
五
三
の
起
源
は
室
町
時
代
と
い
わ
れ
、

江
戸
時
代
の
武
家
社
会
を
中
心
に
関
東
か

ら
全
国
へ
広
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
は
乳
幼
児
の
死
亡
率
が
高
か
っ
た

た
め
、
生
後
３
～
４
年
経
っ
て
か
ら
現
在

の
戸
籍
に
あ
た
る
人
別
帳
や
氏
子
台
帳
に

登
録
し
た
そ
う
で
す
。

そ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
七
五
三
の
お

祝
い
に
は
今
ま
で
無
事
に
成
長
し
た
こ
と
へ

の
感
謝
と
、
幼
児
か
ら
少
年
・
少
女
期
へ

の
節
目
に
こ
れ
か
ら
の
将
来
と
長
寿
を
願

う
意
味
が
込
め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

元
々
は
「
髪か

み
お
き置

＝
３
歳
男
女
」「
袴は

か
ま
ぎ着

＝
５
歳
男
児
」「
帯お

び
と
き解

＝
７
歳
女
児
」
と

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
持
ち
お
祝
い
す
る
し

き
た
り
で
し
た
が
現
在
で
は
、
し
き
た
り
に

は
拘
ら
な
い
家
庭
も
増
え
て
い
る
よ
う
で
、

お
祝
い
の
仕
方
も
地
方
に
よ
っ
て
様
々
あ
る

よ
う
で
す
。

我
が
家
の
娘
家
族
が
、
上
の
孫
娘
７
歳

と
二
番
目
の
孫
娘
３
歳
の
お
祝
い
を
一
緒
に

し
た
際
も
、
二
人
と
も
大
正
ロ
マ
ン
風
の
着

物
姿
と
ア
ニ
メ
に
出
て
き
そ
う
な
プ
リ
ン
セ

江戸時代の七五三（『七五三祝ひの図』、三代歌川豊国 画）
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ス
ス
タ
イ
ル
で
写
真
に
収
ま
っ
て
い
て
、
し

き
た
り
に
順
じ
た
装
い
で
は
な
い
の
で
す

が
、
家
族
の
表
情
は
な
ん
と
も
嬉
し
そ
う

で
、
孫
娘
達
は
得
意
げ
な
満
面
の
笑
み
を

浮
か
べ
て
い
ま
す
。

写
真
か
ら
も
そ
の
時
の
幸
せ
な
家
族
の

気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
か
、
四
ヶ
月
に

な
る
末
の
孫
娘
は
姉
ち
ゃ
ん
達
の
七
五
三
の

家
族
写
真
を
目
に
す
る
と
、
な
ん
と
も
嬉

し
そ
う
に
ニ
コ
ニ
コ
し
始
め
ま
す
。

幸
い
な
こ
と
に
孫
達
に
も
娘
に
も
、
そ
し

て
私
に
も
七
五
三
の
時
の
写
真
が
残
っ
て
い

ま
す
が
、
様
々
な
事
情
で
記
録
を
残
す
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
り
、
晴
れ
着
を
着
る

機
会
が
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
年
齢
ま

で
育
っ
た
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
し
、
こ
れ
か

ら
の
成
長
と
幸
せ
を
願
う
気
持
ち
が
家
族

や
周
囲
の
人
達
に
あ
れ
ば
、
そ
の
気
持
ち

は
主
役
の
心
に
沁
み
込
ん
で
、
そ
の
後
の
成

長
の
糧
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

11
月
15
日
と
い
う
日
に
ち
に
し
て
も
、

１
６
８
１
年
に
徳
川
綱
吉
将
軍
の
子
・
徳

松
の
成
長
の
お
祝
い
を
行
な
っ
た
の
が
11
月

15
日
で
、
そ
れ
が
江
戸
を
中
心
に
定
着
し

た
と
い
う
説
、
11
月
の
満
月
の
日
に
行
な

う
習
慣
の
氏
神
様
へ
の
収
穫
の
感
謝
の
祭
り

と
兼
ね
て
祝
っ
た
と
い
う
説
、
中
国
か
ら

伝
え
ら
れ
た
二
十
八
宿
と
い
う
暦
で
は
11

月
15
日
は
「
鬼
宿
日
」
と
い
う
日
に
あ
た

り
、
婚
礼
以
外
の
す
べ
て
の
物
事
を
す
る
日

と
し
て
最
良
の
日
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
い

う
説
。
は
た
ま
た
、
七
五
三
を
す
べ
て
足

し
た
数
が
15
に
な
る
か
ら
と
い
う
説
な
ど

諸
説
あ
る
よ
う
で
す
が
、
現
代
で
は
あ
ま

り
そ
の
日
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家

庭
の
都
合
に
合
わ
せ
て
お
祝
い
を
す
る
事
が

多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

大
切
な
の
は
、
子
ど
も
の
成
長
に
感
謝

し
幸
せ
を
願
う
そ
の
気
持
ち
で
、
わ
た
し

が
七
五
三
を
祝
っ
て
も
ら
う
年
代
だ
っ
た
頃

は
、
隣
近
所
の
お
じ
ち
ゃ
ん
お
ば
ち
ゃ
ん
達

か
ら
も
そ
う
い
う
気
持
ち
で
見
守
っ
て
も

ら
っ
て
い
た
気
が
し
ま
す
。

冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
よ
そ
の
ご
家

族
の
姿
を
見
て
も
誇
ら
し
い
よ
う
な
気
持

ち
に
な
れ
る
の
は
、
自
分
が
そ
う
い
う
眼
差

し
の
中
で
成
長
出
来
た
お
か
げ
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

形
式
は
時
代
と
共
に
変
わ
っ
て
も
、
家

族
だ
け
で
な
く
地
域
の
人
た
ち
が
子
ど
も

達
の
成
長
を
祝
う
温
か
い
眼
差
し
は
、
無

形
の
伝
統
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
っ
て
欲

し
い
も
の
で
す
。

【
か
わ
な
べ
・
け
い
こ
／
人
吉
市
】

り
か
ら
、
お
店
に
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
関
連
の
商

品
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。
私
が
球
磨
に
帰
っ

て
き
た
30
年
前
は
、
こ
の
地
域
で
は
「
ハ
ロ

ウ
ィ
ー
ン
」
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
の
で
、
私
の
英
語
教
室
で
は
、
手

作
り
の
グ
ッ
ズ
や
仮
装
で
子
ど
も
た
ち
と
楽

し
ん
で
い
ま
し
た
。

保
育
園
で
の
多
様
な
活
動
の
体
験
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
パ
ー
テ
ィ
ー
を
行

な
っ
た
と
こ
ろ
、
子
ど
も
た
ち
は
大
喜
び
。

職
員
も
そ
の
お
も
し
ろ
さ
に
夢
中
に
な
り
、

そ
れ
か
ら
26
年
間
、
保
育
園
の
恒
例
行
事

と
な
っ
て
い
ま
す
。

西
洋
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
は
、
子
ど
も
た
ち

が
オ
バ
ケ
の
格
好
を
し
て
、「
ト
リ
ッ
ク　

オ
ア　

ト
リ
ー
ト
」
と
い
い
な
が
ら
近
所
の

家
々
を
回
り
、
お
菓
子
を
も
ら
い
ま
す
。

お
菓
子
を
く
れ
な
い
お
う
ち
に
は
い
た
ず

ら
を
し
て
い
い
そ
う
で
す
。
今
は
そ
ん
な
こ

と
を
し
た
ら
、
社
会
問
題
に
な
り
そ
う
で

す
が
…
。
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
を
知
ら
な
い
地
域

で
こ
の
お
祭
り
は
通
用
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

考
え
つ
い
た
の
が
、
保
育
士
た
ち
が
オ
バ
ケ

に
変
身
し
て
園
内
に
潜
み
、
子
ど
も
た
ち

は
仮
装
し
て
オ
バ
ケ
を
見
つ
け
る
。
見
つ
け

た
ら
、「
ト
リ
ッ
ク　

オ
ア　

ト
リ
ー
ト
」

今
年
も
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
の
時
期
に
は
、
仮

装
を
楽
し
む
人
達
の
年
々
盛
り
上
が
っ
て

い
る
様
子
や
グ
ッ
ズ
の
紹
介
の
ニ
ュ
ー
ス
が

流
れ
、
球
磨
人
吉
で
も
夏
の
終
わ
り
あ
た

怖くてたのしい
ハロウィーン　桑原史佳
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衣
装
は
家
庭
か
ら
持
っ
て
き
た
親
の
古

着
、
紙
袋
や
包
装
紙
な
ど
を
使
っ
て
魔
女
、

猫
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
大
好
き
な

ア
ニ
メ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
に
変
身
し
ま

す
。
職
員
は
持
ち
前
の
豊
か
な
想
像
力
を

発
揮
し
て
、
毎
年
オ
ド
ロ
キ
の
オ
バ
ケ
に
変

身
し
ま
す
。
今
年
は
、
魔
女
、
白
雪
姫
、

ス
パ
イ
ダ
ー
マ
ン
、
不
思
議
の
国
の
ト
ラ
ン

プ
の
兵
隊
、
ガ
イ
コ
ツ
な
ど
、
子
ど
も
た

ち
に
馴
染
み
の
あ
る
オ
バ
ケ
（
？
）
に
仮
装

し
て
潜
み
ま
す
。
メ
イ
ク
に
も
熱
が
入
り
、

迫
力
が
あ
り
ま
す
。
園
内
は
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン

ム
ー
ド
の
装
飾
に
な
り
、
手
作
り
感
あ
ふ

れ
る
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
の
日
を
迎
え
ま
す
。

ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
の
給
食
メ
ニ
ュ
ー
は
カ
ボ

チ
ャ
を
使
っ
た
料
理
で
、
今
年
は
パ
ン
プ
キ

ン
シ
チ
ュ
ー
が
メ
イ
ン
で
し
た
。
午
後
の
お

や
つ
は
、
職
員
手
描
き
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
み

か
ん
で
す
。

バ
ー
テ
ィ
ー
開
始
前
は
、
保
育
園
全
体

が
大
忙
し
で
す
。
子
ど
も
た
ち
、
職
員
全

員
、
も
ち
ろ
ん
園
長
先
生
も
給
食
の
先
生

も
、
取
材
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
方
た
ち
も
オ

バ
ケ
に
変
身
し
ま
す
。
Ａ
Ｌ
Ｔ
（
英
語
指

導
助
手
）
や
保
護
者
が
仮
装
し
て
、
参
加

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今
年
は
あ
い
に

く
の
雨
模
様
で
し
た
の
で
、
オ
バ
ケ
た
ち
は

場
所
変
更
で
大
変
で
し
た
。

キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
や
お
菓
子
を
配
る
オ
バ
ケ

た
ち
は
最
初
は
き
れ
い
な
顔
で
す
が
、
汗

だ
く
に
な
り
メ
イ
ク
が
崩
れ
て
も
一
人
一
人

の
子
ど
も
た
ち
に
声
を
か
け
、
演
じ
続
け

て
い
ま
す
。
怖
い
な
が
ら
も
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー

欲
し
さ
に
、
子
ど
も
た
ち
は
オ
バ
ケ
と
お

話
を
し
ま
す
。

全
て
の
お
菓
子
ス
ポ
ッ
ト
を
巡
り
終
わ
っ

と
言
う
。
上
手
に
言
え
た
ら
お
菓
子
を
も

ら
う
と
い
う
方
法
で
す
。

秋
の
運
動
会
が
終
わ
っ
た
ら
、ハ
ロ
ウ
ィ
ー

ン
の
準
備
を
始
め
ま
す
。
カ
ボ
チ
ャ
の
お
ば

け
「
ジ
ャ
ッ
カ
ラ
ン
タ
ン
」
も
本
物
が
楽
し

い
か
な
と
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
カ
ボ
チ
ャ
を
農

家
の
人
か
ら
譲
っ
て
い
た
だ
き
、
子
ど
も
た

ち
と
作
り
始
め
ま
し
た
。
今
年
は
保
護
者

の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
、
ひ
ょ
う
た
ん
型
の

カ
ボ
チ
ャ
を
７
個
い
た
だ
き
ま
し
た
。

保
育
園
で
去
年
の
カ
ボ
チ
ャ
の
種
か
ら

ひ
ょ
う
た
ん
型
の
か
ぼ
ち
ゃ
を
二
つ
収
穫
し

た
の
で
、
見
本
を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
を

見
て
子
ど
も
た
ち
は
大
喜
び
で
カ
ボ
チ
ャ
の

中
を
ス
プ
ー
ン
で
削
り
、
顔
を
描
き
、
す

て
き
な
表
情
の
ラ
ン
タ
ン
を
完
成
し
ま
し

た
。

た
ら
、
お
楽
し
み
が
待
っ
て
い
ま
す
。

化
け
た
悪
魔
を
棒
で
た
た
い
て
追
い
払

う 

縁
起
の
い
い
く
す
玉
割
り
の
あ
そ
び
と

し
て
、
南
米
の
子
ど
も
た
ち
の
誕
生
会
や

イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
行
わ
れ
る
「
ピ
ニ
ャ
ー
タ
」

と
い
う
行
事
を
保
育
園
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
に

取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
空
中
を
舞
う
キ
ャ
ン

デ
ィ
ー
が
詰
ま
っ
た
オ
バ
ケ
を
棒
で
叩
き
割

り
、
中
か
ら
飛
び
散
っ
た
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
を

い
っ
せ
い
に
拾
い
集
め
ま
す
。
バ
ッ
グ
い
っ
ぱ

い
に
な
っ
た
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
は
、
み
ん
な
で

分
け
合
い
、
お
う
ち
へ
の
お
み
や
げ
に
な
り

ま
す
。

子
ど
も
た
ち
は
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
パ
ー

テ
ィ
ー
は
「
こ
わ
か
っ
た
け
ど
、
お
も
し
ろ

か
っ
た
」
と
。
夕
方
、
再
び
仮
装
を
し
て

帰
り
、
お
う
ち
で
も
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
が
始
ま

る
よ
う
で
す
。

子
ど
も
た
ち
に
は
、
よ
い
こ
に
な
り
ま

す
よ
う
に
と
い
う
願
い
を
込
め
て
、
怖
く
て

た
の
し
い
お
祭
り
で
あ
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま

す
。内

緒
で
す
が
、
職
員
の
す
ご
い
メ
イ

キ
ャ
ッ
プ
と
仮
装
に
、
子
ど
も
た
ち
は
泣
い

た
り
怖
が
っ
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
場

を
離
れ
た
後
、
お
友
だ
ち
と
「
○
○
先
生
、

こ
わ
か
っ
た
ね
」
と
、
結
構
冷
静
に
感
想

を
言
っ
て
い
る
の
を
聞
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ハ
ッ
ピ
ー
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
、
ま
た
来
年
！

【
く
わ
は
ら
・
ふ
み
か
／
福
島
保
育
園

主
任
保
育
士
、
球
磨
郡
錦
町
】
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ま
す
。

そ
ん
な
私
も
、
今
年
は
27
年
生
き
て
き

て
、
初
め
て
梅
酒
を
漬
け
ま
し
た
。

実
家
の
目
の
前
に
梅
の
木
が
あ
っ
て
、
昔

は
祖
父
が
よ
く
梅
を
漬
け
て
い
た
け
ど
、

80
歳
を
超
え
、
高
齢
に
な
っ
た
今
は
そ
れ

も
や
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
な
ら
私
が
梅
仕
事
を
し
て
み
よ

う
！
と
、
図
書
館
で
借
り
た
本
と
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
た
よ
り
に
人
生
初
の
梅
仕
事
。

６
月
の
田
植
え
を
終
え
た
頃
に
漬
け
た

の
で
、
秋
を
迎
え
、
よ
う
や
く
飲
み
ご
ろ

と
な
り
ま
し
た
。
ど
き
ど
き
し
な
が
ら
人

世
間
一
般
的
な
「
限
界
集
落
」
の
定
義

に
一
応
あ
て
は
ま
っ
て
し
ま
う
、
こ
の
集
落

に
住
み
始
め
、
は
や
１
年
４
ヵ
月
。
相
変

わ
ら
ず
、
採
れ
た
て
の
食
材
を
届
け
て
く

れ
る
、
近
所
の
じ
い
ち
ゃ
ん
ば
あ
ち
ゃ
ん
た

ち
。
そ
れ
は
秋
で
あ
ろ
う
が
、
春
で
あ
ろ

う
が
、
こ
こ
の
集
落
で
は
関
係
あ
り
ま
せ

ん
。
年
間
を
通
し
て

毎
日
が
収
穫
祭
の
よ

う
な
、
こ
の
集
落
の

ど
こ
に
「
限
界
」
が

あ
る
の
か
と
、
や
っ

ぱ
り
考
え
て
し
ま
い

坂
本
に
秋
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

私
の
住
む
限
界
集
落
に
も
そ
れ
は
や
っ
て

き
ま
し
た
。
か
ぼ
ち
ゃ
に
芋
、
栗
に
し
ょ
う

が
、
柿
に
む
か
ご
に
銀
杏
。
実
り
の
季
節
。

毎
晩
運
転
中
に
出
会
う
野
生
の
ム
ジ
ナ
た

ち
も
、
見
る
た
び
に
ぶ
く
ぶ
く
太
る
。
そ

ん
な
私
も
ぶ
く
ぶ
く
太
る
。 限

界
集
落
便
り 

②

わ
た
し
の
収
穫
祭
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
本 

桃
子

私が初めて漬けた梅酒

田
活
性
化
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。

私
は
仕
事
柄
こ
こ
の
棚
田
へ
足
を
運
ぶ
こ

と
も
多
い
の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
に
地
主
で

あ
る
Ｍ
さ
ん
と
出
会
い
、
顔
を
覚
え
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
Ｍ
さ
ん
は
こ
の
日
光
集
落
の

こ
と
や
棚
田
で
の
米
作
り
の
こ
と
な
ど
、
い

つ
も
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
お
話
し
て
く
だ
さ

い
ま
す
。

そ
の
お
話
の
中
で
、
日
光
集
落
も
や
は

り
数
字
的
に
は
「
限
界
集
落
」
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
棚
田
の
米
作
り
を
継
承
す
る

人
間
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
を
知
り
ま
し
た
。

今
年
６
月
の
田
植
え
の
際
、
Ｍ
さ
ん
は

言
い
ま
し
た
。

「
残
念
で
す
が
、
私
の
代
で
終
わ
り
で

す
。
ご
先
祖
さ
ま
に
は
申
し
訳
な
い
け
ど
」

と
。私

は
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
返
す
言
葉

を
借
り
な
が
ら
、
欲
し
い
も
の
を
自
分
の
手

で
つ
く
る
。
そ
れ
が
こ
の
集
落
の
生
き
方
の

基
本
で
も
あ
り
ま
す
が
、
私
も
今
年
は
集

落
の
師
匠
た
ち
に
一
歩
近
づ
け
た
の
か
な
と

思
い
ま
す
。

話
は
変
わ
っ
て
、
坂

本
町
の
鮎
帰
と
い
う
地

域
に
あ
る
日に

ち
こ
う光

集
落
に

は
、
日
本
の
棚
田
百
選

に
も
選
ば
れ
て
い
る
何

と
も
美
し
い
「
日
光
の

棚
田
」
が
あ
り
ま
す
。

現
在
は
半
分
以
上
が

休
耕
田
と
な
っ
て
お
り
、

数
年
前
に
な
ん
と
か
棚

田
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
、

集
落
の
全
世
帯
か
ら
構

成
さ
れ
る
「
日
光
の
棚

生
初
の
自
家
製
梅
酒
を
ぐ
っ
と
一
口
。
私
に

と
っ
て
の
収
穫
祭
。お
酒
が
大
好
き
な
私
は
、

今
ま
で
梅
酒
も
買
う
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で

す
が
、
こ
れ
か
ら
は
買
う
の
が
ば
か
ば
か
し

く
思
え
そ
う
で
す
。

こ
う
や
っ
て
、
あ
る
も
の
で
、
自
然
の
力

日光の棚田（坂本町鮎帰）
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し
た
。

少
し
話
が
そ
れ
ま
し
た
が
、
坂
本
町
で

は
11
月
の
第
二
日
曜
日
に
、
ム
ラ
全
体
の

秋
の
お
祭
り
と
し
て
「
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
」

が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
年
で
30
回
目
。

最
近
は
、
町
内
８
つ
の
地
域
振
興
会
が
そ

れ
ぞ
れ
で
開
発
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
ぼ
た

も
ち
」
が
好
評
で
、
毎
年
、
多
く
の
人
が

買
っ
て
ゆ
か
れ
ま
す
。
な
ん
だ
か
「
ぼ
た
も

ち
ま
つ
り
」
に
名
称
を
変
え
た
方
が
い
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
で
す
。

坂
本
の
「
ぼ
た
も
ち
」
に
つ
い
て
は
、
語

り
だ
す
と
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、

そ
れ
は
別
の
機
会
に
。

み
な
さ
ま
、
ぜ
ひ
、
足
を
運
ん
で
い
た

だ
き
、
秋
の
坂
本
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

【
さ
か
も
と
・
も
も
こ
。八
代
市
坂
本
町
】

の
棚
田
の
米
作
り
。
Ｍ
さ
ん
も
、
ま
た
今

年
も
稲
刈
り
を
無
事
に
終
え
、
き
っ
と
特

別
な
想
い
に
溢
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
は
棚
田
で
の
米
作
り
に
限
っ
た
話

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
「
受
け
継
ぐ
」

と
い
う
こ
と
の
大
き
な
意
味
を
日
光
の
棚
田

へ
通
い
は
じ
め
て
、
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま

が
み
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
数
年
前
に
集

落
全
体
で
、
ま
た
こ
の
棚
田
を
続
け
て
い
こ

う
！
と
活
性
会
を
立
ち
上
げ
た
け
れ
ど
も
、

結
局
集
落
に
い
る
の
は
70
代
80
代
を
中
心

と
し
た
高
齢
者
で
、
米
作
り
を
し
て
い
る
の

も
高
齢
者
の
み
。
Ｍ
さ
ん
は
や
は
り
限
界

を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
田
植
え
か
ら
４
か
月
近
く
過
ぎ
、

日
光
の
棚
田
も
収
穫
の
時
。
稲
刈
り
を
迎

え
ま
し
た
。
当
日
は
私
も
お
声
か
け
い
た

だ
き
、
稲
刈
り
の
様
子
を
見
学
さ
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
。

今
年
は
大
き
な
台
風
も
な
く
良
い
環
境

の
中
で
育
っ
た
の
で
、
稲
は
と
て
も
美
し
く
、

お
米
も
良
い
出
来
だ
と
Ｍ
さ
ん
は
ご
機
嫌

そ
う
で
し
た
。
刈
っ
た
稲
は
掛
け
干
し
を
さ

れ
、
11
月
に
は
新
米
と
し
て
食
べ
る
こ
と
が

で
き
る
そ
う
で
す
。

先
祖
代
々
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
日
光

絵
巻
に
見
る
妙
見
祭

祝・妙見祭ユネスコ登録勧告

　

10
月
31
日
、「
妙
見
祭
」
を
含
む
33
件
の
山
・
鉾ほ
こ

・
屋
台
行
事
を
ユ
ネ
ス
コ
無

形
文
化
遺
産
に
登
録
す
る
よ
う
勧
告
が
あ
っ
た
。
正
式
な
登
録
は
11
月
28
日
か
ら

エ
チ
オ
ピ
ア
で
開
催
さ
れ
る
ユ
ネ
ス
コ
政
府
間
委
員
会
に
て
決
定
さ
れ
る
見
通
し
。

弘
化
三
年
（
１
８
４
６
）
の
「
妙
見
宮
大
祭
絵
巻
」（
松
井
家
所
蔵
）
よ
り
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【みやうち・しょうこ。Jasmin's kitchen＆魚食

倶楽部代表、著書に「もっと

知りたいチーズの本」「チーズ

を識る」世界文化社、「世界

のチーズ」NHKなど。東京都】

　アユのリエットはアユの内臓も入ってい
るので、ややほろ苦く、大人の味。苦味
が強い場合はバターを多めに加える。い
ずれもワイン、日本酒とよく合う。

シリーズ ほいくのなかで描いた絵 ❽

　光台寺保育園は多良木町の西に位
置し、周りを田んぼに囲まれた自然豊
かな環境の中にあります。近くに消防
署、県立支援学校、警察署、公立病
院があり、いつも地域の方々の温かい
まなざしに見守られています。消防署
グラウンドを走り回り、土手をすべり、
畦道を歩くことで遊びながら体幹が鍛え
られます。子ども一人ひとりが心豊かに
育っていくことを願っています。

社会福祉法人　光台寺福祉会「光台寺保育園」
〒868-0501　球磨郡多良木町多良木 3326-1
☎ 0966-42-3417

光台寺保育園（球磨郡多良木町）

絵を描いた人 ： 林 優
ゆう

翔
と
くん（６歳）

今年人吉市に設置された「鮎のやな場」
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材料 
リエット
・アユのコンフィ又はアユの塩焼き 

200 ｇ（２尾程度）
・生クリーム 100ml
・クリームチーズ 50g
・無塩バター 50g（ポマード状）
仕上げ
・かぼちゃ入りサラダ
・パン
・オリーブオイル
・ローズペッパー
・黒胡椒

❷アユのコンフィを使ったリエット

作り方
① アユの塩焼きかコンフィ、どちらで

も頭から尾、内臓も丸ごとミキサー

に入れる

② ①にポマード状のバター、生クリー

ム、クリームチーズを加えて、よく混

ぜ合わせる

③ ②を冷蔵庫でよく冷やし、冷えてク

リーム状になったら、スプーンです

くって、パンに載せる

④ サラダを添えて出来上がり

材料 （４人分）
コンフィ
・アユ ４〜６尾
・米油 アユがかぶる程度
・塩 適量
・タイム ２〜３本
・ローリエ １枚
付け合わせ
・うるか 市販
・大葉ソース 適量
・サラダ 適量

作り方
① アユに塩を振り、30 分程置く
② ①のアユの余分な水分を拭き取り、

パイレックスやホーロー鍋かバットな
どに並べて米油、タイム、ローリエ
と一緒に鍋に入れる

③ 80 度のオーブンで６時間程度加熱
する。低温のオーブンがない場合は、
直火にかけられる鍋に入れて蓋をし、
ごく弱火でゆっくりと加熱する

④ コンフィにしたアユをフライパンで両
面、こんがりと焼く

⑤ 皿に大葉ソース、ウルカ、大葉ソー
ス、サラダを添える

❶アユのコンフィ サラダ

旬をいただく ❸

料理・菓子・ワイン・チー ズ研究家
宮内 祥子アユのレシピ２品
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テ
牛
で
引
出
し
た
丸
太
の
製
材
所
と
筏
下

し
の
集
積
場
、
神
瀬
の
渡
し
場
（
図
②
）

も
あ
っ
た
が
、
昭
和
60
年
代
に
は
堤
防
が

出
来
、
そ
の
面
影
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の

神
瀬
地
区
は
新
旧
の
三
寺
院
を
有
し
、
歴

史
的
に
も
信
仰
の
盛
ん
な
所
で
も
あ
る
。

　

球
磨
川
は
右
岸
の
川か

わ

内う
ち

川
の
合
流
点
、

神こ
う
の
せ瀬
で
大
き
く
西
寄
り
に
曲
が
る
。
そ
こ

は
相
良
家
参
勤
交
代
の
御
仮
屋
（
神
照

寺
）、
西
南
役
薩
軍
の
陣
屋
が
あ
っ
た
神

瀬
・
木き

や
の屋
角す

み

地
区
で
、
川
内
川
の
上
流

は
日ひ

當あ
て

大
岩
ほ
か
、
七
集
落
が
点
在
す

る
。
川
そ
ば
の
神
瀬
福
祉
セ
ン
タ
ー
た
か

お
と
（
旧
神
瀬
小
学
校
）
の
山
側
に
日
本

遺
産
に
な
っ
た
住
吉
神
社
が
あ
り
、
境
内

に
川
舟
用
の
灯
明
台
（
図
①
）
が
あ
る
。

昔
、こ
の
付
近
に
は
山
か
ら
手
引
き
や
ゴ
ッ

連載その❽ ─白石駅

球磨川の駅
ものがたり

熊本産業遺産研究会　松本晉一

河口から上流まで、その駅を訪ねる

図① 住吉神社の灯明

図② 神瀬の渡舟場と筏組場（左端、岩戸智氏提供）

川
線
で
は
坂
本
駅
と
共
に
２
０
０
７
年
の

経
済
産
業
省
の
鉄
道
遺
産
の
一
つ
で
、
坂

本
駅
と
同
じ
く
待
合
室
の
天
井
換
気
孔

に
は
鉄
道
庁
の
マ
ー
ク
（
図
④
）
の
切
抜

き
が
あ
り
、
駅
の
佇
ま
い
も
百
年
前
と
変

わ
ら
ぬ
創
業
当
時
の
駅
舎
で
あ
る
（
図
⑤

現
在
と
開
通
時
の
比
較
）。
名
誉
駅
長
は

旧
職
員
の
蓑
田
功の

り
あ
き暉

氏
（
88
歳
、図
⑥
）。

　

こ
の
駅
は
朝
日
新
聞
の
全
国
日
本
写
真

展
２
０
１
４
で
、
松
田
三
奈
さ
ん
の
写
真

「
時
が
止
ま
っ
た
場
所
」
が
金
賞
を
得
て

い
る
。

図④ 換気孔の鉄道デザイン

図③ 白石駅（吉尾方面）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
白し

ろ
い
し石

駅

　

当
駅
は
明
治
41
年
６
月
１
日
、
人
吉

本
線
開
通
と
同
時
の
開
業
（
葦
北
郡
芦

北
町
大
字
白
石
８
３
４
、
標
高
66
ｍ
）。

八
代
駅
か
ら
29
・
８
㎞
、
隣
の
吉
尾
駅
か

ら
は
３
・
１
㎞
の
位
置
に
あ
る
。
坂
本
駅

と
ほ
ぼ
同
様
、
構
内
中
央
に
退
避
線
を
持

つ
配
線
で
２
面
３
線
の
無
人
駅
（
図
③
）、

図⑤ 上下：開業当時と現在の比較
（明治 41 年 6月西日本新聞）

図⑥ 蓑田名誉駅長
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保
線
区
用
の
管
理
線
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
。

　

大
正
15
年
発
行
の
「
新
鉄
道
旅
行

案
内
」
の
〝
駅
の
印
象
〟
で
は
、
こ
こ
は

「
球
磨
川
沿
岸
中
最
も
風
光
の
勝
れ
た

處
で
、
急
瀬
奔ほ

ん
た
ん湍
矢
の
よ
う
に
迅
い
」
と

あ
り
、〝
駅
勢
〟
に
は
「
駅
１
日
の
乗
客

２
１
８
人
、
降
客
１
７
３
人
、
人
吉
か

ら
の
球
磨
川
下
り
は
、
此
地
が
そ
の
上
陸

地
と
な
っ
て
い
て
、
夏
季
に
は
相
当
の
賑

ひ
を
見
せ
る
」
と
遊
船
客
も
多
い
。〝
交

通
〟
で
は
、
馬
車
は
天
月
（
25
銭
）、
白

木
（
30
銭
）、佐
敷
（
50
銭
）、津
奈
木
（
１

円
35
銭
）、
水
俣
（
1
円
60
銭
）
と
あ
っ

て
、
白
石
が
昔
か
ら
多
方
面
へ
通
じ
る
要

所
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。〝
見
る
べ
き
と
こ

ろ
〟
で
は
岩
戸
鍾
乳
洞
・
高
音
瀬
・
吉

尾
温
泉
が
記
載
、〝
旅
館
〟
に
は
傘
屋
（
駅

前
・
１
円
50
銭
～
２
円
50
銭
）、〝
名
物
〟

公
岩
を
結
ぶ
線
）
の
大
断
層
地
帯
（
カ
ル

ス
ト
台
地
）
が
こ
の
地
を
横
断
し
石
灰
岩

が
採
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
同
名
の
駅

が
東
北
本
線
、
函
館
本
線
に
も
あ
る
。

　

駅
対
岸
の
石
灰
採
掘
現
場
始
点
の
索

道
が
、
昭
和
31
年
頃
か
ら
駅
下
の
終
点
・

麻
生
産
業
石
灰
工
場
（
図
⑦
）
ま
で
延

び
て
い
た
。
駅
山
側
に
は
昭
和
45
年
頃
ま

で
駅
か
ら
石
灰
工
場
ま
で
の
専
用
引
込

線
も
あ
り
、
熊
本
へ
の
往
復
時
に
は
石
灰

を
積
む
無
蓋
車
や
工
場
の
稼
働
の
そ
れ
ら

が
良
く
見
て
取
れ
た
。
ま
た
こ
の
駅
か
ら

木
材
・
竹
材
・
木
炭
が
搬
出
さ
れ
、
Ｓ

Ｌ
の
引
く
客
車
や
貨
物
車
が
昭
和
48
年

春
頃
ま
で
川
線
を
走
っ
て
い
る
（
図
⑧
）。

明
治
41
年
の
開
通
当
時
の
貨
物
取
扱
業

者
に
は
萬
回
漕
店
と
芦
北
運
輸
支
店
の

２
社
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
貨
物
引

込
線
と
ホ
ー
ム
は
図
⑨
の
よ
う
に
現
在
は

　

こ
こ
は
Ｓ
Ｌ
人
吉
号
の
停
車
駅
で
、
今

春
の
ダ
イ
ヤ
改
正
で
一
勝
地
駅
と
共
に
快

速
列
車
各
１
本
、
普
通
列
車
を
含
め
上

下
各
12
本
が
停
車
す
る
。
こ
の
白
石
の
駅

名
は
、
九
州
上
部
を
横
断
す
る
大
坂
間
構

造
線
（
大
分
県
佐
伯
か
ら
駅
上
流
の
清
正図⑦ 旧麻生産業石灰工場（岩戸智氏提供）

も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
白
石
駅
前
に
は
谷
川
旅
館
、
東

屋
の
各
旅
館
や
茶
店
も
あ
り
繁
昌
し
た

と
の
こ
と
（
図
⑩
）。
小
さ
い
渡
し
舟
が

こ
の
駅
と
対
岸
の
岩
戸
地
区
を
結
ん
で
お

下
に
渡
し
場
が
あ
っ
て
、
私
が
娘
の
こ
ろ
、

向
こ
う
（
白
石
駅
）
に
行
く
渡
し
賃
が

２
円
（
中
略
）、
駅
か
ら
佐
敷
ま
で
、
４
、

５
人
向
か
い
合
っ
て
乗
る
客
馬
車
が
あ
っ

て
、
買
い
物
に
行
っ
た
り
、
行
商
人
が
来

た
り
」
と
か
。
前
記
の
大
正
末
と
金
額
が

異
な
る
の
は
、
大
正
と
の
時
代
差
に
よ
る

で
は
鮎
（
百
匁
50
銭
）、
山
芋
（
一
貫
目

１
円
20
銭
）
と
あ
り
、
当
時
の
料
金
体

系
や
１
日
に
２
０
０
人
前
後
の
乗
降
客

＝
川
下
り
客
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

　

同
様
に
、
旧
岩
戸
屋
旅
館
の
戦
後
の
女

将
、
尾
方
タ
ケ
子
氏
は
「
岩
戸
屋
の
初

め
は
、
豆
腐
屋
、
木
賃
宿
で
し
た
。
家
の

図⑧ 上りＳＬ客車（昭和 30 年代福井弘氏提供）

図⑨ 旧貨物引込ホーム

図⑩ 白石駅前の旅館、商店（岩戸智氏提供）

タイトルバックの写真と比較
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り
着
船
場
と
し
て
も
賑
わ
っ
た
。
ま
た
戦

後
す
ぐ
に
は
国
道
２
１
９
号
線
が
熊
本

か
ら
人
吉
ま
で
開
通
、
付
近
は
各
旅
館

や
食
堂
、
商
店
で
栄
え
た
が
、
ダ
ム
の
完

成
で
川
の
流
れ
が
淀
み
、
球
磨
川
下
り
の

終
点
は
上
流
の
球
泉
洞
駅
（
旧
・
大
坂

間
駅
）
下
に
移
動
し
て
い
る
。
こ
の
神
瀬

の
石
灰
洞
窟
、

岩
戸
鍾
乳
洞

内
部
と
熊
野

座
神
社
の
当
時

の
絵
葉
書
（
図

⑪
）
が
残
っ
て

お
り
、
そ
の
様

子
は
昔
と
ほ
と

ん
ど
変
わ
っ
て

は
い
な
い
。
鍾

乳
洞
の
地
下

40
ｍ
に
は
伏
流

し
た
」
と
あ
る
く
ら
い
、
当
時
は
相
当
の

賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　

　
対
岸
の
岩
戸
地
区

　

白
石
駅
対
岸
に
在
る
岩
戸
鍾
乳
洞
は
、

戦
前
か
ら
昭
和
33
年
９
月
の
瀬
戸
石
ダ
ム

完
成
ま
で
、
人
吉
・
白
石
間
の
球
磨
川
下

り
、写
真
に
も
船
着
き
場
が
見
て
取
れ
る
。

　

同
じ
く
田
山
花
袋
の
日
本
一
周
（
大
正

14
年
）
に
も
、
白
石
駅
前
の
記
述
が
あ

る
。「
そ
こ
は
停
車
場
が
出
来
た
為
に
開

け
た
よ
う
な
村
で
あ
っ
た
。
新
し
い
家
屋

が
二
、三
軒
河
に
臨
ん
で
出
来
て
、
御
料

理
、
酒
、
肴
と
障
子
に
大
き
く
書
い
て
あ
っ

た
。
白
粉
を
顔
に
真
白
に
つ
け
た
女
な
ど

も
い
た
」
と
あ
り
、
先
の
尾
方
タ
ケ
子
氏

の
戦
後
の
川
下
り
の
記
述
に
も
「
川
下
り

の
舟
が
着
く
と
、
中
に
は
地
方
三
味
線
つ

き
の
ご
一
行
も
あ
っ
て
、
二
階
の
六
畳
七

間
は
い
っ
ぱ
い
。鮎
料
理
に
一
杯
で
、そ
り
ゃ

大
賑
わ
い
、（
中
略
）
国
道
が
出
来
る
ま

で
は
、
舟
は
ま
た
川
を
さ
か
の
ぼ
り
す
る

の
で
、
船
頭
さ
ん
た
ち
は
そ
り
ゃ
難
儀
な

こ
と
で
、
翌
朝
未
明
に
起
き
だ
し
て
、
一

人
は
棹
を
さ
し
、
一
人
は
川
岸
か
ら
引
っ

張
る
と
い
う
ふ
う
で
帰
っ
て
い
き
よ
り
ま

図⑪ 新旧（上下）の熊野座神社（下は鍋屋本館提供）

　

着
船
場
上
に
は
岩
戸
屋
と
小
池
旅
館

が
あ
り
、
ア
ユ
の
塩
焼
き
・
田
楽
・
煮
付

け
な
ど
、
こ
の
宿
の
売
り
を
楽
し
む
船
旅

客
が
大
勢
い
た
と
の
こ
と
（
図
⑫
）。
ま

た
筆
者
も
昭
和
30
年
前
後
の
川
下
り
全

盛
時
代
に
は
、
し
っ
か
り
と
こ
こ
で
昼
食

を
摂
っ
た
憶
え
が
あ
る
。
そ
の
頃
は
引
っ

切
り
無
し
に
、
下
り
船
回
漕
用
の
三
輪
ト

ラ
ッ
ク
が
来
て
人
吉
間
を
往
復
し
て
い
た

の
を
思
い
出
す
。
こ
の
地
の
盛
衰
は
「
新
・

球
磨
学
」
の
神
瀬
、
岩
戸
屋
に
詳
し
い
。

〈
参
考
資
料
〉

・
前
掲　

各
駅
停
車
「
熊
本
県
」
昭
和
58
年

・
前
掲
「
く
ま
も
と
の
駅
と
港
」
昭
和
58
年

・「
肥
薩
線
１
０
０
周
年
・
駅
シ
リ
ー
ズ
」
No.
９ 

白

石
駅　

時
代
と
共
に
、
平
成
21
年　

３
月
27
日

・「
新
・
球
磨
学
」
熊
本
日
日
新
聞
社　

平
成
２
年

10
月

・「
新
鉄
道
旅
行
案
内
」
評
論
之
評
論
社　

大
正
15

年
９
月

・「
旅
窓
全
書
・
九
州
各
線
」
修
道
社　

昭
和
36
年

・
ク
マ
ソ
の
国　

角
川
写
真
文
庫　

昭
和
35
年

・「
く
ま
む
ら
の
歴
史
」
球
磨
村
教
育
委
員
会　

平
成

２
年
３
月

・
聞
き
書
き
：
岩
戸
智
氏
、
蓑
田
功
暉
氏
、
日
當

国
弘
氏
、
馬
場
光
俊
氏

水
が
流
れ
、
昔
の
岩
戸
屋
旅
館
の
横
を
通

り
球
磨
川
に
流
れ
落
ち
て
い
る
。
ま
た
近

く
に
は
神
様
の
水
「
長
命
水
」
も
あ
る
。

こ
こ
で
も
戦
後
は
石
灰
岩
が
掘
ら
れ
、
洞

の
入
口
横
で
は
岩
谷
産
業
が
ト
ラ
ッ
ク
で

石
灰
石
を
運
ん
で
い
た
と
の
こ
と
。

図⑫ 新旧（上下）の着船場跡と岩戸鍾乳洞付近
（右端は旧岩戸屋旅館、岩戸智氏提供）

◀鍾乳洞入口
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市
を
訪
れ
る
者
ま
で
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
頃
か
ら
定
吉
と
知
り
合
っ
て
意

気
投
合
し
た
観
光
客
に
は
、
定
吉
が
吉
名

の
名
付
け
親
に
な
る
シ
ス
テ
ム
が
誕
生
し

た
。
吉
名
と
は
、
姓
名
の
一
字
を
取
っ
て
○

吉
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
ま
で
は
、

人
吉
の
吉
を
用
い
て
吉
組
（Yoshigum

i

）

と
名
乗
っ
て
い
た
。
現
在
は
大
吉
や
吉
祥
と

言
う
様
に
、
縁
起
を
担
い
で
（Kitigum

i

）

に
変
更
さ
れ
、
定
吉
が
そ
の
人
に
会
っ
て
感

じ
た
事
を
頭
に
付
け
て
○
○
の
○
吉
と
名

付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
のYoshigum

i

当
時
に
吉
名
を
貰
っ

た
人
は
多
く
は
な
い
が
、
今
で
も
定
吉
と

吉
名
で
繋
が
っ
て
お
り
、
私
も
何ど

な
た方
な
の
か

定
吉
に
尋
ね
る
事
が
あ
る
。
す
る
と
、「
○

○
在
住
で
、
○
○
ば
し
よ
い
や
っ
と
ば
い
。」

と
即
座
に
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
歳
の
割
に

は
記
憶
力
が
い
い
な
ぁ
～
と
驚
か
さ
れ
る
。

【
ゴ
ッ
ド
フ
ァ
ー
ザ
ー
定
吉
】

平
成
25
年
に
な
る
と
、
福
川
宮
司
か

ら
手
解
き
を
受
け
たF

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

acebook

に
よ
り

人
吉
球
磨
は
も
と
よ
り
、
日
本
各
地
に

Facebook

友
達
が
増
え
て
き
た
。
そ
れ

を
機
と
し
て
定
吉
に
会
う
た
め
に
、
人
吉

九州相良藩「吉組」大番頭　鳥飼 博 

人吉観光案内人物語

Ⓒ Keiichi Murakami

定
住 吉

吉
則 昭

が行く
─ ８ ─

福川宮司との初写真

昨
年
、
相
良
藩
吉
組
を
結
成
し
て
か
ら
は
、

吉
組
名
簿
は
私
が
管
理
し
て
い
る
。
現
在

２
０
０
余
名
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
大
半
に
つ
い
て
も
即
座
に
答
え
て
く
る

の
で
言
葉
も
出
な
い
時
が
あ
る
。

【
定
吉
と
い
う
人
物
】 

以
前
に
紹
介
し
た
、
熊
本
、
鹿
児
島
、

宮
崎
県
を
訪
れ
た
旅
行
者
が
出
会
っ
た
心

温
ま
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
基
に
、
優
れ
た
も
て

な
し
を
顕
彰
す
る
『
ホ
ッ
と
ハ
ー
ト
南
九
州

い
な
い
様
子
を
見
て
、「
ち
ょ
う
ど
今
か
ら

帰
る
所
な
の
で
、
途
中
ま
で
一
緒
に
行
き
ま

し
ょ
う
。」
と
言
っ
て
下
さ
り
、
青
井
阿
蘇

神
社
と
町
屋
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
連
れ
て
行
っ
て

く
れ
ま
し
た
。
更
に
、神
社
や
人
吉
の
歴
史
・

町
屋
の
建
物
を
説
明
し
て
下
さ
り
、
人
吉

の
事
が
よ
く
分
り
ま
し
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
も
拘
ら
ず
、
私
達
の
よ
う
な
個
人
に
も

親
切
に
し
て
戴
き
、
本
当
に
ハ
ー
ト
が
ホ
ッ

と
し
ま
し
た
。「
つ
い
で
だ
か
ら
」
と
、
気

を
遣
わ
せ
な
い
よ
う
に
言
っ
て
く
れ
本
当
に

感
謝
し
て
い
ま
す
。
お
名
前
を
聞
い
て
お
け

ば
よ
か
っ
た
と
、今
更
な
が
ら
心
残
り
で
す
。

（
原
文
通
り
）

次
に
選
考
委
員
会
（
16
名
）
の
推
薦
コ

メ
ン
ト
８
件
の
中
か
ら
２
件
を
紹
介
し
ま

す
。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
』
で
は
、「
旅
先
で
の
心
あ

た
た
ま
る
体
験
談
募
集
!!
」
を
平
成
22
年

に
開
始
し
た
。
寄
せ
ら
れ
た
４
７
８
件
の

旅
先
で
の
心
温
ま
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
か
ら

優
秀
賞
４
件
が
選
ば
れ
た
。

定
吉
が
選
ば
れ
た
時
の
観
光
客
の
体
験

談
と
選
考
委
員
会
の
推
薦
コ
メ
ン
ト
を
お

知
ら
せ
し
た
い
。

観
光
客
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

人
吉
駅
で
周
辺
の
観
光
を
し
た
い
と
思
い

つ
つ
も
、
ど
う
し
た
ら
良

い
も
の
か
と
迷
い
、
ウ
ロ
ウ

ロ
し
て
い
た
所
、
駅
に
い

た
案
内
人
の
方
が
声
を
掛

け
て
下
さ
い
ま
し
た
。
地

図
で
説
明
し
て
下
さ
っ
た

の
で
す
が
、
こ
ち
ら
の
方

が
な
か
な
か
飲
み
込
め
て

人吉高校同級生で、定吉の応援団 
中原丈雄さん
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１
．
案
内
人
が
旅
行
者
の
状
況
を
す
ぐ

に
察
知
し
、
ま
た
旅
行
者
に
気
を

遣
わ
せ
ず
に
さ
り
げ
な
く
案
内
す

る
様
子
に
大
変
好
感
が
持
て
る
。

説
明
が
丁
寧
で
、
知
識
が
豊
富
で

あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
地
元

を
訪
れ
た
観
光
客
の
「
困
っ
た
」

ＪＲ人吉駅跨線橋（解体前）。右はくまがわ鉄道跨線橋

相
良
藩
【
吉
組
】
主
宰
【
線
香
屋
の
定

吉
】
の
人
と
な
り
を
紹
介
さ
せ
て
戴
き
ま

し
た
。
こ
の
投
稿
が
8
回
目
と
な
り
ま
す
の

で
、
読
者
の
皆
様
に
は
も
う
お
解
り
と
思

い
ま
す
が
、
定
吉
と
い
う
人
は
、
地
域
を

心
か
ら
愛
し
、
地
域
を
誇
り
に
思
い
、
心

優
し
く
記
憶
力
の
い
い
、
勉
強
家
で
知
識

が
豊
富
、
血
液
型
は
特
殊
大
型
で
、
警
察

官
を
見
る
と
体
が
震
え
て
声
が
裏
返
る
人

な
の
で
す
。

【
人
吉
駅
跨
線
橋
問
題
】

こ
の
年
は
、
後
の
吉
組
事
務
所
と
も
な
っ

て
い
る
株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ナ
ス
の
人
吉
事
務

所
（
Ｊ
ス
タ
）
が
開
設
さ
れ
た
年
で
も
あ

る
。
あ
る
日
、
Ｊ
ス
タ
に
来
ら
れ
た
錦
町

の
写
真
家
濱
田
夫
妻
に
勧
め
ら
れ
、
私
も

Facebook

を
始
め
る
事
と
な
っ
た
。
す
る

と
、
間
も
な
くFacebook

に
地
域
の
利

を
助
け
る
事
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
重

要
な
務
め
で
あ
る
が
、「
帰
り
道
」

と
称
し
て
、
さ
り
げ
な
く
観
光
客

の
「
申
し
訳
な
さ
」
を
軽
減
さ
せ

た
心
配
り
が
素
晴
ら
し
い
。
そ
の

後
廻
っ
た
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
見
れ
ば

「
帰
り
道
」
の
限
度
を
超
え
て
い

る
こ
と
が
分
る
。

２
．
見
知
ら
ぬ
観
光
地
で
は
不
安
な
気

持
ち
に
な
る
事
が
多
く
あ
る
が
、

こ
う
し
た
状
況
を
察
し
、
声
を
掛

け
、
ま
た
相
手
に
気
を
遣
わ
せ
な

い
「
さ
り
げ
な
さ
」
で
、
町
の
説

明
な
ど
想
像
以
上
の
お
も
て
な
し

が
行
わ
れ
た
光
景
が
と
て
も
感
動

的
。
地
域
を
心
か
ら
愛
し
、
誇
り

に
思
わ
れ
て
い
る
事
か
ら
で
き
る
自

発
的
な
お
も
て
な
し
で
あ
り
、
素

晴
ら
し
い
人
・
地
域
と
感
じ
た
。

用
者
間
で
炎
上
す
る
事
件
が
起
き
た
。
と

言
っ
て
も
火
災
が
発
生
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
Ｊ
Ｒ
九
州
人
吉
駅
の
跨
線
橋
を
解
体

す
る
と
い
う
情
報
がFacebook

上
で
広
が

に
な
っ
た
事
は
、
私
の
記
憶
に
も
鮮
明
に

残
っ
て
い
る
。
錦
町
の
西
村
小
学
校
の
低
学

年
だ
っ
た
私
も
、
肥
後
西
村
駅
ホ
ー
ム
に

小
中
学
校
の
生
徒
や
職
員
等
と
整
列
し
、

国
旗
の
手
旗
を
振
っ
て
現
あ
さ
ぎ
り
町
の
上

（
旧
上
村
）
に
赴
か
れ
る
車
両
を
見
送
っ

た
想
い
出
が
あ
る
。

跨
線
橋
問
題
が
起
こ
っ
た
時
の
人
吉
市

長
は
「
１
０
０
年
前
の
技
術
を
今
に
伝
え

る
肥
薩
線
を
世
界
遺
産
に
!!
」
と
超
特
大

花
火
を
打
ち
上
げ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
こ

れ
と
い
っ
た
行
動
を
そ
の
時
に
起
こ
さ
な

か
っ
た
た
め
に
尚
更
大
き
な
炎
と
化
し
て
し

ま
っ
た
。「
世
界
遺
産
な
ど
自
分
の
市
長
在

職
中
に
は
有
り
得
な
い
事
だ
が
、
夢
を
語

る
に
は
絶
好
の
材
料
と
な
る
。」
と
市
長
が

言
っ
て
い
た
と
い
う
巷
の
噂
が
真ま

実こ
と

し
や
か

に
導
火
線
の
火
の
様
な
速
さ
で
広
が
り
、
い

つ
治
ま
る
の
か
も
解
ら
な
い
状
況
と
な
っ
て

り
、
反
対
運
動
が
起
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
幾
つ
か
の
歴
史
的
物

語
が
あ
っ
た
。
今
上
天
皇
皇
后
両
陛
下
が
、

皇
太
子
殿
下
妃
殿
下
時
の
昭
和
37
年
に
、

全
国
巡
幸
で
人
吉
球
磨
に
行
啓
に

な
っ
た
際
に
渡
ら
れ
た
跨
線
橋
を
解

体
す
る
と
い
う
事
ら
し
い
。ま
し
て
、

こ
の
跨
線
橋
に
は
国
産
初
と
な
る
日

立
製
作
所
製
造
の
鉄
道
レ
ー
ル
が

使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
の
跨

線
橋
に
は
、
外
国
製
レ
ー
ル
を
使

用
し
た
跨
線
橋
が
多
か
っ
た
様
で
あ

る
。
こ
の
レ
ー
ル
を
使
用
し
た
跨
線

橋
に
は
、１
９
１
０
年（
明
治
43
年
）

日
立
製
作
所
と
刻
印
し
て
あ
っ
た
。

Ｓ
Ｌ
人
吉
も
国
内
最
高
齢
の
蒸
気

機
関
車
で
あ
り
、
同
じ
く
日
立
製

作
所
製
で
あ
る
。

全
国
巡
幸
で
人
吉
球
磨
に
行
啓

跨線橋を渡られる皇太子ご夫妻（昭和 37 年）
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し
ま
っ
た
。

Ｊ
Ｒ
九
州
と
し
て
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対

策
と
し
て
、
く
ま
が
わ
鉄
道
の
ホ
ー
ム
ま

で
を
結
ぶ
構
内
踏
切
を
造
ろ
う
と
し
て
い

た
。
時
代
の
流
れ
か
ら
し
て
も
当
然
の
選

択
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
定
吉
は
今

で
も
「
ど
う
に
か
し
て
明
治
・
大
正
の
文

化
遺
産
を
保
存
と
い
う
選
択
は
で
き
な
か
っ

た
の
か
。」

悔
し
そ
う
に
「
あ
の
跨
線
橋
は
、
歴
史

を
黙
し
て
語
ら
ず
俯
瞰
し
て
来
た
。
出
征

兵
士
の
方
々
を
見
送
り
、
結
婚
や
集
団
就

職
で
涙
を
流
し
て
故
郷
を
離
れ
る
人
々
に

幸
せ
を
祈
り
な
が
ら
も
無
言
で
見
送
っ
て
来

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を
長
年
に
渡
っ
て
背

負
っ
て
き
た
跨
線
橋
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
解

体
廃
棄
と
い
う
選
択
は
、
こ
れ
ま
で
の
跨
線

橋
の
歴
史
と
共
に
、
製
造
者
の
気
概
と
想

い
を
無
に
す
る
も
の
で
あ
り
非
常
に
残
念
で

な
ら
ん
 !!
」
定
吉
の
目
は
桃
色
に
染
ま
っ
て

い
た
が
、
こ
の
話
し
を
聞
き
な
が
ら
私
も
泣

い
て
い
た
。
戦
後
生
ま
れ
で
は
あ
る
が
定
吉

の
話
の
全
て
が
理
解
で
き
た
。
定
吉
は
勉

強
家
で
あ
る
。
事
を
起
こ
す
際
に
は
大
義

名
分
が
必
要
だ
。
出
来
得
る
限
り
の
事
は

調
べ
上
げ
て
の
彼
の
行
動
と
意
見
で
あ
っ
た

ろ
う
と
思
っ
た
。

定
吉
の
話
を
聞
い
て
同
調
す
る
仲
間
は

増
え
、
跨
線
橋
解
体
反
対
運
動
は
こ
の
後

1
年
近
く
続
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
活
動
に

よ
り
定
吉
を
取
り
巻
く
仲
間
が
増
え
て
い
っ

た
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

＊
前
号
に
誤
字
が
あ
り
ま
し
た
。「
日
本
香

道
」
は
、「
日
本
香
堂
」
の
誤
り
で
し
た
。

お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

【
と
り
か
い
・
ひ
ろ
し
／
人
吉
市 
】

日本香堂の線香屋の定吉「田んぼの学校 in ひとよし」の一行をもてなす吉組の定吉

柳人があじわう漱石俳句

去
れ
ば
に
や
男
心
と
秋
の
空

（
漱
石
28
歳
）

　
「
薬

く
す
り

喰ぐ
い

」
は
、
広
辞
苑
に
よ
る
と
滋
養
の
た
め
に
獣
肉

を
食
べ
る
こ
と
と
あ
る
。
肉
で
は
な
く
て
薬
を
食
べ
る
と

い
い
か
え
て
い
る
の
だ
。
明
治
時
代
は
、
女
性
は
肉
を
お

お
っ
ぴ
ら
に
は
食
べ
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
現
代

の
肉
食
女
子
な
ど
い
う
直
接
的
な
言
い
方
よ
り
、「
薬
喰
」

は
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
つ
つ
ん
だ
日
本
ら
し
い
表
現
。

　

こ
の
ご
ろ
は
女
に
も
あ
り
一
気
飲
み　

楊
子

　

お
や
、
と
思
う
人
も
多
い
は
ず
。「
女
心
」
で
は
な
い
の

か
と
。
こ
の
時
代
は「
男
心
」が
慣
用
句
と
し
て
は
正
解
。

こ
の
よ
う
に
表
に
出
る
心
の
表
現
に
女
を
使
う
こ
と
は
な

か
っ
た
。
政
治
も
文
学
も
す
べ
て
男
が
表
の
社
会
だ
っ
た
。

い
ま
は
女
も
自
由
に
表
現
で
き
る
い
い
時
代
に
な
っ
た
。

た
だ
し
裏
が
表
と
い
う
真
実
も
あ
る
。

　

当
時
は
、
め
で
た
い
と
き
に
は
菊
の
花
び
ら
を
杯
に
浮

か
べ
た
菊
酒
が
飲
ま
れ
て
い
た
。
天
地
と
は
宇
宙
、
世
界

の
こ
と
。
菊
を
浮
か
べ
た
酒
杯
が
豊
か
に
満
た
さ
れ
て
い

る
よ
う
す
。

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
女
こ
と
ば
は
便
利
で
す　

楊
子

【
い
わ
さ
き
楊よ
う

子こ

／
川
柳
誌
「
裸ら

ぎ木
」

編
集
人
、
熊
本
市
】

いわさき楊子

─ ⑧ ─

此
頃
は
女
に
も
あ
り
薬
喰（漱

石
28
歳
）
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跡
の
中
で
も
、
Ｂ
遺
跡
に
一
基
と
、
Ｃ
遺
跡

の
北
端
部
に
二
基
が
集
ま
っ
て
い
た
点
だ
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
Ｂ
遺
跡
と
、
Ｃ
遺
跡
の
一

部
に
、
居
住
域
の
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

次
に
、
住
居
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
な
か
っ
た

が
、
Ｂ
遺
跡
の
西
隣
り
の
Ａ
遺
跡
か
ら
も
、

亀
ノ
甲
式
土
器
が
ま
と
ま
っ
て
見
つ
か
っ
た
点

だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
居
住
域
の
西
隣
り
の

区
域
は
、住
居
が
配
置
さ
れ
な
い
エ
リ
ア
で
、

作
業
な
ど
を
行
っ
た
生
活
域
が
置
か
れ
て
い

た
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
北
大
久
保
ム
ラ
は
、
北
大

久
保
Ａ
～
Ｃ
遺
跡
の
中
で
も
北
半
部
に
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
（
図
）。
そ
こ
で
、
も
う
少

し
イ
メ
ー
ジ
を
膨ふ

く

ら
ま
せ
て
、
大
久
保
台
地

（3）
球磨川筋の弥生時代③

熊本県立装飾古墳館長  木﨑康弘

くまがわすじの考古地誌

本
連
載
２
（
５
月
号
）
で
、
北
大
久
保

ム
ラ
の
広
さ
を
、
竪た

て

穴あ
な

式し
き

住じ
ゅ
う

居き
ょ

跡あ
と

の
広
が

り
と
亀か

め

ノ
甲こ

う

式し
き

土ど

器き

の
出
土
箇
所
か
ら
、
約

三
四
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
と
推
計
し
た
。

そ
の
中
に
、
一
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広

さ
の
居
住
域
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
も
、
住

居
跡
の
集

し
ゅ
う

合ご
う

度ど

合あ
い

か
ら
、
推
定
し
た
。
さ
ら

に
、
住
居
跡
密
度
か
ら
、
居
住
域
内
で
の
住

居
総
数
を
お
よ
そ
七
～
八
基
と
推
計
し
た
。

で
は
、
北
大
久
保
ム
ラ
が
、
な
ぜ
大
久
保

台
地
の
、
そ
こ
に
置
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
問
い
へ
の
ヒ
ン
ト
が
上
記
の
中
に
二
点
あ

る
の
で
、
少
し
踏
み
込
ん
で
取
り
上
げ
て
み

よ
う
。

ま
ず
、
住
居
跡
は
、
北
大
久
保
Ａ
～
Ｃ
遺

（NO.164）

な
ぜ
そ
こ
に
置
か
れ
た
？
　
大
久
保
ム
ラ

の
、
ま
さ
に
そ
の
場
所
に
ム
ラ
が

置
か
れ
た
わ
け
を
考
え
て
み
た
い
。

大
久
保
台
地
一
帯
の
地
形
は
、

九
州
山
地
の
広ひ

ろ

貝か
い

山や
ま

（
標
高

一
一
八
六
・
八
メ
ー
ト
ル
）
か
ら
南

北
方
向
に
延
び
た
、
二ふ

た

筋す
じ

の
丘

き
ゅ
う

陵
り
ょ
う

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
丘
陵
の
尾お

根ね

筋す
じ

か
ら
相
撲
の
廻ま

わ

し
の
下さ

が
り
の
よ

う
に
延
び
た
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な

尾
根
筋
や
小
丘
陵
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
（
写
真
①
）。
そ
れ

は
、
幾い

く

筋
も
の
中
小
河
川
が
刻き

ざ

ん

だ
地
形
で
、
東
側
の
丘
陵
の
最
南

端た
ん

部ぶ

か
ら
南
西
方
向
に
延
び
た
小

丘
陵
の
末
端
部
に
あ
る
、
大
久
保

台
地
も
ま
た
そ
れ
ら
の
中
の
一
つ
で

あ
る
。
台
地
の
南
側
に
目
を
移
す

と
、
球
磨
川
が
西
方
向
に
流
れ
て

い
る
。
ま
た
そ
の
北
側
に
は
、
西

方
向
に
流
れ
る
牛う

し

繰く
り

川
と
赤あ

か

木ぎ

川

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
台
地
が
南
側
と
北
側
に

挟
ま
れ
て
、
南
西
方
向
に
広
が
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
南
北
の
川
が
小
丘
陵
を
削

り
込
ん
で
、
現
在
の
地
形
を
形
作
っ
て
き
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

北
大
久
保
ム
ラ
は
、
こ
の
台
地
の
北
半
部

に
営
ま
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
、
台
地
上
の

ど
こ
に
ム
ラ
が
構
え
ら
れ
て
い
た
の
か
の
問

題
は
、当
時
の
人
々
の
暮
ら
し
の
行
動
パ
タ
ー

ン
に
何
が
し
か
規
制
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
こ

と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
例
え
ば
、
コ
メ

作
り
に
便
利
な
場
所
に
ム
ラ
を
造
っ
た
だ
ろ

う
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、

北
大
久
保
ム
ラ
が
台
地
の
北
側
に
営
ま
れ
た

意
味
か
ら
、
彼
ら
の
生
業
の
様
子
が
つ
か
め

て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
探

る
糸
口
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

北
大
久
保
ム
ラ
と
そ
の
周
辺
の
地
形
（
写

真
②
）
を
見
る
と
、
居
住
域
の
北
側
前
面
に

大
き
な
谷
が
西
方
向
に
延
び
て
い
る
こ
と
が

図　北大久保Ｂ遺跡の住居跡
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分
か
る
。
そ
れ
は
牛
繰
川
と

赤
木
川
に
向
か
っ
て
延
び
る

谷
で
、
居
住
域
か
ら
谷
伝
い

に
下
る
と
、
容
易
に
沖
積
地

に
行
け
る
地
形
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
ム
ラ
の
北
端
付

近
か
ら
も
谷
部
に
下
り
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
で
、
生
活

域
か
ら
の
ル
ー
ト
も
あ
り
そ

う
だ
。
こ
こ
に
北
大
久
保
ム

ラ
が
台
地
北
側
に
置
か
れ
た

理
由
が
分
か
り
そ
う
だ
。

弥
生
時
代
は
、
水す

い

稲と
う

栽さ
い

培ば
い

が
始
ま
っ
た
時
代
だ
っ

た
。
そ
れ
は
球
磨
の
地
で
も

当
然
で
、
錦

に
し
き

町ま
ち

四よ

塚つ
か

遺
跡

の
籾も

み

の
圧あ

っ

痕こ
ん

が
付
い
た
土
器

や
、球
磨
の
各
所
で
見
つ
か
っ

て
い
る
石い

し

庖ぼ
う

丁ち
ょ
うが

そ
の
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
（『
球
磨

写真①大久保台地と北部の地形

の
考
古
地
誌
』
一
三
九
）。

そ
ん
な
時
代
で
あ
る
。
北

大
久
保
ム
ラ
は
、
牛
繰
川

と
赤
木
川
が
流
れ
る
沖
積

地
に
下
り
る
た
め
、
否
、

沖
積
地
に
広
が
る
水
田
に

向
か
う
た
め
、
最
短
距

離
の
場
所
に
置
か
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（
図
）。
そ
ん
な
こ
と
が

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
な
ら
な

い
し
、
あ
く
ま
で
も
想
像

だ
が
、
球
磨
で
水
田
栽
培

が
始
ま
っ
た
、
そ
ん
な
事

情
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見

え
て
き
そ
う
で
も
あ
る
。   

（
つ
づ
く
）

文
献
『
大
久
保
遺
跡
群
』

（
多
良
木
町
教
育
委
員
会
、

二
〇
一
四
年
）。

考
古
学
エ
レ
ジ
ー
②

♪
あ
の
子
は
良
家
の
お
嬢
さ
ん
／
お
い
ら
は

し
が
な
い
考
古
学
徒
／
ど
う
せ
叶
わ
ぬ
恋
な

ら
ば
／
ト
レ
ン
チ
掘
っ
て
あ
き
ら
め
よ
／
あ

あ
、
あ
き
ら
め
よ

ま
た
ま
た
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
で
、
そ
の
二

番
で
す
。
作
詞
は
、
島
津
義
昭
さ
ん
。

ト
レ
ン
チ
は
、
試
し
掘
り
用
の
細
長
い

坑
。
唯
ひ
た
す
ら
、
円
匙
（
ス
コ
ッ
プ
）
と

移
植
ご
て
で
以
て
掘
り
下
げ
ま
す
。
そ
こ
で

登
場
す
る
の
が
円
匙
投
げ
。
す
く
っ
た
土

を
、
エ
イ
と
ば
か
り
投
げ
飛
ば
し
ま
す
。
土

が
、
そ
の
ま
ま
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
よ
う
に
飛
ん
で
い

け
ば
、拍
手
喝
采
。
花
火
の
よ
う
に
散
ら
ば
っ

た
ら
、
皆
沈
黙
。
舞
い
落
ち
て
き
た
土
で
ト

レ
ン
チ
の
底
は
、
見
る
も
無
残
で
す
。

高
校
生
が
塚
原
古
墳
群
で
掘
っ
た
１
０
０

ｍ
ト
レ
ン
チ
。
ま
さ
に
レ
ジ
ェ
ン
ド
で
す
。

K
iza

の
考
古
こ
ぼ
れ
話

写真　北大久保ムラとその周辺
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を
込
め
た
ビ
ッ
グ
マ
ル
シ
ェ
と
な
り
ま
し
た
。

「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
」
を
主
体
に
し
た
イ

ベ
ン
ト
を
初
め
て
開
催
し
て
、
色
ん
な
方

と
「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
に
つ
い
て
」
討
論
し
て

き
ま
し
た
。
農
家
さ
ん
、
消
費
者
、
商
売

す
る
側
、
様
々
な
観
点
で
課
題
を
見
つ
め
、

理
念
を
統
一
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
そ
れ

は
と
て
も
難
し
い
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と

を
学
び
ま
し
た
。

「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
」
と
は
何
か
。
ネ
ッ
ト

で
調
べ
る
と
、
農
薬
や
化
学
肥
料
を
使
わ

な
い
栽
培
方
法
、
と
あ
り
ま
す
。

「
環
境
に
配
慮
し
、
健
康
を
維
持
し
な

が
ら
生
活
し
て
い
く
こ
と
。」
と
意
味
づ
け

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
解
釈
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で

い
い
と
思
う
し
、
個
人
レ
ベ
ル
で
進
め
て
い

く
事
で
す
。

何
が
正
し
く
、
何
が
間
違
っ
て
い
る
。
と

い
う
良
し
悪
し
で
判
断
す
る
も
の
で
も
な
い

今
回
は
、
私
が
主
催
す
る
食
の
イ
ベ
ン
ト

の
お
知
ら
せ
で
す
。

昨
年
、
錦
町
で
開
催
し
た
「
く
ま
オ
ー

ガ
ニ
ッ
ク
祭
」。
２
０
０
０
人
を
超
え
る
来

場
者
で
盛
り
上
が
り
、
様
々
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

私
が
思
う
「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
と
は
。」

そ
れ
は
、
人
と
人
が
有
機
的
に
つ
な
が

り
、
現
状
と
並
行
し
て
、
感
情
を
大
切
に

し
合
っ
て
い
く
関
係
性
、
だ
と
思
い
ま
す
。

有
機
野
菜
や
無
農
薬
。
無
添
加
の
食
材
、

天
然
素
材
で
作
ら
れ
た
衣
類
、
環
境
に
配

慮
し
た
建
物
。
な
ど
、衣
、食
、住
に
お
い
て
、

お
互
い
を
思
い
や
り
、
気
を
使
い
合
い
な
が

ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
交
換
し
て
い
く
事
。
が

最
も
身
近
で
何
よ
り
楽
し
い
生
活
が
送
れ

る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

む
つ
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

例
え
ば
、
誰
か
が
作
っ
て
く
れ
た
食
事
を

「
い
た
だ
き
ま
す
。」
と
言
っ
て
感
謝
す
る

事
。安

価
な
衣
類
を
大
量
購
入
す
る
の
で
は

な
く
、
丹
精
込
め
て
作
ら
れ
た
衣
類
を
選

び
、
長
く
着
る
こ
と
。

医食同源
④

第２回
くまオー

ガニック
祭りの

お知らせ

食育を始めて 10 年

浦川春加

こ
ま
め
に
家
を
掃
除
し
て
、
健
や
か
に

過
ご
し
て
い
く
こ
と
。

そ
ん
な
圧
倒
的
な
日
常
に
、
で
き
る
だ

け
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
を
意
識
し
て
み
る
こ
と
。

そ
れ
だ
け
で
、
き
っ
と
精
神
的
な
部
分

も
う
ま
く
満
た
さ
れ
、
心
に
余
裕
が
で
き

て
、
大
事
な
こ
と
を
も
っ
と
大
事
に
で
き

る
。
そ
ん
な
こ
と
の
循
環
が
「
オ
ー
ガ
ニ
ッ

ク
」
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

都
会
で
は
「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
」
の
イ
ベ
ン

ト
は
す
ぐ
で
き
ま
す
。
需
要
が
あ
る
か
ら

で
す
。

し
か
し
、
敢
え
て
産
地
で
あ
る
球
磨
人

吉
で
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
こ
と
に
、

私
は
挑
戦
し
て
い
き
た
い
の
で
す
。

都
会
だ
か
ら
で
き
る
事
は
田
舎
で
は
む
つ

か
し
い
。
と
い
う

概
念
を
取
っ
払

い
、
今
、
田
舎

だ
か
ら
発
信
で

き
る
こ
と
が
も
っ

と
あ
る
と
思
い

ま
す
。

11
月
26
、
27

日
の
２
日
間
。

錦
町
く
ら
ん
ど

広
場
で
開
催
い

た
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ご
来
場

く
だ
さ
い
。
出
展
者
や
、
私
た
ち
ス
タ
ッ
フ

が
発
信
し
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ

て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

【うらかわ・はるか／人吉市「さんぽ
カフェオーナー」】
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建
築
み
て
あ
る
記

　
春
光
寺
を
あ
る
く

　 

森
山
　
学

五
二
号
）、
松
に
狐
火
や
一
反
木
綿
（「
ふ

る
さ
と
百
話
」）
が
出
る
、
と
い
う
言
い
伝

え
が
あ
る
。
八
代
の
民
話「
彦
一
と
ん
ち
話
」

に
も
、
こ
の
地
を
舞
台
と
す
る
話
が
多
く

残
さ
れ
て
い
る
が
、「
殿
様
の
行
列
（
化
け

く
ら
べ
）」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
彦
一
と
狐

が
化
け
く
ら
べ
を
す
る
内
容
で
、
彦
一
は
殿

様
の
行
列
に
化
け
て
萩
原
堤
を
通
過
す
る

と
宣
言
す
る
。
狐
が
松
の
上
で
待
っ
て
い
る

と
確
か
に
行
列
が
や
っ
て
く
る
。
し
か
し
こ

の
行
列
は
本
物
だ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
行
列
は
ど
こ
へ
向
か
っ
て
い

た
の
か
。
彦
一
と
ん
ち
話
の
原
型
と
考
え
ら

八
代
城
主
・
松
井
家
菩
提
所
、
江
東
山

春
光
寺
（
臨
済
宗
）
は
八
代
市
古
麓
町
に

あ
る
。
産
交
バ
ス
に
て
八
代
市
立
病
院
前

を
下
車
し
、
徒
歩
十
分
で
あ
る
。

古
麓
町
は
、
球
磨
川
が
八
代
平
野
に
至

り
大
き
く
湾
曲
す
る
右
岸
に
あ
る
。
こ
の

右
岸
に
、
加
藤
清
正
時
代
、
続
く
八
代
城

主
・
加
藤
正
方
時
代
に
大
改
修
さ
れ
た
萩

原
堤
が
あ
る
。
大
ば
ね
な
ど
七
基
の
は
ね

（
水
制
工
）
を
備
え
、
松
並
木
が
植
え
ら

れ
て
い
た
。

こ
の
萩
原
堤
に
は
、
大
ば
ね
に
狐
や
狸

（「
球
磨
川
の
撥
の
名
称
」、
夜
豆
志
呂
、

れ
る
「
彦
八
話
」
が
全
国
に
流
布
し
、
八

代
に
定
着
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
で
も
、

松
井
家
が
八
代
城
主
を
務
め
た
中
後
期
で

あ
る
。
行
列
の
主
は
松
井
家
と
な
る
が
、

と
す
れ
ば
、
菩
提
所
で
あ
る
春
光
寺
へ
向

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
萩
原
堤
を
寺
ば

ね
付
近
か
ら
桜
馬
場
へ
左
折
し
、
直
進
す

れ
ば
春
光
寺
で
あ
る
（
写
真
①
）。

写真① 門前から見た桜馬場。屈曲しているが萩原堤へ続く

写真② 石桁橋から門、その奥に本堂玄関

五
年
＝
一
六
七
七
）。

境
内
は
北
西
向
き
に
門
を
開
き
、
門
前

に
石
桁
橋
を
か
け
る（
写
真
②
）。
本
堂（
明

治
二
十
年
＝
一
八
八
七
＝
再
建
）
も
門
に

向
か
い
建
つ
。

現
在
の
門
は
隣
の
番
所
と
と
も
に
、

八
代
城
三
の
丸
永
御
蔵
か
ら
昭
和
六
二

（
一
九
八
七
）
年
に
移
築
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
武
骨
な
薬
医
門
で
城
郭
ら
し
い
力

強
さ
が
あ
る
。
門
・
塀
の
瓦
に
は
細
川
家

の
九
曜
紋
、
松
井
家
の
三
つ
笹
紋
が
見
受

け
ら
れ
る
（
写
真
③
）。

こ
れ
以
前
の
門
と
し
て
は
、
明
治
時
代

に
浄
信
寺
（
八
代
市
本
町
一
丁
目
）
に
譲

り
渡
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
も
浄
信
寺

に
現
存
す
る
。
浄
信
寺
は
、
八
代
城
主
・

加
藤
正
方
の
父
・
可
重
の
菩
提
所
で
あ
り
、

門
の
瓦
に
は
加
藤
家
の
か
た
ば
み
紋
が
見

受
け
ら
れ
る
。
一
方
、
蟇
股ま

た

と
い
う
部
材
に

一
六
一
二
）
後
に
「
春
光
院
」
に
改
め
る
。

寛
永
九
（
一
六
三
二
）
年
、
細
川
家
の
肥

後
入
国
に
伴
い
、
松
井
家
も
熊
本
に
移
る

が
、
寛
永
十
五
（
一
六
三
八
）
年
、
肥
後

藩
主
・
細
川
忠
利
の
命
に
よ
り
、
康
之
の

菩
提
所
「
春
光
院
」
を
建
立
し
翌
年
に
落

成
す
る
。こ
れ
を
の
ち「
松
雲
院
」と
称
す
る
。

八
代
城
主
・
細
川
三
斎
没
（
正
保
二
年

＝
一
六
四
五
）
後
、
松
井
興
長
が
八
代
に

入
城
す
る
（
正
保
三
年
＝
一
六
四
六
）。
こ

の
際
、
八
代
城
出
丸
に
あ
っ
た
細
川
幽
斎

菩
提
所「
泰
勝
院
」を
、松
井
家
菩
提
所「
宗

雲
寺
」
に
改
め
て
い
る
。

延
宝
三
（
一
六
七
五
）
年
、
八
代
・
旧

平
河
原
町
の
織
田
信
長
菩
提
所
「
泰
巌
寺
」

が
焼
失
す
る
と
、
泰
巌
寺
を
宗
雲
寺
に
移

し
、
松
井
家
菩
提
所
と
し
て
は
、
新
た
に

熊
本
の
松
雲
院
を
八
代
・
古
麓
町
に
移
築
し

「
春
光
寺
」
に
改
め
た
の
で
あ
る
（
延
宝

春
光
寺
は
、
細
川
家
の
家
老
・
松
井
康

之
が
父
・
正
之
の
菩
提
所
と
し
て
、
天
正

十
一
（
一
五
八
三
）
年
、
丹
後
久
美
浜
に

「
宗
雲
寺
」
を
創
建
し
た
こ
と
に
遡
る
。

宗
雲
寺
は
そ
の
後
、
豊
後
、
小
倉
と
移

り
、
そ
の
間
、
康
之
没
（
慶
長
十
七
年
＝
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る
。
唐
破
風
の
玄
関
を
進
む
と
左
手
に
広

縁
が
あ
り
、
屋
内
を
六
つ
の
部
屋
に
仕
切

り
、
縁
先
に
枯
山
水
を
つ
く
る
、
ま
さ
に
あ

の
方
丈
で
あ
る
。

春
光
寺
本
堂
内
部
も
中
央
に
内
陣
と
室

中
の
二
間
、
そ
の
両
脇
に
脇
の
間
な
ど
二

間
ず
つ
設
け
て
い
る
（
写
真
⑤
）。
玄
関
を

入
る
と
正
面
は
右
脇
の

間
、
右
脇
の
間
か
ら
上

間
へ
ま
っ
す
ぐ
進
め
ば
、

書
院
へ
続
く
渡
り
廊
下

で
あ
る
。
廊
下
に
は
花

頭
窓
が
開
く
。

延
宝
五
（
一
六
七
七
）

年
移
築
当
時
の
も
の
と

考
え
ら
れ
る
書
院
で
は
、

ま
ず
「
次
の
間
」
に
足

を
踏
み
入
れ
る
。
そ
こ

か
ら
左
奥
に
、
城
主
の

拝
者
の
た
め
に
正
面
中
央
の
庇
を
深
く
出

す
空
間
、
向
拝
を
つ
く
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ

で
は
向
拝
は
な
く
、
代
わ
り
に
玄
関
が
あ

る
。
庇
で
は
な
く
扉
が
立
て
ら
れ
る
。
そ
れ

も
正
面
中
央
で
は
な
く
、
正
面
右
端
で
あ
る

（
写
真
④
）。

こ
れ
は
ま
さ
に
禅
宗
寺
院
の
方
丈
で
あ

は
三
つ
笹
紋
も
発
見
で
き
、
門
の
由
緒
を

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
春
光
寺
に
戻
ろ
う
。
門
に
立
ち
境

内
の
本
堂
を
眺
め
る
と
、
石
段
の
上
、
真

正
面
に
唐
破
風
屋
根
の
玄
関
が
目
に
入
る

（
写
真
②
）。

一
般
的
に
よ
く
見
か
け
る
本
堂
は
、
参

写真③ 塀の瓦の九曜紋と三つ笹紋

写真④ 本堂正面。曲線の屋根が唐破風

写真⑤ 本堂内部。柱と敷居で仕切られる

に
佇
む
。
特
に
新
廟
は
先
ほ
ど
の
軸
線
上

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
よ

う
。
新
廟
へ
続
く
長
春
園
の
裏
の
道
を
登
る

途
中
、
苑
池
越
し
に
書
院
を
眺
め
る
（
写

真
⑦
）
と
、
八
代
の
建
築
文
化
の
豊
か
さ

を
実
感
で
き
る
。

【
も
り
や
ま
・
ま
な
ぶ
／
高
専
教
員
、

一
級
建
築
士
、
八
代
市
】

写真⑥ 次の間から御成りの間の座敷飾りを見る

く
な
っ
て
い
く
（
写
真

⑥
）。
こ
の
広
間
の
縁

先
に
は
長
春
園
が
あ

る
。さ

て
、
こ
の
あ
た
り

で
お
気
づ
き
で
し
ょ
う

か
。
建
物
の
配
置
は
、

桜
馬
場
、
石
桁
橋
、

門
、
玄
関
、
右
脇
の

間
・
上
間
、渡
り
廊
下
、

次
の
間
と
一
直
線
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
。

桜
馬
場
は
途
中
に
若
干
の
屈
曲
が
あ
り
見

通
し
が
効
か
な
い
た
め
、
普
段
は
気
付
か

な
い
も
の
の
、
意
識
し
て
眺
め
る
と
、
な
る

ほ
ど
、
建
物
の
間
取
り
、
配
置
が
町
の
文

脈
と
と
も
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見

で
き
る
。

長
春
園
を
包
む
山
肌
の
上
に
は
、
松

井
家
歴
代
の
古
廟
と
新
廟
が
森
閑
の
な
か

「
御
成
り
の
間
」
が
あ
る
。
座
敷
飾
り
は
、

床
の
間
と
床
脇
が
各
々
一
間
半
の
幅
で
、
床

脇
の
違
い
棚
は
雁
木
棚
で
あ
る
。
雁
が
飛

ぶ
と
き
の
段
違
い
の
隊
列
と
同
様
、
三
枚

の
棚
板
が
、
床
の
間
へ
向
か
い
階
段
状
に
高

写真⑦ 長春園の苑池越しに書院を見る
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山
に
ま
す
菩
薩
に
御
名

　
　

た
て
ま
つ
る

　
　

希
望
燃
え
た
つ
若
葉
観
音

　

昭
和
三
十
六
年
一
月
作
と
あ
る
か
ら
重

篤
の
姉
を
励
ま
そ
う
と
し
た
歌
な
の
で
あ

ろ
う
。

　

二
女
の
川
辺
み
ち
は
笑
顔
を
絶
や
さ
ぬ

が
や
か
ま
し
い
〝
お
み
ち
お
ば
さ
ん
〟
で

も
あ
っ
た
。
若
く
し
て
夫
と
死
別
。
二
男

二
女
を
育
て
る
た
め
に
美
容
師
と
な
り
美

容
院
を
開
業
。
そ
の
一
方
で
婦
人
解
放
運

動
に
も
身
を
投
じ
る
。
戦
後
は
熊
本
市
議

会
議
員
、
県
教
育
委
員
長
を
務
め
る
な
ど
、

熊
本
県
か
ら
一
歩
も
出
な
か
っ
た
我
が
祖
母

と
は
真
逆
の
ま
さ
に
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
で

あ
っ
た
。

　

勝
清
と
は
五
つ
違
い
の
こ
の
〝
お
み
ち
お

ば
さ
ん
〟
は
勝
清
に
と
っ
て
ま
さ
に
頼
り
に

な
る
姉
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
生
涯
、

で
あ
っ
た
。

　

勝
清
に
は
二
人
の
姉
が
い
た
。
私
の
祖
母

で
十
四
歳
年
上
の
長
女
池
井
ち
や
は
、
そ

れ
は
そ
れ
は
や
さ
し
い
女ひ

と性
で
あ
っ
た
。
弟

勝
清
を
息
子
の
よ
う
に
か
わ
い
が
っ
て
い
た

の
を
子
ど
も
心
に
覚
え
て

い
る
。
祖
母
は
一
九
六
一

年
二
月
二
十
二
日
、
八
十

歳
で
病
死
し
た
の
だ
が
、

勝
清
か
ら
の
「
夢
で
会
っ

た　

勝
清
」
の
簡
素
な
弔

電
が
心
に
残
っ
て
い
る
。

祖
母
を
詠
ん
だ
次
の
歌
と

と
も
に
︱
︱
。

　

十
一
月
二
十
六
日
は
小
山
勝
清
の
祥

月
命
日
に
あ
た
る
。
一
九
六
五
年
（
昭
和

四
〇
年
）
の
こ
の
日
午
前
八
時
、
球
磨
川

の
瀬
音
が
聞
こ
え
る
病
院
（
手
塚
病
院
）

で
六
十
九
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
直
腸
癌

小
山
勝
清 

生
誕
一
二
〇
年
特
集 

⑥

　
勝
清
と
ふ
た
り
の
姉 

と

上
田
精
一

杖を突いてようやく立つ（熊大病院にて）

な
く
な
っ
て
い
た
勝
清
が
〝
球
磨
に
帰
り
た

い
〟〝
球
磨
の
山
が
見
た
い
〟
と
言
い
、
救

急
車
に
看
護
婦
、
医
師
つ
き
そ
い
で
人
吉
の

手
塚
病
院
に
移
っ
た
。
一
九
六
五
年
九
月
四

日
の
こ
と
で
あ
る
。
勝
清
の
最
後
の
わ
が
ま

ま
で
あ
っ
た
。
着
い
た
と
き
は
危
篤
状
態
で

あ
っ
た
が
、
ふ
る
さ
と
に
帰
っ
た
よ
ろ
こ
び

か
ら
か
ら
か
、
小
康
を
得
て
、
手
鏡
で
球

磨
川
の
流
れ
を
眺
め
て
よ
ろ
こ
ん
で
い
た
。

　

一
方
、「
民
俗
主
義
文
学
論
」（
第
一
分
冊
）

を
長
男
・
勝
樹
に
一
夜
で
口
述
筆
記
さ
せ

た
。
四
〇
〇
字
原
稿
用
紙
二
十
五
枚
を
麓

町
の
ひ
か
り
プ
リ
ン
ト
（
ガ
リ
版
印
刷
）
は

一
日
で
完
成
さ
せ
勝
清
を
よ
ろ
こ
ば
せ
た
。

十
月
三
日
で
あ
っ
た
。
息
子
勝
樹
は
数
日

で
全
国
の
知
友
に
郵
送
し
た
。
私
も
そ
の

六
十
四
冊
目
を
も
ら
い
今
も
大
切
に
保
存

し
て
い
る
。

　

い
つ
も
の
よ
う
に
身
体
を
さ
す
っ
て
い
る
と

　
　

友
も
子
も
遠
く
は
な
れ
て
伏
す
わ
れ
を

　
　

老
い
た
る
姉
が

　
　
一
人
み
と
り
す

　

熊
大
病
院
に
入
院
し
て
い
た
こ
ろ
の

歌
だ
ろ
う
。
私
は
そ
の
こ
ろ
五
木
二
中

（
一
九
六
四
～
六
七
）
に
勤
め
て
い
た
。

単
車
（
一
二
五
CC
）
で
大
通
峠
を
越
え
大

学
病
院
へ
直
行
し
た
。
悲
し
い
ほ
ど
に
や
せ

衰
え
た
全
身
を
マ
ッ
サ
ー
ジ
す
る
た
め
だ
。

「
勝
清
は
あ
ん
た
が
来
る
と
ば
待
っ
と
ら
す

ば
い
」。
お
み
ち
お
ば
さ
ん
は
そ
う
言
っ
て

私
を
迎
え
た
。

　

杖
を
つ
い
て
も
病
室
の
ド
ア
ま
で
も
歩
け

勝
清
は
こ
の
姉
に
甘
え
た
。

　
「
生
ま
れ
て
よ
り
ず
っ
と
、
誇
張
し
て
い

え
ば
、
勝
清
の
こ
と
が
私
の
頭
の
中
を
埋

め
つ
く
し
て
、
一
時
た
り
と
も
去
っ
た
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
気
が
か
り
で
あ
っ

た
。
異
常
と
も
い
う
べ
き
性
格
や
、
荒
ん

だ
生
活
が
、
い
つ
も
重
し
と
な
っ
て
私
の
上

に
の
し
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」。（「
も
う

一
人
の
武
蔵
ガ
ン
に
死
す
」（「
文
藝
春
秋
」

一
九
六
五
年
五
月
号
）
と
述
懐
し
て
い
る

よ
う
に
切
っ
て
も
切
れ
ぬ
姉
弟
仲
で
あ
っ

た
。
次
の
歌
か
ら
は
こ
の
姉
へ
の
感
謝
の
思

い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

息子のように愛した長女池井
ちや

最期をみとった二女川辺みち
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る
の
で
、
な
に
も
思
い
わ
ず
ら
う
こ
と
も
な

い
。
し
か
し
…
…
生
き
て
い
く
た
め
に
は
夢

を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ら
い
ね
︱
︱
』

そ
れ
が
最
後
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た
」（「
も
う

一
人
の
武
蔵
ガ
ン
に
死
す
」
よ
り
）。

【
う
え
だ
・
せ
い
い
ち
／
人
吉
映
画
セ
ン

タ
ー
代
表
、
人
吉
市
】

引
い
て
こ
の
稿
を
と
じ
よ
う
と
思
う
。

　
「
最
後
の
日
が
来
た
︱
︱
。
人
さ
ま
に
迷

惑
を
か
け
通
し
た
生
涯
、
温
か
い
多
く
の

人
の
援
助
に
支
え
ら
れ
て
き
た
人
生
へ
の
懺

悔
と
心
か
ら
の
感
謝
の
い
ま
だ
す
ま
ぬ
ま

ま
に
、
弟
は
息
を
引
き
と
っ
て
し
ま
っ
た
。

昏
々
と
眠
り
つ
づ
け
て
い
た
弟
に
一
瞬
正
気

が
よ
み
が
え
っ
た
。『
あ
あ
、
よ
く
眠
っ
た

ね
。
生
命
の
こ
と
は
神
様
に
ま
か
せ
て
あ

〝
今
日
は
精
一
君
に
色
紙
を
書
こ
う
〟
と

言
っ
て
筆
を
と
っ
た
。
仰
向
け
に
寝
た
ま
ま

で
字
配
り
も
み
ご
と
に

　
　

よ
う
や
く
に
か
え
り
き
に
け
り

　
　

故
里
の
わ
が
お
く
つ
き
も

　
　

は
や
そ
こ
に
あ
り

　
「
精
一
君
に
さ
さ
ぐ　

勝
清
」
と
し
た
た

め
た
。

　

再
び
〝
お
み
ち
お
ば
さ
ん
〟
の
文
章
を

山
勝
清
生
誕
１
２
０
年
を
記
念
す
る
講
演

会
も
開
催
さ
れ
た
。
講
師
は
上
田
精
一
さ
ん

（
79
歳
）。
上
田
さ
ん
は
勝
清
の
姉
「
ち
や
」

の
孫
に
あ
た
る
。
上
田
さ
ん
は
、
肉
親
と

し
て
の
気
持
ち
を
ま
じ
え
て
、「
私
の
中
の

大
叔
父
・
小
山
勝
清
」
を
語
っ
た
。

　

10
月
22
日
、
相
良
村
総
合
体
育
館
ア

リ
ー
ナ
で
「
相
良
村
誕
生
60
年
記
念
第
１

回
さ
が
ら
産
業
文
化
祭
」
が
あ
っ
た
。
小

相
良
村
講
演
会

肉
親
な
ら
で
は
の
勝
清
論
　
　
　
　（
編
集
部
）

講
演
で
は
「
こ
や
ま
」
を
使
う
と
さ
れ
た
。

　

上
田
さ
ん
に
よ
れ
ば
、勝
清
の
一
生
は「
波

乱
万
丈
の
人
生
」と
要
約
で
き
る
。済
々
黌
、

鹿
本
中
学
校
の
両
行
を
放
校
処
分
に
な
り

挫
折
し
故
郷
に
戻
り
、
父
の
死
後
、
上
京

し
て
堺
利
彦
の
書
生
、
足
尾
銅
山
争
議
を

し
て
い
た
時
代
。
こ
の
青
年
時
代
を
上
田

さ
ん
は
「
無
産
主
義
」
の
時
代
と
し
た
。

こ
の
無
産
主
義
を
捨
て
故
郷
に
戻
る
こ
と
に

な
る
。『
或
る
村
の
近
世
史
』
は
そ
の
頃
に

執
筆
の
準
備
が
な
さ
れ
た
。
勝
清
は
上
京

し
て
こ
れ
を
出
版
し
た
。こ
の
頃
は
歴
史
学
・

民
俗
学
に
接
近
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
れ
も
捨
て
て
禅
に
惹
か
れ
た
。『
そ

れ
か
ら
の
武
蔵
』
は
禅
時
代
の
作
品
。
晩

年
に
、
死
の
床
で
執
筆
し
た
「
民
俗
主
義

文
学
論
」
が
勝
清
の
到
達
点
で
は
な
い
か

と
し
た
。
挫
折
を
く
り
か
し
、
そ
の
た
び

に
故
郷
・
相
良
に
戻
り
、
心
の
傷
を
い
や

し
活
力
を
と
り
も
ど
し
て
い
た
と
い
う
。

　

勝
清
は
、
上
田
さ
ん
を
「
精
一
く
ん
」

と
呼
ん
で
可
愛
が
っ
て
く
れ
て
い
た
と
い

う
。
そ
の
上
田
さ
ん
が
教
師
に
な
っ
た
と

き
、
勝
清
は
「
権
力
が
い
ち
ば
ん
嫌
い
だ
。

権
力
に
負
け
な
い
教
師
に
な
れ
」
と
伝
え
、

そ
の
言
葉
が
上
田
さ
ん
の
教
師
生
活
を
方

向
づ
け
た
と
い
う
。「
こ
ど
も
た
ち
よ
、
か

し
こ
く
な
れ
」
が
勝
清
の
口
癖
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
勝
清
だ
が
、
朝
か
ら
岩
塩
を

舐
め
な
が
ら
焼
酎
を
呑
み
原
稿
を
書
く
破

天
荒
な
大
叔
父
で
も
あ
っ
て
、
執
筆
が
す

す
ま
ず
、
挿
絵
画
家
を
た
び
た
び
困
ら
せ

た
。
作
品
が
完
成
す
る
と
多
額
の
収
入
を

得
て
大
判
振
る
舞
い
の
生
活
を
す
ご
し
、

お
金
が
少
な
く
な
る
と
金
策
に
走
る
生
活

で
あ
っ
た
。
甥
姪
か
ら
慕
わ
れ
る
勝
清
で

あ
っ
た
。
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
作
文
が
好
き

で
、そ
れ
を
姉
の
「
み
ち
」
に
み
せ
て
い
た
。

　
「
小
山
」の
読
み
方
か
ら
講
演
は
は
じ
ま
っ

た
。「
こ
や
ま
」
と
「
お
や
ま
」
の
二
通
り

に
読
ま
れ
て
い
る
が
、
勝
清
は
「
こ
や
ま
」

と
よ
ば
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
の
で
、

「第１回さがら産業文化祭」で講演する上田精一さん（10月22日）
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講
演
中
、
直
腸
ガ
ン
で
入
院
し
て
い
た

熊
本
大
学
病
院
で
勝
清
が
歌
っ
た
「
五
木

の
子
守
唄
」
を
録
音
し
た
テ
ー
プ
が
流
さ

れ
、
参
加
者
は
「
勝
清
節
」
と
よ
ば
れ
る

彼
の
肉
声
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
参

加
者
は
大
満
足
で
あ
っ
た
。

　

上
田
さ
ん
は
、勝
清
の
「
牛
使
い
の
少
年
」

を
演
劇
に
し
た
と
き
の
思
い
出
な
ど
を
話

し
た
の
ち
、
勝
清
の
生
家
の
保
存
や
、
勝

清
の
資
料
を
集
め
た
文
学
館
の
設
立
が
親

族
の
夢
と
語
っ
て
講
演
を
結
ん
だ
。

　

会
場
に
は
勝
清
関
係
の
多
数
の
作
品
も

展
示
さ
れ
多
く
の
参
加
者
が
見
入
っ
て
い

た
。
当
日
は
大
雨
で
あ
っ
た
が
約
70
名
が

集
ま
っ
た
。

　

上
田
さ
ん
の
講
演
に
先
立
ち
、
く
ま
も

と
文
学
・
歴
史
館
長
の
服
部
英
雄
さ
ん（
歴

史
学
専
攻
）
が
「
盗
人
晩
」
を
中
心
に
勝

清
の
業
績
を
解
説
。
盗
人
晩
と
同
一
の
慣

習
は
静
岡
県
藁
科
地
方
な
ど
で
み
ら
れ
る

こ
と
、
盗
人
晩
は
旧
暦
の
満
月
の
日
で
あ

る
こ
と
、
夜
這
い
に
つ
い
て
も
触
れ
、
勝

清
の
夜
這
い
論
は
歴
史
学
的
と
い
う
よ
り

も
理
想
主
義
的
な
側
面
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
な
ど
と
説
明
し
た
。

み
ち
は
勝
清
の
作
品
を
ほ
と
ん
ど
下
手
だ

と
け
な
し
、
そ
の
た
び
に
、
勝
清
は
涙
を

な
が
し
て
い
た
と
い
う
。
み
ち
は
勝
清
が
亡

く
な
っ
た
あ
と
、
は
じ
め
て
勝
清
を
ほ
め
た

と
い
う
。
女
性
史
家
の
高
群
逸
枝
と
勝
清

の
微
妙
な
関
係
に
触
れ
る
肉
親
な
ら
で
は

の
話
も
披
露
さ
れ
た
。

会場では勝清の作品や資料が展示された

勝清の業績を紹介する服部さん

は
ま
っ
た
く
の
素
人
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
、「
球
磨
川
石
硯
」

を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

昨
年
で
し
ょ
う
か
。
知
人
か
ら
、
坂
本
村
（
八
代
市
坂
本
町
）

に
は
、
硯
に
適
し
た
石
が
あ
る
、
そ
の
石
の
あ
る
場
所
を
教
え
て

欲
し
い
と
頼
ま
れ
ま
し
た
。
知
人
は
硯
の
愛
好
家
で
、
そ
の
よ
う

な
質
問
を
受
け
た
の
で
す
け
ど
、
そ
の
よ
う
な
石
が
ど
こ
に
あ
る

の
か
見
当
も
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
坂
本
内
の
友
人
・
知
人
に
た

ず
ね
て
も
誰
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
仕
方
な
い
と
探
す
の
を
断

念
し
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
、
硯
に
適
し
た
石
が
坂
本

内
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　

偶
然
は
重
な
る
も
の
で
、
先
日
、「
球
磨
川
石
硯
」
の
実
物
に

接
す
る
機
会
を
え
ま
し
た
。
ま
っ
た
く
の
素
人
で
す
け
れ
ど
も
、

美
し
い
作
品
で
あ
る
こ
と
は
わ

か
り
ま
し
た
。
調
べ
て
み
ま
す

と
、「
球
磨
川
石
硯
」
の
製
造

は
戦
国
時
代
の
末
期
に
は
じ
ま

り
、
昭
和
の
な
か
ご
ろ
ま
で
人

吉
・
球
磨
・
八
代
に
す
ぐ
れ
た

硯
師
が
活
躍
し
て
い
た
こ
と
、

　

硯す
ず
り

。
書
を
筆
で
書
く
と
き
に
使
う
、
あ
の
硯
、
書
道
で
使
う
、

あ
の
硯
で
す
。

　

書
を
知
ら
ず
、

書
道
に
と
く
に
関

心
が
あ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
し
、

そ
の
道
に
つ
い
て

球
磨
川
石
硯

亀
田
英
雄

硯
用
ヤ
ス
リ
（
銘
不
明
）。

こ
れ
で
硯
を
彫
る
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そ
の
頃
ま
で
熊
本
の
伝
統
工
芸
品
の
ひ
と
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
江
戸
中
期
の
文
献
に
は
「
八
代
名
物
」

と
記
載
し
て
い
る
例
も
あ
る
そ
う
で
す
。
球
磨
川
流
域
に
、
そ
の

よ
う
な
「
原
石
」
が
点
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
利
用
し
て
硯

を
造
っ
て
い
た
名
工
が
昭
和
の
時
代
ま
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、

い
ま
の
う
ち
に
記
録
し
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

時
代
の
変
化
は
速
く
昭
和
の
こ
と
さ
え
遠
い
過
去
の
よ
う
に
思

い
が
ち
だ
け
れ
ど
も
、客
観
的
に
は
、近
い
過
去
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

い
か
に
す
ぐ
れ
た
物
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
の
材
料
が
な
い

か
ぎ
り
、
そ
う
し
た
作
品
は
つ
く
れ
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
硯
づ

く
り
に
関
す
る
か
ぎ
り
球
磨
川
が
宝
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

つ
い
で
な
が
ら
、「
球
磨
川
石
硯
」
の
う
ち
黒
色
粘
板
で
形
成
さ

れ
て
い
る
も
の
を
、
明
治
中
期
以
降
、「
龍
頷
石
硯
」
と
呼
び
名

品
と
さ
れ
て
い
ま
す
。【

か
め
だ
・
ひ
で
お
／
林
業
、
八
代
市
坂
本
町
】

　
村 

上 

鬼 

拳

青
畳　

囲
炉
裏
も
切
っ
て
み
と
う
な
る

行
方
不
明　

血
眼
に
な
る
文
化
庁

目
を
閉
じ
て　

お
下
げ
の
頃
の
君
が
お
る

全
然
違
う　

歴
史
は
曲
げ
て
し
も
う
と
る

奥
座
敷　
い
ま
法
案
の
出
来
上
が
り

びっ
く
り　

赤
も
着
こ
な
し
き
ん
な
は
る

怪
し
い　

年
金
で
建
つ
家
で
無
ァ

ひっ
縮
み　
「
過
程
の
医
学
」
読
み
漁
り

【
む
ら
か
み
・
き
け
ん
／
人
吉
市
】

　

昭
和
63
年
に
廃
校
さ
れ
た
山
江
村
立
城
内
小
学
校
は
明
治
７
年
、

万
江
村
城
内
の
西
福
寺
の
寺
子
屋
に
万
江
村
立
城
内
小
学
校
と
し
て

創
設
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
22
年
、
万
江
村
と
山
田
村
が
合
併
し
て

山
江
村
が
誕
生
す
る

と
、
山
江
村
立
城

内
小
学
校
と
な
り
ま

し
た
。
大
正
８
年

前
後
に
は
高
群
逸
枝

さ
ん
の
御
主
人
、
橋

本
憲
三
先
生
が
教

鞭
を
と
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

城
内
小
学
校
は

昭
和
10
年
頃
に
山

山
江
村
立
城
内
小
学
校

松
本 

佳
久

江
村
万
江
神
園
へ
移
転
し
ま
し
た
。

　

昭
和
63
年
、
万
江
地
区
の
３
小
学
校
１
分
校
が
統
合
し
て
万
江

小
学
校
が
誕
生
し
た
時
に
城
内
小
学
校
は
解
体
す
る
予
定
で
し
た

が
、
私
の
家
内
が
「
壊
す
の
は
勿
体
無
い
」
と
直
ぐ
に
実
家
か
ら

２
０
０
万
円
を
借
用
し
て
来
て
、
再
建
で
き
る
よ
う
に
丁
寧
に
解
体

し
ま
し
た
。
私
も
山
江
農
協
か
ら
農
業
近
代
化
資
金
を
５
０
０
万

円
を
借
用
し
、
他
に
も
火
災
保
険
や
生
命
保
険
担
保
の
証
書
借
用

資
金
等
を
最
大
限
に
借
り
入
れ
、
ど
う
に
か
こ
う
に
か
再
建
し
た
の

が
、
今
の
ケ
ニ
ア
ハ
ウ
ス
で
す
。

　

昭
和
の
終
わ
り
頃
か
ら
平
成
５
年
頃
の
話
で
す
。

　

１
９
９
５
年
４
月
に
上
棟
式
、
12
月
に
落
成
式
を
行
い
皆
ん
な
で

喜
び
合
い
ま
し
た
。

　

木
土
台
・
床
板
・
建
具
・
合
掌
・
梁
・
桁
・
垂
木
・
裏
板
・
瓦
な
ど
、

当
時
の
多
く
の
材
料
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
ま
す
。

　

大
工
さ
ん
も
意
気
に
感
じ
て
良
い
仕
事
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

解
体
の
時
も
棟
上
げ
の
時
も
、
多
く
の
地
域
住
民
の
方
々
、
友
人
・

知
人
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
風
に
し
て
城
内
小
学
校
の
校
舎
は
残
り
ま
し
た
。

【
ま
つ
も
と
・
よ
し
ひ
さ
／
球
磨
郡
山
江
村
】

旧・山江村立城内小学校校舎（現ケニアハウス）
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に
変
わ
っ
た
。
こ
の
家
が
出
来
た
経
緯
も
な
か
な
か
面
白
い
。

今
か
ら
お
よ
そ
百
四
十
年
前
、
二
十
歳
ほ
ど
で
明
治
十
年
の
『
西

南
戦
役
』
に
加
わ
っ
た
加
世
田
の
村
右
衛
門
氏
は
、
西
郷
隆
盛
を
大

将
と
し
大
雪
の
降
る
人
吉
を
あ
と
に
熊
本
城
を
攻
め
る
が
こ
れ
が
な

か
な
か
落
ち
ず
、
田
原
坂
で
官
軍
と
大
激
闘
す
る
も
敗
戦
、
官
軍
に

追
わ
れ
て
同
士
と
と
も
に
矢
部
を
越
え
て
人
吉
ま
で
よ
う
や
く
帰
っ

て
来
た
。
敗
走
の
途
中
球
磨
郡
に
入
る
と
、
山
々
に
は
こ
れ
ま
で
に

見
た
事
も
無
い
立
派
な
巨
木
が
至
る
所
に
茂
っ
て
い
た
。

「
よ
し
、
戦
が
終
わ
っ
た
ら
い
つ
の
日
か
こ
の
地
で
木
材
の
商
売
を

成
功
さ
せ
て
み
せ
る
」

彼
は
そ
う
心
に
誓
っ
た
…
…
は
ず
だ
。

雨
は
降
る
降
る
の
歌
に
唄
わ
れ
た
『
馬
上
豊
か
な
美
少
年
』
と
は

も
し
か
し
て
彼
の
こ
と
か
も
。

青
井
さ
ん
の
す
ぐ
東
裏
、
人
吉
物
産
館
の
前
の
道
を
隔
て
て
北
側

に
あ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
誠
に
も
っ
て
珍
し
い
『
一
本
の
杉
の
木
』
で
建

て
ら
れ
た
町
家
で
あ
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
床
の
間
と
廊
下
は
杉
材

は
適
し
な
い
か
ら
か
、
そ
れ
ぞ
れ
樹
齢
が
四
百
年
以
上
の
桑
の
床
柱

な
ど
と
三
百
年
程
の
霧
島
赤
松
を
使
用
し
た
廊
下
。
今
で
は
も
う

手
に
入
ら
な
い
木
々
を
使
っ
た
床
の
間
、
柾
目
の
赤
松
の
廊
下
な
ど
、

と
に
か
く
柱
や
板
に
節
が
一
つ
も
な
い
不
思
議
な
家
。

現
在
は
鍛
冶
屋
町
の
老
舗
お
茶
屋
「
立
山
商
店
」
さ
ん
が
所
有
し
、

ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
様
々
な
催
事
を
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
家
は
元

は
木
材
業
「
永
田
村
右
衛
門
」
さ
ん
の
お
宅
だ
っ
た
。
後
年
い
く
つ

か
の
事
情
も
あ
り
手
放
す
事
と
な
る
が
、
周
辺
の
建
物
と
と
も
に
取

り
壊
し
て
そ
の
一
帯
に
娯
楽
施
設
を
作
ろ
う
と
し
た
人
が
い
た
ら
し

く
、
な
ん
と
か
そ
れ
を
阻
止
し
て
現
在
の
持
ち
主
で
あ
る
立
山
商
店

「
町
家
ギ
ャ
ラ
リ
ー
立
山
」
の
お
は
な
し 

㊤
山
口
啓
二

四
月
の
末
に
桐
野
利
秋
中
将
率
い
る
薩
摩
本
隊
は
人
吉
で
二
年
間

は
持
ち
こ
た
え
、
そ
の
間
に
更
に
北
へ
進
撃
す
る
べ
く
城
内
辺
り
で
武

器
弾
薬
製
造
な
ど
の
準
備
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
五
月
に
は
郡
内
各

地
で
官
軍
と
の
小
競
り
合
い
が
起
き
、市
街
地
の
住
民
は
鍋
釜
を
持
っ

て
農
村
部
へ
と
避
難
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

官
軍
は
山
田
少
将
を
頭
に
七
街
道
を
抜
け
人
吉
に
入
り
、
元
相

良
藩
士
で
官
軍
の
幹
部
に
な
っ
て
い
た
新
宮
簡
に
よ
る
人
吉
総
攻
撃

が
始
ま
る
。
結
果
た
っ
た
数
日
で
西
郷
軍
を
人
吉
か
ら
追
い
出
し
た

の
だ
っ
た
。
田
原
坂
で
の
激
戦
ほ
ど
で
は
無
か
っ
た
も
の
の
戦
闘
最
後

の
一
日
は
球
磨
川
を
挟
ん
で
し
烈
な
戦
い
が
起
き
街
は
焼
失
、
そ
の

一
五
年
前
の
『
寅
助
火
事
』
か
ら
よ
う
や
く
復
興
さ
れ
た
城
下
と
町

民
街
の
殆
ど
が
ま
た
焼
き
尽
く
さ
れ
る
事
態
と
な
る
。

つ
い
に
六
月
一
日
、
薩
軍
は
大
橋
や
小
俣
橋
、
田
町
橋
を
焼
き

落
と
し
大
畑
を
抜
け
て
加
久
藤
峠
を
越
え
小
林
へ
と
向
か
っ
た
。
こ

の
人
吉
戦
で
薩
軍
死
者
凡
そ
二
百
二
十
、
行
方
不
明
者
約
八
百
名

を
出
す
。
遺
体
の
ほ
と
ん
ど
は
麓
町
で
荼
毘
に
臥
さ
れ
た
。
焼
か
れ

た
場
所
の
前
に
は
の
ち
に
西
郷
の
盟
友
・
勝
海
舟
の
書
に
よ
る
ど
で

か
い
石
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
ち
な
み
に
人
吉
で
の
官
軍
の
戦
死
者
は

八
十
五
名
ほ
ど
。

一本の杉の木で建てられた「町家ギャラリー立山」（人吉市中青井町）
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の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
う
ち
九
月
に
城
山
も
陥
落
し
戦
い
は
い
つ
し

か
終
わ
り
、
故
郷
の
加
世
田
へ
よ
う
や
く
帰
り
着
い
た
。
そ
の
後
し

ば
ら
く
し
て
縁
者
を
頼
り
小
林
で
林
業
に
携
わ
っ
た
が
、
や
は
り
球

磨
の
巨
木
に
思
い
を
馳
せ
た
の
か
、
明
治
二
十
二
年
に
こ
こ
人
吉
で

本
格
的
に
木
材
業
を
開
業
し
た
。
仕
事
は
ご
く
ご
く
順
調
に
進
み
破

竹
の
勢
い
で
大
成
功
へ
の
道
を
歩
む
。

こ
の
二
十
ほ
ど
あ
と
に
旧
鹿
児
島
本
線
（
現
在
の
肥
薩
線
）
が
開

通
す
る
訳
だ
が
、
本
線
が
人
吉
を
経
由
し
た
の
も
現
在
地
に
人
吉
駅

を
造
っ
た
の
も
氏
が
球
磨
郡
中
の
木
材
を
こ
の
辺
り
に
一
手
に
集
め
て

い
て
、
そ
れ
を
輸
送
す
る
手
段
に
最
適
な
場
所
で
あ
り
、
ま
た
八
代

の
大
手
製
紙
会
社
の
良
き
仕
入
先
と
し
て
も
多
分
に
貢
献
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
頃
氏
は
巨
額
の
富
を
手
に
す
る
事
と
な
っ
た
。
で
も
こ

の
頃
に
裏
山
、
人
吉
西
小
付
近
か
ら
撮
ら
れ
た
駅
周
辺
は
な
ぜ
か
何

と
も
も
の
さ
び
し
い
。

（
㊦
に
つ
づ
く
）

　
【
や
ま
ぐ
ち
・
け
い
じ
／
人
吉
市
】

加
久
藤
を
越
え
小
林
方
面
ま
で
無
事
に
た
ど
り
着
い
た
氏
は
、
本

隊
の
最
終
帰
還
先
で
あ
る
城
山
に
は
向
わ
ず
、
別
働
隊
で
あ
る
宮
崎

県
庁
方
面
攻
撃
に
命
ぜ
ら
れ
た
の
も
彼
の
運
命
の
分
か
れ
道
だ
っ
た

昭和 9 年の「永田村右衛門商店」の様子

の
人
吉
に
赴
い
た
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は

日
英
同
盟
に
基
づ
い
て
の
人
吉
入
り
で
あ
っ

た
ろ
う
。
日
英
同
盟
が
、
ロ
シ
ア
牽
制
を
目

的
に
明
治
35
年
（
１
９
０
２
年
）
に
む
す
ば

れ
た
軍
事
同
盟
で
あ
る
こ
と
、
締
結
国
（
日

本
と
イ
ギ
リ
ス
）
の
い
ず
か
の
国
が
二
国
以

文
の
案
内
記
三
冊
を
も
ち
、
と
き
ど
き
目
を

通
し
、
案
内
役
の
米
良
町
長
に
、
人
吉
に
巨

木
の
な
い
理
由
や
西
郷
隆
盛
が
通
っ
た
道
順

な
ど
を
聞
き
、
川
中
の
漁
師
に
は
釣
れ
た
か

ど
う
か
を
質
問
し
た
り
、
筏
師
の
悠
々
と
し

た
生
活
ぶ
り
に
目
を
と
め
た
り
し
た
。
修
理

な
ど
の
三
瀬
で
は
波
が
舟
に
打
ち
込
み
、
ラ

ム
ト
ン
の
ズ
ボ
ン
が
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
っ
た
。

米
良
町
長
が
席
を
替
わ
ろ
う
し
た
が
、
こ
の

ほ
う
が
豪
快
で
よ
い
と
、
ふ
こ
う
と
も
し
な

か
っ
た
。」

イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
編
成
上
、
ラ
ム
ト
ン
中

将
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
軍
事
高
官
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
こ
の
軍
事
高
官
が
内
陸
部

①
イ
ギ
リ
ス
海
軍
中
将
の

　
球
磨
川
く
だ
り

明
治
42
年
５
月
25
日
付
九
州
日
日
新
聞

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
支
那
艦
隊
司
令
長
官
ラ
ム

ト
ン
中
将
が
、
前
日
24
日
に
球
磨
川
を
下
っ

た
と
の
記
事
を
掲
載
し
た
。

「
中
将
は
、
五
月
二
三
日
に
人
吉
に
一
泊

し
、
二
四
日
早
朝
、
米
良
人
吉
町
長
ら
と
川

舟
二
そ
う
に
分
乗
し
て
、
球
磨
川
を
く
だ
っ

た
。
在
郷
軍
人
や
小
学
生
ら
が
万
歳
し
て
み

お
く
っ
た
。
ラ
ム
ト
ン
の
舟
に
は
椅
子
が
据

え
ら
れ
て
い
て
、
日
英
両
国
の
国
旗
で
飾
ら

れ
た
。
ラ
ム
ト
ン
は
、
チ
ャ
ン
バ
レ
ム
の
案
内

記
か
ら
球
磨
川
に
詳
し
い
様
子
で
、
他
に
英

史
料
発
掘
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

（
編
集
部
）

人吉市中の全景（岩本活版所発行）
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だ
が
、
西
南
戦
争
に
つ
い
て
の
情
報
は
外
国

人
に
と
っ
て
も
あ
る
程
度
は
周
知
の
事
実
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
補
足
す
る
と
、
西
南
戦
争
勃

発
直
後
か
ら
、
ル
・
モ
ン
ド
な
ど
の
外
国
紙

は
西
南
戦
争
の
記
事
を
掲
載
し
、
西
郷
軍
を

「
反
逆
軍
」
と
明
記
し
た
。

②
「
球
磨
川
下
り
」
定
期
便

九
州
日
日
新
聞
昭
和
２
年
６
月
５
日
付

は
次
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る

「
球
磨
郡
人
吉
市
か
ら
白
石
駅
ま
で
の
川

舟
は
、
乗
合
と
い
う
の
が
な
く
団
体
か
貸
切

で
な
い
と
球
磨
川
下
り
が
で
き
な
か
っ
た
の

を
、
人
吉
町
会
で
は
球
磨
川
深
勝
旅
行
の
便

を
計
り
、
町
費
で
補
助
す
る
こ
と
を
決
議
し

た
結
果
、
い
よ
い
よ
こ
の
四
日
か
ら
毎
週
土

曜
と
日
曜
の
両
日
、
午
前
十
時
に
川
舟
を
出

す
こ
と
に
な
っ
た
。
一
人
前
賃
金
は
八
十
五

41
年
）
直
後
の
人
吉
訪
問
で
あ
っ
た
。
記
事

中
の「
修
理
な
ど
の
三
瀬
」
は
、お
そ
ら
く
は
、

「
二
股
の
瀬
」、「
修
理
の
瀬
」、「
網
場
の
瀬
」

の
三
瀬
（
い
ず
れ
も
球
磨
村
）
で
あ
ろ
う
。

他
国
の
軍
事
高
官
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、

人
吉
町
の
ラ
ム
ト
ン
歓
待
に
驚
く
。
人
吉
町

だ
け
で
な
く
、
ど
こ
に
地
域
で
も
同
様
の
歓

待
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
少

な
く
と
も
、
人
吉
町
の
歓
待
の
様
子
は
分

か
る
。
チ
ャ
ン
バ
レ
ム
の
案
内
記
ほ
か
三
冊

の
案
内
記
を
所
有
し
て
い
た
点
も
注
目
さ
れ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
治
42
年
頃
に
旅
行
記

の
普
及
の
度
合
い
を
確
認
で
き
る
。

記
事
中
の
「
人
吉
に
巨
木
の
な
い
理
由
や

西
郷
隆
盛
が
通
っ
た
道
順
な
ど
を
聞
き
」
は

興
味
深
い
。
巨
木
は
実
際
に
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
（
他
の
日
本
の
町
と
比
較
し
て

も
）。
ラ
厶
ト
ン
が
西
郷
軍
の
人
吉
通
過
に

注
目
し
て
い
る
部
分
も
注
意
さ
れ
る
。
軍
人

ら
し
い
着
想
で
あ
る
と
い
え
ば
、
そ
れ
ま
で

上
と
戦
争
状
態
に
入
っ
た
と
き
に
は
他
国
も

参
戦
す
る
旨
を
定
め
て
い
た
こ
と
、
日
本
の

第
一
次
世
界
大
戦
参
戦
の
根
拠
に
な
っ
た
こ

と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
仮
に
日
英
同

盟
に
基
づ
く
人
吉
入
り
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

締
結
か
ら
７
年
後
の
、
肥
薩
線
開
通
（
明
治昭和７年の球磨川下り。出船前の与謝野晶子夫妻

（鍋屋本館所蔵）

銭
で
、
人
吉
九
日
町
二
葉
旅
館
で
賈
つ
て
い

る
。
土
曜
日
曜
の
定
刻
十
時
に
な
れ
ば
一
人

で
も
二
人
で
も
舟
を
出
す
か
ら
、
わ
ず
か
の

賃
金
で
九
澤
激
流
の
球
磨
川
下
り
が
出
来
る

こ
と
に
な
つ
た
。
こ
の
定
期
船
を
出
す
こ
と
に

つ
き
人
吉
、
中
原
、
渡
、
一
勝
地
、
神
瀬
、

大
野
の
各
町
村
長
が
二
日
、
人
吉
町
役
場
に

集
合
し
て
旅
客
の
待
遇
、
球
磨
川
両
岸
の
風

致
設
備
等
に
つ
き
協
議
会
を
開
い
た
」

明
治
41
年
の
肥
薩
線
の
開
通
後
に
、
観
光

用
の
「
球
磨
川
く
だ
り
」
は
始
ま
っ
た
。
鉄

道
開
通
に
と
も
な
う
舟
運
業
の
衰
退
に
と
も

な
う
対
策
と
し
て
始
ま
っ
た
。
当
初
は
、
別

便
・
臨
時
便
し
か
な
か
っ
た
が
、
昭
和
２
年

に
「
定
期
便
」
が
運
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

曼
珠
沙
華
畔
に
植
え
し
の
立
札
に
農
夫
の
心
思
い
ゆ
か
し
き

枕
も
と
遠
く
雷
鳴
聞
き
な
が
ら
猛
暑
の
終
わ
り
近
づ
く
を
知
る

三
原　

竹
二

山や
ま
あ
い間
の
清
水
し
た
た
る
岩
か
げ
に
彼
岸
花
咲
き
御
仏
座
す
か

中
秋
の
月
し
み
じ
み
と
見
上
げ
お
り
夫
と
散
歩
の
静
か
な
夜
道

坂
本　

ケ
イ

ひ
と
月
も
家
を
空
け
た
る
わ
が
庭
に
紫
露
草
は
び
こ
り
て
お
り

子
や
孫
に
炊
事
洗
濯
お
掃
除
と
頼
ら
れ
生
き
る
も
元
気
な
れ
こ
そ上

田　

廸
子

朝
霧
に
湿
り
て
稲
穂
項う

な

垂だ

れ
て
嵐
に
遭
わ
ず
刈
ら
れ
る
を
待
つ

墨
汁
の
和
紙
に
密
か
に
ひ
ろ
が
る
を
見
て
い
る
よ
う
な
真
夜
の
静
け
さ

宮
川
し
の
ぶ

先
輩
の
訃
報
に
接
し
こ
の
次
は
俺
の
番
か
と
鏡
に
語
る

ス
ー
パ
ー
で
メ
モ
を
見
な
が
ら
品
さ
が
す
わ
れ
と
同
じ
く
お
ひ
と
り
さ
ま
か

吉
岡　

弘
晴

沖
縄
の
知
事
は
怒
り
の
声
を
あ
ぐ
国
に
阿

お
も
ね

る
判
決
不
当
と

共
闘
の
う
ね
り
は
な
お
も
高
ま
り
ぬ
好
戦
政
権
打
ち
倒
さ
ん
と

上
田　

精
一

く
ま
が
わ
春
秋
歌
壇

い
も
ご
短
歌
会 
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若
い
人
が
減
る
中
、
全
国
の
農
村
は
効
率
的
な
農
業
を
求
め
ら

れ
る
た
め
に
、
専
業
化
と
機
械
化
が
大
き
く
進
む
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
忙
し
く
な
っ
た
た
め
に
郡
築
の
農
村
で
は
、
農
閑
期
を
利
用
し

て
す
ぐ
近
く
の
海
や
内
水
面
（
通
称
ダ
ブ
）
で
漁
を
し
て
い
た
農
家

が
急
速
に
減
り
ま
し
た
。
稲
刈
り
が
済
む
11
月
頃
は
、
ト
ボ
シ
と
呼

ぶ
ガ
ス
灯
を
使
っ
た
夜
の
漁
で
ナ
マ
コ
や
タ
コ
を
獲
っ
た
り
、
水
が
温

む
春
は
シ
ャ
ク
や
ア
サ
リ
な
ど
を
と
る
た
め
の
潮
干
狩
り
な
ど
は
つ
ら

い
農
作
業
の
合
間
の
楽
し
い
歳
時
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
郡
築
に
農

業
用
ト
ラ
ッ
ク
が
出
現
し
た
頃
は
車
体
に
は
○
○
農
海
産
な
ど
と
書

い
て
水
産
業
を
兼
業
し
て
い
る
こ
と
を
現
し
て
い
た
の
を
思
い
出
し
ま

す
。
考
え
て
み
る
と
、
自
然
の
移
ろ
い
と
共
に
人
の
暮
ら
し
が
あ
っ
た

の
で
す
ね
。

　

私
に
も
そ
う
い
っ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
中
学
１
年
の
時
の
こ
と

で
す
が
、ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
部
の
あ
る
夏
の
日
で
し
た
。
当
時
は
今
と
違
っ

て
、
の
ん
び
り
し
た
ク
ラ
ブ
活
動
だ
っ
た
の
で
す
が
、
夏
休
み
の
午
後

の
こ
と
で
す
。
私
た
ち
部
員
は
大
島
の
樋
門
（
現
在
の
ヤ
マ
ハ
の
工
場

の
そ
ば
に
あ
る
）
で
合
宿
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
夕
食
の
お
コ

メ
は
簡
単
に
手
に
入
っ
た
の
で
す
が
、
お
か
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
先

　
高
度
経
済
成
長
で
失
っ
た
も
の

　

今
回
は
、
郡
築
地
区
の
水
産
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
日
本
の
高

度
経
済
成
長
は
農
村
の
若
い
働
き
手
を
都
市
に
呼
び
込
む
こ
と
で
進

み
ま
し
た
。
昭
和
30
年
代
の
集
団
就
職
の
風
景
は
、
八
代
の
写
真

家
「
麦
島
勝
」
の
写
真
集
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
八
代
駅

に
お
い
て
都
会
へ
旅
立
つ
中
学
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
あ
ど
け
な
い

子
供
ら
の
表
情
に
は
、
見
知
ら
ぬ
都
会
の
生
活
に
対
す
る
不
安
と
、

大
人
社
会
に
出
る
喜
び
と
で
複
雑
な
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。（「
写
真
家
・
麦
島
勝
の
世
界
」
が
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
開
催
中
。
12
月
４
日
ま
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
時
代
の
県
民
の
日
常
の
暮
ら
し
が
写
真
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、

住
民
の
暮
ら
し
か
ら
時
代
を
見
つ
め
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
写
真

が
た
く
さ
ん
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。）

郡
築
干
拓
の
農
業  

⑧
磯
田
　
毅

輩
の
３
年
生
た
ち
は
樋
門
の
中
の
遊
水
地
に
シ
ジ
ミ
が
い
る

の
を
知
っ
て
い
た
ら
し
く
、
私
た
ち
に
シ
ジ
ミ
を
獲
ら
せ
た

の
で
す
。
す
で
に
辺
り
は
暗
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
足
で

探
り
な
が
ら
た
く
さ
ん
の
シ
ジ
ミ
が
取
れ
ま
し
た
。
シ
ジ
ミ

の
た
く
さ
ん
入
っ
た
味
噌
汁
を
食
べ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

そ
の
く
ら
い
豊
か
な
自
然
だ
っ
た
こ
と
の
証
明
で
す
が
、

ア
サ
リ
や
カ
ニ
や
シ
ャ
ク
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
い
ま
し
た

し
、
ウ
ナ
ギ
や
フ
ナ
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
は
え
縄
で
ウ

ナ
ギ
を
獲
っ
て
小
づ
か
い
に
し
て
い
た
子
供
も
い
ま
し
た
。

　

今
で
は
、
農
海
産
と
書
い
て
あ
る
ト
ラ
ッ
ク
は
目
に
し
ま

せ
ん
が
、
経
済
の
成
長
の
為
に
失
っ
た
も
の
は
沢
山
あ
り
ま

す
。
そ
の
一
例
に
、
２
年
前
ま
で
続
い
て
き
た
八
代
海
の
養

殖
ノ
リ
は
完
全
に
途
絶
え
ま
し
た
。
最
後
の
一
人
と
し
て
頑

張
っ
て
き
た
郡
築
の
ノ
リ
漁
師
は
、
私
の
友
人
で
大
き
な
農

家
で
も
あ
り
ま
し
た
。
私
は
彼
を
応
援
し
た
く
て
下
手
な
俳

句
を
詠
ん
だ
の
が
、「
海
苔
竹
を
山
と
積
み
た
る
親
子
舟
」。

【
い
そ
だ
・
こ
わ
し
／
農
業
、
八
代
市
】

昭和 23 年坂本町「お昼時」（『ただひたすら、撮り続けた　写真家・麦島勝の世界』より
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業
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
ボ
ク
の
心
情
は
し
だ
い
に
増
幅
し
て
い
き
、

お
も
い
き
っ
て
、
八
代
署
に
天
井
の
修
復
費
用
の
負
担
を
求
め
る
こ

と
に
ボ
ク
を
導
い
た
。

　

担
当
刑
事
は
負
担
で
き
な
い
と
即
座
に
返
事
し
た
。
優
し
さ
の
な

い
事
務
的
な
回
答
で
あ
っ
た
。
ボ
ク
は
、
ま
す
ま
す
、い
ら
だ
っ
て
い
っ

た
が
、
冷
静
に
考
え
て
み
る
と
、
刑
事
の
返
事
は
不
当
で
は
な
い
。

捜
査
中
に
発
生
し
た
費
用
を
す
べ
て
警
察
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ

た
ら
、
警
察
は
思
い
切
っ
た
捜
査
は
で
き
な
く
な
る
し
、
捜
査
中
の

事
故
は
緊
急
避
難
的
事
故
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
れ
で
は
被
害
者

が
負
担
す
べ
き
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
っ

た
。
被
害
者
に
は
な
ん
の
落
ち
度
も
な
い
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
す
べ

き
か
。
常
識
的
に
は
、
犯
人
に
負
担
さ
せ
る
べ
き
と
い
う
結
論
に
な

ろ
う
。
し
か
し
、
犯
人
に
は
経
済
的
能
力
は
な
か
っ
た
。
仮
に
あ
っ

　
「
天
井
裏
生
活
事
件
」
は
犯
人
に
実
刑
判
決
が
下
っ
た
こ
と
に
よ
っ

て
終
了
し
た
。
そ
の
後
、
警
察
か
ら
、
犯
人
が
あ
の
家
か
ら
盗
ん
だ

刃
物
な
ど
（
証
拠
物
）
を
返
却
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
、
八
代
署
鑑
識

係
が
捜
査
中
に
踏
み
抜
い
た
天
井
板
の
修
理
費
が
問
題
に
な
っ
た
。

　

捜
査
中
の
「
事
故
」
で
あ
る
が
、
鑑
識
係
が
「
過
失
」
に
よ
っ
て

破
損
し
た
の
で
あ
っ
た
。
犯
人
の
自
転
車
を
事
件
性
が
な
い
と
し
て

八
代
署
が
無
視
し
た
こ
と
も
ボ
ク
と
し
て
は
気
に
な
っ
て
い
た
。
住

民
の
指
摘
を
無
視
せ
ず
、
自
転
車
の
所
有
者
を
確
認
し
て
い
れ
ば
犯

人
は
早
期
に
特
定
で
き
て
い
た
。
自
転
車
は
窃
盗
物
で
な
く
、
犯
人

の
所
有
物
で
、
福
岡
県
警
に
届
け
出
も
だ
し
て
い
た
。
駐
在
所
の
警

官
の
代
わ
り
に
、
ボ
ク
が
天
窓
を
の
ぞ
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
ボ
ク

に
は
大
き
な
不
満
で
あ
っ
た
。
腰
痛
だ
か
ら
脚
立
を
利
用
で
き
な
い

と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
被
害
者
が
す
る
作

 

❻

久馬　凌

本
当
に
あ
っ
た
話

た
フ
シ
も
あ
っ
た
。
と
に
か
く
、
そ
の
鑑
識
係
が
修
理
費
用
を
負
担

し
て
く
れ
て
い
た
。

　

業
者
は
、
そ
の
鑑
識
係
と
親
戚
関
係
に
あ
る
と
話
し
た
。
そ
う
か

も
し
れ
な
い
。
業
者
の
名
前
を
警
察
に
は
伝
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

鑑
識
係
が
仮
に
費
用
を
負
担
す
る
意
思
が
あ
っ
て
も
、
業
者
名
が
分

か
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
修
理
費
用
は
負
担

し
な
い
と
い
う
の
が
八
代
署
の
公
式
見
解
で
あ
る
。
そ
の
見
解
に
反

す
る
行
動
は
と
れ
な
い
。
し
か
し
、
業
者
と
鑑
識
係
が
親
戚
関
係
な

ら
ば
、
鑑
識
係
が
費
用
を
負
担
し
た
と
い
う
話
に
無
理
は
生
じ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
事
実
だ
と
し
た
ら
、
驚
く
べ
き
偶
然

で
あ
る
。
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
偶
然
で
あ
る
。

　

鑑
識
係
は
若
者
で
あ
っ
た
。
若
者
に
大
き
な
出
費
を
さ
せ
て
し
ま

い
申
し
訳
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。
数
ヶ
月
後
、
八
代
市
内
に
数
台

の
パ
ト
カ
ー
が
止
ま
っ
て
い
た
。
例
の
鑑
識
係
が
作
業
し
て
い
た
。
元

気
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
そ
の
鑑
識
係
を
み
て
い
な
い
。

【
き
ゅ
う
ま
・
す
ぐ
る
／
八
代
市
】

た
と
し
て
も
、
鑑
識
係
の
天
井
破
損
と
犯
人
に
天
井
裏
生
活
の
間
に

因
果
関
係
が
あ
る
と
い
え
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
犯
人
と
は

い
え
、
捜
査
中
に
発
生
し
た
「
事
故
」
費
用
の
す
べ
て
を
負
担
す
べ

き
理
由
は
な
い
。

　

い
ろ
い
ろ
と
考
え
た
け
れ
ど
も
天
井
を
破
損
さ
せ
た
ま
ま
に
し
て

お
け
な
い
の
で
、
ボ
ク
の
負
担
で
天
井
を
修
理
す
る
こ
と
に
し
た
。

業
者
に
依
頼
し
、
業
者
は
短
時
間
で
天
井
は
修
復
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

事
前
に
見
積
も
り
を
と
っ
て
い
た
。
安
く
は
な
い
が
高
額
と
も
い
え
な

い
金
額
で
あ
っ
た
。
社
会
相
場
を
確
認
し
な
い
ま
ま
業
者
の
見
積
も

り
を
丸
呑
み
し
た
形
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
別
用
も
重
な
っ
て
い
て
、

天
井
裏
の
修
理
に
集
中
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。

　

結
局
、
見
積
額
で
よ
し
と
し
た
。
修
復
後
に
代
金
請
求
書
が
届
い

た
。
請
求
金
額
を
み
て
驚
い
た
。
見
積
書
の
金
額
よ
り
極
端
に
安
か
っ

た
の
で
あ
る
。
ひ
ど
く
金
額
が
ち
が
う
の
で
、
そ
の
理
由
を
た
ず
ね

た
。業
者
は
、な
か
な
か
、理
由
を
説
明
し
な
か
っ
た
が
、小
さ
な
声
で
、

鑑
識
係
が
内
緒
で
費
用
を
支
払
っ
た
か
ら
大
丈
夫
だ
と
話
し
て
く
れ

た
。
当
初
の
捜
査
時
に
天
窓
の
異
常
に
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
、
鑑

識
専
門
で
あ
る
と
は
い
え
天
井
板
を
踏
み
抜
い
た
こ
と
を
重
大
な
ミ

ス
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
上
司
か
ら
「
叱
責
」
を
受
け
て
い
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の
心
に
感
謝
せ
ず
に
は
お
れ
な

い
。た

ま
に
帰
っ
て
来
た
息
子
に

グ
チ
を
言
お
う
と
す
る
と
、「
そ

ん
な
ら
ト
イ
レ
に
書
い
て
あ
っ
と

は
、
破
っ
て
捨
て
な
い
」
と
怒
っ

て
言
う
。

確
か
に
ト
イ
レ
に
、「
全
て
神

様
が
見
て
い
ま
す
。
堂
堂
と
胸

を
張
っ
て
生
き
て
い
き
ま
し
ょ

う
」と
書
い
て
貼
っ
て
い
る
の
だ
。

息
子
は
、
お
母
さ
ん
は
こ
う

や
っ
て
い
ろ
ん
な
事
を
乗
り
越
え

て
い
る
ん
だ
な
あ
と
、
安
心
し

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
か
ら
、
私
が
弱
音
を
吐
か

な
い
様
に
叱
っ
て
く
れ
た
の
だ
ろ

う
。「
解
っ
た
！　

も
う
小
言
は

言
わ
ん
け
ん
ね
」
と
心
の
中
で
つ

私
に
は
４
人
の
子
供
が
い
る
。

そ
の
中
の
長
男
が
小
さ
い
頃

は
、
私
の
右
手
の
内
側
に
あ
る

ホ
ク
ロ
を
触
り
な
が
ら
寝
る
の

が
癖
だ
っ
た
。
そ
ん
な
長
男
が

高
校
の
修
学
旅
行
の
土
産
に「
芳

野
」
と
書
か
れ
た
、
私
の
名
前

入
り
の
包
丁
を
買
っ
て
来
て
く
れ

た
。「

あ
り
が
と
う
」
と
い
っ
た
も

の
の
、
そ
の
時
は
ま
だ
包
丁
を

買
っ
て
く
れ
た
意
味
も
解
ら
ず
、

「
包
丁
よ
か
、
饅
頭
が
よ
か
っ

た
の
に
」
と
心
の
中
で
思
っ
て
い

た
。で

も
、
あ
れ
か
ら
25
年
た
っ

た
今
考
え
る
時
、
毎
日
、
朝
昼

夜
そ
の
包
丁
で
料
理
し
て
い
る
の

だ
。
長
男
の
温
か
い
思
い
や
り

上杉芳野の「あがっ段」⑦

私の師匠

ぶ
や
い
た
。

実
は
、
私
の
長
女
は
生
ま
れ

て
27
日
で
他
界
し
た
。
脊
髄
に

穴
が
空
い
て
い
た
の
だ
。
生
き

て
い
た
ら
き
っ
と
車
イ
ス
の
状
態

だ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
体
の

不
自
由
な
人
た
ち
を
見
る
と
人

ご
と
と
は
思
え
ず
、
つ
い
手
助
け

し
て
し
ま
う
。
こ
の
手
で
抱
い
て

や
る
事
も
、
お
乳
を
飲
ま
せ
て

あ
げ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
可
哀

想
な
事
を
し
て
し
ま
っ
た
。

次
女
は
生
ま
れ
た
直
ぐ
か
ら

「
親
孝
行
な
子
供
さ
ん
で
す

ね
。
夕
方
５
時
か
ら
は
時
間
外

な
の
で
１
万
円
、
お
産
料
金
が

高
か
っ
た
ん
で
す
。
お
産
が
楽

で
良
か
っ
た
で
す
ね
え
」
と
産

婦
人
科
か
ら
ほ
め
ら
れ
た
。
私

が
悩
ん
で
い
る
時
に
は
「
お
母

さ
ん
、
こ
と
だ
ま
、
と
い
う
の

が
あ
る
ん
よ
」
と
い
い
、
本
や

元
気
に
な
る
Ｃ
Ｄ
を
送
っ
て
く

れ
る
。
こ
れ
を
聞
い
て
元
気
を

出
し
て
！　

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
母
の
日
や
私

の
誕
生
日
に
は
決
ま
っ
て
手
紙

を
く
れ
る
。「
お
母
さ
ん
の
歌
や

踊
り
で
周
り
の
人
た
ち
に
元
気

や
勇
気
を
与
え
て
下
さ
い
。
そ

ん
な
お
母
さ
ん
を
私
は
誇
り
に

思
い
ま
す
」
と
。

三
女
は
い
う
。

「
お
母
さ
ん
、
悲
し
い
時
や

苦
し
い
時
ほ
ど
、
笑
顔
に
変
え

て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
せ
ん
ば
ん
。
こ

ん
な
時
に
い
ろ
ん
な
人
か
ら
オ

フ
ァ
ー
（
依
頼
）
が
来
る
の
は
、

神
様
が
お
母
さ
ん
の
気
持
ち
を

ま
ぎ
ら
わ
す
た
め
に
、
当
て
ご

う
て
や
い
よ
っ
や
っ
と
だ
け
ん
、

受
け
て
し
て
行
か
ん
ば
ん
と
ば

い
」
と
言
っ
て
く
れ
る
。

子
供
達
に
教
え
ら
れ
な
が
ら
、

母
親
業
を
務
め
て
い
る
。

や
っ
ぱ
り
、
私
の
人
生
の
師

匠
は
４
人
の
子
供
達
で
あ
る
。

【
う
え
す
ぎ
・
よ
し
の
／
球
磨
郡
の

元
気
応
援
団
長
。
あ
さ
ぎ
り
町
上
】

長女の望と三女の夢都日

孫の昇永を抱く大志（長男）と嫁の郁子。初節句の時
五月人形は剣道の防具でした
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こ
の
建
物
は
、
昭
和
38
年
に
国
民
宿

舎
よ
り
こ
こ
に
移
転
さ
れ
て
は
い
る
が
、

江
戸
は
天
保
３
年
（
１
８
３
２
年
）
の

石
鳥
居
は
昭
和
46
年
に
青
井
社
境
内
か

ら
移
転
。
元
々
、
境
内
稲
荷
社
の
鳥
居

で
あ
る
と
、
溝
下
昌
美
さ
ん
が
書
か
れ

た
球
磨
の
鳥
居
と
い
う
著
書
に
記
載
し
て

あ
っ
た
。
選
り
す
ぐ
り
の
、
人
吉
球
磨
の

宝
で
あ
る
。

月
次
祭
り
は
、
毎
月
10
日
に
あ
り
、

人
吉
の
観
光
に
か
か
わ
る
方
々
、
球
磨

川
下
り
な
ど
、
水
の
恩
恵
、
川
下
り
の

安
全
運
行
を
祈
願
さ
れ
、
青
井
さ
ん
の

神
主
さ
ん
や
皆
さ
ん
が
お
詣
り
さ
れ
て
い

ま
す
。

尚
、
私
の
家
は
、
す
ぐ
そ
こ
。
お
茶

で
も
飲
み
に
お
こ
し
く
だ
さ
い
ま
せ
。

【
み
や
は
ら
・
の
ぶ
あ
き
／
人
吉
お
お

く
ま
座
の
会
事
務
局
長
】

乗
っ
た
の
だ
ろ
う
。

故
渋
谷
敦
先
生
の
名
著
「
な
ば
山
騒

動
異
聞
」
の
冒
頭
に
も
出
て
く
る
場
所
。

「
朱
塗
り
の
門
前
橋
を
渡
る
と
、
球

磨
川
の
川
風
が
小こ

鬢び
ん

に
あ
た
り
、
ど
こ
か

ら
か
桜
吹
雪
が
舞
っ
て
く
る
」。

「
東
の
市
房
山
に
昇
る
朝
陽
を
合
図

に
、
先
頭
の
役
人
が
手
を
あ
げ
て
、
御

座
船
は
動
き
出
し
、
す
ぐ
に
急
流
に
乗
っ

た
。
ど
の
船
も
こ
れ
に
倣な

ら

っ
て
次
々
に
動

き
出
す
。
長
い
難
儀
の
参
勤
の
旅
路
は
こ

う
し
て
始
ま
っ
た
」
と
こ
こ
に
立
っ
た
も

の
し
か
わ
か
ら
ぬ
、
風
景
や
川
風
を
描
い

て
頂
い
た
。

国
宝
青
井
阿
蘇
神
社
の
真
ん
前
を
球

磨
川
へ
向
か
っ
て
３
分
歩
く
と
「
金こ

と

比ひ

ら羅

宮ぐ
う

」に
ぶ
つ
か
る
。
近
所
で
は「
だ
ん
だ
ん
」

と
い
っ
て
、
今
も
昔
も
子
供
た
ち
の
遊
び

場
で
あ
る
。

江
戸
の
時

代
に
は
、
お

殿
様
が
参
勤

交
代
に
出
発

す
る
前
に
青

井
神
社
に
参

拝
し
、
こ
の
場

所
か
ら
球
磨

川
の
川
船
に

く
ま
が
わ
の
神
さ
ん
仏
さ
ん 

❻

金
比
羅
宮
に
行
か
ん
ば
ん
よ

宮原信晃

我が家のすぐ近くにある「金比羅宮」

を
過
ぎ
沢
を
２
カ
所
越
え
る
と
石
楠

越
し
に
着
く
。
８
時
40
分
。
こ
こ
か

ら
は
尾
根
を
歩
く
。
大
木
が
数
多
く

な
ぎ
倒
さ
れ
て
い
る
。
台
風
だ
ろ
う

か
。
す
が
す
が
し
い
林
の
中
、
ふ
わ

ふ
わ
の
苔
、
毒
キ
ノ
コ
、
ホ
オ
ノ
キ
の

実
、
大
木
の
不
思
議
な
姿
、
ド
リ
ー

ネ
な
ど
の
写
真
を
撮
り
な
が
ら
予
定

よ
り
す
っ
か
り
遅
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

南
山
犬
切
、
10
時
30
分
着
。
こ
こ

で
50
分
の
遅
れ
だ
が
今
日
は
ト
リ
カ

ブ
ト
の
群
生
が
目
的
な
の
で
そ
れ
に
出

会
え
れ
ば
そ
こ
で
打
ち
止
め
に
し
ょ
う

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

七
遍
巡
り
、
10
時
50
分
。
そ
こ
か

ら
１
０
０
ｍ
ほ
ど
下
っ
た
鞍
部
の
斜

面
に
ト
リ
カ
ブ
ト
の
群
生
が
あ
っ
た
。

感
激
の
一
瞬
だ
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
の
群

生
は
初
め
て
見
た
。
残
念
な
が
ら
花

に
は
少
し
遅
か
っ
た
。

　

写
真
を
撮
り
昼
食
に
し
た
。
山
犬

切
峠
（
林
道
出
会
）
に
も
群
生
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
足
を
伸
ば
し
た
が
、

大
半
は
枯
れ
て
い
た
。
13
時
、
下
山
。

長
い
長
い
下
山
の
道
だ
っ
た
。
15
時
30

分
、
駐
車
場
着
、
人
吉
に
17
時
に
着

い
た
。
車
運
転
の
善
昭
さ
ん
、
梅
木

さ
ん
本
当
に
お
疲
れ
様
で
し
た
。　

【
段
村
東
亞
】

　

今
日
は
久
し
ぶ
り
に
天
気
が
良

い
。
６
時
人
吉
土
地
改
良
区
に
集

合
。
新
会
員
の
潮
谷
よ
う
子
さ
ん
が

今
日
か
ら
参
加
さ
れ
た
の
で
自
己
紹

介
し
て
か
ら
出
発
。
７
時
45
分
、
登

山
口
着
。
今
回
は
ト
ン
ネ
ル
口
重
山

口
か
ら
５
０
０
ｍ
先
の
登
山
口
よ
り

登
る
。
も
う
こ
こ
は
１
３
０
０
ｍ
で

涼
し
く
て
ち
ょ
っ
と
肌
寒
い
く
ら
い

だ
。

　

８
時
、
登
山
開
始
。
急
登
の
杉
林

山に行こうよ！
「人吉球磨ハイキングクラブ」通信より

その❸

石楠越
　〜南山犬切
　　　七遍巡りへ 

2016 年 9 月16 日（金）
天候：晴れ
参加者：7 名

トリカブトの群生の中で
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リ
を
知
ら
な
い
と
か
食
べ
た
こ
と
が
な
い
と

い
う
人
は
い
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
ア

オ
サ
と
一
緒
だ
と
思
っ
て
い
る
人
は
結
構
い

る
。
ま
た
、
た
こ
焼
き
や
焼
き
そ
ば
に
か

け
ら
れ
て
い
る
の
が
、
ア
オ
ノ
リ
な
の
か
ア

オ
サ
な
の
か
区
別
が
で
き
な
い
人
も
結
構

い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ア
オ
ノ
リ
も
ア
オ
サ
の
ど
ち
ら
と
も
ア

オ
サ
科
の
緑
藻
で
あ
る
と
い
う
の
は
共
通
し

て
い
る
。
ア
オ
ノ
リ
は
、
ア
オ
サ
科
ア
オ
ノ

リ
属
で
、
細
い
糸
状
で
あ
り
、
ア
オ
サ
は

ア
オ
サ
科
ア
オ
サ
属
で
平
べ
っ
た
い
葉
っ
ぱ

が
広
が
っ
た
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
、
粉
に
し
た
時
に
、
ア
オ
サ
の
方
が
、

平
ぺ
っ
た
い
感
じ
が
す
る
。
何
よ
り
香
り
が

違
い
、
ア
オ
ノ
リ
の
方
が
格
段
に
風
味
が
い

い
。
そ
の
た
め
値
段
に
も
開
き
が
あ
る
が
、

味
や
栄
養
的
に
ア
オ
サ
が
劣
っ
て
い
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
ア
オ
ノ
リ
は
ビ
タ
ミ
ン

　

球
磨
川
に
ま
た
ア
オ
ノ
リ
漁
の
季
節
が

や
っ
て
き
た
。
今
年
は
、
も
う
養
殖
ノ
リ

の
種
付
け
が
始
ま
っ
て
い
る
。
球
磨
川
河
口

で
行
わ
れ
て
い
る
ア
オ
ノ
リ
漁
は
、
二
通

り
で
あ
る
。
一
つ
は
、
長
い
棒
の
先
に
鉤
爪

の
よ
う
な
も
の
を
と
り
つ
け
た
も
の
で
石
の

上
に
自
然
に
生
え
た
ア
オ
ノ
リ
を
ひ
っ
か
け

て
採
る
方
法
で
、
主
に
内
水
面
漁
協
（
球

磨
川
漁
協
）
の
組
合
員
さ
ん
た
ち
が
行
っ

て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
種
付
け
を
し
た
網

を
水
面
下
に
張
っ
て
成
長
さ
せ
る
養
殖
で

あ
る
。
主
に
海
面
漁
協
（
八
代
漁
協
）
の

組
合
員
さ
ん
が
行
っ
て
い
る
。
今
回
は
そ
の

ア
オ
ノ
リ
を
紹
介
し
た
い
。

ア
オ
ノ
リ
と
ア
オ
サ

　

焼
き
そ
ば
や
た
こ
焼
き
の
上
に
は
必
ず

と
言
っ
て
い
い
ぐ
ら
い
、
粉
に
し
た
ア
オ
ノ

リ
が
ふ
り
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ア
オ
ノ

 （3）

アオノリ
自然観察指導員熊本県連絡会会長  つる詳子

不知火海の自然・生活

い
。
た
ま
に
、
ス
ジ
ア
オ
ノ
リ
が
不
足
し

て
他
の
ア
オ
ノ
リ
を
混
ぜ
て
売
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
素
人
に
は
お
そ

ら
く
区
別
は
で
き
な
い
。

　

八
代
の
ア
オ
ノ
リ
養
殖
は
、
養
殖
と
い
っ

て
も
、
種
付
け
は
天
然
採
苗
で
あ
る
。
今

ぐ
ら
い
の
時
期
、
ア
オ
ノ
リ
が
生
え
始
め

た
川
底
の
石
の
上
に
網
を
２
～
４
週
間
ほ

ど
置
い
て
、
種
付
け
を
す
る
。
網
が
緑
に

な
っ
た
こ
ろ
に
、
養
殖
場
に
移
動
し
て
水

面
か
ら
50
～
60
㎝
程
の
と
こ
ろ
に
吊
り
下

げ
る
。
１
ｍ
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
こ
ろ
に
、
根

元
を
30
㎝
程
残
し
て
摘
み
取
る
と
、
ま
た
、

ぐ
ん
ぐ
ん
成
長
し
て
、
数
日
も
す
る
と
ま

た
摘
み
取
れ
る
ほ
ど
の
長
さ
に
な
る
。

　

一
方
、
川
底
の
石
の
上
で
成
長
し
た
天

然
の
ア
オ
ノ
リ
採
捕
に
は
、
胴
長
を
着
用

し
直
接
水
の
中
に
入
っ
て
、
長
い
鉤
棒
で
採

捕
す
る
人
と
、
舟
の
上
か
ら
更
に
長
い
鉤

含
ん
で
い
る
。
春
先
に
店
頭
に
並
ぶ
と
、
つ

い
手
が
で
て
し
ま
う
ア
オ
サ
に
は
ア
オ
ノ
リ

と
は
ま
た
別
の
美
味
し
さ
が
あ

る
。　ア

オ
ノ
リ
漁

　

球
磨
川
の
河
口
で
、
漁
業
と

し
て
採
捕
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ア

オ
ノ
リ
の
方
で
あ
る
。
日
本
で

確
認
さ
れ
て
い
る
ア
オ
ノ
リ
は

現
在
7
種
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

食
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る

の
は
、
ス
ジ
ア
オ
ノ
リ
、
ボ
ウ

ア
オ
ノ
リ
、
ヒ
ラ
ア
オ
ノ
リ
の

3
種
で
あ
り
、
球
磨
川
で
も
こ

の
3
種
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
主
に
商
品
と
し
て
採
捕
・

養
殖
さ
れ
て
い
る
の
は
ス
ジ
ア
オ

ノ
リ
で
あ
り
、
一
番
品
質
が
い

や
カ
ロ
チ
ン
を
多
く
含
ん
で
い
る
が
、
ア
オ

サ
は
カ
リ
ウ
ム
や
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
を
多
く

真冬の天然アオノリ採捕風景



75  くまがわ春秋　Vol.8　2016.11.9 74くまがわ春秋　Vol.8　2016.11.9

川
の
ア
オ
ノ
リ
は
緑
が
濃
い
の
が
特
徴
で
、

味
も
よ
く
、
評
判
が
い
い
。
好
み
の
問
題

も
あ
る
と
思
う
が
、
私
は
天
日
干
し
の
天

然
の
ア
オ
ノ
リ
が
好
き
で
あ
る
。

ア
オ
ノ
リ
の
生
育
環
境

　

ア
オ
ノ
リ
の
生
育
は
、
気
温
、
水
温
、

塩
分
濃
度
に
左
右
さ
れ
る
。
気
温
が
20
度

ぐ
ら
い
に
な
る
と
生
え
始
め
、
採
苗
も
始

ま
る
が
生
育
は
そ
れ
よ
り
冷
た
い
方
が
い

い
が
、
10
度
を
下
回
る
と
成
長
は

鈍
る
。
ま
た
、
藻
類
は
光
合
成
で

成
長
す
る
た
め
、
何
よ
り
川
の
透

明
度
が
要
求
さ
れ
る
。
塩
分
濃
度

も
12
～
26
％
と
適
度
な
濃
度
で
あ

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
た
め
に
、

大
雨
が
降
っ
た
り
、
ダ
ム
の
放
流

で
淡
水
が
一
気
に
流
れ
込
む
と
、

濃
度
が
下
が
り
、
ア
オ
ノ
リ
に
影

よ
う
に
鉤
が
3
本
も
8
本
も
つ
い
た
鉤
棒

で
、
川
底
の
石
を
ひ
っ
く
り
返
す
よ
う
に

採
捕
す
る
も
の
が
い
た
り
す
る
と
、
そ
の
後

の
ア
オ
ノ
リ
の
成
長
が
で
き
な
い
と
い
う
。

規
制
を
求
め
る
声
も
あ
っ
た
の
で
、
も
う

規
制
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

採
捕
し
た
ア
オ
ノ
リ
を
き
れ
い
に
洗
い
、

天
日
に
干
し
た
り
、
機
械
乾
燥
さ
せ
て
商

品
に
す
る
。
養
殖
ノ
リ
と
天
然
ノ
リ
は
、

細
さ
も
、
味
や
食
感
も
違
う
が
、
球
磨

棒
で
採
る
人
が
い
る
。
前
者
は
、
冷
た
く

危
険
も
伴
う
が
、
ア
オ
ノ
リ
の
根
元
が
よ

く
見
え
る
の
で
効
率
が
い
い
。
舟
か
ら
の
採

捕
は
、
棒
が
長
い
の
で
結
構
力
が
い
る
よ

う
で
、
遠
く
か
ら
見
て
い
て
も
、
一
度
の
採

捕
量
は
少
な
い
。
腕
の
い
い
漁
業
者
は
、
一

本
の
鉤
爪
が
つ
い
た
棒
で
、
ア
オ
ノ
リ
の
根

元
近
く
を
上
手
に
か
ぎ
と
っ
て
採
捕
す
る
の

で
、
そ
こ
か
ら
ま
た
ア
オ
ノ
リ
が
伸
び
て

く
る
が
、
中
に
は
、
ガ
ン
ヅ
メ
や
ヤ
ツ
デ
の

養殖アオノリの採捕

乾燥させたスジアオノリ。球磨川のものは緑
が濃く、香りが高い

響
を
与
え
る
。
淡
水
は
海
水
よ
り
軽
く
、

表
層
を
流
れ
る
た
め
に
、
養
殖
の
網
を
急

い
で
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
対
応

が
間
に
合
わ
な
い
時
は
一
気
に
流
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
天
然
の
ア
オ

ノ
リ
は
川
底
の
石
に
生
え
て
い
る
た
め
に
、

濁
り
が
続
く
と
光
合
成
が
で
き
な
く
な
り
、

腐
っ
た
よ
う
に
枯
れ
て
し
ま
う
し
、
泥
の
堆

積
も
成
長
を
阻
害
す
る
。

　

こ
こ
数
年
、
ア
オ
ノ
リ
の
生
育
状
態
、

特
に
天
然
の
ア
オ
ノ
リ
の
成
長
は
格
段
に

良
く
な
っ
て
い
る
。
荒
瀬
ダ
ム
撤
去
の
効

果
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
平
成
14

年
に
荒
瀬
ダ
ム
撤
去
が
決
定
し
、
護
岸
の

補
修
や
ダ
ム
湖
の
堆
積
土
砂
除
去
の
た
め

に
冬
季
2
か
月
間
、
荒
瀬
ダ
ム
と
瀬
戸
石

ダ
ム
の
ゲ
ー
ト
が
全
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
平
成
14
年
初
め
て
ゲ
ー
ト
が
開
け
ら

れ
た
時
は
、
二
つ
の
ダ
ム
湖
の
水
と
土
砂
が

一
気
に
吐
き
出
さ
れ
、
河
口
の
ア
オ
ノ
リ
は

ほ
ぼ
全
滅
し
た
。
し
か
し
、
あ
ら
か
た
土

砂
が
放
出
さ
れ
、
上
流
か
ら
流
入
し
た
水

が
そ
の
ま
ま
下
流
に
届
く
よ
う
に
な
る
と
、

水
は
澄
み
太
陽
の
光
が
川
底
ま
で
届
き
、

ア
オ
ノ
リ
は
ぐ
ん
ぐ
ん
成
長
し
、
そ
れ
ま

で
30
㎝
程
に
し
か
成
長
し
な
か
っ
た
天
然

の
ア
オ
ノ
リ
は
、
１
・
５
ｍ
に
も
２
ｍ
に
も

な
り
、
採
捕
者
を
び
っ
く
り
さ
せ
た
。
一
昨

年
、
プ
ロ
の
水
中
カ
メ
ラ
マ
ン
に
潜
っ
て
も

ら
っ
て
ア
オ
ノ
リ
の
写
真
を
撮
っ
て
も
ら
っ

た
が
、
な
ん
と
４
～
５
ｍ
に
成
長
し
て
い

る
と
言
わ
れ
、
自
然
の
力
に
改
め
て
驚
か

さ
れ
た
。

ア
オ
ノ
リ
が
抱
え
る
問
題

　

生
育
環
境
の
改
善
で
ア
オ
ノ
リ
の
生
産

量
が
あ
が
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
自
然
は
そ
う
甘
く
な

い
。
こ
こ
数
年
横
ば
い
だ
っ
た
り
、
不
漁

だ
っ
た
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
一
つ
に
は

温
暖
化
の
せ
い
か
、
ア
オ
ノ
リ
の
採
捕
開

始
時
期
が
段
々
遅
く
な
り
、
10
年
前
は
12

月
初
め
だ
っ
た
も
の
が
、
今
は
1
月
中
旬

か
ら
2
月
初
め
と
遅
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
採
捕
期
間
が
半
分
も
な
い
こ
と
も

あ
る
。
昨
年
は
採
れ
は
じ
め
が
遅
か
っ
た

上
に
、
２
月
に
大
雨
が
降
り
、
そ
の
ま
ま

終
了
し
て
し
ま
っ
た
。

　

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
カ
モ
、
特
に
オ

オ
バ
ン
の
飛
来
数
の
増
加
で
あ
る
。
ア
オ

ノ
リ
が
早
い
時
期
か
ら
成
長
し
て
い
た
時

は
、
そ
の
後
で
バ
ン
が
来
て
も
、
彼
ら
の

採
餌
量
は
そ
う
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
が
、

昨
年
み
た
い
に
ア
オ
ノ
リ
の
成
長
時
期
が

遅
い
時
は
、
バ
ン
の
飛
来
時
期
が
重
な
り
、

伸
び
だ
し
た
ば
か
り
の
短
い
ア
オ
ノ
リ
は

片
っ
端
か
ら
食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
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切
っ
て
、
そ
の
ま
ま
熱
々
ご
飯
の
上
に
乗
せ

る
と
さ
ら
に
香
り
が
増
し
、食
欲
が
出
る
。

２
～
３
㎝
に
切
っ
た
ア
オ
ノ
リ
と
シ
ラ
ス
を

同
量
ぐ
ら
い
サ
ク
ッ
と
混
ぜ
、
醤
油
を
数

滴
垂
ら
し
て
、
熱
々
ご
飯
と
一
緒
に
食
べ
る

の
も
お
勧
め
で
あ
る
。
手
で
ち
ぎ
る
の
で
は

な
く
、
ハ
サ
ミ
で
カ
ッ
ト
す
る
の
が
よ

り
美
味
し
く
頂
く
コ
ツ
で
あ
る
。
ま
た
、

短
く
切
っ
て
天
ぷ
ら
粉
に
混
ぜ
る
と
、

海
の
魚
介
類
の
天
ぷ
ら
の
味
は
別
格
で

あ
る
。
そ
の
他
、
味
噌
汁
や
定
番
の
焼

き
そ
ば
な
ど
、
毎
日
ア
オ
ノ
リ
を
食
べ

な
い
日
は
な
い
。
…
…
…
そ
う
い
う
時

期
の
到
来
を
今
か
今
か
と
待
っ
て
い
る
。

【
つ
る
・
し
ょ
う
こ
／
八
代
市
】

り
返
さ
れ
て
い
た
が
、
今
年
か
ら
本
格
的

な
養
殖
が
始
ま
り
そ
う
で
あ
る
。

　

と
も
か
く
も
、
ア
オ
ノ
リ
は
待
ち
遠
し

い
季
節
の
味
で
あ
る
。
あ
の
袋
を
開
け
た

時
の
香
り
は
な
ん
と
も
言
え
な
い
。
短
く

　

自
然
任
せ
の
天
然
ノ
リ
だ
け
で
は
、
生

業
に
な
ら
な
い
た
め
に
、
内
水
面
漁
協
で

も
去
年
か
ら
養
殖
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

内
水
面
漁
協
の
養
殖
場
は
、
海
面
漁
協
の

も
の
よ
り
川
の
上
流
に
あ
り
、
塩
分
濃
度

も
違
う
た
め
に
、
去
年
は
試
行
錯
誤
が
繰

熱 ご々飯との相性は抜群！　アオノリとシラスかけご飯（上）と
アオノリと生卵ご飯（下）

い
う
問
題
の
一
面
を
指
摘
す
る
も
の
で
、
総
人

口
の
縮
小
と
い
う
今
回
の
国
勢
調
査
の
核
心
を

論
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
高
齢
化
と
少
子
化
が

絶
対
的
に
進
行
し
人
口
の
年
齢
別
構
造
が
極
端

に
歪
に
な
っ
て
い
る
点
に
問
題
の
本
質
は
存
在

す
る
。
熊
日
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
を
前
提
に

し
た
う
え
で
議
員
定
数
問
題
に
焦
点
を
あ
て
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
少

子
・
高
齢
化
と
人
口
の
都
市
集
中
の

同
時
進
行
が
現
在
の
最
大
の
課
題
で

あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
る

こ
と
は
承
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

両
者
の
同
時
進
行
と
い
う
現
状
に
ど
の
よ
う

に
対
応
す
べ
き
か
。
さ
ま
ざ
ま
提
案
が
な
さ
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
解
決
の
方
向
に
む
か
っ
て

は
い
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
「
国
破
れ
て
山
河

あ
り
」
の
ま
え
に
「
子
ど
も
生
れ
ず
し
て
山
河

あ
り
」
に
な
る
。【

し
ら
き
・
ま
つ
お
／
八
代
市
】

り
や
す
い
例
で
あ
る
。
熊
本
で
減
っ
た
議
員
数

は
東
京
な
ど
の
首
都
圏
に
配
分
さ
れ
て
首
都
圏

の
衆
院
議
員
数
は
増
加
す
る
。
人
口
数
に
比
例

し
て
議
員
数
を
配
分
す
る
方
法
は
地
方
軽
視
に

つ
な
が
る
と
の
意
見
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
の

政
党
も
そ
の
意
見
を
支
持
し
て
い
な
い
。
憲
法

第
41
条
が
国
会
を
「
国
権
の
最
高
機
関
」
で
定

め
て
い
る
以
上
、そ
れ
は
自
然
な
結
論
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、そ
こ
は
と
か
な
く
熊
本
県
の

「
地
位
低
下
」
を
感
じ
さ
せ
る
ト
ピ
ッ
ク
で
、

熊
日
の
切
り
口
は
流
石
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
切
り
口
は
都
市
部
へ
の
人
口
集
中
と

地
方
の
過
疎
化
と
い
う
人
口
の
地
域
的
偏
在
と

10
月
26
日
、
総
務
省
は
国
勢
調
査

（
２
０
１
５
年
10
月
１
日
時
点
）
の

結
果
を
発
表
し
た
。
５
年
前
の
前
回
調

査
に
較
べ
約
96
万
２
０
６
７
人
少
な
い

１
億
２
７
０
９
万
４
７
４
５
人
で
あ
っ
た
（
外

国
人
を
含
む
）。
す
べ
て
の
地
域
で
人
口
が
減
少

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
東
京
・
神
奈
川
・
千
葉
・

埼
玉
・
愛
知
・
福
岡
・
沖
縄
で
は

人
口
は
増
え
て
い
る
。熊
本
県
は
１
・

７
パ
ー
セ
ン
ト
減
で
あ
っ
た
。
調
査

結
果
は
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で
説
明

で
き
る
。

熊
日
新
聞
は
、
衆
院
議
員
定
数
に
注
目
し

熊
本
県
の
衆
院
議
員
が
「
１
減
」
に
な
る
こ
と
、

比
例
九
州
も
「
１
減
」
に
な
る
こ
と
を
強
調
す

る
記
事
を
掲
載
し
た
。
人
口
問
題
を
実
感
で
き

る
例
と
し
て
意
識
的
に
議
員
定
数
問
題
を
選
択

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
早
け
れ
ば
、
次
回
衆
院
選

の
状
況
は
一
変
す
る
、
だ
か
ら
確
か
に
、
分
か 国

勢
調
査
の
結
果 　 

城
来
松
男
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も
何
か
に
活
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
両

側
に
岩
タ
バ
コ
が
び
っ
し
り
生
え
て
い
て
、

花
は
終
わ
っ
て
い
た
が
種
子
が
で
き
て
い

た
。
余
り
宣
伝
さ
れ
る
と
盗
掘
さ
れ
る
心

配
が
あ
る
が
、
今
は
大
丈
夫
の
よ
う
で
安

心
す
る
。

　

そ
の
後
は
田
畑
ま
わ
り
で
あ
っ
た
が
、「
ガ

ネ
ブ
」
と
い
う
山
ブ
ド
ウ
、
オ
モ

ダ
カ
、田
ク
ワ
イ
、ド
ン
カ
ッ
チ
ョ
、

カ
マ
ツ
カ
、
葛
の
花
、
戸
越
の
ヒ

マ
ワ
リ
な
ど
の
植
物
を
楽
し
ん
で

終
着
は
三
ヶ
原
観
音
様
。
地
域
の

皆
様
の
お
も
て
な
し
で
お
い
し
く
食
事
を
い

た
だ
い
た
。
材
料
も
地
産
、
朝
早
く
か
ら

作
ら
れ
た
ら
し
く
大
変
心
の
こ
も
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。

　

ヒ
マ
ワ
リ
の
土
産
を
か
か
え
て
秋
の
彼
岸

の
中
日
を
楽
し
ん
だ
。

【
た
け
い
・
き
ょ
う
こ
／
人
吉
市
】

け
を
何
枚
も
し
て
お
ら
れ
る
の
を
め
く
っ
て

説
明
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
石
わ
り
地
蔵
で

な
い
か
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
昔
々
、
病
気

に
な
っ
た
時
に
お
地
蔵
さ
ん
の
石
を
く
だ
い

て
薬
の
か
わ
り
に
使
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の

だ
そ
う
だ
。

　

そ
ば
畑
を
見
て
花
が
美
し
か
っ
た
が
、

八
月
に
播
種
し
て
も
う
九
月
末
に
花
が
咲

く
と
い
う
の
で
成
長
の
早
さ
に
驚
く
。

　

国
道
を
横
切
っ
て
切
り
通
し
に
行
く
。

砂
岩
な
の
か
岩
を
削
っ
て
作
っ
た
道
で
、
馬

車
が
通
れ
る
幅
が
あ
る
。
高
い
と
こ
ろ
は

六
、七
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
。
岩
を
人
力
で

削
っ
て
作
っ
た
努
力
に
は
頭
が
下
が
る
。
岩

　

人
吉
市
矢
黒
・
戸
越
コ
ー
ス
の
フ
ッ
ト
パ

ス
募
集
が
あ
り
、「
矢
黒
の
切
り
通
し
」
を

ま
だ
通
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
一
度

行
っ
て
み
た
い
と
思
い
申
し
込
ん
だ
。

　

当
日
は
西
瀬
コ
ミ
セ
ン
に
集
合
し
、
簡

単
な
準
備
運
動
を
し
て
出
発
。
最
初
は
矢

黒
神
社
で
あ
っ
た
が
千
二
百
年
前
の
建
立

だ
と
知
り
、
青
井
さ
ん
に
も
ひ

け
を
取
ら
な
い
立
派
な
神
社
で
、

人
吉
球
磨
特
有
の
覆
屋
形
式
で

あ
る
。
く
ま
が
わ
春
秋
九
月
号

に
怖
い
と
こ
ろ
と
書
い
て
あ
っ
て
、

五
百
六
十
余
年
前
に
の
桑
原
一
族
の
乱
で

は
二
百
七
十
人
が
切
腹
、
討
ち
取
ら
れ
た

そ
う
で
、
一
人
で
行
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、

少
々
不
気
味
で
あ
る
。

　

次
は
矢
黒
地
蔵
堂
。
こ
こ
は
毎
日
の
散

歩
コ
ー
ス
に
し
て
い
る
が
、
な
ん
と
お
堂
の

下げ

や屋
に
は
石
の
地
蔵
さ
ん
が
あ
り
、
腹
掛 楽

し
か
っ
た
フ
ッ
ト
パ
ス 

　 

武
井
京
子

　

芦
北
町
は
、
児
童
・
生
徒
が
利
用
す
る

ス
ク
ー
ル
バ
ス
を
、
地
域
住
民
も
利
用
で

き
な
い
か
と
検
討
し
た
の
ち
、
両
者
と
も

利
用
で
き
る
「
ツ
ク
ー
ル
バ
ス
」
を
平
成
23

年
に
導
入
し
た
。「
ツ
ク
ー
ル
バ
ス
」の「
ツ
」

は
、
ワ
ン
・
ツ
・
ス
リ
ー
の
「
ツ
」
だ
。
ス

ク
ー
ル
バ
ス
に
地
域
住
民
の
利
用
が
追
加
さ

れ
た
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。

　

正
式
名
称
は
「
ふ
れ
あ
い
ツ
ク
ー
ル
バ

ス
」。

　

簡
単
に
導
入
で
き
そ
う
に
み
え
る
け
れ

ど
も
、
一
自
治
体
内
と
は
い
え
、
縦
割
り

行
政
の
思
考
か
ら
は
出
て
こ
な
い
柔
軟
な

発
想
が
な
け
れ
ば
生
ま
れ
な
い
制
度
で
、

同
町
が
全
国
で
は
じ
め
て
採
用
し
た
。
現

在
、
７
路
線
で
運
用
さ
れ
て
お
り
乗
車
は

無
料
。

　

た
だ
し
、
一
般
住
民
が
自
由
に
利
用
で
き

ツ
ク
ー
ル
バ
ス
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る
わ
け
で
は
な
い
。
利
用
し
た
い
も
の
は
あ

ら
か
じ
め
、
町
長
（
町
役
場
）
に
利
用
申

請
書
を
提
出
し
、
許
可
証
の
交
付
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
利
用
時
に
は
、
許

可
証
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

児
童
・
生
徒
の
乗
車
優
先
で
、
混
雑
時

に
は
住
民
は
許
可
証
を
も
っ
て
い
て
も
利
用

で
き
な
い
。
路
線
の
一
部
の
バ
ス
停
は
、
事

前
に
役
所
に
連
絡
し
て
利
用
す
る
と
伝
え

な
け
れ
ば
、
バ
ス
は
そ
の
バ
ス
停
ま
で
運
行

さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
白
石
駅
前
の
バ
ス

停
を
利
用
し
た
い
と
き
に
は
、
許
可
証
を

も
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
乗
車
す
る
と
伝

え
な
け
れ
ば
利
用
で
き
な
い
。
観
光
客
が

白
石
駅
で
下
車
し
「
ツ
ク
ー
ル
バ
ス
」
を

利
用
し
よ
う
と
し
て

も
、
許
可
証
を
も
た

な
い
だ
け
で
乗
車
で

き
な
い
し
、
連
絡
し

な
け
れ
ば
バ
ス
は
白

石
駅
に
停
車
す
る
こ

と
も
な
い
。
あ
く
ま

で
も
、
ツ
ク
ー
ル
バ
ス

は
「
ス
ク
ー
ル
バ
ス
」

を
前
提
に
し
て
い
る

の
だ
。
住
民
は
ツ
ク
ー

ル
バ
ス
を
歓
迎
し
て

い
る
。

は
民
話
の
彦
一
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
そ
れ

ど
こ
か
、
民
話
の
彦
一
は
実
際
に
い
た
と
し

た
ら
大
変
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
天

狗
も
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。そ
れ
に
、

お
寺
が
わ
ざ
と
嘘
を
つ
く
は
ず
は
な
い
け
れ

ど
も
、
お
寺
だ
っ
て
誤
解
す
る
こ
と
は
あ
る

だ
ろ
う
。
別
人
を
彦
一
と
間
違
え
た
可
能

性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
あ
た
り
、

編
集
子
は
疑
い
深
い
の
で
あ
る
。
嫌
な
こ
と

に
年
を
重
ね
る
ご
と
に
そ
う
な
っ
て
き
た
。

子
ど
も
の
率
直
さ
を
失
っ
て
い
る
。
こ
う
い

う
性
格
は
ダ
メ
だ
な
。
し
か
し
、
こ
こ
は
慎

重
に
い
こ
う
。
疑
う
こ
と
は
慎
重
に
判
断
す

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
い
。

　

民
話
の
彦
一
が
本
当
に
い
た
か
は
別
に
し

て
、
こ
の
お
寺
に
彦
一
（
彦
市
）
の
お
墓
が

あ
る
の
は
確
か
だ
。
い
や
、
存
在
し
た
と

い
う
べ
き
か
。
小
さ
な
石
こ
ろ
を
置
い
た
だ

け
の
彦
一
の
お
墓
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
17

彦
一
の
お
墓
が
あ
る
。

　

光
徳
寺
の
敷
地
内
に
は
、
彦
一
の
お
墓
が

あ
る
。
お
墓
が
あ
る
な
ら
、
彦
一
は
本
当
に

実
在
し
た
と
い
う
こ
と
な
る
。
そ
し
て
実
際

こ
の
お
寺
の
す
ぐ
近
く
に
彦
一
は
住
ん
で
い

た
ら
し
い
。
あ
の
彦
一
が
住
ん
で
い
た
？　

本
当
か
？

　

そ
れ
を
知
っ
た
だ
け
で
嬉
し
く
な
っ
て
、

お
寺
の
周
辺
を
歩
き
ま
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
彦
一
は
民
話
の
世
界
の
人
物
だ
。

民
話
の
彦
一
は
ト
ン
チ
話
の
彦
一
と
は
ち
が

う
だ
ろ
う
。
モ
デ
ル
に
な
っ
た
彦
一
、
お
墓

の
彦
一
が
実
際
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
彦
一

一
度
は
行
っ
て
み
よ
う
光
徳
寺

（
編
集
部
）

① 彦一の墓があったとされる場所。17 代住
職の時代までは小さな石があったが、今はない
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彦
一
の
墓
は
な
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
近

く
に
、八
代
民
話
研
究
会
が
設
立
し
た
「
彦

一
塚
」
が
あ
る
。（
写
真
③
）

井
桜
屋
勘
七
の
お
墓
が
あ
る
。

　

井
桜
屋
勘
七
？　

な
ん
と
な
く
、
か
っ
こ

い
い
名
前
だ
。
い
っ
た
い
誰
だ
ろ
う
。
調
べ

て
み
る
と
、
妙
見
祭
り
の
獅
子
舞
の
創
始

者
で
あ
っ
た
。
そ
の
勘
七
の
お
墓
も
光
徳

寺
に
あ
る
（
写
真
④
）。
勘
七
は
中
島
町
の

豪
商
で
、
船
を
使
っ
て
商
い
を
し
て
い
た
。

長
崎
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
勘
七
は
、
長

崎
諏
訪
神
社
の
例
大
祭
「
お
く
ん
ち
」
の

羅
漢
獅
子
を
み
て
、
素
晴
ら
し
い
と
感
じ
、

八
代
妙
見
祭
に
奉
納
し
た
い
と
考
え
、
工

夫
を
重
ね
た
あ
と
元
禄
４
年
（
１
６
９
１

年
）
に
妙
見
宮
に
奉
納
し
た
の
で
あ
っ
た
。

歴
史
に
「
も
し
」
は
禁
物
だ
が
、
勘
七
が

仮
に
い
な
け
れ
ば
妙
見
祭
の
獅
子
舞
は
生

ま
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
神
幸
行
列
の

ユ
ネ
ス
コ
登
録
も
道
遠
し
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
勘
七
は
ま
さ
に
妙
見
祭
り
の
大
恩

人
だ
。

　

勘
七
の
獅
子
舞
は
、
妙
見
宮
に
奉
納
さ

れ
た
だ
け
で
な
く
、
宇
土
に
伝
播
し
た
。
宇

土
獅
子
舞
は
、元
文
５
年（
１
７
４
０

年
）、
細
川
宇
土
支
藩
第
六
代
細
川

興
文
が
「
心
願
成
就
」
の
た
め
西
岡

神
社
に
獅
子
舞
の
奉
納
を
思
い
た
っ

た
こ
と
に
は
じ
ま
る
が
、
そ
の
と
き
、

八
代
の
「
獅
子
家
元
」・
井
桜
屋
勘

代
住
職
の
時
代
に
、
子
ど
も
が
遊
ん
で
い

る
う
ち
に
小
石
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
の
だ
（
写
真
①
）。
本
当
か
？　

も
し

そ
う
な
ら
ば
、
じ
つ
に
惜
し
い
。
し
か
し
、

彦
一
ら
し
い
と
い
え
ば
、
彦
一
ら
し
い
話
で

は
あ
る
。
お
寺
の
過
去
帳
に
は
、
安
永
３

年
（
１
７
７
４
年
）
の
と
こ
ろ
に
「
出
町

彦
市
祖
母
」、
同
５
年
（
１
７
７
６
年
）
に

「
出
町
彦
市
娘
」、
天
明
３
年
（
１
７
８
３

年
）
に
「
出
町
彦
市
娘
」
の
記
載
が
残
っ
て

い
る
と
い
う
。
明
治
の
は
じ
め
こ
ろ
ま
で
彦

市
の
孫
娘
が
た
び
た
び
墓
参
り
に
き
た
と

い
う
（
写
真
②
）。

② 彦一の墓跡であるとの
説明がある

③ 彦一塚

に
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
な
ん
と
な
く
分

か
る
。
光
徳
寺
は
名
和
家
に
由
来
し
、
そ

の
寺
紋
は
名
和
家
の
家
紋
の
「
帆
掛
け
船
」

だ
。
海
を
ま
た
い
で
商
い
を
し
た
人
物
に
ふ

さ
わ
し
い
お
寺
だ
。

　
「
帆
掛
け
船
」
の
家
紋
（
寺
紋
）、
そ
れ

を
見
ら
れ
る
だ
け
で
も
得
し
た
気
分
に
な

れ
る
（
写
真
⑤
）。

西
南
戦
争
で
官
軍
本
陣
が
あ
っ
た
。

　

明
治
10
年
（
１
８
７
７

年
）、
西
南
戦
争
が
勃

発
。
西
郷
軍
本
体
は
鹿

児
島
か
ら
人
吉
に
入
り
川

舟
で
球
磨
川
を
下
り
八
代

に
上
陸
。
そ
し
て
熊
本
に

向
か
っ
た
。
若
者
の
な
か

に
は
西
郷
隆
盛
が
球
磨
川

七
の
獅
子
頭
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
。
そ

れ
は
い
い
の
だ
が
、「
獅
子
家
元
」
は
ど
う

い
う
意
味
か
。
勘
七
は
獅
子
舞
の
「
家
元
」

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
あ
た
り
の

こ
と
は
調
べ
て
い
な
い
。甚
七
は「
豪
商
」だ
っ

た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
商
い
の
状
況
も

知
ら
な
い
。
編
集
子
は
歴
史
が
苦
手
だ
か

ら
仕
方
な
い
け
ど
、
歴
史
を
得
意
に
す
る

人
に
は
ぜ
ひ
調
べ
て
欲
し
い
。

　

勘
七
は
中
島
町
で
商
売
を
し
て
い
た
け

れ
ど
も
、彼
の
墓
は
光
徳
寺（
八
代
市
出
町
）

を
下
っ
た
と

い
う
話
を
聞

い
て
驚
く
人

が
い
る
け
れ

ど
も
、
少
し

は
郷
土
の
歴

史
を
知
っ
て

欲
し
い
と
オ

ジ
サ
ン
的
に

は
思
う
。

　

薩
摩
軍
は

順
調
に
熊
本

ま
で
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
先
に
進

め
な
か
っ
た
。
熊
本
城
は
牢
固
で
、
政
府

軍
は
福
岡
方
面
か
ら
南
下
し
、
薩
摩
軍
の

進
行
を
食
い
止
め
た
。
そ
れ
だ
け
な
く
薩

摩
軍
を
背
後
か
ら
衝
く
た
め
の
「
衝
背
軍
」

を
配
置
し
た
。
衝
背
軍
が
二
見
、
日
奈
久
、

八
代
に
上
陸
し
、光
徳
寺
を
本
陣
に
し
た
。

④ 井桜屋甚七の墓

⑤ 帆掛け船の寺紋
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街
路
沿
い
に
あ
っ
て
、
衝
背
軍
の
本
陣
の
場

所
と
し
て
適
地
で
あ
っ
た
。

　

八
代
城
近
く
の
薩
摩
街
道
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
光
徳
寺
前
の
街
路
に
は

鉄
砲
組
の
足
軽
た
ち
の
長
屋
が
並
ん

で
い
た
。
そ
の
た
め
、
同
寺
前
の
街
道

は「
鉄
砲
小
路
」と
呼
ば
れ
て
い
た（
写

真
⑥
）。

八
代
高
校
の
創
設
地
で
あ
る
。

　

寺
小
屋
と
い
う
け
れ
ど
も
、
八
代

高
校
は
光
徳
寺
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

明
治
29
年
（
１
８
９
６
年
）、
済
々

黌
八
代
分
校
が
同
寺
に
置
か
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
八
代
高
校
は
済
々

黌
の
分
校
と
し
て
出
発
し
た
の
で
あ
っ

た
、
熊
本
高
校
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。

お
寺
を
軍
隊
の
本
陣
に
す
る
？　

い
ま
で
は

不
思
議
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う

例
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
広
い
敷
地
と
建
物

が
あ
る
だ
け
で
い
い
の
だ
。
光
徳
寺
は
薩
摩

【光徳寺】天正15年（1587年）、名和長年の子孫・明信の開基。当初、海
あま

士
が え

江にあっ
た（現・西雲寺）。その後、大村を経て、寛文元年（1661 年）に現在地に移転。
現在の堂宇は火災後の天保４年（1833 年）に再建されたもの。浄土真宗大谷派。
八代市出町。

⑥ お寺前の通り（旧薩摩街道）

現
時
点
で
は
分
か
ら
な
い
。

　

同
城
跡
に
登
っ
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
曲
輪
が
あ
っ
て
、
油
谷
・

坂
本
・
下
代
瀬
・
生
名
子
な
ど
の
各
地
区
を
一
望
で
き
た
。
球
磨
川

本
流
と
支
流
の
油
谷
川
が
交
差
す
る
交
通
の
要
所
を
守
っ
て
い
た
よ

う
に
み
え
た
。
同
城
は
相
良
長
毎
の
隠
居
地
で
あ
っ
た
今
泉
地
区
に

つ
な
が
っ
て
い
て
、
球
磨
川
河
口
か
ら
の
攻
撃
に
対
処
し
、
あ
る
い
は
、

他
の
地
域
の
味
方
陣
営
へ
容
易
に
援
軍
を
さ
し
む
け
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
。
城
跡
は
い
ま
は
私
有
地
で
、
所
有
者
の
了
承
を
え
な
い
と

立
ち
入
れ
な
い
が
、
登
っ
て
み
る
と
、
山
城
の
形
状
や
役
割
を
肌
で

感
じ
と
れ
る
。
所
有
者
に
話
を
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、
何
度
か
学
生

が
調
査
に
来
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
調
査
結
果
は
報
告
さ
れ
て
い

な
い
。

　

天
正
年
間
、
瀬
高
城
は
攻
撃
を
受
け
落
城
し
た
。
攻
撃
者
は
不

明
で
、
島
津
軍
・
大
友
軍
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
方

向
か
ら
攻
撃
を
受
け
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
球
磨
川
の
下
流
か
ら
の

攻
撃
で
あ
っ
た
の
か
、
上
流
か
ら
の
攻
撃
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

背
後
か
ら
の
攻
撃
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
い
ず
れ
も
可
能
性
が
あ
る
。

要よ
う
が
い害

の
地ち

は
さ
ま
ざ
ま
な
交
通
の
接
点
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
た
め

守
り
や
す
い
一
方
、ど
の
方
向
か
ら
も
攻
撃
を
受
け
る
危
険
が
あ
る
。

　
「
鉄か

ね
つ
き漿

」
は
女
性
の
「
お
は
ぐ
ろ
」
を
い
う
。
歯
を
黒
く
染
め
る
、

あ
の
「
お
は
ぐ
ろ
」
で
あ
る
。
そ
の
「
お
は
ぐ
ろ
」
に
ま
つ
わ
る
岩

が
荒
瀬
ダ
ム
下
流
左

岸
約
４
キ
ロ
地
点
（
瀬

高
地
区
）
に
あ
る
。

　

瀬
高
地
区
に
は
、

戦
国
時
代
（
相
良
八

代
支
配
時
代
）
に
山

城
が
あ
っ
た
。
瀬せ

高だ
か

城じ
ょ
うと
い
う
。
城
主
は

椎
高
安
芸
守
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
が
、
安
芸

守
が
誰
を
指
す
の
か
、

鉄か

ね

つ

き

漿
附
岩い

わ

　

瀬高城跡
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本
題
に
戻
る
。
敵
の
攻
撃
を
受
け
、
女
た
ち
は
城
か
ら
逃
れ
こ
の

岩
ま
で
辿
り
つ
い
た
。
後
方
の
瀬
高
城
を
み
れ
ば
火
の
手
に
つ
つ
ま
れ

落
城
寸
前
で
あ
っ
た
。
女
た
ち
は
、
こ
れ
を
見
て
、
追
っ
手
に
捕
ら

わ
れ
て
恥
ず
か
し
め
を
受
け
る
よ
り
も
、
球
磨
川
に
身
を
沈
め
武
門

の
面
目
を
ま
っ
と
う
す
る
と
覚
悟
し
た
。
醜
い
姿
を
敵
に
さ
ら
し
て

笑
い
も
の
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
薄
化
粧
し
歯
を
染
め
て
入
水
し
た
。

以
降
、
そ
の
岩
を
「
鉄か

ね
つ
き

漿
附
岩い

わ

」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

伝
承
は
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
敗
北
者
の
末
路
を
伝
え
る
内
容
だ
が
、

日
本
的
美
学
の
色
彩
を
お
び
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
た
と
え
ば
、

女
た
ち
は
本
当
に
薄
化
粧
し
歯
を
黒
く
染
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
果

た
し
て
、
そ
の
余
裕
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
別
と
し
て
、「
恥
ず
か
し
め
」
は
事
実
で
あ
っ
た
ろ
う
。「
大
阪

夏
の
陣
屏
風
」
は
、
女
た
ち
が
男
た
ち
に
恥
辱
さ
れ
て
い
る
様
子
を

迫
真
に
迫
る
筆
致
で
描
い
て
い
て
、
当
時
の
戦
が
ど
れ
ほ
ど
に
残
虐

で
あ
っ
た
か
を
理
解
で
き
る
。「
屏
風
絵
」
を
み
る
か
ぎ
り
、
女
た
ち

が
自
死
を
選
択
す
る
の
も
当
然
に
み
え
る
し
、
瀬
高
城
の
女
た
ち
が

自
死
を
選
ん
で
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
時
代
、
一
族
郎
党
が
集

団
で
自
死
す
る
例
が
多
い
が
、
そ
れ
は
敗
北
者
に
対
す
る
仕
打
ち
の

残
虐
性
に
そ
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

鉄漿附岩（八代市坂本町瀬高地区）

　

鉄
漿
附
岩
の
伝
承
は
敗
北
し
た
と
き
の
話
だ
が
、
勝
利
の
記
念
物

も
存
在
す
る
。「
鰐わ

に

口ぐ
ち

」
が
典
型
例
で
あ
る
。
鰐
口
の
「
鰐
」
は
サ
メ

の
こ
と
で
、
鰐
口
は
そ
の
形
状
が
サ
メ
の
口
に
似
て
い
る
こ
と
に
名
前

は
由
来
す
る
仏
具
の
一
種
で
あ
る
。
戦
い
で
勝
利
し
た
と
き
、
戦
利

品
と
し
て
鰐
口
を
も
ち
か
え
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
鰐
口
は
球
磨
川

流
域
に
多
数
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
戦
国
大
名
と
し
て
の

相
良
の
勢
力
を
確
認
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
瀬
高
城
跡
を
中
心
に
各
地
区
の
つ
な
が
り
を
み
る
と
、
瀬

戸
石
地
区
（
瀬
戸
石
ダ
ム
近
く
の
集
落
）
か
ら
古
麓
城
ま
で
を
直
線

で
つ
な
ぐ
「
山
の
道
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
球
磨
川
を

利
用
し
て
も
瀬
戸
石
か
ら
古
麓
に
行
け
る
け
れ
ど
も
、
球
磨
川
は
蛇

行
し
て
い
る
の
で
意
外
に
遠
い
。
大
雨
な
ど
川
が
氾
濫
し
て
い
る
と
き

に
は
川
は
利
用
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
陸
路
は
安
全
で
、
か
つ

距
離
が
短
い
。
球
磨
川
が
「
川
の
道
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ

ら
は
「
山
の
道
」
で
あ
る
。
自
動
車
社
会
の
到
来
に
と
も
な
い
整
備

さ
れ
た
道
を
利
用
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
む
か

し
は
、
山
の
道
を
利
用
し
て
い
た
。
一
見
す
る
と
「
山
の
道
」
は
山
越

え
も
あ
っ
て
利
用
し
が
た
い
よ
う
に
お
も
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
じ
っ
さ
い
に
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
藤
本
小
学
校
（
現

在
は
、
廃
校
に
な
っ
て
い
る
）
の
遠
足
先
は
日
奈
久
で
あ
っ
た
。
同
小

学
校
を
出
発
し
葉
木
地
区
ま
で
行
き
、
舟
で
球
磨
川
を
渡
り
、
鶴つ

る
ば
み喰

地
区
を
経
て
日
奈
久
に
む
か
っ
た
。「
道
の
駅
坂
本
」
を
起
点
に
す
れ

ば
二
つ
の
山
を
越
せ
ば
日
奈
久
に
い
け
る
。
日
奈
久
の
行
商
人
は
山
を

越
え
て
坂
本
に
海
の
幸
を
売
り
に
き
て
い
た
。
そ
れ
は
遠
い
過
去
の
話

で
は
な
い
。
昭
和
30
年
代
ま
で
現
実
に
存
在
し
た
風
景
で
あ
る
。

　

昭
和
６
年
に
発
行
さ
れ
た
花
岡
伊
之
作
の
『
球
磨
川
案
内
』
に
は
、

「
坂
本
の
西
十
町　

求
磨
川
の
左
岸
に
瀬
高
と
言
ふ
山
間
の
一
小
部

落
が
あ
る　

此
部
落
に
瀬
高
の
城
が
あ
っ
た
天
正
年
間
大
友
氏
が　

古
麓
の
城
主
相
良
氏
を
敗
り　

瀬
高
の
城
に
殺
到
し
た　

突
然
の
事

と
て
婦
人
は
逃
る
る
隙
が
な
い　

一
同
死し

で出
の
嗜

た
し
な
み
に　

鉄か

ね漿
黒
々

と
歯
に
染
め
て　

求
磨
川
の
左
岸
に　

斗
立
す
る
岸
頭
よ
り
碧
き
深

淵
に
身
を
躍
ら
し
て
死
ん
だ　

此こ
の

事
実
に
あ
や
か
り
て　

由
来
鉄か

ね漿

付つ

き
岩い

わ

と
呼
ん
で
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
松
本
晉
一
は
本
誌
連
載
「
球
磨
川
の
駅
・
も
の
が
た
り
⑥
」

（
９
月
号
）
で
、
箙
瀬
地
区
や
瀬
高
地
区
に
も
類
似
の
伝
承
が
残
っ

て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　
（
編
集
部
）
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そ
の
四
、
紙
芝
居
「
江
南
の
花
」（
十
月
号
）　　
　

そ
の
五
、
勤
行
聖
典
（
今
月
号
）

「
泥
沼
化
」
し
て
い
く
日
中
戦
争
を
打
開
す
る
た
め
、
軍
の
撤
退

で
は
な
く
戦
線
拡
大
の
道
を
選
び
、
学
校
教
育
も
地
域
活
動
も
戦
争

遂
行
に
沿
う
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
進
め
る
中
、
本
願
寺
教
団
も
そ
れ
に

沿
っ
た
伝
道
活
動
を
行
う
。
前
号
の
紙
芝
居
も
そ
う
で
あ
る
が
、
伝

道
活
動
で
重
要
な
聖
典
（
お
経
の
本
）
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
昭
和

十
六
年
発
行
の
在
家
用
勤
行
聖
典
を
点
検
す
る
。

『
勤
行
聖
典
』（
お
経
の
本
　
昭
和
十
六
年
九
月
発
行
）

こ
こ
で
述
べ
る
お
経
の
本
は
一
般
的
に
「
在
家
勤
行
集
」
と
も
い
い
、

家
庭
で
の
勤
行
や
寺
院
の
法
座
で
用
い
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。
写
真
の
本
が
そ
れ
で
、

体
裁
は
一
〇
セ
ン
チ
×
一
四
・
五
セ
ン
チ
で
七
〇
ペ
ー

ジ
。
現
在
の
聖
典
に
比
べ
る
と
三
分
の
二
程
度
の
広

さ
で
、
製
本
は
物
資
不
足
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
か
ら

か
、
時
流
に
沿
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
作
っ
た

た
め
な
の
か
、
表
紙
が
本
文
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
年
）
そ
の
五

以
前
、
述
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
内
容
に
遡
っ
て
「
昭
和
十
六
年
」
の

番
号
を
附
っ
て
整
理
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

そ
の
一
、
ユ
ー
ゲ
ン
ト
旗
（
少
年
団
の
旗　

五
月
号
）

そ
の
二
、
大
日
本
婦
人
会
結
成
（
愛
国
婦
人
会
が
大
日
本
婦
人

会
に
吸
収　

六
月
号
）

そ
の
三
、
本
願
寺
報
国
団
（
七
月
号
）　　

お
寺
と
戦
争 

⑥
　 

山
本 

隆
英

文
で
あ
る
が
、
次
に
別
項
目
で
紹
介
す
る
。

「
御
消
息
」

最
近
の
御
消
息
は
新
門
主
の
「
伝
灯
奉
告
法
要
に
つ
い
て
の
消
息
」

（
現
在
こ
の
法
要
が
営
ま
れ
て
い
る
）。
前
ご
門
主
の
「
親
鸞
聖
人

七
五
〇
回
大
遠
忌
法
要
に
つ
い
て
の
消
息
」
等
が
あ
る
が
、
発
布
さ

れ
る
の
は
一
～
二
年
に
一
回
、と
き
に
は
一
年
に
二
回
の
場
合
も
あ
る
。

一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
）
満
州
事
変
か
ら
一
九
四
五
年
敗
戦
ま

で
の
十
五
年
間
に
発
布
さ
れ
た
ご
消
息
及
び
そ
れ
に
類
す
る
も
の
は

六
〇
余
通
（『
念
仏
の
響
流
史
』
に
よ
る
）
と
い
う
、
平
均
一
年
に
四

通
で
あ
る
。
こ
の
聖
典
に
収
め
ら
れ
た
二
通
の
御
消
息
を
部
分
抜
粋

で
紹
介
す
る
。

◆
勝
如
上
人
御
消
息
　
三
国
同
盟
消
息　
　
「
今
次
日
独
伊
三
国
条

約
の
締
結
に
当
た
り
、
畏
く
も
優
渥
な
る
大
詔
を
渙
発
あ
ら
せ
ら

れ　

帝
国
の
向
か
う
所
を
明
ら
か
に
し
臣
民
の
進
む
べ
き
道
を
示

し
た
ま
へ
り　

聖
慮
深
遠
ま
こ
と
に
恐
懼
感
激
に
堪
え
ず
・
・
・
・
・

時
局
の
重
大
な
る
に
鑑
み
益
々
国
體
の
観
念
を
明
徴
に
し　

率
先

し
て
新
体
制
の
国
策
に
順
応
し
以
っ
て
皇
謨
翼
賛
・
・
・
・
・
皇

紙
質
の
き
ゃ
し
ゃ
な
つ
く
り
で
あ
る
。
こ
の
聖
典
に
収
録
さ
れ
て
い
る

お
経
と
仏
教
聖
歌
は
現
在
と
同
じ
で
あ
る
が
、
昭
和
十
六
年
な
ら
で

は
の
内
容
を
拾
い
出
し
て
み
た
。

◆
礼ら

い
さ
ん
も
ん

讃
文
（
法
座
の
始
め
等
に
唱
和
す
る
文
章
）　

現
在
は
一
編
で
あ

る
が
、
昭
和
十
六
年
版
に
は
二
編
収
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
編
は

現
在
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
第
二
編
の
「
会
衆
合
誦
」（
み
ん

な
で
唱
和
す
る
）
に
は
次
の
一
行
が
あ
る
。「
国
家
覆
護
の
恩
を
仰

ぎ
、
お
の
お
の
職
業
を
励
み
て
、
国
家
の
発
展
を
資た

す

け
ん
。」

◆
仏
教
聖
歌　

現
在
の
真
宗
宗
歌
な
ど
六
曲
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
現
在
は
歌
わ
な
い
「
四
恩
の
歌
」
が
る
。
四
恩
と
は
、

国
王　

父
母　

衆
生　

仏
法
の
四
つ
で
あ
る
が
、
歌
詞
の
一
番
だ

け
を
紹
介
す
る
。「
天
照
す
我
が
大
君
の　

民
草
を
い
つ
く
し
み
ま

す　

御
恩
の
底
ひ
も
知
ら
ず　

う
た
は
ば
や
我
等
の
幸
を　

尽
く

さ
ば
や
わ
が
す
め
ら
ぎ
（
天
皇
）
に
」　

◆
信
徒
心
得　

現
在
の
「
浄
土
真
宗
の
生
活
信
条
」
に
あ
た
る
「
信

徒
心
得
」
四
項
の
掲
載
が
あ
る
。
そ
の
第
三
項
は
、礼
讃
文
の
「
国

家
覆
護
の
恩
を
仰
ぎ
、・
・
・
・
」
と
同
一
で
あ
る
。

◆
巻
末
に
二
通
の
消
息　

御
消
息
と
は
、
ご
門
主
が
重
要
な
行
事
や

節
目
等
に
発
布
す
る
心
構
え
や
信
心
の
あ
り
方
を
表
明
す
る
声
明
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第
一
回
全
戦
没
者
追
悼
法
要
を
営
ん
だ
。
こ
の
こ
と
を
軸
に
、
非
戦

平
和
の
行
動
に
動
き
出
し
た
感
じ
だ
が
、
全
体
的
な
反
省
と
行
動
は

い
ず
れ
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
、
今
号
は
前
記
の
「
消
息
」

に
つ
い
て
の
本
山
の
見
解
の
み
を
紹
介
す
る
。

宗
令
第
二
号

こ
の
た
び
、宗
門
が
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
）
か
ら
一
九
四
五
年
（
昭

和
二
〇
）
に
い
た
る
ま
で
の
十
五
年
間
に
わ
た
る
先
の
戦
争
に
関
し

て
発
布
し
た
、
消
息
、
直
諭
、
親
示
、
教
示
、
教
諭
、
垂
示
な
ど
は
、

今
後
こ
れ
を
依
用
し
な
い
。

　
　

二
〇
〇
四
年
（
平
成
十
六
）
五
月
二
十
四
日

門
主　

大　

谷　

光　

真　
　
　
　
　

総
長　

 

不
二
川  

公  

勝　
　
　

以
下　

総
務
五
名

【
や
ま
も
と
・
り
ゅ
う
え
い
／
八
代
市
坂
本
町
、
西
福
寺
住
職
】

恩
に
奉
答
せ
ん
こ
と
を
期
す
べ
き
な
り
。」

◆
勝
如
上
人
御
消
息
　
殉
国
章　
　
「
凡
ソ
、
皇
国
ニ
生
ヲ
受
ケ
シ

モ
ノ
誰
カ
天
恩
ニ
欲
セ
ザ
ラ
ン
・
・
・
・
・
ヤ
ガ
テ
忠
君
ノ
本
義

ニ
相
カ
ナ
フ
ベ
シ　

殊
ニ
国
家
ノ
事
変
ニ
際
シ
進
ン
デ
身
命
ヲ
鋒

鏑
ニ
オ
ト
シ　

一
死
君
国
ニ
殉
ゼ
ン
バ
誠
ニ
義
勇
ノ
極
ミ
ト
謂
フ

ベ
シ　

一
家
同
族
ノ
人
々
ニ
ハ
サ
コ
ソ
哀
悼
ノ
悲
シ
ミ
深
カ
ル
ベ
シ

ト
覚
ユ
レ
ド
モ　

畏
ク
モ
上
聞
ニ
達
シ
代
々
ニ
伝
ハ
ル
忠
節
ノ
誉

レ
ヲ
喜
ビ
・
・
・
・
・
真
俗
二
諦
ノ
教
旨
ヲ
実
践
シ
天
晴
れ
如
実

ノ
行
者
ト
シ
テ
国
家
忠
良
ノ
臣
民
・
・
・
・
・
」

◆
殉
国
章
」
が
弔
辞
に　

こ
の
消
息
「
殉
国
章
」
を
熊
本
市
西
本
願

寺
婦
人
会
連
盟
は
、
十
九
セ
ン
チ
×
五
十
二
セ
ン
チ
の
巻
紙
に
印

刷
し
、
県
下
の
西
本
願
寺
派
寺
院
に
配
布
し
た
よ
う
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
こ
れ
を
戦
死
者
葬
儀
の
「
弔
辞
」
に
利
用
す
る
こ
と
を
期

待
し
た
の
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら
の
消
息
も
、
今
読
ん
で
み
る
と
胸
が

し
め
つ
け
ら
れ
る
。

西
本
願
寺
の
反
省

西
本
願
寺
は
一
九
八
一
年
（
昭
和
五
六
年
）
九
月
十
八
日
（
満
州

事
変
勃
発
の
日
）、
東
京
千
鳥
ヶ
淵
の
「
国
立
戦
没
者
墓
苑
」
で
、

手
達
は
戦
争
時
、
ひ
も
じ
い
思
い
を
し
た

だ
ろ
う
少
年
少
女
だ
っ
た
若
者
で
す
。

　

２
０
０
２
年
の
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ａ
ワ
ー
ル
ド

カ
ッ
プ
に
お
い
て
は
観
客
席
の
３
分
の
２
以

上
に
屋
根
が
架
設
さ
れ
て
い
な
い
た
め
候

補
か
ら
外
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
頃
の
若

者
は
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
で
し
た
。

　

２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出

場
す
る
で
あ
ろ
う
若
者
は
、
今
は
15
歳
ぐ

ら
い
で
、
競
争
社
会
の
な
い
第
二
次
ベ
ビ
ー

ブ
ー
ム
が
発
生
し
な
か
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
バ

ブ
ル
を
知
ら
な
い
子
供
達
で
す
。

　

世
界
の
誰
よ
り
も
速
く
、
高
く
、
強
く

と
い
っ
た
夢
を
、
同
世
代
の
若
者
に
見
せ
、

無
気
力
で
、
負
け
そ
う
で
、
消
え
て
し
ま

い
そ
う
な
彼
ら
に
笑
顔
を
見
せ
て
、
今
を

生
き
て
い
く
、
そ
の
象
徴
が
新
国
際
競
技

場
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
期
日
ま
で
に
完

成
す
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　

日
中
戦
争
の
影
響
か
ら
日
本
政
府
が

開
催
権
を
返
上
し
た
１
９
４
０
年
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
使
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

１
９
４
３
年
に
「
出
陣
学
徒
壮
行
会
」
が

行
わ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
愚
行
で
失
わ
れ

た
優
秀
な
青
年
の
損
失
は
大
き
く
、
頭
脳

の
空
白
地
帯
を
生
み
、
団
塊
の
世
代
が
就

職
し
た
時
に
は
で
き
の
悪
い
上
司
に
悩
ま

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

１
９
５
７
年
、
外
苑
競
技
場
が
取
り
壊

さ
れ
国
立
代
々
木
競
技
場
が
建
設
さ
れ
、

１
９
６
４
年
に
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が

開
催
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
で
活
躍
し
た
女
子
バ
レ
ー
や
体
操
の
選

　

２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開

会
式
と
陸
上
及
び
サ
ッ
カ
ー
の
決
勝
戦
が

行
わ
れ
る
新
国
立
競
技
場
の
場
所
は
、
新

宿
区
霞
ヶ
丘
町
と
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
に
ま

た
が
り
明
治
神
宮
外
苑
に
隣
接
し
て
い
ま

す
。
最
寄
駅
は
都
営
地
下
鉄
大
江
戸
線
国

立
競
技
場
駅
、
Ｊ
Ｒ
千
駄
ケ
谷
駅
お
よ
び

信
濃
町
駅
、
東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線
外
苑
前

駅
で
す
。

　

こ
の
新
国
立
代
々
木
競
技
場
の
前
身
と

な
る
明
治
神
宮
外
苑
競
技
場
は
、
明
治
神

宮
の
敷
地
内
に
大
正
13
年
に
欧
米
式
の
公

園
と
そ
れ
に
伴
う
本
格
的
な
競
技
場
を
外

苑
整
備
と
合
わ
せ
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
⑧

　
新
国
立
競
技
場
　      

苅
田
吉
富
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新
国
立
競
技
場
は
敷
地
は
明
治
神
宮
が

所
有
し
て
お
り
都
市
計
画
の
一
環
と
し
て

建
築
さ
れ
る
た
め
、
秩
父
宮
ラ
グ
ビ
ー
場
、

神
宮
野
球
場
と
順
次
解
体
・
建
築
さ
れ
て

い
き
ま
す
が
、
新
国
立
競
技
場
の
建
築
計

画
が
白
紙
に
戻
る
と
い
う
ア
ク
シ
デ
ン
ド
の

た
め
２
０
１
９
年
の
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド

カ
ッ
プ
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
分
か
り
、

ま
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
中
は
ヤ
ク
ル
ト
は

神
宮
球
場
を
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
と
し
て
使
え

な
く
な
り
ま
す
か
ら
、
新
潟
か
金
沢
に
移

転
す
る
こ
と
も
検
討
し
て
は
い
か
が
で
し
よ

う
か
。

【
か
り
た
・
よ
し
と
む
／
税
理
士
・

行
政
書
士
、
東
京
都
】

　ラテン語「barra（バッラ）、棒状のもの」からの派生語です。barは普通は
四角い横木のことで、丸い棒は「stick（スティック）、切り取った木の枝・棒切れ・
杖・ステッキ」といいます。
　barは形状と用途の両方から意味が発展しました。形状がはっきりするものに
は、「a chocolate bar（板チョコレート）」「a bar gold（ゴールド）、金の延べ棒」
「a cross bar（クロスバー）、ゴールや高跳の横木」などがあります。
　「counter（カウンター）、勘定台・売り台」の横木からは、「bar（バー）、酒場」
「snack（スナック）bar（簡易食堂）」へ、また法廷で一般席からの仕切りの
横木からは、「弁護士（界）」の意へ発展しました。
　「bartender（バーテンダー）、酒類の調合などをする人」は barと tender（世
話人）の合成語です。バーテンはその省略形で和製です。
　老人や身障者などのための「barrier905ffree（バリヤフリー）、障壁・段差の
ない」の barrierは元は「通行・出入りをはばむ柵・防壁」のことで、「a trade（ト
レード）barrier（貿易の障壁）」、「sex barriers（男女差別）」のように使われます。

外来語から学ぶ英単語 （８）…… 藤原　宏

バー　・　バーテン（ダー）　・　バリヤ
bar　　　　　bartender　　　　barrier

（374）

くまがわ英語塾

引
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
か
の
時
も
花
も
咲
い
て
た
風
も
吹
い
て
た

つ
む
じ
風
右
か
ら
左
地
に
舞
っ
て
庭
の
枯
葉
を
舞
い
上
げ
何
処
か
へ

守
永　

和
久

腕
あ
し
を
も
が
れ
し
如
き
吾
な
れ
ど
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
光
と
な
り
ぬ

今
月
も
又
赤
字
の
予
想
湧
き
来
れ
ば
増
販
廻
り
で
一
日
暮
れ
ぬ

河
内　

徹
夫

こ
れ
茄
で
て
こ
れ
餡あ

ん
こ

に
と
栗
分
く
る
木
犀
の
香
の
ふ
っ
と
漂
う

秋
立
ち
て
天
然
ア
ー
ト
の
柿
の
葉
を
膳
に
一
葉
を
添
へ
て
愉
し
む

中
村
美
喜
子

難
敵
の
四
十
匹
の
蜂
を
捕
る
日
夜
に
亘
る
思
案
の
末
に

撲
滅
の
蜂
の
反
撃　

恐
ろ
し
い
不
覚
の
驕
り
一
刺
し　

賜
ふ

西　
　

武
喜

観
音
道
真
っ
赤
に
咲
い
た
彼
岸
花
極
楽
浄
土
の
灯
り
の
如
く

父
逝
き
て
三
十
年
の
過
ぎ
た
れ
ば
五
十
忌
を
目め

あ
て標

に
生
き
む

釜
田　
　

操

秋
の
夜
は
稽
古
の
こ
と
が
甦
る
独
り
身
な
れ
ば
寝
付
け
ぬ
夜
も

吾
が
郷
は
人
も
住
い
も
変
り
た
る
変
わ
ら
ぬ
も
の
は
遠
き
山
々

緒
方　

保
正

久
し
ぶ
り
二
か
所
に
架
か
る
虹
を
見
る
自
然
の
力
に
し
ば
し
仔
む

サ
ル
達
も
食
べ
物
さ
が
し　

里
に
き
て
「
ダ
イ
コ
ン
」
か
つ
い
で
二
足
歩
行
に

中
原　

康
子

お
む
す
び
で　

な
や
み
癒
す
人
あ
り
と
突
の
訃
報
に
寂
し
さ
募
る

百
名
山
テ
レ
ビ
見
な
が
ら
わ
が
心
登
っ
て
い
る
よ
な
清
々
し
さ
を

三
原　

光
代

歌
の
会
先
生
来
た
れ
ば
盛
り
上
が
る
言
葉
一
つ
で
吾
が
歌
変
わ
る

山
歩
き
山
芋
堀
り
か
猪
か
驚
き
見
れ
ば
迷
彩
服
が

橋
詰　

了
一

金
属
の
両
の
義
足
で
疾
走
す　

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
己
が
問
は
れ
り

残
さ
れ
し
身
体
の
全
て
で
泳
ぎ
ゆ
く
選
手
の
様
に
心
奪
わ
る

堀
田　

英
雄

鶺せ

き

れ

い鴒
短
歌
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
月
詠
草
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③
熊
本
県
企
業
局
に
よ
れ
ば
、
鮎
の
遡
上

数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。
同
様
の
傾
向

は
九
州
の
河
川
全
体
に
み
れ
る
。
原
因

に
つ
い
て
は
現
在
調
査
中
で
あ
る
。

④
熊
本
県
企
業
局
な
ど
は
ボ
ー
ト
ハ
ウ
ス

の
活
用
を
検
討
し
て
い
る
が
、
結
論
は

で
て
い
な
い
。

①
瀬
戸
石
ダ
ム
は
11
月
15
日
よ
り
自
然
流
下

の
措
置
を
は
じ
め
る
。
降
雨
な
ど
の
気
象

状
況
が
関
係
す
る
た
め
確
定
的
日
時
を
特

定
で
き
て
い
な
い
が
、
23
日
ま
で
に
瀬
戸

石
ダ
ム
の
ダ
ム
湖
は
な
く
な
る
。
水
の
自

然
流
下
状
況
に
な
っ
た
の
ち
ダ
ム
湖
内
の

堆
積
土
砂
を
除
去
す
る
予
定
。

②
熊
本
県
企
業
局
は
、
今
年
度
、
荒
瀬
ダ
ム
管

理
棟
、
藤
本
発
電
所
な
ど
の
解
体
工
事
に
着

手
す
る
。

流
域
情
報瀬戸石ダム

堆積土砂を除去するための仮橋

ふるさと遊び図鑑 ❼ 絵と文／松舟博満

　

昔
し
ゃ
オ
ヤ
ツ
て
ろ
ん
気
の
利
い
た
も
ん
な
無
か
っ
た
で
、
学

校
か
ら
戻
っ
よ
ま
早
よ
ぅ
「
何
ん
か
無
か
な
ぁ
」
て
云
え
ば
「
い

つ
も
ん
所
け
ぇ
下
が
っ
と
っ
ど
が
」
て
云
わ
す
も
ん
で
下
が
っ
と

る
竹
カ
ゴ
ん
フ
タ
ば
開
け
て
み
れ
ば
、
カ
ラ
イ
モ
や
ら
ケ
イ
モ

（
里
芋
）
ば
煮
た
と
ん
ひ
ゃ
っ
と
っ
た
で
、
カ
バ
ン
な
う
っ
ち
ぇ

て
カ
ラ
イ
モ
ば
握
っ
て
あ
す
び
ぎ
ゃ
い
き
お
っ
た
。

　

盆
の
近
こ
ぅ
な
れ
ば「
ま
ん
じ
ゅ
ぅ
ん
葉（
サ
ル
ト
リ
イ
バ
ラ
）

ば
採
っ
て
け
ぇ
『
盆
だ
ご
』
ば
作
っ
て
食
わ
す
っ
で
」
て
云
わ
ん

も
ん
で
、
山
さ
み
ゃ
い
た
て
そ
ん
葉
ば
見
つ
け
お
っ
た
。
ま
ん

じ
ゅ
ぅ
ん
葉
は
、
冬
ん
な
れ
ば
つ
こ
け
て
し
も
う
て
あ
っ
か　
（
赤

い
）
実
だ
け
ん
な
っ
と
ば
、
花
ん
代
わ
り
ん
し
お
い
や
い
た
。

そ
ん
実
の
あ
こ
ぅ
な
ん
前
ん
実
は
、ち
っ
た
し
い
か
（
酸
っ
ぱ
い
）

味
ん
し
て
パ
シ
パ
シ
し
て
食
い
が
な
っ
お
っ
た
。
そ
ん
木
に
ゃ
イ

ゲ
の
た
く
し
ゃ
あ
っ
て
他
ん
木
に
巻
き
ち
ぃ
と
っ
と
ど
ま
ぁ
木
ば

引
き
寄
せ
な
が
ら
、
な
っ
だ
け
広
か
葉
ば
採
ら
ん
ば
な
ん
じ
ゃ
っ

た
で
、
ど
こ
そ
こ
ひ
っ
か
か
じ
っ
て
血
の
染
み
た
り
し
お
っ
た
ば
っ

て
ん
、
ん
ま
か
盆
だ
ご
ん
食
わ
る
っ
方
ん
ほ
う
が
良
か
っ
た
。

【
ま
つ
ふ
ね
・
ひ
ろ
み
つ
／
青
井
阿
蘇
神
社
・
文
化
苑
「
童
遊
館
」】

ま
ん
じ
ゅ
う
ん
葉
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今
月
号
も
発
行
が
遅
れ
て
し
ま
っ

た
。
様
々
な
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も

許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
少
な
い
ス

タ
ッ
フ
で
の
編
集
・
制
作
と
あ
っ
て
平
身
低
頭
で
お
詫
び
す
る
次
第
で

あ
る
。
締
め
切
り
間
際
の
出
来
事
で
衝
撃
的
だ
っ
た
の
は
米
大
統
領

選
の
結
果
だ
っ
た
。
お
お
か
た
の
予
想
を
裏
切
っ
た
サ
イ
レ
ン
ト
・
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
（
物
言
わ
ぬ
多
数
派
）
の
力
は
強
か
っ
た
。
日
本
や
こ
の

地
域
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
る
の
か
気
に
な
る
が
、
今
後
を
見
守

る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
★
今
月
号
は
収
穫
と
感
謝
祭
と
い
う
テ
ー
マ

で
特
集
を
組
ん
だ
。
流
域
が
育
ん
だ
農
業
や
伝
統
行
事
を
改
め
て
考

え
て
み
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
掲
載
し
た
。
★
今
月
も
続
報
で
「
鶴

之
湯
旅
館
」
の
営
業
再
開
の
話
題
を
取
り
上
げ
た
。
本
誌
ス
タ
ッ
フ

も
再
開
前
の
試
食
会
に
参
加
し
、同
旅
館
の
料
理
に
舌
鼓
を
う
っ
た
。

な
お
11
月
２
日
の
正
式
な
再
開
日
に
は
14
名
の
お
客
さ
ん
が
土
山
大

典
さ
ん
の
料
理
を
堪
能
し
た
と
い
う
。
嬉
し
い
限
り
だ
。
★
も
う
す

ぐ
、
妙
見
祭
。
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
へ
の
登
録
勧
告
も
あ
っ
て
、

今
年
は
大
い
に
盛
り
上
が
る
こ
と
だ
ろ
う
。（
ま
）

　
編
集
後
記

〒
８
６
８
─
０
０
８
６

熊
本
県
人
吉
市
下
原
田
町
瓜
生
田
６
７
５
─
３

人
吉
中
央
出
版
社
「
く
ま
が
わ
春
秋
」
編
集
部

info@
hitoyoshi.co.jp
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス 

０
９
６
６
・
２
２
・
７
６
０
１

　イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

開
催
中

▽
秋
季
特
別
展
覧
会
「
写
真
家
麦
島
勝
の
世
界
」（
～
12
月
4
日
、
八
代

市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

11
月
13
日
（
日
）

▽
熊
本
地
震
復
興
祈
願 

「
第
30
回
坂
本
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
」（
グ
リ
ー
ン

パ
ー
ク
さ
か
も
と
）

▽
２
０
１
６
ゆ
の
ま
え
漫
画
フ
ェ
ス
タ
（
湯
前
ま
ん
が
美
術
館
一
帯
）

11
月
14
日
（
月
）

▽
三
遊
亭
遊
馬
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
独
演
会
（
人
吉
市
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル
プ
リ

マ
ベ
ー
ラ
）

11
月
17
日
（
木
）

▽
求
麻
郷
土
研
11
月
例
会
「
球
磨
村
の
文
化
財
調
査
」（
渡
多
目
的
集
会

施
設
集
合
）

11
月
19
日
（
土
）

▽
人
吉
市
東
西
コ
ミ
セ
ン
短
期
講
座
「
歴
史
探
訪
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
」（
同

コ
ミ
セ
ン
発
着
）

▽
が
ん
ば
ろ
う
熊
本
！
第
４
回
た
ら
ぎ
農
林
商
工
祭
（
～
20
日
、
多
良
木

町
多
目
的
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
）

11
月
20
日
（
日
）

▽
湯
前
町
議
会
議
員
選
挙

▽
第
34
回
や
ま
え
産
業
振
興
ま
つ
り
（
山
江
村
役
場
前
広
場
）

11
月
22
日
（
火
）

▽
八
代
妙
見
祭
神
幸
行
事
（
～
23
日
、
八
代
神
社
周
辺
）

11
月
23
日
（
水
）

▽
新
嘗
祭
（
青
井
阿
蘇
神
社
）

11
月
27
日
（
日
）

▽
装
飾
古
墳
一
斉
公
開
（
人
吉
市
・
大
村
横
穴
群
、錦
町
・
京
ガ
峰
横
穴
群
）


