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お
も
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出
来
事

６
月
17
日
（
土
）

▽
「
プ
リ
マ
・
ク
ラ
ッ
セ
の
会
」
馬
場
貞
至
・
敬
子
リ
サ
イ
タ
ル
（
ひ
と

よ
し
森
の
ホ
ー
ル
）

▽
熊
本
震
災
チ
ャ
リ
テ
ィ
コ
ン
サ
ー
ト
「
Ａ
列
車
か
ら
昭
和
歌
謡
ま
で
」

山
下
正
宗
・
グ
リ
と
グ
ラ
・
デ
ル
フ
ィ
オ
ー
レ
（
人
吉
市
上
薩
摩
瀬
町

イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル
Ｐ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
Ａ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
Ａ
）

６
月
18
日
（
日
）

▽
日
本
の
棚
田
百
選
「
松
谷
棚
田
」
田
植
え
（
球
磨
村
・
同
棚
田
）

▽
熊
本
震
災
チ
ャ
リ
テ
ィ
コ
ン
サ
ー
ト
「
ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ナ
イ
ト
」

あ
る
ぽ
・
ぽ
ん
た
・
ナ
テ
・
吉
村
ミ
ッ
ク
・
甲
斐
あ
き
ひ
ろ
（
人
吉
市

上
薩
摩
瀬
町
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル
Ｐ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
Ａ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
Ａ
）

６
月
24
日
（
土
）

▽
２
０
１
７
九
州
Ｕ
︱
16
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ
（
〜
25
日
、
人
吉
市
梢
山
グ

ラ
ウ
ン
ド
）

６
月
25
日
（
日
）

▽
第
31
・
32
回
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
太
極
拳
熊
本
県
支
部
大
会
（
人
吉
市

ス
ポ
ー
ツ
パ
レ
ス
）

６
月
28
日
（
水
）

▽
奥
球
磨
セ
ミ
ナ
ー
（
多
良
木
町
多
目
的
研
修
セ
ン
タ
ー
）

７
月
９
日
（
日
）

▽
八
代
演
奏
家
協
会 

「
若
い
芽
の
コ
ン
サ
ー
ト
」（
八
代
市
厚
生
会
館
ホ
ワ

イ
エ
）

▽
熊
本
地
震
復
興
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
「
塚
原
哲
平
〜
ふ
る
さ
と

へ
愛
を
こ
め
て
」（
須
恵
文
化
ホ
ー
ル
）

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

　賢
人
は
自
分
が
善
を
欲
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
行
う
力

が
な
い
こ
と
を
嘆
き
こ
そ
す
れ
、
人
が
自
分
の
こ
と
を

知
ら
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
間
違
っ
た
批
判
を
す
る
と

か
い
う
こ
と
を
嘆
き
は
し
な
い
。

　
　

  

（
中
国
の
智
慧
）

表
紙
写
真
　「
静
か
に
暮
れ
て
ゆ
く
八
代
の
河
口
」

（
７
月
１
日
夕
方
）

　真
っ
赤
に
染
ま
ら
な
い
夕
暮
れ
も
、
い
い
も
の
で
す
。
沈
ん
だ

後
も
、
空
の
青
さ
を
残
し
な
が

ら
、
静
か
に
暮
れ
て
い
き
ま
し
た
。

明
日
か
ら
、
暑
く
な
り
そ
う
で

す
。撮

影
：
つ
る
詳
子
（
八
代
市
）
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二
元
代
表
制

　

７
月
２
日
、
都
議
会
議
員
選
挙
が
あ
っ
た
。
小
池
百
合
子
都
知
事
を
代
表
と
す
る
地
域
政
党
「
都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
」
が
圧
勝
し
た
。

マ
ス
コ
ミ
は
二
元
代
表
制
を
理
由
に
、
選
挙
結
果
は
議
会
の
監
視
機
能
を
弱
め
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
問
う
た
。
翌
日
、
小
池
知
事

は
、
二
元
代
表
制
の
重
要
性
を
強
調
し
、
今
後
は
知
事
と
し
て
の
職
務
に
専
念
す
る
と
し
て
会
の
代
表
を
辞
任
し
た
。
議
員
と
首
長
を
選
挙

で
選
出
す
る
仕
組
を
二
元
代
表
制
と
い
い
、
首
長
を
住
民
で
な
く
議
会
が
選
出
す
る
間
接
代
表
制
と
対
比
的
に
論
じ
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、

首
長
と
議
会
が
対
立
し
た
と
き
に
た
び
た
び
論
点
に
な
っ
て
き
た
。
間
接
代
表
制
の
典
型
例
は
日
本
の
首
相
で
あ
る
。
首
相
は
国
民
の
投
票

に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
の
で
な
く
国
会
が
指
名
し
国
会
の
信
任
を
前
提
に
し
て
い
る
。

　

現
実
に
は
と
も
か
く
、
議
院
内
閣
制
で
は
議
会
優
位
が
原
則
で
、
首
相
と
国
会
の
対
立
は
制
度
の
前
提
で
は
な
い
。
国
会
の
多
数
派
は
首

相
を
指
名
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
対
立
的
に
な
り
に
く
い
宿
命
を
負
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
国
会
は
少
数
意
見
を
最
大
限
に
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
宿
命
に
あ
る
。
首
相
の
失
政
は
首
相
を
指
名
し
た
国
会
の
責
任
で
も
あ
っ
て
、
国
会
議
員
は
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

地
方
自
治
体
の
首
長
は
住
民
が
直
接
に
選
ぶ
。
首
長
の
正
統
性
は
住
民
自
体
に
あ
っ
て
、そ
れ
ゆ
え
に
首
長
は
指
導
力
を
発
揮
し
や
す
い
。

建
前
と
し
て
は
そ
う
で
、
そ
の
た
め
に
首
長
が
暴
走
す
る
心
配
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
人
類
の
叡
智
は
、
そ
こ
で
、
地
方
議
会
の
議
員
も

住
民
が
選
出
し
、
そ
の
議
員
が
首
長
の
活
動
を
監
視
す
る
仕
組
を
用
意
し
た
。
二
元
代
表
制
が
そ
れ
で
あ
る
。
二
元
代
表
制
で
は
、
議
員

多
数
の
意
味
で
の
第
一
党
は
あ
っ
て
も
、
首
長
を
支
持
す
る
意
味
で
の
与
党
は
存
在
し
え
な
い
。
議
院
内
閣
制
と
は
性
格
が
根
本
的
に
ち
が

う
の
だ
。

　

地
方
で
は
、
人
口
減
少
と
高
齢
化
に
と
も
な
い
議
会
が
議
会
と
し
て
機
能
し
な
い
状
況
が
発
生
し
つ
つ
あ
る
。
首
長
を
監
視
す
る
役
割
を

放
棄
し
て
い
る
議
員
、指
導
力
を
発
揮
し
や
す
い
の
に
政
府
の
方
針
を
な
ぞ
る
だ
け
の
首
長
は
不
要
で
あ
る
。
小
池
知
事
は
、あ
ま
り
に
も
パ
ー

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
的
す
ぎ
て
危
険
に
み
ち
て
い
る
が
、
彼
女
の
言
動
は
地
方
自
治
の
テ
ー
マ
を
示
唆
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　

 （
上
村
雄
一
）

巻頭言

の
日
は
毎
年
恒
例
の
伝
統
行
事
「
百
万
遍
」

の
日
で
す
。

　

百
万
遍
は
坂
本
町
で
は
現
在
、
数
か
所

し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
地
区
に

よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
日
も
、
手
法
も
異
な
っ

て
い
ま
す
。
渋
利
地
区
に
お
い
て
の
「
百
万

遍
」
は
、
そ
の
年
の
豊
作
や
無
病
息
災
を

祈
り
、
集
落
の
田
植
え
が
全
て
終
わ
っ
た
後

に
実
施
す
る
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
毘
沙
門

天
の
お
堂
さ
ん
で
集
落
の
人
間
が
円
に
な

り
、
そ
の
円
の
中
心
に
は
鐘
を
鳴
ら
す
人

が
一
人
。
一
定
の
リ
ズ
ム
で
鳴
ら
さ
れ
る
鐘

の
心
地
良
い
音
に
合
わ
せ
て
、
桐
の
木
製
の

数
多
く
存
在
し
ま
す
。
今
回
は
、
そ
ん
な

あ
る
意
味
「
奇
祭
」
と
も
い
え
る
祭
り
の
ひ

と
つ
、
渋
利
地
区
の
「
百ヒ

ャ
ク
マ
ン
ベ
ン

万
遍
」
を
ご
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

６
月
19
日
、月
曜
日
。

梅
雨
に
入
っ
た
と
い
う
の

に
青
空
の
見
え
る
、
一
滴

も
雨
の
降
ら
な
い
蒸
し

暑
い
日
。
坂
本
町
渋
利

地
区
の
毘
沙
門
天
さ
ん

に
、
集
落
の
み
な
さ
ん

が
ぞ
く
ぞ
く
と
集
ま
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
う
、
こ

　

坂
本
町
に
は
、
限
界
集
落
と
な
っ
た
地

区
で
も
未
だ
途
絶
え
る
こ
と
な
く
受
け
継

が
れ
て
い
る
、
珍
し
い
伝
統
行
事
や
祭
り
が

限
界
集
落
便
り 

③

限
界
集
落
に
残
る
奇
祭　
　
　
　

坂
本 

桃
子

坂本町渋利地区の毘沙門天
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る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
坂
本
で
生
ま
れ

育
ち
な
が
ら
も
数
年
前
ま
で
こ
の
百
万
遍

に
触
れ
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

初
め
て
知
っ
た
時
、
一
体
こ

の
人
た
ち
は
何
を
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
と
大
き
な
衝
撃
を

受
け
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま

す
。
少
し
大
袈
裟
で
失
礼
な

言
い
方
に
聞
こ
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
初
め
て
目
に

す
る
方
は
き
っ
と
そ
の
異
様

な
光
景
に
目
を
疑
う
こ
と
と

思
い
ま
す
。

　

渋
利
地
区
の
百
万
遍
は
、

お
そ
ら
く
４
～
５
０
０
年
前

か
ら
続
い
て
い
る
だ
ろ
う
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て

は
40
世
帯
あ
っ
た
渋
利
地
区

も
現
在
は
24
世
帯
。
全
世
帯

が
米
作
り
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
つ

い
に
６
軒
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

13
時
か
ら
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
し
た

が
、
定
刻
を
過
ぎ
て
も
な
か
な
か
全
員
揃

い
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
集
落
も
高
齢
化

が
進
み
、
80
代
・
90
代
の
女
性
も
多
く
み

ら
れ
、
後
期
高
齢
者
の
み
な
さ
ん
は
歩
く

の
も
や
っ
と
の
こ
と
。「
あ
～
こ
こ
ま
で
来
っ

と
の
や
お
い
か
ん
も
ん
。
階
段
が
な
あ
～
」

と
い
う
声
と
と
も
に
、
13
時
半
を
過
ぎ
て

よ
う
や
く
全
員
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　
「
ど
う
し
て
も
見
た
い
の
で
、
見
学
だ
け

さ
せ
て
下
さ
い
、
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
お

堂
の
外
か
ら
見
と
き
ま
す
」
と
渋
利
地
区

の
み
な
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
と
、「
な
ん
、

あ
ん
た
も
ま
わ
し
て
い
き
な
っ
せ
、
手
伝
っ

て
く
れ
ん
か
い
。
中
に
ど
う
ぞ
」
と
言
っ
て

い
た
だ
き
、
お
言
葉
に
甘
え
て
私
も
大
数

珠
を
ま
わ
す
人
員
の
一
人
と
し
て
参
加
す
る

大
数
珠
を
全
員
で
ま
わ
し
ま
す
。

　

百
万
遍
は
知
る
人
ぞ
知
る
、
伝
統
あ
る

お
祭
り
な
の
で
、ご
存
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

坂本町渋利地区に伝わる「百万遍」

ね
」。
お
母
さ
ん
た
ち
は
手
際
よ
く
お
神み

き酒

を
注
ぎ
、
煮
し
め
や
漬
物
な
ど
ご
馳
走
が

い
っ
ぱ
い
に
詰
ま
っ
た
重
箱
を
開
け
、
お
皿

に
盛
り
つ
け
ま
す
。
そ
し
て
私
は
ま
た
驚

く
べ
き
光
景
を
目
に
し
ま
し
た
。
な
ん
と

び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
大
量
の
「
お
饅ま

ん

頭じ
ゅ
う」
が

ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。「
こ
れ
は
ね
、

全
員
の
持
ち
寄
り
ば
い
」
と
、
大
量
の
饅

頭
を
目
の
前
に
言
葉
の
出
な
い
私
へ
、
お
母

何
年
続
く
ど
か
。
今
年

で
終
わ
り
じ
ゃ
な
か
ろ
う

か
」
そ
ん
な
会
話
を
し

な
が
ら
も
、
一
瞬
の
乱
れ

も
な
く
、
淡
々
と
鐘
に

合
わ
せ
て
大
数
珠
を
ま
わ

す
渋
利
の
み
な
さ
ん
。
か

つ
て
は
、
線
香
が
７
本
分

燃
え
尽
き
る
ま
で
、
ひ
た

す
ら
ま
わ
し
て
い
た
そ
う

で
す
が
、
今
と
な
っ
て
は
百
万
遍
に
参
加
す

る
住
民
も
い
な
く
な
り
、
高
齢
者
が
中
心

の
た
め
、
や
む
を
え
ず
１
時
間
だ
け
ま
わ

す
こ
と
に
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

開
始
か
ら
１
時
間
が
過
ぎ
て
百
万
遍
も

終
わ
り
、
帰
ろ
う
と
準
備
を
し
て
い
る
と
隣

の
お
母
さ
ん
に
こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。「
あ

ん
た
、
今
か
ら
が
本
番
ば
い
。
今
か
ら
ご

馳
走
ば
食
べ
る
と
だ
け
ん
。
残
っ
て
い
か
ん

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

初
め
て
握
る
大
数
珠
は
、
想
像
以
上
に

軽
く
て
、
す
べ
す
べ
し
て
い
て
、
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
数
珠
の
大
き
さ
も
ま
ば
ら
で
、
手
作

り
の
温
か
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
人
が
何
度
も
、
何
百
万
回
も

触
れ
た
大
数
珠
は
手
に
馴
染
ん
で
と
て
も

持
ち
や
す
く
、
そ
し
て
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
虫
に

食
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
渋
利
地
区
の

百
万
遍
の
歴
史
の
重
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

　

ご
年
配
の
お
母
さ
ん
た
ち
は
、
時
々

「
南ナ

ン

マ

イ

ダ

無
阿
弥
陀
仏
」
と
小
声
で
唱
え
な
が

ら
ま
わ
し
て
い
ま
す
。
だ
け
ど
、
久
々
に

集
落
の
み
な
さ
ん
が
顔
を
合
わ
せ
た
の
で

し
ょ
う
か
、
み
な
さ
ん
世
間
話
に
も
花
が

咲
き
ま
す
。

　
「
昔
は
こ
の
お
堂
に
入
り
き
ら
ん
ご
つ
人

の
お
っ
た
と
ば
っ
て
ん
な
～
」。「
ほ
ん
な
こ

つ
。
わ
っ
か
も
ん
の
お
ら
ん
け
ん
な
。
あ
と

煮しめや酢の物
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庭
ご
と
に
個
性
の
あ
る
、
約
20
種
類
の
お

饅
頭
。
み
ょ
う
が
の
葉
っ
ぱ
の
青
さ
が
眩
し

い
季
節
、
み
ょ
う
が
饅
頭
を
持
参
さ
れ
た

方
も
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。

　

一
体
、
こ
の
「
百
万
遍
」
っ
て
何
な
の

だ
ろ
う
か
。
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
謎
が
増

え
、
だ
け
ど
ま
た
来
年
も
行
き
た
く
な

る
、
不
思
議
な
お
祭
り
で
す
。
今
と
な
っ

て
は
、
昔
は
当
た
り
前
に
行
わ
れ
て
い

た
集
落
の
祭
り
も
、
坂
本
の
よ
う
な
中

山
間
地
域
の
集
落
で
は
維
持
し
て
い
く

こ
と
が
本
当
に
困
難
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
は
ま
た
別
の
視
点
か
ら

集
落
の
祭
り
を
見
直
し
、
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
「
奇
祭
」
を
記
録
と
し
て
遺
し

て
い
く
こ
と
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
ま

す
。【

さ
か
も
と
・
も
も
こ
／
八
代
市
坂
本
町
】

さ
ん
た
ち
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
話
に

よ
る
と
、
渋
利
の
百
万
遍
で
は
、
必
ず
全

世
帯
か
ら
こ
の
饅
頭
を
持
参
し
、
他
の
家

庭
の
饅
頭
と
交
換
し
て
食
べ
る
こ
と
が
代
々

伝
わ
る
し
き
た
り
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
家

持ち寄られた大量のお饅頭

ページだより③
ひとよし・くま

旬夏秋冬
キャンペーン

ひとよし・くま旬夏秋冬キャンペーン。略して旬キャン。
人吉球磨の魅力を活用した広域観光を推進します！
【事務局：人吉球磨広域行政組合広域観光課内】
https://www.facebook.com/hitoyoshikumasyunkasyuutou/

シ
ー
を
待
た
せ
て
い
る
の
で
バ
タ
バ
タ
で

境
内
へ
走
り
登
り
、
先
ず
宝
塔
を
見
つ
け

た
。

　

後
か
ら
行
く
、
葦
守
八
幡
神
社
に
あ

る
鳥
居
を
作
っ
た
「
沙
弥
妙
阿
」
と
い
う

石
工
が
こ
の
宝
塔
も
作
っ
た
と
い
う
。

　

貞
治
２
年
（
１
３
６
３
年
）
の
宝
塔

で
あ
る
。

　

先
ず
、
嘘
と
思
っ
た
。（
写
真
①
）

　
「
昭
和
の
作
ば
い
、
作
り
替
え
た
っ
ば

い
」
と
軽
く
触
っ
て
、
間
違
い
な
し
、
新

し
い
石
ば
い
と
思
っ
て
タ
ク
シ
ー
に
乗
り

所
の
霊
場
に
、
父
・
宮
原
十
郎
の
石
仏

が
残
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
父
の
石
仏
を
触

り
、
指
先
で
コ
ン
コ
ン
と
叩
い
た
り
し
て

「
石
」
の
感
触
を
覚
え
て
い
っ
た
。
壊
れ

や
す
い
砂
岩
の
軟
質
系
、
火
山
灰
が
水

中
に
入
っ
て
出
来
た
凝
灰
岩
、
そ
し
て
、

今
回
ま
じ
ま
じ
と
眺
め
触
っ
た
の
は
硬
質

系
の「
花
崗
岩
」
で
あ
っ
た
。

　

岡
山
市
か
ら
Ｊ
Ｒ
桃
太

郎
線（
元
吉
備
線
）の
デ
ィ
ー

ゼ
ル
カ
ー
に
乗
っ
て
約
30
分

で
足
守
駅
に
着
く
。
そ
こ
か

ら
タ
ク
シ
ー
で
30
分
ほ
ど
走

れ
ば
鼓
神
社
へ
着
く
。
タ
ク

　

幼
い
頃
か
ら
、
球
磨
川
へ
下
り
て
川
原

で
す
る
こ
と
は
「
石
割
り
」
と
い
う
遊
び

だ
っ
た
。
川
の
石
も
あ
る
方
向
で
落
と
す

と
割
れ
る
。

　

そ
れ
が
、「
石
の
目
」
と
父
か
ら
聞
い

た
。
石
切
場
の
岩
場
に
い
っ
て
「
石
の
目
」

を
ノ
ミ
で
打
て
ば
、
ど
ん
な
大
き
な
石
も

ど
ん
な
に
硬
い
岩
も
簡
単
に
寸
法
通
り
に

取
得
で
き
る
「
昔
の
石
屋
な
ら
あ
た
り

前
た
い
」
と
。

　

結
局
、
石
の
目
と
い
う
存
在
も
私
に
は

判
ら
な
い
ま
ま
で
興
味
も
な
い
の
に
「
石

に
は
手
触
り
が
良
い
事
」は
覚
え
て
い
た
。

　

大
正
13
年
に
創
立
さ
れ
た
八
十
八
ヶ

く
ま
が
わ
の
神
さ
ん
仏
さ
ん 

⓫

日
本
最
古
の
鳥
居
に
会
い
に
い
く
宮原信晃

① 鼓神社の宝塔（岡山市）
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追
伸

　

石
工
の
名
称
が「
沙
弥
妙
阿
」と
い
う
。

　
「
沙し

ゃ

弥み

」
と
は
僧
侶
の
こ
と
。

　
「
妙
阿
み
ょ
う
あ
」」
と
は
妙
阿
弥
陀

仏
と
い
う
法
名
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
法

名
は
、
昔
々
の
「
時
宗
」
の
法
名
の
付

け
方
で
、
相
良
家
の
六
・
七
・
八
代
の
当

主
は
、「
～
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
法
名
で

あ
っ
た
。
こ
の
石
工
は
時
宗
の
僧
侶
で
あ

り
石
工
で
あ
っ
た
よ
う
だ
、
と
益
田
啓
三

さ
ん
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
し
た
。

　

益
田
啓
三
さ
ん
、
石
の
寿
命
よ
り
長

く
生
き
て
、
私
た
ち
に
こ
れ
か
ら
も
教
え

て
く
だ
さ
い
ね
。

【
み
や
は
ら
・
の
ぶ
あ
き
／
Ｆ
Ｂ
お
地

蔵
さ
ん
調
査
隊
代
表
・
人
吉
お
お
く
ま

座
の
会
事
務
局
】

上
町
に
あ
る
「
岩
屋
熊
野
座
神
社
」
の

参
道
の
入
り
口
に
鎮
座
す
る
鳥
居
で
あ

る
。（
写
真
④
）

　

元
禄
14
年
（
１
７
０
１
年
）
の
作
で

あ
る
。

　

日
本
最
古
の
葦
守
八
幡
神
社
の
鳥
居

に
も
稚
児
柱
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
岩
屋
熊

野
座
神
社
に
も
稚
児
柱
が
あ
る
で
は
な
い

か
。

　

郷
土
の
石
の
文
化

は
大
切
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　

暮
ら
し
て
い
き
る

私
た
ち
が
死
ん
で

も
、
地
域
の
歴
史
が

消
え
そ
う
に
な
っ
て

も
、
石
の
文
化
は
生

き
続
け
る
の
だ
か
ら
。

　

鼓
神
社
の
宝
塔
も
昭
和
と
思
わ
せ
る

ほ
ど
の
美
し
い
姿
の
ま
ま
で
今
も
輝
き
が

あ
る
。

　

宝
塔
建
立
か
ら
６
５
４
年
も
経
つ
の

だ
。

　

石
は
強
く
美
し
い
な
あ
と
思
う
。

　

人
吉
球
磨
に
も
あ
る
。
時
に
人
吉
球

磨
で
最
古
の
石
の
鳥
居
は
人
吉
市
東
間

④「岩屋熊野座神社」参道にある鳥居（人吉市）

年
代
が
記
銘
さ
れ
た
鳥
居
か
。（
写
真
②
）

　

触
っ
て
み
た
。
指
先
で
コ
ン
コ
ン
と
叩

い
て
み
た
。「
こ
の
石
は
、
地
球
と
同
級

生
で
あ
る
」
と
確
信
し
た
。

　

康
安
元
年
（
１
３
６
１
年
）
の
作
だ
。

　

風
化
な
し
。
た
だ
、
石
柱
に
差
し
込

ん
で
い
る
稚
児
柱
が
抜
け
そ
う
に
な
っ
て

い
る
だ
け
だ
。（
写
真
③
）

　

そ
う
、
鳥
居
は
無
傷

で
も
地
盤
が
ゆ
る
ん
で

石
組
み
が
抜
け
や
す
く

な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

石
・
神
社
・
信
仰
、

こ
れ
が
ど
ん
な
結
び
つ

き
で
昔
～
昔
か
ら
人
々

に
親
し
ま
れ
る
の
か
。

帰
り
の
タ
ク
シ
ー
の
中

で
考
え
た
。

　

備
中
高
松
駅
の
近
く

に
秀
吉
が
水
攻
め
を
し
た
高
松
城
跡
が

あ
っ
た
の
で
行
っ
て
み
た
。

　

湿
地
帯
で
あ
り
誰
も
落
と
せ
ぬ
難
攻

不
落
と
い
わ
れ
た
城
を
秀
吉
は
水
攻
め
に

し
た
。
秀
吉
・
勘
兵
衛
・
加
藤
清
正
と

書
か
れ
た
布
陣
図
の
模
型
が
公
園
化
し

た
敷
地
の
真
ん
中
に
あ
っ
た
。
地
元
の
中

学
生
ら
し
い
女
の
子
が
ハ
ム
ス
タ
ー
を
手

に
遊
ん
で
い
た
の
で
、
こ
の
地
の
説
明
を

し
て
も
ら
っ
た
。
可
愛
い
声
で
桃
太
郎
、

秀
吉
と
、
な
る
ほ
ど
と
思
え
る
観
光
教

育
の
説
明
を
受
け
た
。

　

水
攻
め
の
は
天
正
10
年
（
１
５
８
２

年
）
で
あ
る
。
城
の
跡
形
も
な
く
、
そ

の
記
念
碑
と
な
る
公
園
が
あ
る
の
み
だ
っ

た
。

　

先
ほ
ど
の
、
石
の
鳥
居
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。
１
３
６
１
年
か
ら
無
傷
で
立
っ
て

い
る
。

込
ん
だ
。
次
が
「
葦
守
八
幡
宮
」
の
石

の
鳥
居
で
あ
る
。

　

神
社
の
境
内
や
登
り
口
に
は
古
い
鳥
居

が
な
く
、
神
社
へ
向
か
う
参
道
の
入
り
口

に
ポ
ツ
リ
と
あ
っ
た
。

　

触
っ
て
み
る
と
、
先
ほ
ど
の
鼓
神
社
の

宝
塔
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
さ
か
？　

こ
れ
が
日
本
で
最
古
の
、

② 葦守八幡宮の鳥居

③ 抜けそうになっている稚児柱
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９
連
あ
り
昭
和
20
年
代
に
６
連
に
変
更
。

昔
、
川
端
に
は
釣
竿
製
造
所
や
牛
市
場
で

賑
わ
い
、
隣
接
す
る
染
戸
橋
の
た
も
と
は
製

紙
工
場
用
の
楮

こ
う
ぞ

や
三み

つ
ま
た椏

の
洗
い
場
と
干
場
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
橋
下
に
は
人
が
居
住
し

た
時
代
も
あ
っ
た
。
春
は
公
園
横
の
桜
が
川

面
と
列
車
に
映
え
て
美
し
い
。
鬼
木
踏
切
を

駅
舎
に
は
、九
州
唯
一
の
通
票
閉
塞
装
置（
タ

ブ
レ
ッ
ト
信
号
に
よ
る
相
互
通
行
）
が
設
置

さ
れ
、
人
吉
温
泉
駅
・
あ
さ
ぎ
り
駅
間
を

制
御
し
て
い
る
。
そ
の
チ
ン
チ
ン
チ
ン
の
独

特
の
発
信
音
は
、
昔
ど
こ
か
の
駅
で
聞
い
た

懐
か
し
い
響
き
で
も
あ
る
。
同
様
の
装
置
が

旧
人
吉
機
関
区
１
階
の
Ｓ
Ｌ
館
で
自
由
に

操
作
・
見
学
出
来
る
。

　

起
点
の
人
吉
温
泉
駅
を
発
車
し
た
列
車

は
、
駅
構
内
か
ら
昔
は
蛍
の
舞
っ
た
御
溝
橋

梁
（
大
正
５
年
横
川
橋
梁
製
）
を
越
え
る

と
、
大
王
川
橋
梁
手
前
か
ら
単
線
に
な
り

次
の
山
田
川
橋
梁
を
渡
る
。
線
路
傍
の
旧

大
王
舎
に
は
牛
が
飼
わ
れ
牛
乳
や
ア
イ
ス
を

作
っ
て
い
た
。
こ
の
御
溝
踏
切
は
昭
和
61
年

ま
で
は
警
手
番
小
屋
の
あ
る
有
人
踏
切
で
あ

る
。
近
く
の
富
士
館
映
画
の
ナ
イ
ト
シ
ョ
ー

が
終
わ
る
頃
、
こ
こ
は
人
溜
り
で
ざ
わ
め
い

た
と
い
う
。

　

次
の
山
田
川
橋
梁
は
２
連
橋
桁
、
昔
は

通票閉塞装置

旧牛市場と楮木皮干し（右）

御溝有人踏切（えびの号昭和 60 年 12月福井弘氏）

く
ま
川
鉄
道
の
列
車
運
用

　

く
ま
川
鉄
道
の
湯
前
線
運
用
は
「
人
吉

温
泉
駅
」
４
番
、
５
番
線
か
ら
の
出
発
と

到
着
で
あ
る
。
１
日
の
便
数
は
人
吉
温
泉

駅
発
下
り
湯
前
方
面
へ
午
前
６
本
（
始
発

５
時
39
分
）、
午
後
８
本
の
計
14
本
、
逆
の

「
湯
前
駅
」
発
上
り
は
午
前
５
本
（
始
発

は
６
時
29
分
）、
午
後
９
本
で
同
じ
く
14
本

が
運
用
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
一
昨
年
に
運

行
を
開
始
し
た
田
園
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
５
車

輌
（
春
、夏
、秋
、冬
、白
秋
の
５
タ
イ
プ
）
は
、

水
戸
岡
鋭
治
ワ
ー
ル
ド
の
目
玉
車
と
し
て
、

全
５
色
の
新
車
輌
（
Ｋ
Ｔ
５
０
０
型
）
を

導
入
、
毎
週
土
日
11
：
01
分
発
の
観
光
列

車
「
は
ぴ
ね
す
・
ト
レ
イ
ン
」
の
イ
ベ
ン
ト

に
使
用
さ
れ
貸
切
も
評
判
を
呼
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
ご
存
知
の
よ
う
に
４
番
ホ
ー
ム

連載その⓰  くま川鉄道・相良藩願成寺駅 

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

観光列車「はぴねす・トレイン」
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の
汽
車
時
刻
表
で
は「
下
り
」は
午
前
３
本
、

午
後
４
本
、「
上
り
」
は
午
前
３
本
、
午
後

４
本
の
１
日
各
７
本
で
各
１
本
多
い
。

　

ま
た
昭
和
25
年
か
ら
５
年
間
は
駅
構
内

に
売
店
も
営
業
。
昭
和
34
年
１
月
、
小
口

荷
物
取
扱
廃
止
、
昭
和
38
年
か
ら
は
民
間

委
託
駅
と
な
り
、
昭
和
62
年
に
は
Ｊ
Ｒ
九

州
の
管
理
駅
、
平
成
元
年
10
月
１
日
に
運

営
を
く
ま
川
鉄
道
が
引
き
継
ぎ
、
駅
名
も

相
良
藩
願
成
寺
駅
に
改
称
さ
れ
た
。
現
在

は
沿
線
各
地
か
ら
人
吉
高
校
そ
の
他
の
通

学
駅
と
な
っ
て
い
る
。
駅
舎
の
左
手
一
室
に

は
暫
く
地
域
の
子
ど
も
図
書
館
が
開
か
れ
て

い
た
。駅

の
周
辺

　

駅
前
の
広
場
に
は
通
学
用
自
転
車
置
き

場
と
駐
車
場
、
高
校
生
ら
が
〝
お
や
つ
〟

を
す
る
中
島
商
店
が
あ
る
。
以
前
、
駅
正

面
左
手
に
は
国
鉄
官
舎
や
井
戸
、
そ
の
先

に
は
郵
便
局
も
あ
っ
た
。
ま
た
戦
時
中
、
こ

の
広
場
ま
で
願
成
寺
踏
切
手
前
か
ら
引
込

線
が
入
り
、
そ
の
周
辺
は
麻
畑
だ
っ
た
そ
う

で
あ
る
。
駅
の
案
内
板
に
は
近
く
に
川
上

哲
治
生
誕
地
、
浄
土
宗
大
信
寺
、
願
成
寺

温
泉
。
相
良
三
十
三
観
音
で
は
清
水
観
音

（
１
番
札
所
）、
観
音
寺
観
音
（
13
番
札
所
）

の
２
つ
が
近
い
。
球
磨
川
下
り
を
開
削
し

た
林
正
盛
の
墓
所
は
岩
清
水
に
在
る
。
駅

正
面
左
手
に
は
く
ま
川
鉄
道
の
マ
ス
コ
ッ
ト

通学風景（昭和 50 年５月 福井弘氏）

日曜お昼の風景（現在）

旧出札口が残る

初代相良長頼公墓所（明治 19 年）

相さ
が

良ら

藩は
ん

願が
ん

成じ
ょ
う
じ寺

駅え
き

　
　
　
　
　
（
旧
東
人
吉
駅
）

　

旧
名
は
東
人
吉
駅
で
、
平
成
元
年

（
１
９
８
９
）
10
月
の
く
ま
川
鉄
道
移
行

時
に
駅
名
を
変
更
。
そ
の
名
称
は
駅
東
側

３
０
０
ｍ
に
在
る
相
良
家
三
十
七
代
菩
提
寺

「
願
成
寺
」
の
名
前
に
由
来
す
る
。
起
点
の

人
吉
温
泉
駅
か
ら
は
１
・
５
㎞
、
人
吉
市
北

泉
田
町
字
高
野
２
５
３
番
地
に
位
置
す
る

渡
る
と
再
び
線
路
が
肥
薩
線
と
別
れ
、
湯

前
線
の
単
独
線
路
と
し
て
泉
田
踏
切
、
泉
田

３
号
踏
切
ま
で
肥
薩
線
と
並
行
し
て
走
る
。

１
線
１
面
の
駅
。
標
高
は
１
１
４
ｍ
85
㎝
、

ホ
ー
ム
は
緩
い
カ
ー
ブ
（
半
径
３
０
０
ｍ
）

を
成
し
、
勾
配
は
１
０
０
０
分
の
10
、
西

寄
り
の
ホ
ー
ム
は
昭
和
26
年
に
約
90
ｍ
延

長
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
駅
は
地
元
か
ら
の
請
願
駅
で
昭
和
12

年
４
月
１
日
に
設
置
さ
れ
た
。
大
正
元
年

に
県
立
人
吉
中
学
校
（
現
人
吉
高
校
）
が

創
立
さ
れ
、
郡
部
か
ら
の
通
学
の
利
便
を

図
っ
た
も
の
。
そ
れ
ま
で
27
年
間
は
人
吉
駅

か
ら
駒
井
田
通
り
の
花

街
を
抜
け
る
２
㎞
の
通

学
路
で
あ
り
、
歓
楽
街

の
そ
れ
を
避
け
る
た
め

の
請
願
で
も
あ
っ
た
。

開
通
当
時
は
旅
客
列
車

６
本
、
混
合
列
車
６
本

の
運
行
で
あ
る
。
手
元

の
昭
和
７
年
12
月
改
正

約 900m の直線区間（願成寺駅方面）

新旧の願成寺駅
（下は昭和 58 年の東人吉駅前）
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初
め
て
出
合
っ
た
の
は
、
独
身
の
頃
で

あ
る
。
妻
に
ド
ラ
イ
ブ
に
誘
わ
れ
、
木
上

小
学
校
そ
ば
の
「
球
磨
大
橋
」
を
渡
り

き
り
直
ぐ
に
上
流
に
向
か
っ
て
ハ
ン
ド
ル

を
切
る
と
淡
い
ピ
ン
ク
の
花
の
絨
毯
が
目

に
映
っ
た
。
妻
は
自
慢
げ
に
「
こ
の
場
所

が
一
番
好
き
」
と
云
っ
て
、
こ
こ
を
見
せ

た
か
っ
た
と
語
っ
た
。
高
校
の
帰
り
道
に

お
菓
子
と
ジ
ュ
ー
ス
を
忍
ば
せ
道
草
し
て

い
た
と
話
し
た
。
記
憶
は
な
い
が
、
私
に

感
想
を
求
め
た
そ
う
で
、
私
は
さ
ほ
ど

リ
ア
ク
シ
ョ
ン
も
な
く
、
が
っ
か
り
さ
せ

て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
後
、
お
気
に

入
り
の
場
所
が
刈
り
取
ら
れ
、
牧
草
地

に
変
わ
っ
た
が
、
妻
の
落
胆
は
半
端
で
な

く
、
地
団
太
を
踏
ん
で
悔
し
が
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
数
年
経
っ
て
そ
の
花
が
バ
ラ

の
原
種
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
で
、
お
気
に
入
り

の
場
所
が
世
界
で
も
有
数
の
貴
重
な
自

生
地
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
、
ド
ヤ
顔

で
あ
の
時
の
私
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
非
難

し
た
の
で
あ
る
。
ご
多
分
に
漏
れ
ず
そ
の

頃
の
私
は
、
花
と
云
え
ば
カ
サ
ブ
ラ
ン

カ
や
大
輪
の
バ
ラ
に
惹
か
れ
、
妻
よ
り
も

ジ
ュ
リ
ア
ロ
バ
ー
ツ
の
方
に
関
心
が
あ
っ
た

の
で
、
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
は
正
直
な
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
仕
事
の
関
係
で
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
ジ
ャ
パ
ン
の

野
口
智
子
氏
（
東
京
都
）
の
講
演
会
を

人
吉
地
区
法
人
会
主
催
で
あ
さ
ぎ
り
町

の
ポ
ッ
ポ
ー
館
で
開
催
す
る
こ
と
に
な

り
、
女
性
部
会
で
作
成
し
た
「
球
磨
川

ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
と
私

～
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
に
想
う
～

　 

公
益
社
団
法
人 

人
吉
地
区
法
人
会　

川
﨑
久
宜

錦町球磨川河川敷に咲くツクシイバラ

が
あ
り
、
右
下
の
球
磨
川
河
畔
ま
で
は
直

線
で
５
０
０
ｍ
弱
と
ご
く
近
い
距
離
で
あ

る
。
球
磨
川
縁
り
は
セ
メ
ン
ト
堤
防
が
造

ら
れ
、
川
の
風
情
は
遠
の
い
た
。
当
駅
の
右

下
、
こ
こ
か
ら
肥
薩
線
の
山
線
が
分
岐
し
て

い
る
の
が
判
る
。
そ
の
延
長
は
球
磨
川
第
三

橋
梁
へ
と
続
く
。
大
正
９
年
頃
に
は
こ
の
第

三
橋
梁
を
渡
っ
た
後
に
湯
前
線
に
分
岐
さ
せ

る
計
画
案
も
あ
っ
た
と
い
う
。

「
セ
グ
ッ
チ
ョ
君
」（
通
称
へ
そ
が
ま
ん
）
が

鎮
座
す
る
。

　

こ
の
駅
は
肥
薩
線
と
湯
前
線
の
交
点
に
位

置
し
て
お
り
、
写
真
の
よ
う
に
駅
ホ
ー
ム
か

ら
肥
薩
線
を
走
る
「
い
さ
ぶ
ろ
う
・
し
ん
ぺ

い
号
」
と
、
く
ま
川
鉄
道
と
の
擦
れ
違
い
が

望
め
る
地
点
で
も
あ
る
。
左
の
航
空
写
真
の

よ
う
に
昭
和
57
年
当
時
か
ら
駅
周
辺
は
住

宅
街
で
、
駅
（
⇨
）
の
東
側
の
赤
屋
根
は

願
成
寺
（
⇨

）、
南
西
側
に
は
東
小
学
校

駅前マスコット
「セグッチョ君」

右のいさぶろう・しんぺい号と擦違い（福井弘氏）

〈
参
考
資
料
〉

・「
東
人
吉
駅
史
」

・
高
田
素
次
「
湯
前
町
史
」
昭
和
43
年
11
月　

湯
前
町
役
場

・
宮
本
常
一
「
私
の
日
本
地
図
、
阿
蘇
球
磨
」
昭
和
47
年
９

月　

同
友
館

・
前
掲
「
空
か
ら
見
た
く
ま
も
と
」
熊
本
県
航
空
写
真
集
’

82

・
前
掲
「
熊
本
の
駅
と
港
」
熊
本
の
風
土
と
こ
こ
ろ
③

・
前
掲
「
九
州
Ｊ
Ｒ
私
鉄
２
５
０
０
キ
ロ
」
１
９
９
１
年
７

月　

小
学
館

・
前
掲
「
人
吉
球
磨
の
交
通
史
」
平
成
６
年
10
月　

同
編
纂
委
員
会

○
資
料
協
力
：
く
ま
川
鉄
道
KK
、
福
井
弘
氏

○
聞
書
き
：
福
井
弘
氏

前
号
訂
正
：
人
吉
温
泉
駅
名
所
案
内
に
村
山
古
墳
群
の
記

載
が
な
い
と
記
し
た
が
、
４
番
線
ホ
ー
ム
の
中
央
案
内
板

に
は
村
山
古
墳
が
し
っ
か
り
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

15
頁
右
下
：
（
左
は
元
国
鉄
職
員
寮
）
→
（
左
は
元
酒
井

木
工
ア
パ
ー
ト
）

旧東人吉駅⇩と願成寺⇩ と球磨川（昭和 57 年）

球磨川

湯前線

肥薩線

➡ ➡
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の
手
や
機
械
を
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
、

あ
り
の
ま
ま
の
自
然
に
干
渉
し
過
ぎ
て
ダ

メ
に
し
て
し
ま
わ
な
い
か
と
ふ
と
心
配
に

な
る
。
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
の
目
的
は
、

保
護
と
地
域
振
興
に
あ
る
。
両
立
さ
せ

る
こ
と
が
課
題
だ
。
地
域
の
宝
で
あ
る
野

ば
ら
の
自
生
地
を
後
世
に
守
り
伝
え
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。

　

私
も
個
人
的
に
「
球
磨
川
ツ
ク
シ
イ
バ

ラ
の
会
」
の
は
し
っ
こ
に
席
を
置
か
せ
て

頂
い
て
い
る
。
こ
の
会
は
、
平
成
十
八
年

に
『
市
町
村
の
垣
根
を
超
え
た
連
携
に

よ
る
自
然
環
境
の
保
護
と
地
域
づ
く
り
』

を
目
的
に
初
代
会
長
小
川
香
さ
ん
の
も

と
で
結
成
さ
れ
、
現
在
二
代
目
の
会
長

の
桑
原
史
佳
さ
ん
に
引
き
継
が
れ
た
。
こ

の
会
の
活
動
と
会
を
応
援
す
る
人
吉
球

磨
の
み
な
ら
ず
世
界
中
の
人
々
が
保
護

に
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
で
絶
滅
危
惧
種

て
も
ど
う
っ
て
こ
と
は
な
い
。
時
期
が
来

る
と
、
依
然
に
も
増
し
て
若
々
し
く
伸

び
伸
び
と
し
た
枝
を
再
生
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
打
た
れ
強
い
の
は
、
ど
こ
か
妻
と
似

て
い
る
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。

　

コ
ン
テ
ス
ト
の
写
真
は
、
ど
れ
も
芸
術

的
な
作
品
で
あ
る
。
被
写
体
で
あ
る
主
役

の
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
は
枝
ぶ
り
も
立
派
で
花

の
色
が
鮮
や
か
な
も
の
が
選
ば
れ
る
。
時

に
は
、
同
じ
枝
を
撮
っ
た
作
品
が
ダ
ブ
る

こ
と
も
あ
る
。
指
原
梨
乃
な
み
の
人
気
の

あ
る
株
が
あ
る
の
だ
。
葛
の
葉
に
覆
わ
れ

て
い
た
ら
、
モ
デ
ル
の
役
目
を
果
た
せ
な

い
。
そ
の
た
め
に
も
、
写
真
を
撮
る
際
に

雑
草
を
取
り
除
き
、
時
に
よ
っ
て
は
、
枝

ぶ
り
を
作
る
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
の
だ
が

…
…
。

　

毎
年
、
沢
山
の
花
が
咲
く
こ
と
を
願
っ

て
除
草
作
業
に
参
加
さ
せ
て
頂
く
が
、
人

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
草
刈
り
に
参
加
し

た
最
初
の
頃
は
、
花
を
傷
つ
け
な
い
よ

う
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
周
り
の
草
を

刈
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
花
は
人
吉
球
磨

の
女
性
に
似
て
全
く
も
っ
て
逞
し
い
こ
と

に
気
づ
く
。
少
々
間
違
っ
て
切
っ
て
し
ま
っ

フ
ォ
ニ
ー
を
背
景
に
収
め
る
た
め
の
絶
妙

の
シ
ャ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ン
ス
を
求
め
て
、
遠

く
か
ら
何
回
も
足
を
運
ぶ
の
で
あ
る
。
自

生
地
は
、
寒
暖
の
差
が
激
し
い
た
め
夜
に

は
か
な
り
冷
え
込
む
ら
し
く
、
星
空
を

背
景
に
狙
っ
て
夜
遅
く
ま
で
張
り
込
み
風

邪
を
ひ
く
人
が
い
た
り
、
老
齢
の
身
な
が

ら
も
危
険
を
顧
み
ず
重
い
脚
立
を
運
ん

で
撮
る
人
な
ど
、
大
変
な
労
力
と
時
間

を
費
や
し
て
頂
い
て
い
る
こ
と
を
知
る
と

誠
に
有
難
く
、
感
謝
の
念
に
堪
え
な
い
。

そ
の
想
い
と
ご
苦
労
を
知
る
と
写
真
一
枚

一
枚
が
い
っ
そ
う
愛
お
し
く
な
り
、
出
来

る
こ
と
な
ら
ば
、
全
員
に
グ
ラ
ン
プ
リ
を

あ
げ
て
頂
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ

の
ご
苦
労
に
報
い
る
意
味
も
あ
り
、
私
も

除
草
作
業
に
参
加
す
る
様
に
な
っ
た
。

　

こ
の
花
は
、
放
っ
て
お
く
と
葛
の
つ
る

に
か
ら
ま
れ
、
葉
っ
ぱ
に
覆
わ
れ
て
見
え

奮
し
た
様
子
で
、
講
演
会
の
中
で
こ
の
花

を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
地
域
お
こ
し
を
し
よ

う
と
、会
場
に
呼
び
か
け
た
。
こ
う
し
て
、

法
人
会
の
第
一
回
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
フ
ォ
ト

コ
ン
テ
ス
ト
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
あ

れ
か
ら
丁
度
十
年
目
に
当
た
り
、
公
式

発
見
１
０
０
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
今
回
で
９
回
目
の
開
催
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
人
吉
球
磨
を
は
じ
め
県

内
外
か
ら
沢
山
の
写
真
愛
好
家
の
人
に

ご
応
募
頂
い
た
。
コ
ン
テ
ス
ト
を
通
し
て

地
域
の
人
々
や
愛
好
家
同
士
の
中
で
こ
の

花
が
取
り
な
す
様
々
な
出
会
い
が
生
ま

れ
た
。

　

応
募
し
て
頂
い
た
作
品
を
拝
見
し
、

清
楚
で
力
強
い
こ
の
花
の
魅
力
と
清
流
球

磨
川
が
織
り
な
す
自
然
の
美
し
さ
、
豊

か
さ
を
改
め
て
感
じ
て
い
る
。応
募
者
は
、

朝
陽
、
夕
陽
、
霧
の
風
景
や
田
園
シ
ン

に
咲
く
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
を
守
ろ
う
！
」
と

書
い
た
花
の
写
真
入
り
の
名
刺
を
交
換

す
る
と
、
是
非
花
を
見
た
い
と
い
う
の
で

急
い
で
近
く
の
自
生
地
に
案
内
し
た
。
野

口
さ
ん
は
、
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
の
存
在
に
興
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建
築
み
て
あ
る
記
⑪

シ
ャ
ル
ト
ル
聖
パ
ウ
ロ
修
道
女
会

八
代
修
道
院
を
あ
る
く

　 

森
山　

学

る
。
二
○
○
八
年
に
は
こ
れ
ら
十
一
名
の
殉

教
者
は
福
者
の
列
に
加
え
ら
れ
た
。

　

そ
れ
か
ら
長
い
年
月
が
過
ぎ
た
明
治

二
二
年
（
一
八
八
九
）、熊
本
初
の
カ
ト
リ
ッ

ク
宣
教
師
ジ
ャ
ン
・
マ
リ
・
コ
ー
ル
神
父

が
県
内
各
所
で
宣
教
に
あ
た
り
、
八
代
で

は
明
治
二
三
年
（
一
八
九
○
）
に
八
代
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
を
創
設
、
そ
の
十
年
後
に
、

由
緒
あ
る
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
地
の
貧
困
者

ら
を
救
済
す
べ
く
シ
ャ
ル
ト
ル
聖
パ
ウ
ロ
修

道
女
会
を
招
い
た
。

　

明
治
三
三
年
（
一
九
○
○
）
五
月
、
八

代
に
到
着
し
た
修
道
女
ら
は
空
き
家
に
て

貧
困
者
施
療
や
孤
児
養
育
に
あ
た
り
、
同

　

キ
リ
シ
タ
ン
大
名
・
小
西
行
長
は
、
天

正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
に
南
肥
後
に
入

部
し
、
八
代
城
を
球
磨
川
下
流
の
中
洲
・

麦
島
に
移
し
た
。
そ
の
当
時
、
八
代
に
は

六
千
人
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
い
た
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
が
関
ケ
原
の
合
戦
の
の
ち
、
加

藤
清
正
が
南
肥
後
も
領
有
す
る
と
、
キ
リ

シ
タ
ン
を
弾
圧
。
慶
長
八
年
（
一
六
○
三
）

に
江
戸
時
代
最
初
の
殉
教
者
が
八
代
か
ら

出
る
。
一
六
○
六
年
、
一
六
○
九
年
と
殉

教
は
続
き
、
殉
教
者
は
十
一
名
を
数
え
る
。

こ
れ
は
慶
長
一
七
年
（
一
六
一
二
）
の
禁
教

令
よ
り
ず
っ
と
前
の
出
来
事
で
あ
り
、
日

本
の
キ
リ
ス
ト
教
史
上
の
大
事
件
と
言
え

年
十
二
月
に
は
早
く
も
修
道
院
が
現
在
地

に
建
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
八
代
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
堂
よ
り
五
年
、
熊
本
市
の
手

取
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
堂
よ
り
六
年
早
く
、

い
か
に
八
代
で
の
救
済
が
望
ま
れ
て
い
た

か
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
当
時
の
建
物
が
、

現
存
す
る
八
代
修
道
院
記
念
館
（
写
真
①
）

で
あ
る
。

写真① シャルトル聖パウロ修道女会八代修道院記念館

の
バ
ラ
を
救
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
（H

eritage Rose

）
は
、

地
球
か
ら
生
ま
れ
た
私
た
ち
と
時
を
同

じ
く
し
て
生
き
る
朋
友
で
あ
る
。
本
日
、

「
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」
と
「
絵
手
紙
コ

ン
テ
ス
ト
」
の
応
募
を
締
め
切
り
、
こ
れ

か
ら
審
査
会
の
準
備
に
入
る
。
今
度
は
、

ど
ん
な
作
品
が
生
ま
れ
、
ど
ん
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
聞
け
る
か
今
か
ら
楽
し
み
に
し

て
い
る
。

　

追
記
：
写
真
は
、
表
彰
式
を
経
て

流
山
水
花
あ
ゆ
の
里
（
人
吉
市
九
日
町
）

の
ロ
ビ
ー
に
展
示
し
た
後
、
人
吉
市
内

の
各
旅
館
に
分
か
れ
て
展
示
し
、
絵
手

紙
は
錦
町
役
場
・
温
泉
セ
ン
タ
ー
等
に

展
示
。
ま
た
、
錦
町
・
法
人
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
・
Ｆ
Ｂ
で
も
紹
介
す
る
。

【
か
わ
さ
き
・
ひ
さ
の
り
／
人
吉
市
】

　ハジアイ（「恥ずかしいことでも言い
合える分け隔ての無い親しい間柄」
の意）とやすらぎの里、ここ須恵地区
の児童福祉のセンタ－として須恵保育
園はあります。町立保育所の良き伝
統を受け継ぎつつ、日々新しい試み
にも取り組んでいます。須恵保育園の
園児ひとりひとりは、実に素直な眼と
のびやかな感性を持っています。きっ
とこの須恵のおおらかな風土が育んで
きたものでしょう。これからも地域の特
性に根ざした保育を私たちは心がけて
いきたいと思っています。

社会福祉法人　なつめ福祉会「須恵保育園」
平成 28 年 4月1日に、私立認可保育園として
再スタートしました。
球磨郡あさぎり町須恵 1200-3
電話 0966--45-0741JA 青壮年部との芋のつるさし

須恵保育園（球磨郡あさぎり町）

「ぼくの宝物」
描いた人：栗原　巧くん（５歳児）

シリーズ ほいくのなかで描いた絵 ⓭
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の
で
、
植
物
や
渦
巻
の
彫
刻
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
升
に
水
平
な
帯
状
の
装
飾

（
繰く

り
が
た形
）
を
施
し
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

日
本
の
社
寺
建
築
の
柱
の
上
に
あ
る
大だ

い

斗と

に
も
通
じ
そ
う
だ
。

　

二
階
ベ
ラ
ン
ダ
の
柱
頭
上
に
は
繰
形
の
軒

蛇
腹
が
あ
る
。
西
洋
の
古
典
主
義
建
築
の

写真④ ファンライト

写真⑥ 二階ベランダ

写真⑤ 二階ベランダのフランス窓。壁のひび割れは
熊本地震による

エ
ン
タ
ブ
ラ
チ
ュ
ア
と
い
う
梁
を
簡
素
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
軒
蛇
腹
か
ら
白
漆
喰

の
曲
線
が
立
ち
あ
が
り
、
軒
裏
を
覆
い
隠

す
。
こ
れ
は
土
蔵
や
城
郭
に
も
見
ら
れ
る

日
本
の
防
火
の
技
術
で
あ
る
。
軒
先
に
は

小
さ
な
軒
飾
り
が
下
が
る
（
写
真
②
③
）。

　

ベ
ラ
ン
ダ
一
階
の
正
面
中
央
の
小
壁
に
、

輝
く
太
陽
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
、
く
し
形
の

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
あ
る
。
こ
れ
を
フ
ァ
ン

ラ
イ
ト
と
よ
ぶ
（
写
真
④
）。
ベ
ラ
ン
ダ
に

は
そ
の
他
、
各
部
屋
に
直
接
通
じ
る
ド
ア

が
つ
い
て
い
て
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
窓
と
よ

ば
れ
る
（
写
真
⑤
⑥
）。

　

内
部
の
間
取
り
は
、
一
、二
階
と
も
、
ま

ん
中
に
廊
下
と
直
進
階
段
（
写
真
⑦
）、
左

右
に
部
屋
が
あ
る
。

　

八
代
修
道
院
は
、
明
治
三
三
年
（
一
九

一
八
七
一
、
熊
本
地
震
で
倒
壊
）
が
八
代

修
道
院
記
念
館
よ
り
先
行
す
る
が
、
ベ
ラ

ン
ダ
下
見
板
コ
ロ
ニ
ア
ル
様
式
で
は
、
八
代

修
道
院
記
念
館
が
最
古
の
も
の
で
、
次
い

で
人
吉
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
司
祭
館
・
信
徒

会
館
（
明
治
三
四
＝
一
九
○
一
）
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
シ
ャ
ル
ト
ル
聖
パ
ウ

ロ
修
道
女
会
の
国
内
施
設
と
し
て
も
、
現

存
最
古
の
よ
う
で
あ
る
。

　

も
う
少
し
建
物
を
見
て
み
よ
う
。
ベ
ラ

ン
ダ
の
柱
に
は
簡
素
な
柱
頭
が
つ
く
。
柱
頭

は
西
洋
の
古
典
主
義
建
築
に
使
わ
れ
る
も

の
様
式
が
日
本
で
融
合
し
た
も
の
が
「
ベ
ラ

ン
ダ
下
見
板
コ
ロ
ニ
ア
ル
様
式
」
で
あ
る
。

特
に
ベ
ラ
ン
ダ
は
、
高
温
多
湿
な
熱
帯
で
、

風
を
導
き
涼
し
く
過
ご
す
た
め
の
工
夫
で

あ
っ
た
。

　

県
内
の
現
存
す
る
建
築
物
と
し
て
は
、

ベ
ラ
ン
ダ
コ
ロ
ニ
ア
ル
様
式
で
あ
れ
ば
熊

本
洋
学
校
ジ
ェ
ー
ン
ズ
邸
（
明
治
四
＝

　

こ
こ
を
訪
ね
る
に
は
、
最
寄
り
の
バ
ス
停

「
総
合
病
院
前
」、「
通
町
」が
便
利
で
あ
る
。

　

記
念
館
は
基
壇
の
上
に
建
つ
木
造
二
階

建
て
。
屋
根
は
キ
ン
グ
ポ
ス
ト
ト
ラ
ス
と
い

う
小
屋
組
で
、
寄
棟
造
・
瓦
葺
き
で
あ
る
。

正
面
の
東
側
と
南
側
に
ベ
ラ
ン
ダ
が
回
り
、

ベ
ラ
ン
ダ
に
は
青
い
ペ
ン
キ
が
塗
ら
れ
た
柱

と
手
す
り
が
つ
く
。
ベ
ラ
ン
ダ
の
壁
は
漆
喰

塗
り
だ
が
、
そ
の
他
の
外
壁
は
白
ペ
ン
キ
塗

り
の
下
見
板
張
り
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
形
式
を
ベ
ラ
ン
ダ
下
見
板
コ

ロ
ニ
ア
ル
様
式
と
よ
ぶ
。
西
欧
諸
国
が
植

民
地
で
建
設
し
て
き
た
形
式
の
う
ち
、
イ

ン
ド
経
由
で
日
本
に
伝
わ
っ
た
も
の
を
「
ベ

ラ
ン
ダ
コ
ロ
ニ
ア
ル
様
式
」、
ア
メ
リ
カ
経

由
で
伝
わ
っ
た
も
の
を
「
下
見
板
コ
ロ
ニ
ア

ル
様
式
」
と
よ
ぶ
。
こ
れ
ら
は
幕
末
か
ら

明
治
時
代
に
か
け
、
日
本
で
も
外
国
人
居

留
地
な
ど
に
建
設
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
二
つ

写真② 二階ベランダの柱頭、軒蛇腹、軒飾り

写真③ 軒裏を塗り込めた漆喰
のカーブ
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あ
り
、
そ
の
日
ま
で
に
雨
が
一
滴
も
降
ら
な

か
っ
た
の
で
ス
タ
ッ
フ
か
ら
鬼
の
助
監
督
に

対
し
て
、「
毎
日
早
朝
か
ら
夜
中
ま
で
灼
熱

の
中
で
の
撮
影
で
、
全
員
フ
ラ
フ
ラ
し
て
い

ま
す
。
道
を
真
っ
直
ぐ
歩
け
な
い
状
態
で

す
。
予
備
日
を
休
日
に
し
て
出
演
者
、
ス

タ
ッ
フ
を
休
ま
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
申
し
入

れ
た
。
鬼
の
助
監
督
か
ら
は
、「
却
下
し
ま

す
」
と
、
冷
た
い
一
言
だ
け
で
あ
っ
た
。
申

し
入
れ
を
し
た
ス
タ
ッ
フ
数
名
が
、
あ
の
時

だ
け
は
寒
か
っ
た
、
と
。

　

舞
台
近
く
で
は
、
フ
ー
テ
ン
み
た
い
な
独

特
な
風
貌
で
最
初
に
人
吉
に
乗
り
込
ん
だ

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
【
荒
吉
】
の
思
い
出
話

で
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。
本
当
に
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
だ
ろ
う
か
と
疑
っ
て
い
た
定
吉
に
向

か
っ
て
荒
吉
は
見
栄
を
切
り
、「
定
吉
さ
ん
、

今
は
何
も
出
来
ず
に
ぺ
こ
ぺ
こ
し
て
い
ま
す

が
、
い
ざ
撮
影
に
入
っ
た
ら
現
場
の
中
心
と

映
画
と
よ
さ
こ
い
の
熱
い
夏

　

人
吉
市
を
中
心
と
し
た
映
画
の
撮
影
が
終

了
し
た
後
の
打
上
げ
は
大
い
に
賑
わ
っ
た
。

　

撮
影
ス
タ
ッ
フ
も
吉
組
メ
ン
バ
ー
に
も
反

省
す
べ
き
と
こ
ろ
は
数
多
い
撮
影
で
あ
っ
た

が
、
反
面
、
短
い
期
間
で
や
り
遂
げ
た
と

い
う
達
成
感
に
溢
れ
、
座
敷
の
い
た
る
所
で

苦
労
話
や
笑
い
話
に
花
が
咲
い
て
い
た
。

　

鬼
の
助
監
督
の
耳
に
届
か
な
い
所
で
は
、

こ
ん
な
話
で
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。

　

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
は
１
日
だ
け
予
備
日
が

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
─ 16 ─

女優の水野美紀さんと定吉

れ
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
、
そ
の
洋
風
の
再
解

釈
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

記
念
館
も
煉
瓦
塀
も
熊
本
地
震
で
被
災

し
た
が
、
地
域
の
宝
と
し
て
守
り
続
け
た

い
も
の
で
あ
る
。

【
も
り
や
ま
・
ま
な
ぶ
／
高
専
教
員
、

一
級
建
築
士
、
八
代
市
】

し
て
国
登
録
有
形
文
化
財
（
二
○
○
○
年
）

に
な
っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
当
時
の
建
造
物

と
し
て
、
一
九
一
九
年
（
大
正
八
）
建
設
の

煉
瓦
塀
が
一
部
残
っ
て
い
る
（
写
真
⑧
）。

塀
の
上
に
は
小
屋
根
が
の
り
、
こ
れ
も
煉
瓦

で
つ
く
っ
て
あ
る
。
江
戸
時
代
の
武
家
地
で

あ
っ
た
こ
の
地
に
は
、
修
道
院
が
建
設
さ
れ

た
当
時
も
、
瓦
葺
き
の
小
屋
根
を
の
せ
た

押
縁
下
見
板
塀
が
通
り
に
面
し
て
立
て
ら

○
○
）
十
二
月
に
孤
児
院
の
八
代
ナ
ザ
レ

園
、
明
治
三
四
年
（
一
九
○
一
）
に
病
院

の
博
愛
医
院
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
○
）

に
女
学
校
の
私
立
八
代
女
子
技
芸
学
校
を

敷
地
内
に
創
立
、
建
設
し
て
い
る
。
八
代

ナ
ザ
レ
園
は
移
転
し
た
も
の
の
現
在
ま
で

続
く
。
博
愛
医
院
は
養
老
部
も
設
置
し
た

が
、
昭
和
三
○
年
代
末
に
閉
鎖
。
私
立
八

代
女
子
技
芸
学
校
は
、
県
南
地
域
の
女
子

教
育
施
設
と
し
て
は
八
代
郡

立
高
等
女
学
校
（
明
治
三
四

＝
一
九
○
一
）
に
次
ぐ
も
の
で
、

私
立
と
し
て
は
最
初
で
あ
っ

た
。
現
在
の
八
代
白
百
合
学
園

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
八
代
地
域

の
先
駆
的
、画
期
的
施
設
で
あ
っ

た
。

　

記
念
館
は
、
こ
う
し
た
由
緒

あ
る
施
設
の
歴
史
的
建
造
物
と

写真⑧ 東側の煉瓦塀

写真⑦ 二階から一階入口を見おろすベランダ
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が
多
い
。「
ん
ッ
」
と
思
っ
て
二
度
見
を
す

る
人
で
な
い
と
気
付
か
な
い
。
定
吉
と
お
決

ま
り
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
は
、一
体
と
し
て
人
々

の
頭
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
。
久
々
に
喪
服

を
脱
い
だ
、
い
つ
も
の
定
吉
ス
タ
イ
ル
が
際

立
っ
た
楽
し
い
ひ
と
時
だ
っ
た
。

　

ま
だ
撮
影
が
続
け
ら
れ
て
い
た
８
月
20

日
に
「
人
吉
よ
さ
こ
い
祭
り
前
夜
祭
」
が
、

ホ
テ
ル
・
サ
ン
人
吉
で
開
催
さ
れ
、
本
祭

の
成
功
を
誓
っ
た
。
私
は
、
こ
の
前
夜
祭
を

少
し
甘
く
見
て
い
た
。
主
役
で
あ
る
「
ひ
と

よ
し
銀
翔
会
」
の
お
も
て
な
し
が
凄
い
の
で

あ
る
。
聞
く
と
、
ど
こ
の
前
夜
祭
も
参
加

者
へ
の
感
謝
の
お
も
て
な
し
を
行
う
の
だ
と

言
う
。
九
州
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
諸
団
体

の
結
束
力
の
凄
さ
を
肌
で
感
じ
た
。
ど
の

団
体
も
他
の
団
体
を
持
ち
上
げ
る
。
終
わ

り
に
は
「
総
踊
り
」
な
る
も
の
が
傍
観
者

委
員
長
の
挨
拶
で
始
ま
っ
た
。

　

猛
暑
日
の
中
、
各
団
体
共
に
華
や
か
な

衣
装
に
身
を
ま
と
い
楽
し
そ
う
に
演
舞
を

し
て
い
る
。

　

踊
り
子
の
小
腹
と
喉
を
潤
す
た
め
に
、

各
地
の
マ
ラ
ソ
ン
大
会
に
参
加
し
人
吉
球
磨

を
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
す
る
「
ひ
と
よ
し
応
援
隊
」

や
、
そ
の
他
の
協
力
店
に
も
お
願
い
し
臨

時
店
舗
も
主
会
場
に
設
営
し
た
。
熱
中
症

を
圧
倒
し
た
。
読
者
の
皆
様
に
も
次
回
の

前
夜
祭
に
は
、
ぜ
ひ
参
加
し
て
頂
き
た
い
も

の
で
あ
る
。
所
定
の
時
間
ま
で
に
人
吉
に
着

け
な
い
た
め
、
前
夜
祭
に
は
参
加
で
き
ず

に
人
吉
の
夜
の
街
を
楽
し
ん
だ
団
体
も
居

た
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
の
経
済
効
果
は
馬
鹿
に

は
出
来
な
い
と
感
じ
た
。
よ
さ
こ
い
恐
る
べ

し
!!

　

翌
21
日
の
本
祭
に
は
、
44
団
体
の
よ
さ

こ
い
チ
ー
ム
が
参
加
し
て
い

た
。
第
１
回
目
と
し
て
は

上
出
来
で
あ
る
。

　

中
川
原
公
園
を
メ
イ
ン

会
場
と
し
、
人
吉
駅
前
広

場
と
青
井
阿
蘇
神
社
参
道

を
サ
ブ
会
場
と
し
て
の
３

会
場
同
時
開
催
の
「
人
吉

よ
さ
こ
い
祭
り
」
が
、
松

岡
大
会
会
長
、
岩
下
実
行

旗師連

よさこい踊り

休憩中のおじいちゃんたち

し
た
い
と
い
う
相
談
を
定
吉
が
受
け
て
か

ら
４
ヶ
月
、
撮
影
期
間
は
17
日
間
の
強
行

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
っ
た
。

　

宴
会
も
終
盤
に
な
る
と
、
乗
り
の
良
い
の

が
森
ガ
キ
監
督
。「
定
吉
さ
ん
、定
吉
さ
ん
」

と
言
い
な
が
ら
、
定
吉
の
手
を
引
き
座
敷

の
舞
台
に
上
が
り
、
映
画
ス
タ
ッ
フ
の
功
労

者
を
手
招
き
で
呼
び
寄
せ
た
。「
こ
の
撮
影

で
印
象
に
残
っ
た
事
を
述
べ
て
く
だ
さ
い
」

と
監
督
が
尋
ね
た
。

　
「
ぬ
っ
か
っ
た
で
す
ね
～
」
と
定
吉
が
言

う
と
、
全
員
が
口
を
合
わ
せ
た
よ
う
に
言
っ

た
の
は
、「
暑
か
っ
た
で
す
。
人
吉
は
恐
ろ

し
い
所
で
し
た
」と
の
感
想
で
あ
っ
た
。
我
々

の
最
高
の
ア
イ
ド
ル
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
荒

吉
も
、
監
督
に
散
々
い
じ
ら
れ
て
い
た
。

　

賑
わ
っ
た
酒
宴
も
松
岡
人
吉
市
長
の
お

礼
の
こ
と
ば
の
後
、
定
吉
の
一
本
締
め
で
終

了
と
な
っ
た
。

な
っ
て
ス
ッ
タ
ッ
フ
全
員
を
指
揮
し
ま
す
か

ら
驚
か
な
い
で
下
さ
い
ね
」
と
言
っ
た
そ
う

だ
。

　

い
ざ
撮
影
が
始
ま
っ
て
数
日
後
に
古
仏
頂

町
の
撮
影
現
場
に
定
吉
が
行
く
と
、
荒
吉

は
炎
天
下
の
中
、
安
全
ベ
ス
ト
を
着
用
し

て
誘
導
灯
を
片
手
に
交
通
整
理
を
し
て
い

た
そ
う
で
あ
る
。

　
「
あ
の
時
は
本
当
に
驚
い
た
～
」
と
定
吉

が
笑
い
を
と
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
関
係
し
た
全
員
が
鬼
の
助
監

督
の
指
示
に
従
っ
た
お
陰
で
撮
影
は
無
事
に

終
了
し
た
し
、
荒
吉
も
た
ま
た
ま
交
通
整

理
に
人
手
が
足
り
な
く
て
自
ら
急
遽
交
通

整
理
に
ま
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

打
上
げ
の
席
で
も
鬼
の
助
監
督
は
、「
皆

さ
ん
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
寡
黙
で
あ
っ
た
。

撮
影
場
所
を
熊
本
市
か
ら
人
吉
市
に
変
更

　

焼
酎
を
舐
め
る
程
し
か
飲
ま
な
い
定
吉

の
顔
は
、
炎
天
下
の
中
を
走
り
回
っ
た
た
め

に
陽
に
焼
け
て
い
た
。
定
吉
の
お
決
ま
り
の

コ
ス
チ
ュ
ー
ム
は
ご
存
知
だ
と
思
う
が
、
彼

が
ス
ー
ツ
を
着
た
ら
定
吉
と
は
判
ら
な
い
。

ス
ー
ツ
の
時
は
丸
メ
ガ
ネ
で
も
な
い
の
で
、

定
吉
と
は
思
わ
ず
見
過
ご
し
て
し
ま
う
人
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対
策
の
研
修
を
受
け
た
高
校
生
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
も
、
決
め
ら
れ
た
役
割
を
果
た
す

た
め
に
頑
張
っ
て
い
た
。

　

金
子
代
議
士
も
吉
組
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
て
、

会
場
に
お
出
で
に
な
っ
た
。
吉
名
は
【
全
力

投
球
の
恭
吉
】
と
命
名
さ
れ
て
い
る
。
や
は

り
、
定
吉
フ
ァ
ン
の
お
一
人
で
あ
る
。

　

打
上
げ
の
翌
日
に
は
、
多
く
の
映
画
ス

タ
ッ
フ
が
別
れ
の
言
葉
を
述
べ
て
去
り
、
数

日
後
に
は
監
督
と
鬼
の
助
監
督
も
感
謝

と
映
画
の
出
来
栄
え
を
約
束
し
て
帰
ら
れ

た
。
各
地
の
撮
影
現
場
の
片
付
け
や
お
礼

廻
り
を
済
ま
せ
た
荒
吉
も
、
９
月
の
初
め

に
は
次
の
現
場
の
福
岡
市
へ
と
向
か
っ
て

行
っ
た
。

※
映
画「
お
じ
い
ち
ゃ
ん 

死
ん
じ
ゃ
っ
た
っ
て
」

の
先
行
上
映
会
が
、
人
吉
市
カ
ル
チ
ャ
ー

パ
レ
ス
大
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
10
月
10
日

の
予
定
で
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
日
は
、
主
演
の
岸
井
ゆ
き
の
さ
ん
と
、

森
ガ
キ
監
督
の
挨
拶
も
予
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
詳
細
は
次
号
で
紹
介
い
た
し
ま
す
。

【
と
り
か
い
・
ひ
ろ
し
／
人
吉
市 

】

　

15
時
に
は
駅
前
広
場
と
青
井
阿
蘇
神
社

参
道
で
演
舞
を
披
露
し
て
い
た
団
体
も
、

中
川
原
メ
イ
ン
会
場
に
集
ま
り
フ
ィ
ナ
ー
レ

を
迎
え
た
。

　

全
て
の
団
体
が
一
同
に
同
じ
踊
り
を
披
露

す
る
演
舞
２
曲
が
続
い
た
後
に
、
い
つ
も
は

踊
り
子
の
後
ろ
で
演
舞
を
支
え
て
い
る
各

団
体
の
旗
師
が
集
合
し
、
曲
に
合
わ
せ
て

旗
を
振
っ
て
旗
師
の
役
割
を
披
露
し
た
。

様
々
な
衣
装
を
着
た
２
０
０
名
以
上
の
踊

り
子
が
同
じ
振
り
で
演
舞
を
行
う
場
面
と
、

全
団
体
の
旗
師
の
活
躍
は
身
震
い
す
る
ほ

ど
で
あ
っ
た
。

　

ひ
と
よ
し
銀
翔
会
の
お
礼
の
演
舞
と
、

徳
川
代
表
か
ら
の
感
謝
の
こ
と
ば
が
あ
り
、

岩
下
実
行
委
員
長
の
感
動
と
感
謝
の
こ
と

ば
を
伝
え
る
挨
拶
で
、
熱
く
長
い
一
日
が
終

了
し
た
。

総踊り

　

種
田
山
頭
火
（
明
治
15
＝
１
８
８
２
年

～
昭
和
14
＝
１
９
４
０
年
）
は
、
九
州
各

地
を
放
浪
し
、
そ
の
途
上
で
句
を
詠
作
を

重
ね
た
。

　

山
頭
火
は
野
宿
も
し
た
が
、
宿
も
利
用

し
た
。
宿
の
大
半
は
現
存
し
て
い
な
い
。
織お

り

屋や

は
確
認
で
き
る
唯
一
の
宿
。
日
奈
久
温
泉

に
あ
り
、
木
造
２
階
建
で
築
１
２
０
年
。

山
頭
火
は
昭
和
５
年
（
１
９
３
０
年
）
９

月
10
日
に
こ
こ
を
訪
問
し
、
３
日
間
逗
留

し
た
。『
行
乞
記
』
よ
れ
ば
、
宿
銭
は
１
泊

〈
熊
本
地
震
〉

　
山
頭
火
の
宿
、
修
復
す
る

地震後の織屋。ブールシートが痛 し々い

1 階
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〈
流
域
情
報
〉

　
荒
瀬
ダ
ム
撤
去
作
業

了
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
同
ダ
ム
の
撤
去
作

業
は
最
終
段
階
に
入
っ
た
。

　

６
月
末
ま
で
に
、
荒
瀬
ダ
ム
の
象
徴
的

存
在
で
あ
っ
た
ダ
ム
管
理
棟
の
撤
去
が
終

完成直後の管理棟（撮影／東儀一郎、昭和 30 年ごろ）

撤去前の管理棟

撤去作業の様子

は
全
国
の
山
頭
火
フ
ァ
ン
の
寄
付
で
お
ぎ
な

わ
れ
た
。

※
【
木
賃
宿
】
炊
事
に
使
う
薪
の
分
ほ

ど
の
代
金
を
支
払
え
ば
泊
ま
れ
る
宿
の
こ

と
。
旅
芸
人
、行
商
人
な
ど
が
利
用
し
た
。

（
編
集
部
）

に
つ
き
40
十
銭
、
宿
の
印
象
を
「
上
」
と
記

し
て
い
る
。
木
賃
宿
※
は
相
部
屋
が
原
則
で
、

客
た
ち
は
２
階
の
二
部
屋
を
利
用
し
た
。

　

織
屋
は
「
山
頭
火
の
宿
屋
」
と
し
て
人

気
が
あ
っ
た
が
、
昨
年
の
熊
本
地
震
で
立
ち

入
り
禁
止
に
な
り
、
地
震
か
ら
14
ヶ
月
以

上
す
ぎ
た
６
月
24
日
、
修
復
し
た
。
費
用

古くからの壁は煤けている

２階
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〈
川
の
基
礎
知
識
〉

本
流
よ
り
支
流
で
洪
水
は
発
生
し
や
す
い

バ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー

（
芦
北
町
）
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
同

川
は
、
球
磨
川
本
流
の
左
岸
に
あ
っ
て
、
瀬

戸
石
ダ
ム
の
上
流
約
５
キ
ロ
の
地
点
に
河
口

が
あ
る
。
同
川
の
河
口
は
瀬
戸
石
ダ
ム
の

　

本
流
の
水
が
壁
に
な
り
支
流
の
水
が
流

れ
ず
、
あ
る
い
は
逆
流
さ
せ
る
現
象
を
バ
ッ

ク
ウ
ォ
ー
タ
ー
と
い
う
。
ダ
ム
湖
が
あ
る
と

き
に
は
、そ
れ
は
必
ず
発
生
す
る
。
吉
尾
川

ダ
ム
湖
と
接
し
、
ダ
ム
湖
（
球
磨
川
本
流
）

が
壁
に
な
っ
て
水
は
流
れ
ず
池
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
砂
も
流
れ
な
い
た
め
土
砂
が

堆
積
し
川
床
が
高
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
た

び
た
び
、
水
害
が
発
生
し
て
い
る
。

吉尾川の河口

吉尾川の河口

水は流れてない

ダム湖がないときの吉尾川。土砂が堆積している

の
意
見
が
根
強
い
。
同
ダ
ム
は
、
も
と
も

と
治
水
機
能
が
な
く
、
治
水
を
論
点
に
も

ち
だ
す
こ
と
は
お
か
し
い
。
発
電
に
よ
る

社
会
貢
献
の
側
面
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
水

害
の
発
生
源
に
な
る
な
ど
負
の
側
面
が
大

き
く
、
そ
れ
に
触
れ
な
い
施
設
で
あ
れ
ば
、

誤
っ
た
情
報
を
発
信
し
か
ね
な
い
と
い
っ

た
意
見
。
展
望
ス
ペ
ー
ス
を
造
っ
て
も
駐

車
ス
ペ
ー
ス
は
な
く
撤
去
費
用
を
減
額
す

る
た
め
の
決
定
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
や
、

保
存
す
る
と
い
う
け
れ
ど
も
放
置
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
な
ど
が
出
さ
れ

て
い
る
。

※
【
ボ
ー
ト
ハ
ウ
ス
】
ダ
ム
撤
去
に
と
も

な
い
ボ
ー
ト
ハ
ウ
ス
の
利
活
用
が
論
点
に

な
っ
て
い
た
。
八
代
市
は
水
遊
び
の
拠
点

と
し
て
残
す
と
決
定
し
た
。
具
体
的
な
活

用
法
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。

ら
か
の
痕
跡
を
残
す
べ
き
だ
」
と
の
要
望

が
地
元
か
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

熊
本
県
に
よ
れ
ば
、
左
岸
部
の
約
15

メ
ー
ト
ル
と
右
岸
部
10
メ
ー
ト
ル
を
残

し
、
左
岸
部
に
展
望
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
、

ダ
ム
の
概
要
を
記
し
た
看
板
を
設
置
す

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
治
水
面
で
問
題
は
発

生
し
な
い
と
説
明
す
る
。

　

熊
本
県
の
発
表
に
は
多
数
の
意
見
が
出

さ
れ
て
い
る
。
記
念
碑
を
残
す
意
見
は
確

か
に
あ
っ
た
が
、
規
模
が
大
き
す
ぎ
る
と

※
【
藤
本
発
電
所
の
撤
去
作
業
】
ダ
ム
本

体
の
撤
去
作
業
と
並
行
し
て
同
発
電
所
の

解
体
作
業
も
進
ん
で
い
る
。

　

他
方
、
熊
本
県
は
、
ダ
ム
本
体
部
分
の

堤
体
の
左
右
両
端
部
を
完
全
に
は
撤
去
せ

ず
、
一
部
を
保
存
し
て
、
眺
望
ス
ペ
ー
ス

を
設
け
る
方
針
を
発
表
し
て
い
る
。
撤
去

計
画
の
変
更
に
該
当
す
る
た
め
、
現
在
、

河
川
管
理
者
の
国
と
協
議
中
で
あ
る
。「
産

業
基
盤
と
し
て
の
功
績
を
評
価
し
、
な
ん

撤去後の状況

右岸

ボートハウス
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平
谷
川
（
芦
北
町
）
も
同
様
で
あ
る
。

同
川
は
旧
海
路
小
学
校
に
横
手
を
流
れ
て

い
る
が
、
ダ
ム
湖
の
た
め
土
砂
が
堆
積
し
、

川
本
来
の
水
は
伏
流
水
化
し
て
い
る
。
ダ

ム
湖
が
あ
る
と
き
と
、
な
い
と
き
の
差
が
明

確
に
分
か
る
。

★
瀬
戸
石
ダ
ム
は
ダ
ム
湖
の
堆
積
土
砂
を

ダム湖がないときの平谷川

ダム湖があるときの平谷川

通常の油谷川

本流増水時の油谷川

除
去
す
る
た
め
に
渇
期
に
は
放
流
す
る
。

こ
の
時
期
に
は
ダ
ム
湖
は
な
い
。、

　

同
様
の
状
況
は
ダ
ム
下
流
で
も
発
生
す

る
。
下
流
に
は
ダ
ム
湖
は
な
い
が
、
球
磨

川
が
増
水
し
た
と
き
に
は
本
流
が
同
じ
く

壁
に
な
っ
て
支
流
の
水
を
せ
き
と
め
、
支
流

の
水
を
逆
流
さ
せ
て
、
支
流
上
流
で
洪
水

を
発
生
さ
せ
る
。
油
谷
川
（
鮎
帰
川
）（
八

代
市
坂
本
町
））（
球
磨
川
右
岸
）
は
そ
の

例
で
あ
る
。

　

バ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー
に
よ
る
洪
水
被
害
を

回
避
す
る
た
め
に
は
本
流
の
水
量
を
減
ら

し
、
本
流
を
支
流
の
水
の
流
れ
の
壁
に
し
な

い
よ
う
に
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
い
ま

の
と
こ
ろ
、
そ
の
た
め
の
対
策
は
と
ら
れ
て

い
な
い
。

（
編
集
部
）

柳人があじわう漱石俳句

物
や
思
ふ
と
人
の
問
ふ
ま
で
夏
痩
せ
ぬ

（
漱
石
29
歳
）

細
眉
を
落
す
間
も
な
く
此
世
を
ば（

漱
石
24
歳
）

今
日
よ
り
は
誰
に
見
立
ん
秋
の
月（

漱
石
24
歳
）

　

結
婚
し
た
ら
眉
を
剃
る
慣
習
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
。

み
ら
れ
る
。
次
は
（
悼
亡　

十
三
句
）
の
な
か
の
２
句
。

　

漱
石
に
と
っ
て
、
兄
嫁
は
秋
の
月
の
様
な
人
だ
っ
た
よ

う
だ
。
し
っ
と
り
と
し
た
女
性
が
想
像
で
き
る
。
し
か
し

数
年
後
は
、
ち
が
う
タ
イ
プ
の
鏡
子
が
妻
と
な
る
。

　
　

昼
蛍
問
い
た
だ
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と

　
　

妻
と
母
以
外
の
ひ
と
り
笑
い
す
る

　

夏
痩
せ
が
季
語
だ
が
、
こ
と
さ
ら
に
熊
本
の
夏
は
し
の

ぎ
に
く
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
い
わ
ず
と
し
れ
た
百
人
一
首

「
し
の
ぶ
れ
ど
色
に
出
で
に
け
り
我
が
恋
は
物
や
思
ふ
と

人
の
問
ふ
ま
で　

平
兼
盛
」（『
拾
遺
和
歌
集
』）
の
本
歌

取
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
「
物
や
思
ふ
」
は
恋
だ
が
、
掲
句

は
恋
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
熊
本
で
鏡
子
と
結
婚
し
た
の
は

掲
句
の
二
か
月
ほ
ど
前
。

　

漱
石
の
恋
心
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
推
測
で
語
ら
れ
て
い

る
。
24
歳
の
と
き
眼
科
で
出
会
っ
た
女
。
25
歳
で
亡
く
な
っ

た
兄
嫁
。
歌
人
の
大
塚
楠
緒
子
。
残
さ
れ
た
わ
ず
か
な

句
や
記
録
で
憶
測
さ
れ
る
の
も
漱
石
な
ら
で
は
だ
ろ
う
。

　

漱
石
に
は
恋
を
詠
ん
だ
句
は
少
な
い
が
、
７
月
23
日
に

亡
く
な
っ
た
兄
嫁
追
悼
の
句
の
な
か
に
そ
れ
ら
し
き
句
が

【
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

─ ⑯ ─
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絵と文／坂本福治

　

東
京
か
ら
熊
本
行
き
の
急
行
に
の
っ
た
。
前
の
客
と
話
し
て

い
た
ら
、
奥
さ
ん
も
私
と
同
じ
朝
鮮
半
島
育
ち
と
言
う
。
私

の
記
憶
を
い
ろ
い
ろ
話
し
て
い
た
ら
、
何
と
、
奥
さ
ん
が
私
の

小
学
一
年
の
時
の
同
級
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ

る
。
後
に
奥
さ
ん
は
同
窓
会
に
参
加
さ
れ
た
。
車
中
で
会
っ
た

男
性
は
、
今
村
栄
輔
さ
ん
。
切
り
絵
の
名
手
だ
っ
た
。
大
津

高
校
の
同
級
生
に
音
楽
家
の
岩
代
浩
一
氏
が
い
て
、
今
村
氏
の

た
め
に
「
火
の
国
旅
情
」
の
歌
詞
を
次
々
に
作
っ
て
送
る
仲
な

の
だ
っ
た
。

　

今
村
氏
の
「
火
の
国
旅
情
」
特
集
の
個
展
の
時
、
岩
代
氏

は
東
京
か
ら
来
ら
れ
た
。
私
が
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し

た
こ
と
か
ら
文
通
が
始
ま
っ
た
。私
と
今
村
氏
と
の
出
会
い
と
、

夫
人
が
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
だ
っ
た
こ
と
を
書
い
た
ら
、
岩
代
氏
は

驚
か
れ
、○
月
○
日
、人
吉
で
「
岩
代
音
楽
館
」
を
す
る
か
ら
、

楽
屋
に
是
非
来
て
く
れ
と
の
こ
と
。
そ
ば
に
お
ら
れ
た
の
は
、

ジ
ュ
デ
ィ
・
オ
ン
グ
氏
だ
っ
た
。
こ
の
方
も
切
り
絵
を
さ
れ
て
い

て
、
切
り
絵
の
年
賀
状
を
何
度
か
い
た
だ
い
た
。

【
さ
か
も
と
・
ふ
く
じ
／
画
家
、
人
吉
市
】

その ⑯

岩
代
浩
一
さ
ん
と
の
出
会
い

https://www.facebook.com/groups/1805562046390300/

永田満徳選評・向瀬美音訳

このコーナーは、「二行書きに
よる〈切れ〉と〈取り合わせ〉
を取り入れたHaiku」を提案し
ている『俳句大学』facebook
ページからの転載です。

【ながた・みつのり／俳人協会会員、熊本市】

俳句大学
Haiku University

今月の秀句
Selected Haiku of this Month

Haiku Column ❺

Gérard Maréchal
●
paisible montagne
l’odeur du foin adoucit le ciel nocturne
【Commented by Mitsunori Nagata】
Dans la montagne, l’odeur du foin persiste 
et cette odeur est tellement agréable. 
L’expression “adoucit la montagne” est 
très convaincante.

ジュラール
●
静かな山
干し草の匂いは夜空を和らげる
【永田満徳評】
人が去った山に干し草の匂いが漂って
いる。干し草の匂いはなんとも心地よい
もので、「空を和らげる」という措辞は
充分に納得できる。

Gerard Dumont
●
fin de journée
devant l’école une mosaique de parapluies
【Commented by Mitsunori NAGATA】
La vue des parapluies en sortant de l’école, 
les élèves qui ont fini les cours prennent 
chacun leur parapluise. Ellipse parfaitement 
réussie.

ジュラールD
●
放課後
モザイクの傘
【永田満徳評】
傘立ての傘の情景である。省略が効い
ていて、授業を終えた児童がとりどりの
傘を取って、校舎を後にしている様子が
うまく捉えられている。

Stefania
●
prato assolato
il volo un po'scomposta di une farfalle
【Commented by Mitsunori NAGATA】
butterfly is flying in the field and weather 
is very fine! Because of the strangeness of 
toriawase, fine, clear  charm of spring is 
described.

ステファニア
●
日の当たる原っぱ
蝶のやや緩慢な飛翔
【永田満徳評】
よく晴れた野原に蝶々が飛んでいるだけ
の風景である。しかし、取り合わせの
妙によって、明るく、のどかな春の風物
が活写されている。
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そ
ん
な
交
流
の
輪
の
中
、
そ
の
片か

た

隅す
み

に
い
た

は
ず
だ
。

福
岡
県
遠お

ん

賀が

町
城
ノ
越
貝か

い

塚づ
か

出し
ゅ
つ

土ど

の
土

器
が
標
式
の
城じ

ょ
う

ノ
越こ

し

式
土
器
も
、
球
磨
で

見
つ
か
っ
て
い
る
（
本
連
載
五
）。
例
え
ば
、

國こ
く

學が
く

院い
ん

大だ
い

學が
く

教き
ょ
う

授じ
ゅ

の
乙お

と

益ま
す

重し
げ

隆た
か

（
故
人
）

が
紹
介
し
た
人
吉
市
原は

ら

田だ

や
多
良
木
町
の

大
久
保
台
地
が
そ
の
遺
跡
。
ま
た
、
熊
本

県
教
育
委
員
会
が
発
掘
し
た
相さ

が

良ら

村
深ふ

か

水み

こ
の
地
域
の
独
自
色
を
示
す
土
器
様
式
が

初
め
て
登
場
し
た
。
黒
髪
式
土
器
が
そ
れ

で
、
球
磨
で
も
、
錦
町
大お

原は
る

天て
ん

子し

遺
跡
（
本

連
載
五
）
で
土
器
の
破
片
や
、
人
吉
市
の

中な
か

通ど
お
り

遺
跡
（
本
連
載
六
）
で
六
基
の
堅た

て

穴あ
な

式し
き

住じ
ゅ
う

居き
ょ

跡あ
と

が
見
つ
か
っ
て
い
る
。

一
九
三
五
（
昭
一
〇
）
年
三
月
、
熊
本

市
黒
髪
町
坪つ

ぼ

井い

（
現
熊
本
市
中
央
区
黒
髪

二
丁
目
）
の
熊
本
県
立
中
学
濟せ

い

々せ
い

黌こ
う

（
現

熊
本
県
立
済
々
黌
高
校
）
の
校
門
前
周
辺

で
工
事
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
に
、
大
量
の
土

器
が
見
つ
か
り
、
急

き
ゅ
う

遽き
ょ

、
濟
々
黌
教
諭
の

下し
も

林ば
や
し

繁し
げ

夫お

が
発
掘
し
、
甕か

め

棺か
ん

二
基
を
確
認

し
た
（
写
真
②
）。
そ
の
時
の
こ
と
を
、
小

林
久
雄
が
述
懐
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
部
分

を
抜
き
書
き
し
て
お
こ
う
（
文
献
②
）。

「
長
男
が
済
々
黌
に
御
世
話
に
な
る

様
に
な
つ
て
か
ら
は
一
層
御
懇
意
に
願

ふ
こ
と
に
な
り
（
中
略
）
父
兄
会
に

出
て
ゐ
ま
す
と
先
生
が
呼
び
に
見
え

谷た
に

川が
わ

遺
跡
に
は
、
福
岡
県
春
日
市
岡お

か

本も
と

町

の
須
玖
遺
跡
の
出
土
土
器
が
基
準
の
須す

玖ぐ

式
土
器
も
あ
っ
た
（
本
連
載
五
）。
こ
れ
ら

は
、
甕
棺
の
広
が
り
に
伴
い
、
中
九
州
に
も

も
た
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
は
山
を
越
え
て
球

磨
に
も
入
っ
て
き
た
の
だ
（
本
連
載
九
）。

ま
さ
に
、
北
九
州
・
中
九
州
の
人
々
と
の

交
流
の
輪
の
中
に
、
球
磨
の
人
々
が
い
た
こ

と
の
証あ

か
し
で
あ
っ
た
。一

方
、
中
期
と
は
、
地
域

〳
〵
の
独
自
性
が
し
だ
い
に

現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代

で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
土

器
の
形
や
組
み
合
わ
せ
な
ど

の
変
化
か
ら
分
か
る
こ
と
だ

が
、
弥
生
時
代
に
始
ま
っ
た

ク
ニ
の
成
り
立
ち
を
、
漠
然

と
で
は
あ
る
が
窺う

か
が

わ
せ
て
く

れ
た
。

熊
本
の
中
期
中
頃
に
は
、

写真②　黒髪町遺跡の出土土器

 （10）
球磨川筋の弥生時代⑩

木﨑康弘

くまがわすじの考古地誌

球
磨
に
は
、
弥や

生よ
い

時じ

代だ
い

前ぜ
ん

期き

末ま
つ

か
ら
中

ち
ゅ
う

期き

初し
ょ

頭と
う

に
か
け
て
の
あ
る
時
期
、
九
州
山

地
を
越
え
て
人
々
が
や
っ
て
来
た
。
多
良
木

町
北き

た

大お
お

久く

保ぼ

遺
跡
の
亀か

め

ノ
甲こ

う

式し
き

土ど

器き

の
竪た

て

穴あ
な

式し
き

住じ
ゅ
う

居き
ょ

跡あ
と

が
、教
え
て
く
れ
て
い
る
（
本

連
載
一
）。
亀
ノ
甲
式
土
器
（
写
真
①
）

は
、
有あ

り

明あ
け

海か
い

沿え
ん

岸が
ん

に
主
に
分
布
し
て
い
た

土
器
。
そ
れ
が
分
布
す
る
地
域
一
帯
に
は
、

前
期
後こ

う

半は
ん

の
伯
玄
式
甕
棺
や
前
期
末
～
中

期
初
頭
の
金
海
式
甕
棺
が
す
で
に
入
っ
て
お

り
（
文
献
①
）、
有
明
海
沿
岸
の
人
々
と
玄げ

ん

界か
い

灘な
だ

沿
岸
周
辺
の
人
々
が
盛
ん
に
交
流
し

て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
が
つ

く
。
だ
か
ら
こ
そ
、
球
磨
の
人
々
も
ま
た
、

（NO.171）

黒く
ろ
か
み髪
式
土
器
が
語
る
、
ク
ニ
の
成
り
立
ち写真①　八代市内（島田遺跡）で出土した龜ノ甲式土器

　　　　有明海沿岸に主に分布している土器だが、八代海沿岸で
　　　　も出土。球磨への波及論にも一石を投じた。
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日
条
の
「
遣
伊
勢
王
等
、
定
諸
国
堺
。」
の

記
事
が
暗
示
す
る
、
肥
国
の
分
国
、
肥
後

国
の
設
置
の
先
駆
け
だ
。
そ
こ
で
後
に
「
肥

後
」
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
範
囲
を

「
肥
後
」
域
と
呼
ん
で
、
こ
れ
か
ら
の
話

を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。　　

   （
つ
づ
く
）

文
献
①
藤
尾
慎
一
郎
「
九
州
の
甕
棺
―

弥
生
時
代
甕
棺
墓
の
分
布
と
そ
の
変
遷

―
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

二
一
、一
九
八
九
年
）。

文
献
②
小
林
久
雄
「
下
林
繁
夫
先
生
追
悼

録（
一
）　

下
林
繁
夫
先
生
の
思
ひ
出
」（『
郷

土
雑
誌
球
磨
』
一
三
〇　

球
磨
郷
土
研
究

会　

一
九
四
〇
年
）

文
献
③
『
肥
後
上
代
文
化
史
』（
日
本
談
義

社
、
一
九
五
四
年
）。

文
献
④
佐
藤
伸
二
「
黒
髪
式
土
器
」（『
日

本
土
器
事
典
』
雄
山
閣
、
一
九
九
六
年
）。

文
献
⑤
「
原
始
時
代
」（『
熊
本
県
の
歴
史
』

文
画
堂
、
一
九
五
七
年
）。

達
し
ま
し
た
。
熊
本
市
黒
髪
町
濟
々

黌
高
等
学
校
か
ら
発
見
さ
れ
た
、
黒

髪
式
土
器
も
そ
の
一
つ
」

こ
れ
は
、
乙
益
が
下
し
た
、
黒
髪
式
へ
の

歴
史
的
な
評
価
だ
（
文
献
④
）。
ま
さ
に
中

九
州
で
「
独
自
色
を
示
す
土
器
様
式
が
初

め
て
登
場
」
し
た
こ
と
は
、
あ
た
か
も
地

域
が
分
立
し
始
め
た
か
の
よ
う
な
、
さ
ら

に
言
え
ば
ク
ニ
が
静
か
に
成
り
立
ち
始
め

た
か
の
よ
う
な
、
そ
ん
な
動
き
の
象

し
ょ
う

徴ち
ょ
うだ
っ

た
。そ

し
て
こ
の
動
き
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
、
単
に
弥
生
時
代
に
止
ま
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
、
律
令
国
家
の
成
り
立

ち
に
つ
な
が
る
動
き
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
天
武
天
皇
一
二
（
六
八
三
）
年
一
二
月

一
三
日
条
の
「
遣
諸
王
五
位
伊
勢
王
・（
中

略
）・
工
匠
者
等
、
巡
行
天
下
而
限
分
諸

国
之
境
堺
。
然
、
是
年
不
堪
限
分
。」
や
、

天
武
天
皇
一
三
（
六
八
四
）
年
一
〇
月
三

に
黒
髪
町ち

ょ
う

期
（
後
期
）
の
名
で
よ
ば
れ
て

い
る
」（
文
献
③
）
と
。
こ
れ
が
最
初
の
様よ

う

式し
き

設
定
と
な
っ
た
。

土
器
に
は
、
甕か

め

形が
た

土
器
、
壷つ

ぼ

形
土
器
、

高た
か

坏つ
き

形
土
器
、鉢は

ち

形
土
器
な
ど
が
あ
る
（
文

献
④
）。
甕
形
土
器
は
、「
く
」
の
字
形
に

強
く
屈
曲
し
た
口こ

う

縁え
ん

部ぶ

と
、
上
げ
底
と
な
っ

た
底て

い

部
が
特
徴
だ
（
図
）。
折
れ
た
口
縁

は
、
少
し
内
側
に
張
り
出
し
、
そ
し
て
し
ゃ

く
れ
る
よ
う
に
外
に
開
く
。
こ
の
特
徴
は
、

中
九
州
の
後
期
土
器
の
祖
形
と
な
る
も
の

だ
。壺
形
土
器
や
高
坏
形
土
器
の
特
徴
は
、

や
は
り
口
縁
部
に
あ
る
（
図
）。
内
側
に
弱

く
張
り
出
し
た
、
逆
Ｌ
字
形
の
平た

い
ら

な
口
縁

で
あ
る
。
分
布
は
、
熊
本
県
を
中
心
に
、

福
岡
県
南
部
、
長
崎
県
東
部
、
鹿
児
島
県

北
部
に
も
広
が
っ
て
い
る
。

「
や
が
て
中
期
の
終
り
ご
ろ
か
ら
後

期
に
な
る
と
、
熊
本
県
一
帯
に
は
独
特

な
す
が
た
を
も
っ
た
土
器
文
化
が
発

校
庭
か
ら
甕
棺

が
出
た
か
ら
発

掘
の
加
勢
を
し
ろ

と
言
は
れ
（
中

略
）
夕
暮
近
く

ま
で
汗
ま
み
れ

泥
ま
み
れ
に
な
つ

て
掘
り
上
げ
た

こ
と
」

戦
後
、
こ
の

土
器
に
つ
い
て
、

熊
本
女
子
大
学

助
教
授
だ
っ
た
乙

益
は
、
こ
う
コ
メ

ン
ト
し
た
。「
肥

後
の
カ
メ
棺
の

時
期
を
設
定
す

る
、
模
式
的
な

も
の
と
し
て
、
こ

の
類
の
も
の
を
特

図　熊本県内出土の須玖式甕棺　「く」の字形に強く屈曲した口縁部と、上げ底になった
　　　　　　　　　　　　　　　   底部が特徴
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で
祖
父
を
呼
び
出
し
て
借
家
す
る
こ
と
を

伝
え
た
。

　

一
方
、
お
堂
の
生
活
も
大
変
に
不
便

だ
っ
た
。

　

祖
母
が
病
気
と
い
う
理
由
を
つ
け
て
、

納
屋
の
一
角
を
明
け
て
く
れ
と
頼
み
、
皆

帰
っ
て
来
た
が
、
祖
母
は
本
当
に
病
み
つ

い
て
し
ま
っ
た
。

　

薩
摩
が
納
戸
の
戸
を
一
枚
欲
し
い
と

言
っ
て
来
た
。
戸
を
は
ず
さ
れ
て
は
困
る

の
で
、
や
れ
な
い
と
こ
と
わ
る
と
、「
戸

が
惜
し
い
か
、
首
が
惜
し
い
か
」
と
お
ど

し
て
戸
を
取
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
之
は

負
傷
兵
を
運
ぶ
担
架
に
使
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

　

食
事
は
、
神
瀬
区
中
の
薩
摩
に
お
に
ぎ

り
を
つ
く
っ
て
配
っ
て
ま
わ
っ
た
。

　

主
食
物
は
不
便
は
な
か
っ
た
が
、
副
食

物
に
は
大
変
困
っ
た
よ
う
で
、
神
瀬
区
は

勿
論
、
大
瀬
附
近
ま
で
出
か
け
て
牛
を
徴

発
し
て
き
た
。
そ
し
て
大
き
な
鍋
に
皮
の

ま
ま
の
肉
に
塩
を
入
れ
て
煮
て
い
た
。
家

の
附
近
は
臓
腑
や
骨
が
散
ら
ば
り
目
も
あ

て
ら
れ
な
い
惨
状
で
あ
っ
た
。

　

芦
北
郡
の
吉
尾
、
箙え

び
ら
せ瀬

の
戦
斗
が
あ
る

時
は
、
交
替
で
戦
斗
に
出
て
、
見
送
っ
た

り
、
見
送
ら
れ
た
り
仕
事
に
で
も
出
か
け

る
様
子
だ
っ
た
。

　

木
屋
家
は
六
十
人
位
の
兵
隊
が
泊
り
、

一
ヶ
月
位
宿
舎
に
あ
て
て
い
た
。

　

薩
摩
の
中
に
は
十
四
歳
の
少
年
も
い

た
。

　

元
気
で
活
発
な
少
年
で
、
戦
に
出
な
い

日
は
、
当
時
十
歳
の
自
分
を
連
れ
て
川
原

に
出
て
、
さ
さ
舟
を
つ
く
り
、
川
に
流
し

て
遊
ん
だ
。
や
は
り
ま
だ
子
供
だ
っ
た
。

　

少
年
は
故
郷
鹿
児
島
を
語
り
、
弟
や

母
の
こ
と
に
ふ
れ
た
。

　

父
は
官
軍
と
し
て
親
子
敵
味
方
に
分
か

れ
て
戦
っ
て
い
る
と
、
悲
し
い
心
の
う
ち

を
打
ち
明
け
た
。

（
㊦
に
つ
づ
く
）

【
ば
ば
・
み
つ
ひ
こ
／
球
磨
村
】

現在の球磨村神瀬付近

摩
に
利
非
ず
次
第
に
球
磨
路
に
ま
で
押
し

返
さ
れ
て
来
た
。
八
代
の
萩
原
附
近
の
戦

闘
は
相
当
烈
し
か
っ
た
。
こ
の
戦
闘
で
負

傷
し
た
兵
隊
は
神
瀬
に
後
退
し
、
お
寺
が

仮
病
院
に
あ
て
ら
れ
た
。

　

そ
の
前
に
、
薩
摩
が
退
却
し
て
来
る
と

の
噂
が
流
れ
る
と
、
村
人
は
恐
れ
て
家
財

道
具
を
ま
と
め
、
遠
方
の
親
類
縁
故
を

頼
り
、
或
い
は
山
に
「
か
け
小
屋
」
を
造

り
、
僅
か
に
雨
露
を
し
の
ぐ
だ
け
の
不
自

由
な
生
活
を
始
め
た
。

　

木
屋
家
は
家
族
を
ま
と
め
て
四
蔵
部

落
の
お
堂
に
避
難
し
た
。
八
十
四
歳
の
祖

父
を
い
た
わ
り
な
が
ら
。

　

や
が
て
神
瀬
に
も
薩
摩
が
退
却
し
て
き

た
。

　

木
屋
家
は
明
治
九
年
に
落
成
し
た
木

の
香
り
の
新
し
い
家
で
、
薩
摩
は
直
ぐ
、

こ
の
家
を
見
つ
け
て
宿
舎
に
あ
て
た
。
後

十
年
旧
正
月
八
日
だ
っ
た
。（
丸
目
日
記

に
は
八
日
神
瀬
宿
、
正
月
九
日
神
瀬
を

発
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
）

　

薩
摩
は
八
代
に
出
て
熊
本
を
つ
く
肚は

ら

で

あ
っ
た
。
村
の
人
達
は
川
岸
の
高
い
処
か

ら
之
を
眺
め
て
い
た
。
各
人
各
様
の
服
装

を
し
て
、
た
ぎ
る
血
潮
を
つ
つ
み
き
れ
ず
、

気
勢
上
げ
な
が
ら
下
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
の
後
か
ら
、
わ
ら
じ
舟
が
続
い
た
。

三
艘
位
だ
っ
た
が
、
兵
糧
を
積
ん
で
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
子
供
達
に
は
こ
の
わ
ら
じ

舟
が
異
様
に
目
に
つ
い
た
。

　

戦
は
熊
本
附
近
ま
で
進
ん
だ
が
、
薩

　

こ
の
西
南
の
役
の
記
録
は
当
時
十
歳
で

あ
っ
た
「
木
屋
梅
吉
氏
」
よ
り
聴
聞
集
録

し
た
も
の
で
あ
る
。

　

集
録
者　

熊
本
県
師
範
学
校
同
期

　
　
　
　
　

故
・
上
原
俊
彦
氏

　
　
　
　
　

現
・
馬
場
光
俊
（
文
責
）

　

集
録
の
目
的

　
　
　
　
　

学
校
よ
り
の
課
題

　
　
　
　
　
「
郷
土
研
究
」

　

薩
摩
の
兵
隊
が
人
吉
に
集
結
し
て
、
球

磨
川
を
川
舟
で
出
発
。
神こ

う
の
せ瀬
の
高
音
の
瀬

を
下
っ
て
八
代
に
向
か
っ
た
の
は
、
明
治

球
磨
村
神
瀬
付
近

十
歳
の
少
年
が
見
た
「
西
南
の
役
」  

㊤

馬
場
光
俊



43  くまがわ春秋　Vol.16　2017.7.15 42くまがわ春秋　Vol.16　2017.7.15

境
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
「
官
軍
人
吉
隊
」
は
九
月
二
十
九
日
に
官
給
品
を
返
却
し
、日
給
・

手
当
金
を
支
給
さ
れ
、
よ
う
や
く
こ
の
戦
争
を
終
わ
っ
て
い
る
。
人

吉
に
帰
っ
た
新
宮
嘉
善
は
前
罪
を
不
問
と
さ
れ
戸
長
・
区
長
に
「
帰

宅
届
」
を
出
し
て
漸
く
安
堵
し
た
よ
う
で
あ
る
。
父
、
新
宮
簡た

け
まと

の
再
会
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
心
情
を
表
す
も
の
は
ま

だ
目
に
し
た
こ
と
が
無
い
。

　

戦
後
、
新
宮
簡
は
裁
判
官
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
以
外
に
地
方
と

の
折
衝
、
賊
軍
人
吉
隊
と
の
交
渉
な
ど
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

た
。
即
ち
裁
判
官
と
行
政
官
の
任
務
を
兼
務
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。そ
の
点
新
宮
簡
が
裁
判
官
で
あ
っ
た
こ
と
は
人
吉
隊
の
者
に
と
っ

て
幸
運
で
あ
っ
た
と
思
え
る
。
と
は
言
え
そ
の
裁
量
に
も
限
界
が
あ

り
、
判
決
が
は
た
し
て
軽
い
の
か
妥
当
な
の
か
は
判
ら
な
い
。

　

こ
の
裁
判
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
逸
話
が
あ
る
。

　

新
宮
簡
の
実
兄
で
あ
る
相
良
頼
寿
は
、
人
吉
三
番
隊
の
副
隊
長

と
し
て
薩
軍
に
加
わ
っ
た
が
わ
ず
か
一
週
間
ほ
ど
で
降
伏
し
た
。
裁

判
に
あ
た
り
法
廷
で
、
簡
は
兄
、
頼
寿
に
向
か
っ
て
「
其
ノ
方
ハ
」

と
裁
判
官
と
し
て
の
こ
と
ば
使
い
で
発
言
す
る
や
、
頼
寿
は
間
髪
を

与
え
ず
「
無
礼
者
」
と
怒
鳴
っ
た
と
い
う
。
頼
寿
は
そ
の
ま
ま
秋

田
県
の
監
獄
送
り
と
な
り
そ
こ
で
獄
死
し
て
い
る
。
簡
の
心
情
は
如

何
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　

人
吉
市
浪
床
町
の
中
尾
墓
地
に
あ
る
頼
寿
の
墓
碑
銘
は
簡
の
子
、

新
宮
嘉
善
が
書
い
て
い
る
。

　

こ
の
戦
争
の
悲
劇
を
物
語
る
遺
跡
で
あ
る
。

　

人
吉
隊
は
全
部
で
二
十
六
名
が
戦
死
又
は
獄
死
と
な
っ
て
い
る
。

隊
長
の
神
瀬
鹿
三
が
人
吉
隊
最
初
の
戦
死
者
と
な
っ
た
の
は
大
き
な

衝
撃
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
戦
後
、
指
導
者
た
ち
は
各
地
の
監
獄

送
り
と
な
り
懲
役
一
年
か
ら
三
年
の
刑
で
あ
っ
た
が
、
九
名
が
亡
く

な
っ
て
い
る
。

　

当
時
の
獄
舎
の
環
境
が
相
当
厳
し
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ

ら
の
人
々
の
墓
の
多
く
は
人
吉
に
建
立
さ
れ
ひ
っ
そ
り
と
歴
史
を
伝

え
て
い
る
。
ま
た
五
木
村
で
仆
れ
た
人
吉
二
番
隊
士
六
名
（
吉
田
・

羽
月
・
恒
松
・
阿
川
・
宮
原
・
甲
斐
）
の
供
養
碑
は
永
国
寺
境
内

に
建
立
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
新
宮
嘉
善
氏
等
が
中
心
と
な
っ

て
冥
福
を
祈
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

球
磨
川
を
挟
ん
で
戦
っ
た
両
軍
だ
が
意
外
に
も
勝
敗
は
あ
っ
け
な

く
終
わ
っ
て
い
る
。
薩
軍
は
市
中
に
火
を
放
っ
て
退
却
し
た
た
め
、

住
民
は
大
き
な
損
害
を
受
け
、
戦
後
復
興
に
大
き
な
犠
牲
を
強
い

ら
れ
て
い
る
。

　

降
伏
し
た
人
吉
隊
の
新
宮
嘉
善
は
官
軍
に
対
し
次
の
よ
う
な
「
哀

訴
状
」
を
書
い
て
い
る
。

　
「
孰
レ
モ
一
同
奉
哀
訴
候　

這
回
鹿
児
島
縣
西
郷
隆
盛
等
兵

器
ヲ
弄
シ
暴
気
ニ
及
ヒ
当
地
ヘ
乱
入
勢
ヒ
不
得
止
脅
従
仕
遂
ニ

　

官
軍
奉
抗
候
段
幾
重
ニ
モ
奉
恐
入
候　

就
テ
ハ
相
当
之
御

処
分
奉
仰
候
儀
ハ
当
然
ニ
候
得
共　

当
軍
団
ニ
於
テ
私
共
一
同

涯
分
相
応
之
御
用
被
仰
付
候
ハ
バ
万
死
ヲ
冒
シ
前
罪
ヲ
相
償

ヒ
申
度
誠
哀
何
卒
御
聞
済
被
仰
付
被
下
度　

此
段
奉
悃
願
候

　

誠
惶
頓
首
」

　

こ
の
戦
に
は
薩
軍
よ
り
脅
さ
れ
て
仕
方
な
く
参
戦
し
た
の
で
あ
っ

て
決
し
て
本
心
で
は
な
く
、
許
し
て
も
ら
え
ば
今
後
は
官
軍
の
た
め

に
命
を
か
け
て
働
く
旨
を
訴
え
、寛
大
な
る
処
置
を
懇
願
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
二
番
隊
士
の
菱
刈
要
蔵
も
同
じ
よ
う
な
「
自
訴
書
」
を

書
い
て
い
る
。

　

官
軍
に
降
伏
し
た
者
の
う
ち
百
余
名
は
別
働
隊
第
十
二
連
隊
第

二
大
隊
に
編
入
を
命
じ
ら
れ
七
月
七
日
、
銃
器
・
諸
器
械
付
属
品
・

衣
類
を
渡
さ
れ
る
。
こ
の
時
与
え
ら
れ
た
官
給
品
は
、
エ
ン
ピ
ー

ル
銃
・
剣
・
弾
薬
・
負
傷
手
当
用
木
綿
・
衣
類
・
針
・
紙
な
ど
の

二
十
四
品
目
で
、
こ
れ
ま
で
の
装
備
よ
り
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
。
こ
の
「
官
軍
人
吉
隊
」
は
七
月
末
よ
り
、そ
れ
ま
で
味
方
だ
っ

た
薩
軍
を
追
っ
て
宮
崎
方
面
を
転
戦
し
て
い
る
。
は
た
し
て
そ
の
心

「
西
南
戦
争
」
百
四
十
年  

④

郷
土
を
巻
き
込
ん
だ
悲
惨
な
戦
い

益
田
啓
三
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日
付
が
六
月
三
十
日
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
新
宮
嘉
善
は
何

処
に
収
監
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。多
く
の
捕
虜
と
同
居
で
あ
っ

た
ろ
う
か
ら
衛
生
状
態
は
苛
酷
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
西

南
の
役
後
、
人
吉
の
街
中
に
赤
痢
が
流
行
し
市
民
が
難
儀
し
た
よ

う
で
、
多
く
の
死
者
が
出
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

九
月
二
十
四
日

　

西
郷
隆
盛
、
鹿
児
島
に
て
戦
死
す
る
。

十
月
二
十
二
日

　

新
宮
簡
は
平
定
と
な
り
官
を
解
か
れ
る
。
こ
の
間
、
戦
後
荒
廃

し
た
故
郷
の
復
興
に
努
め
る
。

十
一
月
六
日

　

簡
、
丸
亀
の
原
隊
に
復
帰
す
る
。

　

丸
亀
に
帰
っ
た
簡
か
ら
子
の
嘉
善
へ
の
手
紙
に
「
…
拙
者
儀
大
分

存
外
ニ
テ
不
塩
梅
ニ
付
、
幸
ニ
此
節
二
週
間
ノ
御
暇
ヲ
賜
候
ニ
付

伊
予
道
後
ト
申
処
、
松
山
城
下
ヨ
リ
半
里
程
之
処
ニ
温
泉
入
浴
イ

タ
シ
…
」
と
あ
り
、
当
時
簡
は
病
状
が
良
く
な
か
っ
た
よ
う
で
松
山

の
道
後
温
泉
に
療
養
に
出
か
け
て
い
る
。
病
名
は
書
い
て
な
い
が
、

お
そ
ら
く
持
病
の
脚
気
が
出
兵
中
に
悪
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
手
紙
の
文
中
、
故
郷
の
こ
と
、
老
母
の
こ
と
な
ど
心
配
し
つ
つ
自

分
の
病
状
も
報
告
し
て
い
る
。

明
治
十
一
年
一
月
十
四
日

　

簡
、
小
倉
営
所
勤
務
仰
付
ら
る
。

明
治
十
一
年
十
一
月
三
十
日

　

新
宮
簡
病
死　

五
十
二
歳

　
「
死
去
届
」

　
「
父　

新
宮
簡　

右
陸
軍
中
修
理
ニ
テ
小
倉
分
営
ヘ
奉
職
中
病
気

ニ
付
、
当
地
温
泉
ヘ
入
浴
暇
相
願
途
中
高
瀬
駅
旅
過
、
去
月
十
一

月
三
十
日
死
去
致
候　

此
段
御
届
ケ
仕
候
也
」

第
十
四
大
区
四
小
区
土
手
町
八
十
五
番
地　
　

十
二
月
三
日　

士

族　

新
宮
嘉
善

熊
本
県
令
冨
岡
敬
明
殿
代
理　

熊
本
県
大
書
記
官　

松
本
昇
殿

　

こ
の
死
亡
届
に
よ
る
と
、
簡
は
故
郷
人
吉
に
帰
っ
て
温
泉
治
療
す

　

年
が
明
け
た
明
治
十
一
年
一
月
十
四
日
付
け
の
渋
谷
礼
か
ら
新

宮
簡
へ
宛
て
た
手
紙
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
の
で
紹
介
し

て
お
く
。

　
「
懲
役
人
ハ
夫
々
配
付
ニ
相
成
別
紙
之
通
ニ
御
座
候　

然
ル

ニ
瀧
川
氏
ハ
病
気
之
処　

山
梨
県
ニ
於
テ
客
年
十
一
月
八
日

死
去
之
由
申
来　

右
ハ
全
ク
脚
気
症
之
由　

実
ニ
残
念
之
事

ニ
御
座
候
…
」。
瀧
川
俊
蔵
の
死
因
が
「
脚
気
」
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
新
宮
簡
も
脚
気
を
長
年
患
っ
て
お
り
、
そ
れ
が

元
で
亡
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
明
治
の
初
頭
ま
だ

ま
だ
不
治
の
病
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　

ま
た
こ
の
頃
、
簡
の
子
息
新
宮
嘉
善
も
病
に
罹
っ
て
い
る
。「
容

体
書
」
に
よ
れ
ば
『
容
体
書　

熊
本
懸
第
十
四
大
区
四
小
区
土
手

町
八
十
五
番
地　

士
族　

新
宮
嘉
善
病
名　

悪
性
赤
痢
…
…
』
と

あ
り
下
痢
や
嘔
吐
、
ま
た
血
便
が
甚
だ
し
く
夜
安
眠
す
る
こ
と
も

で
き
ず
、
何
分
伝
染
病
で
あ
る
か
ら
人
員
群
集
の
処
で
は
如
何
と

も
し
難
い
の
で
、
帰
宅
療
養
さ
せ
て
ほ
し
い
と
警
察
宛
に
医
師
生
田

以
忠
の
診
断
書
を
提
出
し
て
い
る
。

　

こ
の
書
類
中
赤
痢
の
治
療
方
法
と
し
て
「
モ
ル
ヒ
ネ
、
キ
ニ
ネ
、

蘆
根
エ
キ
ス
等
」と
記
さ
れ
て
お
り
、医
学
的
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

現
在
、
麓
町
に
あ
る
日
蓮
宗
林
鹿
寺
の
境
内
に
あ
る
こ
の
「
明

治
十
年
戦
死
之
碑
」
は
新
宮
嘉
善
か
ら
頼
ま
れ
た
「
勝
海
舟
」
の

書
と
さ
れ
る
が
、
元
は
道
向
か
い
の
元
湯
温
泉
敷
地
内
に
あ
っ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
大
き
さ
は
こ
れ
よ
り
も
小
さ
い
が
大
信
寺
境
内
に

も
同
じ
よ
う
な
石
碑
が
あ
る
が
、
い
つ
誰
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
の

か
分
っ
て
い
な
い
。
ま
こ
と
に
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
数
少
な
い
西
南
戦
争
遺
跡
で
あ
る
。
も
っ
と
認
知
さ
れ

て
し
か
る
べ
き
と
思
う
。

西南戦争戦死之碑文
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は
夢
に
も
思
え
ぬ
こ
と
で
し
た
。
後
年
、
ワ

シ
ン
ト
ン
か
ら
ダ
ラ
ス
経
由
で
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
横
断
の
機
上
に
お

い
て
、
そ
ば
に
い
た
友
人
が
「
こ
ん
な
馬
鹿

で
か
い
国
に
戦
争
を
し
か
け
る
な
ん
て
、
日

本
も
愚
か
だ
っ
た
な
あ
」
と
つ
ぶ
や
き
ま
し

た
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
完
成
し
た
北
西
西
方
向
に
走

る
滑
走
路
は
、
長
さ
１
７
０
０
ｍ
に
達
し

ま
し
た
。
も
と
も
と
千
敷
原
を
走
る
車
道

は
、
木
上
村
山
下
か
ら
西
方
へ
直
進
し
た

後
、
方
向
を
北
に
転
じ
川
辺
川
沿
い
に
進

み
、
初
代
柳
瀬
橋
へ
至
る
も
の
だ
け
で
し

た
。
現
在
、
最
も
主
要
な
道
路
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
千
敷
原
の
中
央
部
を
横
断
し
て

い
る
道
は
、
人
吉
海
軍
航
空
隊
の
設
立
に

伴
い
海
軍
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
新
道
な
の

で
す
。
直
進
す
る
旧
道
か
ら
分
岐
し
た
新

道
は
、
北
側
へ
少
し
進
ん
だ
後
、
白
坂
と

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
過

酷
な
も
の
で
し
た
か
ら
、
明
日
か
ら
砂
利

取
り
作
業
を
す
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
時

に
は
、
本
当
に
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。

　

当
時
米
軍
で
は
、
各
種
の
大
型
土
木
機

械
を
駆
使
し
て
一
日
で
飛
行
場
を
造
り
上
げ

る
と
聞
い
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に

は
土
木
機
械
ど
こ
ろ
か
水
を
運
ぶ
た
め
に

ト
ラ
ッ
ク
と
ロ
ー
ラ
ー
し
か
な
か
っ
た
の
で

す
。
そ
の
ト
ラ
ッ
ク
も
荷
台
の
内
側
に
ト
タ

ン
板
を
張
っ
た
も
の
で
、
給
水
車
に
は
ほ
ど

遠
い
粗
末
な
も
の
で
し
た
。
こ
の
現
実
は
日

米
間
の
国
力
の
違
い
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ

け
ら
れ
た
の
で
す
が
、「
井
の
中
の
蛙

か
わ
ず

大
海

を
知
ら
ず
」
で
あ
っ
て
、
戦
争
に
負
け
る
と

人
吉
海
軍
航
空
隊
の
滑
走
路

　

通
年
動
員
が
始
ま
っ
た
昭
和
十
九
年

（
１
９
４
４
）
九
月
に
は
、
滑
走
路
の
建

設
工
事
も
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
千
敷
原
東

端
部
か
ら
開
始
さ
れ
た
工
事
に
よ
っ
て
、
そ

の
距
離
は
お
よ
そ
５
０
０
ｍ
に
到
達
し
て

お
り
、
私
た
ち
も
一
時
的
に
建
設
工
事
に

関
わ
り
ま
し
た
。
一
時
的
と
い
う
の
は
、
そ

の
作
業
は
ス
コ
ッ
プ
を
使
っ
て
セ
メ
ン
ト
に

砂
利
と
水
を
加
え
練
り
上
げ
、
木
の
枠
で

仕
切
ら
れ
た
地
面
に
流
し
、
表
面
を
平
滑

に
な
ら
す
の
で
す
が
、
体
力
の
消
耗
が
激

し
く
て
中
学
生
に
は
無
理
だ
と
判
断
さ
れ

た
か
ら
で
し
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
死
ん
で
し

倉
敷
便
り  

⑦   

　
　
　
原
田 

正
史

る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
途
中
玉
名
の
高
瀬
駅
で
死
去
し
て
い
る
。
死

因
は
不
明
、
お
そ
ら
く
長
年
患
っ
て
い
た
脚
気
が
原
因
で
は
な
か
ろ

う
か
。
何
れ
退
役
後
は
故
郷
へ
帰
り
戦
後
復
興
と
家
族
友
人
の
為

に
働
き
た
い
と
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

幕
末
か
ら
明
治
維
新
と
い
う
激
動
期
を
駆
け
抜
け
た
新
宮
簡
。

こ
れ
か
ら
平
穏
な
余
生
を
送
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
筈
で
あ

る
。
最
後
の
相
良
武
士
と
生
ま
れ
た
彼
に
は
「
安あ

ん
ね
い寧
」
な
時
と
い

う
の
は
不
似
合
い
な
人
生
が
運
命
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
歴
史
は
時
に
残
酷
で
あ
る
。

　

も
し
簡
が
そ
の
後
長
生
き
し
て
い
た
な
ら
ば
、
相
良
の
歴
史
の
見

え
な
い
部
分
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
春
・
夏
・
秋
・

冬
・
球
磨
霧
は
鎌
倉
以
来
の
隠
れ
里
を
深
く
包
ん
で
い
る
。

　
《
参
考
資
料
》
新
宮
家
文
書

【
ま
す
だ
・
け
い
ぞ
う
／
人
吉
市
九
日
町
】

　

村 

上 

鬼 

拳

思
い
出
の
川　
ついつい
「
旅
愁
」
口
ず
さ
み

猫
よ
り
悪
い　

留
守
番
も
よ
う
し
き
ら
ん
か

で
も　

お
手
当
貰
う
と
る
手
前

マ
タ
ニ
テ
ィ　

事
故
は
知
ら
せ
ん
方
が
いい

暇
ね
ぇ　

鼻
く
そ
く
じ
る
駐
在
所

今
夜
は
最
高　

教
え
子
達
ィ
取
り
巻
か
れ

独
占
し
て　

こっ
ち
に
も
酌
寄
こ
さ
ん
か

今
年
こ
そ　

卒
論
に
ケ
リ
つ
け
て
や
る

気
さ
く
な
人　

借
用
証
も
取
ら
っ
さ
ん

良
か
知
ら
せ　

少
子
化
に
貢
献
で
き
た

【
む
ら
か
み
・
き
け
ん
／
人
吉
市
】
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し
ま
し
た
。
表
面
に
薄
い
黒
土
層
が
あ
る

だ
け
で
、
そ
れ
か
ら
下
は
す
べ
て
砂
利
層
で

し
た
。
穴
の
底
に
は
地
中
か
ら
し
み
出
し

た
、
き
れ
い
な
水
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
お

そ
ら
く
こ
こ
の
砂
利
層
に
は
地
下
水
の
流
れ

に
よ
っ
て
空
洞
が
生
じ
て
お
り
、
土
木
工
事

の
振
動
に
よ
っ
て
崩
れ
落
ち
た
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

私
た
ち
は
滑
走
路
建
設
工
事
か
ら
砂
利

取
り
工
事
に
廻
さ
れ
ま
し
た
。
場
所
は
滑

走
路
西
端
部
に
近
い
、
南
側
付
近
で
し
た
。

千
敷
原
で
は
表
土
層
で
あ
る
薄
い
黒
土
の

下
に
は
厚
さ
40
～
50
ｍ
の
川
辺
川
礫
層
、

す
な
わ
ち
川
砂
利
が
全
面
的
に
分
布
し
て

お
り
、
台
地
基
部
に
は
加
久
藤
溶
結
凝
灰

岩
が
基
盤
と
な
っ
て
広
く
分
布
し
て
い
ま

す
。
砂
利
取
り
は
表
土
層
の
黒
土
を
直
径

２
ｍ
ほ
ど
の
円
上
に
剥
ぎ
取
り
、
露
出
し

た
砂
利
を
採
取
す
る
作
業
で
す
。
五
、六
人

ロ
ー
ラ
ー
が
、
あ
る
日
突
然
、
黒
土
の
中

に
埋
没
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
運
転

手
は
あ
わ
て
て
ロ
ー
ラ
ー
車
か
ら
飛
び
降
り

た
の
で
す
が
、
ロ
ー
ラ
ー
は
斜
め
に
傾
い
た

状
態
で
、
半
分
は
地
面
上
に
残
り
、
半
分

は
地
面
下
に
埋
没
し
ま
し
た
。
そ
の
後
ロ
ー

ラ
ー
は
引
き
上
げ
ら
れ
、
そ
の
埋
没
し
た

場
所
に
は
２
ｍ
ほ
ど
の
穴
が
ポ
ッ
カ
リ
と
口

を
空
け
、
20
度
ほ
ど
の
斜
度
で
南
側
に
伸
び

て
い
ま
し
た
。
元
気
の
よ
い
同
級
生
の
一
人

が
、「
俺
が
見
て
く
る
」
と
言
っ
て
、
懐
中

電
灯
を
持
ち
、
穴
の
中
に
入
り
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
し
て
穴
か
ら
出
て
来
た
同
級
生
は

「
い
く
ら
行
っ
て
も
穴
が
続
い
て
い
る
の
で

怖
く
な
っ
て
帰
っ
て
来
た
」と
言
い
ま
し
た
。

　

千
敷
原
に
は
こ
の
よ
う
な
穴
が
い
く
つ
も

あ
る
ら
し
く
、
先
年
に
も
新
道
建
設
工
事

の
際
に
も
、
路
肩
が
崩
れ
落
ち
、
口
径
が

４
ｍ
ほ
ど
、
深
さ
４
ｍ
ほ
ど
の
穴
が
出
現

所
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
驚
き
で
す
。

　

今
回
の
記
述
に
関
連
し
て
人
吉
市
の
宮

原
信
晃
さ
ん
か
ら
、
人
吉
海
軍
航
空
隊
に

つ
い
て
の
大
量
の
資
料
を
送
付
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
中
に
錦
町
発
行
の
ポ
ス
タ
ー
が

あ
り
ま
し
た
が
、
飛
行
場
の
地
図
は
前
述

し
た
よ
う
に
、
事
実
に
反
す
る
新
し
い
地

形
図
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
よ
う
で
正
確

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
特
攻
隊
員
の
訓

練
も
行
わ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
特
攻

隊
員
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
記
述
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

滑
走
路
の
幅
に
つ
い
て
は
正
確
な
数
字
は

知
り
ま
せ
ん
が
多
分
、
40
～
50
ｍ
程
度
だ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
古
い
五
万
分
の
一
の
地

形
図
か
ら
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

舗
装
さ
れ
て
い
る
滑
走
路
の
左
右
に
は
幅
20

～
30
ｍ
ほ
ど
の
黒
土
の
帯
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
黒
土
部
分
を
固
め
る
た
め
の

だ
の
で
し
た
。
実
は
一
ヶ
月
ほ
ど
前
に
若
い

娘
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
の
で
す
が
、
死
因
が

肺
結
核
だ
っ
た
た
め
通
常
よ
り
深
く
墓
穴

を
掘
っ
た
と
い
う
こ
と
が
原
因
で
し
た
。

　

新
道
が
千
敷
原
中
央
部
か
ら
少
し
進
ん

だ
所
で
直
角
に
曲
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
は
理

由
が
あ
る
の
で
す
。
千
敷
原
で
は
ど
の
場
所

を
選
ん
で
も
東
西
方
向
で
は
海
軍
が
考
え

て
い
る
１
７
０
０
ｍ
の
滑
走
路
は
造
れ
な
い

の
で
す
。
従
っ
て
滑
走
路
は
そ
の
方
向
が
西

北
北
に
設
定
さ
れ
、
新
道
が
滑
走
路
と
交

差
し
な
い
よ
う
に
途
中
で
直
角
に
曲
げ
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。

　

戦
後
す
ぐ
に
造
ら
れ
た
古
い
五
万
分
の
一

の
地
形
図
で
は
、
西
北
北
方
向
に
伸
び
る

１
７
０
０
ｍ
の
滑
走
路
が
正
確
に
描
か
れ
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
最
近
の
五
万
分
の
一
や

二
万
五
千
分
の
一
の
地
形
図
で
は
、
東
西
方

向
に
実
際
よ
り
幅
広
く
、
し
か
も
違
う
場

場
所
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
は
山
下
集
落
の
墓

地
だ
っ
た
の
で
す
。
新
道
は
墓
地
を
含
む
シ

ラ
ス
台
地
末
端
部
を
掘
削
し
て
造
ら
れ
ま

し
た
。

　

そ
の
新
道
の
道
端
に
は
正
体
不
明
の
人
骨

が
四
、五
体
ほ
ど
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ

て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
哀
れ
で
し
た
。
掘
削

の
途
中
に
は
こ
ん
な
出
来
事
も
あ
り
ま
し

た
。
通
常
墓
穴
は
シ
ラ
ス
台
地
の
中
ほ
ど
ま

で
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
掘
り
下
げ
ら
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
台
地
基
部

の
掘
削
で
は
誰
も
が
安
心
し
て
作
業
を
続
け

て
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
の
こ
と

で
し
た
。
安
心
し
き
っ
て
い
た
天
床
が
崩
れ

落
ち
、
腐
敗
し
た
人
間
の
死
体
が
強
烈
な

悪
臭
を
伴
っ
て
作
業
し
て
い
た
人
た
ち
の
上

に
落
下
し
て
き
た
の
で
す
。
後
始
末
が
大
変

で
、
真
っ
昼
間
か
ら
風
呂
を
立
て
、
み
ん
な

服
を
脱
ぎ
捨
て
裸
に
な
っ
て
風
呂
場
に
並
ん

呼
ば
れ
る
坂
を
登
っ
て
西
進
し
、
中
央
部

か
ら
少
し
進
ん
だ
所
か
ら
直
角
に
曲
が
っ
て

北
進
し
、
再
び
西
進
し
な
が
ら
南
へ
湾
曲

し
て
初
代
柳
瀬
橋
へ
達
し
て
い
た
の
で
す
。

新
道
が
北
進
す
る
最
初
の
所
は
も
と
も
と

シ
ラ
ス
台
地
が
断
崖
状
に
せ
り
出
し
て
い
る作業に汗を流す若者たち（錦町所蔵写真）
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そ
の
後
、
飛
行
場
で
は
私
た
ち
の
す
る

仕
事
が
な
く
な
り
終
戦
ま
で
の
数
ヶ
月
間

は
竹
細
工
を
し
た
り
、
友
人
た
ち
と
し
ゃ

べ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
軍
属
さ
ん
か
ら
イ
カ

サ
マ
博ば

く
ち奕
の
や
り
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
り

し
て
、
昼
か
ら
帰
宅
し
ま
し
た
。
砂
利
取

り
作
業
ま
で
は
学
校
か
ら
先
生
が
来
ら
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
軍
属
さ
ん
任
せ
で

し
た
。
三
月
に
は
中
学
校
を
卒
業
し
た
も

の
の
、
上
級
学
校
に
合
格
し
た
者
で
も
そ

の
学
校
は
開
か
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
合
格

し
て
い
な
い
者
も
動
員
令
が
解
除
さ
れ
た

訳
で
は
な
い
こ
と
か
ら
勝
手
に
職
探
し
を
す

る
こ
と
も
出
来
ず
終
戦
を
迎
え
る
ま
で
一
緒

に
過
ご
し
ま
し
た
。
こ
の
頃
の
私
た
ち
は
、

自
分
の
地
位
、
身
分
が
全
く
不
明
で
あ
り
、

鵺ぬ
え

の
よ
う
な
存
在
で
し
た
。

【
は
ら
だ
・
ま
さ
ふ
み
／
元
人
吉
市
文
化

財
保
護
委
員
、
倉
敷
市
】

も
な
く
終
わ
り
、
そ
れ
か
ら
は
蛸た

こ
つ
ぼ壺

造
り

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
作
業
は
請
負
方
式

で
、
定
め
ら
れ
た
規
格
に
従
っ
て
蛸
壺
一
個

を
完
成
さ
せ
る
と
帰
っ
て
よ
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
蛸
壺
と
い
う
の
は
空
襲
の
時

に
し
ゃ
が
み
込
ん
で
身
を
守
る
も
の
で
、
直

撃
弾
で
な
い
限
り
こ
の
穴
に
入
れ
ば
安
全

だ
っ
た
の
で
す
。

　

誘
導
路
の
横
に
10
ｍ
間
隔
で
並
び
、
そ

の
場
所
を
掘
る
の
で
す
が
、
問
題
な
の
は
穴

掘
り
の
場
所
で
す
。
通
常
黒
土
を
１
ｍ
ほ

ど
掘
る
と
砂
利
が
現
れ
ま
す
が
、
い
く
ら

掘
っ
て
も
黒
土
だ
け
の
所
も
あ
れ
ば
、
砂
利

が
む
き
出
し
の
所
も
あ
る
の
で
す
。
運
の
よ

い
日
は
黒
土
が
続
き
、
短
時
間
で
終
わ
り

ま
す
が
、
砂
利
だ
け
の
時
は
一
人
残
っ
て
作

業
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
や
が
て
誘

導
路
の
両
側
す
べ
て
に
蛸
壺
が
造
ら
れ
た
の

で
、
こ
の
仕
事
は
完
了
と
な
り
ま
し
た
。

で
一
つ
の
穴
を
担
当
し
、
一
人
が
砂
利
入
れ

係
、
残
り
が
運
搬
係
と
な
り
交
代
し
な
が

ら
作
業
に
あ
た
り
ま
す
。
運
搬
係
は
天
秤

棒
の
前
後
に
吊
し
た
モ
ッ
コ
の
中
に
砂
利
を

入
れ
て
も
ら
い
、
担
ぎ
上
げ
て
運
び
ま
す
。

最
初
の
頃
は
砂
利
が
重
く
て
肩
の
皮
が
す

り
む
け
、
砂
利
入
れ
係
に
「
あ
ま
り
入
れ

る
な
」
と
文
句
を
言
っ
た
も
の
で
し
た
。
と

こ
ろ
が
一
皮
む
け
た
頃
か
ら
次
第
に
肩
が

強
く
な
り
、
前
後
の
モ
ッ
コ
に
目
一
杯
の
砂

利
を
入
れ
て
貰
い
、
や
が
て
全
員
が
、
天

秤
棒
が
折
れ
そ
う
に
な
る
ほ
ど
の
量
を
運

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

穴
は
次
第
に
深
く
な
り
、
２
ｍ
く
ら
い

ま
で
に
な
る
と
地
表
ま
で
上
げ
る
の
が
困
難

と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
場
所
を
替
え
て

新
し
い
穴
を
掘
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
の

付
近
は
穴
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

砂
利
取
り
は
昭
和
二
十
年
に
入
っ
て
間

気
に
入
ら
な
い
と
出
て
い
っ
た
り
す
る
そ
う

だ
。
人
を
刺
す
こ
と
も
め
っ
た
に
な
い
大
人

し
い
性
格
と
い
う
。
取
っ
た
花
粉
を
両
足

に
丸
め
て
持
っ
て
帰
る
。
直
径
５
ミ
リ
く
ら

い
の
そ
の
花
粉
が
巣
箱
の
入
口
に
並
ん
で
い

て
、
中
の
幼
虫
が
そ
れ
を
食
べ
て
成
長
す

る
。
蜂
は
数
を
増
や
し
て
い
き
、
ま
た
中
が

一
杯
に
な
る
。
動
物
た
ち
の
居
場
所
が
狭
く

な
り
絶
滅
し
た
り
し
て
い
る
。
蜜
蜂
に
と
っ

て
も
安
全
な
暮
ら
し
が
で
き
る
よ
う
に
殺

虫
剤
を
使
わ
ず
採
蜜
用
の
花
を
咲
か
せ
る

よ
う
心
が
け
て
い
る
。

　

外
出
か
ら
帰
宅
す
る
と
、
ま
る
で
ペ
ッ
ト

の
よ
う
に
蜜
蜂
を
見
に
行
く
。
よ
し
よ
し

頑
張
っ
て
働
い
て
い
る
と
安
心
す
る
。
短
い

一
生
を
蜜
や
花
粉
を
集
め
て
ま
わ
る
。
元
気

に
毎
日
を
頑
張
る
蜂
た
ち
を
見
習
っ
て
勤
勉

で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

【
た
け
い
・
き
ょ
う
こ
／
人
吉
市
】

巣
を
飛
び
出
す
こ
と
で
あ
る
。
我
が
家
の
分

蜂
は
、
巣
箱
の
上
に
茂
っ
て
い
る
柿
の
木
の

枝
に
蜜
蜂
の
群
が
、袋
の
よ
う
に
ぶ
ら
下
が
っ

て
い
た
。
こ
の
群
を
別
の
巣
箱
に
入
れ
よ
う

と
試
み
た
が
難
し
く
、
ぐ
る
ぐ
る
回
り
な
が

ら
竜
巻
の
よ
う
に
飛
散
し
て
い
っ
た
。

　

あ
る
時
、
女
王
蜂
が
落
ち
着
い
て
い
る
と

こ
ろ
を
見
計
ら
っ
て
巣
箱
に
入
れ
る
こ
と
に

成
功
し
た
。
今
で
は
そ
ち
ら
の
集
団
も
朝

か
ら
夕
方
ま
で
よ
く
働
い
て
い
る
。
分
蜂
が

見
ら
れ
た
の
は
珍
し
い
こ
と
と
羨
ま
し
が
ら

れ
た
。

　

人
に
聞
い
た
り
、
本
で
調
べ
て
み
る
と

日
本
蜜
蜂
は
気
ま
ぐ
れ
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、

　

歳
月
人
を
待
た
ず
、
仕
事
を
辞
め
て
毎

日
が
日
曜
日
に
な
っ
て
十
三
年
、一
日
が
あ
っ

と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
う
。
今
日
は
何

を
し
た
か
と
思
い
出
せ
ば
大
し
た
こ
と
は
し

て
い
な
い
。
一
つ
二
つ
の
用
事
や
家
事
を
済

ま
せ
ば
一
日
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
人
間
は

怠
惰
で
あ
る
と
反
省
す
る
一
方
、
動
物
は
生

き
る
た
め
に
頑
張
っ
て
い
る
と

思
う
。

　

日
本
蜜
蜂
を
飼
い
は
じ
め

て
も
う
一
年
に
な
る
が
、
観

察
し
て
い
る
と
本
当
に
よ
く

働
く
。
夜
明
け
か
ら
巣
箱
を

出
て
、
夕
方
暗
く
な
る
ま
で
せ
っ
せ
と
蜜
や

花
粉
を
取
っ
て
い
る
。
昨
年
は
蜜
の
貯
え
が

少
な
か
っ
た
の
で
採
蜜
し
な
か
っ
た
か
ら
か
、

四
月
半
ば
に
分
蜂
が
何
回
か
起
こ
っ
た
。

　

分
蜂
と
は
、
群
れ
が
大
き
く
な
り
新
し

い
女
王
蜂
が
生
ま
れ
る
と
、
古
い
女
王
蜂

が
お
よ
そ
半
分
の
働
き
蜂
と
共
に
、
一
斉
に 蜜

蜂
さ
ん
へ 

　 

武
井
京
子
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そ
う
な
る
と
免
疫
が
下
が
り
、
体
力
の

低
下
で
感
染
症
に
か
か
り
や
す
く
な
る
。

さ
ら
に
は
、
ホ
ル
モ
ン
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩

し
た
り
、
腎
臓
病
を
引
き
起
こ
す
こ
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

低
胃
酸
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
の
不

具
合
の
原
因
、と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ぁ
、
胃
酸
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
し
ま

し
ょ
う
。

　

方
法
は
結
構
簡
単
で
す
。
ク
エ
ン
酸
を

こ
ま
め
に
摂
る
こ
と
で
す
。

　

私
が
お
勧
め
し
た
い
の
が
、
梅
酢
水
。

　

梅
酢
が
な
い
時
は
、
り
ん
ご
酢
・
黒
酢
・

レ
モ
ン
汁
な
ど
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

　

市
販
の
ド
リ
ン
ク
タ
イ
プ
の
も
の
で
は

な
く
、
各
酢
の
原
液
を
買
い
求
め
（
な
る

べ
く
添
加
物
の
入
っ
て
い
な
い
真
っ
当
な

食
材
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
）、
そ
れ
を
自

分
が
美
味
し
い
と
思
う
濃
さ
ま
で
水
で
薄

め
ま
す
。

　

そ
れ
を
食
事
と
一
緒
に
少
し
ず
つ
飲
み

ま
す
。

　

低
胃
酸
の
方
は
、
胃
が
す
っ
き
り
し
て

く
る
の
を
感
じ
る
か
と
思
い
ま
す
。
逆
に

酸
っ
ぱ
す
ぎ
て
美
味
し
く
な
い
と
感
じ
る

時
は
、
胃
酸
が
充
分
に
足
り
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

自
分
の
身
体
は
自
分
が
よ
く
知
っ
て
い

ま
す
。

　

自
分
の
身
体
と
対
話
し
な
が
ら
、
今
、

自
分
に
と
っ
て
必
要
か
必
要
で
な
い
か
を

見
極
め
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

【うらかわ・はるか／人吉市「さんぽ
カフェオーナー」】

　

夏
、
そ
う
め
ん
や
冷
や
や
っ
こ
な
ど
、

あ
っ
さ
り
し
た
も
の
を
食
べ
た
く
な
り
ま

す
ね
。

　

逆
に
焼
き
肉
や
に
ん
に
く
た
っ
ぷ
り
の

ス
タ
ミ
ナ
系
の
も
の
を
食
べ
た
く
な
る
時

も
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

そ
れ
は
、
身
体
が
自
動
的
に
胃
酸
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
し
て
い
る
の
で
す
。

　

毎
日
そ
う
め
ん
ば
か
り
食
べ
て
い
た

ら
、
栄
養
不
足
に
な
り
、
夏
バ
テ
し
て
し

ま
い
ま
す
。
か
と
い
っ
て
ガ
ッ
ツ
リ
し
た

も
の
は
喉
を
通
ら
な
い
。
と
い
う
と
き
は
、

「
消
化
力
」
つ
ま
り
、
胃
酸
の
分
泌
量
の

低
下
が
原
因
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

胃
酸
の
分
泌
が
低
下
す
る
と
、
本
来
、

胃
で
消
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
未
消
化
の

ま
ま
腸
に
運
ば
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
消
化
不
良
の
食
物
は
、
腸

　

６
月
22
日
に
夏
至
が
過
ぎ
、
本
格
的

な
夏
が
や
っ
て
き
ま
し
た
ね
。

　

今
日
は
夏
バ
テ
防
止
に
つ
な
が
る
話
題

を
書
い
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

で
栄
養
を
消
化
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
結
果
的
に
消
化
不
良
が
、
腸
内
環

境
も
悪
化
さ
せ
て
し
ま
う
原
因
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

　

胃
酸
の
分
泌
量
は
、
年
齢
と
共
に
低

下
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
日
常
か
ら
甘
い
物

や
糖
質
の
多
い
物
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
や

ビ
ー
ル
な
ど
冷
た
い
物
を
摂
っ
て
い
る
と
、

胃
腸
の
力
は
弱
ま
り
、
胃
酸
の
分
泌
量

は
ど
ん
ど
ん
低
下
し
て
い
き
ま
す
。

　

油
っ
こ
い
物
が
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
て

き
た
。
な
か
な
か
お
腹
が
空
か
な
い
。
食

後
に
げ
っ
ぷ
が
出
る
。
貧
血
気
味
で
疲
れ

や
す
い
―
な
ど
の
症
状
が
あ
る
方
は
、
胃

酸
の
分
泌
量
の
低
下
。
つ
ま
り「
低
胃
酸
」

に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
低

胃
酸
に
な
る
と
、
鉄
分
の
消
化
が
困
難

に
な
り
、
貧
血
や
鉄
欠
乏
に
な
り
ま
す
。

医食同源 ⑪

胃酸コン
トロール

食育を始めて 10 年

浦川春加
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田
植
え
準
備
の
真
っ
最
中
で
し
た
。
ト

ラ
ク
タ
ー
で
代し

ろ

明あ

け
し
て
い
た
時
、
携
帯

電
話
が
鳴
り
、
重
松
さ
ん
の
訃
報
を
知
り

ま
し
た
。

　

危
険
な
容
態
だ
と
聞
い
て
い
た
の
で
覚
悟

は
し
て
い
た
も
の
の
、
走
馬
燈
の
よ
う
に
思

い
出
が
蘇
り
ま
し
た
。
そ
し
て
あ
の
独
特

の
語
り
口
の
声
ま
で
も
耳
の
奥
で
響
き
ま
し

た
。
６
月
12
日
の
昼
の
こ
と
で
し
た
。

　

私
の
父
と
同
じ
昭
和
２
年
生
ま
れ
で
、

職
場
も
同
じ
国
鉄
。
組
合
は
、
父
は
動
労

で
重
松
さ
ん
は
国
労
と
違
っ
て
い
ま
し
た

が
、機
関
士
と
い
う
こ
と
で
は
同
じ
で
し
た
。

　

父
の
こ
と
も
思
い
出
し
な
が
ら
通
夜
、

告
別
式
と
最
後
の
お
別
れ
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
重
松
さ
ん
の
生

き
て
こ
ら
れ
た
軌
跡
が
凝
縮
さ
れ
て
い
ま
し

た
。「
こ
ん
な
一
生
も
あ
る
の
か
」
と
、
改

め
て
感
動
し
ま
し
た
。
ど
ん
な
時
に
も
笑

み
を
絶
や
す
こ
と
な
く
、
頑
と
し
て
自
分

の
信
じ
た
こ
と
を
曲
げ
ず
、
ま
る
で
ゆ
っ
く

り
と
し
た
雄
大
な
大
河
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
人
生
を
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
人
で
し
た
。

　

ダ
ム
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
頃
の
重

松
さ
ん
の
姿
を
改
め
て
思
い
出
し
ま
す
。

　

重
松
さ
ん
を
は
じ
め
、
湯
前
線
の
存
続

運
動
の
「
く
ま
が
わ
共
和
国
」
の
大
統
領

で
あ
り
、
そ
の
後
は
川
辺
川
ダ
ム
反
対
運

動
の
論
陣
を
張
ら
れ
、
ダ
ム
建
設
反
対
運

動
の
先
頭
に
立
た
れ
た
池
井
良
暢
先
生
。

多
目
的
ダ
ム
法
を
知
り
尽
く
し
「
ダ
ム
は

治
水
ば
か
り
で
は
止
ま
ら
ん
。
農
業
利
水

問
題
が
核
心
で
あ
り
、
裁
判
で
法
廷
闘
争

す
る
こ
と
こ
そ
大
事
。
負
け
る
理
由
は
な

か
」
と
主
張
さ
れ
続
け
た
川
辺
川
利
水
訴

訟
原
告
団
団
長
の
梅
山
究ふ

か
しさ
ん
。
人
吉
市

民
の
ダ
ム
反
対
の
意
志
を
問
う
た
住
民
投

票
を
求
め
る
会
会
長
の
工
藤
益
雄
さ
ん
。

こ
れ
ら
の
人
々
と
共
に
、
ま
だ
ま
だ
た
く

さ
ん
の
人
た
ち
の
こ
と
も
思
い
出
し
ま
す
。

　

私
が
ダ
ム
の
本
質
を
知
っ
た
の
は
、
久
留

米
第
一
法
律
事
務
所
の
馬ま

な

き
奈
木
昭
雄
先
生

川辺川ダム建設反対活動
に奔走した重松隆敏さん

重
松
隆
敏
さ
ん
を
偲
ぶ

東　

慶
治
郎

を
講
師
に
招
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
時
で

し
た
。
こ
の
時
か
ら
利
水
と
治
水
の
運
動

が
連
動
し
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

主
催
者
、
梅
山
さ
ん
を
中
心
と
し
た
相

良
村
の
人
々
、
そ
の
時
参
加
を
呼
び
か
け

た
の
は
重
松
さ
ん
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
県

主
催
の
「
住
民
討
論
集
会
」、
漁
業
権
売
却

の
是
非
を
問
う
球
磨
川
漁
協
の
総
会
で
の

1/3
の
攻
防
。
後
に
首
相
に
な
る
民
主
党
の

菅
直
人
氏
や
鳩
山
由
紀
夫
氏
を
迎
え
て
の

集
会
、
川
辺
川
河
川
敷
で
の
現
地
学
習
会

で
の
交
流
。
福
岡
・
熊
本
で
の
裁
判
所
通
い
、

川
辺
川
利
水
全
対
象
農
家
、
約
４
０
０
０

戸
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
訪
問
。
ダ
ム
の
な
い
清

流
で
有
名
な
高
知
県
の
四
万
十
川
、
室む

ろ
は
ら原

知と
も
ゆ
き幸

さ
ん
が
反
対
闘
争
を
繰
り
広
げ
て
い

る
松
原
ダ
ム
、
下
筌
ダ
ム
へ
も
視
察
に
行

き
ま
し
た
ね
。

　

資
料
づ
く
り
で
は
「
週
刊
ひ
と
よ
し
」
の

伊
㔟
戸
明
さ
ん
が
目
を
白
黒
さ
せ
な
が
ら

協
力
さ
れ
て
い
た
姿
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

　

特
に
昭
和
40
年
の
人
吉
最
大
の
水
害
の

資
料
を
基
に
、
水
害
の
原
因
は
市
房
ダ
ム

の
放
流
に
あ
る
と
、
訥と

つ
と
つ々

と
語
ら
れ
る
姿
。

重
松
さ
ん
が
撮
影
さ
れ
た
大
橋
の
欄
干
を

濁
流
が
乗
り
越
え
て
い
る
写
真
は
圧
巻
で

し
た
。
そ
の
経
験
か
ら
語
ら
れ
る
話
に
は

説
得
力
が
あ
り
、
そ
れ
は
人
吉
市
議
会
議

員
だ
っ
た
頃
、
ダ
ム
対
策
特
別
委
員
と
し

て
調
査
を
さ
れ
た
時
の
裏
付
け
が
あ
っ
た
か

ら
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

運
動
中
、
ご
子
息
が
旅
立
た
れ
た
時
の

悲
し
み
は
、
奥
様
も
い
か
ば
か
り
だ
っ
た
か

と
思
う
と
胸
が
張
り
裂
け
そ
う
に
な
り
ま

す
。
町
内
会
長
と
し
て
も
長
き
に
わ
た
り

活
躍
さ
れ
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
書
く
こ
と

は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
今
は
た
だ
、
ご

冥
福
を
お
祈
り
す
る
の
み
で
す
。

　

川
辺
川
ダ
ム
建
設
阻
止
運
動
の
た
め
に

身
を
粉
に
さ
れ
た
人
々
が
多
く
そ
ち
ら
へ

旅
立
た
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
ダ
ム
論
議

を
さ
れ
て
お
ら
れ
る
か
と
推
察
い
た
し
ま

す
。
川
辺
川
・
球
磨
川
の
清
流
が
守
ら
れ

た
の
は
、
間
違
い
な
く
運
動
の
最
大
の
成

果
だ
と
思
い
ま
す
。

　

蒲
島
知
事
が
宣
言
さ
れ
た
「
宝
の
川
・

球
磨
川
」
は
残
り
ま
し
た
。
し
か
し
ダ
ム

が
な
か
っ
た
頃
の
清
流
に
は
程
遠
い
と
思
い

ま
す
。
重
松
さ
ん
が
子
ど
も
の
頃
に
遊
ん

だ
球
磨
川
は
ど
ん
な
に
美
し
く
か
っ
た
か
を

想
像
す
る
の
み
で
す
。

　

川
で
遊
ぶ
重
松
さ
ん
の
足
に
、
子
鮎
が
足

を
つ
つ
い
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ

ん
な
川
が
再
生
す
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
筆
を

置
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
ひ
が
し
・
け
い
じ
ろ
う
／
農
業
、
人
吉
市
】
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コ
ー
ル
、
そ
れ
で
エ
チ
く
ら
っ
た
班
長
さ
ん

が
、
配
給
権
を
カ
サ
に
威
張
り
ま
く
っ
て
い

る
。
初
め
黙
っ
て
我
慢
し
て
い
た
復
員
兵
の

青
年
。
元
を
正
せ
ば
特
攻
隊
員
、や
が
て「
う

な
ー
」
と
、
見
事
に
受
け
て
立
ち
上
っ
た
。

　

こ
の
後
は
、
♪
む
か
し
サ
ム
ラ
イ
さ
ん
は

本
気
に
な
っ
て
チ
ャ
ン
バ
ラ
し
た

　

今
じ
ゃ
オ
ナ
ゴ
が
芝
居
で
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン

バ
ラ
バ
ラ
、
そ
う
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
合
わ
せ
て

箒
と
物
差
し
で
丁
丁
発
止
。
シ
ケ
た
常
会
の

余
興
と
し
て
は
ま
あ
ま
あ
の
出
し
物
と
な
っ

た
。

　

〇
そ
の
語
源
は

　

チ
ャ
ボ
の
喧
嘩
も
シ
ャ
モ
の
デ
ス
マ
ッ
チ

も
、
先
ず
初
め
は
口
喧
嘩
で
〝
口
火
〟
を
切

る
。
そ
の
常
套
句
が
「
お
ど
り
ゃ
ー
」「
う

な
ー
」「
わ
が
の
」、や
や
都
会
風
に
な
る
と
、

「
お
ん
ど
り
ゃ
ー
」
も
。

　

し
か
し
い
ず
れ
も
そ
の
〝
語
源
〟
は
、「
お

の
れ
は
」「
お
前
は
」
で
あ
る
。「
わ
ー
り
ゃ

打
ち
く
っ
か
や
ー
て
く
る
っ
ぞ
」
の
時
の
わ

り
ゃ
ー
も
、
わ
れ
（
お
前
）
は
で
あ
る
。
つ

ま
り
ワ
ル
の
原
因
者
は
お
前
だ
と
決
め
付
け

る
文
言
か
ら
茶
番
劇
は
始
ま
る
。

　

ち
な
み
に
お
隣
の
熊
本
へ
ん
で
も
、「
ジ
ン

な
、
い
ま
さ
っ
き
俺
ぇ
ナ
ン
て
ち
言
う
た
や

ナ
ン
て
ち
」
と
か
、「
ン
シ
ゃ
太
て
ぇ
つ
ら
し

て
、
打
た
る
る
ぼ
う
」
な
ど
で
始
ま
る
が
、

ジ
ン
は
自
分
（
お
前
）
の
省
略
形
、
ン
シ
ゃ

は
主
ゃ
で
、
こ
れ
も
お
前
の
意
。

　

さ
て
こ
れ
に
続
い
て
、
相
手
の
闘
争
心
を

沸
き
た
た
せ
て
く
れ
る
文
句
が
、「
打
ち
な

わ
き
ゃ
て
く
る
っ
ぞ
」「
打
っ
た
た
き
し
ィ
で

く
る
る
」。
さ
ら
に
刺
激
が
必
要
と
な
っ
て
く

れ
ば
、「
う
ち
殺
す
」
と
い
う
〝
汚
辞
醜
句
〟

の
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
が
発
射
さ
れ
る
。

　
「
お
ど
り
ゃ
ー
、
う
ち
殺
し
き
れ
ば
う
ち

殺
せ
。
な
ん
ば
使
う
て
う
ち
殺
す
と
や
、
鎌

で
や
鉈
で
や
。
そ
い
ど
ん
、
わ
い
ぎ
ゃ
の
切

れ
も
ん
な
、一
そ
と
め
サ
ビ
く
れ
ば
か
い
じ
ゃ

ろ
で
、
ゆ
う
研
ぇ
で
か
ら
に
せ
ん
ば
ん
ぞ
。

半
端
切
れ
は
痛
と
し
て
ぬ
さ
ん
で
」

　
「
わ
が
の
、
ほ
ん
と
か
ら
う
ち
殺
さ
り
ゅ

ぐ
た
っ
と
や
、
ほ
ん
と
か
ら
。
お
が
本
気
ィ

し
な
れ
ば
、ほ
ん
と
か
ら
う
ち
殺
す
と
じ
ゃ
っ

で
に
ゃ
。
そ
ん
時
ィ
し
な
っ
て
か
ら
、
頼
む
で

こ
ら
え
て
く
れ
ろ
の
な
ん
の
言
う
ち
ゃ
な
ら

ん
ぞ
。
ほ
ん
と
ん
う
ち
殺
す
ぞ
」

　
「
そ
ん
な
い
ば
、
わ
い
と
別
れ
の
サ
カ
ツ
キ

ど
も
し
て
み
ゅ
う
か
じ
ゃ
ら
。
も
う
、
喧
嘩

相
手
も
お
ら
ん
め
し
な
っ
と
じ
ゃ
っ
で
、
と

ぜ
ん
な
か
っ
ど
が
」

　
「
す
ぎ
ゃ
言
え
ば
す
ぎ
ゃ
、
今
か
ら
飲
み

な
お
そ
や
。
う
ち
殺
す
た
そ
っ
か
ら
先
た

い
、
あ
は
は
は
」

【
ま
え
だ
・
か
ず
ひ
ろ
／
人
吉
市
】

　

そ
こ
で
マ
サ
カ
の
時
、
直
ち
に
迫
力
満
点

の
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
か
つ
て
の
名
場
面

を
再
現
し
て
、
来
た
る
ベ
き
非
常
事
態
に
備

え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

〇
お
ど
り
ゃ
ー

　
「
お
ー
ど
り
ゃ
ー
、
わ
が
の
お
が
サ
カ
ツ
キ

よ
ば
受
け
取
ら
ん
て
や
、
お
が
サ
カ
ツ
キ
よ

ば
。
あ
ー
、
一
体
全
体
お
っ
よ
ば
だ
っ
て
思

と
っ
と
や
だ
っ
て
。
お
ら
豊
田
真
由
子
様
、

じ
ゃ
な
か
っ
た
、
こ
ん
隣
保
班
の
班
長
さ
ん

ぞ
班
長
様
。こ
こ
じ
ゃ
一
番
え
ら
か
と
ざ
い
。

今
度
カ
ラ
イ
モ
や
ら
麦
の
配
給
の
あ
っ
た
っ

ち
ゃ
、
わ
い
ぎ
ゃ
に
ゃ
半
分
し
き
ゃ
回
さ
ん

で
、い
ん
ま
み
と
れ
。
わ
い
ど
ん
が
お
陰
で
、

今
度
の
戦
争
に
も
き
ゃ
負
け
た
と
ぞ
、
特
攻

く
ず
れ
げ
ど
が
」

　

終
戦
直
後
の
話
で
あ
る
。
高
ン
原
の
海
軍

航
空
隊
跡
か
ら
ク
ス
ね
て
き
た
メ
チ
ル
ア
ル

な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
対
人
関
係
が
隙
間
だ

ら
け
に
な
っ
て
き
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。

　

ま
あ
、
い
ず
れ
に
し
ろ
喧
嘩
口
論
が
少
な

く
り
、
お
だ
や
か
に
な
っ
た
の
は
結
構
な
こ

と
で
は
あ
る
。

　

し
か
し
い
つ
ま
た
ナ
ン
ど
き
、
世
ん
中
が

ひ
っ
く
っ
返
や
っ
て
、
人
を
罵
倒
し
た
り
恫

喝
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
が
来

な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ
う
な
っ
た
場
合
、

「
あ
な
た
ぶ
つ
わ
よ
」
で
は
、
い
か
に
も

迫
力
に
欠
け
、
生
煮
え
の
状
態
で
喧
嘩
が
終

わ
っ
て
し
ま
い
、
さ
ぞ
か
し
後
味
が
悪
か
ろ

う
。

〇
お
ま
い

　

金
持
ち
喧
嘩
せ
ず
、
と
い
う
諺
が
あ
る
。

ホ
ト
ク
ラ
（
ふ
と
こ
ろ
）
が
豊
か
だ
と
、
心

も
ゆ
っ
た
り
と
し
て
少
々
の
事
で
は
腹
が
立

た
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
ハ
ン
グ
リ
ー

マ
ン　

イ
ズ　

ア
ン
グ
リ
ー
マ
ン
」
と
い
う

の
も
あ
る
。
学
校
で
は
四
時
間
目
の
よ
う

に
、
腹
ペ
コ
の
時
が
喧
嘩
が
起
き
や
す
い
の

だ
。

　

と
こ
ろ
が
近
来
は
、
声
を
荒
げ
て
相
手
と

ノ
ノ
し
り
合
っ
た
り
、
殴
っ
た
り
掴
み
あ
う

よ
う
な
姿
は
、
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
く
な
っ

た
。
世
ん
中
に
ゆ
と
り
が
で
き
て
き
た
か
ら

方
言
を
味
わ
う
⑬

あ
あ
懐
か
し
の
喧
嘩
こ
と
ば　 

前
田
一
洋
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ね
。
妹
２
人
と
弟
が
生
ま
れ
、

６
人
の
子
供
を
育
て
て
く
れ
た

母
ち
ゃ
ん
。

　

母
ち
ゃ
ん
は
寝
た
っ
き
り
の
父

ち
ゃ
ん
の
世
話
も
16
年
間
し
て

く
れ
た
ね
。
苦
労
続
き
の
母
ち
ゃ

ん
だ
っ
た
。
母
ち
ゃ
ん
が
作
っ
て

く
れ
た
遠
足
の
弁
当
、
米
ん
飯

の
に
ぎ
ん
め
し
と
、
天
ぷ
ら
の

煮
た
の
と
、
漬
け
も
ん
を
、
竹

ん
皮
に
包
ん
で
く
れ
た
ね
。
本

当
に
う
ま
か
っ
た
ば
い
。
母
ち
ゃ

ん
の
ま
ぜ
飯
は
今
で
も
受
け
継

い
で
作
っ
と
る
ば
い
。

　

私
が
衣
装
を
つ
け
て
踊
っ
て
見

せ
る
と
声
出
し
て
笑
っ
て
、「
わ

や
良
か
た
い
、
人
の
喜
ぶ
事
ば

し
て
さ
い
く
で
。
わ
い
ば
育
て

と
っ
て
良
か
っ
た
。
わ
い
が
お
っ

　
「
弔
辞

　

母
ち
ゃ
ん
、
や
っ
と
ゆ
っ
く

り
体
を
休
め
る
日
が
来
ま
し
た

ね
。
私
の
母
が
亡
く
な
り
１
歳

１
ヶ
月
の
私
を
育
て
る
た
め
に
、

嫁
に
来
て
く
れ
た
母
ち
ゃ
ん
。

小
３
の
姉
、
小
１
の
兄
。
27
歳

の
若
さ
で
、
い
っ
ぺ
ん
に
３
人

の
母
と
な
っ
た
母
ち
ゃ
ん
だ
っ
た

上杉芳野の「あがっ段」⑭

母ちゃんは、母ちゃん

て
く
る
っ
で
良
か
あ
～
！
」
と

言
っ
て
く
れ
た
ね
。
血
は
繋
が
っ

て
な
か
っ
た
け
ど
、
少
し
ず
つ
本

当
の
親
子
に
な
っ
て
い
き
、
と
て

も
嬉
し
か
っ
た
ば
い
。
母
ち
ゃ
ん

が
育
て
て
く
れ
た
お
陰
で
、
今

の
私
が
あ
り
ま
す
。
母
ち
ゃ
ん

が
喜
ん
で
く
れ
た
歌
や
踊
り
で

周
り
の
人
達
を
、
楽
し
く
し
て

い
き
ま
す
。
も
う
手
を
真
っ
黒

に
し
て
働
か
ん
で
良
か
で
、
ゆ
っ

く
り
眠
っ
て
下
さ
い
。
母
ち
ゃ
ん

今
ま
で
育
て
て
く
れ
て
あ
り
が

と
う
ね
。
感
謝
、
感
謝
で
一
杯

で
す
。　
　
　
　
　
　
　

芳
野
」

　

先
月
号
か
ら
「
亡
く
な
っ
た

方
々
を
思
い
出
し
、
話
を
し
て

あ
げ
る
事
も
そ
の
人
の
供
養
に

若かりし日の父ちゃんと母ちゃん

な
る
」
と
聞
き
、
思
い
出
に
残
っ

て
い
る
人
達
の
事
を
書
き
始
め

た
ば
か
り
な
の
に
、
ま
さ
か
我

が
親
の
事
を
書
く
事
に
な
る
な

ん
て
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
こ

う
し
て
母
ち
ゃ
ん
の
事
を
思
い

出
し
書
く
事
が
供
養
に
な
る
と

思
っ
て
書
く
こ
と
に
し
た
。

　

先
月
６
月
９
日
（
金
）、
私

は
一
人
暮
ら
し
の
育
て
の
親
の

所
に
、
鍋
に
入
れ
た
肉
う
ど
ん

や
、
煮
し
め
を
作
っ
て
持
っ
て

い
っ
た
。
縁
側
で

横
に
な
っ
て
い
る
母

ち
ゃ
ん
に
「
母
ち
ゃ

ん
、
お
か
ず
持
っ

て
来
た
で
食
い
な

い
よ
。
又
明
日
来
っ

で
な
」
と
言
う
と

「
ま
た
持
っ
て
来

て
く
れ
た
や
、
あ

り
が
と
う
ね
、
す

ん
ま
せ
ん
な
ァ
ー
」

と
言
っ
た
。
そ
の

時
は
普
通
の
会
話

だ
っ
た
の
で
、
気
に
も
と
め
な

か
っ
た
。
そ
の
次
の
日
、
正
午

過
ぎ
に
お
か
ず
を
持
っ
て
行
く

と
、
昨
日
の
ま
ま
で
縁
側
に
横

に
な
っ
た
ま
ん
ま
、
昨
日
の
お
か

ず
も
食
べ
ず
に
残
っ
て
い
た
。

　
「
母
ち
ゃ
ん
、
母
ち
ゃ
ん
」
と

手
で
ゆ
さ
ぶ
る
と
「
う
～
ん
」

と
声
が
出
た
。「
良
か
っ
た
生
き

と
い
や
る
」
と
一
人
言
い
な
が
ら

兄
に
電
話
し
た
。

　
「
兄
ち
ゃ
ん
、
い
ま
母
ち
ゃ
ん

の
ぐ
っ
た
り
し
と
い
や
る
」。
そ

こ
に
私
の
主
人
が
早
く
来
て
く

れ
た
の
で
、
救
急
車
で
公
立
病

院
ま
で
運
ん
で
く
れ
た
が
、
そ

れ
か
ら
４
日
後
に
亡
く
な
っ
た
。

　

入
院
し
て
い
る
４
日
間
は
風

呂
に
入
れ
て
も
ら
い
、
髪
の
毛

も
洗
っ
て
、
伸
び
す
ぎ
た
髪
も

切
っ
て
も
ら
っ
た
。
私
の
娘
の

夢む

つ

み

都
美
が
看
護
師
な
の
で
、
綺

麗
に
化
粧
し
て
や
り
、
か
わ
い
い

母
ち
ゃ
ん
の
旅
立
ち
と
な
っ
た
。

冬
は
コ
タ
ツ
も
暖
房
も
し
な
い

で
、
夏
は
扇
風
機
も
ク
ー
ラ
ー

も
か
け
な
い
で
、
93
歳
ま
で
生

き
続
け
た
。
孫
の
夢
都
美
し
が

「
世
の
中
が
亡
び
て
も
一
人
で
も

生
き
と
い
や
る
」
と
言
っ
て
い
た

が
、「
や
っ
ぱ
り
ば
あ
ち
ゃ
ん
も

死
ん
だ
ん
ね
ェ
ー
」
と
涙
し
て
い

た
。　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌

【
う
え
す
ぎ
・
よ
し
の
／
８
月
11

日
に
開
催
決
定
！　

東
日
本
・
熊

本
大
震
災
チ
ャ
リ
テ
ィ
シ
ョ
ー
座
長

（
67
歳
）、
あ
さ
ぎ
り
町
】

私のする事を喜んでくれていた母ちゃんと（平成 21 年撮影）
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現
代
に
も
通
じ
る「
熱
い
想
い
」

︱
︱
81
年
ぶ
り
の
エ
ン
ブ
リ
ー
さ
ん

あ
さ
ぎ
り
町
須
恵
　 

遠
山
幸
穂

福
田
家
で
は
カ
ミ
タ
テ
祝
い
が
行
わ
れ
て

い
た
。

　

３
月
14
日
に
生
ま
れ
た
新
生
児
の
名

前
を
決
め
る
行
事
で
あ
る
。
赤
ち
ゃ
ん
は

８
番
目
に
生
ま
れ
た
女

の
子
。
２
歳
年
上
の

兄
だ
け
が
男
の
子
と
い

う
８
人
兄
妹
の
末
っ
子

だ
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
末
っ
子

だ
っ
た
兄
の
名
前
が

「
末す

え
か
つ且

」
か
ら
連
想
さ

れ
る
こ
と
は
、
要
す
る

　

81
年
前
、
エ
ン
ブ
リ
ー
夫
妻
が
農
村
の

暮
ら
し
を
研
究
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
か

ら
須
恵
村
に
移
り
住
ん
で
半
年
が
過
ぎ

た
昭
和
11
年
３
月
末
、
湯ゆ

のノ
原は

る

地
区
の

に
そ
の
下
に
再
び
女
の
子
が
誕
生
す
る
こ

と
を
両
親
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
可
能

性
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
エ
ン
ブ
リ
ー
さ
ん
に
と
っ
て
、

そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
。
産

湯
か
ら
や
さ
し
く
抱
き
上
げ
ら
れ
、
助

産
師
の
腕
の
中
で
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に

眠
っ
て
い
る
赤
ち
ゃ
ん（
写
真
）の
名
前
が
、

い
っ
た
い
ど
ん
な
手
順
で
決
ま
る
の
か
に

興
味
が
あ
っ
た
。
た
ぶ
ん
…
。

　

や
が
て
、
お
祝
い
に
集
ま
っ
た
親
戚
や

近
所
の
人
た
ち
は
、
５
×
３
セ
ン
チ
四

方
ほ
ど
に
切
ら
れ
た
障
子
紙
に
各
々
思
い

つ
い
た
名
前
を
書
き
込
み
、
小
さ
く
丸
め

て
底
の
浅
い
陶
器
の
鉢
の
中
へ
。

　

そ
れ
を
戸
主
の
持
つ
数
珠
が
鉢
の
中
を

ぐ
る
ぐ
る
と
数
回
掻
き
ま
わ
し
、
タ
イ
ミ

ン
グ
を
見
計
ら
っ
て
ゆ
っ
く
り
引
き
上
げ

る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
数
珠
の
房
の
下

『日本の村・須恵村』より。
桶の中の赤ちゃん、実は……。

エンブリー夫妻が居住していた須恵の覚井地区（現在）

に
丸
め
ら
れ
た
紙
が
一
個
絡
み
付
い
て
い

る
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
紙
に
書
か
れ
て
い
た
名
前
は
「
ハ

ル
カ
」。「
春
香
」
で
も
「
遙
」
で
も
な

く
た
だ
カ
タ
カ
ナ
を
並
べ
た
「
ハ
ル
カ
」

な
の
で
あ
る
。
今
風
の
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム

の
よ
う
な
華
や
か
さ
は
ど
こ
に
も
な
く
シ

ン
プ
ル
過
ぎ
る
く
ら
い
シ
ン
プ
ル
。

　

こ
の
よ
う
な
手
順
で
命
名
の
祝
い
が
行

わ
れ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

実
は
そ
の
赤
ち
ゃ
ん
こ
そ
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
私
の
母
親
な
の
で
あ
る
。
現
在
81
歳
。

認
知
症
の
症
状
が
見
え
隠
れ
し
始
め
た

も
の
の
当
然
、
母
は
自
分
の
産
湯
の
様

子
が
エ
ン
ブ
リ
ー
さ
ん
の
カ
メ
ラ
に
収
め

ら
れ
た
こ
と
な
ど
覚
え
て
い
る
は
ず
も
な

い
。『
日
本
の
村
・
須
恵
村
』
が
出
版
さ

れ
て
か
ら
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
、「
お
前
の

写
真
が
本
に
載
っ
と
る
げ
な
ば
い
」
と
家

族
か
ら
聞
か
さ
れ
た
ら
し
い
。

　

私
が
エ
ン
ブ
リ
ー
さ
ん
の
本
に
初
め
て

出
会
っ
た
の
は
48
年
前
、
中
学
２
年
生
の

時
だ
っ
た
。
出
会
っ
た
と
い
う
よ
り
見
か

け
た
と
い
う
方
が
正
確
だ
が
、

当
時
、
須
恵
村
立
須
恵
中
学

校
の
校
長
室
の
ガ
ラ
ス
の
扉

の
付
い
た
本
棚
に
そ
の
本
は

あ
っ
た
。
担
任
の
先
生
の
用

事
で
同
級
生
３
人
と
校
長
室

を
訪
れ
た
際
、
ふ
と
本
棚
の

最
上
段
に
目
を
や
る
と
背
表
紙
の
『
日
本

の
村
落
社
会
・
須
恵
村
』
の
文
字
が
く
っ

き
り
と
読
み
取
れ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

　

今
年
２
月
、
そ
の
エ
ン
ブ
リ
ー
夫
妻
の

足
跡
を
81
年
ぶ
り
に
た
ど
っ
た
「
忘
れ
ら

れ
た
人
類
学
者
（
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
）」

（
忘
羊
社
）
が
出
版
さ
れ
た
。
筆
者
・

田
中
一
彦
さ
ん
の
３
年
以
上
に
わ
た
る
綿

『日本の村　須恵村』
ジョン・Ｆ・エンブリー

植村元覚（訳）
日本経済評論社（1978 年）
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域
に
育
て
ら
れ
た
も
の
の
、「
か
ち
ゃ
あ
」

は
日
頃
か
ら
頻
繁
に
耳
に
す
る
単
語
で
は

な
か
っ
た
。
自
分
で
は
「
加か

た
る
」（
く

わ
わ
る
）、「
加か

て
る
」（
く
わ
え
る
）
が

球
磨
弁
風
に
な
ま
っ
た
も
の
だ
と
思
っ
て

い
た
。
そ
の
「
共
同
」
は
昔
と
違
っ
て
複

雑
に
多
様
性
を
含
み
な
が
ら
も
、
形
を

変
え
つ
つ
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
四

季
折
々
の
催
事
等
は
少
な
く
な
い
。

　
『
日
本
の
村
・
須
恵
村
』
は
、
我
々
に

何
を
伝
え
、
訴
え
た
か
っ
た
の
か
。
81
年

ぶ
り
に
夫
妻
の
研
究
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て

た
「
忘
れ
ら
れ
た
人
類
学
者
」
は
、
改

め
て
そ
れ
を
分
か
り
や
す
く
説
き
、
現

代
の
地
域
づ
く
り
に
つ
な
が
る
ヒ
ン
ト
を

示
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

【
と
お
や
ま
・
さ
ち
ほ
／
球
磨
郡
あ
さ
ぎ
り
町
】

核
と
な
っ
て
い
た「
か
ち
ゃ
あ
」「
は
じ
あ
い
」

（
共
同
あ
る
い
は
協
同
）
へ
対
す
る
人
々

の
心
に
、
エ
ン
ブ
リ
ー
夫
妻
は
特
別
深
い

関
心
を
持
っ
て
接
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
須
恵
村
を
中
心
と
し
た
周
辺

町
村
と
夫
妻
の
交
流
、
日
本
に
渡
っ
て
く

る
前
の
２
人
の
出
会
い
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
、

帰
国
し
て
か
ら
さ
ら
に
高
ま
っ
た
と
思
わ

れ
る
須
恵
村
へ
の
熱
い
想
い
な
ど
も
つ
づ

ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
筆
者
が
渡
米
し

て
夫
妻
の
足
跡
を
丹
念

に
追
い
、
膨
大
で
貴
重

な
自
筆
資
料
に
基
づ
い

た
内
容
は
、
知
ら
れ

ざ
る
エ
ン
ブ
リ
ー
夫
妻

の
人
間
像
に
も
迫
っ
て

い
る
。

　

須
恵
で
生
ま
れ
地

密
な
取
材
に
よ
っ
て
、
エ
ン
ブ
リ
ー
夫
妻

の
須
恵
村
に
対
す
る
深
い
情
愛
は
も
ち
ろ

ん
、
日
本
の
農
村
を
研
究
す
る
対
象
と

し
て
な
ぜ
須
恵
村
が
選
ば
れ
た
の
か
、
１

年
間
の
研
究
成
果
に
対
す
る
学
会
か
ら

の
高
い
評
価
、
は
た
ま
た
夫
妻
の
運
命

的
な
出
会
い
ま
で
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
深

く
掘
り
下
げ
ら
れ
た
内
容
に
は
、
ま
さ
に

目
か
ら
ウ
ロ
コ
で
あ
る
。

　

な
か
で
も
、
集
落
（
地
域
）
を
形
成

し
日
々
の
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
く
上
で
、

忘れられた人類学者（ジャパノロジスト）
〜エンブリー夫妻が見た〈日本の村〉

田中一彦・著
忘羊社（2017 年２月17日）

─ 都議選で自民惨敗 23 議席へ。内閣支持率急落 ─
今回は森友・加計問題などの国政私物化や共謀罪、安保法などの
強行採決への不満。改憲をせまる安倍自公政権に対する怒りの表れ。

　「versus（バーサス）、（２者の対抗を示す）～対～（V.VS．と略す）」は、ラテ
ン語「versus（ウェルスス）、転じた・回転した」が「…に対して」の意で借用さ
れたものです。これはラテン語の動詞「vertere（ウェルテレ）、転じる・回転する」
の過去分詞形ですが、この動詞からは２つの名詞形が生まれました。
　１つは「詩の一行・詩節」の意で使われている verse（バース）です。vertere（転
じる・回転する）から詩行の意が生まれた訳は、鋤で畑を耕して畝を一列ずつ作っ
てゆくことへの連想からと考えられています。
　verse に「再び」を表す接頭辞「re －」がついた reverse（リバース）は、「再
び転じる」の原義から「逆の・反対の・裏返し」などの意でスポーツや機械の操
作に使われます。
　もう一つの名詞形は「version（バージョン）」で、「あるものを別の形に変えた」
の原義から「異説・翻訳・…版」などの意で使われます。
　DVD「Digital　Versatile　Disk」の「versatile（バーサタイル）、なんにでも向
く・用途が多い・反転性の」も同系のことばです。

外来語から学ぶ英単語 （16）…… 藤原　宏

バーサス・バース・リバース・バージョン・ディー・ブイ・ディー
versus      verse     reverse　    version　　        ＤＶＤ

（382）
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・
日
本
の
国
土
、
人
吉
球
磨
の
地
に
は
木
造
が
良
い
が
、
コ
ス
ト
面

で
市
民
負
担
が
大
に
な
る
の
が
気
に
な
る

・
木
造
は
日
本
の
伝
統
文
化
の
源
で
あ
り
、
日
本
の
誇
り
で
あ
る

・
伊
勢
神
宮
の
よ
う
に
世
界
最
高
の
建
築
は
木
造
で
あ
る

・
木
造
は
環
境
に
や
さ
し
く
、
廃
材
も
再
利
用
出
来
る

・
基
本
計
画
の
段
階
で
人
吉
の
歴
史
と
現
状
（
財
政
・
建
設
コ
ス
ト
）、

未
来
展
望
を
行
政
と
市
民
が
相
互
理
解
し
て
、
市
庁
舎
の
基
本

を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る

・
木
造
か
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
の
二
者
択
一
は
費
用
や
保
守
、
維
持
費
、

運
用
の
火
種
に
な
る

・
木
材
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
よ
り
地
球
温
暖
化
対
策
の
面
で
も
優
れ
て
い
る

　

等
々
、
様
々
な
ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
皆
様

に
お
伝
え
し
て
、
ご
意
見
を
頂
い
た
皆
様
方
へ
の
御
礼
に
も
代
え
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

本
格
木
造
市
庁
舎
・
要
望
書
提
出
の
そ
の
後

 

「
後
世
に
誇
れ
る
木
造
新
市
庁
舎
を
創
る
会
」
代
表
　 

松
本
晉
一

　

遅
め
の
梅
雨
に
映
え
る
新
緑
も
、
日
々
濃
さ
を
増
す
今
日
こ
の
頃

で
す
が
、
皆
様
に
は
お
元
気
に
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
今

回
は
５
月
12
日
、
人
吉
市
長
及
び
市
議
会
へ
の
要
望
書
提
出
の
そ
の

後
に
つ
い
て
、
そ
の
経
過
と
現
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。（
平
成
29
年

７
月
３
日
）

１
、
新
市
庁
舎
建
築
方
法
へ
の
意
見
（
要
望
書
提
出
以
前
）

　

本
年
４
月
、当
会
は
「
後
世
に
誇
れ
る
木
造
人
吉
新
市
庁
舎
を
！
」

と
し
て
こ
の
会
を
立
ち
上
げ
、「
新
し
い
人
吉
市
役
所
の
建
築
方
法
に

つ
い
て
、
あ
な
た
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
」
と
題
す
る
意
見

欄
を
独
自
に
設
け
、
多
く
の
市
民
と
関
係
者
に
意
見
を
求
め
、
次
の

ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。

・
人
吉
球
磨
の
七
百
年
の
伝
統
に
相
応
し
い
の
は
木
造
の
市
庁
舎

・
人
吉
の
自
然
、
球
磨
川
、
お
城
に
調
和
す
る
の
は
木
造
で
あ
る

・
地
震
に
強
い
の
は
、
揺
れ
て
も
簡
単
に
倒
れ
な
い
木
造
が
良
い

２
、
人
吉
市
の
要
望
書
へ
の
回
答
と
説
明
会
（
６
月
23
日
）

　

当
会
の
要
望
書
「
木
造
新
市
庁
舎
は
地
域
創
生
の
光
！
」（
本
誌

６
月
号
70
～
71
頁
掲
載
）
へ
の
人
吉
市
の
回
答
（
６
月
22
日
文
面
）

と
口
頭
説
明
は
以
下
の
通
り
で
す
（
現
時
点
で
は
市
議
会
か
ら
の
回

答
は
あ
り
ま
せ
ん
）。
こ
の
市
側
の
要
望
書
へ
の
回
答
を
も
ら
う
２
週

前
、
６
月
７
日
の
各
新
聞
紙
上
に
は
木
造
で
は
な
く
「
新
市
庁
舎
は

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
（
Ｒ
Ｃ
造
）」
と
い
う
市
庁
舎
建
設
特
別

委
員
会
の
建
造
方
針
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

③
庁
舎
構
造
を
木
造
（
特
殊
木
造
）
と
す
る
場
合
に
つ
い
て

④
免
震
構
造
に
適
し
た
構
造
に
つ
い
て

⑤
一
般
単
独
災
害
復
旧
事
業
債
の
正
式
認
定
に
つ
い
て

⑥
地
元
産
材
を
利
活
用
し
、「
人
吉
ら
し
さ
」
を
感
じ
ら
れ
る
空
間

づ
く
り

⑦
木
造
を
取
り
入
れ
た
付
属
工
作
物
の
検
討

　

以
上
の
こ
と
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
た
結
果
、
新
市
庁
舎
の
構

造
体
に
つ
き
ま
し
て
は
、
Ｒ
Ｃ
造
を
採
用
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
人

吉
市
議
会
に
お
け
る
平
成
29
年
６
月
６
日
の
「
市
庁
舎
建
設
に
関

す
る
特
別
委
員
会
」に
お
い
て
、慎
重
審
議
の
上
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

※
別
紙
「
市
庁
舎
の
構
造
選
定
及
び
木
質
化
の
検
討
に
つ
い
て
」
参
照

２
「
新
市
庁
舎
の
本
格
木
造
化
に
向
け
、
木
造
に
よ
る
市
庁
舎
の

　
　

実
施
設
計
等
を
望
む
」
に
つ
い
て

　
　

上
記
の
と
お
り
で
す
。

３
「
建
設
を
急
が
ず
に
、
後
世
に
誇
れ
る
機
能
と
役
割
を
持
つ
木

　
　

造
市
庁
舎
の
設
計
と
建
造
を
望
む
」
に
つ
い
て

　

貴
会
の
御
意
見
の
と
お
り
熊
本
地
震
及
び
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
等

に
よ
る
建
設
需
要
の
増
に
よ
り
、
こ
の
時
期
に
建
設
す
る
こ
と
の
リ

ス
ク
に
つ
い
て
は
十
分
承
知
し
て
い
ま
す
。

１
「
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
４
階
建
て
」
に
決
ま
っ
た
経
緯
等
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
説
明
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
新
市
庁
舎
の
構
造
体
に
つ

き
ま
し
て
は
、
基
本
設
計
の
過
程
で
決
定
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
新
市
庁
舎
の
主
構
造
の
種
類
と
し
て
は
、
在
来
木
造
又
は
特

殊
木
造
（
Ｗ
造
）、
鉄
骨
造
（
Ｓ
造
）、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
Ｒ

Ｃ
造
）、鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
Ｓ
Ｒ
Ｃ
造
）が
あ
り
ま
す
が
、

次
の
視
点
に
沿
っ
て
様
々
に
検
討
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

①
敷
地
条
件
を
踏
ま
え
た
建
物
規
模
及
び
木
造
（
在
来
木
造
）
に

つ
い
て

②
防
災
拠
点
建
物
と
し
て
の
主
構
造
に
つ
い
て
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○
本
回
答
と
併
せ
て
、
井
上
祐
太
総
務
部
長
よ
り
下
記
の
コ
メ
ン

　
ト
を
頂
い
て
い
ま
す
。

　
『
松
本
先
生
他
皆
様
の
想
い
に
答
え
ら
れ
ず
心
苦
し
く
思
っ
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
木
造
、
非
木
造
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
の
が
、「
原

形
復
旧
」「
耐
震
構
造
」
の
壁
で
あ
り
、
麓
町
本
庁
舎
の
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
構
造
が
基
本
に
な
っ
て
お
り
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造

で
建
て
替
え
ら
れ
た
庁
舎
で
し
か
国
の
災
害
復
旧
事
業
の
対
象
と
し

て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
木
造
で
仮
に
建
設
す
る
と

な
れ
ば
全
て
を
市
費
で
賄
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
計
算
す
る

と
約
23
億
円
も
の
お
金
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
市
の
財
政
状

況
か
ら
し
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
今
回
の
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。　
　
　
　
　
　

総
務
部
長　

井
上
祐
太
』

　

た
だ
し
、
現
在
西
間
別
館
・
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ
ス
・
ス
ポ
ー
ツ
パ

レ
ス
に
分
散
し
て
窓
口
業
務
等
を
行
っ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
市
民

の
皆
様
に
と
っ
て
非
常
に
不
便
な
状
況
が
続
い
て
お
り
ま
し
て
、
本

市
に
優
位
な
財
政
支
援
を
活
用
で
き
る
状
況
に
お
い
て
早
急
な
建
設

が
必
要
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
回
答
を
頂
い
た
翌
日
、
６
月
23
日
金
曜
日
の
１
時
半
に
２
名

の
会
員
（
井
上
、
吉
岡
）
と
共
に
市
役
所
（
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ
ス
）

に
出
向
き
、
要
望
書
の
回
答
に
つ
い
て
市
庁
舎
建
設
推
進
室
担
当
の

４
名
か
ら
説
明
を
聞
き
ま
し
た
。
市
側
の
回
答
説
明
の
ま
と
め
は
：

１
、
ど
う
し
て
１
月
の
新
聞
発
表
に
Ｒ
Ｃ
構
造
と
い
う
記
事
が
出
た

の
か
に
つ
い
て
の
経
緯
は
よ
く
わ
か
ら
な
い

２
、
木
造
で
設
計
を
作
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
、
木
造
の
図

面
は
作
ら
な
い

３
、
Ｒ
Ｃ
構
造
で
の
設
計
建
造
は
国
の
財
政
支
援
、
原
型
復
旧
、
耐

震
構
造
を
得
る
た
め

４
、
経
費
を
出
来
る
だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
＝
建
設
に
経
費
を
か
け

な
い
よ
う
Ｒ
Ｃ
構
造
と
な
っ
た
。
こ
れ
で
議
会
の
承
認
を
得
た

５
、
各
地
に
建
設
事
業
の
ラ
ッ
シ
ュ
の
時
期
で
あ
る
が
、
分
散
し
て
い

る
市
庁
舎
機
能
の
不
便
さ
を
取
り
戻
す
た
め
、
国
の
財
政
支
援

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
本
設
計
を
終
え
、
早
く
実
施
設
計
に
移

り
た
い

６
、
各
設
計
事
務
所
に
は
、
木
造
の
要
望
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
Ｒ

Ｃ
構
造
で
は
あ
る
が
、
そ
の
検
討
は
し
て
き
た

し
て
：
当
会
の
要
望
へ
の
回
答
不
足
、
木
造
図
面
の
作
成
が
な
い
、

質
問
へ
の
的
確
な
回
答
で
は
な
い
等
々
、
納
得
・
了
承
の
出
来
る
回

答
内
容
で
は
な
く
、
市
民
や
業
界
の
要
望
で
あ
る
木
造
に
よ
る
市
庁

舎
設
計
に
つ
い
て
も
、
殆

ん
ど
検
討
が
な
さ
れ
て
な

い
こ
と
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
が
建
造
の
基
本
、
原
型

復
旧
等
の
前
提
条
件
も

初
耳
（
後
出
し
）
で
あ
る

こ
と
が
判
り
ま
し
た
。

　

こ
の
説
明
に
対
し
、
私

共
は
〝
本
格
木
造
・
新

市
庁
舎
建
設
要
望
の
ね
ら

い
〟
と
し
て
、「
基
本
設

計
、
実
施
設
計
に
入
る
今

こ
そ
、
多
く
の
市
民
住
民

の
意
見
と
考
え
を
取
入
れ

て
、
県
内
各
地
の
被
災

市
庁
舎
の
建
設
趣
旨
と
は

７
、
景
観
に
配
慮
し
た
、
人
吉
ら
し
さ
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
実
施

設
計
で
配
慮
し
た
い

　

と
の
説
明
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
聞
い
た
当
方
の
結
論
と

2017 年（H29）6月24日　人吉新聞

2017 年 6月24日　熊本日日新聞
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４
、
Ｒ
Ｃ
デ
ザ
イ
ン
の
完
成
予
想
図
が
、
人
吉
の
町
に
相
応
し

い
か
、
第
三
の
設
計
者
、
建
築
家
に
そ
れ
を
評
価
し
て
も

ら
う

５
、
こ
の
Ｒ
Ｃ
造
デ
ザ
イ
ン
内
容
を
、
市
民
そ
し
て
そ
れ
を
使

用
す
る
市
役
所
職
員
に
意
見
を
求
め
、
評
価
し
て
も
ら
う

　

そ
し
て
最
後
に
〝
お
尋
ね
し
た
い
事
項
〟
と
し
て
、
次
の
七
項
目

に
つ
い
て
、
再
度
文
書
で
の
回
答
を
頂
く
よ
う
お
願
い
し
て
今
回
の

面
談
を
終
え
ま
し
た
。
こ
の
七
項
目
は
新
市
庁
舎
基
本
計
画
に
関
す

る
こ
れ
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
、
７
月
上
旬
に

は
回
答
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
お
尋
ね
の
内
容
は
本
誌
第

10
巻
（
１
月
号
）
64
～
65
頁
に
記
し
た
１
～
６
の
内
容
と
、
井
上

総
務
部
長
の
コ
メ
ン
ト
「
木
造
で
計
算
す
る
と
約
23
億
円
も
の
お
金

を
失
う
こ
と
に
な
る
」
と
し
た
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
で
す
。
後
日
、
こ

れ
へ
の
回
答
の
あ
り
次
第
、
皆
様
方
に
報
告
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

（
続
く
）

〈
関
連
資
料
〉

・「
こ
れ
か
ら
は
木
の
時
代
！ 

人
吉
の
新
市
庁
舎
が
、
な
ぜ
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
の
か
？
」

松
本
晉
一　

く
ま
が
わ
春
秋
第
10
号
（
２
０
１
７
・
１
）
62
～
65
頁

・「
新
市
庁
舎
づ
く
り
：
こ
れ
か
ら
の
人
吉
の
た
め
に
＝
人
吉
市
役
所
・
新
市
庁
舎
に
本

格
木
造
を
希
望
す
る
理
由
＝
」
松
本
晉
一　

く
ま
が
わ
春
秋
第
11
号
（
２
０
１
７
・
２
）

64
～
67
頁

・「
松
岡
隼
人
・
人
吉
市
長
、
田
中
哲
・
市
議
会
議
長
へ
望
む
こ
と
」
松
本
晉
一　

く
ま
が

わ
春
秋
第
15
号
（
２
０
１
７
・
６
）
68
～
73
頁

異
な
る
視
点
で
、
他
所
に
は
な
い
、
後
世
に
悔
い
の
な
い
、
人
吉
ら

し
さ
を
有
す
る
価
値
あ
る
新
市
庁
舎
を
、
時
間
を
か
け
て
し
っ
か
り

と
議
論
し
て
創
っ
て
欲
し
い
」
旨
を
再
度
、
そ
の
席
上
で
提
言
し
た

の
で
し
た
。
さ
ら
に
、た
と
え
〈
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
（
Ｒ
Ｃ
造
）

決
定
後
で
も
、
今
か
ら
間
に
合
う
こ
と
、
や
る
べ
き
こ
と
〉
と
し
て
、

以
下
の
５
点
を
提
示
し
て
お
き
ま
し
た
。

１
、
Ｒ
Ｃ
造
庁
舎
完
成
予
想
図
が
人
吉
の
町
に
相
応
し
い
デ
ザ

イ
ン
に
な
っ
て
い
る
か
？　

各
種
パ
ー
ス
図
イ
メ
ー
ジ
図
を

し
っ
か
り
と
書
い
て
も
ら
い
、
市
民
の
納
得
を
得
る
こ
と

２
、
市
の
〝
景
観
を
考
え
る
会
〟
や
他
の
組
織
に
、
Ｒ
Ｃ
造

市
庁
舎
の
デ
ザ
イ
ン
図
、
パ
ー
ス
図
を
見
て
も
ら
っ
て
、
そ

れ
が
こ
の
人
吉
に
相
応
し
い
、
人
吉
ら
し
さ
を
表
す
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
議
し
て
も
ら
う

３
、
そ
の
Ｒ
Ｃ
完
成
予
想
図
に
そ
の
価
値
（
人
吉
ら
し
さ
）
が

在
る
か
否
か
？　

こ
れ
か
ら
、
い
ま
か
ら
で
も
、
こ
う
す

れ
ば
、
よ
り
Ｒ
Ｃ
造
新
市
庁
舎
そ
の
も
の
が
、
市
民
・
県

民
の
も
の
に
な
る
納
得
で
き
る
デ
ザ
イ
ン
に
す
る
等
、
各

種
の
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
も
ら
う

その❹

れ
ば
「
ま
だ
ゴ
マ
ン
ゾ
ゥ
じ
ゃ
ら
」
て
い

い
お
っ
た
で
「
ゴ
」
は
小
み
か
ん
ち
ゅ
ぅ

意
味
か
も
知
れ
ん
。

　

ゴ
マ
ン
ゾ
ゥ
す
く
い

　

洗
い
場
ん
溝
に
い
た
て
見
れ
ば
、
ゴ

マ
ン
ゾ
ゥ
の
ぐ
る
り

ん
淀
み
ん
流
さ
れ

ん
ご
て
よ
る
っ
と
っ

た
で
、
家
か
ら
味

噌
漉
し
ジ
ョ
ウ
ケ

ば
持
っ
て
き
て
す
く

う
て
見
た
っ
ち
ゃ
編

目
ん
詰
ま
っ
て
取

り
ゃ
な
ん
じ
ゃ
っ
た

で
、
無
理
し
て
取
っ

お
れ
ば
う
っ
死
ん

お
っ
た
。

　

こ
ん
だ
ぁ
テ
ン

ゲ
ェ
（
和
タ
オ
ル
）

ば
持
っ
て
来
て
、
二
人
っ
で
テ
ン
ゲ
ェ

ば
広
げ
て
角
隅
は
そ
っ
ぞ
れ
握
っ
て
、

そ
ろ
っ
と
ゴ
マ
ン
ゾ
ゥ
居
っ
と
け
ぇ
沈
め

て
、
入
っ
た
な
っ
ば
そ
ろ
っ
と
じ
わ
じ

わ
ん
テ
ン
ゲ
ェ
ば
水
ば
漉
し
た
ご
て
し

て
上
ぐ
れ
ば
ゴ
マ
ン
ゾ
ゥ
の
ず
び
ゃ
（
た

く
さ
ん
）
取
れ
た
。

　

川
ん
中
き
ゃ
ひ
ゃ
っ
て
、
ヘ
コ
一
ち
ょ

で
あ
す
び
ぎ
ゃ
う
っ
た
て
ば
、
ふ
ん
ど
っ

た
ヘ
コ
ん
前
垂
れ
ん
角
隅
ば
二
つ
方
ん

手
で
広
げ
て
握
っ
か
ら
そ
ろ
っ
と
ゴ
マ
ン

ゾ
ゥ
ん
下
ち
ゃ
差
込
う
で
水
ば
す
た
め

な
が
ら
あ
ぐ
れ
ば
よ
か
っ
た
で
。
一
人
っ

で
す
く
う
時
に
ゃ
だ
っ
が
一
番
す
く
う

た
か
の
競
争
で
、
そ
っ
ぞ
れ
ん
池
ば
砂

利
ば
よ
せ
て
作
っ
て
入
れ
て
お
き
、
し

ま
ゆ
れ
ば
、
川
に
戻
し
お
っ
た
。

【
ま
つ
ふ
ね
・
ひ
ろ
み
つ
／
青
井
阿
蘇

神
社
・
文
化
苑
「
童
遊
館
」】

　

ゴ
マ
ン
ゾ
ゥ
の
ゴ
ち
ゅ
ぅ
た
ぁ
小
み
ん

か
ち
ゅ
う
意
味
じ
ゃ
な
か
っ
ど
か
知
ら

ん
。
た
と
ゅ
ん
な
っ
ば
「
川
」
ち
ゅ
う

た
ぁ
ウ
ゥ
カ
ワ
（
球
磨
川
）

ば
っ
か
っ
で
、
他
ん
永
野
川
・

戸
越
川
・
草
津
川
ん
ぐ
た
っ

た
ぁ「
川
」ち
ゃ
ぁ
言
わ
じ
に
ゃ

「
な
が
ん
ご
」・「
と
ご
ぃ
ご
」・

「
そ
ぅ
ず
ご
」
て
言
い
お
っ

て
、「
川
」
じ
ゃ
無
し
ん
「
ご
」

て
言
い
お
っ
て
。
そ
っ
と
イ
ヲ

の
コ
イ
・
フ
ナ
・
イ
ダ
ぐ
た
っ

と
の
小
み
ん
か
た
ぁ
必
ず
ん

ご
て
ぇ
コ
イ
ゴ
・
フ
ナ
ゴ
・

イ
ダ
ゴ
て
言
い
お
っ
た
い
ど
ん

が
、
ヤ
ン
モ
ト
・
ア
ブ
ラ
メ

に
ゃ
取
っ
た
っ
ち
ゃ
小
み
ん
か

ゴ
マ
ン
ゾ
ゥ

絵と文／松舟博満
おっとわっとあすび その❺
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柳
川
と
柳
原
（
ヤ
ナ
カ
ワ
と
ヤ
ナ
ギ
ハ
ラ
）

　
　
　
　
　

―
錦
町
―　

　

前
回
は
地
名
に
用
字
さ
れ
る
柳
と
橋
は

同
義
で
あ
っ
て
区
域
の
端
っ
こ
の
表
現
で
あ

る
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
前
回
の
例
は
柳
詰

（
ヤ
ナ
ヅ
メ
）
と
橋
詰
（
ハ
シ
ツ
メ
）
で
あ
っ

た
の
で
、
二
つ
の
地
名
に
共
通
す
る
〝
詰
〟

が
先
端
の
こ
と
だ
か
ら
、
こ
の
詰
の
作
用
に

よ
っ
て
橋
と
柳
に
先
端
の
意
味
が
あ
る
か
の

よ
う
に
曲
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
疑
念
も
残
る
。
そ
こ
で
柳
地
名
に
再
挑

戦
し
て
柳
が
端
っ
こ
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確

認
し
て
み
よ
う
。

　

多
良
木
町
多
良
木
字
柳
橋
（
ヤ
ナ
バ
シ
）

は
岡
原
村
、
免
田
町
と
の
境
に
あ
り
、
域

内
を
流
れ
る
川
名
も
柳
橋
川
で
あ
る
。
国

道
２
１
９
号
沿
い
で
、
公
立
多
良
木
病
院

や
上
球
磨
消
防
署
な
ど
も
流
域
に
立
地
す

る
。

　

柳
橋
と
言
え
ば
東
京
・
台
東
区
の
花
街

が
連
想
さ
れ
て
艶
っ
ぽ
い
が
、
多
良
木
町
の

柳
橋
は
何
の
変
哲
も
な
い
田
園
地
帯
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
地
名
の
上
で
は
双
方
の
柳
橋

に
共
通
す
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
両
者
が

土
地
区
域
の
先
端
に
立
地
す
る
こ
と
で
あ

る
。

　
『
日
本
地
名
大
辞
典
13
東
京
都
』
に
よ

る
と
、
東
京
・
台
東
区
の
柳
橋
は
「
神

田
川
が
隅
田
川
へ
流
れ
出
る
河
口
付
近
の

俗
称
で
、
現
在
の
柳
橋
一
、二
丁
目
。
地

名
の
由
来
は
神
田
川
に
か
か
る
柳
橋
に
よ

る
」
と
あ
り
、
こ
の
橋
の
創
架
は
元
禄
十
一

年
（
１
６
９
８
）
で
台
東
区
柳
橋
一
丁
目

と
中
央
区
東
日
本
橋
二
丁
目
を
結
び
、
古

名
は
川
口
橋
と
称
し
た
。
地
名
で
は
川
口

と
川
尻
は
同
義
語
で
あ
り
、隅
田
は
隅
っ
こ
、

柳
も
橋
も
端
っ
こ
の
こ
と
だ
か
ら
、
境
域
の

先
端
（
台
東
・
中
央
区
境
）
が
柳
橋
と
呼

ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
多
良
木
町
の
柳
橋

も
境
界
地
名
と
し
て
東
京
の
柳
橋
と
共
通

す
る
。

　

柳
橋
で
道
草
し
て
し
ま
っ
た
が
、
本
項
の

テ
ー
マ
は
錦
町
木
上
字
柳
川
（
ヤ
ナ
カ
ワ
）

と
同
町
一
武
字
柳
原
（
ヤ
ナ
ギ
ハ
ラ
）
で
あ

る
。
球
磨
川
支
流
の
水
無
川
が
木
上
と
一

武
の
境
界
に
な
っ
て
い
て
、
柳
原
は
左
岸
に
、

柳
川
は
右
岸
に
位
置
す
る
。
柳
原
の
南
側

　
字
図
で
見
る
球
磨
の
地
名 

⑮
　
上
村
重
次

復
刻

掲
載

【
お
こ
と
わ
り
】
本
連
載
は
平
成
６
年
か
ら

９
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
の
復
刻
版

で
す
。
市
町
村
合
併
前
の
地
名
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

は
一
武
字
畑
（
コ
バ
）
で
あ
る
が
、
焼
畑
の

こ
と
で
は
な
く
端
（
は
た
）
に
畑
が
当
て
ら

れ
た
た
め
、
球
磨
流
に
コ
バ
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
柳
川
の
北

側
に
あ
る
木
上
字
平
良
（
タ
イ
ラ
）
は
ヘ
ラ

の
意
と
考
え
ら
れ
る
。
畳
の
縁
（
ヘ
リ
）
を

へ
ラ
ワ
シ
（
縁
端
）
と
言
う
が
、
村
域
の

端
っ
こ
を
表
現
す
る
ヘ
ラ
に
平
良
（
へ
・
ラ
）

が
当
て
ら
れ
、
タ
イ
ラ
と
読
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
推
理
さ
れ
る
。
平
良
に
つ
い
て
は

別
項
で
取
り
上
げ
る
。

　

柳
川
も
柳
原
も
川
端
に
立
地
す
る
か
ら

植
物
の
ヤ
ナ
ギ
が
繁
茂
し
て
い

て
、
そ
れ
に
ち
な
ん
で
柳
地
名

が
誕
生
し
た
、
と
す
る
の
は
俗

説
的
で
あ
る
。
他
地
域
の
柳
地

名
の
例
や
、字
図
の
検
討
に
よ
っ

て
柳
川
も
柳
原
も
先
端
の
ハ
シ

が
梁
（
は
し
、
や
な
）
→
柳
の

転
化
経
路
を
た
ど
っ
て
生
じ
た

地
名
で
あ
ろ
う
。

　

球
磨
地
域
の
町
村
字
名
で

柳
地
名
は
二
十
七
件
あ
り
、

多
く
は
ヤ
ナ
ギ
と
は
関
係
な
さ

そ
う
で
あ
る
。
村
名
と
し
て
の
柳
瀬
（
相

良
村
）
は
漁
場
の
梁
（
や
な
）
か
端
っ
こ
の

梁
（
は
し
）
か
悩
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

【
う
え
む
ら
・
し
げ
じ
／
宇
土
市
生
ま

れ
、
元
熊
本
日
日
新
聞
社
記
者
】
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あ
る
女
性
の
「
望
郷
の
念
」

忘
じ
難
く
候

る
予
定
。
つ
い
て
は
小
中
学
校
時
代
の
同

級
生
に
会
い
た
い
の
で
皆
さ
ん
に
相
談
し
て

く
れ
な
い
か
」
と
い
う
話
で
あ
る
。

　

話
の
要
旨
が
分
か
っ
た
の
で
取
り
敢
え
ず

次
の
よ
う
に
対
応
し
た
。「
私
は
現
在
、
山

口
県
在
住
で
人
吉
に
居
な
い
の
で
、
私
が
中

心
と
な
っ
て
話
を
進
め
る
こ
と
は
難
し
い
。

ま
た
あ
な
た
の
来
日
予
定
前
後
は
丁
度
、

山
口
国
体
開
催
日
で
実
行
応
援
ス
タ
ッ
フ
の

一
員
と
し
て
山
口
を
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
相
良
村
在
住
の
世
話
役
の
Ｏ
君
に
頼

ん
で
お
こ
う
、
み
な
喜
ぶ
と
思
う
よ
。」

　

そ
こ
で
早
速
Ｏ
君
に
こ
と
の
顛
末
を
話
し

て
、
折
角
の
機
会
で
あ
る
か
ら
歓
迎
会
を

開
く
よ
う
お
願
い
を
し
た
。
彼
は
「
自
分

も
丁
度
そ
の
頃
老
人
ク
ラ
ブ
の
行
事
で
老

人
会
々
長
と
し
て
多
忙
で
あ
る
の
で
、
女

性
の
ま
と
め
役
に
お
願
い
し
と
く
ば
い
。
詳

し
い
日
程
を
知
ら
せ
て
欲
し
い
」
と
の
地
元

　

我
が
家
内
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
電
話
に
Ｙ

Ｅ
Ｓ
、
Ｙ
Ｅ
Ｓ
の
連
発
。「
お
父
さ
ん
大
変

だ
よ
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
電
話
。
昔
、
川
村

小
学
校
で
あ
な
た
の
マ
ド
ン
ナ
で
、
ヒ
ラ
カ

ワ
・
リ
ン
コ
さ
ん
と
い
う
人
だ
そ
う
で
す
」。

　

彼
女
（
旧
姓
・
平
川
倫
子
）
の
話
の
要

点
は
「
長
年
連
れ
添
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
の
夫

は
亡
く
な
り
、
子
供
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
独

立
し
た
の
で
今
は
一
人
身
に
な
っ
た
。
こ
れ

か
ら
の
身
の
振
り
方
を
考
え
て
い
る
。
私
の

墓
は
も
ち
ろ
ん
ロ
ス
の
亡
き
夫
の
墓
と
一
緒

に
す
る
け
ど
、
半
分
は
故
郷
柳
瀬
の
両
親

の
墓
で
一
緒
に
眠
り
た
い
。
そ
の
相
談
を
お

寺
と
す
る
た
め
懐
か
し
い
柳
瀬
に
帰
国
す

　

そ
れ
は
数
年
前
の
早
朝
五
時
頃
の
け
た

た
ま
し
い
電
話
の
ベ
ル
で
始
ま
っ
た
。
私
は

ま
だ
床
の
中
で
あ
っ
た
が
、
家
内
が
電
話
を

受
け
て
び
っ
く
り
仰
天
。
電
話
の
主
は
ア
メ

リ
カ
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
か
ら
で
、
英
語
を
交

ぜ
た
日
本
語
で
女
性
の
声
。

　

話
の
大
筋
は
「
ハ
ロ
ー
そ
ち
ら
は
ミ
ス

タ
ー
・
ト
ミ
ナ
ガ
さ
ん
で
す
か
？　

私
は
ロ

ス
在
住
で
昔
、
熊
本
県
川
村
小
学
校
（
現

相
良
南
小
学
校
）
で
ご
主
人
の
和
信
さ
ん

と
近
所
の
同
級
生
の
ヒ
ラ
カ
ワ
・
リ
ン
コ
と

い
う
者
で
す
。
和
信
さ
ん
に
お
願
い
し
た
い

話
が
あ
り
ま
す
の
で
替
わ
っ
て
い
た
だ
け
ま

す
か
？　

エ
キ
ス
キ
ュ
ズ
ミ
ー
」。

冨永和信

の
了
解
を
得
た
。
私
は
す
ぐ
に
ロ
ス
の
彼
女

に
「
相
良
村
の
Ｏ
君
に
お
願
い
し
て
お
い

た
。
詳
し
い
日
程
等
を
Ｏ
君
に
直
接
電
話

し
て
お
願
い
し
て
下
さ
い
。
私
も
で
き
る
か

ぎ
り
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
か
ら
」
と
話
し

た
。

　

結
局
こ
の
話
は
彼
女
の
希
望
通
り
実
現

を
見
た
。
小
学
生
時
代
の
女
性
同
級
生
が

中
心
に
な
っ
て
相
良
村
の
「
茶
湯
里
」
で
歓

迎
会
と
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

勿
論
、
ア
メ

リ
カ
帰
国
後
の

彼
女
か
ら
「
両

親
の
眠
る
菩
提

寺
さ
ん
の
了
解

を
得
た
こ
と
、

懐
か
し
い
幼
友

に
再
会
で
き
た
」

こ
と
の
電
話
報
告
が
あ
っ
た
。
土
葬
中
心

の
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
墓
葬
と
日
本
の

仏
教
寺
の
墓
葬
で
は
簡
単
な
話
で
は
な
い

と
思
う
が
、
そ
の
結
果
を
詳
し
く
聞
い
て
い

な
い
の
で
詳
細
は
不
明
。
い
ず
れ
に
し
て
も

ア
ー
メ
ン
の
天
国
、
南
無
阿
弥
の
西
方
浄

土
と
な
り
、
お
墓
の
二
重
国
籍
？
と
な
ら

な
い
か
、
他
人
ご
と
な
が
ら
気
に
な
っ
た
。

　

時
代
は
進
み
今
や
こ
う
い
う
死
後
の
グ

ロ
ー
バ
ル
、
小
生
の
周
辺
に
も
現
実
に
起
き

て
お
り
そ
の
進
化
に
波
長
を
合
わ
せ
る
た

め
の
リ
セ
ッ
ト
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い

知
っ
た
。
と
は
申
せ
、
そ
の
昔
、
国
際
化

時
代
の
先
端
を
切
っ
て
国
際
結
婚
を
し
て
、

か
の
地
に
渡
っ
て
行
っ
た
彼
女
が
人
生
の
終

末
に
至
っ
て
両
親
の
眠
る
故
郷
に
帰
り
た
い

と
い
う
望
郷
の
心
情
に
心
う
た
れ
、
深
く

考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
平
和
な
国
内

で
能
天
気
に
馬
齢
を
重
ね
て
い
る
我
が
身
に

一
鞭
う
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

　

今
や
グ
ロ
ー
バ
ル
の
世
界
だ
よ
と
言
っ
て

も
人
間
は
所
詮
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
で
両

親
の
温
か
い
懐
に
抱
か
れ
た
い
帰
趨
本
能

が
理
屈
抜
き
に
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う

が
、
遠
い
異
国
の
地
に
住
ん
で
い
る
と
な
る

と
尚
更
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
彼
女
の
個
人
的
な
こ
と
で
申
し

訳
な
い
が
簡
単
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
昔
の
お

ぼ
ろ
げ
な
記
憶
を
た
ど
っ
て
紹
介
し
て
お
こ

う
。

　

彼
女
は
先
の
大
戦
最
中
の
昭
和
十
七
年

頃
、
つ
ま
り
小
学
二
年
生
頃
、
川
村
柳
瀬

三
石
に
あ
っ
た
父
親
の
実
家
（
私
の
家
の
す

ぐ
近
所
）
に
疎
開
し
て
き
た
。

　

彼
女
の
父
は
、
中
支
方
面
に
赴
任
し
て

い
た
陸
軍
憲
兵
隊
長
で
、
村
人
が
気
軽
に

寄
り
付
き
出
来
な
い
雲
の
上
の
人
で
あ
っ
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い
つ
も
笑
顔
で

い
つ
も
積
極
的
で

い
つ
も
楽
し
そ
う
で

身
ぶ
り
手
ぶ
り
で
話
し
か
け

そ
の
場
を
盛
り
上
げ
る

ろ
う
学
校
の
み
ん
な

ど
う
し
て
そ
ん
な
に
明
る
い
の

私
と
は
違
う

以
前
よ
り
は
積
極
的
に
な
れ
た
私
も

話
し
か
け
る
の
に
少
し
お
ど
お
ど

　
　
大
切
な
こ
と
　
　
　
　
　
　
　

五
木
中
三
年
　
　
土
屋
　
望
生

そ
ん
な
私
に
笑
顔
で
語
り
か
け
て
く
る

た
と
え
自
分
が
手
話
を
使
え
な
く
て
も

気
持
ち
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る

相
手
と
一
緒
に
考
え
て

相
手
の
こ
と
を
考
え
て

相
手
の
気
持
ち
を
分
か
ろ
う
と
す
る

そ
れ
が
き
っ
と
大
切
な
こ
と

【
評
】
詩
的
リ
ズ
ム
を
意
識
し
た
表
現
だ
。
聾
学
校
と

の
交
流
の
中
で
、
相
手
の
こ
と
を
わ
か
ろ
う
と
す
る
こ

と
の
大
切
さ
を
学
ん
で
い
る
。
作
者
の
成
長
の
よ
い
機

会
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
遥
か
昔
の
純
心
だ
っ
た
頃
の
、
幼

友
達
に
対
す
る
温
か
い
言
葉
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
遠
い
異
国
に
住
む
幼
友
が
決
し
て
故

郷
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
驚

き
と
敬
意
、
そ
し
て
懐
か
し
い
時
代
を
覚

醒
す
る
一
種
の
連
帯
感
が
醸
し
出
す
も
の
で

あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ア
メ
リ
カ
で
の

彼
女
の
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
息
災
で
幸
あ
れ

と
み
ん
な
が
願
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い

と
感
じ
、
改
め
て
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
の
も

つ
形
容
し
が
た
い
潜
在
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
認

識
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
「
故
郷
は
遠
く
に
あ
り
て
思
う
も
の
」
で

は
な
く
、「
近
く
に
あ
り
て
つ
く
る
も
の
」

で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

【
と
み
な
が
・
か
ず
の
ぶ
／
山
口
市
】

た
ら
し
い
。
そ
の
後
の
彼
女
の
足
取
り
は
知

り
え
な
い
が
後
年
、
ア
メ
リ
カ
人
と
結
婚

し
て
米
国
に
渡
っ
た
ら
し
い
と
の
噂
を
耳
に

し
た
程
度
で
あ
っ
た
。

　

彼
女
が
念
願
の
お
寺
の
用
事
を
済
ま
せ

帰
国
し
た
翌
年
に
、
川
村
小
学
校
の
昭
和

二
十
二
年
卒
の
同
級
会
が
開
か
れ
、
小

生
も
久
し
ぶ
り
に
出
席
し
、
懐
か
し
い
幼

友
に
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し

七
十
年
前
の
名
前
と
顔
が
一
致
し
な
い
人
も

か
な
り
い
た
。

　

そ
の
懇
談
の
途
中
、
ア
メ
リ
カ
の
倫
子

ち
ゃ
ん
の
話
題
と
な
り
、
み
ん
な
か
ら
言
わ

れ
た
。「
冨
し
や
ゃ
あ
ん
た
は
彼
女
に
会
わ

ん
か
っ
た
か
ら
よ
か
っ
た
ば
い
。
会
っ
と
っ

た
ら
、
が
っ
か
り
し
た
ば
い
。
昔
の
リ
ン
ゴ

ホ
ッ
ペ
の
可
愛
い
倫
子
ち
や
ん
の
面
影
は
無

か
っ
と
よ
」。
と
談
笑
の
肴
に
さ
れ
た
が
、

た
。
彼
女
の
家
は
川
辺
川
沿
い
の
古
い
家

で
あ
っ
た
が
、
座
敷
に
は
中
国
か
ら
持
ち

帰
っ
た
と
思
わ
れ
る
大
小
様
々
の
陶
器
を
は

じ
め
、
色
々
珍
し
い
品
々
が
所
狭
し
と
並

べ
て
あ
っ
た
。
私
ど
も
近
所
の
仲
良
し
ガ
キ

連
は
、
そ
の
お
宝
拝
見
に
よ
く
行
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
は
別
の
魂
胆
、
彼
女
の
母
が
よ

く
遊
び
に
来
て
く
れ
た
と
お
菓
子
を
く
れ
る

こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

彼
女
は
兄
二
人
妹
一
人
の
長
女
。
疎
開

し
て
き
た
当
初
、
私
た
ち
超
田
舎
の
ガ
キ

連
に
は
彼
女
の
言
葉
や
服
装
全
て
が
別
世

界
の
「
女
の
子
」
の
よ
う
に
見
え
た
。

　

新
制
中
学
を
卒
業
し
て
私
と
同
じ
県
立

人
吉
高
校
に
入
学
し
た
と
思
っ
た
ら
、
い
つ

の
間
に
か
居
な
く
な
っ
て
い
た
。
後
か
ら
聞

い
た
話
で
は
熊
本
市
内
在
住
の
兄
（
社
会

人
か
大
学
生
か
不
明
）
が
田
舎
の
高
校
で

は
こ
れ
か
ら
は
駄
目
だ
と
言
っ
て
転
校
さ
せ
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で
、
ラ
イ
ト
も
リ
ヒ
ッ
ト
も
「
正
義
」、「
正
し
い
」
と
い
う
意
味

が
含
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、「
権
利
」
と
い
う
訳
語
の
う
ち
に
「
正

義
」
や
「
正
し
い
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い

な
い
だ
ろ
う
（ 

以
上
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
フ
『
法
に
お
け
る

常
識
』（
岩
波
文
庫
参
照
）。

　

以
上
を
前
提
に
し
て
、「
共
同
体
」
に
日
本
語
で
ど
の
よ
う
な
意

味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

国
語
辞
典
的
意
味

①
『
言
海
』

　

共
同
体
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
が
、「
共
同
」
に
つ
い
て
、「
衆
人
、

共
々
ニ
物
事
ヲ
ナ
ス
―
モ
ヤ
ヒ
」
と
す
る
。「
共
同
」
を
「
モ
ヤ
ヒ
」

と
説
明
し
て
い
て
、
興
味
深
い
。
つ
い
で
な
が
ら
、「
モ
ヤ
ヒ
」
に
つ

い
て
は
「
催
合　

共
々
ニ
ナ
ス
」
と
す
る
。

②
『
角
川
必
携
国
語
辞
典
』

　

同
辞
典
も「
共
同
体
」を
説
明
し
な
い
。「
共
同
」に
つ
い
て
は「
二

人
以
上
の
人
が
、
同
じ
資
格
で
一
緒
に
な
に
か
を
し
た
り
、
同
じ

味
で
「
翻
訳
語
」
の
世
界
で
あ
る
。
こ
う
し
た
外
国
語
の
翻
訳
語

化
に
つ
い
て
は
肯
定
的
に
み
る
説
と
否
定
的
に
み
る
説
が
対
立
し
て

い
る
が
、
そ
れ
を
ひ
と
ま
ず
別
に
し
て
、
事
実
の
問
題
と
し
て
翻

訳
語
が
日
本
社
会
に
定
着
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ

う
な
立
場
を
と
る
に
せ
よ
、
翻
訳
語
の
意
味
を
日
本
語
で
説
明
す

る
作
業
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
に
存
在
し

な
か
っ
た
、
し
た
が
っ
て
日
本
で
使
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
言
葉
で

あ
っ
て
も
、
社
会
で
使
用
さ
れ
て
い
る
以
上
、
日
本
語
で
そ
の
言
葉

を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
治
時
代
以
前
に
使
用
さ
れ
て

い
た
言
葉
で
も
時
代
の
推
移
と
と
も
に
意
味
（
ニ
ュ
ア
ン
ス
）
を
変

え
て
い
く
が
、
翻
訳
語
の
場
合
、
最
初
か
ら
、
そ
の
意
味
が
十
分

に
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。「
自
由
」は
リ
バ
テ
ィ
ー（liverty

）と
フ
リ
ー

ダ
ム
（freedom

）
の
二
つ
の
言
葉
（
英
語
）
の
訳
語
だ
と
説
明
さ

れ
る
け
れ
ど
も
、そ
れ
だ
け
で
は
「
リ
バ
テ
ィ
ー
」
と
「
フ
リ
ー
ダ
ム
」

の
相
違
は
み
え
な
い
。
両
者
は
「
自
由
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
訳
語
に

単
純
化
さ
れ
、日
本
的
な
「
自
由
」
に
な
る
。「
デ
ュ
テ
ー
（duty

）」

と
「
オ
ブ
リ
ゲ
シ
ョ
ー
ン
（obligation

）」
も
同
様
で
あ
る
。
両
者

は
と
も
に
「
義
務
」
の
一
語
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。「
権
利
」
は
英

語
の
ラ
イ
ト
（right

）、
ド
イ
ツ
語
の
リ
ヒ
ッ
ト
（Recht

）
の
訳
語

き
な
い
。
ど
の
よ
う
な
外
国
語
が
「
共
同
体
」
の
翻
訳
語
で
あ
っ
て

も
、「
共
同
体
」
を
日
本
語
と
し
て
把
握
す
る
と
き
に
は
、「
共
同
体
」

を
そ
れ
自
体
と
し
て
日
本
語
で
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
共
同
体

が
英
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
訳
語
で
あ
る
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
語
の

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
あ
る
い
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
訳
語
で
あ
る
と

し
て
も
、
英
和
辞
典
や
独
和
辞
典
で
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
や
「
ゲ
マ

イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」「
ゲ
マ
イ
ン
デ
」
を
調
べ
れ
ば
「
共
同
体
」
の
意

味
を
確
認
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
共
同
体
」
に
か
ぎ

ら
ず
、「
翻
訳
語
」
は
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
「
日
本
語
」

に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
外
国
語
の
意
味
を
そ
の
ま
ま
に
ひ
き
つ
ぐ
わ

け
で
な
い
。

　

明
治
以
降
に
日
本
に
定
着
し
た
翻
訳
語
は
多
数
あ
る
。「
共
同

体
」
は
そ
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。「
社
会
」、「
自
由
」、「
権
利
」、「
義

務
」
な
ど
も
翻
訳
語
で
あ
る
。
明
治
以
降
の
言
語
空
間
は
あ
る
意

　

古
く
か
ら
あ
る
日
本
語
で
な
く
、
明
治
維
新
後
に
外
国
語
を
翻

訳
し
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
た
め
意
外
に
理
解
し
に
く
い
。
一
般
に
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
英　

Com
m

unity 

）」
の
翻
訳
語
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、
多
数
の
国
語
辞
典
は
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
独　

Gem
einscaft

）」
も
語
釈
に
含
め
、
そ
の
反
対
語
と
し
て
「
ゲ
ゼ

ル
シ
ャ
フ
ト
（
独　

Gesellschaft

）」
を
示
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
言
葉
の
関
係
を
整
理
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（Com
m

unity

）」
と
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（Gem

einscaft

）」

が
語
義
的
に
同
一
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
英
独
辞
典
の
多
く
は
、

Com
m

unity

の
独
語
と
し
てGem

einscaft

、Gesellschaft
、、

Gem
eide

を
並
べ
て
い
る
。

　

共
同
体
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
訳
語
で
、「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」

が
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
に
近
い
ド
イ
ツ
語
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ

自
体
と
し
て
は
、
日
本
語
と
し
て
「
共
同
体
」
の
意
味
を
確
認
で

字
遊
空
間 

④「
共
同
体
」

平
岡
優
平
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団
体
ま
た
は
個
人
の
結
合
体
」
と
し
、用
例
と
し
て「
運
命
共
同
体
」

を
挙
げ
て
い
る
。

　

以
上
、
手
元
に
あ
る
国
語
辞
典
の
一
部
を
紹
介
し
た
。
す
べ
て

小
辞
典
で
、
そ
の
性
格
上
短
文
の
説
明
で
あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る

よ
う
に
、
こ
れ
ら
を
並
べ
て
も
、「
共
同
体
」
と
は
な
に
か
は
小
辞

典
で
は
一
義
的
に
は
確
認
で
き
な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
、
意
識
的
な

人
間
の
結
合
組
織
で
あ
る
か
ど
う
か
を
基
準
に
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
が
、
⑦
は
そ
う
し
た
消
極
的
限
定
も
加
え
て
い
な
い
。
中

型
辞
典
（
例
、
広
辞
苑
）、
大
型
辞
典
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
も

事
情
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
大
辞
林
（
三
省
堂
）

の
説
明
は
個
性
的
で
あ
る
、

⑧
大
辞
林
第
３
版
（
三
省
堂
）

　

共
同
体
（Com

m
unity 

）　

１
．「
共
同
社
会
」
に
同
じ
。
２
．

マ
ル
ク
ス
主
義
で
、
近
代
の
私
的
所
有
社
会
以
前
に
存
在
す
る
と

さ
れ
る
社
会
。
生
産
手
段
の
私
的
所
有
は
い
ま
だ
発
達
せ
ず
、
生

産
は
消
費
を
目
的
と
し
て
、商
品
・
貨
幣
関
係
を
媒
介
に
し
な
い
で
、

身
分
的
編
成
を
伴
っ
て
、
直
接
、
社
会
的
に
組
織
さ
れ
る
。
ア
ジ

ア
的
、古
典
古
代
的
、ゲ
ル
マ
ン
的
の
三
つ
の
形
態
を
も
つ
。
★
「
共

同
社
会
」（
独　

Gem
einschaf

）。
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
テ
ニ
エ
ス

が
唱
え
た
社
会
類
型
の
一
。
血
縁
に
基
づ
く
家
族
、
地
縁
に
基
づ

く
村
落
、
友
情
に
基
づ
く
都
市
な
ど
の
よ
う
に
、
人
間
に
本
来
備

わ
る
本
質
的
意
思
に
よ
っ
て
結
合
し
た
有
機
的
統
一
体
と
し
て
の
社

会
。
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
。
共
同
体
、
協
同
体
、

⇔

利
益
社
会
。

★
利
益
社
会
（
独　

Gesellschaft

）。
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
テ
ニ

エ
ス
が
唱
え
た
社
会
類
型
の
一
。
人
間
が
あ
る
目
的
達
成
の
た
め

作
為
的
に
形
成
し
た
集
団
。
基
本
的
に
合
理
的
・
機
械
的
な
性
格

を
も
ち
、
近
代
の
株
式
会
社
を
典
型
と
す
る
。
近
代
社
会
は
共
同

社
会
に
対
し
て
こ
の
利
益
社
会
が
優
越
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
近

代
社
会
の
性
格
を
示
す
言
葉
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ

フ
ト
。

⇔

共
同
社
会

　

こ
の
説
明
は
、
小
型
辞
典
の
説
明
を
マ
ル
ク
ス
主
義
的
用
法
と

テ
ニ
エ
ス
的
用
法
の
相
違
に
基
づ
く
と
し
た
う
え
で
、「
協
同
体
」

がCom
m

unity

だ
け
で
な
く
、Gem

einschaft

の
訳
語
で
も
あ

る
旨
を
示
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
反
面
と
し
て
、
日

常
用
語
と
し
て
の
「
共
同
体
」
の
説
明
が
完
全
に
放
棄
さ
れ
て
い

条
件
で
結
び
つ
い
た
り
す
る
こ
と
」
と
し
、「
共
同
経
営
」、「
共
同

募
金
」、「
共
同
戦
線
を
張
る
」、「
共
同
正
犯
」、「
ロ
ッ
カ
ー
を
共

同
で
使
う
」
を
例
示
し
、「
単
独
」
を
反
対
語
と
す
る
。
★
「
共
同
」

と
は
別
に「
協
同
」に
つ
い
て
は「
大
勢
が
力
を
合
わ
せ
て
、助
け
合
っ

て
仕
事
を
す
る
こ
と
」と
し
、「
生
活
協
同
出
資
」を
例
示
し
て
い
る
。

③
『
新
明
解
国
語
辞
典
』（
第
３
版
）

　
「
共
同
社
会
」
と
「
共
同
体
」
を
分
け
、
前
者
を
「
血
縁
・
地

縁
・
お
互
い
の
愛
な
ど
を
も
と
に
し
て
い
る
集
団
。
個
人
の
意
志

で
抜
け
出
る
こ
と
は
出
来
な
い
場
合
が
多
い
」
と
し
、
後
者
を
「
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
と
し
、
家
、
村
落
を
例
示
し
、
反
対
語
と
し
て

「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
を
あ
げ
、「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
を
「
利
害

関
係
に
か
か
わ
り
な
く
、自
然
的
に
結
合
し
た
社
会
。
共
同
社
会
」、

「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
を
「
共
同
の
利
益
を
中
心
に
し
て
結
合
し
た

社
会
。
利
益
社
会
」
と
説
明
す
る
。

④
『
三
省
堂
国
語
辞
典
』（
第
７
版
）

　
「
お
互
い
に
か
か
わ
り
あ
い
が
深
く
、
共
同
で
行
動
す
る
集
団
」

と
し
、用
例
と
し
て「
村
落
共
同
体
」、「
運
命
共
同
体
」を
挙
げ
る
。

⑤
『
明
鏡
国
語
辞
典
』（
第
２
版
）

　
「
共
同
社
会
」
と
同
じ
意
味
と
し
、「
共
同
社
会
」
を
「
人
が
地

縁
・
血
縁
・
精
神
的
結
合
な
ど
に
よ
っ
て
自
然
に
成
立
し
た
社
会
。

家
族
、村
落
、…
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
と
説
明
し
、反
対
語
を
「
利

益
社
会
」
で
あ
る
と
す
る
が
、利
益
社
会
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
ま
っ

た
く
説
明
し
て
い
な
い
。

⑥
『
岩
波
国
語
辞
典
』（
第
７
版
）

　
「
共
同
社
会
」
と
同
義
と
し
、「
血
縁
や
地
域
が
お
互
い
の
愛
に

よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
集
団
。
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
。
例
、
家
族
・

村
落
」
と
し
、「
利
益
社
会
」
を
反
対
語
と
す
る
。「
利
益
社
会
」

に
つ
い
て
は
「
結
合
の
紐
帯
が
利
益
的
関
心
に
置
か
れ
、
そ
れ
ゆ

え
に
ま
た
分
離
へ
の
傾
向
を
持
つ
よ
う
な
型
の
、
人
間
集
団
。
加
入

は
意
思
選
択
の
自
由
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
。

例
、
各
種
営
業
組
合
・
営
利
会
社
・
労
働
組
合
な
ど
」
を
説
明
し

て
い
る
。

⑦
『
三
省
堂
現
代
新
国
語
辞
典
』（
第
３
版
）

　

高
校
生
用
辞
典
で
あ
る
が
、「
な
に
か
を
と
も
に
す
る
、
複
数
の
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ゲマインシャフトードイツ語の場合

　小型辞典の大半は共同体を「ゲマインシャフト」とする。これは、ある意味で、
トートロギー的説明で、「共同体」の日本語説明ではない。辞書編集者としては、
そのように解説するしかないと判断した結果で、翻訳語の説明の難しさを示し
ている。そこで独和辞典のゲマインシャフト（Gemeinschaft）の説明を簡単に
ながめておく。

①新アルファ独和辞典（三修社）
　１．共同体、共同社会（英　community） ⇒ ein Gemeinscaft bilden  共同体
をつくる。／ die Europaische Gemeinschaft  ヨーロッパ共同体。EC［略　EG］
　２．共同、連帯、共同生活、⇒ die eheliche Gemeinschaft 　夫婦関係、結婚
生活　／ Gemeinschaft　mit~　〜と一緒に、〜と共同で

②独和大辞典（第２版）（小学館）
　１．（利益でなく連帯感に基づく）家族体、共同社会（→ Gesellschaft）；
die Gemeinschaft der Familie   家族（という）共同体、die Gemeinschaft der 
Heiligen （宗）聖徒の交わり。　／ ein Gemeinscaft  bilden  共同体を形成する。
２．共同、連帯、むびつき、共同作業、共同生活、die eheliche Gemeinschaft
　婚姻（関係）、　／  Gemeinschaft　mit~ 　〜と共同して（一緒に）、３．国家
の連合、die Europaische Gemeinschaft  ［略　EG］　欧州（ヨーロッパ）共同体

③新訂独和辞典（博友社）
　１．共同、die Gemeinschaft der Guter, 財産の共有、共産（＝ Guter,）、２、結合、
共同態、協同体、組合、連合、（ant  Gesellschaft）,, 共同社会、（宗）神との交わり、
霊的交渉、（比）交際、~zwischen Seele u.Leib  霊肉の一致、 in Gemeinschaft 
mit.j,m ある人と共同に、（宗）die Gemeinschaft der Glaubigen  信者の集会、
信徒組合。

　ついでに反対語とされるゲゼルシャフト（Gesellschaft）についても紹介して
みよう。

る
。
た
と
え
ば
④
と
⑦
の
例
示
す
る
「
運
命
共
同
体
」
の
用
例
は

大
辞
林
の
説
明
か
ら
は
で
て
こ
な
い
。

　

以
上
、
国
語
辞
典
の
一
部
を
紹
介
す
る
方
法
で
「
共
同
体
」
の

意
味
を
確
認
し
て
み
た
。
理
解
で
き
る
よ
う
で
、
必
ず
し
も
明
確

に
理
解
で
き
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
結
局
、「
共
同
体
」
と
い

う
言
語
を
使
用
す
る
と
き
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
を
定
義
す
る

し
か
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

＊　

＊　

＊　

＊　

＊

　
【
共
同
体
の
基
礎
理
論
】
本
書
は
、
大
辞
林
第
三
版
の
い
う
マ
ル

ク
ス
主
義
的
用
法
で
「
共
同
体
」
を
使
用
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

田
中
一
彦
『
忘
れ
ら
れ
た
人
類
学
者
』（
忘
羊
社
）
は
、大
塚
は
「
共

同
体
の
解
体
」
を
指
摘
し
て
い
る
点
に
注
目
し
て
強
く
批
判
し
て
い

る
が
、
本
書
は
資
本
主
義
社
会
以
前
の
経
済
的
編
成
を
説
明
す
る

用
語
と
し
て
、「
共
同
体
」
を
検
討
し
、
そ
の
解
体
つ
ま
り
封
建
社

会
か
ら
資
本
主
義
社
会
へ
の
移
行
を
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
批
判
は
適
切
で
は
な
い
。
大
塚
は
、「
共
同
体
」
をGem

eide

の
訳
語
で
あ
る
と
し
、Gem

einschaft

は
「
共
同
態
」
の
訳
語
を

あ
て
て
い
る
。
本
書
は
重
要
な
著
作
で
あ
る
の
で
、
別
の
機
会
に
改

め
て
内
容
を
紹
介
す
る
。

＊　

＊　

＊　

＊　

＊

　
【
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
】
大
辞
林
第
三
版
の

い
う
テ
ン
ニ
エ
ス
用
法
の
も
と
に
な
っ
た
著
作
で
あ
る
。「
ゲ
マ
イ
ン

シ
ャ
フ
ト
」
か
ら
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
へ
の
社
会
の
移
行
が
基
本

的
テ
ー
マ
で
、
メ
イ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
身
分
か
ら
契
約
へ
」
と
問
題

意
識
は
同
一
と
み
て
い
い
だ

ろ
う
。
本
著
に
つ
い
て
も
後

で
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

　

  　
　

【
ひ
ら
お
か
・
ゆ
う
へ
い
／

八
代
市
】

大塚久雄
『共同体の基礎理論』

（岩波書店）

テンニス『ゲマインシャフと
ゲセルシャフト』（岩波文庫）
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の
だ
っ
た
。
最
初
は
不
思
議
に
感
じ
て
い
た
が
、

映
画
を
観
る
に
し
た
が
っ
て
、
な
る
ほ
ど
ね
と

納
得
し
た
。
物
語
が
実
話
で
あ
る
か
は
別
に
し

て
、
そ
の
道
を
歩
む
人
た
ち
に
と
っ
て
利
休
さ

ん
と
池
坊
さ
ん
の
物
語
は
ぜ
が
ひ
で
も
観
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
作
品
に
ち
が
い
な
い
。

　

お
茶
に
も
生
花
に
も
疎
く
歴
史
も
苦
手
な

た
め
登
場
人
物
も
ス
ト
ー
リ
ー
も
ほ
と
ん
ど

覚
え
て
い
な
い
。
た
だ
喜
劇
で
な
か
っ
た
こ
と

は
確
か
だ
。「
花
戦
さ
」
を
喜
劇
だ
と
い
う
人

が
い
て
も
、
そ
の
人
の
意
見
を
参
考
に
し
て
は

な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
映
画
の
評

価
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ン
ル
の
分
類
の
問
題
に
す

ぎ
な
い
。
こ
ん
ど
こ
そ
喜
劇
を
観
に
行
こ
う
。

喜
劇
か
ど
う
か
事
前
に
調
べ
て
行
こ
う
。
そ
れ

に
し
て
も
専
好
の
野
村
萬
斎
は
よ
か
男
で
あ
っ

た
。
中
井
貴
一
の
信
長
も
そ
う
だ
。
猿
之
助
の

秀
吉
が
利
休
の
佐
藤
浩
市
の
頭
を
踏
み
つ
け
た

の
は
実
際
に
あ
っ
た
話
で
あ
ろ
う
。

【
き
ゅ
う
ま
・
す
ぐ
る
／
八
代
市
】

　

映
画
を
観
る
な
ら
喜
劇
に
限
る
。
難
し
い

内
容
の
映
画
を
な
ぜ
観
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。
映
画
館
は
勉
強
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
し
、

涙
を
流
す
と
こ
ろ
で
も
な
い
。
単
純
に
笑
え
れ

ば
、
そ
れ
で
十
分
。
映
画
通
の
み
な
さ
ん
か
ら

ヒ
ン
シ
ュ
ク
を
買
っ
て
も
構
わ
な
い
。
居
直
る
つ

も
り
は
毛
頭
な
く
、
ひ
ど
く
素
朴
に
そ
う
思
っ

て
い
る
。

　

館
内
に
入
っ
て
驚
い
た
。
女
性
の
観
客
で
埋

ま
っ
て
い
た
。
日
頃
は
座
席
が
空
い
て
い
る
の

に
様
子
が
違
っ
た
。
暗
い
の
で
美
し
い
女
性
が

あ
ふ
れ
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
と
に
か
く

女
性
だ
ら
け
だ
っ
た
。理
由
は
し
だ
い
に
分
か
っ

た
。『
花
戦
さ
』
と
い
う
映
画
を
観
た
の
だ
が
、

利
休
さ
ん
と
池
坊
さ
ん
の
お
話
で
、
そ
の
関
係

者
の
み
な
さ
ん
が
そ
の
映
画
を
観
に
き
て
い
た

　

ポ
ス
タ
ー
を
み
て
喜
劇
だ
と
信
じ
映
画
館
に

向
か
っ
た
。

　

映
画
を
特
に
好
き
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

映
画
に
登
場
す
る
役
者
に
関
心
が
あ
る
わ
け

で
も
な
い
。
蒸
し
暑
い
と
き
に
は
フ
ァ
ミ
レ
ス

か
映
画
館
に
限
る
と
考
え
て
い
る
。
暑
さ
（
寒

さ
）
対
策
と
非
難
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の
程
度
の
批
判
は
甘
ん
じ
て
受
け
よ
う
。
暑

さ
（
寒
さ
）
対
策
は
、
僕

に
と
っ
て
最
大
の
課
題
の

ひ
と
つ
だ
。
世
間
か
ら
み

れ
ば
小
さ
い
課
題
だ
ろ
う

け
ど
、
課
題
の
大
小
は
人

に
よ
っ
て
ち
が
う
。

花
戦
さ 

　 

久
馬　

俊

①新アルファ独和辞典（三修社）
　１．社会（英＝ society）, → die burgerliche（menschliche） Gesellschaft 市
民（人間）社会、　/　die gute （または vornehme） Gesellschaft 上流社会。２
団体、協会、組合、会社（英＝ society）。→ in eine Gesellschaft　treten  あ
る団体に加入する。/　 eine Gesellschaft mit beschrankter Hafung 　有限会社

（略：GmbH）, 交際、つきあい、同伴、→ Gesellschaft　leiten  （の相手をする）、
in schlechte Gesellschaft greaten  悪い仲間とつきあう。zur  Gesellschaft  ein 
Glas　Bier　trinken  つきあいでビールを一杯のむ。４．（一緒にいる）仲間、
→ eine frohliche （ langweilige） Gesellschaft. 楽しい（退屈な）仲間、５、会
合、パーティー、→　eine Gesellschaft  geben  パーティーを催す。/auf einer 
Gesellschaft 、パーティーで。６．上流社会、社交界。

②独和大辞典（第２版）（小学館）
　１a、社会、利益社会（→ Gemeinschaft）；die burgerliche（menschliche） 
Gesellschaft 市民（人間）社会、die kommunistische Gesellschaft  共産主義社会、
Industriegesellschaft 　産業社会、Klassen gesellschaft   階級社会　b . 上流社
会、社交界 ; die vornehme （feine,gute） Gesellschaft  上流社会　；　zur （guten 
） Gesellschaft gehoren   上流社会の一員である。
★以下、２〜４省略。

③新訂独和辞典（博友社）
　１．仲間、伴侶、共同、交際；　in Gesellschaft mit jm.  或る人と共同で（一
緒に）；zur Gesellschaft mitweisen  もらい泣きする。Jm Gesellschaft leisten   
或る人の相手をする（お供をする）。Bucher　sind  in-eliebste Gesellschaft  書
籍はわが最愛の伴侶。２, 社会（（ant  Gemeinschaft）、利益社会；（vornehme 
Gesellschaft ）  上流社会。
★以下、３〜４省略
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戦
敗
が
あ
っ
た
。
終
盤
に
強
く
、「
終
盤

は
村
山
に
聞
け
」
と
奨
励
会
時
代
か
ら
い

わ
れ
た
。

　

村
山
は
、
爪
や
髪
の
毛
を
切
ら
な
か
っ

た
。
ネ
フ
ロ
ー
ゼ
症
候
群
に
よ
る
浮
腫
も

あ
っ
た
。
下
着
を
洗
濯
す
る
こ
と
も
な
か
っ

た
。
彼
を
不
潔
と
詰
る
も
の
も
い
た
。
彼

は
攻
撃
口
調
で
話
し
た
。
盤
外
で
も
他

の
棋
士
に
対
し
て
敵
意
を
む
き
出
し
に
し

た
。
そ
の
た
め
彼
を
嫌
う
も
の
も
い
た
。

部
屋
で
は
、
少
女
漫
画
と
小
説
を
読
み
ふ

け
っ
た
。
棋
士
の
な
か
で
は
羽
生
善
治
に

対
し
て
だ
け
特
別
の
敬
意
を
払
っ
て
い
た
。

　

師
匠
の
森
信
雄
と
雑
誌
編
集
者
の
大
崎

善
生
が
村
山
を
支
え
た
。
本
書
は
そ
の
大

崎
に
よ
る
村
山
の
評
伝
で
あ
る
。
29
歳
と

い
う
短
い
村
山
の
人
生
を
、
聖
に
も
聖
ら

し
い
青
春
が
あ
っ
た
、
と
大
崎
は
本
書
で

書
い
た
。
元
奨
励
会
の
会
員
で
あ
る
大
崎

マ
イ
・
文
庫
本

　
聖
の
青
春

　      

　
白
城
松
男

年
生
ま
で
入
院
生
活
を
送
っ
た
。
入
院
中

に
父
か
ら
将
棋
を
教
え
て
も
ら
い
、
そ
れ

に
没
頭
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
身
体
に
さ

わ
る
か
ら
と
な
ん
ど
注
意
さ
れ
て
も
朝
か

ら
夜
ま
で
将
棋
を
指
し
た
。
入
院
中
の
10

歳
の
と
き
ア
マ
４
段
に
な
り
、
中
学
１
年

（
13
歳
）
の
と
き
奨
励
会
試
験
合
格
、
翌

年
、
奨
励
会
に
入
会
し
、
16
歳
で
４

段
に
昇
段
、
プ
ロ
棋
士
に
な
る
。
奨

励
会
入
り
か
ら
プ
ロ
棋
士
ま
で
の
期
間

は
２
年
11
ヶ
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

谷
川
浩
司
・
羽
生
善
治
・
渡
辺
明
、

そ
し
て
藤
井
聡
太
よ
り
短
い
。
し
か

も
、
村
山
は
病
気
の
た
め
幾
度
か
不

　

村む
ら
や
ま山
聖さ

と
し。
昭
和
44
年
（
１
９
６
９
年
）

６
月
15
日
生
～
平
成
10
年
（
１
９
９
８

年
）８
月
８
日
。享
年
29
歳
。将
棋
棋
士
。

棋
士
番
号
１
８
０
。
９
段
（
追
贈
）。

　　

村
山
は
病
弱
で
あ
っ
た
。
５
歳
の
と
き

ネ
フ
ロ
ー
ゼ
症
候
群
に
罹
患
し
、
小
学
５

大崎善生 著（講談社文庫）
（2002 年 5月15日）

界
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
強
烈
で
、
現
役
名

人
（
佐
藤
天
彦
）
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に

敗
れ
る
と
い
う
波
乱
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

藤
井
聡
太
４
段
が
登
場
し
た
。
藤
井
４

段
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
利
用
し
て
将
棋

の
研
究
を
す
す
め
て
い
て
、
い
わ
ば
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
将
棋
の
申
し
子
で
あ
る
。

　

村
山
聖
を
知
る
人
は
今
で
は
少
な
い
。

若
い
人
た
ち
は
、む
し
ろ
、「
二
海
堂
晴
信
」

に
親
し
み
を
覚
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
羽

海
野
チ
カ
『
３
月
の
ラ
イ
オ
ン
』
の
二
海

堂
で
あ
る
。
映
画
で
は
染
谷
将
太
が
二
海

堂
役
を
好
演
し
た
。
二
海
堂
晴
信
の
モ
デ

ル
は
村
山
聖
そ
の
人
で
あ
る
。
し
か
し
聖

が
生
き
て
い
た
ら
、
二
海
堂
は
僕
じ
ゃ
な

い
と
い
う
だ
ろ
う
。

【
し
ら
き
・
ま
つ
お
／
八
代
市
】

る
も
の
』（（
新
潮
文
庫
）
は
別
の
意
味
で

羽
生
世
代
を
知
る
う
え
で
貴
重
だ
。
い
わ

ゆ
る
「
島
研
」
を
中
心
に
、
森
下
貞
・
佐

藤
康
光
・
羽
生
善
治
・
森
内
俊
之
の
将

棋
生
活
を
描
い
た
傑
作
で
あ
る
。

　

昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
の
１
年
は
将

棋
界
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
な
っ

た
。
今
年
４
月
か
ら
森
内
９
段
が
フ
リ
ー

ク
ラ
ス
に
移
行
し
た
。
フ
リ
ー
ク
ラ
ス
で

は
名
人
に
な
れ
な
い
。
森
内
９
段
は
名
人

へ
の
復
位
を
断
念
し
た
の
で
あ
る
。
先
日
、

加
藤
一
二
三
９
段
（
ヒ
フ
ミ
ン
）
が
77
歳

で
引
退
し
た
。
加
藤
は
中
学
生
棋
士
の
は

し
り
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
利
用

し
た
不
正
将
棋
疑
惑
が
発
生
し
、
谷
川

９
段
が
将
棋
連
盟
の
会
長
を
辞
任
し
、
佐

藤
９
段
が
新
し
い
会
長
に
な
っ
た
。
谷
川

９
段
も
中
学
生
棋
士
で
永
世
名
人
の
有
資

格
者
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
将
棋

は
、「
怪
童
」（
天
才
で
は
な
い
）
の
村
山

を
愛
し
た
。
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
病
気
の
た
め
、名
人
に
な
る
機
会
を
失
っ

た
若
者
を
愛
し
た
。
本
書
は
評
伝
で
あ
り

な
が
ら
も
、
村
山
の
死
を
宿
命
で
な
く
無

念
と
い
う
べ
き
大
崎
の
悲
し
み
を
染
み
込

ま
せ
て
い
る
。

　

大
崎
は
、
村
山
だ
け
で
な
く
、
奨
励
会

を
去
っ
た
若
者
た
ち
を
愛
し
た
。
奨
励
会

は
途
方
も
な
い
競
争
社
会
で
、
本
当
に
実

力
の
あ
る
も
の
だ
け
が
生
き
残
れ
る
場
で

あ
る
。
脱
落
す
る
者
が
は
る
か
に
多
い
。

巷
で
天
才
の
よ
う
に
み
え
て
も
、
将
棋
の

世
界
は
広
い
。
ほ
と
ん
ど
が「
凡
人
」だ
。

大
崎
は
、奨
励
会
を
や
め
て
い
っ
た「
凡
人
」

た
ち
の
人
生
も
本
（『
将
棋
の
子
』（
講
談

社
文
庫
）
に
ま
と
め
て
い
る
。
羽
生
世
代

の
若
手
将
棋
士
の
青
春
は
大
崎
の
こ
の
２

冊
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
島
朗
『
純
粋
な
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問５、写真を見て問いに答えよ

　①城跡（葦北郡芦北町）

　

（　　　　　　　　　）

　②駅舎（葦北郡芦北町）

　

（　　　　　　　　　）

　③人吉市にある建物

　

（　　　　　　　　　）

　④球磨郡山江村にある石橋

　

（　　　　　　　　　）

　⑤源流水リレーの到着地

　

（　　　　　　　　　　）

※答え合わせは次号でおこないます。
　前回の答え合わせは91 頁で。

★全問正解者には抽選で弊社の書籍を
プレゼントします。ハガキ又は封書で
弊社まで解答をお送りください。

問１　市町村の花の名前を書け。★例　五木村（ツバキ）
①八代市　　（　　　　　　）
②人吉市　　（　　　　　　）
③多良木町　（　　　　　　）
④球磨村　　（　　　　　　）
⑤錦町　　　（　　　　　　）
⑥芦北町　　（　　　　　　）
⑦山江村　　（　　　　　　）
⑧あさぎり町（　　　　　　）
⑨水上村　　（　　　　　　）
⑩相良村　　（　　　　　　）
⑪湯前町　　（　　　　　　）

問２　トルストイの作品名を５作あげよ。　★例　イワンの馬鹿
①
②
③
④
⑤

問３、次の四字熟語を完成させよ
①　　（　　　　）　砂  青　松　　　 （はくさせいしょ）
②　一　望　　（　　　）　里　　　　 （いちぼうせんり）
③　風　光　明　（　　　　）　　　　 （ふうこうめいび）
④　水　（　　　　）　山　郭　　　　 （すいそんさんかく）
⑤　暮　（　　　　）　蒼　然　　　　 （ぼしょくそうぜん）

問４、次の地名を書け。　　　★例　覚井（かくい）球磨郡あさぎり町
①向淋      （　　　　　　　　　）球磨郡球磨村
②高田辺（　　　　　　　　　）葦北郡芦北町
③蟹作　  （　　　　　　　　　）人吉市
④合志野（　　　　　　　　　）八代市坂本町
⑤木上      （　　　　　　　　　）球磨郡錦町

くまがわ学習塾　❼
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に
焼
き
付
け
て
帰
ろ
う
。
帰
り
の
足
の
速
い
事
、

２
時
間
で
登
山
口
に
到
着
し
た
。

　

今
日
の
山
登
り
は
天
気
良
し
花
良
し
で
、
き

つ
か
っ
た
け
ど
い
い
山
登
り
で
し
た
。
み
な
さ
ん

お
疲
れ
様
で
し
た
。　
　
　
　
　

  【
浦
野
育
子
】

見
え
る
。
疲
れ
が
少
し
和
ら
ぐ
。
今

日
は
黄
砂
が
あ
り
霞
ん
で
良
く
み
え

な
い
。

　

７
合
目
で
休
憩
。
急
坂
を
登
り
、

稜
線
歩
き
に
な
る
。
新
線
が
き
れ
い

で
目
に
も
足
に
も
や
さ
し
い
。
ち
ら

ほ
ら
と
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
が
咲
い
て
い
る

の
が
見
え
て
き
た
。
あ
と
少
し
で
林

道
と
い
う
所
で
山
が
大
き
く
崩
れ
て

い
る
。
登
山
道
も
小
石
が
い
っ
ぱ
い

あ
り
、
足
が
ず
る
ず
る
滑
る
。
鎖
に

つ
か
り
ま
り
な
が
ら
登
る
。
林
道
ま

で
１
時
間
20
分
。
林
道
も
崩
れ
て
い

て
迂
回
路
を
歩
く
。
林
道
か
ら
は
ミ

ツ
バ
ツ
ツ
ジ
や
ア
ケ
ボ
ノ
ツ
ツ
ジ
が
咲

い
て
い
る
。
思
い
思
い
に
写
真
を
撮
り

な
が
ら
行
く
。
上
っ
た
り
下
っ
た
り
、

重
い
足
を
一
歩
一
歩
と
前
に
進
む
。

　

11
時
10
分
、
頂
上
に
着
い
た
。
花

を
み
な
が
ら
弁
当
を
食
べ
る
。「
ダ
ニ

が
お
っ
た
！
」
の
一
言
で
ご
飯
も
早
々

に
食
べ
終
わ
り
、12
時
前
に
は
下
山
。

　

登
る
途
中
岩
場
の
所
に
杖
を
置
い

て
き
た
の
で
、
滑
ら
な
い
よ
う
に
下

る
。
下
る
時
も
景
色
が
違
う
の
で
目

　

今
日
は
久
し
ぶ
り
に
石い

し
ど
う
や
ま

堂
山
、
７

人
参
加
。
ア
ケ
ボ
ノ
ツ
ツ
ジ
に
合
う

の
を
楽
し
み
に
し
て
人
吉
を
６
時
に

出
発
、８
時
に
登
山
口
に
到
着
し
た
。

　

腹
ご
し
ら
え
や
準
備
体
操
を
し

て
、
い
よ
い
よ
ス
タ
ー
ト
。
杉
林
の

中
、
急
坂
を
10
分
ば
か
り
登
る
と
６

合
目
。
足
元
に
気
を
付
け
な
が
ら
し

ば
ら
く
登
る
と
市
房
山
が
目
の
前
に

山に行こうよ！
「人吉球磨ハイキングクラブ」通信より

その❼

石堂山
標高 1547 m
宮崎県西米良村

2017年 5月7日（日）
天候：晴れ
参加者：７名

林道が崩壊している

ミツバツツジと市房山をバックに

球
磨
川
に
沿
う
や
車
の
窓
越
し
に
吃
立
し
て
い
る
山
と
谷
底

田
の
面
を
山
影
写
し
変
え
る
の
は
音
な
く
動
く
田
植
機
ひ
と
り

三
原　

竹
二

藤
の
花
ゆ
れ
て
か
ん
ざ
し
帯
模
様
京
の
都
を
写
す
が
如
く

島
原
の
棚
田
が
長
く
続
き
お
り
昔
の
人
に
思
い
を
は
せ
る

坂
本　

ケ
イ

香
り
を
ば
楽
し
み
な
が
ら
み
か
ん
む
く
部
活
帰
り
の
孫
ら
思
い
て

ふ
と
思
う
い
つ
か
消
え
ゆ
く
命
な
り
残
り
時
間
は
い
く
ば
く
な
る
や上田　

廸
子

梅
雨
晴
れ
て
じ
ゃ
が
芋
掘
り
の
子
ら
の
声
雲
雀
と
な
り
て
空
に
消
え
ゆ
く

頑
な
な
父
を
和
ま
す
梅
雨
明
か
り
畑
へ
せ
か
す
諸
々
の
苗

宮
川
し
の
ぶ

紫
陽
花
の
む
ら
さ
き
愛め

で
つ
つ
想
い
出
す
満
月
の
夜
の
き
み
の
笑
顔
を

ホ
ト
ト
ギ
ス
何
と
啼
く
の
か
悲
し
げ
に
自
然
破
壊
を
嘆
い
て
い
る
か

吉
岡　

弘
晴

六ろ
く

・
一い

ち

五ご

の
暴
挙
ま
ぶ
た
に
焼
き
付
け
ん
「
共
謀
罪
」
法
廃
止
必
ず

「
政
治
家
は
大
嘘
つ
き
が
条
件
」
と
投
書
子
曰
く
切
り
抜
き
お
か
ん上

田　

精
一

く
ま
が
わ
春
秋
歌
壇

い
も
ご
短
歌
会 
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問２　○か×か。
１、『菊と刀』はエンブリーが書いた。×

誤りである。同書の作者は、エンブリーでなく、ルース・ベネディクト。

２、トルストイはフランスの文豪である。×
　     誤りである。正しくは、フランスでなく、ロシアの文豪である。

３、八代市の市長選挙は来年７月にある。×
誤りである。正しくは、「今年８月」である。８月 20 日告示、27 日投開票。
市議会議員選挙（定数２８）も同時に実施される。

４、祝日がないのは６月だけである。〇
正しい

５、漱石『三四郎』の主人公・三四郎は熊本生まれである。〇
正しい

【解説】
■ベネディクト（1887 年〜 1948 年）はアメリカの文化

人類学者で、『菊と刀』のほか、『文化の型』、『人種主義』
など邦訳作品がある。『菊と刀』は 1946 年の作品。

■『菊と刀』の「菊」は天皇を指し「刀」は戦前日本
の軍隊を指すという理解がかっては支配的だったが、
現在では、それとは異なるさまざまな解釈が提案され
ている。

■ベネディクトは、『菊と刀』で、「日本の村落に関する
唯一の人類学者の実地研究である。ジョン・エンブリーの『須惠村』は、
非常に貴重な文献であったが、この研究が書かれた当時は、1944 年に
われわれが直面していた日本に関する問題の多くは、まだ問題になって
いなかった」と書いている。前半部分はエンブリーの「須惠村」を高く
評価した内容だが、後半部分による限定が何を意味するのかは不明で
ある。太平洋戦争の勃発によって日米関係が極度に悪化したこと、戦時
体制の下で日本の村落構造が変化したことは、したがってエンブリーの
研究の射程は狭くなったと彼女がみたのかどうかなど、この一文からは
読み取れない。

■『菊と刀』と『須惠村』の関係については、近いうちに、記事を掲載す
る予定である。

【解説】
■レフ・トルストイ（1882 年 9 月 9 日〜 1910 年 11 月 20 日）は、ドス

トエフスキー、ツルゲーネフと並び、19 世紀ロシア文学を代表する作
家である。

■彼は、徳富蘆花（水俣市）、北御門二郎（水上村）など熊本県南部の人々
にも多大な影響を与えた。

問１（　　　　　）を埋めよ。
１、あさぎり町は、平成 15 年（2003 年）４月１日に、（上）村、（免田）町、（岡

原）村、（須恵）村、（深田）村の５町村が対等合併して発足した。

２、球磨川の別名は（　木綿葉・夕葉　）川である。

３、荒瀬ダムは、八代市（　坂本　）町にある。

４、肥薩線海路駅は（　瀬戸石　）駅と（　吉尾　）の間にある。

５、八代市の市鳥は（　かわせみ　）である。

前号【くまがわ学習塾⑥の答え】

【解説】
■「あさぎり町」は「あさぎり・まち」でなく「あさぎり・ちょう」と読む。

熊本県下では、ほかに、山都町、氷川町も「やまと・ちょう」、「ひかわ・
ちょう」という具合に「町」を「ちょう」とする。

■町名の由来は同地域に発生する「朝霧」である。
■平仮名を市町村名にしている例は、熊本県下では、「あさぎり町」だけ

である。

【解説】
■木綿葉・夕葉はともに「ゆうば」とよむ。
■この別名については、前田一洋「ゆうば川」本誌創刊号 2 頁参照

【解説】
■完成当時の自治体名は八代郡上松求麻村（かみ・まつ・くま・むら）である。
■昭和 36 年 (1961 年 )4 月 1 日、同村、八代郡下松求麻村、葦北郡百

済来村の三村が合併し、八代郡坂本村になる。

【解説】
■「海路」は「かいじ」とよむ。
■同駅については、松本晋一「海路駅」本誌第６号を参照。

【解説】
■平成２０年（２００８年）８月１日、合併３周年

を記念して、市の花（桜）、市の木（晩白柚）、市
民の花（やつしろ草）とともに制定された。

■東京都町田市、神奈川藤沢市、山梨県甲府市、
岐阜県関市、大阪府枚方市、球磨郡球磨村など「か
わせみ」を「自治体の鳥」に指定する例は多数ある。
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問４、４字熟語である。（　　　　）を埋めよ。
１、漱石（　枕　）流

２、則天去（　私　）

３、狡（　兎　）走狗

【解説】
■「そうせきちんりゅう」。強情で負け惜しみが多く、失敗を認めないこと

をいう。
■西晋の政治家・孫楚（そんそ）は、「石に枕し流れに漱（そそ）ぐ」と

いうべきところを「石に漱ぎ流れに枕す」と言い間違えた。これを指摘
されると、「石に漱ぐは歯を磨くため、流れに枕するのは耳を洗うため」
と強弁し誤りを認めなかったという（晋書）。その故事にもとづく言葉。

■夏目漱石の「漱石」はこの言葉から取ったもの。漱石が選んだのではなく、
正岡子規の俳号のひとつを子規から譲り受けたとされる。漱石の本名は
金之助で、明治 22 年（1889 年）5 月 22 日にはじめて「漱石」と称した。

なく中国風の作品もある。教科書を鵜呑みにすべきでない。
■本姓は藤原。そのため絵の一部に藤原の名がある。しかし、後に、源姓に改

めている。
■三井寺円満寺の門主・祐常（二条家出身）の知遇を得て応挙は祐常の援助

を受ける。祐常執筆の「萬誌」（日誌）は応挙の言動を記した貴重な記録。
細かい文字で埋め尽くされていて、それを観るだけで当時の文人（祐常）の
力量を感じる。祐常は応挙の作図にあたって詳細に指示している。そのことも
応挙の画風形成に寄与したのではなかろうか。

■ 4 月 21 日〜 6 月 14 日、熊本地震復興祈念として、八代市立博物館は「丸
山応挙展」を開催した。応挙展は地震発生直前に企画されていたが、地震に
より中止になっていた。応挙の名作の保全に尽力し、今季、応挙展開催を実
施した同博物館に敬意を表する。

【解説】
■「そくてんきょし」。「則天」は天地自然の法則、「去私」は私心を捨て

ることを意味し、自己の私心にとらわれずに天地自然に身をまかせて生
きるという意味。

■亡くなる 1 月前の木曜会で漱石が語ったとされ、漱石の文学論・人生
論を代表する言葉として有名であるが、漱石造語説には異論も強い。少
なくとも、漱石作品をこの言葉で要約するのは無理である。

【解説】
■「こうとそうく」。「狡兎」は素早いウサギ、「走狗」は賢い猟犬のこと。
■素早いウサギをとらえることのできる優れた猟犬も、ウサギがいなくなれ

ば不要である、という意味で、「戦で活躍した武将も、戦いが終われば

問３、（　　　　　）を埋めよ
１、球磨川支流・油谷川の別名は（　鮎帰　）川である。

２、山田村の伝助は（　一向宗（浄土真宗）　）の信者であった。

３、北御門二郎は、晩年、（　水上　）村で、晴耕雨読の生活をすごした。

４、韓国の大統領の名前は（　文在寅（ムン・ジェイン）　）である。

５、丸山応挙は（　狩野（鶴沢）　）派の画家である。

【解説】
■江戸中期の絵師。享保 18 年 5 月 1 日（1733 年 6 月 12 日）〜寛政 7 年 7

月 17 日（1795 年 8 月 31 日）。狩野探幽の流れを引く鶴沢派の絵師・石田
幽汀の門人。美術史の教科書は写生を基礎にした写実的画風であると説明す
る。丸山派の祖。岡倉天心『日本美術史』は、徳川時代を二つに分け、第
一期の代表者を探幽とし、第二期の代表者を応挙とし、両者を絶賛している。

「写生的」といいても、すべが写生を素材にしているわけでなく、写実的でも

【解説】
■江戸時代から昭和初頭までの文献は「鮎帰川」とする。
■河口の JR 九州の橋梁名は「鮎帰川橋梁」である。
■国土交通省は「油谷川」とする。「油谷川」とした時期、理由は不明である。

【解説】
■山田村は現在の山江村の一部である。
■明治 22 年（1889 年）4 月 1 日、万江村と合併し、山江村となる。
■伝助については各種の伝承がある。伝助は１人であったする説、複数

いたとする説など正確な伝記は不明である。
■伝助は西福寺（八代市坂本町）とつながりがあった。西福寺については、

宮原信晃「山江村万江の西福寺へ行く」（本誌 14 号 82 頁以下参照）

【解説】
■北御門二郎（大正 2 年 =1913=2 月 6

日〜平成 16 年 =2004 年 =7 月 17 日）。
球磨郡湯前町に生まれる。東大中退後、
水上村で生活。

【解説】
■第 19 代大統領。1953 年 1 月 24 日生。2017 年 5 月 9 日の大統領選

挙で選出された。得票率は 41.08 パーセント。前大統領は朴槿恵（パク・
クネ）、2017 年 3 月 10 日憲法裁判所で弾劾判決（罷免の判決）を受
け失職。初代大統領は李承晩（イ・スンマン）。
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　③あさぎり町にある神社である。名前は？
答　(　船場稲荷神社　)

　④芦北町にある球磨川の支流である。名前は？
答（　平谷　）川

　⑤隠れ念仏で有名な球磨村の地域である。地域名は？
答（　高沢地区　）

【解説】
■バックウォーターで川の水が流れていない。本誌本号「バックウォーター」

参照。

【解説】
■宮原伸晃「隠れ念仏の『うらん道へ』」（本誌 10 号 29 頁以下）参照。

宮原が指摘しているように、同地区は山田村（特に、合戦嶺）と深いつ
ながりがあった。

■この地区では、ムラの指導者を「御頭（おんがしら）」と呼び、いまも、
そういう。

■有名な隠れ念仏の信者に徳右衛門がいる。徳右衛門の墓は大切に管理
されている。管理は御頭だけがおこなう。

【解説】
■前号（第 15 号）９頁参照。
■エンブリーが寄進した金額は金 10 円で、寄進者中の最高額であった。

松浜軒 高沢地区にある徳右衛門の墓

４、一石（　二　）鳥

５、四（　面　）楚（　歌　）

問５、写真を見て問いに答えよ
　①錦町にある国指定文化財の家屋である。名称は？

答（　桑原家住宅　）

　②八代城主松井家の別邸で、花菖蒲で有名な庭園の名前は？
答（　松浜軒（松濱軒）　）

【解説】
■「いっせきにちょう」。一個の石を投げて二羽の鳥を落とす意味から、ひ

とつことをして、二つ以上の利益をえることのたとえ。「一石三鳥」、「一
石四鳥」などは造語。反対語「二兎を追う者は一兎も得ず」

■「Kill  two  birds  with one stone」の訳語。

疎んじられる」ことのたとえとして使用される。それまで有能な人とみな
されていても、仕事内容が変われば必要とされなくなるということ。

■『史記』に、「ウサギが死ねば犬は煮て食われる」という一節がある。
獲物がいる間は、猟犬は大切にされるが、獲物をとりつくしてしまうと、
猟犬は不要になり、煮て食われるという意味で、この一節から上記の意
味が派生した。

【解説】
■「しめんそか」。敵や反対者に囲まれて孤立した状態のこと。
■項羽（楚）が漢軍が楚の歌をうたっているのを聞き、楚が漢軍に敗れた

と絶望したとされる故事（史記（項羽本記）にちなむ。
■『三国史』の名場面。項羽の妻（愛人）は虞美人。

【解説】
■球磨人吉地方に数多くみられた鉤屋（かぎや）型屋敷（民家）。建築年

代は文政時代（1818 年〜 1830 年）頃。主屋と炊事場が鉤型になっ
ているため、鉤屋型とされる。正面と奥に玄関が二つあった。

■藁葺の屋根を補修できる職人が近くにいないため鹿児島県の職人に補
修を依頼しているとのこと。

■所有権は錦町にあるが、元所有者が管理している。

【解説】
■「しょうひんけん」国指定名勝（指定名は「旧熊本藩八代城主浜御茶

屋庭園」）。元禄元年（1688 年）細川藩筆頭家老（八代城主）の松井
家第三代直之が生母崇芳院尼のために建てた茶屋（異説あり）

■広さ約 9000 平方メートル
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久
し
ぶ
り
の
「
限
界
集
落
便
り
」
の

タ
イ
ト
ル
「
限
界
集
落
に
残
る
奇
祭
」

に
お
や
っ
と
思
わ
れ
た
方
も
多
い
だ
ろ

う
（
３
頁
）。
辞
書
に
よ
れ
ば
「
奇
祭
」
と
は
、「
独
特
の
習
俗
を

も
っ
た
風
変
わ
り
な
祭
り
。
広
隆
寺
の
牛
祭
な
ど
」
と
出
て
い
る
が
、

坂
本
町
の
若
い
感
性
は
伝
統
あ
る
百
万
遍
も
「
奇
祭
」
と
呼
ぶ
。

今
後
も
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
で
地
元
に
目
を
向
け
て
も
ら
い
た
い
と
思

う
。
★
遠
山
幸
穂
さ
ん
の「
81
年
ぶ
り
の
エ
ン
ブ
リ
ー
さ
ん（
60
頁
）」

も
地
元
、
そ
れ
も
身
内
の
出
自
に
材
を
得
た
も
の
で
、
須
恵
な
ら
で

は
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
な
お
「
ハ
ジ
ア
イ
」
と

い
う
言
葉
は
今
も
「
須
恵
保
育
園
」（
18
頁
）
で
受
け
継
が
れ
て
い

る
と
い
う
。
★
今
年
も
水
の
怖
さ
を
実
感
す
る
季
節
に
な
っ
た
の
で
、

流
域
の
危
険
箇
所
の
一
例
と
し
て
「
バ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー
（
31
頁
）」

を
取
り
上
げ
た
。
防
災
は
、
気
象
情
報
や
行
政
か
ら
の
情
報
を
得

る
の
は
勿
論
、
自
ら
の
身
は
自
ら
守
る
と
い
う
覚
悟
が
必
要
で
あ
ろ

う
。（
ま
）
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　イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

開
催
中

▽
夏
季
特
別
展
覧
会
「
探
し
て
み
よ
う
！ 

や
つ
し
ろ
の
宝
も
の
ー
指
定
文
化

財
大
集
合
ー
」（
～
８
月
27
日
、八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）

７
月
16
日
（
日
）

▽
繊
月
杯
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
（
人
吉
市
第
一
市
民
運
動
広
場
）

▽
熊
本
震
災
チ
ャ
リ
テ
ィ
コ
ン
サ
ー
ト
「
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
・
ナ
イ
ト
」（
人

吉
市
上
薩
摩
瀬
町
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル
Ｐ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
Ａ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
Ａ
）

７
月
17
日
（
月
）
海
の
日

▽
一
勝
地
温
泉
「
か
わ
せ
み
」
感
謝
祭
（
球
磨
村
同
施
設
）

７
月
22
日
（
土
）

▽
人
吉
市
城
本
町
「
大
村
古
墳
ま
つ
り
」（
城
本
公
園
）

７
月
23
日
（
日
）

▽
人
吉
球
磨
児
童
に
よ
る
「
童
話
発
表
会
」（
人
吉
市
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ
ス
）

７
月
28
日
（
金
）

▽
に
し
き
ほ
る
も
ん
街
道
ビ
ア
ガ
ー
デ
ン
（
錦
町
役
場
前
広
場
）

７
月
29
日
（
土
）

▽
き
じ
馬
カ
ッ
プ
Ｕ
︱
13
サ
ッ
カ
ー
大
会（
～
30
日
、人
吉
市
梢
山
グ
ラ
ウ
ン
ド
）

▽
第
28
回
リ
バ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
「
サ
ガ
ラ
ッ
パ
祭
」（
相
良
村
柳
瀬
の

河
川
敷
）

８
月
５
日
（
土
）

▽
第
50
回
八
代
く
ま
川
祭
り
（
八
代
市
中
心
商
店
街
、
袋
町
～
旭
中
央
通
）

８
月
６
日
（
日
）

▽
映
文
協
40
周
年
記
念
上
映
会
「
こ
の
世
界
の
片
隅
に
」（
あ
さ
ぎ
り
町
須

恵
文
化
ホ
ー
ル
）

８
月
11
日
（
金
）
山
の
日

▽
「
お
ど
ん
達
も
応
援
団
」
立
ち
上
が
れ
熊
本
！
　
東
日
本
！
　
復
興
支
援

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
シ
ョ
ー
（
あ
さ
ぎ
り
町
須
恵
文
化
ホ
ー
ル
）


