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柳
人
が
あ
じ
わ
う
漱
石
俳
句
⑲　

い
わ
さ
き
楊
子
／
27

石
橋
を
訪
ね
る
⑦　

石
水
寺
門
前
の
「
眼
鏡
橋
」
／
28

書
評
『
そ
ら
と
陸
の
約
束
』
久
馬　

凌
／
30

く
ま
が
わ
狂
句　

村
上
鬼
拳
／
32

田
中
一
彦
さ
ん
を
囲
む
会
／
33

駅
⑲
「
く
ま
川
鉄
道
・
一
武
駅
」
松
本
晉
一
／
34

く
ま
が
わ
の
神
さ
ん
仏
さ
ん
⑭　

宮
原
信
晃
／
39

ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
イ
ス
の
足
跡
㊤　

宮
川　

続
／
42

漢
和
字
典
は
面
白
い
②　

鶴
上
寛
治
／
47

「
あ
が
っ
段
」
⑰　

上
杉
芳
野
／
48

建
築
み
て
あ
る
記
⑭　

森
山　

学
／
50

く
ま
が
わ
す
じ
の
考
古
地
誌
⑬　

木
﨑
康
弘
／
54

方
言
を
味
わ
う
⑯　

前
田
一
洋
／
58

さ
か
も
と
国
際
児
童
画
展
に
寄
せ
て
　
上
村
美
鈴
／
４

限
界
集
落
便
り
④
　
さ
か
も
と 

も
も
こ
／
８

球
磨
川
大
水
害
の
記
録
（
坂
本
②
）
つ
る
詳
子
／
14

八
代
高
校
ボ
ー
ト
部
の
時
代
　
橋
本
徳
一
郎
／
20

古
屋
敷
の
お
じ
ち
ゃ
ん
　
上
村
雄
一
／
24

木
﨑
考
古
学
と
遺
跡
②
／
60

私
と
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
と
の
出
会
い　

野
呂
た
け
し
／
64

意
図
し
た
目
的
と
予
期
せ
ぬ
結
果　

平
岡
優
平
／
66

残
照
「
川
辺
川
」
㊦　

冨
永
和
信
／
69

字
図
で
見
る
球
磨
の
地
名
⑱　

上
村
重
次
／
72

今
月
の
詩
⑲
／
75

お
っ
と
わ
っ
と
あ
す
び
⑧　

松
舟
博
満
／
76

倉
敷
便
り
⑩　

原
田
正
史
／
77

マ
イ
・
文
庫
本
『
老
人
と
海
』
／
80

い
も
ご
短
歌
会
／
82

外
来
語
か
ら
学
ぶ
英
単
語
⑲　

藤
原　

宏
／
83

ひ
ろ
し
の
…
げ
っ
か
ん
・
ぎ
ひ
ょ
う
／
83

湯
前
ま
ん
が
美
術
館
③　

溝
下
昌
美
／
84

く
ま
が
わ
学
習
塾
⑩
／
87

不
発
の
日
本
遺
産
観
光　

安
田　

功
／
88

今
月
の
秀
句
⑧
／
90

東
京
で
「
青
雲
の
志
」
講
演
／
92

前
号
【
く
ま
が
わ
学
習
塾
⑨
の
答
え
】
／
95

※
誌
面
の
都
合
に
よ
り
坂
本
福
治
さ
ん
の
連
載
は
休
み
ま
し
た
。

坂 本 特 集 ─ 10 月（第 19 号）目次 ─

本 誌 の
取扱店舗

■清藤書店■ブックスミスミ■明屋書店（錦店・免田店・多良木駅店）
■道の駅さかもと■ TSUTAYA 八代松江店

最
近
の
お
も
な
出
来
事

９
月
16
日
（
土
）

▽
第
72
回
熊
本
県
民
体
育
祭
人
吉
球
磨
大
会
・
開
会
式
（
人
吉
ス
ポ
ー

ツ
パ
レ
ス
）

９
月
20
日
（
水
）
彼
岸
入
り

▽
相
良
三
十
三
観
音
め
ぐ
り
秋
の
一
斉
開
帳
（
〜
26
日
、郡
市
35
札
所
）

９
月
22
日
（
金
）

▽
人
吉
球
磨
美
術
連
盟
（
絵
画
）
連
盟
作
品
展
（
〜
24
日
、人
吉
ス
ポ
ー

ツ
パ
レ
ス
）

９
月
23
日
（
土
）
秋
分
の
日

▽
動
物
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
７
（
人
吉
ク
ラ
フ
ト
パ
ー
ク
石
野
公
園
）

▽
ひ
と
よ
し
・
く
ま
市
民
劇
場
例
会
「
こ
ま
つ
座
・
紙
屋
町
さ
く
ら

ホ
テ
ル
」（
人
吉
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ
ス
）

▽
谷
水
薬
師
大
祭
（
あ
さ
ぎ
り
町
上
）

９
月
24
日
（
日
）

▽
第
10
回
人
吉
医
療
セ
ン
タ
ー
病
院
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
同
セ
ン

タ
ー
）

▽
第
５
回
ヤ
マ
メ
釣
り
大
会
in
五
木
（
五
木
村
平
瀬
地
区
）

▽
第
13
回
や
ま
え
栗
ま
つ
り
（
山
江
村
体
育
館
）

10
月
１
日
（
日
）

▽
第
７
回
五
家
荘
の
日
（
八
代
市
泉
町
振
興
セ
ン
タ
ー
）

10
月
３
日
（
火
）

▽
青
井
阿
蘇
神
社
鎮
火
式
（
神
社
境
内
）

10
月
９
日
（
月
）
体
育
の
日

▽
青
井
阿
蘇
神
社
例
大
祭
お
く
ん
ち
祭
「
神
幸
式
行
列
」

今
月
の
一
言

　『
文
読
む
月
日
』（

　
　
　
　

   

）
よ
り

　天
性
の
素
朴
さ
と
、
叡
智
か
ら
く
る
素
朴
さ
と

が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
両
者
と
も
、
愛
と
尊
敬
の

念
を
招
く
も
の
で
あ
る
。

表
紙
写
真
　

「
３
７
６
年
ぶ
り
に
修
復
さ
れ
た
青
井
阿
蘇
神
社
の
神
輿
」

　
３
月
か
ら
京
都
府
で
復
元
解
体
修
理
を
行
っ
て
い
た
国
宝
・

青
井
阿
蘇
神
社
の
神み

輿こ
し

２
基

の
修
理
が
先
月
９
日
に
終
わ

り
、「
お
く
ん
ち
祭
」
で
一
般

に
披
露
さ
れ
た
。

撮
影
／
山
口
啓
二
（
人
吉
市
）

レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
編
著

北

御

門

二

郎

訳
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配　

達  
　

出
前
・
仕
出
し
は
江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
ら
し
い
が
、配
達
の
由
来
は
確
認
で
き
な
い
。
ず
い
ぶ
ん
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
し
、

出
前
・
仕
出
し
と
同
じ
頃
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

配
達
と
い
っ
て
も
多
種
多
様
で
、一
律
に
扱
う
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
、
食
材
な
ど
の
一
部
の
商
品
を
の
ぞ
け
ば
、
現
在
で
は
、

ほ
と
ん
ど
の
人
は
配
達
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
生
協
の
よ
う
に
食
材
を
配
達
す
る
例
も
あ
る
。
配
達
の
対
象
に
な
っ
て

い
な
い
商
品
を
み
つ
け
る
ほ
う
が
難
し
い
だ
ろ
う
。
家
具
な
ど
配
達
し
て
も
ら
わ
な
い
と
困
る
商
品
も
あ
る
。
極
端
に
み
え
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
配
達
な
し
に
普
通
の
生
活
を
す
ご
す
の
は
難
し
い
。

　

配
達
は
人
間
労
働
の
一
部
で
、
商
品
価
格
に
は
配
達
の
費
用
も
含
ま
れ
て
い
る
。
販
売
者
の
サ
ー
ビ
ス
と
誤
解
し
て
い
る
人
も
い
る
が
、

そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
は
な
い
。
無
料
の
よ
う
に
み
え
て
も
、
全
体
を
な
ら
し
て
み
れ
ば
、
配
達
の
費
用
は
す
べ
て
商
品
の
価
格
に
転
嫁
さ

れ
て
い
る
。
無
価
値
の
人
間
労
働
は
存
在
し
な
い
。

　

費
用
を
増
加
さ
せ
る
と
し
て
も
、
い
ま
さ
ら
配
達
を
な
く
せ
な
い
。
嫌
と
い
う
ほ
ど
に
高
齢
化
は
進
ん
で
い
る
が
、
も
っ
と
進
み
そ
う

だ
。
そ
う
な
れ
ば
人
手
が
問
題
に
な
る
。
人
口
知
能
（
AI
）
の
進
化
、
そ
れ
に
と
も
な
う
ロ
ボ
ッ
ト
の
高
度
化
が
進
ま
な
い
か
ぎ
り
人

手
不
足
を
解
消
で
き
な
い
。
配
達
が
社
会
問
題
に
な
る
日
も
あ
り
う
る
。
大
げ
さ
で
は
な
い
。
通
販
事
業
で
は
運
送
費
の
値
上
げ
が
一

気
に
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
値
上
げ
で
人
手
不
足
は
解
決
で
き
な
い
。

　

タ
ク
シ
ー
、
バ
ス
の
運
転
者
数
は
AI
進
化
を
通
じ
て
減
少
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
AI
ロ
ボ
ッ
ト
に
対
す
る
不
安
も
あ
る
。
将
棋
の

世
界
の
AI
は
勝
ち
負
け
の
レ
ベ
ル
で
そ
の
能
力
を
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
配
達
は
勝
負
で
は
な
い
。
AI
ロ
ボ
ッ
ト
は
生
活
ス
タ
イ
ル
を
変

え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
思
考
方
法
も
変
化
す
る
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
変
わ
る
で
あ
ろ
う
。
い
い
方
向
に
変
化
す
る
こ

と
を
願
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
春
秋
）

巻頭言
　

く
ま
川
鉄
道
の
開
業
を
記
念
し
た
イ
ベ

ン
ト
「
く
ま
て
つ
ま
つ
り
」
を
応
援
す
る
食

の
祭
典
「
青
井
ト
キ
め
き
マ
ル
シ
ェ
」
が
Ｊ

Ｒ
人
吉
駅
前
通
り
を
歩
行
者
天
国
に
し
て
、

９
月
30
日
と
10
月
１
日
の
両
日
開
催
さ
れ

た
。 

　

同
通
り
街
づ
く
り
振
興
会
の
主
催
で
、

相
良
藩
吉
組
な
ど
が
実
行
委
員
と
な
っ
て

開
か
れ
、
多
く
の
人
が
様
々
な
料
理
を
堪

能
し
た
。

　

通
り
沿
い
に
は
、
郡
市
内
外
の
唐
揚
げ
、

ケ
バ
ブ
、
シ
シ
汁
、
焼
き
鳥
な
ど
32
店
舗

が
並
ん
だ
。
地
元
の
人
を
は
じ
め
、
市
内

の
観
光
を
終
え
た
ツ
ア
ー
客
な
ど
で
に
ぎ

わ
っ
た
。 

　

前
夜
祭
と
し
て
開
か

れ
た
「
球
磨
焼
酎
の
夕

べ
」
に
も
多
く
の
人
が

訪
れ
た
。

　

人
吉
球
磨
の
実
行
委

員
の
吉
組
の
メ
ン
バ
ー
は

「
今
後
も
く
ま
川
鉄
道

と
人
吉
の
街
を
元
気
に

し
て
い
き
た
い
」
と
話

し
て
い
た
。

「
マ
ル
シ
ェ
」
盛
況 

　
人
吉
駅
前
通
り
で
食
の
イ
ベ
ン
ト

人吉駅前通りで開かれた「青井トキめきマルシェ」

本格的なケバブの出店も登場！

実行委員の吉組のメンバー
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︱
︱
私
は
毎
年
、
横
浜
青
葉
国
際
児
童

画
展
の
終
了
後
、
お
返
し
に
、
エ
ツ
コ
さ
ん

か
ら
日
本
の
子
ど
も
た
ち
の
絵
を
オ
ラ
ン
ダ

に
送
っ
て
も
ら
い
、
老
人
ホ
ー
ム
や
病
院
、

学
校
な
ど
の
ホ
ー
ル
で
展
示
し
て
き
ま
し

た
。

　

つ
い
て
は
、
あ
な
た
の
町
の
児
童
画
展
が

終
了
し
た
ら
、
こ
れ
ま
で
の
横
浜
と
同
じ

く
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち
の
絵
を
オ
ラ
ン
ダ

に
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
も
ち
ろ
ん
あ
な
た
宛

に
、
私
は
必
ず
オ
ラ
ン
ダ
の
子
ど
も
た
ち
の

絵
を
送
り
ま
す
。

　

エ
ツ
コ
さ
ん
が
、
あ
な
た
と
コ
ン
タ
ク
ト

を
取
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
た
い
へ
ん
う
れ
し

く
思
っ
て
い
ま
す
。
今
、
私
の
学
校
の
子
ど

も
た
ち
が
、
テ
ー
マ
の
「
笑
顔
（SM

ILE

）」

を
描
く
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
と
こ
ろ
で

す
。
ど
う
か
あ
な
た
も
、
私
に
日
本
の
子

ど
も
た
ち
の
絵
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
︱
︱

20
回
で
終
了
し
、
今
後
は
熊
本
県
八
代
市

坂
本
町
で
、
横
浜
と
同
じ
趣
旨
の
新
し
い

国
際
児
童
画
展
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
、
こ
の
募
集
案
内
に
あ
る
担
当
の
上

村
さ
ん
に
直
接
掛
け
合
っ
て
く
だ
さ
い
と
い

う
返
信
が
あ
り
ま
し
た
︱
︱
と
、
英
文
の

丁
寧
な
書
き
出
し
で
あ
る
。

　

そ
の
２
週
間
前
、
私
は
以
前
か
ら
熊
本

地
震
後
復
興
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
相
談
を
し
て
い

た
横
浜
在
住
の
母
校
の
恩
師
山
本
澄
子
先

生
か
ら
、
電
話
で
オ
ラ
ン
ダ
の
テ
ィ
ー
ル
マ

ン
ズ
氏
と
エ
ツ
コ
さ
ん
の
交
流
を
詳
し
く

伺
っ
て
い
た
。

　

︱
︱
２
０
１
７
年
７
月
13
日
付
、
転
送

メ
ー
ル
。

　

差
出
人
マ
ー
ロ
ン
・
テ
ィ
ー
ル
マ
ン
ズ

　

こ
ん
に
ち
は
、
上
村
さ
ん
。
今
週
私
は

東
京
の
ナ
ガ
シ
マ
エ
ツ
コ
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル

で
、「
さ
か
も
と
国
際
児
童
画
展
」
の
募
集

案
内
を
受
け
取
り
ま
し
た
。

　

私
は
エ
ツ
コ
さ
ん
を
通
じ
て
、
こ
の
20
年

間
「
横
浜
青
葉
国
際
児
童
画
展
」
に
、
私

の
学
校
の
子
ど
も
た
ち
の
絵
を
応
募
し
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
昨
年
か
ら
募
集
案

内
が
来
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
エ
ツ
コ
さ
ん

に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
同
展
は
昨
年

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔

︱
さ
か
も
と
国
際
児
童
画
展
に
寄
せ
て

実
行
委
員
会
　
上
村
美
鈴

さかもと国際
児
童
画
展 

開
催
直
前
！

アメリカ　７歳　男

アメリカ　８歳　男

八代市　５歳　女

オランダ　14 歳　女
熊本市　小学４年　女

アメリカ　８歳　男

ブルガリア　６歳　女
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「さかもと国際児童画展」　２０１７年 11 月３日（祝）〜 11 月 19 日（日）
◎会場【入場無料】
　①道の駅さかもと　②温泉センター・クレオン（木休）　③さかもと温泉・憩いの家（火休） 
　④球磨川温泉 鶴之湯旅館　⑤ 坂本コミュニティセンター　⑥ 鮎帰・西福寺
　⑦ 西部多目的集会所
◎オープニングセレモニー　※どなたでも入場できます。
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◎後援 八代市教育委員会／八代青年会議所／八代市立坂本中・八竜小 PTA ／東京球
　磨川会／横浜市青葉国際交流協会
◎問合せ　さかもと国際児童画展　☎ 080-6534-4428　☎ 080-9140-0899
　（検索：さかもと国際児童画展）

と
増
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

11
月
３
日
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
は
、
国

際
的
に
活
躍
す
る「
く
ま
モ
ン
」が
登
場
し
、

他
に
も
楽
し
い
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
用
意
し

て
い
る
。
絵
は
坂
本
町
７
会
場
に
分
散
展

示
し
、
遠
方
か
ら
の
来
場
者
や
車
の
な
い

人
で
も
、
公
共
交
通
機
関
を
使
っ
て
楽
し

め
る
「
坂
本
町
の
食
と
文
化
の
温
泉
巡
り
」

や
、
ス
タ
ン
プ
シ
ー
ル
ラ
リ
ー
の
コ
ー
ス
作

り
を
、
現
在
制
作
中
だ
。
10
月
半
ば
頃
に

は
で
き
る
の
で
、「
さ
か
も
と
国
際
児
童
画

展
」
で
検
索
し
、
全
世
界
に
発
信
し
て
ほ

し
い
。

　

多
く
の
人
た
ち
が
坂
本
町
を
訪
れ
、
世

界
中
の
子
ど
も
た
ち
の
「
笑
顔
」
に
出
会
っ

て
元
気
を
も
ら
い
、
素
晴
ら
し
い
里
山
の

秋
を
堪
能
し
て
ほ
し
い
と
心
か
ら
願
っ
て
い

る
。

【
う
え
む
ら
・
み
す
ず
／
八
代
市
】

タ
ベ
ー
ス
を
作
る
際
に
、
テ
ィ
ー
ル
マ
ン
ズ

先
生
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
解
読
不
能
な
と

こ
ろ
が
多
く
、
引
率
の
先
生
も
私
も
子
ど

も
た
ち
も
、
こ
れ
は
「
Ｍ
？　

Ｎ
？
」「
こ

ん
な
名
前
の
ス
ペ
ル
あ
る
？
」「
あ
、
フ
ラ

ン
ス
系
？　

ド
イ
ツ
系
？
」「
わ
あ
、
ア
ラ

ビ
ア
語
は
読
め
な
い
！
」
な
ど
と
、
ワ
イ

ワ
イ
言
い
な
が
ら
英
語
以
外
の
多
様
な
言

語
を
読
み
解
き
、
楽
し
く
作
業
を
進
め
た

の
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
か
ら
私
は
、
テ
ィ
ー

ル
マ
ン
ズ
先
生
の
学
校
と
坂
本
中
学
校
が
、

親
し
く
交
流
す
る
機
会
が
必
ず
や
っ
て
く

る
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。

　

募
集
は
７
月
23
日
で
終
了
、
展
示
総
数

約
１
千
百
点
、
目
標
数
の
１
千
点
を
大
き

く
超
え
た
。「
道
の
駅
坂
本
」会
場
に
は
、「
お

絵
描
き
コ
ー
ナ
ー
」
も
設
け
て
あ
る
の
で
、

来
場
当
日
の
展
示
も
あ
る
。
締
切
り
日
は

あ
っ
て
無
い
よ
う
な
も
の
で
、展
示
数
は
も
っ

の
中
に
、
紙
を
ヒ
ト
の
掌
の
形
に
切
り
抜

き
、
色
紙
を
貼
付
け
た
た
く
さ
ん
の
不
思

議
な
作
品
が
あ
っ
た
。
い
ろ
ん
な
解
釈
が
あ

る
も
の
だ
な
あ
と
思
っ
て
や
り
過
ご
し
た
が

後
日
、
名
札
の
日
付
を
見
て
、
そ
れ
が
オ

ラ
ン
ダ
か
ら
送
ら
れ
た
１
９
９
６
年
の
第

１
号
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
横
浜

の
人
た
ち
は
、
オ
ラ
ン
ダ
と
の
20
年
に
及
ぶ

友
情
を
心
か
ら
大
切
に
し
て
い
て
、
敢
え
て

今
回
こ
れ
ら
第
１
号
の
作
品
を
坂
本
町
に

送
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
推
察
し
た
。

　

こ
ん
な
経
緯
で
、
11
月
開
催
の
「
さ
か

も
と
国
際
児
童
画
展
」
は
、
ま
ず
オ
ラ
ン

ダ
に
繋
が
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
坂
本
町
へ
の
第

１
号
の
応
募
も
テ
ィ
ー
ル
マ
ン
ズ
氏
の
学
校

か
ら
だ
。

　

８
月
の
夏
休
み
、
坂
本
中
学
校
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
部
の
子
ど
も
た
ち
が
絵
の
整
理
に
事

務
局
を
訪
れ
た
。
名
前
を
書
き
出
し
デ
ー

　

も
ち
ろ
ん
そ
の
応
募
第
１
号
は
、
オ
ラ

ン
ダ
の
テ
ィ
ー
ル
マ
ン
ズ
氏
の
学
校
か
ら

だ
っ
た
。

　

︱
︱
テ
ィ
ー
ル
マ
ン
ズ
先
生
の
ご
要
望
に

は
、
ぜ
ひ
お
応
え
し
た
い
、
実
行
委
員
会

に
図
っ
て
お
返
事
し
ま
す
ね
。
坂
本
町
の
児

童
画
展
の
後
、
子
ど
も
た
ち
の
絵
は
、
北

海
道
な
ど
で
巡
回
展
を
開
催
し
ま
す
。
そ

れ
が
終
わ
る
ま
で
待
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
が

︱
︱
と
、
返
信
し
た
。

　

︱
︱
あ
り
が
と
う
。
も
ち
ろ
ん
、
私
は

子
ど
も
た
ち
の
絵
の
素
敵
な
旅
が
終
わ
る

ま
で
待
っ
て
い
ま
す
よ
︱
︱
と
、
２
日
後
に

氏
か
ら
の
返
信
が
あ
っ
た
。

　

遡
っ
て
６
月
末
、
横
浜
青
葉
ラ
ウ
ン
ジ

か
ら
３
５
０
余
点
の
児
童
画
が
送
ら
れ
て

き
て
い
た
。
20
年
分
約
４
千
点
の
中
か
ら

選
ん
だ
絵
は
、
本
展
の
テ
ー
マ
「
笑
顔
」

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
が
、
そ

　

切
々
と
訴
え
る
メ
ー
ル
は
誠
実
な
人
柄

を
も
の
が
た
り
、
英
語
が
不
得
手
な
私
に

も
平
明
で
よ
く
わ
か
る
内
容
に
心
を
打
た

れ
た
。

　

山
本
先
生
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
ー
ル
マ
ン
ズ

氏
は
、
１
９
９
２
年
に
第
１
回
世
界
盲
人

マ
ラ
ソ
ン
大
会
の
伴
走
者
と
し
て
宮
崎
を
訪

れ
、
国
際
交
流
の
大
切
さ
を
身
を
以
て
知
っ

た
。
そ
の
と
き
通
訳
の
エ
ツ
コ
さ
ん
に
出
会

い
、「
自
分
は
絵
の
教
師
を
し
て
い
る
が
、

日
本
で
国
際
児
童
画
展
を
開
催
し
な
い
か
」

と
相
談
し
た
の
だ
と
い
う
。
す
ぐ
に
は
叶

わ
な
か
っ
た
が
、
１
９
９
５
年
に
エ
ツ
コ
さ

ん
が
東
京
都
内
の
国
際
交
流
協
会
か
ら
横

浜
市
の
担
当
に
な
っ
た
と
き
に
、
青
葉
国
際

交
流
ラ
ウ
ン
ジ
の
中
心
的
存
在
だ
っ
た
山

本
先
生
に
相
談
し
、
翌
１
９
９
６
年
、
山

本
先
生
ら
が
「
第
１
回
横
浜
青
葉
国
際
児

童
画
展
」
を
立
ち
上
げ
た
。
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ア
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
と
し
て
お
手
伝
い

す
る
と
い
う
話
か
ら
、
ま
さ
か
そ
の
ま
ま

会
社
に
就
職
す
る
こ
と
に
な
る
と
は
思
っ

て
も
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
の
こ
の

「
想
定
外
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
起

こ
っ
て
き
た
数
々
の
そ
れ
ら
を
う
わ
ま
わ

る
、
私
の
人
生
を
長
い
目
で
見
た
と
き
に
、

と
て
も
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
「
想
定
外
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ

う
で
す
。

　

私
は
前
職
で
は
大
分
県
安あ

じ

む

心
院
町
の

Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
修

学
旅
行
受
け
入
れ
の
仕
事
を
し
て
い
ま
し

た
。
元
々
学
生
時
代
か
ら
中
山
間
地
域

の
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
再
生
に
興
味
を
持

ち
、
当
時
大
学
生
活
を
送
っ
て
い
た
福
岡

市
内
か
ら
小
国
町
に
半
年
間
勉
強
の
た
め

に
通
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
大

学
生
の
頃
に
は
既
に
、
坂
本
に
帰
っ
て
町

を
活
気
づ
け
た
い
と
い
う
野
望
が
あ
っ
た

の
で
、
思
え
ば
そ
の
た
め

だ
け
に
こ
こ
数
年
間
は
突

き
進
ん
で
き
た
よ
う
な

も
の
で
す
。

　

毎
回
、
坂
本
に
帰
省

を
す
る
度
に
寂
し
く
な
っ

て
い
く
自
分
の
故
郷
の

姿
を
見
て
、
悲
し
み
と

絶
望
を
抱
い
て
い
た
こ
と

を
覚
え
て
い
ま
す
。
な
の

で
坂
本
に
帰
っ
た
ら
、
か

つ
て
活
気
に
あ
ふ
れ
て

い
た
昔
の
良
き
時
代
の

坂
本
に
負
け
な
い
よ
う

な
、
暮
ら
し
て
い
て
楽
し

い
、
明
る
い
、
ワ
ク
ワ
ク

す
る
よ
う
な
町
に
し
よ

う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
け
ど
か
な
り

漠
然
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
聞
い
た

　

私
が
坂
本
に
帰
っ
て
き
て
、
丸
３
年
が

経
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と

か
ら
ご
縁
が
あ
っ
て
勤
め
る
こ
と
に
な
っ

た
坂
本
町
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
仕
事
を

始
め
て
ま
も
な
く
３
年
。
自
分
の
知
ら
な

い
と
こ
ろ
で
「
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
桃
ち
ゃ

ん
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
町
中
に
か
な
り

浸
透
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
有
難
い
気

持
ち
半
分
、
ち
ょ
っ
と
待
て
よ
と
い
う
気

持
ち
半
分
。
映
像
の
仕
事
は
初
め
て
で
、

実
を
言
う
と
興
味
も
な
く
て
、
そ
も
そ

も
私
は
日
常
生
活
で
テ
レ
ビ
を
ほ
と
ん

ど
見
ま
せ
ん
。
数
ヶ
月
だ
け
ボ
ラ
ン
テ
ィ

　

い
つ
も
「
限
界
集
落
便
り
」
を
気
が
向

い
た
と
き
だ
け
（
笑
）
書
い
て
お
り
ま
す
、

坂
本
桃
子
で
す
。
だ
け
ど
今
回
10
月
号

は
、
坂
本
特
集
と
い
う
こ
と
で
、
い
つ
も

の
コ
ー
ナ
ー
は
ち
ょ
っ
と
置
い
と
い
て
、
特

別
な
内
容
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
普
段

だ
っ
た
ら
書
か
な
い
よ
う
な
こ
と
も
書
い

て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う

記
事
は
こ
れ
が
最
初
で
最
後
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
お
酒
を
呑
ん
で
少
し
酔
っ

払
っ
て
い
る
今
、
思
い
切
っ
て
書
く
こ
と
に

し
ま
す
。

限
界
集
落
便
り 

④

坂
本
想
定
外
ラ
イ
フ　
　
　

さ
か
も
と 

も
も
こ

「日光棚田ぴくにっく」を取材中の私

日光棚田ぴくにっくでの記念写真
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な
ら
ば
、
坂
本
の
住
民
で
さ
え
も
足
を
運

ん
だ
こ
と
の
な
い
秘
境
に
仕
事
と
し
て
行

く
こ
と
が
で
き
た
り
、
か
な
り
辺
鄙
な
と

こ
ろ
に
あ
る
集
落
の
、
も
う
知
っ
て
い
る

人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
よ
う
な
昔
話
や
お

祭
り
の
由
来
を
聞
け
た
り
、
ほ
と
ん
ど

外
に
出
る
こ
と
が
な
い
け
ど
、
も
の
す
ご

く
珍
し
い
こ
と
や
面
白
い
こ
と
を
し
て
い

る
素
晴
ら
し
い
人
材
に
出
会
え
た
り
す
る

か
ら
で
す
。
ま
だ
解
禁
前
の
町
の
情
報
が

一
番
に
う
ち
の
職
場
に
入
っ
て
き
た
り
す

る
と
い
う
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。
坂
本

で
何
か
新
し
い
こ
と
を
始
め
る
人
や
団
体

に
、
誰
よ
り
も
先
に
会
っ
て
お
話
を
聞
く

こ
と
だ
っ
て
で
き
ま
す
。
訃
報
を
い
ち
早

く
知
っ
て
悲
し
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
で
も
そ
れ
も
知
っ
て
お
く
べ
き
重
要

な
情
報
の
ひ
と
つ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
何
よ
り
も
、
取
材
を
す
る
こ
と
で
、

ニ
ュ
ー
に
仕
上
げ
る
。
同
じ
食
材
で
も
料

理
の
仕
方
に
よ
っ
て
全
然
違
う
メ
ニ
ュ
ー

が
で
き
る
。
そ
の
時
期
に
し
か
な
い
旬
の

食
材
だ
っ
て
あ
る
わ
け
で
、
年
中
ず
っ
と

食
べ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
メ
ニ
ュ
ー
も
あ

る
。
ま
ち
づ
く
り
も
一
緒
で
、
そ
の
地
域

に
あ
る
資
源
を
活
か
し
て
、
そ
の
人
の
腕

と
ア
イ
デ
ィ
ア
次
第
で
い
ろ
ん
な
パ
タ
ー

ン
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
あ
、と
。
食
材
に
も
旬
が
あ
る
よ
う
に
、

地
域
に
も
そ
の
時
じ
ゃ
な
い
と
意
味
が
な

い
、
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
も
の
が
き
っ

と
あ
る
の
で
す
。
料
理
が
あ
ま
り
得
意
で

は
な
い
私
だ
か
ら
、
ま
ち
づ
く
り
で
も
結

構
苦
戦
し
て
い
る
の
で
す
が
ね
（
笑
）。

　

で
も
そ
ん
な
中
で
、
今
の
こ
の
ケ
ー
ブ

ル
テ
レ
ビ
の
仕
事
は
私
に
と
っ
て
、
と
て

も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ

け
て
い
ま
す
し
、
き
っ
と
こ
れ
か
ら
も
ず
っ

と
考
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
ま

ち
づ
く
り
っ
て
料
理
と
よ
く
似
て
い
る
な

あ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
目
の
前
に
あ

る
食
材
や
素
材
を
活
か
し
て
、
知
恵
を

し
ぼ
っ
て
工
夫
を
こ
ら
し
て
お
い
し
い
メ

る
の
は
嫌
い
だ
し
、
は
た
し
て
ど
れ
く
ら

い
の
人
が
真
剣
に
そ
の
地
域
の
こ
と
に
つ

い
て
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
心
配
に
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
ま
ち
づ
く

り
」
っ
て
本
当
に
地
域
の
た
め
に
な
っ
て
い

る
の
？
と
。

　

私
は
二
十
歳
の
頃
か
ら
ず
ー
っ
と
、
私

な
り
の
「
坂
本
の
ま
ち
づ
く
り
」
に
つ
い

て
考
え
て
き
ま
し
た
が
、
今
だ
に
考
え
続

と
も
い
え
る
必
然
的
な
結
果

が
起
こ
っ
て
い
る
の
が
事
実

で
す
。
そ
う
、時
に「
想
定
外
」

な
こ
と
か
ら
「
想
定
外
な
成

功
」
が
生
ま
れ
て
い
た
り
す

る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

こ
に
辿
り
つ
く
ま
で
多
大
な

る
努
力
を
重
ね
て
き
た
こ
と

が
前
提
で
は
あ
り
ま
す
が
。

　
「
地
域
づ
く
り
」
や
「
ま
ち
づ
く
り
」「
ま

ち
お
こ
し
」「
地
方
創
生
」
と
い
っ
た
キ
ー

ワ
ー
ド
は
、
今
や
行
政
マ
ン
か
ら
も
企
業

か
ら
も
い
ち
地
域
住
民
か
ら
も
頻
繁
に

耳
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
正
直
い
っ
て
実

態
が
な
く
て
、
言
葉
だ
け
が
ひ
と
り
歩

き
し
て
い
る
よ
う
な
、
最
近
は
そ
ん
な
印

象
を
感
じ
ま
す
。
私
は
軽
々
し
く
何
で
も

「
ま
ち
づ
く
り
」
と
い
う
言
葉
で
片
付
け

人
は
「
じ
ゃ
あ
、
具
体
的
に
は
何
し
た
い

の
」
と
か
、「
坂
本
を
良
く
す
る
た
め
に

は
何
を
し
た
ら
い
い
と
思
う
？　

ビ
ジ
ョ

ン
は
？
」
と
か
、「
○
○
県
の
○
○
村
で

○
○
っ
て
い
う
取
り
組
み
を
し
た
ら
そ
れ

が
す
ご
い
大
成
功
し
て
、
坂
本
も
似
た
よ

う
な
田
舎
の
村
だ
し
、
そ
や
ん
と
ば
し
た

ら
ど
う
!?　

桃
ち
ゃ
ん
!!
」
と
か
言
っ
て

く
る
人
も
い
ま
し
た
。

　

で
も
果
た
し
て
、
他
の
地
域
で
成
功
し

た
こ
と
と
全
く
同
じ
こ
と
を
坂
本
で
や
っ

て
、
う
ま
く
い
く
と
で
も
本
当
に
思
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ま
で
日
本
各

地
で
取
り
組
ま
れ
て
き
た
、
地
域
再
生
の

先
行
事
例
を
見
た
り
、
実
際
に
そ
の
地
域

へ
赴
き
、
実
践
者
の
方
か
ら
直
接
お
話
を

聞
い
て
き
ま
し
た
が
、
成
功
し
た
と
い
わ

れ
て
い
る
地
域
で
は
、
い
ろ
ん
な
条
件
や

タ
イ
ミ
ン
グ
が
重
な
り
、
あ
る
意
味
偶
然

木々子でミニしめ縄作りワークショップ
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通
ら
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
道
を
、
予
定

よ
り
も
早
い
時
間
で
通
過
で
き
た
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ま
だ
ま
だ
長

い
ト
ン
ネ
ル
の
中
で
、
出
口
が
ど
こ
な
の

か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
も
い

ろ
ん
な
「
想
定
外
」
が
き
っ
と
明
る
い
結

果
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
ま

す
。

　

私
の
坂
本
想
定
外
ラ
イ
フ
は
こ
れ
か
ら

も
続
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
ど
う
か
、
坂
本

に
た
く
さ
ん
の
想
定
外
の
出
来
事
が
起
こ

り
、
想
定
外
に
元
気
で
楽
し
い
町
と
な
り

ま
す
よ
う
に
。
か
な
り
個
人
的
な
話
に
な

り
ま
し
た
が
、
こ
こ
ま
で
お
付
き
合
い
く

だ
さ
っ
た
み
な
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

【
さ
か
も
と
・
も
も
こ
／
八
代
市
坂
本
町
】

づ
く
り
」
や
「
地
域
づ
く
り
」
と
呼
べ
る

何
か
が
始
ま
る
の
だ
と
、
Ｕ
タ
ー
ン
４
年

目
に
し
て
解
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

偶
然
働
く
こ
と
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、

想
定
外
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
仕
事
の

お
陰
で
地
域
を
再
生
す
る
た
め
に
必
ず

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
、

そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
が
、
そ
の
地
域
を

ど
う
し
て
い
き
た
い
の
か
、
そ
し
て
自
分

の
地
域
に
は
何
が
あ
っ
て
、
何
が
強
み
で
、

そ
れ
を
ど
う
魅
せ
て
い
く
べ
き
な
の
か
。

そ
こ
ま
で
真
剣
に
考
え
て
初
め
て
「
ま
ち

あ
ま
り
に
も
い
ろ
ん
な
地
域
の
成
功
例

や
先
進
地
の
事
例
ば
か
り
見
て
き
た
せ
い

で
、
き
っ
と
坂
本
で
も
簡
単
に
で
き
る
だ

ろ
う
、
と
に
か
く
や
っ
て
み
る
し
か
な
い
！

と
い
う
根
拠
の
な
い
自
信
が
あ
り
ま
し
た

が
、
地
域
を
変
え
る
こ
と
っ
て
そ
ん
な
に

簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

仕
事
が
な
い
こ
と
を
分
か
っ
た
上
で

帰
っ
て
き
て
、
ま
ず
雇
用
を
つ
く
ら
ね
ば

と
意
気
込
ん
で
い
ま
し
た
が
、「
雇
用
を

つ
く
る
」
だ
な
ん
て
、
軽
々
し
く
口
に
で

き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当

時
の
自
分
の
若
さ
と
無
知
無
力
さ
を
恥
ず

か
し
く
思
い
ま
す
が
、
そ
の
地
域
に
住
ん

で
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
だ
っ
て
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
い
る
住
民
に

し
か
感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
、
事

情
や
背
景
が
あ
り
ま
す
。地
域
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
や
地
域
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
批
判
す

会
の
み
な
さ
ん
と
鹿
肉
の
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー

づ
く
り
を
し
た
り
、
木
々
子
の
公
民
館
で

母
ち
ゃ
ん
た
ち
と
正
月
前
の
し
め
縄
作
り

を
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
体
験
し
て
も
ら
っ
た
り
、

仕
事
以
外
で
も
ユ
ニ
ー
ク
な
イ
ベ
ン
ト
を

企
画
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
全
て
、

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
仕
事
を
し
て
い
た
お

陰
だ
っ
た
の
で
す
。
仕
事
を
通
じ
て
、
坂

本
を
よ
く
し
て
い
き
た
い
と
い
う
想
い
を

持
っ
た
み
な
さ
ん
と
出
会
う
こ
と
が
で
き

た
か
ら
、
私
も
心
を
動
か
さ
れ
て
、
一
緒

に
何
か
で
き
な
い
か
な
あ
と
常
に
考
え
さ

せ
ら
れ
る
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
て
い

ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
模
索
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、

ま
さ
し
く
、
こ
れ
が
私
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
で
働
く
と
い
う
「
想
定
外
」
が
も
た
ら

し
た
、と
っ
て
も
幸
せ
な
「
想
定
外
」
だ
っ

た
の
で
す
。
３
年
前
に
帰
っ
て
き
た
時
は
、

表
面
的
な
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
と
て

も
深
い
と
こ
ま
で
掘
り
下
げ
た
、
そ
の
人

や
地
域
の
本
当
の
想
い
や
気
持
ち
を
知
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

あ
る
と
き
、私
は
気
づ
き
ま
し
た
。
た
っ

た
の
２
～
３
年
で
こ
ん
な
に
も
た
く
さ
ん

の
人
材
と
、
地
域
の
宝
と
も
い
え
る
資
源

と
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
け
ど
、
も
し
、

こ
の
仕
事
を
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
自
力

で
こ
こ
ま
で
の
坂
本
の
人
た
ち
と
は
出
会

う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
私

の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
な
か
っ

た
だ
ろ
う
し
、
全
く
違
う
坂
本
Ｕ
タ
ー

ン
ラ
イ
フ
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
と
。
思
え
ば
、
日
本
の
棚
田
百

選
に
選
ば
れ
て
い
る
「
日に

ち
こ
う光

の
棚
田
」
で

た
く
さ
ん
の
人
を
集
め
て
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を

し
た
り
、
ジ
ビ
エ
パ
ー
テ
ィ
ー
と
い
っ
て
か

ず
ら
豆
腐
を
長
年
製
造
さ
れ
い
る
鮎
帰

ジビエパーティーinさかもと
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先
月
号
で
は
、
十
條
製

紙
株
式
会
社
坂
本
工
場
の

工
場
外
の
７
月
３
日
の
様

子
を
記
録
し
た
写
真
を
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
今
回
は
、
そ
の
時

の
工
場
内
の
様
子
を
撮
っ

た
写
真
を
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

王
子
製
紙
（
株
）
坂

本
工
場
か
ら
、
十
條
製
紙

（
株
）
坂
本
工
場
代
わ
っ

た
の
は
、
昭
和
24
年
８
月

１
日
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
１
年
後
の
昭
和
25
年
９
月
13
日
に
キ

ジ
ア
台
風
に
遭
遇
し
、
油
谷
川
に
架
か
る
橋
が
流
出
し
、
球
磨

川
沿
い
に
走
っ
て
い
た
ト
ロ
ッ
コ
の
レ
ー
ル
が
土
砂
で
埋
ま
る
な
ど

の
被
害
は
出
た
よ
う
で
す
。
工
場
の
方
も
浸
水
は
あ
っ
た
も
の
の

被
害
は
そ
う
た
い
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
実

際
、
坂
本
村
史
に
は
「
正
門
前
・
西
門
前
の
橋
流
出
、
工
場
内

浸
水
。
15
日
よ
り
復
旧
作
業
に
着
手
・
同
月
18
日
午
後
よ
り
よ

う
や
く
平
常
通
り
の
操
業
に
入
っ
た
」
と
あ
り
、
復
旧
作
業
か
ら

３
日
で
操
業
開
始
に
入
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

一
方
、
昭
和
40
年
の
大
水
害
時
は
、
坂
本
村
史
に
も
「
工
場

創
立
以
来
の
大
水
害
を
受
け
る
。
工
場
構
内
各
室
一
階
は
、
殆

ど
浸
水
し
、
工
場
前
の
路
面
に
お
い
て
水
位
は
一・
五
ｍ
に
達
し
、

冠
水
し
た
モ
ー
タ
ー
二
七
九
台
、
ポ
ン
プ
・
フ
ァ
ン
計
一
一
台
、

水
濡
れ
製
品
二
八
三
ｔ
、
社
宅
四
戸
、
坂
本
会
館
・
生
協
な
ど

球
磨
川
大
水
害
の
記
録  （
坂
本
②
）

自
然
観
察
指
導
員
熊
本
県
連
絡
会
会
長　

つ
る
詳
子

昭
和
40
年

７
月
３
日
の

が
浸
水
し
、
従
業
員
の
家
屋
も
床
上
浸
水
四
一
戸
、
床
下
浸
水

九
戸
な
ど
の
多
大
の
被
害
が
あ
っ
た
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
相
当
な
被
害
が
出
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

坂
本
会
館
と
い
う
の
は
、
球
磨
川
と
油
谷
川
の
合
流
点
近
く
、

肥
薩
線
の
す
ぐ
東
側
に
あ
り
ま
し
た
（
写
真
①
）。
現
在
、
猪
・

鹿
の
処
理
場
に
な
っ
て
い
る
付
近
で
す
。
坂
本
会
館
の
広
い
日
本

間
は
「
清
和
荘
」
と
呼
ば
れ
、
集
会
や
文
化
会
な
ど
の
諸
行
事

に
活
用
さ
れ
て
い
た
場
所
で
、
映
画
の
上
映
会
な
ど
も
行
わ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。
写
真

①
︱
１
を
見
る
と
、
体

育
館
の
１
階
部
分
は
完

全
に
浸
か
っ
て
い
ま
す

が
、
驚
く
の
は
、
肥
薩

線
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ

ま
で
水
が
来
て
い
る
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
写
真

①
︱
２
を
よ
く
見
る
と
、

１
階
部
分
の
冠
水
で
は

な
く
、
道
路
よ
り
低
い

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
体
育
館

の
１
階
と
２
階
部
分
が

冠
水
す
る
ほ
ど
の
大
洪

水
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

写真①－1　体育館（坂本会館）洪水時　午前 9 時

上空から見た坂本工場

写真①－2　上と同じ場所の平常時



17  くまがわ春秋　Vol.19　2017.10.15 16くまがわ春秋　Vol.19　2017.10.15

真
で
、
最
高
水
位
が
ペ
ン
で
記
し
て
あ
り
ま
す
が
、
普
通
の
家
な

ら
１
階
部
分
は
ほ
ぼ
浸
水
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ

う
。

　

坂
本
工
場
は
、
こ
の
坂
本
会
館
よ
り
油
谷
川
を
少
し
遡
っ
た
と

こ
ろ
に
あ
り
ま
す
の
で
、
最
高
水
位
は
坂
本
会
館
ほ
ど
で
は
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
け
ど
、
午
後
８
時
ご
ろ
に
撮
影
し
た
写
真
③
～

⑥
を
見
る
限
り
、
相
当
な
高
さ
ま
で

水
が
来
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

写
真
③
は
、
正
門
か
ら
入
る
と
正

面
に
あ
っ
た
事
務
所
で
す
。
昭
和
30

年
に
そ
れ
ま
で
の
古
い
木
造
の
事
務

所
が
建
て
替
え
ら
れ
、
１
階
は
事
務

所
で
２
階
は
会
議
室
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。

　

写
真
④
と
写
真
⑤
は
そ
れ
ぞ
れ
、

マ
シ
ン
と
呼
ば
れ
る
抄し

ょ
う
し紙

機き

で
、
こ

の
こ
ろ
は
新
聞
紙
や
グ
ラ
ビ
ア
用
紙

を
作
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

り
ま
す
。
当
時
の
水
害
の
こ
と
を
地
元
の
方
に
聞
く
と
、「
こ
の
時

は
水
位
が
急
激
に
上
が
り
、
何
も
持
た
ず
に
肥
薩
線
に
逃
げ
る
の

が
精
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
」
と
の
話
を
多
く
聞
き
ま
し
た
が
、
肥
薩

線
を
越
え
な
く
て
本
当
に
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

清
和
荘
の
昭
和
40
年
７
月
３
日
水
害
時
の
写
真
が
写
真
②
︱

１
と
写
真
②
︱
２
で
す
。
写
真
は
２
枚
と
も
午
後
２
時
頃
の
写

写真④－１　マシン１

写真④－２　上と同じの平常時

写真③　事務所　午前 8 時頃

場
内
の
こ
の
レ
ー
ル
も
使
わ
れ
て
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

と
も
か
く
も
、
７
月
３
日
の
水
害
で
は
、
こ
の
時
間
帯
で
作
業

し
て
い
る
人
の
膝
上
ま
で
水
が
あ
り
、
抄
造
さ
れ
巻
き
取
ら
れ
た

紙
に
シ
ワ
が
よ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
か
な
り
の
高
さ
ま
で

冠
水
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

写
真
⑥
は
、
仕
上
げ
室
で
、
出
来
上
が
っ
た
紙
が
、
裁
断
さ

れ
て
、
最
後
の
仕
上
げ
を
す
る
部
屋
で
す
。
写
真
⑥
︱
１
に
最

普
段
の
写
真
④
︱
２
、
⑤
︱
２
を
み
る
と
、
床
に
レ
ー
ル
が
敷
い

て
あ
り
ま
す
が
、
坂
本
駅
か
ら
工
場
ま
で
引
い
て
い
た
エ
ン
ド
レ

ス
ト
ロ
ッ
コ
の
レ
ー
ル
が
工
場
内
に
ま
で
引
い
て
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
昭
和
27
年
に
は
、
坂
本
駅
か
ら
工
場
ま
で
の
専
用

側
線
が
完
成
し
、
昭
和
28
年
に
は
エ
ン
ド
レ
ス
は
撤
廃
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
も

し
か
し
た
ら
工

写真②－１　坂本会館清和荘内部　午後 2 時ごろ

写真②－２　同　清和荘内部　　午後 2 時ごろ
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【
つ
る
・
し
ょ
う
こ
／
八
代
市
】

と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
の
「
く
ま
が
わ
春

秋
」
で
も
機
会
を
み
て
紹
介
し
て
ほ
し
い

も
の
で
す
。

紙
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

今
回
の
水
害
写
真
の

紹
介
に
当
た
っ
て
、
十
條

製
紙
に
関
す
る
話
を
聞

い
た
り
、
資
料
を
読
ん

だ
り
し
ま
し
た
が
、
十

條
製
紙
が
坂
本
の
人
に

と
っ
て
本
当
に
大
き
な
存

在
で
あ
っ
た
こ
と
を
実
感

し
ま
し
た
。
今
ま
で
坂

本
に
お
け
る
球
磨
川
の

存
在
に
関
す
る
こ
と
ば
か

り
に
興
味
を
も
っ
て
調
べ

て
き
ま
し
た
が
、
40
年

の
水
害
と
は
関
係
な
く
、
十
條
製
紙
と

坂
本
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
も
調
べ
て
み

た
い
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
す
で
に
詳
し
い
方
が
お
ら
れ
る

こ
の
写
真
で
驚
く
の
は
、
床
の
上
に
堆
積
し
た
泥
で
す
。
単
純

な
泥
と
い
う
よ
り
、
ね
っ
と
り
と
し
た
感
じ
の
泥
が
床
に
張
り

付
く
よ
う
に
し
て
堆
積
し
て
い
ま
す
。
住
民
が
「
今
ま
で
の
洪

水
で
は
さ
ら
さ
ら
し
た
砂
が
少
し
堆
積
す
る
ぐ
ら
い
だ
っ
た
け
ど
、

こ
の
時
は
違
っ
た
。
冷
え
る
と
コ
ン
ク
リ
の
よ
う
に
固
ま
っ
た
」
と

い
う
の
も
う
な
ず
け
る
泥
の
様

子
が
モ
ノ
ク
ロ
写
真
か
ら
も
分

か
り
ま
す
。

　

昭
和
40
年
は
、
九
州
三
大
工

場
（
小
倉
、
坂
本
、
八
代
）
統

合
の
話
が
持
ち
上
が
り
、
そ
の

撤
回
を
求
め
て
、
労
働
組
合
が

激
し
く
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
っ
て

い
た
時
期
で
も
あ
り
、
こ
の
水

害
の
復
旧
作
業
は
大
変
な
中
行

わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
察
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
年
に
統

合
が
決
定
し
、
翌
年
西
日
本
製

高
水
位
が
示
し
て
あ
り
ま
す
が
、
相
当
な
高
さ
ま
で
水
が
来
て

い
ま
す
。
水
は
引
い
て
い
ま
す
が
、
ど
こ
か
ら
手
を
付
け
て
い
い

の
か
、
腕
を
組
ん
で
見
て
い
る
職
員
の
様
子
か
ら
も
、
そ
の
大

変
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
写
真
⑥
︱
２
は
、
同
じ
仕
上
げ
室

の
ま
だ
早
い
時
間
で
す
が
、
後
片
づ
け
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

写真⑤－１　マシン２　

写真⑤－２　上と同じ場所の平常時

⑥－２　洪水時の仕上げ室 午前 7 時 30 分頃

⑥－１　洪水時の仕上げ室 午前 11 時頃
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に
入
っ
て
寝
る
、
と
い
う
生
活
だ
っ
た
た
め
温
泉
と
い
う
感
覚
は
ま

る
で
な
か
っ
た
が
、
今
思
う
と
泉
質
は
非
常
に
良
か
っ
た
よ
う
な
気

が
す
る
。
食
事
も
満
足
の
い
く
味
と
量
だ
っ
た
と
思
う
。
２
年
の
春

休
み
は
残
念
な
が
ら
通
い
合
宿
と
な
り
宿
泊
は
こ
れ
１
度
き
り
で

あ
っ
た
。

　

艇
か
ら
の
景
色
は
日
常
生
活
で
見
る
そ
れ
と
は
大
き
く
違
う
。

水
面
か
ら
１
ｍ
な
い
位
に
目
の
高
さ
が
あ
り
、
川
面
か
ら
両
岸
を

見
る
こ
と
に
な
る
。
プ
ー
ル
に
入
っ
て
プ
ー
ル
サ
イ
ド
を
見
る
感
じ

と
言
え
ば
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
川
の
中
か
ら
両
岸

を
見
る
形
に
な
り
、
川
の
大
き
さ
や
堤
防
の
高
さ
な
ど
を
実
感
で
知

る
。
当
然
、
上
に
遮
る
も
の
は
な
く
、
脚
の
裏
側
以
外
は
こ
ん
が
り

日
焼
け
す
る
。
シ
ー
ズ
ン
中
は
最
終
的
に
腕
の
毛
が
脱
色
し
て
金
髪

の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

中
間
地
点
に
国
道
が
球
磨
川
を
渡
る
橋
（
鎌
瀬
橋
）
が
あ
る
。

そ
の
す
ぐ
下
流
に
保
育
園
が
あ
る
。
合
宿
中
は
保
育
風
景
を
横
目

に
見
な
が
ら
漕
ぎ
、
休
憩
し
な
が
ら
景
色
を
楽
し
ん
だ
。
今
で
は

水
面
が
下
が
り
、
堤
防
が
か
さ
上
げ
さ
れ
て
い
る
た
め
園
か
ら
は
川

が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
せ
っ
か
く
自
然
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
に
直

レ
中
心
。
し
か
し
ボ
ー
ト
の
試
合
は
熊
本
県
で
は
大
き
な
大
会
は
２

つ
（
八
代
独
自
の
試
合
を
入
れ
れ
ば
３
つ
）
し
か
な
い
と
い
う
こ
と

で
、
春
の
大
会
に
す
ぐ
出
ら
れ
る
よ
う
に
冬
場
の
プ
ー
ル
に
シ
ン
グ

ル
ス
カ
ル
（
一
人
乗
り
両
手
漕
ぎ
艇
）
を
浮
か
べ
、
漕
ぐ
練
習
を
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
身
長
の
１
・
５
倍
近
い
オ
ー
ル
を
使
い
漕
ぐ
感

覚
を
つ
か
む
た
め
だ
っ
た
と
後
か
ら
気
づ
く
。

　

１
年
（
２
年
に
上
が
る
前
）
の
春
休
み
に
当
時
、
高
校
総
体
の

ボ
ー
ト
会
場
で
あ
る
荒

瀬
ダ
ム
湖
で
行
わ
れ
た

合
宿
に
参
加
し
た
。
宿

は
鶴
之
湯
旅
館
と
い
う

木
造
三
階
建
て
の
古
い

旅
館
。
合
宿
と
い
う
集

団
生
活
も
初
め
て
で
あ
っ

た
が
、
木
造
三
階
建
て

で
寝
泊
ま
り
す
る
の
も

初
め
て
で
あ
っ
た
。
合
宿

時
は
丸
一
日
ボ
ー
ト
を

漕
ぎ
、
食
事
し
て
風
呂

　

２
０
１
２
年
に
開
始
さ
れ
た
荒
瀬
ダ
ム
撤
去
工
事
が
最
終
局
面

と
な
っ
て
い
る
。
工
事
当
初
の
堆
砂
量
に
は
正
直
驚
い
た
。
今
で
は

国
道
側
の
河
原
に
そ
の
量
が
見
て
取
れ
る
が
、
よ
ほ
ど
意
識
し
て
み

な
い
と
そ
う
と
は
気
づ
か
な
い
だ
ろ
う
。
ダ
ム
本
体
の
撤
去
が
終
了

し
、
残
す
は
発
電
関
連
施
設
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
工
程
表
通
り
な

ら
ば
全
行
程
終
了
は
２
０
１
８
年
初
旬
と
な
っ
て
い
る
。
撤
去
さ
れ

て
し
ま
え
ば
ダ
ム
が
あ
っ
た
こ
ろ
の
環
境
、
景
色
は
記
憶
の
中
に
し

か
残
ら
な
い
。
し
っ
か
り
記
録
を
残
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
、

約
10
年
前
の
記
憶
を
基
に
記
録
と
し
て
残
し
て
み
た
い
。

　

私
の
球
磨
川
水
系
と
の
関
わ
り
は
幼
い
頃
に
遡
る
。
母
親
の
実
家

が
球
磨
郡
の
旧
深
田
村
に
あ
っ
た
か
ら
だ
。
国
道
２
１
９
号
線
を

車
で
、
あ
る
い
は
肥
薩
線
・
湯
前
線
を
列
車
で
行
き
来
し
て
い
た
。

八
代
か
ら
車
で
約
２
時
間
、
列
車
で
も
同
じ
く
ら
い
だ
っ
た
よ
う
な

気
が
す
る
。
特
に
車
で
動
く
と
き
は
ダ
ム
そ
の
も
の
の
存
在
感
と
、

そ
の
上
流
と
下
流
で
景
色
が
大
き
く
変
わ
る
事
に
あ
る
種
の
感
動

を
感
じ
て
い
た
（
そ
の
後
、
大
き
な
違
和
感
に
変
わ
っ
た
）。

　

八
代
高
校
に
入
学
し
て
、
最
初
は
父
が
指
導
す
る
陸
上
部
に
入

部
し
た
が
、
あ
ま
り
参
加
し
な
か
っ
た
た
め
か
父
と
ボ
ー
ト
部
顧
問

の
先
生
と
の
話
し
合
い
に
よ
り
１
年
の
冬
場
か
ら
ボ
ー
ト
部
に
転
向

し
た
。
結
果
的
に
大
き
な
記
録
を
残
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

高
校
で
何
を
し
た
か
と
問
わ
れ
た
ら
「
ボ
ー
ト
を
し
た
」
と
答
え

ら
れ
る
程
は
ま
っ
て
い
た
。

　

話
を
１
年
の
冬
に
戻
そ
う
。
オ
ン
シ
ー
ズ
ン
で
あ
れ
ば
球
磨
川
の

萩
原
橋
付
近
で
練
習
す
る
の
だ
が
、
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
は
陸
上
で
筋
ト

八
代
高
校
ボ
ー
ト
部
の
時
代

橋
本
徳
一
郎

荒
瀬
ダ
ム
撤
去

私のアルバムより
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い
た
。
ボ
ー
ト
ハ
ウ
ス
も
利
用
法
を
模
索
中
と
の
こ
と
。
こ
の
旅
館
、

よ
く
熊
本
地
震
に
耐
え
た
と
感
心
す
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
観
光
資

源
に
な
る
事
を
期
待
し
た
い
。

　

春
の
葉
木
駅
付
近
は
桜
が
非
常
に
き
れ
い
に
咲
く
。
そ
の
中
を
Ｓ

Ｌ
が
走
る
。
ダ
ム
湖
時
代
は
そ
の
水
面
に
映
る
写
真
が
多
く
出
回
っ

て
い
た
。
水
面
が
大
き
く
下
が
っ
た
後
に
ど
う
景
観
を
つ
く
り
あ
げ

る
か
？　

こ
れ
か
ら
の
環
境
整
備
に
期
待
し
た
い
。

　

今
の
両
岸
は
ダ
ム
湖
の
名
残
と
上
流
の
瀬
戸
石

ダ
ム
の
放
流
に
耐
え
る
強
度
を
確
保
す
る
た
め
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
た
状
態
で
無
機
質
な

ま
ま
。
し
か
し
、
そ
の
瀬
戸
石
ダ
ム
も
危
険
な
状

態
で
あ
る
こ
と
が
国
会
で
も
指
摘
さ
れ
、
下
流
住

民
か
ら
も
撤
去
の
要
望
が
出
て
い
る
。
今
後
、
瀬

戸
石
ダ
ム
が
荒
瀬
ダ
ム
と
同
じ
よ
う
に
撤
去
さ

れ
、
球
磨
川
水
系
が
豊
か
な
自
然
を
取
り
戻
す
こ

と
で
貴
重
な
観
光
資
源
に
な
る
事
を
期
待
す
る
。

【
は
し
も
と
・
と
く
い
ち
ろ
う
／
八
代
市
】

習
で
ボ
ー
ト
を
漕
い
で
い
た
付
近
に
中
洲
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
過

去
に
河
川
改
修
時
に
埋
め
立
て
て
い
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
そ
ん

な
に
大
き
く
は
な
か
っ
た
。
上
流
か
ら
の
砂
が
運
ば
れ
て
き
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

　

近
頃
、
閉
鎖
さ
れ
た
と
書
い
た
鶴
之
湯
旅
館
が
再
開
し
た
と
聞

こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
荒
瀬
ダ
ム
撤
去
が
決
ま
る
ま
で
意
識
し
て
訪
れ
た
こ
と

は
な
か
っ
た
。
撤
去
が
決
ま
っ
た
時
に
、
ボ
ー
ト
の
高
校
総
体
会
場

は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
、
な
ど
と
仕
方
の
な
い
心
配
を
し
た
。
工
事

が
始
ま
り
、
ダ
ム
湖
の
水
が
抜
け
た
後
に
見
た
堆
砂
の
量
に
は
本
当

に
驚
い
た
。
川
底
か
ら
ゲ
ー
ト
ま
で
の
高
さ
に
し
っ
か
り
た
ま
っ
て

い
た
。こ
れ
ほ
ど
の
淀
み
で
あ
っ
た
ら
水
質
の
悪
化
も
納
得
で
き
る
。

　

私
は
今
で
も
オ
ー
ト
バ
イ
で
の
ツ
ー
リ
ン
グ
を
趣
味
と
し
て
い

る
。
今
で
は
国
道
２
１
９
号
線
の
道
の
駅
坂
本
に
立
ち
寄
る
様
に

し
て
い
る
が
、
川
の
流
れ
や
水
質
の
変
化
に
感
動
し
て
い
る
。
か
つ

て
ダ
ム
湖
で
あ
っ
た
葉
木
駅
付
近
の
景
色
の
変
化
に
は
本
当
に
驚
い

た
。
水
面
の
低
さ
に
、
何
よ
り
も
そ
の
流
れ
の
清
ら
か
さ
に
。
そ

の
こ
と
で
ボ
ー
ト
ハ
ウ
ス
が
閉
鎖
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
残
念
で
あ
っ

た
。

　

し
か
し
、
荒
瀬
ダ
ム
が
無
く
な
っ
た
こ
と
で
こ
れ
だ
け
清
流
が
取

り
戻
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、そ
の
上
流
に
あ
る
瀬
戸
石
ダ
ム
が
な
く
な
っ

た
ら
人
吉
か
ら
下
流
の
球
磨
川
水
系
の
自
然
復
活
は
容
易
に
想
像

で
き
る
。

　

萩
原
橋
付
近
の
下
流
域
で
も
大
き
な
変
化
が
見
て
取
れ
る
。
練

接
そ
の
自
然
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
本
当
に
残
念
に
思
う
。

　

ダ
ム
湖
の
水
面
は
当
然
な
が
ら
高
い
。
今
だ
か
ら
高
い
と
い
え
る

が
当
時
は
そ
れ
が
当
た
り
前
だ
っ
た
。
県
道
（
肥
薩
線
葉
木
駅
側
）

か
ら
２
～
５
ｍ
ほ
ど
下
に
水
面
が
あ
っ
た
。
荒
天
時
に
は
道
路
が

冠
水
す
る
こ
と
は
容
易
に
予
想
で
き
る
。
実
際
、
大
学
時
代
に
ツ
ー

リ
ン
グ
に
来
て
冠
水
し
て
い
る
状
態
を
見
た
こ
と
も
あ
る
（
今
思
え

ば
結
構
危
険
な
と
こ
ろ
に
来
て
い
た
）。
瀬
戸
石
ダ
ム
の
先
の
国
道

が
崩
落
し
て
通
行
止
め
に
な
っ
た
時
だ
っ
た
。

　

ダ
ム
湖
の
水
は
普
段
練
習
し
て
い
た
萩
原
橋
付
近
と
は
違
い
、
深

い
緑
色
を
し
て
い
た
。
合
宿
中
は
飲
料
用
の
水
と
食
料
を
積
み
込

ん
だ
状
態
で
半
日
漕
い
で
い
た
が
、
ど
う
し
て
も
の
ど
の
渇
き
が
こ

ら
え
ら
れ
な
い
時
は
湿
ら
せ
る
程
度
に
川
の
水
を
口
に
含
ん
で
い
た

気
が
す
る
。

　

荒
瀬
ダ
ム
に
は
、
高
校
を
卒
業
し
数
年
は
高
校
総
体
の
応
援
に

訪
れ
た
が
、
知
っ
た
後
輩
が
い
な
く
な
る
と
し
ば
ら
く
行
く
こ
と
も

な
く
な
っ
た
。
ボ
ー
ト
ハ
ウ
ス
が
完
成
し
た
後
、
２
度
ほ
ど
子
ど
も

た
ち
を
連
れ
て
カ
ヤ
ッ
ク
に
乗
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
面
白
い
ア
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
が
、
妻
は
水
質
に
対
し
非
常
に
警
戒
的
だ
っ
た

撤去作業中の荒瀬ダム（2016 年１月）

昨年 11月に営業を再開した鶴之湯旅館
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古
屋
敷
の
お
じ
ち
ゃ
ん　      

　
上
村
雄
一

６
年
前
に
路
線
バ
ス
は
廃
止
さ
れ
た
け
れ

ど
も
、
そ
の
代
わ
り
に
「
乗
合
タ
ク
シ
ー
」

が
運
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
利
用

す
れ
ば
坂
本
駅
ま
で
歩
か
な
く
も
よ
い
。

し
か
し
、
お
じ
ち
ゃ
ん
は
坂
本
駅
ま
で
歩

く
。
帰
り
も
そ
う
だ
。
料
金
が
高
額
だ
か

ら
乗
合
タ
ク
シ
ー
を
利
用
し
な
い
の
で
は
な

い
。
歩
け
る
距
離
だ
と
考
え
る
か
ら
歩
く

の
で
あ
る
。

　

お
じ
ち
ゃ
ん
は
81
歳
で
あ
る
。
年
齢
を

考
え
る
と
４
キ
ロ
は
長
い
か
も
し
れ
な
い
。

料
金
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
乗
合
タ
ク
シ
ー

を
利
用
し
て
み
た
。
片
道
１
５
０
円
、
往

復
で
３
０
０
円
で
あ
っ
た
。
歩
い
て
み
た
ら

45
分
を
要
し
た
。
お
じ
ち
ゃ
ん
が
ど
れ
だ

け
の
時
間
で
歩
く
の
か
は
知
ら
な
い
。

　

お
じ
ち
ゃ
ん
は
、
八
代
の
歯
医
者
に

通
院
す
る
た
め
に
坂
本
駅
ま
で
歩
い
て
い

る
。
坂
本
駅
か
ら
八
代
方
面
で
汽
車
に
乗

　

八
代
市
坂
本
町
の
物
語
で
あ
る
。

　

鮎
帰
川
（
油
谷
川
）
の
右
岸
に
「
古ふ

る

屋や

敷し
き

」
と
い
う
集
落
が
あ
る
。「
古
屋
敷
」
は

数
多
く
あ
る
名
で
、
そ
の
昔
、
そ
の
地
に
、

大
き
な
屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る

と
き
が
多
い
。
鮎
帰
川
の
「
古
屋
敷
」
も

そ
う
で
あ
る
。
そ
の
古
屋
敷
の
お
じ
ち
ゃ
ん

と
坂
本
駅
で
話
し
た
。

　

古
屋
敷
か
ら
坂
本
駅
ま
で
は
４
キ
ロ
近

く
あ
る
。
４
キ
ロ
を
長
い
と
感
じ
る
か
は

人
に
よ
っ
て
ち
が
う
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
、

お
じ
ち
ゃ
ん
は
坂
本
駅
ま
で
歩
い
た
。
八

代
の
歯
医
者
に
通
院
す
る
た
め
で
あ
る
。

車
し
、
八
代
駅
で
下
車
し
て
、
同
駅
か
ら

２
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
歯
医
者
さ
ん
に
通
院

し
て
い
る
と
言
っ
た
。
少
し
前
ま
で
は
日
奈

久
の
歯
医
者
さ
ん
ま
で
歩
い
て
通
院
し
て

い
た
が
、
八
代
駅
か
ら
日
奈
久
ま
で
は
遠

い
の
で
、「
近
場
の
歯
医
者
さ
ん
」
に
通
院

す
る
こ
と
に
し
た
と
言
っ
た
。

　

若
い
頃
、
お
じ
ち
ゃ
ん
は
製
紙
工
場
の

ト
ン
ネ
ル
や
線
路
を
利
用
し
て
坂
本
駅
ま

で
通
っ
た
ら
し
い
。
製
紙
工
場
が
閉
鎖
に

な
っ
て
近
道
が
な
く
な
っ
た
と
笑
っ
た
。
そ

う
だ
。
古
屋
敷
と
坂
本
駅
の
間
に
は
、
大

き
な
製
紙
工
場
が
あ
っ
て
、
坂
本
駅
と
工

場
は
線
路
で
つ
な
が
っ
て
い
て
、
途
中
に
ト

ン
ネ
ル
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
利
用
す
れ
ば

１
キ
ロ
近
く
距
離
は
短
く
な
る
。

　

お
じ
ち
ゃ
ん
は
、
坂
本
駅
は
寂
れ
た
と

く
り
か
え
し
た
。
お
じ
ち
ゃ
ん
が
子
供
の
こ

ろ
、
10
月
祭
り
（
妙
見
祭
り
）
の
と
き
な

ど
駅
構
内
は
す
し
詰
め
に
な
り
、
列
車
に

は
ぶ
ら
さ
が
っ
て
乗
る
し
か
な
か
っ
た
が
、

今
は
ほ
と
ん
ど
乗
客
が
い
な
く
て
、
さ
び

し
い
と
言
っ
た
。

　

お
じ
ち
ゃ
ん
は
山
の
仕
事
を
し
て
い

た
。
材
木
を
伐
採
し
製
紙
工
場
に
運
ん
で

い
た
。
お
じ
ち
ゃ
ん
の
オ
ト
ウ
サ
ン
も
山
の

仕
事
を
し
て
い
た
。
最
近
、
工
場
（
日
本

製
紙
八
代
工
場
）
で
は
チ
ッ
プ
を
燃
や
し

て
発
電
し
て
い
る
ら
し
い
が
、
じ
つ
に
も
っ

た
い
な
い
、
チ
ッ
プ
は
紙
の
原
料
で
あ
っ
て

燃
や
す
も
の
で
は
な
い
と
力
を
込
め
て
言
っ

た
。
お
じ
ち
ゃ
ん
は
、
鮎
帰
小
学
校
を
卒

業
し
、
す
ぐ
に
山
の
仕
事
に
つ
い
た
。「
ボ

「古屋敷」集落（八代市坂本町）

路線バスの代わりに運行されている「乗合タクシー」



27  くまがわ春秋　Vol.19　2017.10.15 26くまがわ春秋　Vol.19　2017.10.15

ン
ク
ラ
だ
け
ん
、
若
っ
か
こ
ろ
は
、
喧
嘩
ば

か
り
し
と
っ
た
。
頭
の
悪
か
も
ん
は
、
気

が
短
こ
う
と
あ
か
ら
ん
と
ば
い
。
景
気
は

よ
か
っ
た
ば
っ
て
ん
、
遊
び
に
カ
ネ
ば
使
う

て
、預
金
は
せ
ん
だ
っ
た
」
と
笑
っ
た
。「
山

に
は
、
な
ん
で
も
あ
る
、
ク
イ
ン
モ
ン
（
食

い
物
）に
は
困
ら
ん
。
水
も
旨
か
」と
も
言
っ

た
。
事
故
を
起
こ
し
て
自
動
車
の
免
許
は

失
い
、
そ
の
あ
と
は
、
免
許
を
と
っ
て
い
な

い
。

　
「
古
屋
敷
」
の
お
じ
ち
ゃ
ん
だ
け
で
な
く
、

昔
の
人
た
ち
は
よ
く
歩
く
。
同
じ
古
屋
敷

に
住
む
、
別
の
お
じ
ち
ゃ
ん
と
話
し
た
ら
、

「
高
橋
医
院
に
は
歩
い
て
通
院
し
て
い
る
」

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
、81
歳
で
あ
っ

た
。高
橋
医
院
は
坂
本
駅
の
そ
ば
に
あ
る
。

４
キ
ロ
の
道
を
歩
い
て
通
院
す
る
い
っ
た
い

ど
う
い
う
病
気
な
の
か
と
一
瞬
お
も
っ
た

が
、
薬
を
手
元
に
置
い
て
お
き
た
い
の
で
あ

ろ
う
。

　

お
じ
ち
ゃ
ん
も
、
無
理
し
て
坂
本
駅
ま

で
歩
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
話
を
し

た
と
き
に
は
息
を
切
ら
し
て
い
た
。
無
理

し
て
い
な
く
て
も
身
体
は
し
だ
い
に
衰
え
て

い
く
。
お
じ
ち
ゃ
ん
は
、
７
時
58
分
坂
本

駅
発
の
列
車
を
利
用
し
て
い
る
。
お
じ
ち
ゃ

ん
は
自
宅
を
何
時
に
出
発
し
、
何
時
頃
に

帰
宅
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
乗
合
タ
ク

シ
ー
の
場
合
、
古
屋
敷
を
７
時
31
分
に
発

車
す
る
車
両
を
利
用
す
れ
ば
７
時
55
分
に

坂
本
駅
に
着
く
の
で
大
丈
夫
だ
け
ど
、
物

事
は
合
理
的
に
進
む
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

３
分
の
「
余
裕
」
は
厳
し
い
か
も
し
れ
な

い
。
次
の
列
車
は
９
時
38
分
発
で
、
１
時

間
30
分
後
に
し
か
来
な
い
。

　

坂
本
に
歯
医
者
さ
ん
が
い
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
お
じ
ち
ゃ
ん
が
坂
本
の
歯
医
者

さ
ん
を
利
用
せ
ず
八
代
駅
近
く
の
歯
医
者

さ
ん
に
通
院
し
て
い
る
理
由
は
知
ら
な
い
。

　

古
屋
敷
に
行
っ
た
時
、
玉
虫
を
み
つ
け

た
。
古
屋
敷
で
は
、
雷
よ
け
に
玉
虫
を
吊

る
す
慣
習
が
あ
る
と
、
そ
の
と
き
知
っ
た
。

【
う
え
む
ら
・
ゆ
う
い
ち
／
編
集
主
幹
】

柳人があじわう漱石俳句

白
菊
と
黄
菊
と
咲
い
て
日
本
か
な

（
漱
石
43
歳
）

菊
一
本
画
い
て
君
の
佳
節
哉（

漱
石
46
歳
）

柩
に
は
菊
抛
げ
入
れ
よ
有
ら
ん
程

（
漱
石
43
歳
）

　
「
佳
節
」
は
め
で
た
い
日
。
さ
ら
り
と
描
い
て
誰
か
の
祝
い

に
贈
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

漱
石
は
自
ら
画
を
描
く
だ
け
で
は
な
く
、
出
版
す
る
本
の

装
丁
に
も
凝
っ
て
、
気
に
入
っ
た
画
家
と
入
念
に
打
ち
合
わ

せ
を
し
て
い
た
と
い
う
。
晩
年
は
俳
句
や
画
を
胃
の
病
を
癒

す
楽
し
み
と
し
て
た
し
な
ん
で
い
た
。

家
の
家
紋
が
「
井
桁
に
菊
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
現
在
の
新

宿
区
に
あ
る
町
名
を
喜き

く

い
久
井
町
と
名
付
け
た
の
は
父
・
直

克
で
あ
る
。
菊
に
は
こ
と
の
ほ
か
の
思
い
が
あ
ろ
う
。
漱
石

の
全
句
約
２
５
０
０
句
の
中
に
95
句
も
の
菊
の
文
字
が
入
っ

た
句
が
み
い
だ
さ
れ
る
。

　

漱
石
の
恋
心
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
き
、
必
ず
あ
げ
ら
れ

る
友
人
の
妻
・
大
塚
楠
緒
子
の
訃
を
知
り
手
向
け
た
句
。

有
ら
ん
程
と
い
う
措
辞
に
深
い
悲
し
み
が
表
れ
て
い
る
。

　

漱
石
（
金
之
助
）
は
、
江
戸
時
代
か
ら
高
田
馬
場
一
帯

を
治
め
て
い
る
名
主
の
五
男
末
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
夏
目

黄
菊
満
開　

廃
屋
の
生
家

謹
呈
の
本
に
値
段
が
書
い
て
あ
る

　

日
本
の
秋
を
菊
で
形
容
す
る
こ
の
句
の
感
覚
は
百
年
た
っ

た
今
で
も
納
得
で
き
る
。
そ
の
匂
い
も
身
を
引
き
締
め
る
。

十
六
八
重
表
菊
が
皇
室
の
紋
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
晩

年
、
南
画
に
親
し
ん
だ
漱
石
が
、
菊
の
画
に
こ
の
句
を
か
い

た
も
の
が
多
く
残
っ
て
い
る
。

　

洋
室
が
多
く
な
っ
た
昨
今
、
菊
は
リ
ビ
ン
グ
に
飾
る
花
で

は
な
く
な
っ
た
が
、
葬
儀
に
は
欠
か
せ
な
い
花
だ
。

【
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

─ ⑲ ─
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役
人
な
ど
橋
の
建
設
に
関

わ
っ
た
人
々
の
名
が
刻
ま

れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
橋
・
山
門
・

石
垣
は
、
い
ず

れ
も
同
質
の
凝

灰
岩
で
造
ら
れ

て
い
る
が
、
裏

山
に
「
石
切
場
」

が
あ
り
、
そ
こ

で
調
達
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

四
季
の
風
情

と
相
ま
っ
て
門
前

ら
し
さ
に
あ
ふ

れ
た
橋
で
あ
る
。

特
徴
。
17
代
住
職
の
元
亮
和
尚
の
と
き
、

延
べ
数
千
人
の
奉
仕
に
よ
っ
て
架
け
ら
れ
、

橋
の
東
側
に
は
眼
鏡
橋
建
設
碑
が
建
て
ら

れ
て
お
り
、
地
域
の
寺
院
や
地
元
の
有
志
、

眼鏡橋の下を流れる馬氷川

海棠が咲くころの眼鏡橋（今年

4

を
保
っ
て
い
る
。
長
さ
21
・
４
ｍ
、
幅
２
・

７
ｍ
、高
さ
７
・
１
ｍ
、径
間
12
ｍ
も
の
で
、

橋
の
西
側
に
増
水
時
の
水
貫
き
あ
る
の
が

石
水
寺
門
前
の「
眼
鏡
橋
」

人
吉
市
下
原
田
町
西
門

　

石
水
寺
は
人
吉
市
土
手
町
の
永
国

寺
を
創
建
し
た
実じ

っ
て
い底

和
尚
が
応
永
24
年

（
１
４
１
７
）
に
隠
居
寺
と
し
て
開
い
た

曹
洞
宗
の
寺
で
、「
海か

い
ど
う棠

」
の
木
は
よ
く

知
ら
れ
、「
花
の
寺
」と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

海
棠
を
は
じ
め
「
桜
」「
菜
の
花
」「
も

く
れ
ん
」
な
ど
咲
き
競
う
様
は
爛
漫
そ
の

も
の
。

　

寺
の
山
門
は
石
を
く
り
抜
い
た
ユ
ニ
ー

ク
な
も
の
で
、
そ
の
門
前
を
馬
氷
川
が
流

れ
石
造
り
の
ア
ー
チ
橋
が
架
か
る
。

　

架
橋
は
嘉
永
７
年
（
１
８
５
４
）、
郡

市
の
石
橋
で
は
最
も
古
い
も
の
で
、
石
工

は
「
太
次
郎
」
と
伝
え
ら
れ
、
美
し
い
姿

「眼鏡橋」人吉市指定文化財（昭和 50 年９月15日）

眼鏡橋から見た本堂と山門

石橋を訪ねる ⑦
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Book Review

そ
の
近
く
の
山
頭
火
の
句
碑
前
）
で
出
会
い
、
そ
こ
か
ら
物
語
は

始
ま
る
。
そ
し
て
、
二
人
は
高
校
三
年
ま
で
の
６
年
の
時
間
を
か

け
て
三
十
三
観
音
す
べ
て
を
巡
礼
す
る
約
束
を
す
る
。「
そ
ら
と
陸

の
約
束
」
で
あ
る
。
そ
の
と
き
二
人
は
中
学
一
年
。
そ
の
約
束
は

中
学
生
時
代
、
進
学
先
の
人
吉
高
校
時
代
で
も
着
実
に
実
行
さ
れ

て
い
く
。

　

と
こ
ろ
が
高
校
３
年
の
秋
、
約
束
は
中
断
す
る
。
そ
ら
は
重
篤

の
疾
病
に
罹
患
し
治
療
の
た
め
家
族
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
に
引
っ
越

し
た
の
で
あ
っ
た
。
陸
は
い
つ
し
か
、
彼
女
を
愛
し
結
婚
を
夢
み
る

ま
で
に
い
た
っ
て
い
た
。
そ
ら
一
家
が
ア
メ
リ
カ
に
飛
び
立
っ
た
あ

と
、彼
は
ひ
ど
い
喪
失
感
に
さ
い
な
ま
れ
る
。
そ
ら
は
死
ん
で
し
ま
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
っ
て
し
ま
う
。
な
に
も
で
き
な
く
な
り

観
音
巡
り
も
し
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
42
年
後
、
二
人
は
劇
的

な
再
会
を
果
た
す
。
二
人
は
還
暦
を
む
か
え
て
い
た
。
13
才
か
ら

18
才
ま
で
の
二
人
の
記
憶
が
時
を
超
え
て
60
歳
の
二
人
の
会
話
と

重
な
っ
て
い
く
。

　

以
上
が
本
書
の
粗
筋
で
あ
る
。
た
だ
し
、再
会
は
「
２
０
５
８
年
」

に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
な
く
、
近
未
来
の
再
会
を
筆
者
は

描
い
て
い
る
の
だ
。
現
在
に
ひ
き
な
お
せ
ば
、
陸
も
そ
ら
も
失
意
の

ど
ん
底
に
い
る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
、
い
ま
悩
み
の
な
か
に
い
る
若

者
た
ち
に
向
か
っ
て
、
未
来
は
失
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
伝
え
た
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
今
後
も
廃
れ
る
こ
と
な
く
、
観
音
巡
礼

は
存
続
し
て
い
る
と
い
う
筆
者
の
希
望
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　

秋
時
観
音
、
多
良
木
中
学
校
、
人
吉
一
中
、
人
吉
高
校
な
ど
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
物
語
の
世
界
は
す
べ
て
現
実
的
で
あ
る
。
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
例
を
あ
げ
な
い
が
、
登
場
人
物
と
時
代
設
定
を
除
け

ば
、
ほ
と
ん
ど
が
現
在
の
具
体
的
姿
が
本
書
で
は
描
か
れ
て
い
て
、

三
十
三
観
音
巡
礼
の
魅
力
と
人
吉
球
磨
の
美
し
さ
へ
の
讃
歌
が
本そらと陸が最初にであった場所

　

今
秋
は
、
三
十
三
観
音
巡
り
は
し
な
い
つ
も
り
で
い
た
。
と
に
も

か
く
に
も
忙
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
書
を
一
読
し
て
予
定
を
変
更

し
た
。
忙
し
さ
は
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
だ
れ
で
も
、
い
つ
も
、
な

ん
ら
か
の
こ
と
で
忙
し
い
。
貧
乏
人
に
暇
は
な
い
。

　

今
秋
に
か
ぎ
ら
ず
、「
い
つ
か
は
廻
れ
る
」
と
い
う
意
識
が
い
つ

も
ど
こ
か
に
あ
る
。
三
十
三
観
音
巡
礼
に
か
ぎ
ら
ず
、
す
べ
て
に

つ
い
て
そ
う
だ
。
観
音
巡
礼
の
魅
力
を
知
っ
て
い
て
も
、「
い
つ
か
、

廻
れ
る
」
と
い
う
意
識
が
ど
う
し
て
も
残
る
。
そ
れ
が
巡
礼
の
機

会
を
失
わ
せ
て
い
る
。
本
書
の
意
図
は
必
ず
し
も
そ
の
こ
と
を
伝
え

る
点
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
力
が
あ

る
。
一
読
し
て
、
す
ぐ
に
本
書
を
た
ず
さ
え
秋
時
観
音
（
球
磨
郡

あ
さ
ぎ
り
町
）
に
向
か
っ
た
。

　

秋
時
観
音
は
三
十
三
観
音
巡
り
の
第
12
番
札
所
で
あ
る
。
な
ぜ
、

第
１
番
札
所
で
な
く
、
第
12
番
札
所
か
。
そ
れ
は
同
札
所
が
本
書

の
物
語
の
出
発
点
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
多
良
木
中
学
校
女
子

生
徒
の
久
米
そ
ら
と
人
吉
一
中
男
子
生
徒
の
犬
童
陸
の
二
人
が
本

書
の
主
人
公
で
、
二
人
は
あ
さ
ぎ
り
町
の
秋
時
観
音
（
正
確
に
は
、

時
間
を
か
け
、
時
を
駆
け
、
秋
を
待
つ   

久
馬　

凌

 
観
音
寺
遼
『
そ
ら
と
陸
の
約
束
』（
熊
日
出
版　

２
０
１
７
年
９
月
８
日
）

書 評

『そらと陸の約束』観音寺遼 著
 単行本　￥1,080　熊日出版
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書
の
基
調
で
あ
る
。
今
秋
の
巡
礼
は
終
わ
っ
た
が
、
半
年
は
短
い
。

そ
ら
と
陸
の
約
束
に
し
た
が
っ
て
観
音
巡
り
を
す
れ
ば
、
早
け
れ

ば
６
年
後
に
は
す
べ
て
の
観
音
様
に
お
会
い
で
き
る
。
二
人
は
高

田
素
次
『
相
良
観
音
め
ぐ
り
』（
昭
和
52
年
刊
）
を
テ
キ
ス
ト
に

し
て
巡
礼
し
た
。
私
は
、
本
書
を
手
に
、
三
十
三
観
音
巡
り
を
し

よ
う
。
巡
っ
た
あ
と
に
は
、
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
手
元
に
あ
る
岐
部

明
廣
『
相
良
三
十
三
観
音
巡
礼
』（
人
吉
中
央
出
版
社
）
を
読
み
、

巡
礼
し
た
と
こ
ろ
を
復
習
し
よ
う
。
必
ず
勉
強
に
な
る
。

　
「
観
音
寺
遼
」。
本
書
の
筆
者
の
名
前
。
そ
れ
に
し
て
も
不
思
議

な
名
前
で
あ
る
。
ど
う
み
て
も
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
し
か
み
え
な
い
。
お

そ
ら
く
観
音
巡
り
、
海
音
寺
潮
五
郎
、
司
馬
遼
太
郎
の
三
者
を
併

せ
た
名
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
僕
の
推
測
だ
。
あ
て
に
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
き
っ
と
、
そ
う
だ
。
そ
う
に
ち
が
い
な
い
。
僕
の
推
測
は
外

れ
る
と
き
が
多
い
が
、
今
回
は
自
信
が
あ
る
。

　
「
郷
土
の
文
化
の
保
存
が
町
づ
く
り
の
基
本
」
と
い
う
一
文
が
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
最
後
に
付
記
す
る
。

【
き
ゅ
う
ま
・
す
ぐ
る
／
八
代
市
】

　

村 

上 

鬼 

拳

盛
り
沢
山　
「
一
冊
の
本
」
ち
ゅ
う
な
か
れ

びっ
く
り　

石
蔵
が
こ
う
変
わ
る
か
い

お
得
意
さ
ん　

ママ
に
耳
打
ち
し
と
い
た
か

な
に
く
そ　

今
は
孫
請
け
し
とっ
て
も

良
か
匂
い　

風
船
吹
い
て
貰
お
う
か

森
の
都　

両
親
が
出
た
が
ら
ん
筈

万
に一つ　

改
札
も
別
々
イ
出
る

新
陣
容　

日
本
再
生
し
て
く
れ
エ

消
え
た　

噂
通
り
イ
な
る
二
人

も
う
一
息　

高
嶺
の
花
で
お
く
も
ん
か

【
む
ら
か
み
・
き
け
ん
／
人
吉
市
】

　

９
月
22
日
、
あ
さ
ぎ
り
町
免

田
の
「
彦
六
」
で
あ
っ
た
。
田

中
さ
ん
は
『
忘
れ
ら
れ
た
人
類

学
者
』
の
著
者
。
田
中
さ
ん
の

来
球
に
合
わ
せ
て
有
縁
の
者
が

集
ま
っ
た
＝
（
写
真
上
）。
参
加

者
は
、
田
中
さ
ん
の
ほ
か
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ケ
リ
ー
教
授
（
エ
ー

ル
大
学
）、
堀
伎
美
子
、
松
本

美
恵
子
、
前
山
光
則
、
鳥
飼
和

信
、
東
慶
治
郎
、
遠
山
幸
穂
の

各
氏
の
ほ
か
、編
集
部
２
人
（
松

本
学
、
上
村
雄
一
）
の
11
名
。

　

エ
ン
ブ
リ
ー
著『
須
惠
村
』は
、

い
ま
で
も
ア
メ
リ
カ
で
よ
く
読

ま
れ
て
い
る
こ
と
、『
忘
れ
ら
れ

た
人
類
学
者
』
が
増
刷
中
だ
と

い
う
こ
と
、
近
い
う
ち
に
エ
ン
ブ

リ
ー
関
係
の
次
に
著
作
（
占
領

統
治
問
題
）
が
公
刊
さ
れ
る
見

通
し
で
あ
る
こ
と
、『
菊
と
刀
』

は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
真
意
を
記
述

し
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と

の
疑
問
、
資
本
主
義
化
が
進
ん

で
い
な
い
の
で
平
山
地
区
（
旧

須
惠
村
）
に
エ
ン
ブ
リ
ー
は
特
に

注
目
し
た
の
で
は
な
い
か
、
な

ど
の
意
見
が
出
た
。
終
始
、
な

ご
や
か
な
雰
囲
気
で

あ
っ
た
。

　

付
記

　

翌
23
日
、
宮
原
観

音
を
巡
礼
中
の
田
中

さ
ん
、
ケ
リ
ー
教
授

に
偶
然
に
お
会
い
し

た
＝
（
写
真
下
）。

お
二
人
は
、
宮
原

観
音
の
前
に
栖
山
観

音
を
参
拝
さ
れ
た
と

の
こ
と
。
岐
部
明
廣

氏
も
栖
山
観
音
を
巡

礼
中
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
栖
山
観
音
に
は
エ
ン
ブ
リ
ー

夫
人
の
エ
ラ
が
参
拝
し
て
い
る
。

『
須
惠
村
の
女
た
ち
』
に
、
こ

の
時
の
様
子
が
記
し
て
あ
る
。

田
中
一
彦
さ
ん
を
囲
む
会
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が
２
番
線（
下
り
）、右
が
１
番
線（
上
り
）、

左
下
写
真
の
右
手
に
は
旧
貨
物
ホ
ー
ム
と

上
屋
が
見
え
る
（
写
真
下
）。
現
在
は
自

動
車
整
備
工
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

駅
住
所
は
錦
町
大
字
一
武
６
３
８
︱

６
、
昭
和
46
年
２
月
に
無
人
化
さ
れ
た
。

同
年
５
月
の
国
鉄
合
理
化
で
地
元
の
錦
町

が
払
い
下
げ
を
受
け
、
当
時
は
全
国
で
も

珍
し
い
町
営
の
駅
と
な
り
、役
場
職
員
（
国

鉄
Ｏ
Ｂ
）
が
乗
車
券
の
委
託
販
売
も
し
た

７
月
に
新
設
さ
れ
、
大
型
の
農
業
用
水
路

橋
梁
と
し
て
は
、
沿
線
最
長
22
ｍ
の
長
さ

の
あ
る
最
も
新
し
い
橋
梁
で
あ
る
。
こ
の

橋
梁
手
前
の
久
保
踏
切
は
ク
ル
マ
か
ら
の

見
通
し
が
利
き
に
く
い
の
か
、
自
動
車
事

故
が
多
い
と
の
こ
と
。

　

一い
ち

武ぶ

駅

　

一
武
駅
は
球
磨
川
左
岸
で
は
２
番
目
の

駅
。
西
村
駅
と
同
様
、
大
正
13
年
３
月
30

日
に
開
業
、
起
点
か
ら
９
・
２
㎞
、
西
村

駅
か
ら
は
３
・
４
㎞
で
、
標
高
１
２
３
・
５

ｍ
に
位
置
す
る
。
現
在
は
１
面
１
線
の
単

式
ホ
ー
ム
だ
が
、
開
業
当
初
は
島
式
の
２

面
２
線
の
駅
で
、
相
互
の
行
き
違
い
が
可

能
な
駅
で
あ
っ
た
。
現
在
も
２
番
線
ホ
ー

ム
跡
が
残
り
、
球
磨
川
河
畔
に
咲
く
、
名

花「
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
」が
植
え
ら
れ
て
い
る
。

　

旧
２
番
ホ
ー
ム
へ
の
線
路
分
岐
は
一
武

駅
手
前
３
０
０
ｍ
あ
た
り
で
分
か
れ
、
左

大谷川橋梁と久保踏切（肥後西村寄り）

木上方面ホーム

旧 2 番ホームのツクシイバラ（福井弘氏）

旧 2 番ホームへの渡り線

　

線
路
は
肥
後
西
村
駅
か
ら
、
球
磨
川
の

流
れ
に
沿
っ
て
少
し
左
カ
ー
ブ
を
描
き
な

が
ら
進
み
、
中な

か
ふ
く福

良ら

、
大
王
三
条
の
汚
水

ポ
ン
プ
場
の
先
で
、
東
の
土
手
と
並
行
し

て
約
２
㎞
の
直
線
が
続
く
。
こ
の
肥
後
西

村
・
一
武
の
駅
間
３
・
４
㎞
は
沿
線
で
は
最

も
長
い
区
間
。
進
路
の
北
東
方
向
に
は
遠

く
湯
山
、
水
上
の
山
並
み
を
望
め
、
真
ん

中
に
は
県
内
第
二
の
高
峰
、
市
房
山
（
標

高
１
７
２
１
ｍ
）
を
眺
め
る
こ
と
が
出
来

る
格
好
の
場
所
で
も
あ
る
。
こ
の
市
房
山

は
旧
暦
３
月
15
日
に
は
「
お
嶽
さ
ん
参
り
」

と
言
い
、
夫
婦
の
契
り
を
結
ぶ
男
女
二
人

が
縁
結
び
の
神
様
「
市
房
神
社
」
を
参
拝

し
た
と
さ
れ
る
が
、
恐
ら
く
大
正
後
期
の

湯
前
線
で
も
、
そ
れ
に
も
利
用
さ
れ
て
い

た
の
で
は
と
想
像
し
た
。

　

時
折
り
線
路
傍
を
稲
刈
り
後
の
ト
ラ
ク

タ
ー
が
通
っ
て
行
く
、
当
日
の
そ
れ
は
大

型
の
米
国
ジ
ョ
ン
デ
ア
社
製
、
冷
暖
房
完

備
の
ク
ル
マ
に
驚
い
た
次
第
。

　

線
路
途
中
の
大
谷
川
橋
梁
は
昭
和
48
年

連載その⓳  くま川鉄道・一武駅

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

市房山遠望（右下はサイクリング道）

肥後西村・一武間の直線
（下り、下須第二踏切）

米国製大型トラクター
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と
、
信
号
で
国
道
２
１
９
号
へ
ぶ
つ
か
り
、

右
折
す
れ
ば
錦
町
役
場
や
図
書
館
、
そ

の
西
に
は
「
道
の
駅
・
錦
」
が
在
る
。
錦

町
の
名
称
は
、
西
村
の
ニ
、
一
武
村
は
シ
、

木
上
村
の
キ
の
三
村
の
頭
文
字
を
採
っ
た

も
の
と
か
。
さ
ら
に
信
号

の
先
は
旧
一
武
村
の
中
心

地
、
下
原
地
区
が
在
る
。

昭
和
30
年
の
三
村
合
併

以
降
、
小
学
校
、
医
院
、

Ｉ
Ｔ
工
場
な
ど
、
工
場

誘
致
さ
れ
た
20
社
ほ
ど

が
そ
の
地
域
に
集
ま
っ

た
。
地
元
特
産
の
一
武
梨

（
豊ほ

う
す
い水

他
）
は
味
も
良

く
、
梨
の
名
所
で
あ
り

以
前
、本も

と
ん
び
ゅ
う

別
府
地
区
（
渋

谷
家
）
に
は
大
き
な
堅
い

長
十
郎
梨
の
実
が
落
ち

て
、
お
年
寄
り
を
襲
う
〝
バ
バ
う
っ
ち
ゃ
ぎ

ナ
シ
〟
の
伝
説
の
木
が
あ
っ
た
が
、
先
年
の

台
風
19
号
で
折
れ
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
。

　

一
武
駅
か
ら
球
磨
川
辺
り
ま
で
は

５
０
０
ｍ
ほ
ど
。
西
寄
り
の
錦
大
橋
を
渡

れ
ば
、
対
岸
は
十
日
市
、
由
留
木
、
山

下
地
区
へ
と
繋
が
る
。
由
留
木
は
旧
高
原

海
軍
航
空
隊
滑
走
路
の
西
端
に
あ
り
、
近

く
の
指
令
用
防
空
壕
跡
付
近
に
は
記
念
館

を
計
画
中
。
ま
た
山
下
地
区
に
は
戦
前
か

ら
の
富
豪
、
平
山
家
が
あ
っ
た
。
昭
和
初

期
、
そ
こ
の
平
山
長
一
氏
は
人
吉
球
磨
で

は
初
期
の
自
家
用
車
（
リ
ン
カ
ー
ン
フ
ェ
ー

ト
ン
１
９
２
４
年
）
を
所
有
。
先
代
の
平

旧一武駅（上り方向）

現在の上りホーム

９
・
２
㎞
。
球
磨
郡
一
武
村
加
幸
に
あ
る
。

駅
勢
は
駅
１
日
平
均
乗
客
２
５
６
人
、
降

客
２
１
５
人
。
見
る
べ
き
と
こ
ろ
に
は
丸

目
蔵
人
墓
：
南
へ
２
７
０
０
ｍ
、
眞
影
流

の
達
人
と
し
て
有
名
な
剣
客
、
そ
の
晩
年

は
此
地
に
住
し
て
寛
永
６
年
５
月
７
日
92

歳
の
高
齢
で
没
し
た
」
と
記
し
て
あ
る
。

が
年
間
１
２
０
万
円
の
赤
字
で
あ
っ
た
と

い
う
。
左
の
写
真
は
町
営
駅
の
開
所
式
。

当
時
は
旅
客
列
車
上
下
18
本
、
貨
物
列
車

が
上
下
２
本
走
っ
て
い
た
。

　

大
正
15
年
９
月
の
「
新
鉄
道
旅
行
案
内
」

の
説
明
に
「
駅
名
は
一
武
（
い
ち
た
け
と
ル

ビ
間
違
い
）。
位
置
は
人
吉
か
ら
５
・
７
哩
、

　

現
在
の
新
駅
舎
は
、
く
ま
川
鉄
道
の
駅

と
な
っ
て
６
年
後
の
平
成
７
年
12
月
４
日

完
成
の
も
の
。
旧
駅
舎
の
２
倍
の
庇

ひ
さ
し

の
あ

る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
型
の
駅
舎
で
、
剣
豪

丸
目
蔵
人
に
ち
な
み
「
な
ま
こ
壁
」
ス
タ

イ
ル
が
特
徴
。
ト
イ
レ
は
木
上
寄
り
に
洋

式
水
洗
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
正
面
駅
名

の
上
に
〝
丸
目
蔵
人
の
里
〟
と
サ
イ
ン
が

あ
り
、
ホ
ー
ム
で
は
あ
さ
ぎ
り
町
の
南
稜

高
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
へ
陸
上
の
練
習
に
行
く

中
学
生
が
次
の
下
り
を
待
っ
て
い
た
。
ホ
ー

ム
の
名
所
案
内
に
は
土
屋
観
音
（
第
31
番
）

が
駅
傍
に
、
剣
聖
・
丸
目
蔵く

ら
ん
ど人

佐
の
す
け

藤
原

長な
が
よ
し恵

の
墓
地
が
切き

り
は
ら原

野の

と
記
し
て
あ
る
。

ま
た
そ
の
近
く
に
は
桑
原
家
住
宅
（
国
指

定
重
要
文
化
財
）、
水
無
川
上
流
に
は
ラ

ム
ネ
水
が
飲
め
る
大
平
渓
谷
が
在
る
。

　

駅
前
に
は
県
道
２
６
２
号
線
が
通
り
、

一
武
駅
前
か
ら
南
へ
丘
陵
を
１
㎞
上
が
る

町営駅の開所式（昭和 46 年５月１日）

旧上下線と貨物線上屋右手（福井弘氏、上下）
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て
何
度
も
何
度
も
目
を
覚
ま
し
起
き
上

が
る
の
だ
。

　

そ
の
３
日
後
、
石
水
寺
の
前
を
通
っ
て
内

布
集
落
に
あ
る
内
布
地
蔵
堂
へ
向
か
っ
た
。

　

お
堂
の
前
に
は
、
内
布
隆
義
さ
ん

（
88
歳
）
が
お
待
ち
で
あ
る
。

　
「
お
世
話
に
な
り
ま
す
。
ど
う
か
、
こ

こ
の
お
地
蔵
さ
ん
と
会
わ
せ
て
下
さ
い
」

と
ご
挨
拶
し
て
お
堂
に
入
る
。
先
ず
、

帽
子
を
と
り
、
手
に
は
数
珠
を
持
ち
、
ロ

ウ
ソ
ク
に
火
を
灯
し
線
香
に
火
を
付
け
て

手
を
合
わ
し
た
。

　

お
地
蔵
さ
ん
を
し
っ
か
り
見
た
。
木

像
の
お
地
蔵
さ
ん
の
目
は
、
う
っ
す
ら
と

彫
ら
れ
て
い
て
三
日
月
よ
り
細
い
線
で
あ

る
。

　

全
身
に
べ
っ
と
り
と
塗
料
が
塗
ら
れ
、
お

地
蔵
さ
ん
全
体
を
す
っ
ぽ
り
包
ん
で
い
る
。

　
「
こ
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
は
、
イ
ス
に
座
っ

　

︱
内う

ち
ぬ
の布
地
蔵
堂
︱

　

数
年
前
か
ら
で
は
あ
る
が
、
お
堂
巡

り
を
始
め
る
と
不
思
議
な
こ
と
ば
か
り
起

こ
る
。

　

球
磨
村
の
各
集
落
の
お
堂
か
ら
の
ご
依

頼
が
何
と
、私
の
夢
の
中
に
現
れ
る
の
だ
。

　
「
こ
こ
に
来
て
み
ら
ん
で
す
か
」
と
お

堂
の
中
か
ら
観
音
様
や
阿
弥
陀
様
が
お

声
を
掛
け
て
く
だ
さ
る
。

　

今
回
は
「
内
布
地
蔵
堂
」
か
ら
の
オ

フ
ァ
ー
は
深
夜
２
時
、「
は
い
、
わ
か
り

ま
し
た
、
わ
か
り
ま
し
た
」
と
返
事
を
し

く
ま
が
わ
の
神
さ
ん
仏
さ
ん 

⓮

球
磨
村
お
堂
巡
り 

そ
の
③

宮原信晃

内布地蔵堂のお世話をされている内布隆義さん

山
五
郎
八
氏
時
代
に
は
ブ
ロ
ー

ア
ム
タ
イ
プ
の
馬
車
や
外
国
製

オ
ー
ト
バ
イ
も
在
っ
た
。
そ
れ

ら
を
何
処
で
購
入
し
、
ど
う

や
っ
て
球
磨
川
を
渡
し
た
の
か

が
不
思
議
で
あ
る
。

　

こ
の
錦
大
橋
（
内
門
と
山
下

を
結
ぶ
）
は
現
在
、
来
年
３

月
ま
で
橋
の
上
部
構
造
架
設

工
事
で
通
行
止
め
、
球
磨
川

左
岸
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド

（
人
吉
・
湯
前
間
30
㎞
）
も

こ
の
橋
を
少
し
迂
回
す
る
。

こ
こ
も
昔
は
セ
メ
ン
ト
の
モ

グ
リ
橋
や
渡
し
場
が
あ
り
、

子
供
た
ち
は
そ
の
北
側
の
淀

み
（
演
習
蔵
）
で
泳
い
だ
り
、

瀬
下
り
を
し
た
と
の
こ
と
。

〈
参
考
資
料
〉

・「
新
鉄
道
旅
行
案
内
」
大
正
15
年
９
月　

評
論
之
評
論
社

・
町
営
一
武
駅
ス
タ
ー
ト　

昭
和
46
年
５
月
２
日　
　

熊
日
新
聞

・「
錦
町
史
第
３
巻
」
平
成
４
年
９
月　

協
和
印
刷

・
球
磨
の
駅　

昭
和
56
年
11
月
23
日　

人
吉
新
聞

・
新
球
磨
学　

流
域
紀
行
球
磨
川　

昭
和
63
年
２
月　

熊
本
日
日
新
聞
社

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

昭
和
58
年

・
熊
本
日
日
新
聞
社
編
「
各
駅
停
車
、
全
国
歴
史
散
歩　

熊
本
県
」
一
武
木
上　

河

出
書
房　

昭
和
58
年

・
く
ま
川
鉄
道
開
通
20
周
年
「
盆
地
を
走
る
」
駅
シ
リ
ー
ズ
一
武
駅　

平
成
21
年
５
月

12
日　

人
吉
新
聞

・「
人
吉
球
磨
の
交
通
史
」
平
成
６
年
10
月　

同
編
纂
委
員
会

「
全
国
駅
名
事
典
」
星
野
真
太
郎　

２
０
１
６
年
12
月
創
元
社

・
ウ
ィ
キ
ぺ
デ
ィ
ア
一
武
駅

○
資
料
提
供
：
福
井
弘
氏

○
聞
書
き
：
渋
谷
順
子
氏
・
久
保
田
順
氏
・
植
木
健
一
氏

新旧の一武駅（平成 9 年 9月取壊し直前）

一武駅前通り

錦大橋（上流側） 平山家所有車（リンカーン）
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が
わ
か
っ
た
。

　

内
布
地
蔵
堂
の
後
ろ
に
は
昔
、
お
寺

が
あ
っ
た
よ
う
で
、
確
か
に
室
町
時
代
の

武
士
の
お
墓
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
こ

に
残
る
鰐わ

に
ぐ
ち口

も
室
町
と
き
く
。

　

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
室
町
の
お
地
蔵
さ

ん
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
し
っ
か
り
お
顔

も
み
て
下
さ
い
ま
せ
。
イ
ス
に
お
座
り
と

い
う
の
は
、
位
の
高
い
お
地
蔵
さ
ん
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

ど
う
ぞ
、
手
に
数
珠
を
持
ち
、
石
水

寺
の
前
を
通
っ
て
内
布
地
蔵
堂
へ
行
っ
て

み
て
下
さ
い
ま
せ
。
お
賽
銭
も
お
忘
れ
な

い
よ
う
に
お
願
い
致
し
ま
す
。

【
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
】

に
電
話
を
し
て
、「
内
布
地

蔵
堂
に
行
っ
て
お
地
蔵
さ

ん
の
腹
を
見
て
来
て
下
さ

い
」
と
お
願
い
し
た
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
頼
む
方

も
、
頼
ま
れ
る
方
も
、
も

う
変
人
か
も
し
れ
な
い
。

　

快
く
田
山
さ
ん
は
日
曜

の
お
昼
か
ら
、
球
磨
村
は

渡
の
内
布
地
蔵
堂
へ
行
っ
て

く
れ
た
の
だ
っ
た
。

　
「
内
布
地
蔵
堂
の
お
地
蔵

さ
ん
に
は
黄
檗
様
式
は
あ

り
ま
せ
ん
」
と
の
報
告
が

あ
っ
た
。

　

と
、
い
う
こ
と
は
、
出

町
の
お
地
蔵
さ
ん
が
お
っ

し
ゃ
る
通
り
古
い
お
地
蔵

さ
ん
か
も
し
れ
な
い
こ
と

内布地蔵堂裏にあるこの五輪の塔は、室町時代の武士のお墓と思われる

ん
げ
ん
豆
」
で
も
有
名
で
あ
る
が
、
他

に
「
仏
像
の
流
行
を
作
っ
た
」
お
方
で

も
あ
る
の
だ
。
腰
巻
き
の
ヒ
モ
を
腹
の

前
で
蝶
々
結
び
を
す
る
「
様
式
」
で
、

１
６
６
０
年
以
降
の
日
本
中
の
仏
像
に

は
「
黄
檗
様
式
」
が
あ
る
。
人
吉
球
磨

の
石
仏
に
も
腹
の
部
分
を
み
る
と
ハ
ー
ト

マ
ー
ク
の
よ
う
な
簡
単
な
黄
檗
様
式
を
み

る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。
１
６
５
７
年
に

建
立
さ
れ
た
出
町
の
地
蔵
さ
ん
の
腹
に
は

黄
檗
様
式
が
な
い
の
は
、
日
本
中
に
黄
檗

様
式
が
流
行
っ
た
以
前
に
制
作
建
立
さ
れ

た
証
拠
で
も
あ
る
の
だ
。

　

そ
ん
な
こ
ん
な
、
も
や
も
や
が
あ
っ
て

津
奈
木
町
は
海
の
イ
カ
ダ
の
上
で
釣
り

を
し
て
い
て
も
気
に
な
っ
て
し
か
た
が
な

い
。
そ
こ
で
私
と
同
じ
く
「
お
地
蔵
さ
ん

フ
ァ
ン
」
で
あ
る
錦
町
の
田
山
勝
志
さ
ん

前
に
立
ち
、
手
を
合
わ
せ
て
い
る
と
「
内

布
の
地
蔵
さ
ん
は
ワ
シ
よ
り
古
い
地
蔵
さ

ん
ば
い
」と
出
町
の
地
蔵
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ

る
声
が
耳
に
入
っ
た
の
だ
。

　

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
そ
ん
な
古
い
は

ず
は
な
い
、
江
戸
の
後
期
の
お
地
蔵
さ
ん

ば
い
と
、
そ
う
思
っ
て
み
て
も
、
出
町
の

地
蔵
さ
ん
が
そ
れ
で
も
古
い
と
お
っ
し
ゃ

る
。

　
「
そ
う
か
！
黄お

う
ば
く檗

様
式
で
確
か
め
よ

う
！
」。

　
「
黄
檗
様
式
」

と
は
、
江
戸
の

初
期
に
隠い

ん
げ
ん元

と

い
う
お
坊
様
が

中
国
か
ら
帰
っ
て

き
て
「
黄
檗
宗
」

を
開
い
た
。
そ
の

隠
元
様
は
、「
い

て
お
ら
れ
ま
す
ね
」
と
私
。

　
「
珍
し
か
ら
し
か
で
す
ば
い
」
と
内
布

さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

　

左
手
に
は
色
の
違
う
宝
珠
を
持
た
れ
、

右
手
に
は
「
錫

し
ゃ
く
じ
ょ
う

杖
」
を
持
た
れ
て
い
る
。

　

お
堂
の
後
ろ
に
は
五
輪
塔
が
あ
り
「
永

正
四
年
」（
１
５
０
７
年
）
と
刻
ま
れ
た

跡
が
気
に
な
っ
て
帰
宅
し
た
。

　

そ
こ
か
ら
で
あ
る
。
出
町
の
地
蔵
さ
ん

（
上
青
井
町
ホ
テ
ル
サ
ン
人
吉
前
）
の

近世に彩色が施されたお地蔵さん
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当
時
、
湯
山
中
学
校
教
師
で
あ
っ
た
田
原
鳴
雄
氏
は
、
ネ
オ

カ
ジ
ラ
・
コ
ン
フ
ラ
ゴ
ー
ザ
（
コ
ブ
ハ
ナ
ダ
カ
カ
メ
ム
シ
）
が

１
８
８
１
年
に
世
界
で
初
め
て
市
房
山
で
採
集
さ
れ
た
が
、
そ
の

後
全
く
採
集
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
生
徒
た
ち
に
教
え
て
い
る
。
そ

の
翌
年
の
１
９
６
５
年
に
椎
葉
房
夫
氏
（
当
時
中
学
校
２
年
生
）

が
、
85
年
ぶ
り
に
原
産
地
で
採
集
し
話
題
と
な
っ
た
。
こ
の
経
緯
に

つ
い
て
は
「
水
上
村
誌
」（
２
０
０
２
年
発
行
）
に
詳
し
く
記
述
し

て
あ
る
。

　

こ
の
カ
メ
ム
シ
を
最
初
に

採
集
し
報
告
し
た
の
が
イ

ギ
リ
ス
人
ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
イ

ス
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ジ
ョ
ー
ジ
・

ル
イ
ス
を
検
索
す
る
と
「
北
海
道
大
学
総
合
博
物
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　

ニ
ュ
ー
ス
」
の
中
に
、
ル
イ
ス
に
関
す
る
記
事
を
見
つ
け
た
。
こ

の
記
事
を
手
が
か
り
に
、「
月
刊
虫
」・「
新
昆
蟲
」
を
取
り
寄
せ
、

ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
イ
ス
の
足
跡
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
検
証
に
つ

な
が
っ
た
。

　

ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
イ
ス
は
、
江
戸
末
期
と
明
治
初
期
に
お
茶
の
商
人

と
し
て
二
度
来
日
し
、
そ
の
傍
ら
日
本
の
多
く
の
昆
虫
を
採
集
し

記
載
し
た
。
そ
の
足
跡
を
詳
細
に
紹
介
し
た
の
が
１
９
７
１
年
発

行
の
「
月
刊
虫
」
と
い
う
昆
虫
専
門
誌
で
、
そ
の
著
者
の
草
間
慶
一

氏
は
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
の
研
究
者
で
あ
り
、
そ
の
論
文
は
ジ
ョ
ー
ジ
・

ル
イ
ス
が
採
集
し
記
載
し
た
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
草
間
氏
が
参
考
文
献
と
し
て
引
用
し
た
１
９
５
３
年

ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
イ
ス
の
足
跡
を
検
証
す
る 

㊤

１
３
６
年
前
、
人
吉
球
磨
で
昆
虫
採
集
し
た
英
国
人

環
境
省
希
少
野
生
動
植
物
種
保
存
推
進
員
　
宮
川
　
続

George Lewis
（1839 〜 1926）

発
行
の
「
新
昆
蟲
」
は
、当
時
九
州
大
学
教
授
江
崎
悌
三
氏
の
「
外

国
人
に
よ
る
九
州
の
昆
虫
採
集
」
と
題
し
た
論
文
で
、
詳
し
く
行

程
も
記
し
て
あ
る
。（
資
料
①
、
草
間
氏
よ
り
）

　

草
間
氏
お
よ
び
江
崎
氏
が
紹
介
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
イ
ス
の
日
本

に
お
け
る
旅
の
、
熊
本
に
関
す
る
部
分
を
抜
粋
す
る
。
文
は
も
と

も
と
英
語
表
記
で
あ
り
こ
の
論
文
を
書
い
た
草
間
慶
一
氏
が
わ
か
る

範
囲
で
日
本
語
訳
を
つ
け
て
い
る
。
文
中
の
数
字
は
標
高
で
、フ
ィ
ー

ト
で
表
し
て
あ
る
。

　

上
が
熊
本
県
に
関
す
る
部
分
の
抜
粋
で
あ
る
。（　

）
内
の
日
本

語
表
記
は
草
間
氏
が
つ
け
た
も
の
で
氏
自
身
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
も

の
は
？
を
つ
け
た
り
、ひ
ら
が
な
で
表
記
し
て
い
る
。
ま
た
、「｛
湯
山
｝

｛
7
日
間
｝」
と
あ
る
の
は
日
本
人
の
採
集
人
を
派
遣
し
て
採
集
さ

せ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、Goka

やO
yayam

a

と
と
も
に
市

房
周
辺
を
詳
し
く
調
査
し
た
の
か
が
わ
か
る
。

　

よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
地
名
に
つ
い
て
も
「
読
者
の
中
で
ご
存
知
の

方
が
い
ら
れ
た
ら
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
」
と
書
い
て
い
る
が
こ
れ
ま

で
そ
の
検
証
を
し
た
も
の
を
知
ら
な
い
。
草
間
氏
の
問
い
か
け
か
ら
46

年
た
っ
た
今
、
私
な
り
に
熊
本
県
に
関
す
る
部
分
の
検
証
を
試
み
た
。

資料①　ルイスの熊本における行程

到着日　（1881 年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終日
　4月 22日　汽船にて　Kumamoto, in Higo　（熊本市・肥後へ）
 23日　熊本　「Goka Temple （五箇神社・熊本市）42」　      4月26日
 27日　Yatsushiro　（八代）　　　　　　　　　　　　　        〃　28日
 29日　Konose, on the Kumagawa （神瀬・球磨川流域）800
 30日　Ichiuchi or Ikenoshimo （池の下）900, Higashimata （東また？）

5月2日
　5月    3日　Hitoyoshi （人吉）1200　「Rakuwayama （らくわやま）2200、
　　　　　　　 Oguma （小隈）2000」　　　　　　　　　　　　       〃　8日
   9日　Kuroheiji （黒肥地・多良木町）1300
 10日　Yuyama　（湯山）3000　「Ichibosayama （市房山）5000」14日
　　　　15日　人吉「おぐま」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　17日
 18日　神瀬
 19日　八代
　　　　　　　　　　｛湯山｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7日間｝
　　　　20日　熊本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　21日
　　　　22日　長崎
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４
月
27
日
に
熊
本
を
出
発
し
、
28
日
は
八
代
に
滞
在
し
て
い
る
。

列
車
も
な
い
時
代
の
こ
と
、
人
吉
ま
で
の
馬
や
荷
車
の
手
配
、
持
っ

て
行
く
荷
物
の
整
理
や
人
足
の
手
配
な
ど
様
々
な
準
備
に
当
て
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

４
月
29
日
い
よ
い
よ
人
吉
に
向
け
て
八
代
を
旅
立
っ
た
。
翌
30
日

にIchiuchi

（
一
勝
地
）に
到
着
し
て
い
る
こ
と
か
らKonose

（
神
瀬
）

に
一
泊
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

江
戸
時
代
神
瀬
に
は
相
良
家
の
「
御
仮
屋
」
が
あ
っ
た
。
当
時
西

南
戦
争
か
ら
４
年
ほ
ど
し
か
経
過
し
て
お
ら
ず
、
球
磨
川
下
り
な
ど

の
観
光
も
な
い
時
代
で
、
明
治
政
府
の
紹
介
な
ど
で
公
的
な
所
や
各

地
域
の
有
力
者
の
家
に
宿
泊
し
た
も
の
と
考
え
る
と
、
神
瀬
・
一
勝

地
な
ど
で
は
相
良
家
の
御
仮
屋
を
利
用
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と

思
う
。
帰
路
も
人
吉
を
５
月
18
日
に
出
発
し
て
、
神
瀬
に
一
泊
し
翌

19
日
に
八
代
に
到
着
し
て
い
る
。

　

４
月
30
日
にIchiuchi

（
一
勝
地
）
に
到
着
し
５
月
２
日
ま
で
滞

在
し
て
い
る
。
こ
の
間 Ikenoshim

o, H
igashim

ata 

で
採
集
し
て
い

る
。
一
カ
所
は
一
勝
地
の
「
池
の
下
」
で
、
現
在
も
集
落
名
は
存
在

し
て
い
る
。
し
か
し
、「
ひ
が
し
ま
た
」
は
現
在
の
地
図
で
は
わ
か
ら

　

１
８
８
１
年
（
明
治
14
年
）
４
月
22
日
、
汽
船
で
熊
本
に
着
い
た

ル
イ
ス
は
、
熊
本
に
５
日
間
滞
在
し
て
い
る
。
こ
の
間
こ
れ
か
ら
出

発
す
る
山
深
い
人
吉
球
磨
の
旅
の
準
備
に
費
や
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
熊
本
の
五
箇
神
社
に
参
拝
し
て
い
る
が
こ
の
五
箇
神
社
が
ど

こ
な
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
人
吉
球
磨
へ
の
旅
と
は
別
にGoka

や

O
yayam

a

な
ど
に
も
採
集
人
を
派
遣
し
て
い
る
の
で
、
五
家
荘
に
関

わ
る
神
社
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
上
記
二
地
名
に
つ
い
て
は
特
定
で
き

て
い
な
い
。

ルイスの熊本における行程図

と
聞
い
た
と
こ
ろ
「
あ
の
附
近
は
明
治
時
代
に
火
事
で
み
ん
な
焼
け

た
と
バ
イ
」
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
、
お
寺
の
屋
根
の
蜂

の
巣
を
取
ろ
う
と
し
て
巣
に
火
を
近
づ
け
た
と
こ
ろ
火
が
屋
根
に
燃

え
移
り
燃
え
広
が
っ
た
こ
と
、
そ
の
本
人
が
近
く
に
住
ん
で
い
た
こ

と
な
ど
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
一
勝
寺
に
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
そ
の

話
が
事
実
で
あ
り
明
治
30
年
（
１
８
９
７
年
）
の
こ
と
だ
っ
た
と
教

え
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
時
相
良
家
の
御
仮
屋
も
焼
失
し
現
在
は
一

勝
地
中
学
校
と
な
っ
て
い

る
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
イ
ス

一
行
が
一
勝
地
の
何
処
に

宿
泊
し
て
い
た
の
か
有

力
な
手
が
か
り
は
こ
の

と
き
焼
失
し
た
と
思
わ

れ
る
。

　

一
勝
地
駅
か
ら
10
キ

ロ
ほ
ど
芋
川
沿
い
に
さ

か
の
ぼ
る
と
黒
白
・
東

俣
、
ま
た
中
津
川
沿
い

に
上
れ
ば
黄き

檗わ
だ

集
落
が

な
か
っ
た
。
郷
土
史
家
の
前
田
一
洋
氏
に
後
日
調
べ
て
い
た
だ
い
た
。

前
田
氏
に
よ
れ
ば
「
日
本
地
名
大
辞
典
」
の
43
巻
熊
本
県
の
１
６
１

ペ
ー
ジ
に
「
東
俣
」
の
記
載
が
あ
り
一
勝
地
の
黒
白
の
近
く
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
球
磨
村
役
場
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
黒
白
の
川
向
か
い

に
数
件
あ
っ
た
集
落
で
あ
る
こ
と
、
十
数
年
前
ま
で
一
軒
が
残
っ
て
い

た
が
現
在
、
人
は
住
ん
で
い
な
い
こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
た
。

　

２
０
１
７
年
３
月
10
日
、
東
俣
の
確
認
の
た
め
黒
白
を
訪
ね
た
。

黒
白
集
落
で
お
会
い
し
た
犬
童
ミ
サ
エ
さ
ん
（
写
真
②
）
に
東
俣
の

こ
と
、
宿
泊
し
た
で
あ
ろ

う
御
仮
屋
の
事
な
ど
を
尋

ね
た
。「
東
俣
」
は
黒
白
の

す
ぐ
川
向
か
い
（
写
真
③
）

で
あ
り
、
人
は
住
ん
で
い
な

い
が
一
軒
の
家
が
残
っ
て
い

る
こ
と
を
お
聞
き
し
た
。

　

御
仮
屋
が
あ
っ
た
こ
と

な
ど
を
話
し
な
が
ら
、
一

勝
寺
な
ど
に
何
か
資
料
な

ど
が
残
っ
て
い
な
い
か
な
ど

②東俣のことを教えていただいた犬童ミサエさん（右）

③黒白集落上部からの東俣集落跡
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で
あ
ろ
う
が
、
小
郷
規
征
氏
に
よ
れ
ば
地
元
の
人
は
そ
の
谷
を
「
す

ん
が
た
ん
」
と
呼
び
、「
す
ん
が
た
ん
ず
い
ど
う
」
だ
と
い
う
。
漢

字
に
し
て
し
ま
え
ば
音
は
伝
わ
ら
な
い
好
例
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、
黒
肥
地
氏
に
「
な
っ
か
や
ま
は
ど
こ
？
」
と
訪
ね
た
が
「
近

く
の
山
だ
ろ
う
が
、
ど
の
山
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
。
そ

こ
で
後
日
、
上
永
野
町
在
住
で
林
業
家
の
永
山
芳
宏
氏
に
尋
ね
て

み
た
。
永
山
氏
に
よ
る
と
「
な
っ
か
や
ま
」
は
山
の
名
前
で
は
な
く

現
在
の
永
葉
集
落
の
古
く
か
ら
の
呼
び
名
と
い
う
。「
な
っ
か
や
ま
」

と
呼
ば
れ
る
永
葉
集
落
は
高
塚
山
の
す
ぐ
麓
の
集
落
で
、
標
高
は

３
７
０
ｍ
程
で
、
ル
イ
ス
の
２
２
０
０
フ
ィ
ー
ト
（
６
７
０
・
５
ｍ
）

に
は
ほ
ど
遠
い
。
で
は
、
そ
の
集
落
の
上
に
そ
び
え
る
高
塚
山
で
は

と
考
え
た
。
こ
の
山
は
昔
か
ら
「
高
塚
神
社
」
が
祀
ら
れ
細
い
山

道
で
は
あ
る
が
登
山
道
も
当
時
か
ら
し
っ
か
り
と
あ
っ
た
。
標
高
も

６
２
３
・
９
ｍ
で
２
２
０
０
フ
ィ
ー
ト
（
６
７
０
・
５
ｍ
）
に
、
ほ
ぼ

符
合
す
る
。Rakuw

ayam
a

は
、
現
在
の
上
永
野
町
で
永
野
川
沿
い

の
永
葉
集
落
に
か
け
て
の
高
塚
山
周
辺
地
域
と
考
え
ら
れ
る
。

（
㊦
に
つ
づ
く
）

【
み
や
が
わ
・
つ
づ
き
／
人
吉
市
】

あ
る
こ
と
か
ら
時
間
を
か
け
て
採
集
を
楽
し
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

５
月
３
日
、
人
吉
に
到
着
し
、
８
日
ま
で
の
間
に
、H

itoyoshi

のRakuw
ayam

a
とOgum

a

を
訪
れ
て
い
る
。Rakuw

ayam
a

と

Ogum
a

は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。

　

Rakuw
ayam

a

（
ら
く
わ
や
ま
）
は
、
江
崎
氏
の
論
文
で
は
（
於

鹿
倉
山
？
）、
草
間
氏
は
英
文
を
そ
の
ま
ま
読
み
「
ら
く
わ
や
ま
」

と
し
て
い
る
。「
鹿
倉
山
」
も
「
ら
く
わ
や
ま
」
も
存
在
し
な
い
。
も

ち
ろ
ん
地
図
を
見
て
も
わ
か
ら
な
い
。
私
と
前
田
氏
の
話
を
聞
い
て

い
た
上
戸
越
町
在
住
の
郷
土
史
家
黒
肥
地
改
太
郎
氏
は
「
な
っ
か
や

ま
」で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
。
漢
字
で
は「
永
葉
山
」と
書
き
く「
な

が
は
や
ま
」で
、地
元
の
人
は「
な
っ
か
や
ま
」と
呼
ぶ
そ
う
だ
。「
な
っ

か
や
ま
」
がRakuw

ayam
a

で
も
音
の
流
れ
に
無
理
は
な
い
。
漢
字

表
記
し
て
あ
る
と
「
な
が
は
や
ま
」
と
し
か
読
め
な
い
。
黒
肥
地
氏
の

「
な
っ
か
や
ま
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
？
」
の
一
言
は
解
明
に
と
っ
て
重
要

な
意
味
を
持
っ
た
言
葉
だ
っ
た
。Rakuw

ayam
a

の
音
に
似
た
音
が

今
も
生
き
て
い
た
。

　

五
木
村
の
国
道
４
４
５
号
に
「
鈴
ヶ
谷
隧
道
」
と
書
い
て
あ
る
ト

ン
ネ
ル
が
あ
る
。「
す
ず
が
た
に
ず
い
ど
う
」
と
読
む
の
が
正
し
い
の

　
〈
し
ゃ
べ
る
〉
だ
が
、
ひ
と
は
ど

ん
な
ふ
う
に
し
ゃ
べ
る
？　

そ
う
、

ペ
ラ
ペ
ラ
と
。
葉
っ
ぱ
の
よ
う
に
、

だ
。
中
味
が
薄
く
、
軽
々
し
い
の

が
〈
お
し
ゃ
べ
り
〉
の
特
徴
。
本
人
は
そ
れ
を
楽
し

ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
時
に
は
そ
れ
を
嫌
が
っ
て

い
る
人
も
周
囲
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
心
し
た
い
も

の
。
そ
れ
で
傷
付
い
て
い
る
人
も
い
る
の
だ
。

　

昔
の
和
綴
り
の
書
物
は
１
ペ
ー
ジ
・
２
ペ
ー
ジ

で
は
な
く
、
一
葉
・
二
葉
と
数
え
て
い
た
。
ぴ
っ
た

り
だ
。
蝶
︱
︱
葉
っ
ぱ
の
よ
う
に
ひ
ら
ひ
ら
と
舞

う
虫
。
鰈
︱
︱
葉
っ
ぱ
み
た
い
に
平
べ
っ
た
い
魚
。

牒
︱
︱
何
か
を
書
き
付
け
た
平
た
い
紙
切
れ･

そ

の
記
号
（
符
牒
）
ま
で
は
い
い
が
、
も
う
一
歩
進

ん
で
諜
と
な
る
と
《
ま
わ
し
も
の
・
う
か
が
う
》

と
な
り
、
間
諜
（
ス
パ
イ
）・
防
諜
・
諜
報
と
何

や
ら
重
々
し
く
不
気
味
な
響
き
に
な
っ
て
く
る
。

　

浚
渫
は
川
や
海
の
底
に
溜
ま
っ
た
泥
を
取
り
除

く
こ
と
だ
が
、
薄
く
剥
ぎ
取
る
よ
う
な
除
去
作
業

を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
〈
①
ど
ろ
。
ひ
じ
。
水
気
を
多
く
ふ
く
ん
だ
土
。
②
ぬ

か
る
み
。
③
け
が
す
。
に
ご
す
。
④
ど
ろ
状
の
物（
金
泥
）

⑤
南
海
に
住
む
と
い
う
、
伝
説
的
な
一
種
の
虫
。
骨
が
な

く
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
し
て
い
る
と
い
う
。
⑥
な
ず
む
。〉「
尼
」

の
部
分
は
〈
二
人
が
な
じ
む
〉
の
意
だ
と
か
。

　

拘
泥
す
る
の
は
⑥
で
、
泥
酔
す
る
の
は
⑤
。
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
泥
田
に
落
ち
、

泥
だ
ら
け
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
本
当
の
泥
酔
だ
っ
た
。

　

泥
江
さ
ん
を
ド
ロ
エ
さ
ん
と
読
ん
で
は
甚
だ
失
礼
。
だ
が
土
方
さ
ん
の
方

は
大
体
ヒ
ジ
カ
タ
さ
ん
と
読
ん
で
く
れ
る
よ
う
だ
。
知
名
度
の
大
小
の
せ
い

か
。
ウ
イ
（
ヒ
）
ジ
ニ
ノ
カ
ミ
（
宇
比
地
邇
神
）・
ス
イ
（
ヒ
）
ジ
ニ
ノ
カ
ミ

（
須
比
智
邇
神
）
な
ど
と
い
う
「
古
事
記
」
に
出
て
来
る
神
様
は
泥
か
ら

生
ま
れ
て
来
る
。

　
「
泥
が
あ
る
か
ら
花
が
咲
く
」（
某
尼
僧
の
著
書
名
）
︱
︱
も
し
蒸
留
水

で
水
耕
栽
培
し
た
ら
蓮
は
枯
れ
て
し
ま
う
の
じ
ゃ
な
い
か
な
。

　

ド
ロ
ボ
ウ
を
泥
坊
あ
る
い
は
泥
棒
と
書
く
が
、
そ
の
語
源
説
は
ま
ち
ま

ち
。
ド
ロ
は
〈
取
る
〉
か
ら
、
と
す
る
も
の
が
多
い
。

　

ド
ロ
ボ
ウ
を
捕
ま
え
る
棒
が
泥
棒
だ
と
し
た
り
、
ド
ロ
ボ
ウ
を
捕
ま
え
る

縄
が
泥
縄
だ
、
な
ん
て
説
が
辞
典
に
書
か
れ
る
日
が
来
る
の
も
遠
く
は
な
さ

そ
う
だ
。

【
つ
る
か
み
・
か
ん
じ
／
人
吉
市
】

漢和字典は面白い ２

喋

泥

鶴上寛治



49  くまがわ春秋　Vol.19　2017.10.15 48くまがわ春秋　Vol.19　2017.10.15

は
歌
や
踊
り
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
。
謙
ち
ゃ
ん
が
東
日
本

大
震
災
の
支
援
活
動
を
始
め
れ

ば
、
私
は
素
人
芸
を
生
か
し
て

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
シ
ョ
ー
を
立
ち
上

げ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
趣

味
を
生
か
し
て
活
動
す
る
事
に

お
互
い
が
協
力
し
助
け
合
っ
た
。

　

私
に
と
っ
て
の
良
き
ラ
イ
バ
ル

で
も
あ
る
。

　

そ
の
主
人
が
東
日
本
大
震
災

が
起
こ
っ
た
７
年
前
か
ら
米
作

り
活
動
を
開
始
し
た
。
剣
道
の

道
場
の
子
ど
も
達
と
そ
の
親
御

さ
ん
に
田
植
え
、
稲
刈
り
、
脱

穀
（
か
か
し
大
会
）
と
い
ろ
ん

な
経
験
を
通
し
て
作
っ
た
お
米

を
販
売
し
、
そ
の
お
金
を
東
日

本
へ
の
支
援
金
と
し
た
。
そ
の

　

主
人
と
私
は
小
中
学
校
を
共

に
し
た
幼
な
じ
み
の
同
級
生
。

　

同
級
生
の
中
で
も
元
気
が
良

く
て
１
番
面
白
い
の
が
男
は
謙

ち
ゃ
ん
、
女
は
芳
野
ち
ゃ
ん
と
い

わ
れ
る
程
の
二
人
が
、
夫
婦
と

な
っ
た
の
だ
か
ら
サ
ァ
ー
大
変
。

　

謙
ち
ゃ
ん
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

剣
道
の
指
導
を
始
め
れ
ば
、
私

上杉芳野の「あがっ段」⑰

あっぱれ謙ちゃん

お
金
を
岩
手
、
宮
城
、
福
島
県

の
剣
道
連
盟
に
毎
年
送
り
続
け

た
。
同
じ
剣
を
交
え
る
者
と
し

て
何
か
役
に
立
ち
た
い
、
こ
の

子
ど
も
達
が
大
人
に
な
っ
た
時
、

何
か
の
つ
な
が
り
で
友
情
を
深
め

て
い
っ
て
く
れ
た
ら
と
の
願
い
が

あ
っ
た
。

　

昨
年
、
翔
成
館
道
場
の
創
立

十
周
年
の
節
目
に
東
北
三
県
の

子
ど
も
達
を
こ
ち
ら
に
招
き
、

錬
成
大
会
を
し
よ
う
と
計
画
し

た
が
、
熊
本
地
震
の
た
め
に
中

止
し
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
本
年
８
月
４
～
７

日
の
４
日
間
に
１
年
延
び
て
や
っ

と
実
行
す
る
事
が
出
来
た
。

　

実
施
す
る
ま
で
の
期
間
に
３

県
の
役
員
、
選
手
た
ち
の
旅
費

中学時代の謙ちゃんと私

の
皆
様
の
ご
協
力
も
頂
い
た
。

道
場
の
保
護
者
の
お
父
さ
ん
お

母
さ
ん
達
も
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
我

が
家
の
上
杉
道
場
に
集
ま
り
準

備
を
し
て
も
ら
っ
た
。

　

こ
う
し
て
や
っ
と
迎
え
た
東

北
３
県
の
剣
士
達
30
名
と
熊
本

や
食
費
、
い
ろ
ん
な
資
金
作
り

に
苦
労
が
あ
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。

　

剣
士
の
絵
入
り
タ
オ
ル
な
ど

の
物
品
販
売
。
い
ろ
ん
な
企
業

に
出
向
き
チ
ラ
シ
広
告
な
ど
の

依
頼
。
あ
さ
ぎ
り
町
役
場
の
共

催
、
教
育
委
員
会
、
議
会
議
員

地
震
を
経
験
し
た
益
城
の
子
ど

も
達
、
我
が
翔
成
館
と
兄
弟
道

場
の
熊
本
市
内
の
順
道
館
、
人

吉
球
磨
の
剣
士
達
２
０
０
名
程

が
集
ま
っ
た
。

　

８
月
４
日
、
空
港
に
迎
え
に

行
き
熊
本
の
名
所
を
観
光
し
、

５
日
は
錬
成
大
会
。
開

会
式
に
は
サ
プ
ラ
イ
ズ

で
く
ま
モ
ン
登
場
に
大

会
会
場
は
大
喜
び
。

　

６
日
は
各
県
の
代
表

が
震
災
の
体
験
を
発
表

し
、
手
作
り
の
竹
で
ソ
ー

メ
ン
流
し
。
夜
は
衣
装

を
身
に
つ
け
演
芸
会
。

　

７
日
は
い
よ
い
よ
お

別
れ
の
会
。
こ
れ
ま
で

朝
、
昼
、
夜
と
食
事
の

準
備
を
手
助
け
協
力
し
て
頂
い

た
婦
人
会
の
皆
様
に
感
謝
の
気

持
ち
を
伝
え
る
謙
ち
ゃ
ん
。

　
「
全
て
周
り
の
人
達
の
お
陰
で

す
」
と
涙
な
が
ら
に
挨
拶
し
た

謙
ち
ゃ
ん
。

　

実
は
胃
ガ
ン
と
診
断
さ
れ
て

い
た
謙
ち
ゃ
ん
。

　

誰
に
も
い
わ
ず
私
と
娘
だ
け

が
知
っ
て
い
た
。
夜
も
眠
れ
な
い

日
々
が
続
く
中
こ
れ
だ
け
は
や

り
と
げ
た
い
と
、
病
に
打
ち
勝

ち
、そ
し
て
夢
を
も
果
た
し
た
。

　

そ
の
涙
は
最
高
の
涙
に
見
え

た
。
だ
か
ら
、
声
高
ら
か
に
、

私
の
主
人
は
「
あ
っ
ぱ
れ
謙
ち
ゃ

ん
」
で
あ
る
。

【
う
え
す
ぎ
・
よ
し
の
／
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

観
光
バ
ス
ガ
ー
ル
、
あ
さ
ぎ
り
町
上
】

会場には「くまモン」の姿も
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建
築
み
て
あ
る
記
⑭

北
片
宮
・
薬
師
堂
を
あ
る
く　 

森
山　

学

　

八
代
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
付
近
、
国
道
三

号
線
か
ら
山
手
側
に
、
北き

た
か
た
ぐ
う

片
宮
と
薬
師
堂

が
あ
る
（
写
真
①
）。
七
七
七
段
の
階
段
が

あ
る
東
片
自
然
公
園
の
登
り
口
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
も
神
社
と
お
堂
が
並
び
立
つ

境
内
と
し
て
、
奈
良
木
神
社
・
観
音
堂
、

新
牟
田
加
藤
神
社
・
阿
弥
陀
堂
・
観
音
堂

を
紹
介
し
て
き
た
が
、
今
回
は
そ
の
第
三

弾
で
あ
る
。
二
棟
の
建
物
は
、
山
裾
の
旧

街
道
と
用
水
路
に
沿
う
境
内
に
建
つ
（
写

真
②
）。

　

国
道
三
号
線
の
一
本
裏
を
通
る
街
道
は
、

平
安
時
代
に
は
筑
後
か
ら
薩
摩
を
結
ん
だ

小
路
で
あ
っ
た
。
こ
の
小
路
の
駅
家
が
「
片

野
」
に
置
か
れ
た
よ
う
だ
が
、
ま
さ
に
こ
の

付
近
が
そ
の
地
に
あ
た
る
。
江
戸
時
代
に

は
薩
摩
街
道
に
な
り
、
付
近
に
は
熊
本
・

新
町
か
ら
十
里
で
あ
る
こ
と
を
示
す
十
里

木
が
あ
っ
た
。
街
道
を
見
守
る
複
数
の
祠

（
写
真
③
）
に
、
当
時
の
面
影
を
見
る
こ

写真① 右が北片宮、左が薬師堂

写真② 街道から橋向こうに見る

川
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
確
か
に
「
妙
見

宮
知
行
宛
行
社
山
絵
図
」（
元
禄
六
年
＝

一
六
九
三
）
に
は
妙
見
宮
（
現
・
八
代
神
社
）

境
内
脇
か
ら
山
裾
を
北
上
す
る
水
路
が
描

か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
水
無
川
か
ら

引
か
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
麓
川
用
水
路

は
、
球
磨
川
か
ら
導
水
し
、
こ
の
水
無
川

か
ら
の
水
路
に
合
流
さ
せ
、
新
田
へ
の
水
量

を
確
保
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な

み
に
付
近
は
平
安
時
代
か
ら
の
良
好
な
水

田
地
帯
で
あ
っ
た
。

　

昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）、
用
水
路
は

不
知
火
幹
線
と
し
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
護

岸
に
改
修
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
土
手

の
頃
に
は
、
飛
び
込
み
台
を
置
い
て
水
路
に

飛
び
込
ん
で
遊
ん
だ
と
言
う
。
境
内
参
道

を
含
め
、
三
本
の
眼
鏡
橋
も
架
か
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
地
に
は
か
つ
て
、
相
良
長

毎
が
永
正
十
年
（
一
五
一
三
）
に
創
建
し

た
日
證
山
成
願
寺
が
あ
っ
た
。
相
良
氏
が

本
格
的
に
八
代
を
手
に
入
れ
た
九
年
後
の

こ
と
で
あ
る
。
交
通
の
要
衝
と
水
田
地
帯

へ
の
用
水
を
押
さ
え
つ
つ
、
古
麓
城
の
鬼
門

封
じ
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
よ
う
で

あ
る
。
薬
師
堂
の
棟
札
に
は
そ
の
様
子
を
、

た
だ
た
だ
広
い
寺
領
と
大
き
く
立
派
な
堂

宇
で
あ
っ
た
と
記
し
て
あ
る
。「
八
代
市
史
」

は
一
〇
九
ま
た
は
二
二
〇
メ
ー
ト
ル
四
方

の
大
寺
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。
し
か
し
残

念
な
が
ら
小
西
時
代
に
衰
退
し
て
い
る
。

　

北
片
宮
は
そ
の
鎮
守
で
あ
っ
た
。
妙
見

神
を
祀
り
「
片
野
川
妙
見
社
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
。
そ
も
そ
も
相
良
氏
は
妙
見
神
に

軍
事
的
な
守
護
を
祈
願
し
つ
つ
、
八
代
の

支
配
機
構
と
し
て
も
活
用
し
て
い
た
。
寛

永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
植う

や
な
ぎ柳

妙
見
社
を

再
建
す
る
際
、
片
野
川
妙
見
社
の
社
殿
を

写真③ 街道の祠に祀られる弁財天像
（天保十四年＝一八四三）

と
が
で
き
る
。

　

用
水
路
は
麓
川
用
水
路
（
新
川
）
で
あ

る
。
こ
れ
は
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
の

七
百
町
新
地
干
拓
の
際
に
球
磨
川
か
ら
引

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
説
に
は
、
龍
峯
地

区
の
岡
小
路
ま
で
引
か
れ
て
い
た
水
路
を

延
伸
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
「
新
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移
築
し
た
と
い
う
か
ら
、
小
西
時
代
に
も

相
応
の
社
殿
が
残
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
こ
の
境
内
は
、
用
水
路
の
改
修
以

前
ま
で
、
用
水
路
に
直
結
す
る
濠
で
周
囲

を
囲
ま
れ
、
濠
に
は
清
泉
が
湧
き
出
て
い

た
よ
う
で
あ
り
、
妙
見
神
の
水
神
と
し
て

の
性
格
に
着
目
す
れ
ば
、
清
泉
の
守
護
も
、

妙
見
神
を
祀
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ

う
。
ち
な
み
に
今
も
梅
雨
に
は
水
が
あ
ふ

れ
出
る
湧
水
が
あ
る
。

　

一
方
薬
師
堂
は
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）、

村
人
ら
に
よ
り
、
成
願
寺
を
復
興
し
村
内

の
安
泰
を
祈
願
す
べ
く
創
建
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
棟
札
に
は
「
成
願
寺
薬
師
堂
」
と

あ
る
。
こ
の
棟
札
は
文
政
三
年（
一
八
二
〇
）

の
も
の
で
あ
り
、
今
の
建
物
が
約
二
〇
〇

年
前
の
も
の
だ
と
わ
か
る
。

　

あ
ら
た
め
て
境
内
を
歩
い
て
み
よ
う
。

薩
摩
街
道
か
ら
水
路
越
し
に
眺
め
れ
ば
、

ま
さ
に
山
裾
の
際
に
二
棟
が
並
び
立
つ
。
右

に
北
片
宮
、
左
に
薬
師
堂
。
北
片
宮
は
幅

が
約
十
尺
で
吹
き
放
し
、
薬
師
堂
は
幅
が

約
一
五
尺
で
、
軒
下
の
小
壁
は
格
子
で
あ
る

が
、
そ
の
ほ
か
は
板
壁
で
閉
鎖
的
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
は
、
街
道
へ
正
面

を
向
け
て
並
行
し
て
立
ち
、
ど
ち
ら
も
屋

根
を
入
母
屋
造
の
妻
入
と
し
、
妻
飾
り
は

と
も
に
狐
格
子
で
、
ま
る
で
仲
睦
ま
じ
い
ペ

ア
ル
ッ
ク
の
夫
婦
の
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
を
眼
鏡
橋
だ
と

妄
想
し
つ
つ
境
内
へ
。
二
棟
に
対
し
斜
め
に

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
こ
こ
は
か
つ
て
濠
に
囲

ま
れ
た
島
状
の
境
内
で
あ
っ
た
。

　

北
片
宮
の
軒
を
見
上
げ
れ
ば
、
桁
を
突

き
出
し
小
天
井
を
つ
く
り
（
写
真
④
）、
瓦

に
は
妙
見
宮
の
社
紋
、
丸
に
二
引
き
両
紋

が
あ
る
。
社
殿
は
、
今
で
は
本
殿
と
拝
殿

を
一
体
と
す
る
小
社
で
、
本
殿
と
拝
殿
は

引
き
分
け
戸
を
境
界
と
す
る
。
本
殿
内
部

写真④ 北片宮の小天井

写真⑤ 北片宮の本殿

（
写
真
⑤
）
は
、
内
陣
に
丸
柱
の
前
柱
を

立
て
、
そ
の
組
物
は
出
組
と
す
る
。

　

薬
師
堂
は
、
北
片
宮
よ
り
屋
根
を
高
く

そ
び
え
さ
せ
、
勾
配
も
急
で
あ
る
。
裏
に

倉
庫
が
増
築
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
除

け
ば
三
間
四
方
の
正
方
形
平
面
で

あ
る
。
正
面
は
も
ち
ろ
ん
側
面
も
、

中
央
の
一
間
を
京
間
六
・
三
尺
と

し
、
脇
間
に
対
し
四
：
三
の
比
で

長
い
。
こ
れ
は
八
角
円
堂
を
つ
く
る

の
に
ち
ょ
う
ど
い
い
比
率
で
あ
る
。

求
心
性
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
本

来
の
屋
根
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
宝

形
造
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
想
像
す
る
。

　

薬
師
堂
も
北
片
宮
も
平
成
二
三
年
に
屋

根
改
修
を
し
て
い
る
が
、
以
前
の
形
式
を

踏
襲
し
て
い
る
。
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）

に
も
屋
根
改
修
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
と
き

は
茅
葺
き
を
瓦
葺
き
に
変
更
し
て
い
る
。

も
し
宝
形
造
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

い
つ
頃
ま
で
だ
っ
た
ろ
う
か
。

　

組
物
一
つ
な
い
質
実
な
堂
宇
を
、
引
き

分
け
戸
を
開
け
内
部
へ
入
る
と
、
内
外
陣

の
境
界
一
面
に
、
太
い
縦
子
の
格
子
を
立
て

て
い
る
（
写
真
⑥
）。
さ
ら
に
格
子
戸
を
引

き
分
け
る
と
、
中
央
に
仏
壇
が
あ
る
。
残

念
な
が
ら
薬
師
如
来
立
像
は
半
世
紀
前
に

盗
難
に
遭
い
、
新
た
な
坐
像
が
祀
ら
れ
て
い

る
。
仏
壇
の
前
柱
や
組
物
を
よ
く
見
る
と
、

彩
色
が
残
っ
て
い
る
。
質
実
な
空
間
の
中
に

あ
っ
て
、
驚
き
を
も
っ
て
わ
ず
か
な
彩
色
に

出
合
う
（
写
真
⑦
）。

【
も
り
や
ま
・
ま
な
ぶ
／
高
専
教
員
、

一
級
建
築
士
、
八
代
市
】

写真⑥ 薬師堂外陣。内陣の境に格子が立てられる

写真⑦ 薬師堂の彩色が残る仏壇前柱
（早野彰人氏撮影）
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に
評
価
し
た
土
器
。
そ
し
て
、一
九
三
七（
昭

和
一
二
）
年
に
、
高
田
素
次
・
乙
益
重
隆
が

「
肥
後
国
免
田
町
本
目
遺
跡
出
土
の
弥
生

式
土
器
」（
文
献
④
）
と
題
す
る
論
文
、
紹

介
し
た
土
器
。「
免
田
式
」
と
も
、「
重
弧

文
」
と
も
呼
ば
れ
る
土
器
だ
が
、
そ
れ
は
、

ど
ん
な
形
を
し
て
、
ど

ん
な
文
様
が
付
け
ら
れ

て
い
る
土
器
な
の
だ
ろ

う
か
。
ま
ず
、
そ
ん
な

と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
み

よ
う
。

形
か
ら
見
て
み
よ

う
。
形
の
中
で
一
番
特

 （13）
球磨川筋の弥生時代⑬
八洲開発株式会社　木﨑文化財研究室長　木﨑康弘

くまがわすじの考古地誌

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
に
発
行
さ
れ
た

『
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究

報
告　

第
三
冊　

九
州
に
於
け
る
装
飾
あ

る
古
墳
』
の
巻
末
の
「
弥
生
式
土
器
形
式

分
類
図
録
」（
文
献
①
）
に
掲
載
さ
れ
た
、

「
日
向
小
林
」
と
添
え
ら
れ
た
土
器
。
ま

た
、
東
京
帝
国
大
学
理
科
大
学
（
現
・
東

京
大
学
理
学
部
）
助
手
の
柴
田
常
惠
が
、

一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
の
六
月
の
終
わ
り

か
七
月
の
初
め
の
頃
、
免
田
村
（
現
・
あ

さ
ぎ
り
町
免
田
）
の
本
目
で
直
接
譲
り
受

け
た
土
器
。
さ
ら
に
は
、
一
九
三
二
（
昭
和

七
）
年
、
小
林
久
雄
（
文
献
②
）、
坂
本
經

堯
・
小
林
行
雄
（
文
献
③
）
が
考
古
学
的

（NO.174）

「
免
田
式
」
と
呼
ば
れ
た
土
器
っ
て

ど
ん
な
土
器
？写真①  そろばん

徴
的
な
の
が
。
胴
の
形
で
あ
る
。
一
番
引

き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
そ
ろ
ば
ん
玉
の

形
（
写
真
①
②
）
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
。
な

る
ほ
ど
、
胴
の
中
程
が
大
き
く
張
り
出
し
、

れ
て
い
る
部
分
は
、
強
く
張
り
出
し
た
胴
部

の
上
半
面
部
で
あ
る
。
そ
の
文
様
の
基
本
的

な
種
類
は
、
棒
の
先
を
土
器
の
表
面
に
押
し

付
け
な
が
ら
引
っ
張
る
こ
と
に
よ
っ
て
付
け

ら
れ
た
沈
線
文
で
あ
る
。

ま
ず
、
胴
部
上
半
面
の
上
半
部
に
は
、
平

行
し
て
引
か
れ
た
幾
筋
も
の
平
行
沈
線
文
が

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
下
の
下
半
部
に
は
、
土

器
名
の
由
来
と
な
っ
た
重
弧
文
が
あ
る
。
重

弧
文
と
は
、
複
数
の
平
行
沈
線
文
を
一
つ
の

セ
ッ
ト
に
し
た
半
裁
の
同
心
円
文
の
こ
と
。

そ
の
半
裁
の
同
心
円
文
を
左
右
に
連
な
り

合
わ
せ
て
付
さ
れ
て
い
る
（
写
真
③
、
図
①

３
）。
た
だ
し
、
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
多

種
多
様
な
構
成
の
文
様
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
ノ
コ
ギ
リ
の
歯
の
よ
う
に
、

三
角
文
を
連
続
さ
せ
た
文
様
（
鋸
歯
文
）（
図

①
１
、２
、４
）、
短
い
斜
め
線
を
綾
杉
状
に

組
み
合
わ
せ
た
（
綾
杉
文
）（
図
①
５
）、

複
数
本
の
沈
線
文
を
ウ
エ
ー
ブ
さ
せ
た
波
線

そ
し
て
上
に
行
く
に
従
い
、
ま
た
下
に
行
く

に
従
っ
て
、
窄
ま
っ
て
い
く
。
別
の
表
現
を

す
れ
ば
、
空
飛
ぶ
円
盤
の
よ
う
で
も
あ
る
。

そ
ん
な
形
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
頸く

び

の
形
で
あ
る
。

窄
ま
っ
た
肩
部
に
、
や
や
開
き
気
味
に
長
く

の
び
た
円
筒
形
の
頸
部
が
乗
っ
て
い
る
。
所

謂
、「
長
頸
壺
」
と
い
う
表
現
で
説
明
さ
れ

る
こ
と
も
多
い
が
、
そ
ん
な
特
徴
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
底
は
、
丸
み
を
帯
び
た
形
だ
っ

た
り
、狭
く
平
ら
な
形
だ
っ
た
り
し
て
い
る
。

こ
の
他
、
長
頸
壺
の
器

形
の
他
に
、
瓢
形
の
土
器

も
あ
る（
図
①
４
）。ま
た
。

二
重
の
口
縁
を
持
つ
壺
（
図

①
５
）
に
も
類
似
し
た
文

様
が
施
さ
れ
る
も
の
が
あ

る
。次

は
、
特
徴
的
な
文
様

で
あ
る
。
文
様
が
付
け
ら

写真③  重弧文土器

写真②  そろばん玉
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一
方
、
鹿
児
島
県
や
宮
崎
県
で
は
、
そ
の

北
半
部
に
多
く
の
遺
跡
が
分
布
し
て
い
る
。

本
連
載
一
一
で
、「
川
内
川
上
流
域
や
大
淀

川
流
域
」
と
し
た
地
域
だ
。
川
内
川
上
流

域
で
は
、
宮
崎
県
え
び
の
市
か
ら
鹿
児
島
県

伊
佐
市
に
か
け
て
の
地
域
。
一
部
、
下
流
域

で
も
出
土
し
て
い
る
。
大
淀
川
流
域
で
は
、

上
流
域
と
下
流
域
に
分
布
。
そ
の
他
、
薩
摩

半
島
に
も
僅
か
な
が
ら
分
布
が
見
ら
れ
る
よ

う
で
あ
る
。

な
お
、「
肥
後
」
域（
熊
本
県
）の
中
で
も
、

菊
池
川
流
域
に
分
布
し
て
い
な
い
こ
と
、
さ

ら
に
は
、
大
隅
半
島
に
分
布
が
見
ら
れ
な
い

こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。（

つ
づ
く
）

文
献
①
濱
田
耕
作
・
島
田
貞
彦
・
梅
原
末

治
「
弥
生
式
土
器
形
式
分
類
図
録
」（『
京

都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
第

三
冊　

九
州
に
於
け
る
装
飾
あ
る
古
墳
』、

一
九
一
九
年
）

の
、
濃
密
に

分
布
す
る
の

は
、
白
川
流

域
と
緑
川
流

域
、
そ
し
て

球
磨
川
流
域

で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
」

と
簡
単
に
紹

介
し
て
い
た

か
と
思
う
。

こ
こ
で
は
。

そ
れ
を
よ
り
詳
し
く
取
り
上
げ
た
い
と
思

う
。分

布
の
中
心
は
、
こ
れ
ま
で
「
肥
後
」
域

と
呼
ん
で
き
た
地
域
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
現

在
の
福
岡
県
の
南
部
を
流
れ
る
矢
部
川
や
筑

後
川
の
流
域
に
も
、
僅
か
な
分
布
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
（
図
②
）。
ま
た
、
福
岡
県
東

部
に
も
僅
か
に
遺
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。

沈
線
状
を
交
叉
さ
せ
た
交
差
波
状
文
な
ど

は
、そ
の
代
表
例
。
そ
し
て
そ
の
下
段
に
は
、

三
本
前
後
の
平
行
沈
線
文
を
付
し
、
そ
れ
ら

を
縦
方
向
の
短
沈
線
文
で
刻
ん
で
い
っ
た
文

様
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
連
載
の
一
一
の
中
で
、
重

弧
文
土
器
の
分
布
に
つ
い
て
、「
一
部
川
内
川

上
流
域
や
大
淀
川
流
域
に
も
み
ら
れ
る
も
の

図①  重弧文土器の器形・文様の各種

文
献
②
小
林
久
雄

「
肥
後
国
下
益
城
郡

隈
庄
町
出
土
の
弥
生

式
土
器
」（『
考
古
学
』

三
︱
一
、一
九
三
二

　

年
）

文
献
③
坂
本
經
堯
・

小
林
行
雄　
「
九
州

弥
生
式
土
器
の
一
様

式
」（『
考
古
学
』
三

︱
二
、一
九
三
二
年
）

文
献
④
高
田
素
次
・

乙
益
重
隆
「
肥
後
国

免
田
町
本
目
遺
跡
出

土
の
弥
生
式
土
器
」

（『
考
古
学
』（
八
︱

一
一
、一
九
三
七
年
）

図②  重弧文土器の分布
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し
た
よ
か
お
な
ご
」
だ
と
か
、「
花
札
じ
ゃ

な
か
っ
た
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
並
み
の
ダ
ン

デ
ィ
ー
た
い
」、
な
ど
と
思
う
者
は
全
く
い

な
い
の
だ
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
な
ー
ん
ビ
ン
タ
ば
か

り
ト
ウ
キ
ビ
の
毛
の
ご
と
染
め
て
、
足
ゃ
短

う
し
と
い
さ
み
ゃ
ん
、
外
人
に
な
っ
た
つ
も

い
じ
ゃ
ろ
た
い
。
そ
ん
な
い
ば
目
ん
玉
も
青

か
と
と
入
れ
替
え
ん
ば
や
」、「
あ
や
つ
が
金

髪
の
根
元
よ
ば
見
て
ん
の
、
ほ
う
ら
二
セ
ン

チ
ば
か
り
黒
じ
ゃ
っ
で
。
あ
ぎ
ゃ
ん
と
が
化

け
の
皮
ち
ゅ
う
て
人
間
も
信
用
さ
れ
ん
と
た

い
」。

　

国
際
化
と
や
ら
で
、
外
国
語
の
習
得
は

別
と
し
て
も
、
姿
ど
こ
ろ
か
名
前
ま
で
ヨ
コ

文
字
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。そ
の
子
た
ち
が
将
来
外
国
に
行
っ
た
時
、

「
ユ
ー
は
、
ア
ニ
メ
國
か
ら
来
た
の
」
な
ん

て
カ
ラ
か
わ
れ
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

七
五
三
の
お
祓
い
だ
け
は
し
て
下
さ
る
の
で

あ
る
。
な
ん
と
い
う
有
り
難
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。

　

た
だ
そ
の
子
ど
も
達
が
成
長
し
、
や
が

て
就
職
。
勿
論
そ
の
前
か
ら
も
、
名
前

の
読
み
方
や
書
き
方
を
問
わ
れ
た
時
に
戸

惑
っ
た
り
、「
そ
ぎ
ゃ
ん
読
み
方
は
辞
書
に

も
載
っ
と
ら
ん
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
時
、
さ

ぞ
か
し
困
っ
た
り
ウ
ロ
た
え
る
の
で
は
な
い

か
。

　

ま
し
て
ヘ
ン
て
こ
り
ん
な
名
前
が
元
で
、

イ
ジ
め
に
遭
っ
た
り
仲
間
外
れ
に
で
も
な
っ

た
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
哀
れ
権
八
で
あ
る
。

現
に
〝
茶
髪
〟
を
見
て
、「
日
本
人
離
れ

　
　

〇
お
ま
や
ど
こ
人
や

　

勉
強
ど
ま
一
っ
ち
ょ
ん
せ
ん
で
っ
ち
ゃ
、

将
来
は
ナ
ン
と
か
学
園
の
理
事
長
の
ご
た

る
大
物
に
な
っ
て
く
れ
よ
。
全
然
ガ
マ
出
さ

ん
で
っ
ち
ゃ
、
ロ
ッ
ク
フ
エ
ラ
ー
や
ら
モ
ル
ガ

ン
な
み
の
大
金
持
ち
に
な
っ
て
く
れ
ろ
と
、

マ
ン
ガ
の
本
や
ら
ア
ニ
メ
を
調
べ
に
調
べ
、

よ
う
や
く
付
け
て
や
っ
た
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー

ム
。

　

青
井
さ
ん
や
エ
ベ
っ
さ
ん
も
、「
こ
ん
子

は
一
体
全
体
ど
こ
人じ

ん

じ
ゃ
ろ
か
」
と
イ
ブ
か

り
な
が
ら
も
、
そ
こ
は
神
様
。
そ
の
ジ
イ

さ
ん
バ
ア
さ
ん
達
か
ら
、
た
ん
ま
り
頂
い
た

〝
ご
芳
志
〟
の
手
前
も
あ
っ
て
、
念
入
り
に

方
言
を
味
わ
う
⑯

キ
ラ
ち
ゃ
ん
達
の
嘆
き　 

前
田
一
洋

　

そ
の
よ
う
な
、
神
様
た
ち
の
〝
お
言
葉
〟

が
、
昨
夜
の
夢
の
中
で
聞
こ
え
て
き
た
よ
う

な
気
が
し
た
。

　
　

〇
名
前
も
世
に
連
れ

　

名
字
は
先
祖
代
々
変
わ
る
こ
と
は
な
い

が
、
名
前
は
ご
一
名
様
の
専
用
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
悪
い
こ
と
を
す
る
者
は
偽
名
、
文

学
者
や
タ
レ
ン
ト
な
ど
の
有
名
人
に
な
れ

ば
ペ
ン
ネ
ー
ム
や
芸
名
を
使
う
。『
我
輩
は

猫
で
あ
る
』
や
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
著
者
夏

目
漱
石
も
ソ
ー
セ
キ
な
ど
と
イ
カ
め
し
い

が
、
本
名
は
金
之
助
、
平
た
く
言
え
ば
「
金

ち
ゃ
ん
」
で
あ
る
。

　

名
字
を
だ
れ
で
も
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
明
治
三
（
１
８
７
０
）
年
か
ら
。

そ
れ
ま
で
、
平
民
は
多
良
木
の
文
三
じ
い
、

湯
前
の
猫
八
ど
ん
の
よ
う
に
地
名
を
名
字

代
わ
り
に
呼
ん
で
い
た
。
そ
の
文
三
じ
い
も

本
来
は
文
左
衛
門
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て

通
称
は
「
ぶ
じ
ゃ
」
と
呼
ば
れ
、
時
代
が

降
る
に
従
っ
て
文
蔵
か
ら
文
三
と
変
わ
っ
て

い
っ
た
よ
う
だ
。

　

歌
は
世
に
連
れ
と
い
う
が
、
名
前
も
似

た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
戦
時
中
に
は

偉
い
軍
人
に
あ
や
か
っ
た
り
、
戦
後
は
野
球

選
手
や
映
画
の
主
人
公
に
。
語
尾
？
に
太

と
か
平
と
な
ど
、
一
見
時
代
遅
れ
の
よ
う

な
の
も
流
行
の
波
に
乗
っ
て
多
用
さ
れ
た
時

も
。

　

女
性
の
名
も
決
し
て
負
け
て
は
い
な
い
。

明
治
以
来
全
国
的
に
使
わ
れ
た
「
〇
〇
子
」

の
子
、
こ
れ
は
皇
室
筋
の
ヤ
ン
ご
と
な
き

方
々
、「
〇
子
妃
殿
下
」「
〇
子
内
親
王
」

な
ど
に
肖
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
そ
の
時
代
に
流
行
っ
た
〝
活
動
写

真
〟
や
、
お
涙
頂
戴
小
説
の
主
演
女
優
や

主
人
公
。
カ
フ
ェ
や
キ
ャ
バ
レ
ー
で
モ
テ
モ

テ
の
女
給
さ
ん
の
芸
名
や
源
氏
名
な
ど
。

若
い
頃
そ
こ
に
通
い
つ
め
て
い
た
の
を
無
意

識
の
う
ち
に
思
い
出
し
、
う
か
つ
に
も
わ
が

娘
に
付
け
て
し
ま
っ
た
、
そ
う
い
う
父
親
も

少
な
く
な
い
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は
少
々

非
難
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー

ム
も
、
時
代
の
所
産
だ
と
思
え
ば
気
に
す

る
ほ
ど
で
は
な
い
の
か
も
。

　

そ
し
て
、
も
し
か
す
る
と
超
復
古
調
が

流
行
し
、伊
奘
諾
（
イ
ザ
ナ
ギ
）
と
伊
奘
柵

（
イ
ザ
ナ
ミ
）
と
か
彦
火
々
出
見
と
玉
依
。

少
し
時
代
が
降
っ
て
九
郎
判
官
義
経
と
静

御
前
、
与
三
郎
に
お
富
な
ど
と
い
っ
た
よ
う

な
化
石
ネ
ー
ム
が
、
ナ
ウ
い
と
さ
れ
る
日
が

来
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
ブ
ジ
ャ
ど

ん
、ヤ
ジ
ャ
ど
ん
な
ど
の
方
言
タ
イ
プ
の
〝
ご

芳
名
〟
も
。

【
ま
え
だ
・
か
ず
ひ
ろ
／
人
吉
市
】
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木
﨑
考
古
学
と
遺
跡 

②

　
　
　
　
　

１
、
高
沢
鍾
乳
洞
・
高
沢
洞
窟
遺
跡
（
球
磨
郡
球
磨
村
高
沢
）

（
木
﨑
４
８
５
〜
４
８
７
頁
）

　

大
き
く
い
え
ば
、
二
つ
の
理
由
で
、
こ
の
遺
跡
を
調
べ
に
い
っ
た
。

第
一
に
、「
高
沢
」
と
い
う
場
所
で
あ
る
。
高
沢
地
区
は
隠
れ
念
仏

の
里
の
地
と
し
て
有
名
で
、
中
園
川
河
口
か
ら
約
８
キ
ロ
上
流
の
峻

厳
な
山
中
に
あ
る
。
縄
文
海
進
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
縄
文
時
代

時
で
も
山
中
に
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
い
う
地
で
ア
ワ
ビ
、
ハ

マ
グ
リ
、
ウ
バ
バ
イ
の
貝
殻
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
理
由
を

知
り
た
い
。
ど
こ
の
ア
ワ
ビ
、
ハ
マ
グ
リ
、
ウ
バ
ガ
イ
が
、
ど
の
よ
う

な
経
路
を
辿
っ
て
、
何
の
た
め
に
、
高
沢
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
カ
ワ
ウ
ソ
の
頭
骨
、

脊
髄
骨
な
ど
も
み
つ
か
っ

て
い
る
。
地
域
を
流
れ
る

中
園
川
に
カ
ワ
ウ
ソ
が
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま

の
中
園
川
は
小
さ
い
。
こ

の
小
さ
い
川
で
カ
ワ
ウ
ソ

は
生
息
で
き
た
の
か
。
そ

れ
と
も
以
前
は
、
中
園

川
は
現
在
と
は
ち
が
う

形
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
想
像
し
は
じ
め
る
と
キ
リ
が
な
い
が
楽
し
く
な
る
。
考
古
学
は

本
当
に
お
も
し
ろ
い
。

　

第
二
に
、
坂さ

か
も
と本

經つ
ね
た
か堯

が
調
査
し
て
い
る
点
も

重
要
だ
。
坂
本
は
熊
本
考
古
学
の
大
人
物
で
、

高
田
素
次
を
語
る
と
き
避
け
て
通
れ
な
い
人
物

で
あ
る
。
そ
の
坂
本
の
考
古
学
人
生
を
考
え
る

と
き
、
同
遺
跡
を
ど
の
よ
う
に
調
査
し
た
の
か
、

ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
の
か
は
重
要
な
意
味
を
も 旧高沢小学校（球磨郡球磨村高沢）

木﨑康弘著『肥後と球磨 その
原史世界に魅せられし人々』人
吉中央出版社（2017 年 6月）

坂本經堯（1897 〜 1974）
（同書より）

見
さ
れ
、
縄
文
式
土
器
、
磨
製
石
斧
、
ア
ワ
ビ
、
ハ
マ
グ
リ
の
貝
殻
、

シ
カ
・
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
獣
骨
が
出
土
し
た
。
第
一
発
見
者
に
つ
い
て

木
﨑
は
触
れ
て
い
な
い
。
工
事
関
係
者
が
第
一
発
見
者
だ
ろ
う
か
。

工
事
関
係
者
は
縄
文
式
土
器
で
あ
る
と
直
ぐ
に
分
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
20
日
後
の

10
月
16
日
、
大
阪
毎
日
新
聞
が
そ
れ

を
報
道
し
た
。
こ
れ
も
よ
く
分
か
ら
な

い
。
同
新
聞
は
ど
の
よ
う
な
経
路
を
経

て
出
土
の
事
実
を
知
っ
た
の
か
。
こ
れ

に
つ
い
て
も
木
﨑
は
触
れ
て
い
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
同
新
聞
で
遺
跡
出
土
を

坂
本
は
知
り
、
同
年
10
月
21
日
、
高

沢
に
赴
き
洞
窟
と
出
土
遺
跡
を
調
査
し

た
。

　

木
﨑
に
よ
れ
ば
、
坂
本
は
10
月
20
日

に
白
石
駅
で
下
車
し
て
い
る
。
妻
の
松

江
と
出
口
九
州
男
が
同
行
し
て
い
た
。

そ
の
日
は
神
瀬
に
宿
泊
し
、翌
日
の
「
十

月
二
十
一
日
、
午
前
七
時
発
、
段
の
峠

つ
。
同
遺
跡
を
調
査
し
た
と
き
、
坂
本
は
37
歳
（
高
田
は
22
歳
）
で

あ
っ
た
。
働
き
盛
り
で
あ
る
。
精
力
的
に
活
動
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
高
沢
調
査
は
簡
単
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

木
崎
に
よ
れ
ば
、
１
９
３
４
年
（
昭
和
９
年
）
９
月
26
日
、
神

瀬
村
高
沢
の
高
沢
尋
常
高
等
小
学
校
運
動
場
工
事
で
鍾
乳
洞
が
発

高沢鍾乳洞・高沢洞窟遺跡
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２
、四
つ
塚
古
墳
群
（
三
つ
塚
古
墳
群
）（
球
磨
郡
錦
町
）

（
木
﨑
４
９
２
～
４
９
３
頁
）

　

坂
本
經
堯
は
、
１
９
３
５
年
（
昭
和
10
年
）
８
月
16
日
か
ら
一

週
間
、
球
磨
の
遺
跡
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
坂
本

は
38
歳
（
高
田
は
23
歳
）
で
、
調
査
日
程
は
高
田
素
次
が
立
案
し

て
い
る
。
こ
の
調

査
に
つ
い
て
は
木
﨑

４
８
９
頁
以
下
で

説
明
さ
れ
て
い
る

が
、
高
田
の
立
案

能
力
に
誰
で
も
驚

く
で
あ
ろ
う
。
23

歳
の
若
者
の
立
案

と
は
と
て
も
お
も

え
な
い
。
坂
本
と

高
田
の
関
係
を
確

認
す
る
た
め
に
は
、

木
﨑
の
こ
の
箇
所

を
高
沢
小
学
校
訓
導
西
村
靖
彦
君
案
内
に
て
あ
へ
ぎ
登
る
」。「
あ
へ

ぎ
登
る
」
の
行
を
み
て
お
も
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
う
。
た
し
か
に
、
そ

う
だ
ろ
う
な
と
は
思
う
。
し
か
し
、
高
沢
地
区
の
人
に
話
を
う
か
が

う
と
「
大
し
た
こ
と
は
な
い
」。
高
沢
の
子
供
た
ち
は
神
瀬
小
学
校

ま
で
通
学
し
て
い
た
と
い
う
。

　

施
錠
し
て
あ
っ
た
の
で
内
部
に
立
ち
入
れ
な
か
っ
た
が
、
坂
本
た
ち

は
内
部
を
調
べ
て
い
る
。
作
業
を
終
え
午
後
３
時
に
高
沢
を
あ
と
に

し
て
、
５
時
28
分
発
の
列
車
で
熊
本
に
向
け
て
出
発
し
て
い
る
。
木

﨑
は
、「
そ
の
道
中
の
高
揚
感
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
」
と

す
る
。

　

中
園
川
と
球
磨
川
の
接
す
る
地
点
か
ら
下
流
３
０
０
メ
ー
ト
ル
附

近
の
左
岸
に
有
名
な
「
ハ
マ
グ
リ
石
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
偶
然
で

あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
偶
然
で
あ
ろ
う
。

　

坂
本
が
通
っ
た
「
段
の
峠
」
に
つ
い
て
は
、
松
野
翔
吾
「
大
蔵
山

と
段
の
峠
」
本
誌
12
号
３
頁
以
下
参
照
。
松
野
に
よ
れ
ば
、
坂
本
が

利
用
し
た
道
は
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。

　

本
遺
跡
に
つ
い
て
は
『
球
磨
村
誌
（
上
）』
３
１
８
頁
以
下
も
参
照

（
高
田
素
次
の『
球
磨
郡
史
』で
の
解
説
も
全
文
引
用
さ
れ
て
い
る
）。

調
査
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
調
査
で
坂
本
は
「
合
計
四
基
」
と

説
明
し
て
い
る
が
、
木
﨑
は
円
墳
は
三
基
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い

と
し
、
坂
本
の
説
明
を
「
追
認
す
る
こ
と
は
、
現
状
で
は
困
難
だ
」

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
情
が
あ
る
か
ら
、
錦
町
は
「
三

つ
塚
古
墳
群
」
と
し
、
木
﨑
は

先
行
研
究
を
尊
重
し
て
「
四
つ

塚
古
墳
群
」
と
表
記
す
る
の
だ

が
、
１
９
３
５
年
か
ら
現
代
ま

で
の
87
年
間
に
ひ
と
つ
の
円
墳
は

本
当
に
失
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ

か
。
開
発
の
結
果
か
。
あ
る
い

は
、
そ
れ
以
外
の
原
因
に
よ
っ
て

か
。
も
し
か
し
て
坂
本
た
ち
は

誤
認
し
た
の
か
。
こ
う
い
う
こ
と

を
考
え
な
が
ら
読
み
す
す
め
る

と
、
木
﨑
考
古
学
に
思
わ
ず
の

め
り
込
ん
で
し
ま
う
。

は
見
逃
せ
な
い
。
四
つ
塚
古
墳
群
だ
け
で
な
く
、
他
の
古
墳
調
査

な
ど
の
説
明
も
合
わ
せ
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
た
う
え
で
四
つ
塚
古
墳
群
に
つ
い
て
い
え

ば
、
同
年
10
月
19
日
に
、
坂
本
は
高
田
ら
と
共
に
こ
の
古
墳
群
を

四つ塚古墳群（三つ塚古墳群）（球磨郡錦町）
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私
が
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
を
知
っ
た
の
は
、
平

成
26
年
の
春
、
人
吉
へ
の
勤
務
が
決
ま
っ
て

す
ぐ
の
こ
と
で
し
た
。
球
磨
川
関
係
の
仕

事
に
携
わ
る
こ
と
と
な
り
、
勤
務
先
の
前

任
者
か
ら
引
き
継
い
だ
の
が
、「
球
磨
川

に
は
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
が
自
生
し
て
い
る
。
こ

れ
を
大
事
に
せ
ん
と
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
の
会
の

会
長
さ
ん
か
ら
し
こ
た
ま
怒
ら
れ
る
ぞ
！
」

と
い
っ
た
内
容
で
し
た
。
こ
の
時
点
で
は
ツ

ク
シ
イ
バ
ラ
と
は
ど
ん
な
バ
ラ
な
の
か
も

さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ず
、
た
だ
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ

の
会
長
っ
て
ど
れ
ほ
ど
怖
い
人
な
の
だ
ろ

う
か
と
、
出
会
わ
ず
に
済
め
ば
良
い
な
と

考
え
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

さ
て
、
人
吉
で
過
ご
し
始
め
て
間
も
な

く
す
る
と
、
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
の
会
か
ら
球

磨
川
河
川
敷
の
自
生
地
で
無
料
コ
ン
サ
ー

ト
を
す
る
と
の
案
内
が
届
き
ま
し
た
。
こ

れ
は
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
と
怖
い
会
長
さ
ん
の
お

顔
を
拝
見
す
る
チ
ャ
ン
ス
だ
ろ
う
！　

と

こ
っ
そ
り
と
コ
ン
サ
ー
ト
の
会
場
へ
行
っ
た

の
で
し
た
。

　

も
と
も
と
音
楽
好
き
で
し
た
の
で
コ
ン

サ
ー
ト
も
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
で
す
が
、

会
場
に
着
き
、
河
川
敷
に
停
め
た
車
か

ら
一
歩
踏
み
出
す
や
否
や
、
甘
く
繊
細
な

バ
ラ
の
香
り
が
私
の
鼻
を
く
す
ぐ
り
ま
し

た
。
淡
い
ピ
ン
ク
色
の
小
さ
な
花
が
い
っ
ぱ

い
球
磨
川
河
川
敷
を
飾
り
た
て
て
お
り
ま

す
。
私
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
と
は
縁
遠
い
方
な

の
で
す
が
、
さ
す
が
に
こ
の
衝
撃
的
な
空

間
に
は
感
動
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
次
の
衝
撃
は
耳
に
飛
び
込
ん
で
き
た

音
で
す
。
熊
本
の
デ
ュ
オ
、
ビ
エ
ン
ト
さ
ん

の
軽
快
か
つ
心
に
震
え
る
ト
ー
ク
と
小
さ

き
花
た
ち
の
揺
れ
と
と
も
に
奏
で
ら
れ
る

音
楽
。
こ
の
空
間
と
音
楽
の
風
と
が
織
り

な
す
衝
撃
が
さ
ら
に
増
し
て
鼓
動
が
高
ま

る
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
が
終
わ
り
感
動
の
余
韻
に

浸
っ
て
い
る
と
、
最
後
に
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
の

会
の
方
々
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

会
長
さ
ん
、
声
に
張
り
が
あ
っ
て
元
気
溌

剌
そ
う
な
ご
婦
人
が
そ
の
方
の
よ
う
で

す
。
て
っ
き
り
厳
し
く
細
か
い
方
か
な
と

勝
手
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
す
が
、
や

さ
し
そ
う
な
感
じ
の
方
で
ホ
ッ
と
し
な
が

ら
も
挨
拶
す
る
の
を
忘
れ
て
帰
っ
て
し
ま
っ

私
と
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
と
の
出
会
い

　 

球
磨
川
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
の
会　

野
呂　

た
け
し

イ
バ
ラ
の
会
に
魅
了
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た

の
で
し
た
。

　

現
在
、
ま
た
も
や
転
勤
で
人
吉
か
ら
離

れ
て
し
ま
い
、
久
留
米
の
地
に
来
て
か
ら

2
年
が
経
過
し
て
お
り
ま
す
が
、
ツ
ク
シ

イ
バ
ラ
の
会
員
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
球

磨
川
に
咲
く
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
に
会
い
に
行
き

続
け
る
つ
も
り
で
す
。
今
年
は
ツ
ク
シ
イ
バ

ラ
発
見
か
ら
百
年
目
。
私
と
ツ
ク
シ
イ
バ

ラ
と
の
出
会
い
か
ら
４
年
目
。
永
い
お
付

き
合
い
と
な
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
ツ
ク

シ
イ
バ
ラ
を
愛
で
つ
つ
、
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
の

会
長
さ
ん
は
じ
め
、
会
の
活
動
で
知
り
合
っ

た
方
々
と
の
ご
縁
も
大
切
に
し
て
い
き
た

い
な
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

み
な
さ
ん
も
、
球
磨
川
の
ツ
ク
シ
イ
バ

ラ
た
ち
と
出
会
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
ツ
ク
シ

イ
バ
ラ
の
花
言
葉
は
「
か
わ
ら
な
い
愛
情
」

で
す
。

命
作
業
し
て
お
り
ま
し
た
ら
、
会
の
方
か

ら
「
あ
ら
、
野
呂
さ
ん
、
そ
れ
、
ツ
ク
シ

イ
バ
ラ
じ
ゃ
な
く
て
野
イ
バ
ラ
よ
。」
と
冷

や
や
か
な
一
言
。
時
期
は
ま
だ
冬
で
し
た

の
で
、
花
も
な
い
葉
だ
け
の
状
態
な
の
で

す
が
、
何
で
も
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
と
野
イ
バ
ラ

で
は
花
だ
け
で
は
な
く
、
葉
に
も
違
い
が

あ
る
よ
う
な
の
で
す
。
葉
が
ざ
ら
ざ
ら
し

て
い
る
の
が
野
イ
バ
ラ
、
ツ
ル
ツ
ル
し
て
光

沢
が
あ
る
の
が
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
な
の
だ
そ
う

で
す
。
そ
の
違
い
を
教
え
て
も
ら
っ
た
時
、

ま
す
ま
す
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
を
も
っ
と
知
ろ
う

と
い
う
意
欲
に
沸
き
立
て
ら
れ
た
の
で
し

た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
手
入
れ
作
業
に
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
か
ら
、
会
の
皆
さ
ん
の
温

か
さ
、
や
さ
し
さ
に
触
れ
あ
い
、
ツ
ク
シ
イ

バ
ラ
が
毎
年
し
っ
か
り
花
を
つ
け
て
い
く
過

程
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
次
の
満
開
の
季

節
に
は
す
っ
か
り
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
と
ツ
ク
シ

た
の
で
し
た
。

　

ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
と
の
衝
撃
的
な
出
会
い

を
経
て
、
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
と
そ
の
自
生
地
の

保
存
活
動
を
行
っ
て
い
る
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
の

会
に
興
味
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
翌

春
の
１
回
目
の
活
動
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

参
加
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

活
動
は
例
年
、
１
月
か
ら
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
の
こ
ろ
に
か
け
て
１
カ
月
に
１
回

の
ペ
ー
ス
で
自
生
群
の
手
入
れ
を
行
い
ま

す
。
訪
れ
た
方
が
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ
に
近
づ
け

る
よ
う
に
周
辺
の
雑
草
を
刈
る
グ
ル
ー
プ
、

き
れ
い
に
成
長
す
る
よ
う
に
ツ
ク
シ
イ
バ
ラ

に
絡
ま
る
ツ
タ
を
取
り
除
く
作
業
を
行
う

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
の
で
す
が
、
鎌
を

手
に
取
っ
た
私
は
ツ
タ
の
除
去
作
業
に
加

わ
り
ま
し
た
。

　

皆
が
必
至
で
ツ
タ
（
葛く

ず

）
を
取
り
払
っ

て
い
る
中
で
、
ポ
ツ
ン
と
取
り
残
さ
れ
て

い
る
株
を
見
つ
け
た
の
で
、
そ
こ
で
一
所
懸
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川
家
の
力
は
依
然
と
し
て
強
く
、
そ
の
後
も
政
権
の
中
枢
を
占
め

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
江
戸

城
を
開
城
し
静
岡
に
隠
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
結
果
に
な
る
と
予

想
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
他
方
、
薩
長
は
政
権
を
奪
取
で
き
る

確
信
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
奪
取
後
の
政
権
運
営
に
明
確
な
方

針
を
も
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　

過
去
の
歴
史
を
あ
れ
こ
れ
と
解
釈
す
る
の
は
容
易
だ
が
、
未
来

に
つ
い
て
明
確
な
方
向
性
を
定
め
主
体
的
に
行
動
す
る
の
は
簡
単

で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
承
知
で
い
う
が
、
当
時
の
状
況
に
照
ら

す
と
き
、
江
戸
幕
府
の
農
本
主
義
的
封
建
体
制
の
破
綻
は
最
終
段

階
に
あ
っ
て
別
の
体
制
に
移
行
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
態
に
あ
っ
た
。

薄
々
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
て
も
、よ
ほ
ど
の
認
識
力
が
な
い
か
ぎ
り
、

当
事
者
に
は
す
べ
て
が
五
里
霧
中
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。

慶
喜
は
な
に
を
考
え
て
い
た
の
か

　

慶
応
３
年
10
月
14
日
（
１
８
６
７
年
11
月
９
日
）、
江
戸
幕
府

第
15
代
将
軍
徳
川
慶
喜
は
政
権
返
上
を
天
皇
に
奏
上
し
、
翌
15
日

に
天
皇
は
そ
れ
を
認
め
た
。
そ
の
と
き
の
天
皇
は
後
の
明
治
天
皇
。

即
位
し
た
ば
か
り
で
、
齢

よ
わ
い

15
で
あ
っ
た
。
政
権
返
還
の
前
日
、
慶

喜
は
上
洛
中
の
40
藩
重
臣
を
京
都
・
二
条
城
に
召
喚
し
て
政
権
返

還
を
諮
問
し
合
意
を
と
り
つ
け
て
い
た
。
異
論
は
で
な
か
っ
た
。

　

同
年
10
月
24
日
（
11
月
19
日
）
に
は
征
夷
大
将
軍
職
の
辞
職
も

朝
廷
に
申
し
出
た
。
国
家
統
治
の
権
限
を
返
還
し
た
だ
け
で
な
く
、

武
家
の
棟
梁
と
し
て
の
地
位
も
放
棄
し
た
。
慶
喜
は
大
名
の
ひ
と

つ
に
な
っ
た
。
そ
の
慶
喜
は
な
に
を
考
え
て
い
た
の
か
。
そ
の
家
臣

た
ち
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
。
一
大
名
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
徳

第
48
回
衆
議
院
選
挙

意
図
し
た
目
的
と
予
期
せ
ぬ
結
果
平
岡
優
平

議
員
に
は
任
期
が
あ
る
が
、
そ
の
任
期
は
短
縮
し
て
も
か
ま
わ
な

い
と
安
倍
首
相
は
判
断
し
た
。
総
理
大
臣
に
、
そ
の
よ
う
な
権
限

が
果
た
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
議
会
が
首
相
を
敵
視
し
て
い
る

か
ら
議
会
を
解
散
す
る
と
い
う
の
は
理
解
で
き
る
。
知
事
や
市
町

村
の
首
長
も
そ
う
だ
。
議
会
が
信
任
し
な
い
の
で
住
民
の
意
見
を

確
認
す
る
た
め
議
会
を
解
散
す
る
と
い
う
見
解
に
無
理
は
な
い
。

け
れ
ど
議
会
と
対
立
状
況
に
な
い
の
に
議
会
を
解
散
で
き
る
か
は

別
問
題
で
あ
る
。
論
理
的
に
考
え
れ
ば
、
解
散
す
る
理
由
が
見
当

た
ら
な
い
以
上
、
議
員
の
任
期
を
短
縮
す
る
措
置
は
許
さ
れ
な
い

よ
う
に
み
え
る
。
議
会
は
首
相
や
首
長
の
玩
具
で
は
な
い
。
解
散

は
選
挙
に
連
動
し
、
膨
大
な
予
算
を
費
や
す
こ
と
に
な
る
。

　

総
理
大
臣
に
衆
議
院
の
解
散
権
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
憲
法
学
で

長
く
論
争
に
な
っ
て
き
た
。
憲
法
学
で
は
否
定
説
も
少
な
く
な
い
。

安
倍
首
相
は
憲
法
第
７
条
に
解
散
権
の
根
拠
が
あ
る
と
す
る
。
同

条
は
天
皇
の
国
事
行
為
を
定
め
た
規
定
で
、
そ
の
な
か
に
衆
議
院
の

解
散
の
宣
言
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
同
条
は
、
天
皇
は
内
閣
の
助

言
と
承
認
に
も
と
づ
き
国
事
行
為
を
実
施
す
る
と
定
め
て
い
る
。
そ

れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
内
閣
の
長
で
あ
る
総
理
大
臣
に
解
散
の
権
限

が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
天
皇
の
国
事
行
為

　

攘
夷
論
は
世
界
経
済
の
動
き
を
読
み
取
れ
な
い
完
全
な
暴
論
で

あ
っ
た
が
、
当
時
は
そ
の
暴
論
を
正
論
と
確
信
し
て
い
る
者
も
少

な
く
な
か
っ
た
。
上
海
戦
争
、
黒
船
到
来
の
な
か
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
が
強
ま
り
諸
外
国
へ
の
警
戒
感
が
強
ま
っ
た
。し
か
し
な
が
ら
、

列
強
諸
国
を
敵
視
し
そ
の
徹
底
的
排
除
を
目
指
す
攘
夷
論
は
実
効

性
の
な
い
空
論
で
あ
っ
た
。
攘
夷
派
と
較
べ
る
と
き
江
戸
幕
府
が
賢

明
で
あ
っ
た
。「
開
国
」
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。
農
本
主
義
的

経
済
体
制
は
崩
壊
し
、
商
業
主
義
・
工
業
化
へ
の
道
は
不
可
避
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
に
い
る
当
事
者
に
は
そ
れ
が
な
か
な
か

み
え
な
い
。
従
来
の
や
り
方
を
継
続
す
る
こ
と
が
安
全
か
の
よ
う

に
み
え
る
。
旧
来
の
状
況
を
継
続
す
る
こ
と
も
ひ
と
つ
の
判
断
で
あ

る
が
、
判
断
し
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
自
覚
さ
れ
な
い
。
再
度

言
う
。
未
来
は
不
確
定
で
あ
る
。
予
測
は
簡
単
で
は
な
い
。

安
倍
晋
三
は
な
に
を
考
え
て
い
た
の
か

　

現
在
、
幕
末
と
類
似
し
た
状
況
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
９
月
28
日
、

衆
議
院
は
解
散
し
た
。
衆
議
院
の
判
断
で
解
散
し
た
の
で
は
な
い
。

安
倍
首
相
が
衆
議
院
を
解
散
し
総
選
挙
を
実
施
し
た
ほ
う
が
い
い

と
判
断
し
、
彼
の
判
断
に
よ
っ
て
衆
議
院
は
解
散
し
た
。
衆
議
院



69  くまがわ春秋　Vol.19　2017.10.15 68くまがわ春秋　Vol.19　2017.10.15

を
利
用
し
て
議
員
の
任
期
を
短
縮
し
て
い
い
の
か
。
そ
う
し
た
疑
問

が
残
る
な
か
で
、
安
倍
首
相
は
９
月
28
日
に
衆
議
院
を
解
散
し
た
。

彼
は
そ
の
と
き
な
に
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
池
都
知
事
、

前
原
民
進
党
代
表
の
行
動
を
予
期
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

国
民
は
な
に
を
考
え
て
い
る
の
か

　

幕
末
と
ち
が
い
、
今
は
国
民
が
国
の
未
来
を
考
え
る
時
代
で
あ

る
。
政
治
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
人
も
多
い
。
今
後
、
日

本
が
ど
う
な
る
の
か
予
測
で
き
な
い
と
い
う
人
は
も
っ
と
多
い
。
マ

ス
コ
ミ
の
情
報
を
信
じ
な
い
人
も
少
な
く
な
い
。
同
一
の
記
事
を
み

て
、
そ
の
記
事
に
対
す
る
評
価
が
分
か
れ
る
と
き
が
増
え
て
き
た
。

「
マ
ス
コ
ミ
は
偏
向
し
て
い
る
」
は
流
行
語
に
な
っ
て
い
る
。
マ
ス

コ
ミ
は
、「
事
実
に
明
白
に
反
す
る
情
報
」
を
意
図
的
に
ば
ら
ま
い

て
い
る
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
よ
う
に
、
批
判

的
記
事
を「
誤
り
の
記
事
」と
い
つ
も
弾
劾
す
る
例
は
稀
で
は
な
い
。

マ
ス
コ
ミ
報
道
を
丸
呑
み
せ
よ
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
情
報
は

重
要
で
あ
る
。
日
本
の
国
民
が
、
い
ま
な
に
を
考
え
て
い
る
か
は
、

ま
も
な
く
判
明
す
る
。
個
別
の
意
思
は
分
か
ら
な
い
が
、
集
合
的

意
思
は
確
認
で
き
る
。　
　
　
【
ひ
ら
お
か
・
ゆ
う
へ
い
／
八
代
市
】

残
照「
川
辺
川
︱
︱
そ
し
て

人
吉
海
軍
航
空
基
地
」
㊦

時
代
で
、
生
き
て
い
く
た
め
に
は
な
ん
で
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
混
乱
困
窮
の
状
況
の
中
で
彼
等
の
苦
労
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。

　

飯
場
の
裏
山
で
は
「
ど
ぶ
ろ
く
」
を
造
っ
て
い
た
が
、
突
然
警
察

と
税
務
署
が
や
っ
て
き
て
容
赦
な
く
没
収
し
て
い
っ
た
。
そ
の
時
の「
お

ば
ち
ゃ
ん
」
達
の
ア
イ
ゴ
ー
ア
イ
ゴ
ー
と
泣
き
叫
ぶ
声
を
七
十
年
す

ぎ
た
今
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

最
後
ま
で
残
っ
た
数
家
族
の
リ
ー
ダ
ー
格
の
呉
原
さ
ん
は
立
派
な

方
で
、
敗
戦
国
日
本
で
生
き
て
行
く
決
心
を
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
彼
は
私
の
親
爺
を
頼
り
に
し
て
い
た
よ
う
で
、
こ
と
あ
る
毎
に

相
談
に
来
て
い
た
。
当
時
終
戦
直
後
は
朝
鮮
国
の
人
と
は
関
わ
り
た

く
な
い
と
い
う
世
相
時
代
で
あ
っ
た
な
か
で
、
う
ち
の
親
爺
は
子
供

の
私
か
ら
み
て
も
親
切
に
面
倒
を
見
て
い
た
し
、
家
族
ぐ
る
み
で
付

き
合
っ
て
い
た
。

　

彼
の
弟
（
私
よ
り
四
、五
歳
上
）
も
努
力
家
で
苦
学
し
て
、
自
力

で
早
稲
田
大
学
（
第
二
部
）
に
在
学
中
で
あ
っ
た
。
末
弟
も
地
元
の

我
々
よ
り
は
る
か
に
ま
じ
め
で
優
秀
で
あ
っ
た
。
時
代
の
波
に
翻
弄

さ
れ
て
き
た
彼
等
は
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
年
を
と
っ
た
せ
い

か
歳
月
が
経
る
に
つ
れ
て
思
い
出
す
の
で
あ
る
。

朝
鮮
国
の
人
々
、
そ
の
思
い
出

　

航
空
基
地
建
設
の
た
め
多
数
の
朝
鮮
国
の
作
業
員
（
強
制
的
に
動

員
さ
れ
た
の
か
、
自
主
的
に
来
た
の
か
は
私
達
に
は
不
明
）
が
家
族

ぐ
る
み
で
来
日
し
従
事
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
柳
瀬
三
石
集
落
の
廃

校
に
な
っ
て
い
た
昔
の
尋
常
小
学
校
の
跡
地
に
労
働
者
の
た
め
の
飯

場
棟
が
出
来
た
。
そ
の
棟
数
な
ど
は
正
確
に
は
憶
え
て
い
な
い
が
家

族
総
数
で
四
、五
十
人
位
だ
っ
た
と
思
う
。
当
時
は
軍
関
係
管
理
下

で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
外
国
人
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
集
落
の
人

と
の
交
流
は
な
か
っ
た
。

　

終
戦
と
な
る
や
大
半
の
人
は
引
き
揚
げ
て
行
っ
た
が
四
、五
軒
の
人

が
残
っ
て
い
た
。
日
本
国
中
が
そ
の
日
を
喰
う
や
喰
わ
ず
の
大
変
な

冨永和信
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一
式
重
爆
撃
機
「
呑ど

ん

龍り
ゅ
う」

の
雄
姿

　

昭
和
十
九
年
の
は
じ
め
に
、
我
が
国
の
空
軍
の
期
待
の
星
一
式
重

爆
機
「
呑
龍
」
が
着
陸
し
た
。
周
辺
の
人
た
ち
に
見
学
し
て
も
よ
い

と
の
知
ら
せ
が
あ
り
、
子
供
中
心
に
沢
山
つ
め
か
け
た
。
米
国
重
爆

撃
機
Ｂ
29
を
小
型
に
し
た
爆
撃
機
の
感
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当

時
の
私
達
の
目
に
は
と
て
つ
も
な
く
大
型
の
最
新
鋭
機
に
感
じ
た
。

搭
乗
兵
も
赤
ト
ン
ボ
の
訓
練
兵
と
は
段
違
い
で
頼
も
し
く
見
え
、
当

機
の
優
秀
性
を
誇
ら
し
げ
に
説
明
し
て
く
れ
た
。

　

当
時
の
戦
況
を
何
も
知
ら
な
い
私
達
は
「
こ
の
爆
撃
機
が
あ
れ
ば

戦
争
に
勝
つ
ば
い
」
と
無
邪
気
に
信
じ
て
い
た
。
戦
後
に
知
っ
た
こ
と

で
あ
る
が
こ
の
「
呑
龍
」
の
活
躍
の
場
は
あ
ま
り
無
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。　

戦
い
終
わ
っ
て
陽
が
落
ち
て

　

そ
し
て
つ
い
に
戦
況
は
挽
回
不
能
の
状
況
の
も
と
昭
和
二
十
年
八

月
十
五
日
と
う
と
う
終
（
敗
）
戦
を
迎
え
た
。
田
舎
の
子
供
の
私
達

に
は
全
く
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

終
戦
直
後
の
基
地
は
秩
序
正
し
く
重
要
物
品
を
消
去
処
分
し
て
部

　

赤
ト
ン
ボ
と
敵
機
グ
ラ
マ
ン

　

滑
走
路
と
柳
瀬
三
石
の
間
に
か
な
り
広
い
良
質
の
畑
地
が
あ
っ

た
。
我
が
家
の
畑
の
一
部
を
つ
ぶ
し
て
航
空
機
を
格
納
す
る
掩え

ん
た
い
ご
う

体
壕

が
造
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
立
ち
入
り
禁
止
で
あ
っ
た
が
、
私
達
ガ
キ

連
は
整
備
兵
士
と
仲
良
し
に
な
り
「
赤
ト
ン
ボ
」
に
触
ら
せ
て
も
ら
っ

て
興
奮
、
得
意
満
面
の
極
み
で
あ
っ
た
。
た
だ
翼
の
端
を
持
っ
て
揺

す
る
と
、
赤
ト
ン
ボ
全
体
が
軽
す
ぎ
て
簡
単
に
動
く
の
で
、
こ
れ
に

は
驚
い
た
。
四
年
生
の
頃
、
米
国
の
グ
ラ
マ
ン
戦
闘
機
に
よ
る
航
空

基
地
襲
撃
が
二
度
ほ
ど
あ
っ
た
。
人
吉
上
空
か
ら
急
降
下
し
て
滑
走

路
や
施
設
目
掛
け
て
機
銑
掃
射
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
グ
ラ
マ

ン
機
は
三
石
集
落
の
丁
度
真
上
を
低
空
飛
行
し
て
通
過
す
る
の
で
、

私
達
は
柳
瀬
橋
の
上
か
ら
欄
干
に
し
が
み
つ
く
よ
う
に
し
て
パ
イ
ロ
ッ

ト
の
顔
も
機
銃
口
の
火
を
は
っ
き
り
み
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

し
か
し
、
我
ら
の
赤
ト
ン
ボ
に
比
べ
て
あ
ま
り
に
も
そ
の
速
さ
、

大
き
さ
の
違
い
に
度
肝
を
ぬ
か
れ
た
。
そ
の
夜
の
夕
食
時
に
は
い
つ
も

の
通
り
に
自
慢
話
に
な
っ
た
が
、
定
番
通
り
母
か
ら
大
目
玉
を
喰
ら
っ

た
の
は
毎
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

木
上
村
に
は
基
地
司
令
部
を
中
心
に
、
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な

い
無
数
の
地
下
壕
が
整
備
さ
れ
て
、
食
料
雑
貨
以
外
の
武
器
弾
薬
・

工
作
機
械
な
ど
重
要
品
が
保
管
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
重
要
物
品
は

内
部
事
情
に
詳
し
い
関
係
者
が
集
団
で
持
ち
出
し
て
隠
匿
し
た
と
の

噂
が
広
が
っ
た
。

　

終
戦
後
ま
も
な
く
復
員
し
て
帰
っ
て
き
た
親
爺
が
そ
ん
な
噂
話
を

兄
か
ら
聞
い
て
、
特
に
工
作
機
械
は
欲
し
か
っ
た
と
残
念
が
っ
た
が
後

の
祭
り
で
あ
っ
た
。

　

戦
前
戦
後
の
大
変
厳
し
く
苦
難
の
時
代
に
五
人
の
息
子
を
育
て
上

げ
た
親
爺
と
お
ふ
く
ろ
は
も
う
と
っ
く
に
こ
の
世
に
は
な
く
、
相
良

村
柳
瀬
三
石
の
累
代
の
墓
地
に
静
か
に
眠
っ
て
い
る
。

　

今
年
（
平
成
二
十
九
年
）
初
春
、
実
家
を
守
り
支
え
て
き
た
長

兄
の
米
寿
の
祝
い
が
、
兄
弟
全
員
全
国
各
地
か
ら
参
集
し
て
私
の
友

人
の
人
吉
鍋
屋
本
館
で
開
か
れ
た
。
多
く
の
人
か
ら
兄
弟
五
人
が
息

災
で
米
寿
祝
い
に
そ
ろ
っ
て
参
加
で
き
る
と
は
珍
し
い
慶
事
と
賛
辞

を
頂
戴
し
た
。
こ
れ
も
両
親
と
兄
貴
の
お
蔭
で
あ
る
と
、
素
直
に
有

難
い
こ
と
だ
と
感
謝
の
念
を
一
層
強
く
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

【
と
み
な
が
・
か
ず
の
ぶ
／
山
口
市
】

隊
解
散
し
た
と
い
う
話
と
、
他
方
で
は
指
揮
命
令
に
よ
る
統
制
が
と

れ
ず
、
中
に
は
物
品
（
軍
需
品
）
の
持
ち
逃
げ
が
始
ま
っ
た
な
ど
の

噂
話
が
飛
び
交
っ
た
。
基
地
の
中
が
今
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
こ
れ

か
ら
ど
う
な
る
の
か
知
る
由
も
な
か
っ
た
。
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
木

上
村
の
地
下
壕
に
食
料
品
な
ど
が
隠
さ
れ
て
い
る
話
が
あ
っ
た
。
そ

こ
で
年
上
の
従
兄
弟
を
リ
ー
ダ
ー
に
三
、四
人
が
自
転
車
に
小
さ
な

リ
ヤ
カ
ー
を
つ
け
て
調
達
（
？
）
に
遠
征
し
た
。
地
下
壕
に
は
ラ
ベ

ル
の
無
い
大
小
の
缶
詰
が
山
と
積
ま
れ
て
い
た
。
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に

は
将
校
用
と
兵
士
用
の
乾
パ
ン
。
私
達
は
乾
パ
ン
函
と
大
き
い
缶
詰
、

つ
い
で
に
隣
の
壕
か
ら
将
校
用
軍
服
と
帽
子
を
調
達
し
、
意
気
揚
々

持
ち
帰
っ
た
。

　

早
々
に
持
ち
帰
っ
た
大
き
な
缶
詰
を
開
け
て
び
っ
く
り
、
中
身
は

茄
で
た
大
き
な
筍
で
は
な
い
か
。
一
番
が
っ
か
り
し
た
の
は
お
ふ
く
ろ

で
、「
こ
ぎ
ゃ
ん
筍
ば
か
り
は
い
ら
ん
と
よ
、
カ
タ
パ
ン
は
あ
り
が
た

か
ね
、
も
っ
と
沢
山
持
っ
て
か
え
れ
ば
良
か
っ
た
の
に
」
と
欲
の
深
い

こ
と
を
言
っ
た
。
翌
日
、
今
度
は
小
缶
は
肉
か
魚
の
缶
詰
と
聞
い
た

の
で
再
度
地
下
壕
に
駆
け
付
け
た
。
な
ん
と
昨
日
ま
で
あ
っ
た
缶
詰

類
は
も
ち
ろ
ん
、
衣
類
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
壕
の
中
は
荒

れ
放
題
で
あ
っ
た
。
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初
町
（
ハ
ツ
マ
チ
）

︱
須
恵
村
、
免
田
町
︱

　

須
恵
村
字
初
町
と
免
田
町
字
初
町
は
境

界
線
を
挟
ん
で
向
か
い
合
っ
て
い
る
。〝
町
〟

は
街
の
こ
と
で
は
な
く
間ま

ち地
、
即
ち
区
域
の

こ
と
で
あ
り
、
人
吉
市
田
野
町
字
長ナ

ガ
セ
ク

畝
区

は
明
治
前
期
小
字
調
査
書
は
ナ
ガ
セ
マ
チ

の
訓
で
あ
る
。

　

初
町
と
い
う
字
名
を
見
な
が
ら
、
先
人

の
無
限
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
垣
間
見
る
思

い
が
し
た
。
無
限
は
文
字
通
り
限
り
が
な

い
こ
と
で
あ
る
が
、
区
域
の
名
称
で
あ
る
地

名
に
関
し
て
は
無
限
は
存
在
せ
ず
、
有
限

の
繰
り
返
し
が
無
限
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

地
名
で
表
さ
れ
る
区
域
に
は
際
限
（
境
界
）

が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
そ
の
区
域
が
終
わ
る
と

同
時
に
、
そ
こ
が
次
の
区
域
の
初
め
に
な

る
。
始し

じ
ゅ
う終

と
い
う
語
に
、
絶
え
ず
、
常
に
、

結
局
と
い
う
意
が
あ
る
の
は
終
わ
り
は
始
め

で
あ
り
、初
め
は
終
わ
り
で
あ
る
と
い
う〝
有

限
の
無
限
思
想
〟
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

免
田
町
の
町
域
は
字
初
町
で
終
わ
る
が
、

須
恵
村
の
村
域
は
字
初
町
か
ら
始
ま
る
。

阿
蘇
郡
一
の
宮
町
中
通
字
終
（
ヲ
ワ
リ
）

は
大
字
毛
野
と
の
境
に
あ
り
、
菊
池
郡
泗

水
町
田
島
字
終
原
（
ツ
イ
ノ
バ
ル
）
は
七

城
町
と
の
境
界
。
こ
の
二
カ
所
の〝
終
地
名
〟

は
〝
初
地
名
〟
と
同
義
で
あ
る
こ
と
が
理

解
で
き
よ
う
。

　
『
大
言
海
』
に
よ
る
と
、
初
（
始
）
の
ハ

ジ
と
端
の
ハ
ジ
は
同
根
の
語
で
、
始
む
と
い

う
動
詞
は
端は

し

の
活
用
形
、
ま
た
始
・
初
は

発
端
と
も
言
う
と
あ
る
。

　

相
良
村
四
浦
の
旧
初
神
村
は
五
木

村
と
接
す
る
境
界
の
村
で
、
建
久
二
年

　
字
図
で
見
る
球
磨
の
地
名 

⑱
　
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
。
あ
え
て
合
併
前
の
町
村
名
を
そ
の

ま
ま
使
用
し
て
い
ま
す
。

（
１
１
９
１
）
の
「
平
川
文
書
」
に
見
え

る
〝
は
し
か
ミ
之
村
〟
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

村
名
由
来
と
し
て
山
椒
（
古
名
ハ
シ
カ
ミ
）

を
産
し
た
こ
と
に
ち
な
む
、
と
い
う
説
も
あ

る
が
、
納
得
し
か
ね
る
。

　

五
万
分
の
一
地
図
地
名
集
成
で
あ
る
『
日

本
地
名
索
引
』
に
よ
る
と
端
神
（
は
し
か

み
＝
岩
手
県
）、
初
神
（
ハ
ジ
カ
ミ
＝
愛
知

県
）、始
神
（
は
じ
か
み
＝
三
重
県
）、椒
（
は

じ
か
み
＝
兵
庫
県
）、
階
上
（
は
じ
か
み
＝

大
分
県
、
広
島
県
、
京
都
府
）、
榛
峠
（
は

じ
か
み
と
う
げ
＝
三
重
県
）、
薑
鼻
（
は
じ

か
み
ば
な
＝
香
川
県
）、
初
神
（
は
つ
が
み

＝
広
島
県
）、
初
神
山
（
は
つ
が
み
や
ま
＝

北
海
道
）、
初
神
（
は
つ
か
み
＝
相
良
村
四

浦
の
初
神
の
こ
と
）
な
ど
が
出
て
い
る
。

　

ハ
シ
地
名
の
変
化
例
か
ら
考
え
、
こ
れ
ら

の
ハ
ジ
カ
ミ
（
ハ
ツ
カ
ミ
）
は
初
神
に
ち
な

む
地
名
と
推
定
さ
れ
る
。
初
神
の
実
態
は

未
詳
で
あ
る
が
、
諏
訪
神
や
熊
野
神
、
道

祖
神
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
境
界
守
護
の

役
割
を
背
負
っ
て
境
域
の
端は

じ

に
祀
ら
れ
た
神

と
解
釈
す
る
。
椒（
サ
ン
シ
ョ
ウ
）や
薑（
シ
ョ

ウ
ガ
）
な
ど
は
当
て
字
で
あ
っ
て
、
端
神
が

真
意
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

免
田
町
と
須
恵
村
の
字
初
町
を
「
村
の

開
発
着
手
地
」
と
す
る
の
は
用
字
に
と
ら

わ
れ
た
解
釈
で
あ
っ
て
、
他
地
域
の
初
田

や
初
野
な
ど
と
同
じ
く
端
区
（
は
じ
ま
ち
）

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

端
海
野
（
タ
ン
カ
イ
ノ
）

︱
五
木
村
︱

　

端
海
野
は
公
式
地
名
で
は
な
く
五
木
村

字
上
小
鶴
（
カ
ミ
コ
ツ
ル
）
の
域
内
に
あ
る

通
称
地
名
で
あ
る
。
し
か
し
一
帯
は
端
海
野

森
林
公
園
で
あ
り
、
五
木
西
小
お
よ
び
五

木
一
中
の
端
海
野
分
校
も
あ
っ
て
行
政
地
名

と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

　

公
式
地
名
の
字
名
で
さ
え
も
初
出
文
献

を
探
し
あ
て
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

く
、
ま
し
て
通
称
地
名
と
な
る
と
文
献
で

た
ど
る
こ
と
は
不
可
能
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ

ど
で
あ
る
。

　
『
熊
本
県
の
地
名
』（
日
本
歴
史
地
名
大
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日
の
端
海
野
の
姿
を
実
現
さ
せ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
僻
遠
の
山
地
に
海
浜

を
思
わ
せ
る
端
海
野
と
い
う
地
名
が
つ
け

ら
れ
た
の
が
不
思
議
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
。

い
ろ
い
ろ
思
案
し
な
が
ら
五
木
村
の
字
図

に
所
在
地
を
書
き
入
れ
て
み
た
。
そ
の
結

果
、
端
海
野
の
〝
海
〟
は
〝
界
〟
の
当
て

字
で
あ
ろ
う
と
気
付
い
た
。
界
は
境
で
あ

り
、
端は

ざ
か
い境

と
い
う
熟
語
が
あ
る
。

　

古
米
に
代
わ
っ
て
新
米
が
出
回
る
旧
暦

九
月
を
端
境
と
言
っ
た
の
が
始
ま
り
ら
し
い

が
、
土
地
区
域
表
現
と
し
て
は
、
ム
ラ
の

端
・
隣
村
と
の
境
と
い
う
意
で
端
境
と
い
う

ネ
ー
ミ
ン
グ
が
可
能
で
あ
る
。
野
は
山さ

ん

野や

の

こ
と
。
端
海
野
は
ハ
シ
・
ハ
ス
系
と
同
類
の

境
界
表
現
と
解
釈
さ
れ
、
古
く
か
ら
の
呼

称
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

【
う
え
む
ら
・
し
げ
じ
／
宇
土
市
生
ま

れ
、
元
熊
本
日
日
新
聞
社
記
者
】

も
に
稜
線
は
肥
後
・
球
磨
（
相
良
）
の

国
境
線
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
六
本
杉
山

の
西
方
に
そ
び
え
る
山
の
名
称
は
国
見
岳

（
１
０
３
１
㍍
）
で
あ
る
。

　

史
学
や
文
学
で
は「
国
見
は
昔
、天
皇（
豪

族
）が
領
内
を
見
わ
た
し
た
と
こ
ろ
」と
な
っ

て
い
る
が
、
地
名
と
し
て
は
区
域
の
境
目
の

意
と
考
え
ら
れ
、
六
本
杉
は
Ⅹ
本
木
（
Ⅹ

は
数
詞
）
と
同
じ
く
境
木
に
ち
な
む
地
名

の
例
が
多
い
。『
日
本
地
名
索
引
』
に
は
国

見
地
名
が
六
十
余
件
、
六
本
地
名
が
十
件

あ
っ
て
、
そ
の
多
く
は
ム
ラ
境
の
地
名
と
思

わ
れ
る
。

　

五
木
村
端
海
野
は
六
本
杉
山
の
北
側
斜

面
に
広
が
る
山
地
で
あ
る
が
、
平
坦
な
所

も
あ
る
。
奥
山
と
言
っ
て
も
公
有
林
の
中
に

農
地
と
し
て
開
発
可
能
な
土
地
が
あ
っ
た

た
め
、
第
二
次
大
戦
後
の
開
拓
事
業
の
対

象
地
に
選
ば
れ
、
入
植
者
が
辛
苦
し
て
今

系
44
）
に
は
五
木
村
の
前
身
で
あ
る
近
世

の
「
五
木
谷
村
」
が
出
て
お
り
、
六
十
三

件
の
集
落
の
中
に
端
海
野
が
見
え
る
。
と

こ
ろ
が
『
五
木
村
学
術
調
査
』（
人
文
編
）

は
文
化
十
二
年
（
１
８
１
５
）
絵
図
所
載

の
五
木
谷
村
集
落
一
覧
を
掲
載
し
て
い
る
も

の
の
、
そ
の
中
に
は
端
海
野
は
記
載
さ
れ
て

い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
文
献
資
料
に
頼
っ
て
い
て
は

通
称
地
名
の
解
明
は
す
す
ま
な
い
。
こ
の
シ

リ
ー
ズ
は
字
図
を
基
に
し
て
地
名
を
考
え

る
の
が
主
旨
で
あ
り
、
対
象
は
市
町
村
字

名
に
し
ぼ
っ
て
い
る
が
、
端
海
野
は
★
子
別

峠
と
同
じ
く
特
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
み

た
。

　

九
州
の
尾
根
と
呼
ば
れ
る
脊
梁
山
脈
に

六
本
杉
山
（
１
１
４
９
㍍
）
が
あ
る
。
こ

の
山
は
五
木
村
と
八
代
郡
泉
村
栗
木
、
東

陽
村
河
俣
の
三
村
境
地
点
で
あ
る
と
と

今月の詩
う た

　⑲

 人吉球磨児童生徒文詩集「やまぎり」から
第 35 号（2009 年３月発行）　選・作文の会

ぼ
く
が
四
年
開
通
っ
た
校
舎
は
、
も
う
す
ぐ
取
り

こ
わ
さ
れ
て
し
ま
う
。

ぼ
く
の
校
舎
は
、
運
動
場
の
上
の
方
に
あ
り

い
つ
も
ぼ
く
た
ち
を
見
て
く
れ
て
い
る
ね
。

先
生
に
お
こ
ら
れ
て
る
時
も

外
で
遊
ん
で
る
時
も

帰
る
時
も
、

い
つ
も
ぼ
く
た
ち
を
見
守
っ
て
く
れ
る
。

「
い
つ
も
あ
り
が
と
う
。」

「
き
み
は
何
十
年
も
、
ず
っ
と
ず
っ
と
休
ま
ず
に
す

ご
い
ね
ー
。」

「
き
み
は
、
大
雨
の
時
で
も
一
人
だ
け
の
こ
っ
て
す

ご
い
。」

「
四
年
間
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
。」

で
も
き
み
は
な
ぜ
こ
わ
さ
れ
る
の
、

ぼ
く
に
は
ぜ
ん
ぜ
ん
わ
か
ら
な
い
。

で
も
、
も
う
す
ぐ
お
わ
か
れ
だ
ね
。

「
じ
ゃ
あ
ね
。」

【
評
】
学
校
統
合
で
校
舎
が
解
体
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
慣

れ
親
し
ん
だ
校
舎
と
の
別
れ
の
さ
び
し
さ
、
毎
日
学
ん
だ

校
舎
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
小
学
四
年

生
の
作
者
に
は
壊
さ
れ
る
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
だ
。

　
い
ま
ま
で
あ
り
が
と
う

一
勝
地
一
小
四
年
　
　
中
村
か
ず
き
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その❹

夜
は
闇
夜
じ
ゃ
っ
で
、
よ
ぼ
り
ど
ま
い

か
ず
ぅ
ば
」
ち
ゅ
う
て
、
明
っ
か
う
ち

か
ら
研
て
ぇ
で
お
い
た
イ
ザ
リ
ば
も
っ

て
、
茶
摘
テ
ゴ
ば
腰
に
い
っ
け
て
、
ガ

ス
灯
に
カ
ー
バ
イ
ト
ば
入
れ
て
か
ら
、

明
か
り
ば
と
め
ぇ
て
田
植
え
ん
し
ま
え

た
畦
を
ば
、
い
っ
ち
ょ
い
っ
ち
ょ
見
て

さ
き
お
れ
ば
、
田
ん
中
き
ゃ
ウ
ナ
ギ
の

な
ぁ
ご
ぅ
な
っ
と
っ
と
ん
お
る
、
明
か

り
ん
芯
の
ウ
ナ
ギ
ん
当
ら
ん
ご
て
ぇ
そ

ろ
っ
と
い
た
て
、
明
か
り
ん
ぐ
る
り
ん

や
っ
と
で
見
ゅ
っ
ぐ
り
ゃ
ん
と
こ
っ
で
、

な
っ
だ
け
イ
ザ
リ
ん
先
の
全
部
ぬ
か
っ

ご
て
ぇ
斜
め
ん
突
き
お
っ
た
、
真
横
ん

し
て
突
け
ば
ぬ
か
り
ゃ
せ
ぇ
じ
に
ゃ
間

ん
は
さ
ま
っ
て
逃
げ
ら
れ
お
っ
た
。

　

取
っ
て
き
た
ウ
ナ
ギ
ゃ
、
そ
ん
晩
ん

の
う
ち
ぃ
、
切
り
板
に
ビ
ン
タ
ば
イ
ギ

リ
で
う
っ
つ
け
て
、
ぬ
め
ら
ん
ご
て
ぇ

ボ
ゥ
ブ
ラ
ん
葉
で
ウ
ナ
ギ
ば
握
っ
て
、

背
割
り
ば
し
お
っ
や
っ
た
で
、
ま
ね
し

て
じ
ゅ
っ
て
み
っ
と
な
い
ど
ん
、
腹
ん

方
に
包
丁
ん
突
き
出
た
り
、
途
中
で

打
ち
切
れ
た
り
し
お
っ
た
。

　

ボ
ゥ
ブ
ラ
は
ヘ
チ
マ
や
ニ
ガ
ギ
ュ
ウ

リ
と
い
っ
ぺ
ん
に
、
夏
ん
日
よ
け
に
植

え
て
あ
っ
た
。

【
ま
つ
ふ
ね
・
ひ
ろ
み
つ
／
青
井
阿
蘇

神
社
・
文
化
苑
「
童
遊
館
」】

　

永
野
に
ゃ
、
か
み
（
上
）
に
薬
師

さ
ん
、
し
も
の
公
会
堂
ん
と
け
ぇ
に
ゃ

観
音
さ
ん
、は
ち
ゃ
ぁ
（
八
合
）
に
ゃ

文
殊
さ
ん
の
お
い
や
い
た
で
、
そ
ん

祭
り
ん
晩
に
ゃ
、
町
か
ら
来
た
屋

台
店
の
、
電
気
や
ぁ
無
か
っ
た
も
ん

で
、
ガ
ス
灯
ば
と
め
ぇ
て
明
か
り
ん

し
と
っ
や
っ
た
。

　

中
き
ゃ
カ
ー
バ
イ
ト
ば
入
れ
て
、

上
ん
水
溜
め
か
ら
ネ
ジ
ば
緩
め
て

ち
っ
と
ず
つ
水
ば
落
と
せ
ば
ガ
ス
ん
火

口
か
ら
出
て
く
っ
で
、
そ
ん
に
火
ば
っ

く
れ
ば
、
水
の
落
と
し
ぐ
や
ぁ
で
、
明

こ
ぅ
な
っ
た
り
、
暗
ろ
ぅ
な
っ
た
り
し

お
っ
た
。

　
「
よ
ぼ
り
」
晩
飯
ど
ん
食
う
て
、「
今

ガ
ス
灯
と
よ
ぼ
り

絵と文／松舟博満
おっとわっとあすび その❽

い
う
指
図
に
従
い
、
自
転
車
が
十
分
通
れ

る
幅
に
道
路
左
側
を
確
保
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
嫌
み
男
は
、
左
に
進
ま
ず
、

そ
の
ま
ま
直
進
し
て
、
私
た
ち
の
列
の
前

で
停
止
し
ま
し
た
。「
何
故
、
道
を
開
け

ん
の
か
。
公
用
な
ん
だ
ぞ
」「
左
側
を
開

け
た
ろ
が
。
目
は
見
ゆ
っ
と
か
。
馬
鹿
た

れ
が
」
と
罵

の
の
し

り
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
た
柔

道
の
猛も

さ者
三
、四
人
が
、
自
転
車
に
ま
た

が
っ
て
い
た
男
を
有
無
を
言
わ
せ
ず
、
道

路
左
端
ま
で
引
き
ず
っ
て
行
き
、
自
転

車
ご
と
土
手
に
突
き
落
と
し
た
の
で
す
。

や
が
て
青
ざ
め
た
顔
で
上
が
っ
て
来
た
男

は
「
貴
様
ら
、
こ
の
ま
ま
で
済
む
と
思

う
な
。
公
務
妨
害
で
軍
法
会
議
に
か
け
、

必
ず
思
い
知
ら
せ
て
や
る
か
ら
な
」
と
叫

び
ま
し
た
。
弁
の
立
つ
同
級
生
が
そ
れ
に

応
じ
、「
よ
し
分
か
っ
た
。
軍
法
会
議
開

催
の
場
合
、
俺
た
ち
は
配
属
将
校
殿
に
、

よ
う
な
も
の
で
、
中
学
生
と
い
う
だ
け
で

目
の
敵
に
さ
れ
る
の
で
は
、
無
関
係
な
私

た
ち
に
と
っ
て
は
迷
惑
千
万
な
こ
と
で
し

た
。

　

事
件
が
起
き
た
の
は
私
た
ち
が
仕
事
を

終
え
、
旧
柳
瀬
橋
に
向
か
っ
て
道
路
を
歩

い
て
い
た
時
の
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
背

後
か
ら
例
の
嫌
み
男
が
自
転
車
に
乗
り
、

ベ
ル
を
鳴
ら
し
、「
公
用
だ
。
そ
こ
ど
け
」

と
叫
び
な
が
ら
近
づ
い
て
来
た
の
で
す
。

気
の
合
う
者
同
士
で
グ
ル
ー
プ
を
つ
く

り
、
十
四
、五
人
が
横
一
列
に
並
ん
で
道

い
っ
ぱ
い
広
が
り
歩
い
て
い
た
私
た
ち
は
、

気
の
利
い
た
同
級
生
の
「
全
員
右
側
に
間

隔
を
詰
め
て
、
道
の
左
側
を
開
け
ろ
」
と

続
・
兵
士
た
ち
の
こ
と

　
　

予
科
練
生

　

兵
士
た
ち
の
中
に
、
格
別
の
用
件
も
な

い
の
に
私
た
ち
の
所
に
よ
く
や
っ
て
来
て
、

何
か
に
つ
け
て
嫌
み
を
言
う
者
が
い
ま
し

た
。
年
の
頃
は
二
十
歳
過
ぎ
と
思
わ
れ
、

従
っ
て
階
級
も
二
等
兵
曹
く
ら
い
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
兵
曹
級
に
な
る
と
若
い
中

学
生
な
ど
に
は
関
心
が
無
く
、
近
づ
く
こ

と
さ
え
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し

彼
だ
け
は
例
外
で
、
そ
の
少
年
時
代
の
ど

こ
か
で
中
学
生
を
憎
悪
す
る
よ
う
な
事
件

が
あ
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
態
度
で
す
。

し
か
し
こ
れ
は
江
戸
の
敵
を
長
崎
で
討
つ

倉
敷
便
り  

⑩   

　
　
　
原
田 

正
史
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の
若
桜
、
五
尺
の
命
ひ
っ
さ
げ
て
、
国
の

大
義
に
殉
ず
る
は
、我
等
学
徒
の
本
分
ぞ
、

あ
ゝ
紅

く
れ
な
いの

血
は
燃
ゆ
る
」
と
い
う
歌
と
同

じ
よ
う
な
心
境
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ

そ
現
役
の
海
軍
兵
士
に
堂
々
と
立
ち
向

か
え
る
事
が
出
来
た
の
で
す
。
命
が
惜
し

く
な
っ
た
の
は
、終
戦
以
後
の
事
で
し
た
。

　

海
軍
予
科
練
習
生
徒
、
す
な
わ
ち
予

科
練
を
見
た
の
は
、
新
司
偵
逆
転
事
件
の

時
で
し
た
。
正
確
な
人
数
は
知
り
ま
せ
ん

が
、
数
百
人
は
い
た
で
し
ょ
う
。
飛
行
機

の
操
縦
士
養
成
を
目
的
と
す
る
霞
ヶ
浦
の

予
科
練
生
と
は
違
い
、
人
吉
の
予
科
練
生

の
兵
科
は
整
備
で
あ
っ
て
、
出
身
地
は
お

も
に
東
北
・
北
海
道
と
の
こ
と
で
し
た
。

そ
し
て
こ
の
出
身
地
の
違
い
が
予
科
練
生

の
体
に
思
わ
ぬ
災
い
を
も
た
ら
し
た
の
で

す
。
冬
の
人
吉
盆
地
は
、
北
国
育
ち
の

予
科
練
生
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
、
日

所
に
兵
士
た
ち
が
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
た

の
で
す
。
人
吉
中
学
で
も
、
以
前
は
全
く

考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
が
始
ま
っ
た

の
で
す
。
そ
れ
は
一
日
限
り
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、
武
器
庫
に
厳
重
に
保
管
さ
れ
て

い
る
三
八
式
歩
兵
銃
を
家
に
持
ち
帰
る
よ

う
命
じ
ら
れ
た
こ
と
で
し
た
。
お
そ
ら
く

実
戦
参
加
を
目
前
に
し
て
銃
の
取
扱
い
を

習
熟
さ
せ
る
目
的
だ
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

私
た
ち
も
こ
の
事
を
敏
感
に
察
知
し
、

誰
に
も
話
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
米
軍
上
陸
の
際
に
は
菊
の
紋
章
が

刻
印
さ
れ
て
い
る
天
皇
陛
下
の
こ
の
銃
を

持
っ
て
突
撃
す
る
覚
悟
で
あ
り
、
死
さ
え

恐
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
年

の
頃
十
七
、八
歳
の
情
熱
的
な
少
年
時
代

を
軍
国
主
義
的
教
育
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た

私
た
ち
は
、
当
時
流
行
し
た
「
花
も
蕾

今
日
の
出
来
事
を
詳
細
に
具
申
す
る
こ
と

に
す
る
。
俺
た
ち
は
現
在
、
陸
軍
の
管

轄
下
に
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
時
は
陸
軍

か
ら
海
軍
に
対
し
て
申
し
入
れ
が
あ
る
だ

ろ
う
。
こ
こ
で
は
っ
き
り
言
っ
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
、
海
軍
は
陸
軍
に
絶
対
勝
て
な
い

と
い
う
こ
と
だ
」
と
言
い
、
釘
を
刺
し
ま

し
た
。

　

そ
の
後
、
何
日
た
っ
て
も
軍
法
会
議
は

開
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
嫌
み
男
が
私
た

ち
の
と
こ
ろ
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

当
時
、
米
軍
の
本
土
上
陸
が
目
前
に

せ
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
衆
知
の
事
実
で

あ
り
、
上
陸
の
場
所
は
鹿
児
島
県
吹
上

浜
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
従
っ
て
、
南
九

州
に
は
陸
軍
の
大
隊
が
集
結
し
、
小
学
校

の
校
舎
は
す
べ
て
兵
舎
と
な
り
、
い
た
る

と
す
る
見
解
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
飛
行

機
が
一
機
も
な
い
飛
行
場
で
訓
練
で
き
る

筈
が
な
い
の
は
、
明
白
な
事
で
す
。
彼
ら

は
前
の
基
地
で
訓
練
を
終
わ
り
、
鹿
屋
基

地
に
向
か
う
日
を
待
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

私
の
家
が
あ
る
中
世
城
跡
地
の
熊
本

県
人
吉
市
中
城
町
近
く
の
高
台
に
は
予

科
練
習
生
の
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
を
訪
れ
た
予
科
練
生
だ
っ
た
人

た
ち
は
、
高
台
に
立
っ
て
何
を
思
い
、
何

を
偲
ん
だ
で
し
ょ
う
。
多
分
、
戦
争
と
い

う
大
き
な
う
ね
り
の
中
に
引
き
ず
り
込
ま

れ
、
漂
い
続
け
た
少
年
時
代
に
思
い
を
馳

せ
、
戦
争
の
空
し
さ
悲
し
さ
を
痛
感
す
る

と
共
に
、
訪
れ
た
平
和
の
喜
び
を
し
み
じ

み
と
噛
み
し
め
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま

す
。【

は
ら
だ
・
ま
さ
ふ
み
／
元
人
吉
市
文
化

財
保
護
委
員
、
倉
敷
市
】

う
。
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
を
命
じ
た
抜
け

作
上
官
の
口
に
、
こ
の
骨
を
ね
じ
込
ん
で

や
れ
」
と
言
っ
た
も
の
の
、
私
た
ち
に
は

何
の
手
立
て
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

予
科
練
生
が
や
っ
て
来
た
頃
に
は
米
軍

の
艦
載
機
に
よ
る
空
襲
も
あ
っ
て
、
も
と

も
と
飛
行
機
が
殆
ど
い
な
い
人
吉
海
軍
航

空
隊
で
し
た
が
、
一
機
も
い
な
い
状
態
で

し
た
。
従
っ
て
予
科
練
生
に
対
す
る
訓
練

も
満
足
に
出
来
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

な
お
、
前
述
し
た
新
司
偵
逆
転
事
件
に

つ
い
て
、
逆
転
し
た
の
は
別
の
機
種
だ
と

す
る
記
録
が
存
在
す
る
と
の
指
摘
が
あ
り

ま
し
た
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
逆
転
事
件
を

見
て
い
な
い
人
が
、
後
に
な
っ
て
記
述
し

た
も
の
で
し
ょ
う
。
逆
転
し
た
の
は
間
違

い
な
く
新
司
偵
で
あ
る
と
断
言
し
ま
す
。

ま
た
、
特
攻
隊
員
が
訓
練
に
参
加
し
た

中
と
夜
の
急
激
な
気
温
差
が
あ
り
ま
す
。

や
が
て
予
科
練
生
全
員
の
手
が
霜
焼
け

と
な
っ
て
赤
く
腫
れ
上
が
り
、
中
に
は
指

の
皮
膚
が
破
れ
膿
ん
で
い
る
者
も
い
ま
し

た
。
彼
ら
の
年
齢
は
十
四
、五
歳
く
ら
い

で
、
生
意
気
盛
り
で
人
の
事
な
ど
気
に
し

な
い
私
た
ち
で
さ
え
も
、
弟
く
ら
い
の
年

頃
の
哀
れ
な
彼
ら
を
見
る
と
可
哀
想
で
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

予
科
練
生
と
全
く
無
関
係
な
私
た
ち

に
と
っ
て
、
記
憶
に
残
る
も
う
一
つ
の
出

来
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
数
人
の
予
科

練
生
が
大
き
な
魚
の
背
骨
を
手
に
し
て
、

小
屋
の
隅
で
涙
ぐ
み
な
が
ら
、
し
ゃ
が
み

込
ん
で
い
ま
し
た
。
理
由
を
聞
く
と
、
上

官
か
ら
栄
養
を
摂
る
た
め
喰
う
よ
う
命

じ
ら
れ
た
と
の
事
で
し
た
。「
ラ
イ
オ
ン

や
虎
な
ら
喰
え
る
に
し
て
も
人
間
が
こ
ん

な
大
き
な
骨
を
喰
え
る
は
ず
が
な
か
ろ
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活
し
て
い
る
。
食
べ
物
は
な
く
、
衣
服
は

つ
ぎ
は
ぎ
だ
ら
け
で
あ
っ
た
。
投
網
は
す

で
に
売
り
払
い
手
元
に
な
か
っ
た
。
男
は

漁
に
で
た
が
、
一
匹
も
釣
れ
な
い
日
が
84

日
も
続
い
て
い
た
。
男
は
釣
れ
る
か
釣
れ

な
い
か
を
「
運
不
運
」
の
問
題
と
し
て
考

え
る
。

　

年
老
い
た
漁
師
の
な
か
に
男
を
み
て
心

を
暗
く
す
る
者
も
い
た
が
、
多
く
の
漁
師

は
男
を
馬
鹿
に
し
た
。
男
は
怒
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
老
人
は
夢
を
み
る
。
夢
に

は
、
暴
風
雨
も
女
も
大
事
件
も
登
場
し

な
い
。
魚
も
、
魚
た
ち
と
の
戦
い
（
漁
）

も
、
死
ん
だ
妻
も
登
場
し
な
い
。
夢
に
は

彼
が
行
っ
た
土
地
の
こ
と
、
彼
が
み
た
ア

フ
リ
カ
の
砂
浜
の
ラ
イ
オ
ン
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
ラ
イ
オ
ン
は
砂
浜
で
子
供
の
よ
う

に
戯
れ
て
い
る
。
老
人
は
そ
の
姿
を
愛
し

た
。
男
を
慕
う
少
年
が
い
た
。
男
は
少

ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
は
本
作
に
よ
っ
て
ノ
ー
ベ
ル

文
学
賞
受
賞
を
確
実
に
し
た
。

老
人

　

男
は
老
い
て
い
た
。
成
功
者
と
し
て
で

は
な
く
貧
乏
人
と
し
て
老
い
た
。
老
い
た

身
で
、
メ
キ
シ
コ
湾
の
潮
流
に
小
舟
を
浮

か
べ
、
ひ
と
り
で
魚
を
と
っ
て
日
を
す
ご

し
て
い
た
。
子
は
い
な
い
。
妻
は
い
た
が
、

早
く
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
男
は
痩
せ
こ

け
、
う
な
じ
に
は
深
い
皺
、
頬
に
は
過
食

の
シ
ミ
が
あ
っ
た
。
男
は
狭
い
小
屋
で
生

　

人
は
、
な
ん
の
た
め
に
生
き
る
の
か
。

人
生
に
目
的
は
あ
る
の
か
。
日
常
生
活
は

忙
し
く
重
た
い
。
だ
か
ら
通
常
は
、
そ
の

よ
う
な
哲
学
め
い
た
こ
と
は
考
え
な
い
。

あ
ま
り
に
漠
然
と
し
て
い
て
、
い
く
ら
考

え
て
も
結
論
は
で
そ
う
に
な
い
。
ヘ
ミ
ン

グ
ウ
ェ
イ
も
哲
学
書
と
し
て
本
書
を
書
い

た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
す
ぐ
れ

た
小
説
は
哲
学
的
問
題
を
提
起
す
る
。

原
作
は
１
９
５
２
年
に
発
表
さ
れ
た
。

革
命
（
１
９
５
８
年
）
前
の
キ
ュ
ー
バ
の

漁
村
風
景
を
描
い
た
作
品
で
も
あ
る
。
ヘ

マ
イ
・
文
庫
本

ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
『
老
人
と
海
』

　
　
自
信
と
希
望
　
　
　
　
白
城
松
男

失
わ
ず
困
難
に
屈
し
な
い
男
の
物
語
と
要

約
し
て
い
い
か
。
そ
れ
は
困
難
の
内
容
に

よ
る
だ
ろ
う
。

ラ
・
マ
ル
と
エ
ル
・
マ
ル

　

男
は
な
に
ご
と
に
つ
い
て
も
古
か
っ

た
。
男
に
と
り
、
海
は
女
（
ラ
・
マ
ル
）

で
あ
っ
た
。
愛
す
る
と
き
も
罵
る
と
き
も
、

海
は
ラ
・
マ
ル
で
あ
っ
た
。
新
し
い
道
具

を
あ
や
つ
っ
た
り
し
て
大
儲
け
し
、
そ
の

金
で
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
を
買
い
込
む
若

者
も
い
る
。
そ
の
連
中
は
、
海
を
エ
ル
・

マ
ル
と
い
う
ふ
う
に
男
の
よ
う
に
あ
つ
か

う
。
男
は
海
か
ら
恩
恵
を
受
け
て
い
る
と

感
じ
る
。
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
の
連
中
は
金

銭
の
も
た
ら
す
道
具
の
よ
う
に
み
る
。
そ

れ
は
年
齢
・
世
代
の
ち
が
い
で
は
な
い
。

海
へ
の
眼
差
し
が
ち
が
う
の
だ
。
男
は
鳥
、

魚
、
藻
を
擬
人
的
に
み
、
物
的
に
み
て

釣
り
上
げ
た
の
だ
が
…
…
港
に
た
ど
り
着

く
ま
え
に
獲
物
は
サ
メ
に
す
べ
て
食
い
つ

く
さ
れ
て
し
ま
う
。
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
は
、

草
稿
で
は
、
男
は
大
泣
き
し
た
と
書
い

た
。
周
知
の
よ
う
に
作
品
の
結
論
は
改
め

て
い
る
。

　

以
上
、
粗
筋
を
詳
し
く
書
い
た
。
２

時
間
も
あ
れ
ば
読
め
る
短
編
で
あ
る
。
男

は
死
に
至
る
ま
で
同
じ
よ
う
に
過
ご
す
の

か
。
同
じ
よ
う
に
過
ご
す
つ
も
り
で
も
、

そ
れ
を
可
能
に
す
る
状
況
は
あ
る
の
か
。

男
に
は
未
来
が
な
い
よ
う

に
み
え
る
が
、
そ
れ
は
「
運

が
悪
か
っ
た
」
の
結
果
に
す

ぎ
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
、

運
不
運
で
片
付
け
る
こ
と

の
で
き
な
い
問
題
が
そ
こ
に

は
伏
在
し
て
い
る
の
か
。

嘲
笑
を
受
け
て
も
誇
り
を

年
を
可
愛
が
っ
た
。
し
か
し
、
男
の
夢
に

少
年
は
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
フ
ロ
イ

ト
が
男
の
夢
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か

は
別
に
し
て
、
男
に
は
そ
の
夢
が
心
地
よ

く
感
じ
ら
れ
た
。

　

男
は
、
大
物
を
つ
り
あ
げ
る
機
会
は

も
う
訪
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な

い
。
か
れ
の
う
ち
に
は
、
希
望
と
自
信
が

燃
え
尽
き
て
い
な
い
。
男
の
目
は
不
屈
の

生
気
を
み
な
ぎ
ら
せ
て
い
る
の
だ
。
そ
し

て
、
じ
っ
さ
い
男
は
格
闘
の
す
え
大
物
を

『老人と海』ヘミングウェイ
福田恆存訳（新潮文庫）

昭和 41 年６月15日
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は
い
な
い
。
い
ま
、
男
の
よ
う
な
眼
差
し

が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
も

ち
ろ
ん
、
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
は
時
代
の
先
駆

者
で
は
な
い
。
彼
は
、
キ
ュ
ー
バ
の
老
い

た
漁
師
を
そ
の
ま
ま
に
描
い
た
の
で
あ
ろ

う
。

　

彼
は
時
代
の
記
録
者
で
あ
っ
た
。
渡
辺

京
二
が
い
う
よ
う
に
逝
き
し
時
代
の
面
影

の
う
ち
に
は
価
値
あ
る
も
の
が
宿
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
ぶ
ん
、
そ
う
で
あ

ろ
う
。
男
の
な
か
で
は
人
間
と
自
然
は
分

離
し
て
い
な
い
が
、
そ
う
い
う
感
じ
か
た

は
以
前
の
日
本
に
も
あ
っ
た
。
男
は
漁
師

を
愛
し
、
漁
師
の
息
子
の
デ
ィ
マ
ジ
オ
の

フ
ァ
ン
で
あ
っ
た
。
マ
リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー

の
夫
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
モ
ン
ロ
ー
の
夫

と
し
て
紹
介
さ
れ
る
の
を
嫌
っ
た
、大
リ
ー

ガ
ー
の
あ
の
ジ
ョ
ー
・
デ
ィ
マ
ジ
オ
で
あ
る
。

【
し
ら
き
・
ま
つ
お
／
八
代
市
】

真
摯
と
か
丁
寧
を
い
う
宰
相
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
は
い
つ
も
顔
売
る

稔
る
と
き
頭
垂
れ
る
と
詠
ん
だ
稲
食
料
自
給
は
三
八
率
に

三
原　

竹
二

じ
ゃ
が
し
ゃ
か
と
カ
バ
ン
ゆ
ら
す
子
ど
も
た
ち
遠
く
の
孫
と
重
ね
て
映
る

草
原
に
牛
馬
放
た
れ
の
っ
た
り
と
風
ふ
き
ぬ
け
る
阿
蘇
の
山
々坂

本　

ケ
イ

朝
ご
と
に
朝
顔
小
さ
く
な
り
て
ゆ
く
吾
も
日
に
日
に
縮
み
て
ゆ
け
り

い
く
た
び
も
道
で
つ
ま
ず
く
わ
が
身
を
ば
夫
は
さ
っ
と
手
を
出
し
く
れ
る

上
田　

廸
子

薄
赤
く
路
傍
に
染
ま
り
し
山
の
道
木
に
絡
ま
り
て
葛く

ず

の
花
散
る

酷
暑
耐
え
す
っ
く
と
伸
び
し
彼
岸
花
つ
ん
つ
ん
つ
ぼ
み
の
赤
ら
む
を
待
つ

宮
川
し
の
ぶ

裁
判
を
傍
聴
に
行
く
は
る
ば
る
と
年
金
け
ず
る
政
府
許
さ
ず

蓮
池
に
白
い
花
咲
き
ト
ン
ボ
舞
う
青
井
の
宮
に
秋
訪
れ
る

吉
岡　

弘
晴

シ
ャ
ツ
を
上
げ
深
く
え
ぐ
れ
る
胸
を
指
し
「
原
爆
憎
し
」
と
谷
口
さ
ん
は

稜
曄
の
名
前
に
恥
じ
ず
生
き
抜
き
ぬ
核
な
き
世
界
に
命
を
懸
け
て

上
田　

精
一

※
谷
口
稜す

み
て
る曄

さ
ん
の
「
稜
曄
」
の
名
に
は
、
光
が
届
か
ぬ
所
も
隅
々
ま
で
照
ら
す

の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

く
ま
が
わ
春
秋
歌
壇

い
も
ご
短
歌
会 

─ 2017　臨時国会冒頭解散　あなたの１票で決まる ─
安倍政権の信を問う選挙と言われても、どうして急に解散なのか？　解
散の大義も曖昧。今こそ国民主権を発揮する時。10月22日（日）、
投票所に出かける時！

　午前、午後を表す A.M．（a.m.）、P.M.（p.m.）は、ラテン語の「ante meridiem
（アンテ　メリディエム）」、「post meridiem（ポスト　メリディエム）」の略号です。
ante と post はそれぞれ、時間的・空間的に「…の前の」と「…の後の」を表す
接頭辞です。M は「meridiem（メリディエム）、正午」の略ですので、A.M．は「正
午の前」、P.M. は「正午の後」となります。午前９時は 9:00 A.M．のように書きます。
　手紙の後に追加して書くときに使う PS は「postscript（ポストスクリプト）、後書・
追伸」の略号で、「post（…の後の）＋ script（書かれたもの）」が原義です。script は、
脚本・台本・手書き・原稿などの意で使われます。
　「post － traumatic stress disorder（ポスト　トゥローマティック　ストレス　ディ
スオーダー）、PTSD、心的外傷後ストレス精神障害」、「postgraduate（ポストグラ
ジュエイト）、大学院の・大学院生」などの接頭辞 post も同類です。
　「antique（アンティーク）、古代（風）の（もの）」や「antimissile（アンティミサイル）、
対ミサイルの」の anti も上記の ante と同根です。

外来語から学ぶ英単語 （19）…… 藤原　宏

エイ・エム　ピー・エム　ピー・エス　ピー・ティー・エス・ディー
　A.M．　　　 P.M.　       　P.S. 　            　　　 PTSD

（385）
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宮崎精一先生と私

ま
た
、
建
物
は
で
き
た
が
、
開
館
後
か
ら

雨
漏
り
が
続
き
、
そ
の
補
修
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
り
、
展
示
室
に
腰
壁
が
あ
る
た
め

大
き
な
絵
が
架
け
ら
れ
ず
、
壁
面
の
補
修

を
数
回
や
っ
た
。

　

ま
た
、
館
の
名
称
は
「
那
須
良
輔
記
念

館
」
か
ら
現
在
の
「
湯
前
ま
ん
が
美
術
館
」

に
変
更
さ
れ
て
い
た
。
社
会
教
育
施
設
と

し
て
、
国
か
ら
補
助
金
も
頂
く
こ
と
か
ら
、

個
人
名
冠
の
館
は
、
行
政
に
は
な
じ
ま
な

い
と
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
記
念
館

と
い
う
名
称
が
す
で
に
、
古
び
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

開
館
へ
向
け
て
の
事
業
が
進
む
中
で
、

那
須
先
生
ゆ
か
り
の
漫
画
家
や
マ
ス
コ
ミ

関
係
者
、
イ
ベ
ン
ト
関
係
者
な
ど
と
お
会

い
し
た
が
、
飲
ん
で
い
て
も
最
後
に
は
ギ
ャ

ラ
や
経
費
の
話
に
な
り
、
ど
う
や
っ
て
予

算
を
組
む
の
か
、
苦
慮
す
る
こ
と
も
多
か
っ

　

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
、
那
須
先
生
を
顕

彰
す
る
「
ま
ん
が
大
賞
」
の
設
立
や
、
ま

ん
が
関
係
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
こ
と

が
決
ま
っ
て
、
平
成
四
年
十
一
月
開
館
と

な
っ
た
。
そ
の
前
に
館
の
建
設
調
査
等
委

員
会
が
設
置
さ
れ
た
が
、
残
念
な
が
ら
研

修
室
の
規
模
を
懸
念
す
る
人
は
い
た
が
、

展
示
室
を
心
配
す
る
人
は
い
な
か
っ
た
。

（那須良輔記念館）
設立の頃 ③

溝下昌美

湯前まんが美術館

ス
テ
ィ
バ
ル
in
ゆ
の
ま
え
」
と
銘
打
っ
た
イ

ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、
漫
画
関
係
で
は
、

那
須
奥
様
を
は
じ
め
横
山
先
生
、
馬
場
の

ぼ
る
先
生
な
ど
、
ほ
か
た
く
さ
ん
の
来
賓

の
方
々
が
見
え
た
。
漫
画
大
賞
の
表
彰
式

を
行
い
、
那
須
先
生
ゆ
か
り
の
宮
崎
緑
氏

の
講
演
、
下
村
婦
人
会
の
活
動
を
題
材
に

討
論
会
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
展
示
室
は
那

須
先
生
の
常
設
展
と
特
別
展
「
ま
ん
が
集

団
展
」
だ
っ
た
。

　

特
別
展
に
は
河
口
湖
美
術
館
で
開
催
中

だ
っ
た
「
ま
ん
が
集
団
展
」
の
作
品
を
借

り
る
こ
と
と
し
た
。
借
用
の
お
願
い
と
打

ち
合
わ
せ
に
河
口
湖
町
へ
行
き
、
絵
の
輸

送
は
運
送
会
社
へ
委
託
す
る
こ
と
な
ど
、

は
じ
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

そ
こ
の
館
長
に
励
ま
し
を
受
け
た
り
、

叱
正
を
受
け
た
り
し
た
。
以
後
特
別
展
で

は
、
打
ち
合
わ
せ
、
借
用
、
展
示
、
返
却
・

馬場のぼる先生の「十一匹の猫」の絵葉書

御
礼
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

翌
年
に
は
、
那
須
先
生
の
ご
友
人
で
あ

ら
れ
た
宮
崎
精
一
展
を
郷
土
作
家
シ
リ
ー

ズ
第
一
弾
と
し
て
開
催
。
そ
の
後
、
宮
崎

先
生
所
蔵
作
品
か
ら
「
人
吉
を
訪
れ
た
画

家
た
ち
」
と
し
て
、
海
老
原
喜
之
助
・
吉

井
淳
二
等
の
作
品
を
展
示
し
た
。

　

平
成
六
年
に
は
馬
場
の
ぼ
る
展
を
開
催
、

先
生
の
絵
本
の
原
画
か
ら
「
十
一
匹
の
猫
」

シ
リ
ー
ズ
を
展
示
、
ポ
ス
タ
ー
は
何
と
、

ま
ん
が
美
術
館
と
猫
達
を
描
い
て
い
た
だ

い
た
。
こ
の
原
画
は
御
納
め
い
た
だ
く
て

は
な
ら
な
い
と
、
恐
る
恐
る
申
し
上
げ
、

そ
の
後
、
絵
葉
書
に
も
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
馬
場
先
生
は
、
故
郷
で
あ
る
岩
手
二

戸
の
こ
と
、「
座
敷
わ
ら
し
」
の
こ
と
な
ど

を
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

【
み
ぞ
し
た
ま
さ
み
／
地
域
史
研
究
家
、

球
磨
郡
湯
前
町
】

た
。
ま
た
、
町
議
会
ご
と
に
上
司
か
ら
の

指
示
で
、
旅
費
や
食
糧
費
な
ど
の
補
正
予

算
を
出
す
の
で
、
財
政
担
当
課
長
か
ら
は

怒
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、「
な
ん
で
、
私
が

…
」
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

開
館
時
は
、「
国
際
漫
画
・
食
文
化
フ
ェ
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問４、写真をみて問い答えよ。
　①行事名を答えよ

答（　　　　　　　）

　②古墳名を答えよ

答（　　　　　　　）

　③施設名を答えよ

答（　　　　　　　）

※答え合わせは次号でおこないます。前回の答え合わせは95 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　球磨川流域にある高校名をあげよ。（例：八代高校）
①（　　　　　　）
②（　　　　　　）
③（　　　　　　）
④（　　　　　　）
⑤（　　　　　　）
⑥（　　　　　　）
⑦（　　　　　　）
⑧（　　　　　　）
⑨（　　　　　　）
⑩（　　　　　　）

問２　球磨川本流にかけられている橋の名前をあげよ。（例：水ノ手橋）
①（　　　　　　　　）
②（　　　　　　　　）
③（　　　　　　　　）
④（　　　　　　　　）
⑤（　　　　　　　　）

問３、 ○か×で答えよ。
（例：小山勝清は錦町出身である。　×　★正解は「相良村出身」）

①重盤岩眼鏡橋は芦北町にある。
②瀬戸石ダムは芦北町と球磨村の両者にある。
③エンブリー夫妻は帰国後に離婚した
④日本考古学の父・濱田耕作は人吉にきたことがある。
⑤マルクス『資本論』は大政奉還より先に刊行された。
⑥西郷隆盛は、西南戦争のとき、球磨川を利用して八代にむかった。
⑦横井小楠は学校党の代表者である。
⑧漱石の妻・鏡子は日奈久温泉に行ったことがある。
⑨悟真寺（八代市）には河童伝説がある。
⑩料理研究家・故江上トミはカレーライスを食べたことがない。

くまがわ学習塾　❿
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文
化
庁
選
定
の
鳴
り
物
入
り
で
始
ま
っ

た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
球
磨
人
吉
郡
市
の
日

本
遺
産
観
光
は
不
発
の
ま
ま
で
あ
る
。
し

か
し
、
議
会
や
住
民
サ
イ
ド
か
ら
の
批
判

は
弱
い
。
郡
市
統
合
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
の
重

要
性
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、
当

地
在
住
歴
史
学
専
攻
者
か
ら
史
実
の
裏
付

け
欠
落
ゆ
え
、
酷
評
を
受
け
て
い
る
。「
ス

ト
ー
リ
ー
性
」
を
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
性
」
の
お
か
し
さ
に

気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
が
主
因
で
あ
る
。

　

郡
市
統
合
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
の
不
在
は
、

１
９
７
０
年
代
初
頭
よ
り
〝
先
覚
者
〟
梅

棹
忠
夫
（
人
類
学
）、松
下
圭
一
（
政
治
学
）

に
よ
り
主
張
さ
れ
た
首
長
部
局
へ
の
文
化

行
政
部
門
の
必
要
性
が
受
信
さ
れ
て
お
ら

ず
、
学
社
分
離
に
よ
る
文
化
室
未
設
置
が

遠
因
で
あ
る
。

　

い
ま
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
性
」
は
、
史
実

の
裏
付
け
を
欠
き
、
学
問
上
問
題
が
あ
る

だ
け
で
な
く
、
観
光
面
で
も
成
功
し
て
い

る
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
の
原
因
は
、
全

国
レ
ベ
ル
で
の
競
争
に
勝
つ
こ
と
を
前
提
と

し
た
経
済
効
果
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
文
化

庁
選
定
の
為
の
み
に
特
化
し
た
「
ス
ト
ー

リ
ー
性
」
を
、
地
元
と
中
央
の
担
当
者
の

「
す
り
あ
わ
せ
」
で
決
め
る
と
い
う
摩
訶

不
思
議
な
決
定
過
程
に
あ
る
。

　

郡
市
首
長
、
議
会
、
日
本
遺
産
協
議
会

会
員
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
不
足
も
関
係
し
て
、

相
良
の
殿
様
と
寺
社
と
仏
像
物
語
に
特
化

し
た
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
に
な
っ
て
い
る
が
、

最
新
の
相
良
史
研
究
で
は
、
南
九
州
自
立

の
流
れ
に
同
調
し
よ
う
と
す
る
当
地
を
、

言
わ
ば
「
日
本
化
」
す
る
為
の
支
配
装
置

と
し
て
中
央
か
ら
の
寺
社
群
は
誘
致
さ
れ

た
、
と
し
て
い
る
。
当
時
の
地
元
民
の
大

半
は
古
来
の
民
俗
宗
教
に
ド
ッ
プ
リ
で
あ
っ

た
は
ず
だ
か
ら
、
誘
致
寺
社
群
は
「
異
国

の
神
」
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

仏
教
が
民
衆
に
根
を
下
ろ
し
た
の
は
浄
土

真
宗
以
降
で
あ
る
。
当
地
の
支
配
者
た
る

代
官
が
、
律
令
政
府
系
で
あ
れ
、
平
家
系

不
発
の
日
本
遺
産
観
光

〜
地
域
認
識
の
リ
セ
ッ
ト
の
た
め
に安田

　
功

で
あ
れ
、
鎌
倉
幕
府
系
で
あ
れ
、
地
元
民

に
と
っ
て
は
「
よ
そ
者
」
の
支
配
者
に
す
ぎ

ず
、ま
し
て
言
わ
ん
や
「
耳
切
り
、鼻
そ
ぎ
」

の
刑
に
象
徴
さ
れ
る
残
虐
支
配
を
下
向
先

の
九
州
各
地
で
行
っ
た
東
国
御
家
人
の
一
派

た
る
相
良
氏
が
住
民
か
ら
ど
の
様
に
見
ら

れ
た
か
、
明
察
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　

我
々
が
東
北
に
旅
行
に
行
っ
た
と
し
て
、

京
都
よ
り
進
出
し
て
来
た
寺
社
や
仏
像
を

自
ら
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
提
示
す
る
の
を

評
価
す
る
で
あ
ろ
う
か
？　

そ
れ
よ
り
も
、

東
北
独
自
の
土
着
文
化
の
方
と
出
合
い
た

い
、
と
思
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日

本
中
に
展
開
し
た
近
畿
を
本
貫
と
す
る
寺

社
群
は
、
か
な
り
後
世
ま
で
地
元
に
と
っ

て
は
植
民
地
文
化
だ
っ
た
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

日
本
を
代
表
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
建
築

家
に
し
て
、
郡
市
日
本
遺
産
ブ
レ
ー
ン
と

な
ら
れ
た
隈
研
吾
氏
が
、
当
地
を
「
平
安

時
代
と
出
合
え
る
地
」
と
規
定
さ
れ
た
。

本
当
だ
ろ
う
か
？　

当
地
の
平
安
仏
教
の

在
り
方
、
数
度
の
大
転
換
を
経
て
、
現
在

は
形
骸
化
の
極
み
で
あ
ろ
う
。「
寺じ

け家
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
大
寺
院
は
一
大
荘
園
領
主

で
も
あ
り
、
政
治
経
済
軍
事
と
宗
教
が
一

体
化
し
て
お
り
、
宗
教
に
特
化
し
た
現
在

の
在
り
方
か
ら
は
想
像
す
る
の
も
困
難
な

姿
を
し
て
い
た
と
思
う
。
当
時
の
寺
社
関

係
者
が
平
安
仏
教
の
な
れ
の
果
て
た
る〝
現

在
〟
を
見
た
ら
、
腰
を
抜
か
す
の
は
必
定

で
あ
る
！　

学
者
が
重
宝
が
る
希
少
価
値

と
し
て
の
遺
産
は
、
現
在
の
生
活
文
化
と

結
び
つ
い
て
い
な
い
し
、
学
術
的
価
値
は

高
く
て
も
当
時
の
生
活
文
化
の「
上
澄（
ず
）

み
」
に
す
ぎ
ず
、
メ
イ
ン
シ
ン
ボ
ル
に
は

な
り
得
な
い
。「
京
都
に
近
か
っ
た
」
こ
と

を
、
分
権
化
と
グ
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
が
叫
ば

れ
今
日
、
自
賛
し
て
何
が
出
て
来
る
の
だ

ろ
う
か
！

　

相
良
史
研
究
の
最
前
線
と
呼
ば
る
べ
き

「
中
世
的
九
州
の
形
成
」（
高
志
書
院
）
で
、

著
者
の
小
川
弘
和
学
園
大
准
教
授
は
、「
日

本
中
世
は
南
九
州
よ
り

4

4

4

4

4

始
ま
っ
た
」
と
ま

で
言
明
し
て
い
る
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
最

前
線
は
と
う
の
昔
に
脱
京
都
中
心
主
義
を

達
成
し
て
お
り
、
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
視
線

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
列
島
各
地
域
へ
そ
そ
ぐ
こ
と
、
即
ち
グ

ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
で
価
値
判
断
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

今
、
我
々
球
磨
の
住
民
は
、
当
地
が
盆

地
に
盾
籠
も
っ
た
「
隠
れ
里
」
な
ど
で
は

な
く
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力4

と
文
化
の
交

4

4

4

4

錯
す
る

4

4

4

ユ
ニ
ー
ク
地
で
あ
っ
た
史
実
を
ふ

ま
え
て
地
域
史
を
再
解
釈

4

4

4

し
、
観
光
戦
略

を
リ
セ
ッ
ト
す
べ
き
時
な
の
で
あ
る
。

【
や
す
だ
・
い
さ
お
／
球
磨
郡
多
良
木
町
】
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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 ❽

Francoise Gabriel
●
l'été tourne les talons
des paqeuês d'écume quittent les 
vagues
【Commented by Mitsunori Nagata】
l'ecume qui reste dans un coin du cours 
semble exactement la charme de(été  
tourne les talons)Avec toriawase subtil je 
sens la lucidité de la sensibilité :

フランソワーズ　ガブリエル
●
夏は行く
泡のまとまりは波を離れる
〔永田満徳評〕
流れの一角に留まっている泡が
また流れ始める様子は、まさしく
「夏行く」の風情である。微妙
な取り合わせに鋭い感覚の冴え
を感じる。

Starry Starry 
●
birds flying to warm land- 
mother crocheting winter clothes
【Commented by Mitsunori NAGATA】
The kigo(bird fling) implies it's autumn, 
when nights are getting longer. She 
describes a loving mother who is 
preparing for winter clothes to her 
children.

スタ－リー　スタ－リー　
●
暖かな地へと渡る鳥
冬の服をかぎ針編みする母
〔永田満徳評〕
すぐに、わずかな時間でも始め
られる「かぎ針編み」で、「鳥
渡る」、夜長の季節に「冬の服」
を繕っている母の愛情が詠まれ
ている。

Sylvie
●
premier Kanji
le sens de la riviéère
【Commented by Mitsunori NAGATA】
Kanji de kawa est just trois lignes. 
Kawa est un Kanji que nous appronons 
pour le premier.Elle a appris ce Kanji et 
elle a su son sens.

シルビー
●
初めての漢字
川という意味
〔永田満徳評〕
川という漢字は縦に三本線を引
くだけである。川ほど最初に習
うのに適した漢字はない。漢字
を知って、その意味も分かった
のである。

■A5判／上製／400頁
■定価2,100 円（税込）
　　送料 200 円
※Amazonでも購入できます。

人吉中央出版社

相
良
三
十
三
観
音
と
人
吉
球
磨
の

「
日
本
遺
産
」
を
熱
く
語
っ
た

ず
し
り
と
重
い
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

さあ、巡礼の
旅に出よう。

〒868-0015 熊本県人吉市下城本町 1436-4 の３号
TEL・FAX0966-23-3759 info@hitoyoshi.co.jp

　
　お
も
な
内
容

観
音
さ
ま
ベ
ス
ト
テ
ン
巡
礼

健
脚
高
齢
者
コ
ー
ス
巡
礼

隠
れ
念
仏
巡
礼

山
頭
火
と
巡
礼

夏
目
友
人
帳
聖
地
巡
礼

お
彼
岸
で
な
い
日
の
巡
礼

「
須
恵
村
の
女
た
ち
」
を
楽
し
む
巡
礼

人
吉
温
泉
と
巡
礼

隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
巡
礼
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⑩千代女の墓（慰霊碑）は（　津奈木町　）にある。

⑪リュウキンカ自生地の最南端地は（　あさぎり町　）である。
　本誌 17 号 83 頁、観音寺遼『そらと陸の約束』（熊日出版）207 頁参照

問４、下の写真の名称を答えよ
　①眼鏡橋（津奈木町）
 　　（　重盤岩眼鏡橋　）
　　本誌 11 号 7 頁以下参照

　②公園（八代市坂本町）
　　答（グリーン）パーク

　③駅（人吉市）
　答　(　相良藩願成寺　) 駅
　本誌 16 号 10 頁以下参照

球磨川右岸にある。直下に坂本橋がある。公園敷地、隣接する高橋医院、
八代市坂本支所の敷地はすべて埋立地の上にある。明治 29 年 12 月 11
日から東肥製紙株式会社坂本工場の土地造成工事が開始し、排土などを
同公園付近に捨て、のちには同会社の後継会社が製紙生産にともなう産業
廃棄物の同地を廃棄場所とした。そのため地元では同地を「ガラ」とよんだ。

「ガラ」はクズ（産業廃棄物）のこと。「坂本道の駅」（荒瀬地区）も破棄
場所で「ガラ」とよばれた。「道の駅坂本」も埋立地である。埋め立て前、
同公園附近の河原は「江子（エゴ）の舟どまり」とよばれていた。廃棄場
所は同時に製紙工場用の資材置き場でもあって、西日本製紙株式会社が解
散し、製紙工場が坂本町から消滅するまでその状態が続いた。高橋医院は
球磨地方の高橋酒造株式会社の高橋家の出身の医師が開設した。埋立地
のため地盤が弱く、同地上の建築物は傾くなどしている。

国
派
遣
の
特
徴
と
可
能
性
を
紹

介
し
た
。

　

な
お
、
会
場
に
は
松
本
さ
ん

の
先
輩
で
あ
る
海
老
原
望
さ
ん

（
72
）
も
駆
け
付
け
旧
交
を
温

め
た
と
い
う
。

間
募
集
。
19
人
が
応
募
し

作
文
と
面
接
で
６
人
が
決

ま
り
、
同
25
日
に
は
事
前

説
明
会
も
開
か
れ
て
た
。

　

松
本
さ
ん
は
、
一
井
正

典
の
歩
み
を
紹
介
、
顕
彰

す
る
活
動
を
し
て
お
り
、

第
１
回
目
の
育
成
事
業
か

ら
積
極
的
に
関
わ
り
、
予

備
学
習
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト

を
続
け
て
い
る
。

　

講
演
で
は
「
平
成
の
若

き
サ
ム
ラ
イ
た
ち　

海
を
渡

る
︱
人
吉
市
主
催
〝
一
井
正

典
・
星
雲
の
志
〟
の
こ
れ
か
ら

︱
」
と
題
し
て
、
熊
本
県
歯
科

医
師
会
副
会
長
の
渡
辺
賢
治
さ

ん
（
60
・
美
里
町
）
と
連
名
で
、

同
事
業
に
よ
る
高
校
生
ら
の
米

話
題
を
追
っ
て

の
志
」
を
紹
介
す
る
講
演
を
９

月
30
日
、
東
京
都
で
開
か
れ
た

「
日
本
歯
科
医
史
学
会
」
で

発
表
し
た
。

　

同
事
業
は
、
一
井
正
典
が
明

治
時
代
に
渡
米
し
歯
科
医
学
を

学
ん
だ
こ
と
に
ち
な
ん
で
、
ゆ

か
り
の
地
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
派

遣
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材
を

育
成
す
る
た
め

の
事
業
で
、
３

回
目
と
な
る
今

年
は
市
内
在
住

の
高
校
生
と
専

門
学
校
生
を

対
象
に
７
月
１

日
か
ら
１
カ
月

　

人
吉
市
の
歯
科
医
松
本
晉
一

さ
ん
（
71
）
は
、
同
市
出
身
で

近
代
西
洋
歯
科
医
学
の
先
駆

者
・
一い

ち
の
い
ま
さ
つ
ね

井
正
典
（
１
８
６
２
～

１
９
２
９
年
）
に
因
ん
だ
人

吉
市
の
人
材
育
成
事
業
「
青
雲

東
京
で
「
青
雲
の
志
」
講
演

歯
科
医
の
松
本
晉
一
さ
ん

講演する松本さん（９月30日）

来年３月に派遣される生徒への事前説明会（９月25日）
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問２　小山勝清の作品を５点挙げよ。（例：『それからの武蔵』）

①『在る村の近世史』

②『農村問題原理』

③『明石大佐とロシア革命』

④『牛使いの少年』

⑤『彦一頓智話』　　　など

問３、次の場所が存在する市町村名を書け。（例：佐敷城跡は芦北町にある）

①槍倒しの瀬は（　球磨村　）にある。

②大王神社は（　山江村　）にある。

③日奈久温泉は（　八代市　）にある。

④くまがわ鉄道湯前線の川村駅は（　相良村　）にある。

⑤生善院（猫寺）は（　水上村　）にある。

⑥「湯〜とぴあ」は（　湯前町　）にある。

⑦球磨地域振興局は（　人吉市　）にある。

⑧江戸相撲力士熊ヶ嶽猪之介の墓は（　五木村　）にある。

⑨別名「幽霊トンネル」は（　芦北町　）にある。

熊本県の出先機関。八代地域振興局、芦北地域振興局ともに県南広域本部
（八代市）の下にある。地域振興局は住民に直接かかわるサービス業務を
担当し、広域本部は、広域的取り組みの推進、経験と知識を要する専門的
業務を担当するとされている。熊本県広域本部設置条例（平成 24 年 12
月 25 日条例第 59 号）参照

幽霊トンネルは旧国道３号線の「佐敷隧道」のこと。登録文化財

問１　熊本県知事になったことのある人物を５人挙げよ。（例：蒲島郁夫）
①桜井三郎

②寺本広作

③沢田一精

④細川護煕

⑤福島譲二

前号【くまがわ学習塾⑨の答え】

明治 32 年 (1899）１月 26 日―昭和 35 年（1960）４月８日。新潟県
出身。内務官僚を経て官選の熊本県知事（戦前）。戦後最初の公選知事。
昭和 22 年 (1947）４月 16 日から昭和 34 年（1959）２月 10 日まで連
続３期つとめる。荒瀬ダム建設に力を注いだ。

明治 40 年（1907）８月 29 日―平成４年（199 ２）４月７日。宇土郡
不知火町出身。労働事務次官をつとめたあと政界に。事務次官時代の著作

『労働基準法』は名著で、労働法学界で長く引用されている。「清正さんも
12 年、知事も 12 年」をスローガンにして桜井三郎の４選を阻止し知事に
当選。昭和 34 年（1959）２月 11 日から昭和 46 年（1971）2 月 10 日
まで連続３期知事をつとめる。

大正 10 年（1921）10 月６日〜平成 28 年（2016）３月４日。下益城
郡小川町出身。経済安全保障本部（通称「安保（アンポン）」に入り熊本
県に出向。桜井知事のもとで荒瀬ダム建設に奔走した。４選を目指してい
た寺本広作に対抗して知事選出馬を表明し自民党公認を得る。その結果、
寺本は４選を断念した。昭和 46 年（1971）２月 1 １日から昭和 58 年

（1983）２月 10 日まで連続３期つとめる。沢田は４選を目指したが、自
民党の公認争いで細川護煕に破れて知事選への出馬を断念した。

昭和 13 年（1938）１月４日、東京生まれ（戸籍は熊本）。朝日新聞記
者を経て政治家になり、参議院議員（３期）つとめたあと知事選に出馬。
昭和 58 年（1983）２月 11 日から平成３年（1991）２月 10 日まで連
続２期知事をつとめ、その後、国政に移り、平成５年（1993）８月９日
から平成６年（1994）４月 28 日まで内閣総理大臣をつとめた。

昭和２年（1927）３月31 日〜平成 12 年（2000）２月25 日。熊本市出身。
大蔵官僚を経て政界に。６期連続して衆議院議員選挙で当選し、第１次
海部内閣時に労働大臣をつとめる。平成３年（1991 年１月）、細川護煕
の国政転出表明を受け知事選に立候補し当選。同年（1991 年）２月 11
日から連続３期知事に当選したが、３期目途中の平成 12 年（２０００）
２月 25 日、旅先（黒川温泉）で入浴中に急逝。
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安
倍
晋
三
首
相
は
先
月
25
日
、
衆
院
を

解
散
す
る
意
向
を
表
明
、
そ
れ
か
ら
約
１
ヶ

月
後
の
今
月
22
日
の
投
開
票
と
い
う
慌
た
だ

し
い
総
選
挙
と
な
っ
た
。
思
惑
は
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
が
国
民
置
い
て
き
ぼ
り

の
感
は
否
め
な
い
。
国
会
議
員
の
、
国
会
議
員
に
よ
る
、
国
会
議
員
の
た

め
の
選
挙
に
な
ら
ぬ
こ
と
を
切
に
願
う
。
★
流
域
で
は
荒
瀬
ダ
ム
関
連
施

設
で
あ
る
藤
本
発
電
所
や
取
水
口
撤
去
工
事
が
あ
り
、
最
終
局
面
を
迎
え

て
い
る
。
そ
ん
な
中
、
今
月
号
は
坂
本
町
に
焦
点
を
当
て
た
。
11
月
３
日

か
ら
坂
本
町
の
７
施
設
で
開
催
さ
れ
る
「
さ
か
も
と
国
際
児
童
画
展
」
は
、

海
を
越
え
て
の
交
流
か
ら
始
ま
っ
た
そ
う
で
、
筆
者
の
上
村
美
鈴
さ
ん
は

「
多
く
の
人
た
ち
が
坂
本
町
を
訪
れ
、
世
界
中
の
子
ど
も
た
ち
の
『
笑
顔
』

に
出
会
っ
て
ほ
し
い
」
と
書
い
て
い
る
（
７
頁
）。
★
エ
ン
ブ
リ
ー
夫
妻
が
日

本
の
農
村
を
研
究
す
る
た
め
に
須
恵
村
を
選
ん
だ
理
由
は
不
明
の
ま
ま
だ

が
、
明
治
時
代
に
人
吉
球
磨
で
昆
虫
採
集
し
た
英
国
人
が
い
た
こ
と
に
も

驚
い
た
。
な
ぜ
人
吉
球
磨
な
の
か
興
味
は
尽
き
な
い
が
、
宮
川
続
さ
ん
が

ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
イ
ス
の
足
跡
を
追
っ
た
記
録
（
42
頁
）
も
興
味
深
い
。（
ま
）

　
編
集
後
記
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６
８
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０
０
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５
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県
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吉
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下
城
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１
４
３
６
︱
４
の
３
号

人
吉
中
央
出
版
社
「
く
ま
が
わ
春
秋
」
編
集
部
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電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス 

０
９
６
６
・
23
・
３
７
５
９

　イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

開
催
中

▽
松
井
文
庫
常
設
展
示
室
「
描
か
れ
た
妖
怪
た
ち
」（
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の

森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
～
10
月
15
日
）

９
月
16
日
（
土
）

▽
第
72
回
熊
本
県
民
体
育
祭
人
吉
球
磨
大
会
・
開
会
式
（
人
吉
ス
ポ
ー
ツ
パ
レ
ス
）

▽
熊
本
県
民
体
育
祭
人
吉
球
磨
大
会
・
各
種
競
技
（
～
17
日
、
郡
市
一
帯
）

９
月
17
日
（
日
）

▽
く
ま
が
わ
カ
ッ
プ
カ
ヌ
ー
大
会
（
く
ま
川
下
り
人
吉
発
船
場
）

▽
映
文
協
40
周
年
記
念
上
映
会「
美
女
と
野
獣
」（
あ
さ
ぎ
り
町
須
恵
文
化
ホ
ー
ル
）

▽
山
江
村
物
産
館
収
穫
祭
・
農
栗
祭
み
の
り
ま
つ
り
（
同
物
産
館
ゆ
っ
く
り
・

山
江
温
泉
ほ
た
る
）

９
月
20
日
（
水
）
彼
岸
入
り

▽
相
良
三
十
三
観
音
め
ぐ
り
秋
の
一
斉
開
帳
（
～
26
日
、
郡
市
35
札
所
）

９
月
22
日
（
金
）

▽
人
吉
球
磨
美
術
連
盟（
絵
画
）連
盟
作
品
展（
～
24
日
、人
吉
ス
ポ
ー
ツ
パ
レ
ス
）

９
月
23
日
（
土
）
秋
分
の
日

▽
動
物
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
７
（
人
吉
ク
ラ
フ
ト
パ
ー
ク
石
野
公
園
）

▽
ひ
と
よ
し
・
く
ま
市
民
劇
場
例
会
「
こ
ま
つ
座
・
紙
屋
町
さ
く
ら
ホ
テ
ル
」（
人

吉
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ
ス
）

▽
谷
水
薬
師
大
祭
（
あ
さ
ぎ
り
町
上
）

９
月
24
日
（
日
）

▽
第
10
回
人
吉
医
療
セ
ン
タ
ー
病
院
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
同
セ
ン
タ
ー
）

▽
第
５
回
ヤ
マ
メ
釣
り
大
会
in
五
木
（
五
木
村
平
瀬
地
区
）

▽
第
13
回
や
ま
え
栗
ま
つ
り
（
山
江
村
体
育
館
）

10
月
１
日
（
日
）

▽
第
７
回
五
家
荘
の
日
（
八
代
市
泉
町
振
興
セ
ン
タ
ー
）


