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最
近
の
お
も
な
出
来
事

２
月
１
日
（
土
）

▽
「
人
吉
球
磨
は
、
ひ
な
ま
つ
り
」
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
（
人

吉
ク
ラ
フ
ト
パ
ー
ク
石
野
公
園
）

▽
第
66
回
文
化
財
防
火
デ
ー
防
火
訓
練
（
岩
屋
熊
野
座
神
社
）

２
月
９
日
（
日
）

▽
は
じ
め
て
の
ウ
ン
ス
ン
カ
ル
タ
体
験
（
人
吉
市
「
く
ま
り
ば
」）

２
月
15
日
（
土
）

▽
第
26
回
人
吉
ふ
れ
あ
い
１
０
０
円
商
店
街
（
人
吉
市
中
心
市
街
地
）

▽
城
下
町
「
や
つ
し
ろ
」
の
お
雛
祭
り
／
ひ
な
ぐ
雛
祭
り
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
イ
ベ
ン
ト
（
八
代
市
本
町
一
帯
／
日
奈
久
温
泉
）

２
月
16
日
（
日
）

▽
第
17
回
ひ
と
よ
し
温
泉
春
風
マ
ラ
ソ
ン
（
メ
イ
ン
会
場
：
ふ
る
さ

と
歴
史
の
広
場
）

２
月
18
日
（
火
）

▽
人
吉
場
外
車
券
売
場
を
考
え
る
講
演
会
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
と

は
」（
中
小
企
業
大
学
校
人
吉
校
）

２
月
22
日
（
土
）

▽
球
磨
湿
地
研
究
会
「
湿
地
保
全
報
告
会
」（
相
良
村
松
葉
公
民
館
）

▽
多
喜
二
・
百
合
子
に
学
び
・
か
た
る
「
早
春
・
文
化
の
集
い
」（
中

小
企
業
大
学
人
吉
校
）

３
月
１
日
（
日
）

▽
相
良
村
長
選
　
投
・
開
票

３
月
４
日
（
水
）

▽
青
井
稲
荷
神
社
「
初
午
大
祭
」

今
月
の
一
言

　『文
読
む
月
日
』（

　
　
　
　

   

）
よ
り

　諸
君
の
仕
事
の
結
果
は
他
人
が
評
価
す
る
。
諸
君
は
た

だ
、
今
、
こ
の
瞬
間
に
諸
君
の
心
を
清
く
正
し
く
保
つ
よ
う

努
力
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。

　
　（ジ
ョ
ン・ラ
ス
キ
ン
に
よ
る
）

表
紙
写
真
「
水
鳥
遊
ぶ
」

　人
吉
市
・
く
ま
り
ば
（
旧
国
民
宿
舎
）
横
の
球
磨
川
に
て

　
子
供
の
頃
球
磨
川
に
居
る
中
型
の
鳥
は
シ
ラ
サ
ギ
く
ら
い
だ
っ
た

と
思
っ
て
い
た
が
、
最
近
は
ア
オ
サ
ギ
や
カ
ワ
ウ
ま
で
群
れ
を
な
し
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
シ
ラ
サ
ギ
の
数
も

半
端
で
は
な
い
。
こ
の
辺
り
に
ほ
ぼ
毎
日

現
れ
る
カ
モ
な
ど
い
た
ら
当
時
の
悪
ガ
キ

達
の
格
好
の
餌
食
に
な
っ
て
た
カ
モ

4

4

。

　
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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検
事
総
長
の
人
事
問
題

　

日
本
国
憲
法
は
、
国
会
・
政
府
・
裁
判
所
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
機
関
と
し
、
三
権
分
立
の
仕
組
み
を
採
用
し
た
。
議
院
内
閣
制
の
た
め
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
ほ
ど
に
厳
密
な
分
立
で
は
な
い
に
し
て
も
、
大
枠
と
し
て
は
、
各
権
力
の
分
立
を
原
則
に
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

行
政
府
の
専
横
を
抑
止
す
る
た
め
、
行
政
府
内
部
に
人
事
院
・
日
本
銀
行
・
内
閣
法
制
局
・
検
察
庁
・
公
正
取
引
委
員
会
な
ど
の
独
立
組
織
を

置
く
手
法
も
と
っ
て
き
た
。
行
政
権
の
逸
脱
行
為
を
最
小
限
に
と
ど
め
よ
う
と
い
う
先
人
の
知
恵
に
よ
る
。
税
金
の
不
適
切
な
使
用
を
調
査
す
る

会
計
検
査
院
は
分
か
り
や
す
い
例
で
、
憲
法
に
も
同
院
の
役
割
は
明
記
さ
れ
て
い
る
。
検
察
庁
も
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。

　

国
会
議
員
に
は
、
国
会
開
催
中
に
は
国
会
の
同
意
が
な
い
か
ぎ
り
逮
捕
さ
れ
な
い
と
す
る
「
不
逮
捕
特
権
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

国
会
の
重
要
性
を
尊
重
し
た
う
え
で
の
例
外
規
定
で
、
国
会
議
員
で
あ
れ
、
国
務
大
臣
さ
ら
に
は
総
理
大
臣
で
あ
っ
て
も
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る

と
き
に
は
検
察
官
（
検
事
）
の
捜
査
対
象
に
な
る
。
大
統
領
の
地
位
に
あ
る
も
の
は
、
そ
の
地
位
に
あ
る
期
間
中
は
、
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

と
す
る
国
も
あ
る
が
、
日
本
は
そ
う
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
な
い
。
日
銀
は
財
務
省
の
下
請
け
機
関
で
な
く
、
政
府
の
経
済
政
策
を
金
利
の
側
面

で
抑
止
す
る
機
関
で
、
独
立
性
・
中
立
性
が
そ
こ
で
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
近
年
、
状
況
が
ど
う
も
お
か
し
い
。
日
銀
総
裁
、
内
閣
法
制
局
長
官
、
検
事
総
長
な
ど
の
人
事
が
こ
れ
ま
で
と
ち
が
っ
て
き
て
い
る
。

先
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
あ
る
大
臣
が
会
計
検
査
院
の
局
長
を
叱
責
す
る
場
面
が
あ
っ
て
、
本
当
に
驚
い
た
。
国
会
議
員
は
選
挙
を
通
じ

て
選
出
さ
れ
た
選
良
で
、
大
臣
の
多
く
は
国
会
議
員
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
内
閣
が
す
べ
て
の
行
政
機
構
の
頂
点
に
た
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
務
大
臣
は
も
ち
ろ
ん
、
総
理
大
臣
も
そ
う
で
あ
る
。

　

検
事
総
長
の
人
事
と
関
係
し
て
、
法
務
省
か
ら
検
事
長
の
定
年
を
延
長
し
た
い
、
そ
の
た
め
に
定
年
規
定
の
法
解
釈
を
変
更
し
た
い
と
の
要
請

が
あ
っ
た
の
で
、
内
閣
は
法
務
省
の
意
向
を
尊
重
し
て
、
法
解
釈
の
変
更
を
認
め
た
の
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
問
題
は
な
い
と
安
倍
首
相
は
答
弁
し
て

い
る
が
、
そ
れ
で
よ
い
の
か
と
心
配
に
な
る
。
特
定
検
事
の
定
年
だ
け
を
延
長
す
る
の
は
、
ど
う
考
え
て
も
不
自
然
で
あ
る
か
ら
、
内
閣
と
し
て

は
仮
に
そ
う
い
う
要
請
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、そ
れ
を
認
め
な
い
の
が
筋
で
あ
る
。
疑
わ
れ
る
こ
と
を
し
な
い
、そ
れ
が
政
治
の
鉄
則
で
あ
る
。（
春
秋
）

巻頭言

　

本
誌
の
創
刊
号
か
ら
連
載
さ
れ
た

「
球
磨
川
の
駅
・
も
の
が
た
り
」
の
取

材
協
力
者
で
、
鉄
道
研
究
家
だ
っ
た

故
・
福ふ

く

井い

弘ひ
ろ
むさ

ん
の
写
真
展
が
、
３

月
13
日
か
ら
北
九
州
市
門
司
区
に
あ

る
九
州
鉄
道
記
念
館
で
再
開
さ
れ
る
。

　

福
井
弘
さ
ん
は
人
吉
球
磨
を
中
心

に
、
永
年
に
わ
た
り
鉄
道
写
真
を
撮

り
続
け
、
鉄
道
関
係
物
の
収
集
、
研

究
を
続
け
、
昨
年
９
月
１
日
に
89
歳

で
逝
去
。
生
前
は
鉄
道
を
中
心
と
し

て
多
く
の
写
真
を
撮
影
さ
れ
た
が
、

雑
誌
へ
の
投
稿
、
寄
稿
が
ほ
と
ん
ど

で
、
個
人
の
写
真
展
と
し
て
は
初
め

て
と
な
る
。

　

同
写
真
展
は
「
ふ
る

さ
と
人
吉
か
ら　

福

井
弘　

思
い
出
ア
ル
バ

ム
」
と
題
し
て
、
写
真

パ
ネ
ル
・
愛
用
の
品
・

手
書
き
の
ダ
イ
ヤ
な
ど

を
展
示
。
故
人
と
交
友

が
あ
っ
た
歯
科
医
の
松

本
晉
一
さ
ん
ら
の
パ
ネ

ル
も
並
ぶ
。

　

当
初
は
２
月
４
日
か
ら
開
催
さ
れ

て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら

一
時
休
館
、
３
月
13
日
か
ら
再
開
し

て
４
月
５
日
ま
で
展
示
さ
れ
る
予
定
。

　

な
お
今
後
、「
福
井
弘
氏
記
念
・

肥
薩
線
撮
影
会
」
な
ど
も
予
定
さ
れ

て
い
る
。

（
関
連
記
事
26
頁
参
照
）

ふるさと人吉からのアルバム

故
福
井
弘
さ
ん
の
写
真
展

北
九
州
市
の
九
州
鉄
道
記
念
館
で

福井弘さん
（松本晉一氏撮影）
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本
誌
43
号
で
紹
介
し
た
前
山
光
則
さ
ん

（
72
）
＝
八
代
市
＝
の
『
て
い
ね
い
に
生
き

て
行
く
ん
だ
』（
弦
書
房
）
が
第
61
回
熊

日
文
学
賞
を
受
賞
、
同
書
は
前
山
さ
ん
が

出
合
っ
た
本
や
交
流
し
た
人
々
、
旅
の
思
い

出
な
ど
を
つ
づ
っ
た
70
編
の
エ
ッ
セ
ー
を
収
録

し
て
い
る
。
今
回
は
そ
の
前
山
さ
ん
の
素
顔

に
迫
っ
た
。

　

編
集
部
か
ら
、
前
山
先
生
に
つ
い
て
一

筆
書
い
て
頂
け
な
い
か
と
言
わ
れ
、
快
諾

し
た
も
の
の
、
先
生
と
の
強
烈
な
思
い
出

を
書
こ
う
に
も
思
い
当
た
ら
ず
呻し

ん
ぎ
ん吟

し
て

い
る
有
様
で
す
。

　

じ
つ
は
今
ま
で
も
い
ろ
ん
な
人
の
評
伝

を
書
き
ま
し
た
が
、
皆
一
癖
も
二
癖
も
あ

る
人
ば
か
り
で
、
マ
ム
シ
と
添
い
寝
し
た

高
木
護
氏
、
小
林
秀
雄
に
飲
み
屋
の
二

階
で
殴
ら
れ
て
、
階
段
を
転
げ
落
ち
た

佐
古
純
一
郎
氏
の
よ
う
に
、
変
人
系
の
人

前
山
光
則
さ
ん 

第
61
回
熊
日
文
学
賞
を
受
賞

巨
大
な
壁
『
球
磨
川
物
語
』

　

 

作
家　

澤
宮　

優

が
じ
つ
に
書
き
や
す
い
わ
け
で
す
。

　

先
生
の
お
付
き
合
い
も
、
も
う
10
年
に

な
り
ま
す
が
、
ご
自
宅
に
も
伺
い
、
奥
様

の
手
料
理
も
ご
ち
そ
う
に
な
り
、
さ
ら
に

は
「
ミ
ッ
ク
」
に
入
っ
た
も
の
の
、
一
人

で
は
つ
ま
ら
な
い
か
ら
、
予
告
な
し
に
電

話
で
先
生
を
お
呼
び
し
て
、
さ
ら
に
「
明

日
の
朝
は
福
岡
に
用
事
が
あ
る
」
と
言
わ

れ
る
先
生
を
無
理
に
飲
み
屋
に
引
っ
張
り

出
し
、
毎
度
毎
度
ご
迷
惑
ば
か
り
か
け

な
が
ら
快
く
お
相
手
し
て
下
さ
る
大た

い
じ
ん人

し
ぼ
る
と
そ
う
で
も
な
い
わ
け
で
す
。
し

か
し
文
化
、
自
然
、
産
業
な
ど
す
べ
て

を
含
め
た
作
品
に
す
る
と
難
儀
を
伴
い

ま
す
。
土
性
骨
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い

と
、
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
ず
作
品
の
体
を
な

さ
な
く
な
る
。
し
か
も
球
磨
川
と
い
う
日

本
の
三
大
急
流
の
大
河
川
は
と
に
か
く
書

く
べ
き
こ
と
が
多
す
ぎ
る
。
こ
れ
を
見
事

に
調
和
さ
せ
、破
綻
さ
せ
ず
、腰
の
据
わ
っ

た
作
品
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、

や
は
り
先
生
の
手
腕
と
申
し
上
げ
て
も
言

い
過
ぎ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
我
が
国
に

川
全
体
を
描
い
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が

希
少
な
の
も
、
練
達
の
書
き
手
で
も
困
難

で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

先
生
は
人
吉
の
ほ
う
で
長
く
教
師
生

活
を
送
ら
れ
、
今
も
球
磨
川
の
下
流
近

く
に
お
住
ま
い
で
す
。
先
生
の
人
生
に
は

つ
ね
に
球
磨
川
が
身
近
に
存
在
し
て
い

途
が
立
ち
ま
せ
ん
。
ど
う
も
私
の
無
意

識
の
部
分
に
巨
大
な
山
と
な
っ
て
聳
え
て

い
る
作
品
の
存
在
が
あ
る
か
ら
だ
と
最
近

感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
が

お
書
き
に
な
ら
れ
た『
球
磨
川
物
語
』（
葦

書
房
・
平
成
９
年
刊
）
で
す
。
こ
れ
を

超
え
た
く
て
も
越
え
ら
れ
な
い
己
の
非
力

さ
と
偉
大
さ
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

　

川
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
難
し

い
。
こ
れ
を
歴
史
な
側
面
か
ら
、
自
然

地
理
の
面
と
い
う
ふ
う
に
一
つ
の
分
野
に

の
風
格
の
あ
る
方
に
は
、
こ
り
ゃ
書
き
に

く
い
も
の
で
す
。

　

そ
の
都
度
、「
こ
の
若
造
、
礼
儀
を
わ

き
ま
え
ん
か
」
と
店
内
で
椅
子
と
テ
ー
ブ

ル
を
引
い
て
、
お
得
意
の
柔
道
の
背
負
い

投
げ
で
私
を
床
に
叩
き
つ
け
ら
れ
た
と
な

れ
ば
、「
寺
内
貫
太
郎
一
家
」
並
み
の
大

傑
作
の
エ
ッ
セ
イ
が
書
け
る
の
で
す
。
で

す
が
、「
ヨ
カ
ヨ
カ
、会
い
た
ー
い
」
と
仰
っ

て
も
の
の
10
分
で
来
店
さ
れ
る
と
、
こ
こ

で
ド
ラ
マ
に
入
る
余
地
も
な
く
な
る
の
で

す
。

　

先
生
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
他
の
方
が

詳
細
に
書
か
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
僭
越

な
が
ら
一
作
だ
け
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
く
存
じ
ま
す
。

　

私
は
こ
の
十
年
、
筑
後
川
の
紀
行
文

の
取
材
、
執
筆
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

が
、
い
ま
だ
に
暗
中
模
索
で
完
成
ま
で
目
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カ
ラ
オ
ケ
に
も
行
き
た
い
で
す
ね
。
先

生
の
十
八
番
の
「
雪
国
」
ま
た
聞
か
せ
て

く
だ
さ
い
。
そ
し
て
「
筑
後
川
」
の
本
を

先
生
の
も
と
に
お
持
ち
す
る
こ
と
も
。

　

前
山
先
生
の
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
、

ご
健
筆
を
お
祈
り
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

【
さ
わ
み
や
・
ゆ
う
／
東
京
都
】

お
つ
き
あ
い
。
こ
の
さ
い
で
あ
る
。「
て
い

ね
い
に
生
き
て
い
く
ん
だ
」
と
い
い
つ
つ
、

意
外
に
「
て
い
ね
い
に
生
き
て
い
な
い
」

大
兄
の
素
顔
の
一
面
を「
暴
露
」し
た
い
。

「
弱
点
」
が
あ
る
と
き
、
本
物
の
人
物

は
光
り
輝
く
。

　

先
生
は
し
み
じ
み
言
わ
れ
ま
し
た
。

建
前
だ
け
の
清
潔
な
映
画
館
で
は
な
く
、

人
間
の
匂
い
の
す
る
猥
雑
さ
を
伴
っ
て
こ

そ
、
町
は
本
物
の
文
化
を
創
り
出
し
て
い

け
る
と
い
う
こ
と
、
私
の
知
ら
な
い
八
代

の
深
度
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
八
代
も
捨
て
た
も
の
で
は
な
い

で
す
ね
。

　

今
般
、
熊
日
文
学
賞
を
受
賞
し
た
前

山
光
則
さ
ん
を
み
な
さ
ま
に
ご
紹
介
す
る

と
き
、
小
生
は
親
し
み
と
若
干
の
尊
敬

の
念
を
込
め
て
「
大た

い
け
い兄

」
の
尊
称
を
つ
け

る
こ
と
を
な
ら
わ
し
と
し
て
い
る
。
大
兄

と
小
生
と
は
家
族
ぐ
る
み
の
二
十
年
来
の

た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
は
作
品
の
根
に
球

磨
川
へ
の
愛
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
ま

す
。
そ
の
思
い
の
深
さ
が
あ
っ
て
、
作
品

を
完
成
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
と

今
は
推
測
し
て
い
ま
す
。

　

ミ
ッ
ク
の
カ
ウ
ン
タ
ー
席
で
伺
っ
た
先

生
の
お
話
か
ら
、
も
の
を
書
く
に
は
そ
の

対
象
に
愛
が
必
要
な
こ
と
、
そ
の
原
点
に

立
ち
戻
さ
れ
た
思
い
が
し
ま
す
。

　

10
年
前
、
初
め
て
お
会
い
し
た
と
き
、

先
生
の
車
で
八
代
市
内
の
路
地
を
見
学

が
て
ら
通
り
ま
し
た
。
あ
る
路
地
で
ピ
ン

ク
映
画
館
を
見
つ
け
ま
し
た
。
二
人
と
も

車
で
降
り
て
看
板
を
見
つ
め
ま
し
た
。「
徳

川
い
れ
ず
み
師 

責
め
地
獄
」
だ
っ
た
か

題
名
は
忘
れ
ま
し
た
が
。

　
「
ほ
う
ヤ
ッ
チ
ロ
に
も
こ
ぎ
ゃ
ん
と
の

あ
っ
と
ば
い
な
。
捨
て
た
も
ん
じ
ゃ
な
か

な
」

前
山
光
則
外
聞
記

　

 

楠
原
正
元

ポ
ケ
ッ
ト
に
竹
刀
の
鍔つ

ば

を
し
の
ば
せ
て
い

た
。
幸
い
鍔
を
振
る
う
こ
と
は
な
か
っ
た

が
、
学
生
運
動
の
中
核
派
と
革
マ
ル
派
の

内
ゲ
バ
に
出
く
わ
し
て
素
手
で
大
立
ち
回

り
を
演
じ
た
。
な
ど
。

　

い
ま
で
こ
そ
ア
ル
コ
ー
ル
を
断
っ
て
い

る
が
、そ
の
昔
、大
兄
は
鯨
飲
し
て
い
た
。

そ
の
頃
の
武
勇
伝
は
知
る
人
ぞ
知
る
、
と

小
生
は
に
ら
ん
で
い
る
の
だ
が
…
。
芥
川

龍
之
介
的
に
い
え
ば
「
真
相
は
や
ぶ
の

中
」。カ

ラ
オ
ケ

　

20
余
年
前
、
大
兄
の
十お

は

こ

八
番
は
石

原
裕
次
郎
の
「
嵐
を
呼
ぶ
男
」
で
あ
っ

た
。
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
最
近

は
あ
ま
り
歌
わ
な
い
。
察
す
る
に
、
聞

き
手
の
女
性
の
み
な
さ
ん
が
「
嵐
を
呼

ぶ
男
」
を
知
ら
な
い
時
代
に
な
っ
て
、

を
自
認
し
て
や
ま
な
い
。
は
た
か
ら
み
て

も
、
そ
う
で
あ
る
。

バ
ン
カ
ラ

　

弦
書
房
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
大
兄
の
連

載
エ
ッ
セ
ー
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
東
京

で
過
ご
し
た
大
学
時
代
の
エ
ッ
セ
ー
も
あ

る
。
曰
く
、
高
校
時
代
は
柔
道
で
鳴
ら

し
た
（
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
小
学
校
５

年
生
の
と
き
か
ら
柔
道
を
習
っ
て
い
た
）、

大
学
の
体
育
で
は
ボ
ク
シ
ン
グ
に
熱
中
し

た
。
日
常
は
田
舎
者
の
護
身
術
と
し
て

ケ
イ
コ
好
き

　

先
日
、
大
兄
の
受
賞
を
祝
っ
て
内
輪
で

お
祝
い
を
し
た
。
出
席
者
全
員
が
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
述
べ
た
の
だ
が
、
小
生
は
「
な

ぞ
解
き
」
問
題
を
だ
し
た
。

　

前
山
光
則
と
掛
け
て
大
関
貴
景

勝
と
解
く
。
そ
の
心
は
、

　

す
べ
て
は
ケ
イ
コ
の
賜
物
で
す
。

　

や
さ
し
い
「
な
ぞ
か
け
」
だ
。
亡
き

奥
様
の
名
は
桂
子
さ
ん
。
桂
子
さ
ん
の

お
陰
で
、
今
日
、
大
兄
が
他
人
様
に
顔

向
け
し
て
生
き
て
い
る
。
ご
本
人
も
そ
れ

心は別のところにあったのだろう
か、この直後、大兄はコケなさっ
た

大兄は背戸屋から世相を垣間見
る！のであります
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父
は
、「
コ
ア
サ
な
ん
て
別
に
お
っ
て
も
、

お
ら
ん
で
も
よ
か
」
と
言
う
し
、
コ
ア
サ

は
、
父
と
外
で
出
会
っ
て
も
プ
イ
と
他
人

の
フ
リ
を
し
た
り
す
る
が
、
私
は
、
結
構

い
い
コ
ン
ビ
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　

コ
ア
サ
の
ご
飯
は
朝
5
時
、
夕
方
5

時
と
決
ま
っ
て
い
る
。

　

コ
ア
サ
は
、
外
に
遊
び
に
行
っ
て
い
て

も
、
朝
夕
5
時
少
し
前
に
は
、
帰
っ
て
き

て
台
所
を
ウ
ロ
ウ
ロ
し
始
め
る
。

　
「
ニ
ャ
ァ
ー
ン
、ニ
ャ
ン
、ニ
ャ
ー
ン（
ト
ー

さ
す
が
に
違
う
。
い
や
作
家
と
い
う
よ
り

も
、「
て
い
ね
い
に
生
き
る
」
人
物
は
な

に
ご
と
に
も
真
剣
と
い
う
べ
き
か
。

【
く
す
は
ら
・
ま
さ
も
と
／
八
代
市
】

　

う
ち
の
父
は
、
コ
ア
サ
（
ネ
コ
、
女
の

子
、
多
分
２
歳
）
と
暮
ら
し
て
い
る
。

そ
れ
で
歌
っ
て
も
女
性
の
み
な
さ
ん
に
ウ

ケ
な
い
と
大
兄
は
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。

最
近
の
持
ち
歌
は
「
男
は
つ
ら
い
よ
」。

　
「
嵐
を
呼
ぶ
男
」
と
「
男
は
つ
ら
い
よ
」

で
は
、
同
じ
男
で
も
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
よ

う
に
み
え
る
の
だ
が
、
大
兄
の
好
み
・
ウ

ケ
狙
い
の
戦
略
に
口
出
し
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
重
要
な
の
は
、
両
曲
は
歌
中

に
「
セ
リ
フ
」
が
は
い
る
点
で
共
通
す
る

こ
と
だ
。
大
兄
は
、歌
は
そ
れ
な
り
。「
セ

リ
フ
」
の
部
分
は
熱
が
入
り
、
石
原
裕

次
郎
と
渥
美
清
に
な
り
き
る
。
作
家
は

父
と
コ
ア
サ

　

 

前
山　

史

小さい頃のコアサと父

　

コ
ア
サ
も
、
お
出
か
け
三
昧
で
も

父
が
仕
事
を
し
て
い
る
部
屋
に
時
々
、

「
に
ゃ
ー
」
と
ご
機
嫌
伺
い
に
き
た
り
、

う
た
た
寝
す
る
父
の
近
く
で
一
緒
に
寝
そ

べ
っ
た
り
し
て
い
る
。

　

つ
か
ず
離
れ
ず
。
結
構
い
い
コ
ン
ビ
。

コ
ア
サ
と
の
ウ
ワ
キ
な
ら
母
も
許
し
て
く

れ
る
だ
ろ
う
。【

ま
え
や
ま
・
ふ
み
／
八
代
市
】

　

コ
ア
サ
は
、
暖
か
く
な
る
と
、
お
出
か

け
が
忙
し
く
な
る
。

　

お
友
達
ネ
コ
た
ち
と
ネ
コ
集
会
を
し
た

り
、
イ
ケ
ネ
コ
と
デ
ー
ト
し
た
り
…
。

　

一
晩
二
晩
帰
っ
て
来
な
い
こ
と
も
あ

る
。
父
の
お
相
手
を
す
る
暇
な
ど
無
い
。

　

父
は
、「
コ
ア
サ
ー
、
ど
こ
い
っ
た
と

や
ー
？
」
と
近
所
を
探
し
回
っ
た
り
、
コ

ア
サ
の
お
友
達
ネ
コ
に
「
コ
ア
サ
が
お
ら

ん
と
ば
っ
て
ん
、
見
と
ら
ん
ね
？
」
と
聞

い
た
り
し
て
い
る
。

サ
ー
ン
、
ゴ
ハ
ン 

チ
ョ
ー
ダ
イ
ヨ
ー
）」

　
「
ダ
メ
！
あ
と
10
分
待
ち
な
さ
い
！
」

　
「
ウ
ニ
ャ
ー
ン
、
ニ
ャ
ン
ッ
（
チ
ョ
ッ
ト

ク
ラ
イ
、
ヨ
カ
ロ
ー
）」

　
「
ダ
メ
！
5
時
よ
り
前
は
ま
だ
夕
方

じ
ゃ
な
か
け
ん
、
い
か
ん
！　

あ
と
8
分

待
ち
な
さ
い
！
」

　
「
ニ
ャ
ッ
！
（
ケ
チ
ッ
）」

　

少
し
く
ら
い
早
く
あ
げ
て
も
良
か
ろ
う

と
私
は
思
う
が
、
甘
や
か
し
た
ら
い
か
ん

の
だ
そ
う
だ
。

ご飯はあと8 分まてといわれブスくれて
テーブルの下に籠るコアサ

最近のコアサ

ネコと2 人で寛ぐ
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化
す
る
自
身
の
心
情
を
、
冷
静
に
見
つ
め

反
芻
す
る
。

　

写
真
家
と
し
て
、
作
家
と
し
て
名
を

成
し
た
お
二
人
だ
が
、
実
は
そ
の
自
覚

は
全
く
な
い
よ
う
だ
。「
私
は
写
真
家
じ
ゃ

あ
り
ま
せ
ん
」
と
麦
島
さ
ん
は
断
言
。

前
山
さ
ん
も
「
作
家
な
ん
か
じ
ゃ
な
か

よ
」と
謙
遜
さ
れ
る
。
二
人
に
と
っ
て「
写

真
」
や
「
言
葉
」
は
あ
く
ま
で
道
具
。

も
ち
ろ
ん
愛
お
し
く
大
切
な
道
具
で
あ

る
こ
と
に
違
い
は
な
い
の
だ
が
、
伝
え
る

べ
き
も
の
は
そ
の
先
に
あ
る
形
に
な
ら
な

い
モ
ノ
。
逆
に
言
え
ば
、
本
当
は
誰
も
が

作
家
に
な
れ
、
写
真
家
に
な
り
得
る
と
い

う
こ
と
だ
。「
て
い
ね
い
に
生
き
て
行
く
」

と
は
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

【
い
し
は
ら
・
ひ
ろ
し
／
八
代
市
】

日
常
の
な
か
に
様
々
な
表
情
が
見
え
て
く

る
。
こ
の
些
細
な
表
情
を
捉
え
た
と
こ
ろ

に
麦
島
写
真
の
魅
力
が
あ

る
。

　

前
山
さ
ん
の
生
き
方
も

し
か
り
。
知
人
に
語
り
か

け
る
よ
う
な
平
易
な
言
葉

で
、
日
々
感
じ
る
小
さ
な

驚
き
や
喜
び
を
丁
寧
に
書

き
記
す
。
他
人
事
の
よ
う

な
共
感
で
は
な
く
、
自
身

の
体
感
を
通
じ
て
心
に
染

み
て
き
た
こ
と
を
、
一
つ
一

つ
丁
寧
に
す
く
い
取
る
。

例
え
ば
最
愛
の
妻
に
先
立

た
れ
た
時
の
心
情
、
奥
様

の
日
記
を
読
み
返
し
て
気

づ
い
た
事
へ
の
驚
き
、
そ

し
て
今
。
日
々
刻
々
と
変

を
、
毎
日
、
日
記
を
綴
る
よ
う
に
撮
り

続
け
た
。
す
る
と
普
段
気
に
も
と
め
な
い

麦島氏と前山氏（喫茶店ミックにて）

よ
う
な
鮮
明
さ
で
当
時
の
様
子
を
語
り

は
じ
め
た
。
私
は
麦
島
さ
ん
の
話
に
夢

中
だ
っ
た
が
、
今
思
い
返
す
と
、
前
山
さ

ん
の
取
材
能
力
の
高
さ
、
い
や
懸
命
に
生

き
る
人
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
い

う
前
山
さ
ん
の
探
求
心
が
、
麦
島
さ
ん

の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

前
山
氏
の
最
新
作
『
て
い
ね
い
に
生
き

て
行
く
ん
だ
《
本
の
あ
る
生
活
》』(

弦

書
房)

を
読
む
と
、
郷
土
の
作
家
の
心
情

を
て
い
ね
い
に
探
り
、
心
に
響
く
言
葉
を

引
用
し
な
が
ら
、
身
近
な
人
た
ち
の
紆

余
曲
折
あ
っ
た
末
に
た
ど
り
着
い
た
姿
へ

の
共
感
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

　

て
い
ね
い
に
生
き
て
行
く
…
麦
島
勝
さ

ん
の
生
き
方
が
ま
さ
に
そ
う
だ
っ
た
。「
そ

ぎ
ゃ
ん
と
ば
撮
っ
て
な
ん
に
な
る
か
」
と

写
真
仲
間
に
揶
揄
さ
れ
な
が
ら
も
、
山

村
や
漁
村
、街
に
暮
ら
す
人
々
の
「
日
常
」

　

私
が
前
山
光
則
さ
ん
に
出
会
う
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
郷
土
の
写
真
家
・
故
麦

島
勝
さ
ん
の
お
陰
で
あ
る
。
私
が
所
属
す

る
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
に
、
麦
島
写
真
の
寄
贈
が
あ
っ
た
時

の
事
。
三
千
枚
を
超
え
る
膨
大
な
数
の

写
真
整
理
に
悩
ん
で
い
た
と
こ
ろ
に
、
是

非
手
伝
い
た
い
と
名
乗
り
を
あ
げ
て
く
れ

た
の
が
前
山
さ
ん
だ
っ
た
。
ご
存
じ
の
と

お
り
、前
山
さ
ん
は
麦
島
勝
写
真
集
『
川

の
記
憶
︱
球
磨
川
の
五
十
年
』（
葦
書
房
）、

『
昭
和
の
貌
《
あ
の
頃
》
を
撮
る
』（
弦

書
房
）
を
編
集
、解
説
を
付
し
て
紹
介
。

麦
島
写
真
の
魅
力
を
世
に
知
ら
し
め
た

最
初
で
最
大
の
功
労
者
で
あ
る
。　

麦
島
さ
ん
と
前
山
さ
ん

　

石 

原　

浩

　

こ
の
写
真
整
理
は
、
当
時
ケ
ア
ホ
ー

ム
に
お
住
ま
い
だ
っ
た
麦
島
さ
ん
を
訪

ね
、
写
真
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞

く
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
要
領
を
得
な

い
私
は
「
こ
の
写
真
は
ど
こ
で
撮
っ
た
ん

で
す
か
？　

こ
の
人
は
何
を
し
て
い
る
ん

で
す
か
？
」
と
味
気
な
い
質
問
ば
か
り
。

し
か
し
前
山
さ
ん
は
違
っ
た
。「
懐
か
で

す
な
あ
～
」
に
始
ま
り
、「
あ
ん
頃
は
こ

ぎ
ゃ
ん
人
が
お
ら
し
た
な
ぁ
」
と
麦
島
写

真
に
共
感
を
寄
せ
る
一
方
、
昭
和
三
〇
～

四
〇
年
代
の
「
日
常
」
に
カ
メ
ラ
を
向

け
続
け
た
麦
島
氏
の
先
見
性
に
、
前
山

氏
は
感
嘆
す
る
。
そ
れ
に
呼
応
し
て
麦

島
さ
ん
は
、
ま
る
で
昨
日
見
て
き
た
か
の
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に
残
っ
て
い
る
だ
け
で
、
被
せ
た
金
網
は

何
の
役
に
も
立
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

繰
り
返
し
食
害
を
受
け
て
い
た
よ
う
で

す
。

　

大
子
町
で
注
意
さ
れ
た
「
苗
木
の
時
の

シ
カ
の
食
害
」
が
こ
れ
ほ
ど
無
残
な
も
の

と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
周
り
に
あ
る

ウ
ル
シ
科
の
ハ
ゼ
や
ヌ
ル
デ
に
は
食
べ
た

食
い
切
ら
れ
、
あ
る
い
は
引
き
抜
か
れ
、

生
き
残
っ
て
い
て
も
皮
を
は
ぎ
と
ら
れ
て
、

こ
の
ま
ま
で
は
栽
培
は
無
理
な
状
況
で
し

た
。
残
っ
た
芽
を
吹
い
た
も
の
に
金
網
を

被
せ
、
支
柱
を
し
、
こ
れ
以
上
被
害
が

出
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

８
月
末
、
生
き
残
っ
て
い
れ
ば
苗
を
作

る
親
木
に
で
も
な
れ
ば
と
見
に
行
き
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
ウ
ル
シ
の
木
が

見
当
た
り
ま
せ
ん
。
大
き
く
伸
び
た
草

を
払
い
、
支
柱
を
頼
り
に
木
を
探
す
と

根
元
に
小
さ
な
芽
を
吹
い
た
も
の
が
僅
か

て
驚
き
ま
し
た
。
多
く
が
シ
カ
に
皮
を

は
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
に
は
植
え
た
直

後
に
食
べ
た
の
か
、
引
き
抜
か
れ
て
い
ま

す
。
ほ
と
ん
ど
が
食
害
を
受
け
約
３
分

の
２
が
、
何
と
か
脇
芽
を
出
す
こ
と
で
生

き
残
っ
て
い
ま
し
た
。

　

田
中
さ
ん
所
の
被
害
は
も
っ
と
深
刻
で

し
た
。
元
々
茶
畑
で
シ
カ
の
食
害
が
ひ
ど

く
電
気
柵
で
囲
っ
て
栽
培
さ
れ
て
お
り
、

提
供
い
た
だ
い
た
畑
は
そ
の
柵
が
作
っ
て

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
植
栽
し
て
か
ら

１
ヶ
月
ほ
ど
し
て
行
っ
て
み
る
と
、
芯
が

　

昨
年
３
月
13
日
、
茨
城
県
の
大だ

い

子ご

町

か
ら
届
い
た
ウ
ル
シ
の
苗
は
水
上
村
・
錦

町
・
人
吉
市
内
３
ヶ
所
の
、
合
計
５
ヶ
所

に
分
け
て
栽
培
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
皆

素
人
で
、
ウ
ル
シ
の
木
は
見
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。
当
た
り
前
と
言
え
ば
当
り

前
で
す
が
、
ウ
ル
シ
と
ハ
ゼ
の
違
い
が
わ

か
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
み
ん
な
「
ウ
ル

シ
負
け
は
ひ
ど
い
」
と
い
う
話
は
聞
い
て

お
り
「
ウ
ル
シ
は
危
な
い
！
」
と
い
う
先

入
観
は
相
当
な
も
の
で
し
た
。

　

ま
た
、
そ
ん
な
ひ
ど
く
被か

ぶ

れ
る
ウ
ル
シ

は
、人
以
外
の
動
物
は
食
べ
な
い
だ
ろ
う
、

食
べ
て
も
よ
ほ
ど
餌
に
困
っ
た
と
き
に
僅

か
に
食
べ
る
く
ら
い
だ
ろ
う
と
い
う
思
い

込
み
は
、私
も
含
め
て
持
っ
て
い
ま
し
た
。

思
っ
た
よ
り
ひ
ど
い
シ
カ
の
食
害

　

そ
れ
ぞ
れ
の
、
こ
の
１
年
の
栽
培
の
様

子
を
追
っ
て
み
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
ち
ょ
う
ど
伐
採
し
た
後
の
山
を

提
供
し
て
く
れ
た
東
さ
ん
。
伐
採
後
の
広

い
ス
ペ
ー
ス
に
は
イ
ヌ
ザ
ン
シ
ョ
ウ
や
タ

ラ
ノ
キ
な
ど
ト
ゲ
の
多
い
木
が
た
く
さ
ん

生
え
て
い
ま
す
。
東
君
と
二
人
で
そ
れ
ら

を
伐
採
し
植
栽
す
る
ス
ペ
ー
ス
を
作
り
、

30
本
を
植
え
ま
し
た
。

　

植
栽
し
て
約
１
ヶ
月
後
、
現
場
へ
行
っ

漆ウ
ル
シ

─
そ
の
後

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

大子町から届いた 150 本
のウルシの苗

芯を食い切られた苗

元の木は枯れ、やっと出たひこばえ

すぐ脇のヌルデは全く食べられていない 東さんの植栽の様子
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最
後
に

　

平
成
が
終
わ
り
令
和
が
始
ま
っ
た
昨
年

は
、
人
吉
球
磨
の
ウ
ル
シ
栽
培
元
年
で

も
あ
り
ま
し
た
。
最
初
の
年
の
失
敗
は
、

今
後
の
大
き
な
指
針
と
な
る
で
し
ょ
う
。

文
化
庁
が
国
宝
な
ど
の
文
化
財
の
修
復

に
は
国
産
漆
を
使
う
こ
と
を
義
務
づ
け
て

か
ら
５
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

国
産
漆
は
き
わ
め
て
少
な
い
現
状
（
国
内

で
使
用
さ
れ
る
漆
の
10
％
以
下
）
で
は
、

国
宝
青
井
さ
ん
の
漆
塗
り
替
え
は
不
可

能
に
近
い
も
の
で
す
。
国
宝
青
井
神
社
を

人
吉
球
磨
の
漆
で
塗
る
た
め
に
も
、
読
者

の
皆
さ
ん
、
ウ
ル
シ
栽
培
を
始
め
ま
し
ょ

う
。

【
み
や
が
わ
・
つ
づ
き
／
人
吉
市
】

※
こ
れ
ま
で
の
ウ
ル
シ
栽
培
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

は
本
誌
34
号
（
２
０
１
９
年
１
月
）
12
頁
参
照
。

意
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
。」

と
い
う
。

　

詳
し
く
聞
く
と
、
鶏
肉
や
犬
肉
を
朝

鮮
人
参
や
干
し
ナ
ツ
メ
、
な
ど
と
合
せ
ウ

ル
シ
を
入
れ
て
薬
膳
と
し
て
煮
て
食
べ
る

と
言
い
ま
す
。
疲
労
回
復
や
夏
の
暑
気

払
い
と
し
て
食
べ
る
と
の
こ
と
。
犬
の
肉

と
聞
く
と
驚
か
れ
る
方
も
あ
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
文
化
の
違
い
で
す
。
生
の
魚（
刺

身
）
や
、
鯨
の
肉
を
食
べ
る
の
は
欧
米
か

ら
す
れ
ば
野
蛮
だ
と
い
う
考
え
も
あ
る

よ
う
で
す
が
、
こ
れ
も
立
派
な
日
本
の
食

文
化
で
す
。
こ
ん
な
違
い
と
考
え
れ
ば
何

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
文
化
の
違
う
と
こ
ろ

に
行
け
ば
体
験
す
る
の
が
一
番
で
す
。
宮

﨑
さ
ん
に
は
「
今
度
、
韓
国
に
行
く
機

会
が
あ
っ
た
ら
、
犬
肉
の
ウ
ル
シ
煮
を
食

べ
に
行
こ
う
」
と
お
願
い
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

ウ
ル
シ
を
食
べ
る

　

ウ
ル
シ
を
食
べ
る
の
は
シ
カ
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
人
も
食
べ
る
の
で
す
。
昨

年
10
月
１
日
か
ら
宮
﨑
勇
市
さ
ん
た
ち

と
韓
国
を
訪
れ
ま
し
た
（
本
誌
２
月
号

既
報
）。
全
州
か
ら
公
州
へ
の
高
速
道
路

上
か
ら
ウ
ル
シ
に
よ
く
似
た
木
が
見
え
ま

し
た
。
た
だ
、
樹
液
を
採
集
す
る
大
子

の
ウ
ル
シ
の
木
と
は
大
き
く
樹
形
が
違
っ

て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
人
吉
球
磨
で
見
る

果
樹
の
様
に
枝
分
か
れ
し
て
い
ま
す
。
李

先
生
に
た
ず
ね
ま
し
た
。
す
る
と
、「
ウ

ル
シ
は
栽
培
し
て
あ
り
ま
す
。
ウ
ル
シ
は

食
べ
る
ん
で
す
よ
」
と
言
い
ま
す
。
驚
い

て
確
認
し
ま
し
た
。「
ウ
ル
シ
と
は
あ
の

被
れ
る
、
塗
り
物
に
す
る
ウ
ル
シ
で
す
よ
」

と
言
う
と
、「
は
い
、
私
も
夏
に
よ
く
食

べ
ま
す
。
食
堂
に
よ
っ
て
は
解
毒
剤
を
用

そ
の
後
に
広
葉
樹
を
植
え
森
林
の
復
活
実

験
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
一
部
に
植
栽
し
て
い
た
だ
い
た
ウ

ル
シ
は
、と
て
も
順
調
に
育
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、鹿
よ
け
ネ
ッ
ト
を
張
っ

て
い
ま
す
。
焼
畑
の
作
物
も
そ
の
後
に
植

栽
し
た
広
葉
樹
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
シ
カ

の
食
害
が
ひ
ど
く
、
し
っ
か
り
と
シ
カ
対

策
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

錦
町
の
前
田
さ
ん
、
下
原

田
町
の
荒
毛
さ
ん
の
ウ
ル
シ

は
シ
カ
の
食
害
が
あ
り
ま
し

た
が
、
割
と
順
調
に
育
っ
て

お
り
、
人
家
近
く
に
植
栽
し

た
の
が
幸
い
し
て
い
る
様
で

す
。
大
失
敗
だ
ら
け
の
ウ
ル

シ
栽
培
で
す
が
い
い
教
訓
を

得
た
１
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

（
子
供
の
頃
イ
ン
ク
の
実
と
い
っ
て
遊
ん

で
い
ま
し
た
。
人
に
は
有
毒
植
物
で
す
）

も
す
っ
か
り
葉
を
食
べ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
私
達
に
有
毒
で
も
シ
カ
に
は
と
て
も

お
い
し
い
食
べ
物
な
の
で
し
ょ
う
。

　

う
ま
く
栽
培
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
。
水
上
の
「
焼
畑
の
会
」
の
阿
部
さ
ん

た
ち
で
す
。
焼
畑
の
復
活
と
森
林
再
生
を

兼
ね
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
焼
い
た
後
、
ソ

バ
や
ヒ
エ
、
地
ダ
イ
コ
ン
な
ど
を
栽
培
し
、

後
が
な
い
こ
と
か
ら
、
シ
カ
は
好
ん
で
ウ

ル
シ
を
食
べ
て
い
る
よ
う
で
す
。「
毒
が
あ

る
か
ら
」
と
思
う
私
の
ハ
ン
パ
知
識
は
見

事
に
外
れ
た
の
で
す
。

　

周
り
に
あ
っ
た
ヨ
ウ
シ
ュ
ヤ
マ
ゴ
ボ
ウ順調な「焼畑の会」の苗

苗と「焼畑の会」の阿部さん
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て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
す
ご
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
に

し
て
も
、
ど
う
や
っ
て
そ
の
能
力
を
身
に
つ
け
た
の
か
。
作
家
は
、

作
家
に
な
ろ
う
と
し
て
意
図
し
て
も
な
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
有

名
人
の
美
文
を
模
倣
し
た
か
ら
と
い
っ
て
作
家
に
な
れ
る
と
は
限

ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
だ
け
で
は
作
家
に
な
れ
な
い
と
い
う
べ

き
だ
ろ
う
。
自
己
の
内
面
の
動
き
（
淀
み
を
含
め
て
）
を
文
字
と

し
て
表
出
さ
せ
た
い
と
の
衝
動
に
駆
ら
れ
て
原
稿
用
紙
に
向
か
っ

た
と
き
、
人
は
作
家
に
な
る
。
漱
石
は
帝
国
大
学
の
教
授
の
仕
事

で
は
、
そ
の
衝
動
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ

故
彼
は
大
学
を
辞
め
作
家
の
途
に
進
ん
だ
。
漱
石
は
文
豪
に
な

ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
の
文
学
的
衝
動
が
彼
を
作
家
に
し

た
。
前
山
も
同
一
で
あ
る
。

作
家
へ
の
途

　
『
こ
の
指
に
止
ま
れ
』
の
あ
と
が
き
で
、
彼
は
、

　
「
高
校
へ
入
っ
て
ま
も
な
く
、
と
て
も
不
安
定
な
気
分
に
と
ら
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
の
う
ち
に
溜
ま
っ
て
い
く
澱
の
よ
う
な

も
の
を
何
か
始
末
し
て
い
か
な
く
て
は
、
頭
が
お
か
し
く
な
る
の

で
は
な
い
か
、
惧
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
に
か
し
な
け
れ
ば
。

水
上
分
校
に
彼
は
転
勤
し
て
い
る
の
で
、
転
勤
２
年
目
の
年
度
末

に
印
刷
し
た
こ
と
に
な
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
転
勤
後
、
毎
週
土

曜
日
に
学
校
の
授
業
が
終
わ
る
と
熊
本
へ
出
て
行
っ
て
カ
リ
ガ
リ
で

「
暗
河
」
の
編
集
を
す
る
。
そ
し
て
熊
本
市
薬
園
町
の
石
牟
礼
さ

ん
の
仕
事
場
に
泊
め
て
も
ら
い
、
日
曜
日
に
は
球
磨
郡
水
上
村
の

職
員
住
宅
へ
戻
る
、
と
い
う
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」。
水
上

村
か
ら
熊
本
市
内
へ
の
移
動
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
彼
は
喫
茶
店
「
カ
リ
ガ
リ
」
に
通
い
つ
づ
け
、
水
を
得

た
魚
の
よ
う
に
活
動
し
、
そ
の
作
品
を
一
冊
の
本
に
ま
と
め
た
の

で
あ
っ
た
。
石
牟
礼
道
子
・
松
浦
豊
敏
・
渡
辺
京
二
の
三
人
は
と

て
つ
も
な
い
巨
人
で
、
彼
ら
の
磁
場
が
前
山
を
「
カ
リ
ガ
リ
」
に

引
き
寄
せ
た
の
だ
ろ
う
。

　

三
人
に
遭
遇
し
た
の
は
偶
然
で
あ
ろ
う
が
、
前
山
光
則
は
そ
の

偶
然
を
逃
さ
な
か
っ
た

の
は
偶
然
で
は
な
い
。

巨
人
の
磁
場
に
ひ
き
よ

せ
ら
れ
る
だ
け
の
作
家

と
し
て
の
能ち

か
ら力

を
彼
は

そ
れ
ま
で
に
身
に
つ
け

『この指に止まれ』の口絵

暗
河
の
会

　

近
著
「
て
い
ね
い
に
生
き
て
い
く
ん
だ
」
を
再
読
し
、
触
れ
て

お
く
べ
き
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
多
い
と
気
づ
く
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、

昭
和
50
年
３
月
30
日
印
刷
の
『
こ
の
指
に
止
ま
れ
』
の
こ
と
。

　

昭
和
48
年
８
月
、
石
牟
礼
道
子
・
松
浦
豊
敏
・
渡
辺
京
二
の

三
人
が
中
心
に
な
っ
て
季
刊
誌
「
暗
河
」
が
創
刊
さ
れ
た
。
前
山

に
よ
れ
ば
、同
誌
２
号
か
３
号
目
発
行
の
頃
に
、彼
は「
暗
河
の
会
」

に
入
会
し
て
い
る
。「
熊
本
第
一
高
校
で
国
語
の
教
師
を
し
て
い
た

福
山
継
就
と
い
う
人
に
連
れ
ら
れ
て
、
暗
河
の
会
の
溜
ま
り
場
カ

リ
ガ
リ
に
行
っ
た
」
の
が
入
会
の
切
っ
掛
け
に
な
っ
た
、そ
れ
は
「
昭

和
48
年
12
月
22
日
か
23
日
」
で
あ
ろ
う
と
前
山
は
記
し
て
い
る
。

昭
和
22
年
７
月
22
日
生
ま
れ
で
あ
る
の
で
、
そ
の
と
き
彼
は
25
歳

で
あ
っ
た
。
翌
年
の
昭
和
49
年
７
月
の「
暗
河
」
誌
第
４
号
に
「
島

尾
敏
雄
序
論
（
1
）」
を
書
く
な
ど
、
入
会
後
、
前
山
は
た
て
つ

づ
け
に
作
品
を
書
き
「
暗
河
」
誌
に
掲
載
し
た
。『
こ
の
指
に
止

ま
れ
』
は
、
そ
の
時
期
の
前
山
の
短
編
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
昭

和
52
年
３
月
30
日
に
印
刷
し
、
同
年
４
月
20
日
に
葦
書
房
か
ら

発
行
さ
れ
て
い
る
。
通
常
は
発
行
日
だ
け
を
記
載
す
る
の
が
通
例

だ
が
、
同
書
は
、
発
行
日
と
は
別
に
、
印
刷
日
を
明
記
す
る
方

法
を
と
っ
た
。
し
か
も
印
刷
日
は
年
度
末
の
３
月
30
日
で
あ
る
。

年
度
末
に
印
刷
は
済
ん
で
い
た
と
示
し
て
お
き
た
い
何
ら
か
の
事

情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
帯
文
は
暗
河
誌
で
批
評
の
対
象
に
し

た
島
尾
敏
雄
が
書
い
て
い
る
。
収
録
作
品
を
み
る
と
、
入
会
か
ら

３
年
余
の
短
期
間
に
書
い
た
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ

と
に
も
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

昭
和
50
年
４
月
に
熊
本
商
業
高
校
定
時
制
か
ら
多
良
木
高
校

明
日
は
晴
れ
、
明
後
日
も
晴
れ

前
山
光
則
『
こ
の
指
に
止
ま
れ
』
を
読
む
上
村
雄
一
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れ
た
も
の
の
正
体
に
前
山
は
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。
個
人
に
還
元

つ
く
せ
な
い
世
界
、
た
と
え
ば
祖
母
、
両
親
、
姉
兄
の
濃
密
な
家

族
関
係
、
あ
る
い
は
、
川
魚
の
イ
ダ
漁
の
楽
し
み
、
濁
り
す
く
い
、

洪
水
体
験
な
ど
な
ど
、
人
吉
に
か
ぎ
ら
ず
球
磨
川
流
域
に
住
ん

で
い
る
者
に
馴
染
み
の
あ
る
出
来
事
が
局
面
を
か
え
つ
つ
く
り
か

え
し
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
現
在
の
自
己
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る

原
点
を
確
認
し
よ
う
と
い
う
前
山
の
意
思
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
側
面
が
比
較
的
薄
い
よ
う
に
み
え
る
小
編
「
古
い
切
符

は
使
え
な
い
」
は
、
前
山
の
問
題
意
識
を
も
っ
と
も
象
徴
的
に
示

す
作
品
で
一
読
に
値
す
る
。
幼
稚
園
時
代
の
友
達
（
女
の
子
）
が
、

年
を
重
ね
て
も
決
し
て
大
人
に
な
ら
ず
、
そ
の
娘
は
彼
が
東
京
に

「
戻
る
」
こ
と
を
阻
止
す
る
。「
戻
る
」
と
「
帰
る
」
は
決
定
的

に
ち
が
う
の
で
あ
っ
て
、主
人
公
は
東
京
に
「
帰
る
」
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
東
京
に
「
戻
る
」
の
で
あ
る
。
原
点
は
あ
く
ま
で
も

人
吉
で
、
東
京
（
高
度
経
済
成
長
の
産
物
）
は
別
の
世
界
に
止

ま
る
。
使
用
期
間
を
す
ぎ
た
「
古
い
切
符
」
は
利
用
で
き
な
い
の

で
期
間
内
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
新
し
い
切
符

を
購
入
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
人
吉
を
離
れ
る
か
人

吉
に
止
ま
る
か
は
、
当
人
の
意
思
し
だ
い
だ
が
、
娘
は
「
復
路
切

者
の
存
在
、
親
戚
の
死
に
直
面
し
て
の
言
葉
に
で
き
な
い
少
年
の

心
の
動
き
、
花
火
遊
び
、
魚
と
り
な
ど
大
抵
の
者
が
経
験
し
た
こ

と
の
あ
る
出
来
事
、
あ
る
い
は
共
稼
ぎ
の
両
親
に
対
す
る
子
ど
も

の
心
情
、
自
己
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
も
年
上
の
兄
に
は
ど
う
し

て
も
か
な
わ
な
い
も
ど
か
し
さ
、
そ
の
兄
も
父
か
ら
み
れ
ば
「
子

ど
も
」
に
す
ぎ
な
い
変
更
不
可
な
事
実
。
本
書
を
眺
め
る
と
き

自
我
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
少
年
の
姿
が
自
然
に
う
か
び
あ
が
っ
て

き
て
、
主
人
公
の
少
年
（
お
そ
ら
く
は
、
前
山
光
則
少
年
）
に

向
か
っ
て
、
お
前
の
気
持
ち
は
分
か
る
ぞ
、
あ
と
少
し
た
い
、
頑

張
れ
、
情
け
ん
な
か
ぞ
、
し
っ
か
り
し
ろ
、
な
ど
と
声
を
か
け
た

く
な
る
。「
平
凡
な
少
年
」
が
い
か
に
苦
労
し
て
生
き
て
い
た
か
、

大
人
の
世
界
と
い
か
に
対
峙
し
て
き
た
か
、
そ
れ
で
も
戻
り
た
く

な
る
少
年
時
代
と
は
一
体
な
に
も
の
か
、
前
山
は
原
点
回
帰
を
く

り
か
え
す
こ
と
で
、
現
在
の
自
己
の
足
場
を
確
認
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
祖
母
を
め
ぐ
る
小
編
は
原
点
確
認
の
色
彩
が
き
わ
だ
っ
て

い
て
、
高
度
経
済
成
長
時
代
以
前
の
生
活
世
界
の
あ
り
様
を
わ

れ
わ
れ
に
自
覚
さ
せ
る
。

　

昭
和
30
年
に
『
経
済
白
書
』
は
「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
と

宣
言
し
高
度
経
済
成
長
の
時
代
に
入
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
失
わ

為
の
相
好
作
用
の
も
と
で
前
山
は
生
き
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も

そ
う
で
あ
ろ
う
。
本
を
読
み
な
が
ら
心
の
動
き
を
整
理
し
つ
つ
、

そ
れ
を
文
章
に
綴
る
作
業
を
通
じ
て
作
品
に
仕
上
げ
と
き
、
彼
は

自
己
の
実
存
を
肌
で
感
じ
る
の
だ
ろ
う
。

亀
は
竜
宮
を
目
指
す

　
『
こ
の
指
に
止
ま
れ
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
９
編
の
短
編
を
読
め

ば
、
同
書
が
前
山
の
一
種
の
自
叙
伝
で
あ
る
こ
と
に
容
易
に
気
づ

く
。
小
学
校
４
年
生
か
ら
大
学
時
代
ま
で
の
彼
の
姿
が
書
き
留

め
ら
れ
て
い
る
。
前
山
は
、９
編
を
通
じ
て
、自
己
は
な
に
も
の
か
、

ど
こ
か
ら
き
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
の
か
を
探
ろ
う
と
し
た
よ

う
に
み
え
る
。

　

彼
は
人
吉
で
生
ま
れ
て
同
地
で
育
っ
た
。
そ
の
人
吉
を
中
心
舞

台
に
し
て
物
語
は
組
み
た
て
ら
れ
て
い
る
。
地
名
、
学
校
名
な
ど

具
体
的
に
書
い
て
あ
る
の
で
、
人
吉
の
読
者
で
あ
れ
ば
昭
和
40
年

前
後
の
人
吉
の
状
況
を
な
つ
か
し
く
感
じ
取
る
に
ち
が
い
な
い
。

実
際
、
人
吉
に
対
す
る
限
り
な
い
郷
愁
が
本
書
の
大
枠
で
あ
る
。

そ
の
大
枠
の
も
と
、
隣
町
の
ワ
ル
ゴ
ロ
（「
悪
者
」）
と
の
た
わ
い

も
な
い
ケ
ン
カ
、
同
じ
地
域
で
も
ど
う
し
て
も
波
長
の
合
わ
な
い

け
れ
ど
、
生
ま
れ
つ
き
万
事
に
お
い
て
不
器
用
な
私
に
は
、
た
と

え
ば
ス
ポ
ー
ツ
を
し
た
り
、
カ
ン
パ
ス
に
絵
筆
を
走
ら
せ
た
り
、

良
い
声
で
う
た
っ
た
り
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
素
地
が
ま
る
で
な
か
っ

た
。
手
探
り
の
状
態
が
続
い
た
が
、あ
る
と
き
、『
こ
と
ば
』
に
頼
っ

て
み
た
。
そ
し
た
ら
な
ん
と
か
、
気
分
の
斜
面
に
歯
止
め
を
か
け

る
こ
と
が
で
き
た
」

　

と
述
懐
し
て
い
る
。
小
学
校
５
年
の
と
き
か
ら
柔
道
を
習
い
絵

も
決
し
て
下
手
で
は
な
く
歌
も
好
き
な
彼
だ
が
、
精
神
的
淀
み
を

整
理
す
る
に
は
「
こ
と
ば
を
綴
る
」
し
か
な
か
っ
た
。「
あ
と
が
き
」

の
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
作
家
へ
の
途
は
高
校
時
代
に
は

じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
前
に
助
走
期
間
が
あ
っ
た
ろ
う
が
、「
こ
と

ば
」
が
生
き
て
い
く
う
え
で
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
た
の
は
高

校
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
点
で
作
家
に
な
る
意
思
が

あ
っ
た
か
は
別
に
し
て
精
神
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
は
「
こ
と
ば
」

に
頼
る
以
外
に
は
な
く
な
っ
て
い
た
。「
こ
と
ば
」
に
対
す
る
信
頼

は
大
学
時
代
の
雑
誌
づ
く
り
に
つ
な
が
り
、
暗
河
の
会
と
の
出
会

い
の
幸
運
を
彼
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
そ

れ
は
「
本
を
読
む
」
こ
と
へ
の
欲
求
と
絡
ま
り
、「
本
の
あ
る
生
活
」

が
彼
を
作
家
た
ら
し
め
る
動
因
に
な
っ
た
。
読
む
行
為
と
書
く
行
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海
に
流
れ
て
い
き
、淵
上
毛
錢
の
水
俣
の
海
に
い
た
り
、

さ
ら
に
島
尾
敏
雄
が
執
筆
活
動
を
つ
づ
け
た
鹿
児
島

に
流
れ
て
い
き
奄
美
大
島
に
つ
な
が
る
。

【
う
え
む
ら
・
ゆ
う
い
ち
／
編
集
主
幹
】

荒瀬ダムの撤去作業をみつめる前山。解体されていく荒瀬ダムを眺めて、
前山はなにを考えたのだろうか

く
ま
が
わ
春
秋
歌
壇

い
も
ご
短
歌
会 

ふ
る
ま
い
も
心
の
中
も
瓜
二
つ
サ
イ
コ
パ
ス
た
る
ア
ベ
と
ト
ラ
ン
プ

「
権
力
は
腐
敗
す
る
」
と
の
箴し

ん
げ
ん言
を
日
々
実
証
の
ア
ベ
と
ト
ラ
ン
プ

  

※
サ
イ
コ
パ
ス
︱
病
的
嘘
つ
き
で
高
慢
ち
き
、
罪
悪
感
ゼ
ロ
な
ど
の
意　
　

柳
原　

三
男

春
待
ち
て
小ち

さ
き
雑
草
芽
を
出
し
て
ご
め
ん
ね
ご
め
ん
と
つ
い
と
引
き
抜
く

日
曜
日
と
な
り
の
子
ら
の
遊
ぶ
声
遠
く
の
孫
は
い
か
に
遊
ぶ
や坂

本　

ケ
イ

愛
用
の
和
服
を
上
下
に
裁
ち
直
し
車
椅
子
に
て
祝
い
の
座
へ
と

き
れ
い
だ
ぞ
の
夫
の
声
に
誘
わ
れ
て
車
椅
子
寄
せ
夕
陽
見
入
り
ぬ

上
田　

廸
子

「
募
っ
た
け
れ
ど
募
集
は
し
て
い
な
い
」
苦
し
紛
れ
の
答
弁
あ
わ
れ

ウ
イ
ル
ス
禍
に
桜
疑
惑
は
か
す
み
ゆ
く
逃
が
し
て
な
ら
じ
メ
デ
ィ
ア
弛た

ゆ

む
な

上
田　

精
一

【
訂
正
】
二
月
号
の
一
首
目
「
い
じ
め
っ
子
」
は
「
憎
ま
れ
っ
子
」
の
間
違
い
で
し
た
。

果
た
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
前
山
が
な
に
に
注
目
し
て
い
る
か
を

知
る
手
が
か
り
に
な
る
。

　

人
吉
は
前
山
を
育
て
た
。
し
か
し
、
人
吉
を
含
め
た
球
磨
地

方
全
体
の
文
化
が
そ
の
背
後
に
ひ
か
え
て
い
る
。
人
吉
だ
け
で
な

く
球
磨
人
吉
全
体
を
み
な
い
と
、
自
己
の
立
ち
位
置
は
み
え
て
こ

な
い
と
前
山
は
考
え
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
で
『
球
磨
川
物
語
』

を
編
む
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
原
点
確
認
の
「
意
思
」
は
「
麦

島
勝
の
写
真
」
に
対
す
る
眼
差
し
に
も
連
動
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
「
暗
河
」
は
、
原
点
を
探
し
求
め
る
前
山
に
ふ

さ
わ
し
い
言
葉
だ
。
石
牟
礼
道
子
ら
と
の
出
会
い
だ
け
で
な
く
、

そ
の
言
葉
自
体
が
彼
の
魅
惑
し
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
本
書
の
中

心
舞
台
の
ひ
と
つ
「
山
田
川
」
の
河
口
に
、
山
頭
火
が
宿
泊
し
た

宮
川
屋
が
あ
っ
た
の
は
偶
然
で
あ
ろ
う
。「
山
田
川
」
は
、
球
磨

川
の
支
流
で
、
主
人
公
は
山
田
川
で
遊
ぶ
の
で
精
一
杯
で
あ
っ
た

が
、
彼
の
兄
は
「
球
磨
川
」
を
主
戦
場
に
し
た
。『
こ
の
指
に
止

ま
れ
』
か
ら
『
球
磨
川
物
語
』
へ
の
行
路
は
、
兄
に
追
い
つ
く
う

え
で
も
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
で
あ
っ
た
。

　

球
磨
川
の
水
は
石
牟
礼
の
故
郷
・
天
草
に
た
ど
り
つ
き
不
知
火

符
」
の
使
用
を
主
人
公
に
許
さ
ず
、人
吉
か
ら
主
人
公
が
「
脱
出
」

す
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
竜
宮
へ
」
と
題
す

る
一
編
は
原
点
回
帰
の
分
か
り
や
す
い
作
品
で
、
亀
は
陸
で
は
な

く
ど
う
し
て
も
川
に
向
か
う
、
亀
の
故
郷
・
生
き
る
場
所
は
川
で

あ
り
竜
宮
で
、
祖
母
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
せ
っ
か
く
捕
ま
え

た
亀
を
逃
が
す
よ
う
に
孫
（
主
人
公
）
に
求
め
る
の
で
あ
っ
た
。

　　

青
年
作
家
・
前
山
は
、
こ
の
よ
う
に
原
点
確
認
を
本
書
で
試
み

て
い
る
だ
が
、
そ
の
こ

と
は
前
山
作
品
を
理

解
す
る
う
え
で
ひ
と

ま
ず
留
意
し
て
し
か

る
べ
き
だ
ろ
う
。
た

と
え
ば
、
別
著
『
球

磨
川
物
語
』
の
カ
ン

ジ
ン
ド
ン
（
勧
進
殿
）

の
「
シ
ギ
ョ
ー
さ
ん
」

は
本
書
で
す
で
に
登

場
し
重
要
な
役
割
を

山田川河口。山頭火が投宿した宮川屋があった
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ら
な
く
な
っ
た
風
倒
木
や
シ
カ
の
食
害
で

荒
れ
た
登
山
道
を
見
た
。
ま
た
、
今
年

も
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
同
じ
場
所
で

開
催
す
る
な
ら
、
参
加
者
に
と
っ
て
も
不

要
な
危
険
は
回
避
す
る
必
要
も
あ
る
。

な
ん
と
か
し
よ
う
と
い
う
結
論
は
当
然
と

い
う
に
は
、
思
う
以
上
に
荒
れ
て
い
る
登

き
た
。
し
か
し
、
倒
木
や
雑
草
で
道
が

塞
が
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
近
年

少
し
ず
つ
崩
れ
て
く
る
土
砂
で
階
段
は
埋

ま
り
、
滑
り
や
す
い
急
斜
面
の
登
山
道

と
化
し
て
い
た
。

　

そ
ん
な
八
竜
山
を
始
め
、
竜
峰
山
、

竜
ヶ
峰
を
一
日
で
全
部
走
り
た
い
と
昨
年

始
ま
っ
た
の
が
、
こ
の
若
者
た
ち
に
よ
る

ト
レ
イ
ル
ラ
ン
ニ
ン
グ
〝
や
っ
ち
ろ
ド
ラ

ゴ
ン
ト
レ
イ
ル
〟
だ
っ
た
。
き
っ
か
け
は
、

昨
年
坂
本
で
発
見
さ
れ
た
日
本
最
古
の

恐
竜
の
化
石
。
竜
が
付
く
名
前
が
多
い

山
が
あ
る
八
代
で
発
見
さ
れ
た
ド
ラ
ゴ
ン

の
化
石
が
、
若
者
た
ち
の
夢
を
膨
ら
ま

せ
た
。
結
果
、
起
伏
の
激
し
い
52
㎞
の

登
山
道
を
駆
け
抜
け
る
と
い
う
、
九
州
で

も
１
、
2
を
争
う
過
酷
な
コ
ー
ス
で
の
試

み
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
コ
ー
ス
の
設

定
・
利
用
す
る
中
で
、
彼
ら
は
誰
も
通

め
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
今
泉
か
ら
の
遊

歩
道
（
写
真
①
、
黄
色
線
）
は
、
急
斜

面
で
は
あ
る
が
、
木
の
階
段
が
２
０
０
０

段
以
上
あ
る
登
山
道
と
し
て
、
地
元
小

中
学
校
の
遠
足
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
て写真①　八竜山への登山道

急斜面での整備作業

　

２
月
23
日
の
日
曜
日
、
八
代
市
坂
本

町
八
竜
山
に
今
泉
か
ら
登
る
登
山
道
を

せ
っ
せ
と
整
備
し
て
い
る
若
者
た
ち
15
人

が
い
た
。
地
元
坂
本
の
者
は
い
な
い
。
熊

本
市
や
旧
八
代
市
等
、
坂
本
町
外
か
ら

集
ま
っ
て
き
た
若
者
た
ち
だ
。
重
い
丸
太

55
本
を
担
い
で
、
急
な
斜
面
を
登
っ
て
、

木
段
を
作
り
、
６
合
目
程
に
あ
る
東
屋

ま
で
を
、
僅
か
3
時
間
ほ
ど
で
整
備
し
て

し
ま
っ
た
。
こ
の
日
が
数
回
目
の
整
備
で

あ
る
。
何
故
、
彼
ら
は
坂
本
の
山
を
整

備
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

坂
本
町
で
誰
も
が
知
っ
て
い
る
山
と
い

え
ば
八
竜
山
。
天
文
台
が
あ
る
山
、
八

代
市
・
八
代
海
が
一
望
で
き
る
山
、
天
草

に
沈
む
夕
日
が
美
し
い
山
と
し
て
、
坂

本
町
民
な
ら
誰
で
も
幾
度
と
な
く
山
頂

ま
で
車
で
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
自
分
の
足
で
、
今
泉
遊

歩
道
や
渋
利
遊
歩
道
を
利
用
し
て
、
登
っ

た
こ
と
が
あ
る
人
は
多
く
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
今
泉
か
ら
の
遊
歩
道
も
渋
利
か

ら
の
遊
歩
道
（
写
真
①
・
オ
レ
ン
ジ
線
）

も
急
こ
う
配
の
上
、
近
年
は
荒
れ
が
酷
く

な
っ
て
い
た
。
大
風
や
大
雨
で
荒
れ
る
に

任
せ
、
い
た
る
と
こ
ろ
が
倒
木
で
先
に
進

山
を
楽
し
む
こ
と
が
自
然
の
保
護
に
つ
な
が
る

︱
八
竜
山
遊
歩
道
を
整
備
す
る
若
者
達
の
話
︱

つ
る
詳
子

登山道整備のために集まった若者たち
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備
し
た
登
山
道
を
是
非
頻
繁
に
利
用
し

て
ほ
し
い
。

【
靏
・
し
ょ
う
こ
／
八
代
市
】

て
、
地
元
の
方
に
喜
ば
れ
て
い
る
。

　

彼
ら
の
願
い
、
︱
願
い
と
い
う
よ
り
喜

び
は
、
自
分
た
ち
が
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
楽
し

め
る
よ
り
、
再
び
こ
の
登
山
道
を
利
用

し
て
く
れ
る
人
々
が

増
え
る
こ
と
で
あ
る
。

晴
れ
た
日
に
、
汗
を

か
き
な
が
ら
登
っ
た
頂

上
か
ら
見
え
る
景
色

は
何
と
も
い
え
な
い
。

山
か
ら
人
が
消
え
た

こ
と
が
、
イ
ノ
シ
シ
や

シ
カ
の
増
加
に
つ
な
が

り
、
自
然
の
恵
み
は

人
知
れ
ず
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
。
私
た
ち
が
自

然
に
親
し
む
こ
と
が
、

自
然
資
源
の
保
護
に
つ

な
が
る
。
彼
ら
が
整

ら
い
い
の
か
迷
い
、
上
宮
ま
で
た
ど
り
着

け
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
登
山
道
を
、

地
元
の
人
に
断
っ
て
目
印
を
付
け
た
り
整

備
し
た
結
果
、
と
て
も
登
り
や
す
く
な
っ

全く通れなかった渋利からの遊歩道もきれいに（花田順子さん撮影）

登山道を登った先の雄大な眺め

袈
裟
堂
の
方
々
が
ず
っ
と
お
世
話
し
て
き

た
が
、
集
落
の
人
口
減
少
と
高
齢
化
で

最
近
は
十
分
な
世
話
が
で
き
な
く
な
り
、

結
果
登
山
道
も
荒
れ
る
に
任
せ
る
ま
ま

に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
風
倒
木
や
植
物

の
繁
殖
で
荒
れ
た
の
で
は
な
く
、
シ
カ
の

食
害
で
下
草
が
全
く
な
く
な
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
登
山
道
が
崩

れ
た
り
、
人
の
踏
み
跡
も
な
い

透
け
た
林
は
、
ど
っ
ち
に
進
ん
だ

な
い
た
め
に
生
い
茂
っ
た
ナ
チ
シ
ダ
や
イ

ズ
セ
ン
リ
ョ
ウ
を
切
り
払
う
と
、
や
っ
と

遊
歩
道
ら
し
き
も
の
が
見
え
て
く
る
。

　

彼
ら
が
蘇
ら
せ
た
も
う
一
つ
の
コ
ー
ス

が
、
袈
裟
堂
か
ら
妙
見
上
宮
ま
で
の
登

山
道（
写
真
②
）で
あ
る
。
妙
見
上
宮
は
、

山
道
の
整
備
は
大
変
で
あ
る
。
特
に
渋
利

か
ら
の
遊
歩
道
は
、
入
り
口
に
遊
歩
道

入
り
口
の
看
板
は
あ
る
も
の
も
、
１
０
０

ｍ
も
進
む
と
倒
木
が
至
る
所
に
あ
り
、
ど

の
方
向
に
コ
ー
ス
が
あ
る
か
さ
え
不
明
で

あ
る
。
倒
木
を
切
り
倒
し
、
シ
カ
が
食
べ

写真②　袈裟堂から上宮への登山道

きれいに整備された今泉からの登山道

吉田さん（福島一博さん撮影）
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う
私
が
自
宅
や
人
吉
駅
機
関
庫
横
の
Ｓ

Ｌ
館
（
12
月
～
２
月
は
休
館
中
）
に
遺

品
と
し
て
保
管
し
て
い
た
も
の
を
送
ら
せ

て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
正
に
「
福
井
弘
」

そ
の
も
の
を
感
じ
ら
れ
る
展
示
で
、
来
館

者
の
方
に
見
て
も
ら
い
た
い
も
の
の
一
つ
で

あ
り
ま
す
。
展
示
を
企
画
さ
れ
た
宇
都
宮

氏
に
も
そ
の
思
い
は
伝
わ
っ
て
お
り
、
品

物
が
届
い
て
急
遽
展
示
内
容
を
大
き
く

変
更
し
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
宇
都
宮
氏
の
案
内
で
通
常
は
立
ち
入

れ
な
い
館
内
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
ま
で
見
せ

て
頂
き
、
展
示
の
み
な
ら
ず
、
館
の
隅
々

ま
で
楽
し
ま
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

 　

父
が
鉄
道
写
真
を
撮
る
際
に
こ
だ
わ
っ

た
こ
と
、
例
え
ば
蒸
気
機
関
車
が
盛
ん

に
煙
を
上
げ
て
い
た
り
、
前
照
灯
を
点
灯

し
て
い
る
列
車
そ
の
も
の
の
姿
も
あ
り
ま

だ
く
さ
ん
の
展
示
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

上
原
茂
美
館
長
と
宇
都
宮
副
館
長
へ

ご
挨
拶
を
し
、
パ
ネ
ル
等
を
見
な
が
ら
の

思
い
出
話
に
花
が
咲
き
ま
し
た
。
愛
用
の

品
や
手
書
き
の
記
録
・
ダ
イ
ヤ
は
、
１
月

初
旬
に
父
ら
し
い
展
示
に
し
て
も
ら
う
よ

る
蒸
気
機
関
車
な
ど
が
目
に
入
り
、
大

い
に
気
が
引
か
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
よ
り

ま
ず
写
真
展
を
見
る
た
め
２
階
の
展
示
場

へ
。
展
示
場
で
は
写
真
パ
ネ
ル
、
愛
用
の

品
、
手
書
き
の
ダ
イ
ヤ
な
ど
に
加
え
、
父

と
の
交
友
が
あ
っ
た
方
の
パ
ネ
ル
で
盛
り

　

地
元
人
吉
球
磨
を
中
心
に
、
永
年
鉄

道
写
真
を
撮
り
続
け
た
鉄
道
愛
好
家
の

父
福ふ

く

井い

弘ひ
ろ
むが

、
卒
寿
を
迎
え
る
２
か
月

前
の
令
和
元
年
９
月
に
突
然
鬼
籍
に
入
っ

て
か
ら
、
早
い
も
の
で
半
年
を
迎
え
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
度
、
福
岡
県
門

司
港
駅
近
く
の
九
州
鉄
道
記
念
館
に
て
、

副
館
長
の
宇
都
宮
照
信
氏
の
ご
尽
力
に

よ
り
、
２
月
４
日
か
ら
４
月
５
日
の
２

か
月
に
わ
た
り
「
ふ
る
さ
と
人
吉
か
ら　

福
井
弘　

思
い
出
ア
ル
バ
ム
」
と
題
し
た

回
顧
展
示
会
が
開
催
の
運
び
と
な
り
ま

し
た
。

　

父
は
生
前
、
鉄
道
を
中
心
と

し
て
多
く
の
写
真
を
撮
影
し
ま
し

た
が
、
そ
の
発
表
の
場
は
鉄
道

雑
誌
へ
の
投
稿
、
寄
稿
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
っ
て
、
個
人
で
の
福
井
弘

写
真
展
と
い
う
の
は
初
め
て
の
開

催
に
な
り
ま
す
。
頑
固
だ
っ
た
父

父
福
井
弘
の
写
真
展
を
見
て

福
井 

昭
弘

が
存
命
な
ら
「
お
こ
が
ま
し
い
」
と
言
っ

て
実
現
し
な
か
っ
た
企
画
で
も
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　
　

　

２
月
10
日
、
熊
本
産
業
遺
産
研
究
会

員
で
、
父
が
取
材
に
も
同
行
し
た
「
球

磨
川
の
駅
・
も
の
が
た
り
」
の
著
者
で
あ

る
歯
科
医
の
松
本
晉
一
氏
、
福
井
弘
が
人

吉
の
鉄
道
の「
関
守
」な
ら
八
代
の「
関
守
」

で
あ
っ
た
故
小
澤
年
満
氏
の
ご
子
息
小
澤

光
二
氏
と
私
の
３
名
で
、
父
に
会
い
に
い

く
た
め
新
幹
線
と
在
来
線
を
乗
り
継
ぎ
、

は
る
ば
る
門
司
港
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

父
の
足
元
に
は
全
く
及
ば
な
い
も
の
の
、

鉄
道
好
き
の
私
に
と
っ
て
九
州
鉄
道
記
念

館
は
い
つ
か
行
っ
て
み
た
い
施
設
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
初
来
館

す
る
と
は
感
慨
も
ひ
と
し
お
で
し
た
。

　

館
に
足
を
入
れ
る
と
、
保
存
さ
れ
て
い

九州鉄道記念館の写真展案内チラシ

館の入り口では写真展の大きな案内に迎えられた

展示の一部（許可を得て撮影しました）
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弘
写
真
展
の
開
催
も
有
志
の
方
々
と
計

画
し
て
い
ま
す
の
で
、
今
後
も
〝
福
井
弘

の
鉄
道
遺
産
〟
を
展
示
、
公
開
で
き
る

よ
う
努
め
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

【
ふ
く
い
・
あ
き
ひ
ろ
／
熊
本
市
西
区
】

展
示
場
に
足
を
運
ん
で
い
ま
し
た
。
華
や

か
な
Ｓ
＆
Ｄ
列
車
を
ス
マ
ホ
で
誰
で
も
撮

れ
る
時
代
に
な
っ
た
今
、
こ
う
い
っ
た
白

黒
の
蒸
気
機
関
車
の
写
真
を
見
て
ど
う

感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
う
い
っ
た

思
い
も
あ
り
な
が
ら
、
展
覧
会
に
満
足
し

て
熊
本
へ
の
帰
路
と
な
り
ま
し
た
。

　

門
司
港
駅
へ
は
人
吉
か
ら
遠
路
に
は
な

り
ま
す
が
、
機
会
が
あ
れ
ば
是
非
足
を

運
ん
で
も
ら
い
、
地
元
人
吉
を
こ
よ
な
く

愛
し
た
肥
薩
線
の
関
守
・
福
井
弘
の
鉄

道
写
真
に
込
め
た
思
い
を
見
て
頂
け
た

ら
幸
い
で
す
。

　

こ
の
展
示
期
間
（
４
月
５
日
ま
で
）

中
、
ま
ず
３
月
29
日
（
日
曜
）
に
「
球

磨
川
の
駅
・
も
の
が
た
り
」
の
出
版
記

念
も
兼
ね
た
Ｓ
Ｌ
人
吉
撮
影
会
（
九

州
鉄
道
記
念
館
の
Ｈ
Ｐ
に
案
内
あ
り
）

を
始
め
と
し
て
、
人
吉
で
の
こ
の
福
井

て
旧
湯
前
線
沿
線
と
父
が
撮
影
す
る
姿

を
つ
ぶ
さ
に
見
て
き
ま
し
た
。
何
気
な
く

「
汽
車
を
撮
っ
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、
今
回
の
写
真
展
で
改
め
て
父
の

写
真
１
枚
に
対
す
る
技
術
・
思
い
が
詰

ま
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
ら
れ
た
思

い
で
し
た
。

　

門
司
港
に
は
折
角
訪
れ
た
の
で
観
光

も
兼
ね
て
１
泊
し
、
翌
11
日
も
展
示
会

場
に
行
き
ま
し
た
。
11
日
は
祝
日
で
も

あ
り
、
多
く
の
子
供
連
れ
の
若
い
家
族
も

肥
薩
線
の
山
線
は
蒸
気
機
関
車
が
走
っ
て

い
な
い
の
は
当
然
だ
が
、
沿
線
の
管
理
が

で
き
て
い
な
い
の
で
、
見
晴
ら
し
な
ど
の

風
景
自
体
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
。
当
時
の
風
景
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
も
貴
重
」と
の
こ
と
で
す
。
ま
た
カ
ラ
ー

写
真
は
色
が
褪
せ
る
と
い
っ
て
こ
だ
わ
っ
た

「
白
黒
写
真
」。
し
か
も
１
シ
ー
ン
１
枚
の

「
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
撮
影
」。
こ
れ
は
フ
ィ
ル

ム
カ
メ
ラ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に
持
ち

替
え
て
も
こ
の
姿
勢
は
変
わ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
綿
密
に
路
線
の
構
造
、
列
車
の

速
さ
、
編
成
を
熟
知
し
た
が
上
に
出
来
る

「
神
技
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。

　

私
は
３
歳
の
幼
少
の
頃
か
ら
父
の
撮
影

に
同
行
し
（「
さ
せ
ら
れ
て
」
が
正
確
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
）、
大
畑
・
矢
岳
の
山

線
か
ら
、
球
磨
川
・
川
線
沿
い
、
そ
し

上
に
使
わ
れ
て
い
る
写
真
は
準
急
「
や

た
け
」
の
開
通
風
景
。
Ｓ
40
年
）
等
が

ふ
ん
だ
ん
に
見
ら
れ
る
展
示
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
父
の
古
く
か
ら
の
撮
り
鉄
友

人
や
当
時
蒸
気
機
関
車
を
運
転
し
て
い

た
方
々
が
口
々
に
言
わ
れ
る
の
は
「
今
は

す
が
、
そ
れ
よ
り
列
車
と
風
景
と
の
融

合
、
そ
れ
と
時
代
の
記
録
、
こ
れ
を
何

回
も
何
回
も
聞
か
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
写
真
展
に
は
そ
う
い
っ
た
「
列

車
と
風
景
の
調
和
」、
ま
た
は
「
記
録
」

と
し
て
の
写
真
（
例
え
ば
ポ
ス
タ
ー
の
右8620 型が走る球磨川沿線の風景（Ｓ40 年代）Ｓ44 年　撮影のため立ち寄った古

仏頂踏切付近。父と私（３歳）　
田澤義郎氏撮影

2F 展示会場にて。左から副館長の宇都宮氏、小生、小澤氏、松本氏

土砂崩れで埋まった真幸駅（Ｓ49 年）
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そ
の
❶
、
そ
の
❷
の
続
き
だ
。

　

さ
あ
、
人
吉
・
球
磨
の
み
な
さ
ん
、
ど

う
し
た
ら
若
い
世
代
が
移
住
し
た
い
町
に

な
る
か
考
え
て
み
よ
う
。

　

２
０
２
０
年
２
月
号
「
田
舎
暮
ら
し
の

本
」（
宝
島
社
）
が
移
住
先
選
び
に
最
適

と
銘
打
っ
て
「
住
み
た
い
田
舎
ラ
ン
キ
ン

グ
２
０
２
０
」
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
人

口
10
万
以
下
の
小
さ
な
町
に
限
定
の
ラ
ン

キ
ン
グ
だ
。

　
【
総
合
部
門
ラ
ン
キ
ン
グ
】

１
位　

大
分
県
豊
後
高
田
市

２
位　

山
梨
県
北
杜
市

３
位　

島
根
県
飯
南
町

４
位　

大
分
県
臼
杵
市

５
位　

兵
庫
県
養
父
市

　

そ
の
❶
、
そ
の
❷
で
は
、
第
１
位
の
大

分
県
豊
後
高
田
市
（
95
・
19
点
）
に
ス
ポ
ッ

ト
を
あ
て
た
。
今
回
は
人
口
５
０
０
０
人

以
下
で
は
総
合
順
位
第
１
位
（
91
・
24
点
）、

若
者
世
代
が
住
み
た
い
田
舎
部
門
第
２
位

の
小
さ
な
町
・
島
根
県
飯
南
町
（
総
合
部

門
ラ
ン
キ
ン
グ
第
３
位
）
に
ス
ポ
ッ
ト
を

あ
て
て
み
た
い
。

　

人
口
４
８
９
１
人
の
小
さ
な
町
だ
。
小

さ
な
町
な
が
ら
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
者
が
多
い
の

が
特
徴
だ
。
昨
年
度
の
移
住
者
（
転
勤
・

通
学
目
的
の
転
入
者
は
除
外
）が
54
人
だ
。

　

財
政
力
指
数
０
・
13
で
自
主
財
源
が
非

常
に
乏
し
く
（
球
磨
郡
の
球
磨
村
、
水
上

村
と
同
程
度
）、
借
入
金
（
地
方
債
）
も

78
億
円
と
大
き
い
（
老
婆
心
な
が
ら
返
済

が
た
い
へ
ん
だ
ろ
う
な
ぁ
と
、
つ
い
心
配
す

る
）。

　

過
疎
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
、
移
住
者
の

人
口
比
１
％
を
達
成
し
て
い
る
。
凄
い
。

　

球
磨
郡
の
球
磨
村
、
水
上
村
な
ど
の
小

さ
な
町
も
参
考
に
な
る
は
ず
だ
。
小
さ
な

町
ほ
ど
若
者
世
代
が
移
住
し
な
い
と
雪
崩

住
み
た
い
田
舎
ラ
ン
キ
ン
グ
２
０
２
０

か
ら
人
吉
・
球
磨
の
未
来
を
考
え
る　人

吉
市
医
師
会 

会
長　

岐
部
明
廣

その❸

49
分
に
放
送
さ
れ
た
★
Ｎ
Ｈ
Ｋ 

Ｂ
Ｓ
１
の

番
組
「
あ
な
た
の
隣
の
奇
跡
～
地
域
を
動

か
し
た
人
々
の
物
語
～
」
が
良
い
参
考
に

な
る
。

　

そ
の
番
組
の
後
半
で
豊
後
高
田
市
の
無

料
塾
「
学
び
の
21
世
紀
塾
」
や
「
移
住
・

定
住
」
の
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ
た
。

　

そ
の
番
組
を
Ｃ
Ｄ
︱
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
取
り
込

ん
で
み
ん
な
で
見
よ
う
。

　

詳
し
い
こ
と
は
島
根
県
飯
南
町
地
域
振

興
課
の
大
江
さ
ん
に
話
を
聞
い
て
み
よ
う
。

　

そ
の
効
果
が
出
る
の
に
は
何
年
も
か
か

る
の
で
早
急
に
何
ら
か
の
手
立
て
を
す
べ

き
だ
ろ
う
。

　

人
吉
市
は
約
１
３
５
０
人
／
年
の
転

入
者
（
移
住
者
を
含
む
：
★
残
念
な
が

ら
統
計
上
、
転
入
者
と
移
住
者
の
区
別

が
人
吉
市
の
場
合
さ
れ
て
な
い
）
に
対
し

て
、
約
１
５
５
０
人
／
年
の
転
出
者
が
い

る
。
つ
ま
り
そ
の
差
、
約
２
０
０
人
／
年

援
の
職
員
４
人
も
い
る
。
三
万
人
都
市
な

ら
24
人
に
相
当
す
る
。
凄
い
。
人
吉
市
に

は
、
さ
て
何
人
の
移
住
支
援
の
職
員
が
い

る
の
か
な
？

　

総
合
順
位
第
１
位
（
95
・
19
点
）
の
大

分
県
豊
後
高
田
市
の
無
料
塾
「
学
び
の
21

世
紀
塾
」
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
こ
こ
島
根

県
飯
南
町
も
町
運
営
の
塾
が
あ
る
の
が
特

徴
だ
。
そ
し
て
町
営
塾
で
、
大
手
予
備
校

の
サ
テ
ラ
イ
ト
授
業
を
受
け
ら
れ
る
な
ど

教
育
面
が
充
実
し
て
い
る
の
が
類
似
し
て

い
る
。
お
金
は
か
か
り
そ
う
だ
。

　

子
育
て
世
代
の
移
住
者
（
転
勤
・
通
学

目
的
の
転
入
者
は
除
外
）
の
増
加
対
策
と

し
て
豊
後
高
田
市
や
島
根
県
飯
南
町
の
自

治
体
運
営
の
塾
を
勉
強
・
研
究
・
検
討
す

る
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
」

　

令
和
元
年
10
月
15
日
20
時
00
分
～
21
時

を
う
っ
て
人
口
減
少
が
す
す
む
だ
ろ
う
。

飯
南
町
で
社
会
増
が
あ
っ
た
か
か
ど
う
か

は
調
査
中
。

　

で
は
、
小
さ
な
町
・
島
根
県
飯
南
町
の

移
住
支
援
の
対
策
は
？

⑴
教
育
面
の
充
実

　

町
営
塾

　

大
手
予
備
校
の
サ
テ
ラ
イ
ト
授
業
を
受

け
ら
れ
る

　

待
機
児
童
ゼ
ロ

⑵
移
住
者
支
援
の
充
実

　

13
年
間
で
Ｕ
タ
ー
ン
人
３
０
０
人

　

半
農
＋
半
職
人
（
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
、
カ

メ
ラ
マ
ン
、
日
本
酒
の
蔵
人
な
ど
）

　

有
機
農
業
、
農
業
研
修
、
助
成
金
18
万

円
／
月
支
援
金

　

地
域
振
興
課
の
職
員
の
人
選

　

人
口
５
０
０
０
人
未
満
な
の
に
移
住
支
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有
り
）。

　

人
吉
球
磨
10
市
町
村
に
は
そ
れ
ぞ
れ
何

人
の
移
住
者
が
い
る
の
か
な
ぁ
？　

気
に
な

る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
何
人
の
若
者
世
代
が
移
住
し

て
い
る
の
か
な
ぁ
？

　

私
の
提
案
だ
が
、
移
住
者
支
援
の
中
に
、

就
労
支
援
を
是
非
と
も
盛
り
込
む
べ
き
だ

ろ
う
。

　

こ
れ
な
ど
も
市
役
所
単
独
で
は
で
き
な

い
。

　

民
間
と
の
綿
密
な
話
し
合
い
・
協
力
が

必
要
な
は
ず
で
あ
る
。

　

職
種
に
も
よ
る
が
、
仮
に
最
低
賃
金

１
２
０
０
～
１
３
０
０
円
／
時
を
保
障
で

き
る
会
社
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
立
ち
あ
げ

て
連
携
す
れ
ば
、
移
住
者
の
人
口
１
％
達

成
も
夢
で
は
な
い
。
と
に
か
く
民
間
の
活

力
を
利
用
す
べ
き
だ
。

【
き
べ
・
あ
き
ひ
ろ
／
人
吉
市
】

も
継
続
し
て
い
る
豊
後
高
田
市
は
驚
異
で

あ
る
。

　
「
住
み
た
い
田
舎
ベ
ス
ト
ラ
ン
キ
ン
グ
」

で
も
移
住
者
数
・
社
会
増
を
重
視
し
て
い

る
よ
う
だ
。

　

移
住
者
の
人
口
１
％
達

成
は
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に

拡
大
が
予
想
さ
れ
る
自
然
減

（
死
亡
数
と
出
生
数
の
差
）

を
緩
和
さ
せ
る
効
果
を
生

む
。

　

移
住
者
の
人
口
１
％

達
成
は
30
年
後
の
人
口

減
（
30
％
以
上
）
を
10
％

以
内
に
抑
制
で
き
る
と
い

う
島
根
県
立
大
学
教
授
の

藤
山
浩こ

う

氏
の
試
算
で
あ
る

（
参
考
文
献
：
田
園
回

帰
１
％
戦
略
．
農
文
協　

２
０
１
５　

そ
の
他
論
文

が
人
吉
市
の
社
会
減
で
あ
る
。
仮
に
社
会

減
が
ゼ
ロ
に
な
れ
ば
、
人
吉
市
は
総
合
部

門
ラ
ン
キ
ン
グ
10
位
以
内
に
は
い
る
点
数

（
82
・
98
点
）
に
な
る
。

　

社
会
増
を
５
年
間
（
総
計
３
１
５
人
）

脚注１：
豊後高田市の２０１８年の普通会計決算
　　　　単年度収支　　７億７, ４００万円の黒字
　　　　経常収支比率　９４. ８％
　　　　積立金現在高　１１２億９, ２００万円
　　　　参考：借入金（地方債）１８５億円
　　　　参考：財政力指数　０. ３
人吉市の普通会計決算
　　　　単年度収支　　６, ９８０万円の赤字
　　　　経常収支比率　１００. ８％
　　　　積立金現在高　５億７, ０００万円、
　　　　参考：借入金（地方債）１４０億円　
　　　　参考：財政力指数　０. ４３
　であり、豊後高田市に比べて財政状態が硬直している
ことが分かる。
　自主財源がある人吉市のほうが財政力指数０. １３ポイ
ントも高いにもかかわらず、経常収支比率が１００％以
上と非常に高く、積立金現在高も非常に少ないのが気に
なる。

す
る
あ
た
り
で
、
東
陽
交
流
セ
ン
タ
ー
せ

せ
ら
ぎ
や
石
橋
公
園
が
あ
る
。
こ
の
石
橋

公
園
に
は
重
見
橋
が
移
設
さ
れ
て
い
る
。

　

今
回
め
ざ
す
の
は
、
石
橋
の
技
術
や

種
山
石
工
の
活
躍
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
博
物
館
、
八
代
市
東
陽
石せ

き

匠し
ょ
う

館か
ん

（
写
真
①
）
で
あ
る
。
石
匠
館
へ
は
バ
ス
停

「
種
山
」か
ら
徒
歩
八
分
。
東
陽
町
北（
旧

北
種
山
村
）
に
位
置
す
る
。
付
近
に
は

名
工
・
橋
本
勘
五
郎
の
生
家
や
、
種
山

石
工
の
祖
・
林
七
が
試
作
し
た
鍛
冶
屋

下
橋
、
鍛
冶
屋
自
然
石
橋
跡
、
鍛
冶
屋

中
橋
、
鍛
冶
屋
上
橋
、
大
久
保
自
然
石

橋
が
あ
る
。
種
山
石
工
に
つ
い
て
学
ぶ
に

は
申
し
分
の
な
い
聖
地
の
よ
う
な
場
所
で

あ
る
。

　

第
一
回
く
ま
も
と
ア
ー
ト
ポ
リ
ス
推
進

賞
を
受
賞
し
て
い
る
こ
の
建
物
を
設
計
し

た
の
は
、
木
島
安
史
＋
Ｙ
Ａ
Ｓ
都
市
研

建
築
み
て
あ
る
記 

㊸

八
代
市
東
陽
石
匠
館
を
あ
る
く

　
　
　
　
　
　
　
森
山　

学

　

八
代
市
は
石
工
の
郷
を
テ
ー
マ
に
、
日

本
遺
産
に
登
録
申
請
し
て
い
る
。
今
回
は

二
度
目
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
あ
る
。
八
代
市

内
各
地
に
石
橋
が
多
く
残
っ
て
い
る
が
、

特
に
東
陽
町
に
は
多
く
の
石
橋
が
残
る
。

こ
の
東
陽
町
こ
そ
、
全
国
で
石
橋
造
り

を
手
が
け
た
種
山
石
工
の
ふ
る
さ
と
で
あ

る
。
今
回
は
球
磨
川
流
域
を
離
れ
、
氷

川
流
域
の
、
こ
の
種
山
石
工
の
ふ
る
さ
と

を
訪
ね
た
い
。

　

有
佐
駅
前
か
ら
種
山
行
の
バ
ス
に
乗
る

と
十
四
分
で
バ
ス
停
「
種
山
」
に
到
着
す

る
。
ち
ょ
う
ど
河
俣
川
が
氷
川
に
合
流

写真① 全景。左手は屋外トイレ
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一
つ
が
日
本
建
築
学
会
賞
を
受
賞
し
た
球

泉
洞
森
林
館
（
一
九
八
四
年
）
で
あ
る
。

球
磨
村
の
球
磨
川
に
迫
り
出
す
ド
ー
ム

の
姿
が
、
と
て
も
有
名
な
建
物
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
時
代
に
、

独
特
の
作
風
に
よ
っ
て
異
彩
を
放
っ
た
建

築
家
で
あ
る
。

　

さ
て
石
匠
館
は
ま
さ
に
、
石
橋
の
文
化

に
ふ
さ
わ
し
く
石
を
積
み
上
げ
た
力
強

い
建
築
で
あ
る
。
こ
の
石
は
地
元
で
採
石

さ
れ
た
凝
灰
岩
で
あ
る
。
中
国
湖
北
省

か
ら
三
人
の
石
工
を
招
き
、
砕
石
、
加

工
、
石
積
み
ま
で
共
同
で
作
業
し
て
つ
く

り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
積
み
上
げ
た
石
の

壁
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
打
ち
込
む
と
き
の

型
枠
と
し
て
使
用
し
、
こ
の
と
き
に
コ
ン

ク
リ
ー
ト
と
一
体
化
し
、
壁
と
し
て
の
役

割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

凝
灰
岩
の
切
石
を
布
積
み
し
た
表
情

写真② エントランスへ続く階段。正面は多目的ホール

は
厳
格
で
あ
る
一
方
、壁
自
体
が
波
打
ち
、

曲
線
を
描
い
て
い
る
た
め
に
柔
和
な
印
象

も
与
え
る
。
眼
鏡
橋
の
ア
ー
チ
の
曲
線
が

壁
面
に
再
解
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

入
館
す
る
際
に
は
、
こ
の
曲
線
に
導

か
れ
る
よ
う
に
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
向
か
う

（
写
真
②
）。

　

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
の
左
手
に
あ
る
の
が
展

示
室
「
石
工
の
里
歴
史
資
料
館
」
で
あ

る
。
こ
の
展
示
室
は
、
円
弧
の
壁
で
つ
く

ら
れ
る
外
側
へ
ふ
く
ら
む
空
間
が
六
つ
、

花
弁
の
よ
う
に
連
な
る
。
円
弧
の
壁
が
ぶ

つ
か
り
合
う
と
こ
ろ
に
、
ち
ょ
う
ど
出
入

口
や
ス
リ
ッ
ト
状
の
細
長
い
窓
を
設
け
て

い
る
（
写
真
③
）。

　

こ
の
壁
の
上
に
か
か
る
屋
根
は
木
造
で

あ
る
。
桧
の
丸
太
を
三
つ
巴
に
組
み
、
お

互
い
に
も
た
せ
か
け
る
よ
う
に
し
て
安
定

さ
せ
た
ド
ー
ム
で
あ
る
。
丸
太
で
あ
る
と

究
所　

計
画
・
環
境
建
築
で
あ
る
。
竣

工
し
た
の
は
一
九
九
四
年
。
木
島
氏
が
急

逝
し
た
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

建
築
家
、
故
・
木
島
安
史
氏
は

一
九
七
一
年
か
ら
一
九
九
一
年
ま
で
熊
本

大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
。
代
表
作
の

写真④ カーブする屋根

写真③ 展示室。石壁の間のスリット窓と出入口

る
巨
大
な
眼
鏡
橋
の
模
型
の
輪
石
と
支

保
工
と
の
関
係
の
よ
う
で
あ
る
。
外
か
ら

屋
根
を
見
上
げ
れ
ば
、
円
弧
の
壁
の
上

に
、
優
雅
に
カ
ー
ブ
す
る
屋
根
が
の
っ
て

い
る
姿
が
美
し
い
（
写
真
④
）。

　

さ
て
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
の
右
手
に
あ
る
の

こ
ろ
な
ど
は
、
石
と
同
様
、
自
然
素
材

の
持
ち
味
を
そ
の
ま
ま
に
生
か
そ
う
と
す

る
思
い
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
展
示
室
内
に
あ

は
、
事
務
・
喫
茶
エ
リ
ア
と
多
目
的
ホ
ー

ル
で
あ
る
。
事
務
・
喫
茶
エ
リ
ア
の
壁
は

小
さ
な
円
で
、
そ
れ
ら
が
重
な
り
あ
っ
て

間
取
り
を
つ
く
る
。

　

多
目
的
ホ
ー
ル
の
方
は
、
波
打
つ
よ
う

な
曲
線
の
壁
、
五
枚
で
囲
ま
れ
る
。
全

体
と
し
て
は
風
車
の
よ
う
で
あ
り
、
リ
ズ

ミ
カ
ル
で
あ
る
。
壁
と
壁
の
間
に
は
出
入

口
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
屋
根

も
や
は
り
丸
太
を
架
構
し
て
つ
く
ら
れ
て

い
る
。

　

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
方
は
、
天
井

の
仕
上
げ
を
、
東
陽
町
特
産
の
し
ょ
う
が

を
漉
き
こ
ん
だ
和
紙
と
し
、
照
明
も
兼

ね
て
い
る
。

　

い
っ
た
ん
外
へ
出
て
み
よ
う
。
あ
ら
た

め
て
外
観
を
見
て
み
れ
ば
、
建
物
が
建
つ

高
台
の
擁
壁
が
石
積
み
で
つ
く
ら
れ
て
い

る
。
擁
壁
は
層
を
な
し
て
、
各
層
の
天
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ま
な
樹
種
の
林
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に

東
陽
町
の
石
積
み
の
棚
田
そ
の
も
の
で
あ

る
。
東
陽
町
に
は
日
本
の
棚
田
百
選
に

選
定
さ
れ
た
二
つ
の
棚
田
も
あ
り
、
ま
た

特
産
の
し
ょ
う
が
畑
に
活
用
さ
れ
て
い
た

り
も
す
る
。

端
に
は
植
栽
が
施
さ
れ
て
い
る
。
石
積
み

の
擁
壁
と
建
物
は
、
一
体
と
な
っ
て
風
景

を
つ
く
っ
て
い
る
（
写
真
⑤
）。
そ
し
て

そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
さ
ま
ざ

　

駐
車
場
へ
と
向
か
え
ば
、
棚
田
を
縮

小
し
て
再
現
し
た
よ
う
な
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー

プ
デ
ザ
イ
ン
が
あ
る
。
野
外
劇
場
の
よ
う

な
階
段
席
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
広
場
で
あ

る
（
写
真
⑥
）。
階
段
席
の
一
部
は
閉
じ

ず
に
周
辺
の
田
園
風
景
へ
と
開
か
れ
て
い

写真⑤ 石積みの擁壁と建物が一体となった風景

写真⑥ 棚田風の広場から見た石匠館

写真⑦ 棚田風の広場は田園風景に向かって開く

で
あ
る
。
擁
壁
に
埋
も
れ
て
い
る
大
き
な

岩
の
上
に
は
ア
ー
チ
が
か
け
ら
れ
て
い
る

（
写
真
⑧
）。
そ
の
説
明
板
に
は
「
農
地

造
成
の
際
、
大
き
な
岩
を
苦
労
し
て
取

り
除
く
よ
り
も
ア
ー
チ
を
架
け
た
方
が
、

よ
り
簡
単
に
そ
の
上
に
石
積
み
を
行
う
こ

と
が
で
き
た
」
と
種
山

石
工
の
技
術
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
の
土
地
の
風
土
と
自

然
と
生
業
か
ら
、
生
ま

れ
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た

建
築
は
、
こ
の
風
景
に
溶

け
込
み
馴
染
ん
で
い
る
。

【
も
り
や
ま
・
ま
な
ぶ
／

高
専
教
員
、
一
級
建
築

士
、
八
代
市
】

る
。
そ
こ
に
輪
石
と
支

保
工
の
小
さ
な
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い

る
（
写
真
⑦
）。

　

こ
の
広
場
の
一
部
は

既
存
の
石
積
み
擁
壁

写真⑧ 岩の上に架けられたアーチ
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最
近
、
う
れ
し
い
話
題
が
新
聞
に
大

き
く
広
告
さ
れ
て
い
た
。「
人
吉
・
球
磨
、

風
水
・
祈
り
の
浄
化
町
」
と
い
う
地
域

興
し
の
団
体
の
そ
の
中
身
だ
っ
た
。

　

ゾ
ク
ゾ
ク
と
来
た
の
は
た
く
さ
ん
の

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
中
に
「
県
内
唯

一
３
禅
宗
が
存
在
す
る
」と
い
う
も
の
だ
。

　

３
禅
宗
は
曹
洞
宗
、
臨
済
宗
、
そ
し

て
黄お

う
ば
く檗

宗し
ゅ
うの

こ
と
な
の
だ
が
。

　

そ
の
禅
宗
が
３
つ
も
そ
ろ
っ
て
い
る
こ

と
が
人
吉
球
磨
で
は
「
普
通
」

で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が

「
普
通
」
で
は
な
か
っ
た
。
私

の
認
識
の
浅
さ
に
反
省
よ
り

先
に
、
驚
い
た
。

　

熊
本
県
の
文
化
財
の
８
割

が
人
吉
球
磨
に
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
３
禅
宗
が
他
に
は

揃
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
!?

　

不
思
議
な
幸
せ
な
気
分
に
な
っ
て
き

た
。

　

曹
洞
宗
、
臨
済
宗
、
そ
し
て
黄
檗
宗

と
並
ん
だ
ら
、
相
良
三
十
三
観
音
と
の

コ
ラ
ボ
で
あ
ろ
う
か
ら
、意
識
が
高
ぶ
る
。

　

よ
し
よ
し
、
今
回
は
そ
の
中
で
黄
檗
宗

の「
新
宮
禅
寺
」
錦
町
に
行
っ
て
み
ま
し
ょ

う
。

　

錦
町
は
「
フ
ル
ー
ツ
と
剣
豪
の
里
」
と

聞
い
て
い
た
が
、
何
の
、
三
十
三
観
音
巡

り
で
唯
一
、六
観
音
が
揃
っ
て
い
る
寺
院
な

の
だ
。

　

本
来
、
三
十
三
の
観
音
様
に
手
を
合

わ
せ
て
お
参
り
す
る
が
、
観
音
の
働
き
を

整
理
整
頓
す
る
と
、
六
つ
の
観
音
様
に
集

約
す
る
。
た
く
さ
ん
あ
る
観
音
様
の
代

表
が
六
つ
の
観
音
様
な
ん
で
あ
る
。

　

常
識
的
に
普
通
は
、
こ
う
だ
。

く
ま
が
わ
の
神
さ
ん
仏
さ
ん 

㊸

魅
惑
の
新
宮
禅
寺

─
有
難
く
て
不
思
議
な
観
音
様 

─

宮原信晃

新宮禅寺（球磨郡錦町）

新宮禅寺の六観音

　

ど
う
見
て
も
、
手
が
六
本
、
右
ひ
ざ

を
立
て
右
手
を
頬
に
あ
て
て
い
る
？

　
「
如
意
輪
観
音
」
様
じ
ゃ
～
あ
り
ま
せ

ん
か
？　

逆
立
ち
し
て
み
て
も
、
子
供
も

抱
か
ず
、
手
は
六
本
。

　

し
か
し
で
あ
る
。
こ
の
子
安
観
音
像
は

こ
の
六
観
音
の
中
で
２
番
目
に
大
隅
の
仏

師
回
月
が
刻
ん
だ
と
大
き
く
看
板
に
記

　

仏
さ
ん
や
、
神
さ
ん
は
、
ど

う
も
常
識
と
か
普
通
の
世
界
で

は
な
い
か
ら
だ
ろ
う
か
、
摩
訶

不
思
議
な
現
象
が
現
存
す
る
。

　

こ
の
新
宮
禅
寺
の
六
観
音
堂

に
入
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
階
段

を
登
り
、
息
を
ハ
ア
ハ
ア
い
わ

せ
な
が
ら
、
先
ず
は
一
礼
。
手

に
は
数
珠
と
お
賽
銭
を
忘
れ
ず

に
、
さ
あ
、
参
拝
し
ま
し
ょ
う
。

　

一
番
右
か
ら

・
聖
観
音

・
准
胝
観
音

・
馬
頭
観
音

　
（
阿
弥
陀
如
来
）
真
ん
中
の
仏
様

・
千
手
観
音

・
十
一
面
観
音

・
子
安
観
音
～
～ 

は
あ
？ 

子
安
観
音
？

　

子
供
を
抱
い
た
観
音
様
？

一
、
聖

し
ょ
う

観か
ん
の
ん音

二
、
十

じ
ゅ
う

一い
ち
め
ん面

観か
ん
の
ん音

三
、
千せ

ん
じ
ゅ手

観か
ん
の
ん音

四
、
馬ば

頭と
う

観か
ん
の
ん音

五
、
准

じ
ゅ
ん

胝で
い

観か
ん
の
ん音

六
、
如に

ょ

意い

輪り
ん

観か
ん
の
ん音

子安観音？　如意輪観音？
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い
た
ら
、
こ
こ
か
ら
が
、
摩
訶
不
思
議
。

「
子
安
観
音
（
如
意
輪
観
音
）」
と
二
つ

の
仏
さ
ま
の
尊そ

ん
め
い名

が
掲
示
し
て
あ
る
の

だ
。

　

誰
か
が
、
い
つ
の
頃
か
、
間
違
っ
た
！

と
浅
学
な
私
は
思
う
ほ
か
に
答
え
が
浮

か
ば
な
い
。

　

今
か
ら
、
４
４
２
年
前
に
大
隅
に
行
っ

て
刻
ん
だ
仏
師
回
月
に
直
接
話
を
聞
か

な
い
と
、真
実
は
解
ら
な
い
で
は
な
い
か
。

　

謎
が
謎
を
呼
ん
だ
魅
惑
の
ミ
ス
テ

リ
ー
。

　

ま
た
も
や
今
夜
も
不
眠
の
夜
に
な
り

そ
う
で
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
】

　

も
う
一
度
考
え
て
み
ま
す
。
私
の
頭
が

こ
ん
が
ら
が
っ
て
い
る
の
か
も
。

　

こ
こ
の
２
番
目
に
で
き
た
子
安
観
音

様
は
天
正
６
年
（
１
５
７
８
年
）
に
今

の
鹿
児
島
は
大
隅
の
仏
師
回
月
が
刻
ん

だ
！

　

刻
ん
だ
仏
師
が
間
違
っ
て
、
名
称
を

「
子
安
観
音
」
と
明
記
し
て
出
荷
す
る

の
？

　

私
は
初
め
て
、
こ
の

子
安
観
音
様
に
お
会
い

し
た
時
に
「
あ
ら
ら
～

左
の
石
の
子
安
観
音
様

の
下
に
置
く
べ
き
木
札

を
誤
っ
て
如
意
輪
観
音

様
の
下
に
置
い
た
か
、

如
意
輪
観
音
様
の
木

札
が
紛
失
し
た
と
ば
い

ね
」
と
簡
単
に
思
っ
て

載
し
て
あ
る
。

　

ど
う
い
う
こ
と
。

　

そ
の
左
に
は
石
造
の
子
安
観
音
様
が

お
子
さ
ん
を
抱
い
て
す
っ
く
と
立
っ
て
お

ら
れ
る
。

　

そ
の
、
明
ら
か
に
子
安
観
音
様
の
前
に

木
札
は
な
く
、
手
が
６
本
も
あ
る
如
意

輪
観
音
様
の
下
に
「
子
安
観
世
音
菩
薩
」

と
明
記
あ
り
。

「子安観音」（如意輪観音）の木札

その❹

も
ん
で
、
い
っ
ぺ
ん
（
一
緒
）
に
殻

ば
む
い
て
し
ま
ゆ
れ
ば
、
米
ば
と

い
で
飯
の
よ
う
い
ば
し
お
い
や
い

た
。

　

豆
飯
に
ゃ
塩
ば
ち
っ
と
入
れ
て

炊
き
お
い
や
い
た
で
、
飯
ん
し
ゃ

（
お
か
ず
）
も
い
ら
ん
ご
て
ぇ
ん

ま
か
っ
た
で
、
お
ら
ぁ
好
き
じ
ゃ
っ

た
。

　

殻
と
豆
ば
ち
っ
と
ず
つ
オ
ト
シ

に
詰
め
こ
ぅ
で
あ
す
び
ぎ
ゃ
行
け

ば
、
あ
す
び
場
の
堂
さ
ん
の
前
ん

何
人
か
集
ま
っ
と
っ
た
で
「
今
夜

は
お
っ
ぎ
ゃ
ぁ
は
豆
飯
ぞ
ぉ
」
て
剥

い
て
き
た
殻
と
豆
ば
見
せ
ぶ
ら
か

し
な
が
ら
、
バ
ン
サ
イ
人
形
作
り

じ
ゃ
っ
た
。

　

生
り
口
ん
方
ば
下
ん
し
て
、
先

ん
方
の
豆
の
入
っ
所
ん
の
下
ち
ゃ

穴
ば
表
裏
ん
開
け
て
、
そ
こ
ら
付

近
に
生
え
と
る
ヤ
ブ
レ
傘
ん
時
ん

使
う
メ
シ
バ
の
茎
ば
穴
ん
中
き
ゃ

通
え
て
、
殻
か
ら
一
寸
ず
つ
ぐ

り
ゃ
ぁ
で
う
ち
切
り
、
そ
ん
先
ん

豆
ば
二
つ
方
と
め
刺
し
て
、
真
ん

中
ん
な
っ
所
ば
折
り
曲
げ
た
て
ぇ
、

別
の
長
ん
か
茎
ば
半
分
に
折
り
曲

げ
た
と
ん
、
豆
の
ち
ぃ
と
る
茎
ん

引
っ
掛
け
合
わ
せ
っ
か
ら
、
殻
ば

合
わ
せ
て
、
長
ん
か
茎
ば
上
げ
下

げ
す
れ
ば
豆
の
ち
ぃ
と
る
茎
の
バ
ン

ザ
イ
ば
し
お
っ
と
の
判
れ
ば
、
殻

ん
合
わ
せ
目
ん
開
か
ん
ご
て
ぇ
、

別
の
草
ん
葉
で
く
び
れ
ば
出
来
上

が
り
じ
ゃ
っ
た
。

【
ま
つ
ふ
ね
・
ひ
ろ
み
つ
／
青
井
阿
蘇

神
社
・
文
化
苑
「
童
遊
館
」】

　

学
校
か
ら
も
ど
っ
て
あ
す
び

ぎ
ゃ
ぁ
行
こ
う
し
お
れ
ば
、
母
さ

ん
の
「
豆
飯
ば
し
て
く
る
っ
で
、
エ

ン
ド
ウ
の
殻
ば
む
け
」
て
言
わ
ん

エ
ン
ド
ウ
豆
の

バ
ン
ザ
イ

絵と文／松舟博満
おっとわっとあすび その㊳
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八
代
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
。

　

母
が
二
十
歳
ぐ
ら
い
の
写
真

で
あ
っ
た
。

　

私
が
一
歳
一
か
月
の
時
に
他
界

し
、
顔
も
声
も
何
の
思
い
出
も

な
い
私
に
と
っ
て
は
、
こ
の
手
紙

と
写
真
が
ど
れ
ほ
ど
嬉
し
か
っ

た
こ
と
か
。
写
真
を
胸
に
し
っ
か

り
抱
き
し
め
声
を
出
し
て
泣
い

て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
書
い
て

い
て
も
涙
が
流
れ
て
く
る
。

　

高
齢
で
も
あ
り
、
す
ぐ
に
八

代
に
お
礼
方
々
面
会
に
行
っ
た

時
、
実
母
に
会
え
た
様
に
嬉
し

か
っ
た
。
そ
の
時
「
い
つ
か
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
ど
自
慢
に
出
て
元
気
な
姿

を
見
せ
て
あ
げ
ま
す
ね
。
だ
か

ら
生
き
て
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ

た
。

　

私
の
母
も
、
母
の
姉
妹
も
、

若
く
し
て
他
界
し
た
。
母
の
親

戚
は
誰
も
い
な
い
も
の
と
思
っ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
母
の
い
と

こ
に
あ
た
る
人
か
ら
一
通
の
手

紙
が
届
い
た
。

　
「
貴
女
の
お
母
さ
ん
か
ら
昔

手
紙
を
も
ら
い
ま
し
た
。『
私
に

子
供
が
生
ま
れ
、
そ
の
子
に
あ

な
た
の
ヨ
シ
ノ
さ
ん
の
名
前
を

も
ら
い
芳
野
と
名
付
け
ま
し
た
』

と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
貴
女

の
お
母
さ
ん
と
一
緒
に
写
っ
た
写

真
を
今
ま
で
持
っ
て
い
ま
し
た

が
、
こ
れ
か
ら
は
芳
野
さ
ん
が

持
っ
て
い
た
方
が
良
い
と
思
い
送

り
ま
す
」
と
書
か
れ
、
白
黒
の

一
枚
の
写
真
が
入
っ
て
い
た
。

　

ヨ
シ
ノ
さ
ん
は
今
九
十
歳
で

上杉芳野の「あがっ段」㊺

いつかきっと

　

ヨ
シ
ノ
さ
ん
も
大
変
喜
ば
れ

「
楽
し
み
に
待
っ
と
り
ま
す
け
ん

な
」
と
言
わ
れ
た
。
今
は
病
院

に
入
院
し
て
お
ら
れ
、
体
が
弱
っ

て
お
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ど
自
慢
の

申
し
込
み
で
あ
る
。
八
代
会
場
、

阿
蘇
会
場
に
申
し
込
ん
だ
が
予

選
通
過
の
通
知
は
来
な
い
。

　

し
ば
ら
く
し
て
今
度
は
水
俣

市
で
開
催
と
聞
い
て
直
ぐ
に
申

し
込
み
を
出
し
た
。
そ
う
し
た

ら
予
選
に
出
ら
れ
る
通
知
が
来

た
。

　

待
ち
に
待
っ
た
通
知
で
あ
る
。

　

嬉
し
く
て
友
人
た
ち
に
そ

の
こ
と
を
話
し
た
ら
「
芳
野

ち
ゃ
ん
が
の
ど
自
慢
に
出
る
げ

な
！
」
と
話
が
広
が
り
、大
阪
、

を
う
ま
く
伝
え
ら
れ
ず
古
希
の

記
念
に
祝
賀
会
に
も
行
か
ず
、

の
ど
自
慢
に
か
け
て
い
る
事
、

母
の
い
と
こ
の
ヨ
シ
ノ
さ
ん
の

事
も
言
え
な
か
っ
た
。

　

見
事
落
選
で
あ
っ
た
。
山
に

こ
も
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
落
ち

た
の
を
喜
ん
だ
の
は
古
希
の
祝

い
に
参
加
し
た
同
級
生
た
ち
で

あ
っ
た
。
予
選
会
の
帰
り
道
に

運
転
中
の
主
人
に
愚
痴
を
こ
ぼ

し
て
泣
い
て
し
ま
っ
た
。「
も
う

の
ど
自
慢
は
見
ろ
ぐ
た
る
も
な

か
」
と
。

　

し
か
し
、
こ
の
１
～
２
か
月

皆
の
心
が
私
が
の
ど
自
慢
に
出

る
か
も
し
れ
な
い
と
ワ
ク
ワ
ク

ド
キ
ド
キ
し
て
盛
り
上
が
り
皆

が
楽
し
み
に
し
て
い
た
か
ら
町

幕
ま
で
作
っ
て
頂
き
壮
行
会
ま

で
開
い
て
頂
い
た
。
予
選
会
と

い
う
だ
け
で
こ
ん
な
に
盛
り
上

が
る
な
ん
て
思
っ
て
も
い
な
か
っ

た
。

　

娘
に
「
こ
ぎ
ゃ
ん
大お

お
ご
と事

に
な

る
て
思
わ
ん
じ
ゃ
っ
た
。
も

し
つ
っ
こ
け
た
ら
、
ど
じ
ゃ

ん
し
ゅ
う
か
」
と
言
っ
た
ら

娘
は
「
サ
ァ
ー
そ
り
ゃ
あ
大

変
ば
い
、
山
に
こ
も
ん
な
い

よ
」
と
言
っ
た
。

　

水
俣
市
で
の
開
催
の
予
選

会
に
出
た
。
水
前
寺
清
子
の

「
３
６
５
歩
の
マ
ー
チ
」
を

衣
装
も
可
愛
く
手
と
足
も

元
気
よ
く
動
か
し
歌
っ
た
。

歌
っ
た
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
失
敗
し
た
。
自
分
の
思
い

京
都
、
東
京
か
ら
の
応
援
の

声
が
届
い
た
。

　

人
吉
球
磨
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

仲
間
の
人
た
ち
は
「
芳
野
ち
ゃ

ん
ば
絶
対
、
本
選
に
通
し
て
や

ろ
う
」
と
皆
で
話
し
合
い
横
断

の
活
性
化
に
も
な
っ
た
と
、
あ

る
人
か
ら
聞
い
た
。

　
「
そ
う
か
！
そ
う
な
の
か
！
よ

し
、
や
る
し
か
な
い
！
」。

　

今
度
か
ら
の
作
戦
は
や
り
方

を
変
え
て
、
こ
そ
っ
と
、
あ
っ

ち
こ
っ
ち
の
会
場
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

ど
自
慢
に
応
募
し
て
、
何
と
か

通
過
し
て
予
選
会
に
出
ら
れ
た

ら
、
こ
そ
っ
と
行
っ
て
、
誰
に

も
言
わ
ず
に
挑
戦
せ
ん
ば
ん
。

　

い
つ
の
日
か
出
場
で
き
る
ま

で
人
に
ゃ
言
わ
ず
に
せ
ん
ば
ん
。

　

私
の
出
場
を
楽
し
み
に
し
て

い
る
人
た
ち
に
感
謝
し
な
が

ら
、
皆
に
笑
顔
と
元
気
を
与
え

る
た
め
に
挑
戦
た
い
。

【
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
】

仲間の人たちが開いてくれた壮行会にて
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３
日
目
（
10
月
３
日
）
続
き

　

中
部
市
場
で
乗
っ
た
タ
ク
シ
ー
運
転
手

に
仁
寺
洞
と
行
き
先
を
告
げ
た
ら
、
デ
モ

で
中
ま
で
行
け
な
い
、
近
く
ま
で
で
い
い
か

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
Ｏ
Ｋ
と
返
事
し
て
、

仁
寺
洞
の
近
く
の
パ
ゴ
ダ
公
園
で
降
り
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
先
は
解
放
区
に
な
っ
て

い
て
、車
は
通
行
止
め
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
の
マ
ス
コ
ミ
は
、
主
に
反
文
在
寅

派
の
動
き
に
注
目
し
て
、
韓
国
の
世
論
真
っ

二
つ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
私
は
違

う
と
感
じ
ま
し
た
。
李
哲
の
話
を
聞
い
て

も
、
権
力
が
集
中
し
て
い
る
韓
国
検
察
を

改
革
し
民
主
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
が

多
い
と
感
じ
ま
す
。
私
は
せ
っ
か
く
こ
の
広

い
通
り
を
歩
け
る
の
だ
か
ら
「
文
在
寅
フ
ァ

イ
ト
」
と
い
う
気
持
ち
で
歩
い
て
き
ま
し

た
。
翌
日
は
、
同
じ
よ
う
な
規
模
で
文
在

寅
大
統
領
支
持
派
の
集
会
・
デ
モ
が
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。

　

夜
は
「
山
村
」
と
い
う
お
坊
さ
ん
が
始

め
た
山
菜
料
理
の
店
へ
行
き
ま
し
た
。
肉
・

魚
は
一
つ
も
出
な
い
店
で
、メ
ニ
ュ
ー
も
コ
ー

ス
料
理
一
つ
だ
け
。
テ
ー
ブ
ル
に
着
く
な
り

す
ぐ
料
理
が
出
て
来
ま
し
た
。
お
か
み
さ

ん
は
、
日
本
語
が
堪
能
で
、
キ
キ
ョ
ウ
の

根
や
朝
鮮
人
参
や
日
本
で
は
あ
ま
り
見
な

い
山
菜
な
ど
を
い
ろ
い
ろ
と
説
明
し
て
く

れ
ま
し
た
。
食
べ
終
え
た
こ
ろ
店
内
で
韓

国
舞
踊
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

４
日
目
（
10
月
４
日
）　

　

歩
行
困
難
の
徳
さ
ん
は
す
っ
か
り
歩
け

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ホ
テ
ル
の
コ

ン
ビ
ニ
で
朝
食
を
買
い
込
み
、
タ
ク
シ
ー
で

韓
国「
全チ

ョ
ン
ジ
ュ州

」
訪
問
記 

㊦

李
哲
さ
ん
を
救
う
会
全
国
連
絡
会
代
表
　
宮
﨑  

勇
市

10月5日にあった民主派のデモ（李哲氏撮影）

に
あ
る
民
宿
に
案
内
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

民
宿
は
李
東
昌
氏
の
同
級
生
が
経
営
し
て

い
る
韓
国
の
昔
の
様
式
の
建
物
で
、
２
年

前
に
建
て
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
全
州

韓
屋
村
は
、
昔
の
建
物
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
、
大
変
な
観
光
地
に
な
っ

て
い
ま
す
。
日
本
の
京
都
を
思
わ
せ
る
と

こ
ろ
で
、
レ
ン
タ
ル
の
韓
服
を
着
て
歩
い
て

い
る
観
光
客
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
荷
物
を
お
い
て
南
門
市
場
へ

行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
イ
カ
キ
ム
チ
・
タ

コ
キ
ム
チ
・
チ
ャ
ン
ジ
ャ
・
牡
蠣
キ
ム
チ
・

明
太
子
な
ど
を
買
い
、
郵
便
局
か
ら
送
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
の

箱
を
買
い
、
郵
便
局
に
向
か
い
ま
し
た
。

郵
便
局
で
は
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
の
箱
で
は

な
く
、
段
ボ
ー
ル
の
箱
に
荷
造
り
し
て
く

れ
ま
し
た
。
荷
造
り
を
し
て
く
れ
る
な
ん

て
日
本
と
違
う
な
あ
と
感
心
し
た
も
の
で

し
た
。

ま
す
。
バ
ス
が
多
い
の
で
、
中
央
寄
り
の
１

車
線
は
バ
ス
専
用
車
線
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

昼
に
到
着
。
全
州
で
は
、
高
校
で
日
本

語
を
教
え
て
い
る
先
生
・
李
東
昌
氏
が
待
っ

て
い
て
く
れ
ま
し
た
。
金
曜
日
な
の
で
早

退
し
て
来
て
く
れ
ま
し
た
。
全
州
韓
屋
村

シ
ャ
ト
ル
バ
ス
乗
り
場
へ
。

　

ソ
ウ
ル
か
ら
全
州
へ
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
で
移

動
。
３
時
間
半
の
旅
で
す
。
昔
は
中
央
分

離
帯
が
無
く
、
上
り
下
り
で
10
車
線
の
滑

走
路
に
も
使
え
る
高
速
道
路
を
走
り
ま

す
。
今
は
中
央
に
低
い
壁
が
設
け
て
あ
り

「南門市場」で

日本の京都を思わせる「全州韓屋村」
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お
祭
り
会
場
の
近
く
の
中
華
の
店
で

チ
ャ
ン
ポ
ン
や
じ
ゃ
じ
ゃ
麵
と
メ
ッ
チ
ュ
で

昼
食
を
と
り
ま
し
た
。
辛
い
け
ど
美
味
し

い
麺
で
し
た
。

　

全
州
に
戻
り
、
韓
屋
村
を
回
っ
て
み
ま

し
た
が
、
さ
す
が
に
５
日
目
と
な
る
と
疲

れ
も
出
て
来
ま
す
。
少
し
休
ん
で
、
全
州

マ
ッ
コ
リ
の
店
へ
。
日
本
の
居
酒
屋
風
の
店

で
、
ま
あ
賑
や
か
な
こ
と
。
普
通
に
喋
っ

て
も
聞
こ
え
ま
せ
ん
。
店
全
体
が
大
き
な

声
で
喋
っ
て
い
る
の
で
す
。「
こ
う
で
な
く

ち
ゃ
、
盛
り
上
が
ら
な
い
ん
だ
」
と
李
東

昌
先
生
。
料
理
の
量
も
多
く
、
イ
イ
ダ
コ

の
活
き
た
の
を
ト
ン
グ
で
持
っ
て
来
て
、
鋏

で
細
か
く
切
っ
て
く
れ
て
、
動
い
て
い
る
タ

コ
を
刺
身
で
食
べ
ま
す
が
、
頬
っ
ぺ
た
の
裏

に
く
っ
付
い
て
し
ま
い
ま
す
。
マ
ッ
コ
リ
は

薬
缶
に
入
れ
て
出
て
来
ま
し
た
。
マ
ッ
コ
リ

の
上
澄
み
（
陶
陶
酒
）
と
所
謂
マ
ッ
コ
リ

が
別
々
に
運
ば
れ
て
き
ま
す
。

５
日
目
（
10
月
５
日
）

　

こ
の
日
は
、
も
う
一
人
自
然
科
学
の
先
生

も
加
わ
り
、
８
人
で
車
２
台
で
崔
鐘
薫
先

生
の
故
郷
・
公
州
へ
向
か
い
ま
し
た
。
崔

鐘
薫
先
生
は
ホ
ン
ダ
の
シ
ビ
ッ
ク
に
乗
り
、

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
ホ
ー
ク
ス
の
試
合
も
福
岡
に

見
に
行
く
と
い
う
日
本
贔
屓
の
方
で
す
。

　

公
州
に
は
城

跡
が
あ
り
、
豊

臣
秀
吉
も
攻
め

て
来
た
と
言
っ

て
い
ま
し
た
。

こ
こ
は
、
市
民

の
憩
い
の
場
に

な
っ
て
い
る
よ

う
で
す
が
、
こ

の
日
は
お
祭
り

を
や
っ
て
い
て

大
変
賑
わ
っ
て

い
ま
し
た
。

　

夜
は
、
李
東
昌
先
生
の
同
僚
で
教
頭
先

生
の
崔
鐘
薫
先
生
も
来
て
く
れ
て
、
豚
肉
の

焼
肉
で
夕
食
で
す
。
メ
ッ
チ
ュ
と
チ
ャ
ミ
ス
ル

（
韓
国
の
焼
酎
）
で
宴
会
で
す
。
盛
り
上
が

り
ま
し
た
。
チ
ャ
ミ
ス
ル
を
飲
み
す
ぎ
て
意

識
不
明
者
（
宮
）
が
一
人
出
ま
し
た
。

城跡ではお祭りをやっていた

公州にある「城跡」で。（左端が李東昌先生、右端は崔鐘薫先生）

　

李
東
昌
先
生
た
ち
は
も
う
少
し
飲
ん
で

か
ら
帰
る
と
、２
軒
目
に
向
か
い
ま
し
た
。

６
日
目
（
10
月
６
日
）

　

い
よ
い
よ
帰
る
日
に
な
り
ま
し
た
。

　

バ
ス
や
タ
ク
シ
ー
か
ら
通
り
を
見
て
い

る
と
「
NO
安
倍
」
と
い
う
旗
が
た
く
さ
ん

見
え
ま
し
た
。「N

O
 JAPAN

」
で
は
な
く

「
NO
安
倍
」
で
し
た
。

　

日
韓
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
な
か
、
韓

国
市
民
は
私
た
ち
日
本
人
に
対
し
て
ど
う

だ
ろ
う
と
少
し
は
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
み

ん
な
友
好
的
で
し
た
。
一
度
も
議
論
を
吹

き
か
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
い
が
み
合
っ
て
も
何
も
い
い
こ
と
が
無

い
。
交
流
す
る
な
か
で
理
解
し
合
い
、
友

好
を
深
め
る
こ
と
が
平
和
に
繋
が
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
実
感
し
た
訪
韓
で
し
た
。

【
み
や
ざ
き
・
ゆ
う
い
ち
／
球
磨
郡
湯
前
町
】

も
対
応
し
て
く
れ
る
よ
う
で
す
。
ソ
ウ
ル

で
タ
ク
シ
ー
が
空
車
で
も
止
ま
っ
て
く
れ
な

か
っ
た
の
は
、
ス
マ
ホ
で
呼
ば
れ
て
い
た
か

ら
で
は
な
い
か
と
妙
に
納
得
し
ま
し
た
。

そ
の
代
わ
り
タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
は
名
刺

や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
せ
る
と
運
転
手
は
ナ

ビ
に
入
れ
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

私
た
ち
の
疲
れ
を
察
し
た
の
か
、
李
東

昌
先
生
が
タ
ク
シ
ー
を
呼
ん
で
く
れ
ま
し

た
。
韓
国
で
は
ス
マ
ホ
で
タ
ク
シ
ー
を
呼
ぶ

と
、
呼
ん
で
い
る
人
の
位
置
が
す
ぐ
わ
か

る
よ
う
で
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
タ
ク
シ
ー
が

や
っ
て
き
ま
す
。
代
行
運
転
も
出
前
も
こ

の
方
式
で
住
所
や
居
場
所
を
言
わ
な
く
て

「全州韓屋村」の伝統家屋（学校）

日本の居酒屋風の「マッコリの店」
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今
年
一
月
十
二
日
、人
吉
市
東
西
コ
ミ
セ
ン
で
毎
年
恒
例
の「
川

辺
川
利
水
訴
訟
原
告
団
」
主
催
の
新
年
会
が
あ
っ
た
。
受
け
付

け
を
し
て
い
る
と
板
井
八
重
子
先
生
の
姿
を
見
か
け
た
。

　
「
あ
ら
優
先
生
は
？
」
と
尋
ね
る
と
「
後
ろ
に
居
ま
す
よ
」
と

言
わ
れ
、
私
が
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
見
回
す
と
、
白
ひ
げ
を
た
く
わ
え
た

優
先
生
が
立
っ
て
お
ら
れ
た
。「
わ
ー
先
生
、仙
人
の
ご
た
る
、カ
ッ

コ
イ
イ
」
と
思
わ
ず
抱
き
つ
く
と
、
い
つ
も
の
よ
う
に
大
き
な
口
を

開
け
、カ
ッ
カ
ッ
カ
ー
と
笑
わ
れ
た
が
、そ
の
音
量
は
小
さ
か
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
一
ヶ
月
も
せ
ぬ
う
ち
に
悲
報
を
聞
く
と
は
…
。
先
生

早
す
ぎ
ま
す
。
悲
し
い
で
す
。
ま
だ
川
辺
川
も
く
す
ぶ
っ
て
い
ま

す
よ
。
瀬
戸
石
ダ
ム
の
撤
去
ま
で
は
生
き
て
て
欲
し
か
っ
た
。
立

野
・
石
木
・
路
木
も
ダ
ム
な
し
治
水
推
進
派
の
ヒ
ー
ロ
ー
を
失
い
、

　

川
辺
川
で
計
画
さ
れ
た
ダ
ム
の
利
水
を
巡
る
訴
訟
で
弁
護
団
長

を
務
め
、
逆
転
勝
訴
に
導
い
た
弁
護
士
の
板い

た

井い

優ま
さ
るさ
ん
が
２
月
11

日
、
腎
不
全
の
た
め
熊
本
市
の
病
院
で
逝
去
さ
れ
た
。
70
歳
、
那

覇
市
出
身
。

板
井
優
さ
ん
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　

１
９
７
９
年
弁
護
士
登
録
。
川
辺
川
ダ
ム
を
水
源
と
す
る
農
林

水
産
省
の
土
地
改
良
事
業
の
是
非
を
争
っ
た
川
辺
川
利
水
訴
訟
で

２
０
０
３
年
、
農
家
側
の
訴
え
を
退
け
た
一
審
判
決
を
覆
す
逆
転

勝
訴
判
決
を
勝
ち
取
っ
た
。
ダ
ム
計
画
は
08
年
に
熊
本
県
知
事
が

「
白
紙
撤
回
」
を
表
明
、
事
業
は
休
止
し
て
い
る
。
熊
本
地
裁
が

１
９
８
７
年
に
国
や
熊
本
県
の
行
政
責
任
を
初
め
て
認
め
た
水
俣

病
第
３
次
訴
訟
で
は
弁
護
団
事
務
局
長
を
務
め
、
ハ
ン
セ
ン
病
国

賠
訴
訟
な
ど
多
く
の
集
団
訴
訟
に
携
わ
っ
た
ほ
か
、「
原
発
な
く
そ

う
！
九
州
玄
海
・
川
内
訴
訟
弁
護
団
」
の
共
同
代
表
も
務
め
た
。

故
板
井
優
弁
護
士
を
偲
ぶ

追 悼

一
人
の
千
歩
よ
り
千
人
の
一
歩

　

 

緒
方
雅
子

ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
。

　

私
は
球
磨
川
水
害
被
災
者
と
し
て
実
家
の
嵩
上
げ
工
事
の
件

で
、
国
交
省
と
の
間
で
書
類
上
の
不
正
な
か
ら
く
り
が
あ
っ
た
際
、

先
生
に
助
け
を
求
め
た
。
先
生
は
す
ぐ
所
長
を
事
務
所
に
呼
び
つ

け
「
君
た
ち
は
利
水
だ
け
で
は
懲
り
ず
に
、
ま
た
嵩
上
げ
で
も
バ

カ
を
や
る
の
か
！
」
と
怒
鳴
り
つ
け
ら
れ
た
。
お
陰
で
漆
口
地
区

の
嵩
上
げ
工
事
は
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た

そ
の
後
、
末
期
ガ
ン
の
夫
や
突
然
死
し
た
長
男
を
亡
く
し
た
時
、

先
生
は
そ
っ
と
寄
っ
て
来
て
「
大
丈
夫
か
、
君
な
ら
大
丈
夫
だ
ね
」

と
声
を
か
け
ら
れ
、
私
は
「
大
丈
夫
で
す
」
と
涙
声
で
空
威
張
り

で
答
え
た
。
先
生
は
「
優
」
と
い
う
名
前
の
通
り
、優
し
い
方
だ
っ

た
。

　

先
生
の
残
し
た
言
葉
、「
一
人
の
千
歩
よ
り
千
人
の
一
歩
」
の
言

を
噛
み
し
め
て
、
こ
れ
か
ら
も
生
き
て
ま
い
り
ま
す
。

　

あ
の
世
で
は
、
梅
山
究
さ
ん
や
ひ
げ
の
毛
利
さ
ん
な
ど
と
酒
盛

り
を
し
て
、「
カ
チ
ャ
ー
シ
ー
」
を
踊
っ
て
い
て
く
だ
さ
い
。
お
っ

つ
け
私
ド
ン
も
追
っ
つ
き
ま
す
ケ
ン
。
ジ
ャ
ッ
デ
、
ホ
ン
ナ
コ
テ
待
っ

て
て
ハ
イ
ヨ
。
先
生
、
ダ
ン
ダ
ン
ナ
ー
。

【
お
が
た
・
ま
さ
こ
／
八
代
市
】

板井先生（右）60 歳のお祝い会にて漁協関係で頑張った故・毛利正二さん（左）と。
この後カチャーシーを踊られた
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運
動
で
大
阪
の
株
主
総
会
に
乗
り
込
ん
だ
時
、
私
は
患
者
さ
ん
の

健
康
管
理
目
的
で
随
行
し
ま
し
た
。

　

板
井
さ
ん
は
１
９
８
６
年
よ
り
水
俣
に
住
ん
で
、
水
俣
病
国

家
賠
償
訴
訟
を
始
め
多
く
の
裁
判
・
法
律
問
題
に
取
り
組
ま
れ
、

奥
様
の
八
重
子
さ
ん
は
医
師
と
し
て
水
俣
病
患
者
の
検
診
・
治
療

に
当
ら
れ
、
ご
夫
婦
で
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
力
を
注
い
で
こ
ら

れ
ま
し
た
。

　

そ
の
間
私
も
原
田
正
純
先
生
を
訪
ね
、
熊
本
大
学
の
学
生
や

全
国
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
き
た
若
者
等
と
共
に
水
俣
病
の
学
習
や

調
査
な
ど
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
。
一
方
で
地
元
相
良
村
の
住
民

の
診
療
、
健
康
管
理
に
つ
い
て
、
水
俣
病
か
ら
学
ん
だ
環
境
問
題

に
関
心
を
持
ち
、
例
え
ば
ゴ
ル
フ
場
建
設
に
つ
い
て
の
反
対
運
動

な
ど
に
参
加
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
当
時
進
み
つ
つ

あ
っ
た
川
辺
川
ダ
ム
が
地
域
の
環
境
に
影
響
あ
た
え
る
勉
強
し
、

１
９
８
９
年
に
『
清
流
球
磨
川
・
川
辺
川
を
未
来
に
手
渡
す
流

域
郡
市
民
の
会
（
手
渡
す
会
）』
の
基
に
な
る
集
会
に
参
加
し
、

ダ
ム
は
自
然
破
壊
で
、
地
域
住
民
の
健
康
や
、
地
域
の
破
壊
に
つ

な
が
る
事
を
学
び
ま
し
た
。

　

板
井
さ
ん
は
「
脱
ダ
ム
へ
の
道
の
り
」
②
の
序
文
に
、「
川
辺
川
・

　

板
井
優
さ
ん
と
初
め
て
会
っ
た
の
は
水
俣
病
裁
判
に
関
し
て
、

問
題
の
解
決
に
向
け
て
県
内
の
市
町
村
議
会
に
水
俣
病
事
件
解

決
の
決
議
を
要
請
す
る
た
め
に
、
相
良
村
を
訪
ね
て
こ
ら
れ
た
時

で
し
た
。
板
井
さ
ん
が
水
俣
病
裁
判
に
か
か
わ
っ
て
い
る
事
は
知
っ

て
い
ま
し
た
が
、
お
会
い
し
た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時

の
相
良
村
議
長
に
案
内
さ
れ
た
板
井
さ
ん
は
恰
幅
が
良
く
て
、
エ

ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
戦
う
弁
護
士
と
い
う
印
象
で
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
に
も
水
俣
病
裁
判
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
事
は
知
っ
て

い
ま
し
た
。
板
井
さ
ん
の
著
書
「
裁
判
を
住
民
と
共
に
」
①
に

１
９
６
９
年
６
月
、
水
俣
病
第
一
次
訴
訟
が
提
訴
さ
れ
、
原
告

団
長
渡
辺
栄
蔵
さ
ん
が
裁
判
に
臨
ん
で
、
熊
本
地
裁
の
広
場
で

「
今
日
、
只
今
よ
り
国
家
権
力
と
対
峙
し
ま
す
」
と
の
決
意
を

述
べ
た
事
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
所
に
同
席
し
て
い
た
の

で
、
そ
の
言
葉
が
私
も
直
に
聞
い
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き

に
は
面
識
も
な
く
、
そ
れ
以
後
も
長
く
お
会
い
す
る
機
会
も
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
１
９
７
０
年
、
原
告
団
は
一
株
株
主

水
俣
、
川
辺
︱
板
井
優
さ
ん
と
私

　

 

緒
方
俊
一
郎

た
。
そ
れ
ま
で
農
民
（
地
域
の
住
民
）
は
官
（
行
政
）
に
対
し
て

一
般
に
物
を
言
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
農
水
省
を
は
じ
め
行
政

側
が
水
代
は
タ
ダ
だ
と
説
明
を
し
て
利
水
事
業
を
強
行
す
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ダ
ム
の
水
は
い
ら
な

い
と
言
う
農
民
の
声
を
集
め
て
農
水
省
に
突
き
つ
け
る
具
体
的
な

戦
術
を
板
井
さ
ん
に
指
導
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

結
果
と
し
て
、
利
水
裁
判
が
福
岡
高
裁
で
勝
利
判
決
を
得
た

こ
と
が
引
き
金
に
な
っ
て
川
辺
川
ダ
ム
建
設
の
中
止
に
至
り
ま
し

た
。
板
井
さ
ん
は
「
住
民
こ
そ
が
主
人
公
」
と
い
う
だ
け
で
戦
い

を
勝
利
で
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
、
流
域
住
民
が

自
ら
の
問
題
と
し
て
立
ち
上
が
り
闘
う
中
に
こ
そ
勝
利
の
秘
密
が

隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。（
中
略
）
住
民
が
主
人
公
に
な
る
に
は
情

報
が
必
要
で
す
。（
中
略
）
憲
法
上
は
国
民
主
権
で
あ
る
が
、
実

態
は
江
戸
時
代
と
同
様
「
寄
ら
し
む
べ
し
、
知
ら
し
し
む
べ
か
ら

ず
」
と
い
う
論
理
が
支
配
し
て
い
ま
す
。

球
磨
川
は
ま
さ
に
そ
の
清
流
ゆ
え
に
流
域
住
民
に
愛
さ
れ
、『
宝

の
川
』
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
清
流
の
水
を
飲
み
、
泳
い

だ
経
験
や
尺
鮎
を
は
じ
め
と
す
る
豊
か
な
川
の
恵
み
、
山
・
川
・

海
に
つ
な
が
る
豊
か
な
環
境
と
魚
介
類
が
こ
よ
な
く
愛
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
漁
民
や
農
民
、
住
民
の
戦
い
の
原
点
は

こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

手
渡
す
会
と
は
別
に
多
目
的
ダ
ム
の
も
う
一
つ
の
目
的
と
さ

れ
た
川
辺
川
利
水
事
業
が
受
益
農
家
の
負
担
に
な
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

１
９
９
３
年
12
月
、
原

告
団
長
の
梅
山
究
氏
の

家
に
集
ま
っ
て
板
井
さ
ん

か
ら
説
明
を
聞
き
、
提

訴
す
る
事
に
な
り
ま
し

た
。
国
の
利
水
事
業
に

異
議
を
感
じ
て
い
る
農

家
を
す
べ
て
結
集
し
、

原
告
団
を
結
成
し
そ
の

手
続
き
を
協
議
し
ま
し

　

参
考

①
「
裁
判
を
住
民
と
共
に
」
～
ヤ
ナ
ワ
ラ
バ
ー
弁
護
士
奮
闘
記
～
（
熊
本

日
日
新
聞
社
）

②
「
脱
ダ
ム
へ
の
道
の
り
」
～
こ
う
し
て
住
民
は
川
辺
川
ダ
ム
を
止
め
た
！

～
（
熊
本
出
版
文
化
会
館
）

農水相上告断念を祝う（土肥勲嗣氏提供）
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に
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
年
（
２
０
２
０
）
１
月
12
日
に
毎
年
行
っ
て
い
る
新
年
学
習

講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
今
年
は
綿
密
な
取
材
問
題
点
を
明

ら
か
に
し
、
ダ
ム
建
設
阻
止
に
大
き
な
貢
献
を
さ
れ
た
元
毎
日
新

聞
の
記
者
・
福
岡
賢
正
氏
に
『
国
が
壊
す
理
由
』
を
人
吉
市
東

西
コ
ミ
セ
ン
で
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
会
場
に
奥
様
に
付

き
添
わ
れ
て
お
出
で
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
感
動
し
ま
し
た
。
過
去

に
お
会
い
し
た
姿
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
衰
弱
さ
れ
て
い

た
の
で
、
心
身
の
ご
負
担
を
心
配
し
た
も
の
で
し
た
。

　

毎
年
の
新
年
学
習
会
や
川
辺
川
現
地
調
査
を
始
め
機
会
あ
る

ご
と
に
理
路
整
然
と
、
説
得
力
の
あ
る
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
て

い
ま
し
た
。
弁
護
士
と
し
て
大
き
な
事
件
を
い
く
つ
も
勝
利
に
導

か
れ
た
こ
と
、
太
平
洋
戦
争
で
筆
舌
に
つ
く
し
難
い
経
験
を
し
た

沖
縄
出
身
で
、
酒
が
入
る
と
に
ぎ
や
か
な
踊
り
を
披
露
し
、
一
緒

に
踊
れ
と
誘
っ
て
い
た
明
る
い
宴
席
の
事
も
懐
か
し
い
思
い
出
で

す
。
板
井
さ
ん
の
最
期
を
含
め
、
そ
の
生
き
様
に
深
く
敬
意
を
捧

げ
、
板
井
優
さ
ん
と
出
会
え
た
こ
と
を
幸
せ
に
思
い
ま
す
。

【
お
が
た
・
し
ゅ
ん
い
ち
ろ
う
／
相
良
村
】

　

ま
た
、
戦
い
の
歴
史
の
中
で
目
覚
め
た
住
民
が
個
別
に
戦
っ

て
き
た
の
を
、
ダ
ム
推
進
派
が
地
域
社
会
で
差
別
・
孤
立
化
さ

せ
、
更
に
は
一
族
の
も
の
を
役
所
や
農
協
な
ど
の
職
場
か
ら
解
雇

し
追
放
す
る
と
い
う
乱
暴
な
形
で
ダ
ム
推
進
の
世
論
を
作
り
上
げ

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
自
ら
が
主
人
公
で
あ
る
事
を
自
覚

し
て
戦
っ
て
も
ら
え
る
か
が
支
援
を
口
に
す
る
者
の
使
命
で
す
。

川
辺
川
に
関
わ
っ
た
多
く
の
人
た
ち
は
ま
さ
に
住
民
と
支
援
が
お

互
い
を
尊
敬
し
て
謙
虚
に
学
び
あ
う
中
で
闘
い
の
真
実
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
闘
い
の
当
事
者

や
支
援
者
（
団
体
）
同
士
が
互
い
の
意
見
を
尊
重
し
、
ダ
ム
推

進
派
を
包
囲
し
孤
立
化
さ
せ
て
い
く
事
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。
②
と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
視
点
で
、
川
辺
川
ダ
ム
へ
関
わ
っ
て

指
導
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
板
井
さ
ん
の
裁
判
を
通
じ
て
の

問
題
解
決
へ
の
具
体
的
な
指
示
に
よ
り
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
を
中
心

に
利
水
に
対
す
る
署
名
撤
回
運
動
が
大
掛
か
り
に
且
つ
熱
心
に
進

め
ら
れ
、
国
営
事
業
が
い
か
に
地
域
の
農
民
・
住
民
を
犠
牲
に
し

て
進
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
白
日
の
下
に
曝
し
、
川
辺

川
ダ
ム
計
画
自
体
が
題
目
と
は
大
き
な
解
離
を
し
、
地
域
を
破

壊
す
る
も
の
で
あ
る
事
を
県
主
催
の
住
民
討
論
集
会
等
で
明
ら
か

　

私
論
だ
が
、
こ
の
床
屋
の
く
だ
り
は
熊
本
で
は
な
く
東
京

で
の
経
験
を
も
と
に
し
た
創
作
だ
と
推
測
す
る
。

　

今
年
の
２
月
９
日
、
草
枕
交
流
会
館
（
玉
名
市
天
水
町
）

に
て
開
催
さ
れ
た「
原
風
景
で
読
み
解
く『
草
枕
』～
第
５
章
」

に
参
加
し
た
。
地
域
の
方
々
の
朗
読
と
村
田
由
美
氏
（
同

館
長
）
の
講
話
を
楽
し
ん
だ
。
第
５
章
で
は
江
戸
弁
の
床
屋

の
親
方
と
の
会
話
が
軽
快
に
書
か
れ
て
い
る
。

 「
お
い
、
も
う
少
し
、
石
鹸
を
塗
け
て
く
れ
な
い
か
、
痛
く
っ

て
、
い
け
な
い
」

 「
痛
う
が
す
か
い
。
私
ゃ
癇
性
で
ね
、
ど
う
も
、
こ
う
や
っ
て
、

逆
剃
を
か
け
て
、
一
本
一
本
髭
の
穴
を
掘
ら
な
く
っ
ち
ゃ
、
気

が
済
ま
ね
え
ん
だ
か
ら
、
︱
中
略
︱　

我
慢
お
し
な
せ
え
」

 

「
我
慢
は
先
か
ら
、
も
う
だ
い
ぶ
し
た
よ
。
御
願
だ
か
ら
、

も
う
少
し
湯
か
石
鹸
を
つ
け
と
く
れ
」

 

「
我
慢
し
き
れ
ね
え
か
ね
。
そ
ん
な
に
痛
か
あ
ね
え
は
ず
だ

が
。
全
体
、
髭
が
あ
ん
ま
り
、
延
び
過
ぎ
て
る
ん
だ
」

　
　
　
　
　

︱
中
略
︱

 

「
お
い
、
も
う
一
遍
石
鹸
を
つ
け
て
く
れ
な
い
か
。
ま
た
痛
く

な
っ
て
来
た
」

 

「
よ
く
痛
く
な
る
髭
だ
ね
。
髭
が
硬
過
す
ぎ
る
か
ら
だ
。

︱
後
略
」

俗
俳
や
床
屋
の
卓
に
奇
な
る
梅 

　
　

漱
石
32
歳

　

こ
の
句
は
本
誌
20
号
に
も
掲
げ
た
。
床
屋
で
交
さ
れ
る

世
間
話
が
想
像
で
き
る
。
不
自
然
に
ね
じ
曲
げ
ら
れ
た
枝

ぶ
り
の
梅
の
盆
栽
と
の
取
り
合
わ
せ
が
お
か
し
み
を
誘
う
。

秋
晴
に
病
間
あ
る
や
髭
を
剃
る 

　
　

漱
石
43
歳

行
く
春
や
知
ら
ざ
る
ひ
ま
に
頬
の
髭
　  

漱
石
47
歳

鶯
や
髪
剃
あ
て
ゝ
貰
ひ
居
る 

　
　

漱
石
47
歳

　

後
年
に
詠
ま
れ
た
こ
れ
ら
の
句
を
読
む
と
、
胃
を
悪
く

し
て
体
調
を
く
ず
し
た
漱
石
は
髭
を
剃
る
こ
と
を
安
ら
ぎ

と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
残
さ
れ
た
漱
石
の
写
真
の
髭

は
『
草
枕
』
～
第
５
章
に
あ
る
よ
う
に
ど
れ
も
ゴ
ワ
ゴ
ワ

と
硬
い
。

　
　

剛
毛
の
男
や
わ
ら
か
い
小
指

　
　

鯰
髭
さ
わ
る
最
終
局
面
へ

柳人があじわう漱石俳句

   

︱ 

髭 

︱

【
い
わ
さ
き
・
よ
う
こ
／
川
柳
と
俳
句
の
愛
好
家
、
熊
本
市
在
住
】

いわさき楊子

─ ㊽ ─
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１
月
22
日
（
水
）

　

熊
本
南
病
院
の
「
難
病
サ
ロ
ン
み
な
み
」

に
参
加
し
た
。
難
病
を
持
つ
方
の
家
族
の
集

ま
り
で
、
支
援
の
専
門
職
の
方
と
話
し
合
え

る
。
主
に
Ａ
Ｌ
Ｓ
な
ど
の
神
経
難
病
の
ご

家
族
が
多
か
っ
た
が
、
精
神
疾
患
の
ケ
ア
と

は
違
っ
た
ご
苦
労
が
あ
る
の
だ
と
わ
か
っ
た
。

精
神
疾
患
の
場
合
に
は
対
人
関
係
・
就
労
・

金
銭
管
理
と
い
っ
た
生
活
面
に
影
響
が
出
る

こ
と
が
多
く
、
生
活
支
援
を
ど
う
し
て
い
く

か
が
家
族
の
悩
ま
れ
る
ポ
イ
ン
ト
だ
。

　

一
方
Ａ
Ｌ
Ｓ
で
は
認
知
面
の
問
題
は
な

い
ま
ま
に
体
が
動
か
な
く
な
る
の
で
、
呼

吸
機
能
の
低
下
と
と
も
に
痰
の
吸
引
な
ど

の
身
体
面
の
ケ
ア
が
必
要
に
な
る
。
家
族

１
月
21
日
（
火
）

　

養
護
教
諭
の
方
た
ち
の
勉
強
会
で
発
達

症
の
二
次
障
害
の
支
援
に
つ
い
て
お
話
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
（
芦
北
・
水
俣
学
校
保
健

会
養
護
教
諭
等
研
修
会
）。
熱
心
な
方
が

多
く
、
質
問
も
た
く
さ
ん
出
て
う
れ
し
か
っ

た
。

　

学
校
は
教
育
を
行
う
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、

医
療
的
な
支
援
と
も
無
縁
で
は
い
ら
れ
な

く
な
っ
て
い
る
。
発
達
症
の
子
ど
も
た
ち

が
非
常
に
増
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

将
来
は
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
そ
の
も
の
の
な
か

に
、対
人
交
流
の
仕
方
や
、ス
ト
レ
ス
対
処
、

Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
出
し
方
な
ど
を
入
れ
こ
ま
な
い

と
い
け
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

は
夜
も
２
時
間
お
き
に
起
き
て
吸
引
す
る

の
が
大
変
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
地
方

に
な
る
と
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の

支
援
者
の
不
足
も
あ
り
、
ご
家
族
の
負
担

が
大
き
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
疾
患
ご

と
に
困
る
内
容
も
違
い
、
支
援
の
在
り
方

も
違
っ
て
い
る
の
で
、
制
度
化
す
る
の
が
難

し
い
面
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

【
お
き
の
・
や
す
な
り
／
人
吉
市
】

お
休
み
ど
こ
ろ
通
信 

⑬

１
月
の
日
記
よ
り　

  

精
神
科
医
　
興
野
康
也

家族で人吉市五日町にある「おでんや まま家」に。
友人のラッセル光子さんが 1月に開店。お茶室のよ
うな感じで、小さいけど別世界です。

絵と文／坂本福治

その ㊼

　

小
学
二
、三
年
頃
か
、
私
が
住
ん
だ
平
壌
に
は
、
チ
ン
チ

ン
電
車
が
走
っ
て
い
た
。
誰
に
教
え
ら
れ
た
か
思
い
出
せ
な

い
が
、
線
路
に
数
セ
ン
チ
の
釘
を
置
い
て
お
く
と
、
電
車
が

通
過
し
た
あ
と
、
青
竜
刀
の
よ
う
な
形
に
変
身
す
る
。
そ

の
形
を
楽
し
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
首
ね
っ
こ
を
ガ
ン

と
つ
か
む
力
を
感
じ
た
。
電
車
関
係
の
職
員
だ
っ
た
の
だ
。

即
刻
、
こ
の
遊
び
は
卒
業
し
た
。

　

終
戦
後
の
小
学
三
年
の
時
、
敵
だ
っ
た
ソ
連
に
、
何
と
か

し
て
仕
返
し
た
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
。
あ
る
薄
暗
く
な
っ
た

夕
方
、
ソ
連
軍
の
ジ
ー
プ
が
接
近
し
て
来
る
の
が
わ
か
っ
た
。

そ
こ
で
思
い
つ
き
、
ジ
ー
プ
の
直
前
に
レ
ン
ガ
を
放
り
投
げ

た
。
ジ
ー
プ
の
混
乱
を
狙
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ー
プ
は
急
停

止
し
て
、
数
人
の
兵
士
が
降
り
は
じ
め
、
近
く
の
家
の
玄

関
を
ガ
ラ
ガ
ラ
ッ
ト
ン
と
開
け
て
は
怒
鳴
り
、
開
け
て
は
怒

鳴
っ
た
。
私
は
自
宅
に
逃
げ
て
は
ま
ず
い
と
考
え
、
向
か
い

の
家
の
戸
の
裏
に
し
ゃ
が
ん
だ
。
ソ
連
兵
は
何
軒
か
当
た
っ

た
が
、諦
め
て
去
っ
た
。何
と
も
危
な
い
こ
と
を
し
た
も
の
だ
。

奥
の
部
屋
で
は
老
夫
婦
が
何
も
気
づ
か
ず
、
語
り
あ
っ
て
い

た
。

　
　
　

  【
さ
か
も
と
・
ふ
く
じ
／
画
家
、
人
吉
市
】

　
い
た
ず
ら
盛
り
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ま
だ
堅
い
梅
の
蕾
も
赤
く
な
り
冬
の
陽
射
し
に
脹
ら
み
始
む

哀
し
み
に
う
ち
ひ
し
が
れ
し
斎
場
に
花
に
う
も
れ
し
笑
顔
の
遺
影

守
永　

和
久

二
十
年
ぶ
り
に
再
会
せ
し
友
は
変
ら
ぬ
笑
顔
で
昔
の
ま
ま
に

寒
風
を
つ
い
て
牛
乳
宅
配
す
待
ち
居
る
笑
顔
に
感
謝
を
込
め
て

河
内　

徹
夫

「
飲
む
ほ
ど
に
旨
さ
が
増
す
」
と
酔
ひ
て
ゐ
し
夫
は
酒
断
ち
早
や
十
五
年

日
当
た
り
の
庭
に
自
生
の
菜
の
花
は
節
分
の
今
日
満
開
に
揺
る

中
村
美
喜
子

バ
ッ
タ
ー
を
次
々
凡
打
に
仕
留
め
ゆ
く
味
方
ナ
イ
ン
の
声
援
在
り
て

古
書
店
で
偶
然
取
り
た
る
文
庫
本
意
図
に
違
え
ず
未
到
の
道
へ

西　
　

武
喜

病
院
の
診
察
券
な
ど
処
分
せ
り
忘
ら
れ
行
く
か
夫
の
三
回
忌

暖
冬
で
メ
ジ
ロ
五
六
羽
遊
び
来
る
梅
の
古
木
に
春
は
そ
こ
ま
で

釜
田　
　

操

寒
強
く
春
の
訪
れ
ま
だ
ま
だ
と
夜
の
ご
膳
に
蕗
の
薹
載
す

こ
の
頃
は
部
屋
に
こ
も
り
し
日
々
な
れ
ど
梅
の
香
り
に
誘
わ
れ
庭
に

三
原　

光
代

返
納
し
歩
け
歩
け
と
思
へ
ど
も
移
動
は
つ
い
つ
い
車
に
頼
り

朝
夕
の
寒
暖
の
差
補
っ
て
重
ね
着
し
た
れ
ば
つ
ま
づ
き
多
く

中
原　

康
子

厳
冬
の
川
面
に
ぽ
つ
ん
と
炬
燵
舟
再
生
な
る
や
球
磨
川
下
り

日
が
昇
り
シ
ラ
サ
ギ
、
カ
ワ
ウ
群
れ
な
し
て
朝
餉
終
へ
し
や
河
原
に
並
び

橋
詰　

了
一

ひ
む
が
し
の
山
の
端
茜
に
澄
み
と
ほ
り
西
に
満
月
如
月
の
朝

星
の
降
る
夜
の
河
原
の
瀬
の
音
は
も
春
待
つ
大
地
の
詩う

た

と
聞
こ
ゆ
る

令
和
二
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
全
国
短
歌
大
会
入
選
作
品　
　

堀
田　

英
雄

鶺せ

き

れ

い鴒
短
歌
会
　
　
　
二
月
詠
草

　

音
は
テ
イ
で
、
訓
読
み
は
〈
そ

こ
〉。
英
語
で
ば
〝base

〟
な
の
で
、

明
治
に
こ
れ
が
導
入
さ
れ
た
時
は

base ball

を
「
底
球
」
と
訳
し
て

い
た
。
そ
こ
にtennis

が
到
来
。

こ
れ
を
「
庭
球
」
と
訳
し
た
た
め
、
そ
れ
と
混
同
し

な
い
よ
う
に
「
野
球
」
と
改
め
た
。
限
り
な
く
広
が

る
野
原
で
…
外
野
を
越
え
た
打
球
は
ど
こ
ま
で
も
転

が
る
︱
打
者
が
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
２
周
す
れ
ば
２
点
、

３
周
す
れ
ば
３
点
︱
ま
さ
か
？　

し
か
し
雰
囲
気
を

よ
く
表
し
た
名
訳
。
い
ま
は
「
屋
根
球
」
か
？　

ド
ー

ム
と
か
人
工
芝
な
ど
は
選
手
の
健
康
に
と
っ
て
プ
ラ
ス

な
の
か
マ
イ
ナ
ス
な
の
か
気
に
な
る
。
球
団
・
リ
ー
グ
・

親
会
社
・
情
報
関
係
者
の
利
益
の
た
め
な
の
か
？　

そ

れ
と
も
観
衆
の
た
め
な
の
か
？

　

対
意
語
は
「
悪
」
？　

意
味
は
〈
よ

い
・
す
ぐ
れ
て
い
る
・
ま
さ
っ
て
い
る
・

ま
こ
と
に
・
や
や
・
て
が
ら
・
お
っ
と
〉、

字
形
は
《
穀
物
の
中
か
ら
特
に
良
い

も
の
だ
け
を
選
び
だ
す
た
め
の
器
具
の

象
形
》
だ
そ
う
だ
。
良
人
（
お
っ
と
）・
良
町
（
や
や
ま

ち
）・
無
印
良
品
・
良
民
（
賎
民
に
対
し
、
道
徳
的
な
良

悪
と
は
無
関
係
）。
こ
れ
を
旁
に
持
つ
浪
・
狼
・
粮
・
踉
・

莨
は
ど
う
だ
ろ
う
。
良
い
獣
（
オ
オ
カ
ミ
）
？　

踉
は
よ

ろ
め
い
て
お
り
、
そ
ん
な
足
許
を
良
と
は
い
え
ま
い
。
粮か

て

︱
︱
あ
れ
ば
い
い
。そ
の
質
は
問
わ
な
い
。莨た

ば
こ

は
健
康
に
と
っ

て
良
い
草
と
は
い
え
ま
い
。
浪
︱
︱
放
浪
・
浪
人
を
好
ま

し
い
と
言
え
る
か
ど
う
か
。
ウ
ー
ム
？
首
を
捻
り
た
く
な

る
。
妻
が
良
人（
お
っ
と
・
夫
）に
殺
さ
れ
る
事
件
も
あ
る
。

「
良
い
人
」
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
騙
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

　
【
つ
る
か
み
・
か
ん
じ
／
人
吉
市
】

漢和字典は面白い 31

底

良

鶴上寛治

漢字遊び　時には気分転換！
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と
夫
は
結
婚
し
た
ん
じ
ゃ
。
へ
え
で
（
そ
れ

で
）
私
ゃ
あ
新
婚
旅
行
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
に
行
っ
た
ん
じ
ゃ
。
シ
ド
ニ
ー
や
メ
ル
ボ

ル
ン
や
こ
う
行
っ
て
、
で
れ
え
（
す
ご
く
）

楽
し
か
っ
た
ん
を
覚
え
と
る
。
そ
ん
時
に

セ
ー
タ
ー
を
お
土
産
に
買
っ
た
ん
じ
ゃ
。へ
ぇ

で
も
（
そ
れ
で
も
）
日
本
に
着
い
て
み
り
ゃ

あ
、ぼ
っ
け
ぇ
（
大
変
）
膨
ら
ん
で
見
え
て
、

ど
う
に
も
着
こ
な
せ
ず
に
タ
ン
ス
に
し
ま
い

こ
ん
ど
っ
た
。
今
ま
で
何
べ
ん
も
、
も
う

着
の
ん
な
ら
古
着
屋
さ
ん
に
売
り
に
行
こ

う
か
と
思
う
た
ん
じ
ゃ
け
ど
、
思
い
出
の

詰
ま
っ
た
セ
ー
タ
ー
を
手
放
す
ん
は
、
や
っ

ぱ
り
で
き
ん
か
っ
た
ん
じ
ゃ
。

　

こ
ね
え
だ
思
い
立
っ
て
そ
の
セ
ー
タ
ー
を

着
て
み
た
ら
、
が
た
い
（
体
つ
き
）
が
よ

う
な
っ
た
お
か
げ
で
、
何
か
し
っ
く
り
く
る

ん
じ
ゃ
。
こ
り
ゃ
あ
え
え
思
う
て
着
る
よ

う
し
た
ん
じ
ゃ
。
友
達
に
も
『
よ
う
似に

お合

う
と
る
よ
』
て
言
う
て
も
ら
え
て
喜
ん
ど

ど
の
人
が
、
倉
敷
の
言
葉
は
汚
い
と
勘
違

い
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
標
準
語
も
江
戸

方
言
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
か
ら
、
胸
を
張
っ

て
倉
敷
言
葉
を
使
い
ま
く
っ
て
頂
き
た
い

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
倉
敷
言
葉
の
中
で
特
に
目
立

つ
の
は
「
じ
ゃ
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
中

国
地
方
の
新
聞
の
一
つ
で
あ
る
岡
山
市
の
山

陽
新
聞
に
、「
方
言
ば
ぁ
じ
ぁ
」（
方
言
ば

か
り
）
と
い
う
欄
が
あ
り
、
そ
こ
に
倉
敷

市
の
主
婦
で
あ
る
大
熊
純
子
さ
ん
（
54
）

の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
方
言

で
記
述
さ
れ
て
お
り
、
大
変
参
考
に
な
る

の
で
、
全
文
を
転
記
し
て
お
く
こ
と
に
し

ま
す
。

　
「
今
か
ら
30
年
前
の
１
月
28
日
に
、
私

倉
敷
の
言
葉

　

私
は
倉
敷
市
に
転
居
し
た
当
初
か
ら
、

言
葉
で
困
る
こ
と
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
も
ち
ろ
ん
球
磨
弁
が
出
な
い
よ

う
に
注
意
し
な
が
ら
標
準
語
で
話
し
ま
し

た
。
標
準
語
と
い
っ
て
も
私
の
標
準
語
は
、

か
な
り
怪
し
げ
な
も
の
な
の
で
す
が
、
東

京
で
も
十
分
通
用
し
ま
す
か
ら
、
捨
て
た

も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

倉
敷
の
言
葉
は
、
数
少
な
い
格
別
な
言

葉
を
除
い
て
、
そ
の
殆
ど
を
他
地
方
の
人

で
も
十
分
理
解
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
倉

敷
の
言
葉
は
洗
練
さ
れ
た
上
品
な
言
葉
だ

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
倉
敷
の
殆

倉
敷
便
り   

㊳　

  

絵
と
文
／
原
田 

正
史

　

倉
敷
言
葉
の
特
徴
の
一
つ
は
、
男
女
の
言

葉
に
殆
ど
差
異
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
更
に
年
下
の
者
と
目
上
に
対

す
る
上
下
関
係
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
昔
の

球
磨
弁
に
み
ら
れ
た
「
有
難
う
申
し
上
げ
、

申
し
上
げ
申も

す
」
と
言
う
よ
う
な
対
面
す

る
相
手
に
対
し
て
徹
底
的
に
へ
り
下
る
言

葉
の
存
在
を
知
ら
れ
た
ら
、
倉
敷
の
人
達

は
さ
ぞ
か
し
驚
か
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
「
じ
ゃ
」
言
葉
、
す
な

わ
ち
倉
敷
言
葉
が
倉
敷
だ
け
で
は
な
く
、

周
辺
地
域
に
も
広
が
っ
て
い
る
か
ど
う
か

は
、
地
元
の
人
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
良
い

こ
と
で
し
ょ
う
が
、
言
葉
の
分
布
状
況
か

ら
地
域
の
歴
史
を
追
究
し
よ
う
と
思
っ
て

い
る
私
に
と
っ
て
は
、
大
変
重
要
な
事
で

す
。
幸
い
な
こ
と
に
最
近
、
倉
敷
市
の
東

側
に
隣
接
す
る
岡
山
市
に
行
く
機
会
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
場
所
は
、
岡
山
市
の
中

心
部
か
ら
北
に
位
置
す
る
瀬
戸
大
橋
温
泉

「 

や
ま
幸こ

う

」
と
呼
ば
れ
る
温
泉
を
主
体
と

し
た
大
型
の
娯
楽
施
設
で
す
。
さ
っ
そ
く

入
館
料
を
支
払
っ
て
中
に
入
り
休
憩
室
を

見
回
す
と
、中
央
に
４
～
５
人
の
お
ば
ち
ゃ

ん
達
の
グ
ル
ー
プ
が
お
ら
れ
、
盛
ん
に
し
ゃ

べ
り
ま
く
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
話
の
内
容

は
「
あ
そ
こ
の
店
は
８
時
ま
で
に
行
く
と

２
割
引
き
だ
よ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
買
い

物
の
情
報
交
換
で
す
。
話
し
言
葉
の
末
尾

が
ど
う
な
の
か
注
意
し
て
聞
い
て
い
る
と
、

末
尾
は「
じ
ゃ
」で
は
な
く「
な
ぁ
」で
し
た
。

こ
の
事
実
に
よ
っ
て
倉
敷
言
葉
、
す
な
わ
ち

「
じ
ゃ
」
は
倉
敷
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

更
に
最
近
に
な
っ
て
倉
敷
の
北
側
に
隣

接
す
る
総
社
市
か
ら
介
護
職
の
研
修
の

た
め
に
若
い
女
性
の
方
が
、
介
護
施
設
オ

リ
ー
ブ
ガ
ー
デ
ン
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
さ
っ

そ
く
総
社
市
の
言
葉
に
つ
い
て
お
聞
き
し

た
ら
、
総
社
で
も
「
じ
ゃ
」
言
葉
は
存
在

ん
じ
ゃ
。
30
年
た
っ
て
着
こ
な
せ
る
よ
う

に
な
る
た
あ
思
う
て
も
み
ん
か
っ
た
わ
。

今
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
森
林
火
災
で
大

変
じ
ゃ
け
ど
、
早
う
収
ま
る
よ
う
に
祈
り

よ
ん
じ
ゃ
」

　

で
し
た
。
念
の
た
め
に
注
記
を
挿
入
し

ま
し
た
が
、
注
記
な
し
で
も
十
分
に
理
解

い
た
だ
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

倉敷市帯高地区の風景
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「
そ
の
格
好
、
ふ
う
が
わ
り
い
の
」

　
　
（
そ
の
格
好
、
恥
ず
か
し
い
ぞ
）

　

倉
敷
は
江
戸
時
代
に
は
天
領
、
す
な
わ

ち
幕
府
の
直
轄
地
で
あ
り
、
代
官
所
が
置

か
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
取
り
扱

う
年
貢
は
60
万
石
と
な
り
、
そ
の
仕
事
は

大
変
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と

を
嫌
っ
た
代
官
所
は
、
仕
事
の
一
切
を
町

人
に
任
せ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
倉
敷
の

行
政
も
町
人
に
任
せ
た
の
で
す
。
こ
れ
に

よ
っ
て
倉
が
建
ち
並
ぶ
土
地
が
出
現
し
た

の
で
す
が
、
同
時
に
武
士
を
頂
点
と
す
る

上
下
関
係
の
あ
る
言
葉
で
は
な
く
、
極
め

て
穏
や
か
な
優
し
い
倉
敷
言
葉
が
出
現
し

た
の
で
す
。
い
つ
の
日
に
か
、
倉
敷
に
お

出
で
い
た
だ
き
、
店
の
人
に
「
そ
の
格
好
、

ふ
う
が
わ
り
い
の
」
と
言
っ
て
、
驚
か
せ
て

欲
し
い
も
の
で
す
。

【
は
ら
だ
・
ま
さ
ふ
み
／
日
本
地
質

学
会
会
員
、
倉
敷
市
】

述
が
見
ら
れ
る
本
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
岡
山
県
で
は
本

格
的
な
言
語
学
的
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
い
た
く
な
り
ま

す
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
さ
さ

や
か
な
研
究
な
が
ら
、
私
が
岡
山
県
に
お

け
る
こ
の
分
野
で
の
先
駆
け
を
な
し
た
こ

と
に
な
る
の
で
す
が
、
ど
う
も
そ
の
よ
う

で
は
な
い
様
に
思
わ
れ
ま
す
。
や
は
り
岡

山
言
葉
と
い
う
存
在
し
な
い
記
述
を
す
る

人
達
の
勉
強
不
足
に
起
因
す
る
こ
と
だ
と

言
え
そ
う
で
す
。

　

な
お
、
今
回
の
倉
敷
言
葉
の
研
究
に
際

し
ま
し
て
は
、
オ
リ
ー
ブ
ガ
ー
デ
ン
の
職

員
の
皆
様
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
こ
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で

す
。
な
お
、
可
愛
い
瞳
の
持
ち
主
で
あ
る

保
田
則
子
さ
ん
に
は
、
数
少
な
い
難
解
な

倉
敷
言
葉
を
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ

こ
に
記
載
し
て
お
き
ま
す
。

す
る
も
の
の
、
通
常
の
会
話
で
は
、
語
尾

を
引
き
伸
ば
す
傾
向
が
強
い
と
の
事
で
し

た
。
す
な
わ
ち
「
そ
ー
な
ぁ
ー
」
と
か
「
い

や
ん
や
ろ
ー
」
と
い
っ
た
よ
う
に
も
の
だ
そ

う
で
す
。
岡
山
市
ば
か
り
で
は
な
く
総
社

市
の
こ
の
よ
う
な
事
実
に
よ
っ
て
倉
敷
言
葉

が
倉
敷
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
方
言
で
あ
る

事
が
明
ら
か
に
な
る
と
共
に
、
岡
山
県
下

の
各
地
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
方

言
が
存
在
し
て
お
り
、
岡
山
言
葉
と
い
う

よ
う
な
普
遍
的
、
統
一
的
な
言
葉
は
存
在

し
な
い
と
断
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
岡

山
県
が
明
治
に
な
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
い
く

つ
か
の
国
を
統
合
し
て
造
ら
れ
た
事
に
起

因
す
る
と
い
え
ま
す
。
国
は
無
く
し
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
存
在
し
た
、
い
わ
ゆ
る

お
国
言
葉
ま
で
を
消
し
去
る
こ
と
は
出
来

な
い
か
ら
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
図
書
館
や
書
店
に
行
く
と
、

存
在
し
な
い
は
ず
の
岡
山
言
葉
と
い
う
記
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する心を養う日」。明治時代、神武天皇 ( 初代
天皇 ) 即位の初日を日本の紀元 ( 歴史が始ま
る最初の日 )としたことから始まる。「建国記
念日」ではなく「記念の日」なのは、建国さ
れた日とは関係なく、単に建国されたというこ
とを記念する日であるという考えによる。

岩永静代
●
玄米をしつかり噛むや建国日
【永田満徳評】
「紀元節」が「建国記念の日」になっ
たものとして心から祝えない人もい
る。掲句は玄米食に日本人のアイ
デンティティを暗示していて、本来
の意味での、日本の建国を祝う気
持ちが表現されて、共感できる。

白魚（しらうお《しらうを》）　　「春－動物」

【季語の説明】
体長は５から 10㎝で、新鮮であればあるほど
透き通っている。死後時間の経過と共に白っ
ぽくなる。その様子から「白魚」という名称が
付けられた。生後一年たつと海から河口に入っ
て産卵し、淡水の混じる沿岸域や汽水湖に棲
息している。背びれと尾ひれの間に脂ひれが
あり、頭が尖っているのが特徴である。

北野和良
●
白魚の光に透けて曇りなし
【永田満徳評】
「白魚」は生きているうちは半透
明だが、蒸したり煮たりすると真っ
白になる。掲句は「光に透けて曇
りなし」とは当たり前のようである
が、「曇りなし」という措辞によっ
て、白魚が的確に捉えられている。

蕗の薹（ふきのとう《ふきのたう》）
                                          　　　「春－植物」
【季語の説明】
日本原産の山菜で全国の山野に自生して、早
春、いち早く地中から萌黄色の花茎を出し、
春の訪れを告げる植物。外側の大きな鱗のよ
うな濃赤紫色の葉で幾重にも包まれている。
この部位が蕗の薹である。日本料理には欠か
せない山菜の食材で、ほろ苦く風味があり、
蕗味噌や天麩羅などに使われる。

十河智
●

蕗の薹どんな大人になるだらう
【永田満徳評】
 「蕗の薹」は新葉が出る前の卵の
形は愛らしい。しかし、花がほう
けると、見る影もなくなる。掲句は
蕗の薹の生長の代わり様から、予
想だにできない幼児の成長を思い
遣ったもので、その取合せがいい。
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深
夜
に
京
の
都
を
中
心
に
起
こ
っ
た
大
地
震
の
朝
早
く
、
朝
鮮
か
ら

の
帰
国
命
令
が
出
て
朝
鮮
で
の
弁
明
を
伝
え
に
京
都
に
い
た
加
藤
清
正

は
早
速
、
頼
房
公
、
頼
兄
等
と
共
に
伏
見
城
へ
駆
け
付
け
秀
吉
や
北
の

政
所
、
側
室
や
侍
女
を
救
出
。
そ
の
場
で
大
声
で
朝
鮮
で
の
自
分
の
功

績
を
申
し
上
げ
、
そ
の
後
の
警
護
に
あ
た
っ
た
。
そ
こ
に
は
勿
論
頼
蔵

も
帯
同
し
て
い
た
。

　
「
清
正
、
こ
の
大
地
震
の
折
に
お
主
に
は
な
ん
と
も
い
い
運
が
付
き
ま

と
う
事
よ
の
う
。
お
お
、
そ
ち
は
相
良
で
は
ご
ざ
ら
ぬ
か
、
息
災
で
な

に
よ
り
。
さ
あ
て
、
あ
れ
か
ら
数
年
経
つ
が
、
随
分
と
逞
し
く
な
っ
た

の
う
。
そ
う
い
え
ば
宗
芳
も
逝
っ
て
し
も
う
た
そ
う
じ
ゃ
な
あ
。
我
が

連
歌
の
師
と
崇
め
て
お
っ
た
の
じ
ゃ
が
、
な
ん
と
も
惜
し
い
こ
と
じ
ゃ
」

　
「
は
は
、
殿
下
に
は
こ
の
度
の
ご
災
難
、
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ

ま
す
る
。
さ
す
れ
ば
八
代
で
お
会
い
し
て
も
う
す
で
に
七
年
は
過
ぎ
申
し

ま
し
た
か
と
、
お
久
し
ぶ
り
に
ご
ざ
い
ま
す
る
。
と
き
に
我
ら
朝
鮮
で
は

清
正
殿
と
と
も
に
殿
下
の
仰
せ
の
如
く
必
死
に
戦
っ
て
参
り
ま
し
た
。
さ

れ
ど
こ
の
度
の
清
正
殿
へ
の
謂
わ
れ
は
ど
う
も
腑
に
落
ち
ま
せ
ぬ
が
」

　
「
そ
ち
の
言
い
分
あ
い
わ
か
っ
た
。
な
あ
に
鎌
足
公
以
来
の
血
筋
に
は

叶
わ
ぬ
わ
。
こ
の
件
は
こ
れ
ま
で
に
い
た
そ
う
ぞ
。
お
お
、
そ
こ
に
居
る

の
は
軍
七
で
は
な
い
か
。
更
に
逞
し
く
な
っ
た
も
の
よ
の
う
。
朝
鮮
で
の

そ
ち
の
活
躍
、
冶
部
や
兵
庫
か
ら
さ
ん
ざ
ん
聞
か
さ
れ
て
お
っ
た
ぞ
」

　
「
お
久
し
ぶ
り
に
ご
ざ
り
ま
す
る
太
閤
殿
下
。
益
々
の
ご
健
勝
、
恐

悦
至
極
に
御
座
り
ま
す
る
」

　
「
お
お
。
そ
う
言
え
ば
そ
ち
も
嫁
を
め
と
り
子
が
出
来
た
そ
う
で
は

な
い
か
。
そ
う
い
え
ば
、
そ
ち
も
由
緒
あ
る
相
良
の
姓
を
戴
い
て
お
る

そ
う
だ
な
。
相
良
兵ひ

ょ
う
ぶ部

頼よ
り
も
り兄

と
申
す
の
か
。
な
ん
と
も
良
い
名
じ
ゃ
」

　
「
有
り
難
き
お
言
葉
、
頼
兄
益
々
も
っ
て
奮
闘
申
し
上
げ
ま
す
る
。

妻
は
先
ご
ろ
流
行
り
病
で
亡
く
な
り
も
う
し
た
。
殿
の
ご
意
向
に
よ
り

こ
の
ま
ま
又
球
磨
へ
戻
り
、
領
地
を
守
り
亡
き
妻
の
供
養
を
す
る
と
こ

【
前
回
ま
で
の
あ
ら
す
じ
】「
流
罪
」
と
い
う
裁
き
を
受
け
た
清
兵
衛
は
、
弘

前
藩
津
軽
家
へ
お
預
け
の
身
と
な
っ
て
い
た
。
弘
前
藩
主
・
信
義
公
は
昔
話

を
し
き
り
に
聞
い
て
き
て
、
五
十
年
以
上
も
前
の
朝
鮮
出
陣
の
話
や
文
禄
五

年
に
畿
内
一
円
を
襲
っ
た
未
曾
有
の
巨
大
地
震
の
話
に
も
及
ん
で
い
た
。

山
口 

啓
二

生誕 450 年
記 念
書き下ろし

小
説
・
相
良
清
兵
衛   

㉗

じ
て
こ
れ
を
討
た
せ
、
深
水
帯
刀
を
は
じ
め
一
族
七
十
三
人
が
殺
さ
れ

た
。
深
水
一
族
は
頼
蔵
一
派
を
残
し
滅
亡
す
る
事
態
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
で
よ
う
や
く
泰
平
の
世
が
来
る
か
と
安
堵
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

そ
の
す
ぐ
あ
と
に
伏
見
で
朝
鮮
使
と
話
し
合
い
を
持
っ
た
関
白
秀
吉
が

そ
の
和
議
内
容
に
激
怒
、
再
度
朝
鮮
出
兵
の
命
令
が
下
っ
た
。
対
馬
・

宗
義
智
が
策
略
し
た
工
作
が
裏
目
に
出
た
の
で
あ
っ
た
。
頼
房
公
を
先

頭
に
頼
兄
ら
は
十
二
月
の
末
に
ま
た
人
吉
を
離
れ
朝
鮮
に
向
か
う
事
と

な
る
。
こ
れ
が
「
慶
長
の
役
」
と
呼
ば
れ
る
戦
い
で
あ
る
。
こ
の
戦
い
は

以
前
に
も
増
し
て
厳
し
い
せ
め
ぎ
合
い
と
な
っ
た
。

　

相
良
軍
は
こ
の
折
、
最
初
清
正
に
従
っ
て
西
正
浦
に
居
た
が
、
そ
の

後
す
ぐ
に
黒
田
官
兵
衛
の
嫡
男
・
長
政
を
大
将
と
す
る
第
三
軍
に
属
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
頼
蔵
と
頼
兄
、更
に
頼
房
公
と
の
不
仲
を
気
に
し
て
、

清
正
が
忖そ

ん
た
く度

し
た
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
頼
蔵
は
清
正
に
就
い
て
い
た
。

　

黒
田
長
政
の
第
三
軍
に
は
の
ち
に
頼
房
公
の
室
と
な
る
い
く
殿
の
兄
、

秋
月
種
長
と
高
橋
元
種
の
二
人
も
軍
を
率
い
て
参
戦
し
て
い
た
の
だ
っ

た
。
こ
の
時
に
縁
談
が
整
っ
た
の
で
あ
る
。

　

清
正
と
行
長
は
未
だ
に
反
発
し
あ
う
ど
こ
ろ
か
、
今
度
は
相
良
家
を

代
理
戦
争
に
巻
き
込
む
形
と
な
っ
た
。
頼
蔵
は
清
正
に
対
し
、
我
が
実

父
は
じ
め
深
水
一
族
が
滅
亡
し
た
の
は
頼
兄
の
陰
謀
に
よ
る
も
の
、
と

訴
え
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
行
長
は
朝
鮮
奉
行
石
田
三
成
に
報
告
、
三
成

ろ
に
ご
ざ
い
ま
す
る
」

　
「
そ
れ
は
つ
ら
い
想
い
を
さ
せ
た
な
。
そ
う
じ
ゃ
、
そ
ち
に
は
清
兵
衛

と
い
う
名
も
あ
っ
た
の
う
。
清
正
の
一
字
が
入
っ
て
お
る
で
は
な
い
か
。

い
い
名
じ
ゃ
。
の
う
清
正
」

　

頼
蔵
は
秀
吉
公
が
頼
兄
だ
け
を
話
題
に
あ
げ
る
の
で
、
な
ん
と
も
そ

れ
が
羨
ま
し
く
、
疎う

と

ま
し
か
っ
た
。

　

復
興
に
か
か
わ
り
二
ヶ
月
ほ
ど
た
っ
た
九
月
中
旬
、
頼
房
公
ら
京
都

伏
見
に
居
た
相
良
勢
は
郷
里
人
吉
に
向
け
出
発
、
十
月
半
ば
に
よ
う

や
く
帰
城
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
同
行
し
て
い
た
相
良
頼
蔵
一
派
は
、

上
陸
し
た
佐
敷
か
ら
清
正
を
慕
い
熊
本

に
行
っ
て
脱
藩
し
て
し
ま
っ
た
。
朝
鮮
で

の
連
戦
の
折
り
に
も
、
行
長
と
清
正
と

同
じ
よ
う
に
頼
兄
と
頼
蔵
の
関
係
は
破

局
に
あ
っ
た
の
だ
。
頼
蔵
の
実
父
深
水
織

部
帯
刀
も
そ
れ
を
知
り
出
奔
し
、
佐
敷

に
身
を
潜
め
て
い
た
。
こ
こ
佐
敷
は
深
水

宗
芳
・
織
部
兄
弟
所ゆ

か
り縁

の
地
で
、
縁
者

達
が
織
部
に
加
担
、
殿
に
反
旗
を
翻
す

行
動
が
見
ら
れ
た
。
そ
こ
で
頼
房
公
は

深
水
一
族
を
反
逆
者
と
し
て
頼
兄
に
命

　■主な登場人物
相良清兵衛（軍七・頼兄）＝相良家 元家老
深水宗芳＝相良氏の家老
相良頼蔵（深水頼蔵）＝相良氏の家臣
相良頼房（長毎）＝相良家 第 20 代当主
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は
直
ち
に
頼
兄
を
呼
び
出
し
た
。

　
「
頼
兄
殿
、
こ
う
や
っ
て
二
人
で
会
う
の
は
八
代
以
来
じ
ゃ
の
う
。
八

代
で
拙
者
の
馬
の
前
に
立
っ
て
歎た

ん
が
ん願

な
さ
れ
て
か
ら
既
に
七
年
に
も
な
る

か
、
い
い
若
武
者
に
な
ら
れ
た
。
あ
の
頃
の
忠
義
は
い
ま
も
変
わ
り
ご

ざ
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
よ
」

　
「
御
意
に
ご
ざ
い
ま
す
る
。
拙
者
た
だ
た
だ
主
君
頼
房
公
へ
の
忠
義
の

み
。
な
ん
の
腹
心
も
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
」

　
「
左
様
で
ご
ざ
ろ
う
て
。
小
西
殿
は
も
ち
ろ
ん
、
加
藤
殿
も
貴
殿
に

は
一
目
置
か
れ
て
お
る
ゆ
え
、
拙
者
と
し
て
も
異
存
は
な
い
の
だ
が
。

そ
こ
は
そ
れ
、
加
藤
殿
と
小
西
殿
の
な
あ
」

　
「
実
は
深
水
一
族
討
伐
の
件
は
我
が
主
君
頼
房
殿
の
ご
命
令
で
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
れ
が
証
拠
に
こ
れ
こ
の
通
り
書
状
を
戴
い
て
お
り
ま
す
れ
ば
、

拙
者
が
自
ら
私
恨
を
持
っ
て
事
に
当
っ
た
の
で
は
毛
頭
ご
ざ
ら
ぬ
」

　

と
申
し
開
き
を
し
た
の
で
、
更
に
頼
房
公
を
呼
び
尋
ね
ら
れ
た
が
意

見
は
一
致
し
、
よ
う
や
く
頼
兄
の
真
意
が
通
じ
た
。

　

頼
蔵
は
そ
の
後
も
清
正
の
軍
に
付
き
、
の
ち
の
蔚
山
の
戦
い
で
あ
っ
け

な
く
戦
死
し
た
。

　
「
い
や
あ
な
る
ほ
ど
、
そ
こ
ま
で
対
立
な
さ
れ
た
の
か
。
大
儀
な
事
よ

の
う
。
思
い
出
し
た
く
も
な
い
と
仰
せ
ら
れ
た
が
い
か
に
も
。
さ
れ
ど

忘
れ
る
こ
と
も
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
よ
の
う
」

　

信
義
公
は
更
に
数
日
後
の
昼
を
過
ぎ
た
頃
に
ま
た
寄
ら
れ
、
こ
の
日

は
他
に
津
軽
家
老
臣
の
大
道
寺
隼
人
と
松
野
大
学
も
同
席
し
て
い
た
。

清
兵
衛
本
然
た
ち
が
弘
前
へ
護
送
の
際
に
世
話
に
な
っ
て
い
た
家
臣
だ
。

　
「
本
然
殿
、
如
何
で
す
か
の
う
。
戦
の
な
い
時
代
を
迎
え
、
す
で
に
長

い
月
日
が
過
ぎ
申
し
た
。
今
日
は
清
兵
衛
本
然
殿
の
思
い
出
に
残
る
若

い
頃
の
武
勇
伝
な
ど
聞
か
せ
て
は
も
ら
え
ぬ
か
」　

　
「
ほ
う
、
拙
者
の
若
き
頃
の
話
に
ご
ざ
る
か
。
そ
う
よ
の
う
。
相
良

家
が
島
津
義
久
公
の
軍
門
に
下
り
、
阿
蘇
高
森
や
豊
後
大
友
を
攻
め
入

り
ま
し
た
時
に
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
や
」

　

そ
う
言
わ
れ
て
本
然
は
、
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に
得
意
に
な
っ
て
語
り

始
め
た
。

　
「
お
う
、
そ
れ
こ
そ
薩
摩
が
九
州
全
土
を
我
が
物
に
と
せ
ん
と
す
る

戦
い
に
ご
ざ
る
な
」

　
「
左
様
に
ご
ざ
る
。
な
か
で
も
父
休
矣
と
、
あ
の
頃
お
慕
い
し
て
お
っ

た
が
戦
死
な
さ
れ
た
当
時
の
筆
頭
家
老
の
御
子
息
、
そ
う
、
前
に
も
お

話
し
し
た
深
水
摂
津
介
殿
と
の
思
い
出
が
一
番
で
す
な
あ
。
相
良
家
を

担
い
、
将
来
を
約
束
さ
れ
て
い
た
方
で
し
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
若
く

し
て
亡
く
な
ら
れ
た
。
拙
者
そ
の
頃
ま
だ
軍
七
と
名
乗
っ
て
お
り
ま
し

て
の
う
。
ち
ょ
う
ど
十
七
に
な
っ
た
ば
か
り
の
頃
で
す
か
な
」

水
へ
向
か
わ
れ
た
。
ま
だ
八
歳
で
あ
っ
た
。
四
郎
次
郎
君
は
『
頼よ

り
ふ
さ房

』
と
改

め
十
二
歳
で
家
督
を
継
い
だ
。
筆
頭
家
老
深
水
宗
芳
と
軍
七
の
父
犬
童
休

矣
た
ち
は
ま
た
し
て
も
若
い
城
主
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　

先
に
亡
く
な
っ
た
豪
将
甲
斐
宗
運
の
息
子
・
親
秀
は
気
性
も
荒
く
、

親
の
言
葉
で
さ
え
も
守
ら
な
い
性
格
だ
っ
た
。
盟
友
義
陽
公
が
討
ち
死

に
し
た
折
も
、
死
守
す
べ
き
自
城
を
開
け
放
ち
戦
場
に
現
れ
、
そ
の

死
を
悼
む
ど
こ
ろ
か
、
な
ぜ
敵
将
義
陽
の
首
を
む
ざ
む
ざ
と
返
し
た
の

か
と
詰
め
寄
る
ほ
ど
で
、
即
ち
、『
薩
摩
と
は
争
い
を
避
け
る
よ
う
に
、

特
に
花
山
城
は
絶
対
攻
め
る
な
』
と
い
う
宗
運
の
遺
言
を
守
ら
ず
、
つ

い
に
は
こ
の
夏
に
八
代
を
攻
め
る
と
い
う
噂
が
流
れ
た
。
薩
摩
か
ら
の

知
ら
せ
を
受
け
た
宗
芳
は
息
子
の
摂
津
介
や
休
矣
、
そ
の
子
軍
七
ほ
か

球
磨
の
重
鎮
ら
と
と
も
に
『
主
君
の
敵
討
ち
』
と
称
し
八
代
へ
と
軍
を

進
め
た
。
ま
だ
川
下
り
が
出
来
な
か
っ
た
こ
の
頃
は
、
球
磨
の
渡
り
瀬

か
ら
先
は
脊
梁
の
尾
根
伝
い
に
行
く
道
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
八

代
へ
は
片
道
急
い
で
も
軽
く
三
日
は
か
か
る
ほ
ど
の
時
間
を
要
し
た
。

　

暫
く
は
島
津
軍
と
共
に
八
代
の
警
護
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
半
月
ほ
ど
何

の
動
き
も
な
い
こ
と
か
ら
、
相
良
軍
は
数
人
の
見
張
り
を
残
し
て
一
端
球
磨

へ
引
き
揚
げ
る
事
に
し
た
。
相
良
軍
が
球
磨
へ
引
き
揚
げ
た
こ
と
を
知
っ
て

か
、
甲
斐
親
秀
は
あ
ろ
う
こ
と
か
因
縁
の
響
野
原
の
す
ぐ
側
に
島
津
が
建

て
た
花
山
城
を
攻
め
て
来
た
。
こ
こ
は
四
方
見
晴
ら
し
も
良
く
、
敵
の
侵

　

清
兵
衛
本
然
は
五
十
年
以
上
も
前
の
出
来
事
を
昨
日
の
こ
と
の
よ
う

に
話
し
始
め
た
。

　

先
君
義
陽
公
を
響
野
原
で
失
っ
て
か
ら
の
相
良
軍
は
島
津
の
軍
門
に

下
り
、
先
ず
は
甲
斐
と
密
約
を
交
わ
し
て
い
た
肥
前
の
龍
造
寺
攻
め
に

始
ま
っ
た
。
相
良
軍
三
百
を
先
鋒
と
し
た
薩
軍
三
千
は
、
五
万
の
大
軍

の
龍
造
寺
を
も
秘
策
『
釣
り
野
伏
せ
』
で
見
事
落
と
し
た
の
だ
。
こ
の

戦
い
に
は
若
い
軍
七
は
加
わ
っ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
龍
造
寺
は
阿
蘇
攻

略
の
上
で
ど
う
し
て
も
倒
し
て
お
き
た
い
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
阿

蘇
攻
め
で
若
き
武
将
軍
七
の
誕
生
と
な
る
。

　

島
津
は
、
豊
後
大
友
攻
め
の
前
哨
戦
と
し
て
阿
蘇
周
辺
の
甲
斐
一
族

を
攻
撃
す
る
こ
と
に
決
め
て
い
た
。
そ
の
の
ち
相
良
軍
は
、
常
に
島
津

の
先
鋒
に
さ
れ
て
戦
う
こ
と
に
な
っ
て
行
く
。

　

響
野
原
で
戦
死
し
た
義
陽
公
の
跡
目
を
継
い
だ
十
九
代
忠
房
公
世
襲

の
折
は
、
島
津
義
久
の
策
略
も
あ
り
世
継
ぎ
問
題
に
紛
糾
し
た
が
、
相

良
一
門
の
知
恵
で
な
ん
と
か
し
の
い
だ
。
そ
の
忠
房
公
は
わ
ず
か
三
年

余
り
で
数
え
十
四
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
ら
れ
た
。

　

二
十
代
目
は
出
水
に
質
と
な
っ
て
い
た
次
男
の
四
郎
次
郎
君
が
相
良
家
の

後
を
継
ぐ
事
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
島
津
も
異
存
な
く
、
こ
れ
に
よ
り
三
男

の
四
郎
三
郎
藤
千
代
君
が
名
を
『
長な

が
と
も誠

』
と
改
め
島
津
の
質
と
な
っ
て
出
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新
納
武
蔵
忠
元
が
奪
い
返
し
、
島
津
軍
と
と
も
に
警
護
し
て
い
た
相
良

兵
の
犬
童
刑
部
、
田
浦
久
四
郎
ほ
か
数
人
が
討
ち
死
に
し
た
こ
と
も
伝

え
ら
れ
た
。

　

こ
と
は
す
ぐ
に
球
磨
に
も
知
ら
せ
ら
れ
、
い
よ
い
よ
阿
蘇
高
森
攻
め
、

大
友
攻
め
が
始
ま
る
事
を
暗
示
し
て
い
た
。

　

深
水
宗
芳
は
犬
童
休
矣
を
城
近
く
の
館
に
呼
ぶ
と
、

　
「
つ
い
に
甲
斐
の
愚
か
息
子
が
花
山
を
攻
め
た
そ
う
じ
ゃ
。
ま
さ
に
島

津
の
思
う
壺
よ
。
亡
く
な
ら
れ
た
宗
運
殿
が
一
番
案
じ
て
お
ら
れ
た
筈

じ
ゃ
が
こ
れ
で
甲
斐
家
も
終
わ
り
じ
ゃ
ろ
う
て
。
休
矣
殿
、
隠
居
を
決

め
込
む
に
は
ま
だ
暫
く
か
か
り
ま
す
ぞ
」

　
「
ご
家
老
、
拙
者
す
で
に
入
道
と
な
っ
て
お
り
ま
す
れ
ば
命
な
ど
惜
し

く
も
あ
り
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
よ
り
此
度
は
先
君
の
誠
の
敵
討
ち
、
亡
き
殿

の
弔
い
合
戦
に
ご
ざ
い
ま
す
る
な
」

　
「
あ
の
響
野
原
の
一
戦
で
は
先
君
を
は
じ
め
多
く
の
友
や
家
臣
を
亡
く

し
た
。
こ
こ
に
残
る
者
は
奇
し
く
も
あ
の
戦
い
に
は
参
戦
で
き
ず
に
終

わ
っ
た
が
．
此
度
は
皆
し
て
大
い
に
戦
か
お
う
ぞ
。
そ
れ
に
し
て
も
島

津
は
我
が
軍
に
ど
ん
な
要
求
を
す
る
か
よ
の
う
」

　
「
島
津
の
こ
れ
ま
で
の
攻
め
方
を
思
え
ば
、
ま
た
我
が
軍
が
先
陣
を
切

る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
な
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    （
つ
づ
く
）

【
や
ま
ぐ
ち
・
け
い
じ
／
人
吉
市
】      

入
は
不
可
能
に
近
い
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
実
は
こ
れ
も
島
津
の
策
略
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
花
山
城
は
わ
ず
か
の
兵
し
か
配
備
し
て
お
ら
ず
、
か
た
や

甲
斐
軍
は
御
船
、
堅
志
田
、
隈
庄
す
べ
て
の
兵
力
で
攻
め
た
て
た
の
だ
。

　
「
一
大
事
に
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
今
花
山
城
か
ら
の
使
い
で
、
花
山
は

す
で
に
落
城
と
の
事
に
ご
ざ
い
ま
す
」

　

近
習
は
声
を
震
わ
せ
な
が
ら
八
代
城
に
い
た
島
津
兵
庫
守
忠
平
に
伝
え
た
。

　
「
な
に
、
花
山
城
が
敵
襲
に
遇
っ
た
だ
と
。
す
ぐ
に
早
馬
を
も
っ
て
御

屋
形
様
に
お
伝
え
申
せ
」

　

鹿
児
島
に
あ
る
島
津
の
本
拠
地
は
あ
ま
り
大
き
く
も
な
く
平
屋
作
り

に
な
っ
て
い
た
。
島
津
の
教
え
で
あ
る
『
人
を
以
っ
て
城
と
な
す
』
が
優

先
さ
れ
た
の
だ
。
そ
の
な
か
の
広
間
で
伊
集
院
忠
棟
と
と
も
に
知
ら
せ

を
受
け
る
と
、

　
「
甲
斐
親
秀
め
、
ま
こ
と
愚
か
な
奴
よ
。
え
ら
く
易
々
と
罠
に
は
ま

り
お
っ
た
な
、
こ
の
薩
摩
を
相
手
に
戦
を
仕
掛
け
て
来
よ
る
と
は
。
よ

し
っ
、
こ
れ
で
大
義
名
分
は
揃
っ
た
」

　

そ
れ
を
後
ろ
で
聞
い
て
い
た
義
久
の
近
習
は
、
ま
た
も
や
こ
れ
が
仕

掛
け
ら
れ
た
罠
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。

　

す
ぐ
に
軍
議
が
開
か
れ
、
主
だ
っ
た
薩
摩
の
連
中
が
集
ま
っ
た
。
薩

摩
は
す
で
に
大
隅
、
日
向
を
治
め
、
皆
が
集
ま
る
の
に
少
な
く
と
も
三

日
は
か
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
第
二
報
が
届
き
、
す
で
に
花
山
城
は

ど
の
子
も
何
物
に
も
替
え
が
た
い
素
晴
ら
し
い
宝
物
だ
、
と
言
い
返

し
た
い
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
は
子
ど
も
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。
生
ま
れ
な
い

よ
う
に
し
た
か
ら
だ
。お
手
を
わ
ず
ら
わ
せ
た
瀬
戸
致
行
先
生
曰い

わ

く
、

「
も
う
人
殺
し
は
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
」。
ウ
ー
ン
。
胎
児
で
あ
ろ

う
と
、
健
康
な
大
人
で
あ
ろ
う
と
、
ボ
ケ
老
人
だ
ろ
う
と
、
程
度

の
強
い
障
が
い
者
で
あ
ろ
う
と
、
人
は
皆
尊
い
も
の
、
と
思
い
な
が

ら（
苦
し
み
な
が
ら
）中
絶
の
仕
事
を
し
て
お
ら
れ
、そ
の
た
び
に「
人

殺
し
は
も
う
…
」
と
い
う
良
心
に
さ
い
な
ま
れ
て
お
ら
れ
た
の
だ
ろ

う
と
、
申
し
訳
な
く
思
う
次
第
。
人
間
だ
れ
も
、
本
人
の
気
づ
か

ぬ
ま
ま
無
意
識
に
誰
か
の
寿
命
を
縮
め
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
は
神
様
に
お
許
し
を

乞
う
こ
と
に
し
よ
う
。
優
生
保
護
法
と
い
う
人
間
が
勝
手
に
作
っ
た

法
律
で
は
許
さ
れ
て
も
、
神
は
…
自
己
の
良
心
は
…
。
こ
の
件
に
つ

い
て
、ロ
ー
マ
教
皇
は
ど
う
お
っ
し
や
る
だ
ろ
う
か
、聞
い
て
み
た
い
。

　

あ
の
児
の
親
（
私
た
ち
）、
兄
弟
た
ち
が
世
を
去
っ
た
後
、
こ
の

世
の
誰
か
ら
も
思
い
出
し
て
も
ら
う
こ
と
も
な
く
、
寂
し
い
思
い
を

す
る
こ
と
に
な
る
あ
の
児
。
あ
と
は
仏
様
の
御
胸
・
御
手
に
ゆ
だ
ね

る
し
か
な
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
つ
る
か
み
・
か
ん
じ
／
人
吉
市
】

　

あ
の
児
が
亡
く
な
っ
て
六
十
年
、
生
き
て
お
れ
ば
還
暦
か
！　

あ

の
時
、
あ
あ
し
て
お
れ
ば
死
に
は
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

六
十
年
、
そ
の
思
い
が
途
切
れ
る
こ
と
は
な
い
。
口
に
は
出
さ
な

い
が
、
そ
の
後
生
ま
れ
た
弟
妹
た
ち
も
、
な
ん
と
な
く
そ
れ
は
感
じ

て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
、
私
た
ち
の
金
婚
祝
の
席
に
は
そ
の
児
の
た

め
に
陰
膳
を
用
意
し
て
く
れ
て
い
た
。
お
も
わ
ず
涙
が
あ
ふ
れ
た
。

　

そ
の
児
が
亡
く
な
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
、「
ま
た
次
が
で
き
ま
す

よ
。
も
っ
と
大
き
く
な
っ
て
物
心
が
つ
き
、
可
愛
さ
が
深
ま
る
前
で

よ
か
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
の
」
と
と
ん
で
も
な
い
慰
め
の
言
葉
を
か
け
て

く
だ
さ
る
方
が
い
た
。「
何
を
言
う
」
と
そ
の
時
は
腹
が
立
っ
た
が
、

そ
の
方
は
実
際
に
も
っ
と
大
き
く
な
っ
た
お
子
様
を
亡
く
さ
れ
た
経

験
を
お
持
ち
の
方
だ
っ
た
。

　

あ
の
児
が
元
気
に
育
っ
て
い
た
ら
三
番
目
・
四
番
目
の
子
は
生
ま

れ
な
か
っ
た
ろ
う
。「
子
ど
も
は
四
人
い
る
」
と
、
あ
る
友
人
に
語
っ

た
と
こ
ろ
、即
座
に「
そ
り
ゃ
多
過
ぎ
」と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

死
ん
だ
児
の
齢
を
数
え
る

　

  

鶴
上
寛
治
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朴
ノ
木
（
ホ
ウ
ノ
キ
）

︱
多
良
木
町
黒
肥
地
︱

　

前
回
、
標
木
は
中
世
の
境
界
用
語
で
あ

る
牓ほ

う

示じ

に
ち
な
む
牓
木
（
ほ
う
き
）
の
こ

と
と
書
い
た
。
多
良
木
町
黒
肥
地
字
朴
ノ

木
（
ホ
ウ
ノ
キ
）、
北
朴
ノ
木
（
キ
タ
ホ
ウ

ノ
キ
）
は
牓
示
地
名
の
変
化
形
と
考
え
ら

れ
る
。
牓
木
に
助
詞
の
ノ
が
入
っ
て
、
同

じ
音
の
朴
ノ
木
が
当
て
ら
れ
た
、
と
推
定

す
る
の
で
あ
る
。

　

植
物
の
朴
ノ
木
は
モ
ク
レ
ン
科
の
落
葉

喬
木
。
古
名
ホ
ホ
ガ
シ
ハ
ノ
キ
、
略
し
て

ホ
ホ
ガ
シ
ハ
と
呼
ば
れ
、
樹
皮
は
風
邪
薬

（
重
皮
、
ホ
ホ
）
に
な
り
、
材
は
印
版
や

器
具
に
加
工
さ
れ
た
。
球
磨
地
区
の
山
林

に
は
朴
ノ
木
が
多
く
、
雑
木
と
し
て
伐
採

さ
れ
た
。語
源
は
大
葉
柏（
オ
ホ
バ
カ
シ
ワ
）

の
約
と
も
言
わ
れ
る
。『
和
名
抄
』に
は「
厚

朴
、
厚
木
、
保
保
加
之
波
乃
木
』
と
あ
り
、

『
萬
葉
集
』
巻
十
九
・
４
２
０
４
に
は
次

の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

わ
が
せ
こ
が　

さ
さ
げ
て
も
て
る　

ほ
ほ
が
し
は

　

吾
勢
故
我　

捧
而
持
流　

保
宝
我
之
婆

　

あ
た
か
も　

に
る
か　

あ
を
き
き
ぬ
が
さ

　

安
多
可
毛
似
可　

青
蓋

　

古
代
か
ら
薬
用
、
有
用
樹
と
し
て
重
宝

が
ら
れ
て
き
た
朴
ノ
木
で
あ
る
か
ら
、
朴

ノ
木
群
生
地
や
大
木
に
ち
な
ん
で
朴
ノ
木

と
い
う
地
名
が
生
じ
た
、
と
す
る
の
が
普

通
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は

動
植
物
の
つ
い
た
地
名
は
借
字
に
過
ぎ
ず
、

そ
の
動
植
物
と
は
関
係
が
な
い
、
と
い
う

立
場
を
と
っ
て
い
る
。
朴
ノ
木
も
例
外
扱
い

は
で
き
な
い
。

　

球
磨
地
区
の
朴
地
名
（
字
名
）
は
黒

肥
地
の
他
に
人
吉
市
西
間
上
町
字
朴
ヌ
木

（
ボ
ク
ヌ
キ
、
現
行
字
名
は
朴
免
木
＝
ボ

　
字
図
で
見
る
球
磨
の
地
名 

㊱
　
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
、
合
併
前
の
町
村
名
を
そ
の
ま
ま
使
用

し
て
い
ま
す
。

磨
村
の
境
界
・
馬
氷
川
に
面
し
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
、
こ
の
烏
帽
子
地
名
は
境
界
に

関
し
て
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
と
察
し
は
つ
く
も
の

の
、
何
故
に
境
域
の
接
点
が
烏
帽
子
と
呼

ば
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　

帽
子
は
頭
巾
（
ず
き
ん
）
を
は
じ
め
布

で
作
っ
た
か
ぶ
り
も
の
の
総
称
で
あ
っ
た
。

日
本
で
は
古
墳
時
代
の
出
土
品
に
か
ぶ
り

ク
メ
キ
）、
錦
町
西
字
朴
（
フ
ウ
ノ
キ
）、

球
磨
村
渡
字
朴
木
野
（
フ
ウ
ギ
ノ
）
が
あ

る
。
い
ず
れ
も
現
行
の
大
字
界
（
ム
ラ
境
）

か
ら
離
れ
た
所
に
位
置
す
る
が
、
球
磨
地

区
の
ム
ラ
は
古
い
時
代
に
統
廃
合
さ
れ
て

い
る
た
め
、
現
在
の
町
村
界
、
大
字
界
で

は
境
界
地
名
の
立
証
が
で
き
な
い
。

　

黒
肥
地
字
朴
ノ
木
を
例
に
と
れ
ば
、
こ

こ
は
旧
黒
肥
地
村
の
中
央
部
に
位
置
す

る
。
黒
肥
地
村
は
延
宝
四
年（
１
６
７
６
）

に
多
良
木
村
か
ら
分
村
し
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、『
球
磨
郡
神
社
記
』（
元
禄

十
二
年
︱
１
６
９
９
）
に
は
是
居
村
・
小

塚
村
・
小
園
村
・
脇
村
な
ど
の
小
村
が
あ
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
寛
元
元
年

（
１
２
４
３
）
の
関
東
下
知
状
（
相
良
家

文
書
）
に
は
「
多
良
木
内　

古
多
良
木
・

竹
脇
・
伊
久
佐
上
・
東
光
寺
、
以
上
四
箇

村
事
」
と
あ
っ
て
、
黒
肥
地
は
幾
つ
か
の

ム
ラ
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
〝
東
光
寺
村
〟
と
い
う
の
は
現
在
の
字
東

光
寺
（
ト
ヲ
コ
ウ
ジ
）、
字
前
東
光
寺
（
マ

イ
ト
ヲ
コ
ウ
ジ
）
付
近
の
ム
ラ
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
字
東
光
寺
の
西
側
は
字
大
塚

（
ヲ
ヲ
ツ
カ
）、
字
熊
ノ
山
（
ク
マ
ノ
ヤ
マ
）

を
経
て
字
朴
ノ
木
と
な
る
。
大
塚
は
〝
小

塚
村
〟
の
遺
称
か
も
し
れ
な
い
し
境
界
塚

の
可
能
性
も
あ
る
。

　

な
お
境
界
区
域
を
ホ
ノ
ギ
と
呼
ぶ
地
域

が
あ
る
が
、
そ
の
語
源
は
心
お
ぼ
え
の
し

る
し
（
風
記
）
ら
し
い
。
朴
ノ
木
地
名
は

こ
の
ホ
ノ
ギ
か
ら
の
転
化
も
考
え
ら
れ
る

が
風
記
も
牓
木
も
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。

高
烏
帽
子
（
タ
カ
エ
ボ
シ
）

︱
球
磨
村
渡
︱

　

人
吉
市
下
原
田
町
、
石
水
寺
の
近
く
に

球
磨
村
渡
字
高
烏
帽
子
と
字
烏
帽
子
ケ
尾

（
エ
ボ
シ
ガ
ヲ
）
が
あ
る
。
人
吉
市
と
球
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れ
で
一
件
落
着
。「
烏
帽
子
地
名
は
境
界
地

名
」
と
胸
を
張
っ
て
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。

　

球
磨
村
渡
の
場
合
、
高
烏
帽
子
の
〝
高
〟

が
気
に
な
る
も
の
の
、
こ
れ
は
地
形
の
高

低
表
現
で
は
な
く
て
、
禄
高
の
〝
高
〟
の

よ
う
に
数
量
・
区
切
の
表
現
で
あ
る
。
地

名
用
語
と
し
て
の
高
烏
帽
子
は
区
切
表
示

の
意
と
考
え
ら
れ
る
。
高
烏
帽
子
の
北
側

は
字
汁
ノ
平
（
シ
ュ
ル
ノ
ヒ
ラ
）
で
、
シ
ェ

ル
は
こ
の
連
載
③
（
第
３
号
）
の
「
塩
利

（
シ
ホ
リ
）」
で
述
べ
た
枝
折
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
高
烏
帽
子
の
北
側
の
宇
塚
ノ
丸（
ツ

カ
ノ
マ
ル
）
は
人
吉
市
側
の
宇
塚
ノ
丸
と

対
応
し
て
い
て
、
境
界
塚
に
ち
な
む
地
名

と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
隣
接
地
名
か

ら
も
、
高
烏
帽
子
は
牓
示
地
名
の
変
化
形

の
一
つ
と
判
断
さ
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
】

帽
子
が
烏
帽
子
に
変
わ
る
カ
ラ
ク
リ
の
解

明
が
な
け
れ
ば
、
牓
示
→
帽
子
の
転
化
説

は
定
説
と
し
て
通
用
し
に
く
く
な
る
。
地

図
や
字
図
で
見
る
と
帽
子
地
名
も
烏
帽
子

地
名
も
殆
ど
が
境
界
地
に
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
状
況
証
拠
は
そ
ろ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
用
語
変
化
の
過
程
が
説
明
で
き
な

い
た
め
に
〝
烏
帽
子
地
名
は
境
界
地
名
で

あ
る
〟
と
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
ど
か
し
い
が
、ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

こ
う
い
う
場
合
は
原
点
に
戻
っ
て
考
え
な

お
す
こ
と
で
あ
る
。
現
場
百
回
の
苦
労
は

報
わ
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
も
そ
も
烏
帽

子
と
は
な
に
か
。
烏
は
和
訓
カ
ラ
ス
、
漢

音
ウ
、
唐
音
ヱ
。
烏
鷺
は
黒
と
白
、
即
ち

囲
碁
の
異
名
で
あ
る
。
烏
帽
子
は
黒
帽
子

の
こ
と
。
地
名
用
語
と
し
て
は
黒
牓
示
に

な
り
得
る
し
、黒
は
ア
ゼ
ク
ロ
の
ク
ロ
（
畔
）

と
解
す
れ
ば
、
烏
帽
子
は
境
（
ク
ロ
）
の

シ
ル
シ
（
牓
示
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

も
の
が
あ
る
が
、
古
代
に
中
国
文
化
が
取

り
入
れ
ら
れ
冠
位
十
二
階
な
ど
の
制
度
も

で
き
、公
式
の
着
用
品
と
し
て
定
着
し
た
。

こ
の
帽
子
と
境
界
標
の
牓
示
（
ほ
う
じ
）

は
共
に
漢
語
そ
の
ま
ま
で
使
わ
れ
、
語
音

も
共
通
し
て
い
る
。
牓
示
の
語
が
す
た
れ

る
過
程
で
、
境
界
牓
示
の
当
て
字
と
し
て

帽
子
が
用
字
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
推
理
に
は
大
き
な
難

点
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
帽
子
地
名
の
大

半
は
〝
烏
帽
子
〟
と
い
う
点
で
あ
る
。『
日

本
地
名
索
引
』
で
み
る
と
牓
示
地
名
四
件
、

帽
子
地
名
四
件
に
対
し
、
烏
帽
子
地
名

一
一
二
件
と
ケ
タ
違
い
の
数
で
あ
る
。
熊
本

県
内
の
市
町
村
字
名
で
は
帽
子
地
名
二
二

件
、
烏
帽
子
地
名
三
〇
件
で
あ
り
、
球
磨

地
区
を
見
て
も
帽
子
地
名
は
一
件
だ
が
烏

帽
子
地
名
は
七
件
あ
る
。

　

牓
示
が
帽
子
に
当
て
字
さ
れ
た
と
い
う

説
明
は
納
得
で
き
る
と
し
て
も
、
さ
ら
に

　ラテン語「coquere（コクエレ）、煮る」を語源とする同根語です。「kok（コッ
ク）、料理人」はオランダ語で、英語では cook（クック）となります。コック長は「a 
head cook」といいますが、一般的にはフランス語の chef（シェフ）の方が好まれ
るようです。
　cookは動詞として「料理する」意でも使いますが、この場合は「煮る・焼く・
油で揚げる」など加熱することを意味します。
　cooker（クッカー）は「cookするもの」即ち「調理道具・炊飯器・こんろ・レンジ」
などのことです。
　cooking（クッキング）は「cookすること」即ち「料理（法）・調理」のことで、「cooking 
oil（オイル）、料理油」、「cooking school（スクール）、料理学校」のように使います。
　しかし、料理法には cookingよりフランス語の cuisine（クイジーン）の方が好
んで使われるようです。この語には台所の意もあり、英語の「kitchen（キッチン）、
台所」と同根ですが、なぜか kitchenには料理法の意はありません。

外来語から学ぶ英単語 （48）…… 藤原　宏

コック・クック・クッカー・クッキング・キッチン
kok　　cook　　cooker　　cooking　　kitchen

（415）

─新型コロナウイルスによる肺炎、世界的に流行─
　中国を発端に韓国、イラン、イタリアなどで大規模な感染が確認
され、日本でも市中感染とみられる例が相次ぐ。一日も早い終息を
願っています。
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わ
ら
び
と
ぜ
ん
ま
い

　

遅
霜
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
時
期
が

来
れ
ば
、
い
つ
も
の
所
に
ち
ゃ
ん
と
生
え

て
来
て
く
れ
る
蕨わ

ら
び

や
薇

ぜ
ん
ま
いの

、
な
ん
と
い
う

律
儀
な
こ
と
か
。
早
速
、
た
か
て
ご
を

ヒ
ッ
か
る
う
て
採
り
に
行
こ
う
。
時
に
は

先
客
か
ら
ツ
ン
折
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

る
が
、
広
い
野
原
に
は
ま
だ
ど
こ
に
で
も

生
え
て
い
る
か
ら
安
心
。

　

た
だ
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
薇
の
方
が
一

足
お
先
に
と
い
う
感
じ
で
、
や
や
湿
っ
ぽ

い
所
を
好
む
よ
う
だ
し
、
や
が
て
胞
子

を
飛
ば
す
オ
ト
コ
薇
は
硬
い
の
で〝
無
視
〟

す
べ
し
。
蕨
は
穂
の
と
こ
ろ
を
揉
ん
で
湯

掻
く
、
ま
た
そ
の
ま
ま
塩
漬
け
に
し
て
も

色
鮮
や
か
美
し
い
。
薇
は
灰
汁
で
湯
掻

き
乾
燥
さ
せ
保
存
し
て
お
く
と
、
煮
染

め
の
材
料
と
し
て
年
中
使
わ
れ
る
。

　
「
も
う
薇
ド
モ
が
生
い
と
る
か
も
し
れ
ん

ば
い
、
明
日
ど
ま
ち
ょ
こ
と
妙
見
野
へ
ん
に

バ
ア
ち
ゃ
ん
も
、
チ
ィ
減
っ
た
年
金
の
中

か
ら
セ
ー
一
杯
の
祝
い
を
し
て
く
れ
る
の

だ
。
そ
の
恩
を
ウ
チ
忘
れ
た
な
ら
、
ば

ち
キ
ッ
か
ぶ
る
。

　
「
ど
ー
ら
、
パ
パ
し
ゃ
ん
が
膝
に
オ
ッ

ち
ー
ん
し
て
ん
な
い
。お
ー
ど
ま
し
ら
ん
、

い
つ
の
は
じ
ゃ
か
ぽ
ん
こ
（
大
き
く
）
キ
ャ

し
な
っ
て
じ
ゃ
っ
が
ァ
。
ほ
し
て
パ
パ
し
ゃ

ん
に
似
て
、
紅
太
郎
さ
ん
の
ご
と
器
量
良

し
じ
ゃ
ら
よ
」。
こ
の
時
マ
マ
に
似
て
と
言

え
ば
よ
か
っ
た
の
に
、
つ
い
つ
い
本
音
が
ツ

キ
出
て
。

　

チ
ャ
ッ
チ
ャ
ッ
チ
ャ
ッ
と
、
ま
こ
と
に
下

手
ク
ソ
で
あ
っ
た
笹
鳴
き
の
鶯
も
、
い
つ

し
か
「
ほ
～
法
華
経
」
な
ど
と
、
説
教

つ
き
で
歌
う
よ
う
に
な
っ
た
。
梅
や
桃
ば

か
り
か
桜
ま
で
も
が
、
そ
の
美
を
競
っ
て

い
る
。
そ
う
い
え
ば
近
く
の
学
校
か
ら
は
、

『
仰
げ
ば
尊
し
』
や
『
蛍
の
光
』
の
練

習
が
。
や
が
て
「
サ
ク
ラ
サ
ク
」
や
「
ツ

ボ
ミ
モ
ミ
エ
ズ
」
の
電
報
も
。

　

極
端
な
少
子
化
の
中
に
あ
っ
て
、
雛

節
句
を
迎
え
る
子
供
は
ま
さ
に
〝
絶
滅

危
惧
種
〟
で
あ
る
。
そ
こ
で
ジ
イ
ち
ゃ
ん

方
言
を
味
わ
う 

㊸

球
磨
弁
の
接
頭
・
接
尾
語 

③

︱ 
雛
節
句 

︱

前
田
一
洋

行
た
て
み
ゅ
う
か
じ
ゃ
ら
、弁
当
ド
ン
し
て
」

「
向
か
い
の
姉
ジ
ョ
に
も
云
う
て
み
れ
ば
よ

か
、
い
ん
ま
喜
び
や
っ
が
」「
姉
し
ゃ
ん
も
、

こ
よ
う
ち
ゃ
病
者
ゴ
ロ
じ
ゃ
っ
た
い
ど
ん
、

年
寄
ィ
つ
け
達
者
う
シ
な
ら
い
た
で
な
」

　
　

ど
ー
ー
ぜ
ん
と
だ
ら
ん
芽

　
「
炭
窯
よ
ば
見
き
ゃ
行
た
い
ば
、
ど
ー

ぜ
ん
（
山
う
ど
）
と
だ
ら
ん
芽
の
え
ろ

う
あ
っ
た
で
、
掘
っ
た
り
ヒ
ッ
き
ゃ
ー
だ

り
し
て
、
え
ろ
う
（
沢
山
）
持
っ
て
来
た

ば
い
。
て
ん
ぴ
ら
な
っ
と
し
て
食
ゎ
ん
な
」

　
「
お
ど
ま
し
ら
ん
、
こ
の
よ
ん
ナ
マ
だ

く
し
ゃ
。
ど
ー
ぜ
ん
な
掘
る
ば
か
い
な
い

ど
ん
、
い
げ
の
生
い
と
る
だ
ら
ん
芽
採
っ

た
、
や
を
い
か
ん
で
な
。
ど
こ
そ
こ
ヒ
ッ

か
か
じ
ら
れ
た
り
ツ
ン
に
ィ
た
り
し
て
」

　
「
そ
い
ど
ん
、
ど
ー
ぜ
ん
や
ら
だ
ら
ん

芽
は
採
っ
た
楽
し
み
じ
ゃ
っ
で
な
、
人
の

オ
ッ
採
ら
ん
う
ち
ィ
」

　
「
そ
ー
ら
そ
ぎ
ゃ
じ
ゃ
ろ
い
ど
ん
、
お

ど
ん
も
ど
ー
ぜ
ん
ば
掘
り
お
っ
て
、
サ
デ

こ
け
た
事
も
あ
っ
た
と
ば
い
。そ
れ
し
た
っ

ち
ゃ
時
の
も
ん
な
嬉
し
い
」

　
「
山
い
か
」
と
言
わ
れ
る
ど
ー
ぜ
ん

は
、
薄
く
切
っ
て
冷
た
い
水
に
晒
し
て
お

く
と
、
ま
る
で
烏い

か賊
の
刺
身
の
よ
う
に
な

る
。
ま
た
、
た
ら
の
芽
は
天
麩
羅
が
最

高
な
の
だ
が
、
炭
火
で
炙
り
、
醤
油
で
食

べ
る
の
も
仲
々
お
つ
な
も
の
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
ろ
山
菜
の
王
者
で
あ
り
、
ツ
ボ

さ
え
知
っ
て
い
れ
ば
へ
へ
へ
へ
。

　
　

彼
岸
の
さ
し
と
き
め

　

ひ
ゃ
（
早
く
も
）
明
日
は
お
彼
岸
の
さ

し（
入
り
）じ
ゃ
ら
よ
。
二
十
日
が
お
ち
ゅ

ん
ち
（
中
日
）
で
、
さ
め
（
明
け
）
が

二
十
三
日
て
書
ァ
て
あ
る
ば
い
、
暦
ィ
。

今
年
ど
ま
か
み
や
げ
へ
ん（
上
球
磨
方
面
）

の
お
観
音
さ
ん
み
ゃ
り
（
参
り
）
ど
も

し
て
み
ゅ
う
か
じ
ゃ
ら
」「
思
い
き
ゃ
ウ
ツ

立
っ
た
が
吉
日
ち
ゅ
う
て
あ
る
、
早
速
明

日
か
ら
み
ゃ
っ
て
さ
れ
こ
か
じ
ゃ
ら
。
ま

だ
足
も
キ
ャ
な
え
ち
ゃ
お
ら
ん
で
、
湯
前

駅
ま
で
汽
車
で
行
た
て
、そ
い
か
ら
猫
寺
、

龍
泉
寺
、
普
門
寺
、
上
里
の
町
観
音
ち
ゅ

う
ふ
や
で
」

　
「
な
ま
し
ん
、
い
の
ま
い
（
湯
前
）
か

湯
山
へ
ん
の
温
泉
セ
ン
タ
ー
に
泊
ま
っ
て
、

あ
さ
っ
て
は
宝
陀
寺
か
ら
中
山
、
宮
原
、

秋
時
観
音
ち
ゅ
う
ふ
や
で
ウ
チ
巡
っ
て
、

免
田
か
ら
汽
車
で
戻
っ
て
来
っ
た
い
」

　

何
と
い
う
立
派
な
心
が
け
で
あ
る
こ
と

か
。
車
で
さ
さ
さ
ー
っ
と
、
い
く
つ
も
の

観
音
さ
ん
を
キ
ャ
巡
る
よ
り
も
、
そ
の
道

中
を
含
め
き
っ
と
大
き
な
ご
利
益
が
あ
る

に
違
い
な
い
。
腰
が
ツ
ン
曲
が
る
前
に
、

ぜ
ひ
こ
う
し
た
我
が
足
で
の
巡
拝
を
し
て

み
た
い
。【

ま
え
だ
・
か
ず
ひ
ろ
／
人
吉
市
】
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⑩（　　　　　　　　）　　　

問４　以下のナンプレ問題を解け（空白マスに適切な数字をいれよ）

問５　国の省庁名を書け　（例 : 外務省）
①（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　
②（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③（　　　　　　　　）　　
④（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　
⑤（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　
⑥（　　　　　　　　）　　
⑦（　　　　　　　　）　　
⑧（　　　　　　　　）　　　
⑨（　　　　　　　　）　　　
⑩（　　　　　　　　）　　　 ※答え合わせは次号でおこないます

　前号の答合わせは77 頁で

問１　次の小説に登場する江戸時代の藩は実在するか。正しいときには〇を、
　　　誤っているときには×をつけよ。（例：山口啓二「小説　相良清兵衛」（人吉藩）〇）

① 千野隆司『おれは一万石』（双葉文庫）（高岡藩）

②畠中恵『わが殿　上下』（文芸春秋）（大野藩）

③ 土橋章宏『！超高速参勤交代』（講談社）（湯長谷藩）

④浅田次郎『大名倒産　上下』（文芸春秋）（壬生山藩）

⑤藤沢周平『たそがれ清兵衛兵』（新潮社）（海坂藩）

問２　以下の文章は正しいか、正しいときは〇を、誤っているときは×をつけよ
（例：新型コロナウイルス問題で、トイレットペーパーの品薄状態が発生した。〇）

①フランスの経済学者・トマ・ピケティの定式「r>g」は、経済成長より資

産収入が多いとき、収入の「格差」が発生する旨の定式である。

②バックウォーターは、一般に、本流の流れが壁になって支流の流れを逆

流させる現象のことである。

③退職金は、裁判所の判例によれば、給与の後払いである。

④球磨村の村長選挙は、前回に続いて今回も、無投票と予想されている。

⑤「道の駅」を災害時の避難場所にする例が増えている。

⑥新型コロナウイルスは南極を除くすべての大陸で感染が発生した。

⑦裁判所によれば、嫡出子否認の訴えは夫（元夫）だけができる。

⑧国会法に基づき、大臣は育児休暇を取得する権利を有する。

⑨アラブ首長国連邦の首都はドバイである。

⑩ IR は「インターナショナル・リゾート」の略語である。

問３　球磨川流域の人物で熊本県文化功労者として熊本県教育委員会より顕
　　　彰された人の名前を 10 名あげよ（例：渋谷敦）

①（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　

②（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③（　　　　　　　　）　　

④（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　

くまがわ学習塾　㉝
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④祖父、父などの後を継ぐ「世襲議員」が増えている。たとえば、小泉進次郎環境大臣、
（安倍晋三首相）、（麻生太郎副総理）、（石破茂元自民党幹事長）など

⑤夏目漱石は、『吾輩は猫である』、『虞美人草』、『草枕』、（『二百十日』）、（『野分』）
などの作品を書いた

〈解説〉
①初出は不明。②「世襲政治家」と呼ばれるときもある。③アメリカのブッシュ
大統領（親子）、北朝鮮のキム一族のように日本以外でもみられる。④日本の
場合、祖父・父などの地盤（地縁）、看板（知名度）、カバン（財産）など
引継ぎ議員になる者を指す。⑤近代社会では、血縁でなく、国民（人民）の
選挙によって選出された議員（選良）が政治を担うことを原則にし、知名度な
どは重要ではないが、じっさいには、それが議員（国会議員）に当選するう
えで有効に機能し、世襲議員を生み出しやすくしている。場合によっては、数
代にわたって議員を輩出する家系もある。政治家一族が別の政治家一族、あ
るいは資本家と婚姻を通じてむすびつき閨閥をつくりあげる例もある。一部の
者は、そうした閨閥一族を「名家」と呼ぶが、政治家の血筋は政治能力を遺
伝させるものでなく不適切な表現である。⑥世襲議員の一族は、政治を家業
にする傾向（職業としての政治家を生み出す傾向）がみられるが、それでも、
世襲議員を選出するのは有権者（国民）であって、 国民主権の原則を論理的
に逸脱しているわけではない。

〈解説〉
　漱石は旧制第五高等学校（現在の熊本大学）の教授をつとめていた。その
ため熊本時代を意識した作品が数多くある。特に、熊本時代に多くの俳句をつ
くった。本誌連載中の「柳人があじわう漱石俳句」をぜひ読んでいただきたい。
前号は「赤酒」に注目した俳句を紹介するとともに、『三四郎』にも赤酒を登場
させていると指摘してあった。該当分は、以下のとおり。
　「三四郎は熊本で赤酒ばかり飲んでいた。赤酒というのは、下等な酒である。
熊本の学生はみんな赤酒を飲む。それが当然と心得ている。たまたま飲食店へ
上がれば牛肉屋である。その牛肉屋の牛（ぎゅう）が馬肉かもしれないという
嫌疑がある。学生は皿に盛った肉を手づかみにして、座敷の壁へたたきつける。
落ちれば牛肉で、ひっつけば馬肉だという。まるで呪（まじない）みたいな事
をしていた。その三四郎にとって、こういう紳士的な学生親睦会は珍しい。喜ん
でナイフとフォークを動かしていた。そのあいだにはビールをさかんに飲んだ。
　「学生集会所の料理はまずいですね」と三四郎の隣にすわった男が話しかけ
た。この男は頭を坊主に刈って、金縁の眼鏡をかけたおとなしい学生であった。
　「そうですな」と三四郎は生返事をした。相手が与次郎なら、ぼくのようない
なか者には非常にうまいと正直なところをいうはずであったが、その正直がか
えって皮肉に聞こえると悪いと思ってやめにした。するとその男が、
　「君はどこの高等学校ですか」と聞きだした。
　「熊本です」
　「熊本ですか。熊本にはぼくの従弟もいたが、ずいぶんひどい所だそうですね」
　「野蛮な所です」

問１　以下の括弧を埋めよ　（例：ドラゴン（トレイルラン））
① １月は睦月、２月は（如月）、３月は弥生、４月は卯月、５月は皐月、６月は（水

無月）という。★以下、７月（文月）、８月（葉月）、９月（長月）、10 月（神無月）、
11 月（霜月）、12 月（師走）。

②八代市は、旧八代市、旧坂本村、旧泉村、旧東陽村、旧（鏡町）、旧（千丁町）
が合併してできた自治体である

③ 野球選手川上哲治は、熊本工業高校を卒業し、（東京読売巨人軍）で活躍した。
背番号は（16）であった

前号【くまがわ学習塾㉜の答え】

〈解説〉
①睦月（むつき）。「始まる・元になる月」である「元月（もとつき）」が転

じて「むつき」になったという説、稲の実を水に浸す月である「実月（む
つき）」が転じたという説などある。旧暦「睦月」は、1 月下旬から 3 月
初旬にあたる。

②如月（きさらぎ）。衣更着・更衣（きさらぎ）が語源ともいわれる。旧暦
では、3 月初旬から 4 月下旬で、衣の替えの時期である。

③弥生（やよい）。草木の芽吹く「いやおい」に由来。旧暦 3 月にあたる。
④卯月（うづき、うつき）。卯の花から転じたとされる。旧暦 4 月にあたる。

〈解説〉
① 1940 年（昭和 15）9 月 1 日　市制施行（八代郡八代町、太田郷町、

植柳村、松高村）
② 1943 年（昭和 18）9 月 1 日　八代郡郡築村編入
③ 1950 年（昭和 25）7 月 1 日　八代郡郡築村分離
④ 1954 年（昭和 29）4 月 1 日　八代郡八千把村、高田村、金剛村編入
⑤ 1954 年（昭和 29）7 月 1 日　八代郡郡築村再編入
⑥ 1955 年（昭和 30）4 月 1 日　八代郡宮地村、葦北郡日奈久町編入
⑦ 1956 年（昭和 31）4 月 1 日　八代郡昭和村編入
⑧ 1957 年（昭和 32）月 1 日　葦北郡二見村編入
⑨ 1961 年（昭和 36）3 月 1 日　八代郡龍峯村編入
⑩ 2005 年（平成 17 年）8 月 1 日　上記設問自治体の新設合併

〈解説〉
　入団時の球団名は「東京巨人軍」。「読売ジャイアンツ」は球団の愛称名。

選手時代の背番号は「16」。監督時代、一時、「77」を利用した。川上
選手の経歴については、誕生時点、幼児期の状況についての情報がひど
く少ない。その理由は明治41年6月1日の肥薩線川線の開通にかかわっ
ているが、それ以上の事情は省略する。
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問２　空白のマス目に適切な数字を入れて以下のナンプレ問題を完成させよ

問３　以下の文章は正しいか、正しいときは〇を、誤っているときは×をつけよ
（例：「会計年度任用職員」は正規職員である。×）

① 昨年の全国の出生数は約 91 万人であった。  〇
②肥薩線を走る観光列車「やませみかわせみ号」はダイヤ改定により減便される予

定である。  〇
③八代市、人吉市の新市庁舎は全額、国の補助金で建設される。  ×
④熊本県知事の「被選挙権」は熊本県内に住所がある 18 歳以上の者が有する。 〇
⑤消費税引き上げにともなうプレミアム・商品券は全世帯に毎年配布される。  ×
⑥「新型コロナウイルス」は香港で発生した。  ×
⑦元日産会長ゴーン被告人の国外出国は「逃亡罪」に該当する。  ×
⑧熊本地震で不通になっていた豊肥線は今年秋には開通する予定である。  ×
⑨総理大臣主催「桜を見る会」は廃止になった。  ×
⑩政府の統計によると、人口の首都圏集中に歯止めがかかった。  ×
⑪「道の駅」はすべての市町村にある。  ×
⑫イギリスは EU の一員である。  ×
⑬西郷隆盛は靖国神社に祀られている。  ×
⑭ NHK 大河ドラマ「麒麟が来る」の主人公は徳川家康である。  ×
⑮漱石『三四郎』は福岡県出身である  〇

問４　「ネズミ」に関する諺・小話を書け　（例 :「ネズミの会議」）
①　田舎のネズミと都会のネズミ
②　大山鳴動して鼠一匹
③　鼠が塩を引く
④　鳴く猫は鼠捕らず
⑤　窮鼠猫を噛む
⑥　頭の黒い鼠
⑦　鼠の恩返し
⑧　鼠とイタチ
⑨　家に鼠、国に盗人
⑩　鼠にひかれる
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３
月
11
日
（
水
）

▽
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が
集
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エ・ポ
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ト
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」（
〜

15
日
、
ひ
と
よ
し
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の
ホ
ー
ル
）

３
月
14
日
（
土
）

▽
Ｓ
Ｌ
人
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運
行
開
始

３
月
17
日
（
火
）

▽
風
景
を
縫
う
キ
ル
テ
ィ
ン
グ
ア
ー
ト
「
米
倉
健
史
展
」（
〜
22
日
、

ひ
と
よ
し
森
の
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ー
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）

▽
冬
季
特
別
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「
お
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礼
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」（
〜
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日
、
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代
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立
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未
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ア
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）

３
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20
日
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）

▽
相
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観
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ぐ
り
「
春
の
一
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開
帳
」（
郡
市
35
札
所
、

開
帳
の
み
接
待
は
自
粛
）

３
月
22
日
（
日
）

▽
熊
本
県
知
事
選
挙　

投
・
開
票

▽
球
磨
村
長
選
挙　

投
・
開
票

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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前
山
光
則
さ
ん
の
著
書
『
て
い
ね
い

に
生
き
て
行
く
ん
だ
』
が
第
61
回
熊
日

文
学
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
は
先
月
の
こ

の
欄
で
も
紹
介
し
た
が
、
今
月
号
で
は
前
山
さ
ん
の
仕
事
や
人
柄
に

つ
い
て
特
集
し
た（
４
頁
）。
16
頁
の「『
こ
の
指
に
止
ま
れ
』を
読
む
」

と
併
せ
て
一
読
い
た
だ
き
た
い
。
★
つ
る
詳
子
さ
ん
の
「
八
竜
山
遊

歩
道
を
整
備
す
る
若
者
達
の
話
」（
22
頁
）
に
は
「
私
た
ち
が
自
然

に
親
し
む
こ
と
が
、
自
然
資
源
の
保
護
に
つ
な
が
る
」
と
書
い
て
あ

る
。
若
者
た
ち
が
整
備
し
た
そ
の
登
山
道
を
い
つ
か
は
歩
い
て
み
た

い
と
思
わ
せ
る
。
★
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
で
、
そ
の

余
波
が
生
活
を
直
撃
し
て
い
る
。
予
防
策
と
し
て
は
、「
保
湿
と
加

温
が
効
果
的
で
、
異
物
の
侵
入
を
防
ぐ
鼻
や
の
ど
の
粘
膜
の
潤
い
を

保
つ
必
要
が
あ
る
（
水
谷
哲
也
東
京
農
工
大
教
授
＝
ウ
イ
ル
ス
学
）」

と
の
こ
と
。
や
は
り
マ
ス
ク
の
着
用
は
効
果
が
あ
る
ら
し
い
が
、
だ

か
ら
い
っ
て
買
い
占
め
は
言
語
道
断
。
気
が
滅
入
る
昨
今
で
は
あ
る

が
、
明
る
く
前
向
き
に
暮
ら
し
て
い
こ
う
。（
ま
）
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