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梅
　
雨

　

例
年
、
５
月
末
か
ら
６
月
初
旬
に
梅
雨
に
入
り
、
７
月
半
ば
に
梅
雨
明
け
す
る
。
大
地
を
潤
す
大
切
な
梅
雨
だ
が
、
水
害
・
土
砂
災
害

が
発
生
し
や
す
い
時
期
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
災
害
を
食
い
止
め
る
た
め
、
実
態
に
見
合
っ
た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作
製
し
避
難
所
を
確
保
す

る
作
業
が
課
題
に
な
り
、
流
域
の
各
自
治
体
は
す
で
に
そ
の
作
業
を
始
め
て
い
る
だ
ろ
う
。
住
民
に
対
す
る
周
知
期
間
を
考
え
る
と
き
、
時

間
の
余
裕
は
さ
ほ
ど
残
っ
て
い
な
い
。
半
月
後
に
は
梅
雨
入
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
梅
雨
入
り
し
て
か
ら
対
応
を
考
え
る
よ
う
で
は
行

政
の
名
が
泣
く
。
問
題
解
決
の
た
め
に
先
に
動
く
の
が
行
政
の
行
政
た
る
仕
事
で
あ
る
。

　

２
月
初
旬
に
は
マ
ス
ク
不
足
が
深
刻
で
あ
っ
た
の
に
、
い
ま
だ
に
マ
ス
ク
不
足
を
解
消
で
き
ず
に
い
る
か
ら
、
政
府
配
布
の
マ
ス
ク
は
「
ア

ベ
ノ
マ
ス
ク
」
と
揶
揄
さ
れ
る
の
だ
。
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
第
２
波
は
ピ
ー
ク
を
す
ぎ
た
と
い
う
け
ど
、
政
府
の
マ
ス
ク
は
い
ま
だ
に
手
元
に
届

い
て
い
な
い
。
梅
雨
時
の
災
害
に
対
す
る
準
備
が
「
ア
ベ
ノ
マ
ス
ク
」
で
あ
っ
て
は
困
る
。
昨
年
ま
で
は
早
め
の
避
難
を
よ
び
か
け
る
タ
イ
ム
・

ラ
イ
ン
の
整
備
を
課
題
に
し
て
い
た
。
そ
の
課
題
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
密
閉
・
密
集
・
密
接
の
３
密
論
と
整
合
す
る
の
か
、
整

合
さ
せ
る
た
め
に
は
ど
う
い
う
工
夫
が
要
る
の
か
を
行
政
は
考
え
、
そ
れ
を
住
民
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
梅
雨
時
に
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
が
「
終
息
」
し
て
い
る
と
の
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。「
収
束
」
の
傾
向
は
あ
る
が
「
終
息
」
ま
で
は
長
期
戦
に
な
る
と
い
う
の
が
政
府
の

立
場
で
あ
る
。

　

強
固
な
庁
舎
を
建
設
し
、
そ
こ
を
災
害
時
の
拠
点
に
す
る
と
の
意
見
が
あ
り
、
そ
う
し
た
理
解
の
も
と
に
新
し
い
庁
舎
が
建
設
さ
れ
つ
つ

あ
る
。
そ
の
拠
点
は
三
密
の
場
所
に
な
ら
な
い
の
か
。
災
害
対
策
の
拠
点
で
感
染
者
が
発
生
し
た
ら
、
ど
う
対
応
す
る
の
か
。
新
型
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
問
題
は
想
定
外
の
例
外
的
現
象
で
あ
る
と
弁
明
す
る
の
は
誰
に
も
で
き
る
。「
迅
速
な
」・「
最
大
限
の
」
と
い
っ
た
形
容
詞
に
は
意

味
は
な
い
。
梅
雨
時
の
対
応
は
ロ
ド
ス
で
み
つ
け
た
と
い
う
の
な
ら
、
こ
こ
が
ロ
ド
ス
だ
、
飛
ん
で
み
ろ
、
と
寓
話
作
家
イ
ソ
ッ
プ
で
あ
れ
ば

言
う
で
あ
ろ
う
。                                                                                                                                                                 （
春
秋
）

巻頭言

　
「
こ
の
地
図
だ
と
、
こ
こ
に
あ
る
は
ず

な
ん
だ
け
ど
」「
そ
こ
に
、
何
ば
書
い

て
あ
る
？
」「
し
ょ
う
こ
さ
ん
、
こ
の
崩

れ
た
字
、
読
め
る
？
」「
晴
れ
た
日
に

出
直
そ
う
か
」「
あ
、
ヤ
マ
セ
ミ
だ
！
」

　

休
み
の
日
、
私
た
ち
は
坂
本
町
の
川

沿
い
や
山
間
部
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
場

所
で
、
忙
し
な
く
し
ゃ
べ
り
、
撮
影
し
、

せ
っ
せ
と
記
録
を
取
り
、
集
落
の
御
堂
、

祠
、
橋
、
小
径
な
ど
を
探
し
な
が
ら
車

で
走
り
廻
っ
て
い
る
。
私
の
下
手
な
運

転
は
、
狭
い
山
道
の
通
行
で
は
か
な
り

難
儀
す
る
が
、
助
手
席
の
し
ょ
う
こ
さ

ん
は
の
ん
び
り
笑
っ
て
い
る
。
彼
女
は

自
然
観
察
指
導
員
で
、

野
山
や
河
川
の
研
究
に

関
し
て
は
プ
ロ
中
の
プ

ロ
で
あ
る
。
こ
の
日
、

手
づ
く
り
し
た
坂
本
町

の
詳
細
な
地
図
を
、
私

の
分
ま
で
コ
ピ
ー
し
て

持
参
し
て
く
れ
た
。

　

私
た
ち
は
熊
本
県
や
八
代
市
の
文

化
財
情
報
や
古
史
、
坂
本
村
史
の
他
、

先
人
た
ち
が
遺
し
た
い
く
つ
か
の
文
献

を
頼
り
に
、
坂
本
町
の
埋
も
れ
た
文

化
遺
産
や
名
所
を
探
し
て
い
る
。
古
史

や
村
史
に
あ
っ
て
も
、
消
失
し
た
も
の

が
あ
れ
ば
訂
正
す
る
。
記
録
さ
れ
て
い

る
数
字
は
、
で
き
る
範
囲
で
計
測
し
直

し
て
み
る
。
そ
し
て
朽
ち
果
て
た
建
造

物
や
祠
、
物
の
欠
片
、
石
垣
、
階
段
、

道
な
ど
の
由
緒
や
物
語
な
ど
を
発
掘

し
、
文
化
的
遺
産
や
新
名
所
に
な
る

よ
う
な
〝
町
の
宝
〟
を
探
し
て
い
る
の

だ
。

　

ま
た
集
落
に
保
管
さ
れ
封
印
さ
れ
た

ま
ま
の
文
書
や
、
古
老
た
ち
の
口
承
に

は
、
重
要
な
〝
町
の
宝
〟
が
隠
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
口
承
を
重
ね
併
せ

る
と
、
お
や
お
や
、
記
録
の
な
い
こ
ぼ

れ
た
箇
所
が
あ
っ
て
思
わ
ぬ
拾
い
物
を

皆さん、坂本に来なっせ！
「
さ
か
も
と
寄
り
道
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ

    

藤
本
・
大
門
編
」
を
刊
行
し
て

　

編
集
者　

上
村
美
鈴

Footpath「さかもと寄り道 BOOK 
Vol.1 藤本・大門編」
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合
い
の
入
っ
た
構
成
に
な
っ
た
。
地
域
振
興

会
、
市
政
協
力
員
、
集
落
の
代
表
の
方
々

に
協
力
を
お
願
い
し
、
コ
メ
ン
ト
を
い
た

だ
い
た
が
、
住
民
の
協
力
な
し
で
は
、
こ

の
企
画
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
と
思
う
。

　

刊
行
後
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｔ
Ｖ
、
Ｆ
Ｍ
や
つ
し

ろ
、
熊
本
日
日
新
聞
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と

も
あ
り
、
多
く
の
方
々
か
ら
問
い
合
わ
せ

が
あ
っ
た
。
予
算
の
都
合
で
刷
り
部
数
は

千
五
百
部
、
八
代
市
内
全
公
共
施
設
で
無

料
配
布
の
は
ず
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
騒
ぎ
で
市
立
図
書
館
な
ど
が
閉
館
し
、

結
局
市
役
所
関
係
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
「
立
派
な
本
が
で
き
た
ね
」
と
お
褒
め

の
言
葉
を
い
た
だ
き
、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
」、「
製
紙
工
場
閉
鎖
は
１
９
５
５

年
じ
ゃ
な
か
、
１
９
８
８
年
た
い
！
」
と

記
事
の
ミ
ス
を
指
摘
さ
れ
て
、「
す
み
ま
せ

ん
。
直
し
ま
す
」
と
応
え
な
が
ら
、
面
映

さ
と
申
し
訳
な
さ
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
の
毎
日

大
門
観
音
堂
な
ど
、
球
磨
川
流
域
で
も
屈

指
の
文
化
遺
産
が
あ
る
。
全
16
ペ
ー
ジ
に

地
域
の
防
災
情
報
や
沖
縄
の
疎
開
児
童
の

話
、
四
季
の
行
事
、
球
磨
川
の
自
然
、
坂

本
町
全
図
な
ど
も
満
載
し
て
、
か
な
り
気

約
三
千
四
百
人
）。
い
ち
ば
ん
の
マ
ン
モ
ス

校
藤
本
小
学
校
に
は
約
八
百
人
の
児
童
が

い
た
。
こ
の
地
区
に
は
県
指
定
の
天
然
記

念
物
の
森
が
あ
る
藤
本
五
所
神
社
や
、
指

定
文
化
財
の
鰐
口
が
あ
る
大
門
薬
師
堂
と

た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
こ
の
こ
と
が
、
私

を
一
気
に
坂
本
町
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
作
り
に

向
か
わ
せ
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
昨
年
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
球
磨

川
流
域
の
マ
ッ
プ
作
り
を
進
め
て
い
た
し
ょ

う
こ
さ
ん
と
「
企
画
Ｙ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｈ

Ｉ
」
を
立
ち
上
げ
、
八
代
市
坂
本
支
所
の

「
市
民
の
豊
か
な
町
づ
く
り
助
成
金
」
募

集
に
応
募
し
て
、
今
春
「
さ
か
も
と
寄
り

道
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
」
を
刊
行
し
た
。
刊
行
第
一

号
は
、
最
大
集
落
の
藤
本
・
大
門
地
区
を

選
び
、
写
真
、
文
、
地
図
を
前
述
の
し
ょ

う
こ
さ
ん
こ
と
、
つ
る
詳
子
さ
ん
、
写
真
，

文
、
編
集
は
私
、
イ
ラ
ス
ト
を
、
八
代
市

広
報
誌
「
き
ら
ら
」
の
編
集
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
知
り
合
っ
た
歯
科
衛
生
士
の
山
本
真

弓
さ
ん
が
担
当
し
た
。

　

坂
本
町
は
、
旧
坂
本
村
時
代
の

一
九
六
〇
年
代
に
は
八
つ
の
小
学
校
が
存

在
し
、
総
人
口
は
約
一
万
八
千
人
（
現
在

の
草
を
料
理
し
て
き
て
、「
こ
の
食
材
が
わ

か
っ
た
ら
す
ご
い
。
試
食
ね
」
と
、
私
に

食
べ
さ
せ
る
。
私
に
は
判
る
は
ず
も
な
い
の

だ
が
、
こ
の
日
の
草
の
試
食
弁
当
は
、
可

愛
い
容
器
に
盛
ら
れ
た
ピ
リ
リ
と
辛
い
美

味
な
サ
ラ
ダ
だ
っ
た
。
聞
け
ば
薮
か
ら
し

の
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
和
え
だ
と
い
う
。

　

私
は
坂
本
町
中
谷
出
身
で
、
熊
本
地
震

が
起
き
た
ひ
と
月
前
の
二
〇
一
六
年
三
月
、

五
十
数
年
ぶ
り
に
帰
郷
し
て
八
代
市
民
に

な
っ
た
。
地
震
後
、
東
京
で
の
写
真
展
に

出
品
す
る
八
代
市
周
辺
の
復
興
再
生
の
写

真
を
撮
っ
て
い
た
が
、
子
ど
も
の
頃
、
離

れ
た
坂
本
の
土
地
勘
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

仕
事
を
す
る
上
で
地
理
を
知
ら
な
い
こ
と

の
意
味
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
ま
た
企
画

か
ら
関
わ
っ
た
「
さ
か
も
と
国
際
児
童
画

展
」
の
会
場
案
内
の
チ
ラ
シ
作
製
で
も
困
っ

た
。
近
く
に
住
む
従
妹
に
聞
い
て
も
、
観

光
地
で
も
な
い
坂
本
の
案
内
地
図
な
ど
見

す
る
。
信
憑
性
が
あ
り
、
も
し
や
敢
え
て

遺
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
歴
史
の

謎
解
き
を
し
て
み
る
。
歴
史
を
深
く
辿
る

と
、
面
白
い
事
象
が
垣
間
見
え
る
。
こ
の

ま
ま
次
世
代
に
引
継
が
れ
て
い
く
の
だ
ろ

う
か
、
こ
れ
で
い
い
の
か
と
思
案
す
る
の
も

楽
し
い
。

　

昨
年
、
私
た
ち
を
ワ
ク
ワ
ク
さ
せ
て
く

れ
る
出
来
事
が
あ
っ
た
。
坂
本
町
で
恐
竜

の
骨
が
発
見
さ
れ
た
の
だ
。
早
速
私
た
ち

は
探
し
に
出
か
け
た
し
、
こ
れ
に
関
連
づ

け
て
、
幼
い
頃
、
兄
が
友
人
た
ち
と
化
石

を
拾
っ
て
遊
ん
だ
と
い
う
噂
を
聞
き
、
直

接
八
代
市
在
住
の
友
人
か
ら
コ
メ
ン
ト
を

も
ら
っ
た
。

　

朝
早
く
出
か
け
る
日
は
弁
当
を
持
参

し
、
取
材
の
合
間
に
休
憩
を
兼
ね
て
坂
本

町
油
谷
の
ワ
イ
ワ
イ
パ
ー
ク
に
行
く
。
し
ょ

う
こ
さ
ん
の
本
業
は
、
尊
敬
す
る
漢
方
薬

の
先
生
だ
。
お
茶
目
な
人
で
、
自
宅
の
庭
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増
刷
で
き
る
よ
う
に
費
用
を
捻
出
し
た
い

と
思
う
が
、
で
き
る
か
ど
う
か
は
不
明
だ
。

　

企
画
Ｙ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
の
目
的

は
、〝
心
地
よ
い
町
づ
く
り
〟
の
た
め
の
活

動
で
あ
る
。
町
の
情
報
を
発
信
し
、
移
住

者
や
観
光
客
、
関
係
人
口
を
増
や
し
て
産

業
や
店
舗
を
呼
び
込
み
、
町
を
元
気
に
す

る
。
そ
し
て
美
し
い
自
然
を
生
か
し
た
自

然
観
察
教
育
を
通
し
て
、
子
ど
も
達
の
豊

か
な
未
来
に
も
貢
献
し
た
い
。
今
、
私
た

ち
は
来
春
の
刊
行
を
目
指
し
て
「
坂
本
・

鮎
帰
編
」
の
取
材
を
開
始
し
Ｗ
Ｅ
Ｂ
発
信

で
の
イ
ベ
ン
ト
企
画
や
空
き
家
情
報
の
発

信
も
考
慮
中
で
あ
る
。

　

そ
し
て
私
は
、
い
つ
か
坂
本
町
で
フ
ッ
ト

パ
ス
を
楽
し
み
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
日
々

を
暮
ら
し
た
い
と
思
う
。
都
会
に
行
っ
た

私
の
故
郷
の
同
級
生
た
ち
に
も
、
ぜ
ひ
故

郷
に
帰
っ
て
来
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

【
う
え
む
ら
・
み
す
ず
／
八
代
市
】

で
あ
っ
た
。

　

坂
本
町
に
は
七
十
以
上
の
集
落
が
あ

る
。
続
刊
で
は
ペ
ー
ジ
数
を
増
や
し
、
集
落

の
成
り
立
ち
や
球
磨
川
に
流
れ
込
む
支
流

沿
い
で
括
る
な
ど
検
討
中
だ
。
全
集
落
の

掲
載
が
終
了
す
る
に
は
、
三
巻
以
上
は
必

要
だ
ろ
う
し
、
新
刊
に
併
せ
て
既
刊
分
も

「さかもと寄り道 BOOK Vol.1 藤本・大門編〜八代市坂本町 Footpath」概要

 2020 年 4月1日発行／ A5 判・16 ページ・オールカラー 八代市内公共施設など
で限定配布中。
　坂本駅を起点とした藤本・大門集落、球磨川水運の中継地として栄えた地域の特
集。約 1200 年前に創建された藤本五所神社、戦国時代に相良氏が遺した「熊本
県指定 重要文化財・大門薬師堂と同観音堂の鰐口」などの歴史的遺産、SL 列車
と季節 撮影スポット、散歩コース、祭りと伝統食、地層群の大褶曲、遺構など紹介。
写真と文、イラスト、簡単な英語表記。巻末に「球磨川の自然」「坂本町全地図」
を掲載。瀬の名称、 岩の俗称、鮎漁、川遊びの拠点、主要施設、緊急連絡先と
地域の指定避難先を収録。

藤本出身の方たちからの御礼の電話や手紙が多い。私たち
の自腹分の足しにと言って、切手を送ってくださった方もある

　

晩
年
は
画
を
た
し
な
み
、
描
い
た
画
に
自
句
を
そ
え
た
。

請
わ
れ
て
か
く
こ
と
も
あ
り
、
季
節
に
合
っ
た
画
や
句
を
し

た
た
め
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
後
年
に
は
俳
句
は
楽
し
み
に

徹
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
ん
と
い
っ
て
も
川
柳
人
の
筆
者
と
し
て
は
瓢
箪
の
句
が

気
に
な
る
。
漱
石
全
集
十
七
巻
の
中
に
年
月
が
わ
か
っ
た
句

の
最
後
に
載
っ
て
い
る
。
晩
年
は
お
と
な
し
い
句
が
多
い
漱

石
俳
句
だ
が
、
こ
の
お
と
ぼ
け
感
は
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
若

い
こ
ろ
の
漱
石
俳
句
を
思
い
出
さ
せ
る
。

　

漱
石
は
家
族
や
弟
子
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
住
ま
い
で
あ
る

漱
石
山
房
に
て
み
ま
か
っ
た
。満
49
歳
の
12
月
９
日
だ
っ
た
。

静
か
だ
っ
た
の
は
こ
こ
ま
で
で
、
す
ぐ
に
門
弟
の
森
田
草
平

の
発
案
で
石
膏
の
デ
ス
マ
ス
ク
が
と
ら
れ
た
。
翌
日
は
東
京

帝
国
大
学
医
学
部
に
て
解
剖
さ
れ
た
。
脳
は
現
在
も
東
京

大
学
医
学
部
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　

戒
名
は
文
献
院
古
道
漱
石
居
士
。
墓
所
は
東
京
都
の
雑

司
ヶ
谷
霊
園
。
筆
者
は
昨
年
11
月
に
墓
参
し
た
。

　

こ
の
紙
幅
は
漱
石
俳
句
を
川
柳
人
の
視
点
か
ら
楽
し
み
あ

じ
わ
う
ま
た
と
な
い
場
だ
っ
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
閉
じ
る
こ
と

と
す
る
。
感
謝
に
た
え
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

拝

　
　

終
活
へ
ま
ず
縦
の
も
の
横
に
す
る

　
　
一
筆
書
き
の
丸
の
終
わ
り
が
閉
じ
ら
れ
ぬ

柳人があじわう漱石俳句

   

︱ 

最 

期 

︱

【
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
─ ㊿ ─（最終回）

秋
と
な
れ
ば
竹
も
か
く
な
り
俳
諧
師   

49
歳

い
た
づ
ら
に
書
き
た
る
も
の
を
梅
と
こ
そ 　

〃

瓢
箪
は
鳴
る
か
鳴
ら
ぬ
か
秋
の
風
　   

49
歳

夏目漱石の墓
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そ
の
病
は
誰
も
知
ら
な
い
、
薬
も
な
い
、
恐
ろ
し
い
も
の
。

村
人
た
ち
は
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
知
り
ま

し
た
が
、

遠
い
海
の
向
こ
う
の
お
話
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、
大
き
な
外
国
の
船
が
日
本
の
港
に
着
き
ま
し
た
。

そ
の
船
は
、
い
く
つ
か
の
港
に
寄
り
ま
し
た
。

そ
の
た
び
に
、
人
々
は
船
か
ら
下
り
て
、
お
店
に
行
っ
た
り
、

観
光
を
し
た
り
。

「
熱
が
あ
る
、
息
が
苦
し
い
」
と
船
の
中
の
人
た
ち
が
い
い
始

め
ま
し
た
。

船
の
中
の
人
た
ち
が
ど
ん
ど
ん
病
に
か
か
り
始
め
ま
し
た
。

病
は
、
海
の
向
こ
う
の
国
の
不
治
の
病
で
し
た
。

こ
の
時
期
、
海
の
向
こ
う
の
大
き
な
国
の
人
た
ち
は
、
旧
正
月

む
か
し
む
か
し
、
肥
後
の
国
に
不
思
議
な
神
様
が
お
り
ま
し
た
。

あ
る
夜
、
肥
後
の
海
の
中
に
、
キ
ラ
キ
ラ
と
光
る
姿
で
現
れ
ま

し
た
。

次
の
夜
も
、
ま
た
次
の
夜
も
現
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
村
人
た
ち
に

「
私
は
海
の
中
に
住
む
ア
マ
ビ
エ
と
い
う
も
の
で
す
。

も
し
、
は
や
り
の
病
が
で
た
ら
、
私
の
姿
を
写
し
て
人
に
見
せ

な
さ
い
」

と
言
い
残
し
て
海
に
消
え
ま
し
た
。

月
日
が
過
ぎ
て
、
令
和
２
年
。

海
の
向
こ
う
の
大
き
な
国
か
ら
、
は
や
り
の
病
の
う
わ
さ
が
聞

こ
え
始
め
ま
し
た
。

ア
マ
ビ
エ
さ
ま
　 

　
　
福
島
保
育
園
　
桑
原
史
佳

太
陽
の
外
側
の
ギ
ラ
ギ
ラ
し
た
と
こ
ろ
を
コ
ロ
ナ
と
呼
び
ま
す
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
表
面
に
た
く
さ
ん
の
で
っ
ぱ
り
が
見
ら
れ
、

そ
の
姿
が
太
陽
の
ギ
ラ
ギ
ラ
に
似
て
い
る
た
め
、

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
と
う
と
う
肥
後
に
も
や
っ
て

き
ま
し
た
。

ひ
と
り
、
ふ
た
り
と
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
の
を
ニ
ュ
ー
ス
や

新
聞
で
知
る
う
ち
に
、

肥
後
の
村
人
た
ち
は
、
こ
れ
は
た
だ
事
で
は
な
い
と
思
い
始
め

ま
し
た
。

20
人
、
30
人
と
増
え
て
い
き
ま
す
。

人
々
が
集
ま
ら
な
い
よ
う
に
お
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
を
閉
め
始
め

ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
を
守
る
た
め
に
学
校
も
お
休
み
に
な
り
ま
し
た
。

大
人
も
仕
事
に
行
け
な
く
な
り
ま
し
た
。

村
人
た
ち
は
終
わ
り
の
な
い
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
、

大
き
な
不
安
と
恐
怖
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
で
、
あ
る
村
人
が
、
思
い
出
し
た
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
で
、

日
本
に
遊
び
に
で
か
け
て
来
た
の
で
す
。

日
本
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
中
に
出
か
け
て
い
き
ま
し
た
。

自
分
が
は
や
り
の
病
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
。

あ
っ
と
い
う
間
に
日
本
の
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
病
が
は
や
り

始
め
ま
し
た
。

同
じ
よ
う
に
、
世
界
の
国
々
で
も
は
や
り
は
じ
め
ま
し
た
。

こ
の
病
に
は
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」
と
い
う
名
前
が
付
け
ら
れ

ま
し
た
。
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世
界
中
か
ら
、
こ
の
病
が
消
え
て
な
く
な
り
ま
す
よ
う
に
と
願

い
を
込
め
て
、

子
ど
も
も
大
人
も
、
見
た
こ
と
も
な
い
「
ア
マ
ビ
エ
さ
ま
」
を

描
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た

「
ア
マ
ビ
エ
さ
ま
、
ど
う
か
世
界
中
に
あ
た
た
か
い
笑
顔
を
、

笑
い
声
を
取
り
戻
し
て
く
だ
さ
い
」

と
願
い
を
込
め
て
、

描
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

【
く
わ
は
ら
・
ふ
み
か
／
球
磨
郡
錦
町
】

海
の
中
に
住
む
「
ア
マ
ビ
エ
さ
ま
」
を
。

「
は
や
り
の
病
が
で
た
ら
、
私
の
姿
を
写
し
て
人
に
見
せ
な
さ

い
」
と
言
い
残
し
た
言
葉
を
思
い
出
し
た
の
で
す
。

そ
の
姿
は
、
長
い
髪
に
ひ
し
形
の
目
、
く
ち
ば
し
の
よ
う
な
尖

っ
た
口
、
全
身
ウ
ロ
コ
で
覆
わ
れ
た
、
３
本
足
の
半
魚
人
。

今
が
そ
の
時
な
の
で
す
。

人
々
は
「
ア
マ
ビ
エ
さ
ま
」
を
描
き
始
め
ま
し
た
。

ど
う
か
、
大
切
な
人
が
、
は
や
り
の
病
に
か
か
り
ま
せ
ん
よ
う

に
。
治
り
ま
す
よ
う
に
。

福島保育園の園児たちが描いた
アマビエさまの絵

て
お
り
、
近
い
う
ち
に
、
多
数
派
に
な
る

と
み
ら
れ
て
い
る
。
恥
の
文
化
が
根
強
い

な
か
、
他
人
に
な
に
も
聞
か
ず
、
自
力
で

壁
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
動
き
に
「
け

な
げ
で
あ
る
」
と
す
る
追
い
風
も
吹
い
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

ど
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
辿
っ
た
か
は

関
係
者
も
不
明
と
し
つ
つ
も
、
同
時
多
発

的
に
、
コ
ロ
ナ
「
か
」
と
読
む
こ
と
は
確

認
さ
れ
た
よ
う
で
、
大
き
な
前
進
で
あ
っ

コ
ロ
ナ
鍋4

4

　
　
　
　
　
久
馬　

凌

味
を
知
ら
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
」
と

す
る
楽
観
的
グ
ル
ー
プ
が
い
ま
の
と
こ
ろ

全
体
の
約
４
割
を
占
め
て
い
る
模
様
だ

が
、
ど
う
に
か
し
て
「
言
葉
の
壁
」
を
乗

り
越
え
た
い
と
す
る
声
が
一
気
に
強
ま
っ

　
「
コ
ロ
ナ
禍か

」。
い
ま
、
こ
の
言
葉
が
話

題
に
な
っ
て
い
る
。「
禍
」
は
、そ
も
そ
も
、

ど
の
よ
う
に
読
む
の
か
、
ど
う
い
う
意
味

か
、
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

世
論
調
査
に
よ
る
と
、「
読
み
方
・
意
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な
い
。

　

そ
の
他
、「
コ
ロ
ナ
渦
（
う
ず
）、「
コ

ロ
ナ
蝸
（
か
た
つ
む
り
）」、「
コ
ロ
ナ
堝
（
る

つ
ぼ
）」、「
コ
ロ
ナ
鍋
（
な
べ
）」
と
い
っ

た
類
似
系
漢
字
を
発
見
し
て
く
る
動
き

も
あ
る
。
漢
和
辞
典
を
懸
命
に
眺
め
た

努
力
の
産
物
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、

辞
典
の
ひ
き
方
を
も
う
少
し
早
く
覚
え
る

べ
き
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
混
沌
状
態
の
な
か
で
「
ア
マ
エ

ビ
（
甘
え
び
）」
人
気
が
広
ま
っ
た
。「
ア

マ
ビ
エ
」
を
「
ア
マ
エ
ビ
」
と
読
ん
で

し
ま
う
誤
読
派
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

カ
タ
カ
ナ
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
無
関

心
派
を
お
さ
え
て
誤
読
派
が
多
数
派
を

形
成
し
て
い
る
。
登
場
時
期
が
桜
の
時

期
と
重
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、「
甘
エ

ビ
」
よ
り
「
桜
エ
ビ
」
が
美
味
し
い
と
い

う
異
説
も
登
場
す
る
な
ど
「
コ
ロ
ナ
禍
」

の
で
あ
る
。
心
理
学
の
専
門
家
に
よ
れ
ば
、

コ
ロ
ナ
問
題
が
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
を
願

う
気
持
ち
が
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
あ
る
い
は
、
コ
ロ
ナ
問
題
が
過
激
に

な
っ
た
こ
と
へ
の
不
安
感
の
表

出
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
。

　

他
方
、「
か
」
と
読
む
こ
と

を
忘
れ
ま
い
と
必
死
に
な
り

す
ぎ
て
、「
コ
ロ
ナ
可
」、「「
コ

ロ
ナ
化
」、「
コ
ロ
ナ
課
」、「
コ

ロ
ナ
嘉
」、「
コ
ロ
ナ
加
」
と
表

記
す
る
例
も
散
見
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
傾
向
に
、
国
語
学

者
か
ら
は
、「
過
ぎ
た
る
は
及

ば
ざ
る
が
如
し
」
と
の
批
判

が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、

無
関
心
派
よ
り
も
マ
シ
と
す

る
擁
護
論
も
な
い
わ
け
で
は

た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
見
た
目
か

ら
、「
禍
」
に
似
て
い
る
と
さ
れ
る
「
過
」

を
採
用
す
る
傾
向
も
生
じ
て
い
る
。「
コ

ロ
ナ
禍
」
で
な
く
「
コ
ロ
ナ
過
」
と
い
う

アマえび（甘えび）鍋

あ
や
か
ろ
う
と
思
い
切
っ
て
「
ア
マ
え
び

（
甘
え
び
）
鍋
」
を
つ
く
っ
て
み
た
。
し

か
も
４
人
前
。
具
は
、 

甘
え
び
・
豚
肉
・

白
菜
・
白
ネ
ギ
・
き
の
こ
・
水
菜
。『
ア

マ
ビ
エ
様
、
甘
え
び
様
、
疫
病
を
治
め
て

下
さ
い
』
と
願
い
な
が
ら
、頭
を
ブ
チ
ュ
ッ

と
潰
し
て
ミ
ソ
を
出
す
の
が
ミ
ソ
。
あ
と

で
、鍋
に
は
、ち
ゃ
ん
ぽ
ん
麵
を
入
れ
た
。

「
ア
マ
ビ
エ
様
」
と
「
甘
え
び
様
」
が
ち
ゃ

ん
ぽ
ん
に
な
っ
て
実
に
美
味
し
い
。
翌
日

は
、
干
し
大
根
・
干
し
筍
・
人
参
・
牛
蒡
・

あ
げ
で
炊
き
込
み
ご
飯
。
甘
え
び
様
の

頭
も
入
れ
て
炊
く
の
が
コ
ツ
。
冷
蔵
庫
の

断
舎
離
も
で
き
た
。
さ
し
お
り
「
ア
マ
ビ

エ
様
甘
え
び
様
仏
様
」と
い
っ
て
お
こ
う
。

【
き
ゅ
う
ま
・
す
ぐ
る
／
八
代
市
】

に
批
判
し
て
み
て
も
、
彼
ら
は
そ
も
そ
も

「「
言
語
道
断
」
の
意
味
が
分
か
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
、
批
判
者
の
批
判
は
批
判

に
な
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
お
だ
や
か
な

対
応
を
求
め
る
向
き
も
あ
る
。
所
謂
「
大

人
派
」
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
真
実
追
求
派
も
い
る
。
こ
の

正
統
グ
ル
ー
プ
で
は
、「
禍
」
と
「
災
」

の
相
違
を
話
題
に

し
て
い
る
ら
し
い
。

「
禍
を
転
じ
て
福

と
為
す
」
は
彼
ら

真
実
追
求
派
だ
ろ

う
と
期
待
さ
れ
て

い
る
。

　

10
万
円
が
支
給

に
な
る
と
聞
い
た
の

で
、
ア
マ
ビ
エ
様
に

か
ら
遠
く
離
れ
た
地
点
で
の
会
話
が
な
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
外
食
産
業
が
喜

び
そ
う
な
会
話
で
あ
る
が
、
非
常
事
態

宣
言
下
で
あ
る
。「
桜
エ
ビ
は
美
味
し
い
」、

「
甘
エ
ビ
も
美
味
し
い
」
と
い
っ
て
い
る

場
合
か
、
少
し
は
状
況
を
わ
き
ま
え
ろ
、

言
語
道
断
で
あ
る
と
す
る
批
判
は
当
然
で

て
こ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う

炊き込みご飯
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山
江
村
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
令
和
元
年
度
の
企
画
展
で

「
球
磨
人
吉
の
中
世
鰐わ

に
ぐ
ち口

展
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
球
磨
人
吉

の
お
堂
等
に
現
存
し
て
い
る
「
中
世
鰐
口
」
25
口
（
個
）
の
う

ち
23
口
を
お
借
り
し
て
展
示
し
ま
し
た
（
あ
と
の
２
口
は
写
真
展

示
）。
こ
れ
だ
け
多
く
の
鰐
口
が
そ
ろ
っ
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
で

し
た
。
こ
れ
ら
の
中
世
鰐
口
は
、
５
０
０
年
ほ
ど
前
に
造
ら
れ
て

21
世
紀
ま
で
伝
え
ら
れ
、
い
ま
の
私
た
ち
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
物

語
っ
て
く
れ
る
貴
重
な
歴
史
史
料
で
す
。
今
年
３
月
に
は
企
画
展

の
ま
と
め
の
意
味
合
い
か
ら
、
小
冊
子
に
し
て
記
録
に
と
ど
め
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
「
中
世
の
鰐
口
」
と
は
、
室
町
時
代
に
造
ら
れ
た
も
の
で
す
。

そ
の
後
の
江
戸
時
代
の
も
の
と
は
形
状
等
で
区
別
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
が
、「
銘
文
」
が
刻
ま
れ
て
い
て
年
代
が
特
定
で
き
る
も

の
が
多
く
、
後
世
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
と
て
も
有
り
難
い
先
人

か
ら
の
贈
り
物
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

山
江
村
の
瑞
光
寺
跡
阿
弥
陀
堂
の
鰐
口
に
は
「
奉
寄
進
清
源

山
瑞
光
寺
阿
弥
陀
如
来
／
願
主　

高
橋
藤
嶋
鬼
塚
／
于
時
天
文

令
和
元
年
度
　
山
江
村
歴
史
民
俗
資
料
館
　
企
画
展
資
料
よ
り

「
中
世
の
鰐
口
」が
物
語
っ
て
く
れ
る
も
の 

山
江
村
歴
史
民
俗
資
料
館 

館
長　

大
平
和
明

合戦峰の鰐口

十
二
年
癸
卯
八
月
十
五
日
／
敬
白
」
と
タ
ガ
ネ
で
38
文
字
が
陰

刻
さ
れ
て
い
ま
す
。「
清
源
山
瑞
光
寺
の
阿
弥
陀
如
来
」に「
高
橋
、

藤
嶋
、
鬼
塚
」
さ
ん
が
、「
天
文
十
二
年
八
月
十
五
日
」
に
寄
進

し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
天
文
十
二
年
と
は
１
５
４
３

年
で
、
種
子
島
に
鉄
砲
が
伝
来
し
た
年
、
ま
さ
に
戦
国
時
代
の

幕
が
開
か
れ
た
頃
で
す
。

　

球
磨
人
吉
の
中
世
鰐
口
の
特
徴
は
、
他
所
か
ら
の
移
動
が
多
い

と
い
う
こ
と
で
す
。「
寄
進
先
」
と
現
在
の
場
所
が
異
な
っ
て
い
る

の
が
あ
る
の
で
す
。
前
述
し
た
「
清
源
山
瑞
光
寺
」
の
鰐
口
は
移

動
し
て
い
な
い
珍
し
い
？
も
の
で
す
。
球
磨
人
吉
で
は
い
ち
ば
ん

古
い
「
城
泉
寺
（
明
導
寺
）
阿
弥
陀
堂
」
の
鰐
口
は
、「
肥
後
州

宇
土
懸
八
幡
宮
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
寄
進
さ
れ
た
の
は
「
天

授
七
年
」（
１
３
８
１
年
）、
そ
の
後
、
い
つ
の
頃
か
わ
か
り
ま
せ

ん
が
宇
土
か
ら
湯
前
に
移
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
南
北
朝
か
ら
戦

国
時
代
に
か
け
て
相
良
氏
の
軍
勢
は
し
ば
し
ば
宇
土
周
辺
へ
進
出

し
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
の
戦
利
品
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

銘
文
か
ら
、
は
っ
き
り
と
わ
か
る
だ
け
で
も
、

・「
豊
後
国
三
・・
」（
大
分
県
）
→
「
八
日
薬
師
堂
」（
多
良
木
町
）

城泉寺の鰐口
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音
寺
観
音
堂
」（
人
吉
市
）

　

な
ど
の
18
口
の
鰐
口
が
他
所
か
ら
、
人
吉
盆
地
各
所
へ
の
移
入

鰐
口
な
の
で
す
。

　

元
来
あ
っ
た
は
ず
の
寄
進
先
も
「
阿
久
根
院
」（
阿
久
根
市
）、

「
南
小
河
」（
宇
城
市
小
川
町
）
な
ど
と
、
中
九
州
か
ら
南
九
州

ま
で
の
地
域
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
場

所
は
、
何
故
か
し
ら
相
良
氏
が
戦
国
時
代
に
出
陣
し
た
処
と
重

な
る
の
で
す
。

　

中
世
鰐
口
は
九
州
全
体
で
約
80
口
、
県
下
に
は
40
数
口
が
現

存
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
球
磨
人
吉
に
25
口
と
い

う
の
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
す
。

球
磨
人
吉
の
お
堂
を
訪
ね
ら
れ

た
際
に
は
、
ぜ
ひ
、「
ガ
ラ
ン
、

ガ
ラ
ン
」
と
打
ち
鳴
ら
さ
れ
て
、

「
中
世
鰐
口
の
音
」
を
お
楽
し

み
く
だ
さ
い
。

【
お
お
ひ
ら
・
か
ず
あ
き
／
山
江
村
】

・「
高
千
尾
庄
川
曲
村
観
音
寺
」（
宮
崎
県
高
千
穂
町
）
→
「
葛

八
重
地
藏
堂
」（
五
木
村
）

・「
大
隅
州
加
治
木
町
地
藏
堂
」（
姶
良
市
加
治
木
）
→
「
霧
島

神
社
境
内
仏
堂
」（
水
上
村
）、

・「
肥
州
天
草
郡
上
津
浦
庄
妙
楽
寺
」（
天
草
市
有
明
町
）
→
「
観

瑞光寺の鰐口

　
「
人
吉
の
お
城
か
ら
南
へ
約
２
キ
ロ
、

田
町
の
急
坂
か
ら
左
に
登
っ
て
途
中
か
ら

右
へ
入
る
と
山
門
に
着
く
。
そ
こ
か
ら
百

ｍ
ほ
ど
進
む
と
駐
車
場
で
あ
る
。
本
堂

の
前
に
で
ん
と
、
与
謝
野
晶
子
の
歌
碑
が

座
っ
て
い
た
」
と
、昨
年
の
５
月
号
に
「
東

林
寺
」
を
紹
介
し

た
記
事
が
こ
れ
。

　

今
回
は
こ
の
道

と
は
違
う
、
田

町
か
ら
直
接
登
る

「
古
い
参
道
」
の

お
話
を
し
よ
う
と

思
う
。
あ
の
有
名

な
寿
福
酒
造
場
の

前
を
通
っ
て
真
っ

す
ぐ
進
む
と
、
こ
ん
も
り
盛
り
上
が
っ
た

丘
と
石
段
が
見
え
、
そ
の
上
に
お
地
蔵

さ
ん
が
お
座
り
で
あ
る
。
こ
の
お
地
蔵
さ

ん
は
江
戸
時
代
に
作
衛
門
と
い
う
石
工

が
造
っ
た
左
ひ
ざ
を
立
て
た
人
物
大
の
大

き
な
お
地
蔵
さ
ん
。

　

お
顔
が
割
れ
て
い
る
の
は
江
戸
の
終
わ

り
の
頃
に
あ
っ
た
寅
助
火
事
（
鍛
冶
屋
町

の
寅
助
と
い
う
鍛
冶
職
人
が
料
理
を
し
て

い
て
火
が
こ
ぼ
れ
、
大
火
事
と
な
り
球
磨

川
を
飛
び
越
え
て
お
城
も
田
町
も
焼
け

て
し
ま
っ
た
大
火
事
）
で
、
お
顔
が
割
れ

て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。

　

そ
の
後
ろ
に
は
田
町
の
江
戸
時
代
か
ら

の
商
人
の
お
墓
が
あ
り
寿
福
酒
造
家
の

先
祖
の
お
墓
も
あ
る
。
こ
の
お
墓
は
蓑
野

町
の
石
山
光
次
郎
が
刻
ん
だ
当
時
（
大

正
10
年
）
は
最
先
端
の
開
き
扉
の
お
墓
。

こ
れ
を
習
わ
ん
と
大
勢
の
石
工
の
職
人
さ

く
ま
が
わ
の
神
さ
ん
仏
さ
ん 

㊺

今
、東
林
寺
の
古
い
参
道
が
熱
い

　
─
仏
教
の
華
や
か
さ
が
見
え
る
場
所 

─

宮原信晃

東林寺の古い参道の入り口。石段の奥に赤い
地蔵が見える
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再
度
調
査
に
行
っ
て
、
竹
田
さ
ん
が
あ
の

危
な
い
網
が
張
っ
て
あ
る
崖
に
よ
じ
登
っ

て
調
査
を
開
始
し
た
～
っ
！

　

で
、
こ
れ
ま
で
に
解
ら
な
か
っ
た
岩
に

刻
ま
れ
た
仏
様
が
発
見
さ
れ
た
！　

か

は
、
来
月
の
心
と
な
り
ま
し
た
。

【
み
や
は
ら
・
の
ぶ
あ
き
／
宮
原
は
り

灸
院
院
長
】

い
る
、
も
っ
と
南
側
の
岩
に
で
す
か
？
」

と
聞
い
て
み
た
。「
は
い
、
も
っ
と
上
に
、

今
、
網
が
張
っ
て
あ
る
岩
に
あ
っ
た
で
す

よ
」
と
。

　

こ
れ
は
大
変
だ
！　

と
早
速
、
益
田

啓
三
さ
ん
に
報
告
。

　
「
え
～
！
」
と
驚
く
、
益
田
さ
ん
。

　

翌
日
は
、
益
田
さ
ん
と
竹
田
さ
ん
が

　

背
筋
が
ゾ
ク
ゾ
ク
し
て
来
た
。
も
う

帰
ろ
う
と
、
こ
の
場
所
の
真
下
に
あ
る
中

尾
水
道
さ
ん
宅
に
立
ち
寄
っ
た
。

　
「
昔
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
そ
の
カ
ー
ブ

ミ
ラ
ー
の
あ
る
場
所
の
真
上
に
登
っ
て
い

た
ら
岩
に
な
ん
か
刻
ん
で
あ
っ
た
で
す
よ
」

と
、
中
尾
社
長
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
た
。

　
「
益
田
啓
三
さ
ん
た
ち
が
調
査
さ
れ
て

　　　　　　　　拓本

あざやかな色が残る東林寺岸壁の羅漢像（1680年〜）

益田啓三さんが採った羅漢像の拓本

ん
た
ち
が
蓑
野
へ
、
と
い
う
お
話
は

別
の
機
会
に
。

　

さ
て
、
そ
の
奥
に
進
む
と
「
青
面

金
剛
」
様
が
す
っ
く
と
お
立
ち
。
庚

申
信
仰
の
仏
様
で
も
あ
り
江
戸
の
昔

か
ら
こ
の
周
囲
の
方
々
の
寿
命
や
運

命
も
お
見
守
り
さ
れ
た
仏
様
。
さ
て
、

少
し
進
む
と
、
居
ら
れ
ま
し
た
。

　

羅
漢
様
（
お
釈
迦
様
の
お
弟
子
様
）

や
観
音
菩
薩
様
が
岩
に
刻
ん
で
あ
る
。

　

何
と
延
宝
８
年
（
１
６
８
０
年
）

に
こ
の
参
道
の
上
に
あ
る
東
林
寺
が

建
て
ら
れ
た
時
に
刻
ま
れ
た
姿
が
そ

の
ま
ま
残
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
で
あ

る
。
色
も
残
っ
て
い
る
の
だ
。

　

華
や
か
な
仏
様
の
お
姿
が
あ
り
あ
り

と
、
今
か
ら
３
４
０
年
前
の
お
姿
だ
。

　
「
お
ど
ま
～
知
ら
ん
！
」
と
私
も
、
同

行
者
の
〝
ま
〟
さ
ん
も
驚
い
た
。

　

最
近
は
こ
の
す
こ
し
上
の
岩
盤
に
刻
ま

れ
た
文
字
を
掘
り
起
こ
し
て
拓
本
に
採
っ

た
り
さ
れ
て
い
る
益
田
啓
三
さ
ん
や
、
お

仲
間
の
竹
田
さ
ん
大
平
さ
ん
、
久
保
田

先
生
、
市
役
所
の
三
村
さ
ん
や
手
柴
さ

ん
な
ど
が
頻
繁
に
訪
れ
て
い
る
。
今
や
人

吉
で
も
最
も
熱
い
場
所
な
の
で
あ
る
。

相良藩のマスクをする益田さん

東林寺岸壁画の案内板を読
む〝ま〟さん
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課
題
を
持
つ
。

　

そ
れ
故
、
吾
々
は
絶
え
ず
時
代
と
言
う
も
の
に
敏
感
に

な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

　

自
問
自
答
し
て
い
た
。
大
塚
と
島
津
・
柳
澤
が
同
じ
目
線
だ
っ

た
こ
と
は
、「
第
九
章 『
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
』
は
な
ぜ
消
え
た
の
か
」

を
読
み
進
め
れ
ば
明
ら
か
だ
。

　

さ
ら
に
、
戦
前
の
江
藤
千
萬
樹
、
七
田
忠
志
、
長
田
実
、
乙

益
重
隆
、
小
林
行
雄
へ
と
話
題
が
広
が
る
。
高
校
時
代
か
ら
親
し

み
、
今
も
書
架
を
飾
る
藤
森
栄
一
著
『
か
も
し
か
み
ち
以
後
』
に

登
場
し
、
森
本
や
東
京
考
古
学
会
に
深
く
係
わ
っ
て
い
た
人
物
た

ち
。
宇
土
高
校
時
代
の
師
匠
・
富
樫
卯
三
郎
を
介
し
て
、
作
者

澤
宮
に
ま
で
つ
な
が
り
は
広
が
る
。
森
本
に
向
け
た
澤
宮
の
眼
差

し
に
も
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
の
神
髄
が
宿
っ
て
い
る
。

　

大
先
達
た
ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
織
り
な
さ
れ
た
「
第
二
章 

活

躍
す
る
考
古
ボ
ー
イ
」。
そ
の
あ
と
「
第
三
章 

エ
レ
ジ
ー
は
こ
う

し
て
伝
播
し
た
」が
つ
づ
く
。
日
本
各
地
で
次
々
と
歌
詞
が
加
わ
っ

て
い
っ
た
こ
と
を
評
し
て
、
澤
宮
は
、「
土
器
が
形
を
変
え
て
各
地

に
伝
播
し
て
ゆ
く
姿
に
よ
く
似
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ち
な

み
に
、
こ
ん
な
歌
詞
も
あ
る
。

　

日
本
考
古
学
界
の
重
鎮
、
大
塚
初
重
も
本
書
に
登
場
す
る
（
第

八
章
「
戦
争
と
登
呂
遺
跡
と
師
弟
の
愛
と
」）。
大
塚
は
云
う
。

　

僕
ら
は
本
当
に
好
き
で
、
本
当
に
明
ら
か
に
し
た
く
て

や
っ
た
ん
だ
け
ど
ね
。
食
う
た
め
に
や
る
と
い
う
考
古
学

は
ど
う
な
の
か
な
と
も
想
い
ま
す
ね
。

　

島
津
・
柳
澤
は
、

　
「
何
の
為
に
考
古
学
を
や
っ
て
い
る
の
か
？
」
の
設
問
が

な
さ
れ
た
と
き
、
大
き
な
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
趣
味
で
は

無
い
。
生
活
費
に
も
事
欠
き
、
自
分
の
奥
に
あ
る
何
か
、

の
為
に
苦
し
ん
で
や
っ
て
い
る
考
古
学
。

　

考
古
学
の
問
題
（
＝
テ
ー
マ
）
は
、
す
ぐ
れ
て
今
日
的

　

考
古
学
を
志
し
た
若
者
た
ち
が
歌
っ
た
唄
が
あ
る
。
考
古
学
エ

レ
ジ
ー
だ
。

　

街
を
離
れ
て
野
に
山
に
／
遺
跡
求
め
て
俺
た
ち
は
／
夕
べ
の
星

見
て
し
み
じ
み
思
う
／
遠
い
昔
の
物
語

　

あ
の
子
は
良
家
の
お
嬢
さ
ん
／
お
い
ら
し
が
な
い
考
古
学
徒
／

ど
う
せ
叶
わ
ぬ
恋
な
ら
ば
／
ト
レ
ン
チ
掘
っ
て
あ
き
ら
め
よ

　

雪
の
山
野
に
日
は
落
ち
て
／
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
／
遺
跡
の

白
き
清
け
き
は
／
あ
の
子
の
面
を
し
の
ば
せ
る

　

発
掘
終
わ
れ
ば
俺
た
ち
に
ゃ
／
明
日
の
別
れ
が
待
っ
て
い
る
／

せ
め
て
今
宵
は
飲
み
明
か
そ
う
よ
／
青
い
月
夜
の
白
む
ま
で　

　

本
書
は
、
こ
の
唄
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
た
ど
り

つ
つ
、
考
古
学
に
魅
せ
ら
れ
し
者
た
ち
の
生
き
様
（
有
様
）
を
浮

き
彫
り
に
し
て
い
く
。
考
古
学
者
を
一
度
は
夢
み
た
作
者
自
ら
の

体
験
が
本
書
の
基
底
に
あ
っ
て
、
全
体
を
眺
め
る
と
き
、
ひ
と
つ

の
戦
後
考
古
学
史
に
な
っ
て
い
る
。
エ
レ
ジ
ー
に
即
し
て
い
え
ば
、

島
津
義
昭
か
ら
始
め
て
い
る
。
島
津
は
、
知
る
人
ぞ
知
る
、「
エ

レ
ジ
ー
の
作
詞
者
」。
島
津
を
通
し
て
柳
澤
一
男
も
作
詞
者
の
一
人

で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
考
古
学
に
対
す
る
眼

差
し
が
「
エ
レ
ジ
ー
」
に
昇
華
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
明
ら
か

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
二
人
と
戦
前
の
研
究
者
・
森
本
六
爾
な
ど

と
関
係
を
紹
介
し
、そ
れ
を
学
史
に
む
す
び
つ
け
て
い
く
（
第
一
章

「
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
生
ま
れ
る
」）。

澤
宮
優
の
本
を
読
む 

②

『「
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
」
の
唄
が
聞
こ
え
る
』

八
洲
開
発
株
式
会
社 

取
締
役 

木
﨑
康
弘

澤宮優（著）
「『考古学エレジー』の唄が聞こえる」

―発掘にかけた青春哀歌―
（東海教育研究所 2016 年）
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大
学
1
年
の
時
に
買
っ
た
『
季
刊
ど
る
め
ん
』
第
10
号
に
、「
西

北
九
州
の
縄
文
後
期
社
会
︱
石
器
よ
り
み
た
素
描
︱
」
を
書
い

た
人
物
だ
。
そ
の
後
、１
９
８
１
年
夏
に
島
津
と
初
対
面
し
た
が
、

こ
れ
も
ま
た
私
の
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
だ
。

　

戦
後
、
断
続
的
に
も
続
い
て
き
た
考
古
学
ブ
ー
ム
だ
っ
た
が
、

石
器
ね
つ
造
事
件
を
境
に
、
状
況
は
激
変
し
た
。
１
０
０
０
人
の

受
験
者
が
殺
到
し
、
70
人
程
度
の
合
格
者
と
い
う
時
代
が
あ
っ
た

明
大
の
考
古
学
だ
っ
た
が
、
聞
け
ば
、
今
は
希
望
す
る
受
験
生
も

め
っ
き
り
減
っ
た
と
い
う
。
実
測
に
格
闘
す
る
若
者
も
、
卒
業
後

に
考
古
学
を
続
け
る
若
者
も
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
法
律
用
語

の
埋
蔵
文
化
財
が
普
通
の
時
代
と
な
り
、
考
古
学
徒
も
め
っ
き
り

減
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。

　

そ
し
て
、
い
ま
、「
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
」
は
忘
れ
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
あ
と
が
き　

森
本
六
爾
を
求
め
る
旅

︱
」
の
作
者
澤
宮
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
輝
き
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
考

古
学
の
魅
力
を
噛
み
し
め
、「
遠
い
昔
の
物
語
」
を
伝
え
た
い
。

そ
ん
な
こ
と
を
想
わ
せ
て
く
れ
た
良
書
だ
。

【
き
ざ
き
・
や
す
ひ
ろ
／
熊
本
市
】

場
は
あ
っ
た
。
大
学
の
垣
根
を
越
え
た
サ
ー
ク
ル
、
発
掘
者
談
話

会
で
唄
っ
た
。

　

夏
に
長
崎
県
佐
世
保
市
の
泉
福
寺
洞
穴
を
発
掘
し
、
月
２
回
、

故
麻
生
優
の
自
宅
で
出
土
遺
物
を
整
理
し
て
い
た
。
発
掘
合
宿
所

で
の
酒
宴
兼
夕
食
会
や
、
街
に
繰
り
出
し
て
の
忘
年
会
な
ど
で
の

締
め
は
決
ま
っ
て
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
。
麻
生
、
下
川
達
彌
、
森
淳

一
郎
、
白
石
浩
之
、
副
島
邦
弘
、
久
村
貞
男
、
木
下
修
、
萩
原

博
文
、
山
口
譲
治
ら
の
大
先
輩
た
ち
と
肩
を
組
み
な
が
ら
、
滔
々

と
唄
い
上
げ
た
。

　

そ
の
輪
に
初
め
て
収
ま
っ
た
の
は
１
９
７
６
年
の
大
学
１
年
生

の
夏
だ
。
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
が
産
声
を
上
げ
た
の
は
、
そ
の
11
年

前
の
こ
と
に
な
る
。

　

木
﨑
さ
ん
。
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
を
作
っ
た
人
が
分
か
り
ま
し
た

よ
！　

島
津
義
昭
さ
ん
だ
そ
う
で
す
。

　

大
学
３
年
の
時
、
そ
う
話
し
か
け
て
き
た
の
が
國
學
院
大
學

２
年
の
村
井
実
。
聞
け
ば
、
泉
福
寺
洞
穴
の
後
に
行
っ
た
福
岡
市

の
発
掘
現
場
で
知
っ
た
と
い
う
。

掘
に
参
加
し
た
考
古
学
ボ
ー
イ
。
人
吉
市
内
の
書
店
で
購
入
し

た
藤
森
の
『
旧
石
器
の
狩
人
』
を
片
手
に
明
治
大
学
の
門
を
叩
い

た
私
も
、
吉
留
と
同
世
代
だ
が
、
章
を
読
み
進
め
る
に
つ
れ
て
、

オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
れ
て
い
く
。

　

話
題
が
変
わ
っ
て
恐
縮
だ
が
、
明
治
大
学
考
古
学
専
攻
２
年
の

ク
ラ
ス
コ
ン
パ
だ
っ
た
か
ら
、
１
９
７
７
年
春
の
こ
と
。

　

考
古
学
エ
レ
ジ
ー
は
國
學
院
。
明
治
に
は
考
古
学
音
頭
が
あ
る

ぞ
！

　

学
年
担
任
の
故
小
林
三
郎
は
こ
う
私
を
諭
し
た
。
そ
し
て
、「
出

た
ぞ
出
た
出
た
何
が
出
た
」
と
歌
い
出
し
た
。
専
攻
生
の
愛
唱

歌
だ
っ
た
こ
れ
が
最
初
で
最
後
の
考
古
学
音
頭
。
悲
し
い
か
な
、

学
生
運
動
の
余
波
で
大
学
発
掘
は
中
断
さ
れ
た
ま
ま
。
歌
う
機

会
が
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。

　
「
音
頭
」
に
代
わ
っ
て
「
エ
レ
ジ
ー
」
を
唄
っ
た
。
同
書
の

１
５
６
頁
で
同
世
代
の
赤
司
善
彦
は
「
明
治
大
学
で
は
考
古
学

エ
レ
ジ
ー
を
研
究
室
で
歌
う
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。

確
か
に
そ
う
だ
、「
エ
レ
ジ
ー
は
國
學
院
」
だ
。
そ
れ
で
も
歌
う

　

シ
ュ
ー
リ
ー
マ
ン
の
後
を
追
い
／
華
厳
の
丘
に
夢
お
き
／
学
び

の
窓
は
辛
く
と
も
／
我
ら
が
望
み
誰
が
知
る

　

歩
け
歩
け
オ
ロ
ジ
ス
ト
／
縄
文
弥
生
土
師
須
恵
／
歩
け
歩
け

オ
ロ
ジ
ス
ト
／
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ス
ト
勇
ま
し
く

　
「
第
四
章 

遺
跡
発
掘
と
学
生
運
動
と
エ
レ
ジ
ー
と
」、「
第
五
章 

遺
跡
保
存
に
立
ち
上
が
れ
！
」
は
圧
巻
で
あ
る
。
考
古
学
徒
た
ち

は
、
高
度
成
長
の
風
潮
の
中
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
の
前
に
立
ち
は
だ

か
っ
た
。
60
年
安
保
闘
争
以
降
、
島
津
・
柳
澤
た
ち
の
時
代
ま

で
続
い
た
こ
と
な
の
だ
が
、
今
は
語
ら
れ
る
こ
と
さ
え
な
い
。
読

者
は
、
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
何
だ
っ
た
の
か
に
き
っ

と
気
づ
く
は
ず
だ
し
、
大
塚
や
島
津
・
柳
澤
の
境
地
に
共
感
す
る

は
ず
だ
。

　
「
第
六
章 

考
古
学
エ
レ
ジ
ー
を
生
き
る
」
か
ら
「
第
七
章 
高

校
考
古
学
部
は
活
躍
す
る
」
ま
で
を
貫
く
の
は
、
懐
か
し
い
記

憶
。
夢
絶
ち
が
た
き
ほ
ど
に
魅
力
溢
れ
る
考
古
学
で
あ
っ
た
れ
ば

こ
そ
、
若
者
た
ち
は
の
め
り
込
み
、
考
古
学
エ
レ
ジ
ー
に
心
酔
で

き
た
。
故
吉
留
秀
敏
も
登
場
す
る
が
、
彼
も
、
上
場
遺
跡
の
発
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勉
強
不
足
で
、
本
誌
前
号
を
読
む
ま
で
、
作
者
の
澤
宮
さ
ん

の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
。
本
書
の
主
役
・
吉
原
正
喜
選
手
に
つ

い
て
も
予
備
知
識
が
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
野
球
の
ル
ー
ル
に
つ

い
て
さ
え
細
か
い
こ
と
は
知
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
評
者
が
本
書
を

書
評
す
る
適
任
者
で
あ
る
か
自
信
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
情
報
を

知
ら
な
い
素
人
が
評
者
と
し
て
適
任
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
う
。

　

今
年
１
月
末
に
痛
め
た
肩
の
手
術
を
受
け
、
そ
の
後
８
週
間
の

入
院
生
活
を
送
っ
た
の
ち
仕
事
に
復
帰
し
た
が
、
そ
の
仕
事
に
目

処
が
つ
い
た
４
月
上
旬
に
本
書
を
手
に
し
た
。
文
体
は
平
明
だ
が
、

膨
大
な
資
料
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
も
と
に
緻
密
に
構
成
さ
れ
た
作

品
で
あ
る
こ
と
が
一
読
し
て
直
ぐ
に
分
か
っ
た
。
当
時
の
情
景
や

試
合
風
景
が
目
に
浮
か
ん
だ
。
作
者
の
取
材
力
と
筆
力
に
よ
る
の

だ
ろ
う
。

　

タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
本
書
は
、
吉
原
選
手
の
生
き
ざ
ま
、
特

に
野
球
に
対
す
る
向
き
合
い
方
、
チ
ー
ム
メ
イ
ト
と
の
関
り
を
描

い
た
作
品
で
あ
る
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
て
あ
る
の
で
読
み
や
す

い
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
例
を
並
べ
れ
ば
き
り
が
な
く
、
細
か
く
書
い

て
し
ま
う
と
本
を
手
に
す
る
楽
し
み
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う

か
ら
、
そ
の
紹
介
は
で
き
る
だ
け
控
え
る
が
、
沢
村
栄
治
投
手
、

川
上
哲
治
選
手
の
投
球
を
受
け
た
捕
手
で
あ
る
こ
と
は
一
点
を
紹

介
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
沢
村
選
手
が
活
躍
し
、
川
上
選
手
が
そ
の

才
能
を
開
花
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
に
吉
原
選
手
は
そ
の
人
生
を

過
ご
し
た
の
で
あ
っ
た
。
快
足
で
有
名
だ
っ
た
が
戦
地
を
駆
け
抜

け
る
こ
と
は
か
な
わ
ず
、
昭
和
19
年
10
月
10
日
に
南
方
戦
線
で
戦

業
野
球
」
と
揶
揄
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
東
京
六
大
学
野
球
よ
り

も
人
気
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
。
戦
争
が
近
づ

く
に
つ
れ
、
ボ
ー
ル
の
質
が
ど
ん
ど
ん
悪
く
な
り
、
打
っ
て
も
飛

ば
な
く
な
っ
て
バ
ッ
タ
ー
が
不
利
に
な
る
背
景
や
野
球
用
語
の
変
化

（「
プ
レ
イ
ボ
ー
ル
」
が
「
は
じ
め
」、「
セ
ー
フ
」
が
「
よ
し
」
な
ど
）

も
し
っ
か
り
描
か
れ
て
あ
る
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
日
本
野
球
連
盟

は
、
昭
和
15
年
９
月
13
日
に
理
事
会
を
開
催
し
次
の
新
綱
領
を

発
表
し
て
い
る
。

一
、
我
ガ
連
盟
ハ
日
本
精
神
ニ
即
ス
ル
日
本
野
球
ノ
確
立
ヲ
期
ス

一
、
我
ガ
連
盟
ハ
野
球
ノ
神
髄
タ
ル
潤
達
敢
闘
共
同
団
結
ノ
理
念

ヲ
昂
揚
普
及
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス

三
、
我
ガ
連
盟
ハ
規
範
的
野
球
ヲ
挙
行
シ
以
テ
最
健
全
慰
楽
ノ

提
供
を
期
ス

　

作
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
華
美
な
服
装
の
廃
止
、
引

き
分
け
試
合
の
廃
止
、
英
語
の
廃
止
、
球
団
名
の
日
本
語
化
が

決
ま
っ
た
。
戦
前
野
球
の
質
的
転
換
の
文
章
と
し
て
右
綱
領
は
記

憶
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

死
し
た
の
で
あ
っ
た
。
前
回
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
会
日
の
ち
ょ

う
ど
20
年
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
享
年
25
歳
で
あ
っ
た
。
遺
骨
・

遺
品
は
残
っ
て
い
な
い
。
大
正
８
年
（
１
９
１
９
年
）
１
月
２
日

に
熊
本
県
飽
託
郡
本
庄
村
（
現
在
の
熊
本
市
中
央
区
本
庄
）
で

出
生
。
熊
本
工
業
に
進
学
。
同
校
時
代
に
川
上
哲
治
選
手
と
バ
ッ

テ
リ
ー
を
組
み
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
書
に
は
、

川
上
選
手
の
証
言
な
ど
が
随
所
に
登
場
す
る
こ
と
は
触
れ
て
い
い

だ
ろ
う
。

　

プ
ロ
野
球
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
も
詳
し
く
解
説
し
て
あ
っ

て
戦
前
日
本
の
野
球
史
と
も
な
っ
て
い
る
。「
プ
ロ
野
球
」
が
「
職

澤宮 優（著）
戦火に散った巨人軍最強の捕手

吉原正喜・炎の生涯
（河出文庫 2014 年）

澤
宮
優
の
本
を
読
む 

③

『
戦
火
に
散
っ
た
巨
人
軍
最
強
の
捕
手 

︱
吉
原
正
喜
・
炎
の
生
涯
』

 

橋
本
徳
一
郎
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い
思
い
に
な
る
。
や
ん
ち
ゃ
だ
っ
た
熊
本
工
業
時
代
の
吉
原
、
監

督
の
叱
責
を
ひ
と
り
で
受
け
続
け
た
吉
原
、
い
く
ぶ
ん
浪
費
癖
の

あ
っ
た
吉
原
、
一
塁
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
た
め
に
毎
回
駆
け
た
吉

原
、
他
の
選
手
に
較
べ
て
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
足
が
速

い
と
語
っ
た
吉
原
。
本
書
で
描
か
れ
て
い
る
吉
原
選
手
の
姿
に
接

す
る
と
き
、
戦
死
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
活
躍
す
る
姿
に
出
会
い

た
く
な
る
。

　

久
し
ぶ
り
に
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
を
し
っ
か
り
読
ま
せ
て
い

た
だ
い
た
。
私
の
拙
い
文
章
で
澤
宮
優
さ
ん
の
作
品
の
魅
力
が
伝

わ
る
か
不
安
だ
が
、
少
し
で
も
読
ん
で
み
よ
う
と
興
味
を
持
っ
て

い
た
だ
け
た
ら
幸
甚
で
あ
る
。

【
は
し
も
と
・
と
く
い
ち
ろ
う
／
八
代
市
】

　

当
時
、
野
球
人
と
し
て
歩
む
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
野

球
人
も
徴
兵
制
の
対
象
で
あ
っ
た
。
徴
兵
さ
れ
た
と
き
の
次
の
文

書
は
吉
原
の
心
情
を
語
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

　
「
あ
し
か
け
五
年
と
い
ふ
も
の
を
こ
の
世
界
で
送
り
、
若

い
生
命
を
燃
え
上
が
ら
せ
た
に
も
拘
ら
ず
、
私
の
胸
の
底
に

は
何
の
感
慨
も
湧
き
上
が
っ
て
来
ず
し
て
、
た
だ
『
夢
の
よ

う
な
』
と
い
ふ
掴
み
ど
こ
ろ
の
な
い
言
葉
が
、
ま
る
で
霧
の

よ
う
に
広
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
」

　
「
夢
の
よ
う
な
」
に
は
、「
野
球
を
も
っ
と
や
り
た
い
」
と
い
う

気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
戦
争
で
野
球
が
続

け
ら
れ
な
か
っ
た
人
々
、
野
球
に
限
ら
ず
、
や
り
た
か
っ
た
こ
と

が
で
き
ず
に
命
を
失
っ
た
人
々
の
こ
と
を
思
う
と
、
や
り
き
れ
な

　

皆
さ
ん
は
「
イ
ッ
プ
ス
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ

う
か
？　

ス
ポ
ー
ツ
医
学
な
ど
に
興
味
の
あ
る
方
は
ご
存
知
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
聞
い
た
こ
と
が
な
い
方
が
大
部
分
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

僕
も
こ
の
本
を
読
む
ま
で
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
が
プ
ロ
ス
ポ
ー

ツ
選
手
を
中
心
に
、
か
な
り
苦
し
ん
で
い
る
人
が
い
る
深
刻
な
状
態
と
知

り
、
驚
き
ま
し
た
。

　

イ
ッ
プ
ス
と
は
、
体
が
思
う
よ
う
に
動
か
な
く
な
る
状
態
で
す
。
と
い
っ

て
も
日
常
生
活
な
ど
に
支
障
を
き
た
す
麻
痺
な
ど
と
は
違
い
、「
他
の
動

作
は
で
き
る
の
に
特
定
の
動
き
だ
け
が
う
ま
く
で
き
な
く
な
る
こ
と
」
を

指
し
ま
す
。
野
球
の
ピ
ッ
チ
ャ
ー
な
ら
暴
投
し
て
し
ま
う
、
内
野
手
な
ら

一
塁
に
う
ま
く
投
げ
れ
な
い
、
ゴ
ル
フ
ァ
ー
な
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
シ
ョ
ッ
ト
や

パ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
る
、
テ
ニ
ス
選
手
な
ら
サ
ー
ブ
の
ト

ス
が
う
ま
く
で
き
な
い
な
ど
で
す
。
い
ず
れ
も
高
度
な
技
を
極
め
た
選
手

が
、
い
ま
ま
で
な
ら
簡
単
に
で
き
て
い
た
動
作
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う

奇
妙
さ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
練
習
な
ら
で
き
る
の
に
試
合
に
な
る
と

で
き
な
い
、
と
い
っ
た
よ
う
に
状
態
に
変
動
が
あ
り
、
緊
張
が
強
ま
る
場

面
で
特
に
で
き
な
く
な
る
の
が
特
徴
で
す
。

　

イ
ッ
プ
ス
は
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
よ
う
に
、
①
非
常
に
精
密
な
身
体

澤宮優（著）『イップス
　魔病を乗り越えたアスリートたち』

（KADOKAWA、2018 年 )

澤
宮
優
の
本
を
読
む 

④

『
イ
ッ
プ
ス
』　
　
　
　
　
　
　
　
　 

精
神
科
医
　
興
野
康
也
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れ
こ
れ
動
い
た
り
考
え
た
り
し
な
い
こ
と
が
大
事
で
す
。

　

内
容
を
も
と
に
僕
が
想
像
し
た
の
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。
プ
ロ

ス
ポ
ー
ツ
選
手
は
身
体
的
に
非
常
に
無
理
を
し
続
け
て
お
り
、
肉
体
的

な
限
界
を
越
え
る
負
荷
を
か
け
て
い
ま
す
。
な
の
で
体
の
故
障
（
骨
折
・

肉
離
れ
・
靭
帯
断
裂
な
ど
）
の
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
ま
す
。
一
方
で
精
密

な
身
体
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
求
め
ら
れ
続
け
る
こ
と
は
脳
に
と
っ
て
も
大
き

な
負
担
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
限
界
に
達
し
た
と
き
に
「
脳
の
疲
労

骨
折
」
の
よ
う
な
状
態
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
イ
ッ
プ
ス
な
の
で
は
な
い

か
？

　

膝
の
靭
帯
断
裂
の
手
術
を
受
け
た
ス
ポ
ー
ツ
選
手
は
、
い
く
ら
リ
ハ
ビ

リ
を
し
て
も
、
以
前
と
全
く
同
じ
や
り
方
で
動
く
の
は
難
し
い
と
思
い
ま

す
。
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
形
で
膝
を
か
ば
っ
た
り
負
担
を
減
ら
す
工
夫
を

し
な
が
ら
競
技
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。
イ
ッ
プ
ス
も
同
じ
で
、
脳
の
限

界
を
越
え
た
の
で
す
か
ら
、
全
て
元
ど
お
り
に
競
技
す
る
こ
と
は
難
し
そ

う
で
す
。
な
の
で
①
他
の
動
き
方
で
競
技
す
る
（
野
球
で
は
ポ
ジ
シ
ョ
ン

を
変
え
る
）、
②
同
じ
よ
う
な
動
き
を
す
る
に
し
て
も
、
他
の
神
経
回
路

を
使
う
（
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
る
、
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
変
え
る
な
ど
）、

③
休
息
を
あ
え
て
取
る
（
練
習
を
減
ら
す
な
ど
）、
④
動
作
も
思
考
も
パ

タ
ー
ン
化
し
、
あ
え
て
い
ろ
い
ろ
考
え
な
い
、
⑤
自
分
の
得
意
な
と
こ
ろ

で
勝
負
し
、
苦
手
な
と
こ
ろ
は
無
理
に
克
服
し
よ
う
と
し
な
い
、
な
ど
が

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
求
め
ら
れ
る
、
②
特
定
の
身
体
部
位
に
負
荷
が
集
中
す

る
、
③
徹
底
し
た
反
復
動
作
を
行
う
、
④
過
度
の
心
理
的
ス
ト
レ
ス
が

か
か
る
、
と
い
う
状
況
で
発
生
し
や
す
い
そ
う
で
す
。
楽
器
の
演
奏
者
や

理
容
師
な
ど
ス
ポ
ー
ツ
以
外
の
分
野
で
も
み
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お

り
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
人
が
経
験
し
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
少
な
く
と
も
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
間
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

文
筆
家
が
紙
に
向
か
っ
て
書
く
と
き
に
だ
け
手
が
動
か
な
く
な
る

「
書し

ょ
け
い痙
」
に
つ
い
て
は
僕
も
知
っ
て
い
ま
し
た
。
精
神
科
の
教
科
書
に
も

載
っ
て
い
ま
す
し
、
外
来
で
患
者
さ
ん
を
診
療
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

病
気
の
位
置
付
け
と
し
て
は
、
不
随
意
運
動
の
一
種
で
あ
る
「
ジ
ス
ト
ニ

ア
」
と
さ
れ
て
お
り
、
神
経
内
科
の
専
門
領
域
で
す
。
イ
ッ
プ
ス
は
基
本

的
に
は
精
神
科
的
な
問
題
で
は
な
い
と
こ
の
本
で
は
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、

僕
も
賛
成
で
す
（
た
だ
う
つ
病
な
ど
の
精
神
疾
患
が
併
発
す
る
こ
と
も
あ

り
、
こ
の
本
に
も
ケ
ー
ス
が
出
て
き
ま
す
）。

　

さ
ら
に
心
理
的
な
要
因
は
大
き
く
関
与
す
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
身

体
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
要
因
で
イ
ッ
プ
ス
が
起
こ
る
こ
と
が
こ
の
本
で
は
強
調

さ
れ
て
い
ま
す
。
な
の
で
メ
ン
タ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
的
な
方
法
も
役
に
は

立
ち
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
に
「
心
と
体
に
無
理
を
か
け
な
い
プ
レ
ー
ス
タ

イ
ル
の
確
立
」
が
重
要
な
よ
う
で
す
。
動
作
や
思
考
を
一
定
に
し
て
、
あ

対
策
に
な
り
ま
す
。

　

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
勝
負
は
相
手
と
の
勝
負
だ
け
で
な
く
、
自
分
の

体
調
と
の
勝
負
が
大
き
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
何
ら
か
の
体
調
不
良
に

直
面
し
た
と
き
に
、
そ
の
人
の
本
質
が
試
さ
れ
る
と
も
言
え
ま
す
。
元
ど

お
り
の
や
り
方
で
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
で
は
ど
ん
な
や
り
方
な
ら
自

分
を
活
か
せ
る
の
か
？
自
分
の
「
こ
う
あ
り
た
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に

こ
だ
わ
ら
ず
に
、
変
化
を
受
け
入
れ
て
い
け
る
か
？
と
て
も
難
し
い
こ
と

で
す
ね
。

　

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
と
次
元
は
違
い
ま
す
が
、
僕
も
イ
ッ
プ
ス
の
よ
う

な
も
の
を
経
験
し
て
い
ま
す
。
あ
る
と
き
か
ら
カ
ル
テ
に
字
を
書
く
と
き

に
、
右
手
の
親
指
に
力
が
入
ら
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
生
活
に

支
障
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
普
段
は
親
指
に
力
も
入
る
の
で
す
。
腱
鞘
炎
か

と
思
い
、
整
形
外
科
も
２
ヶ
所
受
診
し
た
の
で
す
が
、
い
ず
れ
も
異
常
無

し
で
し
た
。
ま
た
精
神
科
医
の
仕
事
と
い
う
の
は
話
す
こ
と
と
書
く
こ
と

ば
か
り
が
多
い
の
で
す
が
、
患
者
さ
ん
に
話
す
と
き
に
ろ
れ
つ
が
回
り
に

く
い
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
普
段
の
生
活
に
は
支
障
が
な
い

の
で
不
思
議
で
す
。
こ
れ
も
一
種
の
イ
ッ
プ
ス
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

自
分
が
好
き
な
こ
と
や
得
意
な
こ
と
が
う
ま
く
で
き
な
く
な
る
の
は
大

変
に
つ
ら
い
こ
と
で
す
。
生
き
る
支
え
が
も
ぎ
取
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で

す
。
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
で
も
イ
ッ
プ
ス
で
辞
め
て
い
く
人
も
多
い
そ
う
で

す
。
で
も
そ
の
と
き
に
新
た
な
生
き
る
支
え
を
見
つ
け
て
い
く
人
も
い
ま

す
。
非
常
に
大
き
な
試
練
だ
と
言
え
ま
す
し
、
あ
え
て
言
う
な
ら
成
長

の
チ
ャ
ン
ス
と
も
言
え
る
の
で
し
ょ
う
。

　

著
者
は
ス
ポ
ー
ツ
選
手
に
取
材
し
て
た
く
さ
ん
の
作
品
を
書
か
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。
僕
は
『
イ
ッ
プ
ス
』
し
か
読
ん
で
い
ま
せ
ん
が
、
著
者
の

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
著
者
の
願
い
は
お
そ
ら
く
、
子
ど
も

の
ス
ポ
ー
ツ
教
育
の
な
か
に
イ
ッ
プ
ス
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
イ
ッ
プ

ス
に
な
っ
て
も
相
談
支
援
を
受
け
ら
れ
る
体
制
が
で
き
る
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？　

ス
ポ
ー
ツ
選
手
た
ち
を
支
え
る
た
め
に
で
き
る
こ
と
と

し
て
、
著
者
は
大
変
な
苦
労
を
し
て
こ
の
本
を
ま
と
め
た
の
だ
と
思
い
ま

し
た
。

　

実
は
著
者
自
身
も
イ
ッ
プ
ス
の
経
験
者
な
の
だ
そ
う
で
す
。
イ
ッ
プ
ス

に
な
り
や
す
い
性
格
と
し
て
、
求
道
的
・
ま
じ
め
・
気
遣
い
な
ど
が
あ

り
ま
す
が
、
著
者
に
も
当
て
は
ま
る
と
感
じ
ま
す
。
十
分
な
能
力
が
あ
る

の
に
、
さ
ら
に
上
を
目
指
し
て
や
り
こ
み
過
ぎ
る
と
こ
ろ
も
当
て
は
ま
り

そ
う
で
す
。
な
の
で
こ
の
本
は
著
者
か
ら
の「
イ
ッ
プ
ス
に
苦
し
む
皆
さ
ん
、

あ
き
ら
め
な
い
で
。
苦
し
み
は
大
き
い
け
れ
ど
、
道
は
必
ず
開
け
ま
す
」

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
す
。
自
ら
も
だ
え
苦
し
み
な
が
ら
書
く
と
こ

ろ
に
、
著
者
の
本
質
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

【
お
き
の
・
や
す
な
り
／
人
吉
市
】
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山
頭
火
に
と
っ
て
熊
本
と
い
う
地
は
、
種
田
親
子
が
経
営
し

て
い
た
種
田
酒
造
場
の
二
年
に
わ
た
る
酒
の
腐
敗
に
よ
る
破
産

の
た
め
に
、
生
誕
の
地
「
山
口
県
防
府
市
」
か
ら
家
族
（
妻
サ

キ
ノ
と
長
男
・
健
）
と
と
も
に
大
正
５
年
（
１
９
１
６
）
４
月

に
夜
逃
げ
し
て
来
た
第
二
の
故
郷
で
あ
り
、
苦
悶
の
日
々
を
過

ご
し
た
地
で
も
あ
る
。
そ
の
為
に
自
暴
自
棄
に
な
り
自
殺
願
望

の
日
々
を
送
っ
て
い
た
山
頭
火
が
、
出
家
と
い
う
人
生
の
転
換

を
図
っ
た
地
で
も
あ
り
、
山
頭
火
を
語
る
と
き
熊
本
は
大
事
な

通
過
点
の
場
所
で
あ
る
。
今
回
の
バ
ス
ツ
ア
ー
は
「
山
頭
火
の

出
家
の
道
」
を
た
ど
る
バ
ス
旅
行
で
あ
る
。

　

種
田
山
頭
火
［
た
ね
だ
・
さ
ん
と
う
か
］
は
、
１
８
８
２
年

（
明
治
15
年
）
12
月
３
日
生
ま
れ
、
１
９
４
０
年
（
昭
和
15
年
）

　

令
和
元
年
12
月
15
日
（
日
）、「
人
吉
・
球
磨　

山
頭
火
の
会
」

13
名
（
一
般
参
加
２
名
）
は
、
山
頭
火
が
熊
本
市
坪
井
に
あ
る

法
恩
禅
寺
で
出
家
し
て
か
ら
93
年
が
過
ぎ
た
日
に
、「
山
頭
火

出
家
の
道
」
を
た
ど
っ
て
バ
ス
ツ
ア
ー
を
行
っ
た
。
マ
イ
ク
ロ

バ
ス
は
「
ホ
テ
ル
サ
ン
人
吉
」
か
ら
無
償
提
供
を
し
て
い
た
だ

い
た
。
過
去
２
回
、「
南
九
州
句
碑
巡
り
」（
一
泊
）、「
山
頭
火

生
誕
の
地
『
防
府
市
』
と
終
焉
の
地
『
松
山
市
』
を
回
る
２
泊

の
旅
」
に
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
運

転
手
は
今
回
を
含
め
３
回
の
ツ
ア
ー
を
、
ホ
テ
ル
の
専
務
理
事

森
原
勝
己
さ
ん
（
会
員
）
が
務
め
て
く
だ
さ
っ
た
。
会
員
の
大

半
が
「
出
家
の
道
」
を
訪
ね
る
の
は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
、
山

頭
火
の
人
生
の
転
換
期
に
直
面
し
、
山
頭
火
の
昔
日
を
想
い
、

感
ず
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
よ
う
に
静
か
に
散
策
し
た
。

「
種
田
山
頭
火
出
家
の
道
」
を
巡
る 

㊤

　 

　
人
吉
・
球
磨
　
山
頭
火
の
会
　
那
須
智
治

10
月
11
日
に
松
山
市
で
没
し
た
。
日
本
の
自
由
律
俳
句
の
俳
人
。

山
頭
火
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
山
口
県
防
府
市
の
生
ま
れ
。

「
層
雲
」
の
荻
原
井
泉
水
門
下
。
大
正
14
年
（
１
９
２
５
）
に

熊
本
市
の
曹
洞
宗
報
恩
禅
寺
で
出
家
得
度
し
て
耕こ
う

畝ほ

と
い
う
法

名
が
授
け
ら
れ
た
。
本
名
・
種た
ね

田だ

正
し
ょ
う

一い
ち

。

　

●
実
行
委
員
会
６
名
（
竹
田
・
立
場
・
宮
崎
・
松
崎
・
河

野
・
那
須
）
で
バ
ス
ツ
ア
ー
行
程
を
作
成
す
る

　

平
成
24
年
11

月
17
日
に
「
人

吉
・
球
磨　

山

頭
火
の
会
」
が

設
立
さ
れ
た
。

顧
問
の
坂
本
福

治
氏
、
前
山
光

則
氏
以
外
、
会

長
以
下
全
理
事

が
山
頭
火
を
研

究
し
た
者
は
な

く
素
人
集
団
で
会
を
運
営
し
、
市
民
講
座
を
開
催
し
研
究
を
重

ね
早
く
も
８
年
が
過
ぎ
た
。
そ
の
間
と
て
も
濃
厚
で
ユ
ニ
ー
ク

な
活
動
を
続
け
、
日
本
中
に
人
吉
・
球
磨　

山
頭
火
の
会
の
存

在
を
知
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
自
負
し
て
い
る
。
バ
ス
ツ

ア
ー
の
計
画
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
先
人
が
残
し
た
多
く
の

本
、
雑
誌
、
研
究
資
料
を
参
考
に
し
た
。

　

今
回
、「
種
田
山
頭
火
出
家
の
道
」
を
巡
る
バ
ス
ツ
ア
ー
の

コ
ー
ス
と
し
て
、
①
山
頭
火
が
熊
本
市
下
通
り
に
移
住
し
て
居

を
構
え
、
古
本
屋
を
営
業
し
た
雅
楽
多
書
房
跡
→
②
山
頭
火
が

酔
っ
払
っ
て
市
電
を
止
め
た
と
云
わ
れ
て
い
る
熊
本
市
天
神
町

旧
公
会
堂
前
→
③
山
頭
火
が
出
家
し
た
坪
井
の
曹
洞
宗
報
恩
禅

寺
→
④
山
頭
火
が
出
家
し
て
１
月
足
ら
ず
で
坊
守
に
な
っ
た
植

木
町
味
取
の
曹
洞
宗
瑞
泉
禅
寺
味
取
観
音
堂
を
順
に
回
る
計
画

を
作
っ
た
が
、
交
通
の
利
便
上
、
渋
滞
を
避
け
回
遊
す
る
つ
い

で
に
近
郊
の
史
跡
⑤
田
原
坂
、
⑥
熊
本
城
復
興
現
場
→
⑦
種
田

家
の
墓
地
が
あ
る
曹
洞
宗
安
国
禅
寺
、
山
頭
火
の
句
碑
が
あ
り
、

望
月
義
庵
の
お
墓
の
あ
る
⑧
曹
洞
宗
大
悲
禅
寺
の
仏
閣
を
見
て

巡
る
コ
ー
ス
を
作
っ
た
。

（左）山頭火は明治 42 年（1909 年）サキノと結
婚 27 歳。側の女児は腹違いの妹。（右上）倒産
した種田酒造所）　（右下）生家跡と記念碑
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●
史
跡
田
原
坂

　

バ
ス
の
中
で
、
今
回
の
バ
ス

ツ
ア
ー
の
行
程
と
立
ち
回
る
先

の
重
要
な
点
を
説
明
し
て
い
る

と
あ
っ
と
い
う
間
の
９
時
45
分
、

田
原
坂
に
着
い
た
。「
田
原
坂

西
南
戦
争
資
料
館
」
は
熊
本
市

北
区
植
木
町
豊
岡
に
あ
り
、
味

取
観
音
堂
の
近
く
に
あ
る
。
日

本
で
最
後
の
内
戦
の
激
戦
地
に

　

●
出
発

　

令
和
元
年
12
月
15
日
、
霧
深
い
午
前
７
時
半
人
吉
駅
の
山
頭

火
顕
彰
碑
前
を
出
発
→
田
原
坂
記
念
館
→
味
取
観
音
堂
→
熊
本

城
復
興
現
場
見
学
→
雅
楽
多
跡
（
車
上
か
ら
）
→
旧
公
会
堂
前

（
車
上
か
ら
）
→
報
恩
禅
寺
→
曹
洞
宗
安
国
禅
寺
→
大
悲
禅
寺

→
帰
路
に
着
く
→
午
後
５
時
30
分
、
人
吉
駅
前
帰
着
の
予
定
で

出
発
し
た
。
車
中
、
多
く
の
先
人
が
造
っ
た
書
物
の
資
料
か
ら

3
ヶ
月
か
け
て
作
っ
た
行
程
表
と
案
内
書
を
も
と
に
、
私
と
竹

田
理
事
が
ガ
イ
ド
役
に
な
り
、
こ
れ
か
ら
回
る
コ
ー
ス
の
説
明

と
寺
院
の
解
説
を
行
っ
た
。

西南の役錦絵　田原坂激戦地錦絵

資料館展示室

人吉隊戦死者の墓誌

弾痕跡のある土蔵。新しい資料館ができ
るまでは記念館だった（12月15日）

新しくなった田原坂資料館

閣
よ
り
高
く
聳
え
、
資
材
を
運
ん
で
い
た
。
こ
こ
で
昼
食
の
予

定
だ
っ
た
が
変
更
し
、
坪
井
に
あ
る
報
恩
禅
寺
に
向
か
う
。

　

●
こ
れ
か
ら
本
題
の
種
田
山
頭
火
の
出
家
の
道
を
た
ど
っ
て

紹
介
し
て
い
く

　

①
雅
楽
多
書
房
跡

（
下
通
り
元
大
洋
デ
パ
ー
ト
、
ダ
イ
エ
ー
跡
に
あ
っ
た
。

現
複
合
商
業
施
設CO

CO
SA

の
一
角
に
該
当
す
る
）

　

大
正
５
年
４
月
、
２
年
間
に
わ
た
っ
て
酒
が
腐
っ
て
し
ま
っ
た

種
田
酒
造
場
は
経
営
が
危
機
に
陥
り
、
再
建
に
奔
走
す
る
も
、
結

局
種
田
家
は
破
産
に
追
い
込
ま
れ
る
。
父
竹
治
郎
は
行
方
不
明

（
そ
の
後
は
消
息
不
明
）
に
な
り
、
山
頭
火
は
「
層
雲
」
友
人
の

兼か
ね
ざ
き崎

地ち

橙と
う
そ
ん孫

（
旧
制
五
高
在
学
）
を
頼
っ
て
妻
子
と
熊
本
へ
移
る

あ
る
資
料
館
は
観
光
客
が
少
な
く
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
の
寒

さ
を
感
じ
た
。
天
気
は
快
晴
。
田
原
坂
西
南
戦
争
資
料
館
の
案
内

人
で
も
あ
り
、「
植
木
山
頭
火
の
会
」
前
・
会
長
の
中
尾
末
義
さ

ん
が
迎
え
て
く
れ
た
。
新
し
く
資
料
館
が
で
き
て
い
た
。
館
内
展

示
も
整
列
さ
れ
、
分
か
り
や
す
い
中
尾
さ
ん
の
案
内
で
45
分
間
館

内
を
見
学
。
田
原
坂
激
戦
地
跡
を
眺
め
な
が
ら
、
次
の
目
的
地
の

味
取
観
音
堂
④
（
後
述
）
に
中
尾
さ
ん
の
先
導
で
移
動
し
た
。
熊

本
県
南
に
い
る
私
た
ち
に
は
な
か
な
か
訪
れ
る
機
会
が
な
い
所
で

あ
り
、
も
っ
と
時
間
を
か
け
て
見
学
し
た
か
っ
た
が
、
今
回
は
ツ

ア
ー
の
付
録
で
あ
り
、
惜
し
み
な
が
ら
田
原
坂
を
あ
と
に
し
た
。

　

●
次
に
熊
本
城
復
興
現
場
⑥
に
向
か
う

　

熊
本
城
に
近
づ
く
に
つ
れ
車

両
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
駐
車

場
が
い
っ
ぱ
い
だ
。
バ
ス
は
予

約
が
な
い
と
駐
車
で
き
な
い
と

断
ら
れ
た
。
企
画
し
た
田
舎
者

の
私
の
調
査
不
足
だ
っ
た
。
大

き
な
ク
レ
ー
ン
が
２
台
、
天
守

熊本城は人でいっぱい
（12月15日）

古川富章「雅楽多書房と
種田不知火」より
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１
９
１
９
年
（
大
正
８
年
、
37
歳
）
10
月
、
妻
子
を
熊
本
に

残
し
た
ま
ま
単
身
上
京
。
妻
サ
キ
ノ
と
は
翌
１
９
２
０
年
（
大

正
９
年
）
11
月
、
種
田
家
の
負
債
を
債
権
者
が
妻
サ
キ
ノ
の
実

家
に
取
り
立
て
に
行
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
戸
籍
上
離
婚
し

て
い
る
。
１
９
２
３
年
（
大
正
12
年
、
41
歳
）、
関
東
大
震
災

に
遭
い
、
熊
本
の
元
妻
の
も
と
へ
逃
げ
帰
っ
た
。

　

大
正
13
年
12
月
、
熊
本
市
内
で
泥
酔
し
、
路
面
電
車
を
止
め

た
と
こ
ろ
を
顔
見
知
り
の
熊
本
日
日
新
聞
社
の
木
庭
と
い
う
記

者
に
助
け
ら
れ
、
市
内
の
坪
井
の
報
恩
禅
寺
（
千
躰
佛
）
③
に

連
行
さ
れ
望
月
義
庵
住
職
に
預
け
ら
れ
寺
男
と
な
っ
た
と
い
わ

こ
と
に
な
る
。
大
正
５
年
５

月
、
熊
本
市
下
通
町
一
丁
目

１
１
７
（
村
上
吉
平
方
）
で

古
書
店
「
雅
楽
多
書
房
」
を

開
業
。
し
か
し
、
経
営
は
軌

道
に
乗
ら
ず
、
間
も
な
く
額

縁
店
「
雅
楽
多
」
と
し
て
再

出
発
。
そ
の
経
営
も
次
第
に

妻
サ
キ
ノ
に
任
せ
が
ち
に
な

っ
て
い
く
。
熊
本
で
の
山
頭
火
の
生
活
は
常
に
空
虚
感
や
欠
落
感

が
付
き
纏
い
、
更
に
こ
の
頃
に
起
こ
っ
た
弟
二
郎
の
自
殺
が
山
頭

火
を
よ
り
一
層
酒
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
古
書
店
「
雅
楽

多
書
房
」
は
昔
の
大
洋
デ
パ
ー
ト
の
跡
地
に
あ
り
、
そ
の
後
は
ダ

イ
エ
ー
、
現
在
は
商
業
複
合
施
設
「
コ
コ
サ
」（CO

CO
SA

）
と

な
っ
て
い
る
建
物
を
車
窓
か
ら
見
学
。
天
神
町
旧
公
会
堂
前
を
車

上
か
ら
見
学
し
坪
井
に
あ
る
報
恩
禅
寺
に
向
か
っ
た
。

　

②
旧
公
会
堂
前
（
天
神
町
・
現
市
民
会
館
前
交
差
点
）

　
（
山
頭
火
が
泥
酔
し
、
路
面
電
車
を
止
め
た
と
こ
ろ
と
い
う
）

雅楽多書房跡。現商業複合施設「ココサ」

旧熊本市公会堂前

事件現場の地図

　

③
報
恩
禅
寺
（
千
躰
佛
）
熊
本
市
中
央
区
坪
井
3
丁
目
８
︱
43

　

報
恩
禅
寺
に
連
行
さ
れ
た
山
頭
火
は
大
正
14
年
２
月
（
42

歳
）、
住
職
・
望
月
義
庵
を
導
師
に
親
友
の
友
枝
寥
平
（
県
立

病
院
薬
剤
師
・
層
雲
同
人
）
を
立
会
人
と
し
て
得と
く

度ど

し
「
耕こ
う

畝ほ

」
と
改
名
し
た
。
出
家
し
た
山
頭
火
（
耕
畝
）
を
二
か
月
後

に
見
舞
っ
た
親
友
伊
藤
敬
治
（
熊
本
農
業
普
及
員
）
の
回
想
に

よ
る
と
、
廊
下
の
一
番
奥
の
机
の
前
に
座
っ
て
い
た
が
机
に
は

只
一
冊
「
無
門
関
」
が
お
い
て
あ
っ
た
。
伊
藤
敬
冶
は
山
頭
火

に
す
ぐ
連
れ
出
さ
れ
て
、
あ
る
料
亭
で
酒
の
相
手
を
さ
せ
ら
れ

た
。
よ
く
し
ゃ
べ
り
、
よ
く
歌
い
、
二
次
会
、
三
次
会
と
飲
み

れ
て
い
る
。
路
面
電
車
は
現
在
廃
線
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
ん
に
ち
、
泥
酔
し
市
電
を
止
め
た
山
頭
火
を
報
恩
禅
寺
に

連
行
し
た
本
当
の
人
物
は
誰
か
と
い
う
議
論
が
複
数
の
山
頭
火

研
究
者
か
ら
出
て
お
り
、
大
変
面
白
い
。
会
員
の
坂
本
福
治
氏

も
そ
の
一
人
で
、
こ
の
バ
ス
ツ
ア
ー
の
移
動
中
に
説
明
を
受
け

た
い
と
企
画
し
て
い
た
ら
、
面
白
い
展
開
に
発
展
し
た
。
泥
酔

し
路
面
電
車
を
止
め
る
事
件
を
起
こ
し
た
山
頭
火
本
人
が
、
自

分
で
報
恩
禅
寺
の
門
を
開
い
た
か
、
誰
か
連
行
し
た
も
の
が
い

た
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
が
面
白
い
。
そ
の
詳
細
は
後
述
し
た

い
。
今
回
は
連
行
さ
れ
た
山
頭
火
と
し
て
話
を
進
め
て
み
た
い
。報恩禅寺山門

報恩禅寺の場所

山門から本堂を見る

法恩禅寺境内
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歩
い
た
。
禅
寺
で
は
真
剣
に
修
行
し
て
い
た
の
で
な
く
、
飲
み

代
が
無
い
か
ら
ジ
ッ
と
し
て
い
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
望
月
義
庵
和
尚
は
無
言
で
通
し
た
。
た
だ
与

え
た
の
が
「
無
門
関
」
一
冊
と
い
う
経
典
が
意
味
深
長
で
あ
る
。

案
外
あ
っ
け
な
い
世
捨
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
お
経
を
習
う

期
間
も
お
か
ず
、
大
正
14
年
３
月
５
日
に
は
当
時
の
鹿
本
郡
植

木
町
に
あ
っ
た
味
取
観
音
堂
（
曽
洞
宗
瑞
泉
寺
）
の
堂
守
に
な

っ
て
移
住
し
て
い
る
（
山
頭
火
ア
ル
バ
ム
別
巻
よ
り
）。

　

熊
本
城
公
園
で
復
興
工
事
現
場
を
見
な
が
ら
昼
食
を
と
る
予

定
だ
っ
た
が
入
場
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
藤
崎
宮
の
近
く
に
あ

る
報
恩
禅
寺
に
向
か
う
。
数
度
の
震
災
を
逃
れ
た
名
刹
で
あ
る
。

坪
井
お
茶
の
間
セ
ン
タ
ー
の
坪
井
山
頭
火
の
会
の
岡
崎
信
五
氏

と
２
名
の
会
員
の
方
が
出
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
残
念
な
が
ら

本
堂
と
千
躰
佛
は
住
職
不
在
の
た
め
に
見
学
が
で
き
な
か
っ
た
。

岡
崎
さ
ん
の
説
明
を
聞
き
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
思
い
思
い
に
散

策
し
て
記
念
撮
影
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
ゆ
っ
く
り
と
人
吉
か
ら

持
参
し
た
弁
当
を
広
げ
る
。
陽
だ
ま
り
の
中
、
そ
れ
ぞ
れ
境
内

に
座
り
持
参
し
た
弁
当
の
昼
食
を
取
っ
た
。（
次
号
㊦
に
続
く
）

【
な
す
・
ち
は
る
／
人
吉
市
】

山頭火の句碑

け
ふ
も
托
鉢
こ
こ
も
か
し
こ
も
花
さ
か
り

山
頭
火 望月義庵和尚 千躰佛

坪井地名の由来報恩禅寺にて（12月15日）

絵と文／坂本福治

その ㊾

　

最
近
の
新
聞
で
、
画
家
の
小
磯
良
平
が
女
優
の
八
千
草

薫
の
肖
像
を
描
い
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
八
千
草
薫
で
は
、

三
船
敏
郎
の
「
宮
本
武
蔵
」
で
共
演
し
た
の
が
、
私
に
は

印
象
が
強
い
。

　

私
の
若
き
日
、
東
京
芸
術
大
学
の
夏
期
講
習
を
受
け
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
講
師
は
高
名
な
林
武
、
牛
島
憲
之
、
小

磯
良
平
と
い
う
面
面
で
、
普
段
は
画
集
で
し
か
見
ら
れ
な

い
人
た
ち
だ
っ
た
。
こ
ち
ら
か
ら
指
名
し
て
見
て
も
ら
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
運
良
く
、
小
磯
画
伯
が
私
の
作
品
の
前

に
座
っ
て
、
作
品
の
後
頭
部
に
訂
正
の
線
を
引
か
れ
た
。

憧
れ
の
画
家
に
よ
る
線
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
う
れ
し

く
、
そ
の
ま
ま
私
の
手
を
入
れ
ず
に
持
っ
て
帰
り
た
か
っ
た

が
、そ
れ
で
は
講
師
に
失
礼
だ
ろ
う
と
考
え
、さ
ん
ざ
ん
迷
っ

た
末
、
訂
正
の
線
に
そ
っ
て
描
き
直
し
た
。
今
か
ら
六
十

年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　

  【
さ
か
も
と
・
ふ
く
じ
／
画
家
、
人
吉
市
】

消
し
た
小
磯
良
平
の
線
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と
い
う
も
の
。
こ
の
場
合
、
左
座
家
（
仁

田
尾
、
樅
木
）
は
緒
方
家
（
椎
原
、
久

連
子
、
葉
木
）
と
は
異
な
る
伝
説
を
も
つ

わ
け
で
あ
る
。

　

諸
説
あ
れ
、
と
も
か
く
伝
説
の
豊
か

な
含
み
を
そ
の
ま
ま
に
、
今
回
は
椎
原
の

緒
方
家
、
仁
田
尾
の
左
座
家
の
民
家
を

訪
ね
る
。
緒
方
家
は
川
辺
川
に
並
行
す

る
国
道
四
四
五
号
線
沿
い
、
左
座
家
は

川
辺
川
の
支
流
、
小
原
川
に
並
行
す
る

県
道
五
二
号
線
沿
い
に
あ
る
。

　

ま
ず
は
緒
方
家
（
写
真
①
）
へ
。
現

在
の
建
物
は
三
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
建
て

ら
れ
た
も
の
で
、
平
成
十
二
年
ま
で
は
五

年
間
、
旅
館
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
老
朽
化
が
進
み
、
改
造
も
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
泉
村
（
現
八
代
市
）

が
取
得
し
復
元
し
て
い
る
。

　

石
垣
の
上
、
広
く
南
庭
が
と
ら
れ
、

建
築
み
て
あ
る
記 

㊺

緒
方
家
と
左
座
家
を
あ
る
く

　
　
　
　
　
　
　
森
山　

学

　

八
代
市
泉
町
に
は
ふ
た
つ
の
落
人
伝
説

が
あ
る
。

　

ひ
と
つ
は
壇
ノ
浦
合
戦
後
、
平
清
経

ら
が
落
ち
延
び
て
き
た
（
文
治
五
年
＝

一
一
八
九
）
と
い
う
も
の
。
ま
た
は
建
長

二
年
（
一
二
五
〇
）
に
清
経
の
曾
孫
ら
が

移
り
住
ん
だ
と
も
。
そ
の
末
裔
が
五
家

荘
の
椎
原
、
久
連
子
、
仁
田
尾
、
樅
木
、

葉
木
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ

が
緒
方
家
と
、
緒
方
家
か
ら
改
名
し
た

左
座
家
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
菅
原
道
真
の
子
、
菅
宰

相
と
千
代
丸
が
落
ち
延
び
て
き
て
（
延

長
元
年
＝
九
二
三
）、
左
座
に
改
名
し
た

写真① 緒方家：南側全景。左にかぶと造り、右に切妻屋根の玄関

そ
の
南
を
向
い
て
建
物
が
建
つ
。
屋
根
は

茅
葺
き
で
、
起む

く

り
と
よ
ば
れ
る
か
た
ち
で

ふ
っ
く
ら
と
膨
ら
ん
で
い
る
。
寄
棟
で
は

あ
る
が
、
西
側
の
妻
は
屋
根
が
途
中
で
切

れ
て
半
分
ほ
ど
し
か
な
い
。
い
わ
ゆ
る
か

ぶ
と
造
り
で
あ
る
。

　

南
側
の
正
面
か
ら
見
る
と
、
な
か
ほ

ど
に
切
妻
屋
根
の
玄
関
が
あ
る
。
社
寺
の

屋
根
の
よ
う
に
若
干
の
反
り
が
あ
り
、
そ

の
頂
点
に
懸げ

魚ぎ
ょ

が
さ
が
っ
て
い
る
。
格
式

あ
る
民
家
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

玄
関
の
左
手
の
大
戸
は
土
間
へ
の
入
口

で
あ
る
。
土
間
に
入
る
と
目
の
前
に
部
屋

が
あ
る
。
泉
町
の
間
取
り
で
よ
く
み
ら

れ
る
ナ
カ
エ
と
い

う
部
屋
で
あ
る
が
、

緒
方
家
で
は
一
室

だ
け
で
な
く
二
室

並
ぶ
。
土
間
の
天

井
は
根ね

だ太
天
井
で
、

正
確
に
は
天
井
で

は
な
く
二
階
の
床

が
む
き
出
し
で
見

え
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
土
間

の
上
に
二
階
が
あ

写真③ 緒方家：オモテから屋根裏を見上げる

写真② 緒方家：オモテ。左に土間、中央にナカエ、右に仏間

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

土
間
の
右
手
は
食
違
型
四
間
取
り
で

あ
る
。
土
間
と
の
境
に
は
大
黒
柱
が
立

つ
。
四
つ
間
取
り
の
う
ち
、
手
前
側
が
オ

モ
テ
で
板
張
り
、
囲
炉
裏
が
切
ら
れ
て
い

る
（
写
真
②
）。
こ
こ
は
茅
葺
き
の
屋
根

裏
が
見
え
る
。
小
屋
組
は
二
本
の
部
材

を
お
互
い
に
寄
り
か
か
ら
せ
て
頂
部
を
つ

な
ぎ
山
形
に
組
む
つ
く
り
方
で
、
屋
根
裏

に
大
空
間
が
と
れ
る
叉さ

す首
組
と
よ
ば
れ
る

も
の
で
あ
る
（
写
真
③
）。

　

先
ほ
ど
の
切
妻
の
玄
関
は
こ
の
オ
モ
テ

に
連
絡
す
る
。
一
般
に
オ
モ
テ
の
下
屋
に

式
台
を
つ
け
玄
関
と
す
る
が
、
緒
方
家
で

は
と
く
に
こ
こ
に
社
寺
風
の
屋
根
を
か
け

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

オ
モ
テ
の
裏
は
四
畳
の
仏
間
で
あ
る
。

オ
モ
テ
と
土
間
、
オ
モ
テ
と
仏
間
の
境
界

に
は
差さ

し

鴨が
も

居い

が
あ
る
の
に
対
し
、
オ
モ
テ
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る
。
そ
の
ほ
か
の
欄
間
に
は
、
松
竹
梅
、

七
宝
輪
違
紋
、
波
と
千
鳥
が
彫
ら
れ
て

い
る
。

　

こ
の
家
に
は
格
式
が
違
う
三
つ
の
入
口

が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
土
間
に

　

さ
ら
に
よ
く
見
る
と
、
唐
破
風
の
懸

魚
に
あ
た
る
兎う

の
毛け

通
し
と
よ
ば
れ
る
部

材
に
は
梅
鉢
紋
が
あ
っ
て
菅
原
道
真
と
の

関
連
を
語
っ
て
い
る
。
玄
関
付
近
の
軒
下

の
透
か
し
欄
間
も
梅
鉢
紋
が
主
題
で
あ

通
じ
る
大
戸
で
あ
る
。
土
間
に
入
る
と
正

面
が
ナ
カ
エ
、
右
手
は
食
違
型
四
間
取

り
の
高
床
で
、
ま
ず
は
広
い
オ
モ
テ
で
あ

る
。
こ
こ
に
ふ
た
つ
目
の
入
口
、
式
台
が

あ
る
。
オ
モ
テ
の
裏
に
は
隠
居
部
屋
が
あ

写真⑤ 左座家：西側全景。石垣の上に建つ

写真⑥ 左座家：唐破風の玄関。中央上部が兎の毛通し

写真⑦ 左座家：隠居部屋から中廊下越しにオモテを見る

　

座
敷
は
下
座
敷
（
次
の
間
）
と
上
座

敷
か
ら
な
る
。
座
敷
内
に
も
ぐ
る
り
と

長
押
が
回
り
、
棹
縁
天
井
が
張
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
棹
は
漆
塗
り
で
あ
る
。
上
座
敷

の
座
敷
飾
り
は
床
の
間
と
床
脇
。
床

脇
に
は
天
袋
が
あ
っ
て
、
か
つ
て
は
違

い
棚
が
あ
っ
た
そ
の
痕
跡
が
残
る
。

こ
の
座
敷
は
ま
さ
に
家
柄
に
ふ
さ
わ

し
く
書
院
造
で
あ
っ
て
、
切
妻
の
玄

関
は
正
客
を
迎
え
る
そ
の
「
車
寄
」

に
値
す
る
と
言
え
よ
う
。

　

さ
て
二
階
に
は
、
屋
根
裏
を
利
用

し
た
隠
し
部
屋
が
あ
る
（
写
真
④
）。

畳
敷
き
の
二
室
が
並
び
、
床
と
床

脇
が
あ
り
棹
縁
天
井
が
張
ら
れ
て
い

て
、
二
階
座
敷
の
扱
い
で
あ
る
。
か

ぶ
と
造
り
で
屋
根
が
半
分
で
あ
る
た

め
、
屋
根
裏
で
も
障
子
が
大
き
く

明
る
い
。
ま
た
屋
根
勾
配
に
あ
わ
せ

と
オ
モ
テ
の
上
手
に
あ
る
座
敷
の
境
界
に

は
長な

げ

押し

が
つ
き
、
釘
隠
し
が
飾
ら
れ
る
。

土
間
に
近
い
オ
モ
テ
や
仏
間
よ
り
も
、
上

手
の
座
敷
が
格
式
高
い
こ
と
を
示
す
。

て
天
井
が
斜
め
に
張
ら
れ
た
箇
所
で
は
、

天
井
板
を
矢や

筈は
ず

張
り
と
し
て
い
て
面
白

い
。

　

次
は
仁
田
尾
の
左
座
家（
写
真
⑤
）へ
。

こ
ち
ら
は
二
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
建
物
で
、

や
は
り
泉
村
が
取
得
、
復
元
し
て
い
る
。

　

建
物
は
県
道
沿
い
の
高
い
石
垣
の
上
に

あ
り
、
県
道
側
の
西
を
向
く
。
茅
葺
き

の
寄
棟
屋
根
で
、
緒
方
家
と
は
違
い
下

屋
が
な
く
大
屋
根
を
葺
き
下
ろ
す
。
県

道
か
ら
見
上
げ
て
目
を
引
く
の
は
唐
破

風
の
玄
関
で
あ
る
（
写
真
⑥
）。
唐
破
風

と
は
垂
木
や
破
風
板
が
カ
ー
ブ
を
描
く

屋
根
の
つ
く
り
方
で
、
禅
宗
寺
院
の
ほ
か
、

天
守
閣
の
屋
根
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

た
だ
も
の
で
は
な
い
民
家
だ
と
一
目
で
わ

か
る
。
こ
れ
は
座
敷
に
通
じ
、
三
つ
あ
る

入
口
の
う
ち
も
っ
と
も
格
式
高
い
。

写真④ 緒方家：二階。大きな障子と斜めの天井
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値
す
る
唐
破
風
の
玄
関
、
三
点
セ
ッ
ト
の

座
敷
飾
り
、
縁
側
と
ま
さ
に
典
型
的
な

書
院
造
で
あ
る
。
さ
ら
に
先
述
の
二
畳
の

仏
間
は
床
脇
横
に
開
か
れ
て
い
る
。
書
院

造
の
典
型
、
園
城
寺
光
浄
院
客
殿
（
滋

賀
県
）
に
は
、
こ
の
位
置
に
二
畳
の
書
院

の
間
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。
左
座
家
の
仏

間
は
ま
さ
に
こ
の
書
院
の
間
に
倣
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　

二
階
に
は
畳
と
板
敷
き
の
部
屋
が
あ
っ

て
、
菊
水
の
透
か
し
欄
間
が
、
実
は

二
階
の
足
元
の
明
り
取
り
と
な
っ
て
い
る

（
写
真
⑨
）。
隠
し
部
屋
っ
ぽ
く
て
ワ
ク

ワ
ク
す
る
。

　

安
心
し
て
建
物
巡
り
を
楽
し
め
る
日

が
早
く
来
ま
す
よ
う
に
。

【
も
り
や
ま
・
ま
な
ぶ
／
高
専
教
員
、

一
級
建
築
士
、
八
代
市
】

根
太
天
井
の
他
室
に
対
し
、
こ
こ
だ
け
が

棹
縁
天
井
で
あ
る
。
上
座
敷
に
は
床
の

間
、
床
脇
、
付
書
院
が
備
え
ら
れ
、
床

天
井
は
矢
筈
張
り
で
あ
る
。
座
敷
の
南

面
、
西
面
に
は
縁
側
が
回
る
。
車
寄
に

る
（
写
真
⑦
）。
二
部
屋
は
中
廊
下
で
仕

切
ら
れ
て
い
て
近
代
的
で
あ
る
。
隠
居
部

屋
に
並
ん
で
二
畳
の
仏
間
が
あ
る
。

　

オ
モ
テ
の
上
手
に
下
座
敷
（
次
の
間
）

と
上
座
敷
が
あ
り
（
写
真
⑧
）、
天
井
は

写真⑧ 左座家：上座敷。正面に床の間と床脇。右に付書院。左に仏間

写真⑨ 左座家：二階の足元の透かし欄間

その❹

み
ん
か
網
ん
巣
ば
張
っ
と
っ
た
で
、
ニ

ガ
竹
ん
葉
の
多
か
っ
や
ら
木
の
枝
ん

た
く
し
ゃ
あ
っ
と
で
、
巣
ご
め
ぇ
巻
き

付
け
っ
か
ら
何
匹
も
捕
っ
て
戻
っ
て
、

ボ
ォ
ブ
ラ
棚
や
ら
庭
ん
木
に
捕
っ
て
来

た
木
や
竹
ご
め
乗
せ
と
け
ば
、
我
が

ど
ん
で
好
き
な
所
け
ぇ
い
た
ぁ
て
、
小

み
ん
か
巣
の
網
ば
張
っ
居
っ
た
。

　

ヤ
マ
コ
ブ
は
、
生
き
た
虫
し
き
ゃ

食
わ
じ
ゃ
っ
た
で
、
小
み
ん
か
虫
ば
捕

ま
え
っ
か
ら
網
ん
な
ん
ぎ
ゃ
っ
て
（
投

げ
て
）
ひ
っ
か
か
れ
ば
、
真
ん
中
き
ゃ

居
っ
て
網
ば
が
ぶ
っ
（
揺
さ
ぶ
る
）
て
、

引
っ
か
か
っ
た
網
の
糸
ば
切
っ
て
真
ん

中
き
ゃ
持
っ
て
行
た
ぁ
て
、
虫
ん
汁
っ

ば
吸
う
て
太
ぅ
な
っ
居
っ
た
。

　

そ
ぎ
ゃ
ぁ
や
っ
て
太
ぅ
な
ら
き
ゃ
ぁ

た
ヤ
マ
コ
ブ
ん
誰
が
と
が
強
か
か
ん

戦
い
じ
ゃ
っ
た
。

　

自
慢
の
ヤ
マ
コ
ブ
ば
捕
っ
て
来
た
時

ん
ご
て
ぇ
、
木
や
竹
ん
巣
ご
め
ぇ
巻

き
付
け
っ
か
ら
持
ち
寄
っ
て
、
一
尺
ぐ

り
ゃ
ん
長
さ
ん
棒
ん
先
に
一
ち
ょ
ん
ヤ

マ
コ
ブ
ば
は
ま
せ
っ
か
ら
、
反
対
側
ん

棒
の
先
ん
相
手
ん
ヤ
マ
コ
ブ
ば
は
ま
せ

て
戦
わ
す
っ
と
で
、
糸
ば
巻
き
付
け

ら
れ
っ
か
ら
動
き
ゃ
え
ん
め
ぇ
ひ
な
れ

ば
負
け
で
、
糸
ば
垂
ら
き
ゃ
て
棒
か

ら
下
が
っ
た
時
に
ゃ
、
手
に
唾
ば
溜
め

て
ヤ
マ
コ
ブ
ん
下
ち
ゃ
も
っ
て
い
た
ぁ

て
戦
い
お
っ
た
。

　

そ
ん
ま
ま
糸
ば
垂
ら
き
ゃ
て
地
だ

ん
付
け
ば
負
け
ん
な
っ
た
。
戦
い
お
っ

て
糸
ば
垂
ら
か
し
む
か
さ
じ
に
ゃ
地

だ
ん
つ
っ
こ
け
（
落
ち
る
）
た
ぁ
た
負

け
ん
ひ
な
っ
て
、
誰
っ
が
飼
ぅ
と
っ
た

と
が
一
番
強
か
ば
決
め
居
っ
た
。

【
ま
つ
ふ
ね
・
ひ
ろ
み
つ
／
青
井
阿
蘇

神
社
・
文
化
苑
「
童
遊
館
」】

　

温
ぅ
ひ
な
れ
ば
、
虫
ど
ん
が
卵
か

ら
ん
ま
れ
（
生
ま
れ
）
じ
ゃ
ぁ
て
、
溝

ん
土
手
や
ら
に
ゃ
ヤ
マ
コ
ブ
（
コ
ガ
ネ

グ
モ
）
ん
オ
ッ
チ
ョ
（
雄
）
て
も
メ
ッ

チ
ョ
て
も
見
分
け
ん
付
か
ん
と
の
、
小

ヤ
マ
コ
ブ
合
戦

絵と文／松舟博満
おっとわっとあすび その㊵



45 くまがわ春秋　Vol.50　2020.5.9 44くまがわ春秋　Vol.50　2020.5.9

す
の
よ
。

　

も
し
ど
こ
か
で
ご
縁
が
あ
り
ま
し
た
ら
よ
ろ
し
く
願
い
ま
す
。

『
相
良
鴻
子
』

　

次
女
の
鴻
子
と
言
い
ま
す
。

　

私
の
好
き
な
も
の
は
、
鬼
ご
っ
こ
し
て
苦
し
い
と
き
の
「
砂
糖
水
」

が
す
き
。

　

そ
れ
か
ら
聞
き
た
い
の
は
弟
か
妹
の
声
…
ま
だ
ま
だ
子
供
で

し
ょ
。

　

私
は
杉
村
虎
一
さ
ま
の
と
こ
ろ
に
嫁
ぎ
ま
し
た
の
。
子
ど
も
は
一

人
、
月
男
と
申
し
ま
す
。

【
ま
す
だ
・
け
い
ぞ
う
／
人
吉
市
】

【
相
良
家
系
図
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
徳
大
寺
公
純
娘
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　

中
子　
　
　

 

︱  

長
女　

貞
子
（
子
爵
福
岡
家
へ
嫁
ぐ
）　　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

 

　
　
　
　
　

三
十
四
代　
　
　

＝
︱
︱
︱
︱　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

︱
︱
長
福
︱
︱
︱
︱
頼
紹　
　
　

 

︱  

次
女　

鴻
子
（
杉
村
家
へ
嫁
ぐ
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
六
代

　
　
　

三
十
三
代　

　
　
　

頼
之
︱
︱
︱　
　
　
　
　
　
　
　
（
子
爵
稲
葉
家
娘
）　　
　
　
　

 
 

　
　

三
十
八
代　
　

                        

三
十
九
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寿
子　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︱
頼
知
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
知
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
五
代　
　
　
　

＝
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
︱
島
子
（
真
田
家
へ
嫁
ぐ
）

　
　
　
　
　
　
　
　

︱
︱
頼
基
︱
︱
︱
︱
︱
頼
綱
・
三
十
七
代
︱
︱
︱　
　
　
　
　
　
　
　

︱
亡
（
寧
子
）

　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︱
充
子
（
伊
藤
家
へ
嫁
ぐ
）

　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　

 

　
　
　

︱
弘
子
（
京
極
家
へ
嫁
ぐ
）　　
　
　
　
　
　
　
　

︱
亡
（
育
子
）

　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　
　

︱
基
孝
（
分
家
・
人
吉
）　　
　
　
　
　
　
　
　

   

︱
綱
二

　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　
　

︱
基
直
（
島
津
久
賢
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

︱
亡
（
節
子
）

　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　
　
　
　
　
　

加
治
木
島
津
家
養
子　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︱
︱
お
幸
（
後
妻
）
☆
最
後
の
側
室

　

あ
る
旧
家
に
遺
さ
れ
て
い
た
古
写
真
を
紹
介
し
よ
う
。

『
第
三
十
六
代  

相
良
頼
紹  
夫
人
中な

か

子こ

』

　

私
は
頼
紹
さ
ま
の
妻
で
中
子
と
申
し
ま
す
。

　

公
家
の
徳
大
寺
公
純
の
娘
で
ご
ざ
い
ま
す
。
明
治
５
（
１
８
７
２
）

年
10
月
に
当
家
へ
嫁
い
で
ま
い
り
ま
し
た
。

益
田 

啓
三

一
枚
の
古
写
真
か
ら  

②

大発見！

　

相
良
家
に
は
先
代
の
頼
基
さ
ま
へ
も
徳
大
寺
か
ら
嫁
い
で
お
り
ま
す
。

　

編
集
の
方
々
は
美
人
だ
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
如
何
で
し
ょ
う
か
、

ホ
ホ
ホ
。

　

子
ど
も
は
女
だ
け
で
貞
子
と
鴻
子
と
申
し
ま
す
。

　

ふ
た
り
と
も
華
族
女
学
校
へ
行
き
ま
し
た
。学
習
院
の
前
身
で
す
わ
。

『
相
良
貞
子
』

　

長
女
貞
子
と
申
し
ま
す
。

　

私
が
好
き
な
人
は
相
良
頼
綱
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。は
ず
か
し
い
…
。

　

頼
綱
さ
ま
は
第
37

代
を
お
継
ぎ
に
な
ら

れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
好
き
な

の
は
落
語
と
講
談
、

ま
た
皇
后
陛
下
と
食

事
も
し
た
い
で
す
わ
。

　

私
が
結
婚
し
た
の

は
子
爵
の
福
岡
秀
猪

さ
ま
で
す
。
今
も
子

孫
は
続
い
て
お
り
ま

相良中子

相良鴻子　　　　　　　相良貞子
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た
。
こ
れ
も
主
人
の
孫
た
ち
に

対
す
る
愛
情
表
現
だ
と
思
う
。

　

私
が
料
理
を
す
る
時
も
手

伝
っ
て
く
れ
た
り
、
運
ん
だ
り
、

片
付
け
た
り
い
ろ
い
ろ
助
か
っ

た
。

　

洗
濯
物
も
ド
サ
ド
サ
と
山

の
様
に
出
す
の
で
大
変
で
あ
っ

た
が
、
３
月
３
日
か
ら
10
日

ま
で
の
８
日
間
は
ア
ッ
と
い
う

間
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。

　

小
さ
い
頃
か
ら
帰
郷
し
て
来

る
度
に
柱
の
傷
で
背
丈
を
測
っ

て
い
た
。
大
き
く
な
る
に
つ
れ

部
活
や
遠
征
が
あ
り
、
泊
ま

る
回
数
も
少
な
く
な
っ
た
。
今

回
、
大
き
く
成
長
し
て
い
る
孫

た
ち
の
姿
に
主
人
も
私
も
感

動
し
た
。

　

顔
、
声
、
し
ぐ
さ
が
息
子

そ
っ
く
り
で
、
つ
い
、「
大
志
！
」

と
何
回
か
呼
び
、
娘
に
似
て
い

る
妹
に
は
「
夢
都
美
！
」
と
呼

ん
で
し
ま
っ
た
。
毎
日
の
孫
と

の
会
話
、
笑
顔
に
癒
さ
れ
心
か

ら
嬉
し
く
思
っ
た
。

　

感
染
者
の
皆
様
の
一
日
も
早

い
回
復
と
亡
く
な
ら
れ
た
方
々

の
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
い

た
し
ま
す
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

が
早
く
消
滅
し
皆
が
安
心
し

た
生
活
に
な
り
ま
す
様
に
願
っ

て
い
ま
す
。

　
「
孫
の
昇

し
ょ
う

永え
い

、
優ゆ

ら空
、
帰
っ

て
来
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。

感
謝
」。

【
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
】

中学卒業前の優空（右）と、高 1 終わりの昇永と共に。私たち二人は古稀記念（令和 2 年 3月）

せ
て
い
た
。

　

犬
の
散
歩
に
一
緒
に
行
っ
た

り
、
庭
の
横
に
あ
る
菜
園
畑

の
草
取
り
や
野
菜
作
り
な
ど
、

日
頃
都
会
で
は
で
き
な
い
こ
と

を
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
を
乗
り
越
え
た
時
、

良
い
体
験
と
し
て
心
に
残
る
こ

と
だ
ろ
う
と
思
う
。
二
人
が

勉
強
し
て
い
る
時
も
、
主
人
は

イ
ヤ
ホ
ン
を
付
け
て
テ
レ
ビ
を

見
な
が
ら
「
お
前
た
ち
は
テ
レ

ビ
は
見
る
な
」
と
言
い
な
が
ら

コ
タ
ツ
の
上
に
台
を
置
き
、
毛

布
で
仕
切
り
を
し
た
り
、
あ
る

時
は
傘
を
広
げ
て
置
い
た
り
し

て
テ
レ
ビ
を
孫
た
ち
か
ら
見
え

な
い
様
に
し
て
い
た
。
私
も
孫

も
可
笑
し
く
て
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
っ

行
き
、
孫
二
人
を
私
た
ち
の

家
に
連
れ
て
来
た
。

　

先
ず
私
が
最
初
に
し
た
の
は

献
立
表
の
作
成
。
自
分
の
子
供

た
ち
を
育
て
て
い
た
、
あ
の
頃

の
料
理
を
思
い
出
し
た
。
ハ
ン

バ
ー
グ
や
ス
パ
ゲ
テ
ィ
ー
な
ど

を
作
り
、
時
々
田
舎
料
理
の
ま

ぜ
飯
や
だ
ご
汁
を
作
っ
た
。
す

る
と
孫
た
ち
が
お
替
り
し
て
食

べ
て
く
れ
る
の
で
嬉
し
か
っ
た
。

　

子
育
て
時
代
か
ら
遠
の
い
て

い
た
私
に
と
っ
て
久
々
に
作
る

子
供
向
き
料
理
は
昔
を
思
い

出
し
、
嬉
し
さ
を
感
じ
た
。

　

主
人
は
二
人
の
孫
に
毎
日
、

我
が
家
の
道
場
で
剣
道
を
教

え
、
ま
だ
ま
だ
負
け
ら
れ
ん

と
ば
か
り
、
い
い
と
こ
ろ
を
み

　

マ
ス
コ
ミ
で
知
る
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
問
題
は
、
日
本
だ

け
で
な
く
世
界
中
が
恐
怖
に
怯

え
る
出
来
事
に
な
っ
た
。
初
め

は
一
人
二
人
の
感
染
者
が
各
県

ご
と
に
増
え
始
め
、
死
者
ま

で
も
が
出
た
。
日
本
中
の
イ
ベ

ン
ト
中
止
、
外
出
も
人
の
多
い

と
こ
ろ
に
行
く
こ
と
が
禁
止
さ

れ
、
学
校
も
休
校
と
な
り
共
働

き
の
家
は
子
供
だ
け
と
な
っ
た
。

　

福
岡
に
い
る
息
子
夫
婦
に

は
高
二
に
な
る
長
男
と
今
度

高
校
に
入
る
長
女
が
い
る
た

め
「
何
か
手
伝
い
は
で
き
な
い

か
」
と
考
え
出
し
、
し
ば
ら
く

田
舎
で
孫
た
ち
の
面
倒
を
み
よ

う
、
と
い
う
こ
と
に
し
た
。

　

福
岡
ま
で
主
人
が
迎
え
に

上杉芳野の「あがっ段」㊼

思わぬ出来事
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ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
の
買
い
占
め
に
も

行
か
ず
野
原
ノ
松
ノ
林
ノ
蔭
ノ
小
サ
ナ

萱
ブ
キ
ノ
小
屋
ニ
ヰ
テ
、
ス
ト
レ
ッ
チ
し

決
し
て
不
要
の
外
出
を
せ
ず
、
し
か
し

東
ニ
病
気
ノ
コ
ド
モ
ア
レ
バ

マ
ス
ク
を
着
け
防
護
服
を
き
て

行
ッ
テ
看
病
シ
テ
ヤ
リ

西
ニ
疲
レ
タ
母
ア
レ
バ

マ
ス
ク
を
着
け
手
洗
い
を
し
て

行
ッ
テ
ソ
ノ
稲
ノ
束
ヲ
負
ヒ

南
ニ
シ
ニ
サ
ウ
ナ
人
ア
レ
バ
行
ッ
テ

治
療
薬
も
ワ
ク
チ
ン
も
で
き
る
か
ら

コ
ワ
ガ
ラ
ナ
ク
テ
モ
イ
イ
ト
イ
ヒ

北
ニ
ケ
ン
カ
ヤ
ソ
シ
ョ
ウ
ガ
ア
レ
バ

こ
ん
な
非
常
事
態
宣
言
時
に

ツ
マ
ラ
ナ
イ
カ
ラ
ヤ
メ
ロ
ト
イ
ヒ

ワ
ン
チ
ー
ム
に
な
ろ
う
と
諭
し

ヒ
デ
リ
ノ
ト
キ
ハ
ナ
ミ
ダ
ヲ
ナ
ガ
シ

志
村
け
ん
や
岡
江
久
美
子
の
悲
報
を

欲
ハ
ナ
ク

国
を
信
頼
し
て
補
償
補
償
と
わ
め
か
ず

10
万
円
に
も
素
直
に
感
謝
し

決
シ
テ
嗔い

か

ラ
ズ

後
手
の
安
倍
首
相
に
も
決
シ
テ
嗔
ラ
ズ

小
さ
な
マ
ス
ク
に
も
素
直
に
感
謝
し

少
な
い
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
に
も
決
シ
テ
嗔
ラ
ズ

イ
ツ
モ
シ
ズ
カ
ニ
ワ
ラ
ッ
テ
ヰ
ル

一
日
ニ
玄
米
二
合
ト

味
噌
ト
豆
乳
ト
大
豆
ト
野
菜
ト
魚
ト
少
シ

ノ
肉
ヲ
タ
ベ
栄
養
と
免
疫
力
を
つ
け

ア
ラ
ユ
ル
コ
ト
ニ

ジ
ブ
ン
ノ
カ
ン
ジ
ョ
ウ
ニ
入
レ
ズ
ニ

あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
感
謝
し

他
人
を
批
判
せ
ず
決
シ
テ
嗔
ラ
ズ

自
宅
で
子
ど
も
や
孫
に
勉
強
を
教
え

ヨ
ク
ミ
キ
キ
シ
ワ
カ
リ

知
事
の
要
請
も
素
直
に
わ
か
り

ソ
シ
テ
冷
静
さ
を
い
つ
も
ワ
ス
レ
ズ

の
怒
り
だ
よ
。
き
っ
と
、
そ
う
だ
よ
。
夢
の
中
で
宮
沢
賢
治
が
そ

う
言
っ
て
い
た
よ
」

「
へ
ぇ
～
、
そ
う
な
ん
だ
」

「
み
ん
な
の
意
味
は
ひ
ろ
い
ん
だ
よ
。
人
間
だ
け
で
な
く
生
き
と

し
生
き
る
物
す
べ
て
な
ん
だ
。
地
球
も
人
間
だ
け
の
も
の
で
は
な

い
ん
だ
。
生
き
と
し
生
き
る
物
す
べ
て
の
も
の
な
ん
だ
よ
。
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
だ
っ
て
馬
鹿
に
し
て
は
い
け
な
い
ん
だ
よ
。
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
だ
っ
て
コ
ウ
モ
リ
の
体
の
な
か
で
生
き
る
権
利
が
あ
る
ん
だ

と
、
宮
沢
賢
治
が
そ
う
言
っ
て
い
た
よ
」

　

︱
雨
に
も
コ
ロ
ナ
に
も
マ
ケ
ズ
︱

雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ

コ
ロ
ナ
ニ
モ
マ
ケ
ズ

コ
ロ
ナ
ニ
モ
夏
ノ
暑
サ
ニ
モ
マ
ケ
ヌ

免
疫
力
の
あ
る
丈
夫
ナ
カ
ラ
ダ
ヲ
モ
チ

「
コ
ロ
ナ
っ
て
怖
い
ね
」

「
見
え
な
い
ん
で
、
よ
け
い
怖
い
よ
」

「
岩
手
県
っ
て
す
ご
い
ね
」

「
感
染
者
ゼ
ロ
だ
も
ん
ね
。
す
ご
い
よ
」

「
ぼ
く
、
宮
沢
賢
治
が
ま
も
っ
て
い
る
と
お
も
う
ん
だ
」

「
へ
ぇ
～
」

「
世
界
の
ア
チ
コ
チ
で
民
族
が
い
が
み
あ
っ
て
い
る
ん
で
、
そ
こ
に

ウ
イ
ル
ス
の
つ
け
込
む
す
き
が
あ
る
ん
だ
と
、
夢
の
中
で
宮
沢
賢

治
が
そ
う
言
っ
て
い
た
よ
」

「
宮
沢
賢
治
っ
て
え
ら
い
ね
」

「
え
ら
い
よ
。
み
ん
な
が
幸
せ
に
な
ら
な
い
と
、
個
人
の
幸
せ
は
な

い
ん
だ
と
、
宮
沢
賢
治
が
そ
う
言
っ
て
い
た
よ
」

「
へ
ぇ
～
、
そ
う
な
ん
だ
」

「
コ
ロ
ナ
っ
て
、
神
の
怒
り
だ
よ
。
自
分
勝
手
に
熱
帯
雨
林
な
ど
の

自
然
や
野
生
動
物
な
ど
の
生
き
物
を
い
じ
め
る
人
間
に
対
す
る
神

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症 

⑵
人
吉
市
医
師
会
長　

岐
部
明
廣
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き
い
て
も
涙
を
な
が
し

サ
ム
サ
ノ
ナ
ツ
ハ
オ
ロ
オ
ロ
ア
ル
キ

コ
ロ
ナ
で
も
大
雨
で
も
ケ
セ
ラ
セ
ラ

必
ず
い
つ
か
虹
が
で
る
と
皆
を
励
ま
し

ミ
ン
ナ
ニ
デ
ク
ノ
ボ
ー
ト
ヨ
バ
レ

酒
も
煙
草
も
や
め
て
パ
チ
ン
コ
に
も

行
か
ず
ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ

世
間
の
評
判
を
気
に
も
せ
ず

冷
静
に
判
断
し

ク
ニ
モ
サ
レ
ズ

あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
感
謝
し

素
直
に
自
粛
を
で
き
る
人
に

サ
ウ
イ
フ
モ
ノ
ニ

ワ
タ
シ
ハ
ナ
リ
タ
イ

（
原
作
：
宮
沢
賢
治
、
改
変
：
岐
部
）

Ｐ
Ｓ
：
表
１
か
ら
自
分
な
り
に
何
か
を
感
じ
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

  
日
本
の
最
近
の
高
い
死
者
増
加
率
が
少
し
気
に
な
る
。

　
　
　

  
台
湾
か
ら
初
動
（
水
際
対
策
）
の
大
切
さ
が
分
か
る
。

表１　コロナウイルス死者数（Ｒ２年５月４日現在）

　　　　　　　　死亡者数　　　　人口 10 万　　　　16 日間死亡増加率　　　　16 日間死亡増加率

　　　　　　　　　　　人　　     死亡数　人　　倍（４／２→４／１８）　　倍（４／１８→５／４）

米国　　　　　６７６８２　　　２０．７　　　　　７．２１　　　　　１．８２

イタリア　　　２８８８４　　　４７．７　　　　　１．７２　　　　　１．２７

英国　　　　　２８５２０　　　４２．５　　　　　６．２０　　　　　１，９５

スペイン　　　２５２６４　　　５４．１　　　　　２．１３　　　　　１．２６

フランス　　　２４９００　　　３８．３　　　　　４．６３　　　　　１．３３

ベルギー　　　　７８４４　　　６８．８　　　　　６．２５　　　　　１．５２

ブラジル　　　　７０５１　　　　３．３７　　　　８．９０　　　　　３．２４

日本　　　　　　　５５５　　　　０．４４　　　　２．６８　　　　　２．９２

韓国　　　　　　　２５０　　　　０．４９　　　　１．３７　　　　　１．０８

台湾　　　　　　　　　６　　　　０．０２５　　　１．２０　　　　　１．００

三
転
し
た
。

　
「
１
学
期
の
授
業
開
始
が
１
週
間
遅
れ
る
」

と
確
定
情
報
が
届
い
た
の
は
３
月
26
日
。
初
め

て
の
事
態
と
は
い
え
、
日
頃
実
感
し
て
い
た
組

織
内
の
風
通
し
の
悪
さ
を
物
語
っ
て
い
た
。

　

大
学
の
方
針
が
直
前
ま
で
定
ま
ら
な
（
＝

議
論
の
過
程
が
新
学
期
に
業
務
に
当
た
る
構

成
員
に
共
有
さ
れ
な
）
か
っ
た
一
方
で
、
学
生

に
対
し
て
、「
通
常
通
り
の
学
費
納
入
を
求
め

開
講
す
る
予
定
だ
ろ
う
か
ら
、
限
ら
れ
た
条

件
の
も
と
で
も
、
最
善
の
教
育
を
届
け
ね
ば
」

と
義
務
感
を
抱
い
て
い
た
。
そ
ん
な
時
に
と
て

も
頼
り
に
な
っ
た
の
は
、
同
業
者
に
よ
る
実
践

報
告
だ
っ
た
。

　

文
科
省
高
等
教
育
局
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
対
応
に
関
す
る
学
事
日
程
や
遠
隔
授
業

の
活
用
等
に
関
す
る
具
体
的
な
通
知
を
大
学

等
に
出
し
た
の
は
、
３
月
24
日
。
だ
が
そ
の
前

の
段
階
か
ら
、
と
り
わ
け
感
染
確
認
数
の
多
い

都
道
府
県
に
立
地
す
る
大
学
関
係
者
は
、
不

安
や
新
年
度
に
向
け
て
取
る
べ
き
対
応
を
Ｓ
Ｎ

Ｓ
等
で
発
信
し
て
い
た
。
同
業
者
の
個
人
ペ
ー

ジ
を
見
て
は
参
考
に
す
る
日
々
が
続
く
中
、
３

り
て
こ
な
か
っ
た
た
め
だ
。
県
内
で
の
最
初
の

感
染
者
発
見
か
ら
２
日
後
、
経
路
不
明
で
Ｐ

Ｃ
Ｒ
検
査
陽
性
の
患
者
が
発
見
さ
れ
た
。
そ

れ
か
ら
１
週
間
の
間
に
、学
位
授
与
式
の
中
止
、

一
般
入
試
後
期
日
程
の
変
更
、
入
学
式
の
再
考

（
後
に
中
止
）
が
大
学
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
発

表
さ
れ
た
。

　

そ
の
頃
、
在
学
生
と
構
内
で
ば
っ
た
り
会
う

こ
と
が
あ
っ
た
。「
僕
た
ち
に
全
然
情
報
が
来

な
い
ん
で
す
。
卒
業
式
が
な
い
ら
し
い
、
っ
て

こ
と
し
か
わ
か
ら
な
く
て
」。

　

申
し
訳
な
さ
を
感
じ
る
一
方
で
、
私
も
同
じ

状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。全
学
の
委
員
会
に
入
っ

て
い
な
い
教
職
員
は
、
学
生
や
保
護
者
と
同
じ

タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
大
学
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
情

報
を
得
る
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
。
同
僚
に
尋
ね

て
も
「
２
週
間
遅
れ
に
な
り
そ
う
」「
土
曜
日

も
授
業
す
る
か
も
」。
都
度
、
見
通
し
は
二
転

　

い
つ
も
の
４
月
な
ら
、
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
は

と
て
も
華
や
い
で
い
る
。
学
ぶ
意
欲
に
燃
え
る

新
入
生
を
迎
え
、
在
校
生
ら
は
新
入
生
歓
迎

の
サ
ー
ク
ル
勧
誘
イ
ベ
ン
ト
（
新
歓
祭
）
な
ど

に
勤
し
み
つ
つ
、
気
持
ち
を
新
た
に
新
年
度
の

講
義
に
臨
む
こ
と
が
多
い
た
め
だ
。
し
か
し
、

今
年
度
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
静
ま
り
返
っ
て
い
る
。

　

西
南
日
本
に
位
置
す
る
私
が
住
む
町
で
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
患
者
が
最
初

に
発
見
さ
れ
た
の
は
、
２
月
29
日
。
全
国
で
は

既
に
２
１
５
名
の
感
染
者
が
確
認
さ
れ
、
地

方
都
市
で
の
発
見
も
相
次
い
で
い
た
。
た
だ
、

こ
の
時
点
で
本
学
は
、
３
月
下
旬
の
学
位
授
与

式
を
実
施
す
る
可
能
性
は
半
分
く
ら
い
残
さ
れ

て
い
た
ら
し
い
。

　
「
ら
し
い
」
と
い
う
の
は
、
日
々
刻
々
と
状

況
が
変
わ
る
中
、
現
場
ま
で
情
報
が
全
く
降

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の

と
あ
る
地
方
大
学
の
現
場
の
話 

①
川か

わ
ひ
と人  

環た
ま
き
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す
る
上
で
望
ま
し
い
の
か
検
討
す
る
余
裕
を
持

て
た
こ
と
は
、
救
い
だ
っ
た
。
調
査
の
結
果
、

携
帯
電
話
大
手
キ
ャ
リ
ア
が
デ
ー
タ
容
量
拡
充

を
し
て
も
恩
恵
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
学
生
や
、

共
働
き
の
両
親
を
持
ち
日
中
は
き
ょ
う
だ
い
の

世
話
を
担
っ
た
り
、
実
家
に
戻
っ
て
い
る
が
ゆ

え
にW

i-Fi

の
電
波
状
況
が
良
く
な
い
部
屋
し

か
静
謐
な
環
境
が
な
い
と
い
う
学
生
は
、
少
数

だ
が
存
在
し
た
。
回
答
を
受
け
て
細
々
な
が

ら
、
調
査
の
結
果
を
講
義
の
実
施
形
式
に
反

映
さ
せ
た
り
、
執
行
部
に
対
し
修
学
支
援
体

制
の
要
望
を
提
出
す
る
な
ど
、
改
善
を
実
践
・

働
き
か
け
て
い
る
。

　

年
度
初
め
は
い
つ
も
、
キ
ャ
ン
パ
ス
は
学
生

で
溢
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
相
手
の
表

情
を
見
な
が
ら
解
説
を
す
る
こ
と
。
話
し
手
の

表
情
を
含
め
て
受
け
取
る
こ
と
。
講
義
後
す
ぐ

に
、
学
友
と
議
論
で
き
る
環
境
が
あ
る
こ
と
。

　

講
義
室
で
学
生
と
教
員
と
が
対
面
で
向
き

合
い
、
講
義
の
み
に
集
中
で
き
る
空
間
が
あ
る

こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
意
義
深
い
の
か
。
失
わ
れ
て

改
め
て
痛
感
し
て
い
る
の
は
、
学
生
だ
け
で
は

な
い
。

（
つ
づ
く
）

刺
さ
っ
た
し
、
こ
れ
ま
で
に
同
時
双
方
向
の
オ

ン
ラ
イ
ン
講
義
を
部
分
的
に
で
も
実
施
し
て
い

た
大
学
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
受
講
環
境
の
実
態
調

査
」「
ル
ー
タ
ー
貸
出
」「
オ
ン
ラ
イ
ン
受
講
に

よ
っ
て
学
習
権
を
担
保
す
る
こ
と
を
明
言
・
約

束
し
た
学
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
い
っ
た
修
学
支

援
の
仕
組
み
な
ど
、
本
学
で
も
参
考
に
す
べ
き

点
が
数
多
認
め
ら
れ
た
。

　

何
よ
り
、
多
く
の
教
員
が
不
安
を
抱
え
つ
つ

も
、
講
義
室
で
授
業
を
す
る
こ
と
の
意
義
を
改

め
て
噛
み
締
め
な
が
ら
、
ゼ
ミ
生
ら
の
声
を
参

考
に
し
て
現
場
で
頑
張
ろ
う
と
す
る
様
子
に
、

励
ま
さ
れ
た
。

　

４
月
も
後
半
に
差
し
掛
か
る
頃
、
１
学
期

の
授
業
が
始
ま
っ
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
講
義
を
推

奨
し
つ
つ
、
ア
プ
リ
に
関
す
る
講
習
会
を
わ
ず

か
に
実
施
す
る
の
み
、
大
学
図
書
館
も
早
々

に
閉
館
し
た
本
学
の
修
学
支
援
の
仕
組
み
は
、

相
変
わ
ら
ず
脆
弱
だ
っ
た
。

　

た
だ
、
先
述
の
グ
ル
ー
プ
で
知
り
得
た
他
大

学
の
様
々
な
実
践
や
状
況
を
踏
ま
え
、
受
講

環
境
に
関
す
る
調
査
を
事
前
に
行
っ
て
ど
の
よ

う
な
講
義
形
式
が
受
講
生
の
学
習
権
を
担
保

月
29
日
に
はFacebook

に
「
新
型
コ
ロ
ナ
休

講
で
、
大
学
教
員
は
何
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て

知
恵
と
情
報
を
共
有
す
る
グ
ル
ー
プ
」
が
立

ち
上
が
り
、
文
字
通
り
「
知
恵
と
情
報
を
共

有
す
る
」
場
と
し
て
、
瞬
く
間
に
グ
ル
ー
プ
参

加
者
が
膨
れ
上
が
っ
た
（
５
月
２
日
夕
方
時
点

で
１
万
８
０
９
０
人
が
参
加
。
学
生
や
高
校

教
員
ら
も
参
加
し
て
い
る
）。

　

こ
こ
の
投
稿
か
ら
は
多
く
を
教
わ
っ
た
。
た

と
え
ば
、
同
時
双
方
向
の
オ
ン
ラ
イ
ン
講
義
に

際
し
て
、
受
講
で
き
る
静
謐
な
環
境
は
住
ま

い
に
あ
る
の
か
、
ネ
ッ
ト
環
境
は
ど
う
か
、
受

講
生
が
動
画
を
眺
め
続
け
る
際
の
集
中
力
の

持
続
や
疲
れ
を
ど
う
緩
和
で
き
る
か
。
学
生

の
学
習
権
を
考
え
れ
ば
当
然
考
慮
す
べ
き
こ
と

だ
と
今
で
は
思
え
る
。
だ
が
、
当
初
は
考
え
が

及
ば
な
か
っ
た
。
ま
た
、
非
常
勤
教
員
へ
の
情

報
共
有
と
費
用
負
担
を
ど
う
す
る
か
、
シ
ス
テ

ム
担
当
職
員
の
状
況
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
な

ど
、
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
持
続
不
可
能
で
あ
る

ポ
イ
ン
ト
は
数
多
あ
っ
た
。
く
わ
え
て
、
高
校

教
員
で
大
学
生
（
新
入
生
）
の
保
護
者
で
あ

る
方
か
ら
の
「
娘
は
毎
日
、
大
学
か
ら
の
連
絡

を
心
待
ち
に
し
て
い
ま
す
」
と
の
投
稿
は
胸
に

そ
ら
豆
は
空
に
向
か
ひ
て
莢さ

や

が
生
る
未
来
に
伸
び
る
み
ど
り
児
の
ご
と

コ
ロ
ナ
禍
に
四
月
八
日
の
花
ま
つ
り
甘
茶
を
汲
む
も
手
袋
マ
ス
ク

中
村
美
喜
子

羅
生
門
、
映
画
と
小
説
そ
の
違
い
芥
川
小
説
再
度
読
み
た
り

幻
の
湖
上
に
遊
ぶ
過
ぎ
し
日
の
熱
き
と
き
め
き
今
も
忘
れ
ず

西　
　

武
喜

新
コ
ロ
ナ
「
何
々
中
止
」
の
日
々
な
れ
ど
ス
ー
パ
ー
ム
ー
ン
地
球
を
照
ら
す

体
操
を
終
へ
た
る
後
の
朝
食
の
そ
の
美
味
し
さ
に
バ
ン
ザ
イ
叫
ぶ

釜
田　
　

操

三
月
の
利
休
の
忌
に
咲
く
利
休
梅
可
憐
な
花
に
往
時
を
想
ふ

よ
ろ
よ
ろ
と
杖
つ
き
歩
く
我
に
寄
り
二
歳
の
男お

の
子
話
し
掛
け
く
る

三
原　

光
代

「
さ
く
ら
ば
な
梅
花
の
よ
う
に
散
っ
て
く
れ
」
桜
咲
く
道
散
歩
に
励
む

幼
き
に
耐
え
た
日
々
を
思
い
出
し
見
え
な
い
コ
ロ
ナ
と
戦
ひ
居
り
ぬ

中
原　

康
子

雪
山
の
風
の
笛
聞
き
山
歩
き
陽
だ
ま
り
岩
の
福
寿
草
見
つ
つ

氷
雨
降
り
遠
く
に
か
す
む
宿
灯
か
り
頂
上
見
へ
て
心
和
め
り

枯
れ
芝
に
膝
の
感
触
試
し
つ
つ
友
と
楽
し
む
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ

　

※
令
和
二
年
県
歌
人
協
会
短
歌
大
会
入
賞
作
品　
　

橋
詰　

了
一

寝
た
き
り
の
父
の
手
を
取
り
呼
び
掛
け
ば
瞼
の
奥
に
涙
う
か
べ
て

嬉
し
さ
に
曾
孫
の
様
子
見
に
行
け
ば
保
育
器
の
中
手
足
が
踊
り

守
永　

和
久

街
な
か
を
セ
ピ
ア
に
変
へ
し
感
染
に
コ
ロ
ナ
の
ニ
タ
リ
闇
に
光
り
ぬ

木
洩
れ
陽
を
浴
び
て
語
り
し
友
は
来
ず
故
郷
の
春
今
年
は
寂
し

河
内　

徹
夫

八
十
を
越
へ
て
吾
が
裡う

ち

気
づ
か
さ
る
愛
憎
絡
む
ド
ラ
マ
の
中
に

薄
ら
か
に
茜
に
染
ま
る
白
き
雲
香
の
立
つ
ご
と
し
夜
明
け
の
空
は

堀
田　

英
雄

鶺せ

き

れ

い鴒
短
歌
会
　
　
　
四
月
詠
草
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本
稿
は
渋
谷
敦
先
生
が
生
前
、
渋
谷

家
系
図
な
ど
と
と
も
に
、
原
稿
用
紙
に

浄
書
、
整
理
さ
れ
た
も
の
か
ら
新
宮
家

（
旧
人
吉
市
土
手
町
）
分
を
抜
き
出
し

た
も
の
で
あ
る
。
大
分
以
前
、
活
字
に
起

こ
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
パ
ソ
コ

ン
に
残
存
し
て
い
た
の
を
確
認
、
一
部
省

略
し
、
加
筆
を
行
っ
た
。（
作
事
奉
行
）

等
は
役
職
名
で
、
経
歴
、
没
年
、
墓
地

等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
経
歴
等
一
部

は
『
球
磨
郡
誌
』
に

拠
っ
た
。

　

益
田
啓
三
氏
は

近
著
『
球
磨
霧
此
ノ

如
シ
』
で
、
浪
岡
市

郎
右
衛
門
と
と
も
に

新
宮
簡
を
劇
的
に
詳

述
さ
れ
た
。
ま
た
、

最
近
、
新
宮
簡
の
写

真
を
発
見
・
確
認
さ
れ
た
。
ご
同
慶
の

至
り
で
あ
る
。

　

本
系
図
を
見
る
だ
け
で
も
多
く
の
事

が
想
起
さ
れ
る
が
、
今
後
取
り
組
ん
で
み

た
い
。

【
み
ぞ
し
た
・
ま
さ
み
／
球
磨
郡
湯
前
町
】

新
宮
家
略
系
図

溝
下
昌
美

新宮庄太夫墓

馬上の人が新宮忠三郎（土手町新宮家）
「大正初期の人吉町と開業医」（堤繁）より転載

新
宮
家
略
系
図

　
　

六
条
判
官
源
為
義
十
男

　
　

新
宮
備
前
守
行
家

　
　

寿
永
二
年
癸
卯
被
任
備
前
守

　
　

子
孫
連
綿
種
貞
ニ
至
ル
二
十
四
代
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山
梨
県
北
杜
市
の
取
り
組
み
は
、

⑴
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
・

子
育
て
支
援
住
宅
・
子
育
て
世
代
マ

イ
ホ
ー
ム
補
助
金

⑵
移
住
体
験
談
コ
ン
テ
ス
ト
で
総
務
大

臣
賞

⑶
農
業
体
験
施
設
お
よ
び
★
移
住
定
住

お
試
し
住
宅

⑷
移
住
支
援
金
（
マ
ッ
チ
ン
グ
企
業
に
就

職
ま
た
は
支
援
事
業
に
よ
る
起
業
）

単
身
世
帯
60
万
円
、
２
人
以
上
世
帯

１
０
０
万
円

⑸
空
き
家
バ
ン
ク
情
報
（
写
真
付
き
で

ネ
ッ
ト
公
開
）

⑹
住
宅
改
修
等
補
助
金
（
最
大

１
０
０
万
円
）

　

大
分
県
臼
杵
市
に
も
あ
っ
た
移
住
定

住
お
試
し
住
宅
は
人
吉
市
に
は
あ
る
の
か

な
ぁ
？

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
。

　

こ
れ
ま
で
、
そ
の
❶
～
そ
の
❹
ま
で
は

総
合
部
門
第
１
位
・
大
分
県
豊
後
高
田

市
（
95
・
19
点
）、
第
３
位
・
島
根
県

飯
南
町
（
91
・
24
点
）、
第
４
位
・
大

分
県
臼
杵
市
（
89
・
42
点
）
を
み
て
き

た
。
今
回
は
第
２
位
に
躍
進
し
た
山
梨

県
北
杜
市
（
91
・
64
点
）
を
み
て
み
よ

う
。
人
口
４
万
５
１
１
１
の
日
本
百
名

山
の
八
ヶ
岳
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
、
金
峰
山
、

瑞み
ず
が
き牆

山
に
か
こ
ま
れ
た
登
山
ス
ポ
ッ
ト
の

多
い
登
山
愛
好
家
に
は
魅
力
あ
る
町
だ
。

　

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
生
産
量
日
本

一
、
日
照
時
間
日
本
一
、
オ
オ
ム
ラ
サ

キ
蝶
の
生
息
日
本
一
と
し
て
も
有
名
な
町

だ
。
自
然
環
境
が
よ
い
。

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
）

も
継
続
し
て
い
る
豊
後
高
田
市
は
驚
異

で
あ
る
。「
住
み
た
い
田
舎
ラ
ン
キ
ン
グ
」

で
も
移
住
者
数
・
社
会
増
を
重
視
し
て

い
る
よ
う
だ
。

　

人
吉
市
の
転
入
者
（
移
住
者
を
含
む
）

を
人
口
１
％
増
加
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は

今
の
約
１
３
５
０
人
よ
り
約
３
０
０
人

増
加
さ
せ
て
約
１
６
５
０
人
／
年
に
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
約

１
０
０
人
／
年
の
社
会
増
を
達
成
で
き

る
。
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
拡
大
が
予

想
さ
れ
る
自
然
減
を
緩
和
さ
せ
る
効
果
を

生
む
。

　

30
年
後
の
人
口
減
（
30
％
以
上
）
を

　

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
。
繰
り

返
し
に
な
る
が
、
下
記
は
人
口
10
万
以
下

の
小
さ
な
町
に
限
定
の
ラ
ン
キ
ン
グ
だ
。

移
住
者
数
が
点
数
に
加
点
さ
れ
る
仕
組

み
だ
。

【
総
合
部
門
】

１
位　

大
分
県
豊
後
高
田
市

　
　
　
（
95
・
19
点
）

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

　
　

  
（
87
・
65
点
）

50
位
（
72
・
27
点
）

100
位
（
64
・
66
点
）

　

人
吉
市
は
過
去
50
年
間
で
社
会
増
は

３
年
し
か
な
く
、
47
年
間
は
社
会
減
で

あ
る
。
こ
こ
10
年
で
は
毎
年
約
２
０
０
人

の
社
会
減
で
あ
る
。
自
然
減
（
死
亡
数

と
出
生
数
の
差
）
も
10
数
年
前
か
ら
拡

大
の
一
途
で
あ
る
。
そ
し
て
社
会
減
＋
自

然
減
＝
３
５
０
～
４
０
０
人
が
毎
年
の

人
口
減
少
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
30
年
を
か
け
れ
ば
30
年
後
の
人

口
減
（
30
％
以
上
）
を
推
測
で
き
る
。

　

人
吉
市
は
約
１
３
５
０
人
／
年
の
転

入
者
（
移
住
者
を
含
む
：
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
が
人
吉

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❺
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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
︱

そ
の
❶
～
❺
︱
を
書
い
た
の
は
新
型
コ
ロ

ナ
の
流
行
る
前
の
昨
年
末
で
し
た
。

　

都
会
人
の
移
動
制
限
「
ス
テ
イ
・
ホ
ー

ム
」
は
、
都
会
に
住
む
人
に
大
き
な
ス
ト

レ
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
後
の
都

会
の
人
々
の
心
理
を
考
え
た
と
き
に
、
都

会
か
ら
田
舎
へ
の
人
の
移
住
の
波
が
確
実

に
来
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
コ
コ
ロ
ナ
後
を
み
す
え
て
、

い
ま
こ
そ
人
口
減
少
に
悩
む
人
吉
市
は
じ

め
球
磨
郡
の
町
村
の
皆
さ
ん
は
「
住
み
た

い
田
舎
」
へ
の
取
り
組
み
を
加
速
さ
せ
る

べ
き
で
し
ょ
う
。

【
き
べ
・
あ
き
ひ
ろ
／
人
吉
市
】

放
送
さ
れ
た
★
Ｎ
Ｈ
Ｋ　

Ｂ
Ｓ
１
の
番

組
後
半
の
「
あ
な
た
の
隣
の
奇
跡
～
地
域

を
動
か
し
た
人
々
の
物
語
～
」
を
是
非

み
て
く
だ
さ
い
。（
番
組
の
Ｃ
Ｄ
︱
Ｒ
Ｏ

Ｍ
は
人
吉
市
役
所
で
尋
ね
て
く
だ
さ
い
。

人
吉
市
役
所
が
コ
ピ
ー
す
る
意
欲
が
な
い

な
ら
、
私
が
な
ん
と
か
し
ま
す
）

　

と
に
か
く
★
Ｎ
Ｈ
Ｋ　

Ｂ
Ｓ
１
の
番

組
を
み
て
何
か
を
感
じ
よ
う
。

　

そ
れ
が
ス
タ
ー
ト
だ
。

　

そ
れ
か
ら
大
分
県
豊
後
高
田
市
の
政

策
を
勉
強
・
研
究
・
検
討
す
る
価
値
が

あ
る
か
判
断
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

・「
住
み
た
い
田
舎
ベ
ス
ト
ラ
ン
キ
ン
グ

２
０
１
９
」
宝
島
社

・「
住
み
た
い
田
舎
ベ
ス
ト
ラ
ン
キ
ン
グ

２
０
２
０
」
宝
島
社

　

を
読
み
た
い
方
に
は
御
貸
し
し
ま
す

よ
。

　

移
住
対
策
も
お
金
が
か
か
り
そ
う
だ
。

　

た
い
へ
ん
だ
な
ぁ
。

　

北
杜
市
の
財
政
規
模
は
人
吉
市
の
１
・

５
倍
。

　

経
常
収
支
比
率
96
・
２
％

　
　
　

積
立
金
現
在
高　

78
億
円

　
　
　

参
考
：
借
入
金
（
地
方
債
）

　
　
　
　
　
　

１
９
５
億
円

　
　
　

参
考
：
財
政
力
指
数　

０
・
45

　　

人
吉
・
球
磨
の
み
な
さ
ん
、「
く
ま
が

わ
春
秋
」
の
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
そ
の
❶

～
❺
を
読
ん
で
「
人
吉
・
球
磨
の
未
来
」

を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

考
え
る
の
が
面
倒
く
さ
い
方
は
、「
く

ま
が
わ
春
秋
」
そ
の
❶
そ
の
❷
で
紹
介
し

た
大
分
県
豊
後
高
田
市
（
総
合
部
門
８

年
連
続
ベ
ス
ト
３
）
を
取
材
し
、
令
和

元
年
10
月
15
日
20
：
00
～
21
：
49
に

で
き
な
く
な
る
ぶ
ん
、
感
染
が
拡
が
り
に
く
い

面
が
あ
る
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
は
比
較
的
軽
症
で
あ
り
、
し
か
も
症

状
が
あ
ら
わ
れ
な
い
う
ち
か
ら
感
染
が
拡
が
っ

て
し
ま
う
た
め
、
拡
大
を
止
め
る
の
が
困
難

で
す
。
結
果
的
に
は
高
齢
者
や
基
礎
疾
患
の

あ
る
人
を
中
心
に
多
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
て

い
ま
す
。「
重
症
化
し
過
ぎ
な
い
ぶ
ん
、
制
御

し
に
く
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
憎
ら
し
い
と
こ

ろ
で
す
。

　

ま
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
現
代
の
医
療

シ
ス
テ
ム
の
盲
点
を
つ
い
て
い
ま
す
。
医
療
シ

ス
テ
ム
の
た
め
に
、
む
し
ろ
感
染
が
拡
が
っ
て

し
ま
う
面
が
あ
る
の
で
す
。
本
来
な
ら
感
染

を
止
め
る
場
で
あ
る
は
ず
の
病
院
の
待
合
室
や

病
棟
で
、
ど
ん
ど
ん
う
つ
っ
て
い
き
ま
す
。
医

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
大
流
行
が
毎
日
テ

レ
ビ
や
新
聞
で
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
医
療

現
場
に
い
る
と
、
毎
年
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
悩

ま
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
初
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

ほ
ど
は
怖
く
な
い
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
感
染
力
も
強
い
で
す
し
、

高
齢
者
で
は
肺
炎
を
併
発
し
て
亡
く
な
る
こ
と

も
よ
く
あ
り
ま
す
。
認
知
症
病
棟
の
あ
る
僕
の

病
院
で
も
、
毎
年
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
高
齢

の
患
者
さ
ん
に
広
が
ら
な
い
よ
う
に
」
と
薄
氷

を
踏
む
思
い
で
過
ご
し
て
い
ま
す
。
世
界
的
に

も
毎
年
数
十
万
人
が
亡
く
な
る
そ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
被
害
は

拡
大
す
る
一
方
で
す
。
エ
ボ
ラ
出
血
熱
の
よ

う
に
致
死
性
の
非
常
に
高
い
感
染
症
の
場
合
、

感
染
者
の
状
態
が
重
篤
化
し
て
生
活
活
動
が

療
者
に
も
こ
れ
と
い
っ
た
対
処
法
が
な
い
の
で
、

右
往
左
往
し
て
し
ま
い
ま
す
。
通
常
は
病
気

を
治
し
に
行
く
病
院
で
、
逆
に
病
気
が
広
ま
っ

て
し
ま
う
と
は
逆
説
的
で
す
。

　

さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
先
進
国
の
大
都
市
を
中

心
に
感
染
が
拡
が
っ
て
い
る
こ
と
も
逆
説
的
で

す
。
通
常
な
ら
大
都
市
ほ
ど
医
師
数
が
多
く
、

医
療
体
制
が
高
度
で
充
実
し
て
い
る
と
考
え

ま
す
。
と
こ
ろ
が
人
口
密
度
の
高
い
と
こ
ろ
ほ

ど
感
染
が
拡
大
し
や
す
く
、
一
気
に
患
者
数

が
増
え
る
の
で
、
逆
に
医
療
崩
壊
し
や
す
い
と

い
う
不
思
議
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

も
「
難
し
い
ケ
ー
ス
ほ
ど
、
大
都
市
の
専
門

病
院
で
」
と
い
う
通
常
の
医
療
シ
ス
テ
ム
の
流

れ
と
反
対
で
す
。

　

僕
は
い
ま
ま
で
「
感
染
症
は
現
代
で
は
ほ

ぼ
制
圧
さ
れ
て
い
る
」
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。

難
し
い
ケ
ー
ス
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
も
の
の
、
精

神
科
医
療
と
比
べ
る
と
、
ず
っ
と
対
策
が
確
立

し
て
い
る
と
思
っ
て
き
た
の
で
す
。
抗
菌
薬
も

種
類
が
増
え
て
い
き
ま
す
し
、
衛
生
面
も
向

上
し
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
感
染
症
対
策
の

状
況
は
悪
化
は
し
て
い
か
な
い
と
な
ん
と
な
く

お
休
み
ど
こ
ろ
通
信 

⑮

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て

精
神
科
医
　
興
野
康
也
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の
で
し
ょ
う
。
現
代
は
人
の
移
動
も
世
界
規
模

で
す
の
で
、
ど
ん
な
地
域
で
起
こ
っ
た
感
染
症

も
、
世
界
的
な
大
流
行
を
起
こ
す
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　

強
く
感
じ
る
の
は
、
医
学
だ
け
を
学
ん
で
い

る
だ
け
で
は
対
抗
で
き
ず
、「
地
球
学
」
と
で

も
い
う
も
の
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
地

球
規
模
で
の
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
の
学
問
で

す
。「
人
間
は
自
然
の
な
か
で
生
き
て
い
る
の

で
、
自
然
が
変
わ
る
と
翻
弄
さ
れ
る
」
と
い

う
の
は
古
来
変
わ
ら
な
い
真
実
な
の
で
し
ょ
う

が
、
科
学
技
術
が
発
達
し
た
現
代
に
お
い
て

は
、
そ
の
こ
と
を
感
じ
に
く
い
で
す
。
で
も
考

え
て
み
れ
ば
、
地
震
・
サ
イ
ク
ロ
ン
・
バ
ッ
タ

の
大
群
・
気
温
上
昇
・
干
ば
つ
な
ど
、
制
御

が
難
し
い
地
球
環
境
の
問
題
に
僕
た
ち
は
取

り
巻
か
れ
て
い
ま
す
。
人
類
の
叡
知
を
結
集
し

て
、「
人
類
が
生
き
延
び
て
い
く
方
法
」
を
探

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て

科
学
技
術
や
現
代
文
明
の
限
界
を
も
っ
と
意

識
し
て
生
き
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。【お

き
の
・
や
す
な
り
／
人
吉
市
】

た
ら
し
て
い
ま
す
が
、
エ
イ
ズ
・
マ
ラ
リ
ア
・

結
核
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
深
刻
な
被
害
を
も

た
ら
し
続
け
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
日
本
で
は

お
お
む
ね
抑
制
さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
本
の
状

況
だ
け
を
見
て
い
る
と
、
世
界
規
模
の
問
題

を
見
過
ご
し
て
し
ま
い
、
対
策
が
遅
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
感
染
症
は
世
界
的
に
み
る
と
、
全

然
抑
制
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
す
。

　

怖
い
の
は
、
ほ
ぼ
確
実
に
今
後
も
新
規
の

感
染
症
が
起
こ
り
続
け
る
こ
と
で
す
。
ど
こ
で

読
ん
だ
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
世
界

の
人
口
が
増
え
続
け
て
お
り
、
森
林
を
切
り

開
い
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
、
動
物
に
感
染
し

て
い
る
ウ
イ
ル
ス
が
人
に
感
染
す
る
背
景
に
あ

る
と
の
こ
と
で
す
。
な
の
で
人
口
爆
発
の
問
題

が
解
消
し
な
い
限
り
、
新
規
の
感
染
症
の
リ
ス

ク
も
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
感
染
症
単

独
の
問
題
で
は
な
く
、
人
口
問
題
が
背
景
に

あ
る
の
で
す
。

　

加
え
て
大
都
市
へ
の
人
口
集
中
の
問
題
、
先

進
国
で
の
高
齢
化
の
問
題
、
気
候
変
動
の
問

題
な
ど
も
関
連
し
て
き
ま
す
。
感
染
症
と
い

う
の
は
世
界
全
体
の
状
況
を
反
映
す
る
も
の
な

思
っ
て
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
策

を
み
て
い
る
と
、「
外
出
を
避
け
る
」「
社
会

的
距
離
を
取
る
」
と
い
っ
た
昔
な
が
ら
の
や

り
方
で
す
。
急
に
何
百
年
も
さ
か
の
ぼ
っ
た
よ

う
な
奇
妙
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
医

療
が
進
歩
し
て
い
る
の
に
、
い
ま
だ
に
ウ
イ
ル

ス
に
翻
弄
さ
れ
る
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で

す
。

　

そ
う
い
っ
た
僕
が
漠
然
と
持
っ
て
い
た
考
え

が
、
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い

た
の
は
、
あ
る
新
聞
記
事
を
読
ん
だ
と
き
で

し
た
。
國
井
修
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事

で
す
（
朝
日
新
聞
２
０
２
０
年
３
月
25
日
朝

刊
）。「
世
界
エ
イ
ズ
・
結
核
・
マ
ラ
リ
ア
対

策
基
金
（
グ
ロ
ー
バ
ル
フ
ァ
ン
ド
）
戦
略
投
資

効
果
局
長
」
と
い
う
立
場
で
仕
事
を
さ
れ
て

お
り
、
エ
イ
ズ
・
マ
ラ
リ
ア
・
結
核
の
感
染
拡

大
を
抑
え
る
た
め
に
医
薬
品
や
検
査
機
器
を

提
供
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
衝
撃
的
だ
っ
た
の

は
、
こ
の
３
つ
の
感
染
症
だ
け
で
世
界
で
毎
日

７
０
０
０
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
も
多
大
な
被
害
を
も

　

音
読
み
は
キ
ュ
ウ
で
、

訓
読
み
は〈
う
す
〉。「
碓
」

も
〈
う
す
〉
で
「
隹
」
は

敦
に
通
じ
〈
厚
み
が
あ
る
〉

と
い
う
意
味
が
あ
り
、
そ

こ
か
ら
《
厚
み
の
あ
る
石
》
つ
ま
り
「
石
う

す
」
と
な
る
。
碓
氷
峠
・
碓
井
氏
と
、
町
名
・

人
名
に
時
々
顔
を
見
せ
る
。
臼
杵
（
ウ
ス
キ
）

︱
︱
餅
つ
き
が
盛
ん
な
町
？　

こ
れ
は
冗
談

だ
が
、
こ
れ
を
町
お
こ
し
の
材
料
に
で
き
な
い

も
の
か
。
一
年
中
餅
つ
き
体
験
が
で
き
る
セ
ン

タ
ー
と
か
、
臼
と
杵
を
型
ど
っ
た
土
産
品
を
つ

く
る
と
か
。
臼
は
「
猿
蟹
合
戦
」
に
も
登
場

す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
、
し
か
も
最
後
の
シ
メ

を
な
す
役
割
な
の
で
、
そ
ん
な
ゲ
ー
ム
と
か

町
内
の
観
光
ポ
イ
ン
ト
・
ラ
リ
ー
の
名
称
に

し
た
ら
（
握
り
飯
→
柿
の
種
→
柿
→
蟹
→
猿

→
蜂
→
臼
）
ど
う
だ
ろ
う
。

　

音
は
バ
イ
、
結
婚
さ
れ
た
時
に
婚
姻
届
の
証
人
欄

に
記
名
捺
印
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
媒
酌
人
だ
。
触

媒
と
い
う
言
葉
も
化
学
実
験
の
場
で
習
っ
た
記
憶
が

あ
る
。
漢
和
字
典
に
は
〈
男
女
の
結
婚
を
は
か
る
〉

の
意
だ
と
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、そ
れ
こ
そ
〈
な
か
だ
ち
〉

だ
。「
煤
」は〈
す
す
〉、「
楳
バ
イ
」は
梅
と
同
字
。
旁
を
な
し
て
い
る「
某
」

は
〈
そ
れ
が
し
・
自
分
の
謙
称
・
う
め
〉
で
、〈
子
が
さ
ず
か
る
よ
う
に

祈
る
の
に
用
い
る
木
〉だ
と
あ
る
。〈
産
め
＝
梅
〉な
の
か
？　

な
る
ほ
ど
。

　
「
印
」は
印
鑑
、そ
れ
が
押
さ
れ
も
の
も
印
と
言
う
。

「
判
」
は
手
書
き
の
署
名
で
、
本
人
し
か
書
け
な
い

︱
の
は
ず
だ
っ
た
が
、
印
で
捺
し
た
も
の
も
判
と
同
じ

効
力
を
持
ち
、
本
人
以
外
の
者
が
捺
し
た
も
の
も
有

効
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
郵
便
物
の
配
達
を
受

け
る
時
、
手
近
か
に
印
鑑
が
な
く
「
サ
イ
ン
で
い
い
で
す
か
？
」
と
訊
く

と
、大
抵
「
サ
イ
ン
で
結
構
で
す
」
と
の
答
え
。
︱
︱
逆
じ
や
な
い
の
か
！

　

サ
イ
ン
こ
そ
が
第
一
で
「
サ
イ
ン
が
書
け
な
い
の
で
印
鑑
で
も
い
い
で
す

か
？
」
が
正
統
で
は
な
い
の
か
。「
日
本
印
鑑
撲
滅
協
会
」
の
方
の
名
刺

裏
に
は
デ
ン
と
「
日
本
印
鑑
撲
滅
協
会
之
印
」
が
捺
さ
れ
、表
は
当
然
「
日

本
名
刺
撲
滅
協
会
」
と
い
う
肩
書
。

　
【
つ
る
か
み
・
か
ん
じ
／
人
吉
市
】

漢和字典は面白い 33

臼

媒印

鶴上寛治

漢字遊び　時には気分転換！
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し
た
食
感
で
、
大
変
お
い
し
い
も
の
で
あ

る
の
を
数
多
く
食
し
た
体
験
者
の
私
が
証

言
し
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。
な
お
タ
ニ

シ
の
味
付
け
は
砂
糖
醤
油
仕
立
て
で
す
。

　

ジ
ャ
ン
ボ
タ
ニ
シ
に
つ
い
て
は
、
見
た
感

じ
か
ら
も
大
味
で
あ
ま
り
お
い
し
く
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
驚
く
べ

き
こ
と
な
が
ら
水
田
地
帯
か
ら
、
あ
る
年

を
境
に
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ニ
シ
の
大
群
が
完
全
に

消
え
去
っ
た
の
で
す
。
消
え
た
の
は
ジ
ャ
ン

ボ
タ
ニ
シ
だ
け
で
は
な
く
、
水
田
の
雑
草

も
、
水
路
の
水
草
や
魚
、
蛙
や
蛇
も
、
日
々

成
長
す
る
稲
だ
け
を
残
し
て
、
殆
ど
の
生

物
が
消
滅
し
た
の
で
す
。
現
在
、
用
水
路

で
平
然
と
生
き
残
っ
て
い
る
の
は
北
米
原

産
の
緑

ミ
ド
リ

亀ガ
メ

だ
け
で
す
。
用
水
路
に
は
、
配

水
管
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
家
の
排
水
も

流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
中
に

含
ま
れ
る
物
を
餌
に
し
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
用
水
路
か
ら
流
れ
出
た
餌
に
な
る
生

物
が
消
え
た
こ
と
か
ら
水
鳥
の
飛
来
も
途

絶
え
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で

特
に
水
田
地
帯
の
人
々
の
心
に
残
っ
た
出

来
事
は
、
蛙
の
大
合
唱
が
消
え
て
し
ま
っ

た
こ
と
で
す
。
し
か
し
私
の
周
辺
に
、
こ

の
原
因
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
な

く
、
範
囲
を
倉
敷
市
あ
る
い
は
岡
山
県
全

体
に
広
げ
て
も
同
様
だ
っ
た
の
で
す
。
私

は
水
田
に
散
布
さ
れ
た
除
草
剤
が
原
因
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
の
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
か
ら
す
る
と
、

こ
の
年
は
平
成
三
十
年
だ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
倉
敷
に
は
山
地
も
丘
も
存
在

し
ま
す
が
、
こ
こ
は
以
前
と
同
じ
よ
う
な

生
物
が
生
存
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
時
間
は
か
か
る
と
し
て
も
、

平
成
三
十
年
以
前
の
生
物
分
布
の
状
態
に

復
帰
出
来
る
筈
で
す
。
実
は
今
年
に
入
っ

れ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら

倉
敷
で
も
佐
賀
と
同
じ
く
タ
ニ
シ
料
理
が

存
在
し
た
の
は
確
実
だ
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
在
来
種
の
タ
ニ
シ
料
理
は
コ
リ
コ
リ

に
外
国
か
ら
輸
入
し
て
養
殖
し
た
の
で
す

が
、
養
殖
池
の
管
理
が
不
十
分
で
あ
っ
た

た
め
、
そ
の
一
部
が
外
部
へ
逃
げ
出
し
て
水

田
に
入
り
込
み
、
猛
烈
な
繁
殖
力
に
よ
っ

て
、
近
隣
の
水
田
が
ま
た
た
く
間
に
ジ
ャ

ン
ボ
タ
ニ
シ
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。
倉
敷
に
も
、
も
と
も
と
在
来
種
の

タ
ニ
シ
が
い
た
の
で
す
が
、
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ニ

シ
に
よ
っ
て
絶
滅
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。

　

私
は
学
生
時
代
、
病
気
の
た
め
に
一
年

間
休
学
し
て
、
佐
賀
県
の
親
戚
の
家
で
暮

ら
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
海
岸
沿
い
の

佐
賀
平
野
の
水
田
に
は
在
来
種
の
タ
ニ
シ

が
数
多
く
生
息
し
て
い
て
、
祭
り
の
時
な

ど
に
は
味
付
け
さ
れ
た
タ
ニ
シ
の
む
き
身

が
竹
串
に
刺
さ
れ
て
出
さ
れ
た
も
の
で
し

た
。
倉
敷
の
友
人
に
よ
る
と
、
自
分
は
食

べ
た
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
少
年
時
代
に

タ
ニ
シ
を
採
っ
て
人
に
や
っ
た
ら
大
変
喜
ば

こ
と
も
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
水
田
に
水
が
入
り
、
田
植
え
が
終

わ
る
頃
に
な
る
と
年
中
行
事
で
あ
る
蛙
の

大
合
唱
が
始
ま
り
ま
す
。
西
側
か
ら
南
側

に
か
け
て
の
周
辺
一
帯
を
水
田
に
囲
ま
れ

て
い
る
我
が
家
で
は
、
蛙
の
鳴
き
声
は
す

さ
ま
じ
く
、
一
度
気
に
か
け
た
ら
容
易
に

眠
ら
れ
ぬ
ほ
ど
で
し
た
。

　

水
田
の
一
面
に
は
、
真
っ
黒
で
大
き
な

ジ
ャ
ン
ボ
タ
ニ
シ
が
足
の
踏
み
場
も
な
い
く

ら
い
に
群
が
っ
て
い
ま
し
た
。
水
田
そ
ば
の

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
い
た
る
所
に
、
ピ
ン
ク
色
の

卵
の
入
っ
た
袋
が
産
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
の

が
見
ら
れ
た
も
の
で
す
。
も
と
も
と
ジ
ャ
ン

ボ
タ
ニ
シ
は
、
業
者
が
食
用
に
す
る
た
め

倉
敷
の
自
然

　

私
が
倉
敷
へ
移
住
し
た
平
成
二
十
七
年

頃
と
現
在
と
で
は
、
住
宅
が
散
在
す
る
田

園
地
帯
の
自
然
環
境
は
か
な
り
様
変
わ
り

し
て
い
ま
す
。
以
前
は
、
道
路
沿
い
に
設

置
さ
れ
て
い
る
灌か

ん
が
い漑
用
の
水
路
に
は
水
草

が
生
い
茂
り
、
数
十
匹
ほ
ど
の
小
魚
が
群

れ
を
な
し
て
次
か
ら
次
へ
と
遡
上
す
る
姿

が
見
ら
れ
ま
し
た
。
用
水
路
に
は
餌
と
な

る
小
魚
が
豊
富
な
こ
と
か
ら
、
大
小
様
々

な
水
鳥
た
ち
が
飛
来
し
、
初
め
て
耳
に
す

る
鳴
き
声
を
聞
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

時
に
は
悠
然
と
泳
ぎ
去
る
鯉
の
姿
を
見
る

倉
敷
便
り   

㊵　

  

絵
と
文
／
原
田 

正
史
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て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
以
前
は
数
多
く
見

ら
れ
た
青ア

オ
サ
ギ鷺
を
、
一
匹
だ
け
な
が
ら
用
水

路
近
く
で
三
月
に
目
撃
し
た
の
で
す
。
さ

ら
に
四
月
に
入
っ
て
白シ

ラ
サ
ギ鷺
の
夫
婦
が
水
田

に
い
る
の
を
見
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
平
成

三
十
年
以
降
と
し
て
は
初
め
て
の
出
来
事

で
あ
り
、
水
田
地
帯
の
生
物
分
布
が
平
成

三
十
年
以
前
に
回
帰
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を

示
す
も
の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

し
た
が
っ
て
水
田
地
帯
に
も
以
前
の
よ

う
に
蛙
の
大
合
唱
が
聞
こ
え
る
夜
が
訪
れ

る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
は
、

う
る
さ
い
等
と
は
思
わ
ず
、
頑
張
れ
蛙
た

ち
と
、
応
援
し
た
い
も
の
で
す
。
人
は
、

周
辺
の
雑
多
な
生
物
た
ち
と
共
存
し
て
生

き
て
い
く
生
き
物
な
の
で
す
か
ら
。

【
は
ら
だ
・
ま
さ
ふ
み
／
日
本
地
質

学
会
会
員
、
倉
敷
市
】

く
ま
が
わ
春
秋
歌
壇

い
も
ご
短
歌
会 

「
責
任
は
私
に
あ
る
」
と
言
い
つ
つ
も
「
取
る
」
と
は
言
わ
ぬ
こ
の
鉄
面
皮

路
上
死
や
孤
立
死
絶
え
ぬ
新
コ
ロ
ナ
安
倍
の
失
政
日
々
に
あ
ら
わ
に

柳
原　

三
男

落
ち
椿
わ
ら
に
通
し
て
遊
び
た
る
里
の
友
ら
も
八
十
路
越
え
た
り

山
里
に
椿
に
こ
ぶ
し
菜
の
花
に
ピ
ン
ク
の
桜  

春
は
た
け
な
わ坂

本　

ケ
イ

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
に
出
て
い
く
夫
を
見
送
り
ぬ
車
椅
子
に
て
脚
力り

き

ま
せ
て

娘こ

が
作
り
し
柄
入
り
マ
ス
ク
で
リ
ハ
ビ
リ
へ
今
や
お
し
ゃ
れ
の
ひ
と
つ
と
な
り
ぬ

上
田　

廸
子

か
け
が
え
の
な
き
命
に
か
え
て
訴
え
し
一
字
一
句
は
真ま

こ
と実

に
溢
れ

「
コ
ロ
ナ
禍
に
救
わ
れ
た
と
で
も
思
う
と
ら
ん
ど
」
心
中
見
透
か
す
友
の
慧
眼

上
田　

精
一

俳句大学
Haiku University

季語で一句
Selected Haiku of this Month

このコーナーは、facebook
グループ「俳句大学投句欄」
で、毎週末に募集している
ページからの転載です。

俳句大学投句欄 ❻
https://www.facebook.com/groups/1538014679752252/

永田満徳選評・野島正則説明

【ながた・みつのり／俳人協会会員、熊本市】

風光る（かぜひかる） 　　  「春－天文」

【季語の説明】
「風光る」は寒暖を繰り返しながら日差しは
徐々に強くなっていき、鋭かった風もやや弱ま
り、風も光ってみえるようだ、という感覚的な
季語の一つ。動詞「光る」には、『光を反射
し輝く』という意味があり、太陽の光に輝いて
見える、ということである。江戸時代から使わ
れ始め、特に明治以降好んで使われている。

野島正則 
●
富士望む段々畑風光る　　
【永田満徳評】
「風光る」は春風がきらきらと光り
輝くように感じられる外の情景と取
合せた句が多い。掲句は日本の代
表的で秀麗な「富士」に日本の原
風景とも言うべき「段々畑」を配置
した情景であるところがいい。

田打（たうち）         　           「春－生活」

【季語の説明】
「田打」は春田の土を田植えの用意に鋤き
返すこと。収穫が終わった田圃は、新たな稲
作のために土地を整える必要がある。田起こし
（耕起）することにより、田圃に豊かな酸素
を取り入れ、その後に続く代掻きという作業を
効率的にできるようにする。最終的には土を
細かくして、平らにすることを想定して耕す。

杉山　滿
●
百年の歴史重たき田打かな
【永田満徳評】
「田打」は今でこそ機械化されて、
随分楽になっているが、昔は重労働
であった。掲句は、一枚の田にも、
長い年月を掛けて、代々守りながら
受け継いできた、一族の「歴史」の
重さがあることをよく詠んでいる。

独活（うど）　           　     「春－植物」                       
　　　　
【季語の説明】
「独活」はウコギ科に属する多年草で、葉は
大型の羽状で、球状の白い小花をつけ、高さ
は二メートル近くにもなる。日本特有の植物で、
日本各地に分布し、山地に自生しているが、栽
培もされている。古くから食されてきて、地上
に出る前の若い茎は香気と歯ざわりがよく、吸
い物を始めとして、生食 · 和え物などにする。

大津留　直
●

鬼岩の力を借りて独活を掘る
【永田満徳評】
 「独活」は斜面に自生するので、
何かに頼って採るほかない。掲句
の場合、「鬼岩」がパワースポット
的な石であればこそ、「力を借りて」
は納得される措辞で、独活掘りの
一場面がうまく切り取られている。
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の
場
合
は
尚
更
で
あ
る
。
適
切
な
表
現
で

は
な
い
が
、
出
席
し
て
い
つ
も
思
う
の
は
、

真
面
目
で
心
や
さ
し
い
旧
友
た
ち
が
先
に

逝
く
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
は
ど

う
し
て
だ
ろ
う
。

　

私
が
思
う
に
、
同
窓
会
は
残
り
の
人

生
の
先
の
見
え
た
者
た
ち
が
折
に
ふ
れ
て

相
集
い
、「
お
お
、
お
前
も
ま
だ
元
気
で

お
っ
た
か
。
俺
も
病
院
通
い
し
な
が
ら
、

な
ん
と
か
や
っ
と
る
ば
い
」
と
、
飲
む
ほ

ど
に
酔
う
ほ
ど
に
元
気
を
も
ら
い
合
い
な

が
ら
、
い
つ
も
の
話
に
終
着
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
同
窓
会
に
、
老
い
て
出

席
で
き
る
こ
と
は
、
天
が
与
え
た
何
も
の

に
も
代
え
が
た
い
褒
美
と
感
謝
す
べ
き
と

思
う
の
で
あ
る
。

【
と
み
な
が
・
か
ず
の
ぶ
／
山
口
市
】

し
て
お
り
、
同
地
区
会
員
に
し
て
も
ら
っ

て
い
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
同
会
も
会

員
の
寄
る
年
波
に
勝
て
ず
先
年
、
打
ち

止
め
と
な
っ
た
。

　

同
期
会
で
の
話
題
は
年
代
に
よ
っ
て
代

わ
っ
て
く
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
面
白
い
。

そ
の
な
か
で
相
変
わ
ら
ず
の
話
題
は
、
な

ん
と
言
っ
て
も
孫
や
子
の
自
慢
話
、
そ
し

て
自
分
や
女
房
の
病
院
通
い
の
話
に
な

る
。

　

最
後
の
極
め
つ
け
は
、
飲
む
ほ
ど
に

自
分
の
老
い
た
る
を
忘
れ
て
、「
あ
の
な
、

高
校
時
代
み
ん
な
の
憧
れ
の
的
だ
っ
た
マ

ド
ン
ナ
の
彼
女
に
逢
う
た
が
、
昔
の
面
影

は
な
か
っ
た
ば
い
。
別
人
で
、
ど
こ
の
婆

さ
ん
じ
ゃ
ろ
か
と
思
っ
た
ば
い
」と
く
る
。

　

し
か
し
な
ん
と
言
っ
て
も
、
寂
し
く
感

傷
的
に
な
る
の
は
旧
友
の
旅
立
ち
の
話

題
。
な
か
ん
ず
く
、
特
に
親
し
か
っ
た
友

長
兄
が
守
っ
て
い
る
実
家
や
墓
参
に
、
時

間
を
見
つ
け
て
折
々
帰
郷
し
て
い
た
し
、

ま
た
昔
の
あ
の
友
、
こ
の
友
を
想
い
忘
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
人
間
の
望

郷
本
能
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

多
忙
な
第
一
の
現
役
時
代
を
過
ぎ
て
、

第
二
現
役
に
な
っ
て
よ
う
や
く
時
間
的
余

裕
が
生
ま
れ
て
か
ら
、
や
み
く
も
に
同
窓

（
同
期
）
会
へ
の
指
向
が
強
く
な
っ
て
き

た
。

　

私
は
人
高
五
回
生
、
昭
和
二
十
八
年

（
一
九
五
三
）
卒
業
で
あ
る
。
同
期
と
は

ど
う
い
う
も
の
か
連
帯
感
が
強
く
、
東

京
・
福
岡
・
熊
本
の
各
地
ご
と
に
同
期

会
を
設
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
各
様
の
活
動

を
続
け
て
い
る
。
私
は
い
ず
れ
の
同
期
会

に
も
〝
節
目
の
同
期
会
〟
に
顔
を
出
し
て

い
る
。
特
に
熊
本
二
八
回
（
同
期
会
の

名
称
）
に
は
長
年
に
わ
た
っ
て
毎
回
参
加

脱
帽
で
あ
っ
た
。

　
　

︱
︱
︱
︱
︱
◇
︱
︱
︱
︱
︱

　

人
間
誰
し
も
あ
る
と
思
う
が
、
齢

よ
わ
い

五
〇
を
過
ぎ
て
還
暦
前
後
に
な
る
と
小
・

中
・
高
校
時
代
の
旧
友
た
ち
に
無
性
に

逢
い
た
く
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
望
郷
が
先
に
あ
っ
て
の
旧
友
な

の
か
、
旧
友
を
通
し
て
故
郷
の
風
の
香
り

を
思
い
出
そ
う
と
す
る
帰
巣
性
な
の
か
分

か
ら
な
い
。
そ
れ
と
も
故
郷
と
旧
友
も
一

束
に
な
っ
て
、
た
だ
懐
か
し
い
も
の
へ
の

郷
愁
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

私
の
個
人
的
経
験
か
ら
す
る
と
、

四
十
、五
十
歳
代
と
い
う
の
は
仕
事
上

で
、
最
も
充
実
し
た
年
齢
で
あ
っ
た
の
で
、

心
身
・
時
間
と
も
に
余
裕
の
な
い
時
代
で

あ
り
、
正
直
言
っ
て
同
窓
会
ど
こ
ろ
で
は

な
か
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
時
代
に
お
い
て
も

愚
感
随
想 

②
─
「
同
窓
会
」
雑
感

冨
永
和
信

自
慢
話
を
聞
く
の
は
御
免
で
あ
る
」
な
ど

の
理
由
が
あ
る
と
い
う
。

　

最
後
の
く
だ
り
「
同
窓
会
は
劣
化
し

た
者
同
士
の
老
後
の
楽
し
み
に
取
っ
て
お

け
。
同
窓
会
に
行
く
の
は
恥
ず
か
し
い
？

　

だ
っ
た
ら
行
か
な
け
れ
ば
い
い
の
だ
。

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
」
と
あ
っ
た
。

　

前
段
の
趣
旨
は
当
節
の
社
会
の
一
面
を

捉
え
て
い
る
が
、
現
役
世
代
の
人
た
ち
に

と
っ
て
は
、
そ
の
理
由
は
様
々
で
、
百
人

百
様
の
事
情
が
あ
る
。

　

最
後
の
結
論
は
、
秋

し
ゅ
う

霜そ
う

烈れ
つ
じ
つ日
の
一
刀
両

断
で
あ
る
。
私
は
一
言
文
句
が
あ
る
が
、

反
論
で
き
な
い
殺
し
文
句
だ
と
感
心
し
、

　

正
確
な
日
付
は
記
憶
し
て
い
な
い
が
、

二
年
ほ
ど
前
の
日
経
新
聞
紙
上
の
新
刊

紹
介
欄
に
『
同
窓
会
に
行
け
な
い
症
候

群
』（
鈴
木
信
行
著
）
が
あ
っ
た
。
同
書

よ
る
と
、
現
役
世
代
に
は
同
窓
会
に
出

席
し
た
く
な
い
と
い
う
人
が
増
え
て
い
る

と
い
う
。
そ
の
背
景
に
は
平
成
の
三
十
年

間
に
起
き
た
労
働
環
境
の
変
化
、
つ
ま
り

成
果
主
義
の
導
入
で
、
定
年
延
長
と
役

職
定
年
制
が
敷
か
れ
、「
気
が
つ
い
た
ら

僕
の
上
司
は
年
下
の
後
輩
だ
っ
た
よ
、
な

ん
て
同
窓
会
で
言
え
る
か
？
」。
ま
だ
あ

る
、「
少
し
ば
か
り
事
業
に
成
功
し
た
者

や
出
世
し
た
同
級
生
の
得
意
然
と
し
た
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む
、
い
わ
ば
装
甲
車
の
原
型
と
な
る
兵
器
で
応
戦
し
た
。
そ
の
陰
に
隠

れ
相
良
兵
が
進
み
、
他
の
兵
士
も
立
ち
木
や
燃
え
残
っ
た
家
の
陰
に
隠
れ

る
よ
う
に
し
て
ど
う
や
ら
進
む
と
、
大
手
門
は
す
ぐ
前
に
見
え
て
来
た
。

後
ろ
か
ら
は
島
津
の
火
矢
が
門
に
向
け
て
多
数
放
た
れ
た
が
、
頑
丈
に

作
ら
れ
た
門
は
な
か
な
か
燃
え
上
が
ら
な
か
っ
た
。
つ
い
に
島
津
軍
は
一

斉
攻
撃
に
出
た
。
執
拗
な
敵
の
攻
撃
を
受
け
つ
つ
も
、
数
台
の
装
甲
車

を
先
頭
に
し
て
突
き
進
み
、
大
手
門
の
傍
の
土
塁
を
大
勢
が
駆
け
あ
が
っ

た
。
敵
の
矢
や
弾
は
容
赦
な
く
味
方
を
打
ち
ぬ
き
、
土
塁
に
到
達
す
る

ま
で
か
な
り
が
倒
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
も
そ
の
上
を
踏
み
越
え
て
進
ん

だ
。
勿
論
軍
七
も
そ
の
中
に
紛
れ
て
い
た
。
城
内
で
は
す
で
に
先
に
侵
入

し
た
多
く
の
島
津
兵
が
敵
と
刃
を
交
わ
し
て
い
た
。
軍
七
は
傍
に
い
た
数

人
の
相
良
勢
に
声
を
掛
け
、
門
の
か
ん
ぬ
き
を
は
ず
し
に
か
か
っ
た
。
漸

く
大
手
門
が
開
き
始
め
た
。
す
る
と
山
城
の
ほ
う
か
ら
下
っ
た
新
し
い
敵

が
攻
め
込
み
、
軍
七
ら
は
そ
の
兵
ら
と
立
ち
向
か
っ
た
。

　

そ
の
斬
り
合
い
の
真
最
中
、
敵
の
弾
丸
が
軍
七
の
兜
に
命
中
し
た
。

あ
ま
り
の
衝
撃
に
軍
七
は
膝
を
つ
い
て
前
に
倒
れ
込
ん
だ
。
刀
を
持
つ
手

に
力
が
入
ら
ず
意
識
が
薄
れ
て
行
く
の
が
判
っ
た
。
そ
の
時
や
っ
と
大
手

門
が
開
き
、
相
良
と
薩
摩
、
志
岐
、
天
草
の
援
軍
も
一
斉
に
城
に
な
だ

れ
込
ん
で
来
た
。
倒
れ
て
い
た
軍
七
に
気
付
い
た
徳
右
衛
門
と
弥
兵
衛

が
駆
け
寄
り
、
迫
り
く
る
敵
か
ら
槍
で
守
っ
た
。

　
「
若
～
っ
、
御
気
を
確
か
に
も
た
れ
ま
せ
い
～
～
～
っ
」

頭
を
下
げ
て
敬
意
を
示
し
た
。
そ
れ
は
こ
こ
に
い
た
薩
摩
の
武
将
た
ち
も

同
じ
気
持
ち
で
あ
っ
た
。　

　

言
わ
れ
て
い
た
通
り
堅
志
田
の
城
は
な
か
な
か
手
強
く
見
え
た
。
堅

く
頑
丈
な
大
手
門
の
横
は
ぐ
る
り
と
土
塁
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
。

　

す
で
に
島
津
軍
は
堅
志
田
城
の
周
り
を
取
り
囲
む
家
々
に
火
を
放
っ
て

い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
家
は
す
で
に
燃
え
尽
き
よ
う
と
し
て
い
た
。
相

良
勢
は
正
面
の
大
手
門
め
が
け
て
攻
撃
す
る
手
は
ず
で
あ
る
。
勿
論
そ

の
中
に
は
軍
七
と
摂
津
介
ら
、
相
良
の
若
い
武
士
た
ち
を
始
め
全
軍
が

揃
っ
て
い
た
。
敵
の
攻
撃
は
思
っ
た
よ
り
激
し
く
、
先
陣
で
突
き
進
む
相

良
の
兵
に
向
か
っ
て
土
塁
の
上
か
ら
弓
矢

と
弾
丸
が
雨
の
よ
う
に
撃
ち
放
た
れ
た
。

　
「
摂
津
介
様
、
今
こ
そ
あ
の
荷
車
を
使

い
ま
し
ょ
う
ぞ
」

　
「
お
う
軍
七
、
手
筈
ど
お
り
皆
に
指
示

い
た
せ
。
あ
の
大
手
門
ま
で
何
と
か
進
む

の
じ
ゃ
」

　

兼
ね
て
軍
七
と
摂
津
介
が
考
案
し
用

意
し
て
い
た
、
荷
車
の
前
と
両
面
と
頭
上

に
濡
ら
し
た
二
重
の
戸
板
を
張
り
巡
ら

せ
、
そ
れ
に
弓
と
鉄
砲
を
構
え
た
兵
士

を
配
置
、
そ
れ
を
後
ろ
か
ら
押
し
て
進

　■主な登場人物
相良清兵衛（軍七・頼兄）＝相良家 元家老
犬童休矣＝相良氏の家臣
深水宗芳＝相良氏の家老
新納忠元＝島津氏の家臣

　
「
休
矣
殿
ご
覧
あ
れ
。
薩
摩
武
士
た
ち
が
こ
れ
か
ら
ま
た
堅
志
田
の
城

を
攻
め
ま
す
る
。
こ
れ
ま
で
我
が
軍
が
幾
度
と
な
く
攻
め
ま
し
た
が
、
い

や
こ
れ
が
な
か
な
か
落
ち
ま
せ
ぬ
。
ど
う
か
相
良
武
士
の
力
を
お
貸
し

で
き
ま
せ
ぬ
か
」

　

島
津
家
家
老
上
井
覚
兼
は
伊
集
院
忠
棟
や
新
納
忠
元
ら
重
臣
と
と
も

に
堅
志
田
城
の
見
え
る
峠
道
に
い
た
。
傍
に
は
犬
童
休
矣
と
深
水
宗
芳

の
嫡
男
摂
津
助
、
宗
芳
の
弟
帯
刀
と
そ
の
嫡
男
佐
馬
助
、
そ
し
て
そ
の

横
に
は
軍
七
が
立
っ
て
い
た
。
佐
馬
助
が
、

　
「
父
上
、
我
が
相
良
軍
が
攻
め
入
っ
て
城
を
落
と
し
ま
し
ょ
う
ぞ
。
こ

こ
で
更
に
手
柄
を
立
て
れ
ば
島
津
の
御
屋
形
様
も
文
句
は
あ
り
ま
す
ま

い
。
ま
さ
に
今
が
一
番
か
と
」

　
「
ま
だ
御
家
老
が
軍
議
か
ら
お
帰
り
に
な
っ
て
お
ら
ぬ
ゆ
え
、
事
は
そ

れ
か
ら
じ
ゃ
。
そ
れ
に
島
津
の
事
は
知
ら
ぬ
が
我
等
相
良
の
武
士
は
独
断

で
動
く
こ
と
は
ま
か
り
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
そ
う
と
お
主
、
臆
病
者
の
く
せ

に
言
う
事
だ
け
は
一
人
前
じ
ゃ
な
」

　

結
果
は
ど
う
で
あ
れ
、
帯
刀
は
先
日
の
島
津
の
若
手
の
甲
佐
攻
め
を
皮

肉
っ
た
。
そ
し
て
息
子
佐
馬
助
の
言
葉
に
も
口
を
挟
ん
だ
。
佐
馬
助
は
戦

い
が
嫌
い
と
い
う
よ
り
、
ま
と
も
な
剣
捌
き
が
出
来
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

休
矣
た
ち
が
堅
志
田
城
の
攻
略
策
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
島
津
と
の
軍

議
に
加
わ
っ
て
い
た
宗
芳
か
ら
の
伝
言
が
来
た
。

　
「
ご
家
老
か
ら
の
御
伝
言
に
ご
ざ
い
ま
す
る
。
島
津
相
良
全
軍
を
も
っ

て
堅
志
田
を
攻
め
る
こ
と
と
相
成
っ
た
そ
う
に
ご
ざ
い
ま
す
る
。
や
は
り

先
陣
は
我
が
相
良
に
と
の
事
」

　
「
ん
、
相
判
っ
た
、
島
津
の
方
々
そ
う
い
う
こ
と
に
ご
ざ
る
。
こ
の
上

は
是
非
と
も
堅
志
田
を
手
に
入
れ
ま
し
ょ
う
ぞ
」

　
「
お
お
、
そ
れ
は
心
強
い
。
休
矣
殿
、
誠
に
も
っ
て
大
変
な
役
回
り
で

は
あ
る
が
、
何
卒
お
頼
み
申
す
」

　

新
納
忠
元
と
上
井
覚
兼
は
格
下
に
当
た
る
軍
門
の
犬
童
休
矣
に
対
し
、

【
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
島
津
軍

と
の
争
い
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   

㉙
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伏
し
て
言
っ
た
。

　
「
は
は
、
出
来
る
か
ぎ
り
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
る
」

　
「
早
速
じ
ゃ
が
三
河
殿
、
お
主
は
こ
と
の
ほ
か
連
歌
が
上
手
い
と
聞
き

及
ん
で
お
る
。
覚
兼
を
呼
ん
で
お
る
ゆ
え
酒
で
も
飲
み
な
が
ら
楽
し
も

う
で
は
ご
ざ
ら
ぬ
か
。
覚
兼
に
は
い
つ
も
や
ら
れ
て
ば
か
り
で
つ
ま
ら
ぬ

の
じ
ゃ
」

　
「
信
義
殿
、
今
日
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
ぞ
。
も
う
日

が
落
ち
て
き
て
ご
ざ
い
ま
す
る
」

　

津
軽
信
義
公
と
老
臣
た
ち
は
、
時
の
経
つ
の
も
忘
れ
て
本
然
の
話
に
聞

き
入
っ
て
い
た
。

　
「
お
お
、
も
う
そ
ん
な
時
刻
に
ご
ざ
っ
た
か
。
本
然
殿
の
話
し
が
何
と

も
面
白
う
て
、
つ
い
刻と

き

の
経
つ
の
も
忘
れ
て
お
り
申
し
た
わ
。
今
日
は
こ

れ
に
て
失
礼
仕
る
が
、
こ
の
続
き
、
ま
た
明
日
に
も
お
聞
か
せ
下
さ
い
ま

せ
ぬ
か
」

　
「
明
日
で
ご
ざ
る
か
。
今
日
は
少
し
ば
か
り
話
し
過
ぎ
て
ご
ざ
る
故
、

さ
あ
て
、
こ
の
年
寄
り
に
明
日
ま
で
元
気
が
あ
り
ま
す
や
ら
」

　
「
い
や
は
や
そ
れ
は
誠
に
無
念
。
で
は
明
後
日
で
は
如
何
で
。
是
非
そ

う
い
た
し
ま
し
ょ
う
ぞ
。
そ
う
じ
ゃ
大
学
、
そ
ち
は
奥
に
申
し
付
け
て
昼ひ

る

餉げ

を
用
意
い
た
せ
。
昼
前
に
届
け
さ
せ
る
よ
う
段
取
り
を
す
る
の
じ
ゃ
」

　
「
は
、
か
し
こ
ま
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
る
」

さ
っ
そ
く
鹿
児
島
の
館
に
島
津
義
久
を
訪
ね
、
響
野
原
の
お
礼
を
申
し

述
べ
た
。
義
久
は
早
速
の
相
良
の
あ
い
さ
つ
に
気
を
良
く
し
、

　
「
堅
志
田
を
は
じ
め
、
此
度
の
戦
こ
と
ご
と
く
に
相
良
の
衆
の
働
き
は

ま
こ
と
に
も
っ
て
見
事
。
ま
、
響
野
原
は
義
陽
公
が
余
に
変
わ
っ
て
亡
く

な
ら
れ
た
因
縁
の
場
所
、生
涯
忘
れ
る
わ
け
に
も
い
か
ぬ
が
、相
良
に
と
っ

て
も
大
事
な
場
所
、
墓
で
も
作
っ
て
差
し
上
げ
て
末
代
ま
で
弔
う
が
良
か

ろ
う
」

　
「
誠
に
も
っ
て
か
た
じ
け
な
い
お
言
葉
に
ご
ざ
い
ま
す
る
。
本
来
な
ら

ば
我
が
主
君
が
お
伺
い
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
、
取
り
急
ぎ
拙
者
が
参

上
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
旨
早
速
取
り
計
ら
い
ま
す
る
」

　
「
相
良
の
若
殿
様
は
そ
ち
を
は
じ
め
と
し
て
良
き
家
臣
を
持
た
れ
て
う

ら
や
ま
し
い
の
う
。
相
良
武
士
の
心
意
気
は
大
し
た
も
の
よ
。
こ
れ
ま
で

こ
の
大
国
薩
摩
が
何
度
攻
め
て
も
易
々
と
落
ち
ぬ
訳
じ
ゃ
。
一
昔
前
に
大

口
で
失
態
を
犯
し
た
丸
目
蔵
人
佐
も
こ
の
度
我
が
軍
の
加
勢
を
し
て
く

れ
た
。
そ
う
言
え
ば
息
子
殿
や
休
矣
殿
の
倅
軍
七
の
手
柄
話
も
聞
き
及

ん
で
お
る
が
、
こ
れ
か
ら
も
こ
の
義
久
に
力
を
貸
し
て
く
だ
さ
れ
」

　

や
は
り
丸
目
蔵
人
佐
は
相
良
に
は
戻
ら
ず
、
今
は
島
津
の
配
下
に
な
っ

て
働
い
て
い
た
。

　

も
は
や
相
良
も
我
が
手
の
う
ち
の
も
の
と
さ
ら
に
確
信
し
た
言
葉
で

あ
っ
た
が
、
義
久
に
従
わ
ね
ば
こ
の
戦
乱
の
世
を
生
き
抜
く
事
は
出
来
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
河
守
宗
芳
は
頭
を
畳
に
こ
す
り
つ
け
る
よ
う
に
平

　

軍
七
の
意
識
は
戦
い
が
終
わ
っ
て
も
さ
ら
に
夕
刻
ま
で
戻
ら
な
か
っ
た

が
、
軽
い
傷
は
あ
る
も
の
の
い
ず
れ
も
致
命
傷
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
た
だ
、
兜
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
に
あ
る
錺
金
具
に
弾
丸
が
命

中
し
た
の
で
、
ひ
ど
い
脳
震
と
う
を
起
こ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

気
が
付
い
た
頃
は
陽
も
西
に
沈
み
か
け
、
辺
り
は
静
け
さ
を
取
り
戻

し
て
い
た
。

　
「
う
～
む
、
ま
だ
俺
は
生
き
て
い
た
の
か
」

　

す
ぐ
傍
で
火
を
熾お

こ

し
始
め
て
い
た
徳
右
衛
門
が
、
握
り
飯
を
喰
っ
て
い

た
弥
兵
衛
に
、

　
「
弥
兵
衛
、
若
の
意
識
が
戻
ら
れ
た
ぞ
。
す
ぐ
に
水
を
差
し
上
げ
ろ
」

　
「
お
お
、
若
、
大
事
に
な
ら
な
く
て
よ
う
ご
ざ
り
ま
し
た
。
御
覧
な
さ

れ
い
、
敵
の
弾
が
兜
の
真
ん
中
に
命
中
し
て
お
り
ま
す
。
少
し
で
も
反
れ

て
お
っ
た
ら
御
命
は
無
か
っ
た
や
も
知
れ
ま
せ
ぬ
ぞ
」

　
「
あ
あ
、
も
う
こ
れ
で
終
わ
り
や
に
思
っ
た
が
危
う
く
命
拾
い
を
し
た

な
。
か
た
じ
け
な
い
。
で
、
城
は
」

　

後
ろ
に
い
た
深
水
帯
刀
が
、

　
「
安
心
い
た
せ
、
昼
過
ぎ
に
は
落
と
し
た
。
し
か
し
堅
い
守
り
で
は
あ
っ

た
が
中
に
入
る
と
意
外
と
容
易
く
落
ち
よ
っ
た
。
こ
れ
も
お
主
ら
が
恐
れ

も
せ
ず
城
中
に
入
り
か
ん
ぬ
き
を
外
し
た
か
ら
だ
。
新
納
殿
も
伊
集
院

殿
も
さ
す
が
は
相
良
武
士
と
こ
と
の
ほ
か
お
褒
め
で
あ
っ
た
ぞ
」

　
「
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
。
し
か
し
戦
の
さ
な
か
に
気
を
失
う
と
は

誠
に
面
目
な
い
で
す
。
し
て
父
上
は
」

　
「
休
矣
殿
は
い
ま
御
家
老
と
摂
津
介
と
島
津
の
軍
議
に
加
わ
っ
て
お
ら

れ
る
。
残
る
大
仕
事
は
高
森
と
阿
蘇
の
大
宮
司
じ
ゃ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
阿

蘇
や
甲
斐
の
滅
亡
は
も
う
す
ぐ
よ
の
う
」

　
「
隈
本
が
平
定
し
た
ら
次
は
い
よ
い
よ
豊
後
攻
め
か
。
戦
は
ま
だ
ま
だ

終
わ
り
そ
う
に
も
あ
り
ま
せ
ん
ね
」

　

堅
志
田
城
落
城
と
聞
い
て
阿
蘇
の
各
城
主
た
ち
も
恐
れ
を
な
し
、
こ

と
ご
と
く
島
津
に
人
質
を
差
し
出
し
降
伏
を
始
め
た
。
宗
運
の
息
子
、

甲
斐
秀
親
に
至
っ
て
は
御
船
の
自
城
を
捨
て
て
行
方
不
明
に
な
っ
て
い

た
。
矢
部
に
館
を
持
つ
阿
蘇
大
宮
司
家
も
人
質
を
出
し
て
島
津
に
付
い

た
。
こ
れ
で
残
す
は
高
森
城
の
み
と
な
っ
た
。

　

こ
の
度
の
堅
志
田
城
戦
を
は
じ
め
相
良
軍
の
大
い
な
活
躍
を
認
め
た

島
津
義
久
は
、
上
井
覚
兼
や
甥
の
島
津
忠
平
ら
の
提
案
に
よ
っ
て
、
相

良
先
君
義
陽
公
が
戦
死
し
た
因
縁
の
地
『
響
野
原
』
を
相
良
に
遣
わ
す

旨
連
絡
を
し
て
来
た
。
こ
れ
も
ま
た
島
津
独
特
の
策
略
で
も
あ
っ
た
。

　

深
水
三
河
守
宗
芳
は
、
兄
忠
房
公
亡
き
あ
と
数
え
十
二
歳
で
家
督
を

継
い
だ
頼
房
公
（
の
ち
の
長
毎
）
と
、
そ
の
母
君
・
台
芳
尼
と
共
に
、

館
の
一
番
奥
の
大
広
間
で
そ
の
薩
摩
の
使
者
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
。
家
中

の
皆
は
大
い
に
喜
び
、
宗
芳
は
嫡
男
摂
津
介
や
軍
七
ら
数
十
人
を
供
に
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　賞与の意の bonus（ボーナス）の語源・ラテン語「bonus（ボヌス）、良い」の
縮小形「bellus（ベッルス）、美しい」からの派生語です。
　フランス語「beau（ボ）、美しい」の名詞形「beaute（ボテ）、美しさ・美」が、
英語に「beauty（ビューティー）、美しさ・美」として借用されました。「beauty 
contest」（美人コンテスト）、ヨーロッパの民話「Beauty and the Beast（ビースト）」
（美女と野獣）の beautyは美人の意で使われています。
　beautyの形容詞形 beautiful（ビューティフル）は外面的に美しいと同時に内面
的にも「立派な・すぐれている」意が含まれます。類義語の pretty（プリティ）は
表面的に「きれい・かわいい」意で使われます。
　19世紀後半に活躍したフランスの作家モーパッサンの長編小説「Bel─Ami（べ
ラミ）」（美しき友）（1885年）はボーイフレンドのことで、これに対するガールフ
レンドは「belle amie（ベラミ）」となります。
　「daisy（デイジー）、ひな菊」の学名ヒナギク属「Bellis（ベリス）」は、その美
しく可愛い姿から命名されました。

外来語から学ぶ英単語 （50）…… 藤原　宏

ボ・ビューティー・ビューティフル・ベル・ベル
beau　　beauty　　beautiful　　bel　　belle

（417）

─ いつまで続くのか？　不安高まる ─
　自粛で生活が一変。政府の緊急事態宣言の期間延長が決ま
り、底なしの様相。生命と暮らしを守る明確な対策を急いでほしい。

　
「
お
お
、
左
様
か
。
さ
す
が
は
相
良
家
筆
頭
家
老
の
嫡
男
摂
津
介
殿
、

こ
ち
ら
か
ら
お
願
い
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
引
き
受
け
て
頂
け
る
な

ら
な
お
有
難
い
」

　

新
納
忠
元
は
や
は
り
相
良
を
先
鋒
と
決
め
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
こ
に
休
矣
も
同
席
し
て
い
た
が
敢
え
て
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。
ど
っ

ち
に
し
ろ
先
鋒
の
役
目
は
相
良
が
務
め
る
事
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
後
各
陣
営
の
配
置
も
決
ま
り
決
戦
の
日
取
り
も
例
の
如
く
籤

を
も
っ
て
決
め
ら
れ
た
。

　
「
軍
七
、こ
の
度
の
高
森
攻
め
も
ま
た
我
ら
が
先
陣
を
切
る
事
と
相
成
っ

た
ぞ
。
そ
れ
も
な
、
此
度
は
わ
し
が
そ
の
指
揮
を
執
る
事
と
な
っ
た
」

　
「
摂
津
介
様
、
そ
れ
は
頼
も
し
い
事
に
ご
ざ
い
ま
す
。
軍
七
も
摂
津
介

様
の
お
力
に
な
り
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

　
「
高
森
の
城
は
な
か
な
か
堅
固
ら
し
い
ゆ
え
、
島
津
方
総
陣
営
で
攻
め

か
か
る
。
そ
の
先
陣
の
総
指
揮
を
こ
の
若
輩
者
の
わ
し
が
取
る
事
に
な
っ

た
の
だ
。
誠
に
も
っ
て
名
誉
な
こ
と
だ
。
ま
、
責
任
重
大
だ
が
な
」

　
「
誠
に
も
っ
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
る
。
軍
七
も
精
い
っ
ぱ
い
戦
い

ま
す
。
こ
の
先
も
摂
津
介
様
に
ど
こ
ま
で
も
付
い
て
参
り
ま
す
。
島
津
様

に
就
い
て
お
ら
れ
る
丸
目
蔵
人
佐
殿
と
も
お
逢
い
し
た
い
も
の
で
す
」　

 （
つ
づ
く
）

【
や
ま
ぐ
ち
・
け
い
じ
／
人
吉
市
】      

　

翌
々
日
、
本
然
た
ち
が
朝
の
食
事
を
終
え
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
信

義
公
は
大
道
寺
隼
人
、
松
野
大
学
の
ほ
か
更
に
数
人
の
従
者
を
供
に
本

然
の
住
ま
い
に
来
ら
れ
た
。従
者
の
う
ち
一
人
は
酒
樽
を
手
に
し
て
い
た
。

　
「
本
然
殿
邪
魔
を
致
す
。
一
昨
日
の
お
話
、
誠
に
も
っ
て
面
白
う
ご
ざ
っ

た
の
で
、
本
日
は
大
勢
で
押
し
掛
け
申
し
た
。
さ
て
、
先
日
の
続
き
聞

か
せ
て
貰
い
ま
し
よ
う
ぞ
」

　

信
義
公
は
言
わ
れ
る
前
に
屋
敷
に
上
が
り
込
み
、
清
兵
衛
本
然
の
話

し
の
続
き
を
す
ぐ
に
で
も
聞
き
た
い
様
子
で
あ
っ
た
。

　
「
さ
あ
て
、
ど
こ
ま
で
お
話
し
申
し
上
げ
ま
し
た
か
の
う
。
お
う
、
そ

う
じ
ゃ
っ
た
。
堅
志
田
の
城
を
陥
れ
た
と
こ
ろ
ま
で
で
ご
ざ
っ
た
な
あ
」

　

天
正
十
三
（
一
五
八
五
）
年
、
隈
本
の
ほ
ぼ
全
部
を
手
中
に
治
め
た

島
津
義
久
は
相
良
の
軍
勢
を
従
え
、
日
向
の
国
か
ら
豊
後
攻
め
を
行
い
、

大
友
宗
麟
の
南
領
地
を
手
に
入
れ
た
。

　

阿
蘇
大
宮
司
家
ほ
か
殆
ど
の
城
主
が
降
伏
し
た
中
、
阿
蘇
の
南
・
高

森
の
城
主
高
森
惟
直
だ
け
は
未
だ
に
抵
抗
を
続
け
て
い
た
。
ど
こ
ろ
か

府
内
の
大
友
に
内
通
と
の
噂
ま
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
島
津
の
次
の
目
標
は

高
森
城
に
決
ま
っ
た
。
軍
議
で
は
、
先
陣
の
役
目
を
言
わ
れ
る
前
に
深
水

摂
津
介
が
名
乗
り
を
挙
げ
た
。

　
「
新
納
殿
、
こ
の
た
び
の
高
森
攻
め
は
先
君
義
陽
公
の
誠
の
弔
い
合

戦
。
ぜ
ひ
我
が
相
良
に
先
陣
の
名
誉
を
戴
き
た
く
ご
ざ
い
ま
す
る
」
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『
日
本
地
名
索
引
』
に
は
大
分
県
の
大

悟
法
（
ダ
イ
ゴ
ボ
ウ
）
が
出
て
い
る
も
の

の
、
人
吉
市
の
大
午
蒡
と
同
意
か
否
か
は

わ
か
ら
な
い
。
佛
教
で
は
彿
法
守
護
の
護

法
神
（
ご
ぼ
う
し
ん
）
が
あ
る
が
、
地
名

の
ゴ
ホ
ウ
に
結
び
つ
く
か
ど
う
か
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
午
蒡
の
古
語
は
キ

タ
キ
ス
で
、
実
を
薬
用
に
使
っ
て
い
た
こ
と

か
ら
悪
実
と
も
善
か
れ
た
が
、
こ
れ
も
地

名
と
は
関
係
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

特
殊
用
語
と
し
て
は
牛
蒡
注

連
（
ご
ぼ
う
じ
め
）
が
あ
る
。
こ

れ
は
大
根
注
連
（
だ
い
こ
ん
じ
め
）

が
太
く
短
い
の
に
対
し
、
細
く
長

い
シ
メ
ナ
ワ
の
こ
と
で
あ
る
。
上

益
城
郡
清
和
村
高
月
字
南
午
房
の

近
く
に
は
字
南
大
根
（
ミ
ナ
ミ
ダ

イ
コ
ン
）
が
あ
り
、
午
蒡
・
大
根

地
名
は
と
も
に
境
界
標
（
し
め
）

に
ち
な
む
地
名
の
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。

【
う
え
む
ら
・
し
げ
じ
／
宇
土
市
生

ま
れ
、
元
熊
本
日
日
新
聞
社
記
者
】

大
午
蒡
（
ダ
イ
ゴ
ボ
ウ
）

︱
人
吉
市
中
林
町
︱

　

人
吉
市
中
林
町
字
大
午
蒡
（
房
と
も
書

く
）
は
下
城
本
町
に
接
す
る
。
旧
村
名
で

言
え
ば
林
村
と
大
村
の
境
地
で
あ
る
。
米
・

麦
・
稗
・
粟
・
豆
・
大
根
・
菜
な
ど
の
農

作
物
の
名
称
を
つ
け
た
地
名
は
各
地
に
あ

る
が
、
そ
れ
は
名
を
借
り
て
い
る
だ
け
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
作
物
と
は
関
係
が
な
い

こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
中
林
町
の
大
午
蒡
も

〝
大
き
な
ゴ
ボ
ウ
の
産
地
〟
と
い
う
わ
け

で
は
あ
る
ま
い
。

　

球
磨
地
区
は
昔
か
ら
ゴ
ボ
ウ
の
特
産
地

で
あ
る
。
有
名
な
球
磨
民
謡
・
六
調
子
に

も
「
…
牛
蒡
づ
と
や
ら
山
芋
づ
と
や
ら
、

担
わ
せ
て
か
る
わ
せ
て
…
」
と
ハ
ヤ
シ
言
葉

に
ゴ
ボ
ウ
が
登
場
す
る
く
ら
い
で
、
地
域

の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
ゴ
ボ
ウ
は
お
国
自

慢
の
特
産
物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
ゴ
ボ
ウ
そ
の
も
の
が

地
名
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ゴ
ボ
ウ

地
名
は
全
国
区
型
の
分
布
で
、
熊
本
県
内

の
学
名
の
ゴ
ボ
ウ
地
名
は
左
記
の
と
こ
ろ

に
あ
る
が
、
牛
蒡
産
地
と
ゴ
ボ
ウ
地
名
は

結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

▽
午
房
草
（
ゴ
ボ
ウ
ク
サ
）
小
国
町
赤

馬
場
▽
上
・
東
・
西
午
房
迫
（
ゴ
ボ
ウ
サ
コ
）

高
森
町
矢
津
田
▽
南
午
房
（
ミ
ナ
ミ
ゴ
ボ

ウ
）
清
和
村
高
月
▽
北
午
房
ケ
迫
（
キ
タ

ゴ
ボ
ウ
ガ
サ
コ
）
同
▽
午
房
智
（
ゴ
ボ
オ

チ
）
河
浦
町
立
原
▽
午
房
畑
（
ゴ
ボ
ヲ
バ

タ
）
松
島
町
亀
川
▽
便
午
房
（
ビ
ン
ゴ
ボ

ウ
）
新
和
町
中
田

　

漢
字
は
牛
蒡
が
正
し
い
。
牛
を
ゴ
と
読

む
の
は
呉
音
で
あ
る
。
し
か
し
、
ゴ
ボ
ウ

地
名
は
宛
て
字
が
多
く
『
日
本
地
名
索
引
』

に
は
御
坊
、
古
峰
、
五
万
、
御
宝
、
午
房
、

古
豊
な
ど
が
出
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ゴ
ボ
ウ
地
名
の
用
字
は
牛

蒡
（
午
房
）
に
限
ら
ず
多
種
多
様
で
あ
り
、

地
名
研
究
者
の
闇
で
も
ゴ
ボ
ウ
地
名
の
解

明
に
つ
い
て
は
定
説
が
な
い
の
が
実
情
の
よ

う
で
あ
る
。

　
『
地
名
の
語
源
』（
鏡
味
完
二
・
明
克
）

に
は
「
ゴ
ボ
ー　

①
短
小
な
谷
、
小
大
地

（
午
房
野
、
午
蒡
作
、
牛
蒡
、
根
方
、
小

坊
、小
房
、ゴ
ン
ボ
坂
）
②
寺
院
（
御
坊
）」

と
あ
る
が
、
人
吉
市
の
字
大
午
蒡
に
は
あ

て
は
ま
り
そ
う
も
な
い
。

　
字
図
で
見
る
球
磨
の
地
名 

㊳
　
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
。
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問１　八代市出身の作作家・澤宮優の作品を 5 点挙げよ（例：『集団就職』）

①（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　

②（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③（　　　　　　　　）　　

④（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　

⑤（　　　　　　　　）　　　

問２　人吉市出身の作家・前山光則の作品を５点あげよ（例：『球磨川物語』）

①（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　

②（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③（　　　　　　　　）　　

④（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　

⑤（　　　　　　　　）　　　

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：「SL 人吉、最低でも５月末まで運休予定である。〇）

①新型コロナウイルスの感染対策としての 10 万円は現金では受け取れな

い。

②政府は戦後に皇室を離脱した旧宮家に皇室復帰について聞き取りを開始

した。

③検事総長は法務大臣の指揮命令にしたがう。

④患者は輸血治療を拒否する権利をもつ。

⑤八代城（松江城）には天守閣はなかった。

⑥「法の支配」の反対語は「人の支配」である。

⑦坂本の製紙工場の製品は印刷局に納品されたことがある。

⑧人事院勧告は地方公務員には適用されない。

⑨「収束」と「終息」は同じ意味である。

⑩ GNP は一国の経済活動の指標のひとつである。

くまがわ学習塾　㉟
問４　大韓民国（「韓国」）の歴代大統領を５人挙げよ（例：文在寅）

①（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　

②（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③（　　　　　　　　）　　

④（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　

⑤（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　

問５　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６　国王（女王）が存在する国を 10ヶ国挙げよ　（例 : イギリス）

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79 頁で
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問１　球磨川本流が流れている自治体名を書け（例：人吉市）

①（　水上村　）　　　　　　　　　　　　　

②（　湯前町　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③（　多良木町　）　　

④（　あさぎり町　）　　　　　　　　　　　　　

⑤（　錦　町　）　　　

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：スペイン風邪の発生地はスペインである。×）

①沢田一精知事時代に、荒瀬ダムの撤去が決定した。×

②警察庁長官は法務大臣の指揮命令にしたがう。×

③地方議員は地方公務員共済の組合員である。×

④アメリカの大統領で３期務めた人物はいない。×

⑤コロナウイルスの「コロナ」はラテン語の肺炎にあたる言葉（「CORONA」）に

由来する。×

⑥麒麟は、中国にかって実在した動物である。×

⑦熊本県には副知事はいない。×

⑧坂田道男八代市長は、市長になる前は、旧制第五高等学校（現在の熊本大学）

の教授であった。〇

⑨安倍首相が東京オリンピックの延期を決定した。×

⑩検察庁長官の報酬は国務大臣の報酬と同額である。〇

問３　坂本町の製紙工場の創設にかかわった人物を５名あげよ（例：安場保和）

①（　藤村紫朗　）　　　　　　　　　　　　　

②（　上羽勝衛　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③（　岡崎唯雄　）　　

④（　安場末喜　）　　　　　　　　　　　　　

⑤（　大谷高寛　）　　　　　　　　　　　　

前号【くまがわ学習塾㉞の答え】 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　アメリカの大統領の名前を 10 人あげよ　（例 : ジョージ・ワシントン）

①（　トーマス・ジェファーソン　）　　　　　　　　　　　　　

②（　エイブラム・リンカーン　   ）

③（　セオドア・ルーズベルト　  ）　　

④（　バラク・オバマ　　            ）　　　　　　　　　　　　　

⑤（　ジョージ・W・ブッシュ　   ）　　　　　　　　　　　

⑥（　ビル・クリントン                  ）　　

⑦（　ロナルド・レーガン　         ）　　

⑧（　ジミー・カーター　             ）　　　

⑨（　リチャード・ニクソン　       ）　　　

⑩（　ジョン・F・ケネディー　    ）　　　
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今
月
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
の

記
事
が
多
く
な
っ
た
。
各
世
代
、
い
ろ
ん

な
立
場
か
ら
の
寄
稿
を
い
た
だ
い
た
。
★

こ
の
春
、
流
域
か
ら
の
情
報
を
発
信
す
る
二
つ
の
冊
子
が
生
ま
れ
た
。

「
さ
か
も
と
寄
り
道
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
」（
３
頁
）
と
、「
球
磨
人
吉
の
中
世
鰐

口
」（
14
頁
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
共
に
地
元
の
魅
力
を
伝
え
る
も
の
で
、

ぜ
ひ
手
に
取
っ
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
★
先
月
に
引
き
続
き
、
澤
宮
優

さ
ん
の
本
の
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
だ
ま
だ
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
の
時

間
が
あ
る
よ
う
な
の
で
、
書
店
か
ら
取
り
寄
せ
た
り
、
ネ
ッ
ト
通
販
で

入
手
さ
れ
た
ら
い
か
が
だ
ろ
う
。
★
創
刊
号
か
ら
連
載
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
、
い
わ
さ
き
楊
子
さ
ん
の
「
柳
人
が
あ
じ
わ
う
漱
石
俳
句
」
が
今

月
で
終
止
符
を
打
っ
た
。
熊
本
時
代
の
漱
石
の
話
は
興
味
深
い
も
の
で

あ
っ
た
。
も
う
一
つ
、
種
田
山
頭
火
の
熊
本
時
代
を
追
っ
た
那
須
智
治
さ

ん
の
「
山
頭
火
出
家
の
道
を
巡
る
」（
30
頁
）
に
も
注
目
し
た
い
。（
ま
）

【
お
こ
と
わ
り
】
今
月
は
誌
面
の
都
合
に
よ
り
「
方
言
を
味
わ
う
」
は

休
載
い
た
し
ま
し
た
。

　
編
集
後
記

〒
８
６
８
─
０
０
１
５

熊
本
県
人
吉
市
下
城
本
町
１
４
３
６
︱
４
の
３
号

人
吉
中
央
出
版
社
「
く
ま
が
わ
春
秋
」
編
集
部

info@
hitoyoshi.co.jp

電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス 
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６
・
23
・
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今
月
の
一
言

　『
文
読
む
月
日
』（

　
　
　
　

   

）
よ
り

　苦
し
む
こ
と
の
尊
さ
を
知
ら
な
い
人
は
、
ま
だ
理

性
的
な
生
活
を
、
換
言
す
れ
ば
真
実
の
生
活
を
始
め

て
い
な
い
人
で
あ
る
。

表
紙
写
真
「
自
然
は
ひ
っ
そ
り
と
、
確
実
に
」

　
　
　
　
︱
水
上
村
・
球
磨
川
支
流
の
ヒ
メ
レ
ン
ゲ

　
ヒ
メ
レ
ン
ゲ
は
「
コ
マ
ン
ネ
ン
ソ
ウ
」
と
も
い
い
、
関
東
以
西
か

ら
九
州
に
分
布
す
る
多
年
草
。
沢
沿
い
の
岩
上
な
ど
に
群
落
を

形
成
し
て
生
育
す
る
。
花
は
４
月
の

終
わ
り
頃
か
ら
５
月
に
か
け
て
群
生

し
、
渓
谷
を
彩
る
。
水
上
村
の
奥

地
に
も
春
は
来
て
い
る
。
　

撮
影
／
遠
山
幸
穂
（
あ
さ
ぎ
り
町
）

レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ
編
著

北

御

門

二

郎

訳


