
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

暮
ら
し
か
た 

【
一
年
の
無
事
と
新
年
へ
の
願
い
を
込
め
て
／
酉
の
市
】 

花
あ
る

数
寄
屋
（
４
）「
下
地
窓
」 

中
津
七
象
園
「

花
の
歳
時
記
」
（
４
）
紅
葉 

 

か
さ
ね
の
色
（
４
）
「
朽
葉
」 

 物
語
の
あ
る

建
築

（
４
）
割
烹
旅
館 

魚
定 

建
設
に
携
わ
る
こ
と
の
幸
せ
を
、
お
す
そ
わ
け
。 

平成２１年９月発行 

「
非
日
常
」
と
「
日
常
」
の
、
日
本
の
風
情
の
か
た
ち
を
楽
し
む
暮
ら
し
を
ご
提
案
す
る
季
刊
誌
で
す
。 

表紙写真：昨年、香川県庁の前で拾った落ち葉。 

第
４
号 



        ―
魚
定
さ
ん
っ
て
、
い
つ
頃
か
ら
旅
館
の
経
営
を

さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
さ
ぁ
、
何
年
ぐ
ら
い
に
な
る
の
で

し
ょ
う
か
…
。
な
に
せ
、
う
ち
は
割
烹
旅
館
の
許

可
番
号
が
、
香
川
県
で
二
十
三
番
目
か
二
十
四
番

目
か
、
そ
の
く
ら
い
な
ん
で
す
。
古
い
っ
て
言
う

の
が
よ
く
分
か
り
ま
す
よ
ね
え
。
明
治
初
め
に
は

既
に
商
売
を
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
ゆ
う
に
百
年

は
経
っ
て
い
ま
す
。」 

―
割
烹
旅
館
を
始
め
ら
れ
る
前
は
、
ど
ん
な
お

仕
事
を
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
魚
を
売
っ
て
い
ま
し
た
。
詫
間
の 

        

        

魚
市
場
で
魚
を
仕
入
れ
て
、
天
秤
棒
担
い
で
善
通

寺
ま
で
売
り
に
行
く
。
そ
し
て
買
っ
て
い
た
だ
く

と
、
そ
の
場
で
捌
い
て
刺
身
に
し
た
り
、
簡
単
に

料
理
を
し
て
食
べ
て
貰
っ
た
り
し
て
い
た
と
か
。」 

―
善
通
寺
ま
で
！
評
判
が
良
か
っ
た
の
で
す
ね
。 

（ト
モ
さ
ん
）「
詫
間
は
潮
の
流
れ
が
ち
ょ
う
ど
良

く
て
、
半
島
の
こ
ち
ら
側
と
向
こ
う
側
で
は
味
が

違
う
、
と
言
わ
れ
て
い
た
み
た
い
で
す
ね
。」 

―
お
魚
が
お
い
し
か
っ
た
こ
と
と
、
お
料
理
の
腕

が
良
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
詫
間
町
で
割
烹
を
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
う
ち
の
屋
号

は
【
魚
定
】
な
の
で
す
が
、
そ
の
名
前
は
、
善
通

寺
に
魚
売
り
に
行
っ
た
際
に
、
乃
木
希
典
大
将

（
注
・
善
通
寺
第
11
師
団
初
代
師
団
長
を
務
め
て

い
た
）に
付
け
て
も
ら
っ
た
の
だ
と
か
。つ
ま
り
、

初
代
は【
定
吉
】と
い
う
名
前
だ
っ
た
の
で
す
が
、

乃
木
大
将
が
、
う
ち
の
魚
を
食
べ
て
、『
お
ま
え
の

持
っ
て
く
る
魚
は
旨
い
。【
魚
売
り
の
定
吉
】
だ
か

ら
、【
魚
定
】
を
屋
号
に
す
る
と
い
い
』、
と
付
け

て
く
だ
さ
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
は
父

が
何
度
も
嬉
し
そ
う
に
語
っ
て
い
ま
し
た
。 

そ
の
定
吉
の
嫁
が
フ
ユ
と
言
い
ま
し
て
、
ず
い
ぶ

ん
頭
が
切
れ
る
賢
い
女
性
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、

は
じ
め
の
頃
は
、
簡
単
な
小
料
理
屋
や
カ
フ
ェ
ー

を
開
業
し
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。
カ
フ
ェ
ー
営

業
当
時
の
ハ
イ
カ
ラ
な
エ
プ
ロ
ン
を
着
け
た
女
給

さ
ん
の
写
真
も
、
う
ち
に
は
残
っ
て
い
ま
す
。」 

―
こ
の
、
旅
館
の
あ
る
場
所
の
回
り
は
商
店
街
に

な
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
昔
は
こ
こ
が
メ
イ
ン
ス
ト
リ

ー
ト
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
も
ち
ろ
ん
！ 

こ
こ
は
詫
間
中
央

商
店
街
、
と
い
っ
て
、
詫
間
町
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ

ー
ト
で
し
た
。
こ
の
一
本
向
こ
う
の
通
り
、
つ
ま

り
今
の
県
道
の
辺
り
は
海
で
、
自
転
車
が
や
っ
と

通
れ
る
く
ら
い
の
道
し
か
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

だ
か
ら
、
バ
ス
も
こ
こ
を
通
っ
て
い
ま
し
た
。」 

―
ぜ
の
こ
れ
の
詫
間
の
町
。
た
と
え
ば
、
ど
ん
な

お
客
さ
ま
が
い
ら
し
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
詫
間
は
塩
田
の
町
で
す
か
ら
、
塩

田
の
オ
ー
ナ
ー
さ
ん
と
か
、
や
は
り
そ
う
い
う
人

が
主
だ
っ
た
み
た
い
で
す
よ
。
ち
ょ
っ
と
し
た
社

交
場
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
で
も
、
カ
フ

ェ
ー
は
あ
ま
り
流
行
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
や

は
り
そ
ん
な
ハ
イ
カ
ラ
な
も
の
は
、
土
地
柄
に
も

合
わ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。」 

―
で
は
、
ぜ
の
後
、
割
烹
を
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
は
い
。
で
も
、
今
の
建
物
の
建
設 

が
始
ま
っ
た
の
は
、
昭
和
46
年
、
ち
ょ
う
ど
塩
田 

         

廃
止
の
年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
だ
け
ど
、
最
初

の
建
物
も
、
あ
な
た
の
と
こ
ろ
で
お
世
話
に
な
っ

て
い
る
ん
で
す
よ
。ま
だ
会
社
は
な
か
っ
た
け
ど
、

あ
な
た
の
ひ
い
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん（
曾
々
祖
父
）

も
大
工
さ
ん
だ
っ
た
か
ら
…
。」 

―
魚
定
さ
ん
は
、
「割
烹
旅
館
」で
す
が
、
割
烹
か

旅
館
か
、
ど
ち
ら
か
が
先
に
出
来
て･･

と
い
う
よ

う
な
経
緯
は
あ
る
の
で
す
か
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
い
や
、
う
ち
は
初
め
か
ら
割
烹
旅

館
、と
両
方
同
時
の
出
発
だ
っ
た
ん
で
す
。今
は
、

旅
館
か
、
割
烹
か
、
ど
ち
ら
か
一
方
し
か
許
可
が

取
れ
な
い
と
聞
き
ま
す
け
れ
ど
、
う
ち
は
ず
う
っ

と
割
烹
旅
館
、
だ
か
ら
、
今
も
そ
の
ス
タ
イ
ル
。」 

―
富
士
建
設
と
の
付
き
合
い
は
、
い
つ
頃
か
ら
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
富
士
建
設
さ
ん
と
は
、
う
ち
の
二

代
目
が
あ
な
た
の
ひ
い
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
同
級
生
、

そ
し
て
、
あ
な
た
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
と
、
私
の
主
人
が
同
級
生
。
そ
の
縁
で
ひ
い

お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
頃
か
ら
、
う
ち
は
全
部
富
士
建

物
語
の
あ
る
建
築
（
２
） 

「
琴
平
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル 

桜
の
抄
／
紅
梅
亭
」 

平
成
十
八
年
、
秋
。 

琴
平
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル 

紅
梅
亭
の
「
花
て
ら
す
」
に
お
け
る
食
事
会
で
、 

近
兹
孝
休
会
長
（
当
時
社
長
）
が
、
当
社
と
の
「
な
れ
そ
め
」
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 

過
去
に
係
わ
っ
た
が
、
当
社
に
つ
い
て
語
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
、
貴
重
さ
を
、 

実
感
し
た
一
瞬
で
し
た
。 

そ
の
と
き
の
感
動
が
、
こ
の
「
ハ
レ
と
ケ
」
通
信
を
つ
く
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。 

琴
平
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
ま
つ
わ
る
、
素
敵
な
物
語
。 

そ
れ
は
、
大
き
な
夢
を
み
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
突
き
進
ん
で
き
た
男
と
、 

「
こ
の
男
に
賭
け
て
み
る
ワ
」
と
、
そ
の
夢
を
信
じ
た
男
と
の
、
魅
力
的
な
物
語
で
す
。 

「
割
烹
旅
館 

魚 

定
」 

今
回
の
「
物
語
の
あ
る
建
築
」
で
は
、
創
業
一
〇
〇
年
超
、
親
子
四
代
で
守
り
続
け
た
割
烹
旅
館
、 

【
魚
定
】
の
松
田
ト
モ
さ
ん
と
ゆ
み
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。 

日
本
人
の
食
、
娯
楽
、
企
業
風
土
な
ど
が
め
ま
ぐ
る
し
く
移
り
変
わ
る
こ
の
時
代
を
、 

美
し
い
「
和
」
の
建
築
と
共
に
歩
ん
で
き
た
物
語
で
す
。 

 

物
語
の
あ
る

建
築
（
４
） 

 

設
計
施
工
／
富
士
建
設
株
式
会
社 

↑ゆみさん。明るく気さくで、 

とても美しいひとだ。 

↑松田トモさん。長年魚定を守ってきた。 



設
さ
ん
で
す
。 

な
か
で
も
主
人
と
あ
な
た
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
小

学
生
か
ら
ず
う
っ
と
同
じ
ク
ラ
ス
で
幼
な
じ
み
。 

だ
か
ら
、
私
に
と
っ
て
は
、
富
士
建
設
さ
ん
は
な

ん
と
言
っ
て
も
先
代
の
社
長
が
い
ち
ば
ん
懐
か
し

い
。
う
ち
の
ゆ
み
ち
ゃ
ん
が
、
か
ん
ち
ゃ
ん
と
馴

染
み
が
あ
る
よ
う
に
、
ね
。」 

―
か
ん
ち
ゃ
ん
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
あ
、
富
士
建
設
の
常
務
さ
ん
の
こ

と
で
す
。
一
伸
さ
ん
、
で
、
か
ん
ち
ゃ
ん
。（
笑
）」 

―
今
の
建
物
を
建
て
始
め
た
頃
の
思
い
出
っ
て 

あ
り
ま
す
か
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
そ
の
頃
、
今
の
税
関
の
と
こ
ろ
が
、 

 
 

 
 

専
売
公
社
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
た
し
か
、
そ
の
建

物
も
、
富
士
建
設
さ
ん
が
し
て
い
る
は
ず
。
そ
こ

の
オ
ー
プ
ン
記
念
に
、
何
か
お
料
理
を
…
と
言
わ

れ
て
、
そ
ん
な
大
人
数
の
た
め
の
お
料
理
は
出
来

な
い
、
と
慌
て
て
い
た
ら
、
富
士
建
設
の
社
長
さ

ん
が
、『
あ
の
な
ぁ
、
都
会
に
は
オ
ー
ド
ブ
ル
、
い

う
も
ん
が
あ
る
ら
し
い
。
そ
れ
を
作
っ
て
み
よ
う

や
。』
と
提
案
し
て
く
れ
た
。 

で
も
、
オ
ー
ド
ブ
ル
、
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
ん
な

も
の
聞
い
た
こ
と
が
な
い
か
ら
、
何
を
お
皿
に
盛

れ
ば
い
い
の
か
、
誰
も
分
か
ら
な
い
。
な
ん
と
か

考
え
て
、
色
々
な
も
の
を
工
夫
し
て
少
し
ず
つ
、

す
ぐ
に
手
に
と
っ
て
食
べ
ら
れ
る
形
で
皿
に
盛
り

合
わ
せ
ま
し
た
。
そ
れ
で
良
い
の
か
ど
う
か
な
ん

て
分
か
り
ま
せ
ん
け
ど
、
社
長
さ
ん
も
、『
お
い
し

く
食
べ
ら
れ
た
ら
そ
れ
で
エ
エ
が
な
。』と
楽
し
ん

で
。
そ
の
当
時
の
お
料
理
は
、
今
よ
り
も
ず
っ
と

手
間
の
か
か
る
も
の
ば
か
り
で
す
か
ら
、
お
い
し

か
っ
た
と
は
思
い
ま
す
よ
。」 

―
オ
ー
ド
ブ
ル
！
当
時
、
最
先
端
で
す
よ
ね
え
。 

（ト
モ
さ
ん
）「
そ
う
で
し
ょ
う
ね
え
。」 

（ゆ
み
さ
ん
）「
そ
う
い
え
ば
、
今
は
忘
年
会
な
ん

か
で
鍋
物
な
ん
て
い
う
の
は
定
番
で
す
が
、
あ
れ

も
、
こ
の
あ
た
り
で
初
め
て
作
っ
た
の
は
う
ち
な

ん
で
す
よ
。
ね
？
」 

（ト
モ
さ
ん
）「
そ
う
そ
う
。
あ
の
ね
、
あ
る
企
業

の
社
長
さ
ん
が
東
京
へ
行
っ
て
〃
鍋
物
〄
を
初
め

て
食
べ
て
、『
こ
れ
は
エ
エ
な
あ
！
』
と
感
動
し
た

ら
し
い
ん
で
す
。
そ
し
て
出
張
の
帰
り
、
土
鍋
を

買
っ
て
来
て
く
れ
た
。 

そ
の
土
鍋
を
持
っ
て
う
ち
に
や
っ
て
き
て
、『
あ

の
な
、
都
会
で
は
、
こ
う
い
う
風
な
料
理
の
出
し

方
を
す
る
ん
や
で
。す
ご
く
え
え
雰
囲
気
や
か
ら
、

わ
し
の
言
う
通
り
に
作
っ
て
み
て
ん
？
』
と
。 

 

お
客
さ
ま
の
目
の
前
で
土
鍋
で
野
菜
や
肉
を
煮
て
、

そ
の
ま
ま
供
す
る
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
れ
ま
で
無
か

っ
た
ん
で
す
ね
え
。 

そ
の
社
長
さ
ん
は
糖
尿
病
だ
っ
た
の
で
、『
具
は
肉

で
も
魚
で
も
え
え
け
ど
、
わ
し
は
糖
尿
病
や
か
ら

魚
が
え
え
な
。』
な
ん
て
言
っ
た
り
し
て
。（
笑
） 

お
客
さ
ま
が
皆
さ
ん
あ
ち
こ
ち
で
活
躍
を
さ
れ
る

か
ら
、
そ
の
先
々
で
見
聞
き
し
た
色
ん
な
こ
と
を

教
え
て
く
れ
て
、
う
ち
は
楽
し
か
っ
た
。」 

―
ぜ
の
こ
れ
か
ら
、
旅
館
の
建
物
は
ほ
ぼ
今
の
か

た
ち
に
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
い
や
、
と
ん
で
も
な
い
！
何
回
も

増
築
・
改
修
を
重
ね
て
、
今
の
形
で
す
。
も
う
こ

れ
だ
け
増
築
に
増
築
を
重
ね
て
く
る
と
、
富
士
建

設
さ
ん
じ
ゃ
な
き
ゃ
、
う
ち
の
こ
と
は
分
か
ら
な

い
で
し
ょ
う
ね
え
。」 

―
こ
の
お
部
屋
も
、
と
っ
て
も
綺
麗
で
す
よ
ね
え
。

自
分
で
自
社
の
建
物
を
褒
め
る
の
も
お
か
し
な

話
で
す
が
、
建
具
の
デ
ザ
イ
ン
と
か
柱
の
細
さ
と

か
、
う
ち
の
特
徴
が
す
ご
く
良
く
出
て
い
る
な
あ
、

と
感
じ
ま
す
。 

（ト
モ
さ
ん
）「
ね
、
綺
麗
で
し
ょ
う
。（
笑
）」 

―
た
だ
、
こ
う
い
っ
た
柱
の
細
さ
や
建
具
の
華
や

か
さ
、
木
材
の
使
い
方
、
と
い
う
の
は
、
け
っ
こ
う 

             

こ
の
辺
り
で
は
珍
し
い
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
太
い
柱
を
使
っ
た
重
厚

な
ス
タ
イ
ル
の
方
が
立
派
な
家
、
と
い
う
見
方
も

あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
富
士
建
設
の
提
案
す

る
ぜ
う
い
っ
た
デ
ザ
イ
ン
に
不
満
・疑
問
を
感
じ

た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
う
ー
ん
、
そ
れ
は
無
か
っ
た
で
す

ね
。
建
て
る
に
あ
た
っ
て
あ
ち
こ
ち
見
に
連
れ
て

行
っ
て
貰
っ
た
り
も
し
ま
し
た
け
ど
、
と
く
に
ど

こ
を
お
手
本
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
な
い
し
。

先
代
と
は
、
丌
思
議
な
く
ら
い
、
好
み
が
合
っ
た 

ん
で
す
ね
え
。」 

―
先
代
社
長
は
、
ご
一
緒
に
造
る
こ
と
が
出
来
て
、

本
当
に
幸
せ
だ
っ
た
れ
う
と
思
い
ま
す
。 

（ト
モ
さ
ん
）「
そ
う
で
す
ね
え
。『
こ
う
し
た
ほ
う 

             



が
綺
麗
な
と
思
う
け
ど
、
ど
う
す
る
？
金
は
ち
ょ

っ
と
か
か
る
な
ぁ
…
。』
と
言
わ
れ
た
ら
、『
そ
う

や
な
あ
、
そ
の
方
が
綺
麗
や
な
ぁ
。
え
え
よ
、
そ

う
い
う
ふ
う
に
し
て
。』
っ
て
お
願
い
し
て
。
そ
う

し
た
ら
、
社
長
が
『
じ
ゃ
あ
、
お
金
が
出
来
た
ら

集
金
に
来
る
ワ
。』
な
ん
て
言
っ
て
ね
。 

今
の
常
務
の
一
伸
さ
ん
も
、
先
代
社
長
と
は
感
覚

が
よ
く
似
て
い
る
と
思
い
ま
す
よ
。
も
ち
ろ
ん
、

時
代
が
違
う
か
ら
、時
代
に
合
う
よ
う
に
、ま
た
、

う
ち
の
ゆ
み
ち
ゃ
ん
の
セ
ン
ス
と
合
う
よ
う
に
変

化
は
し
て
い
ま
す
け
ど
。 

そ
う
い
え
ば
、
ゆ
み
ち
ゃ
ん
と
か
ん
ち
ゃ
ん
の
感

覚
は
、
よ
く
合
う
み
た
い
で
す
ね
え
。
だ
か
ら
ど

ん
な
風
に
改
造
し
て
も
、
ず
う
っ
と
う
ち
の
好
み

に
は
合
っ
た
ま
ま
。」 

―
魚
定
さ
ん
と
い
え
ば
、
ア
プ
ロ
ー
チ
、
玄
関
が 

と
っ
て
も
綺
麗
で
す
が
。 

（ト
モ
さ
ん
）「
そ
う
で
し
ょ
う
！
あ
そ
こ
を
作
っ

て
い
た
大
工
の
田
尾
さ
ん
は
、『
も
う
こ
れ
が
わ
し

に
と
っ
て
最
後
の
仕
事
や
け
ん
…
』
と
、
も
う
命 

        

           
が
け
み
た
い
に
し
て
作
っ
て
い
ま
し
た
よ
。 

ア
プ
ロ
ー
チ
の
木
材
は
栗
の
木
で
す
が
、
栗
っ
て

固
い
で
し
ょ
う
。
手
斧
で
は
つ
る
時
も
、
他
の
大

工
さ
ん
は
手
が
マ
メ
だ
ら
け
に
な
っ
て
は
つ
れ
な

く
な
っ
て
、
田
尾
さ
ん
が
黙
々
と
は
つ
っ
て
…
。 

玄
関
ホ
ー
ル
の
、
モ
ロ
ダ
、
見
て
く
れ
ま
し
た
？ 

あ
そ
こ
も
、
本
当
は
桧
の
板
を
持
っ
て
く
る
つ
も

り
だ
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
田
尾
さ
ん
が
、

『
最
後
の
仕
事
や
か
ら
こ
そ
、
満
足
の
い
く
仕
事

が
し
た
い
ん
や
。
こ
の
モ
ロ
ダ
の
材
を
こ
こ
に
釘

一
本
使
わ
ず
填
め
込
む
こ
と
は
、
わ
し
に
し
か
出

来
ん
。
ど
う
し
て
も
わ
し
に
さ
せ
て
く
れ
。
こ
の

モ
ロ
ダ
を
使
わ
せ
て
く
れ
。』、
と
頼
み
込
ん
だ
ん

で
す
。
結
果
、
ど
こ
に
も
な
い
玄
関
に
な
り
ま
し

た
よ
ね
。」 

―
モ
ロ
ダ
っ
て
、
す
ご
く
腐
り
に
く
い
材
で
す
か

ら
、
な
ん
だ
か
縁
起
も
良
い
で
す
ね
。 

           

（ト
モ
さ
ん
）「
あ
る
企
業
の
方
も
、
う
ち
の
ア
プ

ロ
ー
チ
・
玄
関
が
大
の
お
気
に
入
り
で
、
自
分
の

家
を
造
る
時
に
も
、『
悔
し
い
け
ど
こ
こ
の
玄
関
ほ

ど
美
し
い
玄
関
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
し
ょ
う
が

な
い
、
富
士
建
設
に
お
願
い
す
る
か
。』
っ
て
言
っ

て
い
た
く
ら
い
。
一
歩
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
踏
み

入
れ
た
と
た
ん
、『
あ
ら
、
素
敵
！
』
っ
て
思
っ
て

貰
え
る
こ
と
は
と
っ
て
も
嬉
し
い
し
、
褒
め
て
く

れ
る
と
や
っ
ぱ
り
鼻
が
高
い
で
す
よ
。」 

―
ぜ
の
玄
関
を
造
っ
て
い
た
頃
が
、
い
つ
で
す
か
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
あ
あ
、
そ
れ
が
、
こ
の
ゆ
み
ち
ゃ

ん
が
お
嫁
に
来
る
頃
。
田
尾
さ
ん
が
ア
プ
ロ
ー
チ

を
造
っ
て
い
る
横
を
、『
今
か
ら
結
納
に
行
っ
て
来

る
ワ
。』『
お
う
、
が
ん
ば
っ
て
！
』
な
ん
て
言
っ

て
出
か
け
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。」 

―
ぜ
の
ゆ
み
さ
ん
で
す
が
、
お
嫁
に
来
る
前
、
こ

う
い
う
お
仕
事
に
縁
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
？ 

           

（ゆ
み
さ
ん
）「
い
い
え
、
ま
っ
た
く
！
お
嫁
に
来

た
時
、
初
め
て
こ
の
建
物
を
見
て
、『
わ
ぁ
！
』
と

は
思
い
ま
し
た
け
ど
、
二
十
四
歳
で
し
た
か
ら
、

こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
手
伝
う
、
継
ぐ
、
と
い
う
の

が
ど
ん
な
こ
と
な
の
か
、実
感
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、

想
像
も
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
の
ね
、
魚
定

の
父
と
母
の
そ
れ
ぞ
れ
の
兄
弟
が
、
併
せ
て
二
十

一
人
も
い
る
ん
で
す
。
二
十
一
人
に
、
み
ん
な
配

偶
者
が
い
て
、
四
十
二
人
で
し
ょ
う
。
結
婚
式
の

時
も
、
と
に
か
く
も
う
忙
し
く
て
、
何
が
何
だ
か

分
か
ら
な
い
ほ
ど
で
し
た
。
第
一
、
親
族
の
集
合

写
真
も
、
普
通
の
ス
ペ
ー
ス
じ
ゃ
入
り
き
ら
な
く

て
、
魚
定
の
宴
会
場
で
撮
っ
た
ん
で
す
よ
。（
笑
）」 

―
こ
ん
な
こ
と
を
う
か
が
う
の
は
失
礼
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
お
仕
事
っ
て
、
本
当
に
大
変
で

す
よ
ね
え
？ 

（ト
モ
さ
ん
）「
大
変
で
す
よ
！
今
は
仕
出
し
は
止



め
て
い
る
の
で
す
が
、
昔
は
、
旅
館
と
仕
出
し
と

割
烹
と
三
本
柱
で
、
寝
る
暇
も
な
い
く
ら
い
。
毎

日
毎
日
そ
の
繰
り
返
し
で
し
ょ
う
。
お
得
意
さ
ん

が
多
い
か
ら
こ
そ
、
お
得
意
さ
ん
の
好
み
も
覚
え

な
き
ゃ
い
け
な
い
し
。 

冬
の
夜
中
、
降
り
始
め
た
雪
を
見
な
が
ら
『
な
ん

で
こ
ん
な
に
大
変
な
ん
だ
ろ
う
』
っ
て
涙
が
出
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
。」 

（ゆ
み
さ
ん
）「
家
族
で
や
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
で

き
る
、
っ
て
い
う
の
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね

え
。
お
互
い
に
融
通
を
利
か
せ
合
っ
て
、
休
め
る

時
に
は
休
み
、
休
め
な
い
時
に
は
協
力
し
合
っ
て

必
死
で
頑
張
る
。 

あ
、
そ
う
い
う
と
き
に
も
大
家
族
が
効
果
を
発
揮

す
る
ん
で
す
。
こ
ん
な
に
兄
弟
が
多
い
の
に
、
み

ー
ん
な
、
呼
べ
ば
届
く
よ
う
な
近
所
に
ば
か
り
住

ん
で
い
る
ん
で
す
か
ら
。す
ご
い
で
し
ょ
？（
笑
）」 

（ト
モ
さ
ん
）「
大
変
だ
っ
た
け
ど
、
で
も
お
か
げ

で
、
詫
間
で
一
番
！
っ
て
い
う
評
価
も
い
た
だ
け

た
。
大
事
な
お
客
さ
ま
も
い
っ
ぱ
い
で
き
て
。」 

―
う
ち
の
社
員
も
、
ず
い
ぶ
ん
お
世
話
に
な
っ
た

（飲
み
に
行
っ
て
い
た
）と
聞
き
ま
し
た
。 

（ト
モ
さ
ん
）「
そ
う
そ
う
。
ツ
ケ
で
飲
ん
で
、
給

料
日
に
な
る
と
、
お
給
料
袋
持
っ
て
そ
の
ま
ま
魚

定
へ
や
っ
て
く
る
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
う
ち

の
娘
が
『
は
い
は
い
、
じ
ゃ
あ
、
こ
れ
だ
け
が
お

支
払
い
分
ね
』と
そ
こ
か
ら
飲
み
代
を
貰
う
。（
笑
）

ま
っ
た
く
、
そ
の
く
ら
い
親
し
い
付
き
合
い
だ
っ

た
ん
で
す
よ
ね
え
。 

面
白
い
の
は
、
そ
う
や
っ
て
日
頃
飲
ん
だ
り
、
遅

く
ま
で
宴
会
し
た
り
す
る
社
員
の
子
は
、
お
休
み

の
日
に
家
族
を
連
れ
て
や
っ
て
く
る
ん
で
す
。
そ

う
し
た
ら
ご
家
族
が
恐
縮
し
て
、『
い
つ
も
遅
く
ま

で
ご
迷
惑
を
か
け
て
す
み
ま
せ
ん
』
っ
て
。 

朝
ま
で
飲
ん
で
泊
ま
っ
た
子
に
は
朝
ご
飯
を
作
っ

て
食
べ
さ
せ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
私
は
み
そ
汁

を
作
る
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、『
パ
ン
が
エ
エ
な

あ
』
な
ん
て
言
う
子
が
い
て
、『
パ
ン
ば
っ
か
り
食

べ
よ
る
か
ら
、
大
き
く
な
ら
ん
の
や
で
。』
っ
て
叱

っ
た
り
。
そ
の
子
、〃
や
せ
っ
ぽ
〄
だ
っ
た
か
ら
。 

今
は
、宴
会
の
意
味
が
変
わ
り
ま
し
た
か
ら
ね
え
。

上
司
と
部
下
が
飲
む
こ
と
も
、
も
う
少
な
い
ん
で

し
ょ
う
？
当
時
は
、
宴
会
が
、
本
当
に
〃
娯
楽
〄

で
あ
り
、
交
流
の
場
で
し
た
か
ら
。」 

            

（ゆ
み
さ
ん
）「
で
も
、
そ
の
宴
会
の
意
味
が
変
わ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
う
ち
が
今
で
も
家
族
で
や
っ
て

い
け
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
今
も
当
時
の
ま

ま
の
も
の
す
ご
い
忙
し
さ
が
続
い
て
い
た
と
し
た

ら
、
家
族
の
た
め
の
時
間
な
ん
て
取
れ
な
か
っ
た

か
も
…
。」 

―
一
〇
〇
年
超
の
営
業
の
中
で
、
も
う
止
め
ち
ゃ

お
う
！
と
思
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
？ 

お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
日
々
の
生
活
と
こ
の
お

仕
事
と
が
ぴ
っ
た
り
と
寄
り
添
っ
て
い
て
、
ま
さ
に

『生
業
』と
い
う
言
葉
を
連
想
し
ま
す
が
。 

（ト
モ
さ
ん
）「
や
っ
ぱ
り
、
ず
っ
と
切
れ
目
な
し

に
良
い
お
客
さ
ま
が
訪
れ
、
利
用
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
か
ら
ね
え
。
大
変
だ
っ
た
け
ど
、
楽
し
い

こ
と
も
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
し
。」 

（ゆ
み
さ
ん
）「
な
ん
と
い
っ
て
も
、
家
族
で
一
緒

に
や
っ
て
い
る
こ
と
。家
族
ば
か
り
だ
か
ら
こ
そ
、

気
兹
ね
が
な
い
し
、
大
好
き
な
自
分
の
場
所
だ
か

ら
こ
そ
、
掃
除
の
仕
方
も
、
も
の
の
扱
い
方
も
、

自
然
と
丁
寧
に
、
愛
情
を
持
っ
て
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
よ
ね
。 

使
っ
て
い
る
材
料
も
、
た
と
え
ば
肥
松
だ
っ
た
り

桧
だ
っ
た
り
、
こ
だ
わ
っ
て
選
ん
で
い
る
か
ら
、

手
入
れ
を
重
ね
れ
ば
ツ
ヤ
が
出
て
ど
ん
ど
ん
綺
麗

に
な
る
で
し
ょ
う
。
訪
れ
た
お
客
さ
ま
か
ら
、『
素

敵
で
す
ね
。
他
の
部
屋
も
見
せ
て
く
だ
さ
い
。』
な

ん
て
言
わ
れ
る
と
、
正
直
な
気
持
ち
と
し
て
、
や

っ
ぱ
り
嬉
し
い
で
す
。（
笑
）」 

―
ゆ
み
さ
ん
は
、
お
若
い
の
に
、
こ
う
い
う
和
の

建
物
を
愛
お
し
ん
で
く
だ
さ
る
ん
で
す
ね
。 

（ゆ
み
さ
ん
）「
初
め
は
、『
あ
、
和
風
だ
な
』
く
ら

い
の
感
想
で
し
た
け
ど
、
長
い
間
、
常
務
さ
ん
と

一
緒
に
色
々
と
改
修
を
考
え
た
り
し
た
こ
と
で
、

今
で
は
眼
が
肥
え
ち
ゃ
い
ま
し
た
。（
笑
）
あ
ち
こ

ち
の
建
物
が
気
に
な
っ
て
見
に
行
っ
た
り
も
す
る

ん
で
す
け
ど
、『
私
な
ら
こ
う
す
る
ナ
』
な
ん
て 

自
分
な
り
に
考
え
ち
ゃ
っ
た
り
し
て
。 

今
の
家
を
建
て
る
人
た
ち
は
、
若
い
ひ
と
が
多
い

で
し
ょ
う
？
そ
の
年
齢
の
こ
ろ
は
、
ま
だ
、
こ
う

い
う
日
本
の
美
し
い
建
物
を
意
識
し
て
見
た
こ
と

が
な
い
し
、眼
も
肥
え
て
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

家
を
建
て
る
年
齢
層
が
低
く
な
っ
た
こ
と
が
、
今

の
家
づ
く
り
の
流
行
り
を
変
え
た
ん
で
し
ょ
う
け

ど
、
そ
の
人
た
ち
も
き
っ
と
年
を
重
ね
れ
ば
、 

 

う
ち
み
た
い
な
建
物
の
美
し
さ
が
伝
わ
る
よ
う
に

な
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。 

そ
れ
に
、
た
と
え
ば
襖
紙
、
建
具
、
照
明
に
し
て

も
、
ち
ょ
っ
と
高
か
っ
た
り
、
手
入
れ
が
大
変
だ

っ
た
り
す
る
け
ど
、
う
ち
に
し
か
な
い
組
み
合
わ

せ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
も
の
が
あ
る
こ
と

は
、
そ
の
大
変
さ
を
十
分
に
カ
バ
ー
し
て
く
れ
る

ほ
ど
楽
し
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
手
を
か
け
て
育
て

て
い
く
こ
と
の
楽
し
さ
を
味
わ
え
る
の
は
、
う
ち

の
建
物
が
『
本
物
』
だ
か
ら
な
ん
だ
、
と
思
っ
て

い
ま
す
。」 

＊
魚
定
旅
館
／
三
豊
市
詫
間
町
詫
間
丂
二
六
の
四 

↑多くの苦労や喜び、幸せを共有してきたお二人。 

こういった素敵な女性が代々魚定の歴史を守り続けている。 

（
聞
き
手
・
真
鍋
有
紀
子
／
写
真
・
宮
本
英
機
） 

 



 

   

ま
だ
ま
だ
暑
い
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
急
に

肌
寒
く
な
っ
て
く
る
こ
の
季
節
。 

「
お
正
月

な
ん
て
ま
だ
ま
だ
。」
と
考
え
て
い
る
う
ち
に
、

あ
っ
と
い
う
間
に
お
お
み
そ
か
…
な
ん
て
こ
と
、

あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

私
は
毎
年
そ
の
よ
う
に 

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
新
年
を
迎
え
る
前
に
、
そ
の
年
一
年

の
無
事
と
、
来
た
る
年
の
福
を

願
っ
て
行
わ
れ
る
、『
酉
の
市
』

を
ご
存
じ
で
す
か
？ 

関
東
を

中
心
と
し
た
神
社
で
、
酉
の
刻

（
午
後
五
～
丂
時
）
ご
ろ
か
ら

開
か
れ
る
露
店
市
の
こ
と
で
、

例
年
十
一
月
の
酉
の
日
（
十
二

支
）
に
行
わ
れ
ま
す
。
開
運
招

福
・
商
売
繁
盛
を
願
う
お
祭
り

で
も
あ
り
、
江
戸
時
代
か
ら
続

く
代
表
的
な
年
中
行
事
で
す
。 

 

酉
の
日
は
、
十
二
日
お
き
に

巡
っ
て
く
る
た
め
、
十
一
月
に

三
回
市
が
立
つ
と
い
う
年
も
あ

り
ま
す
。も
と
も
と
は
初
酉（
一

の
酉
）
が
『
酉
の
市
』
と
し
て

定
着
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す 

   

 

が
、
江
戸
中
期

よ
り
酉
の
市
は

賑
わ
い
を
増
し
、

次
第
に
、
二
の

酉
、
三
の
酉
ま

で
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し

「
三
の
酉
」
ま

で
あ
る
年
と
い

う
の
は
、
火
事
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
由
縁
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
火

事
が
大
敵
で
あ
っ
た
当
時
の
江
戸
で
、
空
気
の

乾
燥
す
る
寒
い
三
の
酉
の
時
期
に
、
火
へ
の
戒

め
を
喚
起
し
た
と
い
う
説
を
は
じ
め
、
い
く
つ

か
の
説
が
あ
る
よ
う
で
す
。
今
年
の
十
一
月
、

酉
の
日
が
何
日
あ
る
か
確
か
め
て
み
て
下
さ
い
。 

 

【
縁
起
熊
手
】 

 

『
酉
の
市
』
で
は
多
く
の
露
店
が
並
び
ま
す

が
、
そ
こ
で
目
立
つ
の
が
、
お
か
め
や
招
福
の

縁
起
物
を
飾
っ
た
「
縁
起
熊
手
」
を
売
る
露
店

で
す
。 

 

元
々
熊
手
は
、
穀
物
や
落
ち
葉
を
か
き
集
め

る
た
め
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
熊
の

手
の
よ
う
に
爪
が
広
が
っ
て
い
る
た
め「
熊
手
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
熊
手

が
昔
、
祭
礼
の
日
に
神
社
の
境
内
で
売
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
、
そ
の
熊
手
が
、
商
売
繁
盛
の
神

が
ま
つ
ら
れ
た
神
社
で
よ
く
売
れ
た
こ
と
か
ら

「
熊
手
で
金
儲
け
が
で
き
る
」
と
い
わ
れ
始
め

た
よ
う
で
す
。 

ま
た
、
鷲
が
獲
物
を
し
っ
か
り
と
捕
ら
え
る

こ
と
に
な
ぞ
ら
え
て
、
そ
の
爪
を
模
し
た
と
も

い
わ
れ
、
福
徳
を
か
き
集
め
る
、
鷲
づ
か
む
と

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
熊
手
は
、

翌
年
の
更
な
る
招
福
を
願
っ
て
、
年
々
大
き
く

し
て
い
く
も
の
と
さ
れ
、
大
小
様
々
な
も
の
が

売
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

さ
て
こ
の
「
縁
起
熊
手
」、
買
い
方
に
特
徴
が

あ
り
ま
す
。 

熊
手
の
取
引
で
は
、
値
切
れ
ば
値
切
る
ほ
ど

縁
起
が
良
い
と
さ
れ
、
熊
手
屋
さ
ん
と
お
客
さ

ん
と
の
間
に
、
駆
け
引
き
が
行
わ
れ
ま
す
。
値

段
を
聞
い
て
値
切
る
、
ま
た
値
段
を
聞
い
て
値

切
る
。
そ
の
繰
り
返
し
で
、
ど
こ
ま
で
も
値
切

り
ま
す
。そ
し
て
最
後
に
商
談
が
成
立
す
る
と
、

値
切
っ
た
分
だ
け
を
「
ご
祝
儀
」
と
し
て
お
店

に
お
い
て
く
る
の
で
す
。 

「
さ
っ
き
ま
で
の
値
切
り
は
何
だ
っ
た

の
？
」
と
驚
い
て
し
ま
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
江

戸
っ
子
の
粋
な
買
い
方
だ
っ
た
の
で
す
。
実
質

は
熊
手
屋
さ
ん
の
言
い
値
で
買
っ
た
こ
と
に
な

る
の
で
す
が
、
買
っ
た
方
は
ご
祝
儀
を
出
し
て

ち
ょ
っ
と
し
た
大
名
気
分
を
味
わ
い
、
売
っ
た

方
は
ご
祝
儀
を
頂
い
て
、
よ
り
儲
か
っ
た
気
分

を
味
わ
っ
た
そ
う
で
す
。 

そ
の
後
、
商
い
の
成
立
を
意
味
す
る
手
締
め

を
行
い
、
家
庭
や
会
社
の
弥
栄
え
を
お
祈
り
し

ま
す
。
そ
し
て
、
家
に
持
ち
帰
り
、
福
を
取
り

込
み
や
す
い
よ
う
に
玄
関
な
ど
の
入
口
に
向
け

て
少
し
高
い
と
こ
ろ
に
飾
る
か
、
神
棚
に
お
供

え
し
て
お
正
月
を
迎
え
ま
す
。 

買
い
手
、
売
り
手
、
双
方
が
気
分
よ
く
新
年

を
迎
え
ら
れ
る
。
江
戸
っ
子
な
ら
で
は
の
心
意

気
が
、
爽
快
な
印
象
を
不
え
て
く
れ
ま
す
ね
。

香
川
県
で
は
初
詣
の
際
に
熊
手
を
購
入
す
る
こ

と
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な

お
正
月
の
迎
え
方
も
、
是
非
挑
戦
し
て
み
て
下

さ
い
。 

 

（
文
・
イ
ラ
ス
ト 

／
土
岐
倫
子
） 

「
ハ
レ
と
ケ
」
の
あ
る 

遊
び
か
た
・
暮
ら
し
か
た 

こ
の
季
節
を
暮
ら
す
。（
４
） 

【
一
年
の
無
事
と
新
年
へ
の
願
い
を
込
め
て
／
酉
の
市
】 

 

酉の市の様子 



 

     

 

         

花
あ
る
数
寄
屋
（
４
） 

「
下
地
窓
」 

わ
た
し
た
ち
が
提
案
し
た
い
の
は
、
依
頼
主
の
美
学
を
反
映
し
た
空
間
。 

品
格
・
調
和
・
色
気
・
遊
び
・
技
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、 

数
寄
屋
の
魅
力
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

 

下
地
窓
と
は
、
本
来
、
壁
を
塗
り
残
し
、
下
地
の
見
え
て
い
る
窓
の

こ
と
。 

古
く
よ
り
茶
室
で
多
く
用
い
ら
れ
た
窓
で
、「
助
枝
窓
」
と
も
書
き
、

「
塗
り
残
し
窓
」「
掻
き
さ
し
窓
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。 

ま
た
、
そ
の
誕
生
に
は
、『
千
利
休
が
荒
れ
果
て
た
茅
屋
の
壁
を
見
て

使
用
を
思
い
つ
い
た
』、
と
い
う
逸
話
も
あ
り
、
風
雅
を
表
現
す
る
手
法

と
し
て
、
現
代
ま
で
様
々
な
建
築
家
に
よ
る
多
く
の
例
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。 

皮
付
き
葭
や
竹
を
格
子
状
に
編
み
、
藤
蔓
を
絡
ま
せ
て
意
匠
的
に
仕

上
げ
た
窓
か
ら
差
し
込
む
光
は
、
端
正
で
美
し
い
影
を
落
と
し
、
特
に

薄
暗
い
茶
室
の
壁
に
趣
向
を
凝
ら
し
て
位
置
を
決
め
、
開
け
ら
れ
た
下

地
窓
は
、
あ
か
た
も
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
で
照
ら
し
た
よ
う
な
鋭
い
効
果

を
生
み
出
し
ま
す
。
窓
の
形
も
新
月
窓
、
丸
窓
、
平
隅
切
り
窓
、
櫛
形

窓
、
火
燈
窓
、
欠
円
窓
な
ど
さ
ま
ざ
ま
あ
り
、
光
の
分
量
、
影
の
様
子

を
イ
メ
ー
ジ
し
つ
つ
、
デ
ザ
イ
ン
や
位
置
を
決
定
し
て
い
き
ま
す
。 

そ
し
て
、
内
側
に
は
「
掛
け
障
子
」
を
。
下
地
窓
以
外
に
も
、
視
線

を
遮
っ
た
り
、
独
立
し
た
空
間
と
し
て
強
調
す
る
た
め
に
も
、「
掛
け
障

子
」
は
活
躍
し
ま
す
。 

 

今
は
な
か
な
か
小
舞
を
組
ん
で
壁
を
塗
る
、
と
い
う
こ
と
が
少
な
い

で
す
か
ら
、
本
来
の
「
下
地
を
塗
り
残
し
た
窓
」
と
は
言
い
難
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
代
的
な
技
術
に
よ
っ
て
施
工
さ
れ
た
建
物
で
も
、

同
じ
よ
う
な
意
匠
の
窓
を
つ
く
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
従
来
通
り
の
使

い
方
は
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
、
間
接
照
明
と
し
て
、
下
地
窓
越
し
に

光
が
差
し
込
む
、
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
て
も
素
敵
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？ 

自
分
な
り
の
個
性
を
反
映
さ
せ
、
こ
こ
ろ
休
ま
る
「
明
か
り
」
と
り

と
し
て
、
和
室
、
玄
関
な
ど
に
、
下
地
窓
の
意
匠
を
取
り
入
れ
て
み
ま

せ
ん
か
？ 

 

↑光の透けるさまがこころ休まる「下地窓」の景色。 

 

掛け障子より光が差し込む。 

ほんのりと花が浮かび上がるようで美しい。→ 



   

江
戸
時
代
に
皇
族
や
諸
大
名
が
競
っ
て
造
営
し
た

池
泉
回
遊
式
庭
園
に
は
、
茶
室
・
茶
庭
が
丌
可
欠

の
要
素
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
中
津
七
象
園
も
築

庭
当
初
は
「
中
津
の
御
茶
屋
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

よ
う
に
多
く
の
茶
室
が
林
泉
の
要
所
に
配
置
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
現
存
し
て
い
る
茶
室
は
池
泉
の

北
西
部
に
位
置
し
て
い
る
「
母
屋
」
と
茶
室
「
観

潮
楼
」
の
二
棟
の
み
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
茶
室
は
園
の
景
観
の
要
と
し
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
が
、
池
泉
の
西
側
か
ら
「
観

潮
楼
」
の
横
顔
を
望
む
景
も
捨
て
が
た
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。
特
に
晩
秋
と
も
な
れ
ば
茶
室
周
辺
の

モ
ミ
ジ
や
ハ
ゼ
ノ
キ
が
一
斉
に
紅
葉
し
て
、
一
年

で
最
も
華
や
か
に
彩
ら
れ
ま
す
。 

           

             

こ
の
景
を
見
る
に
つ
け
、
約
二
百
年
前
丸
亀
京

極
藩
中
興
の
藩
主
と
し
て
名
を
馳
せ
た
六
代
目

藩
主
高
朗
候
が
、
し
ば
し
ば
中
津
別
館
を
訪
れ
、

琴
峰
詩
鈔
に
多
く
の
漢
詩
を
残
し
た
こ
と
を
思

い
出
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
晩
秋
こ
の
茶
室

「
観
潮
楼
」
で
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
「
中
津
即
興
」

と
題
し
た
漢
詩
丂
言
絶
句
の
一
部
を
ご
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
水
涵
岸
竹
枝
々
翠 

霜
染
庭
楓
葉
々
紅 

捲
箔
日
光
来
席
上 

凭
欄
雲
影
落
杯
中 

（
長
岡 

公
） 

中
津
七
象
園 

「
花
の

歳
時
記
（
４
）
紅
葉 

」 
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***********御意見、御感想をお聞かせ下さい************************************* 

【
編
集
後
記
】 

今
回
の
物
語
の
あ
る
建
築
は
、
詫
間

町
の
老
舗
割
烹
旅
館
、
魚
定
さ
ん
。
こ
こ
を
守
る
女
性
た
ち

の
生
き
生
き
と
し
た
表
情
、
笑
顔
が
と
て
も
印
象
的
な
、 

素
敵
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
し
た
。 

大
好
き
な
詩
に
、［
子
ど
も
の
き
ら
き
ら
と
輝
く
好
奇
の 

ま
な
ざ
し
で
／
世
の
中
の
す
べ
て
を
見
る
よ
う
に
／
人
生

を
か
み
し
め
る
よ
う
に
］
と
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。 

 

日
々
起
こ
る
様
々
な
出
来
事
を
、「
世
の
中
っ
て
そ
ん
な

も
の
で
し
ょ
。
」
と
あ
き
ら
め
な
い
。
新
鮮
な
心
持
ち
で 

 
物
事
に
接
し
、
子
ど
も
の
よ
う
な
好
奇
心
を
も
っ
て
世
の
中

を
眺
め
、
広
く
心
を
開
い
て
人
生
の
一
刻
一
刻
を
か
み
し
め

る
よ
う
に
丁
寧
に
味
わ
う
。 

『
人
生
を
楽
し
む
こ
と
・
喜
ぶ
こ
と
に
上
手
に
な
る
』、 

 

そ
の
延
長
線
上
に
、
仕
事
の
ヒ
ン
ト
も
、
人
と
の
信
頼
関
係

も
、
実
は
存
在
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
ナ
、
と
思
い
ま

し
た
。 

か
さ
ね
の
色
（
４
） 

「
朽
葉
」 

古
来
よ
り
季
節
を
感
じ
さ
せ
た
「
色
」
を
知
る
。 

表：濃紅／裏：濃黄 

着用時期は秋。 

朽葉とは、落ち葉のこと。 

実際の落葉の色と同様、この色目にも 

赤・黄・青の三種があります。 

日
本
人
の
季
節
を
感
じ
る
心
、 

美
し
い
と
感
じ
る
色
彩
感
覚
。 

そ
う
い
っ
た
も
の
の
結
晶
と
も
言
え
る
「
重
色
目
（
か
さ
ね

い
ろ
め
）」
は
、
平
安
時
代
に
生
ま
れ
、
季
節
の
移
り
変
わ

り
を
表
現
す
る
配
色
と
し
て
併
せ
仕
立
て
の
着
物
な
ど
に

用
い
ら
れ
ま
し
た
。
現
代
で
も
し
つ
ら
え
な
ど
に
い
か
し

て
、
平
安
の
風
雅
を
味
わ
っ
て
み
て
は
…
。 

 

【長岡 公 氏】 
昭和2 年10月  香川県丸亀市津森町に生まれる。 

昭和26年3月  鹿児島大学鹿児島農林専門学校農学科卒業 

昭和26年4月以降 香川県公立高等学校教員として主基高等学校 

・飯山高等学校・笠田高等学校・農業経営高等学校 

教諭、高松南高等学校・飯山高等学校教頭 

昭和63年3月  定年退職 香川西高等学校教頭 

現 在     （財）中津万象園保勝会 理事 

※主な著書に「讃岐の名園紀行」（栗林･玉藻編／中･西讃編）がある。 

＜中津万象園・丸亀美術館へのアクセス＞ 

瀬戸中央道路 坂出北ＩＣより約8.5km／約15分 

坂出ＩＣより約14km／約20分 

高速道路善通寺ＩＣより約5km約10分 

 

（七言絶句 訳） 

池の水は岸辺の竹を潤して枝は翠に映え、庭の楓は霜を受け 

その葉は真紅に燃えている。簾を巻き上げると茶室には秋の 

光が射し込み、欄干に寄りかかると雲影が盃の中に浮んでいる。 


