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特
集
H
交

今
号

の
テ
l

マ

流
u

ー
や
さ
し
さ
を
探
る
|

今
日 、
物
質
的
な
充
足
感
か
ら 、
価
値

感の
多
様
化
が
進
み 、
人々
は
物の
豊
か

さ
か
ら
心
の
豊
か
さ
を
求
め
る
時
代へ
と

変
化
し
て
き
て
い
る。
そ
し
て 、
ま
ちづ

く
りの
営み
も 、
地
域の
拠
点
施
設づ
く

り
か
ら 、
施
設
と
利
用
者と
の
関わ
り、

さ
ら
に 、
人
と
人
と
の
交
わ
りの
中
か
ら

ま
ち 矛つ
く
り
を
見つ
め
直
す
方
向へ
と 、

確
実
に
変
化
し
て
い
る。

こ
の
よ
う
な
時
代
背
対の
中
で 、
一
人

ひ
と
り
が「
そ
れ
ぞ
れ
の
豊
か
さ
の
原
点」

を
探
り
な
が
ら 、
「

個
性」
を
尊
重
し
合

うこ
と
が
重
要
視
さ
れ 、
ま
ち・
む
らの

暮
し
の
中
で
は 、
「

個」
が
発
揮
さ
れ 、

活
か
さ
れ 、
認
め
ら
れ
るよ
う
な
ま
ち 手つ

く
り
が
望
ま
れ
て
い
る。

そ
し
て 、
一
人
ひ
と
り
が
楽
し
く生
き

生
き
と
暮
し
て
い
く
た
め
に 、
人 、
自
然 、

文
化
等の
地
域
資
源
を
舞
台
に 、
日々
の

営
み
の
中
で
お
互い
が
触
れ
合い 、「
や
さ

し
さL
や「
思い
や
り」
の
心
を
持っ
て 、
や

す
ら
ぎ
が
実
感で
き
る
地
域
社
会の
創
造

が 、
今 、
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。

そこ
で 、
特
集の
メ
イン
テ
l

マ
を「
や

さ
し
さ
を
探る」
と
し 、
今
回は 、
人
と

物と
の
関わ
り
とい
う
而
か
ら
ま
ちづ
く

りの
原
点
を
探
る
た
め、
「

や
す
ら
ぎ
の

あ
る
ま
ち」
とい
う
サ
ブ
テ
ー

マ
で 、
特

集
を
組
み
ま
し
た 。

表
紙
の
言
葉

七
月、
雨
期
で一
番
蒸

暑い
中 、
広
州
か
ら
桂
林

へ
と
廻っ
て
入っ
た 。
桂

林は
確か
に
悶
が
多い 。

昨
夜
ま
で
降
り
続い
た
雨

は 、
翌
朝一
時の
晴れ
間

を
見
せ
た
が
す
ぐ
土
砂
降

o

 

hHJ

 

江
の
釆
舟
場
ま
で
走る

頃 、
門家
り
空
で
ま
さ
に
山

河
の
真
珠 、
風
光
蛸
美、

山
水
面の
世
界
で
し
た 。

淡々
と
あふ
れ
る
よ
う
な

水
路
八
十
三
キロ
を、
通

常の
半
分
余
りの
時
間
で 、

あっ
とい
う
間
に
下
り
切

っ
た
の
で
し
た 。柳

原
あ
や
子中国 (桂林)
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物の
豊
か
さ
か
ら 、
心
の
豊
か
さへ

と
変
化
し
て
き
た
今
日
の
社
会
に
あっ

て 、
愛
媛
県に
お
い
て
は 、
ゆ
と
り
あ

る
い
きい
き
と
し
た
暮
し
と
創
造
的
な

文
化
活
動
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
県づ

く
り
が
推
進
さ
れ
て
お
り、
観
光の
果

た
す
役
割は 、
ま
す
ま
す
重
要
と
なっ

て
き
て
お
り
ま
す 。

こ
の
よ
う
な
中 、
県
内の
市
町
村
を

商工
会 、
農
協
な
ど
様々
な

分
野に
おい
て
も 、
地
域
活
性
化の
た

め
に 、
鋭
意
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す 。

県
観
光
協
会
に
お
い
て
は 、
本
県
が

誇る
自
然
景
観
を
始
め、
歴
史
と
伝
統

文
化 、
個
性
豊
か
な
観
光
施
設
を
広
く

全
国
に
紹
介
し 、
観
光
え
ひ
め
の
イ

メ
ー

ジ
アッ
プ
を
図
る
と
と
も
に 、
積

極
的
に
観
光
客の
誘
致
に
取
り
組ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す 。

こ
こ
数
年 、
本
県を
訪
れ
る
県
外
観

光
客は
七
O
O
万
人
を
越
え
て
お
り
ま

す 。こ
れ
は 、
四
国
縦
貫・
横
断
自
動
車

道の
建
設
促
進 、
松
山
空
港の
整
備
拡

張 、
J
R
予
讃
線の
電
他
な
ど
観
光の

受
けm
と
な
る
基
盤
整
備が
着
実
に
進

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え 、
官
民
が

一
体
と
なっ
て
観
光
愛
媛の
イ
メ
ー

ジ

アy
プ
事
業 、
観
光
キャ
ン
ペ
ー
ン
の

継
続
展
開 、
国
際
観
光の
推
進
等
に
取

り
組ん
で
き
た
成
果で
あ
る
と
確
信
し

て
お
り
ま
す 。

ま
た 、
国
際
交
流
の
進
展に
伴い 、

海
外
旅
行の
隆
盛
に
よ
り、
我
が
国
を

訪
れ
る
観
光
客
も
増
加
の一
途
を
た

どっ
て
お
り
ま
す
が 、
本
県に
も
韓
国 、

台
湾
な
ど
か
ら 、
六
七 、
0
0
0
人
の

外
国
人
観
光
客
が
訪
れ
てい
ま
す 。

当
協
会
に
お
い
て
も 、
既
に
数
度
に

わ
た
り
韓
国
と
の
観
光
交
流
を
行っ
て

お
り、
親
善
と
誘
致
に
努
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す 。

昨
年は 、
松
山
空
港
か
ら
約
五
O
使

の
国
際
チ
ャ
ー
タ
ー

使が
就
航
し
て
お

り
ま
す
が 、
韓
国へ
は
約
半
分
の
二
七

便
が
就
航
し
ま
し
た 。
こ
う
し
た
交
流

実
績
を
踏
ま
え 、
松
山i
ソ
ウル
定
期

便の
早
期
開
設
が
望
ま
れ
て
お
り
ま
す

が 、
実
現の
暁
に
は 、
韓
国
か
ら
の
観

光
客の
増
加は
勿
論 、
四
国 、
愛
媛の

優
れ
た
観
光
資
源
を
広
く
紹
介
で
き
る

もの
と
期
待
し
て
お
り
ま
す 。
こ
の
ほ

か 、
本
県を
訪
れ
る
外
国
人
観
光
客に

対
し 、
市
町
村
を
窓
口
に
し
て
記
念
品

及
び
国
際
観
光パ
ン
フ
レッ
ト
を
贈
呈

す
る
こ
と
に
よっ
て
歓
迎の
意
を
表
す

る
と
と
も
に 、
国
際
交
流
の
促
進
と
国

際
観
光の
振
興
に
努
め
て
お
り
ま
す 。

さ
ら
に
昨
年
度
か
ら
は 、
観
光
地
活

性
化
事
業 、
ホ
テ
ル・
旅
館・
外
食
産

業
等の
た
め
の
事
業 、
国
際
化に
対
応

し
た
外
国
人
観
光
客
等
受
入
れ
体
制の

整
備の
た
め
の
事
業
に
対
し 、
県の
助

成
措
置が
講
じ
ら
れ
て
お
り
ま
す 。

本
協
会
で
は 、
こ
れ
ら
の
施
策
を
活

用
し
て
観
光
産
業の
振
興
と
会
員の
福

利
を一
層
増
進
す
る
と
と
も
に 、
組
織

運
営
を
健
全
化
し 、
対
外
的
信
用
を
高

め
地
域の
発
展に
寄
与
す
る
た
め、
昨

年七
月 、
愛
媛
県
観
光
協
会
を
社
団
法

人
化
し 、

組
織の
拡
充
強
化
を
図
りつ

つ 、
急
速
に
変
化
増
大
する
観
光
需
要

に
対
応
で
き
る
体
制づ
く
り
に
努
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す 。

今
後と
も 、
県を
は
じ
め
関
係
各
位

の
御
指
導 、
御
協
力
をい
た
だ
き
な
が

ら 、
国
際
化
時
代に
対
応
し
た
観
光
地

づ
く
り
と 、
潤い
と
活
力の
あ
る
愛
媛

づ
く
り
に
微
力
を
尽
く
し
たい
と
考
え

て
お
り
ま
す 。
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*のぬ〈宅

営
住
宅
と 、
木
造
建
築
を
進
め
て
き
た 。

二
、

閉
ざ
さ
れ
て
き
た
木
造
の
歴
史

私
も 、
役
所の
中
に
あっ
て 、
公
共

建
築
物は
鉄
筋コ
ン
ク
リ
ー
ト

工
法に

依
るべ
き
で 、
鉄
筋
建
築は
半
永
久
的

な
建
築
物
だ
と
思っ
て
き
た
し 、

何
の

抵
抗
も
な
く
非
木
造
化の
方
向こ
そ
が

建
築の
近
代
化
だ
と
信
じ
て
き
た 。

戦
後こ
の
方 、
建
築
基
準
法
も 、
消

防
法
も 、
公
共
建
築
物は
非
木
造に
限

る
と
さ
れ 、
回全口
町
の
久
万
町
の
公
営

住
宅
す
ら
鉄
骨 、
ブロ
y

ク
構
造
な
の

で
あ
る。

し
か
し
な
が
ら 、
昭
和
三
0
年
代
後

半
に
建
て
た
役
場
庁
舎 、
四
0
年
代
後

半の
町
民
館・
小
学
校・
国
民
宿
舎
な

一
、

押
し
寄
せ
る
来
訪
者

昭
和六
三
年 、
久
万
町
は
小
学
校・

美
術
館
を
木
造
で
建
築
し 、
こ
れ
ら
を

テ
l

マ
に
し
た「
木の
シ
ン
ポ」
や「
木

造
建
築フ
ォ
ー

ラ
ム」
を
全
国の
市
町

村
に
呼び
掛
け
た
が 、
N
H
K
を
始め、

各
放
送
局・
新
聞・
雑
誌
が 、
こ
の
こ

と
を
大
き
く

取
り

上
げ
た
関
係
も
あっ

て 、
少々
オ
ーバ
ー

に
い
え
ば 、
小
学

校の
校
長
先生
は
こ
の
対
応
に
忙
殺
さ

れ 、
町
議
会の一
般
質
問で

もこ
の
対
策
が
問わ
れ
る
と

い
う一
幕
も
あっ
た 。

来
訪
者
も
既
に一
万
六
千

人
を
超
え
て
お
り 、
北
は
北

海
道
か
ら 、
南
は
沖
縄 、
い

や 、
カ
ナ
ダ
やニ
ュ
l

ジ
|

ラ
ン
ド
に
ま
で
及
ん
で
い
る。

その
後 、
さ
ら
に
久
万
町

で
は 、
直
瀬
小
学
校・
集
落

体
育
館・
天
体
観
測
館・
公

ど、
雨
漏
り
や
ひ
び
割
れ・
電
気・
電

話・
水
道の
具
合
が
悪
く
な
り 、
修
理

を
しよ
うと
す
れ
ば 、
予
想
外の
経
費

を
要
する
こ
と
が
次々
に
判
明
し
た 。

ま
た 、
ブロ
y

ク
構
造
住
宅
な
ど
に

は
住め
た
もの
で
は
な
く 、
入
居
者
か

ら
苦
情
が
絶
え
ず 、
手
を
焼い
て
き
た

もの
で
あ
る。

2 

三
、

環
境
問
題
に
つ
い
て
の
世
論

昭
和五
0
年
代
後
半 、
我
が
国の
環

境
問
題
が
大
き
く
クロ
ー

ズ
アッ
プ
さ

れ
て
き
た
中 、
戦
後
久
万
町
で
は 、
育

林に
最
重
点
を
置い
て
推
進
し
て
き
た

に
も
拘ら
ず 、
伐
採
時
期
に
達
し
た
木

材
価
格は 、
一
O
年
前
と一
向に
変ら

ず 、
逆
に
木
材
搬
出
経
費
な
ど
は
二
倍 、

三
倍に
なっ
て
い
る。

ま
た 、
個
人
住
宅
に
し
て
も 、
プ
レ

ハ
ブ
工
法
を
主
体
と
する
外
材
中
心の

建
築
が
蔓
延
し
て
お
り 、
国
産
材の
利

用
価
値は
毎
年の
よ
うに
片
隅
に
追い

や
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る。

こ
れ
で
は 、
久
万
町
が
木
を
育
て
る

こ
と
に一
生
懸
命に
なっ
て
も
駄
目
で

は
ない
か
と 、
真
剣
に
考
え
るよ
うに

なっ
た
の
は 、
昭
和六
0
年
代の
初
め

で
あっ
た 。



その
よ
う
な
こ
と
か
ら 、
関
係
省

庁へ
の
働
き
か
け
も
始
め 、
全
国の

林
業
地
と
も
連
絡
を
とっ
て 、
公
共

建
築
物
に
「

木
造」
を
とい
う
悲
痛

な
叫
ぴ
声
を
上
げ
る
こ
と
と
も
なっ

た 。手
始
め
は 、
公
営
住
宅
の
木
造
化

で
あっ
た 。
設
計
事
務
所一
O
杜
に

木
造
建
築コ
ン
ペ
を
行っ
て 、
三
種

類
の
「

木
造
住
宅」
モ
デル
を
造っ

た
り
し
た
の
は
昭
和
六
O
年で
あっ

た 。四 、
三
0
年
間
の
空
白

文
部
省が
「

木
造
建
築」
モ
デル
を

採
用
す
る
こ
と
に
なっ
た
六
二
年 、
久

万
町
で
は 、
小
学
校の一
つ
を
木
造
で

建
て
替
え
る
こ
と
に
なっ
た 。

も
ち
ろ
ん 、
設
計コ
ン
ペ
に
依っ
た

が 、
外
観は
と
も
か
く

構
造
上
や
内
装

の
点
で
は 、
そ
れ
は
大
変
で 、
一
千
平

方メ
ー
トル
を
超
え
る
木
造
建
築に
は 、

防
火
壁
が
必
須
条
件
で
あっ
た 。

久
万
町
が
採
用
し
た
工
法は
軸
組工

法で
あっ
た 。
従っ
て
土
壁 、
つ
ま
り

湿
式
工
法で
あっ
た 。

し
か
し 、
木
材の
調
達
か
ら
始
まっ

て
製
材・
加工・
大
工・
左
官
な
ど
の

職
人
不
足
等の
問
題 、
工
事
現
場の
苦

渋
に
満
ち
た
実
態
か
ら 、
当
初一
年
間

で
仕
上
が
る
の
は
当
然の
如
く
思
わ
れ

て
い
た
工
期
を、
関
係
方
面
に
泣
きつ

い
て 、
一
年
半
に
延
長
す
る
こ
と
を
認

め
て
も
ら
わ
ざ
る
を
得
な
かっ
た 。

こ
れ
ら
の
こ
と
は 、
お
よ
そ
三
O
有

余
年
に
わ
た
り、
建
築
を
取
り
巻
く
環

境の
隅々
に
ま
で
大
型
公
共
建
築
物
か

ら
木
造
建
築が
完
全
に
排
除
さ
れ
て
き

た
こ
と
の
表
れ
と
もい
え
る。

ま
た 、
本
町
の
木
造
建
築
を
代
表
す

る
小
学
校・
美
術
館
に
し
て
も 、
外
観

も
さ
る
こ
と
な
が
ら 、
その
機
能
性の

確
保
に
おい
て
大
変
苦
悩
し
た 。

〈直瀬小学校〉

日
本
建
築の
場
合 、
玄

関
と
か 、
床
につ
い
て
は 、

や
た
ら
と
気
を
使
う
が 、

一
般
的
に
使い
勝
手
が
悪

い
とい
う
評
で
あ
る。
ま

た 、
学
校
な
ど
の
よ
う
に 、

広い
空
間
が
欲
しい
とい

う
場
合 、
柱
が
邪
魔
に
な

る
と
いっ
た
問
題
ま
で
含

め
て
様々
な
障
害
が
あっ

た 。五 、
木
の
ぬ
く
も
り

久
万の
木
造
建
築
運
動は
期
せ
ず
し

て 、
全
国
各
地
に
拡
が
り
を
み
せ
て
き

て
い
る
し 、
建
築
学
会
や
各
種
木
造
建

築
に
関
す
る
研
究
機
関
な
ど
の
動
き
も

活
発
に
なっ
て
き
て
い
る。

今
後 、
木
造
建
築が
新
しい
デ
ザ
イ

ン
の
視
点
か
ら
積
極
的
に
見
直
さ
れ 、

同
時
に 、
住
宅
産
業
と
し
て
部
材
化
さ

れ
る
こ
と
も
必
須の
条
件
で
あ
ろ
う
か

と
思
わ
れ
る。

し
か
し 、
な
ん
といっ
て
も
使
う
側

の
人
達
が 、
木
材の
良
さ
を
再
認
識
す

る
とい
うこ
と
が
最
も
大
切
な
こ
と
の

よ
う
に
思、っ 。

久
万
町の
場
合 、
二
つ
の

小
学
校・

く 久 万 美 術館〉

美
術
館・
体
育

館、
あ
る
い
は
天
体
観

測
館
に
し
て
も 、
そこ
に
住ん
でい
る

人々
が 、
胸
を
はっ
て
木
造
建
築の
素

晴
ら
し
さ
を
強
調
で
き
る
こ
と
こ
そ
大

切
だ
と
思
うの
で
あ
る。

幸い
に
し
て 、
我
が
町
の
木
造
公
共

施
設は 、
い
ず
れ
も
H

生
き
生
きu
と

し
て
い
て 、
さ
ら
に 、
こ
れ
か
ら
も
木

造
化へ
の
歩み
を
続
け
て
い
くこ
と
は

間
違い
ない
こ
と
だ
ろ
う
と
確
信
し
て

い
る。

3 



「集

将也福岡アトリ工A&A伊予市

確か
二
O
年
余
り
以
前で
あっ
た
と

記
憶
し
て
い
る
が 、
東
京
芸大
の
学
生

た
ち
に
よっ
て 、
西
海
町
外
泊
周
辺
の

集
落
調
査
が
行
わ
れ
た 。
当
時
東
京で 、

学
生
だっ
た
私は 、
建
築
雑
誌
に
掲
載

さ
れ
た
そ
の
地
元
の
漁
村
を
初
め
て

知っ
た 。

数
年
後 、
四
国へ
帰
り
外
泊
を
訪
れ

る
機
会
を
得た
が 、
既
に「
石
垣
の
里」

と
し
て
毎
日
グ
ラ
フ
等の
雑
誌
に
も
紹

介
さ
れ 、
観
光
客
も
培
え 、
調
査
時の

面
影
が
少
し
ずつ
な
く
な
り
か
け
て
い

た 。こ
の
集
落は 、
冬
の
北
西
風
に
抗
し

て 、
家々
の
周
囲に
石
垣
が
回
ら
さ
れ 、

住
居は
回
型の
中
庭
を
もっ
コ
l
トハ

ウス
型 。フ
ラ
ン
で 、
都
市
住
居
が崎一
喋

か
ら
プ
ラ
イバ
シ
ー

を
守
る
の
と
同
様 、

厳
しい
自
然
環
境
か
ら
身
を
守
るべ
く 、

数
十
戸の
家々
が
寄
り
添
うよ
う
に
石

企石垣の家

垣
の
中に
あっ
た 。
丹
念に
積
ま
れ
た

石
垣
の
石一
つ
ひ
と
つ
に 、
「

集
まっ

て
住むL
こ
と
の
暖
か
さ
が
感
じ
ら
れ

て 、
当
時 、
建
物と
建
物の
『

問』
の

こ
と
につ
い
て
考
え
始
め
て
い
た
私は 、

大
変
感
銘
を
受
け
た
記
憶が
あ
る。

人
は
自
然
を
享
受
し
た
り、
自
然
と

対
峠し
た
り
し
な
が
ら 、
営み
を
織
り

成
し
て
「

風
土」
を
芽生
え
さ
せ
て
行

く
が 、
こ
の
集
落
の
よ
う
に 、
歴
史
を

経て
で
き
あ
がっ
た
もの
の、
統一
と

変
化
を
持つ
有
機
的
な
ま
と
ま
りは 、

行
政の
都
市
計
画
や
建
築の
設
計
者
た

ち
だ
けで
は
担い
得る
もの
で
は
ない

と
実
感
し
た 。

4 

もの
を
造る
立
場に
ある
設
計
者
に

は 、
大
き
く
分
けて
二
種
類の
タ
イ
プ

が
ある。
一
つ
は 、
極め
て
概
念
的
に

ア
プロ
ー

チ
し
て
論
理の
構
成
と
その

結
果と
し
て
の
建
築
を
表
現
する
タ
イ

プ
で
ある。
も
う一
つ
は 、
敷
地の「
場」

の
持つ
諸
条
件
が
示
唆
するコ
ン
テ
ク

ス
ト
に
従っ
て 、
デ
ザ
イン
を
探
し
て

建
物を
造っ
て
行
く
タ
イ
プ
で
あ
る。

か
つ
て
社
会
資
本
と
し
て
建
築
が

あっ
た
が 、
社
会
的
価
値
感は 、
そ
れ

に
とっ
て
変わっ
て 、
そこ
で
何
がコ



ミユ
ニ
ケ
イ
ト
さ
れ 、
ど
ん
な
情
報
が

発
信
さ
れ
る
か
と
い
うこ
と
に
変
化
し

て
き
た 。
そ
れ
に
対
応
するべ
く 、
建

築につ
い
て
も
「

個」
と
し
て
質の
高

い
建
物が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
が 、

私
た
ち
が
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は 、
建
築
が
集ま
る
と
必
然
的
に

生
ま
れ
る
建
物と
建
物の
『

間』
で
あ

る
よ
うに
思
わ
れ
る。

集ま
る
こ
と
に
よっ
て
集
落
が
で
き 、

村
や
町
が
生
ま
れ
る。
建
物
と
人
と 、

『
問』
が
関
わ
り
・な
が
ら 、
風
土
が
育

ま
れ
る。
『

間』
は
「

集
まっ
て
住
ま

う
人
た
ち
の
作
用
か
ら
生
ま
れ
る
も

の」
と
考
え
て
い
る。
私
た
ち
は
先
に

述
べ
た
後
者
の
タ
イ
プ
に
属
し 、
関

わっ
て
来
た
建
物に
は 、
コ
ン
セ
プ
ト

に
も 、
ま
た
形
態
に
も 、
「

集
ま
る」

と
い
う
行
為の
手
助
け
に
な
る
よ
う
に

A大護幼稚園

と
の
願い
が
込
め
ら
れい
る。

写
真に
あ
る
建
物は 、
松
山
市
内の

幼
稚
園
と 、
内
子
町
に
先
頃
完
成
し
た

集
会
施
設
で
あ
る。
公
共
性の
強い
こ

の
二
つ
の
建
物は 、
共
に
先
に
述べ
た

意
図
が
込
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
る。

内
子
町
の
集
会
施
設は 、
林下
川
と
い

う
川
沿い
の、
小
さ
な
谷
あい
の
中
の

集
落
に
あ
る。
周
辺
に
は 、「
屋
根
付
橋」

や
「

水
車
小
屋」
が
あ
り、

村
並
み
を

保
存
し
よ
う
と
す
る
地
域の
人
た
ち
の

人
情
に 、
隣
人
だ
け
で
な
く
周
囲の
建

物
や
自
然
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
配
慮

が
感
じ
ら
れ
る。

建
築の
設
計
に
携
わ
る
私
た
ち
は 、

地
域
と
広い
接
触
面
を
持
ち 、
その
持

タ
つ
矛
盾
を
含め
て 、
社
会の
切
断
面
を

む
現
実の
表
現と
し
て
差
し
出
すこ
と
が

Lru

 

山
で
き
る
とい
う
恵
ま
れ
た
立
場に
あ
る。

情
こ
の
爽
快と
もい
え
る
行
為
を
享
受
す

ふふ川l鴫
る
こ
と
は 、
一
方
で
は
大
き
な
責
任
を

仔
伴
う 。
「

個」
と
し
て
の
建
築は 、
ゃ

A
は
り
独
創
的
で
品
質の
高い
もの
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が 、
基
本
的
な

「ヒュ
1

マ
ニ
テ
ィ

ヘ
つ
ま
り、
隣

人
や
周
囲の
自
然
を
も
含
め
た
他
者へ

の
お
もい
や
り
に
欠
け
た
もの
で
あっ

て
は
な
ら
ない 。

先
日 、
先の
集
会
施
設の
竣工パ
ー

テ
ィ
ー

に
招
か
れ
た 。
地
域の
人
た
ち

が
用
意
し
て
く
れ
た
の
は 、
地
元
の
お

か
み
さ
ん
た
ち
が
早
朝
か
ら
仕
込ん
だ

季
節
の
山
菜
の、ハ
イ
キ
ン
グ
料
理
で

あっ
た 。

かつ
て
出
・附
し
た
ど
のパ
ー

テ
ィ
ー

の
料
理よ
り
も
味
わ
い
探
く

感
じ 、
微

酔い
気
分
で
中
庭
に
出
る
と 、
数
人の

お
か
み
さ
ん
た
ち
か
ら
労い
の
声
を
か

け
て
い
た
だい
た 。

外
泊の
石
垣の
集
落
を
見て
実
感
し

た
設
計
者と
し
て
の
微
力は 、
や
は
り

現
実
と
し
て
あ
る
が 、
割
烹
着
に
包ま

れ
た
お
か
み
さ
ん
た
ちの
暖
か
さ
に 、

外
泊の
石
垣
に
見
た
力
強
さ
と
同
質の

もの
を
感
じ
た 。

こ
うい
う
力
強
き
の
集
積
以
外
に 、

家
を、
集
落
を、
創
り
支
え
る
もの
は

ない
とい
うこ
と
を、
私
た
ち
は 、
学

ば
な
け
れ
ば
な
ら
ない 。

5 



b 
-
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忍越智大西町役場

-
は
じ
め
に
・
・
・

そ
ん
な
に
遠
く
ない
昔 、
子
ど
も
た

ち
は
境
内
で 、
収
穫
後の
田
ん
ぼ
で 、

海
や
山
や
川
で 、
自
然
と
戯
れ
な
が
ら

成
長
し
ま
し
た 。
豊
か
な
自
然は
ひ
と

づ
く
り
に
は
欠
か
せ
ない
要
素の
ひ
と

つ
で
あ
り 、
ま
ちづ
く
り
を
進
め
て
い

く
な
か
で 、
自
然
環
境
と
調
和
し
た
う

る
お
い
あ
る
快
適
な
環
境
実
現の
た
め

の
こ
と
起
こ
し
に
は 、
「

や
さ
し
さ」

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す 。

が 、
こ
の
「

や
さ
し
さ」
と
は
何
ぞ

や・・・
!

地
球
に
や
さ
しい
と
か 、
人
に
や
さ

しい
と
か
グ

浅
学
非
才
な
自
分
に
分
か
ら
ない
ま

ま 、
行
政
と
い
う
仕
事
を
さ
せ
て
頂い

て
い
る
が 、
きっ
と
誰
も
が 、
お
だ
や

か
と
か 、
す
な
お
と
感
じ
ら
れ
る
物と

か 、
施
設
と
か 、
空
間
で
あ
り 、
要は

人
が
求
め
て
い
る
原
風
景
で
あ
る
よ
う

な
気
が
グ

AV
そ
し
て
今
・

初
め
に 、
大
西
町
の
概
要で
す
が 、

愛
媛
県の
中
央
高
純
半
島の
西
北
部
に

位
置
し 、
隣
接
に
今
治
市が 、
ま
た
県

都
松
山
市へ
は
約四
O
M
と 、
比
較
的

恵
ま
れ
た
位
置
関
係に
あ
り
ま
す 。
昭

和
三
0
年
代
前
半
ま
で
は 、
み
か
ん
と

稲
作の
純
農
村
地
帯で
あ
り
ま
し
た
が 、

造
船
関
連
企
業
誘
致
を
契
機
に 、
昭
和

三
O
年の
町
制
施
行
当
時 、
約
七
千
人

の
人
口
が
昭
和六
O
年に
は
約
九
千六

百
人
に
増
え
続
け 、
こ
こ
数
年は
僅
か

な
増
減で
安
定
し
て
お
り
ま
す 。
地
場

産
業
と
都
市
近
郊の
立
地
条
件
か
ら 、

町
全
体の
年
齢
比
率
を
み
る
と 、
県
平

均
よ
り
少
し
若い
町
で
す 。

し
か
し 、
企
業
誘
致
等
に
よ
る
人
口

地
加
に
よ
り 、
農
村
地
域
に
お
い
て
も

都
市
化
傾
向
が
み
ら
れ 、
併
せ
て
行
政

主
導の
利
便
性・
機
能
性
等
を
重
視
す

る
画一
的
なハ
l
ド

面
の
整
備に
よ
り 、

従
来
培
わ
れ
て
き
た
文
化
や
風
土
が

徐々
に
失
わ
れつ
つ
あ
る
よ
うで 、
住

民の
連
帯
感の
希
薄
化
か
ら
地
域
活
動

面
に
も
変
化
が
み
ら
れ 、
自
治
活
動の

低
下
も
み
ら
れ
る
よ
うで
す 。
近
年 、

余
暇
やゆ
と
り
と
い
う
新
しい
生
活
空

間
が 、
い
わゆ
る
ふ
る
さ
と
創生
時の

ア
ン
ケー
ト

調
査
か
ら
も
望
ま
れ
て
お

り 、
地
域
住
民
が
享
受で
き 、
地
域
が

一
体と
なっ
て
ふ
る
さ
と
意
識
を
醸
成

で
き
る
ま
ち ‘‘つ
く
り 、
ひ
とづ
く
りの

発
信の
場の
こ
と
起こ
し
が
望
ま
れ
て

い
る
よ
うで
す 。

こ
う
し
た
中 、
こ
の
こ
と
起こ
し
と

し
て 、
平
成
元
年
に
人
に
や
さ
しい

快

適
空
間づ
く
りの一
環と
し
て 、
従
来

の
サイ
レ
ン
に
よ
る
時
報
に
変
え
て 、

十
倒
の
音
階
を
も
っ
大
小
の
ベ
ル
に

よっ
て
曲
を
奏で
るベ
ル
ツ
リ
ー

を
設

置 、
住
民の
選
曲
し
た
曲
を
時
報
と
し

て 、
お
届
け
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す 。

ま
た 、
平
成
二
年
よ
り
本
町の
中
心

地
区
内
に
自
然・
健
康・
文
化
を
テ
ー

マ
と
し
た
藤
山
健
康
文
化
公
園
整
備
を

進
め
て
お
り
ま
す 。
公
園
面
積十
三・

五
加
の
中
に
は 、
丘
陵
地・
農
業
用
た

め
池・
古
墳
な
ど
と
いっ
た
既
存の
地

6 



〈藤山健康文化公園〉

上殴 “文化のかおりのある水道橋"

形
や
先
人
の
社
会
的
資
本・
文
化
遺
産

を
活
か
し 、
で
き
る
限
り
自
然と
違
和

感の
ない
施
設
整
備に
配
慮
し 、
圏
内

各
ゾ
!
ン
に
テ
lマ

を
持
た
せ 、
基
本

的
に
は
自
然
と
文
化の
調
和
を
図っ
て

お
り
ま
す 。
公
園の
山
手に
は 、
県
内

屈
指の
妙
見
山
古
墳
が
あ
り
ま
す
が 、

四
世
紀
初
頭
に
築
造
さ
れ
た
と
さ
れ
る

最
古
級の
前
方
後
円
墳で
あ
り、
現
在

愛
媛
大
学
の
下
僚
教
授
を
中
心
に
調
査

が
進
め
ら
れ
て
お
り、
調
査
終
了
後に

は
築
造
当
時の
状
態
に
復
元
す
る
な
ど、

い
に
し
え
展
望
広
場と
し
て 、
当
公
園

の
主
要
な
ラ
ン
ドマ
l

ク
と
し
て
位
置

下段 “修景池・親水スペース"

付
け
たい
と
考
え
て
お
り
ま
す 。
自
然

と
文
化の
薫
り
に
あふ
れ
た
公
園は 、

地
域
住
民の
レ
ク
リエ
ー

ショ
ン
の
場

の
み
な
ら
ず 、
歴
史
あ
る
広
域
的
な
緑

の
オ
ー

プ
ン
ス
ペ
ー

ス
と
憩い
の
場と

し
て 、
平
成
六
年
十
月一
部
開
園(
七・

OM) 、
平
成
九
年
度
全
域
完
成
を
目

指
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す 。

ま
た 、
海
岸
部に
目
を
向
け
る
と 、

本
町
は
約
八 、
五
O
Om
の
様々
な
海

岸
美
を
有
し 、
素
材
的
に
町
内
外
に
誇

れ
る
資
源
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
ま

す 。
ま
た 、
国
道一
九
六
号
線
を
今
治

市
か
ら
松
山
市
方
面へ
車
を
走
ら
す
と 、

最
初
に
眼
下
に
映
る
海
岸
風
景の
な
か

に
平
成
二
年
度
か
ら 、
こ
と
起
こ
し
の

「
ザ・
海べ 、
星
の
浦
海
浜
公
園」
が

あ
り
ま
す 。
かつ
て
の
白
砂
青
松の
原

風
景の
復
活と 、
水
と
の
ふ
れ
あい
を

求
め
る
人々
へ
の
便
益
施
設
を
整
備
し

て
い
る
も
の
で 、
現
在で
も
春
先の
潮

干
狩
り、
夏シ
ー

ズ
ン
の
海
水
浴 、
海

洋レ
ジ
ャ
ー

に
多
くの
人
で
賑
わ
う
と

こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す 。
整
備に
あ
たっ

て
も 、
地
域の
保
全
を
図
り
自
然
を
満

喫
で
き
る
よ
う
配
慮
し
て 、
本
年
度
完

成
を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が 、

既
に
公
園
内で
は 、
47
遊
び
nu
(
生

活
文
化
若
者
塾)
に
よ
る
町
内
案
内
イ

ラ
ス
トマ
ッ

プ
が
設
置
さ
れ
た
り、
自

発
的
に
発
足
し
た
μ

夢
街
道
郎
風
お
こ

しH
に
よ
る
開
園
前の
イベ
ン
ト

が
開

催
さ
れ
た
り
す
る
な
ど、
地
域
住
民の

ア
ク
ショ
ン
が
始
まっ
て
い
ま
す 。

AV
終
わ
り
に
・

最
近 、
わ
が
国で
も
よ
う
や
く
景
観

に
目
を
向
け
た
整
備が
さ
れ
る
よ
うに

な
り
ま
し
た
が 、
美
しい
ま
ちの
歴
史

や
自
然
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
しい
形
で
残

し
た
り
整
備
す
る
こ
と
を、
地
域
住
民

が
うる
お
い
と
か
や
す
ら
ぎ
と
感
じ
求

め
る
な
か 、
こ
の
ふ
さ
わ
しい
形
に
合

意
形
成
さ
れ
た
もの
が
「や
さ
し
さ」

で
あ
る
よ
う
な
気
が
致
し
ま
す 。
こ
の

「
や
さ
し
さ」
に
「
し
た
た
か
さ」
を

加
え
て 、
あ
ら
ゆ
る
人
た
ち
と
共
に
ま

ちづ
く
り
が
で
き
れ
ば 、
こ
の
上
ない

こ
と
起ャ」
し
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え

て
い
る
今
日
こ
の
頃
で
す 。
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椋体然

忠義入山八幡浜市役所

み
か
ん
と
魚 、
そ
し
て
飛
行
機の
父

二
宮
忠
八
翁生
誕
の
地
八
幡
浜
市 。
昭

和一
O
年二
月
に
市
制
施
行 、
県
下一

二
市
中 、
四
番
目
に
古い
誕
生
で
あ
る。

人
口
は 、
約
三
万
八
千
人 。

四
国の
西
の
玄
関口
八
嶋
浜
市は 、

九
州
と
の
フェ
リ
ー

基
地
と
し
て 、
年

間四
五
万
人
もの
釆
降
客が
あ
る。
ま

た 、
日
本一
の
品
質
を
誇る
み
か
ん
の

産
地 、
そ
し
て 、
トロ
ー

ル
漁
業
で
栄

え
る
町
と
し
て
知
ら
れ 、

さ
ら
に 、
自
ら
考
案
し

た
カ
ラ
ス
型
模
型
飛
行

器
(
機)
で 、
日
本
で

最
初
に
飛
行
実
験
に
成

功
し
た
二
宮
忠
八
翁の

生
れ
た
ま
ち
と
し
て 、

今
脚
光
を
浴び
て
い
る

観
光の
名
所
旧
跡
に

乏
しい
港
町
八
幡
浜で

あ
る
が 、
今
回
は
本
市

で
唯一
の
景
勝
地
で
あ
る
諏
訪

崎
を
ご
紹
介
し
ま
す 。

昭
和
五
O
年 、
八
幡
浜
市
総

合
計
画
「

み
ん
な
で
き
ず
く
ま

ちづ
く
り」
の
中
で 、
一諏
訪
崎

の
整
備が
重
点
施
策
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
た 。
こ
の
こ
と
は 、

市
民の
積
年の
夢
で
あっ
た
こ
と
か
ら 、

大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な

り、
朗
報
と
し
て
市
民
に
伝
え
ら
れ
た 。

諏
訪
崎は 、
市
街
地
か
ら
約
五
キロ

メ
ー
トル

の
地
に
あっ
て 、
佐
田
岬
半

島
宇
和
海
県
立
自
然
公
園
に
位
置
し 、

延々
約
三
キロ
メ
ー
ト
ル
に
も
E
る
七

浦の
入
江
に
恵
ま
れ 、
岬の
先
端
部
に

は 、
魚の
町
の
象
徴
と
もい
え
る
魚
霊

塔
や
灯
台
が
自

然の
中
に
ひっ

そ
り
と
件
む 。

械
その
美
し
さ
は 、

蹴
ミニ

佐
田
岬
半

崎
島
と
い
わ
れ
る

楳
よ
う
に
景
観
が

瀦
素
晴
ら
し
く 、

即
宇
和
海
に
浮
か

ぶ
佐
島
や
大
島

が一
望
で
きる

魚、の町の象徴会主号、霊塔と

ほ
か 、
佐
田
岬
半
島
や
良
く
晴
れ
た
日

に
は 、
遠
く
九
州
を
望
む
こ
と
も
で
き

る
自
然
豊
か
な
景
勝
地
で
あ
る。

昭
和
五
O
年 、
市
民
か
ら
の
提
言 、

要
望
に
応
え 、

H
ま
ち cつ
く
りu
の
大

き
な
柱
と
し
て
諏
訪
崎
開
発
を
位
置づ

け 、
『
自
然
休
養
林』
と
し
て
整
備
す

る
こ
と
が
決
定
し
た
の
で
あ
る。
五一

年
か
ら
二
年
に
百一っ
て
林
道
を
整
備
し 、

五
三
年
か
ら
本
格
的
に
着
手 、
約
六
億

円
を
投
入
し
て 、
五
七
年五
月
に
オ
ー

プ
ン
し
た 。
面
積
は 、
三
二・
八一
ヘ

ク
タ
ー

ル 、
遊
歩
道の
総
延
長
約四
キ

ロ 、
東屋、
駐
車
場 、
ロ
グハ
ウス 、
キャ

ン
プ
場
な
ど
を
整
備
し
た 。
ま
た 、
ツ

ツ
ジ一
万一
千
本 、
サ
ク
ラ一
千
五
百

本の
ほ
か 、
ア
ジ
サ
イ、
ツバ
キ 、
ハ

ギ
な
ど
五
七
種
に
及ぶ
約
三
万
本の
樹

木
を
植
栽
し
た 。

こ
の
事
業の
完
成
によ
り、
永
年に



四季の花咲く遊歩道

しい
時
期

を
と
ら

え
て
行
うた
め

、い

ろ
い
ろ
な
出
店

が
軒を
連
ね

、
茶
会
や

句
会

、
モ
デ
ル
撮
影
会

、
そ
し
て
こ
ど

も
宝
さ

が
し
、

魚
釣
り
大
会
の
催
し
な

ど
、

多
彩
な
イベ
ン
ト

も
春
糊
漫
の
気

分
で
満
喫
す
る
こ
と

が
で

き
る。

な
ん
とい
っ
て

も
諏

訪
崎
は

、「
四

国
の
自
然
百
選
」

を
初
め

、「
四
国
の

二
O
景」「
森
林
浴の
森
日
本
百
選」

、

そ
し
て「

え
ひ
め
の
感
動
の
地

二
O
選
」

と
、

実
に
四つ
の
タ
イ
ト

ル
を
もっ
た

折
紙つ
き
の
景
勝
地。
こ
れ

が
本
市
の

誇
る
自
然
の
魅
力い
っ
ぱい
の

諏
訪
崎

で
あ
る。

亘っ
て
願
望
し
て
や

ま
な
かっ
た
市
民

の
憩い
の
森
『
自
然
休
養
林

諏
訪
崎』

が
実
現
し
た
の

で
あ
る。

六
O

年
に
は

、
市
制五
O
周

年
を
契

機と
し
て

、
初
め
て
の
「

諏
訪
崎まつ

り」
を
開
催
し
た

。
今
年
で

九
回

目
を

迎
え

る
こ
と
と
なっ
た
こ
の

まつ
り

も
、

当
日
は
市
街
地
か
ら
無
料
送

迎パ
ス

を

運
行
す
る
と
あっ

て
、

約
五
千
人
の

老
若
男
女

で一
日

中
賑
わ
う。
四月

中
旬
の

まつ
り
の

頃は
、

サ
ク
ラ

、

ツ
ツ
ジ

が
満
開。

諏
訪
崎の一
番
美

そ
こ
は

、
周
囲を
宇
和
海に
阻

ま
れ

た
小
さ
な
岬。
沖
行
く
フェ
リ
ー

や
漁

船
の
白い
波
と
紺
碧の
海、
遊
歩
道
沿

い
に
咲
く
四
季の
花々

、
澄
み
きっ
た

青
空
と
太
陽

、
そ
し
て
樹
木の
木
洩れ

ツ
ワ
ブ
キ

学ぶ
、

楽
し
む

、

日
、

潮
騒

、
さ
ら
に

は
多
く
の
野
鳥

が
生

息
し
、

小
鳥
の
さ

え

ず
り

が
聞
か
れ
る
自

.
然
そ
の

も
の

。

一
方

、
ヤ
ブ
ツバ

キ
、

ウパ
メ
ガ
シ
の

常
緑
樹やハ
ゼ
の
木 、

ヤマ
ハ
ギ
の
落
葉
樹

の
ほ
か

、
ツ
ツ
ジ

、

ア
ジ
サ
イ
な
ど
四
季

折
々
の
彩
り

を
添

え

る
樹
木
の
種
類

も
非

常
に
多い

。
ま

た
、

ワ
ラ
ビ

、

鍛
え

る
」
こ
と

の
で

き
る
憩い

の
場

で
あ
り

ま

e
"ち
す

。

切手十九じrh供
時間
に
追
わ

溜組閣ぶ
れ

、
と

も
す
れ

選市
ば
文
明
の
中に

闘
時

どっ
ぷ
り
と
身

耐
空
も
心

も
奪わ
れ

眠叫
て
し

まい
そ
う

回聞
な
現
代
社
会
に

田園
あっ
て

、
自
然

圃圃
と
の
ふ
れ
あい

.司

を
通
じ
た

、
心

の
や
す
ら
ぎとい
っ
た
人
と
し
て
大
切

な
も
の

を
忘れ
て
し

まっ
てい
る
の

で

は
ない

で
しょ
う
か

。

諏
訪
崎に一
歩
足

を
踏
み
入
れ
る
と

、

誰
も
が
思いつ
き
り
生
き
て
い
る
こ
と

を
感
じ
る
こ
と

が
で

き
る
と
思い

ま
す。

こ
の
素
晴
ら
しい
財
産

を
後世
に
伝

え
て
い
く
こ
と

が
、

我
々
の
責
務
の
よ

う
に
思

え
て
な
り

ま
せ
ん

。

憩い
と
や
す
ら
ぎ
の
欲
しい
方

、
諏

訪
崎を

訪
ね
て
み
て
下
さい。

な
ど
の
山
菜の
宝
庫
と
し
て

訪
れ
る
客

も
多
く
、

人
気

を
博
し
て
い
る。

林
内
に
は

、
林間
キャ
ン
プ
場

、
わ

ん
ぱ
く
砦

、
東
屋

、ロ
グハ
ウ
ス

、
き

の
こ
の
森
な
ど
の
施
設

が
整
備

JZ
さ
れ

、
遊
歩
道

で
は

、
森
林
浴

が
や
自
然
散
策

を
十
分
楽
し
む
こ

』母和
と

が
で

き
る

。

~b{子
:

かスウ、、、クロ

と約年
な二目 こ
っ 万を の
た 人迎諏
U千え訪「 人 、 崎見が今もる 訪で今

れ は年
歩 る 、 で
くま年十、 で間一
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療の再生でや

延幸久津那松前町役場

av
は
じ
め
に

近
年 、
居
住
環
境の
整
備
を
行
な
う

上
で 、
「
うる
お
いL
「

や
す
ら
ぎ」
と

いっ
た 、
人々
の
心
を
和
ま
せ
る
機
能

を
持っ
た
空
間
が
要
求
さ
れ
る
時
代
に

なっ
て
き
ま
し
た 。

つ
ま
り、
ハ
1
ド

面
で
は
こ
れ
ま
で

の
機
能
性の
優
先
か
ら
自
然
や
景
観の

保
全 、
ソ
フ
ト

面
で
は
自
然
と
の
ふ
れ

あい
と
いっ
た
もの
を
重
要
視
す
る
よ

う
に
なっ
て
き
た
と
い
うこ
と
で
す 。

松
前
町
に
おい
て
も一
二
世
紀
に
向

け
た
公
園
都
市の
ま
ちづ
く
り
を
目
指

し 、
現
在 、
そ
の一
環と
し
て
平
成
三

l
五
年
度
の
三
か
年
計
画
で 、
「

松
前

町
泉
トピ
ア
幻
整
備
事
業L
を
実
施
し

て
い
ま
す 。
こ
の
事
業は 、
都
市
化の

進
行
に
伴い
失わ
れつ
つ
あ
る
泉
を
再

生
す
る
こ
と
に
よ
り、
生
活の
中
に
自

然
環
境
を
活
か
し
た
地
域
住
民
の
休
養

と
交
歓の
場と
し
て
の
親
水
公
園
を
整

備
す
る
も
の
で
す0

.
地
理
的
背
景

松
前
町
は 、
重
信
川
を
軸
と
し
て
開

け
た
道
後
平
野の
西
南
部 、
重
信
川の

最
も
下
流
部に
位
置
し
て
い
ま
す 。

重
信
川
は
高
縄
山
系に
源
を
発
し 、

道
後
平
野
を
西へ
流
れ
伊
予
灘
に
流
入

す
る
河
川
で
す 。
慶
長
年
間
(一
五
九

六
l一

六一
四)
足
立
重
信
に
よっ
て

大
改
修
が
行
わ
れ 、
ほ
ぽ
現
在の
流
路

に
固
定
さ
れ
る
ま
で
た
び
た
び
変
遷
し

て
い
た
よ
うで
す 。

こ
の
た
め 、
町
内の
地
下
水の
流
れ

は 、
重
信
川
の
旧
流
路
と
ほ
ぼ一
致
し

て
お
り、
現
在
も
多
くの
自
然、湯
水の

泉
を
有
し
て
い
ま
す 。
こ
の
よ
う
な
こ

と
か
ら 、
当
町
は 、
人
間
の
生
活
に
な

く
て
は
な
ら
ない
「

水」
に
大
変
恵
ま

れ
て
い
る
と
思い
ま
す 。

AV
事
業
の
概
要

こ
の
恵
ま
れ
た
自
然
湧
水
もこ
の
ま

ま
放
置
し
て
い
れ
ば 、
い
ず
れ
は
枯
渇

し 、
埋
も
れ
て
し
ま
うこ
と
も
予
想
さ

れ
ま
す 。
そ
ん
な
自
然
湧
水の
泉
を
な

ん
と
か
し
て
保
存
し
て
い
き
たい
と
考

え
ま
し
た 。

そ
こ
で 、
三つ
の
地
区
を
選
定
し 、

自
然
環
境 、
地
域
と
の
関わ
り
等
を
考

慮
し
な
が
ら 、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区の
特

性
を
活
か
し
個
性
を
持
た
せ
る
よ
う
な

整
備
を
検
討
し
て
き
ま
し
た 。
総
事
業

費は
約一
一
億
円
で
す 。

こ
こ
で 、
三
地
区の
概
要
を
紹
介
し

10 

ま
す 。

①ひよ
こ
た
ん
池
公
園
(
中
川
原)

重
信
川の
堤
防
下
を
伏
流
し
た
水
が

疹
出
し
て
池
を
形
成
し
た
もの
で
あ
り、

地
域の
人
た
ち
が
移
植
し
た
「てい

れ

ぎL
が
生
育
し
て
い
ま
す 。
その
た
め 、

水生
植
物
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
公

園
と
する
と
と
も
に 、
地
域
住
民の
休

憩と
語

り
合い

ー

の
場と

し
て
整

備
し
て

お
り
ま

す 。
面

積は
五 、

四
三
五

2m
(
平

成四
年

度
完
成)



②
有
明
公
園
(
大
間)

大
間
地
区の
集
落
を
貫
流
する
国
近

川
沿い一
帯で 、
川
岸
に
は
家
ご
と
に

洗い
場
(「
く
み
じ」
と
い
う)
が
作

ら
れ 、
かつ
て
は
そ
こ
で
生
活
用
品
や

野
菜
な
ど
を
洗っ
て
い
ま
し
た 。
盆
に

は
こ
の
地
区
独
特の
伝
統
火
祭
り
行
事

と
し
て 、
川
に
浮
かべ
た
麦わ
ら
に
火

をつ
け
祖
霊
を
迎
え
る
迎
え
火 、
ま
た

送
り
火
が
行わ
れ
て
い
ま
す 。
こ
の
よ

う
に 、
川
が
地
区の
人々
の
生
活
に
密

着
し
た
場
と
なっ

て
お
り、
国
近
川

の
残
さ
れ
た
自
然

環
境
を
活
か
し
な

が
ら
広
場
や
緑
地

の
創
出
を
図
り、

地
区
住
民
や
泉の

エ
リ
ア
を
散
策
す

る
人
達の
休
憩 、

語
り
合い
の
場
と

し
て
整
備
し
て
い

ま
す 。
ま
た 、
児

童
公
園
的
な
役
割

を
持
た
せ
る
た
め、

遊
具
も
設
置
し
ま

し
た 。
面
積は
五 、

五
O
七 2m
(
平
成四
年
度一
部
完
成)

①
福
徳
泉
公
園
(
神
崎)

本
町
の
東
部
北
伊
予
中
学
校の
西
隣

に
位
置
し
て
お
り、
将
来の
人
口
増
や

町
民の
レ
ク
リエ
ー

ショ
ン
需
要
に
も

対
応
で
き
る
東
部
地
区の
核
を
形
成
す

る
公
園
と
し
て
整
備
す
る
と
と
も
に 、

泉
や
川へ
の
理
解
と
啓
蒙
を
深
め
て
も

ら
う
た
め
に 、
治
水、
利
水、
親
水の

働
き
を、
遊
び
を
通
し
て
体
験
で
き
る

学
習
型
施
設
と
し
て
い
ま
す 。
そ
し
て 、

来
園
者
が
自
由
に
泉の

中
に
入
る
こ
と
の
で
き

る
水
遊
び
広
場
を
設
置

し
ま
す 。
面
積は
二
O 、

五
三
0 2m

こ
れ
ら
の
施
設
を
整

備
す
る
上
で 、
特に
留

意
し
た
点は
次の
と
お

り
で
す 。

-
自
然
景
観の
保
全

・
植
裁
に
よ
る
緑
化

.
水
生
植
物の
保
護

・
石
積
護
岸
等の
採

貌 遊 用
水 歩
性 道
を の
高 整め 備る

た
め、
水
に
ふ
れ
る
こ
と
の
で
き

四し る
阿ぁ ス
(ペ

東 |
屋 ス
�

σ〉
等 確
休 保
吉自

施
日又

σ〉
整

比問問，ATtv

 

こ
の
よ
う
に 、
泉
を
テ
l

マ
に
豊
か

な
水
辺
空
間の
創
出
に
努
め、
住
民
に

とっ
て
魅
力
あ
る
公
園
と
な
る
よ
う
整

備
を
進
め
て
い
ま
す 。

Aマ
今
後
の
展
望

今
後は 、
三
地
区
を
有
機
的
に
結ぶ

ル
l
ト

の
設
定
と
整
備に
よ
り、
各
施

設の
相
乗
効
果
を
高め
る
と
と
も
に 、

維
持
管
理につ
い
て
は
地
区
住
民の
積

極
的
な
参
加
を
呼
び
掛
け 、
手づ
く
り

に
よ
る
愛
着
心
の
湧
く
公
園づ
く
り
を

目
指
し
たい
と
思い
ま
す 。

そ
し
て 、
泉の
自
然
環
境
を
活
か
し

た
休
養
と
交
歓 、
ある
い
は
町
民の
健

康
増
進
の
場
と
し
て
活
用
し 、
「
う
る

おい」「
や
す
ら
ぎ」「
ゆ
と
り」
といっ

た 、
人々
の
心
に
何
か
を
感
じ
さ
せ
る

公
園
と
し
て 、
ま
た 、
「
ま
ち
の
顔」

と
し
て
誇れ
る
公
固と
し
て
い
く

必
要

が
あ
る
と
考え
て
お
り
ま
す 。

a-
お
わ
り
に

魚の
楼
め
ない
川 、
水
生
植
物の
繁

殖
し
ない
川 、
汚
れ
た
川
に
「

や
す
ら

ぎ」
を
感
じ
る
人
は
い
ま
せ
ん 。
自
然

の
た
く
さ
ん
残っ
た
清
ら
か
な
水
辺
に

こ
そ 、
希
望
や
活
力
が
想
像で
き
る
の

で
す 。
ま
た 、
鳥
や
魚
ある
い
は
木
や

花
な
ど
の
生
物
や
自
然
と
接
する
こ
と

の
大
切
さ
は 、
豊
か
な
生
活
を
送っ
て

い
く

上
で
欠
か
せ
ない
もの
で
あ
り
ま

す 。こ
れ
か
ら
も
残
さ
れ
た
自
然
環
境
を

保
全
する
と
と
も
に 、
積
極
的
に
自
然

を
創
出
する
こ
と
に
努
力
を
怠つ
て
は

な
ら
ない
と
考
え
ま
す 。

1 1  



言念

三夫

ま
ち
づ
く
け

讃
ゐ文

生
涯
学
習
の
ま
ち
づ
く
り

ーーー
そ
の
3

ーーー

基
本
的
な
構
想
づ
く
り

ーーー
五
つ
の
I

愛
媛
大
学
教
育
学
部
教
授

まち寺つ
く
り
の
た
め
に
は
生
涯
学
習

の
振
興

が
必
要
だ
し、

ま
た
生
涯
学
習

の
振
興
に
は

まち
づ
く
り

が
欠
か
せ
な

い 。
こ
う
し
た
認
識

が
高

ま
る
につ
れ、

厳
近
で
は
数
多
く
の
市
町
村

が
生
涯
学

習
と

まち
づ
く
り
を
意
識
的
に
ドッ

キ

ン
グ
さ
せ、
「

生
涯
学
習
の

ま
ち
づ
く

りL
に
取
り
組
む
よ
う
に
なっ
て
き
て

い
る。生

涯
学
習
の

まち
づ
く
り
の
場
合
に

し
て

も、
最

も
大
事
なこ
と
は、
ど
ん

な
まち

に
し
てい
く
の
か、

まち
のビ

ジョ
ン、
基
本
的
な
構
想
を
明
確
に
し

て
お
くこ
と
で
あ
る。
と
こ
ろ

が、
ま

幸
治

ち
の
基
本
的
な
理
念

も
暖
昧
な

ま
ま

に、

「
まち
づ
く
り
だ 、

まち
づ
く
り
だ
」

と
思い
つ
き
の
イベ
ン
ト
を
次
々
と
打

ち
出
し
て
い
る
市
町
村

が
多い 。
こ
れ

で
は、

一
時
的
な
盛
り
上

が
り

が
あっ

た
と
し
て

も、
まち
全
体

が
内
的
に
発

展
し
てい
く
力
に
は
な
り

が
た
い 。

ど
ん
な

まち
づ
く
り
を
目
指す
の
か、

まち
の
ビ
ジョ
ン
を
明
確
に
す
るこ
と

で
あ
る。
そ
の
場
合 、
少
な
く
と

も、

次
の
五つ
の
I

を
基
本
的
に
考
慮
に
入

れ
て 、
住
民
参
加
の

も
と
に

まち
の
構

想
を
練
り
上
げ
る
必
要

が
あ
ろ
う。

(
ア)
I
d
e
n
t
i
--
y(
個
性 、

主
体
性)
を
基
調
に

まち
づ
く
り
は、
誇
り
づ
く
り、
自

慢 εつ
く
り
で
あ
る。

とこ
ろ

が、
まち
づ
く
り
で
は
な
く 、

寸
ま
ねεつ
く
りL
だ
と
言
わ
れ
る
程 、

画一
的で
ス
テ
レ
オ・
タ
イ
プ
な

まち

づ
く
り

が
多い 。
こ
う
し
た
個
性
の
な

い
まち

づ
く
り
を
進
め
てい
た
の
で
は

自
分
の

まち
に
対
し
て
誇
り

も
持て
な

い
し、
自
慢で
き
る

も
の
で

も
ない 。

まち
の
地
域
特
性
に
磨
き
を
か
け 、

そ
の
地
域
な
ら
で
は
の
「

ら
し
さ
」、

個
性
(I
de
n
t・-
t
l
y)
を
明

確
に
し、
他
に
ない
オ
ン
リ
ー

ワ
ン
の

まち
づ
く
り
を
進
め
てい
くこ
と
で
あ

る。
そ
う
し
た
個
性
的
な

まち
づ
く
り

で
こ
そ、
住
民
の
誰
し

も
が
真
剣
に
わ

が
まち

を
よ
り
良
く
し
てい
こ
う
とい

う
気
持ち
に
な
れ
よ
う
し、

ま
た
わ

が

まち
に
対
し
て
誇
り

も
自
信

も
持て
る

と
い

え
る。
「

わ
が
ま

ち
な
ら
で
は
」

の
個
性
的
な

まち
づ
く
り
を
進
め
てい

くこ
と
で
あ
る。

(
イ)
I
m
a
g--
n
a
t
i
o
n

(
イ
メ
ー
ジ・
創
造
力)
の
ア
ッ
プ

まち
づ
く
り
は、

まち
の
「

顔」
づ

く
り
で
あ
る。

地
域
の
特
性を
生
か
し
た

まち
の
将

来
像を
描い
た
と
し
て

も、
そ
れ

が
抽

象
的で
分
か
り
に
く
く 、

親
しみ
の
持

て
ない

も
の
で
は、
そ
の
実
現
化
は
難

しい 。
た
と

え
ば 、
「

花
と
音
楽
の
町
」

(
北
海道
女
満
別
町) 、寸
鉄
の
歴
史
村」

(
島
根
県
吉
田
村)
の
よ
う
に、

まち

の
「

顔」
が

イメ
ー

ジ
で
き、

まち
の

イ
メ
ー

ジ
アッ
プ
を
図っ
てい
く
よ
う

な
も
の
を

目
指す予」
と
で
あ
る。

とい
う
の
は、

まち
の
将
来
像とい

う
の
は、
住
民一
人
ひ
と
り
に
夢 、
ロ

マ
ン
を
与え、
そ
れ
の
実
現
に
向
かっ

て
各
人

が
持ち
味
を
発
揮
し、
動
か
ざ

る
を

え
ない
よ
う
な、
そ
ん
な
想
像
力 、

構
想
力(Im
a
g
-
H
a
t
-o
n)

を
か
き
た
て
る
よ
う
な

も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ない
か
ら
で
あ
る。

そ
の
た
め
に、
そ
の
将
来
像を
達
成



し
て
い
く
た
め
の
行
動
原
理 、
指
針
と

し
て
の
コ
ン
セ
プ
ト

(
基
本
目
標)
を

明
確に
す
る
必
要が
あ
る。
コ
ン
セ
プ

ト
を
明
確に
し 、
ど
ん
な
ま
ちづ
く
り

を
目
指
し
て
い
る
の
か 、
鮮
明
に
イ

メ
ー

ジ
で
き 、
だ
れ
も
が
そ
れ
に
親
し

み 、
共
感
を
もっ
て
協
力
参
加
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
くこ
と
が
大
事で
あ
ろ

、AJ 。
(
ウ)

I
n
t
e
l-
-
g
e
n
e
e

(
知
性)

の
あ
る
土
壌 ・
つ
く
り

ま
ちづ
く
りは
人 εつ
く
り
で
あ
り、

ま
ち
の
文
化
性
を
高め
て
い
くこ
と
で

ある。

談

ま
ちづ
く
りは 、
現
状
に
埋
没
し
た

り、
締
め
た
り
し
て
い
る
よ
う
な
沈
滞

し
た
土
壌
に
ゆ
さぶ
り
を
か
け 、
ま
ち

の
現
状
を
見
直
し 、
各
人
自
分の
生
き

方
を
振
り
返
り、
明
日
に
向
かっ
て
の

発
展
成
長
を
目
指
し
た
活
動で
あ
り、

各人
の
自
己
成
長
を
目
指
し
た

学
習
活

動
を
不
可
欠
と
し 、
地
域の
文
化
性
を

高め、
文
化
的・
知
的
刺
激の
強い
土

壌
を
目
指
し
た
もの
で
あ
る。

地
域の
歴
史
的
伝
統
や
遺
産
な
ど、

言念語翻鵬鱒霊童

地
域の
個
性
を
無
視
せ
ず
に 、
地
域
の

実
情
に
即
し
な
が
ら 、
知
性の
あ
る
聡

明
な
(In
tE
l
l
g
e
n
e
e)

文
化
的
な
土
壌づ
く
り
を
目
指
し 、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域の
生
活
文
化の
向
上
を

目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ない 。
端
的
に

い
え
ば 、
文
化
を
基
盤
に
し
た
「
と
き

め
き」
の
あ
る
ま
ち
をつ
くっ
て
い
く

こ
と
で
あ
る。

、j

復Tad

(
工)
I
n
n
o
v
a
t
i
o
n
(
革

新)

の
連
続

ま
ちづ
く
りは 、
地
域
変
革の
連
続

の
過
程で
あ
る。

長
期
的
な
展
望
に
立っ
て
グ
ロ
ーバ

ル
な
視
点
か
ら 、
ま
ち
を
と
ら
え
直
し 、

埋
も
れ
てい
る
魅
力
を
掘
り
起こ
し 、

ま
ち
が
抱
え
て
い
る
課
題
を
検
討
し 、

常に
新
しい
企
て 、
新
機
軸
(In
n

o
v
a
t
io
n)
を
打
ち
だ
し
な
が

ら
発
展
を
目
指
し 、
刷
新
(
In
n
o

v
a
te-o
n)
しつ ぞつ
け
る
ま
ち
を

つ
くっ
て
い
くこ
と
で
あ
る。

そ
う
し
た
常によ
り
良い
もの
を
求

め
て 、
住
民
も
ま
ち
も
革
新
(In
n

o
v
a
t
lo
n)
しつ
づ
け
る
内
的

なエ
ネル
ギ
ー

を
蓄
え
る
た
め
に
も 、

生
涯

学
習
が
必
要に
なっ
て
き
た
わ
け

で
あ
る。

(
オ)

I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n

(
統
合)

し
て
の
ま
ち
ぐ
る
み
活
動

ま
ち さつ
く
りは 、
ま
ち
ぐ
る
み
活
動

で
あ
る。

最
後に
なっ
た
が 、
生
涯

学
習の
ま

ちづ
く
り
に
お
い
て
最
も
大
事
なこ
と

で 、
ま
ちづ
く
りの
目
標に
向
かっ
て 、

ま
ちの
すべ
て
の
機
関
や
組
織
な
ど
が

バ
ラバ
ラ
で
な
く 、
In
te
gr
a

(
統
合)
さ
れ
る
必
要が
あ

一
部
局や
グ
ル
ー

プ
で
で
き
る
も

の
で
は
ない 。

例
え
ば 、
空
間
的
に
散
ら
ばっ
て
い

る
教
育
作
用
||

役
場 、
企
業 、

学
校 、

公
民
館 、
農
協
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
機

関
や
事
業
な
ど
||『を
ま
ち
全
体
と
し

て 、
学
習
ネッ
ト
ワ
ー
クの
な
か
に
有

機
的
に
位
置づ
け
て
ヨ
コ
の
統
合
を
図

る。
家
庭 、

学
校 、
公
民
館 、
農
協 、

保
健
所
な
ど
が 、
そ
れ
ぞ
れバ
ラバ
ラ

φL
Io
n

 

る

ない
し
相
対
立
す
る
の
で
は
な
く 、
相

互
に
連
携 、
協
力の
関
係に
あ
るよ
う

に
し
て
い
くこ
と
で
あ
る。

ま
た 、「
ゆ
り
か
ご
か
ら
墓
場
ま
で」

生
涯に
亘っ
て

学
習で
き
る
よ
う
に 、

例
え
ば 、

学
校
が
社
会
人
向
けの
住
民

講
座
を
開
くよ
う
に
する
と
か 、
時
系

列
的
に
タ
テ
の
面
か
ら
ま
ちの
中
に
あ

る
教
育
作
用
や
機
関
を
相
互
に
ネッ
ト

ワ
ー
ク
化
し 、

統
合
し
て
い
くこ
と
で

あ
る。生

涯
学
習の
ま
ち εつ
く
りは 、
こ
う

し
た
五つ
の
I
を
基
本
的
に
含む
もの

で
な
け
れ
ば
な
ら
ない 。

と
こ
ろ
が 、
ま
ち εつ
く
り
とい
う
名

の
も
と
に 、
こ
れ
ら
五つ
の
I
を
無
視

し
てバ
ラバ
ラ
に
取
り
組ん
でい
る
と

こ
ろ
が
ま
だ
多い 。
各
市
町
村の
ま
ち

づ
く
り
が 、
こ
の
五つ
の
I

の
観
点
か

ら
み
て
ど
う
か 、
今一
度
じっ
く
り
検

討
し
て
み
る
こ
と
も
大
事で
あ
ろ
う 。



地
域
づ
く
り
の
べ
!
ス
老
議
め
で
i

ス
イ
ス
を
歩
い
た
2
週
間/
見
想
録
(
羽)

管見

【
宗
教
内
戦
も
共
生
を
熟
し
た
国】

宮

本

俊
一

。
近
自
然
/
熱
源
は
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
か

そ
の
個
性
が
ス
イ
ス
誓
約
同
盟
を
逼
か

な
ん
の
話
か
ら
か
:・、

私
が
「
ゲ
ル

に
越
え
て
歴
史
を
形
成
し
て
き
た
こ
と

デ
ィ
ー
さ
ん
の
近
自
然
へ
の
真
剣
姿
勢

を
思
う
と、

残
念
で
あ
る
:・L

と
パ
ワ
l
は、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
熱
源
で

「
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
神
学。

キ
リ
ス

し
よ
う
ネ
:・L

と
言
う
と、

シ
ン
ポ
の

ト
教
信
仰
に
つ
い
て
の
理
解
は、

当
時

会
の
亀
岡
さ
ん
は、
「
彼
は
ツ
ヴ
ィ
ン

の
教
会
と
社
会
に
強
烈
な
衝
撃
を
与
え

グ
リ
だ
と
言
っ
た
よ・
:」

と
の
答。

た。

否、

彼
の
生
存
中
だ
け
で
な
く、

「
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
:・
?」

初
め
て

そ
れ
は
プ
リ
ン
ガ
!
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の

聞
く
名
に
私
は
慌
て
た。

マ
ッ
ク
ス
・

媒
介
を
経
て、

後
世
に
お
い
て
も
近
代

ウ
ェ
l
パ
l
の
影
響
で、

自
己
に
厳
し

像
を
築
く
に
あ
た
っ
て
力
と
な
っ
て
い

い
ス
イ
ス
人
の
倫
理
観
は、

カ
ル
ヴ
7

た
:・」

こ
れ
は、

私
が
イ
メ
ー
ジ
す

ン
だ
と
独
断
し
て
い
た
ワ
ケ。

と
も
か

る
彼
の
評
価
の
最
適
な
一

文
と
想
う
の

く
苦
心
の
末、

二
冊
の
紹
介
書
物
を
入

で、

あ
え
て
略
記
し
た。
(
森
田
安
一

手
し、
寸
成
程、

ゲ
ル
デ
ィ
ー
さ
ん
な

訳
・
ピ
ユ
ッ
サ
l
著
『
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ

ら
こ
の
人
だ
ろ
う・
:」

と
思
っ
た。

の
人
と
神
学』

/
新
教
出
版
社)

寸
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
は、

昔
も
今
も
ル

タ
!
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
陰
に
立
ち
続
け

て
い
る。

そ
れ
は、

彼
が
宗
教
改
革
に

専
心
で
き
た
期
聞
が
短
か
っ
た
こ
と。

ま
た
教
皇
庁
だ
け
で
な
く、

ル
タ
!
と

そ
の
一

派
が
異
端
の
熔
印
を
押
し
た
こ

と
に
よ
る
:・」
「
こ
の
よ
う
な
陰
の
存

在
で
あ
る
こ
と
は、

彼
が
宗
教
改
革
者

と
し
て、

極
め
て
独
自
な
特
徴
を
持
ち、

。
改
革
ヘ
/
若
き
司
祭
の
真
華
な
序
走

一

五
O
六
年、

フ
ル
ド
ラ
イ
ヒ
・
ツ

ヴ
ィ
ン
グ
リ
は、

二
二
才
の
若
さ
で
グ

ラ
l
ル
ス
の
司
祭
と
な
る。

当
時
の
ス

イ
ス
誓
約
同
盟
は、

ペ
リ
ン
ツ
ォ
l
ナ

を
得
て
膨
張
策
を
進
め
て
い
る
が、

周

辺
諸
国
も
ス
イ
ス
傭
兵
の
獲
得
競
争
な

ど
戦
備
に
狂
奔・
:。

教
皇
領
さ
え
戦
争

畑、

好
き
の
ユ
リ
ウ
ス
二
世
に
よ
り、

世
俗

国
家
と
変
わ
ら
な
い
有
様
だ
っ
た。

そ
う
し
た
一

五
一

O
年、

ツ
ヴ
ィ
ン

グ
リ
は、
彼
の
初
著
作
『
牡
牛
の
寓
話』

を
発
表
し
た。

そ
れ
は
当
時
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
国
際
政
治
の
諸
勢
力
を
動
物
に

託
し
て
描
き、

傭
兵
制
の
危
機
を
指
摘

し、

ス
イ
ス
は
列
強
争
覇
か
ら
身
を
引

け
と
説
く
も
の
:。

山
間
の
若
い
無
名

の
一

司
祭
が、

国
際
政
治
を
的
確
に
分

析
把
握
し
て
い
る
の
は
驚
き
だ。

そ
の
後
彼
は、
一

五
一

三
年
の
ノ
i

ヴ
7
l
ラ
の
戦
い
と
一

五
一

五
年
の
マ

リ
ニ
ャ
l
ノ
の
戦
い
に
従
軍
司
祭
と
し

て
イ
タ
リ
ア
へ
赴
き、

戦
争
の
悲
惨
を

体
験・
:
翌
一

五
一

六
年
か
ら
『
傭
兵
制

批
判』
を
展
開。
一

五
一

八
年
に
は
『
暗

有
券
(
免
罪
符)

批
判』

で
教
皇
政
庁

を
糾
し、

同
年
チ
ュ
1
リ
ッ
ヒ
へ
転
任。

一

五
一

九
年
『
病
の
詩
作』

で
福
音
主

義
を
宣
言
し
て
一

五
二
二
年
に
は
『
宗

教
改
革』

に
着
手
す
る。

こ
の
間
の
彼

の
信
仰
と
思
想
遍
歴・・・
人
文
主
義
研
究

と
敬
慕
す
る
エ
ラ
ス
ム
ス
と
の
出
会
い
。

そ
の
素
養
で
の
聖
書
と
教
父
研
究
は
重

要
だ
が・・・
紙
数
上
割
愛
す
る。F、

。
共
和
制
/
公
開
討
論
で
新
教
を
採
択

ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
は、

チ
ュ
l
リ
ッ
ヒ

大
聖
堂
教
会
へ
の
就
任
に
当
り、

カ
ト

リ
ッ
ク
協
会
の
慣
習
を
破
っ
て
直
ち
に

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
の
連
続
講
解
を

行
う
と
宣
言。

そ
の
説
教
を
重
ね
る
と

と
も
に・
:
各
所
に
「
聖
書
研
究
グ
ル
ー

プ」

を
組
織
し
た
の
で、

新
教
の
信
奉

者
が
日
々
増
加
す
る。
一

方、

こ
れ
に

批
判
的
な
旧
教
勢
力
も
結
束
を
固
め、

「
福
音
派」

と
「
旧
教
派」

が
対
立
し
.

て
街
頭
で
の
武
力
衝
突
に
至
る
:・。

こ
こ
に
市
当
局
は、
一

五
二
三
年一

月
と
十
月
の
二
度
に
わ
た
る
『
チ
ュ
1

リ
ッ
ヒ
討
論』

を
聞
く
が、

結
果
は
新

教
派
の
勝
利
と
な
り、

チ
ュ
l
リ
ッ
ヒ

は
福
音
主
義
公
認
の
邦
と
な
る。

と
こ
ろ
で
中
世
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
大
前
提
は、
一
つ
の
地
域
に

は
一
つ
の
信
仰
と、

そ
れ
に
基
づ
く
共

同
体
が
許
さ
れ
る
:・
の
が
理
念。

地
域

共
同
体
と
信
仰
共
同
体、

国
家
と
教
会

と
は
同
一

空
聞
が
キ
リ
ス
ト
教
社
会。

つ
ま
り、
一
つ
の
地
域
共
同
体
に
二

つ
の
信
仰
は
不
可。

い
ず
れ
か
一

方
を

正
統
と
し、

他
を
異
端
・

異
説
と
し
て

排
除
す
る。

問
題
は
そ
の
判
断
を
誰
が
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!えひめ地域づくり研究会議からl

下
し
実
施
す
る
か
:・
だ。

し
か
し
殆
ど

の
国
々
は、

共
同
体
の
世
俗
的
支
配
者

:・
領
主
や
国
王
が
決
定
し、

住
民
は
そ

の
信
仰
の
受
け
入
れ
を
強
要
さ
れ
た。

面
白
い
の
は、

ス
イ
ス
に
は
国
王
や

領
主
が
い
な
い
。

共
和
制
の
チ
ュ
l
リ

ッ
ヒ
は、

住
民
代
表
と
し
て
二
つ
の
議

会
が
選
ぶ
市
政
当
局・・・
参
事
会
が
そ
れ

に
当
り、
『
チ
ュ
l
リ
ッ
ヒ
討
論』
で
は、

直
接
民
主
主
義
の
伝
統
か
ら
当
事
者
双

方
に
地
域
住
民
が
参
加
す
る
『
公
開
討

論』

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ。

。
全
欧
で
/
初
の
宗
教
改
革
内
戦
が

と
は一
言
え、
一
三
邦
の
誓
約
同
盟
も

一
つ
の
地
域
共
同
体
だ。

旧
教
諸
邦
は

チ
ュ
l
リ
ッ
ヒ
の
逸
脱
を
止
め
よ
う
と

し、

チ
ュ
l
リ
ッ
ヒ
は
他
邦
を
福
音
主

義
化
し
よ
う
と・・・
伝
導
活
動
を
す
る。

そ
こ
で
誓
約
同
盟
の
議
会
は、
一

五
二

六
年
五
月、

『
パ
l
デ
ン
公
開
討
論』

を
召
集、

八
二
票
対
一

O
票
の
大
差
で

ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
断
罪
を
決
め
た。

け
れ
ど
も
福
音
主
義
は、

既
に
諸
邦

に
拡
が
っ
て
お
り、
一

五
二
七
年
オ
ー

ス
ト
リ
ア
国
境
の
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
が、

内
外
旧
教
圧
力
に
抗
し
て
チ
ュ
l
リ
ッ

爪

ヒ
と
攻
守
同
盟
を
結
ぶ
と、

ベ
ル
ン、

ザ
ン
ク
ト
ガ
レ
ン、

パ
l
ゼ
ル
が
直
ち

に
加
盟。
ス
イ
ス
の
北
半
分
を
掩
う『
キ

リ
ス
ト
都
市
同
盟』

が
誕
生
し
た。

こ
れ
に
対
し
旧
教
諸
邦
は、
一

五
二

九
年
『
キ
リ
ス
ト
教
連
合』

を
結
成
し

た
が、

か
つ
て
の
敵
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家

出
身
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
フ
エ
ル
デ

ナ
ン
ト
と
軍
事
同
盟
を
結
ん
だ。

こ
れ

は
新
教
諸
邦
の
民
族
意
識
を
刺
激
し、

双
方
が
軍
事
対
決
の
準
備
を
始
め
た。

こ
こ
で
平
地
を
占
め
豊
か
な
新
教
諸

邦
は、

生
産
力
の
低
い
山
岳
地
帯
の
旧

教
諸
邦
に
対
し
経
済
封
鎖
を
行
っ
た
た

め、

連
合
側
は
活
路
を
戦
に
求
め
:・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
初
の
宗
教
戦
争、

『
第
一

次
カ
ペ
ル
戦
争』

が
火
を
吹
こ

う
と
し
た。

こ
の
時、

ス
イ
ス
人
の
伝

統
:・
寸
共
生
と
連
帯」

の
感
情
が
台
頭。

グ
ラ
1
ル
ス
市
長
の
仲
介
で
和
平
し
た。

そ
の
和
平
は
「
信
教
上
の
理
由
で
他

邦
に
介
入
し
な
い
:・」
寸
各
邦
は
住
民

多
数
派
の
信
仰
を
公
認
の
宗
教
と
す
る

:・」

等、

全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
先
立
ち
中

世
信
仰
の
大
前
提
を
覆
し、

宗
教
多
元

化
へ
の
途
を
拓
く
こ
と
に
な
っ
た。

し
か
し、

ス
イ
ス
各
邦
の
行
政
的
帰

織へ

属
は
複
雑
で、

多
く
の
土
地
が
複
数
邦

の
共
同
主
権
下
に
あ
り、

そ
の
信
仰
決

定
権
の
紛
争
が
絶
え
ず、

色
々
な
事
件

が
絡
み
互
い
に
実
力
に
訴
え
る
構
え
が

続
く。

そ
こ
で
都
市
同
盟
は
再
度
経
済

封
鎖
を
決
め
る
が、

そ
れ
を
行
う
側
も

市
場
を
失
う
た
め
各
邦
の
足
並
み
が
揃

わ
ず・
:
チ
ュ
l
リ
ッ
ヒ
が
突
出
す
る。

機
を
見
た
連
合
は、
一

五一一一
一

年
チ

ュ
l
リ
ッ
ヒ
へ
進
攻・
:
『
第
二
次
カ
ベ

ル
戦
争』
を
起
し、
準
備
不
足
の
チ
ュ
l

リ
ッ
ヒ
軍
を
磯
滅。

ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
も

四
七
才
で
悲
壮
な
最
後
を
遂
げ
た。

驚
い
た
ベ
ル
ン
は、

急
逮
大
軍
で
反

撃・・・
連
合
領
内
ま
で
追
撃
し
て
和
議
を

結
ぶ
が、

そ
れ
は
「
旧
教
・

新
教
双
方

の
領
域
内
の
信
教
の
自
由
と
不
干
渉L

寸
共
同
主
権
地
域
の
住
民
自
決
権
の
承

認」
寸
信
仰
の
こ
と
で
他
人
を
侮
辱
す

れ
ば
処
罰」
寸
キ
リ
ス
ト
教
都
市
同
盟

の
解
消」

等
:・
で、

ス
イ
ス
の
宗
教
地

図
は
表
面
的
に
は
安
定
を
み
た・・・。

。
内
外
が
/
武
装
中
立
と
独
立
の
承
認

勿
論、

こ
の
宗
教
対
立
は
そ
の
後
も

色
々
な
紛
争
を
起
し、

現
在
で
も、

そ

の
「
宗
教
分
布」

が
ス
イ
ス
理
解
の
一

つ
の
鍵
:・
と
言
わ
れ
て
い
る
が、

そ
う

し
た
状
況
を
抱
え
な
が
ら
も・・・
誓
約
同

盟
は、

こ
の
時
代
ア
ル
プ
ス
以
北
の
全

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
拡
が
っ
た
宗
教
戦
争。

わ
け
で
も
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
巻
き
込
ん

だ
三
O
年
戦
争
さ
え、

巌
に
中
立
を
守

り、
:・
ス
イ
ス
諸
邦
の
分
裂
を
防
い
だ。

こ
の
こ
と
は
二

六
四
七
年
の
「
ウ
エ

ス
ト
フ
ア
リ
ア
会
議」

で、

ス
イ
ス
の

神
聖
ロ
1
マ
帝
国
か
ら
の
独
立
を
国
際

的
に
承
認
さ
せ
た
上、

同
盟
内
で
は・
:

そ
の
体
験
か
ら、
寸
同
盟
統
一

軍
の
設

置」
が
決
め
ら
れ、
ス
イ
ス
『
武
装
中
立』

の
ス
タ
ン
ス
を
確
立
し
た。

ま
た、

こ
の
宗
教
対
立
の
苦
悩
は、

ス
イ
ス
独
特
の
対
立
調
停
H
妥
協
方
式

を
一

段
と
成
熟
さ
せ
た
と
の
評
価
も
あ

り、

ス
イ
ス
の
人
の
『
共
生
と
連
帯』

に
自
信
を
与
え
た
の
で
は
:・
と
想
う。

な
お
こ
の
間、
一

五
六
六
年
に
新
教

側
は、

ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
派
と
カ
ル
ヴ
ア

ン
派
が
『
ス
イ
ス
信
仰
告
白』

を
制
定

し
宗
旨
の
一

本
化
を
行
う
が、

そ
の
教

義
は、

ス
イ
ス
人
の
伝
統
的
な
質
実
剛

健
の
気
風
に、

世
俗
的
禁
欲
を
媒
介
す

る
「
勤
勉」

を
加
え
た
と
言
わ
れ、

私

の
独
断
も
あ
な
が
ち・・・
と
に
や
り。
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大洲市

鎌 田

ぴ

震
脅

無
言
で
も 、
総
て
を
語っ
て
い
る
も

の
の
中
に
将
棋
盤
が
あ
る。
四
本の
足

は 、
く
ち
な
し
の
実
を
表
現
し 、
そ
の

う
ち一
本
だ
け
が 、
持
ち
上
げ
れ
ば
抜

け
る
よ
う
に
なっ
て
い
る。
H

勝
負
に

口
出
し
する
なμH
武
器
に
は
武
器でH

と
勝
負
師に
対
し
て
の
心
と
技の
粋
に

感
銘
を
受
け
た 。

三
月
末 、
い
ま
出
来
る
事
か
ら
と
孫

二
人
と一
緒に
小
さ
な
旅
を
試
み
た 。

三
歳
九
ヶ
月
と
三
歳
半の
男
女
児 。
体

格 、
性
格
と
も
に
正
反
対 。
都
会っ
子

の
女
児は
口
達
者
で
あ
る。
初
め
て
親

を
離
れ
て
の
三
週
間
の
旅 。
毎
日
超
多

忙
で
油
断
も
隙
も
ない
毎
日
で
あっ
た 。

極
力
野
外で
の
遊
び
に
挑
戦
さ
せ
た 。

H
文
化
は
手
か
らH
H

土
こ
そ
文
化

の
根
底μ
とい
う
持
論で
真
剣
に
取
り

組
ま
せ
た 。
一
コ
マ
を
紹
介
す
れ
ば 、

畑
に一
人
が
入
れ
る
穴
を
二
つ 。
二
人

が
入
れ
る
穴
を一
つ 。
野
良
仕
事の
道

具・
竹・
板・
ひ
も
等
準
備
し
た 。
汗

ま
み
れ 、
泥
だ
ら
け
に
な
り、
水
を
飲

ん
で
四
時
間ぶ
っ

続
け
で
遊
ん
だ 。
我

慢 、
辛
抱 、
協
力 、
工
夫 、
その
遊
び

に
熱
中
し
た
姿は 、
予
想
外の
展
開ぶ

り
だっ
た 。
通
行
人
も
止
ま
り、
呆
気

に
取
ら
れ
て
い
た 。

体
験こ
そ

H
生
き
る
力H
で
あ
る。

実
は 、
こ
の
小
さ
な
旅
に
は 、
も
う一

つ
目
的
が
あっ
た 。
そ
れ
は 、
体
験
を

通
し
て
言
葉の
克
服
を
試
み
た
かっ
た

の
で
あ
る。

小
さ
な
旅
で 、
孫
達は
水
や
汗の
味

と
土
の
匂い
を
知っ
た 。
草の
葉末の

露
玉
を、
女
児
は
「

お
星
さ
ま
が
い
っ

ぱい」
と
言い 、
男
児は 、
手
を
た
た

、.
，-内U
し
え孫

達
と
は 、
松
山
で
別
れ
た 。
帰
宅

後 、
田
舎
で
の
心の
栄
養
と
体
力づ
く

り
が 、
幼
稚
園の
行
事の「七
夕
飾
り」

と
「

泥ん
こ
遊
び」
に
現わ
れ
た 。
声

を
か
け 、
運
動
場
狭
し
と
水
を
流
し 、

川
を
造っ
て
工
事
現
場
ら
し
き
もの
を

再
現
し
た
我
が
子の
変
容に
涙
し
た
娘

か
ら
の
喜び
の
声が 、
今
も
耳か
ら
離

れ
ない 。

そこ
で 、

ヲ心
シ」 、

視
点
を
回
り
に
広
げ
て
み

O一
声
か
け
た
ぽっ
か
りに・: 。
旅
先

で 、
女の
子
が 、
ハ
ン
カ
チ
を
落
と
し

た
ま
ま
駆
け
て
行っ
た 。

「
嬢
ちゃ
ん 、
ハ
ン
カ
チ
が
落
ち
た
よ」

「い
ら
ん
もん」

「
ま
だ
使
え
る
よ」

「お
家
にいっ
ぱい
あ
る
も
ん」

振
り
向
き
も
せ
ず 、
駆
け
て
行っ
た 。

O
現
代
人
は 、
よ
く
喋
る
が
もの
言
わ

ぬ・: 。
立
場
を
理
解
し
て
の
話
し
方
が

出
来
に
く
く 、
ほ
か
し
言
葉
が
多い 。

主
語
が
ない
か
ら 、
語
尾
杭はっ
き
り

し
ない 。
こ
れ
は 、
自
己
が
確
立
さ
れ

てい
ない
「

証」
で
は
な
か
ろ
う
か 。

O
敬
語の
使い
方
が
逆
転・・・ 。

教
師は
生
徒
に
敬
語 、
生
徒は
教
師
に

友
達
言
葉 。
何
故
変っ
た
の
だ
ろ
う 。

O
親
子の
会
話・・・ 。

「
今 、
何
し
て
る
の」

「
人
間
やっ
て
る」

ほ
ん
と
うに 、
心
が
ある
の
か
と
思
う 。

終
りに 、
大
洲
ホ1
ム
(
身
障
者
施

設)
の
園
生
(
五
七
歳・
男
性)
は 、

花
を
活
け
に
伺
う
と 、

「
あ
な
た
は 、
季
節
を
告
げる
女
神
さ

ま
で
す 。
私
共は
花
を
観て
季
節
を
感

じ
ま
す 。
花は 、
何
時
で
も
誰
に
も
美

しい
心
で
接
し
て
く
れ
ま
す 。
有
難
う

ご
ざい
ま
すL
と
合
掌
さ
れ
る。

言
葉
は
言
重
で
あ
る。「
言
葉
の
乱

れ」
は
「

国の
乱
れ」
と
言、っ 。
お
互

い
に
心
し
たい
もの
だと
思
う 。

次は 、
元
小
学
校
長の
大
洲
市の
白

石
美
子
様に
お
願い
し
ま
す 。
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一
年
三
六
五
日

、
何
千
回

も
の
稽
古

に
励ん

で
も

、
踊
り
の
奥は
深
く

行
き

詰
まっ

て
は

ま
た
立
ち
上

が
り
、

発
表

会
では

本
番一
回
限
り
。

観
る
人
の
心

の
映
像に
いつ

ま
で
残
る
か

。
思

え
ば

虚
し
い
作
業
と
落
ち
込
み
な

が
ら

も
、

ど
ん
な
音に

も
動
き
に

も
中
身

が
あ
る

こ
と
を
聞
き
分
け

、
表わ
そ
う
と
い
う

方
向
と

、
回
る
こ
と

、
跳ぶ
こ
と
よ
り

(
技)
踊
る
心
を
伝

え
た
い
姿
勢

で
指

導
し
、

共
に
励ん

で
ま

い
り

ま
し
た

。

分
野はジ
ャ
ズ
ダ
ン
ス。
アy
プ
テ

ン
ポ

で
激
しい
だ
け
と
思
わ
れ

が
ち

で

す
が

、メ
リハ
リ
の
あ
る
楽
し
い
リズ

ム
と
深
く
余
韻
の
あ
る
広

が
り
は

、
作

品
に
な
る
と
ド
ラ
マ
ティ
ッ

ク
で

、

ジャ
ズ 、ダン
ス
な
ら

で
は

で
す

。
踊
り

の
世
界

も
時と
共
に
変わ
り
、

前
衛
的

な
も
の

、
和
と
洋

、
即
ちバ
レエ
と
歌

舞
伎

、
琴
とジ
ャ
ズ
ダン
ス
の
組
み
合

わ
せ
な
ど
新
し
い
取
り
組
み

、
挑
戦は

常
に
生

ま
れ
な

が
ら

、
変わ
ら
な
い
の

は
日
頃
の
基
礎
鍛
練

で
あ
る
こ
とは
言

う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん

。
作
品は

、
曲

、

創
る
人

、
踊
る
人
の
心

が一
体
に
な
り

完
成
し

ま
す

が
、

更に
難
し
い
の
は

、

観
る
人
の
心
を
打つ
こ
と

で
す

。
稽
古

中
で
も
そ
ん
な
時

が
あ
り
、

み
ん
な
声

も
な
く
感
動
し

ま
す

。
踊っ
て
い
て
よ

かっ
た
と
思
う
瞬間

で
す。
六

年
前

、

新し
く
ス
タ
ジ
オ
を
造っ
た
機
会に

、

何
か
地
域
の
人
た
ち
の
役
に
立
ち
た
い

と
、

夫
(
専
門

が
体
育)
と
共に
「

お

父
さ
ん
の
健
康
づ
く
りし
教
室

も
聞
き

ま
し
た

。
ま

た
、

お
許
し
を
頂
き

、
年

齢
制限
の
あ
る
「

ヤン
グ
ネァ
ト
ワ
ー

ク」
と
い
う
町
づ
く
り
の
グ
ル
ー

プ
に

入
会
し
、

機
会
あ
れ
ば
役
に
立
ち
た
い

意
欲を
持っ
て
い

ま
す

。

今
年は
作
品
発
表
の

年。
小
さ
な
ス

タ
ジ
オは

、
連
日
熱
気で
酸
欠
状
態

で

す
。

人
の
努
力
と
い
う

もの
は

、
実
り

が
あ
る
と
改
め
て
思
い

、
そ
の
日
を

今

二
ヶ月
後
に
控え
て

、北ハ
に
燃

え
て
い

ま
す

。メ
イン
プロ
グ
ラム
は

、ミ
ヒ
ャ

モ
モ

エ
ル・
エ
ン
デ
の
童
話
「M
O
M
O
」

で
す

。
ジ
ャ
ズ
ダ
ン
ス
に
よ
る
ダ
ン
ス

ド
ラマ
と
し

ま
し
た

。

現
代
の
人
々
の
時聞

が
な
い

、
時間

に
追
わ
れ
て
い
る

、
足
ら
な
い
時
間
と

は
、実

は
黒フ
ー
ド

の
男(
時
間
泥
棒)

に
盗

ま
れ
て
い
た
の

で
す。
人
間
の一

生
の
定
め
ら
れ
た
時
聞
か
ら

、寸
しゃ

べ
る
な

、
人
に
優
し
く

す
る
な

、
食べ

る
時間

も
惜
し
め

、
笑
う
な

、
すべ
て

早
く
し
ろ

、
心は
い
らぬ

」
と
急
き
立

て
、

操
り
、

時間
を
引い
て
盗み

、
実

は
食べ
て
生
き
て
い
る
の

で
す。
そ
の

時
間
を
取
り
戻
し
て
く
れ
た
不
思
議
な

少
女モ
モ
の
物
語

で
す

。

今
の
社
会
に
は
び
こ
る
不
正

、
い
じ

め
、

傷
ま

しい
事
件

、
政
界
の
腐
敗。

も
し
か
し
て

、
青
白
く
冷た
い
顔

で
姿

の
見え
な
い
黒
フ
l
ド

の
男

が
、

人
々

の
心を
カ
サ
カ
サ
に
し
て
い
る
の
か

も。

人間
ら
しい
気
持
を
取
り
戻
さ
せて
く

れ
た
モ
モ
は

、
私
た
ち
の
世
界に

も
必

要
で
す。
ずっ
と

、
こ
の
作
品を
ド
ラ

マ
に
と
願っ
て
き

ま
した
。

映
像

では

な
く
、

ス
テ
ー

ジ
の
上

で
の
立
体
化

で

す
の

で
、

原
作
通
り
に
は
い
か
な
い
面

も
多
く
あ
り

ま
す

が
、

出
演
者は
仲
良

く
情
熱
を
持っ
て
稽
古に
励ん

で
い

ま

す
。

十月
三
日
(
日)
午
後二
時
間
演。

新
居
浜
市
民
文
化セ
ン
タ
ー

大
ホ
l

ル

で
小
作
品一一
曲
と
共に
発
表し

ま
す

。

心に
留
め
て
い
た
だ
き

、
読
者
の
皆
様

是
非観
に
来て
下
さい
。

終
演
の
幕

が

降
り
た
時、
あふ
れ
る
思
い
は・

喜び
も
悲
しみ

も
踊
り
と
共に

。

次
回は

、
今
治
市長
沢の
本
宮
和
代

様
に
お
願
い
し

ま
す

。
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綱島

S 32 . 5. 31 
パ ン店経営
オーディ オ い じ り
イ ラ スト レーシ ョ ン
渓流釣 り ・ 沢登 り
料理など多彩

好 き な動物 猫( 愛猫二匹と同 居)

生 年 月 日
職 業

趣 味

『

ヒ

ュ

ー

マ

ン

ラ

イ

フ・・・
』

今
日 、
自
分
ら
し
く
楽
しい
日々
を

送
る
た
め、
そ
の
地
域
で
自
分
な
り
に

生
き
方
のベ
l

ス
(
基
本) 、
意
義 、

価
値
観
等
を
見つ
け
る
こ
と
が
重
要
に

なっ
て
い
ま
す
が 、
こ
の
よ
う
な
見
識

を
持
ち 、
ま
ち
を
見つ
め、
考
え
る
こ

と
が 、
ま
ちづ
く
りの
出
発
点
で
は
な

い
で
しょ
う
か 。

ま
た 、
こ
の
よ
う
な
見
識
は 、
遊
び

心
や
熱
中
で
き
る
何
か
を
持つ
こ
と
に

よ
り
養
わ
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す 。

そ
こ
で 、
寸
ま
ち・
む
ら」
の
中
で 、

ど
うい
う生
き
方
を
す
るべ
き
な
の
か

につ
い
て 、
フロ
ン
テ
ィ

ア
塾
(
幻
世

紀ニュ
l

フロ
ン
テ
ィ

ア
グ
ル
ー

プ)

へ
の
参
加
な
ど
で 、
自
ら
のパ
ー

ソ
ナ

リ
テ
ィ

に
磨
き
を
か
け
て
お
ら
れ
る
綱

島
重
明
氏に
伺っ
て
み
ま
し
た 。

Q
は
じ
め
に 、
鯖
寄
庵の
こ
と
を
お

聞
か
せ
下
さい 。

A
鯛
誇
庵は 、
義
父の
川
口
寿
雄
が

フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
塾
の
新
聞
記
事
を
目
に

し
て
現
地
を
訪
れ
て
み
て 、
眺
望
の
い

い
双
海
町
東
越
地
区
で
何
か
を
し
た
い

と
い
う
気
持
ち
か
ら 、
廃
屋
を
購
入
し 、

環
境
のバ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
もい
え
る
メ

ダ
カ
を
飼
うこ
と
に
よ
り、
生
物(
人

間
も
含
め
て)
に
とっ
て
大
切
な
自
然

環
境
を
考
え 、
社
会
に
貢
献
し
た
い
と

い
うこ
と
で
始
め
た
よ
うで
す 。

Q
六
月
二
O
日
に
開
催
さ
れ
た 、「
め

だ
か
の
音
楽
会」
につ
い
て 、
お
聞
か

せ
下
さい 。

A
こ
の
音
楽
会
につ
い
て
は 、
人
々

の
懐
か
しい
思い
出
と
し
て
残る
廃
屋

で 、
琴
奏
者の
白
方
さ
ん
が
演
奏
し
て

み
たい
と
い
うこ
と
か
ら
企
画
が
始
ま

り、
自
分
た
ち
だ
け
じゃ
な
く
て 、

鰯
寄
庵
で
活
動
を
す
る
仲
間
や
関
心
の

あ
る
方々
に 、
口コ
ミ
で
情
報
を
流
し 、

最
終
的
に
五
O
人
が
集
ま
り、
「

め
だ

か
の
音
楽
会」
を
開
催
し
ま
し
た 。

ま
た 、
イベ
ン
ト
に
携
わっ
て 、
鯛

寄
庵の
取
り
組
み
の
趣
旨
を
た
く
さ
ん

の
人
に
知っ
て
も
ら
う
と
と
も
に 、

行っ
て
み
た
く
な
る
よ
う
な
イベ
ン
ト

の
演
出
を
す
る
た
め
に
も 、
懐
か
し
き

ゃ
郷
愁
を
感
じ
る
廃
屋は
好
条
件
だっ

た
と
思っ
て
い
ま
す 。

そ
し
て 、
来
て
頂
け
る
方の
立
場で

会
場
設
営
を
し
な
が
ら 、
や
る
側の
自

分
た
ち
も
楽
し
め
る
こ
と
か
ら
やっ
て

い
こ
う
と
考
え
ま
し
た 。

Q
実は
私
も
その
イベ
ン
ト
に
参
加

し
た
の
で
す
が 、
床の
間
に
竹で
格
子

戸の
よ
う
な
もの
を
作っ
た
り、
花
瓶

に
野の
花
を
生
け
て
い
た
り、
あ
の
雰

囲
気は
素
晴
ら
しい
と
思い
ま
し
た 。

やは
り、
コー
ディ
ネー
タlのセンス

18 

による
もので
しょ
う
か 。

A
あ
り
が
と
うご
ざい
ま
す 。
参
加

者
に
驚
き
と
感
動
を
共
感
し
て
も
ら
え

る
よ
う
な 、
会
場の
飾
りつ
け
等の
演

出
を
し
た
こ
と
に
よ
り、
音
楽
会
が
引

き
締
まっ
た
もの
に
なっ
た
と
思っ
て

い
ま
す 。

めだかの音楽会よ り



秋 A
頃
「め

だ
か
σコ
λ� 寸こー

校
しー

を
開
催
し

鰭喜庵 は仲間 を 求 め て い ま す 。
現在、 鱗お!奄 で の 前 動 要 日 は 、 約35 名。 微力 な 人 IIJ] だ け に な か な か

I活動が は か ど り ま せ ん 。 興 味の あ る 人 の 治初J のや1'lilJ 入 り を 鍋お!奄 で

は 望 み ま す。 ひ と り ひ と り のJJ は 微力 で も た く さ ん 集 ま れ ば大 き な

JJ に な り ま す。 そ し て 、 そ の 大 き な JJ で 未 来 の 了 供述の為 に 今 出 来

る こ と を し て お こ う で は あ り ま せ ん か。

活動予定
. メ ダ カ の 養殖. メ ダ カ の 放説l+錦�.:� '奄倶楽部の 発J.E・他 グ ル ー プ

と の交流会・錯綜庵倶楽 部 の研究発表会. メ ダ カ 分イli状況のJ巴J百1・

い ろ ん な こ と を 考 え て い ま す。 ぜ ひ 、 {中 間 と な っ て 楽 し く 興味深 〈

活動 を し て み よ う で は あ り ま せ ん か。
こ う じ ゅ あん あん じ ゅ

鱈書庵 庵主 め だ か家川書 こ と
川 口寿雄

0899-86-0859 

0899-73-0653 

0899-72-0278 

」
の
感
動

を
ど
う

今
後
につ
な
げ

Q 
て
い
こ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の

で
す
か

。

具
体
的
に
計
画

が
あ
れ
ば
お
聞
か
せ

下
さい

。
今
後
の
計
画
と
し
て
は、

今
年
の

音
楽
会

も
同
時
に
行い 、
ジ
ャ
ン
ル
に

」
だ
わ
ら
ず
に

年二
回
の
音
楽
会

を

鰯忠一附
庵
の
レ
ギュ
ラ
ー

イベ
ン
ト
に
し

て
い
き
た
い
と
考え
てい

ま
す

。

ま
た、
チ
ー

ム
鯛
帯
庵
の
会
員

で
人

形
劇
団
や
音
楽
な
ど
の
グ
ル
ー

プ
を
結

成
し、
自
然
保
護
等
の
問題

を
子
ど

も

た
ち
に
訴

え
る
よ
う
な
活
動

が
で

き
た

ら
と
夢

を
膨
ら

ま
せ
てい

ま
す

。

Q 
イベ
ン
ト

の
話
は
こ
の
あた
り
に

し
て
おい
て 、

今
度
は
綱
島
流
の
生
き

方
につ
い
て
お
尋
ね
した
い
の

で
す

が
。

A 
特
別
に
は
あ
り

ま
せ
ん

が、
自
分

に
とっ
て

も
周
り
に
とっ
て

も、
常
に

自
然
体
(
ナ
チュ
ラ
リス
ト)

でい
る

こ
と

を
大
切
に
し
てい

ま
す

。

具
体
的
にい
う
と
ど
ん
な
こ
と

で

Q す
か

。例
え

ば 、
自
分
ら
し
くい
た
い
とい

う
か、
そ
の

年
齢
に
応
じ
た「
ら
し
さ」

を
失
わ
ず 、
周
り
に
流
さ
れ
る
の

で
は

な
く 、
そ
の
時
の
自
分
の
心
に
素
直
に

生
き
る
とい
う
こ
と

で
しょ
う
か

。

A
違
う
と

もい
え
ま
せ
ん

が、
「

ら

し
さ
」
の
構
築
は
C
I

戦
略
と
同
じ

で、

自
然
体の
条
件
と
し
て 、
「
ら
し
さ
」も

そ
の
重
要
な一
部

を
担
う
と
思い

ま
す。

結
局 、
「
自
分L

を
表
現

で
き
ない

人
は、
「

人
」

を
表
現

で
き
る
は
ず

が

ない
よ
う
に、
「
ら
し
さ」

を
もっ
て

い
る
人
は
自
分

を
持っ
てい
る
とい
う

こ
と

で
は
ない

で
しょ
う
か

。

もっ
と、
自
由
に
自
分
の
楽
し
み

を

島晶nrtil:

自 宅
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見つ
け 、
熱
中

で
き
る
仲間

が
何
人い
る
か
とい
うこ
と

が
大
切だ
と
思っ
てい

ま
す

。

そ
うい
う
友
だち
の
中

で、

自
分
に
とっ
て
の「
楽
しみ

」

や
「
ら
し
さ

」
が
芽
生

え
て

く
る
と
思い

ま
す。

ま
た、
自
分

を
知
る
こ
と

が、
世
の
た
め
人
の
た
め
に

何
か

を
で

き
る
こ
と

で
は
な

い
か
と
思い

ま
す。

Q
そ
れ
は、
あ
く

ま
で
も

自
分

を
理
解し、
認
め
る
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て 、
「
ら

し
さ」
の
構
築

を
図
る
とい

うこ
と

で
す
ね

。
こ
れ
は、
企
業
の
C

I
戦
略
に
学ぶ
べ
き
点

が
あ
る
とい
う

こ
と
な
の

で
しょ
う
ね

。

述絡先
お
忙
しい
中、
貴
重
な
お
話

を
お
聞

か
せ
頂
き
あ
り

が
と
うご
ざい

ま
し
た

。

今
回
の
取
材

で、
ま

ち
づ
く
り・
む

ら
お
こ
し
とい
う
鎧

を
着
る
前
に、
生

身
の
自
分
の
こ
と

を
もっ

と
見つ
め
直

す
こ
と

が
必
要

で
は
ない
か
とい
う
思

い
を一
層
強
く
し

ま
した
。

綱
島
さ
ん
の、
「メ
ダ
カ

を
ほ
し
い

と
鯖
寄
庵

を
訪
れ
る
人
に
対
し
て 、
た

く
さ
ん
の
命を
預
かっ
てい
る
の
だ
か

ら、
そ
れ
じゃ
あ
ど
う
ぞ
と
簡
単
に
は

あ
げ
ら
れ
ない
」
とい
う
こ
と
や
「い

ま
の

まちεつ
く
り

を
見てい
て 、

もっ

と
ビ
ジュ
ア
ル
か
ら
取
り
組
む
こ
と
に

よ
り、
c
ー

に
よ
る
視
覚
的
効
果

で
ま

ち
づ
く
り
に
対
す
る
住
民
意
識

を
高
揚

さ
せ
よ
う
と
い
う
動
き

が
少
な
い」 、

「
イベ
ント
の
中
に、
参
加
者

が
緊
張

と
緩
和

を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
演
出づ

く
り

が
大
切

で
は
ない
か」
な
ど 、

ま

ち
づ
く
り
の
根
源
に
触
れ
る
よ
う
な

数
々
の
言
葉

が
印
象
に
残
り

ま
した
。

ま
ち手つ
く
り
に
携わ
る一
人
と
して 、

自
分
の
楽しみ 、
心
地
よ
き

を
認
識
し、

そ
の
中

で
自
分
の

で
き
るこ
と

を
考

え

る
こ
と、
滅
私
奉
公
よ
り
楽
私
楽
他
と

い
う
か、
「

自
分

も
楽
し
く 、
人

も
楽

し
く」
とい
う
生
き
方・
考え
方

で、

そ
の
接
点

が
まち
づ
く
り
の
基
本
の
よ

う
な
気

が
し
て

まい
り

ま
した
。

(
取
材
/
研
究
員
尾
崎
弘
典)
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ア ト リ エ U

広域 ま ち づ く り 協議会 「 ア ト リ エ U . M .  A J  

啓治郎

-
夢
を
描
く
団
体

高井

ア
あ
な
た

が、

ト
レ
ン
ド

宇
摩

を

会長

ト
リ
ー
ド
し
て

コ二

描
く

U M 
宇
摩
(
う

ま)

A 私た
ち
は、
画
家
と
か、
写
真
家
の
よ

う
な
芸
術
家
集
団

で
は
あ
り

ま
せ
ん。

し
か
し、
宇
摩
地
域
とい
う
キャ
ン

パ
ス
に、
夢
の
あ
る
デ
ザ
イ
ン

を
描
く

とい
う
こ
と
に
関
し
て
は、
多
分
に
芸

術
的セ
ンス

を
要
求
さ
れ
る
集

ま
り

で

あ
る
とい

え
ま
す。

字
摩
地
域
の
五
市
町
村
(
川
之
江
市 、

伊
予三
島
市 、
土
居
町 、
新
宮
村 、
別

子
山
村)
の
地
域
住
民
七
七
名
(
うち

女
性
会
員

二
五
名)

で
構
成
さ
れ
る
広

域
まち
づ
く
り
団
体
『ア
ト
リエ
U

M-
A』
は、「
私た
ち
の
手

で
新
しい

宇
摩

を
デ
ザ
イ
ン
し
て
み

ま
せ
ん
かっ

そ
し
て
行政
区
域

を
越

え
た

まち
づ
く

り
・

む
ら
お
こ
し

を
」
とい
う
発
想

で

生
ま

れ
ま

し
た。

-
ふ
る
さ
と "つ
く
り
の
デ
ザ
イ
ン
の
考

え
方

私た
ち
の
住む
宇
摩
地
域
は、

①
四
国
の
中
央
に
位
置
す
る。

②
豊
か
な
自
然

が
存
在
す
る。

③
紙
の
地
場
産
業

が
高度
に
集
積
し

た
地
域

で
あ
る。

こ
れ
ら
の
条
件
の
可
能
性

を
考
慮
し

な
が

ら、
地
域
内
の
交
流
推
進
及
び
四

国へ 、
日
本へ 、
そ
し
て
世
界へ
の
情

報
発
信を
図
る。

-
誕
生
ま
で
の
経
過

広
域

で
まち
づ
く
り

を
考

え
よ
う
と

す
る
動
き
は、
数

年
前
か
ら
あ
り

ま
し

た
が、
そ
の
大
き
な
動
き
は
次
の
と
お

り
で
す。

引
第一
回
宇
摩
首
長
サ
ミッ
ト

の
開
催

二
市一
町二
村
の
首長

がパ
ネ
リ

ス
ト
と
し
て
出
席 。
川
之
江
JC 、

伊
予三
島J
C
主
催。
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四
ふ
る
さ
と
宇
摩
デ
ザ
イ
ン
会
議
の

開
催

J
C
の
主
催
に
よ
り
延べ
九
回
開

催。

位
第二
回
宇
摩
首
長
サ
ミッ
ト

の
閉

山佳
「

創
ろ
う
四
国
交
流
物
語」

を
テー

マ
に
討
議 。
広
域

まち
づ
く
り
委

員
会
(
仮
称)
の
開
催。
広
域

ま

ち
づ
く
り
協
議
会
の
創
設を
提
案 。

広
域

ま
ちぞつ
く
り
協
議
会
発
足
準
備

委
員
会
の
開
催

回
ア
ト
リエ
U-
M-
A
の
結
成

-
平
成
五
年
度
の
事
業
予
定

六月
別
子
山
村
視
察
交
流
勉
強
会の



実
施

八 七
月 月

U
M
A
フォ
ー

ラ
ム
幻
の
開
催

四
国
か
わ
の
え
紙
まつ
りの
協

十
月
新 賛
宮 加 紙
村 お
塩 ど
塚 り
高

マコ 原 物
三 広 産
フ. 域 展γ ス ノ\
ラ ポ の
イ ! 参

ツ
イ
ベ
ン
ト

ダ
l)

の
研
究

一
月
l

土
居
町
や
ま
じ
風シン
ポ
ジ
ウ

ム
の
事
前
準
備
及
び
研
究

広
報
誌の
発
行
二
万
部
印
刷

月
-
U
M
A
フ
ォ
ー
ラ
ム
幻

去
る
七
月四
日(
日) 、
伊
予
三
島
市

福
祉
会
館に
お
い
て 、
約一
五
O
名
の

参
加
を
得て 、
協
議
会
と
し
て
最
初の

イベ
ン
ト
と
な
る
「U

M
A
フ
ォ
l

ラ

ム
幻」
を
開催
し
ま
し
た 。

第一
部の
ト
l

ク・
アン
ド・
ト
ー

ク
で
は 、
南
宇
和
高
校
サッ
カ
ー

部
監

督
石
橋
智
之
氏
か
ら 、
大
変
楽
し
く 、

興
味
深い
お
話
を
お
聴
き
す
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た 。

自
分
の
出
身
地
を
紹
介
す
る
際
に 、

南
宇
和
と
い
う
だ
け
で
全
国
に
通
用
す

る
と
い
うこ
と
は 、
実
に
素
晴
ら
しい

こ
と
で
あ
る
と
痛
感
し
ま
し
た 。

ま
た 、
第二
部の
フ
ォ
ー

ラム
で
は 、

各
界
の
ス
ポ
ー

ツ

指
導
者
を
お
迎
え

し 、
「四

国
中
央

地
域
を
意
識
し 、

四
国
大
会
の
で
き

る
ま
ち
を
目
指
し

て」
と
い、つ
テ
ー

マ
で 、
こ
の
地
域

の
可
能
性
を
探っ

て
み
ま
し
た 。

そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
建
設
的
な

ご
意
見
や
ご
要
望

を
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で 、
こ
れ
か
ら
の

活
動
に
活
か
し
て
行

き
た
い
と
思っ
て
お

り
ま
す 。

-
こ
れ
か
ら
の
課
題

発
足
し
た
ば
か
り

の
団
体
で
あ
る
こ
と

か
ら 、
ま
ず
全
員
で

話
し
合
う
機
会
を
ど

ん
ど
ん
設
け 、
自
由
に
意
見
交
換の
出

来
る
雰
囲
気
をつ
く
り、
もっ
と
もっ

と
会
員
相
互
の

交
流
を
深
め、

明
る
く 、
楽
し

い
会
に
し
て
行

き
たい
と
考
え

て
い
ま
す 。

ま
ちづ
く
り

や
む
ら
お
こ
し

に
興
味
や
関
心

の
あ
る
若
者は

か
な
り
居
る
と

思い
ま
すの
で 、

様々
な
活
動
を

通
じ 、
交
流

の
輸
を
広
げ

て
行
き
た
い

と
念
願
し
て

い
る
と
こ
ろ

'
s :ai・鍾毘国市

で
す 。

�通量
-
お
わ
り
に

ア
ト
リエ

U・
M・
A

の
活
動
を
通

じ
て 、
こ
の
地
域
が
少
し
で
も
住み
や

す
く 、
若
者
が
魅
力
を
感
じ 、
定
住出

来
る
地
域に
なっ
てい
く
とい
うこ
と

を
目
指
し
て
頑
張
り
たい
と
思い
ま
す 。

地
域
づ
く
り
の
為
に
は 、
人 守つ
く

り・
ネッ
トワ
ー
クづ
く
り
が
何
に
も

ま
し
て
大
切
だ
と
思い
ま
す 。

私
た
ち
の
活
動は 、
今
緒に
着い
た

ば
か
り
で
すの
で 、
皆
様
か
ら
の
よ
り

一
層の
御
指
導・
御
鞭
撞
を
賜
り
ま
す

よ
う
よ
ろ
し
く
お
願い
申
し
上
げ
ま
す 。

&

 

。
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今
年の
梅
雨
は 、
や
た
ら
と
雨
が
降

り
続い
た
毎
日
で
し
た
が 、
私
た
ち
は

晴
聞
を
縫
う
よ
うに 、
七
月
七
日(
水)

か
ら
九
日
(
金)
の
問 、
福
岡
県・
熊

本
県・
佐
賀
県・
大
分
県
方
面
を
訪
ね 、

ま
ちづ
く
り
の
研
修
を
行い
ま
し
た 。

今
回は 、
自
然
と
共
生
す
る
「

柚の

里」
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
福
岡
県の

矢
部
村
を
は
じ
め、
佐
賀
県
諸
富
町 、

熊
本
県
小
国
町
な
ど
を
訪
問
し
ま
し
た 。

研
修の
模
様
を
私
見
を
交
え
な
が
ら

報
告
し
ま
す 。

今

秘
境
寸

柚
の
里」
(
矢
部
村)

矢
部
村は 、
福
岡
県の
南
東
部
に
位

置
し 、
村
面
積の
約
九
割
が
山
林
と
い

う 、
山
あい
の
静
か
な
村で
あ
る。
熊

本・
大
分
両
県の
県
境
に
接
し
て
お
り、

周
囲に
は
高い
山々
が
連
なっ
て
い
る。

福
岡
市
内
か
ら
車で
約
二
時
間
を
要
し 、

こ
の
こ
と
も
「

秘
境」
と
称
す
る
要
因

と
なっ
て
い
る
よ
うで
あ
る。

過
疎
化・
高
齢
化
が
進む
中 、
村
中

に
強
い
危
機
意
識
が
生
ま
れ 、
「

悩
む

だ
けで
は
い
け
ない 、
な
ん
と
か
し
な

く
て
は
い
け
ない」
とい
うこ
と
か
ら 、

現
在の
取
組
み
が
始
め
ら
れ
た 。

具
体
的
事
業の
取
組み
は 、
昭
和
六

二
年
度
に
国
土
庁
の
リ
フ
レッ
シュ
ふ

る
さ
と
推
進モ
デ
ル
事
業の
指
定
を
受

け 、
「

秘
境
柚
の
里
渓
流
公
園」
の
整

備
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る。
こ

の
事
業の
中
心
は 、
過
疎
地
域
と
都
市

と
の
交
流
で
あ
り、
体
験
交
流
等
を
行

う
拠
点
と
し
て 、
周
辺
の
山々
や
渓
流

を
は
じ
め、
恵
ま
れ
た
自
然
景
観
を
十

分
に
活か
し
た
施
設 εつ
く
り
が
な
さ
れ

て
い
る。

公
園
に
着
く
と 、
ま
ず
渓
流
に
架か

る
木の
橋
を
渡
る。
川
の
水
量
は
豊
富

で
あ
り、
水
質は
良
好で 、
保
健
所の

折
紙
付
き
ら
しい 。
川
の
水
で
ソ
ウ
メ

ン
流
し
が
で
き
る
そ
うで
あ
る。
渓
流

脇の
傾
斜地
に
は 、
宿
泊
施
設
「ソ

マ

リ
ア
ンハ
ウスL
を
は
じ
め、
レス
ト

ラ
ン
「ル・

ク
レ
ソ
ン」 、
木
工・
染

め
物・
陶
芸の
体
験
施
設の
「

ク
ラ
フ

ト
セ
ン
タ
ー」

な
ど
が
建
設
さ
れ
て
い

る。
ま
た 、
敷
地の一
番
上
に
は 、
渓

流
を
眼
下
に
見
下
ろ
す
歩
行
用
の
寸

大

吊
り

橋」
が
架
け
ら
れて
い
る。

こ
れ
ら
の
施
設
は 、
北
欧
風の
モ
ダ

ン
な
建
物で
あ
る
が 、
以
外と
周
りの

風
景に
調
和
し 、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
さ
を

感
じ
さ
せ
ない
もの
で
あっ
た 。
レ
ス

ト
ラン
で
は 、
U
タ
l
ン
者の
シェ
フ

に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
料
理
も
楽
し
め
る。

当
初は 、
や
は
り
住
民の
中
か
ら「
な

ぜ 、
こ
の
地
に
こ
の
施
設
か 、
料
理
か」

と
い
う
疑
問
や
反
対
の
意
見
が
あっ
た

ら
し
い
が 、
村
当
局
で
は 、
「こ

れ
か

ら
の
時
代は 、
従
来の
意
識
を
改
革
し

な
が
ら 、
よ
そに
ない
こ
と
を
し
て
い

か
な
け
れ
ば
生
き
残っ
て
い
け
ない」

と
の
認
識
で 、
実
施に
踏
み
切っ
た
と

の
こ
と
で
あ
る。
と
は
言
え 、
村
内で

の
理
解
を
得る
た
め、
村
当
局は
か
な

りの
苦
労
を
さ
れ
たよ
うで
あ
る。

平
成
元
年
度に
オー
プン
し
たこ
の
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JP一
二
一

一
2、
一

-
z--
一
レ一
吾参一

てaF
一
二側一

施
設

も
五
年
目

を
迎
え

、
訪
れ
る人

も

年
々
増

え
て

、
延べ

一
二
万
六
千人

も

の
利
用
者

を
数

え
る
よ
う
に
なっ
た。

そ
の
運
営
は

、
第三
セ
ク
タ
ー

の
「

側

秘
境
相
の
旦L

で
行っ
て
お
り
、

村へ

の
経
済
効
果
は

もち
ろ
ん

、
雇用
の
場

と
し
て
の
機
能

を
果た
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る。

こ
こ

で
注
目
さ
れ
る
の
は

、
財
団
の

出
損
団
体
に
九
州
の
大
手
企
業

が
名

を

連
ね
て
い
る
こ
と

で
、「

秘
境
柏
の
里
」

の
施
設

が
、

社
内
の
研
修
や
厚
生
施
設

と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
と

も
に

、
都
市

へ
の
P
Rが
自
動
的
に

で
き
る
仕
組
み

が
出
来て
い
る
こ
と

で
あ
り
、

村
の
戦

略を
垣
間
見
る
こ
と

が
で

き
る。

ま
た

、
村

を
訪
れ
る人た
ち
と
息
の

長い
交
流

が
続
け
ら
れ
る
こ
と

を
目
的

と
し
て

、
特
別
会
員
制度

も
設
け
ら
れ

て
い
る。

さ
ら
に
は

、
村
の
情
報
発
信
・

受
信

基
地
と
し
て

、
昨
年
四月
に

、
福
岡
市

天
神
に
矢
部
村
の
ア
ン
テ
ナ
シヨ
y

プ

「ソ
マ
リ
ア
ン」

を
閉
店
し
て
い
る。

山
村
の
良
さ

を
P
R
し
、

都
市
の
人
た

ち
を
引
き
込
む
こ
と

を
目
的
に
出
店
さ

れて
い
る

が
、

立
地
条
件

もよ
く
、

渓

流
の
天
然
水

を
は
じ
め
村
の
産
物

を
毎

日
搬
送
し
、

料
理
の
材
料
と
し
て
使用

す
る
な
ど

、
演
出
すべ
て
に
工
夫

が
施

さ
れ

、
店
は
大
変
盛
況

で
あ
る
と
い
う。

こ
の
よ
う
な
矢
部
村の
取
組み
は

、

村の
総
合
目
標の
三
本
柱
の一
つ
「

交

流
i

出
会い

を
深
め
る
交
流
の
村
づ
く

り
i

」
の一
環と
し
て
行わ
れ
て
い
る。

そ
の
基
本
理
念
は

、寸
都
市
と
農
村
と

の
対
等
な
立
場

で
の
交
流」

で
あ
る

が

メ
イ
ン
施
設
に
よっ
て
イ
メ
ー

ジ
化

を

図
り
、

村
の
良
さ

が
強
く
都
市
に
ア

ピ
ー

ル
さ
れ
て
い
る。

ま
た

、
都
市
と
の
交
流

が
、

農
林
業

へ
も
経
済
的
な
波
及
効
果

を
もた

ら
し
、

こ
の
こ
と

が
、

住
民
に
とっ
て
大
き
な

関
心
事
と
なっ
て
い
る
よ
う

で
あ
る。

こ
う
し
た

一
連
の
取
組
み
に
よ
り

「
矢
部
村
」

が
広
く
知
ら
れ
て
く
る
に

従っ
て

、
我

がふ
る
さ
と
に
誇
り

を
持

ち
、ふ

る
さ
と

を
愛
す
る
気
持ち

が
芽

生
え

た
人

が
多
く
なっ
て
き
た
と
い
う。

そ
れ
と
と

も
に

、
村へ
の
U
タ
l
ン
者

や
転
入
者

が
増

え
てい
る
状
況
と
なっ

て
い
る。

ま
た

、
周
辺
の
町
村

も
矢
部
村
の
試

み
に
刺
激
さ
れ

、
まちとっ
く
りへ
の
新

た
な
活
動

が
始まっ
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る。

矢
部
村
企
画
財
政
課
の
栗
原
浩
暢
係

長
は

、「
都
会
人

が
自
然
に
憧
れ
る
の

は
、

人
間
と
し
て
の
本
来
の
生
活
志
向

が
田
舎
(
自
然)
に
あ
るた
め

で
あ
り
、

い
ず
れ
は
山
村
の
時
代

が
来
る
と
思
う。

い
つ

で
も
帰っ
て
く
る
こ
と

が
で

き
る

受
け
皿
と
し
て

、
ふ
る
さ
と
矢
部

を

守っ
てい
き
た
い
」
と
力
強
く
語
ら
れ

Jμ 。矢
部
村

を
訪
ね
て
み
て

、
村
の
活
性

化
と
山
村
の
生
き
残
り

を
賭
け
た
取
組

み
、

そ
し
て
そ
の
企
画
の
素
晴
ら
し
さ

とい
う

も
の

を
感
じ
ず
に
はい
ら
れ
な

かっ
た。

し
か
し
一
方

で
自
然
的
条
件・
地

理
的
条
件
等

を
考

え
る
と

、
福
岡
市
の

よ
う
な
大
都
市

を
抱

え
る
「

福
岡
県の

矢
部
村だ
か
ら
出
来た
の
だ
」
とい
う

而
も
あ
る
よ
う
に
思
う。
発
想

を
変

え

れ
ば

、「
愛
媛
県
の
O
O
O
だ
か
ら
出

来
る
の
だ
」
と
言

え
る
こ
と

が
何
か
あ

る
は
ず
だ
と
考

え
な

が
ら
J仰
の
里
」

を
後
に
し
た。

や

大吊橋か5公園を一望

ふ
る
さ
と
を
大
切
に
す
る
心
を

(
諸
富
町)

佐
賀
県
諸
富
町
は

、
筑
後
川
の
河
口

部
に
位
置
し
、

福
岡
県
大
川
市
と
川

を

挟
ん

で
境
界

を
接
し
てい
る。

昭
和六

二
年
に
廃
線
と
なっ
た
旧
国

鉄
佐
賀
線
跡地
(
総
延
長
田
二
加
の
う

ち
町
内

約
三
回)

を
利
用
し
、「

徐
福

サ
イ
ク
ルロ
1
ド

」
を
整
備
して
い
る。

今
後
は

、
筑
後
川
に
架
か
る
可
動
(エ

レベ
ー
タ
ー)

式
鉄
橋

を
利
用
し
た
施

設
整
備

が
計
蘭
さ
れ
てい
る。

徐
福サ
イ
ク
ルロ
l
ド

に
は

、
同
町

主
催
の
全
国ふ
る
さ
と
の
絵コ
ン
ク
ー

ル
に
日
本
全
国

、世
界
各
国
の
小
学生

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
五

、
0
0
0
枚の
絵

か
ら
二
八
四
枚の
入
選
作
(
日
本
二
六
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枚 、
世
界
八
カ
国二
四
枚)

が、
半

永
久
的
な
有
田
焼の
陶
板に
加工
さ
れ、

「
全
国
ふ
る
さ
と
ち
ぴっ
こ
ギャ
ラ

(
青
空
美
術
館)
」
と
し
て 、
サ

イ
ク
ルロ
l
ド

沿
線に
展
示
さ
れ
てい

る
。

そ
し
て

今
で

は、
絵

を
見
るた
め

に
家
族
連
れ

が
全
国
各
地
か
ら
訪
れ
る

な
ど 、
絵

を
通
し
た
交
流

が
広

がっ
て

い
るとの
こ
と

で
あ
る。

ま
た 、
道の
両
側
に
は、
桜
並
木
や

各
地
方の
花
や
木

が
植

え
ら
れ
て
お
り

サ
イ
ク
リ
ン
グ

を
楽
しみ
な

が
ら、
日

本
全
国
・世

界
各
国の
ふ
る
さ
と
巡
り

が
で

き
る
仕
組
み
と
なっ
てい
る。

訪

問
当
日

も、
サ
イ
ク
ルロ
l
ド

に
自
転

ヲ、J並に
車を
走
らせ
る
家
族
連
れ
の
姿

が
見ら

向京治
れ、
地
域に
密
着
し
た
施
設
に
なっ
て

冗
い
る
と
の
印
象

を
受
け
た

。

四
こ
の
よ
うに 、
諸
富
町

で
は
町の
歴

剛
史
と
文
化を
活
か
し
て 、
子
ど

も
た
ち

併
にふ
る
さとへ
の
愛
着
心とふ
る
さ
と

の
を
思
う
心

を
育て
てい
く

ま
ち ぞつ
く
り

出
が
進
め
ら
れ
てい
る。

もど子
や

す
ば
ら
し
い
出
会
い
を(

小
国
町)

「
悠
木の
里」
づ
く
り

を
進
め、
ゅ

う
ス
テ
ー

ショ
ン
や
小
国
ド
ー

ム
で
知

ら
れ
る
小
田
町

で
は、
寸

木
魂
館」
の

江
藤
訓
重
館
長

を
訪
ね
た

。

寸
木
魂
館」
は、
小
田
町
の
人
づ
く

り
の
拠
点

で
あ
り、

研
修
・

交
流の
場

と
し
て 、
町
内
は

も
と
よ
り
県
内
外
か

ら
も
多
く
の
人
た
ち

が
集

まっ
て
来
る

。

江
藤
さ
ん
は、
人
と
モ
ノ
の
ネァ
ト

ワ
!

ク
づ
く
り

で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

若い
館長
さ
ん

で
あ
る。

寸
お
ぐ
に
未
来
塾」
に
続
く
寸

土
地

利
用
計
画
チ
lム

」
や、
着
々
と
進
め

ら
れ
て
い
る
「

ま
ち
づ
く
り
の
デ
ー
タ

ベ
ー

スL
の
構
築
な
ど 、
現
在の
取
組

み
に
つ
い
て
の
話

を
伺っ
た

。

江
藤
さ
ん
の
お
話

を
伺っ
て
い
る
聞

に
も、
視
察

を
含
め
多
数の
来
館
者

が

ひっ
き
り
な
し
に
木
魂
館に
やっ
て
来

る
。そこ

で、
私
た
ち
は
新た
な
出
会い

を
体
験
した
。

偶
然に

も、
小
田
町
に

永
住

を
予
定
さ
れ
て
い
る
詩
人
の
須
永

博士
さ
ん

が
来
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る。

別
れ
際
に
私
た
ち
に
素
晴
ら
しい

ま
ち

づ
く
り
の
詩

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
てい
た

だい
た

。
ま

さ
に 、
胸

が
熱
く
な
る
感

激の
交流

で
あっ
た

。

左端が江藤館長
中央は詩人の須永博士さん
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や

お
わ
り
に

今
回の
研
修

で
は、
地
域の
素
材・

資
源

を
活
か
し、
交
流に
よっ
て
活
性

化
に
繋
げ
よ
う
と
す
る

ま
ち
づ
く
り
の

姿
を
見る
こ
と

が
で

き
た
と
思
う。

と
と

も
に 、
地
域

を
見つ
め
て
こ
の

一
位
ま

ちに
は
「

何
が
大
切
な
の
か、
必
要

鵡
な
の
か
」

を
考え
てい
く
こ
との
重
要

干
さ

を、
改
め
て
考

え
さ
せ
ら
れ
た
気

が

明
す
る。

知
な
お 、
こ
こ

で
は
御
紹
介
す
る
こ
と

あ
が
で

き
ま
せ
ん

で
した

が、
福
岡
県
地

崎
域
政
策
課の
伊
藤
信
勝
課
長
補
佐

を
は

木
じ
め、
柳
川
市の
広
松
伝
さ
ん、
大
山

町の
緒
方
英
雄
さ
ん
に
は、
大
変
お
忙

しい
中、
心
良
く
御
対
応い
た
だ
き

ま

し
た
こ
と、
誌
面

を
借
り
て
お
礼
申
し

上
げ

ま
す。





提の〈 にフ ラ ッ シ ュ ・

附
和
六
O
年

に
日
本
名
水
百

選
に
選ば
れ
た

寸
観
音
水
」
に

、

こ
の
ほ
ど

、
そ

う
め
ん
流
し

寸
名
水
亭
」
が

オー
プ
ン
し

ま

した
。

て と 産い 千 品
ま 名 を �...:.- .- 臨

す 程 求 を 畳 め ン 成 名 が 業 中 検 11町。 の め 求 か ん 霊 し し 水 手 部 心 討 お
観 る め な 流 水 ま 、 亭 づ を と を こ
光 人 る 水 し を し 六 と く 発 な 重 し
客 々 人 と に 持 た 月 特 り 足 り ね に

でで 、 渓 舌 ち 。 二 産 で し 、 、 活
賑 日 手 流 鼓 帰 O 品 整 、 観 老 か
わ |曜 づ の を る 日 売 地 多 音 人 せ
い と く 美 打 人 に り を く 水 ク な
を も り と つ 、 オ 場 行 の 観 ラ い
見 な の 涼 人 そ l が い 人 光 ブ か
せ る 特 風 、 う プ 完 、 達 事 が と

.... .・@・ @・.・ .... .・@・@・@・@・@・@・@・ @ ・ @ ・ @ ・ @・ @ ・ . . ・ . .・ @・

美 像 島 水 ら ラ で ま パ 島 子 完 主 地 ケ
し ・ 石 ・ れ ー と パ し ラ 内 供 成 体 域 l 花
い 遊 の ト て 二 長 ラ た の 外 の 。 と づ ト の
や 具 シ イ い O く の 。 香 か フ 去 し く 調 王
す 等 ン レ る 種 、 開 漂 ら エ る た り 査 様
ら が ボ ・ 。 、 園 花、 う 四 ス 大 「 推 に
ぎ あ ル 休 さ 四 内 時 中 千 テ 月 吉 進 基
の り ゲ 憩 ら 、 に 期 楽 人 イ プて 海 事 づ パ
空 、 l 所 に 二 は は し を パ '8' II� 業 き て
開 花 ト ・ 、 O 世 、 い 越 ル ド ハ に ー

で に ・ 地 花 O 界 春 ー す \ ii ラ よ 平 11汀
、 囲 シ 元 時 本 各 か 日 人 か 、 公 り 成 民

ま ン 産 計 が 国 ら を 々 行 「 園 パ 四 の
れ ポ 品 ・ 植 の 秋 過 が わ 花 」 ラ 年 ア
た ル 大 I噴 え パ ま し 、 れ と が を 度 ン

観点回
水
は

、

鍾
乳
洞
か
ら
湧

き
出
る
水
が

、

日
量
八
千ト
ン
。

水
温
は
年
聞
を
通
じ

て一
四
度。
豊
か
な
冷
水
を
求
め
て

、

南
予一
円
か
ら
日
曜
と

も
な
る
と
六
百

人
余
り
が
訪
れ
て
い

ま
し
た

。

地
元

で
は

、
こ
の
豊
か
な
「水

」
を

家
族
連

れ
で
の
ん
び
り
と
休
日
を
過ご
せ
る
県

内
初
の
パ
ラ
公
園
と
なっ
て
い

ま
す

。

こ
の
公
園
八

、
O
七
三
平
方メ
ー
ト

ル
に
隣
接
し
て

、
郷
土
文
化セ
ン
タ
ー
、

B
&
G
海
洋セ
ン
ター
や
野
球
場

、
テ

ニ
スコ
ー
ト
、

クロ
ッ

ケ
|

場
も
整
備

さ
れ
て
お
り
、

幼
児
か
ら
高
齢
者

ま
で

気
軽
に
利
用
さ
れ
て
い

ま
す。

問い
合
せ
先

吉
海町
公
民
館

8
0
八
九
七
(八
四)
四三

二
二
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去
る六
月一O
日 、
生
渡
スポー
ツ

の拠
点と
な
る「B&
G
財
団
御荘海

洋セン
ター」
が
御荘
町にオー
プン

しま
した
。

当セン
ター
には、
体育館・
温
水

プール
・トレーニ
ン
グル
ーム
を完

U ス �' =乙 �三言:ー一遍E 3 T Z 皇 官 喜 今 t t T
足 待 タ 考 ・E盟国橿量盤面量忌幽liii;;;;Il盟主重量葺主P. 司 ち て を 営 親 を 後 て も てを ち ッ え 冨盟冨橿亘=si置匝園田暦F←一一一.， づ の 図 に し 数 も お 多 おお し フ て 圃圃圃圃圃'鞭 \-竺竺iiA ·i く 「 る 努 ま 多 、 り く り
運 て ー お 山田険Fプ司園田園圃=l.s;...:� り 健 と め れ く 各 ま の
ぴ お 同 り EFFer- -曹・町並置跡巡Z1ZtiJ ' L 康 と 、 る 開 極 す 方 IIrj'
下 り 、 ま 駐 揖雪景鴨a d を で も IIIT 施 催 ス 。 々 内さ ま 皆 す ご問 主盟諸制唱l\竃�i!'，，" 目 j舌 に 民 設 し ポ に はい す さ 。 脳温i\.'- -4l 冒調-誕端組宮盛車電�JI概E・ 指 力 、 の と 、 l 利 元
。 の ん 留基戸商ττ駆習環FF司r�声帯胃.. し の ス 健 し 11周 ツ 用 よ

で の � ιや 革担!4l!-]l'"'J�ヰ ..:':"1'1. て あ 十。 康 て 広 大 し り臨 . :-L持長河川 :Jt理 い る l 維 積 い 会 て
ぜ 手 '11/ ム \ --..::::もよ島 、ふd宮R司 き 豊 ツ 持 極 年 、 い 11汀
ひ 用 r- _ーニート --ーー，三��晶1 た か を ・ 的 齢 数 た 外
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九
月に

新居
浜

市
で開

催
した

『第一
回全国

お手玉
遊び
大十跡、

ム ，Z』

参
加者延べ
三 、
0
0
0人
とい
う盛

況で
あっ
た
。こ

の時
か
ら
全
国各地

か
らの
反
響 、
反応
は
主
催
者も
驚く

程で
あ
り、
こ
の流
れ
は
どこ
まで続

く
の
か
未
だ
に
予
測
で
きな
い
。『日

本の
お手玉
の
会』
を
昨
年九
月に
設

立 、
本
年一月
には
同
事
務所を新
築

設置
。事

務所内には
全
国(
海
外も)

の
お手玉
を展
示
してお
り、
遠く
東

京か
ら
の
訪問
者
を
含め
既に五
O
O

名の人が
訪れて
お
り、
全
国
各地、

愛媛県
内
でも
支
部設
立
の
動
きが
活

発
化して
きでい
る
。また、

今
年か

ら
新
居浜商
高
校では、
正
規の
授業

に
『お手玉』
を
取
り入れ
てい
る
。

現
在 、
第二
回全
国大
会の
準備に

事
務局は
大わ
らわ
。競

技内容・
遊

Hノド

年

び
方を
含めた宣
伝ビ
デオ
も
作成 、

各地に
送っ
てい
る。
是
非 、
子
供さ

んも、
お
年寄りもご
家族そ
ろっ
て、

また
職
場 、
地域
のグル
ー
プ
で大
会

に参
加
して
『お手玉遊び』
に
熱中

し
て
み
ませ
んか
。

女
第二
回全国お手玉
遊び
大会

日
時
一O月一
六
日
(土)

九
時三O
分l
一六
時

会
場
新居浜市山根総合
体育
館

主
催
日
本のお手玉
の会・
全
国お

手玉遊び
大会実行
委員会

大
問い
合せ
先

日
本のお
手玉の
会事
務局

〒
七
九二
新居浜
市庄
内町

一
ー

一一一一ー
一四

8
0八
九七|三
六|
O六00

※
お
手玉紹
介ビ
デオ
有
料

- 鰻の〈にフラッシュ ・27. 



読者 ア ン ケ ー ト
の実施結果 につ い て

『舞 た う ん」

県内外の ま ち づ く り 情報誌 と し て昭和 6 1 年以来発行 して参 り ま し た 「舞た う ん」 も 、 今号で 3 6 
号 と な り 満 6 年 を経過す る こ と と な り ま し た。 今後更に誌面の内容向上 を 図 る た め、 広 く 読者の方々
の ご意見 を頂 く こ と と し 、 「舞た う んJ 3 5 号 (平成 5 年 6 月 1 5 日 発刊) で読者ア ン ケ ー ト を実施
致 し ま したが、 結果の概略は次の と お り で し た。

(主な意見)

- 派手で、な く て も よ い、 地道な活動事例の紹介
. 広域圏域での取 り 組みの紹介
- 全国の先進事例の紹介
- 民間で頑張 っ て い る 人や生の声
. 地域を支え る女性の活動特集

設問② 「舞た う ん」 に望む こ と設問①興味の あ る 記事 (複数回答)

8 9 人
6 1 人
5 0 人
4 9 人

1 . 特 集
2 . ふれあ い広場
3 .  �震の く に フ ラ ッ シ ュ

トレ ポ4 .  
4 4 人5 . 論談 ま ちづ く り

e t c . . . 

上記の と お り 、 特集記事に大 き な 関心が寄せ ら れて い る こ と が分か り ま し た。 ま た 、 誌面の都合上
意見 ・ 要望については、 その全て を こ こ に掲載出来 ま せんが、 他に も 多 く の貴重な意見 を頂いて お り
ま す。

今回の ア ン ケ ー ト 結果等 を参考に して 、 よ り 一層 内容の充実に努め皆様の ご期待に応えて参 り た い
と 思い ま すので、 今後 と も よ ろ し く お願い し ま す。

なお 、 最後に な り ま し たがア ン ケ ー ト への ご協力 に対 し ま して 、 厚 く お礼申 し上げま す。
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