




道徳の捜業は….-.. 
お話を読んで、自分うしい考えやよりよい生き方を見つけよう

E言'11':1覇軍E

自分で考える 目標に向かつて

11 ネット将棋 3 百メートルは一生の友

自分Sしさ 4 道づくりにかける

1 語りこそわが人生

2 島で学13¥

EE冒liB盟理

いろいろな考え

12言葉の向こうに

で
f
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江
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世界に生きる

8 I平和を」と
いの

祈り続けて
ゆる がた

9 赦し難きを赦す

よりよく生きる

10 ドコーン ドコーン

話し合いを通して、より魅力的な人をめざして成長しよう

1 登場人物の考えや行いについて、

自分の考えをしっかりもとう。

~について、

私はこう思う。

5.自分の考えやよりよい

生き方を見つめよう。

話し合いを深める

5つのポイント

~のような
考え方って

すてきだな。

2.自分の考えを発表したり

書いたりしよう。

自分の考えには、

~という点が

足りなかったな。

膨らまそう。

4.話し合いをしながら自分の考えを

キムl立、

~のように
考えます。

3.クラスメー 卜の考えを
聞いて、自分の考えと
比べてみよう。 Bさんの考えを、

もう少し詳しく

聞かせてください。Aさんの考えは、

私の考えと同じだ。

Bさんの考えは、

私の考えと違うな。
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Aさんの考えに

加えて、私は

~だと思います。



語
り
こ
そ
わ
が
人
生

徳
川
夢
声

話
芸
の
神
様

徳川夢声さん

徳川夢声さんについて

。
る

。

め

る

始

れ

を

ま

動

生

活
に

の

)

士

市

弁
田

活

援

て
の

し

今

と
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、

ん
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せ
川
川
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J
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子
民

間
刊

れ
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↑
羽

田

川
原

益
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福
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の波
止
戚

み
英

同

明治27(1894)年

大正 2 (1913)年

益田市徳川夢声に改名。

h<ほん かつや〈

活弁士をやめ、俳優や脚本家として活躍。

みべ・むとむさし

ラジオドラマ「宮本武蔵」が始まる。

21歳

39歳

大正4(1915)年

昭和 8 (1933)年

45歳l昭和14(1939)年
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第 1@] I放送文化立」受11。

77歳でなくなる。

56歳昭和25(1950)年

H百平[146(1971) 年



「
今
日
の
試
合
は
、
す
で
に
勝
負
が
あ
っ
た
。
な
ん
じ
の
負
け
と
見
え
た
ぞ
。
」

しょ
、つ

わ

み

や

も

と

む

さ

し

昭

和

十

四

(

一

九

三

九

)

年

に

放

送

さ

れ

た

、

「

宮

本

武

蔵

」

の
セ
リ
フ
を
ど
う
表
現
し
ま
す
か
。

昭
和
の
中
ご
ろ
、

と
く
が
わ
む
せ
い

徳
川
夢
声
で
す
。

こ
じ
ろ
、
7

「
小
次
郎
っ
。

負
け
た
り
。
」

「
な
に
つ
。
」

フ
ジ
オ
ド
ラ
マ

の
一
場
面
で
す
。
あ
な
た
な
ら
、

『

、ー-

そ
の
語
り
で
人
気
を
博
し
た
人
が
い
ま
す
。

ま
す
だ

そ
の
人
こ
そ
、
益
田
市
が
生
ん
だ
「
話
芸
の
神
様
」
、

ふ

く

は

ら

と

し

お

的

い

じ

お

リ

ヒ

夢
声
は
本
名
を
福
原
駿
雄
と
い
い
、
明
治
二
十
七
(
一
八
九
四
)
年
、
益
田
町
折
戸

つ

わ

の

さ

い

れ
ま
し
た
。
す
ぐ
に
津
和
野
に
移
り
住
み
、
さ
ら
に
、
四
歳
の
と
き
に
東
京
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

駿
雄
は
、
幼
い
ご
ろ
か
ら
お
し
ゃ
べ
り
が
達
者
で
し
た
。
雨
の
日
に
は
、
教
室
に
友
達
を
集
め
て
、
大
好
き
な
落
語

ひ

ろ

う

だ

れ

を
披
露
し
ま
し
た
。
覚
え
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
語
る
の
で
は
な
く
、
誰
に
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
内
容
や
語
リ
口
調
を

変
え
る
な
ど
、
工
夫
を
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
駿
雄
の
落
語
は
学
校
中
で

評
判
に
な
り
、
独
演
会
を
開
く
ほ
ど
で
し
た
。

(
人
前
で
し
ゃ
べ
る
こ
と
っ
て
お
も
し
ろ
い
な
あ
。
)

あ
こ
が

駿
雄
は
落
語
家
に
憧
れ
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
ど
う
だ
、
活
弁
士
と
い
う
仕
事
が
あ
る
。
お
前
に
合
っ
て
い
る
と
思

う
ぞ
。

や
っ
て
み
ん
か
。
」

十
九
歳
に
な
っ
た
駿
雄
は
、

す
す

父
の
勧
め
も
あ
っ
て
、
活
弁
士
の
見
習

ほ
ん

(
今
の
益
田
市
本
町
)

で
生
ま
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13歳の頃



い
と
し
て
入
門
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
活
弁
士
の
仕
事
は
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
は
や
っ
た
音
声
の
な
い
無
声

映
画
で
、
ス
ク
リ
ー
ン
横
に
立
ち
、
映
像
に
合
わ
せ
て
内
容
を
説
明
し
た
り
セ
リ
フ
を
つ
け
た
り
す
る
も
の
で
す
。
写

ゆ
い
い
つ

真
も
珍
し
か
っ
た
時
代
に
唯
一
、
映
像
を
見
て
楽
し
め
た
の
が
、
活
動
写
真
と
も
呼
ば
れ
た
無
声
映
画
で
し
た
。

の
人
々
が
集
ま
る
映
画
館
で
、
活
弁
士
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
し
た
。

れ

い

せ

ん

ぶ

た

い

駿
雄
は
「
福
原
霊
川
」
と
い
う
名
前
を
付
け
て
も
ら
い
、
映
画
館
の
舞
台
に
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
な
か
な
か
よ
か
っ
た
ぞ
。
」

は

く

し

ゅ

か

ん

せ

い

客
席
か
ら
大
き
な
拍
手
と
歓
声
が
上
が
っ
た
デ
ビ
ュ
ー
の
日
を
、

駿
雄
は
一
生
忘
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

み
が

そ
の
後
、
駿
雄
は
あ
ち
こ
ち
の
舞
台
に
立
っ
て
、
自
分
の
芸
に
磨

き
を
か
け
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
二
十
一
歳
の
と
き
に
「
徳
川
夢

'

け
い
や
く

声
」
と
改
名
し
ま
す
。
「
徳
川
」
は
契
約
し
て
い
た
映
画
館
の
名
前

も
ん
し
よう

が
「
葵
館
」
で
、
葵
が
徳
川
家
の
紋
章
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
夢
声
」

は
夢
の
あ
る
活
弁
士
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
込
め
て
、
映

画
館
の
人
た
ち
に
付
け
て
も
ら
っ
た
名
前
で
し
た
。
以
来
、
仕
事
は

大
変
順
調
で
、
夢
声
は
一
気
に
人
気
活
弁
士
に
な
リ
ま
し
た
。

多
活弁士時代

5 

昭
和
に
入
っ
て
、
夢
声
の
人
生
に
大
き
な
転
機
が
訪
れ
ま
す
。
ト
ー
キ
ー
の
登
場
で
す
。
映
像
に
音
声
や

音
楽
が
つ
い
た
現
在
の
よ
う
な
映
画
で
あ
る
ト
ー
キ
ー
に
は
、
活
弁
士
が
不
要
だ
っ
た
の
で
す
。

く
や

三
十
九
歳
の
と
き
、
夢
声
は
活
弁
士
の
職
を
失
い
ま
し
た
。
悔
し
い
気
持
ち
や
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
不
安
な
気
持
ち

で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

し
か
し



(
な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
に
:
:
:
。
)

な
や

何
日
も
苦
し
み
悩
む
日
々
が
続
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
と
き
、

友
達
の
顔
が
浮
か
ん
で
き
ま
し
た
。

小
学
生
の
ご
ろ
、
自
分
の
落
語
を
聴
い
て
喜
ん
で
い
た

「
あ
の
こ
ろ
は
、
う
ま
く
し
ゃ
べ
り
た
い
と
思
っ
て
、
が
む
し
ゃ
ら
に
話
し
方
の
勉
強
を
し
て
い
た
な
:
:
:
。
」

む
せ
い

夢
声
は
、
近
所
の
人
が
余
興
で
落
語
を
す
る
の
を
毎
日
見
に
行
っ
て
必
死
に
暗
記
し
た
こ
と
や
、
落
語
の
本
を
片
手

に
、
ど
う
し
た
ら
人
を
喜
ば
せ
る
話
し
方
が
で
き
る
か
考
え
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

お
れ

「
や
は
り
、
俺
に
は
語
る
こ
と
し
か
な
い
。
話
術
に
よ
っ
て
人
を
感
動
に
導
く
。

も
う
迷
い
は
あ
リ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
夢
声
は
話
術
を
鍛
え
る
た
め
に
、
多
方
面
で
働
き

始
め
ま
す
。
俳
優
と
し
て
舞
台
に
立
っ
た
り
、
映
画
に
出
た
リ
、
本
を
書
い
た

り
す
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
こ
な
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
と
き
、
ラ
ジ
オ

み
や
も
と
む
さ
し

い

ら
い

で
「
宮
本
武
蔵
」
の
朗
読
を
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
が
き
ま
し
た
。

「
こ
れ
ま
で
長
い
時
間
を
か
け
て
身
に
つ
け
て
き
た
自
分
の
話
術
を
発
揮
す
る

絶
好
の
場
だ
。
」

夢
声
は
ま
す
ま
す
や
る
気
を
出
し
、
朗
読
に
自
分
な
リ
の
工
夫
を
し
ま
し
た
。

td 

「
宮
本
武
蔵
」
の
朗
読
で
特
徴
的
だ
っ
た
の
は
、
夢
声
の
独
特
の
「
問
」
で
し
た
。

きゃ
く
ほ
ん

す

例
え
ば
、
脚
本
の
〈
「
は
て
な
」
。
耳
を
澄
ま
し
た
。
ど
こ
か
で
〉
の
と
こ
ろ

を
、
「
耳
を
澄
ま
し
た
。
」
を
削
除
し
て
、
〈
「
は
て
な
。
」
ー
ー
ー
ど
こ
か
で
〉

ち
ん
も
く

と
語
る
の
で
す
。
ラ
ジ
オ
で
沈
黙
が
長
く
続
い
て
は
い
け
な
い
と
考
え
る
人
が

多
い
な
か
で
、
夢
声
は
削
除
し
た
部
分
に
長
い
沈
黙
の

「
問
」
を
置
い
て
、
聴

こ
れ
し
か
な
い
ん
だ
。
」

6 

フ
ジ
オ
番
組
の
生
放
送
で
話
す



晩
年
の
こ
ろ
の
夢
声

い
て
い
る
人
に
、
武
蔵
が
耳
を
澄
ま
す
動
作
を
想
像
さ
せ
ま
し
た
。

あ

せ

に

ぎ

こ
の
夢
声
な
ら
で
は
の
語
り
は
大
変
好
評
で
、
人
々
は
手
に
汗
を
握
リ
、
夢

中
に
な
っ
て
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
る
声
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。
こ
う
し
た
工
夫
の

か
い
も
あ
っ
て
、
「
宮
本
武
蔵
」
は
何
年
も
続
く
人
気
番
組
と
な
リ
、
夢
声
の

生
涯
の
仕
事
と
な
り
ま
し
た
。

あ
る
と
き
、
「
宮
本
武
蔵
」
を
毎
回
聞
い
て
い
る
と
い
う
音
楽
家
と
夢
声
が

た
ず

対
談
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
夢
声
が
番
組
の
感
想
を
尋
ね
る
と
、

「
話
し
方
の
勉
強
に
な
る
。
君
に
し
か
で
き
な
い
芸
だ
ね
。
」

と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
夢
声
は
少
し
驚
い
て
、
照
れ
た
よ
う
な
笑

み
を
浮
か
べ
ま
し
た
。

夢
声
は
、
そ
の
後
も
個
性
の
あ
る
語
リ
手
と
し
て
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
な
ど

か
っ
ゃ
く

で
活
躍
し
ま
し
た
。
そ
の
語
リ
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
こ
だ
わ
リ
、
何
度
も

練
習
し
て
完
成
さ
せ
た
も
の
で
し
た
。

晩
年
、
多
方
面
で
才
能
を
開
花
さ
せ
た
夢
声
は
、

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
話
芸
の
神
様
」

7 

と
呼
ば
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hvも
S
it
a-戸

むせい げんこう

②ラジオ番組「夢声百夜」の直筆原稿
みやもとむさし

①ラジオドラマ 「宮本武蔵」が収録されているレ

コード (益田市立歴史民俗資1-'1-館蔵)

{員並
丹で堂講校

引

竹
勺
寸

V
」

」
ハ
ー
ヶ
午

だ
田
川
川

μ
士
口
わ
紅

立
川
昭

↓η
 

だ
田

る

計益

す

④
 

③作家として執筆活動を行う

⑥ゅうもあくらぶ主催の展示会で、 夢声が出品し

た扉風 (益田市立歴史民俗資料館蔵)
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⑤クリスマスパーティーでスピー

チをする



「
夢
探
究
」

/ 
/ 

を
校
外
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
様
子

隠岐島前高等学校について

JI~rf日 30 (1955)年 県立|活1I皮高等学校島前分校として開校。

昭和40(1965)年 県立隠l岐島市J高等学校(普通科各学年2クラス)となる。

へいせい

平成20(2008)年 生徒数の減少で各学年lクラスになる。

平成22(2010)年 島前高校魅力化プロジェク 卜 (島留学など)始まる。

平成23(2011)年 ヒトツナギ部始まる。

平成26(2014)年 生徒が増え、全学年2クラス化が実現。

9 

む
カ

ヒ
ト
ツ
ナ
ギ
ツ
ア
ー
で
参
加
者
を
迎
え
る
島
前
高
校
生

2 

島
で
学
ぶ

隠
岐
島
前
高
等
学
校
生
徒
の
話

。
05，. 



ま

つ

え

し

ち

る

い

う

お

き

し

ょ

と

う

あ

松
江
市
に
あ
る
七
類
港
か
ら
フ
ェ
リ
ー
で
お
よ
そ
三
時
間
、
日
本
海
に
浮
か
ぶ
隠
岐
諸
島
の
海

ま

ど

っ

ぜ

ん

士
町
に
県
立
隠
岐
島
前
高
等
学
校
(
島
前
高
校
)
が
あ
リ
ま
す
。
こ
の
学
校
は
、
八
王
国
各
地
か
ら

生
徒
を
受
け
入
れ
る
「
島
留
学
」
と
い
う
珍
し
い
制
度
を
実
施
し
て
お
り
、
現
在
は
百
五
十
人
を

超
え
る
生
徒
が
通
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
二
人
の
生
徒
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

の

む
ら

せ

な

県
外
か
ら
隠
岐
島
前
高
校
ヘ
(
野
村
世
菜
さ
ん
の
場
合
)

「
世
菜
、
こ
ん
な
高
校
が
あ
る
よ
。
人
間
力
を
高
め
る
高
校
だ
そ
う
よ
。
島
留
学
制
度
が
あ
る
ん

だ
っ
て
。
」

進
路
を
考
え
て
い
た
時
期
に
、
母
は
テ
レ
ビ
番
組
で
見
た
学
校
の
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。

、hr
く
お
か

隠
岐
島
前
高
等
学
校
。
福
岡
県
に
住
ん
で
い
る
私
は
、
そ
の
学
校
に
興
味
を
も
ち
、
資
料
を
取

り
寄
せ
た
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、
調
べ
た
り
し
ま
し
た
。
人
見
知
り
で
、
人
と
話
す
こ
と
を
苦
手

と
す
る
私
を
、
母
は
い
つ
も
心
配
し
て
い
ま
し
た
。
島
前
高
校
や
島
留
学
を
知
っ
て
、
(
こ
こ
で

自
分
を
変
え
て
み
た
い
。
)
と
思
っ
た
の
で
し
た
。
な
か
で
も
私
が
興
味
を
も
っ
た
の
は
、

で
し
た
。

「
ヒ
卜

ツ
ナ
ギ
ツ
ア
|
」

夏
休
み
に
行
わ
れ
る
ヒ
卜
ツ
ナ
ギ
ツ
ア
ー
は
、
島
前
高
校
の
ヒ
ト
ツ
ナ
ギ
部
が
企
画
す
る
五
日

間
の
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
隠
岐
の
三
つ
の
島
の
見
学
や
島
の
生
活
体
験
を
し
な
が
ら
、
島
の
人
た
ち

と
つ
な
が
る
と
い
う
内
容
。
行
っ
て
み
た
い
け
れ
ど
、
行
っ
た
こ
と
が
な
い
島
や
、初
め
て
会
う
人

に
不
安
も
あ
り
ま
し
た
。

「
島
前
高
校
ヒ
ト
ツ
ナ
ギ
ツ
ア
ー
っ
て
い
う
の
が
あ
っ
て
ね
、
私
、
行
っ
て
み
た
い
け
ど
、

さ
ん
、
ど
う
思
う
。
」

お
母

*

ヒ
卜
ツ
ナ
ギ
部

地
域
で
の
活
動
を
企
画

運
営
す
る
部
活
動
。
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ヒトツナギツアーの歓「芸j会(地

域芸能を紹介する)で、キン二ヤ

モ二ヤを踊る島前高校生

「
こ
の
海
士
は
、

ち

ょ

う

せ

ん

だ

い

じ

よ

う

「
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
。
や
っ
て
み
た
い
と
思
う
な
ら
挑
戦
し
な
く
ち
ゃ
。
大
丈
夫
、
大
丈
夫
。
」

え

が

お

お

母
の
笑
顔
に
背
中
を
押
さ
れ
て
ヒ
ト
ツ
ナ
ギ
ツ
ア
ー
へ
の
参
加
を
決
め
、
中
学
最
後
の
夏
休
み
に
、

、
初
め
て
海
士
を
訪
れ
ま
し
た
。

「
福
岡
か
ら
来
た
野
村
世
菜
で
す
。
」

ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
話
す
私
に
、

せ
ん
ぱ
い

ヒ
ト
ツ
ナ
ギ
部
の
先
輩
は
、
笑
顔
で
話
し
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。

「
こ
ち
ら
こ
そ
よ
ろ
し
く
。
」

そ
の
日
は
、
指
示
さ
れ
た
人
や
場
所
を
探
す
「
指
令
探
検
」

な
ん
に
も
な
い
け
ど
、
い
い
と
こ
ろ
だ
よ
。
」

と
い
う
活
動
を
し
ま
し
た
。

私
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
た
先
輩
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
胸
を
張
っ
て
誇
ら
し
げ
に
言
う
先
輩
が
格
好
良
く
見
え

ま
し
た
。
私
は
い
つ
の
間
に
か
、
島
前
高
校
に
つ
い
て
先
輩
に
た
く
さ
ん
質
問
を
し
て
い
ま
し
た
。
、
初
め
て
会
う
人
ば

お
ど

か
り
の
中
で
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
や
隠
岐
に
伝
わ
る
芸
能
「
キ
ン
ニ
ャ
モ
ニ
ャ
」
を
踊
っ
た
こ
と
な
ど
、
貴
重
な
経
験
は

私
の
宝
に
な
リ
ま
し
た
。
あ
っ
と
い
う
聞
の
五
日
間
で
し
た
。

翌
年
の
四
月
。
念
願
が
か
な
っ
て
島
前
高
校
に
入
学
し
た
私
は
、
ヒ
ト

ツ
ナ
ギ
部
に
入
部
し
ま
し
た
。
人
と
話
す
こ
と
が
苦
手
だ
っ
た
の
が
う
そ

の
よ
う
で
す
。
苦
手
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
え
て
向
き
合
う
こ
と
が

白
、
信
に
つ
な
が
リ
、
自
分
か
ら
心
を
聞
き
、
笑
顔
で
話
し
か
け
る
こ
と
が

そ
れ
は
私
の
よ
さ
と
な
リ
ま
し

で
き
る
よ
う
に
な
リ
ま
し
た
。

そ
し
て
、

た
。
そ
ん
な
こ
と
を
、
自
信
を
も
っ
て
言
え
る
よ
う
に
な
リ
ま
し
た
。

人
と
話
す
っ
て
楽
し
い
。
人
と
人
が
つ
な
が
る
こ
と
っ
て
す
ば
ら
し
い
。

(
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
き
作
成
)

包トツヂ.. ~ 
j月町空L A44 τ告f薪
¥.n 10'" ~ "~ ( '&:" ._ t31!1千日グ7.'i.:tJ:

h守41¥f-Jz極D.'i15s輔6mt~:!.~~ 1C_'Ptli' 
件以J2;:マ :741;;154川〆れいよしと

ふ:日佐々 と

11 

部活動報告の新聞を定期的に発行し、

町の人が集まる場所に掲示している



ぬ
ま
た
け
い
す
け

島
で
育
っ
て
(
沼
田
啓
佑
さ
ん
の
場
合
)

す
い
せ
ん

僕
は
、
中
学
生
の
こ
ろ
、
先
生
や
友
達
に
推
薦
さ
れ
て
、
学
園
祭
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
リ
ー
ダ
ー
を
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。

が

ん

ば

「
頑
張
っ
た
な
。
啓
佑
の
リ
ー
ダ
ー
、
よ
か
っ
た
ぞ
。
」

み
ん
な
ほ
め
て
く
れ
ま
し
た
が
、
自
分
の
意
見
や
思
い
を
友
達
に
し
っ
か
り
伝
え
る
こ
と
に
自
信
が
な
く
て
、
そ
ん

な
僕
が
リ
ー
ダ
ー
を
し
て
よ
か
っ
た
の
か
、
わ
か
ら
ず
に
い
ま
し
た
。

ど
う
ぜ
ん

進
路
を
決
め
る
時
期
に
な
る
と
、
担
任
の
先
生
と
の
面
談
で
、
僕
は
島
前
高
校
へ
の
進
学
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
高

あ

ま

校
入
学
と
同
時
に
島
か
ら
出
る
友
達
も
い
ま
す
が
、
海
士
出
身
の
僕
は
、
家
か
ら
通
う
高
校
生
活
の
ほ
う
が
安
心
に
思

え
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
す
で
に
、
島
前
高
校
は
周
リ
か
ら
注
目
さ
れ
る
学
校
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

晴
れ
て
島
前
高
校
に
入
学
。
高
校
生
活
が
始
ま
り
ま
し
た
。
入
学
者
の
半
分
は
島
留
学
制
度
に
よ

る
生
徒
で
す
。

(
目
的
を
ち
ゃ
ん
と
も
っ
て
入
学
し
て
い
る
し
、
言
い
た
い
こ
と
は
し
っ
か
り
話
す
:
:
・
。
ち
ょ

っ

と
話
し
づ
ら
い
な
。
)

島
留
学
生
と
距
離
を
感
じ
ま
し
た
。

高
校
の
授
業
で
は
、
特
に
「
夢
探
究
」
と
い
う
総
合
的
な
学
習
の
時
間
が
、
僕
を
大
き
く
変
え
ま

じ
っ
せ
ん

し
た
。
「
夢
探
究
」
は
、
地
域
の
、
課
題
を
見
つ

け
、
解
決
策
を
考
え
、
現
実
的
に
実
践
で
き
る
こ
と

を
グ
ル
ー
プ
の
仲
間
と
議
論
し
、
調
べ
て
発
表
す
る
と
い
う
内
容
で
す
。
僕
の
グ
ル
ー
プ
は
、
「
U

タ
ー
ン
の
増
加
の
た
め
に
何
が
必
要
か
」
と
い
う
課
題
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
島
留
学
生

も
グ
ル
ー
プ
の
一
員
で
す
。

だ
れ

な
か
な
か
話
し
合
い
が
続
か
ず
、
僕
は
、
誰
か
が
発
言
し
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
い

あ
る
と
き
、



ま
し
た
。
す
る
と
、

「
島
の
よ
さ
を
知
ら
ん
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
と
僕
は
思
う
け
ど
、
啓
佑
、

グ
ル
ー
プ
の
一
人
が
僕
に
投
げ
か
け
ま
し
た
。

「
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
:
:
:
き
っ
と
、

ど、
7
回心、っ。」

業
立
、

I什
1
1『
t

そ
う
だ
。
」

た
よ

と
っ
さ
に
答
え
ま
し
た
が
、
今
ま
で
人
に
頼
っ
て
い
た
自
分
が
恥
ず
か
し
く

な
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
で
す
。
僕
が
積
極
的
に
発
言
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
。

「
地
域
の
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
高
校
生
に
な
っ
て
か
ら
だ
な
あ
。
」

「
:
:
:
っ
て
こ
と
は
、
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
の
教
育
が
大
切
っ
て
こ
と
。
」

「
そ
れ
だ
け
で
は
解
決
せ
ん
で
し
ょ
。
」

入
学
当
時
に
感
じ
た
距
離
感
を
忘
れ
て
、
島
育
ち
の
僕
た
ち
と
島
留
学
生
た
ち
は
、

活
発
に
意
見
を
交
え
ま
し
た
。
異
な
る
意
見
を
受
け
入
れ
て
考
え
、
さ
ら
に
自
分
の
意

見
を
き
ち
ん
と
伝
え
る
こ
と
が
、
グ
ル
ー
プ
で
の
活
動
を
活
発
に
し
、
人
を
ま
と
め
る

上
で
大
切
な
こ
と
だ
と
学
び
ま
し
た
。

そ
の
後
、
僕
は
生
徒
会
長
に
な
リ
ま
し
た
。
人
か
ら
、
一
=
ロ
わ
れ
て
で
は
な
く
、
自
分
か

ら
な
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
目
的
に
向
か
っ
て
動
く
こ
と
、
人
の
意
見
を
聞
き
な

が
ら
自
分
の
回
心
い
を
伝
え
て
行
動
す
る
こ
と
、
そ
し
て
周
り
を
ま
と
め
る
こ
と
の
お
も

し
ろ
さ
を
、
今
、
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
僕
の
強
み
で
す
。

の

し

犬

、

自
分
の
よ
さ
を
伸
ば
す
の
も
伸
ば
さ
な
い
の
も
自
分
次
第
。

(
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
き
作
成
)
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地域と密着した多彩な行事とカリキユラム
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②「夢探究J(総合的な学習の時間)では、「人間関係づくり JI高校時代を考えるJI仕事を考えるJI地域

に学ぶJI自分と地域をつなぐ」などのテーマで探究している。

どうぜん れんけい じゅく おさのく に

③島前高校と連携している公立塾「隠岐園学習センター」では、 「夢ゼミ」の学習がある。「夢ゼミ」では、

自分のことについて、例えば将来どんなこ とをしたいかなどを考えて、話し合う 。
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吉岡隆徳さん

吉岡隆徳さんについて
じ ひかわ tしはま こ毎"

f!FJ治42(1909)年 簸川郡西浜村(今の出雲市湖陵町)に生まれる。

たいしょ今 じん--奇

大正 9(1920)年 四浜尋常小学校5年生のとき、学校代表で競技会に初めて出場する。

t・うどっ

大正12(1923)年 杵築中学校 (今の大社高等学校)で、陸上部と柔道部に入部する。

わ さんさ

H日和12 (1927)年 近畿中等学校選手権(今のインタ ーハイ )に出場し、 100m.200mで、

優勝する。

昭和 7(1932)年 ロサンゼルスオリンピック 100mで6位入'此。「腕の超特急」とH乎ばれ

る。

H自利10(1935)年 当H寺の世界タイ記録 (10秒3)を達成する。

昭和Jll(1936)年 ベルリンオリンピック100mに出場する。

H白布]39(1964)年 リッカーミシンの陸上部監督として、教え子を東京オリンピックに送

る。

IIEl;fri57 (1982)年 くにびき国体(島根県)開会式で集団演技(小学生の陸上教室も)に

参加。

昭和59(1984)年 74歳でなくなる。
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百
メ
ー
ト
ル
は
一
生
の
友

「
暁
の
超
特
急
」
吉
岡
隆
徳

…一一
子



オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
陸
上
競
技
の
百
メ
ー
ト
ル
決
勝
で
、

見
事
に
入
賞
し
た
日
本
人
が
た
だ
一
人
い
ま
す

年
現
在
)
。

知
っ
て
い
ま
す
か
。

よ

し

お

か

た

か

よ

し

め

い

じ

ひ

か

わ

に

し

は

ま

吉
岡
隆
徳
。
明
治
時
代
の
終
わ
リ
に
簸
川
郡
西
浜
村

い

ず

も

リ

ヂ
つ

(
今
の
出
雲
市
湖
陵
町
)

に
生
ま
れ
、

年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
開
催
さ
れ
た
ロ
サ
ン

彼
の
名
は
、

か
つ
や
く

初
期
に
活
躍
し
た
陸
上
選
手
で
す
。

隆
徳
は
、

昭
和
七

(
一
九
三
ニ
)

ゼ
ル
ス
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
百
メ
ー
ト
ル
決
勝
に
進
出
し
、

十
五
歳
の
と
き
に
、

見
事
六
位
入
賞
を
果
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、

百
メ
ー
ト
ル
で
、

当
時
の
世
界
タ
イ
記
録
で
あ
る
十
秒
三
を
達
成
し
ま
し
た
。

タ
ッ
、

タ
ッ
、

タ
ッ
、

タッ・・・・・・。

ひ
び

西
浜
村
の
小
学
校
の
校
庭
に
軽
快
な
足
音
が
響
き
ま
す
。
五
年
生
だ
っ
た
隆
徳
は
、
夏
休
み
中
も

た
ん
き
ょ
リ

校
庭
で
短
距
離
走
の
練
習
を
し
て
い
ま
し
た
。
一
年
生
の
と
き
に
運
動
会
で
、
校
長
先
生
に
、

「
か
け
っ
こ
が
と
て
も
速
い
ん
だ
ね
。
」

と
ほ
め
ら
れ
て
か
ら
、
隆
徳
は
走
る
の
が
大
好
き
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
隆
徳
の
姿
を
、
三
年

た
ど
こ
ろ
の
ぶ
ひ
ろ

生
の
田
所
信
博
が
鉄
棒
に
ぶ
ら
下
が
り
な
が
ら
熱
心
に
見
て
い
ま
し
た
。

、
信
博
は
左
足
が
不
自
由
で
し
た
。
そ
し
て
、
い
つ
も
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
し
た
。
「
四
人
組
」
と
呼

ば
れ
る
上
級
生
の
い
じ
め
っ
子
た
ち
が
信
博
を
い
じ
め
て
い
る
の
を
何
度
も
見
か
け
ま
し
た
が
、
隆

こ
わ

徳
は
怖
く
て
何
も
言
え
ず
に
い
ま
し
た
。

ぬ

い

や

て

い

こ

、

7

あ
る
日
、
四
人
組
が
信
博
の
着
物
を
脱
が
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
信
博
が
嫌
が
っ
て
抵
抗
す

る
様
子
に
気
づ
い
た
隆
徳
の
耳
に
、
父
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
す
。

(
い
じ
め
は
相
手
や
周
り
の
者
を
傷
つ
け
る
だ
け
で
は
な
い
。
い
じ
め
た
当
人
の
心
も
す
さ
ん
で
し

ま
う
。
自
分
よ
リ
小
さ
く
て
弱
い
者
を
い
じ
め
る
の
は
、
人
間
と
し
て
最
低
の
こ
と
な
の
だ
。
)

(
平
成
二
十
七

日否〉

和ゎ
時
代

昭
和
十
年
、



四
人
組
に
向
か
っ
て
走
り
出
し
て
い
ま
し
た
。

や
め
ろ
っ
て
ば
、
や
め
ろ
よ
。
」

四
人
組
に
逆
ら
う
恐
怖
を
忘
れ
、
た
だ
夢
中
で
声
を
上
げ
た
の
で
し
た
。

そ
し
て
、
四
人
組
と
か
け
っ
こ
で
勝
負
を
し
て
自
分
が
勝
て
ば
い
じ
め
を
や
め
る
と
約
束
さ
せ
、
隆
徳
が
勝
っ
て
、

信
博
へ
の
い
じ
め
を
や
め
さ
せ
ま
し
た
。
信
博
は
隆
徳
に
感
謝
し
、
そ
の
後
、
二
人
は
親
し
く
な
り
ま
し
た
。

当
時
の
隆
徳
は
、
少
し
で
も
速
く
走
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
「
走
っ
て
、
走
っ
て
、

走
リ
ぬ
く
」
と
い
う
練
習
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
姿
に
、
あ
る
と
き
、
信
博
が
、

ぼ

く

う

で

「
走
っ
て
い
る
ば
か
り
で
、
僕
の
よ
う
に
腕
の
力
を
つ
け
よ
う
と
し
な
い
ん
だ
ね
。
」

と
、
少
し
冷
や
や
か
に
言
い
ま
し
た
。

「
な
ん
だ
と
。
え
ら
そ
う
に
言
う
な
。
」

く

や

さ

け

悔
し
ま
、
ぎ
れ
に
叫
ぶ
隆
徳
に
、
、
信
博
は
落
ち
着
い
た
声
で
、
一
=
ロ
い
ま
し
た
。

「
じ
ゃ
、
逆
上
が
り
の
勝
負
を
し
よ
う
よ
。
」

早
速
二
人
は
鉄
棒
に
ぶ
ら
下
が
り
ま
し
た
。

「
せ
い
の
っ
。
」

隆
徳
は
、

「
や
め
ろ
。
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同
時
に
回
転
し
始
め
た
と
こ
ろ
、
三
回
転
で
腕
が
動
か
な
く
な
っ
た
隆
徳
で
し
た
が
、

信
博
は
自
に
も
ど
ま
ら
ぬ
速
さ
で
、
何
十
回
も
軽
や
か
に
回
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
勝

負
が
決
ま
る
と
、
信
博
は
、

「
手
も
足
も
、
脳
が
動
け
と
命
令
し
て
い
る
ん
だ
。
ど
ち
ら
か
だ
け
で
は
ダ
メ
な
ん
だ
。

だ
か
ら
、
今
の
隆
徳
は
足
の
動
か
な
い
僕
と
変
わ
ら
な
い
ん
だ
よ
。
」

隆
徳
は
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
走
る
ば
か
り
だ
っ
た
練
習
法
を
見
直
し
ま
し
た
。



「
ぼ
く
の
練
習
法
は
、

と
、
後
年
、
隆
徳
は
述
べ
て
い
ま
す
。

隆
徳
は
、
杵
築
中
学
校
(
今
の
大
社
高
校
)
に
入
学
し
て
本
格
的
に
陸
上
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
リ
ま
し
た
。

的
に
も
精
神
的
に
も
大
き
く
成
長
し
た
中
学
時
代
に
、
も
っ
と
陸
上
に
打
ち
込
み
た
い
、

ま
し
た
。

あ
の
と
き
の
こ
と
が
ヒ
ン
卜
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
」

肉
体

と
い
う
気
持
ち
が
強
く
な
り

し
は
ん

成
長
し
た
隆
徳
は
、
「
五
年
問
、
み
っ
ち
り
陸
上
に
打
ち
込
む
ぞ
」
と
い
う
固
い
決
意
を
も
っ
て
、
東
京
高
等
師
範

学
校
(
今
の
筑
波
大
学
)
に
進
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
寮
生
活
や
軍
事
訓
練
な
ど
で
忙
し
く
て
練
習
す
る
時
聞
が
と
れ

ょ
ゅ
う

な
い
う
え
に
練
習
場
所
も
お
金
の
余
裕
も
な
く
、
陸
上
を
続
け
た
く
て
進
学
し
た
隆
徳
は
、

後
悔
し
ま
し
た
。

(
日
本
の
代
表
と
し
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
走
り
た
い
。
)

夢
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
隆
徳
は
生
活
の
す
べ
て
を
百
メ
ー
ト
ル
走
に
さ
さ
げ
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

せ
ん
ば
い

朝
早
く
起
き
て
練
習
時
聞
を
確
保
し
ま
し
た
。
先
輩
の
お
か
げ
で
借
り
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
へ
行
く
と
き
に
は
、
た
だ
歩
く
の
で
は
な
く
、
、
信
号
が
青
に
変
わ

し
ゅ
ん
か
ん

る
瞬
間
に
体
が
動
く
よ
う
に
し
た
り
、
左
足
前
の
ス
タ
ー
ト
の
姿
勢
を
右
足
前
に
替
え
て
み

しゅう
し
ん

た
リ
し
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
練
習
内
容
や
生
活
時
間
(
起
床
や
就
寝
な
ど
)
、
食
事
、
体

こ
く

め

い

ぶ

ん

せ

き

調
の
変
化
(
体
重
や
便
通
な
ど
)
を
克
明
に
、
記
録
し
、
細
か
く
分
析
し
て
練
習
の
改
良
を
重

ね
ま
し
た
。

ま
ず
、

ま
た
、
身
長
百
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
隆
徳
の
小
柄
な
体
格
を
カ
バ
ー
す
る
た

一
一一一一一
ー
一
ー一一

一一一一一一
ー一 一一



ス
タ
ー
ト
ダ
ッ
シ
ュ
に
こ
だ
わ
り
ま
し
た
。
や
が
て
、
低
い
姿
勢
か
ら
左
右
の
足
を

「
ハ
」
の
字
の
形
に
蹴
リ
出
す
「
ハ
の
字
形
ス
タ
ー
ト
」
と
い
う
独
特
の
ス
タ
ー
ト
法
を

身
に
つ
け
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
日
々
の
努
力
と
工
夫
を
重
ね
た
結
果
で
し
た
。

そ
し
て
つ
い
に
、
隆
徳
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
日
本
代
表
選
手
と
な
り
ま
す
。
夢
に
ま
で
見

た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
。
そ
の
百
メ
ー
ト
ル
準
決
勝
で
、
隆
徳
は
二
位
に
入
る
す
ば
ら
し
い
走

リ
を
見
せ
ま
し
た
。
続
く
決
勝
で
は
、
六
位
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
ス
タ
ー
ト
か
ら
六
十

メ
ー
ト
ル
地
点
ま
で
は
ト
ッ
フ
を
走
る
と
い
う
内
容
で
し
た
。

六
位
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
直
後
に
四
方
八
方
か
ら
「
ヨ
シ
オ
カ
」
「
ヨ
シ
オ
カ
」
と

隆
徳
を
呼
ぶ
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
ス
タ
ン
ド
全
体
が
、
優
勝
し
た
ア
メ
リ
カ
人
で

は
な
く
、
隆
徳
の
精
い
っ
ぱ
い
の
走
リ
に
感
動
し
た
の
で
し
た
。

中山か
勺

き

ち

ょ
、ヮ

や
が
て
、
隆
徳
は
「
暁
の
超
特
急
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
リ
ま
し
た
。
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
取
材
を
し
た
日
本
人
記
者
が
、
隆
徳
の
す
さ
ま
じ
い
ば
か
リ
の
ス
タ
ー
ト
ダ
ッ
シ
ュ

を
見
て
、
命
名
し
た
の
で
し
た
。

し
よ
う

わ

さ

い

自
己
ベ
ス
ト
の
十
秒
三
を
出
し
た
昭
和
十
(
一
九
三
五
)
年
か
ら
七
年
後
、
三
十
二
歳
に
な
っ
て
も
隆
徳
は
ベ
ス
ト

』
フ
し
ん

タ
イ
ム
更
新
を
め
、ざ
し
て
精
い
っ
ぱ
い
練
習
を
続
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
現
役
引
退
後
は
指
導
者
と
し
て
選
手
の
育
成

に
努
め
る
一
方
で
、
百
メ
ー
ト
ル
を
い
つ
ま
で
、
ど
の
程
度
の
タ
イ
ム
で
走
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
自
分
の
限
界

を
追
求
し
ま
し
た
。

「
私
に
と
っ
て
、
百
メ
ー
ト
ル
は
一
生
の
友
で
す
。
歳
を
と
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

ま
せ
ん
。
」

め

19 

こ
の
友
と
別
れ
る
わ
け
に
は
い
き

「
暁
の
超
特
急
」

と
呼
ば
れ
た
隆
徳
は
、

百
メ
ー
ト
ル
に
生
涯
を
か
け
た
人
で
し
た
。



す
創
門
医
J

他

13年につくられた。

たかよし へいせい
①生まれ故郷の湖陵総合運動公園にある、隆徳の銅像。平成 ②「努力Jは隆徳が好きな言葉。「力」の字

③隆徳が使用したユニフォームとオリンピック入賞記念に贈られたカ

ップ。(松江歴史館所蔵)

世半丘中忠一一-.

いずも みくが

④出雲市湖陵町にある晴久賀神社。隆徳は、この神社

の神官の四男として生まれた。周辺は西浜いも(さ

つまいも)の栽培で有名で、砂丘となだらかな丘が

続く 。隆徳はこの砂丘を走って脚力を鍛えた。

20 

のま っすぐ伸びる部分は、 100メートル

と、 一筋の道を進む思いを表している。

(春 日貴紘氏所蔵)
ねんれい

隆徳の100メートルの年齢別記録

(年齢は各年4月1日現在)

※は追い風参考記録

年(せ西いれ暦き) 年齢(歳) 記録

1923 13 12秒6

1924 14 12秒O

1925 15 11秒6

1926 16 11秒4

1927 17 11秒1

1928 18 11秒O

1929 19 10秒9

1930 20 10秒7

1931 21 10秒5

1932 22 10秒6

1933 23 10秒4

1934 24 10秒5

1935 25 10秒3

1936 26 10秒4

1937 27 10秒2※

1938 28 10秒4

1939 29 10秒7

1940 30 10秒6

1950 40 11秒4

1965 55 12秒5

1970 60 13秒2

1978 68 15秒O

1980 70 15秒1



断魚渓の

春の風景

断魚渓を観光する人々

野田慎について
てん!ll} い ';(17 のんばらだに おおち Jlおなん

天保15(1844)年 井原村野原谷(今の邑智郡邑南IHJ井原)に生まれる。幼名は岡次郎と

いった。

慶応 3 (1867)年 井原に私塾「汲古館」を開き、多数の門弟を育成する。

ちんtょう

明治8(1875)年 道づくりのための運動を始め、県議会や知事に陳情する。

明治17(1884)年 岩山を削り、道づくりを始める。

明治21(1888)年 『断魚、渓題詠集jを作り、 宣伝の旅に出る。

明治32(1899)年 夏に病気でなくなる (55歳)。この年の秋、断魚渓に新道が完成する。
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4 

道
づ
く
り
に
か
け
る

だ

ん

ぎ

よ

け

い

の

だ

し

ん

断
魚
渓
を
愛
し
た
学
者
野
田
慎

…一一
干



野
田
慎
の
功
績
を
た
た
え
る
石
碑

お

お

ち

お

お

な

ん

い

ば

し

っ

邑
智
郡
邑
南
町
井
原
に
、

だ
ん
ぎ
よ
け
い

県
立
自
然
公
園
「
断
魚
渓
」

い

わ

か

へ

ご

う

が
あ
り
ま
す
。
断
魚
渓
は
、
切
り
立
っ
た
岩
壁
の
問
を
江

に
ご
リ

が

わ

は

く

リ

ょ

く

が

け

の
川
の
支
流
、
濁
川
が
流
れ
、
迫
力
あ
る
岩
や
崖
に
固
ま

こ
プ
勺

れ
た
自
然
の
美
し
い
渓
谷
で
す
。
新
緑
や
紅
葉
の
頃
を
は

四
季
を
通
じ
て
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
す
。

じ
め
、

せ
き
ひ

断
魚
渓
に
古
い
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

午

1

の

だ

し

ん

を
愛
し
た
漢
学
者
、
野
田
慎
の
功
績
を
た
た
え
た
も
の
で

す
。
石
碑
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

断
魚
渓

「
こ
の
世
に
ま
た
と
な
い
よ
い
景
色
で
あ
る
断
魚
渓
は
、

世
の
中
に
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
野
田
の
名
前
は
慎
と
い
い
、

立
派
な
人
格
を
も
っ
人
で
し
た
。

野
田
と
い
う
人
に
よ
っ
て
、
初
め
て

別
名
、
断
魚
渓
人
と
名
乗
っ

そ
の
た
め
、
勉
強
を
教

て
い
ま
し
た
。
よ
く
勉
強
し
、

え
て
も
ら
い
に
く
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
:
:
:
」

若
時く
代 L
-1) {て
明f漢
ごム ド，捗
Jロ して「

に者
変に
わな
リつ

た (
慎ー
はノ¥

3四

私 し四
塾?)

「年
汲?、;
古こ鉄工
官官之山1
」業?
をを
開営
いむ
て聖子
多田
く家
のの
塾四
生 男
をと
育し
てて
ま生
しま
たれ
。ま

し
た

野
田
慎
は
、

て
ん
ぱ
‘
7

天
保
十
五

(
原
文
を
や
さ
し
く
し
た
も
の
)

鉄
が
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

村
人
の
多
く
が
携
わ
っ
て
い
る
鉄
山
業
の
経
営
は
苦
し
く
な
り
ま
し
た
。

野
田
家
を
は
じ
め
、

村
の
こ
れ
か
ら
の
発
展
を
願
い
、

鉄
の
価
格
が
下
が
っ
て
、

あ
る
決
意
を
し
て
塾
生
た
ち
に
話
し
ま
し
た
。

慎
は
、

の中特 *
%'s国に 1
称か jエぇ
。ら戸ど漢

伝時 学
来代
しに
たお
学い
問て

22 

*
2

鉄
山
業

z

山
か
ら
鉄
鉱
石
を
掘
り
出

し
、
鉄
を
製
造
す
る
仕
事。

*
3

私
塾

江
戸
時
代
の
日
本
に
お
け

る
民
間
の
教
育
機
関
。



「
私
た
ち
が
住
む
こ
の
井
原
は
、

山
道
し
か
な
く
て
、
隣
の
町
へ
馬
車
で
行
く
こ
と
も
で
き
ず
、

け
ず

は
、
地
元
の
発
展
の
た
め
に
、
断
魚
渓
の
岩
山
を
削
っ
て
馬
車
道
を
つ
く
ろ
う
と
思
い

じ
ま
ん

ま
す
。
馬
車
道
が
あ
れ
ば
便
利
に
な
る
し
、
何
よ
り
町
の
自
慢
で
あ
る
美
し
い
断
魚
渓

に
、
た
く
さ
ん
の
人
に
来
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
」

慎
の
一
大
決
心
を
聞
い
た
塾
生
た
ち
は
、
驚
き
ま
し
た
。

「
先
生
、
あ
の
岩
山
を
削
る
な
ん
て
、
で
き
る
の
で
す
か
。
」

だ
ん
が
い
ぜ
っ
ぺ
き

断
魚
渓
は
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
わ
た
っ
て
断
崖
絶
壁
が
続
い
て
お
リ
、
馬
車
道
を

つ
く
る
に
は
険
し
い
岩
山
を
削
る
し
か
あ
リ
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
ま
だ
便
利
な
機
械
な
ど

な
い
時
代
で
す
。
自
分
た
ち
の
手
で
削
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
尊
敬
す
る
先
生
の
言
葉
で

だ
れ

あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
と
は
、
誰
も
想
像
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
決
意
を
聞
い
た
村
の
人
々
も
、
塾
生
と
同
じ
反
応
で
し
た
。

「
そ
ん
な
大
が
か
り
な
工
事
を
す
る
お
金
も
人
も
、
こ
の
村
に
は
な
い
ぞ
。
」

「
慎
さ
ん
は
、
い
っ
た
い
何
を
考
え
て
い
る
ん
だ
。
」

え
ん
じ
よ

地
元
の
人
々
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
な
か
、
慎
は
県
議
会
に
何
度
も
資
金
援
助
を
求
め

に
行
き
ま
し
た
が
、
受
け
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
慎

は
諦
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
県
か
ら
の
協
力
を
待
っ
て
い
て
は
先
に
進
め
な
い
。
と
に
か
く
作
業
を
始
め
よ
う
。
」

め

い

じ

明
治
十
七
(
一
八
八
四
)
年
、
岩
山
を
自
ら
の
手
で
削
る
馬
車
道
建
設
を
、
自
費
で
始

と
て
も
い
い
と
こ
ろ
で
す
。

こ
こ
に
は
険
し
い

一
方
、と

て
も
不
便
で
す
。
私

め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

拡がさき

長崎山
企

507.5m 

↑j、隊問

点
線
部
分
が
、
野
田
慎
が

建
設
し
た
馬
車
道
。
馬
車

道
が
で
き
る
ま
で
、
川
本

町
方
面
へ
行
く
に
は
、
険

し
い
山
道
を
通
る
し
か
な

か
っ
た
。

こまつぎ

駒次山
企

422.7m 

巴南町井原

断

魚

渓
()l事妓は約100-140m)

F 
濁川



こ

て

だ

や

す

さ

だ

か

わ

も

と

県
知
事
の
龍
手
田
安
定
が
川
本
村

だ
ん
ぎ
よ
け
い

知
事
に
断
魚
渓
を
案
内
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
、

(
現
在
の
川
本
町
)

約
束
を
取
り
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し

た
慎iあ
はる

日

に
や
っ
て
く
る
こ
と
を
聞
き
つ
け

た
。
そ
し
て
、

断
魚
渓
を
案
内
し
な
が
ら
、

慎
は
知
事
に
村
の
発
展
や
馬
車
道
の
必
要
性
を
語
り
ま
し

た。

え
ん
じ
よ

「
断
魚
渓
は
本
当
に
美
し
い
。
あ
な
た
の
志
も
よ
く
わ
か
っ
た
。
ぜ
ひ
資
金
援
助
を
し
た
い
が
、
私
だ

い
っ
し
ょ
し
ん
せ
い

け
の
考
え
で
は
で
き
な
い
。
地
元
の
人
と
一
緒
に
申
請
を
出
し
な
さ
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
ま
ず
は

断
魚
渓
の
す
ば
ら
し
さ
を
も
っ
と
多
く
の
人
に
宣
伝
し
て
、
協
力
者
を
増
や
す
努
力
を
し
な
さ
い
。
」

知
事
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
た
慎
は
、
さ
っ
そ
く
動
き
出
し
ま
し
た
。
建
設
作
業
を
続
け
る
一
方
で
、

断
魚
渓
の
景
色
の
中
か
ら
え
り
す
ぐ
っ
た
二
十
四
の
景
色
一
つ
一
つ
に
、
和
歌
や
俳
句
を
作
っ
て
く
れ

き

ん

リ

ん

た

の

る
よ
う
、
近
隣
の
村
々
や
全
国
の
有
名
な
文
人
に
頼
ん
で
ま
わ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
数
年
後、

集
ま
っ

え
が

た
作
品
を
ま
と
め
た

「断
魚
渓
題
詠
集
』
を
出
版
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
慎
は
、
自
ら
描
い
た
断
魚
渓
山

ぬ

水
絵
図
や
染
め
抜
き
の
手
ぬ
ぐ
い
、
有

名
人
に
書
い
て
も
ら
っ
た
俳
句
を
印
刷

え
た
ん
ざ
く

し
た
絵
短
冊
(
現
在
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
)
な
ど
を
作
リ
、
八
王
国
に
宣
伝
の
旅

に
出
ま
し
た
。
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決
意
し
た
こ
と
に
た
っ
た
一
人
で
ひ

た
む
き
に
取
り
組
む
慎
の
姿
に
、
地
元

の
人
々
の
思
い
も
少
し
ず
つ
変
わ
り
ま

し
た
。



「
慎
さ
ん
は
、
村
の
将
来
を
本
気
で
考
え
て
い
る
。
」

慎
の
努
力
が
実
リ
、
つ
い
に
井
原
村
や
近
隣
の
村
々
の
代
表
者
と
連
名
で
、
県
知
事

に
補
助
金
申
請
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
申
請
は
認
め
ら
れ
、
県
か
ら
得
た
資
金

で
、
建
設
作
業
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

め
い
じ

建
設
作
業
開
始
か
ら
十
五
年
た
っ
た
明
治
三
十
ニ
(
一
八
九
九
)
年
の
夏
、
長
年
の

た

お

さ

い

し

ょ

っ

暗

い

心
労
が
重
な
っ
て
自
宅
で
倒
れ
た
慎
は
、
五
十
五
歳
の
生
涯
を
終
え
ま
し
た
。
慎
が
生

涯
を
か
け
て
建
設
を
め
、
ざ
し
た
馬
車
道
は
、
そ
の
年
の
秋
、
見
事
に
開
通
し
ま
し
た
。

慎
の
思
い
に
共
感
し
、
断
魚
渓
の
す
ば
ら
し
さ
を
広
め
て
く
れ
た
人
た
ち
の
お
か
げ
も

あ
っ
て
、
地
域
に
は
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
や
が
て
、
慎
が
建
設
し
た
馬
車
道
は
県
道
に
な
り
、
断
魚
渓

リ
よ
う
て
い

に
は
料
亭
や
温
泉
宿
も
で
き
て
、
一
一
層
に
ぎ
わ
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

道県

の
た

も

れ

た
ら

れ

く

ら
つ
付
削

に
で

と

手

も

時

を

当

道車

は
馬
相
壁

の
官
石

慎

の
田

側

野

左
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断魚開発組合のみなさん

現
在
、
井
原
地
区
に
は
国
道
が
通
リ
、
多
く
の
観
光
客
が
断
魚
渓
を
訪
れ
て
い

へ
い
せ
い

ま
す
。
平
成
八
(
一
九
九
六
)
年
に
地
元
住
民
は
「
断
魚
開
発
組
合
」
を
設
立
し
、

断
魚
渓
の
保
全
と
観
光
開
発
、
地
域
の
小
学
生
の
見
学
会
案
内
な
ど
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
地
元
住
民
に
愛
さ
れ
、
八
王
国
各
地
か
ら
観
光
客
が
訪
れ
る
断
魚
渓
を
、

慎
は
ど
ん
な
気
持
ち
で
見
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。



••••••••• 
「
断
魚
渓
一

一
十
四
景
」

蓑2
腰t

島
蓑
腰
に
残
る
さ
、
ぎ
リ
の
や
や
は
れ
て

圃
圃

す
ず

圃

涼
し
く
わ
た
る

松
風
の
お

里子のど

田だ

t慎i

• • 

よ
り

• • 

込町

背
は
鼓
う
つ
ど
聞
こ
え
て
神
楽
淵

圃

い
つ
も
立
舞
ふ
水
の
う
た
か
た

噌

野
田

i慎

か

ぐ

ら

ぶ

ち

神
楽
淵

地元の小学校では、断魚開発組合の方の案

内で毎年、 4年生が社会科見学をしなが

ら、野田慎について学習する。
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美しい景色を楽 しむ観光客。



り
と
う
い
り
ょ
う

離
島
医
療
の
仕
事
は
お
も
ろ
い
で

白
石
吉
彦
さ
ん
(
隠
岐
島
前
病
院
院
長
)

5 

に
聞
く

西ノ島町

釣りを楽しむ

G 
d予

白石吉彦さんについて

徳島県に生まれる。

自治医科大学卒業。
みよし ひのたにしんh、じよ

徳島県立三好病院 ・日野谷診療所に勤務。

昭和141(1966)年

へいせい

平成 4 (1992)年

島根県隠l岐郡西ノ島町にある島前診療所に勤務。

1¥[1，岐広域連合立隠岐島前病院初代院長に就任。
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平成10(1998)年

平成13(2001)年



「
海
が
い
い
か
。
そ
れ
と
も
山
が
い
い
か
。
」

島
根
県
で
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
聞
か
れ
た
ん
で
す
。
そ

し
ん
リ
ょ
う
じ
ょ

れ
ま
で
山
の
中
に
あ
る
診
療
所
に
勤
め
て
い
た
の
で
、

「
『山
』
の
次
は

『海
』
に
し
ま
す
か
ね
。
」

へ

い

せ

い

お

き

に

し

の

し

ま

と
答
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
十
年
四
月
か
ら
、
隠
岐
の
西
ノ
島
町
に

と
う
ぜ
ん

あ
る
島
前
診
療
所
に
動
め
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。
島
に
は
最
低
一
年

い
れ
ば
い
い
、
と
、
一
=
ロ
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
軽
い
気
持
ち
で
し
た
。

、
初
め
て
来
た
隠
岐
は
、
海
や
絶
景
な
ど
の
自
然
や
お
い
し
い
海
の
幸
に

め
ぐ恵

ま
れ
、
島
の
人
は
い
い
人
ば
か
リ
。
ま
ず
は
一
年
、
同
じ
医
者
で
あ
る

が
ん
ば

妻
と
、
こ
こ
で
頑
張
ろ
う
と
思
っ
た
も
の
で
す
。

そ
ん
な
毎
日
が
始
ま
っ
て
ふ
た
月
ほ
ど
た
っ
た
あ
る
日
、

し

だ

ね

「
吉
田
さ
ん
が
自
宅
で
寝
た
き
り
に
な
っ
た
ぞ
。
」
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ひ
と

か
rコ

た
肺(4

と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
吉
田
さ
ん
は
、
二
週
間
ほ
ど
前
、

え

ん

い

リ

ょ

う

炎
が
よ
く
な
っ
て
退
院
し
た
ば
か
り
。
医
療
の
力
の
限
界
を
感
じ
る
で
き

ご
と
で
し
た
。

(
八
十
歳
を
超
え
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
退
院
し
て
す
ぐ
に
寝
た
き
り

に
な
る
な
ん
て
、
幸
せ
と
は
い
え
ん
。
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
島
に
い
る

ん
や
、
島
の
人
た
ち
に
は
最
期
ま
で
幸
せ
に
生
き
て
ほ
し
い
。
)

二
、
つ
れ
い

島
の
住
民
の
四
割
近
く
が
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
で
す
。
だ
か
ら
、

医
療
者
と
、
ヘ
ル
。
ハ
ー
さ
ん
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
職
員
な
ど
の
介
護
を
行



っ
て
い
る
み
な
さ
ん
と
で
、
協
力
し
合
う
こ
と
が
絶
対
に
必
要
だ
と
感
じ
ま
し

た
。
医
療
と
介
護
が
ひ
と
つ
に
な
っ
た
「
ケ
ア
」
を
実
現
し
た
い
。

お
れ

か
ん
じ

ゃ

「
動
く
ぞ
、
俺
は
。
動
か
す
ぞ
、
島
の
人
た
ち
を
。
こ
の
島
の
医
療
者
と
患
者
、

え
が
お

ど
っ
ち
も

『笑
顔
』
に
す
る
で
。
」

ま
ず
、
定
期
的
に
会
議
を
開
く
こ
と
を
決
め
、
関
係
者
に
呼
び
か
け
ま
し
た
。

で
も
、
第
一
回
会
議
に
参
加
し
た
の
は
、
私
と
妻
だ
け
。
役
所
に
も
か
け
あ
っ

た
け
れ
ど
、

一
、
二
年
で
こ
の
島
か
ら
出
て
い
く
ん
で
し
ょ
う
。
そ
ん

な
若
い
医
者
の
呼
び
か
け
に
、
人
が
集
ま
る
か
ど
う
か
。
」

と
、
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
答

「
ど
う
せ
先
生
も
、

え
た
ん
で
す
。

一一一一---
---一一-

せ
っ
か
く
こ
こ
で
医
者
を
す
る
な
ら
、
そ
こ
ま
で
や
っ
た
ほ
う
が
お

も
ろ
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
」

そ
の
後
も
周
リ
に
声
を
か
け
続
け
ま
し
た
。
や
が
て
、
会
議
に
少
し
ず
つ
人

が
集
ま
る
よ
う
に
な
リ
ま
し
た
。

「
で
も
、

い
い
仕
事
が
お
も
ろ
く
で
き
る
ん
で
す
よ
ね
。
」

会
議
で
言
わ
れ
た
こ
の
言
葉
、
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。

「
そ
の
通
り
で
す
。
介
護
や
医
療
を
お
も
ろ
い
仕
事
に
し
ま
し
ょ
う
。
」

サ
ー
ビ
ス
、
調
整
会
議
と
名
づ
け
た
こ
の
会
議
で
は
、
ケ
ア
が
必
要
な
人
全
員

で
7
か
ん

に
つ
い
て
、
情
報
を
交
換
し
合
い
、
出
し
た
薬
を
き
ち
ん
と
飲
ん
で
い
る
か
確

「
み
ん
な
で
取
り
組
め
ば
、



必
要
に
応
じ
て
ケ
ア
の
内
容
を
調
整
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

に
し
の
し
ま

そ
う
す
る
う
ち
、
西
ノ
島
に
来
て
三
年
が
た
ち
ま
し
た
。
あ
っ
と
い
う

し
ん
り
ょう
じ
ょ

問
で
し
た
。
診
療
所
は
、
ベ
ッ
ド
数
を
増
や
し
て
病
院
と
な
り
ま
し
た
。

定
年
退
職
が
決
ま
っ
て
い
た
所
長
か
ら
、
初
代
院
長
に
な
っ
て
ほ
し
い
と

な
や

す
ロ
わ
れ
、
悩
ん
だ
末
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
し
た
の
も
、
院
長
な
ら
、
さ

ら
に
仕
事
を
お
も
ろ
く
で
き
る
、
と
考
え
た
か
ら
で
し
た
。

ど

う

ぜ

ん

し

よう

に

か

当
時
の
島
前
診
療
所
に
は
、
診
療
所
長
の
ほ
か
に
、
外
科
医
、
小
児
科

医
、
内
科
医
が
勤
務
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
専
門
分
野
の
み
を
診
察
し

て
い
ま
し
た
。
加
え
て
、
ほ
と
ん
ど
の
医
者
が
一
年
で
交
代
す
る
状
況
も

か
ん
じ
ゃ

あ
リ
、
こ
ろ
こ
ろ
代
わ
る
医
者
に
患
者
さ
ん
が
専
門
外
の
相
談
を
す
る
の

は
難
し
く
、
恵
者
と
し
て
の
満
足
度
は
低
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

認
し
た
り
、
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島
前
の
三
つ
の
島
で
、
病
院
は
一
つ
だ
け
。
島
の
人
た
ち
は
ど
ん
な
こ

-

と
で
も
み
ん
な
、
う
ち
の
病
院
に
来
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
ん
な
怠
者

J

4

み

さ
ん
で
も
診
る
二
と
が
で
き
る
、
院
長
と
し
て
、
そ
ん
な
病
院
を
め
ざ
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

ぞ、
7

き

う
ち
の
病
院
に
い
る
医
者
は
、
臓
器
別
専
門
医
で
は
な
く
全
員
が
総
合
医
で
す
。
ど
ん
な
患
者
さ
ん
で
も
診
察
し
ま

す
。
医
者
全
員
が
同
じ
立
場
だ
か
ら
、
医
者
ど
う
し
情
報
も
共
有
で
き
る
し
、
休
み
の
都
合
も
つ
け
や
す
く
な
り
ま
し

い

ィ

」

『

」

十
勺

た
。
働
き
や
す
さ
が
居
心
地
の
よ
さ
に
も
な
リ
、
医
師
が
短
期
間
で
い
な
く
な
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
長
く
勤

務
し
て
も
ら
え
る
こ
と
は
、
患
者
さ
ん
の
安
心
に
つ
な
が
り
ま
す
。
前
に
比
べ
て
、
体
で
気
に
な
る
こ
と
は
な
ん
で
も

相
談
し
や
す
く
な
り
、
満
足
度
は
高
く
な
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。



そ
れ
に
、
他
に
回
せ
る
病
院
が
な
い
せ
っ
ぱ
詰
ま
っ
た
状
況
は
、
医
者
を
速
く
成
長
さ
せ
て
く
れ
る

は
ず
。
事
実
、
診
察
技
術
で
園
内
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
に
あ
る
分
野
も
あ
る
ほ
ど
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
判
断

や
治
療
が
難
し
く
て
、
専
門
医
に
紹
介
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
ど
。

せ
ま狭

い
島
だ
か
ら
、
治
療
後
の
恵
者
さ
ん
の
様
子
を
見
続
け
ら
れ
て
、
そ
れ
も
勉
強
に
な
り
ま
す
ね
。

大
き
な
町
で
は
、
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
こ
の
島
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
。
そ
れ
も
、
病
院
の
ス
タ
ッ
フ

は
も
ち
ろ
ん
、
介
護
す
る
人
、
さ
れ
る
人
み
ん
な
が
積
極
的
に
関
わ
っ

て
い
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
な
の
で
す
。
私
た
ち
病
院
の
ス
タ
ッ
フ

は
、
お
か
げ
で
、
明
る
く
楽
し
く
そ
し
て
何
よ
り
お
も
ろ
く
地
域
医
療

に
取
り
組
め
て
い
ま
す
。

治
療
の
あ
と
の
見
通
し
が
、
必
ず
し
も
い
い
ケ
ー
ス
ば
か
リ
で
は
な

い
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
患
者
さ
ん
や
家
族
の
方
か
ら
お
礼
の
言
葉
を
か

け
て
も
ら
え
ま
す
。
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み
リ
ょ
く

島
氏
の
健
康
を
み
ん
な
で
見
守
る
魅
力
的
な
病
院
と
し
て
少
し
ず
つ

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
リ
、
今
で
は
八
王
国
か
ら
毎
年
百
名
を
超
え
る
研
修

生
が
く
る
よ
う
に
な
リ
ま
し
た
。
研
修
は
、
地
域
医
療
の
仲
間
を
増
や

す
こ
と
に
な
る
と
考
え
、
大
変
だ
け
れ
ど
積
極
的
に
研
修
生
を
受
け
入

れ
て
い
ま
す
。
仲
間
が
増
え
れ
ば
仕
事
は
さ
ら
に
お
も
ろ
く
な
る
は
ず

で
す
か
ら
。

こ
ん
な
お
も
ろ
い
仕
事
、

み
な
さ
ん
も
い
か
が
で
す
か
。



おき

O隠岐諸島の位置

( ~弘前 〉
Jdl、，"，t.，，(I阜、、'.
IIl!I嵯Ml泊術院

(判1 ;I<1 ~)

0市町村別65歳以上人口割合

竹島

ぶ也
、~ ..

へんざい

O医師の偏在(人口10万対医師数)

隠岐諸島は大小180余りの島からなり、そのうちの

4島に人が暮らしている。西ノ島(西ノ島町3，000人)、
なかのしまあま ちぷり ちぷ

中ノ島(海士町'2，300人)、知夫里島(知夫村600人)、

島後(隠岐の島町15，000人)の 4島である。島後に対
どうぜん

して、西ノ島、中ノ 島、知夫里島の 3島を島前と呼

んでいる。島根半島から北東に約65km離れており、

フェリ ーで約 2時間半、高速船で約 1時聞かかる。

空港があるのは島後で、 島前と本土 との行き来は船

になる。

※参照島根の統計平成27年10月号

島根県政策企画局統計調査課

-2次医療園別ー

[ 医師敏平成2…ベ{H24医師曾科医鯖・薫剤師綱貴

E亘

@ 
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※平成26年 島根の人口移動と推計企人口

島根県政策企画局統計調査課より

2次医療圏 とは、 l次医療圏 (市町

村)、 3次医療圏(県)の聞の、複数の

市町村のまとまりをさす。

※島根県ホームページ(健康福祉部医療政

策課)より



松江城

松江城国宝化ヘ向けての動き

昭和10(1935)年 松江城の天守が国宝に指定される。

昭和25(1950)年 松江城の天守が重要文化財になる。

ちんEょ守

昭和]30(1955)年松江市による国宝指定の陳情が行われる。

昭和34(1959)年 松江市議会、国宝指定推進の決議を採択する。

平成19(2007)年松江開府400年祭が始まる(5年間)。

平成21 (2009)年 松江市長、マニフェストで松江城国宝化運動を発表する。

松江城を国宝にしよう市民の集いを開催。

松江城を国宝にする市民の会を設立。

平成22(2010)年 市民の会による署名活動が始まる。

松江市が松江城調査研究委員会を設置する。
にしかず お かながわ めL、ょ

四手[J夫神奈川大学名誉教授を委員長とする学術調査開始。

松江城について考える市民の集いを開催。

平成24(2012)年松江神社で祈祷札2枚が発見される。

平成26(2014)年 文化庁による松江城天守および祈祷札の調査が行われる。

平成27(2015)年 松江城の天守が国宝に指定される。

33 

6 

ま
つ
え

松
江
城
を
国
宝
に

市
民
に
愛
さ
れ
る
城

川一
一ゆ



松江開府の祖・堀尾吉晴

争
勺

Y
」
川
J

空
を
飛
ぶ
千
鳥
が
羽
を
広
げ
た
姿
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
「
千

ま

つ

え

と

よ

と

み

ひ

で

鳥
城
」
と
も
呼
ば
れ
る
松
江
城
。
松
江
市
に
あ
る
こ
の
城
は
、
豊
臣
秀

ほ

リ

お

よ

し

は

る

け

い

ちょう

士
ロ
ら
に
仕
え
た
武
将
、
堀
尾
吉
晴
に
よ
り
、
慶
長
十
ニ
こ
六

O
七
)

え

ど

年
か
ら
五
年
の
歳
月
を
か
け
て
築
城
さ
れ
ま
し
た
。
松
江
城
は
、
江
戸

時
代
以
前
に
建
て
ら
れ
た
天
守
(
城
の
中
心
的
な
建
物
)
が
現
在
ま
で

保
存
さ
れ
て
い
る
全
国
十
ニ
の
城
の
う
ち
、
二
番
目
に
広
く
、
高
さ
で

は
三
番
目
、
古
さ
で
は
五
番
目
を
誇
り
ま
す
。
歴
史
的
に
価
値
が
高
い

だ
け
で
な
く
、
長
年
、
松
江
の
人
々
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
た
町
の
シ
ン

ボ
ル
で
も
あ
り
ま
す
。

へ
い
せ
い

平
成
二
十
七
(
ニ

O
一
五
)
年
、
こ
の
松
江
城
の
天
守
が
国
宝
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。
現
存
す
る
天
守
と
し
て
、
五
件
目
の
国
宝
指
定
ど
な

リ
ま
す
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
道
の
リ
に
は
、
松
江
の
人
々
の
熱
い
思

い
が
あ
リ
ま
し
た
。
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し
ょ
っ
わ

実
は
、
昭
和
十
(
一
九
三
五
)
年
に
一
度
、
松
江
城
は
国
宝
に
指
定

さ
れ
た
の
で
す
が
、
昭
和
二
十
五
年
に
制
定
さ
れ
た
文
化
財
保
護
法
に

よ
り
、
国
宝
で
は
な
く
、
「
重
要
文
化
財
」
と
な
リ
ま
し
た
。
こ
れ
を

格
下
げ
と
受
け
止
め
た
松
江
市
民
は
、
国
に
対
し
て
松
江
城
を
再
度
国

宝
に
指
定
す
る
よ
う
に
要
望
を
出
し
続
け
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
実
現

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
だ
い
に
そ
の
思
い
は
下
火
に
な
っ
て
い
き



かみしばい

出雲市立斐川東中学校生徒が作成した紙芝居の一場面

ま
し
た
。

こ
わ

松
江
城
が
取
り
壊
さ
れ
そ
う
に
な
る
危
機
も
あ
り
ま

そ
れ

日月f以
治じ前
六に

(
一
八
七
三
)

年
に
政
府
が
、

全
国
に
残
る
城
に
つ
い

し
た
。

て
、
残
す
も
の
と
壊
す
も
の
と
に
分
け
ま
し
た
が
、

そ
の
際
、

松
江
城

は
取
り
壊
す
よ
う
、

命
令
が
出
さ
れ
た
の
で
す
。

い

ず

も

ひ

か

わ

し
か
し
、
松
江
城
が
な
く
な
る
こ
と
に
心
を
痛
め
た
出
雲
市
斐
川
町

こ

う

の

う

か

つ

べ

も

と

え

も

ん

し

げ

た

だ

か

げ

は

ま

は

ん

し

た

か

ぎ

の
豪
農
・
勝
部
本
右
衛
門
栄
忠
、
景
浜
親
子
が
、
旧
松
江
藩
士
・
高
城

ご
ん
ぱ
ち

*
1
ほ
ん
そ
う

権
八
と
と
も
に
奔
走
し
、

自
分
の
財
産
を
投
じ
て
天
守
を
買
い
取
っ
た

と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

明
治
二
十
五
年
の
暴
風
な
ど
で
松
江
城
が
傷
み
、

市
民
が
お

ま
た
、

金
を
出
し
合
っ
て
修
理
し
た
こ
と
も
あ
リ
ま
し
た
。

暴風などで傷んだ松江城(明治25"-'27年ごろ)

こ
の
よ
、
つ
に
、

松
江
城
は
人
々
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
美
し
い
城
は
、

在
な
の
で
す
。

松
江
で
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
存

松
江
開
府
四

国
宝
指
定
へ
向
け
て
の
気
運
が
再
び
高
ま
っ
た
の
は
、

む
か

百
年
を
迎
え
る
平
成
十
九
年
ご
ろ
の
こ
と
で
し
た
。

「
今
の
松
江
の
も
と
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
堀
尾
吉
晴
公
を
た
た
え
る
た

め
に
、
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
」

「
松
江
城
の
た
め
に
、

私
た
ち
が
立
ち
上
が
ら
な
け
れ
ば

・
・。」

中

?1

奔
走

あ
ち
こ
ち
か
け
ま
わ
っ
て
、

物
事
が
う
ま
く
運
ぶ
よ
う

に
担
カ
め
る
こ
と
。
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松江城について語る鮪鵜修ーさん

へ
い
せ
い

平
成
ニ
十
一
年
八
月
、

市
民
の
集
い
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

み
う
ら
ま
さ
ゆ
き

古
い
建
物
を
研
究
し
て
い
る
三
浦
正
幸
さ
ん

の
講

*
2
ま

つ

え

ほ
リ

お

松
江
堀
尾
会
が
中
心
と
な
り
、

「
松
江
城
を

国
宝
に
し
よ
う

そ
の
中
で
、

(
広
島
大
学
教
授
)

演
会
が
あ
り
ま
し
た
。

ち
ょ
う
し
巾
う

会
場
が
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
の
聴
衆
に
お
越
し
い
た
だ
け

ひ
め
じ

松
江
城
と
姫
路
城
だ
け
で
す
。

「
私
の
講
演
で
、

た
の
は
、

そ
れ
だ
け
松
江
城
が
み
な

さ
ん
に
愛
さ
れ
て
い
る
の
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。

ぜ
ひ
と
も
国
宝
に

し
ま
し
ょ
う
。
」

愛知県丹羽郡大口町での署名活動の様子

、
々
、
一
句
、
し
巾
一
ヲ
、

+勺

松
江
堀
尾
会
会
長
の
鵠
鶏
修
一
さ
ん
は
、
国
宝
指
定
へ
向
け
て
活
動

す
る
に
当
た
っ
て
、
三
浦
さ
ん
の
言
葉
に
強
く
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
活
動
で
は
、
松
江
城
を
愛
し
て
や
ま
な
い
市
民
の
カ
を

集
結
す
る
こ
と
が
何
よ
リ
も
大
切
だ
と
感
じ
た
の
で
す
。

こ
の
集
い
を
き
っ
か
け
に
「
松
江
城
を
国
宝
に
す
る
市
民
の
会
」
が

立
ち
上
が
り
、
同
じ
思
い
を
も
っ
多
く
の
人
た
ち
の
声
を
集
め
る
た
め

に
、
署
名
活
動
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
二
十
ニ
(
ニ

O

一
O
)
年
の
正
月
、
大
雪
が
降
る
中
で
署
名
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た
。

よ

し

は

る

あ

い

ち

に

わ

お

お

ぐ

ち

ま
た
、
堀
尾
吉
晴
生
誕
の
地
と
し
て
知
ら
れ
る
愛
知
県
丹
羽
郡
大
口

L
せ
き
け
ん
し
よ
う

町
の
堀
尾
史
蹟
顕
彰
会
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
松
江
市
と
交
流
を
続
け

て
い
て
、
こ
の
署
名
活
動
に
賛
同
し
、
た
く
さ
ん
の
署
名
を
集
め
ま
し

た
。
そ
う
し
た
協
力
も
あ
り
、
お
よ
そ
十
か
月
間
の
活
動
で
、
十
二
万

*
2

松
江
堀
尾
会

松
江
城
の
城
、
主
で
あ
っ
た

堀
尾
吉
晴
ら
堀
尾
家
三
代

の
功
績
を
た
た
え
る
会
。
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発見された祈祷札

八
千
四
十
四
筆
も
の
署
名
が
集
ま
り
ま
し
た
。
集
ま
っ
た
署
名
は
、

年
十
月
、
文
化
庁
長
官
に
届
け
ら
れ
、
「
市
民
の
熱
意
は
わ
か
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
国
宝
に
す
る
た
め
に
は
新
た
な
知
見
が
必
要
で
す
。
今
後
は

調
査
研
究
を
進
め
て
く
だ
さ
い
。
」
と
い
う
、
長
官
の
言
葉
が
伝
え
ら 同

れ
ま
し
た
。

に

し

か

ず

お

か

な

が

わ

め

い

よ

西
和
夫
さ
ん
(
神
奈
川
大
学
名
誉
教
授
)
を
中
心
と
し
て
、

松
江
城
の
学
術
的
な
調
査
も
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
規
模

な
木
造
建
築
を
可
能
に
す
る
た
め
の
柱
の
工
夫
な
ど
、
松
江
城
に
特
有

ゆ

く

え

な
建
築
構
造
と
そ
の
価
値
が
明
ら
か
に
な
リ
ま
し
た
。
ま
た
、
行
方
が

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
祈
祷
札
の
発
見
に
よ
り
、
慶
長
十
六
(
一
六

一
一
)
年
に
松
江
城
の
天
守
が
完
成
し
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
、
国
宝

指
定
へ
の
道
が
一
気
に
聞
か
れ
ま
し
た
。

松
江
城
天
守
の
国
宝
指
定
は
、
こ
う
し
た
長
期
に
わ
た
る
多
く
の
人

の
情
熱
と
努
力
に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
で
す
。

そ
し
て
、

松江城国宝指定の知らせを受けて喜ぶ人たち

国
宝
指
定
の
知
ら
せ
を
受
け
、
鵜
鶏
さ
ん
は
、

「
国
宝
に
な
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
浮
か
れ
て
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
本

当
に
大
切
な
の
は
、

こ
れ
か
ら
な
ん
で
す
。
」

と
語
り
ま
し
た
。
松
江
城
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
も
、
市
民
み
ん
な
で

考
え
て
い
く
の
で
す
。

*
3

知
見

調
査
研
究
な
ど
か
ら
得
た

知
識
。

*
4

祈
祷
札

建
物
を
新
築
す
る
際
、
災

い
な
ど
を
払
う
た
め
に
祈

祷
し
た
し
る
し
の
札
。
屋

根
を
支
え
る
骨
組
み
な
ど
、

建
物
内
部
に
取
り
付
け
た
。
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松江城をはじめ、江戸時代以前に建てられて現存する天守は、日本に12のみである。松江城の天守の中

に入ると、築城された当時と変わらない様子に触れることができる。

①他の城には見られない、特殊な階段。防火防腐

のために桐でつくられている。

②三階の様子。二階分を貫く通し柱は、松江城の

特色である。

③壁に、狭間と呼ばれる小窓が見られる。附櫓!か
てっIfう

④天守に井戸がつくられているのも松江城の特色
ゆいいつ ろう じよ う

ら侵入 してきた敵を、天守の中から鉄砲や弓矢 で、現存天守の中では唯一。地階は、 能城に備

で撃つことができた。

堀尾期松江城下町絵図

(島根大学附属図書館所蔵)

ほりお

えた生活物資の貯蔵倉庫だ、った。Oの場所に、

祈祷札が打ちつけられていた。

「堀尾期松江城下町絵図」は、堀尾氏によって17世紀初めに造られた

城下町松江の様子を描いたものO これを現在の松江市と比べると、驚く

ことに、松江城を中心とした街の区画や街路、堀川の配置などが、当時

とほとんど変わっていないことがわかる。
かさがたろ てい

このように、松江の街は400年前の姿をよく残していて、鈎型路、丁
じろ すじかいばし せし叱れ てらまち

字路、筋違橋、勢i留、寺町など城下町特有の街並みを、私たちは今でも

見ることができる。
にしかずお

松江城天守の調査・研究に取り組まれた西和夫さんは、「城下町があ

っての松江城なのです。お城だけなく、城下町の歴史的な景観をこれか

らも大切に守っていかなければなりません。」と言われている。

未来の松江に遺す歴史的な景観とはどのようなものだろうか。松江の

街を歩いて探してみよう 。 (松江城国宝化推進室)
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塑 8
け

ご
う
が
わ
だ
い
こ

江
川
太
鼓

復
興
か
ら
今
ヘ
、

そ
し
て
未
来
ヘ

江川太鼓について
こうすい カぃめつ だ げさ

大洪水により、川本111]が壊滅的大打撃を受ける。昭和47(1972)年

江川太鼓結成。

第1回広島フラワーフェスティパルに参加。

第4回全国芸能太鼓祭(郵11路市)に中国地区代表として出演。

かんよ<It~ ‘Lよれ，(どう ていけい

「島根県韓国慶尚北道姉妹提携 l周年記念J韓国慶尚北道公演。

昭和48(1973)年

昭和53(1978)年

川本町
へいせい

平成 2(1990)年

パリ日本文化祭にて島根県代表としてユネスコ本部にて公演。(1993)年平成 5

ドイツ・フランス公演。

アセム首脳会議に係る伝統芸能交流会出演(デンマーク)。

デンマーク公演実施 (高校生8名参加)。
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平成10(1998)年

平成17(2005)年

平成14(2002)年



:ノ

ド
ド
ン
コ

ン

ド
ド
ン
コ

ン

に

trt
ン
コ

ド
ン
ド
ン

太ド
鼓ン
舟点

ド
ド
ン
コ

太

鼓

を

た

た

く

若

者

た

ち

を

乗

せ

た

が

町

中

を

練

り

歩

く

と

、

ひ

び

ゅ

う

そ

う

体
の
中
ま
で
響
く
勇
壮
な
音
で
、
あ
た
り
は
一
気
に
盛
り
上
が
り
ま
す
。
江

が

わ

し

よ

う

わ

こ

う

ず

い

川
太
鼓
は
、
昭
和
四
十
七
(
一
九
七
二
)
年
の
大
洪
水
で
町
の
大
半
が
水
の

し

ず

か

わ

も

と

中
に
沈
ん
だ
川
本
町
の
復
興
を
願
っ
て
創
ら
れ
た
郷
土
芸
能
で
、

あ
た

失
意
の
町
民
に
勇
気
を
与
え
ま
し
た
。

そ
の
力
強

太鼓船に湧き立つ町民

い
音
色
は
、

江
川
太
鼓
が
、初
め
て
鳴
り
響
い
た
夏
祭
リ
の
日
に
、

ち
カ

故
郷
の
復
興
を
詳
言
い
合
っ
た
の
で
す
。

川
本
町
の
人
々
は
、

島
根
県
の
中
央
部
を
流
れ
、
日
本
海
に
そ
そ
ぐ
江
の
川
は
、
別
名
「
中
国

太
郎
」
と
呼
ば
れ
る
中
園
地
方
で
最
長
の
大
河
で
す
。
二
の
江
の
川
が
町
の

中

わ

中

わ

や

勺

山市

中
心
を
流
れ
る
邑
智
郡
川
本
町
は
、
県
の
山
間
部
に
位
置
し
、
古
く
か
ら
水

運
に
よ
っ
て
栄
え
た
美
し
い
町
で
す
。

め

ぐ

あ

く

る

町
に
恵
み
を
も
た
ら
す
江
の
川
。
し
か
し
、
と
き
と
し
て
荒
れ
狂
い
、

ひ
が
い

人
々
の
生
活
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
川
本
町
の
人
々
は
、
幾
度
と
な
く
こ

の
川
に
苦
し
め
ら
れ
で
も
き
た
の
で
す
。

最
も
大
き
な
被
害
を
出
し
た
の
は
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
に
発
生
し
、
観
測
史
上
最
大
の
洪
水
を
記

録
し
た
集
中
豪
雨
で
す
。
こ
の
と
き
、
中
国
太
郎
は
一
瞬
の
う
ち
に
町
一
帯
を
飲
み
込
み
ま
し
た
。
あ

ま
り
に
も
大
き
な
被
害
に
、
川
本
町
は
再
起
不
能
と
ま
で
言
わ
れ
ま
し
た
。

*

水
運

水
を
利
用
し
た
旅
客
輸
送

貨
物
輸
送
。

は
ん
ら
ん

昭
和
四
十
七
年
の
江
の
川
の
氾
濫



ひ
な
ん

町
の
人
々
の
多
く
が
避
難
生
活
を
強
い
ら
れ
、
苦
し
い
日
々
が
続
き
ま
し
た
。
自
分
の
家
に
帰

と
λ

ノ

る
こ
と
が
で
き
ず
、
泥
ど
が
れ
き
に
ま
み
れ
た
町
の
姿
に
、
人
々
の
心
は
折
れ
か
け
て
い
ま
し
た
。

(
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
。
元
気
な
町
を
、
も
う
一
度
取
り
戻
さ
な
く
て
は
:
:
:
。
)

た
め
息
ば
か
り
が
聞
こ
え
る
沈
ん
だ
町
の
中
で
、
力
強
く
立
ち
上
が
っ
た
若
者
た
ち
が
い
ま
し

た

た

ら

み

さ

お

た
。
多
々
良
操
さ
ん
も
そ
の
一
人
で
し
た
。

な
や

多
々
良
さ
ん
は
、
町
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
、
何
を
す
る
べ
き
な
の
か
と
悩
み
続
け
て
い

ま
し
た
。
失
望
し
、
疲
れ
果
て
て
い
る
人
た
ち
を
勇
気
づ
け
た
い
。
す
べ
て
を
失
っ
た
こ
の
町
に

え

が

お

笑
顔
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
・

だ
れ

今
す
ぐ
に
で
き
る
こ
と
、
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
、
み
ん
な
が
元
気

に
な
る
こ
と
:
;
。
悩
み
に
悩
む
多
々
良
さ
ん
に
、
あ
る
ア
イ
デ
ア
が
浮
か
び
ま

し
た
。

復
旧
に
立
ち
上
が
る
被
災
町
民

「
音
楽
。
太
鼓
。
そ
う
だ
。
」

(
太
鼓
で
み
ん
な
を
元
気
に
し
た
い
。
)

そ
う
考
え
た
多
々
良
さ
ん
は
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
町
の
人
た
ち
に
伝
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
連
日
、

復
旧
作
業
に
追
わ
れ
て
い
る
町
の
人
た
ち
は
、

「
こ
ん
な
と
き
に
、
何
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
。
」

「
今
は
、
復
興
が
最
優
先
だ
。
」

と
言
う
ば
か
リ
で
、
な
か
な
か
理
解
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
き
句

(
こ
こ
で
諦
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
)

結成当時の江川太鼓



何
度
も
何
度
も
、
多
々
良
さ
ん
は
自
分
の
思
い
を
た
く
さ
ん
の
人
に
伝
え
続
け
ま
し
た
。

熱
い
思
い
に
心
を
動
か
さ
れ
た
人
た
ち
か
ら
少
し
ず
つ
賛
同
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
同
じ
思
い
を
も
っ
人
が
集
ま

す

い

そ

う

が

く

こ

も

ん

た

け

う

ち

ゆ

き

お

リ
始
め
ま
し
た
。
当
時
、
高
校
の
先
生
で
、
吹
奏
楽
部
の
顧
問
を
し
て
い
た
竹
内
幸
夫
さ
ん
の
協
力
を
得
ら

そ
し
て
、

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

や
が
て
、

多
々
良
さ
ん
の

た

け

う

ち

ご

、

つ

が

わ

だ

い

こ

多
々
良
さ
ん
た
ち
の
思
い
に
応
え
よ
う
と
、
竹
内
さ
ん
は
、
江
川
太
鼓
の
代
表
曲
「
中
国
太
郎
」
を
は
じ
め
と
す
る

多

く

の

曲

を

作

り

ま

し

た

。

ま

た

、

さ

ら

に

人

々

を

元

気

守つ
け
る
方
法
に
つ
い
て
も
考
え
ま
し
た
。

そ
の
か
た
わ
ら
、

「
太
鼓
と
い
っ
た
ら
お
祭
り
だ
。
」

、hr
ね

「
舟
を
作
っ
て
タ
イ
ヤ
に
乗
せ
、
そ
の
舟
を
ひ
い
て
町
中
を
練
り
歩
く
。
舟

い

せ

い

く

の
上
で
は
威
勢
の
い
い
太
鼓
の
演
奏
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
そ
ん
な

『太

鼓
舟
』
を
作
ろ
う
。」

i
る

想
像
し
た
だ
け
で
心
が
震
え
る
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
ア
イ
デ
ア
で
す
が
、

多
々
良
さ
ん
た
ち
は
、

(
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
:
:
:
。
)

と
、
不
安
に
な
リ
ま
し
た
。
し
か
し
、

(
今
は
と
に
か
く
、
や
る
し
か
な
い
。
)

と
自
分
た
ち
に
言
い
聞
か
せ
て
、
準
備
に
取
り
か
か
り
ま
し
た
。

太
鼓
の
練
習
も
舟
づ
く
り
も
、
何
か
ら
何
ま
で
自
分
た
ち
で
や
ら
な
け
れ

か
ん
じ
ん

ば
な
ら
ず
、
苦
労
の
連
続
で
し
た
。
肝
心
の
太
鼓
が
そ
ろ
わ
な
い
と
き
は
、

代
わ
リ
に
段
ボ
ー
ル
を
た
た
い
て
練
習
を
続
け
ま
し
た
。

ひ
び

(
太
鼓
の
音
を
響
か
せ
た
い
。
町
の
人
た
ち
を
元
気
に
し
た
い
。
)
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海外交流の様子

く
じ
け
そ
う
な
と
き
に
は
、

み
ん
な
で
思
い
を
確
か
め
合
い
、

心
を
奮
い
立
た
せ

±
デ

L
Jに。

や
が
て
こ
の
思
い
が
人
か
ら
人
へ
と
伝
わ
り
、
町
の
人
の
協
力
が
少
し
ず
つ
得
ら

れ
る
よ
う
に
な
リ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
「
太
鼓
舟
」
が
練
り
歩
く
夏
祭
リ
の

日
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

ふ

く

け

ん

め

い

子
ど
も
を
含
む
若
者
た
ち
が
懸
命
に
な
っ
て
太
鼓
を
た
た
く
姿
、
力
強
く
響
き
わ

た
る
音
に
、
人
々
は
心
を
打
た
れ
ま
し
た
。
町
は
、
そ
の
日
を
境
に
復
興
を
加
速
さ

せ
て
い
っ
た
の
で
す
。

か
わ
も
と

現
在
、
江
川
太
鼓
は
、
川
本
町
は
も
と
よ
り
全
国
各
地
で
公
演
し
、
海
外
で
も
交

流
活
動
を
す
る
な
ど
、
世
界
各
地
で
そ
の
名
を
広
め
て
い
ま
す
。
郷
土
芸
能
を
通
じ

た
交
流
は
、
活
力
に
満
ち
た
地
域
づ
く
り
の
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

43 

結
成
当
時
か
ら
ば
ち
を
握
リ
続
け
、

の

ま
ざ
る

へ
い
せ
い

野
賢
さ
ん
は
、
平
成
二
十
四

い
わ

現
在
は
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
て
い
る
岩

(ニ
O
一
二
)
年
の
四
十
周
年
記
念
講
演
で
次
の
よ
う

に
語
り
ま
し
た
。

「
節
目
は
通
過
点
の
一
つ
。
新
た
な
伝
統
と
し
て
後
世
に
引
き
継
い
で
い
き
た
い
。
」

江
川
太
鼓
は
こ
れ
か
ら
も
そ
の
音
を
響
か
せ
続
け
、
小
さ
な
町
か
ら
伝
統
文
化
と

町
の
元
気
を
、
広
く
世
界
に
、
未
来
に
向
け
て
発
、
信
し
て
い
き
ま
す
。
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②30周年記念公演のパンフレット

r 

暗
躍
岬
周
年
を
事
え
、
画
量
と
の
交
涜
公
潤
に
闘

は
で
圃
留
「
」
助
む
江
川
太
盟
の
メ
ン
バ
ー

q
J
 

い
き
た
い
」
と
魁
し
、
交
一禁
制
す
る
。

2
mで
、
版

印

旅
公
凶
に
向
け
て
「
仰
笠
沼
の
特
別
編
成
メ
ン
バ
ー

2

み
た
い
な
作
庄
の
波
踊
に

-7
人
が
泡
均
の
舞
台
を
陵
、
1

向
け
な
い
銅
山
崎
を
し
た
-開閉
す
る。

叫
仙

い
」
と
を
込
め
る
。

芸

品

題

。
人
掬

報

照
な
ど
の
主
加
で
、
同
料

一
般

2
5
0
0円
、

小

心

川

町
川
本
の
悠
也
ふ
る
さ
と
学
生
か
ら
荷
佼
生
ま
で
l

-

一L
U

結
成
当
初
か
ら
は
ち
を
会
飢
で
あ
る
交
的
公
秘
は
干
内
、
未
就
学
児
は
入
場

一

μノ

開
り
続
け
て
い
る
チ
l
ム

2
m
m成
。
江
川
文
践
は
不
可
。
全
席
指
宅
聞
い

一

d
，

リ
ー
ダ
ー
の
山一拍
富

さ

ん

l
部
で
代
詩

「巾
図
太
合
わ
せ
は
悶
〈
盆
、
喜

一
川
陰

(
臼
)
は

「
告
は
題

点

郎

」
を

般

需

要

E
g
5
5
(7
2
)
8
一
品
山

の
一
つ
。
新
た
な
伝
統
と
や
か
だ
が
、
時
に
激
し
く

0
ー
。

一

f
¥

し
て
撃
に
引
高
い
で
荒
れ
狂
う
大
向
高
潔
で

一

事寸巳
圭
ロ聞ιH1 

A
3
4
q
 

の演に
4

ノワ詳

、
h
ノ

念

日

寸じ

1
i

-一=n
1
i

年

月

周

5

初

年

⑤
 

あす「教室Jと地元公演
活
動
継
承
ヘ
意
欲
新
た

-
臼
7
2
(附
初
打
)
年
に
江
の
川
田
山
域
に
路

大
信
被
川
を
も
た
ら
し
た
「
打
水
山
』
か
ら
の
桜

山間
を
削
折
し
、
制
山
内
か
ら
訊
励
を
一
約
め
た
川
本
町

の
利
点
叫
国
間
必
グ
ル
ー
プ

「れ
川
太
妓
」

(
綴
脇

神
山
へお
山
)
が
制
成
山
川
年
を
迎
え
た
匂
新
潟
県

杵
路
市
を
拠
山
に
間
内
外
で一
的
制
す
る
よ
山
田
H
M
隠

山
川

「波
市
」
と
ロ
H
、
地
元
で
交
的
公
胸
す
る

の
を
慨
に
、
的
助
の
耽
棋
に
析
に
は
む
欲
を
燃
や

し
て
い
る
ョ

江
川
太
政
は
、
本
山
で
地
収
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で

火
打
離
を
受
け
た
附
を
え
削
剛
的
に
問
山
梨
し
、

m壮

気
づ
け
よ
う
と
町
民
向
志
伝
留
さ
で
閉
山
興
を
仮
郷
。

が
明
日
中
に
結
成
。
県
内
の
活
動
の
卵
白
を
間
外
ま
で

約十
A
妓
悩
礎
グ
ル
ー
プ
と
広
げ
、
ド
イ
ツ
や
デ
ン
マ

し
て
先
駆
的
な
仰
な
だ

1
ク
な
ど
で
も
公
例
。
地

が
、
情
動
当
初
は
太
伎
が
刈
の
口
校
生
と
ド
イ
ツ
の

そ
ろ
わ
ず
、
代
わ
り
に
段
帆
必
策
関
と
の
相
互
受
旅

ポ
l
ル
加
を
た
た
い
て
制
の
き
っ

か
け
に
な
る
な

刊
す
る
な
ど
打
力
を
沼
ね
ど
、
町
を
代
表
す
る
窓
慌

た
。

間
体
に
成
良
レ
た
。

すい[まつ なかまち ひなん こぷね か

①水没した仲町通り。避難する小舟が行き交った。

もりわきあっひろ へいせい

③会長の森脇淳宏さん演奏の様子(平成27年)。
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④京都の和太鼓サークルを川本町に招いて公演す

るなど、積極的に交流している。



病床の永井隆博士(中央)と二人の子どもたち

永井隆博士

永井隆博士について
，，，、じ まっぇ

l明治41(1908)年松江市に生まれる。

みとや た〈わ

|明治42(1909)年 父、医院開業のため一家で三刀屋町多久和に転居する。

大正9(1920)年 旧制松江中学校入学。高校卒業まで松江で過ごす。

H百布]3 (1928)年 長崎医科大学入学。
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ぴょうLll しっぴつ

昭和]21(1946)年 白血病悪化。病床につきながらも執筆活動を始める。

Nみ によ こ どう

l昭和23(1948)年 3月 畳2枚の小さな家「如己堂」に移り住む。

10月 へレン ・ケラ一女史来訪。

み l めいよ じゅよ

H百羽]24(1949)年 IIB和天皇から見舞いを受ける。長崎市名誉市民第 1号授与。

『いとし子よjを発行。

ぎん11-‘ ひ"しれ

昭和25(1950)年 昭和天皇より銀杯、総理大臣から表彰状授与。

UB;fl126 (1951)年 5月l日 43歳の生涯を閉じる。
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8 

会主 ー「

告と平
躍し平日

宗主
命
を
か
け
て
伝
え
た

国一

J

こ
と

と
祈包
り
続
け
て



ピ
カ
ッ
。
ド
1

ン・・・・:。

青
白
い
光
が
目
の
前
を
ふ
さ
ぎ
、

も

う

れ

っ

ぱ

く

ふ

う

猛
烈
な
爆
風
が
体
を
宙
に
昨
八

き
飛
ば
し
ま
し
た
。

し
よ
う
わ

昭
和
二
十
(
一
九
四
五
)
年
、
八
月
九
日
午
前
十
一
時
二
分
、

ば
く
だ
ん

長
崎
に
人
類
史
上
ニ
発
目
の
原
子
爆
弾
が
落
と
さ
れ
ま
し
た
。

永
井
隆
博
士
は
そ
の
と
き
、
爆
心
地
か
ら
わ
ず
か
六
百
メ

l
卜

し
ん
さ
つ

ル
し
か
離
れ
て
い
な
い
長
崎
医
科
大
学
附
属
病
院
の
診
察
室
で
、

学
生
に
教
え
る
と
き
に
使
う
レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
の
整
理
を
し

博
士
自
身
が
五
メ
ー
ト
ル
近
く
吹

て
い
ま
し
た
。

爆
風
に
よ
り
、

き
飛
ば
さ
れ
た
う
え
、

顔
や
体
に
窓
ガ
ラ
ス
の
破
片
が
刺
さ
る
な

(ど
主也じし
獄jて
だ

博
士
は
重
傷
を
負
い
、

血
だ
ら
け
に
な
リ
ま
し
た
。

地
獄
だ
:
:
・
。
)

博
士
は
す
ぐ
に
仲
間
の
医
師
や
看
護
師
の
先
頭
に
立

自
分
の
体
が
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ひ
さ
い

っ
て
、
被
災
者
の
救
出
と
手
当
て
に
没
頭
し
ま
し
た
。

みど
リ

む

す

こ

ま

こ

と

さ

い

か

や

の

当
時
、
博
士
に
は
妻
の
緑
と
息
子
の
誠
一
(
十
歳
)
、
娘
の
茅
乃

の
が逃

れ
て
祖
母
と
と
も
に
疎
開
し
て
い
た
の
で
無
事
で
し
た
が
、

な
黒
い
か
た
ま
り
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

「
体
の
弱
い
私
が
生
き
残
り
、

(
三
歳
)

が
い
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
戦
火
を

妻
は
無
残
に
焼
け
こ
げ
た
自
宅
の
台
所
近
く
で
、

元
気
だ
っ
た
妻
の
ほ
う
が
先
に
骨
に
な
っ
て
し
ま
う
と
は
。

運
命
は
わ
か
ら
な
い
も
の

だ・・
・・
・・。」

所蔵

原子爆弾のきのこ雲(撮影者:米軍)

長崎原爆資料館
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小
さ



永
井
隆
博
士
は
明
治
四
十
一
(
一
九

O
八
)
年
、
医
師
で
あ
っ
た
永
井
寛
の
長
男
と
し
て
、
島
根
県
松
江
市
に
生
ま

う

ん

な

ん

み

と

や

れ
、
多
感
な
少
年
時
代
を
、
今
の
雲
南
市
三
刀
屋
町
で
過
ご
し
ま
し
た
。
高
校
卒
業
後
、
長
崎
医
科
大
学
(
現
在
の
長

崎
大
学
医
学
部
)
へ
の
入
学
を
機
に
、
長
崎
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

実
は
原
爆
投
下
の
こ
か
月
前
、
博
士
は
「
余
命
三
年
」
と
診
断
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
博
士
は
長
年
に
わ
た
っ
て
放
射

線
医
学
の
研
究
や
、
結
核
ま
ん
廷
を
予
防
す
る
研
究
の
た
め
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
が
、
戦
時

中
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
材
が
不
足
し
て
い
て
、
放
射
線
に
よ
る
検
査
の
安
全
性
が
保
て
な
い
状
況
で
し
た
。
そ
の
た
め
、

博
士
は
大
量
の
放
射
線
を
浴
び
て
し
ま
い
、
血
液
の
が
ん
と
い
わ
れ
る
白
血
病
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
す
。

、ソ
山
救
護
所

長(

空列

522 
量察
室望
館 さ

我
が
身
の
命
さ
え
危
う
い
状
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
博
士
に

は
、
休
養
を
と
る
時
間
は
あ
リ
ま
せ
ん
で
し
た
。
妻
を
な
く
し

ひ
た

た
悲
し
み
に
浸
る
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
原
爆
投
下
か

ら
三
日
後
、
子
ど
も
た
ち
に
会
い
に
行
っ
た
あ
と
、
三
ツ
山
救

ね

お

護
所
で
、
寝
る
聞
を
惜
し
ん
で
被
ば
く
し
た
人
々
の
救
護
に
あ

た
り
ま
し
た
。
ま
た
、
焼
け
野
と
な
っ
た
長
崎
の
町
を
、
調
査
し

て
回
り
ま
し
た
。
そ
し
て
一
年
後
、
白
血
病
が
悪
化
し
た
博
士

t，
リ
ょ
っ

の
体
は
治
療
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
弱
リ
、
起
き
上
が
る

こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
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そ
れ
で
も
博
士
は
医
師
と
い
う
立
場
か
ら
、
原
子
爆
弾
の
恐

怖
や
被
害
の
様
子
を
記
録
に
残
し
、
世
界
中
に
知
ら
せ
る
た
め



ふ

と

ん

と

に
、
布
団
に
横
た
わ
り
な
が
ら
も
筆
を
執
リ
続
け
た
の
で
す
。

し
っ
ぴ
つ

晩
年
の
約
三
年
間
は
、
畳
二
枚
分
の
小
さ
な
家
へ
住
ま
い
を
移
し
て
執
筆

に
よ
こ
あ
い
じ
ん

活
動
を
続
け
ま
し
た
。
博
士
は
、
「
如
己
愛
人
」
(
自
分
と
同
じ
よ
う
に
人
も

愛
す
)
の
精
神
を
大
切
に
し
て
い
た
い
と
願
い
、
住
ま
い
を
「
如
己
堂
」
と

名
付
け
ま
し
た
。
如
己
堂
で
の
執
筆
で
得
た
お
金
の
大
部
分
は
、
学
校
や
病

げ
ん
ぱ
く

院
な
ど
に
寄
付
を
し
ま
し
た
。
原
爆
に
よ
り
焼
け
野
と
な
っ
た
長
崎
を
再
建

か

ん

き
ょ
う

し
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
で
き
る
だ
け
よ
い
環
境
を
築
き
た
い
と
考
え
て

い
た
の
で
す
。
「
う
ち
ら
の
本
箱
」
と
い
う

子
ど
も
の
た
め
の
図
書
室
は
、
家
族
や
住
む

場
所
を
失
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
心
を
豊
か
に

あ
た

し
、
夢
を
与
え
た
い
と
願
う
博
士
が
つ
く
っ

た
も
の
で
す
。
博
士
は
、
誰
で
も
自
由
に
本

を
読
み
、
勉
強
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で

し
た
。

調哩
高つお凶

J

の
本
箱

子どものために建てた「うちらの本箱」

ま
た
、
博
士
は
自
ら
、
記
し
た
「
平
和
を
」

と
い
う
書
を
約
千
枚
、
国
内
外
の
人
々
へ
送

リ
、
と
も
に
平
和
な
世
界
を
め
、
ざ
し
て
努
力

す
る
よ
う
訴
え
ま
し
た
。
そ
ん
な
博
士
の
も

み

ま

お

と

ず

と
に
、
天
皇
陛
下
を
は
じ
め
、
多
く
の
人
々
が
見
舞
い
に
訪
れ
、

界
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
リ
ま
し
た
。

A

V
F
 

t
刊
一一

2
3叶
J

対
l
r

r

'viWL

そ
の
名
や
考
え
は
世

--A1F・

長崎市永井隆記念館知己堂(外観)
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「平和を」の書



博
士
は
息
を
引
き
取
る
ま
で
の
約
五
年
間
で
十
七
冊
の
本
を
書
き
上
げ
ま
し
た
。
な
か
で
も

『長
崎

か
ね

の
鐘
』
と
い
う
作
品
は
映
画
化
さ
れ
、
世
界
中
の
人
に
感
動
を
与
え
ま
し
た
。

博
士
は
著
書
の
中
で
次
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
し
て
い
ま
す
。

「
誠
一
よ
、
カ
ヤ
ノ
よ
、
た
と
い
最
後
の
ニ
人
と
な
っ
て
も
、
ど
ん
な
の
の
し
り
や
暴
力
を
受
けひ

て
も
、
き
っ
ぱ
り
と
「
戦
争
絶
対
反
対
」
を
叫
び
続
け
、
叫
び
通
し
て
お
く
れ
!
た
と
い
卑

怯
者
と
さ
げ
す
ま
れ
、
裏
切
者
と
た
た
か
れ
で
も
、
「
戦
争
絶
対
反
対
」
の
叫
び
を
守
っ
て
お

く
れ
!
(
中
略
)
愛
で
身
を
固
め
、
愛
で
国
を
固
め
、
愛
で
人
類
が
手
を
握
っ
て
こ
そ
、
平

和
で
美
し
い
世
界
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
よ
。
」

¥
母《

(『
い
と
し
子
よ
』
サ
ン
パ
ウ
ロ

よ

抜lf
、九す
/1. ~ 、
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博
士
の
「
平
和
を
」
の
願
い
と
「
如
己
愛
人
」

の
教
え
は
、
今
も
多
く
の
人
々
に
引
き
継
が
れ
て

い
ま
す
。



ばくだん

②原子爆弾救護報告

原爆投下後の救護班の名簿。いちばん右

の隊長の欄に、「永井隆」の名前がある。

うんなん みと や た くわ

①生い立ちの家(雲南市三万屋町多久和)

豊かな自然に固まれたこの家で、博士は少年時
いあいせつ

代を過ごした。医者であった父の教え 「以愛接

人」の書が、部屋に掲げてある。

ほんやく

④いろいろな外国語に翻訳された本
iJ、んこく

博士の著書は、 英語、フランス語、韓国語、

中国語、タイ語など、多くの国々で翻訳され

て、今も読まれ続けている。

③ヘレン・ケラー来訪(上段左側)

コ重苦を克服した偉人として知られるヘレン ・

ケラーの来訪は、博士の平和への思いに勇気と力
あた

を与ーえた。

「
骨
子
一一二一一
聞い
一

-白
骨

可
hu

F
J
I 一一一

一

雲南市での取り組み

雲南市では、博士の教えを今に引き継

ぐために、 さまざまな活動を行っている。

その一環として、毎年 7月に 「永升ニ隆

平和賞」を設け、 全国の小学生から一般

の人までを対 象に、 「愛」と 「平和」に

関する作文を募集している。

また、 博士の生き方を取り上げた雲南

市創作市民演劇 iTakashiJは、 若手演

出家コンクールに出品され、東京でも上

演された。

ら

-a穐
M'L

::~匂吉野山，e活::::-::正E・1む-.民一・『

窓票窓雲iEif-~ " .. 
==-，出，I'...._;，-.; 
岡町?竺~画面司

囲つ';'10，7，31ロ叩

" á~.祭認を鴇玄室主7

~:-U"'，=ム-=e:::;'~'::'

i器官設芸
己主':.:~司法::;:::，二=二?

東京公演も果たした、博士

の人生を題材にした舞台-・E曹里置置置置置置園置置覇置置薗置置・・・圃E
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9 
ー
ゆ

る

が

た

赦
し
難
き
を
赦
す

世
界
の
平
和
を
求
め
続
け
た
画
家

昭和30(1955)年6月8日、東京の帝国ホテルにて、キリノ元大統領(右)と会

見する加納莞膏さん(左)

か
の
う
か
ん
ら
い

加
納
莞
奮

加納莞奮さんについて
の s ...;べ や i'~.ひろせ

島*良県能義郡布部村(今の安来市広瀬町布古11)に生まれる。

布音[i村の小学校教師になる。

む.、せん わた

小学校を退職して、朝鮮半島に波る。

さんt士、.
戦争の記録をfiliく従軍画家として、戦地であった中国の山西省で勤務。

|明治37(1904)年

大正13(1924)年

l昭和112(1937)年

Jltl:f[Jl3 (1938)年

終ij点により帰国。

たんがん

フィリピンにいる日 本兵の助命l嘆願活動に取り組む。

* 2とくしゃ

フィリピンのキリノ大統領が特赦声明を発表する。

11百利120(1945) 年

昭和24(1949)年

昭和28(1953)年

布音1I村長になる。Jltl:f日32(1957)年まで在職IItl:f日29(1954)年

布告[1村長として 「布音11村平和五宣言jを宣言する。Jltl和31 (1956)年

安来市
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73歳でなくなる。昭和52(1977)年



「
加
納
先
生
、
大
変
で
す
わ
!
」

か
ん
ら
い

太
平
洋
戦
争
が
終
わ
っ
て
四
年
目
の
三
月
、
画
家
で
あ
る
加
納
莞
蕃
の
も
と
に
、
か
つ
て
の
教
え
子

お

ん

だ

カ

恩
田
が
駆
け
込
ん
で
き
た
。
戦
時
中
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
起
き
た
民
間
人
百
五
十
二
名
の
虐
殺
事
件
に
お

け
る
指
導
者
と
し
て
の
責
任
を
問
わ
れ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
裁
判
を
受
け
て
い
た
元
海
軍
少
将
に
、
銃
殺

べ

や

す

ぎ

ひ

ろ

せ

刑
の
判
決
が
下
っ
た
と
い
う
の
だ
。
少
将
の
妻
は
莞
蕃
と
同
じ
布
部
村
(
現
在
の
安
来
市
広
瀬
町
布
部
)

の
出
身
で
、
か
つ
て
莞
蕃
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
戻
っ
て
き
た
ば
か
り
の
彼
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
部
下
の
行
為
は
す
べ
て
上
官
で
あ
る
私
の
責
任
で
あ
る
。
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

私
だ
け
を
罰
せ
よ
。
」

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
裁
判
で
、
彼
は
こ
う
主
張
し
た
と
い
う
。
動

ょ
う

ト

る

く

の

う

揺
し
て
震
え
る
恩
田
の
声
を
耳
に
し
な
が
ら
、
莞
奮
は
、
苦
悩
に

満
ち
た
表
情
と
と
も
に
彼
が
ゆ
っ
く
り
と
語
っ
た
言
葉
を
思
い
出

し
た
。

「
司
令
官
と
し
て
、
戦
争
で
と
も
に
戦
っ
た
若
者
た
ち
を
死
に
追

い
や
っ
た
自
分
の
罪
は
大
き
い
。
」

「
き
っ
と
死
刑
判
決
が
出
る
で
し
ょ
う
。

で
も
、
け
っ
し
て
減
刑

運
動
な
ど
は
し
な
い
で
ほ
し
い
:
:
:
。
」

莞
奮
は
そ
の
固
い
決
意
に
同
意
し
た
も
の
の
、

彼
こ
そ
は
、
新
し
い
世
を
築
く
た
め
に
失
う
こ
と
の
で
き
な
い
存

在
だ
と
思
え
て
き
た
。

だ
ん
だ
ん
と
、

(
な
ん
と
か
し
な
く
て
は
・
・
・
・
・
・
。
)

ゆ
る

*
1

赦
す

罪
や
過
失
を
と
が
め
だ
て

し
な
い
こ
と
に
す
る
。

*
2

特
赦

ヲた

有
罪
を
言
い
渡
し
た
者
に

対
し
て
、
そ
の
効
力
を
失

わ
せ
る
こ
と
。

*
3

少
将

軍
隊
の
階
級
の
一

つ。
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た
つ
お

加
納
莞
蕃
(
本
名
・
辰
夫
)
は
、
布
部
村
に
生
ま
れ
た
。
画
家
と
し
て
活
動
し
て
い
た

し

よ

う

わ

さ

い

さ

ん

せ

い

昭
和
十
三
(
一
九
三
八
)
年
、
三
十
四
歳
の
と
き
に
従
軍
画
家
と
し
て
中
国
の
山
西
省
に

わ
た渡

っ
た
。
現
地
部
隊
と
と
も
に
行
動
し
て
、
戦
争
の
記
録
を
描
く
こ
と
が
仕
事
で
あ
っ
た
。

ひ
さ
ん
ざ
ん
ぎ
や
〈

莞
蕃
は
そ
こ
で
、
戦
争
が
い
か
に
悲
惨
で
残
虐
非
道
で
、
人
を
狂
気
に
追
い
や
る
も
の
か

と
い
う
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

む
か

な
ぜ
、
殺
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
:
・
・
。
終
戦
を
迎
え
て
か
ら
の
莞
蕃

こ
れ
か
ら
平
和
な
世
の
中
を
築
い
て
い
く
一
員
と
し
て
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
自

分
の
生
き
方
を
模
索
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
今
回
の
こ

lま

と
を
聞
い
た
の
だ
っ
た
。

芝十
eι
』
，

Hvh
，山吾
-号
待
叫Z
A
1
M
ha仏
?

中
園
、
山
西
省
で
の
莞
奮

*
4

助
命
嘆
願

殺
さ
れ
る
予
定
の
命
を
助

け
る
た
め
に
願
い

出
る
こ

y
」。

*
5

嘆
願
書

事
情
を
述
べ
て
願

い
を
記

し
た
手
紙
、
書
類
。
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山
市

4

た
ん
が
ん

莞
蕃
は
約
束
を
破
リ
、
助
命
嘆
願
の
活
動
を
す
る
決
意
を
し
て
上
京
し

き

わ

た

よ

た
。
活
動
は
困
難
を
極
め
た
が
、
友
人
や
知
人
を
頼
リ
、
助
、
一
=
ロ
を
受
け
て
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
キ
リ
ノ
大
統
領
に
嘆
願
書
を
送
る
方
法
に
た
ど
リ
つ
い
た
。

そ
し
て
、
嘆
願
書
の
作
成
に
取
り
か
か
っ
た
。

活
動
を
す
る
な
か
で
、
莞
蕃
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
大
使
や
役
人
な
ど
政
府

の
関
係
者
た
ち
と
交
流
を
深
め
、
戦
争
に
つ
い
て
の
意
見
を
交
え
る
よ
う

せ

ん

リ

ょ

う

ひ

が

い

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
た
ち
が
占
領
下
で
受
け
た
被
害

や
痛
み
、
さ
ら
に
は
、
キ
リ
ノ
大
統
領
の
妻
と
三
人
の
子
ど
も
や
親
族
の

命
が
日
本
軍
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
こ
と
も
知
っ
た
。
元
海
軍
少
将
の
助
命

か
ん
ら
い

を
目
的
と
し
て
活
動
を
始
め
た
莞
蕃
だ
っ
た
が
、
行
動
す
る
う
ち
に
、
世



界
平
和
実
現
に
向
け
て
の
思
い
を
強
め
て
い
っ
た
。

た
ん
が
ん
し
ょ

何
通
も
送
っ
た
嘆
願
書
に
、
莞
奮
は
こ
の
よ
う
に
、
記
し
て
い
る
。

ざ

ん

に

ん

こ

う

い

ゆ

る

「
戦
争
の
中
で
行
わ
れ
た
残
忍
な
行
為
は
人
道
上
、
赦
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
リ
ま

『赦
し
難
き
を
赦
す

せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
私
の
願
い
は

(
ゆ
る
す
こ
と
が
難

し
い
こ
と
を
ゆ
る
す
ご

た
め
の
も
の
で
す
。
」

「
互
い
の
国
に
平
和
が
訪
れ
た
と
き
、

文
化
や
芸
術
が
発
展
し
、

良
き
世
が
来
る

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
」ざ

ん
ざや
く

う

ば

「
大
統
領
の
手
か
ら
残
虐
に
も
奪
い
取
ら
れ
た
あ
な
た
の
愛
児
の
名
に
お
い
て
、

す
べ
て
を
赦
さ
れ
た
い
。

殺
さ
れ
た
あ
な
た
の
愛
児
た
ち
こ
そ
が
次
の
世
の
平

和
を
望
ん
で
い
る
の
で
す
。
」

す
う
こ
う

き

せ

き

じ

よ

う

じ

ゅ

「
こ
の
崇
高
な
る
奇
跡
の
成
就
の
あ
か
つ
き
に
は
、

げ
ら
れ
た
姿
を
救
い
の
天
使
と
し
て
、

大
統
領
の
愛
児
が
神
に
さ
さ

画
布
の
上
に
不
朽
に
と
ど
め
た
い
覚
悟

で
あ
り
ま
す
。
」

莞
奮
は
助
命
だ
け
で
な
く
、
芸
術
家
と
い
う
立
場
で
、
国
境
を
越
え
て
文
化
や

芸
術
が
発
展
す
る
平
和
な
世
の
中
を
願
う
気
持
ち
を
も
伝
え
た
の
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
大
統
領
か
ら
は
何
の
返
事
も
来
な
い
。
家
族
は
、
莞
奮
が
嘆
願
、
活

動
を
す
る
影
響
で
生
活
が
苦
し
い
と
訴
え
た
が
、
莞
蕃
は
、
家
族
を
説
得
し
て
嘆

げ
ん
こ
う

願
書
を
送
リ
続
け
た
。
莞
蕃
が
書
い
た
原
稿
を
英
語
教
師
で
あ
る
知
人
に
英
訳
し

て
も
ら
い
、
自
分
で
清
書
し
た
も
の
を
自
分
で
印
刷
す
る
と
い
う
手
間
の
か
か
る
作
業
だ
っ
た
が
、

の
数
は
ニ
百
通
を
越
え
た
。

t 
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そ

*
6

不
朽

い
つ
ま
で
も
価
値
を
失
わ

ず
に
残
る
こ
と
。



し
よ
う

わ

昭
和
二
十
八

向
け
て
発
、
倍
さ
れ
た
。

か
れ

「
私
は
、
妻
と
三
人
の
子
ど
も
、
そ
し
て
五
人
の
親
族
を
日
本
人
に
殺
さ
れ
た
者
と
し
て
、
彼
ら
を
許

す
こ
と
が
で
き
る
と
は
よ
も
や
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
し
か
し
私
は
、
私
の
子
孫
や
国
民
が
、
恒

ぞ

う

お

っ

久
の
利
益
を
も
た
ら
す
日
本
人
に
対
す
る
、
憎
悪
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
な
い
よ
う
、

(
一
九
五
三
)
年
七
月
六
日
、

で
あ
る
。
」

キ
リ
ノ
大
統
領
の
日
本
兵
に
つ
い
て
の
声
明
が
世
界
に

こ
れ
を
行
う
の

わ

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
日
本
中
が
喜
び
に
沸
い
た
が
、

こ
う
つ
ぶ
や

、、'『』
o

t

、
-
A

，，
「
赦
さ
れ
た
人
々
は
、

晩
年
の
莞
奮
の
作
品
「
黒
社
丹
」

莞
奮
は
喜
び
を
見
せ
る
こ
と
な
く
、

な
ぜ
自
身
が
赦
さ
れ
た
か
を
わ
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
:
:
。
」

こ
の
声
明
は
、
単
に
助
か
っ
た
助
け
ら
れ

た
と
い
う
話
で
は
な
い
と
考
え
た
。
日
本
は
、
キ
リ
ノ

大
統
領
に
大
き
な
、
課
題
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
。
声
明
を

重
く
受
け
止
め
る
こ
と
が
、

莞
奮
は
、

日
本
が
真
に
平
和
を
求
め

と

て
い
く
ス
タ
ー
ト
に
な
る
、

そ
の
後
、
莞
奮
は
布
部
村
長
と
し
て
、
世
界
平
和
の

実
現
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
莞

奮
は
、
嘆
願
書
に
書
い
た
キ
リ
ノ
大
統
領
の
愛
児
の
絵

を
描
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

*
7

恒
久

あ
る
状
態
が
永
〈
変
わ
ら

な
い
こ
と
。
永
久
。
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あと たんがんしょ げんこう

①何度も書き直した跡が残る、嘆願書の原稿。

③浜田市立原井小学校の校長室に飾られている、

莞菅の作品「裏富士」。莞奮は、かつて原井小

学校の教師であった。

56 

②嘆願書は謄写版印刷(原紙に鉄筆で字を書き、

印刷インクをつけて印刷する)で作成されたた
かんらい かのう

め、莞昔の原稿の一部が、今でも加納家に残っ

ている。

④平成27年11月13日、莞菅の娘、佳世子さんが、

キリノ元大統領の孫娘ルビーさんと面会した。

ルビーさんは、「フィリピンと日本の関係は二

人の友情によって築かれました。これからは、

私たちの世代が友好関係を築いていかなければ

なりません。」と語った。



(撮影太田章彦)

今福優さんについて ， 
a 

Lょうわ みのひきみ

昭和31(1956)年 美濃郡匹見町 (今の益田市匹見町)に生まれる。

おんでこぢ

昭和55(1980)年 24歳和太鼓集団「鬼太鼓座」に入座。

昭和58(1983)年 27歳鬼太鼓座を退座。

~ 
&、

この後8年間、運送会社に勤めながら太鼓や トラックを購入

するなど、ソロ活動のための準備を行う 。

平成4(1992)年 36歳 運送会社を退社し、ソロ活動を始める。

かんこ〈

平成 5(1993)年 37歳 韓国で関かれた「第 1回国際太鼓フェステイパル」に出演。
えんせい

以降、インドネシア、キューバ、 ドミニカなどに遠征。

平成20(2008)年 52歳 「青山太鼓見|苅録J(青山劇場)に出演。

ほか、国内のイベン トに多数出演。

海外では、アメ リカ、フランス、ブラジルなどに遠征。

4
4
v

・3

よ
t
d
'
h
a
f
M主

‘.，
M
r
・-r'
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安 ド
和ゎ コ

事l
言ン
今
福
優
さ
ん

( 話白市
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い
ま
ふ
く
ゅ
う

こ
の
夏
、
僕
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
出
会
い
が
あ
っ
た
。
今
福
優
さ
ん
、
全
国
や
海
外
で
公
演
を
行
っ
て
い
る
太
鼓
打
ち
だ
。

僕
の
学
校
で
は
毎
年
、
今
一
福
さ
ん
の
指
導
に
よ
る
和
太
鼓
の
授
業
が
あ
る
。
僕
た
ち
一
年
生
に
と
っ
て
は
、
初
め
て
の

体
験
だ
っ
た
。

「
今
福
さ
ん
は
情
熱
的
な
人
で
す
。
み
な
さ
ん
、
本
気
を
出
さ
な
い
と
す
ぐ
大
声
が
飛
ん
で
き
ま
す
よ
。
」

え
ん
リ
ょ

先
生
の
言
葉
に
ド
キ
ッ
と
し
た
。
僕
の
ク
ラ
ス
は
、
み
ん
な
周
り
の
目
を
気
に
し
て
遠
慮
し
て
い
る
の
か
、
ど
こ
と

ふ

ん

い

き

な
く
冷
め
て
い
る
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
ク
ラ
ス
を
今
福
さ
ん
は
ど
う
思
う
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な

が
ら
、
授
業
が
行
わ
れ
る
体
育
館
へ
向
か
っ
た
。

め
ん
ど
う

「
ま
っ
た
く
、
暑
い
の
に
面
倒
だ
よ
な
あ
。
ま
あ
、
適
当
に
や
ろ
う
ぜ
。
」

ま

き

や

雅
也
が
話
し
か
け
て
き
た
。
彼
は
お
調
子
者
の
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
何
か

と
理
由
を
つ
け
て
は
サ
ボ
ろ
う
と
す
る
が
、
な
ぜ
か
い
つ
も
一
緒
に
い
る
。

「
あ
あ
、

そ
う
だ
な
。
」

い
つ
も
ど
お
り
調
子
を
合
わ
せ
て
答
え
な
が
ら
体
育
館
に
入
っ
た
。

「
こ
ん
に
ち
は
。
」

入
る
や
い
な
や
、

あ

い
さ

っ

た

ん

ぱ

つ

大
声
で
挨
拶
を
す
る
男
の
人
に
圧
倒
さ
れ
た
。
短
髪

に
が
っ
ち
り
し
た
体
格
、
赤
い

T
シ
ャ
ツ
と
ジ
ャ
ー
ジ
に
は
だ
し
。
全
身

こ
わ

か
ら
力
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。
怖
い
と
感
じ
た
の
は
僕
だ
け
じ
ゃ
な
い
は

き

ん

ち

£

う

お

そ

急
に
緊
張
感
と
不
安
が
襲
っ
て
き
た
。

ず
だ
。ど

こ
で
も
い
い
と
言
わ
れ
、
僕
は
雅
也
と
一
緒
に
、

に
ニ
列
目
の
端
の
太
鼓
を
選
ん
で
立
っ
た
。

目
立
た
な
い
よ
う
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「
自
分
の
全
部
を
出
し
切
っ
て
。
そ
し
て
、
何
か
を
感
じ
て
く
だ
さ
い
。
」

勢
い
の
あ
る
声
で
授
業
が
始
ま
っ
た
。

い

の

ち

う

た

教
え
て
も
ら
う
の
は
「
生
命
の
詩
」
と
い
う
演
目
だ
。
今
福
さ
ん
と
交
互
に
太
鼓
を
た
た
き
、

な
声
を
出
す
。

最
後
は
全
員
で
大
き

「
ド
ン
、

ド
ン
。
」

ド
ン
、

、初
め
て
た
た
く
太
鼓
の
音
は
意
外
に
心
地
よ
く
、
全
員
で
た
た
く
と

迫
力
が
あ
っ
た
。
今
福
さ
ん
の
指
導
に
熱
が
入
る
。
僕
は
、
太
鼓
の
お

も
し
ろ
さ
を
感
じ
始
め
て
い
た
。

う

で

の

「
も
っ
と
腕
を
伸
ば
す
ん
だ
。
」

「
体
の
中
か
ら
声
を
出
そ
う
。
」

が
ん
ば

僕
が
「
よ
し
、
頑
張
る
ぞ
。
」
と
腕
を
伸
ば
し
た
と
き
、
ち
ょ
う
ど

雅
也
と
目
が
合
っ
た
。
そ
の
日
は
、
(
お
前
、
何
熱
く
な
っ
て
ん
の
。
)

と
で
も
言
い
た
げ
だ
っ
た
。
僕
は
、
腕
を
そ
っ
と
下
げ
た
。

や
が
て
、
全
体
で
失
敗
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
掛
け
声
も
小
さ
く

と
つ
ぜ
ん

な
っ
て
い
っ
た
。
す
る
と
突
然
、
演
奏
が
止
ま
っ
た
。

J

ど
う
し
て
本
気
で
や
ら
な
い
ん
だ
。
」
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「
み
ん
な
、

つ
い
に
今
福
さ
ん
が
ど
な
っ
た
。

そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
気
持
ち

の
問
題
な
ん
だ
。
も
っ
と
心
を
合
わ
せ
よ
う
よ
。
自
分
の
全
部
を
出

「
う
ま
く
た
た
き
な
さ
い
と
か
、

し
切
ろ
う
よ
。
」



ぼ

く

い

ま

ト

〈

僕
は
今
福
さ
ん
に
応
え
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
、

周
り
が
、

ま

さ

や

特
に
雅
也
が
気
に
な
っ
て
、

ど
う
し
て
も
自
分
を
出
す

た
め
息
ば
か
リ
つ
い
て
い
た
。

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

家
に
帰
っ
て
も
何
か
す
っ
き
り
と
せ
ず
に
、

二
回
目
の
授
業
が
始
ま
っ
た
。
僕
は
今
一
福
さ
ん
の
顔
を
見
る
こ
と
が

で
き
ず
、
暑
い
と
か
だ
る
い
と
か
、
一
=
ロ
う
雅
也
の
文
句
を
適
当
に
聞
い
て
い
た
。

そ
ん
な
様
子
を
見
て
、
今
福
さ
ん
が
言
っ
た
。

お

れ

た

い

「
み
ん
な
集
ま
っ
て
く
れ
な
い
か
。
今
日
は
は
じ
め
に
俺
の
太
鼓
を
聞
い
て
ほ

翌
日
、

し
い
ん
だ
。
」

す
わ

今
福
さ
ん
は
僕
た
ち
を
座
ら
せ
、
静
か
に
語
リ
始
め
た
。

「
昔
、
俺
は
農
場
で
働
き
、
鶏
や
豚
の
世
話
を
し
て
い
た
ん
だ
。
立
派
に
育
っ

か
れ

た
喜
び
は
、
同
時
に
つ

ら

い
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
俺
た
ち
は
、
彼
ら
の
命
を

い
た
だ
い
て
生
き
て
い
る
。
彼
ら
の
命
つ
て
な
ん
な
ん
だ
ろ
う
:
:
:
、
何
度

『自
分
は
生
か
さ
れ
て
い
る
ん
だ
』

も
考
え
た
。
そ
れ
で
気
づ
い
た
ん
だ
、

と。」
今
一
福
さ
ん
は
、
力
強
く
続
け
た
。

「
そ
れ
か
ら
太
鼓
に
出
合
っ
て
、
太
鼓
で
何
を
伝
え
る
か
を
考
え
た
と
き
、

ず
思
っ
た
の
が

『生
き
る
』
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
俺
は
太
鼓
で
生
き
る
意

い

の

ち

、

っ

た

味
を
伝
え
た
い
。
こ
の
思
い
か
ら
生
ま
れ
た
の
が

『生
命
の
詩
』
な
ん
だ
よ
。

け
ん
め
い

一
生
懸
命
生
き
な
き
ゃ
だ
め
だ
と
知
っ
た
。
だ
か
ら
、

生
き
て
い
く
以
上
、

君
た
ち
に
も
こ
う
し
て
伝
え
た
い
ん
だ
。
」

ま

60 



は
ち
ま

そ
う
言
、
っ
と
、
今
一
福
さ
ん
は
上
半
身
、
裸
に
な
っ
て
、
ぎ
ゅ
っ
と
鉢
巻
き

を
締
め
た
。
そ
し
て
、
じ
っ
と
集
中
す
る
と
、
一
人
で
太
鼓
を
打
ち
始

め
た
。

ド
コ
ー
ン
。
」

今
福
さ
ん
の
魂
が
、
太
鼓
に
ぶ
つ
か
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
音
が
、

ひ
び

力
強
く
、
重
た
く
、
ズ
シ
ン
と
お
な
か
に
響
い
て
く
る
。
こ
の
音
は
、

の
+
勺

生
命
の
音
。
こ
の
音
は
、
今
福
さ
ん
の
生
き
方
そ
の
も
の
。
歌
詞
は
な

い
け
れ
ど
、
今
一
福
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
僕
は
自
分

む

し

ょ
う

が
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
無
性
に
太
鼓
が
た
た
き
た
く
な
っ

「
ド
コ
ー
ン

f二
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練
習
が
始
ま
る
と
、
僕
は
一
列
目
の
真
ん
中
に
立
っ
た
。
、
ぎ
ゅ
っ
と

かしつ

ば
ち
を
握
リ
、
目
を
閉
じ
て
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
。
「
自
分
の
殻
を

と
。
昨
日
の
自
分
と
今
日
の
自
分
が
戦
っ
て
い
る
。

破
れ
。
」

や
ろ
う
。
」

今
福
さ
ん
の
掛
け
声
と
と
も
に
、

力
い
っ
ぱ
い
振
り
下
ろ
し
た
。

「
さ
あ
、

‘

?

で

の

目
を
開
け
て
、
腕
を
高
く
伸
ば
し
、

「
ド
ォ

l
ン。」

つ

ぬ

ち

が

そ
の
音
は
、
足
先
か
ら
体
中
を
突
き
抜
け
、
昨
日
と
は
ま
っ
た
く
違

っ
て
聞
こ
え
た
。



①太鼓打ち 今福優

おんでこぎ

③ 「鬼太鼓座」時代、 雪の中での練習の様子

(左端が今福さん)

いわみかぐり

⑤石見神楽とともに

62 

②長崎県の農場で働く (21歳頃)

④大太鼓をたたく

⑥益田市立安田小学校で、の公演の様子

(撮影 MASUDA KOHBOH lnc.) 
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11 

ネ
ッ
ト
将
棋

「
う
む
む
、
こ
れ
は
厳
し
い
な
あ
。
」

ぼ

く

と

し

か

ず

し

ょ

う

ぎ

た

く

や

僕
と
敏
和
と
の
将
棋
を
横
で
見
て
い
る
拓
也
が
つ
ぶ
や
く
。

〈
わ
か
っ
て
い
る
よ
。

4
1
と
う
リ
ょう

早
く
投
了
し
ろ
っ
て
こ
と
か
。

そ
ん
な
こ

僕
の
負
け
だ
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
。

と
が
簡
単
に
で
き
る
か
。
〉

春
休
み
が
明
け
て
、
久
し
ぶ
り
の
学
校
だ
。
金
曜
日
の
昼
休
み
、
多
目
的
室
で
の
将
棋
タ
イ
ム
は
楽

、
7
で
ま
え

し
み
の
一
つ
で
、
腕
前
は
僕
よ
り
は
下
だ
と
思
っ
て
い
た
敏
和
と
、
一
戦
交
え
て
い
た
。
簡
単
に
勝
て

あ
っ
と
う

る
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
僕
の
知
っ
て
い
る
敏
和
で
は
な
い
。
四
十
手
ほ
ど
の
指
し
手
で
、
圧
倒
的
に

僕
は
不
利
な
状
況
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

〈
敏
和
の
や
つ
、

い
つ
の
間
に
強
く
な
っ
た
ん
だ
。
こ
ん
な
恥
ず
か
し
い
負
け
方
が
で
き
る
も
の
か
。

お
そ

指
し
手
を
遅
く
し
て
時
間
切
れ
で
逃
げ
よ
う
。
〉

こ
う
な
れ
ば
、

対
局
時
計
を
使
つ
て
の
対
戦
で
は
な
い
の
で
、
一
手
一
手
に
考
え
込
ん
で
い
る
ふ
リ
を
し
て
、

か

せ

か

ず

お

た

い

く

つ

的
に
時
間
稼
、
ぎ
を
し
た
。
見
て
い
る
和
夫
た
ち
は
退
屈
し
た
の
か
、

別
の
組
の
観
戦
に
回
っ
た
。

や
っ
と
尽
一
休
み
終
了
の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
た
。

僕
は
い
か
に
も
残
念
そ
う
に
言
っ
た
。

教敏い
室和い
へ はと
の嫌いこ
廊?そ ろ
下かうな
を なの
歩顔に
きも
なせ
がず
ら

時
間
切
れ
だ
な
。
と
り
あ
え
ず
引
き
分
け
と
い
う
こ
と
に
し
と
く
か
。
」

手
早
く
駒
を
片
付
け
る
の
が
、
か
え
っ
て
し
ゃ
く
に
さ
わ
る
。

拓
也
が
敏
和
に
話
し
掛
け
た
。

「
敏
和
、

ど
う
し
た
。
ち
ょ
っ
と
の
聞
に
強
く
な
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。
」

徹三
}怠?、

中

?
l
投
了

不
利
な
方
が
負
け
を
認
め
、

指
さ
ず
に
た
だ
ち
に
勝
負

が
終
わ
る
こ
と
。

63 

*
2
対
局
時
計

対
戦
を
行
う
際
に
競
技
者

の
持
ち
時
間
や
制
限
時
間

な
ど
を
表
示
し
て
時
間
管

理
を
行
う
た
め
の
時
計
。



す
る
と
、
敏
和
は
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。

ネ

3
じよう
せ
き

「
実
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
将
棋
を
始
め
た
ん
だ
。
そ
こ
で
、
定
跡
の
勉
強
を
し
た
り
、

対
局
を
申
し
込
ん
で
実
戦
し
た
り
し
て
。
ま
だ
ま
だ
だ
け
ど
、
少
し
は
強
く
な
っ

た
か
も
。
時
聞
が
あ
っ
た
ら
、
や
っ
て
み
て
。
い
ろ
ん
な
道
場
が
あ
る
か
ら
。
」

〈
敏
和
の
や
っ
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
か
。
〉

た
め

聞
き
耳
を
立
て
て
い
た
僕
は
、
さ
っ
そ
く
試
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

帰
宅
し
て
、
飛
び
つ
く
よ
う
に
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
た
。
幾
つ
か
の
サ
イ
卜
に
当
た
っ
て
み
て
、

れ
な
ら
ま
あ
勝
て
そ
う
だ
と
思
っ
た
中
学
生
に
対
戦
を
申
し
込
ん
だ
。
「
持
ち
時
間
二
十
分
、
切
れ
た

ら
一
手
三
十
秒
」
の
条
件
で
応
じ
て
く
れ
た
。

じ
ん
け
い

か
い
め
っ

と
こ
ろ
が
、
勝
て
る
ど
こ
ろ
か
、
あ
っ
と
い
う
聞
に
僕
の
陣
形
は
壊
滅
的
な
状
態
に
な
っ
た
。
こ
れ

て
か
ず

が
同
じ
中
学
生
の
実
力
な
の
か
と
、
情
け
な
く
な
っ
て
き
た
。
王
将
が
詰
む
ま
で
に
は
ま
だ
手
数
は
か

そ
う
し
つ

む

だ

か
る
と
思
わ
れ
た
が
、
僕
は
完
全
に
戦
意
を
喪
失
し
て
、
こ
れ
以
上
や
っ
て
も
無
駄
だ
、
と
感
じ
た
。

ば

ん

め

ん

だ

ま

ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
盤
面
を
見
て
い
る
の
も
嫌
に
な
り
、
僕
は
黙
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
画
面
を
閉
じ
た
。

〈
ど
う
せ
顔
が
見
え
る
わ
け
で
も
な
し
、
本
名
を
名
乗
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
し
、
相
手
だ
っ
て
本
当

あ
や

に
中
学
生
か
ど
う
か
怪
し
い
も
の
だ
。
み
ん
な
こ
ん
な
も
の
だ
ろ
。
真
面
目
に
や
っ
て
い
ら
れ
る
か
。
〉

し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
何
と
か
勝
ち
た
く
て
、
土
曜
日
と
日
曜
日
は
ネ
ッ
ト
上
の
対
戦
を
あ
ち

こ
ち
見
物
し
、
弱
そ
う
な
相
手
に
見
当
を
つ
け
て
勝
負
を
申
し
込
ん
だ
り
し
た
。
そ
う
い
う
時
は
、
勝

つ
に
は
勝
つ
が
面
白
く
な
い
。
技
量
が
上
の
相
手
に
は
、
や
は
り
勝
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
面
白
く
な
い
。

い
き
な
り
ロ
グ
ア
ウ
ト
し
て
や
る
。

ど
っ
ち
に
し
て
も
、

*
3

定
跡

昔
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
て

最
善
と
さ
れ
る
、
決
ま
っ

た
指
し
方
。

ー
、ー



と

し

か

ず

し

よ

う

ぎ

〈
敏
和
は
ネ
ッ
ト
将
棋
で
強
く
な
っ
た
と
言
っ
て
い
た
け
ど
、
本
当
だ
ろ
う
か
・
。
〉

ほ

く

と

な

リ

あ

き

週
明
け
の
月
曜
日
、
僕
の
隣
の
席
で
、
明
子
の
元
気
が
な
い
。
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
、

か
ら
出
て
い
る
。
思
わ
ず
声
を
掛
け
た
。

「
明
子
、
ど
う
し
た
。
相
当
へ
こ
ん
で
い
る
な
。
」

す
る
と
、
後
ろ
の
席
か
ら
智
子
が
、
一
=
ロ
っ
た
。

「
無
理
な
い
よ
、
昨
日
、

七
回
裏
、

と

7 
沈午
ん
だ
ヴセ

安し

が
体
中

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
の
地
区
大
会
で
ヒ
ロ
イ
ン
に
な
り
そ
こ
ね
た
も
の
。
一
点
差
で
負
け
て
い
る

る
い

ツ
ー
ア
ウ
ト
で
ラ
ン
ナ
ー
ニ
・
三
塁
、
一
打
、
逆
転
サ
ヨ
ナ
ラ
の
大
チ
ャ
ン
ス
。
こ
こ
で
打
た
な
く
て
ど

み

の

が

さ

ん

し

ん

と
こ
ろ
が
、
何
と
も
情
け
な
い
見
逃
し
の
三
振
、
ゲ
ー
ム
セ
ッ
ト
。
こ
れ
で
へ
こ
ま
ず
に
い
ら
れ
ま
す
か

ヒ
ロ
イ
ン
じ
ゃ
な
く
て
も
、
せ
め
て
デ
ッ
ド
ボ
ー
ル
で
塁
に
出
た
か
っ
た
よ
。
最
後
の
バ
ッ
タ
ー
に
は
な
リ

た
く
な
い
も
ん
。

『私
の
せ
い
で
負
け
ま
し
た
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
』
な
ん
て
絶
対
に
嫌
だ
か
ら
・
・
。
」

つ
ぶ
や
い
た
。

う
す
る
。

っ
て
。

65 

僕
は
内
心
、

〈
そ
れ
は
、
そ
う
だ
。
そ
ん
な
気
分
の
悪
い
こ
と
、
言
え
る
か
。
〉

か

ん

と

く

あ

い

さ

つ

「
な
の
に
、
監
督
は
終
わ
り
の
挨
拶
で
、

『明
子
は
二
重
に
い
い
体
験
を
し
た
な
。
ラ
ス
ト
バ
ッ
タ
ー
の
経
験
に
加
え
、

く

や

ま

ぎ

悔
し
さ
紛
れ
に
、
心
を
忘
れ
た
挨
拶
し
か
で
き
な
か
っ
た
自
分
と
い
う
も
の
を
知
っ
た
こ
と
だ
。
目
の
前
の
相
手
に

お
礼
を
言
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
よ
う
で
は
、
決
し
て
強
く
は
な
れ
な
い
ぞ
。
』
だ
っ
て
。
訳
が
わ
か
ら
な
い
ね
。
」

か
ん
は
つ

間
髪
入
れ
ず
に
、

「
私
、
今
な
ら
わ
か
る
気
が
す
る
・
:
。
」

と
、
明
子
が
言
っ
た
。

そ
こ
へ
、
敏
和
も
話
に
入
っ
て
き
た
。



だ
れ

「
僕
の
好
き
な
将
棋
で
は
、
誰
も
が
い
つ
も
最
後
の
バ
ッ
タ
ー
だ
よ
。
誰
も
代
わ
っ
て
く
れ
な
い
し
、

っ
て
、
自
分
で
言
わ
な
い
と
対
局
が
終
わ
ら
な
い
。
」

そ
れ
に

『負
け

智ま
子し
がた
驚しこ

た
ょ
っ

7 

「
そ
れ
っ
て
、

き
つ
い
で
し
ょ
。
」

『お
願
い
し
ま
す
。
』

『負
け
ま
し
た
。
』

そ
し
て
、
終
わ
リ
に
は

と
挨
拶
す
る
ん
だ
け
ど
、
こ
う
い
う
の
は
、
回
取
、
初
、
実
感
が
な
か
っ
た
な
あ
。
で
も
、

た
め

相
手
と
ど
う
向
き
合
う
か
で
、
自
分
が
試
さ
れ
て
る
気
が
し
て
き
で
、
き
ち
ん
と
挨
拶
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
。
」

さ
し
っ
た
ず

静
か
に
聞
き
入
っ
て
い
る
明
子
を
よ
そ
に
、
智
子
は
更
に
尋
ね
た
。

「
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

見
え
な
い
相
手
に

で
始
ま
っ
て
、
勝
負
が
つ

「
き
っ
か
っ
た
よ
。
特
に
ネ
ッ
ト
将
棋
な
ん
か
、

い
た
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
、
自
ら

って、一吾、
7
。

『あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
』

目
に
見
え
な
い

「負
け
ま
し
た
。
』

っ
て
言
う
の
じ

ゃ
な
い
と
思
う
。

で
つ
し
巾
あ
く
し
ゆ

っ
て
言
う
こ
と
で
、
対
局
後
の
感
想
戦
で
検
討
さ
れ
る
好
手
や
悪
手
が
ス
ー
ツ
と
頭
に
入
っ
て
き
て
、

の

心
に
す
み
つ
く
。
そ
れ
で
、
カ
い
が
伸
び
て
い
く
の
だ
と
思
う
。
、
初
め
て
の
人
と
も
仲
良
く
な
れ
る
し

ね
。
だ
か
ら
、
最
後
は

『あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
』

っ
て
、
本
気
で
言
え
る
ん
だ
。
」

智
子
は
、
敏
和
と
明
子
を
交
互
に
見
て
い
る
。
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
、
明
子
が
言
っ
た
。

「
ま
あ
私
も
、
試
合
の
前
と
後
で
、

『お
願
い
し
ま
す
。
』
『
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
』
は
言
っ
て

い
る
け
ど
、
そ
こ
ま
で
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
な
あ
。
敏
和
く
ん
っ
て
大
人
な
ん
だ
;

，A
ゲ

そ
、
っ

強
く
な
る
訳
じ

ゃ
あ
な
い
で
し
ょ
。
」

「
強
く
な
る
た
め
に
、

心
か
、
l
り

『負
け
ま
し
た
。
』

『負
け
ま
し
た
。
」
と
言
え
る
試
合
を
す
れ
ば
い
い
ん
だ
。
」

「
ほ
お

l
。
明
子
、

深
い
こ
と
言
う
な
あ
。

そ
れ
と
も
、
負
け
た
言
い
訳
か
い
。
」

僕
は
笑
え
な
か
っ
た
。

敏
和
の
ツ
ッ
コ
ミ
に
明
子
と
智
子
は
笑
っ
た
が
、
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言
葉
の
向
こ
う
に

夜
中
に
、
は
っ
と
目
が
覚
め
た
。
す
ぐ
に
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
出
し
て
リ
ビ
ン
グ
へ
降
リ
、

か
た
す
み

電
源
を
つ
け
る
。
画
面
の
光
が
部
屋
の
片
隅
に
ま
ぶ
し
く
広
が
っ
た
。

パ
ソ
コ
ン
の

私
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
る
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
の
フ
ァ
ン
。
特
に
エ
ー
ス
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
の

A
選
手
が

い
ま
ち
」

λ
J

大
好
き
。
ち
ょ
う
ど
今
頃
、
向
こ
う
で
や
っ
て
い
る
決
勝
の
試
合
が
終
わ
っ
た
は
ず
。
ド
キ
ド
キ
し
な
が

ら
試
合
結
果
が
わ
か
る
サ
イ
ト
を
ク
リ
ッ
ク
し
た
。
ゃ
っ
た
、
勝
っ
た
。

A
選
手
、
ゴ
ー
ル
決
め
て
る
。

思
わ
ず
声
が
出
て
し
ま
っ
た
。
大
声
出
し
た
ら
家
族
が
起
き
ち
ゃ
う
。
そ
っ
と
一
人
で
ガ
ッ
ツ
ポ
ー
ズ
。

み
ん
な
も
う
知
っ
て
る
か
な
。
い
つ
も
の
よ
う
に
日
本
の
フ
ァ
ン
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
た
。
画
面
に

は
、
「
お
め
で
と
う
」
の
文
字
が
あ
ふ
れ
で
る
。
み
ん
な
喜
ん
で
る
。
う
れ
し
く
て
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な

っ
た
。
私
も
す
ぐ
に
「
お
め
で
と
う
」
と
書
き
込
ん
で
続
け
た
。

〈A
選
手
ゃ
っ
た
ね
。
ず
っ
と
不
調
で
心
配
だ
っ
た
よ
。
シ
ュ

l
卜
シ
ー
ン
が
見
た
い
。
〉

だ
れ

す
る
と
、
す
ぐ
に
誰
か
が
返
事
を
く
れ
た
。

々
、
っ
、
え
い

〈
そ
れ
な
ら
、
観
客
席
で
撮
影
し
て
く
れ
た
人
の
が
見
ら
れ
る
よ
。
ほ
ら
、
こ
こ
に
。
〉

ほ
ん
や
く

〈A
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
来
て
る
。
翻
訳
も
付
け
て
く
れ
て
る
。
感
動
す
る
よ
。
〉

画
面
が
言
葉
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
く
。
私
は
夢
中
で
教
え
て
く
れ
た
サ
イ
ト
を
次
々
に
見
に
行
っ
た
。

学
校
で
も
サ
ッ
カ
ー
の
話
を
す
る
け
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
サ
ッ
カ
ー
の
フ
ァ
ン
は
男
子
が
多
い
。
私
が
A
選
手
を
か
っ

さ

ぴ

ち

が

っ
て
言
っ
て
も
女
子
同
士
で
は
あ
ん
ま
り
盛
り
上
が
ら
な
い
。
寂
し
か
っ
た
け
ど
、
今
は
達
、
っ
。
ネ
ッ

こ
い
い
よ
ね
、



し
ゅ
ん
か
ん

卜
に
ア
ク
セ
ス
す
れ
ば
、
フ
ァ
ン
仲
間
が
い
っ
ぱ
い
。
も
ち
ろ
ん
顔
も
知
ら
な
い
人
た
ち
だ
け
ど
。
今
こ
の
瞬
間
、
遠

く
の
誰
か
が
私
と
同
じ
感
動
を
味
わ
っ
て
る
。
な
ん
か
不
思
議
、
そ
し
て
う
れ
し
い
。
気
が
つ
く
と
も
う
す
ぐ
朝
。
続

き
は
ま
た
今
夜
に
し
よ
う
。

今
日
は
部
活
の
後
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
長
か
っ
た
。
家
へ
帰
る
と
、
食
事
を
用
意
し

て
待
っ
て
い
た
母
に
、

「ち
ょ
っ
と
待
っ
て
て
。
」

く
わ

と
言
っ
て
、
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
た
。
優
勝
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
か
、
も
っ
と
詳
し

く
読
め
る
か
な
。
楽
し
み
。

〈
A
は
最
低
の
選
手
。
あ
の
ゴ
ー
ル
前
は
フ
ァ
ー
ル
だ
よ
、
ず
る
い
や
っ
。
〉

聞
い
た
画
面
か
ら
飛
び
込
ん
で
き
た
言
葉
に
、
胸
が
ど
き
っ
と
し
た
。
な
に
、
こ
れ
。

ゅ、
7
ぐ
、
フ

〈
人
気
が
あ
る
か
ら
優
遇
さ
れ
て
る
ん
だ
ろ
。
た
い
し
て
才
能
な
い
の
に
ス
タ
ー
気
取

68 

り
だ
か
ら
な
。
〉

ひ
ど
い
言
葉
が
続
い
て
る
。
読
み
進
む
う
ち
に
顔
が
ほ
て
っ
て
く
る
の
が
わ
か
っ
た
。

怒
り
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
夢
中
で
キ
ー
ボ
ー
ド
に
向
か
っ
た
。

フ
ァ
ン
サ
イ
ト
に

悪
口
を
書
く
な
ん
て
。

お

く

や

〈
負
け
惜
し
み
な
ん
て
最
低
。
悔
し
か
っ
た
ら
、

ま
た
次
々
に
反
応
が
あ
っ
た
。あ

」
ワ

A
の
プ
レ
イ
が
荒
い
っ
て
、
批
判
が
出
て
る
。
お
前
、
英
語

そ
っ
ち
も
ゴ
ー
ル
決
め
た
ら
。
〉

す
る
と
、

〈
向
こ
う
の
新
聞
に
も
、

読
め
な
い
だ
ろ
。
〉



〈
A
の
フ
ァ
ン
な
ん
て
、
サ
ッ
カ
ー
知
ら
な
い
や
っ
ば
っ
か
り
。
ゴ
ー
ル
シ
ー
ン
し
か
見
て
な
い
ん
だ
な
。
〉

〈
A
は
、
わ
が
ま
ま
振
リ
が
チ
ー
ム
メ
イ
卜
か
ら
も
嫌
わ
れ
て
る
ん
だ
よ
。
〉

必
死
で
反
論
す
る
私
の
言
葉
も
、
段
々
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
。
で
も
絶
対
負
け
ら
れ
な
い
。

「
加
奈
子
、
い
い
加
減
に
し
な
さ
い
。
食
事
は
ど
う
す
る
の
。
」

お
こ

母
の
怒
っ
た
声
。
は
っ
と
気
付
い
て
時
計
を
見
た
。
も
う
一
時
間
も
た
つ
て
る
。

「
加
奈
ち
ゃ
ん
、
パ
ソ
コ
ン
は
時
間
を
決
め
て
や
る
約
束
よ
。
」

き
げ
ん

ず
っ
と
待
た
さ
れ
て
い
た
母
は
不
機
嫌
そ
う
だ
。

「
ご
め
ん
ご
め
ん
。
ち
ょ
っ
と
、
調
べ
て
た
ら
つ
い
長
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。
」

「
そ
う
な
の
。
な
ん
だ
か
こ
わ
い
顔
し
て
た
わ
よ
。
加
奈
ち
ゃ
ん
、

こ
っ
ち
に
顔
を
向
け
て
話
し
な
さ
い
。
」

「
は
あ
い
、
わ
か
り
ま
し
た
。
ち
ゃ
ん
と
時
間
守
リ
ま
す
。
お
母
さ
ん
の
ご
飯
お
い
し
い
よ
ね
。
」

そ
う
言
い
な
が
ら
も
、
私
の
頭
は

A
選
手
へ
の
あ
の
ひ
ど
い
コ
メ
ン
ト
の
こ
と
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。

「
ま
っ
た
く
調
子
い
い
ん
だ
か
ら
。
で
も
ね
、
ほ
ん
と
か
ど
う
か
目
を
見
れ
ば
わ
か
る
の
よ
。
」

私
は
思
わ
ず
顔
を
上
げ
て
母
を
見
つ
め
た
。
そ
の
表
情
が
お
か
し
か
っ
た
の
か
、
母
が
ぷ
っ
と
吹
き
出
し
た
。

れ
て
私
も
笑
っ
た
。
急
に
お
な
か
が
す
い
て
き
ち
ゃ
っ
た
。
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っ、
l
り

お
そ

食
事
の
後
、
サ
イ
ト
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
気
に
な
っ
て
、
恐
る
恐
る
パ
ソ
コ
ン
を
開
い
て
み
た
。

い
は
ん

〈
こ
こ
に

A
選
手
の
悪
口
を
書
く
人
も
マ
ナ
ー
違
反
だ
け
ど
、
い
ち
い
ち
反
応
し
て
、
ひ
ど
い
言
葉
を
向
け
て
る
人
、

フ
ァ
ン
と
し
て
恥
ず
か
し
い
で
す
。
中
傷
を
無
視
で
き
な
い
人
は
こ
こ
に
来
な
い
で
。
〉

え
え
ー
っ
。
な
ん
で
私
が
非
難
さ
れ
る
の
。

A
選
手
を
必
死
で
か
ば
っ
て
る
の
に
。

〈
A
選
手
の
悪
口
を
書
か
れ
て
黙
っ
て
い
ろ
っ
て
言
う
ん
で
す
か
。
こ
ん
な
こ
と
書
か
れ
た
ら
、
見
た
人
が

A
選
手
の



こ
と
を
誤
解
し
て
し
ま
う
よ
。
〉

〈
あ
な
た
の
ひ
ど
い
、
言
葉
も
見
ら
れ
て
ま
す
。
読
ん
だ
人
は
、

な
人
た
ち
だ
っ
て
思
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
。
中
傷
す
る
人
た
ち
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
争
わ
な
い
で
。
〉

、J
ヲ七

な
ん
で
私
が
責
め
ら
れ
る
の
か
全
然
わ
か
ら
な
い
。
キ
ー
ボ
ー
ド
を
打
つ
手
が
震
え
た
。

〈
だ
っ
て
悪
い
の
は
悪
口
書
い
て
く
る
人
で
し
ょ
。
ほ
っ
と
け
っ
て
言
う
ん
で
す
か
。
〉

〈
挑
発
に
乗
っ
ち
ゃ
だ
め
。
一
緒
に
中
傷
し
合
っ
た
ら
き
り
が
な
い
よ
。
〉

優
勝
を
喜
び
合
っ
た
仲
間
な
の
に
。
遠
く
の
み
ん
な
と
つ
な
が
っ
て
る
っ
て
、
今
朝
は
あ
ん
な
に
実

と

つ

ぜ

ん

つ

感
で
き
た
の
に
。
な
ん
だ
か
突
然
真
っ
暗
な
世
界
に
一
人
突
き
落
と
さ
れ
た
み
た
い
だ
。

で

7
し
ん

も
う
見
た
く
な
い
。
こ
れ
で
最
後
。
と
、
も
う
一
度
画
面
を
更
新
し
た
。

そ
ん
な
き
つ
い
言
い
方
す
る
な
よ
。
ネ
ッ
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン

っ
て
難
し
い

な
や

よ
な
。
自
分
も
ど
う
し
た
ら
い
い
か
な
っ
て
、
悩
む
こ
と
よ
く
あ
る

D

失
敗
し
た
な
!
っ
て
時
も
。
〉

と
く
め
い

う

〈
匿
名
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
な
た
が
書
い
た
言
葉
の
向
こ
う
に
い
る
人
々
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て
。
〉

は

な

い

す

え
っ
、
顔
。
思
わ
ず
私
は
も
う
一
度
読
み
直
し
た
。
そ
し
て
画
面
か
ら
目
を
離
す
と
椅
子
の
背
に
も
た
れ
て
考
え
た
。

そ
う
だ
:
:
:
。
だ
め
だ
な
あ
。
何
で
字
面
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
ん
だ
ろ
う
。

〈
ま
あ
み
ん
な
、

A
選
手
の
フ
ァ
ン
は
そ
う
い
う
感
情
的

い
ち
ば

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
け
ど
。

ん
大
事
な
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
。

私
は
立
ち
上
が
り
、
リ
ビ
ン
グ
の
窓
を
大
き
く
開
け
、
思
い
つ
き
リ
外
の
空
気
を
吸
っ
た
。

「
加
奈
ち
ゃ
ん
。
調
べ
物
は
も
う
終
わ
っ
た
の
。
」

台
所
か
ら
母
の
声
が
す
る
。

「
調
べ
物
じ
ゃ
な
い
の
。
す
ご
い
こ
と
発
見
し
ち
ゃ
っ
た
。
」

私
は
、
明
る
い
声
で
母
に
言
っ
た
。
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しまねの道徳中学校

内容 写真/絵

道徳の授業は・・・
出雲市立中部小学校、隠岐広域連合立隠岐島前病院

/クリ工イティブ・ノア (松沢ゆきこ、なぎさ謙二)

1 語りこそわが人生 j益田市立歴史民俗資料館

2 島で学J3i
島根県立隠岐島前高等学校/クり工イティブ・ノア

(坂道なつ)

3:百メートルは一生の友 出雲市立中部小学校/クり工イティブ・ノア(宮崎匠)

4 道づくりにかける
邑南町立石見東小学校、断魚開発組合/クリ工イテ

ィブ・ノア(長首部徹)

5:離島医療の仕事はおもろいで 白石吉彦、西ノ島町、隠岐広域連合立隠岐島前病院

6 松江城を国宝に
松江市、松江城国宝化推進室、松江市史料編纂室、

愛知県丹羽郡大口町

7:響け江川太鼓 江川太鼓同好会、 川本町、江川太鼓Facebook

8 「平和を」と祈り続けて
雲南市教育委員会、長崎原爆資料館、

長崎市永井隆記念館

9 赦し難きを赦す
安来市加納美術館、加納佳世子、浜田市立原井小学

校/クり工イティブ・ノア(吉田健二)

10 ドコーン ドコーン
太田章彦、今福事務所、 MASUDAKOHBOH Inc 
/クリ工イティブ ノア (坂道なつ)

1 1 :ネット将棋 クリ工イティブ・ノア(坂道なつ)

12:言葉の向こうに クリ工イティブ-ノア (なぎさ謙二)
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