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は

じ

め

に

本
書
は
、２
０
１
１
年
９
月
か
ら
２
０
１
２
年
１
月
に
か
け
て
、
神
戸
学
院
大
学
人
文
学
部
人
文
学
科
１
年
次
生
３４
名
、
教
員
２
名
、

研
究
員
１
名
、
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
大
学
院
生
１
名
が
、
明
石
市
大
蔵
地
区
で
取
り
組
ん
だ
、
映
像
を
活
用
し
た
地
域
と
大

学
の
連
携
を
模
索
す
る
研
究
成
果
で
あ
る
。

本
学
人
文
学
部
あ
る
い
は
大
学
院
人
間
文
化
学
研
究
科
が
、今
日
の
よ
う
に
明
石
市
大
蔵
地
区
と
つ
な
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
お
よ
そ
１０
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
２
０
０
２
年
よ
り
開
始
さ
れ
た
文
部
科
学
省
学
術
フ
ロ
と
ア
ィ
ア
事
業
に
よ
る
地
域
研
究
セ
ン

タ
ー
の
研
究
の
一環
と
し
て
、
人
文
学
部
に
お
い
て
人
類
学
を
専
門
と
す
る
寺
嶋
秀
明
教
授
、
早
木
仁
成
教
授
、
五
十
嵐
真
子
教
授
が

中
心
と
な
り
、
地
域
の
代
表
的
な
伝
承
文
化
で
あ
る
大
蔵
本
町
の
稲
爪
神
社
に
お
け
る
神
事
に
つ
い
て
研
究
調
査
を
開
始
し
た
。
翌

年
に
は
、
学
生
を
交
え
た
研
究
調
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
学
生
が
稲
爪
神
社
の
秋
例
大
祭
で
献
灯
や
た
い
や
女
衆
神

輿
を
担
ぎ
、
そ
の
様
子
が
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ゝ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
、
大
蔵
地
区
に
古
く
か
ら
お
住
ま
い
の
方
々
に
と
っ

て
、
神
戸
学
院
大
学
人
文
学
部
は
稲
爪
神
社
の
お
祭
り
を
賑
や
か
す
存
在
と
し
て
好
意
的
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
考

えヽ
る
。

２
０
１
１
年
度
よ
り
開
始
さ
れ
た
文
部
科
学
省
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
に
よ
る
神
戸
学
院
大
学
地
域
研
究

セ
ン
タ
ー
の
研
究
に
お
け
る

明
石
大
蔵
町
を
中
心
と
し
た
地
元
と
の
共
同
作
業
に
よ
る
町
の
文
化
資
源
の
再
発
見
と
活
用
、
お
よ
び

未
来
へ
の
継
承
プ
Ｒ
ン
ェ
ク
ト
矢
プ
Ｒ
ン
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
寺
嶋
秀
明
教
授

に
お
い
て
、
世〓
術
文
化
領
域
教
授
で
現
代
文
化
学
専
攻
の
桑

島
紳
二
、
現
代
社
会
領
域
講
師
で
地
理
学
専
攻
の
矢
嶋
巌
が
大
蔵
地
区
に
お
け
る
研
究
に
加
わ
り
、
学
生
を
担
い
手
と
す
る
映
像
表

現
を
活
用
し
た
大
学
と
地
域
と
の
新
た
な
協
働
の
た
め
の
手
法
を
、
大
蔵
地
区
に
お
い
て
模
索
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
人

文
学
部
人
文
学
科
１
年
次
生
の
後
期
ゼ
ミ
で
あ
る
人
文
入
門
演
習
Ⅱ
桑
島
ゼ
ミ
、
矢
嶋
ゼ
ミ
の
履
修
学
生
が
、
デ
ジ
タ
ル
一眼
レ
フ
カ
メ

ラ
を
携
え
て
地
域
を
歩
き
、各
自
の
視
点
か
ら
と
ら
え
た
明
石
・大
蔵
地
区
の

今

を
捉
え
る
と
い
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

後
期
１５
回
の
ゼ
ミ
で
は
、
最
初
の
２
回
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
実
習
室
に
お
い
て
両
ゼ
ミ
合
同
で
行
な
い
、
桑
島
が
写
真
撮
影
の
意
義
と
注
意

点
、
デ
ジ
タ
ル
一眼
レ
フ
カ
‘
フ
の
仕
組
み
と
操
作
法
を
講
じ
た
後
、
教
室
周
辺
で
デ
ジ
タ
ル
一眼
レ
フ
カ
を
フ
を
使
っ
て
学
生
ど
う
し
が
撮



影
者
と
被
写
体
に
な
る
こ
と
で
実
験
の
撮
影
を
体
験
し
、
撮
影
の
楽
し
み
も
学
ん
だ
。
そ
れ
以
降
、
桑
島
は
学
生
が
社
会
と
の
関
わ
り

を
築
く
力
を
養
う
こ
と
に
比
重
を
置
き
、
地
域
の
概
観
を
把
握
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
施
し
た
後
、
少
人
数
グ
ル
ー
プ
に
分
か

れ
た
学
生
が
大
蔵
地
区
に
あ
る
多
数
の
事
業
所
に
学
生
自
ら
が
ア
ポ
イ
ン
ト
を
取
っ
て
取
材
を
し
、
撮
影
し
た
写
真
を
研
究
成
果
と

し
て
ま
と
め
て
い
く
手
法
を
と
っ
た
。
矢
嶋
は
学
生
が
グ
ル
ー
プ
作
業
を
行
う
こ
と
に
比
重
を
置
き
、
稲
爪
神
社
の
秋
例
大
祭
に
参

加
し
た
後
、
全
員
で
大
蔵
地
区
の
酒
造
会
社
や
地
域
活
動
を
取
材
し
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
撮
影
し
た
写
真
を
元
に
し
た
研
究
成
果
を

つ
く
る
手
法
を
と
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
順
風
満
帆
に
本
研
究
が
進
ん
だ
か
の
よ
う
だ
が
、
な
に
せ
初
め
て
の
取
り
組
み
で
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
次

は
何
を
す
る
か
、
ど
こ
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
行
く
か
を
考
え
な
が
ら
毎
度
の
ゼ
ミ
研
究
を
乗
り
切
っ
て
い
く
、
ま
さ
に
手
探
り
状
態

で
の
自
転
車
操
業
の
研
究
で
あ
っ
た
。
ゞ
覧
頂
く
研
究
成
果
に
は
、
至
ら
ぬ
点
や
、
作
品
と
し
て
は
や
や
力
不
足
の
も
の
も
見
受
け
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
弁
明
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ゝ
れ
ら
の
事
情
も
一因
し
た
こ
と
を
ご
理
解
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
て
２
０
１
１
年
度
の
研
究
成
果
が
何
と
か
形
に
な
っ
た
の
は
、
学
生
た
ち
が
よ
く
頑
張
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
何
よ
り
本
書
に
掲
載
さ
せ
て
頂
い
た
大
蔵
地
区
の
皆
様
と
地
域
活
動
を
実
践
す
る
明
石
か
い
き
ま
つ
塾
実
行
委
員
会
の
皆
様
に
、

貴
重
な
お
時
間
を
頂
戴
し
て
学
生
た
ち
の
調
査
を
受
け
入
れ
て
頂
い
た
お
陰
で
あ
る
。

な
お
、
稲
爪
神
社
の
菅
谷
誠
夫
宮
司
、
氏
子
の
皆
様
の
ご
厚
意
で
、
初
詣
か
ら
十
日
戎
を
含
む
、
２
０
１
１
年
１２
月
２８
日
か
ら
１
月
１２

日
ま
で
、
稲
爪
神
社
に
お
い
て

大
蔵
谷
な
う

と
題
し
た
写
真
展
を
開
催
し
、
五
十
嵐
ゼ
ミ
、
桑
島
ゼ
ミ
、
寺
嶋
ゼ
ミ
、
矢
嶋
ゼ
ミ
ー
・２

年
次
生
に
よ
る
本
プ
Ｒ
ン
ェ
ク
ト
の
研
究
成
果
と
し
て
の
映
像
作
品
を
、
大
蔵
地
区
の
方
々
に
観
覧
し
て
頂
く
機
会
を
得
た
。

ま
た
、
本
研
究
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
は
、
本
学
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
員

ポ
ス
ト
ド
ク
ト
ラ
ル
フ
ェ
ロ
ー

で
あ
る
倉
田
誠
氏
、
大

学
院
生
で
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
濱
田
真
由
美
氏
、
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
周
到
な
サ
ポ
ー
ト
を
得
た
。

以
上
、
ヽ

に
記
し
て
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
２
０
１
２
年
度
以
降
も
継
続
予
定
で
あ
る
本
プ
Ｒ
ン
ェ
ク
ト
研
究
に
、

ご
支
援
と
ご
協
力
を
給
わ
り
た
く
、
何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

矢
嶋

巌

２

０

１
２
年

５

月
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子どもも大切なお客さん
インタビュアー 大河原真弥・戸田早苗

大
学
行
き
の
神
姫
バ
ス
の
通
り
道

で
あ
る
２
号
線
沿
い
の
稲
爪
神
社
の

隣
に
構

え

る
、
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た

可

愛

ら

し

い
お

店

バ
こ

．
∽

句
８
オ
聟

。
い
つ
も
バ
ス
で
前
を
通
る

た
び
気
に
な
っ
て
い
た
こ
の
お
店
を
訪

ね
た
。
小
さ
く
て
可
愛

い
服
に
囲
ま

れ
た
店
内

で
お
話
を
聞
い
た
。

主
婦
の
ち
よ
っ
と
し
た

バ
イ
ト
か
ら

も
と
も
と
、
こ
の
お
店
は
息
子
の
お

嫁
さ
ん
が
始
め
ま
し
た
ｃ
主
婦
の
ち
ょ

っ
と
し
た
バ
イ
ト
み
た
い
な
感
じ
で
何

か
や
り
た
か
っ
た
ら
し
い
で
す
ｃ
そ
こ

で
、息
子
が
働
い
て
い
る
子
ど
も
服
の
メ

ー
カ
ー

刀
”
”

〓
”
ユ

”
舞
ｏ
ヽ
く

の

服
を
売

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
が
、
フ
中
学
生
の
孫
が
赤
ち
ゃ
ん

の
頃
だ
か
ら
、
１０
数
年
前

の
こ
と
で

す
。２

０
１
０
年
の
夏
ご
ろ
ま
で
は
息

子
の
お
嫁

さ
ん
が
お
店
を
し
て
い
た

け
れ
ど
、
そ
の
頃
に

”
“
¨
　
〓
ミ

一

お

８
ａ

が
垂
水
の
三
井
ア
ウ
ト

レ
ッ
ト
モ
ー
ル
に
お
店
を
出
す
こ
と
に

な
っ
て
、
メ
ー
カ
ー
も
長
く
や
っ
て
い
て

よ
く
分
か
っ
て
い
る
人
の
方
が
い
い
と

〓
り

て
、
お
嫁

さ
ん
が
店

長
を
任

さ

れ
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
フ
残
っ
て
い
る
商
品
を
、

在
庫
処
分
す
る
た
め
に
私
が
ヽ
の
お

店
を
続
け
て
い
る
の
で
す
。
今
ま
で

は
変
に
手
を
出
し
て
は
い
け
な
い
と

田
ち

て
、
手
伝
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た

け
れ
ど
、
頼
ま
れ
た
か
ら
ね
ｃ

お
店
を
す
る
と
決
め
た
と
き
に
、

こ
の
場
所

を
息

子
夫
婦
に
貸

し
て

欲
し
い
と
言
わ
れ
て
。
内
装
は
息
子

た
ち
が
全
部
自
分
た
ち
で
や
っ
て
い

ま
し
た
。
棚
な
ど
も
作
っ
た
り
し
て
ｃ

ハ
ン
ガ
ー
な
ん
か
は
、
お
嫁
さ
ん
が
ク

リ
ー
子
ン
グ
で
貰
う
針
金
の
ハ
ン
ガ
ー

を
短
く
し
て
布
を
巻
き
つ
け
た
り
し

て
作
っ
て
い
ま
し
た
。
飾
っ
て
あ
る
も

の
も
息
子
の
好
き
な
も
の
だ
っ
た
り
、

主
人
が
作
っ
た
も
の
だ
っ
た
り
ｃ
主
人

も
も
の
づ
く
り
が
趣
味
で
、
好
き
な

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
関
連
の
も
の
な
ど

も
よ
く
作

っ
て
い
ま
す
。
息

子
は
読

売
ジ
ャ
イ
ア
ン
ツ
の
フ
ア
ン
だ
か
ら
、
い

つ
か
処

分
す
る
と
言
っ
て
い
る
け
れ

ど
ね
ｃ

服
の
販
売
で
学
ん
だ
こ
と

私
も
主

人
も
出
身
が
三
木
市
で

し
た
Ｃ
一一一木
市
と
い
え
ば
金
物
の
町

だ
か
ら
、
工
日
か
ら
金
物
が
多
く
て
。

私
た
ち
も
も
う

５４
年
く
ら
い

一人
で

金
物
屋
を
や
っ
て
い
ま
す
ｃ
Ｖヽ

の
商

品
が
片
付

い
た
ら
２
階
に
置
い
て
い

10



る
金
物
屋
の
商
品
を
降
ろ
し
て
並
べ

る
つ
も
り
で
す
ｃ
や
っ
ぱ
り
本
業
は
金

物
屋
だ
か
ら
ｃ

で
も
、
服
の
販
売

で
学
ぶ
こ
と
も

多
か
っ
た
で
す
ね
ｃ
金
物
は
、
お
客
さ

ん
に
注
文
さ
れ
た
も
の
を
用
意
す
る

だ
け
だ
け
ど
、
服
は
お
客
さ
ん
そ
れ

ぞ
れ
に
好
み
が
あ
る
う
え
に
、
お
客

さ
ん
が
広
げ
た
服
を
ち
ゃ
ん
と
た
た

み
直
さ
な
い
と
見
栄
え
も
悪

い
し
、

見
て
も
ら
え
な
い
し
。

子
ど
も
服
を
着
る
の
は
子
ど
も
だ

け
れ
ど
買
う
の
は
親
だ
か
ら
、
お
母

さ
ん
が
服
を
選
ん
で
い
る
あ
い
だ
、
子

ど
も
が
退
屈
し
な
い
よ
う
に
相
手
を

し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ｃ
お
も
ち
ゃ
で

遊
ん
だ
り
、
絵
本
を
読
ん
で
あ
げ
た

り
ｃ
ま
る
で
保
育
所
み
た
い
ね
ｃ

お
も
し
ろ
か
っ
た
の
は
、
ス
パ
ッ
ツ
を

買
い
に
来
た
親

子
で
、
お
母
さ
ん
が

選
ん
で
い
る
あ
い
だ
に
子
ど
も
と
遊

ん
で
い
た
の
だ
け
ど
、
お
母
さ
ん
が

こ
れ
に
す
る
つ

っ
て
聞
い
て
も
ま

だ
遊
び
足
り
な
く
て
帰
り
た
く
な
い

か
ら
っ
て

い
や

と
答
え
る
の
。
今

度
は
満
足
い
く
ま
で
遊
ん
だ
ら

お

母
さ
ん
が
買
い
た
い
な
ら
い
い
よ

っ

て
、
ま
だ
字
も
読
め
な
い
子
ど
も
が

答
え
る
の
よ
。
遊
ん
で
も
ら
っ
た
か
ら

っ
て
気
を
遣
っ
た
の
か
し
ら
。
お
母
さ

ん
も
そ
ん
な
答

え
方

を
さ
れ
た
ら

買
う
気
も
削
が
れ
る
で
し
ま
つ
ｃ
結

局
、買
わ
ず
に
帰
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

楽
し
み
な
が
ら
頑
張
る

服
も
最
近
は
量
販
店
の
も
の
ば
か

り
３
私
が
子
育
て
を
し
て
い
た
頃
は
、

手
作
り
の
服
を
子
ど
も
に
着
せ
て
い

た
け
れ
ど
、
人
フ
は
既
製
品
が
よ
く
売

れ
て
い
ま
す
ｃ
リ
サ
イ
ク
ル
も
多

く

な
っ
た
し
、
昔
は
着
な
く
な
っ
た
セ
ー

タ
ー
は
ほ
ど
い
て
毛
糸
に
一戻
し
た
り

、

今
は
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
く
な
っ
た

け
れ
ど
、
お
客
さ
ん
の
好

み
を
気

に

し
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
メ
ー
カ
ー
は

大
変
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
以

上
に
個
人
の
お
店
も
経
営
が
な
か
な

か
厳
し
く
て
ｃ
時
代
の
流
れ
だ
か
ら

仕
方
が
な
い
の
だ
け
れ
ど
ｃ
，
の
あ
た

り

大
蔵
地
区

も
辞
め
て
し
ま
っ
た

お
店
も
多
い
で
す
．

今
年

い
っ
ぱ
い
に
は
も
う
服
も
処

分
し
き
っ
て
、
お
店
の
感
じ
が
ず
喰
か

ん
変
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
ｃ
そ
れ
ま
で
は
楽

し
み
な
が
ら
頑

張
り
た
い
で
す
。
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に

ヒ

童
目

大
蔵
天
神
町
は
、
明
石
の
港
が
栄

え
て
い
た
と
い
２

と
も
あ
り
旅
館

街
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
、
ヽ
の
周
辺

に
は
他
に
旅
館
は
残
っ
て
い
な
い
。
な

ぜ

人
丸
花
壇

だ
け
が
残
り
繁
盛

し
て
い
る
の
か
。
そ
の
秘
訣
を
聞
き
に

行
っ
た
。

引
き
継
い
で
き
た
も
の
、

そ
れ
は
お
客
様
に
対
す
る

気
持
ち

人

丸

花

壇

は
伝
統
に
こ
だ
わ
ら

ず
、
そ

の
時

々
の
お
客
様
に
喜

ん
で

も
ら
え

る
こ
と
を
第

一
に
考
え
て
い

ま
す
。
つヽ
ち
と
し
て
は
お
客
様
が
喜

ん
で
く
れ
る
も
の
を
作
っ
て
い
ま
す
。

当
然

時

代

が
変
わ
る
と
お
客
様

の

喜
ん
で
も
ら
え
る
も
の
も
変
わ
る
じ

ゃ
な

い
で
す

か
。
だ
か
ら
伝
統
よ
り

も
、
お
客

様

が
本
当
に
喜
ん
で
も
ら

え
る
よ
う

に
、
ま
た
楽

し
い
ひ
と
時

を
過
ご
し
て
も
ら
え
る
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
な
い
と
だ
め
で
す
よ
と
、
い
つ

気
持

ち
を
引
き
継
い
で
い
る
ん
で
す

よ
ね
。

一流
の
料
理
人
と

明
石
の
新
鮮
な
幸

料

理
の
食
材
は
地
産
地
消
を
心

が
け
て
い
ま
す
。
明
石
は
港
が
た
く

さ
ん
あ
っ
て
、
美
味
し
い
魚
が
た
く

さ
ん
捕
れ
ま
す
。
野
菜
も
明
石
で

た
く
さ
ん
作

ら
れ
て
い
ま
す

か
ら

ね
。
明
石
で
と
れ
た
食
材
を
シ
ー
ズ

ン
や
料
理
の
組
み
立
て
方
に
も
よ
り

ま
す
け
ど
、
中
心
に
使
っ
て
い
ま
す
。

調

理

に
関

し

て
言

え

ば
、
実

は
、

う
ち
に
は
ほ
と
ん
ど
明
石
の
職
人
さ

ん
は
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
大
阪
や

京
都
は
商
業

の
中
心
で
お
金

が
集

ま
る
か
ら
、
い
い
お
店
も
集
ま
る
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
そ
こ
に
は
一
流

の
職

人
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
る
。
し
か
し
、

食
材

の
新

鮮
さ
で
言
え
ば
、
産

地

に
近

い
方

が
美

味

し
い
。
そ
こ
で
、

人
丸
花
壇

の
考

え
方
と
し
て
、
産

地
に
近
で

の
土
地
に
大
阪
や
京
都

で
活
躍
し
て
い
る
料
理
人
に
来
て
も

ら
っ
て
、
新
鮮
な
食
材
で
思
う
存
分

腕
を
ふ
る
っ
て
も
ら
つ
て
い
ま
す
。

お
客
様
に
信
用
さ
れ
て
い
る
、

だ
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る

人
丸
花
壇
は
お
祝
い
事
や
法
事

と
い
っ
た
行
事
ご
と
に
利
用
さ
れ
る

方
が
多
い
ん
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
、

結
納
や
、
お
宮
参
り
、
誕
生
日
も

そ
う
で
す
し
、
両
親
の
還
暦
の
記

念
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う

い
う
大
事
な
日
に
、
任
せ
て
失
敗
し
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な
い
と
い
う
安
心
感
、
そ
う
い
う
も

の
が
大
事
な
ん
で
す
よ
ね
。
結
納
で

顔
合

わ
せ
を
す

る
と
き

は
相
手

に

気
を
遣
う
わ
け
で
す
。
ち
ゃ
ん
と
し

て
い
る
お
店
で
し
な
い
と
恥
ず
か
し

い
と
い
２

と
に
な
り

ま
す

よ
ね
。

そ
こ
で
、
店
員
の
愛
想
が
悪
い
と
か

料

理
が
ま
ず

い
と
な
る
と
、
一
緒
に

来
て
も
ら
っ
た
人
に
申

し
訳
な
い
で

す
よ
ね
。
そ
う
い
つ
人
生
の
節
目
の

行
事

で
使
わ
れ
る
の
は
信
用
が
あ
る

と
い
つ
こ
と
な
ん
で
し
ょ
つ
ね
。

ま
た
、
お
客
様
の
層
に
よ
っ
て
人

丸

花

壇

を
ご
利
用
さ
れ
る
目
的
も

使

い
方
も
全
く
違
う
ん
で
す
よ
ね
。

兵

庫

県

に
は
有
馬

温
泉
や
城
崎
温

泉
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
で
も
人
つ
て

他
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
い
て
、
ち
ょ
っ

と
い
い
隠
れ
宿
的
な
も
の
を
求
め
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
と
思
い
ま

す
ｃ

人
九
花
壇
は
そ
う
い
つ
意
味
で
愛
さ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
メ

ジ
ャ
ー
な
雑
誌
に
載
っ
て
い
て
、
誰
で

も
知

っ
て
い
る
よ
う
な
所
で
は
な
く
、

凄

く
調
べ
て
、
こ
ん
な
所
に
隠
れ
た

い
い
旅
館
を
見
つ
け
て
、
ヽ
そ
っ
と
行
っ

て
と
て
も
い
い
所
や
っ
た
、
と
い
つ
よ

う

な
こ
と
を
言
わ
れ
た
い
。
僕
ら
も

そ
う
で
つ
旅
館
の
使
わ
れ
方
を
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
大
蔵
地
区
で

や
る
意

図
が
よ
り
伝
わ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

残
っ
た
理
由
、

そ
れ
は
お
客
さ
ん
と

歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と

残
っ
て
い
る
理
由
は
や
は
り
、
大

き
く
転
換
し
た
こ
と
だ
と
思
う
ん
で

す
よ
ね
。
私
の
父
の
代
は
、
高
度
経

済
成
長
期
で
ご
利
用
は
全
て
接
待
で

し
た
。
で
す
が
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
会

社
に
お
金
が
無
く
な
っ
て
接
待
で
使

わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

一般
の
お
客
さ
ん
に
使
っ
て
も
ら
お
う

と
、
舵
を
大
き
く
き
っ
た
と
い
つ
わ

け
で
す
ね
。
今
年
の
Ｈ
月
の
土
曜
日

は
全
て
満
室
と
い
つ
よ
う
に
、
家
族

連
れ
の
お
客
さ
ん
が
個
人
で
泊
ま
り

に
来
る
と
い
つ
状
況
に
な
っ
て
き
て
い

る
の
で
、
時
代
に
合
わ
せ
て
商
売

の

や
り
方
を
ち
ょ
っ
と
ず
つ
変
え
て
い
っ

て
い
る
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す

ね
。

お
客
様
が
変
わ
っ
た
の
で
、
店
が
変

わ
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
時

に
は
逸

れ
て
い
っ
た
り
、
上
手

く

い

か
な
か
っ
た
り
し
ま
す
が
、
お
客
さ

ん
と
上
手
く
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
く

こ
と
が
出
来
た
と
い
２

と
が
今
に

お
店
が
残
っ
て
い
る
理
由
な
ん
で
し
ょ

う
ね
。

人
丸
花
壇
は
こ
れ
か
ら
も
時
代
と

お
客
様
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
お
も

て
な
し
を
提
供
し
、
こ
の
先
も
ず
っ

と
老
舗
料
亭
旅
館
を
守
り
続
け
て
い

ど
ヽ
だ
ろ

つヽ
。
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大蔵町の歴史を見続 けた米蔵
インタビュアー 新居 大輝

Ｈ
月
中
旬
、
前
田
さ
ん
の
奥
さ
ん

と
娘
さ
ん
が
開
か
れ
て
い
る
健
康
教

室
和
蔵
を
訪
れ
た
。
昔
な
が
ら
の

家
や
神
社
、
寺
院
が
並
ぶ
な
か
一見

お
洒
落
な
蔵
が
あ
っ
た
。
蔵
の
中
心

に
は
大
き
な
テ
ー
ブ
ル
が
置
か
れ
て

お
り
、
そ
こ
の
椅
子
に
腰
を
掛
け
お

話
を
聞
い
た
。

米
蔵
か
ら
健
康
教
室
へ

５
年

前

ま
で
米

屋
を

し
て
い
ま

し
た
。
こ
の
建

物

は
、
も

と

は
米

蔵
と
し
て
使

っ
て
い
た
も
の
で
、
江

戸
時
代
の
も
の
で
築
１
０
０
年
以
上

経
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

１０
年
前
に

改
装
を
し
て
、
健
康

教
室
を
開
き

ま
し
た
。

米
屋
の
名
前
は

翌
則
日
米
穀
店

、

５
代
続
き
ま
し
た
。
閉
め
る
こ
と
に

し
た
の
は
、
１
９
７
０
年
代
後
半
ス
ー

パ
ー
で
も
お
米
が
売
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。
代
々
続

け
て
き
た
だ
け
に
、
な
ん
と
し
て
で

も
続
け
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
需
要

も
先
細
り
で
、
悩
み
に
悩
ん
だ
末
、

開
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
残
念
で

す
ね
。

活
気
が
あ
っ
た
大
蔵
市
場

江

戸
時

代
、
大
蔵

町
に
は
西
国

通
り

大

蔵

市

場

の
前

に
あ
る
東

西
の
道

が
通
っ
て
い
て
、
大
名

が

寝
泊

ま

り

す

る
本
陣
が
あ
り
、
そ

こ
を
中
心
に
宿
場
町
と
し
て
栄
え
ま

し
た
。
ま
た
、
漁
業
も
盛
ん
で
し
た

か
ら
、
そ
の
こ
ろ
の
大
蔵
町
は
と
て

も
賑
や
か
で
し
た
。

１
９
８
０
年
代
以
降
、
大
蔵
町
の

人
口
は
減
少
し
、
そ
れ
ま
で
は
活
気

が
あ

っ
た
大

蔵
市
場
も
今
に
な
っ
て

は
３
軒
程

度
し
か
店
を
開
い
て
い
ま

せ
ん
。
昔

、
大
蔵

町
に
住
ん
で
い
る

人
た
ち
は
み
ん
な
大
蔵
市
場
で
食
料

品
や
日
用
品
を
買
っ
て
い
ま
し
た
か

ら
ね
。

魚
が
棚
に

な
ら
ん
で
い
る
か
ら
、

う
を
ん
た
な

魚

の
棚

う

を

ん
だ
な

商

店

街

は
約

４
０
０
年

前

か
ら
あ
り
ま

す
。

う

を

ん
た
な

の
由

来

は
、

魚
が
棚

に
並
ん
で
い
る
様
子
か
ら
つ

け
い
れ
た
よ
う
で
す
。
お
魚
屋
さ
ん

は
江

戸
時

代

も
、
現
代
も
１
０
０

件
以
上
は
あ
り
ま
す
。

漁
業
は
江
戸
時
代
よ
り
も
ず
っ
と

前
か
ら
盛

ん
で
あ
っ
た
と
で
つ
説
も

あ
る
そ
う
で
す
ｃ
現
在
は
海
苔
や
ワ

カ
メ
な
ど
が
明
石
海
峡
付
近
で
養
殖

さ
れ
、
ち
り
め
ん
じ
ゃ
こ
や
い
か
な

ご
の
く
ぎ
煮
が
名
産
に
な
っ
て
い
ま

す
。
魚

の
棚
商
店

街

は
平
成

の
時

代
に
入
る
ま
で
は
、
お
魚
屋
さ
ん
だ

け
の
魚
市
で
し
た
。
し
か
し
、
大
型

店
舗
や
ス
ー
パ
ー
の
影
響
で
昔

の
よ

う
な
賑
わ
い
が
な
く
な
り
、
今
で
は

お
魚

屋
さ
ん
以
外

に
、
明
石
焼

き

や
タ
コ
せ
ん
べ
い
な
ど
の
特
産
品
を
売

る
お
店
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
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宿
場
町
の
大
蔵
谷

大
蔵
谷
は
江
戸
時
代
、
京
都
と

下

関
を
結
ん
で
い
た
主

要
街
道

で

あ

る
西
国
街
道

治

い
に
あ
り
、
参

勤
交
代
で
大
名

行
列
が
通
る
た
め

宿

場
町
と
し
て
栄
え
て
い
ま
し
た

１
７
０
４
年
の
大
蔵
谷
に
は
、
６０
軒

の
下
宿
、
旅
籠
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

宿

屋
が
多
く
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま

す
　
ま
た
、
大
名
が
宿
泊
す
る

本
陣
も
あ

，
ま
し
た
　
本
陣
は
格

式
高
く
、
宿
場
町
の
中
心
的
存
在

で
、
大
蔵
谷
に
に
は

一
龍
宮
屋
住
野

一

シ
ふ

う

本
陣
が
あ
り
ま
し
た
　
大

蔵
会
館

の
向
か
い
に
あ
る

る

ラヽ

葉
局

さ
ん
が
本
陣
の
あ
っ
た
場
所

と
言
わ
れ
て
い
ま
す

忠
度
の
馬
と
忠
澄
の
馬
が

川
を
挟
ん
で
戦
っ
た

両
馬
川

大
蔵
谷
に
残
る
伝
洸
の
ろ

と
し

て
、

源
平
合
戦

両
馬
川
の
戦

が
あ
り

ま
す

．^
寿

永

三
年

１
１

８
２

、
一の
谷
の
戦
で
敗
れ
、
逃
げ

落

ち
た
平
忠
度
は
大
蔵
谷
の
両
馬

川
で
、
源
氏
の
同
部
六
弥
太
忠
澄

に
追

い
つ
か
れ
ま
す
＾
忠
度
は
剣
術

に
優
れ
て
お
り
、
源
氏
軍
の
大
将
で

あ
っ
た
忠
澄
を
三
度
も
切
り
つ
け
ま

す
´
そ
れ
を
見

た
忠

澄

の
家

来

が

忠
度
の
右
腕
を
切
り
落
と
し
ま
す
．

そ
の
後
、
忠

澄

が
忠

度

の
首

を
切

り
落

と
し
ま

し
た
　
当

初
、
忠

澄

は
平
家
の
誰
の
首
を
討
っ
た
の
か
分

か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

．́
後

に
忠

度
が
身
に
つ
け
て
い
た
短
冊
に
、

旅

宿
花

と
い
つ
題
の
歌
が
残

っ
て
お

り
、
そ
の
歌
が
忠
度
の
作
っ
た
歌
だ

と
分
か
り
、
は
じ
め
て
忠
澄
は
忠
度

の
首
を
討
っ
た
の
だ
と
気
付
き
ま
し

た
　
中
心
度
は
藤

原
俊
成

に
歌
道
を

学
び
、
優
れ
た
歌
人
と
し
て
世
に
も

知
ら
れ
た
人
物
で
し
た

、
忠
度
の
死

は
敵
味
方

関
係
な
く
惜
し
ま
れ
ま

し
た
　
現
在
、
天
文

町

二
丁

目

に

あ

る

忠

度

塚

に
忠

度

は
祀

ら

れ
て
い
ま
す

ち
な
み
に
、
忠
度
の
馬
と
思
澄
の

馬
が
川
を
挟
ん
で
戦
っ
た
こ
と
か
ら

一
両
馬
川

一
と
い
つ
名
前
に
な
り
ま

し
た
´

宮
本
武
蔵
は

都
市
プ
ラ
ン
ナ
ー

宮

本

武

蔵

は
、
元

和

二
年

Ｔ

６
１
５

明
石
城
の
築
城
が
始
め
ら

れ
た
頃
、
明

石
に
来

て
小
笠

原
忠

一
注

５
一

政
の
客
分
と
な
り
ま
し
た
．
ヽ
の
時

に
武
蔵

は
明
石
城

下
の
町
割

り
や

樹
木
屋
敷
の
作
庭
を
行
い
ま
し
た
＾

二
ヽ
も
枯
山
水
の
作
品
と
し
て
残
っ

て
い
る
の
が
本
松
寺
で
す
　
実
際
本

松
寺
に
行
く
と
、
宮
本
武
蔵
が
作
っ

た
と
さ
れ
る
紹
介
の
ま
札
が
あ
り
ま

す

．^
宮

本
武
蔵

は
剣

術

だ
け
で
な

く
、
多
才
な
才
能
を
持

夕
に
い
た
ん

で
す
ね
ｃ

衰
退
し
て
い
く
大
蔵
谷

鉄
道

が
開

通
す

る
と
、
街

道

を

行
き

交

う

人
は
い
な
く
な
り
、
宿

場
町
大
蔵
谷
は
さ
び
れ
て
い
き
ま
し

た
．
さ

２ヽ
に
交

通
手

段

が
発
達

す

る
と
、
人
々
は
街

含
貝
い
物
に
行

く

よ
う
に
な
り
、
か
２
く
栄

え
て
い
た

大
蔵
市
場
も
今

は

‘ヽ
ウ

タ
ー
街
と

な
っ
て
い
ま
す
。

１
９
９
５
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災

に
よ
夕
に
多
く
の
古
い
建
物
が
倒
れ
、

中
三
階
、
格
子
窓
、
白
壁
と
い
っ
た

昔
な
が
ら
の
風
景
も
だ
ん
だ
ん
と
失

わ
れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
大
蔵
谷
に

は
か
つ
て
栄
え
て
い
た
こ
ろ
の
面
影
を

あ
ち
こ
ち
に
留
め
て
い
ま
す
〓
大
蔵

谷
の
歴
史
を
風
化
さ
せ
な
い
た
め
に

も
、
今
残

っ
て
い
る
昔

な
が
ら
の
風

景
を
大
切
に
し
て
い
き

た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
し

かつて源氏と平家が戦ったところ
インタビュアー 楠瀬 孝和

注11卜 宿|し たやい大名行列なと
｀
の供の者が宙1向するり:また、卜級のll屋

注2旅籠 1またご 与たノ、をrrl i白 き・lる ところ:

,L3,藤 原俊成|あ、しわらしつんせい :Hllヽ 13■ ]

|:安 後期の歌ソ、.名 |ま としな,_ヒ も定家の父 法名、釈阿 Xll玄体の歌を確立し、111"歌 風の古今1月か

',中
世のli古今調への橋波しをした.

注1小■鴫:忠政 才3がきわらただまさ lf・ 磨剛1イ i10万 石を経て、摯前小イ115万 イiに 移llされた=島 場(の 舌tの際
には長崎守備の任を果たした 姜」豪宮本武蔵が最も長く仕えたといわれる

注51客分 きバくふん 客として待i墨すること:また、その待i量を受ける人:

注6'本松寺 兵けi ll町 J石 市Jlノ メしllア 18
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祝い事には明珍堂
インタビュアー 讐田勝大・前田材i輔

大
学
か
ら
明
石
ヘ
バ
ス
で
降
り
て
い

く
途

中
、
Ｊ

Ｒ
を
跨

ぐ
黒
橋

を

通

る
。
そ
の
降
り
立
っ
た
交
差
点

早
橋

下

か
ら
、
新
し
く
で
き
た
海
へ
の
方

向
の
道
を
行
く
と
信
号
が
あ
る

．
そ

こ
を
左

に
曲
が
っ
た
平
屋
建
て
の
民

家
が
並

ぶ
静
か
な
住
宅
街

に
明
珍

生

み
ま
つ
ち
ん
ど
う

一
が
あ
つ
た
．

天
文
台
の
北
側
で
誕
生

創
業

は
昭
和
３７
年

で
す
．
大
蔵

地

区

で
は
な
く
、
天
文

科

学

館

の

北
に
あ
る
大
寺

た
い
で
セヽ

と
い

う
場
所
で
営
業
し
て
い
ま
し
た
．
明

珍
堂

の
名
前
は
義

父
が
つ
け
た
の
で

す
＾
お
店

は
播
州

信

用
金
庫

の
向

か
い
側
に
あ
っ
て
、
そ
こ
で
■

人
と

私
で
経
営
し
て
い
ま
し
た
。

当
時
、
神

戸
や
伊

川
谷
か
ら
車

で
買
い
に
来
て
く
れ
た
お
客
さ
ん
も

い
ま
し
た
よ
。
昔

は
大

家

族

が
多

か
つ
た
か
ら
、
祝
い
事

の
た
び
に
明

珍
生
の
お
某
子
を
買
っ
て
く
れ
ま
し

た
　
だ
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
間
で

も
名
は
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
よ
。

オ
ー
プ
ン
し
た
当
時
は
忙
し
く
て

た
い
へ
ん
´
大
型
ス
ー
パ
ー
が
出
来
始

め
て
か
ら
お
客
さ
ん
が
少
な
く
な
り

ま
し
た
．
そ
れ
に
核
家

族
化

が
進

み
、
他

の
と
ヽ
ろ
へ
引

っ
越

し
す
る

ひ
と
が
多
く
な
っ
て
、
明
珍
堂
を
知
っ

て
い
る
人
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
な
↓
同
じ
よ
う
に
商
店
街
全

体
も
徐
々
に
活
気
が
失
わ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

大
蔵
地
区
へ
の
移
転

そ
れ
で
、
昭
和
６０
年
頃
だ
っ
た
か

な
、
大
蔵

地
区
に
移

転
し

∫́
き
た

の
は
　
移

転
先

は
も
と
も

と
お
ま

ん
じ
？
つ
屋
で
し
た
．
そ
の
お
店
の

ご
主
人
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
で

の

場
所

で
店

を

や
り

ま
せ
ん
か

と

知
人
か
ら
誘

い
が
あ
っ
た
の
で
移
転

し
て
き
ま
し
た
。

大
蔵
地
区
は
宿
場

町
と
し
て
栄

え
て
い
ま
し
た

、
そ
の
名
残
で
旧
家

が
多

く
残
っ
て
い
た
の
で
、
端

午

の

節
句

や
成

人
式
と
い
っ
た
祝
い
事
で

の
注
文
が
多

く
あ
り
ま
し
た
ね
。

阪

神

淡

路
大

震
災

で
古

い
家
が

倒
壊

し

建

て
林

え
ら
れ
て
、
宿

場

町
で
あ

っ
た
こ
ろ
の
件
ま
い
は
す
っ
か

り
な
く

な

っ
た
　
そ
れ
と
同
時
に
、

多

く
の
ひ
と
が
大
蔵
谷
を
出
て
い
っ

て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
も

あ
っ
て
お
祝

い
事
の
圧
文
は
め
っ
き
り

減
り
ま
し
た
ね

．

名
誉
金
賞
を
獲
っ
た

が
よ
う
ち
ん
“

店

内

に
賞

状

が
飾

っ
て
あ

る
け

ど
、
こ
れ
は
亡
く
な
っ
た
主
人
が
全

国
某
子
大
博
覧
会
で
取
っ
た
金
賞
の

賞
状
で
す
．
こ
の
博
覧
会
は
お
菓
子

の
全

国

大

会

の
よ
う

な
も

の
で
す

ね

、́
こ
の
大
会
で
、
明
珍
堂
に
ち
な

ん
で
作

ら
れ
た

バ

ょ
う
ち
ん

は̈
平

成

元
年

に
名
誉
全
賞
を
受
賞
し
ま

し
た

．^
勝
栗

か
ち
ぐ
り

も
平
成

６
年

の
金

沢
の
大
会
で
名
誉
金
賞
を

受́
賞
し
ま
し
た
．

お
菓

子

の
種

類

は
、
店

頭

に
あ

る
２０

、
２５
種

類

、^
お
菓

子

の
名

前

は
、
は

ぶ
た
え
　
ま
ろ
や
か
　
み
ょ

う

ち

ん
な

ど
、
お
客

様

が
呼

び
や

す
い
よ
う
に
平
仮
名
に
し
て
す
る
の
．^

主

人
が
１３
年
前
に
亡
く
な
っ
た
あ

と
は
、
一人
で
仕
事
を
し
て
い
ま
す
．

主
人
か
ら

受
け
継
い
だ
も
の
を
出
し

て
い
ま
す
．

開
店
時
間
は
、
午
前
９
時
で
す

．

閉
店
時

間

は
春
　
夏
場
は
午
後
６

時
半
頃
、
冬
場
は
午
後
５
時
く
ら
い

で
す
．
宅

配

は
、
基

本

的

に
私

が

原
付
自
転
車
で
し
ま
す
．
量
が
多
い

時
は
、
息

子
に
車
で
届
け
て
も
ら
い

ま
す
．

ヽ
ビ

２
ヽ
３
年
の
不
況
で
た
い
へ
ん

で
す
じ
あ
と
３
年
く
ら
い
働
け
た
ら

も
う
い
い
か
な
　
ま
だ
元
気
だ
っ
た

ら
も
う
少
し
続
け
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
け
ど
ね
ｃ
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/田薙

饉

大蔵地区と共に歩む東湯
インタビュアー吉崎恭司・藤本翔麻

東
湯

の
始
ま
り

東

湯

は
明
治
２６
年
の
開
業
で
す
。

視

父
が

、
こ
の
地
で
営
ん
で
い
た
銭
湯

王
椿

湯

を
ゆ
ず
り
受
け
、
営
業
を
始

め
ま

し

た
。

東

湯

で
は
、
井
戸
水
を
汲
み
と
っ

て
お
風

呂
を
沸
か
す
と
い
つ
昔
な
が

ら
の
方

法
を
使
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
６

年

に
明

石
で
水
道
の
サ
ー
ビ
ス
が
始

ま
り

、
近

隣
の
銭
湯
は
水
道
水
で
お

風

呂

を

沸

か
す
こ
と
を
始
め
ま
し

た
。
し

か
し
、
私
ど
も
は
今
で
も
井

一婦
水
を

使

っ
て
お
風
呂
を
沸
か
し
て

い
ま

す

。

東

湯

の
名
前
は
、
祖
父
の
実
家
が

営
ん
で
い
た
醤
油
を
製
造
す
る
お
店

が

東
一屋

と
い
う
名
前
で
、
そ
こ
か

ら

市
ど

の
字
を
も
ら
い
、
東
湯

に

な
り

ま

し
た
。
ち
な
み
に
、番
台
の
上

に
あ

る
看

板
は
、
漢
学
者
橋
本
海
関

１
８
５
４
１
１
９
３
５

に
よ
り
書
か

れ
た

も

の
で
、
私
た
ち
自
慢
の
宝
物

で
す
ち

東
一湯
の
ル
ー
ツ
は

江
戸

時
代
？

大

蔵

地

区
は
、
江
戸
時
代
に
参
勤

交

代

の
大

名

行
列
が
通
る
宿

場

町

と
し

て
栄

え
ま
し
た
。
大
名
行
列
が

こ
の
村

を

通

っ
た
た
め
に
、
村

民
が
一

丸
と
な
っ
て
、
魚
屋
や
酒
屋
、
遊
郭
、

銭
湯
な
ど
を
開
業
し
て
村
を
盛
り

上
げ
ま
し
た
。
東
湯
と
し
て
の
営
業

を
始
め
て
約

２０
年
後

の
明
治

４４
年

に
、
り
一二

ア
ル
を
し
た
と
い
う
記

録
が
あ
り
ま
す
か
い
、
先
代
の
王
椿

湯
は
相
当
昔
か
ら
営
業
を
し
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ま
つ
か
。
詳
し
い
記

録
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
の

村
の
発
展
に
関
わ
っ
て
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
伊
藤
博
文

１
８

４
１
１
１
９
０
９

も
大
蔵
地
区
に
訪

れ
、
ヽ
の
周
辺
で
生
涯
の
伴
侶
と
出

会

っ
た
と
で
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り

ま
す
よ
。

第
二
次
世
界
大
戦
。

そ
の
時
、

大
蔵
地
区
は
？

東
湯
は
？

終
戦

の
年

で
あ
る
昭
和

２０
年

の

春

、
明
石
に
空
襲
が
あ
り
ま
し
た
ｃ

大
蔵
地
区
の
東
部
は
被
害
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
が
、
東
湯
周
辺
の
大
蔵
地

区
西
部
に
落
と
さ
れ
た
焼
夷
弾
は
、

ほ
と
ん
ど
が
海

へ
落

ち
た
た
め
、
被

害

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時

、

私
は
志
願
兵
と
し
て
海
軍
に
出
て
い

ま
し
た
が
、
明
石
に
残
っ
た
同
世
代

の
人

々
は
、
勤
労
奉

仕

の
た
め
に
工

場
へ
出
か
け
て
い
て
、
そ
こ
で
空
襲
を

う
け
た
７
名
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。



私

も

、
海

軍
に
出

て
い
な
か
っ
た
い

勤

労
奉
仕
に
行

っ
て
い
た
で
し
ま
つ

か
ら
、
結

果
的

に
、
海

軍
に
行

っ
て

命
拾
い
を
し
た
と
い
２

と
に
な
り

ま
す
ｃ

戦
後
の
苦
労
か
ら

高
度
経
済
成
長

そ
し
て
現
在

終
戦
前
後
は
、
全
国
で
物
資
が
不

足

し
、
東

湯
も
打
撃
を
う
け
ま
し

た
。
燃
料
は
戦
闘
機
や
戦
車
の
動
力

源
と
し
て
使
わ
れ
る
ヽ
ア
一が
多
く
、

お
風
呂
を
沸
か
す
た
め
の
燃
料
は
手

に
入
り
に
く
か
っ
た
も
の
で
す
。
そ
ん

な
状
況
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
い
ろ

ん
な
所
を
め
ぐ
っ
て
廃
材
を
集
め
て

燃
料
と
し
て
使
っ
て
い
ま
し
た

．

終
戦
か
ら
少
し
ず
つ
復
興
し
て
い

き
、
大
蔵
地
区
に
住
宅
地
が
増
え
ま

し
た
ｃ
当
時
は
す
べ
て
の
住
宅
に
お

風
呂
が
な
か
っ
た
の
で
銭
湯
も
増
加

し
、
東
湯
も
た
く
さ
ん
の
お
客
さ
ん

で
賑
わ
い
ま
し
た
＾
し
か
し
、
お
風
呂

が
備
わ
っ
た
住
宅
が
増
え
る
と
と
も

に
、
銭
湯
は
明
石
市
全
体
で
も
７
軒

に
ま
で
減
っ
て
し
ま
い
、
い
ず
れ
も
経

営
が
厳
し
い
状
態
と
な
り
ま
し
た
．

現
在
、
こ
の
７
軒
全
て
が
明
石
市
の

公
衆
浴
場
組
合
に
加
盟
し
、
天
口
を

開
い
て
今
後
の
経
常
対
策
に
つ
い
て
の

話
し
合

い
を
行
う
な
ど
、
共
に
銭
湯

を
盛
り
上
げ
て
ビ

う
と
頑
張

っ
て

い
ま
す
。

阪
神
淡
路
大
震
災
！

東
湯
に
は
大
行
列
が

大
蔵

地
区
は
震
源
地
に
非
常

に

近
か
っ
た
の
で
す
が
、
人
が
亡
く
な
っ

た
り
す
る
と
い
つ
被
害
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、
屋
根
瓦
や
塀
が
倒
れ
、
水

道

管
が
故
障
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま

し
た
。
水
道
は
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
が
、
電
気
は
す
ぐ
に
復

旧
し
ま

し
た
。
東
湯
は
電
気
と
井
戸
水
と
燃

料
に
な
る
廃
材
が
あ
れ
ば
営
業
を
で

き
る
の
で
、
震
災

の
翌
日
か
ら
営
業

を
再
開
で
き
ま
し
た
ｃ
東
湯
の
よ
う

に
震
災
直
後

か
ら
営
業

を
再
開
で

き
た
銭
湯
は
、
被
害

の
大

き

か
っ
た

神

戸
市
を
含
め
て
、
ほ
ん
の
数
軒
だ

け
で
し
た
３
そ
う
い
っ
た
状
況
だ
っ
た

も
の
で
す
か
ら
、
店
の
前

に
１
０
０

メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
行
列
が
で
き
る

ほ
ど
お
客
さ
ん
が
来
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
時
は
、
他
の
こ
と
を
考
え
る
暇
が

な
い
ほ
ど
忙
し
か
っ
た
で
す
。

不
景
気
に
立
ち
向
か
う

三
代
目
ご
主
人
の
プ
ラ
イ
ド

現
在

の
銭
湯
業
界
は
、
全
体
的
に

経
営
状
態
が
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
．
家

に
お

風

呂

が
備

わ
っ
て
い
る
上
に
、

ス
ー
バ^
ー
銭
湯
が
増
加

し
た
こ
と
が

影
響
し
て
い
ま
す
。
東
湯
も
、２
０
０
３

年
に
龍
の
湯
が
大
蔵
海
岸
に
で
き
た

こ
と
で
、
か
な
り
の
影
響
を
受
け
て
い

ま
す

。そ
こ
で
、
お
客
さ
ん
を
取
り
戻

す

策

と
し
て
、
た
く
さ
ん
の
種

類
の

お
風
呂
に
入
つ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
、
店

内

を

り
一三

ア
ル
し
ま

し

た
。
そ
の
他
に
も
、
駐
車
場
を
設
備

し
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
に
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

掲

載

す

る
な
ど
、
顧
客

獲

得

に
努

め
て
い
ま
す
．
そ
の
お
か
げ
で
遠
方

か
ら
の
お
客
さ
ん
や
リ
ピ
ー
タ
ー
が

増

え
ま
し
た
ｃ
し
か
し
、
そ
れ
以
上

に
経
費

が
か
か
っ
て
し
ま
う
と
い
つ

こ
と
が
悩
み
ど
こ
ろ
で
す

ご

一の
他

に
も

、
お
客
さ
ん
に
来
て
い
た
だ
け

る
方

法
を
考

え
て
い
る
の
で
す
が
、

な
か
な
か
良

い
ア
イ
デ
ア
が
思
い
浮

か
び
ま
せ
ん

し
か
し
、
一一代

日
と

し
て
の
プ
ラ
イ
ド
が
あ
り
、
簡

単
に

店
を
や
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と

田
ち

て
い
ま
す
．

19



黎
=

「子どもたちに囲まれた人生は、幸せですね」
インタビュアー 塩谷有加 藤井歩実

寒
さ
が
本
格
化
し
て
き
た
■
月
下

旬
、
私
た
ち
は
稲
爪
保
育
園
を
訪
れ

た
。
明
石
駅
か
ら
東
へ
１５
分
ほ
ど
歩
い

た
と
こ
ろ
に
稲
爪
神
社
が
あ
り
、
神

社
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
自
然
の

中
に
溶
け
込
む
よ
う
に
稲
爪
保
育
同

が
姿
を
現
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
楽

し
げ
な
声
が
聞
こ
え
て
く
る
、
稲
爪

保
育
園
の
ロ
ビ
ー
で
私
た
ち
は
お
話
を

聞
い
た
。

自
然
と
触
れ
合
う
保
育

地
域
に
多

く
の
子
ど
も
が
い
た
の

で
、
鎮
守
の
森

神
社
に
付
随
し
て

参
道
や
拝
所
を
囲
む
よ
う
に
設
置

維
持
さ
れ
て
い
る
森
林

の
中
で
い
ろ

ん
な
生
命
う
い
触
れ
合
い
会
得
さ
せ
な

が
ら
、
自
然
の
中
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た

保
育
を
行
う
事
を
目
的
と
し
て
、
稲

爪
保
育
園
は
昭
和
４５
年
に
先
代
が
地

域
の
人
々
と
一緒
に
な
っ
て
設
立
し
ま

し
た
。

鎮
守
の
森
の
中
に
あ
り
ま
す
か
ら
、

神
様
に
対
す
る
感
謝
を
大
切
に
し
て

い
ま
す
。
神
様
に
対
す
る
感
謝
と
い

う
の
は
人
々
に
対
す
る
感
謝
、
ご
先

祖
様
や
大
自
然
に
対
す
る
感
謝
と
い

う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
ね
。
園
児
た

ち
は
、
園
庭
だ
け
で
な
く
神
社
で
神

様
に
お
祈
り
し
た
り
、
本
の
実
を
拾
っ
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て
き
た
り
、
小
動
物
と
触
れ
合
っ
た

り
し
て
い
ま
す
。
な
お
か
つ
園
舎
か
ら

神
社
の
大
自
然
を
み
る
こ
と
も
で
き

る
ん
で
す
ね
。

そ
し
て
、
す
ぐ
そ
ば
に
大
蔵
海
岸

も
あ
り
、
す
ぐ
海
に
も
行
け
る
ん
で

す
。
海
岸
付
近
に
あ
る
松
の
木
の
か

た
わ
た
り
、
海
岸
沿
い
を
散
歩
し
た

り
、
海
を
見
た
り
、
保
育
園
外
で
も

自
然
に
触
れ
合
え
て
い
ま
す
。

ス
ポ
ン
ジ
に

染
み
こ
ん
だ
色
が

子
ど
も
の
一生
を
決
め
る
？

稲
爪
保
育
園
で
は
生
後
三
ヶ
月
か

ら
６
歳

就
学
前
児
童

ま
で
の
お

子
さ
ん
を
お
預
か
り
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
子
供
た
ち
が
適
切
に
自
立

発
達
出
来
る
よ
う
に
、
適
切
な
環
境

を
つ
く
っ
て
、
そ
の
中
で
子
ど
も
が
自

身
で
の
自
立
心
を
育
て
て
ゆ
く
、
そ

う
い
う
保
育
を
す
る
た
め
に
日
々
研
究

し
て
い
ま
す
。
従
来
か
ら
も
乳
児
教

育
に
つ
い
て
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
最
近
は
研
究
が
重
ね
ら
れ
急
増

に
発
達
し
て
き
て
、
乳
児
保
育
の
重

要
性
が
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
幼
児

の
こ
と
は
乳
児
の
発
達
が
し
っ
か
り
把

握
さ
れ
て
は
じ
め
て
真
に
理
解
が
出

来
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
乳
児
の
発
達
段
階
に
お
い

て
全
く
白
紙
の
状
態
か
ら
有
能
な
段

階
に
向
け
て
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
進
ん

で
ゆ
く
一番
大
切
な
段
階
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
乳
児
は
す
ご
い
吸
収
力
を

持
っ
て
い
ま
す
。
乳
児
の
発
達
で
は
、

適
切
な
例
え
に
な
る
か
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
ま
っ
さ
ら
の
ス
ポ
ィ
ン
を
あ
る

色
の
水
に
し
っ
か
り
と
浸
け
て
そ
の
色

を
染
み
こ
ま
せ
、
そ
の
後
順
に
異
な

る
色
の
水
に
浸
け
て
ゆ
く
と
し
ま
す
。

そ
の
場
合
表
面
や
中
間
の
部
分
ま
で

は
様
々
に
色
が
変
わ
っ
て
ゆ
く
と
思
わ

れ
ま
す
が
、
真
の
中
心
部
の
色
は
最

初
の
色
が
残
る
で
し
ょ
つ
。
そ
の
中
心

部
の
色
が
そ
の
子
の
一生
を
決
め
て
行

く
と
思
い
ま
す
。
正
し
く
そ
の
中
心

部
の
色
を
決
定
す
る
の
が
乳
児

・
幼

児
期
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
音
ヨ

ろ

子
の
魂
、
百
ま
で

と
い
２
一一一口葉
が
あ

り
ま
し
た
ｃ
現
在
で
は
２
歳
の
こ
と
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。
２
才
ま
で
の
教
育

が
１
０
０
歳
ま
で
影
響
を
持
つ
と
い

う
考
え
が
先
人
た
ち
の
中
に
し
っ
か

り
と
根
ざ

し
て
い
た
と
で
２

と
に

な
り
ま
す
。

大
蔵
地
区
の
地
域
事
情
、

教
育
事
情

大
蔵
地
区
は
昔
か
ら
人
口
が
多
い

地
域
だ
っ
た
ん
で
す
。
江
戸
時
代
は
城

下
町
で
、
そ
れ
以
前
か
ら
も
宿
場
町

と
し
て
発
展
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
保
育
園
が
建
つ
ず
っ
と
以
前
か
ら
、

も
と
も
と
人

口
密
度
が
高

か
っ
た
。

け
れ
ど
も
高
齢
化
が
進
み
、
さ
ら
に

若
い
人
が
仕
事
の
都
合
で
都
会
や
遠
い

と
こ
ろ
へ
出
て
行
っ
て
し
ま
う
。
だ
か

ら
子
ど
も
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
状

況
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
明
石
の
地

域
事
情
に
つ
い
て
は
、
ヽ
の
こ
と
は
明

石
だ
け
に
限
ら
ず
、
ど
こ
も
昔
の
ほ

う
が
あ
る
意
味
住
み
や
す
か
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
昔
は
人
間
関
係
が
横

割
り
で
、
家
族
や
ご
近
所
の
人
々
が

若
い
人
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
一緒
に
生

活
を
す
る
中
で
、
豊
富
な
知
識
を
教

え
て
戴
く
環
境
が
整
っ
て
い
た
と
い
え

ま
す
。
し
か
し
現
在
は
核
家
族
と
、

隣
近
所
の
年
齢
的
に
幅
広
い
付
き
合

い
環
境
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
ｃ

こ
の
よ
う
な
状
況
で
す
か
ら
、
子
育
て

に
つ
い
て
若
い
親
が
、
悩
む
必
要
の
な

い
簡
単
な
こ
と
で
深
く
悩
ん
で
子
育
て

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
陥

っ
て
し
ま
う

の
も
、

当
然
な
事
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
教

育
事
情
に
つ
い
て
は
、
教
育
す
る
に
は

お
金
が
か
か
る
、
だ
か
ら
子
ど
も
を

産
み
育
て
る
に
も
相
当
な
覚
悟
が
い

る
。
昔
は

家

感
覚
が
強
く
我
が
子

孫
の
繁
栄
、
強
い
て
は
国
家
の
繁
栄
、

あ
る
い
は
ご
先
祖
の
仏
壇
を
見
て
も
ら

わ
な
い
か
ん
、
子
ど
も
に
老
後
を
み
て

も
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
つ

一争
も
あ
っ
た
で
し
ょ
つ
。
だ
か
ら
少
々

苦

労
し
て
も
子
供
を
作
り
、
し
っ
か

り
と
育
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
つ

強

烈
な
使
命
感
が
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
け
れ
ど
も
、
子
ど
も
た
ち
は
果

た
し
て
自
分
の
老
後
を
み
て
く
れ
る
の

だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
高
額
の
教
育
費

と
い
ユ

抹
の
不
安
感
か
ら
つ
い
つ
い
子

ど
も
を
産
み
育
て
る
意
欲
が
そ
が
れ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
つ
私
の

邪
推
で
し
ょ
つ
か
。

待
機
児
童
が
増
え
た
の
は

不
景
気
だ
か
ら
？

最
近
、
保
育
園
に
入
り
た
く
て
も

入
れ
な
い
と
い
つ
待
機
児
童
が
増
え
て

い
る
ん
で
す
ね
。

明
石
の
東
部
は
い
く
ぶ
ん
緩
和
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
西
部
や
神

戸
市
で
は

増
え
て
い
る
。
少
子
化
で
あ
る
の
に
働

く
親
が
増
え
て
い
る
た
め
の
待
機
児
童

で
し
ょ
つ
か
。
保
育
園
に
入
り
た
い
の

に
保
育
園
が
足
り
な
く
な
っ
て
い
る
。

少

子
化
で
あ
る
は
ず
な
の
に
。
我
が

園

で
も
定
員
を
増
や
し
ま
し
た
が
、

一年
齢

的
に
は
入
れ
な
い
子
が
い
ま
す

ね
。
自
分
も
働
き
た
か
っ
た
け
れ
ど

子

ど
も
が
い
る
か
ら
不
可
能
で
あ
っ

た
、
ま
た
旦
那
さ
ん
の
収
入
だ
け
で

は
生
活
が
で
き
に
く

い
か
ら
、
し
か

し
保
育
園
に
入
れ
る
な
ら
働
き
た
い
、

ま
し
て
や
保
育
園
で
正
し
い
保
育
を

し
て
も
ら
つ
た
方
が
自
分
で
保
育
す
る

よ
り
子
ど
も
の
た
め
に
す
こ
ぶ
る
良

い
、
な
ど
の
考
え
か
ら
、
結

果
的
に

少
子
化
の
状
態
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
待
機
児
童
が
増
え
て
し
ま
っ
て
い

る
。
保
育
園
も
研
究
が
進
み
、
ど
の

保
育
園
も
少
し
で
も
良
い
保
育
を
、

と
頑
張
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
親
御
さ
ん

も
安
心
し
て
預
け
る
こ
と
が
出
来
る

と
い
つ
事
で
社
会
一一

ズ
が
増
え
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
よ
つ
か
ｃ

こ
れ
か
ら
の
子
ど
も
た
ち

私
は
も
と
も
と
、
大
阪
で
司
法
書

士
と
し
て
働
い
て
い
ま
し
た
ｃ
そ
し
て

家
内
と
結
婚
し
た
ん
で
す
が
、
家
内

の
実
家
の
保
育
園
を
、
あ
る
事
情
に

よ
り
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
ｃ

そ
の
時
は
や
は
り
保
育
園
を
継
ぐ
以

上
責
任
と
い
つ
も
の
が
あ
る
の
で
勉
強

し
ま
し
た
ね
Ｇ
今
で
は
大
切
な
も
の

も
わ
か
り
ま
し
た
し
、
子
ど
も
た
ち

か
ら
も

元
気
を
貰
え
て
い
ま
す
し
、

幸
せ
で
す
。
子
ど
も
た
ち
に
望
む
こ

と
は
、
自
分
が
志
し
た
こ
と
を
精
一杯

や
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
好
き
こ
そ
物
の

上
手
な
れ
、
と
い
い
ま
す
よ
ね
。
自
分

の
好
き
な
事
は
精
一杯
や
り
遂
げ
る
。

そ
ん
な
大
人
に
な
っ
て
欲
し
い
で
す
。
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人
丸
前
２
父
差
点
を
海
の
ほ
う
に

向
か
う
道
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う

な
平
成
の
町
並
み
を
歩
い
て
い
る
と
、

突
き
当
た
り
に
古
式
ゆ
か
し
い
和
風

建
築
が
見
え
る
ｃ
聞
け
ば
、
１
９
１

１
年
に
で
き
た
と
い
つ
ｃ
昭
和
も
大

正
も
通
り
越
し
て
明
治
の
件
ま
い
を

み
せ
る
こ
の
中
崎
公
会
堂
の
管
理
人

さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

夏
目
漱
石
が

演
説
し
た
と
こ
ろ

ご
覧
の
通
り
す
ご
く
立
派
な
建
築

で
し
ょ
。
こ
こ
が
で
き
た
時
、
明
治

の
文
豪
で
あ
る
夏
目
漱
石
が

道

楽
と
職
業

と
で
つ
演
題
で
講
演

し
た
ん
で
す
。
そ
の
内
容
は
本
に
載
っ

て
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
紹
介
し
ま
す
と

明
石
と
い
つ
と
こ
ろ
は
、
海
水
浴

を
す

る
土
地

と
は
知

っ
て
い
た
が
、

講
演
を
す
る
土
地
と
は
知
ら
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
来
て
み
る
と
大
き
な

建
物
が
あ
る

と
か
言
っ
て
る
ん
で

す
ね
。

去

年
、
中

崎

公
会

堂

は
１
０
０

周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
出
来
た
時
、

夏
目
漱
石
に
講
演
し
て
い
た
だ
い
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
１
０
０
周
年

の
記

念
行
事
で
は
漱
石
の
お
孫
さ
ん
の
夏

目
房
之
介
さ
ん
に
講
演
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

純

和
風

の
建
築

で
、
優
雅
な
奈

良
時
代
と
荘
重
な
鎌
倉
時
代
の
建

築
様
式
を
採
り
入
れ
て
い
て
、
で
き

た
頃
は
洋
風
建
築
が
流
行
っ
て
た
ん

で
す

け
ど
ね
。
明
石
市

の
都
市

景

観
形
成
重
要
建
築
物
に
も
指
定
さ

れ
て
ま
す
ｃ

管
理
す
る
に
は

体
力
が
い
る

こ
の
仕
事
を
始
め
て
今
年
で
６
年

目
。
３
人
交
代
で
，
の
建
物
を
管
理

し
て
い
ま
す
。
三
一口
で
管
理
と
言
っ
て

も
、
た
だ
受
付
を
し
て
い
る
だ
け
で

は
な
い
ん
で
す
。
こ
の
大
き
な
建
物

の
雨
戸
を
す
べ
て
開
け
た
り
閉
め
た

り
す

る
だ
け
で
も
た
い
へ
ん
な
ん
で

す
。
夏
の
暑
い
日
は
毎
日
１
時
間
庭

に
水
や
り
を
し
た
り
と
け
？

う
体

力
が
い
る
。
こ
の
建
物
は
ほ
と
ん
ど

が
木
造
だ
か
ら
ね
、
い
ち
ば
ん
気
を

つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
火
事
。

歴
史
的
な
建
物
で
も
あ
る
か
Ｌ
、
ひ

じ
ま
つ
に
気
を
つ
か
い
ま
す
ね
。
戦

時

中
の
空
襲
で
も
阪
神
淡

路
大

震

災
で
も
、
幸

い
な
こ
と
に
な
ん
と
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
の
公
会
堂

こ
，
は
大
広
間
と
和
室
が
あ
り
ま

す
。
和
室

で
は
茶

道

や
華

道
。
大

広
間
で
は
い
ろ
ん
な
用
途
で
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
剣
道
と
か
若
者

の
ダ
ン

ス
テ
ー
ム
、
最
近
で
は
コ
ス
プ
レ
す
る

団
体
な
ん
か
も
ね
ｃ
そ
う
い
つ
団
体

以
外
に
も
、
百
人

一首
の
全
国
予
選

に
使
わ
れ
ま
す
。
そ
の
時
は
テ
レ
ビ

局
が
取
材
に
来
ま
す
。
そ
う
で
え
ば
、

毎
年
、
笑
福
亭
鶴
瓶

一門
が
落
語
を

し
に
来
ま
す
。
い
つ
も
満
員
で
す
。

こ
の
界
隈
は
歴
史
が
あ
る
ん
で
す

が
、
町
並

み
も
変

わ
っ
て
し
ま
っ
て

音
の
風
情
が
な
く
な
っ
て
ま
す
。
こ

の
建
物
は
歴
史
の
生
き
証
人
み
た
い

な
も
の
で
す
か
ら
、
大

切
に
使
っ
て

い
き
た
い
で
す
ね
。
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神

戸

学

院

大

学

人

文

学

部

´
一
回
生

矢

鳴

ゼ

ミ

が

、
明

石

酒

類

醸

造

株

式

会

社

に

潜

入

ノ

世

界

に

飛

翔

し

た

伝

統

文

化

を

受

け

継

ぐ

日

本

酒

に
追

る
。



募
者

に
、

お
酒
の
需
要
を
ノ

今
、
若
者
の
お
酒
離
れ
が
広
が

っ
て
い
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
お
酒
を
飲
む
人
が
い
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
米
澤
社
長
は

若
い
人
に
は
自
分
の
国
の
文
化
を
知

っ
て
ほ
し
い
。

こ
れ
か
ら
は
自
己
ア
ピ
ー
ル
の
時
代
だ
。

と
語

っ
て
い
る
。

積
極
的
に
人
と
関
わ

っ

込
め
ら
れ
て
い
る
。

て
い
る
社
長
の
経
験
と
願
い
が

お
酒
は
嗜
４
品

一
人
ひ
と
り
に
合

っ
た
お
酒
が
あ
る
の
だ
か
ら
様
々
な

お
酒
が
あ

っ
た

っ
て
い
い
。

会
社
の
こ
だ
わ
り
は
、
押

し
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
。

お
酒
は
、
も

っ
と
楽
し
く
飲
む
も
の
だ
。

明
石
酒
類
醸
造
株
式
会
社
に
は
、
米
澤
社
長
の
揺
る
が
な
い

信
念
と
、
新
た
な
お
酒
を
求
め
挑
戦
し
続
け
る
熱
い
思
い
が

詰
ま

っ
て
い
る
。

神
戸
学
院
大
学
　
人
文
学
部

　
一
回
生
矢
嶋
ゼ
ミ

ひ
と
り
の
班
　
衣
笠
真
梨
子
　
山
本
健
登

文
部
科
学
省
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
　
一
一〇

一
一
年
度
地
域
研
究
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
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お酒で笑顔鶴っ

駄霞ヒ孟
日本の食文化に先入観

は最初イギリスに輸出を

日本のアイデンティティ

監 評 会 受 け す る も

鑑評会で「おいしい」と

・ お酒は嗜好品

「100人のうち99人が

酒は嗜好品だもの。万人受

つくるつもりはない。個性のある適をうス

妥協 しない姿勢  ‐ 
明奮

フ      4由腱   =▲  tJ

―明石酒類醸造株式会社―

:ミ ルクチャラメル

こ
李
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・鈴木栄樹・

1回生矢嶋ゼ ミ

細理融 菜子)
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ヽ

式会

の

同業者との意見交換
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軋 1子行動 百 満 本

.予
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1 亀
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づたお酒をつくり提案する革新性を併せ持つ
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項ZIE鎮峰逹
～こんなお酒もあるんです～ 神戸学院大学人大学部 1回 生矢嗚ゼ ミ

MUK/11メ ンバー 景出卓浩 上野寛人 二野真希

明石洒類醸造株式会社では、売 られてい る

のは日本酒だけではない。

『プリンセ ス・オブ ローズ』(左 )と は、

薔薇の リキュールである。薔薇の中に部の花

弁 を丁寧に漬け込み、高貴で個性的な リキュ

ールに仕上げられている。製造途中を拝見す

ることができた。私たちにはまだ、アルコー

ルの匂いが強かったが、その中に薔薇のよう

な甘 さを感 じることができたc入 ってぃる花

弁 を筍と′思い、匂いもそう′もって しまった人

もいるそうだ。

IIIino Ⅳlaki

明石酒類醸造株式会社ては、それ以タトにも『明石清水の とろとろいちごリキュール』、

『くだもの畑 安富町のゆず リキュール』、『吟醸梅酒 白梅』、『明石清水のいちごリキュ
ール「さちのか/紅 ほっべ/章姫/よ いひめ」』 な`どとい うリキュールが作 られている。

その他、焼酎、 ど、:や ろ くな` ども作 られ、 日本酒 とともに売 られている。

明石醸逍で作 られている梅酒は、海タトからの人気が高い。 そのため、海タトで売 り切れ

て しまい、店には在庫が残 らず、日本では売 ってい な`ぃのだと米澤社長は話 して くれた。

この冬、『イチジクのリキ

ュール』と、『麦焼酎』とい

う二つの新作が出るらし

い。米澤社長は自ら、まだ

ラベルも貼られていない瓶

詰めされたままの、『イチジ

クの リキュール』(右 )を 私

たちに見せてくれた。まだ

飲むことは出来ないが、楽

しみて
｀
ある。

参考ホーι、ベージ

http:〃www.akashi‐tai.co ⅣIino WIlaki
う
４



t瀬 :科 F● ■
'人

子戦略的研空基盤形成支援事業 20111:度 ll域研究 /ロ ジ=ク

◆◆

時
洒
ち

繊

曹

拶
ず
炉

吟
醸
酒

精
米

，

一変
蓼
む
６
０
％
以
下
に
精
誅
し
た

一亀

白

米
に
、
米
麹
ε

り

ヽ

ドじ

、
水
を
カロ
え
、
低
謳
鶉

酵
さ

せ
て
醸

造

し
た
も
の
。
政

ｔ
タ

ル
コ
ー
ル
セ

加

あ
る
。
味
と
香
り
に
優
れ
る
。

大
吟
醸

今
破
酒
の
中
で
、

米
を
使
用
し
た
も
の
。

下
の
白

純
米
酒

台

米
と
米
麹
だ
け
で
醸

造

し
た
も
の
。
醸
造
ア

ル
コ
ー
ル
は
使
用
し
な
い
。

本
醸
造
酒
　
精
米
歩
合
７
０
％

以
下
に
精
米
し
た
白

米
、

米
麹

、
醸

造
ア
ル
７
１
ル

白

米

ト
レ
あ
た
り

１
２
０
メ

以

下

及
び
水
を
原
料
と
し
て
製
造
。
糖
類
は
使
用
し
な
い
。

原
酒
　
醸
造
し
た
ま
ま
で
、
他
の
も
の
を
混
ぜ
て
い
な
い
日

本

酒
。

日
本

酒
と
は
？

日
本
古
来
の
酒
。
清
酒
、
混
合
洒
、
味
琳

み
り
ん

、
白

酒
な
ど
。
特
に
清
酒
の
歴
史
は
古
く
、

日
本
書
紀
ア
一
記
録

が
あ
る
が
、
現
在
の
清
酒
に
近
い
も
の
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時

代
以
降
っ
合
成
洒
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
糖
分
、
酸
、
ア
ミ
ノ
酸

な
ど
を
調
合
し
て
逹
ら
れ
る
も
の
で
、
大
工
初
期
が
そ
の
始

球
逹

方

法

①

精
米

酒
造
り
に
邪
魔
と
な
る
タ
ン
．ハ
ク
質
や
脂
質
、
ミヽ
ネ
ラ

ル
等
を
取
り
除
く
ｃ

②

洗
米
、
浸
漬

精
米
し
た
米
を
１
，
月
ほ
ど
体
ま
せ
た
後
、
糠
を
洗
い

落

と
す

。
多
ヽ
の
後

、
水

に
浸

し
て

必
要

な

水

分
を
吸
収
さ
せ
る
。

③

蒸

米

浸

漬

で
水

分

を

吸

収

し
た
米
を
蒸

す
。

④

麹
、
酵
母

蒸

し
米
に
種
麹

を
植
え

で
ん
ふ
ん
を
糖
に
変

え
、

ア
ル
コ
ー
ル
に
変
え
る
。

⑤
　
も
ろ
み

出
来

上
が
っ
た
酒

母
に
麹

、
一蒸

し
米
、
水
夕
３
回
に
分
け
″
、
カロ

え
、
も

ろ
み
を
造

る
。
３

口
に

分
け
る
の
で
コ
ニ
段

仕
塾
み

と

い
つヽ
。

⑥

袢
り
、
ろ
過

醗
酵
の
終
わ
っ
た
も
ろ
み
を
搾
フ
、
、
お
酒
と
酒
粕
に
分

け
る
。
搾
り
た
て
の
新
酒
は
ま
だ
少
し
濁
っ
て
い
る
た
め
、

ろ
過
器
で
こ
し
て
透
明
に
す
る
ｃ

⑦

火
入
れ
、
貯
蔵
、
瓶
諾
め

お
酒
を
過
熱
し
て
腐

敗
、
変
質
を
防
ぐ
ｃ
そ
れ
を
貯

蔵
タ
ン
ク
で
熟
成
さ
せ
、
も
う

一
度

カロ
熱
。
多
、
の
後
、

瓶
詰
め
さ
れ
て
出
荷
と
な
る
ｃ

胴
デ
針
彙
輩
翁
ト
ム
聾

米
麹

を
達
る
。
米
麹

で
米
の

多
、こ
に
酵

母
を
加
え
、
糖
を

◆

代
表

わ
な

酒
ネ

山
田
錦

両
親
／

出
曰
穂

、

短
稗
波

船特
徴
／
酒
造
好
適
米
２
つ
ち
酒

造
家
か
ら
非
常
に
人
気
が
あ
る

品
種
。
特
に
、
豊
潤
な
酒
が
で

き
る
と
評
判
が
高
く
、
消
費
者

明
石
酒
類
醸
造
株
式
会
社
の

代
表
酒

明
石
鯛

あ
か
し
た
じ

シ
リ
ー
ズ
は
、
ヽ
あ

出

田
錦

夕
・ふ

ん
だ
ん
に
使

用
し
て
お
り
、べ
わヽ

や
か
な
香

り

と
深

い
味

わ
い
が

自
慢
。
海
外
で
も
高

く

評
価
さ

れ
、
モ
ン
ド
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
始
め

と
し
た
数

マ
の
賞

を
受
賞

し
イ
、

い
る
ｃ の

知
名
度
も
高
い

兵
庫
県
の
生
産
量
は
全

国
の
８
割
を
占

め
る
ぃ

兵
庫
夢
錦

両
親
／

菊
栄
と
出
口
錦
を
交

配
し
た
Ｆ
２

、

兵
系
２
３

子特
徴
／
兵
庫
県
の
西
播
磨

地
域
に
適
し
た
酒
造

好
迪

米
〓

大
粒
で
應
白
の
発
生
が
良
く
、
酒
造
適
性
が
高
い
。

″1 こ `こ
備 く白 良

で ¬ あ れ
あ 出 る る
°
錦 く 合

L ③ ll

:兵 実

I参考】兵14rtt HP～農産物 兵庫の酒米ヽ l http:″ web prOth,OgO lgtp′ arl l′aFl1 001n10025 html
日本構造組合中央会 :http″w]w,apan8ake Onjp及 ず広辞苑第二崚 写真 :栗 栖
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20■ ■年崚
モントセレタション
金彙受 貴 :



tゅ まい.る

か  ん

他の店では味わえない生原洒を買うここか

できます。

さらに生原洒こ焼酎の量ιl売ιlをしておιl、

lEを一度買えば好きなお洒を何度でも買っ

て情るここalでききす。

お酒に関連した商品も販売していきす。

神戸学院大学 人文学部 1回生矢嶋ゼ ミ‐

スマイル班 小林由季 小山瑠美子 門白楓
撮影者:小山 円ロ

文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 2011年度地域研究プロジェクト

BH石市の大蔵海岸付近にある醸造所に隣持するBH石酒額

醸造の直営店。

こじん春ιlこ した落ち書きのある雰口気のお店で

店内からは■ラス越しにお洒を造る様子を見るここか

でききす。

あかしたい

モンドセレクション金賞を受賞した「BR石隅」

も買うここかでき参す。

その他にも様々な賞を受賞したお洒があ
`lき

す。
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あ と が き

インタビューを行ってみて、園長先生の保育に対する思いが伝わってきて、きっと素敵な保育園だろうな、と思った。先生

のお話を生で聞くことができて良かったと思った。 F

インタビューをして最初は緊張したけど、インターネットでは知ることのできない貴重なお話を聞けて、地域の人と関わる

楽しさを知ることができた。今は情報化社会だけど、直接お聞きする話が一番だと思いました。 S

大学生になり明石という町に暮らすこととなった。そして歴史ある町、大蔵谷にある人丸花壇を取材した。緊張している私

達に気さくに話してくださった小谷さん。大人になったらまた訪れます。 Y・ T

先日、久しぶりに大蔵谷を歩いてみた。厚着をして行ったが、寒さに震えながら町を見渡した。今回の取材を終えて、大蔵谷を

違った目線で見ることが出来た。九月にTシャツー枚で大蔵谷に飛び出した時とは違ったとても充実した散歩だった。 K・ Y

今回、初めてインタビューを行い、緊張や不安もありましたが、とても充実していました。貴重な時間をいただいて、イン

タビューに応じてくださった方々のご協力によって大蔵谷ついて色々な事を知ることができました。 K・ K

人生初の取材をしました。大蔵谷のことについて、インターネットで調べるのと直接聞くのとでは全然違い、取材をするこ

との魅力と大蔵谷の魅力を感じることが出来ました。 」・K

今回、大蔵谷を訪れて貴重な体験をさせて頂きました。取材をさせて頂いた方々も優しく、取材を円滑に進めることが出来

ました。快く取材を受けて頂き、貴重な体験ありがとうございました。 Y・ M

大蔵谷について何も知らなかったけれど、取材を通じていろんなことを知りました。そして、この町は人々から愛されてい

るんだなと思いました。これからも人々から愛されている、大蔵谷であって欲しいと思いました。 N・ Y

日々何気なく通り過ぎていく町並み。カメラのレンズに切り取られた姿には、多くの新しい発見がありました。快くインタ

ビューを受けてくださった方との出会いなど、自分にとって良い経験が出来ました。 S・ T

ふだん何気なく通っている所に、誰も知らない歴史が隠されていたとぃうことを知ることが出来て、とても貴重な体験でし

た。あたたかく取材を受け入れてくださり、嬉しかったです。ありがとうございました。 M・ 0

住民の方々の暖かさに触れることができました。人生経験豊富な方のお話を聞くことで、自分の生き方を考え直すいい機会

となりました。精一杯生きてぃこうと思いました。ありがとうございました。 T・ K

明石市大蔵谷を歩いて様々な発見をしました。多くの歴史があったこと、お会いした人それぞれにドラマがあったことなど

隠れたストーリーが存在する街でした。これらを知ったことで大蔵谷は、より興味深い街となりました。 Y・ M

身近な街を知ろうということから始まったこの授業。大蔵谷の方々は、笑顔で快く取材をお受けしてもらえました。取材を

していくうちに、大蔵谷をもっと知りたいと思いました。 S・ F

大蔵谷のメインストリートを歩いて様々な発見が出来た。じっくり町を歩いてみると歴史ある店があり、温かい町の人たち

が取材を受け入れてくれた。 DoA
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あとがきにかえて

平忠度が源氏の岡部六弥太に追いつかれ、二人の馬が川をはさんで戦ったからところから「両馬川」

という名前がついた、あの宮本武蔵が明石城の城下町の町割りを行った、江戸時代に大蔵地区は宿場

町であり多くの旅籠や本陣があつた、伊藤博文や大蔵地区で伴侶を得た、夏目漱石な講演した公会堂が

現存する、地区の中心にある稲爪神社はなんと推古天皇の頃から始まったとされるなどなど
…。

稲爪神社の秋祭りは歴史的・文化的に貴重なものであるということは見聞きしていたが、明石から大学

行きのバスで走る2号線沿いの海側のエリアがこれほどまでに歴史や文化に彩られたところであるにもかか

わらず、このプロジェクトを行うまで、車窓を通して昔の面影になんとなく癒されていただけの無学な自分に

恥じ入るばかりである。

また、バスから見えるかわいいお店はとなりの金物屋さんの息子さんとお嫁さんがはじめたとか、味の秘

訣は産地に近いこの土地で大阪や京都で活躍している料理人が腕を振るうからであるとか、稲爪神社の

東側にある立派な蔵は5代続いたお米屋さんだったとか、大家族が多かった昔は祝い事のたびにお菓子

がたくさん売れたとか…。その他いつぱい現在進行形のエピソードも聞くにつれ、私たちが抱いていた大蔵

地区のイメージはどんどん変わっていった。

●

古いものを愛でることより、新しいものを手に入れることに価値を置き、その欲望をエネルギーとして突っ

走つてきたのが私たちモダンな社会に生きてきた中年以上の世代である。それに対し、バブル期以降に育っ

た若い世代の価値観は明らかに変わつている。昭和という時代に憧れ、その頃の侍まいを持つ町を彼ら彼

女ら流の価値観で、味わい深い活気のある町へ再生する取り組みは全国各地で見られるようになってきて

いる。こうした動きの基底に流れるものは、毎日の暮らしを味わい楽しむという生活者という視点である。

味わい深い歴史や風土を持ち、音ながらの件まいが残り、なによりもこの地を愛する住民たちがいるこの

大蔵地区は、もしかしてそういう若者たちの垂涎の的になりえるのかもしれない……今回のインタビューを通

じてそんなことも考えた次第である。

この授業は平たく言つてしまえば、大学を飛び出して地域の人々の懐に飛び込み、地域のことを勉強さ

せていただくという他力本願的なずうずうしい側面を持つ。にもかかわらず「ああ、神戸学院の学生さん」

と快く取材やインタビューさせていただいた地域の皆さまに、厚く御礼申し上げます。

桑島紳二 2012年 5月
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