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八
束
町
の
皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
私
の
住
居
は
、
大
根
島
の
対
岸
に
位
置

す
る
本
庄
の
野
原
で
す
。
旧
八
束
町
の
広
報
誌
に
は
、
枕
木
山
の
展
望
台

か
ら
、
霊
峰
大
山
を
バ
ッ
ク
に
中
海
に
囲
ま
れ
た
八
束
町
の
写
真
が
載
っ

て
お
り
、
野
原
の
集
落
も
そ
の
光
景
に
何
時
も
写
っ
て
お
り
ま
し
た
。

我
が
家
の
目
の
前
に
広
が
る
中
海
と
い
え
ば
、
様
々
な
魚
介
類
と
の

思
い
出
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

私
は
、
マ
ー
カ
レ
の
刺
身
が
大
好
き
で
、
あ
の
小
さ
な
魚
の
鱗
を
落

と
し
、
三
枚
に
お
ろ
し
て
、
皮
を
剥
ぐ
、
そ
の
繰
り
返
し
を
数
十
匹
、

こ
れ
を
刺
身
醤
油
で
食
す
る
味
は
、
中
海
の
最
高
の
味
の
一
つ
で
す
。

赤
貝
は
、
中
海
干
拓
事
業
が
始
ま
る
前
の
昭
和
40
年
代
半
ば
ま
で
は
、

桁
引
き
漁
で
大
量
の
漁
獲
が
あ
っ
た
よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
。
我
が
家

に
は
「
そ
り
こ
舟
」
と
名
付
け
ら
れ
た
少
し
ば
か
り
変
わ
っ
た
舟
が
あ

り
、
赤
貝
を
海
底
か
ら
掘
り
起
こ
す
た
め
の
「
揺
れ
」
を
大
き
く
す
る

構
造
に
な
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
桁
引
き
漁
の
た
め
に
開
発
さ
れ
た
舟
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
赤
貝
の
「
殻
蒸
し
」
は
、
母
の
味
と

し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

ア
オ
デ
蟹
も
思
い
出
の
一
つ
で
す
。
干
拓
事
業
の
進
捗
と
と
も
に
漁

獲
が
減
少
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
私
が
島
大
に
入
学
し
た
昭
和
48
年

は
、
久
し
ぶ
り
に
漁
獲
が
増
え
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
夏
の
日
の
夕

方
、
穂
高
岳
登
山
を
終
え
、
野
原
の
バ
ス
停
に
降
り
立
っ
た
私
は
、
同

級
生
２
人
か
ら
蟹
突
き
の
誘
い
を
受
け
ま
し
た
。
私
は
、
登
山
服
姿
そ

の
ま
ま
に
舟
に
乗
り
、
弁
慶
島
周
辺
で
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
の
灯
り
を
頼
り

に
、
ト
ロ
箱
３
箱
分
の
ア
オ
デ
蟹
を
突
き
ま
し
た
。
こ
の
年
が
最
後
の

ア
オ
デ
蟹
の
大
量
発
生
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
の
他
に
も
、
ウ
ナ
ギ
、
ゴ
ズ
、
エ
ノ
ハ
、
メ
バ
ル
、
ホ
ン
ジ
ョ
エ

ビ
、
オ
ダ
エ
ビ
等
々
、
中
海
の
魚
介
類
は
、
中
海
で
育
ま
れ
た
独
特
の

風
味
が
あ
り
、
美
味
で
あ
り
ま
す
。
干
拓
事
業
は
中
止
と
な
り
ま
し
た

が
、
こ
れ
ら
の
魚
介
類
は
未
だ
完
全
復
活
と
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
特

に
本
庄
工
区
は
、
貧
酸
素
の
問
題
が
あ
り
僅
か
な
漁
獲
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
様
々
な
知
恵
と
工
夫
に
よ
り
、
今
以
上
の
潮
の
流
れ
を
作
り
、
中

海
が
再
び
漁
業
資
源
の
豊
か
な
海
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

蘇
え
れ

漁
業
資
源
豊
か
な
中
海
に

松
江
市
副
市
長
　
能
海
　
広
明

枕木山から霊峰大山をバックに中海を望む
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中
海
に
浮
か
ぶ『
豊
穣
の
島
』

寒
天
の
原
料
に
も
な
り
、
生
き
物
の

棲
み
家
の
役
割
も
果
た
し
て
い
ま
し

た
。
一
方
で
、
放
置
す
る
と
ヘ
ド
ロ

化
し
水
質
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

肥
料
と
し
て
定
期
的
に
刈
り
取
る
こ

と
で
、
中
海
の
水
質
も
維
持
さ
れ
、

栄
養
価
の
高
い
作
物
が
収
穫
で
き
る
、

た
め
、
島
民
に
畑
地
の
肥
料
と
し

て
海
藻
刈
取
り
の
権
利
を
与
え
て

保
護
し
て
い
ま
し
た
。
明
治
初
期

（
１
８
７
０
年
頃
）
の
八
束
の
漁
業

（
藻
類
、
貝
類
、
魚
類
）
は
、
藩

政
時
代
よ
り
盛
ん
に
な
り
、
中
海

の
恵
み
（
海
藻
）
を
享う

け
た
畑
地

の
作
物
（
雲
州
人
参
、
養
蚕
、
葉

煙
草
、
菜
種
等
）
と
と
も
に
、
八

束
経
済
の
二
大
柱
と
な
り
ま
し
た
。

終
戦
直
後
（
１
９
４
５
年
頃
）
に

は
、
寒
天
の
原
料
と
な
っ
た
オ
ゴ

ノ
リ
（
海
藻
）
で
の
収
入
が
年
間

１
０
０
０
万
円
に
も
の
ぼ
り
漁
民

を
潤
し
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
24

年
（
１
９
４
９
年
）
頃
か
ら
、
環
境

の
変
化
等
に
よ
り
中
海
の
漁
獲
高

は
徐
々
に
減
少
し
、
現
在
に
至
っ
て

い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

さ
て
、
中
海
·
宍
道
湖
の
自
然
環
境

の
再
生
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、

柏
木
さ
ん
は
「
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
自

然
再
生
セ
ン
タ
ー
」
の
正
会
員
と
し

て
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

「
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

  

自
然
再
生
セ
ン
タ
ー
」と
の
連
携

柏
木
：「
自
然
再
生
セ
ン
タ
ー
」（
以
下
、

セ
ン
タ
ー
））
は
、
中
海
·
宍
道
湖

の
自
然
環
境
の
再
生
と
、
湖
と
人
々

の
親
し
い
関
係
を
再
構
築
す
る
た
め

の
活
動
を
目
的
に
、
２
０
０
６
年
に

設
立
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
大
根
島

の
耕
作
放
棄
地
対
策
に
取
り
組
む
こ

と
を
目
的
に
、「
大
根
島
の
農
漁
業

を
考
え
る
会
」
を
２
０
１
０
年
に
立

ち
上
げ
ま
し
た
。
お
互
い
中
海
の
自

然
再
生
と
い
っ
た
共
通
目
的
で
協
力

関
係
が
始
ま
り
ま
し
た
。
か
つ
て
、

中
海
で
は
オ
ゴ
ノ
リ
な
ど
の
海
藻
を

刈
り
取
り
、
畑
地
の
肥
料
や
良
質
な

「
中
海
の
恵
み
」
そ
の
歴
史
に
つ
い
て

池
田
：
八
束
町
の
歴
史
を
語
る
に
は
先

ず
、
中
海
の
漁
業
の
歴
史
を
紐
解

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代

末
期
（
１
８
６
０
年
頃
）
の
資
料

を
見
ま
す
と
、
中
海
で
八
束
の
漁

民
を
始
め
多
く
の
沿
岸
漁
民
が
漁
業

を
営
ん
で
い
ま
し
た
が
、
漁
場
が
狭

く
沿
岸
漁
民
と
の
間
で
地
先
海
面
を

め
ぐ
っ
て
絶
え
ず
紛
争
が
繰
り
返
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
当
時
の
松
江

藩
は
、
八
束
の
畑
地
は
陸
方
農
民
の

水
田
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
水

田
の
よ
う
に
山
林
原
野
か
ら
の
栄
養

源
（
ミ
ネ
ラ
ル
等
）
を
有
し
な
い

大
根
島
·
江
島
は
、
中
海
の
豊
か
な
漁
業
資
源
や
、
火
山
灰
由
来
の
黒
ボ
ク
土
に
恵
ま
れ
、
農

業
で
は
養
蚕
、
雲
州
人
参
、
牡
丹
の
栽
培
で
栄
え
た
地
で
す
が
、
近
年
は
農
業
の
担
い
手
不
足
や

高
齢
化
で
、
耕
作
放
棄
地
が
増
加
。
そ
ん
な
中
、
再
び
農
漁
業
で
島
に
活
気
を
取
り
戻
そ
う
と
活

動
す
る
方
々
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
そ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

特集

第 10 回

座談会

（左から）柏木利徳さん、渡部卓也さん、 豊島美紀さん、池田 均館長
［背景写真］そりこ舟漁（昭和20年代末）

池田　均 館長
（遅江）

柏木　利徳さん
（入江）

《
座
談
会 

メ
ン
バ
ー
》

①	

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
自
然
再
生
セ
ン
タ
ー
正
会
員

	

大
根
島
の
農
漁
業
を
考
え
る
会
会
員

	

　
　
　
　
　
　
　
　

柏
木
　
利
徳（
入
江
）

②	

由
志
園
ア
グ
リ
フ
ァ
ー
ム
㈱
専
務

	

　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
　
卓
也（
馬
渡
）

③	

㈱
ふ
ぁ
ー
む
大
根
島
社
長　
　
　
　

	

豊
島
肥
糧
店
経
営　

  

豊
島
　
美
紀（
波
入
）

④	

ま
つ
え
環
境
市
民
会
議
副
代
表

	

八
束
公
民
館
館
長　

  

池
田
　
　
均（
遅
江
）
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ま
さ
に
理
想
的
な
循
環
を
実
現
し
て

い
た
の
で
す
。
今
、
こ
の
か
つ
て
の

「
環
境
」「
人
」「
経
済
」
の
循
環
を

再
構
築
す
る
こ
と
で
、
中
海
の
も
た

ら
す
恵
み
の
循
環
を
、
持
続
可
能
な

形
で
次
世
代
に
残
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
に
あ

た
っ
て
、
中
海
漁
協
、
米
子
高
専
と

も
連
携
し
な
が
ら
活
動
し
て
い
ま
す
。

セ
ン
タ
ー
は
、
約
10
年
前
か
ら
島
根

·
鳥
取
両
県
と
の
共
同
事
業
で
助
成

金
を
使
い
な
が
ら
、
こ
の
取
り
組
み

を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
２
０
１
８

年
度
よ
り
、
一
般
財
団
法
人
セ
ブ
ン

–

イ
レ
ブ
ン
記
念
財
団
か
ら
助
成
を

受
け
て
、「
オ
ゴ
ノ
リ
ン
グ
大
作
戦
」

事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

池
田
：
本
町
は
、
代
々
畑
作
で
農
業
を
営

ん
で
き
て
お
り
、
雲
州
人
参
や
牡
丹

は
ブ
ラ
ン
ド
商
品
と
し
て
全
国
や
海

外
に
も
輸
出
す
る
な
ど
、
特
産
農
業

の
島
と
し
て
皆
さ
ん
頑
張
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。
由
志
園
さ
ん
が
農
業
法
人

を
立
ち
上
げ
ら
れ
て
10
年
を
迎
え
ら

れ
ま
し
た
が
、
法
人
化
の
経
緯
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

「
由
志
園
ア
グ
リ
フ
ァ
ー
ム
㈱
」は

　
　
　
　
　
　
　

 

地
域
と
と
も
に

渡
部
：
１
９
９
８
年
に
約
１
８
０
万
本
の
生

産
量
が
あ
っ
た
牡
丹
は
、
２
０
０
５

年
に
は
１
４
５
万
本
、
２
０
０
８
年

に
は
１
１
０
万
本
に
減
少
し
、
ま

た
雲
州
人
参
の
作
付
け
者
数
は
、

２
０
０
０
年
に
45
人
、
２
０
０
８
年

に
は
13
人
に
ま
で
減
少
、
高
齢
化
と

い
う
こ
と
も
あ
り
生
産
者
の
担
い
手

が
急
激
に
減
少
し
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
現
状
か
ら
、
地
域
観
光
資
源
の

魅
力
を
創
出
す
る
た
め
に
、
伝
統
農

業
技
術
の
継
承
·
保
存
、
そ
し
て
耕

作
放
棄
地
の
再
生
に
伴
う
農
業
景
観

の
保
全
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
地
域
の
魅
力
の
創
出
に
貢

献
す
る
目
的
で
、
２
０
０
９
年
に
地

域
特
産
農
業
の
担
い
手
を
育
成
し
、

新
規
就
農
の
モ
デ
ル
と
な
る
経
営
方

針
を
作
成
し
、
地
域
農
業
の
活
性
化

に
貢
献
す
る
た
め
設
立
し
ま
し
た
。

池
田
：
私
達
の
子
ど
も
の
頃
は
、
各
集
落

に
小
売
り
の
商
店
が
数
店
あ
り
、
当

時
働
き
者
で
酒
が
唯
一
の
楽
し
み
な

祖
父
か
ら
、
空
の
一
升
瓶
を
渡
さ
れ
、

量
り
売
り
の
酒
２
合
程
度
を
買
い
に

行
き
、
お
駄
賃
と
し
て
貰
っ
た
10
円

玉
で
、
駄
菓
子
を
買
っ
た
こ
と
が
懐

か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
豊
島
肥

糧
店
は
そ
れ
以
前
か
ら
で
し
ょ
う
か

ね
？
営
業
さ
れ
て
お
り
、
今
で
は
地

域
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
お
店
で
す
。

こ
の
度
、
お
店
を
改
装
さ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

「
㈱
ふ
ぁ
ー
む
大
根
島
」は

                        

高
齢
者
と
と
も
に

豊
島
：
牡
丹
と
雲
州
人
参
の
生
産
者
が
減

少
し
て
い
く
中
で
、
耕
作
放
棄
地
が

増
え
て
い
ま
す
。
弊
社
は
、
主
に
湧

水
に
よ
る
水
田
作
り
を
し
て
い
ま
す

が
、
年
々
作
付
面
積
も
減
少
し
て
い

ま
す
。
観
光
が
メ
イ
ン
の
島
で
す
が
、

農
業
者
が
減
少
し
景
観
が
保
た
れ
な

い
こ
と
を
、
女
性
目
線
で
何
か
で
き

る
こ
と
は
な
い
か
と
立
ち
上
が
り
ま

し
た
。
地
域
の
高
齢
者
は
元
気
な
方

が
多
く
、
野
菜
作
り
が
と
て
も
上
手

で
、
親
戚
や
近
所
に
配
る
ぐ
ら
い
で

畑
に
残
っ
た
野
菜
は
そ
の
ま
ま
で
す
。

量
も
市
場
に
出
す
程
も
無
く
、
そ
う

し
た
農
産
物
を
出
す
場
に
な
れ
ば
と

思
い「
島
採
れ
マ
ー
ケ
ッ
ト
」も
オ
ー

プ
ン
さ
せ
ま
し
た
。
野
菜
が
売
れ
て

生
産
者
の
皆
さ
ん
の
活
力
、
生
き
が

い
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
遠

く
の
ス
ー
パ
ー
に
も
な
か
な
か
行
け

な
い
高
齢
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
聞
い

て
、
様
々
な
食
品
を
置
い
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
次
頁
に
続
く
）

雲州人参畑

オゴノリを刈り取る高校生たち

渡部　卓也さん
（馬渡）

豊島　美紀さん
（波入）
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化
学
肥
料
の
使
用
量
を
半
減
し
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
農
業
を
行
う
に
は
、

大
根
島
の
環
境
が
一
番
適
し
て
い
る

よ
う
で
す
。
北
海
道
の
よ
う
な
ミ
ニ

丘
陵
地
に
、
春
は
牡
丹
や
芍
薬
そ
し

て
菜
の
花
が
咲
き
、
夏
に
は
麦
の
穂

や
そ
ば
の
花
が
咲
き
誇
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
花
の
蜜
を
求
め
、「
松
江
養

蜂
組
合
」
も
参
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

柏
木
：
冒
頭
、
池
田
館
長
が
話
さ
れ
た
よ

う
に
、
中
海
の
オ
ゴ
ノ
リ
は
畑
地
の

作
物
の
肥
料
や
寒
天
の
原
料
と
し
て

大
変
貴
重
で
し
た
。
私
達
は
、
オ
ゴ

ノ
リ
を
活
用
し
た
取
り
組
み
を
し
て

い
ま
す
。
今
、
肥
料
と
し
て
畑
地
へ

の
直
播
や
、
乾
燥
さ
せ
た
ペ
レ
ッ
ト

状
の
施
肥
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

池
田
：
循
環
型
農
漁
業
の
取
り
組
み
が
、

景
観
や
畑
地
の
作
物
に
も
良
い
効
果

と
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
次
に
、
本
町

は
、
昔
か
ら
特
産
農
家
と
し
て
栄
え

て
き
ま
し
た
が
、
元
来
農
地
が
狭
く

野
菜
な
ど
の
作
物
で
は
ロ
ッ
ト
が
限

人
や
生
産
組
合
の
役
割
が
重
要
と
な

り
ま
す
ね
。

豊
島
：
耕
作
放
棄
地
で
、
数
年
前
か
ら
パ

ク
チ
ー
を
栽
培
し
て
い
ま
す
が
、
余

剰
に
で
き
た
パ
ク
チ
ー
を
廃
棄
す
る

の
が
も
っ
た
い
な
く
て
、
何
か
加

工
品
が
で
き
な
い
か
と
市
に
相
談

し
、「
ま
つ
え
農
水
商
工
連
携
事
業
」

で
カ
レ
ー
屋
さ
ん
に
繋
い
で
い
た
だ

き
「
パ
ク
チ
ー
カ
レ
ー
」
が
で
き
ま

し
た
。
こ
こ
か
ら
カ
レ
ー
の
レ
パ
ー

ト
リ
ー
を
増
や
し
、
調
味
料
も
作
り
、

昨
年
か
ら
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
も
作
り

始
め
ま
し
た
。
使
用
し
て
い
る
野
菜

は
大
根
島
産
で
、
こ
れ
ら
の
商
品
は

大
根
島
の
Ｐ
Ｒ
も
兼
ね
て
い
ま
す
。

置
い
て
あ
る
場
所
は
空
港
を
始
め
お

土
産
品
店
で
す
。
カ
レ
ー
の
中
に
は

大
根
島
の
可
愛
い
Ｍ
Ａ
Ｐ
も
入
れ
て

お
り
、
少
し
で
も
大
根
島
を
知
り
来

て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と

思
い
ま
す
。
今
後
も
レ
パ
ー
ト
リ
ー

を
増
や
し
、
他
に
は
な
い
商
品
開
発

が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

柏
木
：「
オ
ゴ
ノ
リ
ン
グ
大
作
戦
」
で
は
、

大
根
島
の
耕
作
放
棄
地
を
整
備
し
、

オ
ゴ
ノ
リ
を
肥
料
と
し
て
畑
に
ま
い

て
、
大
豆
や
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
農
作

物
を
栽
培
し
、
栽
培
時
や
収
穫
時
に

参
加
者
と
一
緒
に
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ

て
い
ま
す
。
現
在
ま
で
、
地
元
八
束

学
園
生
や
高
校
生
、
松
江
高
専
の
皆

さ
ん
も
参
加
し
て
い
ま
す
。

池
田
：
耕
作
放
棄
地
は
八
束
だ
け
で
は
な

い
で
す
が
、
頑
張
っ
て
い
る
団
塊
世

代
も
70
代
と
な
り
、
個
々
の
対
応
に

も
限
界
が
あ
り
ま
す
ね
。　
　
　
　

私
は
現
在
、「
ま
つ
え
環
境
市
民
会

議
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
環
境
問
題

の
取
り
組
み
に
参
加
し
て
い
ま
す
が
、

こ
こ
か
ら
は
、
環
境
に
や
さ
し
い
循

環
型
農
漁
業
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

環
境
に
や
さ
し
い
循
環
型
農
漁
業

渡
部
：
環
境
に
や
さ
し
い
取
り
組
み
と
し

て
は
、
雲
州
人
参
収
穫
後
に
不
要
と

な
っ
た
人
参
畑
の
麦
わ
ら
や
、
地
元

の
「
し
ま
ね
き
の
こ
セ
ン
タ
ー
」
か

ら
出
た
廃
床
、「
大
根
島
醸
造
所
」

か
ら
出
た
麦
芽
の
搾
り
か
す
等
を
土

壌
に
敷
き
込
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、

令
和
元
年
よ
り
裏
作
で
「
大
根
島
環

境
保
全
型
農
業
の
会
」
が
、
菜
の
花

（
21
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
の
緑
肥
を
行
っ

て
い
ま
す
。
菜
の
花
の
緑
肥
に
よ
り
、

池
田
：
次
に
、
耕
作
放
棄
地
対
策
に
つ
い

て
お
聞
き
し
ま
す
。
こ
の
件
で
す
が
、

私
の
家
も
代
々
農
業
を
営
ん
で
、
長

年
に
わ
た
っ
て
養
蚕
や
雲
州
人
参
、

牡
丹
の
栽
培
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

現
在
は
、
1
.
2
ヘ
ク
タ
ー
ル
程
の

田
畑
の
管
理
を
農
業
法
人
や
個
人
に

お
願
い
し
て
い
る
状
況
で
す
。

耕
作
放
棄
地
活
用
の
取
り
組
み

渡
部
：
現
在
、
耕
作
放
棄
地
対
策
と
し
て

「
大
根
島
そ
ば
生
産
組
合
」
が
中
心

と
な
っ
て
、
そ
ば
を
36
ヘ
ク
タ
ー
ル

耕
作
し
て
い
ま
す
。
今
後
ま
す
ま
す

農
業
従
事
者
の
高
齢
化
が
進
み
、
耕

作
放
棄
地
が
加
速
す
る
現
状
に
あ
っ

て
は
、
水
田
農
業
の
よ
う
に
農
業
法

島採れマーケット

大根島産野菜など

大根島産野菜カレー商品

菜の花畑
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と
思
っ
て
い
ま
す
。
松
江
大
根
島
牡

丹
協
議
会
、
大
根
島
雲
州
人
参
協
議

会
、
大
根
島
そ
ば
生
産
組
合
様
に
も

ご
協
力
い
た
だ
き
な
が
ら
、
八
束
農

業
の
後
継
者
と
し
て
育
て
た
い
と
思

い
ま
す
。

池
田
：
牡
丹
農
家
で
は
若
い
後
継
者
が
頑

張
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
農
業
全
般

で
は
担
い
手
が
不
足
し
て
い
ま
す
の

で
、
後
継
者
が
育
つ
と
良
い
で
す

ね
。
本
町
の
農
漁
業
の
歴
史
を
見
る

と
、
中
海
の
豊
か
な
漁
業
資
源
の
活

用
や
、
狭
い
農
地
を
生
か
し
な
が
ら

農
業
を
営
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
う
し

た
先
人
の
努
力
に
改
め
て
感
謝
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
戦
後
の
日
本
、
特

に
地
方
は
大
切
な
自
然
環
境
を
生
か

せ
ず
、
農
漁
業
が
衰
退
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
本
日
の
対
談
か
ら
、
令
和

の
時
代
は
コ
ロ
ナ
危
機
を
契
機
に
、

小
地
域
か
ら
持
続
可
能
な
自
然
を
生

か
し
た
、
循
環
型
社
会
を
切
り
開
い

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
今

回
、
日
頃
の
活
動
の
様
子
を
直
接
お

聞
き
し
ま
し
た
が
、
教
育
機
関
や
行
政
、

異
業
種
な
ど
幅
広
い
分
野
と
の
活
発
な

交
流
·
連
携
が
行
わ
れ
て
お
り
、
中
海

や
溶
岩
島
の
豊
か
な
資
源
を
生
か
し
た
、

地
域
活
性
化
の
動
き
に
繋
が
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
緒
に
頑

張
り
ま
し
ょ
う
。
本
日
は
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

◇
対
談
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に

配
慮
し
た
形
で
実
施
し
ま
し
た
。

·
宍
道
湖
の
食
を
広
め
よ
う
会
」
も

行
っ
て
い
ま
す
。
中
海
·
宍
道
湖
流

域
の
食
材
を
使
っ
た
料
理
で
、
地
元

漁
師
さ
ん
か
ら
流
通
し
に
く
い
食
材

を
直
接
仕
入
れ
、
食
へ
の
関
心
を
高

め
る
と
と
も
に
、
斐
伊
川
水
系
の
素

材
を
大
切
に
し
た
味
は
、
地
元
の
人

に
も
新
鮮
な
発
見
と
な
る
よ
う
で
す
。

オ
ゴ
ノ
リ
の
食
用
へ
の
活
用
策
と
し

て
は
、「
大
根
島
産
直
市
」
が
、
大

正
の
頃
に
途
絶
え
た
「
島
漬
け
」
の

材
料
と
し
て
活
用
し
販
売
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
寒
天
材
料
な
ど
素
材
と

し
て
の
商
品
化
を
大
根
島
の
農
漁
業

を
考
え
る
会
、
松
江
農
林
高
校
、
自

然
再
生
セ
ン
タ
ー
で
模
索
中
で
す
。

池
田
：
産
品
の
開
発
に
あ
た
っ
て
、
教
育

機
関
な
ど
異
業
種
連
携
が
進
ん
で
お

り
、
頼
も
し
く
思
い
ま
す
。
本
町
特

産
の
作
物
栽
培
を
継
承
し
て
い
く
に

は
、
新
規
就
農
者
を
育
て
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
ね
。
由
志
園
ア
グ
リ

フ
ァ
ー
ム
で
は
、
経
営
方
針
の
一
つ

に
新
規
就
農
モ
デ
ル
事
業
が
あ
り
ま

す
が
、
何
か
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

新
規
就
農
者
に
つ
い
て

渡
部
：
弊
社
設
立
当
初
か
ら
の
従
業
員
は
、

10
年
を
経
た
現
在
も
社
員
と
し
て
働

い
て
い
ま
す
。

　
　

 

農
業
経
営
者
が
減
少
し
て
い
る
中
に

あ
っ
て
、
新
た
な
取
り
組
み
と
し
て
、

昨
年
の
６
月
に
島
根
県
·
松
江
市
·

弊
社
で
「
島
根
県
の
次
代
を
担
う
農

業
経
営
者
育
成
協
定
」
を
締
結
し
ま

し
た
。
４
月
か
ら
、
島
根
県
立
農
林

大
学
校
卒
業
生
２
名
の
入
社
が
決
ま

り
ま
し
た
。
弊
社
で
２
年
間
正
社
員

と
し
て
働
き
、
３
年
目
に
は
自
立
す

る
こ
と
が
目
的
で
す
。
弊
社
で
の
農

業
指
導
だ
け
で
な
く
、
地
域
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
一
番
大
切
か

ら
れ
専
業
で
の
野
菜
作
り
は
難
し
い

で
す
ね
。

高
付
加
価
値
産
品
の
開
発

豊
島
：
島
根
大
学
で
６
次
産
業
化
の
話
し

や
、
松
江
農
林
高
校
で
は
魅
力
化
授

業
に
も
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
先
ど
ん
な
こ
と
が
一
緒

に
取
り
組
め
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
模

索
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
が
、「
観

光
と
農
業
」
を
面
白
く
融
合
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。
農
地
の
面
積
が
限
ら
れ
て
い
る

大
根
島
で
は
、
付
加
価
値
を
付
け
て

販
売
す
る
こ
と
も
大
切
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。「
湧
水
、
黒
ボ
ク
土
、
オ

ゴ
ノ
リ
」
こ
の
３
点
は
、
そ
の
付
加

価
値
に
入
る
と
思
い
ま
す
の
で
高
校
、

大
学
と
連
携
し
て
い
く
題
材
に
し
た

い
で
す
ね
。

渡
部
：
大
根
島
特
有
の
黒
ボ
ク
土
で
栽
培

し
た
作
物
は
美
味
し
い
と
高
評
価
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
現
在
、
学
校

給
食
や
地
元
ス
ー
パ
ー
に
も
ジ
ャ
ガ

イ
モ
等
を
納
品
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
今
後
、
大
根
島
の
特
産
品

に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

特
産
の
雲
州
人
参
を
、「
安
全
で
美

味
し
い
」
を
兼
ね
備
え
た
商
品
と
し

て
、
島
根
県
知
事
が
認
証
す
る
制
度
、

島
根
県
版
Ｇ
Ａ
Ｐ
「
美
味
し
ま
ね

ゴ
ー
ル
ド
」
に
出
願
中
で
す
。

柏
木
：
コ
ロ
ナ
禍
で
中
断
し
て
い
ま
す
が
、

自
然
再
生
セ
ン
タ
ー
で
は
、「
中
海

「中海・宍道湖の食を広めよう会」の皆さん

由志園アグリファーム㈱従業員の皆さん
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あ
と
が
き

大
根
島
④
　「
根
本
」

八
束
町
に
は
、
中
村
元
博

士
の
業
績
を
全
世
界
に
発
信

し
て
い
る
「
中
村
元
記
念
館
」

（
2
0
1
2
年
10
月
開
館
）
が

あ
り
ま
す
。

当
記
念
館
の
設
置
が
大
根

島
に
決
ま
っ
た
理
由
の
一
つ

に
、
中
海
圏
域
の
中
心
に
位
置

す
る
立
地
の
良
さ
や
、
小
高
い

丘
（
大
塚
山
公
園
）
か
ら
眺
め

た
中
海
の
夕
暮
れ
時
の
情
景

が
、
博
士
が
愛
し
た
イ
ン
ド·

ガ
ン
ジ
ス
河
畔
と
重
な
っ
た

と
も
聞
き
ま
す
。

私
は
、
当
記
念
館
館
長
の

前
田
專
學
東
京
大
学
名
誉
教

授
が
、
開
館
の
挨
拶
で
述
べ
ら

れ
た
言
葉
が
今
も
心
に
残
っ

て
い
ま
す
の
で
紹
介
し
ま
す
。

『
…
大
根
島
の
大お

お

根ね

は
、
も
の

の
根
本
中
の
根
本
、
す
な
わ
ち

中
村
元
の
元も

と

を
意
味
し
、
将
来

中
海
圏
域
の
連
携·

発
展
の
根

本
と
な
り
、
元
と
な
り
、
そ
の

象
徴
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て

い
る
。
良
い
場
所
に
記
念
館
が

で
き
博
士
も
お
喜
び
で
あ
ろ

う
。』　
　
　
　
　
　
　  （
池
）

【
出
典
・
解
説
】

『
人
は
と
に
か
く
自
分
に
都
合
の
よ
い
ニ
ュ
ー
ス
だ
け
が
耳
に
入
っ
て
き
ま
す
。

口
に
し
て
は
悪
い
と
思
う
よ
う
な
こ
と
は
、
他
人
は
自
分
に
告
げ
て
く
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
い
つ
の
ま
に
か
自
分
は
偉
い
人
だ
。
賢
者
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
が
ち

で
す
。
そ
う
す
る
と
、
人
は
自
分
だ
け
が
偉
く
て
、
他
人
は
劣
っ
て
い
る
と
思
い

が
ち
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
人
間
に
と
っ
て
の
「
わ
な
」
が
あ
り
ま
す
。
―
自

分
が
愚
か
で
あ
る
、
欠
点
が
あ
る
、
力
が
弱
い
、
と
い
う
事
実
を
直
視
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
は
、
言
わ
れ
な
く
て
も
謙
虚
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
て
本
当
の
力
が
出
て
き
ま
す
。
過
つ
こ
と
の
な
い
力
で
す
。』

（
中
村
元
『
仏
典
の
こ
と
ば
―
現
代
に
呼
び
か
け
る
智
慧
』
よ
り
。）

【
出
典
・
解
説
】

『
わ
れ
わ
れ
は
、
複
雑
な
人
間
関
係
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当

然
、
ほ
か
の
人
び
と
が
自
分
を
ど
う
見
て
い
る
か
、
他
人
の
評
判
を
気
に
し
ま
す
。

―
あ
る
事
を
企
て
る
場
合
に
、
あ
ら
ゆ
る
他
人
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
賛
成
し
支
持
し

て
く
れ
る
こ
と
は
実
際
上
あ
り
え
ま
せ
ん
。
―
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
実

行
す
る
た
め
に
は
、
―
反
対
や
非
難
が
何
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由

を
詳
細
に
知
り
、
他
人
の
反
対
意
見
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ

う
し
て
、
―
そ
れ
ら
の
反
対
理
由
を
い
か
に
し
て
解
決
し
う
る
か
を
じ
っ
く
り
考

え
て
実
行
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
―
お
釈
迦
さ
ま
で
さ
え
非
難
さ
れ
た
、
と
思
え
ば
、

他
人
か
ら
何
か
言
わ
れ
て
も
、
腹
の
立
つ
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。』

（
中
村
元
『
仏
典
の
こ
と
ば
―
現
代
に
呼
び
か
け
る
智
慧
』
よ
り
。）

【
出
典
・
解
説
】

『
わ
れ
わ
れ
の
人
生
の
行
路
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
理
想
を
目
指
す
一
筋
の
道

で
す
。
―
し
か
し
そ
の
目
標
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
人
に
よ
っ
て
具
体

的
な
内
容
は
か
な
り
異
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
努
め
る
人
の
素
質
や
能
力
も
千
差

万
別
で
す
。
―
道
理
と
か
理
法
と
か
い
う
も
の
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
他
人
に
伝

え
ら
れ
説
か
れ
る
も
の
で
す
が
、
―
そ
の
人
だ
け
が
行
動
を
決
定
し
決
断
す
べ
き

独
自
の
生
活
場
面
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
―
自
分
自
身
だ
け
が
決
定
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
絶
え
ず
自
ら
反
省
し
、
謙
虚
に
他
人
の
意
見
を

傾
聴
し
、
他
人
の
美
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
―
自
ら
の
愚
を
知
っ

て
慎
重
に
考
慮
す
る
が
、
最
後
に
決
断
を
下
す
も
の
は
自
分
な
の
で
す
。』

　
（
中
村
元
『
仏
典
の
こ
と
ば
―
現
代
に
呼
び
か
け
る
智
慧
』
よ
り
。）

　松江市出身でインド哲学・仏教学の世界的権威、中
村元博士が残した慈しみあふれる言葉を、八束町中央
の「八束複合施設」正面玄関東横にある掲示板で毎月
紹介します。掲示内容は「中村博士自身が述べた言葉」
の中から、中村元記念館の笠原愛古研究員が選び、公
民館で書道を学ぶ「中央書道サークル（橘淳子代表）」
のメンバーが中心となって毛筆でしたためます。

令
和
二
年
十
二
月
掲
示

令
和
三
年
一
月
掲
示

令
和
三
年
二
月
掲
示

令
和
三
年
三
月
掲
示

中村元博士が残した『慈しみあふれる言葉』を紹介します●❹

手島満智子先生（中央）を囲んで、中央書道サークルの皆さん

【
出
典
・
解
説
】

『
何
年
何
月
何
日
に
ど
こ
で
生
ま
れ
、
ど
こ
そ
こ
で
生
活
し
て
い
る
。
独
自
の

過
去
を
背
負
っ
て
い
る
人
は
、
た
だ
ひ
と
り
し
か
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
人
間
の

個
性
も
一
人
ひ
と
り
違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
―
今
、
過
去
と
の
連
関
を
申
し
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
未
来
も
や
は
り
一
人
ひ
と
り
が
つ
く
り
ま
す
。
―
独
自
の
「
未

来
形
成
の
は
た
ら
き
」
が
あ
る
わ
け
で
す
。
一
人
ひ
と
り
の
個
人
は
、
―
独
自

の
仕
方
で
全
宇
宙
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
は
、
ま
っ
た
く
独
自
の
も
の
で
す
。

そ
の
境
地
に
立
っ
て
初
め
て
、
一
人
ひ
と
り
が
尊
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
を
自
覚
す
る
こ
と
が
、
人
生
に
お
け
る
実
践
に
喜
び

を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。』

　
（
中
村
元
『
人
生
を
考
え
る
』（
青
土
社
、
二
〇
〇
〇
）
よ
り
。）


