
　

私
が
取
材
に
向
か
っ
た
先
は
、
出
雲
市
平
田

町
に
あ
る
ア
タ
ゴ
写
真
館
の
旧
館
。
一
九
三
〇

年
（
昭
和
五
年
）
に
開
業
し
、
現
在
も
ま
だ
続

い
て
い
る
、
歴
史
あ
る
写
真
屋
さ
ん
で
す
。
写

真
館
二
代
目
の
田
中
久
雄
さ
ん
に
お
話
を
伺
い

ま
し
た
。

　

取
材
前
に
田
中
さ
ん
に
関
す
る
情
報
に
少
し

で
も
触
れ
て
お
こ
う
と
、
田
中
さ
ん
が
自
ら
出

版
さ
れ
た
写
真
集
を
見
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
こ
に
写
っ
て
い
た
の
は
昭
和
二
十
年
代
か
ら

三
十
年
代
頃
の
平
田
の
風
景
と
そ
こ
に
暮
ら
す

人
々
で
す
。
全
て
の
写
真
に
必
ず
人
が
写
っ
て

い
て
、
ど
れ
も
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
写
真
で
し

た
。
ま
た
、
家
族
写
真
を
見
て
い
る
か
の
よ
う

な
温
か
な
気
持
ち
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
さ
て
ど
ん
な
お
話
が
聞
け
る
の
で
し
ょ

う
か
。
わ
く
わ
く
し
た
気
持
ち
で
取
材
当
日
を

迎
え
ま
し
た
。
田
中
久
雄
さ
ん
は
昭
和
十
年
生

ま
れ
の
七
十
六
歳
。
と
て
も
お
話
し
上
手
で
、

た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
て
下
さ
る
優
し
い
方

で
し
た
。
私
た
ち
取
材
班
も
つ
い
つ
い
時
間
を

忘
れ
て
聞
き
入
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ア
タ
ゴ
写
真
館
開
業

　

昭
和
五
年
開
業
の
ア
タ
ゴ
写
真
館
。
そ
れ
以

前
は
貴
金
属
の
お
店
を
経
営
し
て
い
た
そ
う

で
、
簪
か
ん
ざ
しや
指
輪
を
作
っ
て
売
っ
た
り
し
て
い
た

よ
う
で
す
。
貴
金
属
店
は
田
中
久
雄
さ
ん
の
お

じ
い
さ
ん
の
代
か
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
お

父
さ
ん
の
保
正
さ
ん
の
代
で
写
真
館
に
変
え
た

そ
う
で
す
。

　

当
時
の
平
田
に
は
写
真
屋
さ
ん
が
な
か
っ
た

た
め
、
写
真
に
関
す
る
知
識
が
全
く
な
か
っ
た

保
正
さ
ん
は
、
松
江
の
写
真
屋
ま
で
通
い
教
え

て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
際
に
交
通
手
段
と
い

て
利
用
し
た
の
が
船
で
す
。
当
時
、
田
中
さ
ん

の
家
の
前
の
川
か
ら
は
松
江
に
向
か
う
船
が
出

て
い
た
そ
う
で
、
長
時
間
か
け
て
二
年
間
通
い

ま
し
た
。
と
て
も
根
気
の
い
る
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
写
真
屋
と

し
て
店
を
開
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ア
タ
ゴ

写
真
館
と
い
う
店
名
は
田
中
さ
ん
の
家
か
ら

愛あ
た
ご
さ
ん

宕
山
と
い
う
山
が
よ
く
見
え
た
こ
と
か
ら
名

づ
け
た
そ
う
で
す
。

　

ア
タ
ゴ
写
真
館
の
経
営
が
う
ま
く
回
転
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
十
二
、三
年
頃
で
し

た
。
日
中
戦
争
が
始
ま
り
、
戦
争
に
行
っ
た
人

が
い
る
家
で
は
家
族
の
写
真
を
撮
っ
て
送
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
写
真
を
慰
問
写

真
と
い
う
そ
う
で
す
が
、
保
正
さ
ん
は
頼
ま
れ

た
家
を
回
っ
て
、
玄
関
先
や
庭
先
で
慰
問
写
真

を
撮
っ
た
そ
う
で
す
。

　

当
時
、
平
田
に
は
ア
タ
ゴ
写
真
館
以
外
に
写

真
屋
さ
ん
が
あ
る
に
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ほ

と
ん
ど
の
家
が
保
正
さ
ん
に
頼
み
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
今
の
よ
う
に
個
人
で
カ
メ
ラ
を
持
っ

て
い
る
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
写
真
は
写
真

屋
さ
ん
に
写
し
て
も
ら
う
の
が
普
通
だ
っ
た
の

で
す
。
当
時
は
自
転
車
の
後
ろ
に
撮
影
機
材
を

積
ん
で
移
動
し
た
そ
う
で
、
家
々
を
回
る
の
は

大
変
で
し
た
。
そ
の
た
め
一
日
に
二
、三
軒
の

家
を
回
る
の
が
精
一
杯
で
、
保
正
さ
ん
は
毎
日

の
よ
う
に
平
田
の
家
々
を
回
り
慰
問
写
真
を

撮
っ
た
そ
う
で
す
。
重
い
撮
影
機
材
を
抱
え
な

が
ら
の
移
動
で
大
変
な
作
業
で
し
た
が
、
慰
問

写
真
が
ア
タ
ゴ
写
真
館
の
経
営
を
支
え
て
い
ま

し
た
。

　

戦
後
は
写
真
の
撮
影
に
使
う
材
料
が
不
足
す

ア
タ
ゴ
写
真
館

長 

島
　
綾

故
郷
を
撮
り
続
け
る

■田中貴金属店
時代の店舗。

（
出
雲
市
平
田
町
）



の
頃
か
ら
撮
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
写
真
屋

の
息
子
な
ら
で
は
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま

す
。
高
校
に
上
が
っ
た
久
雄
さ
ん
で
す
が
、
高

校
の
頃
は
女
子
か
ら
と
て
も
人
気
が
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
何
故
で
す
か
と
聞
く
と
、
嬉
し
そ
う

に
答
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

当
時
カ
メ
ラ
は
と
て
も
高
価
な
も
の
で
あ
っ

た
た
め
誰
も
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
写
真
屋
の
息
子
で
あ
る
久
雄
さ
ん
は
い
つ
で

も
カ
メ
ラ
を
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
そ
ん
な
久
雄
さ
ん
に
た
く
さ
ん
の
女
子
か

ら
写
真
を
撮
っ
て
ほ
し
い
と
依
頼
が
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
よ
く
同
級
生
の
男
子
に
羨
ま
し
が
ら

れ
た
と
か
。

　

昭
和
二
十
九
年
三
月
に
平
田
高
校
を
卒
業
し

た
久
雄
さ
ん
は
、
保
正
さ
ん
か
ら
ア
タ
ゴ
写
真

館
を
継
い
で
ほ
し
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
五
人

る
と
い
う
災
難
に
陥
り
ま
し
た
。
写
真
を
撮
る

た
め
に
は
フ
ィ
ル
ム
や
現
像
液
、
印
画
紙
、
閃

光
電
球
と
い
っ
た
材
料
が
必
要
で
す
。
そ
れ
を

な
ん
と
か
手
に
入
れ
よ
う
と
、
保
正
さ
ん
は
大

阪
へ
買
い
出
し
に
行
き
ま
し
た
。
平
田
で
は
お

米
が
た
く
さ
ん
作
ら
れ
て
い
た
の
で
、
お
米
を

手
に
入
れ
て
大
阪
へ
向
か
い
、
物
々
交
換
と
い

う
形
で
写
真
材
料
を
入
手
し
た
そ
う
で
す
。
そ

の
後
、
日
本
は
戦
争
か
ら
立
ち
直
り
、
仕
事
は

一
日
に
二
、三
件
の
ペ
ー
ス
で
入
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
今
度
は
慰
問
写
真
と
い
っ
た
つ
ら
い

写
真
で
は
な
く
、
結
婚
式
や
七
五
三
な
ど
、
お

め
で
た
い
写
真
が
中
心
で
す
。

父
か
ら
息
子
へ

　

久
雄
さ
ん
が
本
格
的
に
写
真
を
始
め
た
の
は

高
校
卒
業
後
で
す
が
、
趣
味
で
は
中
学
三
年
生

き
ょ
う
だ
い
の
長
男

だ
っ
た
久
雄
さ
ん
は
大

学
へ
の
進
学
を
考
え
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
頃

は
長
男
が
家
業
を
継
ぐ

の
は
当
た
り
前
の
時

代
。
仕
方
な
く
大
学
進

学
を
あ
き
ら
め
、
店
を

継
ぐ
こ
と
を
決
意
し
た

そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら

久
雄
さ
ん
の
写
真
家
と

し
て
の
修
業
が
始
ま
り

ま
す
。

　

久
雄
さ
ん
は
保
正
さ

ん
か
ら
「
写
真
家
と
し

て
仕
事
を
す
る
ま
で
に

は
最
低
で
も
五
年
は
か

か
る
」「
組
立
暗
箱
カ

メ
ラ
が
使
え
る
よ
う
に

■（上段）昔の七五三写真の撮影風景。スタジオは店舗２階にあっ
た。（下段）昔のアタゴ写真館の外観。

■下のカメラは久雄さんが保正さん
から譲り受けた Canon4SD。

な
っ
た
ら
一
人
前
だ
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
毎
日
外
へ
出
か
け
て

撮
影
し
、
帰
っ
た
ら
す
ぐ
に
現
像
の
繰
り
返
し

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
当
時
の
カ
メ
ラ
と
い
う
の

は
最
近
の
デ
ジ
カ
メ
と
違
い
、
写
真
が
う
ま
く

撮
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
場
で
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
久
雄
さ
ん
も
写
真
が
ち
ゃ
ん

と
写
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
不
安
が
な
く
な
る

ま
で
に
は
五
年
か
か
っ
た
そ
う
で
す
。

「
移
り
行
く
平
田
を
撮
れ
」

　

そ
の
後
、
段
々
と
写
真
家
と
し
て
の
腕
を
上

げ
て
い
っ
た
久
雄
さ
ん
に
、
保
正
さ
ん
は
「
移

り
行
く
平
田
を
撮
れ
」と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

■組立暗箱カメラの説明をする田中久雄さん。



「
四
季
な
ど
い
つ
で
も
撮
れ
る
、
し
か
し
今
こ

の
時
代
の
平
田
は
今
し
か
撮
れ
な
い
も
の
だ
、

血
の
通
っ
た
写
真
を
撮
れ
」
―
―
そ
う
言
わ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
久
雄
さ
ん
に
は
何

の
こ
と
だ
か
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
言
葉
と
一
緒
に
保
正
さ
ん
は

一
台
の
カ
メ
ラ
（Canon4SD

）
を
久
雄
さ
ん

に
譲
り
ま
す
。
当
時
の
価
格
で
六
万
八
〇
〇
〇

円
、
そ
れ
は
そ
れ
は
高
価
な
カ
メ
ラ
で
し
た
。

久
雄
さ
ん
は
こ
の
カ
メ
ラ
を
現
在
に
至
る
ま
で

ず
っ
と
使
い
続
け
て
お
ら
れ
、
故
障
し
た
こ
と

は
一
度
も
な
い
そ
う
で
す
。

　

久
雄
さ
ん
は
こ
の
カ
メ
ラ
で
今
ま
で
に
た
く

さ
ん
の
写
真
を
撮
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
写
真

集
の
写
真
も
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
カ
メ
ラ
で
撮
っ

た
も
の
で
す
。
そ
う
し
て
写
真
を
た
く
さ
ん

撮
っ
て
い
く
う
ち
に
段
々
と
保
正
さ
ん
の
言
っ

て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。「
二
度
と
撮
れ
な
い
も
の
を
撮
る
こ

と
が
大
切
」
―
―
そ
う
思
え
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
そ
う
で
す
。

　

久
雄
さ
ん
は
私
た
ち
に
そ
の
言
葉
の
意
味
を

教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
久
雄
さ
ん
が
撮
っ

た
写
真
の
中
に
、
郵
便
配
達
の
お
ば
さ
ん
が
た

く
さ
ん
の
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
壁
を
バ
ッ

ク
に
撮
影
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
こ

の
写
真
の
何
が
い
い
か
っ
て
、
こ
の
後
ろ
の
ポ

ス
タ
ー
が
貼
り
付
け
て
あ
る
壁
が
い
い
ん
で
す

よ
。
こ
ん
な
古
い
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
る
壁

な
ん
て
今
で
は
な
い
し
、
こ
の
郵
便
配
達
の
お

ば
さ
ん
も
今
は
い
な
い
。
ま
さ
に
二
度
と
撮
れ

な
い
も
の
だ
」と
説
明
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

人
と
背
景
の
両
方
が
あ
る
こ
と
で
写
真
に
物
語

性
が
で
る
。
久
雄
さ
ん
が
値
打
ち
が
あ
る
と
考

え
る
写
真
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
そ
う
で
す
。

　

久
雄
さ
ん
の
撮
る
写
真
に
は
た
く
さ
ん
の
人

を
引
き
付
け
る
力
が
あ
り
ま
す
。
久
雄
さ
ん
は

自
分
が
撮
っ
て
き
た
写
真
の
展
覧
会
を
平
田
で

開
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
写
真
の
中
に
は
、

隣
の
お
じ
さ
ん
だ
っ
た
り
、
今
は
も
う
な
い
建

物
だ
っ
た
り
と
昔
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
、
話

に
花
が
咲
く
写
真
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
展
覧
会
に
は
た
く
さ
ん
の
お
客
さ
ん
が
詰

め
か
け
、
見
て
い
て
楽
し
い
と
大
好
評
だ
っ
た

と
誇
ら
し
げ
に
話
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

受
け
継
が
れ
る
初
代
の
教
え

　

久
雄
さ
ん
に
写
真
家
と
し
て
働

い
て
き
て
思
い
出
に
残
っ
た
出
来

事
は
あ
り
ま
す
か
と
質
問
し
て
み

ま
し
た
。
す
る
と
昭
和
四
十
七
年

に
起
こ
っ
た
大
水
害
の
こ
と
を
話

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
洪
水
に
よ
っ

て
平
田
で
も
た
く
さ
ん
の
家
々
が

浸
水
し
被
害
に
遭
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
当
時
の

写
真
を
見
る
と
被
害
の
大
き
さ
が
よ
く
わ
か
り

ま
す
。

　

そ
の
と
き
、
久
雄
さ
ん
は
市
役
所
の
災
害
対

策
本
部
撮
影
班
で
水
害
に
遭
っ
た
平
田
を
写
真

に
撮
っ
て
回
る
仕
事
を
依
頼
さ
れ
た
そ
う
で

す
。
移
動
す
る
の
に
困
難
な
場
所
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
が
、
た
く
さ
ん
の
場
所
を
回
り
水
害
の

様
子
を
撮
っ
て
回
ら
れ
ま
し
た
。
保
正
さ
ん
が

撮
れ
と
言
っ
て
い
た
「
社
会
に
役
立
つ
写
真
」

と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
と
実
感
し
た

そ
う
で
す
。

田
中
久
雄
さ
ん
の
今

　

学
校
で
の
講
演
会
や
新
聞
へ
の
写
真
投
稿
な

ど
、
今
で
も
た
く
さ
ん
の
活
動
を
さ
れ
て
い
る

久
雄
さ
ん
。
現
在
、
一
番
熱
心
に
取
り
組
ん
で

お
ら
れ
る
の
が
平
田
で
有
名
な
一
式
飾
を
広
め

る
活
動
で
す
。
平
田
一
式
飾
保
存
会
の
会
長
を

務
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
後
も
一

式
飾
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
の
お
話
を
聞
か
せ
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
と

い
っ
た
様
子
で
話
を
し
て
お
ら
れ
る
久
雄
さ
ん

の
姿
は
と
て
も
輝
い
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
、
ア
タ
ゴ
写
真
館
は
久
雄
さ
ん
の
息
子

さ
ん
が
継
い
で
お
ら
れ
ま
す
。
店
は
移
転
新
築

さ
れ
ま
し
た
が
、
今
で
も
先
代
の
意
思
が
受
け

継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
取
材
で
ア
タ
ゴ
写
真
館
と
い
う
店
の

歩
み
を
通
し
て
、
田
中
久
雄
さ
ん
と
い
う
一
人

の
人
間
の
生
き
方
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
写
真
に
か
け
る
情
熱
や
思
い
は
半
端
じ
ゃ

あ
り
ま
せ
ん
。
島
根
に
は
こ
う
い
っ
た
情
熱
的

な
職
人
さ
ん
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。
今
回

の
取
材
は
私
に
と
っ
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
の
多

い
、
と
て
も
有
意
義
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

（
な
が
し
ま
・
あ
や
／
英
語
文
化
系
一
年
生
）

■（上段）閃光電球。（中段）マグネシ
ウム発光器。――いずれも昔のフラッ
シュ。（下段）現在のアタゴ写真館。

■ガラス乾板（フィルムが登場する以前の感光材料）の説明を受けてい
るところ。
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他
県
の
人
が
島
根
県
に
対
し
て
持
っ
て
い
る

イ
メ
ー
ジ
を
、
島
根
県
民
は
知
っ
て
い
る
よ
う

で
、
実
は
よ
く
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
こ
う
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
思
っ
て
も
、

実
際
は
全
く
違
っ
て
い
る
の
か
も
。

　
『
の
ん
び
り
雲
』
は
、第
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）

で
も
島
根
県
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
取
り
上
げ

た
。
あ
れ
か
ら
五
年
。
今
回
は
、静
岡
県
民（
松

永
）
と
島
根
県
民
（
福
間
）
が
タ
ッ
グ
を
組
み
、

他
県
か
ら
来
た
人
が
島
根
県
に
対
し
て
持
っ
て

い
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
島
根
県
立
大
学
短
期
大
学

部
の
学
生
・
教
員
を
対
象
に
徹
底
調
査
、
新
た

な
視
点
か
ら
探
っ
て
み
た
。

こ
れ
っ
て
な
い
の
!?

　
「
島
根
に
あ
っ
て
地
元
に
な
い
も
の
は
？
」

と
い
う
質
問
を
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
人
の
口

か
ら
出
た
の
が
「
あ
ご
野
焼
」。
島
根
県
民
に

と
っ
て
は
当
た
り
前
に
あ
る
も
の
で
、
多
く
の

家
庭
の
食
卓
に
出
て
い
る
だ
ろ
う
。
あ
ご
野
焼

と
並
ん
で
多
か
っ
た
答
え
が
「
赤
て
ん
」
だ
。

島
根
で
は
、
こ
の
二
つ
が
魚
を
使
っ
た
特
産
物

カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
島
根

よ
う
で
あ
る
。
私
が
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
、

「
セ
ブ
ン-

イ
レ
ブ
ン
」
は
松
江
地
区
に
は
な

い
の
に
、
Ｃ
Ｍ
を
や
っ
て
い
る
こ
と
。
Ｃ
Ｍ
が

ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
わ
か

ら
な
い
が
、
な
ん
と
も
不
思
議
で
あ
る
。

　

広
島
出
身
の
人
は
「
広
島
風
の
お
好
み
焼
き

屋
が
少
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
や
は
り
、
地

元
の
食
べ
物
が
恋
し
い
よ
う
だ
。
ま
た
、
福
岡

出
身
の
人
は
「
と
ん
こ
つ
ラ
ー
メ
ン
以
外
の

ラ
ー
メ
ン
屋
さ
ん
が
あ
る
の
に
驚
い
た
」と
か
。

そ
の
発
言
に
驚
き
で
あ
る
。
福
岡
県
が
と
ん
こ

つ
ラ
ー
メ
ン
で
有
名
な
の
は
知
っ
て
い
た
が
、

ま
さ
か
こ
こ
ま
で
だ
と
は
。
醤
油
ラ
ー
メ
ン
や

味
噌
ラ
ー
メ
ン
な
ど
を
食
べ
た
こ
と
が
な
い
の

だ
ろ
う
か
。

　

千
葉
県
出
身
の
先
生
か
ら
は
「
朝
の
通
勤

ラ
ッ
シ
ュ
が
な
い
」「
自
動
改
札
が
な
い
」
と

言
わ
れ
た
。
自
動
改
札
が
な
い
の
は
よ
く
言
わ

れ
る
こ
と
だ
が
、
通
勤
ラ
ッ
シ
ュ
に
つ
い
て
は

「
そ
う
い
え
ば
…
…
」
と
気
付
か
さ
れ
た
。
通

勤
・
通
学
時
間
に
な
る
と
電
車
は
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ

う
に
な
る
が
、都
会
ほ
ど
で
は
な
い
。
そ
れ
も
、

と
し
て
多
く
の
県
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　

話
を
聞
い
て
い
く
と
、
県
外
に
も
、
島
根
県

民
の
知
ら
な
い
魚
を
使
っ
た
特
産
物
が
各
地
に

あ
る
よ
う
だ
。

　

北
陸
・
近
畿
の
日
本
海
側
だ
と
「
鯖
の
へ
し

こ
」。
四
国
で
は「
皮
ち
く
わ
」。
愛
媛
で
は「
鯛
」

を
、
徳
島
で
は
「
鱧
」
を
竹
に
巻
き
つ
け
て
焼

い
た
も
の
で
あ
る
。
私
（
松
永
）
の
地
元
・
静

岡
の
名
物
は
「
黒
は
ん
ぺ
ん
」。
は
ん
ぺ
ん
と

い
え
ば
、
全
国
的
に
白
い
も
の
が
一
般
的
だ
と

思
う
が
、
静
岡
で
は
黒
色
の
は
ん
ぺ
ん
が
主
流

で
あ
る
。
友
人
に
黒
は
ん
ぺ
ん
の
話
を
し
た
と

き
、「
何
そ
れ
ー
」
と
言
わ
れ
、
話
が
通
じ
ず
、

と
て
も
寂
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。

　
「
島
根
に
な
く
て
地
元
に
は
あ
る
も
の
は
？
」

と
い
う
質
問
に
は
、「
コ
ン
ビ
ニ
の
種
類
」
が

多
く
挙
が
っ
た
。
短
大
の
周
り
に
あ
る
の
は
、

「
ロ
ー
ソ
ン
」
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
」。
そ

し
て
も
う
一
つ
島
根
に
あ
る
の
は
、
知
ら
な

か
っ
た
人
も
多
か
っ
た
「
ポ
プ
ラ
」
で
あ
る
。

島
根
で
は
こ
の
三
つ
が
主
流
で
あ
る
が
、
県
外

か
ら
来
た
人
に
と
っ
て
は
、
何
か
物
足
り
な
い

島
根
で
は
ほ
と
ん
ど
の
列
車
が
二
両
し
か
な
い

の
が
原
因
で
あ
っ
て
、
実
際
は
言
う
ほ
ど
混
ん

で
い
る
わ
け
な
い
。
こ
の
間
、
面
白
い
と
思
っ

た
の
は
、
県
外
か
ら
の
人
だ
と
思
う
が
、
島
根

に
は
ド
ア
の
横
に
あ
る
ボ
タ
ン
を
押
さ
な
い
と

ド
ア
が
開
か
な
い
列
車
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な

か
っ
た
ら
し
く
、「
ど
う
や
っ
て
ド
ア
開
く
ん

で
す
か
？
」
と
聞
か
れ
、
島
根
の
ア
ナ
ロ
グ
さ

を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

　

香
川
県
出
身
の
人
は
「
サ
ル
、
シ
カ
、
タ
ヌ

キ
が
い
な
い
」
と
答
え
て
く
れ
た
。
し
か
し
、

こ
こ
で
声
を
大
に
し
て
言
い
た
い
。「
島
根
に

も
い
ま
す
!!
」
と
。
サ
ル
が
出
た
と
い
う
話
は

あ
ま
り
聞
い
た
こ
と
が
な
い
が
、
シ
カ
や
タ
ヌ

キ
は
山
の
ほ
う
に
行
く
と
絶
対
い
る
。
動
物
注

意
の
標
識
も
あ
る
く
ら
い
だ
。
松
江
は
建
物

が
多
い
の
で
そ
う
そ
う
見
か
け
る
こ
と
は
な
い

が
、
少
し
車
を
走
ら
せ
れ
ば
ち
ゃ
ん
と
い
る
の

で
、
ご
安
心
を
。
タ
ヌ
キ
は
、
我
が
短
大
に
も

福
間
さ
と
実

松
永
美
澄

Satomi
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出
没
す
る
と
い
う
噂
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

言
葉
の
違
い

　

地
元
を
出
て
み
る
と
わ
か
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
方
言
で
あ
る
。
自
分
で
は
今
ま
で
当
た

り
前
の
よ
う
に
使
っ
て
い
た
言
葉
が
、
他
の
県

に
行
く
と
「
え
っ
、
何
そ
れ
？
」
と
聞
き
返
さ

れ
て
し
ま
う
。
そ
の
時
の
シ
ョ
ッ
ク
と
い
っ
た

ら
、
と
ん
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
島
根
の
皆

さ
ん
は
気
づ
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
？　

こ
こ
で

県
外
か
ら
来
た
人
が
驚
い
た
「
島
根
の
方
言
」

を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

　

一
番
多
く
あ
が
っ
た
の
が
、
語
尾
に
「
～
だ

が
」「
～
だ
に
」「
～
し
ち
ょ
る
」
と
つ
け
る
こ

と
で
あ
る
。
な
ん
と
な
く
「
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
言
い
た
い
の
か
な
」
と
わ
か
る
が
、
初
め
て

聞
い
た
と
き
は
、
本
当
に
驚
く
よ
う
だ
。
語
尾

に
「
～
だ
が
」
と
つ
く
と
、
方
言
だ
と
気
づ
か

ず
に
、
接
続
詞
の
「
し
か
し
」
と
と
ら
え
、
相

手
の
話
が
ま
だ
続
い
て
い
る
と
勘
違
い
す
る
人

も
い
る
よ
う
だ
。「
あ
げ
だ
が
」「
そ
げ
だ
が
」

も
話
の
内
容
を
理
解
し
て
い
な
い
と
、
ど
の
よ

う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
、
わ
か
ら
な
い
も

の
で
あ
る
。

　

島
根
の
方
言
の
中
で
も
一
番
驚
か
れ
る
の

は
、「
た
ば
こ
す
る
」
の
「
た
ば
こ
」
の
意
味

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
県
外
か
ら
来
た
人
に

と
っ
て
「
た
ば
こ
」
は
、
未
成
年
が
手
を
出
し

て
は
い
け
な
い
、
体
に
悪
い
も
の
の
「
煙
草
」

を
想
像
す
る
と
思
う
。
し
か
し
島
根
の
中
で
の

「
た
ば
こ
」
は
「
休
む
・
休
憩
す
る
」
と
い
う

意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
実
際
に
使
っ
て
い
る

と
こ
ろ
を
聞
い
た
こ
と
の
な
い
人
で
も
、「
島

根
の
方
言
と
い
え
ば
？
」
と
聞
く
と
、「
た
ば

こ
す
る
」
と
返
っ
て
く
る
。
現
代
の
会
話
の
中

で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
が
、
若
者
も
知
っ
て

い
る
こ
の
方
言
は
島
根
を
代
表
す
る
方
言
で
、

こ
れ
か
ら
も
大
事
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
一
つ
の
文
化
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
方
言
と
は
少
し
違
う
か
も
し
れ
な
い

が
、
島
根
県
民
が
よ
く
使
う
の
が
「
腸
ち
ょ
う
か
ん
ぼ
う

感
冒
」。

こ
の
言
葉
を
標
準
語
だ
と
思
っ
て
い
る
人
も
少

な
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、県
外
の
人
に「
腸

感
冒
」
と
言
っ
て
も
通
じ
な
い
。
全
国
的
に

は
「
感
染
性
胃
腸
炎
」
と
い
う
の
が
正
し
い
ら

し
い
。「
腸
感
冒
」
と
い
う
の
は
山
陰
地
方
だ

け
の
言
葉
だ
と
か
。
病
気
の
名
前
に
も
違
い
が

あ
っ
た
と
は
驚
き
で
あ
る
。

　

島
根
の
中
で
も
方
言
が
違
う
。
松
江
よ
り
も

出
雲
の
ほ
う
が
方
言
が
強
い
。そ
の
た
め
、時
々

「
そ
の
方
言
何
？
」
や
「
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン

が
違
う
」「
方
言
が
う
つ
っ
た
」
な
ど
の
会
話

を
聞
く
。
そ
れ
は
島
根
県
内
に
限
ら
ず
、
県
外

の
人
に
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
島
根
の
方

言
が
う
つ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
地
元
の

方
言
が
出
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

島
根
で
こ
ん
な
Ｃ
Ｍ
が
あ
る
。
あ
る
地
元
企

業
の
Ｃ
Ｍ
の
中
で
、「
方
言
で
働
く
っ
て
い
い

が
ー
っ
て
」
と
一
言
で
て
く
る
。
そ
の
言
葉
の

と
お
り
、
方
言
は
と
て
も
良
い
も
の
で
あ
る
。

そ
の
地
域
の
文
化
の
一
つ
で
あ
り
、
故
郷
を
示

す
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
多
く
の
人

が
使
い
、
未
来
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
て
ほ
し

い
も
の
で
あ
る
。
ぜ
ひ
、
島
根
県
民
の
人
に
お

願
い
し
た
い
。
県
外
か
ら
来
た
人
の
方
言
を
か

ら
か
わ
な
い
で
ほ
し
い
。
自
分
が
そ
こ
で
育
っ

て
き
た
と
い
う
証
拠
が
方
言
と
し
て
表
れ
て
い

る
の
だ
。
も
っ
と
も
っ
と
普
段
か
ら
使
っ
て
、

方
言
を
忘
れ
な
い
で
い
て
ほ
し
い
。
ど
う
か
県

外
か
ら
き
た
人
を
暖
か
く
見
守
っ
て
ほ
し
い
。

外
か
ら
見
た
「
島
根
人
」

ピ
ー
ド
で
街
中
を
歩
い
て
み
た
。そ
う
し
た
ら
、

周
り
の
人
に
「
こ
の
人
、
何
を
こ
ん
な
急
い
で

い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
顔
を
さ
れ
た
こ
と
が

あ
る
。
思
い
返
し
て
み
れ
ば
、
な
か
な
か
恥
ず

か
し
い
こ
と
を
し
た
も
の
だ
。
島
根
に
は
島
根

の
時
間
の
流
れ
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
あ
の
時

の
私
は
、そ
の
流
れ
に
反
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

県
外
か
ら
来
ら
れ
た
先
生
方
に
も
聞
い
て
み

た
と
こ
ろ
、「
う
ん
ち
く
を
披
露
し
た
が
る
」

と
い
う
面
白
い
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
言
わ
れ

て
み
れ
ば
…
…
。
う
ん
、
納
得
で
あ
る
。
私
の

身
近
に
も
そ
う
い
う
人
い
る
い
る
、
と
心
の
中

で
大
き
く
頷
い
た
。
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な

か
っ
た
が
、
こ
れ
も
島
根
特
有
な
の
か
。
な
ん

と
も
複
雑
な
気
持
ち
で
あ
る
。
会
話
が
続
く
と

い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
話
し
上
手
、
と
で
も

言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
ま
り
自
慢
で

き
る
こ
と
の
よ
う
に
思
え
な
い
の
は
私
だ
け
だ

ろ
う
か
。

　
「
島
根
県
民
の
印
象
は
？
」
と
い
う

問
い
に
、多
く
の
人
が
「
穏
や
か
」「
優

し
い
」「
の
ん
び
り
し
て
い
る
」
と
答

え
た
。
や
っ
ぱ
り
…
…
。
島
根
県
民
が
、

全
体
的
に
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る
と
感
じ

る
の
は
、
皆
同
じ
の
よ
う
だ
。
例
え
ば

の
話
、
外
を
歩
い
て
い
て
も
、
早
歩
き

で
ど
こ
か
ら
ど
う
見
て
も
時
間
に
追
わ

れ
て
い
ま
す
、
な
ん
て
人
は
そ
う
そ
う

見
か
け
な
い
。
み
ん
な
、
自
分
の
ペ
ー

ス
で
の
ん
び
り
と
、
だ
。
逆
に
そ
う
で

な
い
と
か
え
っ
て
目
立
っ
て
し
ま
う
。

以
前
、
何
を
思
っ
た
の
か
、
私
は
自
分

の
い
つ
も
の
ペ
ー
ス
の
倍
く
ら
い
の
ス

Satomi
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ま
た
、「
消
極
的
に
見
え
て
抑
圧
さ
れ
た
プ

ラ
イ
ド
が
あ
る
」
や
「
外
か
ら
来
た
人
間
に
厳

し
い
」と
い
う
答
え
も
。
こ
う
や
っ
て
聞
く
と
、

島
根
県
民
、な
か
な
か
怖
い
で
は
な
い
か
。「
消

極
的
に
見
え
て
…
…
」
と
い
う
の
は
的
を
射
て

い
る
よ
う
に
思
う
。
実
際
、
私
も
言
わ
れ
て
み

れ
ば
そ
ん
な
気
が
…
…
。
あ
ま
り
「
自
分
が
、

自
分
が
」
と
い
う
風
に
は
な
ら
な
い
が
、
心
の

中
で
「
こ
う
す
れ
ば
い
い
の
に
な
ぁ
」
と
思
う

こ
と
も
。
し
か
し
、「
外
か
ら
来
た
人
間
に
厳

し
い
」
と
い
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
？　

自
分
た

ち
は
そ
う
感
じ
な
い
だ
け
で
、
県
外
の
人
か
ら

そ
う
見
え
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
相
手

に
対
す
る
思
い
や
り
、
な
か
な
か
難
し
い
も
の

で
あ
る
。

島
根
の
面
白
い
食
べ
物

　

出
雲
そ
ば
と
し
て
有
名
な
「
割
子
そ
ば
」
の

声
が
多
い
な
か
、「
ぼ
て
ぼ
て
茶
」
な
ん
て
渋

い
も
の
も
。
こ
れ
に
は
私
も
驚
き
で
あ
る
。
ま

も
や
や
こ
し
い
。
小
さ
な
違
い
だ
が
、
ち
ゃ
ん

と
分
か
っ
て
い
な
い
と
、
相
手
に
う
ま
く
伝
わ

ら
な
か
っ
た
り
す
る
の
だ
か
ら
大
変
。

　
「
雑
賀
町
」
や
「
母
衣
町
」
が
分
か
ら
な
か
っ

た
と
い
う
声
も
、
少
数
で
あ
る
が
耳
に
し
た
。

松
江
市
出
身
の
友
人
も
、「
最
近
読
み
方
を
知
っ

た
」
な
ん
て
恐
ろ
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の

だ
か
ら
、
県
外
の
人
が
わ
か
ら
な
い
の
も
当
然

だ
ろ
う
。
な
か
に
は
「
出
雲
郷
」
や
「
十
六
島
」

な
ん
て
答
え
て
く
れ
た
人
も
い
た
が
、
私
と
し

て
は
こ
の
地
名
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
い

た
。
な
か
な
か
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
名
前
だ
か

ら
、
記
憶
に
残
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
勝
手
に
解

釈
。
ち
な
み
に
、
先
ほ
ど
の
地
名
、
皆
さ
ん
は

読
め
た
だ
ろ
う
か
？　

答
え
は
「
出
雲
郷
」
＝

あ
だ
か
え
、「
十
六
島
」
＝
う
っ
ぷ
る
い
。
も

は
や
当
て
字
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
こ
れ
を
読

め
た
人
に
、
私
は
素
直
に
「
す
ご
い
！
」
と
言

た
、「
法
事
パ
ン
」と
答
え
て
く
れ
た
人
も
い
た
。

法
事
パ
ン
は
そ
の
家
々
に
よ
っ
て
種
類
は
様
々

だ
が
、
私
の
家
の
法
事
パ
ン
は
、
花
の
絵
が
描

い
て
あ
り
、
中
に
餡
こ
の
入
っ
た
カ
ラ
フ
ル
な

蒸
し
パ
ン
。
私
は
祖
父
の
家
で
法
事
の
時
に
よ

く
食
べ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
島
根
特
有
の
も
の

な
の
か
。
他
県
で
は
ど
の
よ
う
に
法
事
が
行
わ

れ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
が
、
法
事
パ
ン
が
な

い
と
い
う
の
は
不
思
議
な
感
じ
で
あ
る
。

　

そ
の
他
に
も
先
ほ
ど
話
に
上
が
っ
た
「
あ
ご

野
焼
」
や
「
赤
て
ん
」、ま
た
「
津
田
か
ぶ
漬
け
」

な
ど
、
皆
さ
ん
思
っ
た
以
上
に
島
根
の
食
べ
物

を
ご
存
じ
の
よ
う
だ
。
あ
る
先
生
の
話
で
は
、

「
あ
ご
野
焼
」
は
お
土
産
に
持
っ
て
い
く
と
好

評
な
の
だ
と
か
。
他
県
の
人
に
島
根
の
も
の
が

喜
ば
れ
て
い
る
と
い
う
の
を
聞
く
と
、
な
ん
だ

か
嬉
し
い
気
持
ち
に
な
る
。
島
根
県
民
の
食
卓

に
当
た
り
前
に
並
ん
で
い
る
も
の
は
他
の
県
で

も
普
通
に
あ
る
よ
う
に
思
っ
た
り
し
て
し
ま
う

が
、
こ
う
や
っ
て
話
を
聞
く
と
「
島
根
に
し
か

な
い
の
だ
」
と
改
め
て
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
何
て
読
む
？

　

島
根
に
は
面
白
い
読
み
方
の
地
名
が
た
く
さ

ん
あ
る
。
例
え
ば
「
大
田
」。
島
根
県
民
な
ら

誰
で
も
読
め
る
と
思
う
が
、
県
外
か
ら
来
た
人

た
ち
は
「
お
お
た
」
と
呼
ん
で
し
ま
う
と
か
。

島
根
県
は
濁
点
の
位
置
が
独
特
ら
し
く
、
こ
れ

以
外
に
も
、「
上
乃
木
」
の
「
あ
げ
」
の
部
分

が
最
初
読
め
な
か
っ
た
、
と
い
う
話
を
よ
く
聞

い
た
。
ま
た
逆
に
、「
木
次
」
は
普
通
に
読
め

ば
「
き
つ
ぎ
」
と
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
が
、

濁
点
が
と
れ
て
「
き
す
き
」
と
読
む
。
な
ん
と

い
た
い
く
ら
い
だ
。

　

こ
う
や
っ
て
た
く
さ
ん
の
人
か
ら
話
を
聞

い
て
い
る
と
、「
島
根
の
地
名
っ
て
読
み
に
く

い
？
」
と
感
じ
て
し
ま
う
。
島
根
県
民
の
私

も
「
十
六
島
」
は
読
め
な
か
っ
た
。
ま
あ
、
た

だ
単
に
私
が
そ
の
地
名
自
体
を
知
ら
な
か
っ
た

と
い
う
だ
け
な
の
だ
が
。
だ
が
島
根
に
は
、
そ

ん
な
に
難
し
い
漢
字
で
は
な
い
の
に
、
読
み
方

が
難
し
い
地
名
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
（
よ
そ

の
県
も
同
じ
よ
う
な
も
の
か
な
と
も
思
う
が

…
…
）。「
そ
の
漢
字
に
そ
ん
な
読
み
方
あ
っ

た
っ
け
？
」
と
思
わ
さ
れ
る
こ
と
も
。
調
べ
て

み
た
ら
、
ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
地
名
が
出
て
く

る
か
も
し
れ
な
い
。
島
根
の
地
名
を
調
べ
る
の

も
な
か
な
か
面
白
い
か
も
？

　

今
年
県
外
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
友
人
が
、
長

期
休
暇
で
島
根
に
帰
省
し
て
い
た
と
き
に
「
島

根
の
こ
の
何
も
な
い
と
こ
ろ
が
妙
に
落
ち
着

く
」
と
話
し
て
い
た
。
島
根
県
民
が
外
に
行
く

と
、
今
ま
で
と
は
違
い
、
た
く
さ
ん
の
モ
ノ
に

溢
れ
た
世
界
に
疲
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
か
。
友

人
も
、
県
外
に
出
て
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
私
が
こ
の
記
事
を
書

く
に
あ
た
っ
て
、
多
く
の
人
か
ら
話
を
聞
き
、

私
自
身
も
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
部
分
も
あ
る
。

し
か
し
、話
を
聞
く
よ
り
も
自
分
の
目
で
見
て
、

体
験
す
る
ほ
う
が
シ
ョ
ッ
ク
は
大
き
い
は
ず

だ
。
私
も
こ
れ
か
ら
、
友
人
の
よ
う
に
自
分
の

目
で
見
、
感
じ
て
多
く
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ

ク
を
体
験
し
た
い
と
思
う
。

（
ふ
く
ま
・
さ
と
み
／
文
化
資
源
学
系
一
年
生
）　

（
ま
つ
な
が
・
み
す
み
／
文
化
資
源
学
系
一
年
生
）

Satomi

Satomi



　
『
の
ん
び
り
雲
』
の
第
一
号
に
掲
載
さ
れ
て

い
た
、
た
く
さ
ん
の
筆
と
鮮
や
か
な
岩
絵
の
具

の
写
真
に
魅
了
さ
れ
、
私
は
こ
こ
「
和
田
翠
雲

堂
」
を
取
材
す
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。

　

お
店
の
入
り
口
を
開
け
る
と
看
板
猫
の
ポ
ン

ち
ゃ
ん
と
店
主
の
和
田
史
朗
さ
ん
、
奥
さ
ん
の

早
苗
さ
ん
が
笑
顔
で
迎
え
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。

　

お
店
に
は
大
量
の
筆
、
紙
、
墨
、
硯
、
そ
し

て
岩
絵
の
具
が
ズ
ラ
ー
ッ
と
並
べ
ら
れ
て
い
ま

し
た
。翠
雲
堂
は
日
本
画
や
書
道
に
必
要
な「
筆

分
を
取
り
除
い
た
苧
殻
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ

を
お
墓
に
立
て
る
の
だ
そ
う
で
す
。
偶
然
お
店

に
入
っ
て
こ
ら
れ
た
男
性
に
尋
ね
る
と
「
こ
の

辺
で
は
普
通
の
こ
と
だ
よ
」
と
教
え
て
く
だ
さ

り
、
お
店
に
入
っ
て
早
々
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
た
の
で
し
た
。

　

原
料
の
話
を
し
た
か
ら
と
、
ご
主
人
が
お
店

の
奥
か
ら
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
巨
大

な
麻
紙
。
麻
紙
は
日
本
画
を
描
く
た
め
の
紙
だ

そ
う
で
す
。
紙
の
大
き
さ
は
四
六
判
と
い
っ
て

一
二
一
セ
ン
チ
×
一
八
二
セ
ン
チ
と
ほ
ん
と
に

大
き
い
で
す
。
さ
ら
に
大
き
い
も
の
も
あ
る

そ
う
で
す
が
、
こ
の
大
き
さ
で
一
枚
な
ん
と

一
万
二
千
円
も
す
る
の
で
す
。

◆
筆
、
筆
、
筆
…
…

　

お
店
に
入
り
ま
ず
目
に
入
っ
た
の
は
た
く
さ

ん
吊
さ
れ
た
筆
。
大
き
い
も
の
か
ら
通
常
サ
イ

ズ
の
も
の
、
毛
の
種
類
も
固
い
も
の
や
ふ
わ
ふ

わ
し
て
い
る
も
の
と
、
ほ
ん
と
に
た
く
さ
ん
あ

り
ま
し
た
。
三
百
種
は
超
え
る
そ
う
で
す
。

　

私
が
一
番
目
に
付
い
た
大
き
な
筆
を
珍
し

和田翠雲堂
（松江市）

商店
探訪
⑦

宮 﨑 史 歩

硯
紙
墨
」
が
す
べ
て
そ
ろ
う
お
店
で
す
。

◆
町
名
「
苧
町
」
の
お
話

　

和
田
翠
雲
堂
は
松
江
市
苧お

町
に
あ
り
ま
す
。

お
店
に
入
り
初
め
に
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
の

は
、
苧
町
と
い
う
名
前
に
つ
い
て
で
す
。「
苧
」

と
い
う
漢
字
は
麻
の
別
名
だ
そ
う
で
す
。「
ほ

ら
、
苧
殻
っ
て
あ
る
で
し
ょ
。
あ
の
苧
殻
の
苧

よ
」と
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、何
の
こ
と
か
さ
っ

ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
「
お
盆
に
お
墓
ま
い
り
し
た
時
に
花
立
て
に

立
っ
て
い
る
ア
レ
よ
」
と
奥
さ
ん
が

教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
私
の

地
元
の
お
墓
に
は
お
花
と
お
線
香
し

か
お
供
え
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
島
根

独
特
の
風
習
な
の
か
と
、
同
行
し
た

島
根
出
身
の
先
生
の
様
子
を
窺
っ
て

い
る
と
、
先
生
も
知
ら
な
い
よ
う
で

し
た
。
ポ
カ
ン
と
し
て
い
る
私
達
を

見
て
奥
さ
ん
が
持
っ
て
き
て
く
だ

さ
っ
た
の
は
丈
が
一
八
〇
セ
ン
チ
を

超
え
る
の
で
は
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
長

い
棒
で
し
た
。
こ
れ
が
麻
に
な
る
部



53 のんびり雲｜第 6号｜ 2012

が
っ
て
触
っ
て
い
る
と
、
奥
さ
ん
が
「
そ
れ
は

火
食
い
鳥
の
羽
を
使
っ
て
い
る
の
よ
。
こ
っ
ち

の
は
竹
で
、
藁
で
で
き
て
い
る
の
も
あ
る
よ
」

と
次
々
と
珍
し
い
筆
を
出
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
竹
は
一
本
の
枝
か
ら
で
き
て
い
て
、
毛
先

が
と
て
も
固
く
な
っ
て
お
り
、
藁
で
で
き
た
筆

は
持
ち
手
が
編
ん
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
ん
な
変
わ
っ
た
筆
を
使
う
人
も
い
る
の

か
、
と
驚
い
て
い
る
と
「
多
く
の
筆
記
用
具
が

あ
る
中
で
太
細
を
一
本
で
調
節
で
き
る
の
は
筆

だ
け
だ
」
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
力
の

入
れ
方
や
毛
の
素
材
の
違
い
に
よ
っ
て
作
品
の

雰
囲
気
が
変
わ
っ
て
く
る
か
ら
、
お
客
様
の
要

望
に
応
え
る
た
め
に
い
ろ
ん
な
筆
を
そ
ろ
え
て

い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

　

松
江
は
筆
記
用
具
が
筆
と
墨
し
か
な
か
っ
た

時
代
に
、
藩
に
仕
え
る
筆
職
人
が
多
く
い
て
、

松
江
筆
と
い
う
の
が
有
名
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

翠
雲
堂
で
は
昭
和
三
十
年
代
ま
で
は
自
分
た
ち

の
経
営
し
て
い
た
工
場
で
筆
を
作
っ
て
い
ま
し

た
。

◆
想
像
を
超
え
る
鮮
や
か
さ
と
奥
深
さ

　

店
の
左
奥
に
見
え
る
の
は
色
鮮
や
か
に
並
べ

天
然
の
も
の
は
藍
銅
鉱
、
孔
雀
石
と
い
う
天
然

の
石
や
珊
瑚
、
牡
蠣
な
ど
を
削
っ
て
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
藍
銅
鉱
は
最
も
高
価
で
美
し
い
と
さ

れ
る
群
青
に
、
孔
雀
石
は
緑
色
、
珊
瑚
は
薄
く

か
わ
い
ら
し
い
桃
色
に
、
牡
蠣
は
日
本
画
の
基

本
で
あ
る
白
に
な
り
ま
す
。

　

人
工
の
絵
の
具
は
十
グ
ラ
ム
三
百
円
程
度
で

す
が
、
同
じ
色
で
も
天
然
に
な
る
と
十
グ
ラ
ム

三
千
円
と
、
お
よ
そ
十
倍
の
価
格
の
差
が
あ
り

ま
す
。
天
然
の
も
の
の
方
は
高
値
な
分
、
発
色

ら
れ
た
ビ
ン
。
私
が
取
材
を
決
め

る
決
定
打
と
な
っ
た
写
真
の
風
景

で
す
。
写
真
よ
り
も
、
想
像
し
て

い
た
よ
り
も
、
す
ご
い
数
が
な
ら

ん
で
い
て
、
つ
い
「
お
ぉ
…
」
と

感
嘆
の
声
が
漏
れ
て
し
ま
う
ほ
ど

で
す
。
こ
れ
が
日
本
画
に
使
わ
れ

る
岩
絵
の
具
と
い
う
も
の
で
す
。

　

天
然
と
人
工
の
も
の
が
あ
り
、

■（上段右）ご主人が奥から持ってきて広げて見せてくださったのは、大きな 4･6 判の麻紙。（上段左）吊された、たくさんの筆。太さも
形もいろいろ。（下段右）藁でできた筆。（下段中）竹でできた筆。（下段左）こんな変わった形の筆も。

■（上段）店の外観。（下段）「いらっ
しゃいませ」――ご主人と奥さん。

■岩絵の具は、昔ながらの秤を使って 10 グラム単位
で量り売りします。ご主人が実際にやって見せてくだ
さいました。
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の
良
さ
や
色
の
温
か
さ
な
ど
で
違
い
が
出
て
く

る
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
色
の
中
で
も
赤
や
青
、
緑
な
ど
の
濃

い
色
の
ほ
う
が
高
値
な
の
だ
と
か
。
そ
の
た
め

「
作
品
に
使
わ
れ
て
い
る
色
を
見
る
だ
け
で
、

材
料
費
が
ど
の
ぐ
ら
い
か
か
っ
て
い
る
の
か
わ

か
る
」
と
の
こ
と
。

　

そ
し
て
、
ひ
と
つ
の
色
に
は
そ
れ
ぞ
れ
五
～

一
三
の
番
号
と
白
び
ゃ
く
と
い
う
十
の
名
前
が
あ
り
ま

す
。
数
の
小
さ
い
方
が
粒
子
が
大
き
く
粗
い
た

め
鮮
や
か
で
、
数
が
大
き
く
な
る
と
粒
子
が
細

か
く
な
り
淡
い
色
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し

て
白
び
ゃ
く
が
そ
の
色
の
中
で
最
も
粒
子
が
細
か
く
淡

い
色
を
し
て
い
る
の
で
す
。
単
純
に
赤
と
い
っ

て
も
、
赤
に
は
多
く
の
名
前
の
赤
が
あ
り
、
そ

の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
赤
が
十
種
類
ず
つ
あ
る
の

で
す
。
棚
が
鮮
や
か
に
な
る
の
も
う
な
ず
け
ま

す
。

　

翠
雲
堂
で
は
昔
か
ら
の
秤
を
用
い
て
十
グ
ラ

ム
単
位
で
の
量
り
売
り
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の

売
り
方
を
現
在
で
も
行
っ
て
い
る
の
は
山
陰
地

方
で
は
翠
雲
堂
だ
け
だ
そ
う
で
す
。
し
か
し
、

最
近
で
は
カ
ル
チ
ャ
ー
ス
ク
ー
ル
な
ど
で
生
徒

ら
、
多
く
の
ビ
ン
を
棚
に
並
べ
て
い
る
の
だ
そ

う
で
す
。

　

こ
の
岩
絵
の
具
を
紙
に
つ
け
る
た
め
の
糊
の

役
割
を
し
て
い
る
の
が
「
膠
に
か
わ
」
で
す
。
日
本
画

を
「
膠
彩
画
」
と
呼
ぶ
ほ
ど
膠
は
重
要
ら
し
く
、

ご
主
人
が
と
て
も
熱
く
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
（
す
べ
て
に
お
い
て
全
力
で
し
た
が
、
こ
こ

は
特
に
！
）。

　

膠
の
主
な
成
分
は
牛
な
ど
の
骨
や
皮
を
煮
て

取
り
出
し
た
コ
ラ
ー
ゲ
ン
で
す
。
膠
の
元
祖
は

奈
良
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
作
っ
て
い
た
三
千
本

膠
と
い
う
棒
状
の
物
。
こ
れ
を
切
っ
て
煮
て
溶

か
し
て
こ
し
た
も
の
を
岩
絵
の
具
と
混
ぜ
て
紙

に
描
い
て
い
き
ま
す
。
こ
の
膠
は
天
然
物
な
の

で
一
日
放
置
し
て
い
た
ら
腐
っ
て
し
ま
い
ま

す
。ま
た
、お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
廃
業
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
現
在
は
防
腐
剤
の
入
っ
た
粒

状
の
も
の
や
瓶
に
あ
ら
か
じ
め
液
体
化
さ
れ
て

入
っ
て
い
る
も
の
が
主
流
だ
そ
う
で
す
。

◆
二
階
に
広
が
る
書
の
世
界

　

次
に
、
急
な
階
段
を
上
が
り
二
階
へ
向
か
い

ま
す
。
こ
の
階
段
は
箱
段
と
い
わ
れ
る
も
の
で

し
た
。
段
が
引
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で

す
。「
か
ら
く
り
屋
敷
み
た
い
で
お
も
し
ろ
い

で
し
ょ
」
と
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

階
段
か
ら
二
階
に
頭
を
出
し
視
界
に
入
っ
た

も
の
は
山
積
み
に
な
っ
た
紙
で
す
。
紙
も
ま
た

多
く
の
種
類
を
出
し
て
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
無
地
の
も
の
や
模
様
の
あ
る
も
の
、
違
う

模
様
の
紙
を
継
い
で
作
ら
れ
て
い
る
も
の
な

ど
。
金
箔
や
銀
箔
が
漉
き
込
ま
れ
て
い
る
紙
も

あ
り
ま
し
た
。
継
い
で
作
ら
れ
て
い
る
紙
は
一

枚
千
二
百
円
な
ど
非
常
に
高
価
で
す
。

　

ど
の
よ
う
な
人
が
使
う
の
か
と
尋
ね
る
と

「
こ
れ
は
仮
名
の
人
が
使
う
よ
」
と
い
う
答
え
。

仮
名
の
人
と
は
ど
ん
な
人
か
と
い
う
と
、「
書

道
の
中
で
も
漢
字
を
書
く
人
で
は
な
く
、
古
典

の
歌
を
書
い
て
い
る
人
」
だ
そ
う
で
す
。
仮
名

と
漢
字
と
で
は
使
う
墨
が
違
う
か
ら
紙
も
そ
の

墨
に
適
し
た
紙
を
使
用
す
る
の
で
す
。

が
自
分
で
気
軽
に
選
べ
て

使
い
や
す
い
よ
う
に
と
、

少
量
に
小
分
け
さ
れ
た
ミ

ニ
ボ
ト
ル
も
販
売
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
の
販
売
も
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
実
際
に
お

店
に
足
を
運
ん
で
も
ら
っ

て
自
分
の
目
で
直
接
見
て

選
ん
で
も
ら
い
た
い
か

■箱段。初めて見ました。

■（左）硯がずらりと並んだ２階の和室。（右）筆の形をした昔の看板。

■（右上）桃の形をした硯。（右下）桃の種
の形をした硯。（左）陶暖硯。
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た
く
さ
ん
の
種
類
が
あ
る
の
は
、
作
品
に

よ
っ
て
そ
れ
に
あ
う
背
景
を
選
ぶ
た
め
で
す
。

し
か
し
、
仮
名
の
人
口
は
書
道
を
す
る
人
の
中

で
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
だ
そ
う
で
す
。
大
量

の
紙
を
仕
入
れ
て
も
出
て
行
く
ペ
ー
ス
は
と
て

も
ゆ
っ
く
り
で
す
。
そ
れ
で
も
や
は
り
お
客
様

の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
多
く
の
種
類
を
揃

え
て
い
ま
す
。

　

奥
の
部
屋
に
進
む
と
畳
の
上
に
ず
ら
り
と
硯

が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
硯
は
多
く
が
中
国

で
手
に
入
れ
て
き
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
硯
と

い
え
ば
多
く
の
方
は
四
角
く
て
海
と
陸
が
あ
る

も
の
を
思
い
浮
か
べ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し

ご
主
人
が
出
し
て
き
て
く
れ
た
も
の
は
、
桃
の

の
「
翠
雲
」
と
い

う
号
か
ら
来
て
い

る
そ
う
で
す
。
号

と
い
う
の
は
書
道

家
の
芸
名
の
よ
う

な
も
の
で
、
二
代

目
は
悠
成
、
三
代

目
が
大
潜
で
、
現

代
の
ご
主
人
で
あ

る
四
代
目
が
朗
雲

で
す
。
店
主
は
今

ま
で
代
々
書
道
家

で
、
作
品
は
県
立

美
術
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
り
、
一
畑
ホ
テ
ル

に
飾
ら
れ
た
り
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、

二
代
目
の
悠
成
さ
ん
は
、
幼
い
こ
ろ
に
日
本
画

の
巨
匠
と
呼
ば
れ
る
横
山
大
観
か
ら
絵
の
才
能

を
認
め
ら
れ
、
養
子
に
来
な
い
か
と
い
う
誘
い

も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。　

　
「
こ
の
お
店
は
代
々
主
人
が
趣
味
人
で
妻
が

経
営
を
担
当
し
て
る
ん
だ
け
ど
、
私
た
ち
は

ど
っ
ち
も
趣
味
し
ち
ゃ
っ
て
る
の
よ
」
と
笑
顔

で
話
す
奥
さ
ん
。
ご
主
人
は
農
家
の
出
身
で
、

お
芝
居
が
し
た
く
て
東
京
へ
行
き
、
劇
団
を
立

ち
上
げ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
和
田
家
の
娘

さ
ん
（
奥
さ
ん
）
は
そ
の
劇
団
の
劇
団
員
だ
っ

た
の
で
す
。

　

三
十
代
の
こ
ろ
に
松
江
に
戻
っ
て
き
て
翠
雲

堂
を
継
ぐ
こ
と
が
決
ま
っ
て
か
ら
書
の
修
業
に

励
ん
だ
そ
う
で
す
。
現
在
は
、
書
道
講
座
を
開

き
生
徒
さ
ん
た
ち
に
指
導
す
る
傍
ら
、
県
民
手

作
り
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
『
愛
と
地
球
と
競
売
人
』

の
演
出
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
よ

か
っ
た
ら
参
加
し
て
み
て
」
と
、『
ビ
リ
ー
ブ
・

イ
ン
・
ミ
ー
』
と
い
う
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
キ
ャ

ス
ト
募
集
の
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
申
込
用
紙
を
た

く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
最
近
で
は
額
の
貸
し
出
し
や
お
客
さ

ん
の
持
っ
て
こ
ら
れ
た
作
品
を
掛
け
軸
に
し
た

り
額
に
入
れ
た
り
す
る
表
装
の
取
り
次
ぎ
も
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
自
分
で
作
っ
た
作
品

を
部
屋
に
飾
り
た
い
と
注
文
す
る
方
が
多
く
い

ら
っ
し
ゃ
る
そ
う
で
す
。
せ
っ
か
く
の
作
品
は

押
し
入
れ
に
し
ま
っ
て
し
ま
う
よ
り
、
み
ん
な

に
見
て
も
ら
い
た
い
で
す
よ
ね
。

　

最
近
は
書
道
や
日
本
画
を
習
う
人
が
少
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
そ
う
で
す
。
筆
ペ
ン
講
座
な

ど
は
子
育
て
を
終
え
た
女
性
な
ど
か
ら
人
気
が

あ
る
そ
う
で
す
が
、
せ
っ
か
く
始
め
た
人
も
自

分
の
師
が
亡
く
な
っ
た
り
す
る
と
、
そ
れ
を

き
っ
か
け
に
や
め
て
し
ま
う
人
が
多
い
と
の
こ

と
。
少
し
で
も
多
く
の
人
に
書
に
触
れ
て
ほ
し

い
と
、
少
し
さ
み
し
そ
う
に
話
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

　

私
は
、
日
本
画
の
こ
と
も
書
道
の
こ
と
も
何

も
わ
か
ら
な
い
状
態
で
こ
の
取
材
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
私
に
ご
主
人
も
奥
さ

ん
も
と
て
も
熱
心
に
話
を
し
て
く
だ
さ
り
、
私

が
知
ら
な
い
世
界
の
中
に
は
こ
ん
な
に
奥
が
深

い
も
の
も
あ
る
の
か
と
感
心
す
る
こ
と
ば
か
り

で
し
た
。
そ
し
て
、
猫
の
ポ
ン
ち
ゃ
ん
、
か
わ

い
か
っ
た
で
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
に
い
る

よ
う
な
と
て
も
懐
か
し
い
気
持
ち
に
な
れ
る
お

店
で
し
た
。
興
味
の
あ
る
人
は
ぜ
ひ
足
を
運
ん

で
み
て
く
だ
さ
い
。

（
み
や
ざ
き
・
し
ほ
／
日
本
語
文
化
系
一
年
生
）

形
の
も
の
、
桃
の
種
の
形
を
し
て
い
る
も
の
、

獅
子
が
振
り
向
い
た
格
好
の
も
の
、な
ど
な
ど
。

桃
は
不
老
長
寿
を
表
し
て
い
る
ら
し
く
、
中
国

の
硯
は
格
言
を
象
徴
し
た
形
を
し
た
も
の
が
多

く
あ
る
そ
う
で
す
。

　

た
く
さ
ん
見
せ
て
い
た
だ
い
た
硯
の
中
で
私

が
一
番
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
陶
暖
硯
と
い
う

硯
で
す
。
高
さ
が
あ
り
下
部
に
穴
が
開
い
て
い

ま
し
た
。「
ど
う
や
っ
て
使
う
と
思
い
ま
す
？
」

と
尋
ね
ら
れ
、「
な
ん
の
穴
な
ん
だ
ろ
う
か
」

と
し
ば
ら
く
悩
ん
だ
の
で
す
が
全
く
わ
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
の
硯
は
中
国
の
東
北
部
で
出

土
し
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
寒
い
地
域
で
は
水

を
入
れ
、
墨
を
摺
る
と
だ
ん
だ
ん
と
凍
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
下
の
穴
か
ら
炭
火
で
温

め
な
が
ら
使
う
の
だ
そ
う
で
す
。
昔
の
人
の
知

恵
が
詰
ま
っ
た
硯
で
す
。

◆
お
店
も
趣
味
も
二
人
で
仲
良
く

　

お
店
の
名
前
「
翠
雲
堂
」
は
、
初
代
主
人

■ご主人・奥さんといっしょに店先で記念写真。

■（上段）違う模様の紙を継いで作られた紙。（下段）
お店の看板猫のポンちゃん。



私は幼いころから石碑や歴史的建造物を見ることが好きだった。そ
こで今回のテーマを松江の石碑にしようと考えたのだが、私は京都
の舞鶴出身。松江の石碑については何も知らないので、元松江郷土
館・館長の安部登先生にレクチャーをお願いした。安部先生から松
江にある石碑のリストをいただいたのだが、そのリストにはなんと
146 個もの石碑が記載されていた。タフな私でもさすがにすべては
回れないので、その中から厳選して巡ることにした。

松江石碑巡り

①森本文斎君碑（床几山）
床几山にあるほかの石碑にも共通して言えるが、と
にかく大きい。石碑はひっそりたたずんでいるもの
だと思っていたが、ここでいきなり覆される。
森本文斎は明治初期の産婦人科医である。私財を投
じて山陰初の産婆と看護師の養成学校を開設した。

③澤野含斎翁碑（床几山）
ほかの石碑より苔が目立っていた。
藩校修道館教師。松江市雑賀の足軽の
家に生まれた。雑賀小学校初代校長と
なり、後に培塾を開いた。

④老雨雨森君碑（床
几山）
丸みを帯びていて
柔らかい印象。漢
文のため解読はで
きなかった。
幕末の松江藩儒と
して活躍し、松江・
平田で私塾を開い
た。

⑤佐々木文蔚君碑
（床几山）
角ばっており床几
山にあるものの中
では一番大きい。
佐々木文蔚は出身
こそ弘前だが、島
根県医学校長とし
て赴任し、島根県
の医学の基礎を築
いた海軍医である。

床几山で一苦労
「床几山」は、松江に住んでいる人なら
みんな一度は耳にしたことがあるだろ
う。床几山は石碑の集まる、この取材に
うってつけの場所だ。この日の取材もま
ずは床几山からスタートすることにし
た。開始時間は朝 10 時ごろ。まずは床
几山を目指すことになったのだが、なか
なか見つからない。同じような住宅街を
何度も回ること 1時間半、やはり見つか
らない。最終的には同行者の澤松さんが
スマートフォンで調べてくれて見つかっ
た。前途多難な取材になった。

⑥床几山碑
床几山に建立されているほかの石碑と違
い、文字がはっきりと残っていた。大き
な岩の上に乗っていた。ほかのものとは
格の違いがあるのだろうか。
堀尾吉晴・忠氏親子による城地選定の地
として開府三百年を機に建立される。

⑦培塾跡（幸町）
ほかの石碑に比べると黒くて墓石のような印
象。駐車場の隅に建立されており見つけるの
に一苦労した。
澤野修輔（澤野含斎）が開いた私塾。ここか
ら若槻礼次郎や岸清一など多くの人材が育っ
た。⑧小林如泥生家跡（灘町）

民家の前に建立されており、気をつけて見て
いないと見逃してしまいそうだった。
江戸時代後期に活躍した木彫・木工家。不昧
公から大変気に入られた。この石碑は如泥の
生家跡の記念碑。

②山内曲川句碑（床几山）
明治 39 年建立とある。古いか
らなのか、文字が擦れていて
読むことができなかった。色
あせているようにも思えた。
山内曲川は幕末から明治期に
かけての俳人であり、松江の
骨董商だった。山陰の芭蕉と
も称された。

熊 倉　楓（くまくら・かえで／文化資源学系１年生）



⑨紫雲塾碑（雑賀町）
なぜか、「紫雲塾碑」の下には「雑
賀幼稚園」、隣には「三丁目の六
丁目」と書かれていた。雑賀町に
は「○丁目の○丁目」というビッ
クリ地名を記した石柱がいくつも
ある。たまたま出会った方に聞い
たら、東西、南北それぞれの起点
となる道路から何本目の通りかを
表しているそうだ。
紫雲塾とは高井忠次郎が嘉永二年
に開き読書・習字を教えた私塾。

⑪源助柱記念碑（松江大橋南詰）
この石碑は深田技師殉難記念碑と
一緒に松江大橋の南詰にあり、わ
かりやすい位置にあった。八雲ゆ
かりの地の看板も一緒にあったの
でさらに見つけやすい。
江戸初期に初代松江大橋をかけた
際、人柱になったといわれる源助
をしのんだ記念碑。

⑩深田技師殉難記念碑（松江大橋南
詰）
デザインがほかの石碑と違い近代的
な印象を与える。
現在の松江大橋が完成する際に工事
で亡くなった深田清技師をしのんだ
記念碑。（昭和の原助柱）

最初の床几山から始まり、最後の玄丹かよの胸像まで約半日かけ
て石碑を回ってみたがなかなか大変だった。だが、なかなか見つ
からないからこそ見つけた時には達成感がこみ上げてくる。今回
紹介した松江の石碑はまだまだほんの一部に過ぎない。皆さんも
ぜひ石碑巡りを体験してみてはいかがだろうか。石碑巡りで注意
することは、しっかりと下調べをしておくこと、探し回ることを
覚悟しておくこと。あとは車よりも徒歩や自転車のほうがおすす
めだ。これは駐車スペースが確保できないためである。

⑭天隆公寿蔵碑（月照寺）
噂には聞いていたがとにかく大き
い。今回、回ったものの中で一番
大きかった。亀の頭にはお賽銭と
みられる小銭がのっていた。
不昧公が父である天隆公の長寿を
祈願して作らせたもの。夜になる
と市内を徘徊するというお話でも
有名である。

⑬福田平治翁之碑（北田
町集会所「愛隣会館」前）
大きくて目立つのになぜ
か、なかなか見つけるこ
とができなかった。隣に
ある愛隣会館に気を取ら
れていたからだろうか。
福田平治は松江にて孤児
院や老人ホームなど多く
の社会福祉に貢献した。
「山陰社会事業の父」と言
われている。

⑫小泉八雲宿舎跡（末次本
町・大橋館前）
大橋館の入り口に建立され
ているため見つけやすかっ
た。ほかの石碑と違い、色
が黄土色で建物の色に合っ
ていた。
小泉八雲が宿泊した富田旅
館があった跡地。

⑮玄丹かよ胸像
こちらは胸像だが白潟公園
の中に立っており、遠くか
らでもすぐに見つけること
ができた。
玄丹かよは松江藩士の娘と
して生まれ、目を病んだ父
を助けて芸妓になった。鎮
撫使一行が訪れた際に接待
し、藩を難局から救った。

①②③
④⑤⑥

⑩⑪

⑭

⑮

⑫

⑨

⑬

⑦

⑧

松江城

松江駅
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島
根
県
の
北
東
に
位
置
し
、
豊
か
な
自
然
と

文
化
を
有
す
る
島
根
半
島
。
今
回
は
島
根
半
島

の
海
岸
線
―
―
塩
津
か
ら
鷺
浦
ま
で
が
旅
の
舞

台
だ
。

　

八
月
十
一
日
、
午
前
九
時
、
松
江
か
ら
国
道

４
３
１
号
線
を
西
に
向
か
い
、
平
田
の
街
に
入

る
ち
ょ
っ
と
手
前
で
北
に
折
れ
、
久
多
美
方
面

に
向
か
う
。
や
が
て
野
石
谷
と
い
う
所
に
さ
し

か
か
る
が
、
こ
こ
は
三
年
前
に
短
大
に
い
た
先

輩
が
車
を
運
転
し
て
い
て
鹿
と
ぶ
つ
か
っ
た
と

い
う
所
だ
。
今
に
も
鹿
が
出
て
き
そ
う
な
山
の

中
に
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
い
く
。

　

最
初
の
ス
ポ
ッ
ト
は
唯
浦
隧
道
。
ト
ン
ネ
ル

は
車
が
す
れ
違
え
な
い
ほ
ど
の
狭
さ
。
入
り
口

で
記
念
す
べ
き
最
初
の
写
真
を
撮
っ
た
。

　

ト
ン
ネ
ル
の
中
を
歩
く
こ
と
に
し
た
。
背
中

か
ら
風
が
ゴ
ー
ッ
と
吹
い
て
く
る
。
こ
こ
を
抜

け
る
と
眼
下
に
日
本
海
が
拡
が
り
、
目
指
す
塩

津
小
学
校
は
も
う
す
ぐ
だ
。

鹿
入
る
べ
か
ら
ず　

　

出
発
か
ら
約
一
時
間
後
、
塩
津
小

学
校
に
到
着
し
た
。
塩
津
小
学
校
は

映
画
「
白
い
船
」
の
舞
台
と
し
て
有

名
で
、
全
校
十
五
人
と
い
う
小
さ
な

小
学
校
だ
。
校
門
に
着
い
て
み
る
と

ネ
ッ
ト
が
張
っ
て
あ
っ
た
。
小
学
校

に
ネ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
に
驚
い
て
い

る
と
、「
鹿
侵
入
防
止
ネ
ッ
ト
」
の

文
字
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。

　

ち
ょ
っ
と
不
安
だ
っ
た
が
、
ネ
ッ

ト
を
く
ぐ
っ
て
中
に
入
る
こ
と
に
し

た
。
校
舎
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
幸

運
な
こ
と
に
夏
休
み
な
の
に
先
生
が
一
人
出
て

お
ら
れ
た
。
四
月
に
こ
の
小
学
校
に
赴
任
し
て

来
ら
れ
た
ば
か
り
の
高
尾
洋
先
生
だ
。
突
然
の

訪
問
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
校
舎
の
中
を
見
学
さ

せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
中
に
入
っ
て
み
る
と
廊
下

の
端
か
ら
向
こ
う
の
端
が
す
ぐ
そ
こ
に
見
え

る
。
歩
い
て
み
る
と
三
十
六
歩
し
か
な
い
。

　

体
育
館
か
ら
二
階
に
上
が
る
階
段
に
は
昔
の

面
影
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の

段
に
数
字
が
書
い
て
あ
っ
て
、
階
段
を
上
り
な

が
ら
数
を
覚
え
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
二
階

に
は
「
白
い
船
」
で
登
場
し
た
教
室
が
あ
る
。

子
ど
も
た
ち
が
船
を
見
る
た
め
に
使
っ
た
双
眼

鏡
も
置
い
て
あ
っ
た
。
船
は
数
年
前
に
航
路
を

変
え
て
し
ま
い
、
現
在
は
通
っ
て
い
な
い
そ
う

だ
が
、
私
も
映
画
の
子
ど
も
た
ち
の
よ
う
に
双

眼
鏡
を
の
ぞ
い
て
み
た
。

　

校
門
の
鹿
用
ネ
ッ
ト
の
こ
と
を
尋
ね
て
み

た
。
こ
の
地
区
に
は
た
く
さ
ん
の
鹿
が
い
て
、

朝
、
子
ど
も
た
ち
が
登
校
し
て
く
る
と
き
に
鹿

大 西　葵

島根半島をゆく
――守り続けたい美しい自然と文化――

宍道湖

日本海
十六島

出雲大社

国道 431 号線

一畑電車

塩津

猪目
野石谷

鷺浦

韓竃神社

■（上段）塩津小学校の２階の教室。
先生の机が１つと生徒の机が４つ。
（下段）玄関で高尾先生と。



が
罠
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
と
か
。
子

ど
も
た
ち
が
「
鹿
が
血
だ
ら
け
だ
っ
た
よ
」
と

報
告
し
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
は
日
常
の
こ
と
で
、
も
う
慣

れ
っ
こ
で
あ
る
。

　

高
尾
先
生
は
、
少
な
い
生
徒
数
で
、
し
か
も

一
日
中
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
い
る
の
で
、
と

て
も
仲
良
く
な
れ
る
と
楽
し
そ
う
に
話
し
て
お

ら
れ
た
。
少
人
数
の
た
め
授
業
中
も
一
人
ひ
と

り
の
子
ど
も
に
よ
く
目
が
届
く
し
、
給
食
も
生

徒
と
先
生
が
い
っ
し
ょ
に
食
べ
る
の
で
、
体
調

が
悪
か
っ
た
り
機
嫌
が
悪
か
っ
た
り
す
る
と
す

ぐ
に
わ
か
る
そ
う
だ
。
先
生
に
自
分
の
ち
ょ
っ

と
し
た
変
化
を
気
づ
い
て
も
ら
え
た
ら
、
こ
れ

ほ
ど
う
れ
し
い
こ
と
は
な
い
。
反
対
に
大
変
な

こ
と
を
伺
う
と
、
小
さ
い
学
校
な
の
で
ど
ん
な

こ
と
で
も
サ
ボ
れ
な
く
な
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
。
掃
除
を
サ
ボ
っ
て
い
た
ら
子
ど
も
に

見
つ
か
っ
て
注
意
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る

と
い
う
。

子
ど
も
神
楽

　

塩
津
小
学
校
は
子
ど
も
神
楽
で
も
有
名
だ
。

元
々
は
川
谷
秀
さ
ん
と
い
う
神
楽
の
好
き
な
方

が
始
め
ら
れ
、
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
今
で
は
全
校
生
徒
が
放
課
後
や
土
曜

日
に
集
ま
っ
て
練
習
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち

は
神
楽
が
大
好
き
だ
。
い
つ
も
は
の
ん
び
り
し

て
い
る
子
で
も
神
楽
の
舞
台
に
立
つ
と
ピ
シ
ッ

と
気
合
を
入
れ
て
演
じ
る
と
い
う
。
神
楽
の
セ

リ
フ
は
難
し
い
言
葉
だ
が
子
ど
も
た
ち
は
す
ぐ

覚
え
て
し
ま
う
そ
う
だ
。

　

神
楽
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
い
い
経
験
に

な
る
し
、
将
来
地
元
を
離
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
帰
っ
て
き
た
と
き
に
思
い
出
話
と

し
て
盛
り
上
が
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
と
高
尾
先

生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
塩
津
小
学
校
の
生

徒
数
が
一
番
多
か
っ
た
の
は
昭
和
三
十
五
年
の

百
二
十
七
人
。
逆
に
一
番
少
な
か
っ
た
の
は
平

成
二
十
一
年
の
九
人
だ
。「
生
徒
の
人
数
は
や

は
り
増
え
て
ほ
し
い
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、

「
小
さ
い
か
ら
い
い
こ
と
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

　
自
然
の
力

　
風
力

　

塩
津
小
学
校
に
別
れ
を
告
げ
て
十う
っ
ぷ
る
い

六
島
に
向

か
っ
た
。
海
岸
か
ら
急
な
坂
を
上
り
、
山
道
を

上
っ
た
り
下
っ
た
り
す
る
う
ち
に
十
六
島
風
車

公
園
に
着
く
。
見
上
げ
る
と
風
車
が
す
ぐ
真
上

に
あ
っ
て
、
ビ
ュ
ン
ビ
ュ
ン
と
い
う
プ
ロ
ペ
ラ

の
回
る
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
風
車
公
園
か
ら

は
十
四
台
も
の
風
車
が
見
え
た
。

　

こ
の
日
は
十
六
島
鼻
灯
台
に
も
行
き
た
か
っ

た
が
、
山
道
で
ハ
チ
や
ア
ブ
に
刺
さ
れ
た
り
迷

子
に
な
っ
た
り
し
た
ら
危
険
と
い
う
こ
と
で
断

念
し
た
。

韓
竃
神
社

　

島
根
半
島
の
旅
は
ま
だ
ま
だ
続
く
。
ち
ょ
う

ど
お
腹
が
す
い
て
き
た
こ
ろ
、
午
前
中
の
最
後

の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
唐
川
町
に
あ
る
韓か
ら
か
ま竃
神
社

を
訪
れ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
こ
の
神
社
の

こ
と
を
調
べ
て
い
て
、「
当
社
は
高
所
恐
怖
症

及
び
極
度
の
肥
満
の
方
は
無
理
だ
と
思
う
」
と

い
っ
た
書
き
込
み
を
見
つ
け
た
た
め
、
一
体
ど

ん
な
す
ご
い
所
な
の
だ
ろ
う
と
期
待
で
胸
が

い
っ
ぱ
い
だ
。
韓
竈
神
社
は
素す
さ
の
お
の
み
こ
と

盞
鳴
命
を
祭
っ

て
い
る
神
社
だ
。
韓
竈
の
「
カ
マ
」
は
溶
鉱
炉

を
意
味
す
る
も
の
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

駐
車
場
か
ら
し
ば
ら
く
歩
く
と
杉
林
に
入

る
。
木
が
規
則
正
し
く
並
ん
で
い
て
自
然
の
美

し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
な
だ
ら
か
で
比
較
的
楽

な
道
だ
。そ
し
て
つ
い
に
難
関
に
辿
り
着
い
た
。

鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
向
こ
う
は
傾
斜
三
十
度
も

あ
る
よ
う
に
見
え
る
石
段
が
ず
っ
と
上
ま
で
続

い
て
い
る
。
私
た
ち
は
気
合
い
を
入
れ
て
上
り

始
め
た
。
石
に
は
苔
が
生
え
て
い
て
滑
り
や
す

く
、
ロ
ー
プ
が
張
っ
て
あ
る
が
危
険
だ
。

■（上段）ピントの合わせ方がわからず、なにも見えなかった。（下段右）この階段があれば
算数が得意になったかもしれない。（下段左）高尾先生にインタビュー。



　

石
段
を
か
な
り
上
っ
た
と
こ
ろ
で
、
大
き
な

岩
が
私
た
ち
の
目
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
。

ど
う
や
ら
岩
の
割
れ
目
が
道
に
な
っ
て
い
る
よ

う
だ
。
割
れ
目
は
ス
リ
ム
な
私
（
？
）
で
も
横

向
き
に
な
ら
な
い
と
通
れ
な
い
ほ
ど
狭
い
。
な

ん
と
か
岩
を
抜
け
、
見
上
げ
る
と
す
ぐ
そ
こ
に

韓
竈
神
社
が
。

　

私
た
ち
が
お
参
り
を
し
て
い
る
と
男
女
の
二

人
連
れ
が
上
っ
て
き
た
。
そ
の
方
た
ち
は
東
京

か
ら
来
た
と
い
う
。
男
の
人
は
も
と
も
と
島
根

の
山
奥
に
住
ん
で
い
た
そ
う
だ
。
東
京
で
古
事

記
の
語
り
部
を
や
ろ
う
と
思
い
、
神
話
の
ふ
る

さ
と
島
根
を
実
際
に
訪
れ
て
み
た
と
い
う
。

　

韓
竈
神
社
か
ら
急
な
石
段
を
引
き
返
し
て
鳥

居
の
と
こ
ろ
ま
で
戻
っ
て
い
く
と
、
す
ぐ
近
く

う
さ
ぎ
」
に
向
か
う
こ
と
に

し
た
。
も
う
お
昼
の
時
間
は

だ
い
ぶ
過
ぎ
て
い
た
。
日
本

海
を
眺
め
な
が
ら
大
社
方
面

へ
車
を
走
ら
せ
る
。
カ
フ
ェ

う
さ
ぎ
は
出
雲
市
大
社
町
鷺さ
ぎ

浦う
ら

に
あ
る
。一
九
一
一
年（
明

治
四
十
四
年
）
に
建
て
ら
れ

た
旧
鵜う
さ
ぎ鷺
郵
便
局
を
改
装
し

て
カ
フ
ェ
に
し
た
も
の
だ
。

窓
は
昔
の
窓
ガ
ラ
ス
の
よ
う

に
向
こ
う
の
景
色
が
少
し
歪

ん
で
見
え
る
。

　

店
内
に
は
他
に
も
お
客
さ

ん
が
お
ら
れ
、
地
元
の
方
は

も
ち
ろ
ん
神
奈
川
県
か
ら
来

た
と
い
う
方
も
。
お
店
の
す

ぐ
近
く
を
流
れ
る
八
千
代
川

に
「
岩
船
」
を
見
つ
け
た
。
こ
れ
は
素
盞
鳴
命

が
わ
が
国
に
「
植
林
法
」
や
「
鉄
器
文
化
」
を

伝
え
る
際
に
乗
っ
た
と
さ
れ
る
船
だ
。
苔
に
覆

わ
れ
て
い
る
が
確
か
に
下
の
方
は
船
首
部
分
の

よ
う
に
も
見
え
る
。

　

韓
竈
神
社
を
後
に
し
て
駐
車
場
に
戻
る
と
、

疲
れ
で
足
が
が
く
が
く
し
、
お
ま
け
に
蚊
に

四
ヶ
所
も
刺
さ
れ
て
い
た
。
ア
ブ
も
出
る
の
で

韓
竈
神
社
に
行
か
れ
る
方
は
虫
よ
け
ス
プ
レ
ー

を
携
行
す
る
か
長
袖
長
ズ
ボ
ン
で
行
か
れ
る
こ

と
を
お
す
す
め
す
る
。

腹
が
減
っ
て
は
取
材
は
で
き
ぬ

　

お
腹
が
す
い
た
の
で
訪
問
予
定
地
を
少
し
飛

ば
し
、昼
食
は
こ
こ
で
と
決
め
て
い
た「
カ
フ
ェ

か
ら
心
地
よ
い
風
が
吹
い
て
く
る
。
私
た
ち
が

注
文
し
た
「
う
さ
ぎ
定
食
」
は
、
藻
塩
の
お
に

ぎ
り
、
今
が
シ
ー
ズ
ン
と
い
う
ア
ラ
メ
を
使
っ

た
煮
物
、
ア
ラ
メ
の
サ
ラ
ダ
、
そ
れ
に
ワ
カ
メ

の
お
味
噌
汁
、
そ
れ
に
自
家
製
の
お
漬
物
が
付

い
て
い
た
。
ど
れ
も
こ
の
鵜
鷺
地
区
で
と
れ
た

も
の
だ
。
ワ
カ
メ
は
新
鮮
で
歯
ご
た
え
が
し
っ

か
り
し
て
い
る
。
私
は
ア
ラ
メ
を
食
べ
る
の
は

初
め
て
だ
っ
た
が
、
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
。

藻
塩
の
お
に
ぎ
り
は
優
し
い
味
だ
。

　

忙
し
そ
う
に
し
て
お
ら
れ
た
飯
島
正
子
さ
ん

か
ら
少
し
時
間
を
い
た
だ
い
て
お
話
を
伺
う
こ

と
が
で
き
た
。
こ
の
お
店
は
、
松
江
市
か
ら
移

り
住
ん
だ
立
花
加
代
子
さ
ん
が
、
古
民
家
の
好

き
な
方
だ
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
そ
う
だ
。

立
花
さ
ん
は
旧
鵜
鷺
郵
便
局
の
建
物
や
場
所
が

気
に
入
っ
て
、
こ
こ
を
お
年
寄
り
が
お
し
ゃ
べ

り
で
き
る
場
所
に
し
た
い
と
思
っ
た
。そ
し
て
、

そ
の
考
え
に
飯
島
さ
ん
が
賛
同
し
て
カ
フ
ェ
う

さ
ぎ
の
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
そ
し
て
、
今

年
の
六
月
に
つ
い
に
念
願
の
オ
ー
プ
ン
を
果
た

し
た
。

　
「
今
後
の
目
標
は
何
か
あ
り
ま
す
か
」
と
尋

■八千代川の対岸から撮ったカフェうさぎ。

①

②

④

■①急な石段。息が上がる。②この岩の割れ目を通らないと韓竈神社に
は辿り着けない。横にならないと通れない狭さ。③韓竈神社。④岩船。

③
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た
の
で
入
っ
て
み
た
か
っ
た
が
残
念
だ
。

自
然
の
冷
蔵
庫

　

最
後
に
鉱
山
跡
を
見
に
行
っ
た
。
道
路
脇
の

看
板
に
「
鷺
銅
山
」
の
文
字
が
見
え
た
が
、
車

を
降
り
て
草
む
ら
の
中
に
入
っ
て
み
て
も
、
そ

れ
ら
し
き
も
の
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
。

こ
こ
で
あ
き
ら
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
懸

命
に
探
し
て
い
る
と
、
つ
い
に
山
の
斜
面
を
少

し
上
が
っ
た
と
こ
ろ
に
坑
道
の
入
り
口
ら
し
き

も
の
を
発
見
し
た
。
近
づ
く
と
入
り
口
か
ら
冷

た
い
空
気
が
流
れ
て
い
る
。
日
の
光
が
さ
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
は
水
蒸
気
が
白
く
見
え
る
。
そ

れ
く
ら
い
坑
道
の
中
と
外
気
の
温
度
差
が
大
き

い
の
だ
ろ
う
。
空
気
の
冷
た
さ
は
ま
る
で
冷
蔵

ね
る
と
、「
地
元
の
人
に
芸
術
に
触
れ
て
も
ら

い
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
そ
の
言
葉

通
り
、
こ
れ
ま
で
も
写
真
展
や
サ
ッ
ク
ス
演
奏

会
な
ど
を
催
し
、
私
た
ち
が
訪
れ
た
と
き
は
本

学
保
育
学
科
の
福
井
一
尊
先
生
の
作
品
（
テ
ラ

コ
ッ
タ
）
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。

　

実
は
飯
島
さ
ん
は
滋
賀
県
か
ら
Ｕ
タ
ー
ン
し

て
来
ら
れ
た
方
で
、
娘
さ
ん
が
琵
琶
湖
の
周
り

に
生
え
て
い
る
「
よ
し
」
で
作
っ
た
「
よ
し

笛
」
の
奏
者
だ
そ
う
だ
。
今
度
は
娘
さ
ん
の
優

し
い
よ
し
笛
の
音
色
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
。

　

お
腹
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
私
た
ち
は
取
材

再
開
、
鰐わ
に
ぶ
ち淵
小
学
校
猪い
の
め目
分
校
ま
で
引
き
返
す

こ
と
に
し
た
。
こ
の
学
校
は
現
在
閉
鎖
中
な
の

で
、
残
念
な
が
ら
誰
に
も
会
う
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
小
さ
な
、
か
わ
い
ら
し
い
木
造
校
舎

だ
っ
た
。

あ
の
世
へ
の
入
り
口

　

次
は
猪
目
洞
窟
に
向
か
っ
た
。
古
代
に
は
こ

の
洞
窟
は
あ
の
世
に
つ
な
が
る
と
信
じ
ら
れ
て

い
た
。『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
、「
夢
の
中
で

こ
の
洞
窟
に
行
く
の
を
見
た
な
ら
ば
、
必
ず
死

ん
で
し
ま
う
」
と
記
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
、
私

は
夢
に
出
て
き
ま
せ
ん
よ
う
に
と
願
い
な
が
ら

洞
窟
に
入
っ
て
い
っ
た
。
中
に
入
る
ほ
ど
空
気

は
冷
え
、い
っ
そ
う
恐
怖
感
が
増
す
。
こ
こ
は
、

か
つ
て
人
骨
が
見
つ
か
り
土
器
や
骨
角
器
な
ど

の
遺
物
が
発
見
さ
れ
た
。
今
で
も
人
骨
が
あ
る

■(上段 )鰐淵小学校猪目分校。（下段）
猪目洞窟。

庫
の
よ
う
だ
っ
た
。

旅
の
終
着
点

　

い
よ
い
よ
旅
は
終
わ
り
を
迎
え
る
。
鷺
銅
山

跡
か
ら
出
雲
大
社
へ
と
向
か
う
。
山
を
下
り
て

行
く
と
や
が
て
出
雲
大
社
の
裏
に
出
る
。
最
後

に
出
雲
大
社
の
し
め
縄
の
前
で
記
念
撮
影
。

　

朝
九
時
に
出
発
し
、
帰
っ
て
き
た
の
は
夕
方

の
六
時
と
い
う
本
当
に
長
い
旅
だ
っ
た
。
た
く

さ
ん
の
人
に
出
会
い
、
た
く
さ
ん
の
経
験
を
し

た
。
快
く
取
材
を
受
け
て
く
れ
た
人
た
ち
に
本

当
に
感
謝
し
た
い
。
皆
さ
ん
も
島
根
半
島
の
旅

に
出
か
け
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
き
っ
と
新

し
い
発
見
や
出
会
い
が
待
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

（
お
お
に
し
・
あ
お
い
／
日
本
語
文
化
系
一
年
生
）

よ
う
な
気
が
し
て
非
常
に
恐
ろ
し
か
っ

た
。

　

次
の
目
的
地
は
鵜
鷺
小
学
校
。
こ
こ

の
校
門
に
も
塩
津
小
学
校
と
同
じ
く
鹿

侵
入
防
止
用
の
ネ
ッ
ト
が
張
っ
て
あ
っ

た
。
持
ち
上
げ
て
み
る
と
猫
が
一
匹

や
っ
と
通
れ
る
ほ
ど
の
隙
間
し
か
な

か
っ
た
。
残
念
な
が
ら
校
舎
は
高
い
所

に
あ
る
の
で
見
え
な
い
。
こ
こ
も
木
造

建
築
で
生
徒
数
も
少
な
い
と
聞
い
て
い

■（上段右）鷺銅山坑道入り口。冷気の冷たさが恐ろしくもあった。（上
段左）鷺銅山の案内板。（下段）旅の終着点の出雲大社。

■カフェうさぎの入り口で飯島さん（左）と記念写真。


