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名
士
の
多
く
が
参
加
し
て
い
る
が
、知
事
、市
長
は
多
忙
で
と
て
も

台せ
り

詞ふ

を
憶お

ぼ

え
き
れ
な
い
か
ら
、（
手
の
ひ
ら
に
書
い
て
い
る
）と
苦
労
を

披
歴
し
な
が
ら
も
結
構
、楽
し
ん
で
い
る
風
に
見
え
る
。

　

真
三
が
籐
椅
子
に
も
た
れ
て
原
稿
か
ら
目
を
離
し
て
い
る
と
き
に
、

る
り
子
が
お
盆
で
お
茶
と
饅
頭
を
載
せ
て
運
ん
で
き
て
、も
う
一
つ
の

椅
子
に
腰
を
下
ろ
し
た
。

「
熱
心
に
読
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
す
ね
」

「
昔
、書
い
た
の
だ
が
、結
構
面
白
い
の
だ
よ
」

「
そ
れ
、ど
こ
か
に
投
稿
と
い
う
ん
で
す
か
、本
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の

で
す
か
」

「
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
逸
し
た
の
だ
」

「
そ
う
で
す
か
、残
念
で
す
わ
ね
。テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
中
国
の
武
漢

で
新
型
の
ウ
イ
ル
ス
が
発
生
、感
染
が
広
が
る
と
伝
え
て
い
ま
し
た
よ
」

「
そ
う
だ
な
、武
漢
に
は
日
本
の
工
場
も
多
い
か
ら
、日
本
人
も
た
く

さ
ん
い
る
よ
う
だ
な
」

「
彼
ら
を
チ
ャ
ー
タ
ー
機
で
運
ぶ
よ
う
で
す
」

「
そ
う
か
。そ
れ
よ
り
ク
ル
ー
ズ
船
が
横
浜
に
接
岸
さ
れ
、そ
の
中
の
一

人
が
ど
う
も
感
染
し
て
い
て
香
港
で
下
船
し
た
こ
と
で
大
騒
ぎ
に
な
っ

て
い
る
よ
う
だ
」

「
ク
ル
ー
ズ
船
に
は
３
千
人
以
上
の
乗
客
・
乗
員
が
乗
っ
て
い
る
か
ら

検
査
も
大
変
の
よ
う
で
す
わ
ね
」

「
わ
れ
わ
れ
も
商
売
を
止
め
た
と
き
に
、記
念
に
と
ピ
ー
ス
ボ
ー
ト
と

い
う
格
安
の
船
に
乗
っ
て
地
球
を
一
周
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
な
。２
千

人
ほ
ど
乗
船
し
て
い
た
よ
」

「
そ
う
で
す
ね
。わ
た
し
た
ち
の
キ
ャ
ビ
ン
は
船
底
近
く
で
窓
も
な
く
、

そ
ん
な
と
き
に
今
回
の
よ
う
な
事
故
が
発
生
し
た
ら
死
ん
で
い
た
で

し
ょ
う
ね
」

「
当
時
は
例
え
ば
、ア
フ
リ
カ
の
国
に
上
陸
す
る
と
き
は
、乗
船
前
に
風

土
病
に
感
染
し
な
い
よ
う
に
強
制
的
に
ワ
ク
チ
ン
を
打
つ
こ
と
を
義

務
付
け
ら
れ
て
い
た
。新
た
な
感
染
病
に
対
応
す
る
こ
と
な
ど
ま
っ
た

く
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。船
籍
は
パ
ナ
マ
か
ど
こ
か
で
、運
航
は
ギ

リ
シ
ャ
人
が
担
っ
て
い
た
。食
堂
で
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

国
の
人
も
い
た
。ツ
ア
ー
で
の
自
動
車
事
故
は
あ
っ
た
が
、そ
の
時
、ケ

ガ
人
は
次
の
寄
港
地
で
下
船
し
て
飛
行
機
で
帰
国
し
て
い
た
こ
と
を

憶
え
て
い
る
」

「
そ
れ
に
し
ま
し
て
も
治
療
薬
が
な
い
か
ら
今
回
の
コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
は
厄
介
で
す
ね
」

「
だ
か
ら
人
混
み
を
避
け
、手
洗
い
を
ま
め
に
す
る
こ
と
し
か
防
ぎ
よ
う

が
な
い
。感
染
し
て
重
篤
に
な
れ
ば
、あ
き
ら
め
る
し
か
な
い
の
か
な
」

「
そ
れ
も
寂
し
い
で
す
ね
」

「
そ
ん
な
暗
い
ニ
ュ
ー
ス
よ
り
も
、こ
の
小
説
の
方
が
面
白
い
か
ら
、も

う
少
し
読
ま
せ
て
く
れ
」

「
わ
か
り
ま
し
た
」

　

る
り
子
が
空
い
た
コ
ッ
プ
と
小
皿
を
お
盆
に
の
せ
て
台
所
へ
戻
っ
た
。

　

真
三
は
再
び
、続
き
を
読
み
だ
し
た
。

― 

本
物
の
顔
見
世
の
方
も
、歌
舞
伎
興
行
の
中
で
は
最
大
級
の
イ
ベ
ン

ト
で
あ
る
。東
西
の
役
者
が
集
結
し
、謡

う
た
い
、三
味
線
の
人
た
ち
、さ
ら
に

裏
方
も
加
わ
る
と
総
勢
三
百
人
近
く
に
な
る
。こ
の
た
め
歌
舞
伎
興
行

は
大
投
資
に
な
り
席
料
も
自
ず
と
高
く
な
る
わ
け
だ
。素
人
顔
見
世

の
方
も
に
わ
か
役
者
自
ら
出
演
料
を
払
い
、道
具
を
借
り
る
に
し
て
も

コ
ス
ト
は
か
か
る
。長
唄
、常
磐
津
の
連
中
、黒
子
役
に
も
手
伝
っ
て
も

ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ま
た
、演
技
の
指
導
料
や
劇
場
の
使
用
料

も
大
変
な
も
の
だ
。

　

片
桐
は
素
人
顔
見
世
の
出
演
を
頼
ま
れ
て
以
来
、（
出
よ
う
か
、出

る
ま
い
か
）と
、ず
っ
と
思
案
し
て
き
た
。十
二
月
三
日
か
ら
稽
古
が
始

ま
る
。そ
れ
ま
で
一
週
間
し
か
な
い
。

　

山
城
相
互
銀
行
の
月
一
回
の
重
役
会
議
は
議
案
を
読
む
だ
け
の
儀

式
の
よ
う
な
も
の
で
形
骸
化
し
て
い
る
。む
し
ろ
毎
週
月
曜
日
午
前
九

時
か
ら
十
時
ま
で
の
経
営
会
議
が
実
質
的
な
討
議
を
行
う
。本
店
に

全
役
員
、支
店
長
が
集
ま
る
。会
議
で
は
銀
行
の
経
営
全
般
に
つ
い
て

議
論
す
る
。と
は
い
っ
て
も
、た
い
て
い
は
片
桐
の
独
演
に
と
な
る
。営

業
成
績
の
悪
い
支
店
長
に
は
、「
ど
う
し
た
ん
だ
」と
鋭
い
質
問
が
飛

ぶ
。そ
ん
な
時
、言
い
訳
で
も
し
よ
う
も
の
な
ら
、さ
ら
に
追
い
打
ち
を

か
け
ら
れ
る
。

　

支
店
長
の
中
に
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
ぼ
や
い
て
い
る
者
が
い
る
。「
優
秀

な
行
員
を
回
し
て
く
れ
な
い
」、「
異
動
で
支
店
に
行
っ
た
と
た
ん
に
得

意
先
が
倒
産
し
て
減
益
に
な
る
」、「
大
口
預
金
が
抜
け
た
の
で
預
金
量

が
5
～
10
％
減
り
そ
う
だ
」な
ど
と
、言
い
訳
を
し
た
ら「
い
か
ん
」と

片
桐
は
思
っ
て
い
る
。こ
ん
な
こ
と
を
い
ち
い
ち
聞
い
て
い
た
ら
き
り
が

な
い
か
ら
だ
。

　

そ
の
朝
の
経
営
会
議
は
、そ
の
年
最
後
の
月
の
業
績
の
見
通
し
に
つ

い
て
で
あ
る
。片
桐
は
会
議
の
始
ま
る
前
に
企
画
部
長
の
本
島
潔
を
社

長
室
に
呼
ん
で
い
た
。

「
五
十
九
年
度
十
二
月
末
の
業
績
見
通
し
で
は
、資
金
量
で
末
残

二
千
三
百
億
円
台
と
な
る
見
通
し
で
ご
ざ
い
ま
す
」

「
そ
う
か
。現
在
の
金
融
情
勢
で
の
中
で
は
ま
ず
ま
ず
の
成
果
が
達
成

で
き
そ
う
か
」

　

片
桐
は
今
期
の
経
営
会
議
で
素
人
顔
見
世
に
出
演
す
る
こ
と

を
伝
え
よ
う
と
決
心
し
た
。素
人
顔
見
世
の
出
演
料
は
ピ
ン
キ
リ

だ
が
、政
岡
の
よ
う
な
主
役
に
な
る
と
六
〇
万
円（
当
時
）は
要
る
。

こ
の
ほ
か
に
前
売
り
券
の
割
り
当
て
や
招
待
客
へ
の
み
や
げ
代
も

い
る
し
、祝
儀
の
返
し
も
バ
カ
に
な
ら
な
い
。な
に
よ
り
も
時
間
が

と
ら
れ
る
こ
と
が
痛
い
と
片
桐
は
思
っ
て
い
る
。十
二
月
三
日
か

ら
公
演
の
二
十
六
日
ま
で
毎
日
、朝
、昼
、夜
の
稽
古
が
続
く
。金

融
機
関
に
と
っ
て
一
番
忙
し
い
月
で
あ
る
。歌
舞
伎
の
指
導
は
、人

間
国
宝
の
片
岡
仁
左
衛
門
を
は
じ
め
、片
岡
一
門
に
よ
る
本
格
的

な
も
の
。稽
古
を
休
め
ば
失
礼
に
な
る
。片
桐
は
歌
舞
伎
を
ほ
と
ん

ど
知
ら
な
い
し
観
た
こ
と
も
な
い
と
い
う
。千
代
萩
で
政
岡
と
い
う

大
役
に
つ
い
て
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。片
岡
仁
左
衛
門
か

ら
ス
ト
ー
リ
ー
を
聞
い
た
時
、自
分
の
人
生
と
突
き
合
わ
せ
て
み

て
感
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。し
か
し
、練
習
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、

事
の
重
大
さ
に
気
づ
い
て
く
る
。

　
（
儂わ

し

は
ハ
メ
ら
れ
た
。こ
れ
は
儂
を
陥
れ
る
策
略
で
は
な
い
の
か
。山

城
相
互
銀
行
を
再
建
で
き
た
と
有
頂
天
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。あ
ま
り
に
も
格
好
が
良
す
ぎ
る
。こ
れ
で
し
く
じ
っ
て
笑
い
者
に
さ

れ
る
に
決
ま
っ
て
い
る
。そ
う
し
た
ら
京
の
町
に
お
れ
な
く
な
る
。よ
く

よ
く
考
え
て
み
た
ら
、こ
の
儂
に
こ
ん
な
派
手
な
大
役
を
持
っ
て
く
る

は
ず
が
な
い
。日
頃
の
扱
い
か
ら
し
て
も
お
か
し
い
。こ
ん
な
に
優
遇
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。ま
だ
練
習
に
入
っ
て
三
日
し
か
経
っ
て
い
な
い
。い

ま
な
ら
代
役
を
探
せ
る
だ
ろ
う
。明
日
、断
ろ
う
）

　

夜
の
寝
つ
き
が
悪
い
。夜
中
、六
回
も
七
回
も
ト
イ
レ
に
立
つ
。寝
床

に
つ
く
と
、観
客
席
か
ら
の
嘲
笑
だ
け
が
聞
こ
え
て
く
る
。

　
（
分
を
わ
き
ま
え
ず
、え
え
格
好
す
る
な
。お
前
は
都

み
や
こ

人び
と

や
な
い
う
え

に
、狂
人
だ
ろ
う
が
）

　

朝
起
き
る
と
、夢
の
世
界
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。敷
布
団
ま
で

汗
が
べ
と
つ
い
て
い
る
。一
層
、気
が
滅
入
っ
て
く
る
。朝
食
を
食
べ
な
が

ら
妻
の
澤
子
に（
顔
見
世
を
辞
退
し
よ
う
と
思
う
が
、ど
う
か
）と
相

談
す
る
。

「
今
に
な
っ
て
断
る
と
、も
っ
と
笑
い
者
に
な
る
の
と
違
い
ま
す
か
」

　

澤
子
は
戸
惑
い
な
が
ら
も
キ
ッ
パ
リ
答
え
た
。

「
そ
う
だ
な
」

　

稽
古
は
主
演
者
が
一
堂
に
会
す
る“
顔
寄
せ
”か
ら
始
ま
る
。次

に
台
本
の
読
み
合
わ
せ
を
行
う
。三
〇
ペ
ー
ジ
の
台
本
が
重
た
い
。台

詞
が
少
な
い
役
だ
と
、自
分
の
台
詞
だ
け
憶
え
た
ら
い
い
が
、政
岡
役

の
よ
う
に
台
詞
が
多
い
と
、全
部
憶
え
な
い
こ
と
に
は
や
れ
な
い
。台
詞

の
順
番
が
混
乱
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。黒く

ろ

衣ご

に
手
伝
っ
て
も
ら
う
と
、

踊
り
の
方
が
う
ま
く
で
き
な
く
な
る
。

　

記
者
の
柳
原
は
歌
舞
伎
を
観
る
の
は
、こ
の
素
人
顔
見
世
が
初
め

て
で
あ
っ
た
。と
く
に
柳
原
は
歌
舞
伎
に
興
味
を
持
っ
た
の
で
は
な
く
、

片
桐
と
い
う
人
間
を
知
り
た
く
て
歌
舞
伎
を
観
た
わ
け
で
あ
っ
た
。そ

れ
で
も『
歌
舞
伎
入
門
』で
千
代
萩
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
ん
だ
柳
原
は
、歌

舞
伎
そ
の
も
の
を
も
っ
と
知
り
た
く
な
り
、久
し
ぶ
り
に
丸
太
町
七
本

末
に
あ
る
京
都
市
立
中
央
図
書
館
に
出
か
け
た
。そ
こ
で
歌
舞
伎
に

関
す
る
本
を
片
っ
ぱ
し
か
ら
目
を
通
し
た
。

　

そ
の
中
に
早
稲
田
大
学
教
授
の
河
竹
登
志
夫
は『
原
色
歌
舞
伎

詳
細
』の
中
で「
歌
舞
伎
の
美
は“
様
式
美
”だ
」と
語
っ
て
い
る
。ま

た「
新
劇
や
西
洋
の
近
代
劇
の
よ
う
に
台
詞
と
し
ぐ
さ
だ
け
の
、そ

れ
も
日
常
的
人
生
の
再
現
と
い
う
べ
き
リ
ア
ル
な
芝
居
と
違
っ
て
、

す
べ
て
が
音
楽
化
さ
れ
、絵
画
化
あ
る
い
は
造
形
芸
術
化
さ
れ
た

表
現
方
法
で
つ
く
ら
れ
た
美
し
さ
で
あ
る
」と
説
明
し
て
い
る
。（
荒

事
の
特
徴
で
あ
る「
隈く

ま

取ど
り

」と
い
う
誇
張
さ
れ
た
メ
ー
ク
ア
ッ
プ
や
、

手
足
に
力
を
み
な
ぎ
さ
れ
て
伸
ば
し
、眼
を
大
き
く
見
開
い
て
ポ
ー

ズ
を
と
る「
見み

得え

」な
ど
は
、そ
の
い
ち
ば
ん
見
や
す
い
例
で
あ
ろ
う
）

と
し
て
い
る
。

　

諏
訪
春
雄
は
著
書『
歌
舞
伎
の
伝
承
』で
歌
舞
伎
の
美
に
つ
い
て

（
美
と
い
う
も
の
が
一
見
、正
反
対
の
も
の
に
見
え
る
醜
悪
と
か
、醜
さ

と
い
う
も
の
と
同
居
し
う
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。…
…
岸
田
劉
生

は
醜
悪
な
手
段
を
通
し
て
美
し
い
美
を
描
く
、と
言
っ
て
お
り
ま
す

け
れ
ど
、私
は
も
う
一
歩
す
す
め
て
醜
悪
な
美
そ
の
も
の
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
、と
い
う
ふ
う
な
考
え
方
す
ら
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
ん
で
す
。

　

そ
う
い
う
美
の
性
格
そ
の
も
の
、美
の
本
質
そ
の
も
の
か
ら
考
え

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
と
、も
う
一
つ
は
や
は
り
歌
舞
伎
役
者
の

芸
と
い
う
こ
と
の
中
に
、そ
の
秘
密
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
）

と
言
う
。

　

柳
原
は
の
ち
に
、大
阪
の
歌
舞
伎
座
で
市
川
猿
之
助
が
、伊

達
の
十
役
と
い
う
こ
と
で
乳
母
・
政
岡
、仁
木
弾
正
な
ど
主
だ
っ

た
十
役
を
演
じ
た
の
を
観
て
、い
さ
さ
か
の
興
奮
を
覚
え
た
こ

と
が
あ
る
。そ
れ
は
猿
之
助
が
早
変
わ
り
、宙
乗
り
の
技わ

ざ

な
ど

サ
ー
カ
ス
役
者
の
よ
う
に
ス
ピ
ー
ド
溢
れ
る
芸
を
披
露
し
た
か

ら
だ
。

　

歌
舞
伎
の
世
界
で
は
異
端
視
さ
れ
な
が
ら
も
娯
楽
に
徹
し
た

猿
之
助
の
芸
こ
そ
が
、そ
の
昔
、一
般
大
衆
を
引
き
付
け
、ま
た
西

洋
人
に
も
通
じ
た
の
と
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、柳
原
は
思
っ

た
も
の
だ
。

　

歌
舞
伎
は
も
と
も
と
今
の
出
雲
の
阿お

国く
に

と
名
乗
る
巫み

女こ

が
、美
少

女
の
グ
ル
ー
プ
を
つ
れ
て
京
都
で
演
劇
し
た
の
が
始
ま
り
と
い
う
。慶

長
八
年（
一
六
〇
三
年
）の
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。阿お

国く
に

は
当
時
、流
行

し
て
い
た
酒
と
女
の
い
る
色
茶
屋
で
の
酒
盛
場
面
を
演
じ
た
。こ
れ
が

京
の
町
衆
に
バ
カ
受
け
し
た
と
い
う
わ
け
。
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〈
杉
本
武
之
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

１
９
３
９
年　

碧
南
市
に
生
ま

れ
る
。

京
都
大
学
文
学
部
卒
業
。
翻
訳
業

を
経
て
、小
学
校
教
師
に
な
る
た

め
に
愛
知
教
育
大
学
に
入
学
。
25

年
間
、西
尾
市
の
小
中
学
校
に
勤

務
。
定
年
退
職
後
、名
古
屋
大
学

教
育
学
部
の
大
学
院
で
学
ぶ
。

〈
趣
味
〉読
書
と
競
馬

（
四
十
七

）日
本
映
画（
そ
の
8
）

◎『
不
良
少
年
』

　

昭
和
36
年
（
1
9
6
1
）
は
、

私
に
と
っ
て
大
き
な
変
動
の
年
で

し
た
。

　

そ
の
年
の
秋
か
ら
、
3
年
生

の
私
は
大
学
の
授
業
を
受
け
な

く
な
っ
た
の
で
す
。
授
業
に
対
す

る
興
味
が
急
に
無
く
な
り
、
私

は
下
宿
に
籠
も
っ
て
好
き
な
本
を

読
む
こ
と
に
専
念
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

何
が
原
因
だ
っ
た
の
か
今
も
っ

て
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
と

に
か
く
フ
ラ
ン
ス
文
学
中
心
の

授
業
を
受
け
る
気
が
無
く
な
り
、

そ
れ
か
ら
3
年
間
、
私
は
下
宿

で
本
ば
か
り
読
む
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

あ
れ
ほ
ど
よ
く
観
て
い
た
映

画
も
あ
ま
り
観
な
く
な
り
ま
し

た
。

　

そ
の
年
、黒
澤
明
は『
用
心
棒
』

を
作
り
ま
し
た
。小
津
安
二
郎
は

『
小
早
川
家
の
秋
』
を
作
り
ま
し

た
。
さ
す
が
に
こ
の
2
本
の
映
画

は
観
に
行
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

今
井
正
の
『
あ
れ
が
港
の
灯
だ
』

も
、
木
下
惠
介
の
『
永
遠
の
人
』

も
観
に
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
年
に
観
た
数
少
な
い
日

本
映
画
の
中
で
、
羽
仁
進
の
『
不

良
少
年
』
と
松
山
善
三
の
『
名
も

な
く
貧
し
く
美
し
く
』の
2
本
が

今
な
お
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
ま

す
。

　
『
不
良
少
年
』
は
、
内
容
的
に

も
技
法
的
に
も
極
め
て
衝
撃
的

な
映
画
で
し
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
映
画

を
監
督
し
た
羽
仁
進
の
父
親
は

有
名
な
社
会
思
想
家
の
羽
仁
五

郎
で
あ
り
、
祖
母
は
大
正
時
代
に

「
自
由
学
園
」
を
創
立
し
た
高
名

な
教
育
家
の
羽
仁
も
と
子
で
し

た
。

　

こ
の
映
画
は
、
特
別
少
年
院

に
入
れ
ら
れ
た
非
行
少
年
た
ち

の
生
態
を
、
オ
ー
ル
・ロ
ケ
、
オ
ー

ル
素
人
俳
優
に
よ
っ
て
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
・
タ
ッ
チ
で
生
き
生
き

と
描
い
て
い
ま
す
。

　

羽
仁
進
は
、
神
奈
川
県
横
須

賀
市
の
久
里
浜
少
年
院
が
編
集

し
た
手
記『
飛
べ
な
い
翼
』を
基
に

し
て
シ
ナ
リ
オ
を
書
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
実
際
に
不
良
少
年
だ
っ

た
経
験
の
あ
る
若
者
た
ち
を
集

め
て
配
役
を
決
め
ま
し
た
。
し

か
し
、
彼
ら
は
「
俺
な
ら
、
そ
う

い
う
時
に
は
こ
う
し
た
だ
ろ
う
、

こ
う
言
っ
た
だ
ろ
う
」
と
口
答
え

し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
彼
ら
の
経

験
を
取
り
入
れ
シ
ナ
リ
オ
を
直

し
、
セ
リ
フ
な
ど
を
彼
ら
に
作

ら
せ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ

ま
で
俳
優
が
演
じ
た
不
良
少
年

も
の
の
映
画
と
は
ま
る
で
違
っ
た

実
感
の
こ
も
っ
た
映
画
に
な
り
ま

し
た
。
出
演
者
が
全
員
、
水
を

得
た
魚
の
よ
う
で
し
た
。

　

主
人
公
は
身
寄
り
の
な
い
不

良
少
年
の
浅
井
で
す
。

　

｜ 
銀
座
の
繁
華
街
を
護
送
車

が
走
っ
て
い
る
。
逮
捕
さ
れ
た
浅

井
少
年
が
乗
っ
て
い
る
。
少
年
鑑

別
所
で
判
定
さ
れ
、
久
里
浜
の

少
年
院
へ
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

海
に
近
い
岬
の
上
に
あ
る
少

年
院
。
初
め
は
洗
濯
班
に
入
れ

ら
れ
る
。
班
長
が
タ
チ
の
悪
い
奴

だ
っ
た
。
癪
に
障
っ
た
浅
井
少
年

は
班
長
に
喧
嘩
を
売
っ
た
。
教

官
会
議
の
結
果
、
浅
井
は
木
工

班
へ
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

今
度
の
班
長
は
な
か
な
か
良
い

奴
で
あ
っ
た
。
浅
井
は
、
こ
の
班

で
や
っ
と
気
持
ち
が
落
ち
着
い
て

き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
1
年
が
経
っ

て
、
浅
井
少
年
は
少
年
院
を
出

る
日
を
迎
え
た
。
1
年
間
、
作

業
所
で
働
い
て
貯
め
た
賃
金
を

受
け
取
る
。
3
2
0
円
だ
っ
た
。

浅
井
少
年
は
そ
れ
だ
け
の
金
を

ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
、
少
年
院
の

門
を
出
て
行
く
。
映
画
は
孤
独

な
彼
の
後
ろ
姿
を
写
し
て
終
わ

る
。　

◎『
名
も
な
く
貧
し
く
美
し
く
』

　

こ
の
心
に
染
み
入
る
名
作
を

作
っ
た
松
山
善
三
に
つ
い
て
、
私

は
殆
ど
何
も
知
り
ま
せ
ん
。
大

女
優
の
高
峰
秀
子
の
夫
だ
っ
た

こ
と
、
昭
和
36
年
に『
名
も
な
く

貧
し
く
美
し
く
』と
い
う
映
画
を

監
督
し
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
こ

と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
他

に
ど
ん
な
映
画
の
脚
本
を
書
い

た
の
か
、
ど
ん
な
映
画
を
監
督

し
て
い
た
の
か
、
そ
う
い
う
こ

と
は
何
一
つ
と
し
て
知
り
ま
せ
ん
。

調
べ
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
す
が
、

私
に
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
知

り
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ほ
ど
美
し
く
も
哀
し
い

映
画
は
滅
多
に
な
い
と
思
い
ま

す
。
稲
垣
浩
の
『
無
法
松
の
一

生
』、
木
下
惠
介
の
『
野
菊
の
如

き
君
な
り
き
』、
市
川
崑
の
『
お

と
う
と
』、
山
田
洋
次
の
『
幸
福

の
黄
色
い
ハ
ン
カ
チ
』
な
ど
と
比

べ
て
も
、
何
ら
遜
色
が
あ
り
ま

せ
ん
。

　

松
山
善
三
は
、
終
戦
後
の

混
乱
期
に
東
京
の
有
楽
町
で
靴

み
が
き
を
し
て
い
た
聾
唖
者
同

士
の
夫
婦
の
実
話
を
基
に
し
て
、

感
動
的
な
映
画
を
作
り
上
げ
た

の
で
し
た
。

　

こ
れ
は
、
耳
が
聴
こ
え
な
い

夫
婦
の
物
語
で
す
。
手
と
手
、

指
と
指
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、

目
の
動
き
や
顔
の
表
情
や
体
全

体
の
動
作
に
よ
っ
て
、
自
分
の
考

え
や
細
や
か
な
感
情
を
通
じ
合

わ
せ
て
い
る
二
人
の
姿
を
観
て
、

私
た
ち
の
心
は
強
く
揺
さ
ぶ
ら

れ
ま
す
。
人
間
と
は
こ
ん
な
に

も
愛
情
深
く
な
り
得
る
も
の
か

と
感
動
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

松
山
善
三
は
、
こ
の
作
品
だ

け
で
日
本
映
画
史
に
不
滅
の
足

跡
を
遺
し
ま
し
た
。
夫
婦
を
演

じ
た
小
林
桂
樹
と
高
峰
秀
子
の

演
技
も
全
く
優
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
林
光
の
音
楽
も
最
高
で
し

た
。

　

次
の
よ
う
な
美
し
く
も
哀
し

い
物
語
で
す
。

　

｜ 
お
寺
の
住
職
の
息
子
の

嫁
・
秋
子
（
高
峰
秀
子
）
は
聾

唖
者
で
あ
っ
た
。
戦
争
末
期
の

6
月
。
秋
子
は
、
空
襲
で
母
と

死
に
別
れ
た
男
の
子
を
拾
い
上

げ
た
。
自
分
の
子
の
よ
う
に
大

切
に
養
育
し
て
い
た
。
し
か
し
、

終
戦
後
、
夫
と
買
い
出
し
に
出

掛
け
て
い
る
間
に
、
そ
の
子
は

孤
児
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
日
、
夫
が
発
疹

チ
フ
ス
で
死
ん
だ
。
す
ぐ
に
離

縁
さ
せ
ら
れ
、
秋
子
は
実
家
に

戻
っ
た
。
母
・
た
ま
（
原
泉
）
は

優
し
く
接
し
た
が
、
姉
の
信
子

（
草
笛
光
子
）
も
弟
の
弘
一
（
沼

田
曜
一
）
も
冷
た
く
当
た
っ
た
。

気
持
ち
の
優
し
い
秋
子
は
苦
し

い
思
い
を
し
て
生
き
て
い
た
。

　

聾
唖
学
校
の
同
窓
会
に
出
席

し
た
秋
子
は
、
受
付
を
し
て
い

た
片
山
道
夫（
小
林
桂
樹
）と
出

会
う
。

　

道
夫
の
強
い
希
望
で
、
二
人

は
交
際
を
続
け
、
や
が
て
結
婚

す
る
。
そ
し
て
、
赤
ち
ゃ
ん
が

生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
少
し
大

き
く
な
っ
た
赤
ん
坊
は
、
二
人

が
寝
て
い
る
間
に
蒲
団
か
ら
起

き
出
し
て
土
間
に
転
落
し
て
死

ん
で
し
ま
う
。
二
人
に
は
そ
の

物
音
が
聴
こ
え
な
か
っ
た
の
だ
。

　

不
良
仲
間
と
付
き
合
っ
て
い

た
弟
が
家
を
売
り
飛
ば
し
た
た

め
、
住
む
と
こ
ろ
が
無
く
な
っ

た
母
が
、
秋
子
た
ち
の
家
に
転

が
り
込
ん
で
来
た
。
道
夫
は
義

母
を
温
か
く
迎
え
入
れ
た
。
や

が
て
、
二
人
に
男
の
子
が
生
ま

れ
た
。
一
郎
と
名
付
け
ら
れ
た

そ
の
子
は
健
康
優
良
児
の
審
査

会
で
3
等
賞
を
獲
得
し
た
。
二

人
の
喜
び
は
大
き
か
っ
た
。
し

か
し
、
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
一

郎
は
障
害
者
の
両
親
を
疎
ん
じ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
秋
子

は
子
供
を
ど
う
育
て
た
ら
い
い

の
か
分
か
ら
ず
、
担
任
の
教
師

と
相
談
し
た
が
、
適
切
な
答
え

を
言
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
秋

子
は
絶
望
し
た
。
そ
ん
な
時
に
、

刑
務
所
か
ら
出
て
き
た
弟
が
、

内
職
の
た
め
の
秋
子
の
大
切
な

ミ
シ
ン
を
売
り
飛
ば
し
た
。
道

夫
の
給
料
も
横
取
り
し
た
。

　

秋
子
は
絶
望
の
あ
ま
り
、
狂

人
の
よ
う
に
な
っ
て
家
を
飛
び

出
し
た
。
置
き
手
紙
を
読
ん
で
、

道
夫
は
追
い
か
け
て
来
た
。
前

後
の
車
両
に
乗
り
込
ん
だ
二
人

は
、
電
車
の
ガ
ラ
ス
窓
越
し
に

手
話
で
話
し
合
っ
た
。
秋
子
は

夫
の
真
心
に
打
た
れ
、
も
う
一

度
生
き
て
行
こ
う
と
決
意
す
る
。

　

あ
る
日
、
空
襲
の
時
に
拾
っ
て

一
時
育
て
て
や
っ
た
戦
災
孤
児
の

ア
キ
ラ（
加
山
雄
三
）
が
、
立
派

な
自
衛
隊
員
の
制
服
を
着
て
訪

ね
て
来
た
。
そ
れ
を
知
ら
さ
れ

た
秋
子
は
、
嬉
し
さ
の
あ
ま
り

車
の
行
き
交
う
大
通
り
へ
飛
び

出
し
た
。
走
っ
て
来
た
ト
ラ
ッ
ク

に
撥
ね
ら
れ
て
、
秋
子
は
死
ん

だ
。
ト
ラ
ッ
ク
の
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン

の
音
が
聴
こ
え
な
か
っ
た
の
だ
。

　

後
に
遺
さ
れ
た
夫
の
道
夫
と

息
子
の
一
郎
は
、
秋
子
の
慈
愛
の

深
さ
を
胸
に
畳
み
込
ん
で
、
さ

ら
に
強
く
生
き
て
行
こ
う
と
心

に
誓
う
の
だ
っ
た
。

杉 

本 

武 

之

私
の
出
会
っ
た
作
品
（47）

『名もなく貧しく美しく』

◎
と
こ
な
め
陶
の
森

　
陶
芸
研
究
所

▼
企
画
展 

「
瀧
田
家
の
廻

船
文
書
」と「
江
戸
の
キ
ビ

シ
ョ
」展
・
～
七
月
二
十
六

日（
日
）　

午
前
九
時
～
午

後
五
時　

無
料

◎
常
滑
市
体
育
館

▼
常
滑
市
民
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
大
会
・
十
七
日（
日
）

▼
高
校
総
体
卓
球
競
技
愛
知

県
大
会
・
二
十
三
日（
土
）

▼
常
滑
市
民
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
大
会
・
二
十
四
日（
日
）

▼
高
校
総
体
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
競
技
愛
知
県
大

会
・
三
十
日（
土
）

 

▼
み
ず
ほ
オ
ー
プ
ン
卓
球

大
会
・
三
十
一
日（
日
）

 ◎
知
多
市
こ
ど
も
未
来
館

 ▼
工
作「
ブ
ラ
ン
コ
」・
十
二
日

（
火
）～
三
十
一
日（
日
）　

午
前
九
時
～
午
後
四
時
半　

内
容　

木
板
・
木
片
・
竹
筒
・
針

金
・
フ
ェ
ル
ト
な
ど
を
材
料
と

し
て
ブ
ラ
ン
コ
を
組
み
立
て

ま
す
。　

対
象　

ど
な
た
で
も

　

一
個　

百
円

▼
工
作「
革
ト
ン
ト
ン
」・
十
二

日（
火
）～
三
十
一
日（
日
）　

午

前
九
時
～
午
後
四
時
半　

内

容　

革
を
好
き
な
形
に
切
り
、

刻
印
を
打
っ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

ス
ト
ラ
ッ
プ
や
タ
ッ
セ
ル
を
作

り
ま
す
。　

対
象　

ど
な
た
で

も　

一
個　

百
二
十
円

▼
工
作「
お
し
ゃ
れ
グ
ッ
ズ

（
バ
ッ
グ
）」・
十
二
日（
火
）～

三
十
一
日（
日
）　

午
前
九
時
～

午
後
四
時
半　

内
容　

ダ
ン

ボ
ー
ル
・
牛
乳
パ
ッ
ク
で
バ
ッ
グ

を
作
成
し
て
、周
り
に
フ
ェ
ル
ト

を
貼
り
、モ
チ
ー
フ
で
飾
り
付

け
紐
を
通
し
て
作
り
ま
す
。　

対
象　

ど
な
た
で
も　

一
個　

百
八
十
円

▼
工
作「
お
し
ゃ
れ
グ
ッ
ズ（
ぼ

う
し
）」・
十
二
日（
火
）
～

三
十
一
日（
日
）　

午
前
九
時

～
午
後
四
時
半　

内
容　

色

画
用
紙
を
使
っ
て
、春
か
ら
夏

に
使
う
、お
し
ゃ
れ
な
帽
子
を

作
り
ま
す
。　

対
象　

ど
な
た

で
も　

一
個　

百
二
十
円

▼
工
作「
お
し
ゃ
れ
グ
ッ
ズ（
ブ

レ
ス
レ
ッ
ト
ま
た
は
チ
ョ
ー

カ
ー
）」・
十
二
日（
火
）
～

三
十
一
日（
日
）　

午
前
九
時
～

午
後
四
時
半　

内
容　

①
ボ

タ
ン
や
フ
ェ
ル
ト
布
な
ど
飾
り

付
け
し
た
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
を
作

り
ま
す
。
②
シ
ャ
ン
パ
ン
の
ふ
た

の
周
り
を
飾
る
チ
ョ
ー
カ
ー
を

　
前
回「
常
滑
小
学
校
の
歴
史
」を
3
点
に
絞
っ
て
載
せ
ま
し
た
。私
と
の

関
わ
り
や
思
い
出
と
常
滑
市
の
財
政
が
豊
か
だ
っ
た
頃
の
こ
と
で
す
。も

ち
ろ
ん
、県
・
市
の
教
育
研
究
指
定
で
大
き
な
実
績
な
ど
を
残
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
昭
和
47
年
11
月
に
城
陽
市
立
寺
田

小
学
校
で
4
週
間
教
育
実
習
を
し
ま

し
た
。実
習
学
級
は
前
半
3
年
生
の

学
級
、後
半
5
年
生
の
学
級
と
毎
日

一
時
間
の
障
害
児
学
級（
地
域
で
名

称
が
違
っ
て
い
た
）で
し
た
。障
害
児

学
級（
情
緒
障
害
）の
児
童
が
パ
ニ
ッ

ク
を
よ
く
起
こ
し
、落
ち
着
か
せ
よ

う
と
担
任
の
奮
闘
さ
れ
る
姿
に
共
感

し
、私
も
一
緒
に
彼
を
抱
き
か
か
え
て

い
ま
し
た
。さ
ら
に
障
害
児
教
育
研

究
会
に
も
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と

き
の「
障
害
児
を
地
域
の
人
に
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
に
教
室
か
ら
外
に
出

す
教
育
実
践
を
」と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
今
も
鮮
明
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　
常
滑
小
学
校
の
沿
革
史
に
よ
る

と
養
護
学
級
が
昭
和
23
年
、一
年

生
対
象
に
開
設
、翌
年
に
一・
二
年

生
対
象
に
二
学
級
が
増
設
し
て
い

ま
す
。こ
の
当
時
に
養
護
学
級
の

開
設
に
あ
た
り
、学
校
長
の
熱
意

と
人
望
、そ
し
て
地
域
の
方
々
の

理
解
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。因

み
に
東
京
で
は
昭
和
21
年
渋
谷
区

に
知
的
障
害
児
の
養
護
学
級
が

開
設
さ
れ
た
ば
か
り
で
し
た
。

　
昭
和
39
年
養
護
学
級
か
ら
特

殊
学
級（
低
学
年
・
高
学
年
の
二

学
級
）に
編
制
さ
れ
ま
し
た
。

　
昭
和
48
年
、常
滑
小
学
校
に

赴
任
し
て
給
食
を
は
じ
め
て
食

べ
ま
し
た
。

　
愛
媛
の
小
学
校
で
は
給
食

の
実
施
は
遅
れ
、弁
当
持
ち
で

し
た
。そ
の
中
身
は
麦
飯
と
残

り
物
の
お
か
ず
で
し
た
。お
か

ず
の
汁
が
出
て
よ
く
教
科
書
や

ノ
ー
ト
を
汚
し
ま
し
た
。学
校

近
隣
の
子
は
食
べ
に
帰
っ
て
い

ま
し
た
。昭
和
32
年
頃
、牛
乳

給
食
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
常
滑
で
は
給
食
が
自
校
方

式
か
ら
給
食
セ
ン
タ
ー
方
式

に
な
っ
た
の
は
昭
和
40
年
か
ら

で
す
。

講
堂
か
ら
体
育
館
に
、そ
し

て
プ
ー
ル
が
建
築
さ
れ
ま
し

た
。校
舎
は
、昭
和
40
年
か

ら
50
年
ま
で
順
次
建
設
さ
れ

ま
し
た
。プ
ー
ル
は
昭
和
46

年
〜
49
年
ま
で
、体
育
館
は

昭
和
40
年
〜
47
年
ま
で
で
、

最
後
に
鉄
筋
二
階
の
常
滑
小

学
校
屋
内
運
動
場
が
竣
工

さ
れ
ま
し
た
。そ
の
財
源
は

と
い
う
と
競
艇
ブ
ー
ム（
名

鉄
電
車「
競
艇
号
」や
各
方

面
か
ら
の
バ
ス
は
超
満
員
、

道
路
は
渋
滞
）に
よ
る
競
艇

事
業
の
収
益
だ
っ
た
の
で
す
。

　
常
滑
小
学
校
の
歴
史
に
は

陶
器
産
業
が
盛
ん
だ
っ
た
こ

ろ
と
競
艇
事
業
の
全
盛
期
と

が
相
俟
っ
て
教
育
を
支
え
て

き
た
こ
と
は
確
か
だ
と
考
え

ま
す
。

　
市
内
8
つ
の
小
学
校
で
は
、

木
造
校
舎
か
ら
鉄
筋
校
舎
に
、

少人数での家族葬専用ホール 

誠意を込めて安心のお手伝い

TEL0569-35-4949
さ  い  ご し く くし （

代
表
）

年中
無休

24時間
体制

●わーくりぃ知多協力店
●自治労常滑市職員労働組合協力店

検索

常滑

作
り
方

よもぎ餅簡単!
おうち時間に手作り和菓子を作ってみませんか？

①  耐熱容器にⒷを入れ、ラップをふわっとかけ、レンジで3分加
熱。一度取り出して混ぜ、さらに3分加熱。餅がやわらかくなめ
らかになるまで、しっかりと混ぜる。（レンジの機種により時間
は調整して下さい）

②  ①にⒶの10g 〜20g（好みで）加え、すりこぎ棒を水で濡らして、
突き混ぜる。

③   ②がしっかり混ざったら、手に水をつけながら、ちぎり丸める。
④  Ⓒをまぶす。（時間がたってもやわらかくおいしいですよ）

材
料

【20個分】

よもぎ……… 新芽の部分 
　　　　　　    お椀1杯分くらい
重曹  ……… 小さじ1
沸騰したお湯 1ℓ

切り餅……… 6個（4等分に包丁で切る）
砂糖………… 40g
水…………… 100cc

きなこ ……… 大さじ5
砂糖  ……… 80 〜 100g

鍋にすべて入れ、よもぎがやわらかくなるま
で煮る。火を止め水を捨て、2 〜 3 回水を替え
アクを抜き、ぎゅっと水気を絞ってフードプ
ロセッサーで細くする。今回は 10 〜 20g 使用。
残りはラップして冷凍保存できます。

バットに入れ
混ぜておく

Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ

こ
の
指ゆ

び

と
ま
れ 

（290）　
　

氏  

原  

朝  

信

 

　
昭
和
23
年 

養
護
学
級

 

　
昭
和
27
年 

完
全
給
食
C
型

 

　
昭
和
40
年
代 

校
舎
等
の
建
設
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レ
ー
ト
を
食
べ
て
い
る
時
間
が
一
番
好

き
と
言
っ
た
。
食
い
し
ん
坊
だ
な
ぁ
。

あ
は
は
は
っ
。
K
ち
ゃ
ん
は
昔
か
ら

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
好
き
だ
か
ら
な
ぁ
。

ケ
ー
キ
は
い
つ
も
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
と

決
ま
っ
て
い
る
。
僕
は
い
ち
ご
い
っ
ぱ

い
の
ケ
ー
キ
が
好
き
。
K
ち
ゃ
ん
は
毎

日
何
を
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
。
ち
ょ
っ

と
覗
い
て
み
た
ら
、
楽
し
く
幼
稚
園
に

通
っ
て
た
。
楽
し
そ
う
だ
か
ら
、
ま
ぁ
、

そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
か
っ
！
K
ち
ゃ
ん

は
し
っ
か
り
者
だ
か
ら
、
き
ち
ん
と
手

洗
い
し
て
い
る
だ
ろ
う
し
。
で
も
、
い

つ
ま
で
、
今
の
こ
の
状
態
が
続
く
ん
だ

ろ
う
。
何
だ
か
、
僕
ま
で
も
が
不
安
に

な
っ
て
し
ま
う
よ
。

　

ち
ょ
っ
と
小
耳
に
挟
ん
だ
ん
だ
け
れ

ど
、
K
ち
ゃ
ん
は
補
助
輪
付
き
自
転
車

に
乗
れ
る
み
た
い
。
し
か
も
上
手
に
乗

れ
る
ら
し
い
。
僕
も
ウ・

カ・

ウ・

カ・

し
て
い

ら
れ
な
い
よ
。
K
ち
ゃ
ん
は
勘
の
い
い

子
と
も
い
わ
れ
る
か
ら
、
何
で
も
す
ぐ

出
来
る
ん
だ
ろ
う
な
ぁ
ー
。
幼
稚
園
で

は
優
等
生
の
よ
う
な
存
在
み
た
い
。
少

し
だ
け
僕
の
ラ
イ
バ
ル
さ
。

　

毎
日
毎
日
、
お
家
の
中
で
過
ご
し
て

い
る
。
ち
ょ
っ
と
、
思
い
っ
き
り
走
り

た
い
な
ぁ
…
と
も
思
っ
て
し
ま
う
。
早

く
、
小
学
校
に
も
行
き
た
い
な
ぁ
。
い

つ
も
は
嫌
な
お
勉
強
も
し
た
い
よ
ぉ

〜

（
L
）

ボ
ヤ
き

　

僕
は
2
年
生
に
な
っ
た
ょ
。
進
級

で
き
た
よ
。
小
学
生
生
活
も
2
年

目
に
な
っ
た
よ
。
で
も
世
界
中
で
大

変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
ま
だ
小

学
校
で
勉
強
や
遊
ん
だ
り
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
ん
だ
よ
。
今
日
も
大

好
き
な
イ
ル
カ
を
描
い
て
い
る
。
イ

ル
カ
の
他
に
は
ク
ジ
ラ
、
サ
メ
、
恐

竜
が
仲
間
入
り
し
た
よ
。
ク
ジ
ラ
は

お
お
ら
か
に
、
サ
メ
は
力
強
く
、
恐

竜
は
少
し
だ
け
可
愛
く
描
く
よ
う
に

心
掛
け
て
い
る
。
今
は
家
の
中
で
過

ご
さ
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
、
ノ
ー

ト
と
色
え
ん
ぴ
つ
の
消
費
が
早
く
て

（
笑
）。
お
絵
描
き
を
し
て
い
る
時
間

が
一
番
好
き
。
K
ち
ゃ
ん
は
チ
ョ
コ

天
平
の
野
ま
で
届
け
よ
雉
子
の
こ
ゑ 

 

古
川
　
義
高

節
分
や
操
作
に
苦
戦
す
る
ス
マ
ホ 

古
川
三
惠
子

桜
花
手
鞠
の
唄
の
聴
こ
え
く
る 

久
田
　
笙
子

雨
上
が
り
ち
ら
ほ
ら
開
く
朝
桜 

山
下
み
ど
り

春
疾
風
新
型
コ
ロ
ナ
か
く
乱
す 

竹
内
三
千
彦

コ
ロ
ナ
禍
に
色
く
す
み
た
り
桜
花 

杉
山
　
和
美

末
黒
野
と
な
り
し
里
山
人
出
待
つ 

村
井
み
さ
を

目
を
こ
ら
し
ち
ょ
う
ち
ょ
の
後
を
お
い
か
け
る 

中
村
　
洋
子

　

娘
が
5
歳
に
な
っ
た
時
、

八
ツ
又
の
お
ば
ー
ち
ゃ
ん
ち

に
行
っ
た
。娘
た
ち
は
、イ
ギ

リ
ス
か
ら
帰
省
し
て
い
た

同
年
の
子
供
達
と
言
葉
が

全
く
通
じ
な
く
て
も
打
ち

解
け
て
い
た
。ワ
イ
ワ
イ
と
騒

が
し
か
っ
た
中
、ふ
と
思
っ
た
。

直
系
で
並
ん
で
も
ら
っ
て
写

そ
う
。娘
、母
、祖
母
、曾
祖

母
、高
祖
母
の
直
系
5
代
と

な
っ
た
。

　

一
方
息
子
は
と
い
え
ば
、

そ
の
時
す
で
に
介
護
し
て
い

た
私
の
父
と
で
男
系
3
代

が
や
っ
と
。そ
こ
で
、息
子
の

方
の
5
代
を
遡
っ
て
み
た
。

　

私
は
40
過
ぎ
、父
は
50
過

ぎ
の
子
で
、旧
戸
籍
謄
本
に

よ
る
と
私
の
祖
父（
息
子
の

曾
祖
父
）は
な
ん
と
安
政
生

ま
れ
、息
子
か
ら
5
代
遡
っ
た

高
祖
父
は
こ
れ
ま
た
な
ん
と

天
保
生
ま
れ
で
あ
る
。じ
ー

ち
ゃ
ん
た
ち
と
話
し
た
記

憶
が
全
く
な
い
の
も
納
得
。

そ
れ
で
、そ
の
時
代
を
調
べ

て
み
た
。

　

天
保
時
代
は
大
飢
饉
、天

保
の
改
革
な
ど
が
あ
っ
て
激

動
の
時
代
だ
っ
た
よ
う
だ
。

安
政
時
代
は
安
政
の
大
獄

が
一つ
覚
え
で
あ
る
が
、安
政

東
海
地
震
、安
政
南
海
地
震

と
大
地
震
が
立
て
続
け
に
あ

り
、そ
の
後
、安
政
八
戸
沖
地

震
の
強
震
で
津
波
被
害
、江

戸
で
は
暴
風
と
高
潮
の
大
災

害
が
、そ
し
て
な
ん
と
何
年

か
の
ち
コ
レ
ラ
、そ
の
後
麻
疹
、

そ
れ
に
ま
た
コ
レ

ラ
が
追
い
打
ち
を

か
け
た（
国
立
文

書
館
・web

）。

　

マ
ス
コ
ミ
は
過

去
の
パ
タ
ー
ン
を

も
っ
て
説
明
す
る

傾
向
が
あ
る（
コ
ロ

ナ
禍
、そ
の
後
の

経
済
予
想
を
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
時
と

重
ね
る
な
ど
）が
、

そ
れ
を
真
似
る
と
、

平
成
か
ら
今
日
ま

で
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
見
事
に

重
な
る
で
は
な
い
か
、但
し
‥
、

安
政
東
海
、南
海
の
大
地
震

を
除
い
て
。そ
れ
を
生
き
抜
い

て
き
た
じ
ー
ち
ゃ
ん
が
今
も

生
き
て
た
ら
、未
来
予
測
的

な
有
益
な
話
が
聞
け
る
の
で

は
な
い
か
。父
が
写
し
た
写
真

だ
け
が
残
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、女
系
5

代
の
記
念
写
真
、撮
っ
て
お
い

て
良
か
っ
た
～
。

　
　
　

 　
　

 

伊
藤
　
明
德

　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」

の
感
染
が
猛
威
を
ふ
る
っ
て

ま
す
。も
う
不
安
が
い
っ
ぱ
い
。

マ
ス
ク
も
無
け
れ
ば
、外
出

も
ま
ま
な
ら
ず
…
。

　
「
不
要
不
急
」の
外
出
自

粛
要
請
を
訴
え
る
政
府
の
声

に
、緊
張
感
を
持
ち
ま
す
が
、

ニ
ュ
ー
ス
で
は
、花
見
に
出
掛

け
て
き
た
人
の
姿
を
映
し
て

い
ま
し
た
。と
て
も
残
念
至

極
！！
ほ
ん
と
に
人
の
解
釈
も

千
差
万
別
。や
り
き
れ
な
い

毎
日
で
す
。

　

我
が
家
も
休
校
で
、体
力

有
り
余
っ
て
る
孫
の
生
活
リ

ズ
ム
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で

し
た
。毎
日
欠
か
さ
ず
の
ゲ
ー

ム
大
会
。休
み
に
な
っ
た
前
半

は
、「
イ
ワ
シ
が
バ
カ
釣
れ
」の

情
報
を
聞
い
て
、ム
ズ
ム
ズ
し

始
め
～
。し
か
し
休
校
中
だ
し
、

濃
厚
接
触
し
ち
ゃ
う
し
と
葛

藤
の
表
情
。切
な
い
よ
ね
。わ

か
る
よ
バ
ア
ち
ゃ
ん
だ
っ
て
～
。

で
も
で
も
課
題
プ
リ
ン
ト
そ
っ

ち
の
け
で
、ゲ
ー
ム
ね
ぇ
…
。巷

の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、「
お
部
屋
で

イ
チ
ゴ
狩
り
」な
ん
て
い
う
可

愛
い
動
画
を
見
せ
て
く
れ
て
、

「
み
ん
な
知
恵
を
は
た
ら
か

せ
て
る
な
あ
」と
感
心
し
ま
し

た
。孫
同
士
で「
将
棋
」・「
百
人

一
首
」を
し
て
は
み
た
も
の
の
、

2
、3
回
で
ギ
ブ
ア
ッ
プ
。難

し
い
な
あ
～
。思
い
出
し
た
か

の
よ
う
に
野
球
部
の
孫
は
バ
ッ

テ
ィ
ン
グ
と
グ
ロ
ー
ブ
の
手
入

れ
を
始
め
ま
し
た
。ち
ょ
っ
と

や
れ
や
れ
。（
笑
）

　

夏
休
み
と
は
格
段
に
違
う

閉
塞
感
の
中
、と
り
あ
え
ず
、

元
気
で
い
ら
れ
て
る
現
況
が

続
い
て
い
っ
て
欲
し
い
と
祈

る
ば
か
り
…
。

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
終
息
が

い
つ
な
の
か
検
討
も
付
か
な
い

今
、健
全
な
思
考
力
が
息
切

れ
す
る
こ
と
が
怖
い
と
思
う

の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
？

　

待
ち
わ
び
た
プ
ロ
野
球
も

な
か
な
か
開
幕
の
メ
ド
も
立

た
な
い
し
、楽
し
い
仲
間
と
の

食
事
会
も
開
け
ず
、今
は
ひ

た
す
ら
引
き
こ
も
っ
て
ワ
イ

ド
シ
ョ
ー
を
見
て
学
び（
笑
）、

時
々
、畑
へ
～
。

　

ス
ー
パ
ー
へ
の
買
い
物
以
外

は
、ほ
ぼ「
3
密
」環
境
に
な
り

に
く
い
田
舎
。で
も
、ま
だ
ま

だ
続
く
こ
の
不
安
。田
植
え
が

終
わ
る
頃
に
は
明
る
い
兆
し

が
見
え
ま
す
よ
う
に
～
。

　
　
　   

　    

磯
貝
　
み
よ
子

作
り
ま
す
。　

対
象　

ど
な
た

で
も　

一
個　

百
二
十
円

※
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

に
よ
り
三
十
一
日（
日
）ま
で

休
館
と
な
り
ま
す
。
六
月
か

ら
開
館
予
定
で
す
の
で
、そ
の

際
に
は
、 

是
非
、ご
参
加
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
心
よ
り
お
待

ち
申
し
上
げ
ま
す
。

◎
ギ
ャ
ラ
リ
ーCera

　（
常
滑
市
観
光
プ
ラ
ザ
内
）

▼
藤
井
規
仙 

遺
作
展
・

一
日（
金
）
～
十
一
日

（
月
）　

午
前
九
時
～
午

後
五
時
半　

無
料

▼
谷
川 

仁 

陶
展 -

注
考

-

・
十
五
日（
金
）～
二
十
五

日（
月
）　

午
前
九
時
～
午

後
五
時
半　

無
料

▼
市
原
路
代 

作
品
展
・

二
十
九
日（
金
）～
六
月

八
日（
月
）　

午
前
九
時

～
午
後
五
時
半　

無
料

※
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
で
、急
に
キ
ャ
ン
セ
ル
に

な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す

◎
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
こ
な
め

　（
常
滑
市
陶
磁
器
会
館
内
）

▼
笑
福
猫
舎
・
七
日（
木
）

～
十
二
日（
火
）　

午
前
九

時
～
午
後
五
時　

無
料

▼
鍛
治（
長
司
さ
ん
）と
木
工

（
井
上
さ
ん
）・
十
四
日（
木
）

～
十
九
日（
火
）　

午
前
九
時

～
午
後
五
時　

無
料

▼
笑
福
猫
舎
・
二
十
一
日

（
木
）～
二
十
六
日（
火
）　

午

前
九
時
～
午
後
五
時　

無
料

※
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
で
、急
に
キ
ャ
ン
セ
ル
に

な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す

◎
小
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
こ
な
め

　（
常
滑
市
陶
磁
器
会
館
内
）

▼
青
天
窯
・
～
五
日（
火
・

祝
）　

七
日（
木
）～
十
二

日（
火
）　

午
前
九
時
～

午
後
五
時　

無
料

▼
会
館
マ
ル
シ
ェ
・
十
四
日

（
木
）～
十
九
日（
火
）　

午
前

九
時
～
午
後
五
時　

無
料

※
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
で
、急
に
キ
ャ
ン
セ
ル
に

な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す

◎
常
滑
屋

▼「
好
き
を
楽
し
む
夏
の
服
」

撫
子
座
・
十
九
日（
火
）
～

二
十
四
日（
日
）　

オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
イ
ヤ
ー
だ
っ
た
今
年
、

テ
ー
マ
カ
ラ
ー
が
赤
。ま
だ

知
ら
な
い
新
し
い
自
分
と
の

出
会
い
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
。
天

然
繊
維
の
優
し
さ
、心
地
よ

さ
に
包
ま
れ
て
ウ
キ
ウ
キ
す

る
喜
び
が
あ
な
た
の
毎
日
を

素
敵
に
す
る
こ
と
を
願
っ
て
。

◎
方
円
館

▼
竹
内
淑
浩
・
竹
内
文
子 

二
人

展 

ユ
メ
モ
ノ
ガ
タ
リ2020

・

一
日（
金
）～
十
三
日（
水
）

▼
伊
賀
焼 

ま
し
の
窯 

陶

展
・
十
五
日（
金
）～
二
十
七

日（
水
）

▼
鈴
木
泉 

陶
展
・
二
十
九

日（
金
）～
六
月
十
日（
水
）

◎
武
豊
町
立
図
書
館

▼
榊
原
澄
香 

ペ
ー
パ
ー

展
・
～
六
月
十
四
日（
日
）

▼
や
っ
て
み
よ
う
！
ペ
ー

パ
ー
ア
ー
ト
教
室
・
十
六
日

（
土
）　

午
後
二
時
～
同
四
時

▼
閉
架
書
庫
見
学
ツ
ア
ー
・

十
日（
日
）　

①
午
前
十
時

～
同
五
十
分　

②
午
前

十
一
時
～
同
五
十
分　

定

員
各
十
名（
申
込
み
順
）

◎
武
豊
町
中
央
公
民
館

▼
パ
ソ
コ
ン
広
場

▼
春
夏
の
和
菓
子
作
り

▼
公
民
館
ま
つ
り

※
以
上
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
防
止
の
為
中
止

◎
武
豊
自
然
観
察
会

▼『
初
夏
の
野
草
や
花
、虫

た
ち
に
会
お
う
！
』・
十
七

日（
日
）　

午
前
九
時
半
～

　

集
合
場
所　

壱
町
田
湿

地
駐
車
場　

参
加
費　

五
十
円（
保
険
料
）　

服
装

　

野
外
活
動
に
適
し
た
も

の　

問
合
せ　

知
多
自
然

観
察
会　

☎
73-

5
0
5
9

（
伊
藤
）　

※
小
雨
決
行　

申
込
み
不
要　

小
学
生
以

下
は
保
護
者
同
伴

◎
武
豊
町
民
会
館

　

ゆ
め
た
ろ
う
プ
ラ
ザ

▼
第
四
十
四
回
町
民
茶

会
・
諸
流
い
け
花
展
・
延

期（
代
替
日
時
未
定
）

▼
ゴ
ム
銃
製
作
教
室
&
競

技
会
・
七
月
十
一
日（
土
）、

十
二
日（
日
）に
延
期

◎
長
尾
児
童
館

◎
く
す
の
き
児
童
館

◎
お
お
あ
し
児
童
館

◎
富
貴
児
童
館

※
全
児
童
館
イ
ベ
ン
ト
中
止

◎
武
豊
町
総
合
体
育
館

◎
半
田
空
の
科
学
館

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
防
止
の
為
、各
施
設
で

の
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
、延
期
と

な
っ
て
い
ま
す
。
事
前
に
各
施

設
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

知多の哲学散歩道
「愛知用水の父・久野庄太郎の思想②」

久 田 健 吉（哲学研究者）

Vol.20

　「袋地をつくらない」「減歩方式でやろう」は、みんなで幸せになるための画期的
な提案です。道のない袋地にされたらその土地は死んでしまいます。土地改良費
を減歩によってまかなえば、借金をせずにすみます。みんなが幸せになれます。
　知多の農地には、多く「土地改良」という碑が残されています。それらの碑より、
農民たちのやり遂げたという誇らしさが読み取れます。
　しかし、愛知用水運動はこうした日の当たる部分を生み出しただけではありま
せん。日陰の部分をもつくり出しました。牧尾ダム建設で水没した王滝村の人々、
愛知用水建設で犠牲になった人々です。どう弔い謝罪したらいいか。王滝村の
人々と友情の交流関係を築き、犠牲となった人々には柴山青風作の陶器の観
音像を贈り、佐布里池に愛知用水神社をつくり、弔いと謝罪をしました。そし
て同時に、この愛知用水をもっと良いものにしていきますと誓うのでした。愛知
用水の施設を訪れると、「水とともに文化を育む＂愛知用水＂」の看板をよく見ます。
この看板にはこの精神が込められているのです。文化を起し平和国家をつくる
努力をしていきます、どうぞお許し下さいという意味です。みんなで幸せになる
道は平和であることが第一です。
　この償いの気持ちから不老会運動が創造されました。たまたま名大医学部の
勝沼精歳先生から解剖用遺体の不足を聞き、それならこの身を解剖用遺体と
して捧げようと自ら立候補し、浜島ら同志と相談して、献体運動として不老会
を立ち上げたのでした。医学の発展は平和に役立つとの思いからです。

　以上久野の生涯を見てきましたが、彼の運動の原点が「みんなで幸せになろう」
です。私はこの思想こそ哲学と思い、彼を大哲学者というのです。
　哲学者カントも仏教も、久野のことをこう評すると思います。哲学者とは、
みんなの幸せのために働いた人のことをいうのですから。哲学とは、「みんな
で幸せになろう」という共存の心を深めていく学問です。
　少しむずかしくなりますが、カントと仏教の言でもってこれを説明します。
　カントの哲学思想：汝の意志の格率がいついかなる時でも普遍的立法の原理
　　　　　　　　　   に合致するように行為せよ。
　　　　　　　　　　　　　　　↓
 自分の幸せをみんなが幸せになる方向で考えるようにしよう。人間に 
 は利己主義に陥る傾向性（Neigung）があるが、利己主義に生きたら、 
 社会は格差と貧困、掠奪の場になってしまう。これを克服して共存の 
 心で生きるようにしよう！
　　※カントは共存の心を社会に実現していくのが哲学の課題と言っています。
　仏教の哲学思想：煩悩は生きる力。だから大切。しかし煩悩丸出しで生きたら、 
 社会は自己中心の社会になってしまう。争いの地獄の社会 
 に。慈悲の心（共存の心）で助け合って生き、この社会を極 
 楽の社会にしよう！
　　※ 仏教も、世の中の一切皆苦の地獄社会は共存の心がなくなった時に生じ

ると言っています。カントと同じことを言っていることがよく分かります。

　以上で、久野庄太郎の人生が大哲学者としての人生であったことは了解し
ていただけたと思います。そしてこの哲学がどれほど人間生活を善くしていく
学問であるかも。

応 募
日々の生活の中でチョットしたこんな事・
あんな事・心和む事、面白いエピソード等
この欄へどしどし応募してください。
（原稿用紙2枚程度）
応募先：あかい新聞　武豊店（郵送またはFAXにて）
住　所： 知多郡武豊町字金下37番地
T  E  L：0569-72-0356
F  A  X：0569-72-6002

①
我
が
家
の
お
宝『
娘
5
歳
、女
系
5
代
』

日
々
是
好
日

②
先
が
見
え
な
い
辛
さ

【写真】 『娘5歳、女系5代』

【イメージ】
新型コロナウイルスで毎日が不安。
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（8ヶ月）　澪
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