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『
「
見
る
」
と
「
見
え
る
」
は
違
う
』

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

昨
年
は
、
多
様
な
活
動
を
企
画
、
実
施
し
、

会
員
相
互
の
支
え
の
中
、
充
実
し
た
取
り
組

み
と
な
り
ま
し
た
。

　

特
に
、
内
容
の
充
実
を
目
指
し
、
体
験
を

通
し
て
「
見
る
」
と
「
見
え
る
」
の
違
い
を
学

ん
だ
一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

「

見

る

」
の

世

界

の

事

象
（

作

品

）
と

、

「
見
え
る
」
の
世
界
の
事
象
（
作
品
）
は
、
大
き

く
違
い
ま
す
。

　

「
見
え
る
」
世
界
は
、
視
野
も
広
が
り
、
主

体
的
な
行
動
と
な
っ
て
表
わ
れ
ま
す
。

　

「
見
え
る
」
努
力
を
、
学
習
・
研
修
と
い
い
ま

す

。

私

た

ち
「

古

高

取

を

伝

え

る

会

」
は

、

「
古
高
取
」
の
魅
力
を
広
め
る
た
め
、「
見
え
る
」

努
力
を
、
今
後
も
続
け
て
行
く
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
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あ
た
り
の
空
気
を
一
変
さ
せ
る
よ
う

な
、
当
時
の
熱
を
帯
び
た
ま
ま
の
塊
が

圧
倒
的
な
存
在
感
を
放
つ
。
力
感
み
な

ぎ
る
フ
ォ
ル
ム
は
き
わ
ど
い
バ
ラ
ン
ス

を
保
ち
、
凛
と
し
て
い
る
。
煌
び
や
か

な
窯
変
は
優
美
で
情
感
を
た
っ
ぷ
り
と

湛
え
、
刻
ま
れ
た
装
飾
の
線
は
透
徹
と

し
て
、
陶
工
た
ち
の
技
術
と
品
格
の
高

さ
を
滲
ま
せ
る
。

　

風
姿
花
伝
に
「
花
と
、
お
も
し
ろ
き

と
、
め
づ
ら
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
同

じ
心
な
り
。
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。

「
古
高
取
」
は
、
そ
ん
な
茶
陶
だ
と
思

っ
た
。

　

な
ぜ
「
古
高
取
に
惹
か
れ
る
の
か
」と

問
わ
れ
た
ら
、
私
は
「
自
分
が
日
本
人

で
、
日
本
が
好
き
だ
か
ら
」
と
し
か
答

え
よ
う
が
な
い
。
織
部
好
み
の
桃
山
陶

は
、
日
本
人
だ
か
ら
こ
そ
生
み
出
せ
た

焼
き
物
で
、
ま
た
、
そ
の
美
を
感
得
す

る
こ
と
は
、
日
本
人
で
な
け
れ
ば
難
し

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

自
然
に
完
全
な
も
の
は
な
く
、
う
つ

ろ
い
変
化
し
て
い
く
の
が
常
で
あ
る
。

古
来
、
自
然
へ
の
愛
情
と
畏
敬
を
抱
い

て
き
た
日
本
人
は
そ
こ
に
情
緒
を
見
出

「
花
」の
茶
陶
・
古
高
取

　
　
　

 

　
　
　
　

 

中 

村 

裕 

子

し
、
独
自
の
感
性
を
育
ん
で
き
た
。
文

学
に
お
け
る
「
和
様
の
美
」
の
表
現
に

つ
い
て
は
、
そ
の
感
性
が
芽
生
え
顕
在

化
し
は
じ
め
た
万
葉
集
か
ら
、
平
安
の

古
今
和
歌
集
・
枕
草
子
な
ど
を
経
て
、

中
世
の
徒
然
草
に
お
い
て「
無
常
観
」を

美
意
識
と
し
て
昇
華
さ
せ
た
こ
と
で
ほ

ぼ
確
立
す
る
。

　

そ
し
て
茶
陶
に
お
け
る
「
和
様
の
美
」

の
確
立
、
そ
の
役
割
を
担
っ
た
の
は
織

部
好
み
の
桃
山
陶
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
中
世
の
文
学
に
例
え
る
と
、

「
行
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か

も
、
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。
」
か
ら
始

ま
る
冒
頭
文
で
諦
観
の
強
い
無
常
観
を

表
し
た
「
方
丈
記
」
が
内
省
的
な
「
わ
び

茶
」
の
利
休
好
み(

様
式)

の
茶
道
具
と

す
る
な
ら
、
「
世
は
定
め
な
き
こ
そ
い

み
じ
け
れ
」
と
、
無
常
観
を
美
意
識
と

し
て
昇
華
さ
せ
た
「
徒
然
草
」
は
、「
侘

び
・
寂
び
」
を
能
動
的
に
具
現
化
し
た

「
織
部
好
み
の
桃
山
陶
」
だ
と
思
え
る

か
ら
で
あ
る
。
織
部
好
み
の
桃
山
陶
は
、

茶
の
湯
の
枠
組
み
の
中
に
あ
っ
て
創
造

性
を
追
求
し
飛
躍
さ
せ
、
調
和
や
均
整

を
破
る
こ
と
で
無
限
を
感
じ
さ
せ
る

「
不
完
全
の
美
」
の
奥
深
い
精
神
性
を

表
現
し
た
。
さ
ら
に
、
華
や
か
な
釉
調

と
モ
ー
ド
を
取
り
込
ん
だ
意
匠
に
慶
長

の
明
る
さ
を
存
分
に
盛
り
込
ん
で
い

る
。

　

内
ヶ
磯
窯
は
そ
の
「
織
部
好
み
の
茶

陶
を
焼
き
出
し
た
最
後
の
大
窯
」
で
あ

る
と
い
う
。
造
形
に
見
ら
れ
る
抜
群
の

バ
ラ
ン
ス
感
覚
と
、
と
く
に
窯
詰
め
・

焼
成
技
術
や
さ
ま
ざ
ま
な
装
飾
技
法
に

よ
る
意
匠
の
豊
か
さ
は
多
面
的
な
見
所

を
創
り
出
し
て
お
り
、
桃
山
陶
を
焼
き

だ
し
た
窯
の
中
で
も
卓
抜
し
た
も
の
を

感
じ
る
。
内
ヶ
磯
窯
ほ
ど
、
「
和
様
の

美
」
の
表
現
を
追
究
し
、
深
化
し
た
茶

陶
を
焼
き
出
し
た
窯
を
、
私
は
他
に
知

ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
自
分
に
と
っ
て

「
古
高
取
」
は
最
高
の
焼
き
物
だ
と
思
っ

て
い
る
。

　

も
っ
と
「
古
高
取
」
に
つ
い
て
知
り

た
い
が
、
そ
の
一
番
の
資
料
と
な
る
古

高
取
の
窯
の
発
掘
陶
片
な
ど
は
、
ま
だ

た
く
さ
ん
目
に
触
れ
な
い
状
態
で
保
管

古
高
取
の
魅
力
を
伝
え
る

さ
れ
て
い
る
。
眼
で
観
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
全
開
に
し
て

感
じ
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
、
陶
片
か
ら

受
け
取
れ
る
情
報
は
わ
ず
か
だ
。
そ
の

為
に
は
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
が
、

誰
も
が
古
高
取
の
資
料
に
直
接
触
れ
た

り
、
可
能
な
限
り
体
感
で
き
る
ス
ペ
ー

ス
が
あ
れ
ば
良
い
と
思
う
。
「
古
高
取

を
伝
え
る
会
」
へ
の
参
加
も
、
会
が
掲

げ
る
「
古
高
取
資
料
館
設
置
」
と
い
う

計
画
に
微
力
な
が
ら
お
手
伝
い
し
た
い

と
思
う
一
心
か
ら
で
あ
る
。
「
古
高
取
」

の
魅
力
が
会
の
活
動
を
通
じ
て
た
く
さ

ん
の
人
に
伝
わ
り
、
こ
の
計
画
が
、
一

日
も
早
く
実
現
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い

る
。

　
「
初
め
て
の
茶
碗
づ
く
り
だ
っ
た
け
ど
、

楽
し
か
っ
た
で
す
」「
大
き
な
ヒ
ビ
が
入

っ
た
の
で
、
直
す
の
に
時
間
が
か
か
っ

た
け
ど
、
何
と
か
出
来
上
が
っ
た
と
き

は
と
っ
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
」「
ど

ん
な
茶
碗
が
出
来
る
か
、
ち
ょ
っ
と
心

配
で
す
」
・
・
・
・

　

初
め
て
の
子
供
焼
物
教
室

　
　
　
　
　
　
　

 　

柴 

田　

ム
ツ
子

古
高
取
の
広
場

個人所蔵
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作
品
は
「
古
高
取
展
」
で
も
展
示
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

高
取
焼
発
祥
の
地
と
い
う
こ
と
で
地

元
の
人
達
の
関
心
度
も
少
し
づ
つ
大
き

く
な
っ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

今
後
は
こ
の
活
動
を
直
方
地
域
対
象

焼
物
教
室
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
け
た
ら

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

末
松 

登
志
子

　

今
年
度
の
子
供
焼
物
教
室
は
、
後
期
、

４
校
が
終
了
し
ま
し
た
。

　

子
供
焼
物
教
室
も
今
年
で
３
年
目
と

な
り
「
古
高
取
を
伝
え
る
会
焼
物
教
室
」

が
各
学
校
の
教
育
計
画
に
位
置
づ
き
、

よ
う
や
く
根
づ
い
て
き
た
様
に
思
い
ま

す
。

●
子
供
焼
物
教
室

　

後
期（
平
成
二
十
二
年
八
月
～
十
一
月
）

し
た
の
で
気
楽
な
気
分
で
の
参
加
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
日
ご
ろ
使
っ
て
い
る

粘
り
の
あ
る
土
と
は
全
く
違
っ
た
性
質

を
も
つ
古
高
取
に
限
り
な
く
近
い
と
い

わ
れ
て
い
る
土
に
、
悪
戦
苦
闘
。
も
う

め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
し
た
。
荒
練
り
と
菊

練
り
を
丁
寧
に
し
て
、
再
挑
戦
。
し
か

し
な
が
ら
、
大
き
な
ヒ
ビ
は
入
る
ば
か

り
。
扱
え
ば
扱
う
ほ
ど
ヒ
ビ
は
大
き
く

な
る
一
方
で
す
。
も
う
く
た
く
た
で
し

た
。

　

こ
ん
な
に
使
い
に
く
い
土
を
憎
ら
し

く
さ
え
思
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
今
ま
で
の
私
の
陶
芸
は
一

体
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
深
く
考
え

る
良
い
き
っ
か
け
と
も
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
先
人
達
は
、
こ
の
よ
う
な
土

を
使
っ
て
一
生
懸
命
に
器
づ
く
り
を
し

て
い
た
の
か
と
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

美
濃
焼
き
七
代
加
藤
幸
兵
衛
氏
は
、

「
土
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
る
性
質
は

い
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
悪
い
と
こ
ろ
も

あ
る
。
そ
れ
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
出
し
た

ほ
う
が
良
い
。
い
い
形
や
い
い
模
様
を

表
現
す
る
た
め
に
土
が
あ
る
の
で
は
な

く
、
出
会
っ
た
土
と
ど
の
よ
う
に
向
か

い
合
う
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
土
が

本
来
待
っ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
う

引
き
出
す
か
が
私
の
手
ひ
ね
り
作
品
の

課
題
で
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
と
、
古
高
取
の

土
に
触
れ
て
感
じ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

小
学
校
六
年
生
の
古
高
取
茶
碗
づ
く

り
の
感
想
で
す
。
私
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

学
校
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
参
加

し
て
い
ま
す
が
、
粘
り
の
な
い
ヒ
ビ
の

入
り
や
す
い
土
を
、
手
ロ
ク
ロ
と
ほ
ん

の
わ
ず
か
な
水
だ
け
で
、
道
具
は
一
切

使
わ
ず
に
茶
碗
を
作
り
上
げ
る
子
供
た

ち
の
技
に
は
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

私
が
、
最
初
に
こ
の
古
高
取
の
茶
碗

作
り
に
挑
戦
し
た
の
は
、
高
取
焼
開
窯

四
〇
〇
年
祭
が
実
施
さ
れ
た
二
〇
〇
六

年
の
二
月
で
し
た
。
二
〇
〇
六
年
十
月

に
千
人
茶
会
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
、
マ
イ
茶
碗
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
の
参
加
で
し
た
。

　

講
師
は
、
今
は
亡
き
原
田
忠
先
生
で

す
。
趣
味
で
陶
芸
教
室
に
通
っ
て
い
ま

　

生
き
て
い
る
土
に
人
間
が
手
を
入
れ

て
よ
り
高
度
な
土
と
な
り
、
炎
と
釉
薬

の
カ
で
、
器
に
な
っ
て
い
く
課
程
は
、

想
像
す
る
だ
け
で
も
わ
く
わ
く
し
ま
す
。

　

さ
て
、
つ
く
っ
た
茶
碗
は
使
っ
て
、

よ
り
い
っ
そ
う
大
き
な
感
動
を
味
わ
う

も
の
で
す
。

　

各
学
校
で
は
、
卒
業
前
の
思
い
出
づ

く
り
に
と
。
茶
会
な
ど
を
行
わ
れ
る
と

の
事
で
す
。
う
れ
し
い
限
り
で
す
。
こ

れ
を
契
機
に
日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
る

茶
道
に
関
心
を
持
つ
子
供
た
ち
が
増
え

れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
土
の
持
つ
限
り
な
い
魅
力

と
特
性
を
生
か
し
て
き
た
先
人
達
の
技

は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
叫
ば
れ
て
い

る
「
自
然
と
の
共
生
」
へ
と
つ
な
が
る

の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
ま
さ

に
そ
の
智
恵
に
驚
嘆
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

活
動
の
記
録

　

畑
公
民
館
で
開
催
さ
れ
た
「
お
し
ゃ

べ
り
喫
茶
」
で
は
、
子
供
達
も
含
め
た

参
加
者
の
方
た
ち
が
マ
イ
茶
碗
を
作
り
、

<

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日（
土
）>

 

場
所
：
畑
公
民
館

 

参
加
者
：
三
十
八
名
（
子
供
含
む
）

●
地
域
対
象
焼
物
教
室

　

福
地
校
区
地
域
活
動

　

「
お
し
ゃ
べ
り
喫
茶
」
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「
第
八
回
」

<

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
（
火
）>

 

場
所
：
福
地
小
学
校

　

今
回
は
、
古
高
取
の
伝
世
品
と
、
内

ヶ
磯
窯
跡
出
土
品
を
並
べ
て
展
示
し
、

　

市
内
十
一
校
を
巡
り
子
供
た
ち
と
の

ふ
れ
あ
い
が
と
て
も
楽
し
み
で
あ
り
、

我
々
ス
タ
ッ
フ
は
い
つ
も
元
気
を
も
ら

っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
例
年
に
無
く
大
変
な
猛
暑
で

し
た
が
何
と
か
無
事
終
え
る
こ
と
が
で

き
ほ
っ
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
今
年
度
は
保
護
者
の
方
々
や

先
生
方
の
参
加
が
多
く
子
供
た
ち
同
様

と
て
も
良
い
作
品
が
出
来
上
が
り
嬉
し

い
か
ぎ
り
で
し
た
。

　

お
茶
会
も
昨
年
は
７
校
が
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
今
年
は
全
校
が
子
供
た

ち
の
マ
イ
茶
わ
ん
で
お
茶
会
を
楽
し
ん

で
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

　

十
二
月
三
日
に
直
方
北
小
学
校
の
お

茶
会
の
様
子
が
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
と

て
も
良
い
思
い
出
と
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

一
年
一
年
「
古
高
取
を
伝
え
る
会
」
が

子
供
た
ち
を
通
じ
て
保
護
者
や
地
域
の

方
々
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
来
年
も
充
実
し
た
焼
き
物
教
室

に
し
て
行
き
た
い
と
ス
タ
ッ
フ
一
同
は

り
き
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

永
富 

セ
ツ
子

～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～

古
高
取
の
知
識
を
広
め
る
こ
と
に
心
が

け
ま
し
た
。

　

ま
た
、
高
取
焼
を
収
蔵
し
て
い
る
日

本
各
地
の
美
術
館
・
博
物
館
の
紹
介
、

本
会
の
活
動
を
記
録
し
た
ビ
デ
オ
の
放

映
、
焼
物
教
室
、
参
加
者
の
質
問
に
答

え
る
「
古
高
取
問
答
」
を
行
い
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
延
三
五
八
名
で
、
市
外

や
県
外
が
半
数
を
占
め
、
古
高
取
へ
の

関
心
の
広
が
り
を
実
感
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

隅
田 

知
明

<

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日(

土)

　
　
　
　
　
　

 
 
 

～
十
月
三
日
（
土
）>

 

場
所
：
直
方
谷
尾
美
術
館

●
直
方
の
宝
「
古
高
取
展
」
開
催

「
第
九
回
」

<

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日(

火)
>

 

場
所
：
下
境
小
学
校

「
第
十
回
」

<

平
成
二
十
二
年
十
月
十
九
日(

火)
>

 

場
所
：
中
泉
小
学
校

「
第
十
一
回
」

<

平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日(

火)
>

 

場
所
：
感
田
小
学
校

　

「
古
高
取
を
伝
え
る
会
」
で
は
、毎
年

●
「
古
高
取
展
」で
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

千
羽　

登

の
総
会
で
、「
活
動
の
４
本
の
柱
」
を
確

認
し
て
い
る
。

　

一
、
活
動
の
拠
点
を
創
る

　

二
、
古
高
取
の
知
識
を
深
め
る

　

三
、
古
高
取
の
魅
力
を
伝
え
る

　

四
、
次
世
代
へ
つ
な
げ
る

　

こ
れ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組

ん
で
い
る
か
を
静
止
画
と
動
画
を
織
り

交
ぜ
な
が
ら
、
映
像
を
具
体
的
に
編
集

し
た
。

　

一
、
は
、
最
も
基
本
的
で
、活
動
の
出

発
点
で
あ
る
。
最
も
重
要
で
あ
り
な
が

ら
、
最
も
取
り
組
み
が
遅
れ
て
い
る
分

野
と
し
て
最
後
の
ま
と
め
に
も
っ
て
き

た
。

　

二
、
は
、
毎
年
、
総
会
時
の
ほ
か
に
も
、

古
高
取
基
礎
研
修
講
座
と
し
て
、
定
期

的
に
開
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
最

近
は
、
参
加
者
が
少
な
く
な
っ
て
い
る

傾
向
が
あ
る
。
講
座
の
開
き
方
な
ど
も

う
少
し
一
工
夫
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

　

三
、は
、
古
高
取
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開

設
を
は
じ
め
、
紅
葉
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
、

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
フ
ェ
ア
会
場
で
の
呈
茶
、

古
高
取
展
等
、
多
彩
な
取
り
組
み
が
行

わ
れ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、

古
高
取
の
紹
介
、
解
説
は
も
ち
ろ
ん
、

今
ま
で
発
行
さ
れ
た
「
古
高
取
通
信
」の

内
容
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
市
民
に
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
。
宣
伝
不
足
も
反
省

さ
れ
る
。
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四
、
は
、
市
内
の
す
べ
て
の
小
学
校

で
の
焼
き
物
教
室
、
イ
オ
ン
な
ど
大
型

商
業
施
設
で
の
焼
き
物
体
験
教
室
な
ど
、

こ
れ
も
精
力
的
に
取
り
組
ま
れ
た
。

　

一
、
に
戻
ろ
う
。
直
方
市
内
に
は
、
独

立
し
た
歴
史
資
料
館
、
博
物
館
は
な
く
、

優
れ
た
貴
重
な
高
取
焼
の
作
品
は
全
国

の
博
物
館
、
美
術
館
に
ち
ら
ば
っ
て
い

る
。
ま
た
、
数
年
に
わ
た
っ
て
調
査
、

発
掘
さ
れ
た
膨
大
な
資
料
が
、
太
宰
府

の
山
中
の
プ
レ
ハ
ブ
倉
庫
に
、
整
然
と

整
理
さ
れ
て
、
公
開
さ
れ
ず
に
眠
っ
て

い
る
。
そ
の
上
、
肝
心
要
の
内
ヶ
磯
窯

跡
は
ダ
ム
の
湖
底
に
沈
め
ら
れ
た
ま
ま

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
郷
土
の
貴
重
な
歴

史
資
源
を
全
国
に
発
信
す
る
の
に
、
そ

の
都
度
、
借
り
物
と
写
真
だ
け
で
紹
介

す
る
と
い
う
の
は
な
ん
と
も
寂
し
い
限

り
で
あ
る
。
直
方
市
民
は
も
っ
と
怒
り

の
声
を
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
市
長
や

市
議
は
こ
の
さ
び
し
い
現
実
を
ど
う
と

ら
え
て
い
る
の
か
、
知
り
た
い
も
の
で

あ
る
。

●
満
喫
の
紅
葉
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

　

春
山
滴
る
、
夏
山
笑
う
、
秋
山
粧
う
、

冬
山
眠
る
。

　

第
３
回
紅
葉
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
十
一

月
二
十
三
日
、
勤
労
感
謝
の
日
に
行
い

ま
し
た
。
当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、

福
智
山
麓
の
紅
葉
は
一
段
と
あ
で
や
か

で
、
参
加
者
も
和
気
あ
い
あ
い
、
い
こ

い
の
村
を
出
発
、
ゆ
っ
く
り
と
紅
葉
を

愛
で
な
が
ら
内
ヶ
磯
の
渓
谷
に
足
を
進

め
福
智
山
ダ
ム
に
到
着
、
今
回
初
め
て

ダ
ム
を
周
遊
し
湖
底
に
沈
ん
で
い
る
四

百
年
程
前
の
窯
跡
を
想
い
、
そ
し
て
、

陶
工
達
の
作
陶
へ
の
情
熱
を
思
い
な
が

ら
、
私
共
「
古
高
取
を
伝
え
る
会
」の
願

い
を
新
た
に
し
た
事
で
あ
り
ま
す
。

　

昼
食
は
拙
寺（
明
元
寺
）の
境
内
で
行

な
い
、
当
日
は
「
も
み
じ
法
要
」の
催
し

の
為
婦
人
会
よ
り
、
猪
鍋
、
お
で
ん
、

お
に
ぎ
り
等
の
用
意
を
し
て
頂
き
、
身

は
満
腹
、
満
タ
ン
、
そ
し
て
心
は
満
足
、

満
悦
、
時
間
の
関
係
で
当
初
予
定
し
て

い
ま
し
た
「
城
下
街
永
満
寺
の
治
水
」

見
学
を
省
い
た
点
が
満
点
に
届
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
晩
秋
の
山
里
ゆ
っ
た
り

と
し
た
時
間
の
中
で
満
る
、
永
満
寺
を

後
に
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

　

関
係
の
皆
様
ご
苦
労
様
で
し
た
。

　

カ
カ
ン
ケ
ン
コ
ン
、
コ
ン
ケ
ン
カ
カ

ン
（
書
か
な
い
か
ら
来
な
い
、
来
な
い

か
ら
書
か
な
い
）
ア
ー
年
賀
状
大
変
で

す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

鷹
取 

宗
恵

　

本
年
度
は
、
神
屋
宗
湛
が
書
い
た

「
神
屋
宗
湛
日
記
」
を
中
心
に
、
茶
会
記

の
中
で
豊
臣
秀
吉
と
古
田
織
部
と
の
茶

会
を
基
に
し
て
、
秀
吉
が
博
多
の
宗
湛

屋
敷
の
御
成
の
茶
事
等
を
古
文
書
で
読

み
下
し
て
説
明
を
付
し
た
。

●
高
取
焼
基
礎
研
修
講
座

 

「
神
屋
宗
湛
の
遺
跡
を
訪
ね
て
歩
く
」

　

十
一
月
三
日
「
直
方
焼
ス
パ
」
の
お
被

露
目
会
が
行
わ
れ
、い
よ
い
よ
十
一
月

五
日
か
ら
直
方
の
二
十
五
店
舗
で
デ
ビ

ュ
ー
し
ま
し
た
。

　

十
二
月
一
日
か
ら
は
三
店
舗
が
追
加

参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

焼
ス
パ
ソ
ー
ス
色
の
の
ぼ
り
旗
を
あ

ち
こ
ち
に
見
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

町
中
で
は
昼
間
の
時
間
の
営
業
店
が

少
な
い
問
題
点
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ

ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
で
す
、
お
店
の

方
も
努
力
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

 

皆
様
一
度
「
直
方
焼
ス
パ
」
を
食
べ
て

下
さ
い
、
懐
か
し
い
青
春
の
味
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

末
松 

登
志
子

●
「
直
方
焼
ス
パ
」
デ
ビ
ュ
ー

　

（
直
方
賑
わ
い
町
づ
く
り
協
議
会
）

 

<

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
七
日(

日)
>

 

場
所
：
博
多
駅
集
合

 

参
加
者
：
十
三
名

<

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
三
日(

祝)
>

 

場
所
：
い
こ
い
の
村
集
合
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直
方
歳
時
館
子
供
茶
道
教
室
の
子
供

達
が
呈
茶
席
を
受
け
も
た
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

月
に
一
度
の
お
け
い
こ
で
す
が
、
皆

お
ち
つ
い
て
お
手
前
、
接
待
が
出
来
ま

し
た
。

　

ま
た
、
子
供
達
は
博
物
館
の
学
芸
員

堀
尾
先
生
か
ら
栄
西
展
の
説
明
を
受
け
、

少
し
緊
張
し
な
が
ら
も
い
ろ
い
ろ
な
展

示
物
を
見
学
し
ま
し
た
。

　

今
回
、
茶
道
を
通
し
て
い
ろ
い
ろ
な

文
化
に
ふ
れ
、
一
益
を
持
っ
て
感
謝
す

る
事
を
経
験
し
た
一
日
で
し
た
。

　
　
　

 

子
供
茶
道
教
室　

田
中 

紀
子

<

平
成
二
十
二
年
十
月
十
一
日（
祝
）>

 

場
所
：
福
岡
市
博
物
館

●
「
栄
西
と
中
世
博
多
展
」で
呈
茶

 

（
歳
時
館
子
供
茶
道
教
室
）

 

「
古
高
取
通
信
」
会
報
・
Ｎ
Ｏ
８

　

<

発
行>

　
　

古
高
取
を
伝
え
る
会

　

<

発
行
日>

　
　

平
成
二
十
三
年
一
月
三
十
一
日

　

<

現
在
の
会
員
数>

　
　

正
会
員　

 

七
十
六
名

　
　

賛
助
会
員 

十
四
名
（
十
九
口
）

　
　
　
　

団
体 

二
団
体
（
三
口
）

　

<

マ
イ
茶
碗
の
数>

　
　

３
７
６
１
個

　

<

事
務
局>

　
　

〒
八
二
二-

〇
〇
二
六

　
　

福
岡
県
直
方
市
津
田
町
七-

十
四

　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
九
四
九(

二
三)

一
一
三
一

<

編
集
後
記>

　

新
年
早
々
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
お
か
げ
で
昨
年
末
か

ら
準
備
し
て
い
た
会
報
の
発
行
が
大

幅
に
遅
れ
て
し
ま
い
、
早
め
に
頂
い

た
記
事
も
ち
ょ
っ
と
時
期
が
ず
れ
て

し
ま
い
申
し
訳
無
く
思
っ
て
お
り
ま

す
。
ま
だ
ま
だ
風
邪
が
流
行
っ
て
お

り
ま
す
。
皆
様
も
ご
用
心
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
。
本
年
も
ど
う
ぞ
宜
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

<

お
詫
び>

 

会
報
Ｎ
ｏ
．７
の
誤
字
訂
正

（
５
ペ
ー
ジ
３
行
目
）

 

誤 

新
来
新
兵
衛
邸

 

正 

有
来
新
兵
衛
邸

<
掲
載
内
容
募
集>

 

「
古
高
取
」
の
魅
力
を
発
信
す
る
た

め
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
募
集
し
て

い
ま
す
。
掲
載
可
能
な
情
報
等
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、事
務
局
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

な
ん
で
も
掲
示
板

　

秋
空
の
も
と
、
金
剛
山
も
と
と
り
協

議
会
の
メ
ン
バ
ー
十
九
名
が
、
天
狗
岩

登
山
を
行
い
ま
し
た
。

　

急
な
勾
配
に
足
を
取
ら
れ
な
が
ら
も

金
剛
山
八
合
目(

五
〇
〇
ｍ)

の
天
狗
岩

か
ら
見
え
る
景
色
は
皆
が
「
絶
景
か
な
」

と
叫
ぶ
よ
う
で
し
た
。

　

初
心
者
に
は
少
し
厳
し
い
登
山
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
楽
し
い
一
日
で
し
た
。

　

次
回
は
、
も
と
と
り
広
場
で
の
楽
し

い
焼
物
教
室
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

末
松 

登
志
子

<

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
八
日（
日
）>

 

登
山
コ
ー
ス
：
も
と
と
り
広
場
～
栗
山

　
　
　
　
　
　

 

～
天
狗
岩

●
天
狗
岩
登
山
を
行
い
ま
し
た

 

（
金
剛
山
も
と
と
り
協
議
会
）

　

　

そ
の
ま
と
め
と
し
て
、
博
多
の
町
の

「
神
屋
宗
湛
の
遺
跡
を
訪
ね
て
歩
く
」と

い
う
こ
と
で
、
十
一
月
二
十
七
日
十
時

三
十
分
博
多
駅
中
央
博
多
口
か
ら
出
発

し
た
。
東
長
寺
（
黒
田
忠
之
公
墓
所
等
）

～
妙
楽
寺
（
神
屋
宗
湛
墓
所
等
）～
島
井

宗
室
屋
敷
跡（
中
呉
服
町
）～
博
多
小
学

校
（
神
屋
宗
湛
屋
敷
跡
及
び
元
寇
防
塁

跡
）
～
濡
衣
塚
～
崇
福
寺
（
島
井
宗
室

墓
地
、
玄
洋
社
墓
所
及
び
黒
田
家
墓
所

等
）～
九
大
病
院
（
千
利
休
釜
下
げ
の
松
）

を
見
て
解
散
し
た
。
行
程
は
三
時
間
で

あ
っ
た
。

　

学
習
部
会
の
最
終
講
義
と
な
っ
た
。

　

参
加
の
皆
様
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

副
島 

邦
弘


