
組
合
の
枠
を
超
え
、

「
谷
間
の
村
」
に
安
心
と
利
便
性
を

片田  勝雄
白石市小原地区森林組合参事

1910（明治43）年	 小原村（現白石市）に生まれる
1943（昭和18）年	 小原村森林組合に奉職
1949（昭和24）年	 宮城県森林組合連合会技術員
	 養成講座を受講
1969（昭和44）年	 宮城県森林組合職員連盟会長
（就任年不明）	 白石市小原地区森林組合参事
1974（昭和49）年	 ９月４日死去

【かただ　かつお】
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時
代
に
取
り
残
さ
れ
た
「
谷
間
の
村
」

片
田
勝
雄
の
故
郷
は
、
七
ヶ
宿
街
道
の
宿
場
だ
っ
た
。

奥
州
街
道
の
桑
折
（
現
福
島
県
桑
折
町
）
と
羽
州
上
山
（
現
山
形
県
上
山
市
）
を
結
ぶ
峠
越
え
の

脇
街
道
は
、
出
羽
以
北
の
大
名
が
参
勤
に
使
い
、
出
羽
三
山
を
詣
で
る
人
々
の
信
仰
の
道
で
あ
っ
た
。

「
あ
す
は
小
坂
の
山
を
越
え
て
雪
の
中
に
入
る
べ
し
」

江
戸
の
歌
人
が
紀
行
文
に
記
し
た
よ
う
に
、
と
く
に
冬
に
桑
折
か
ら
小
坂
峠
を
越
え
進
む
に
は
、

苦
難
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
方
で
羽
州
側
か
ら
あ
え
ぎ
な
が
ら
山
道
を
越
え
て
き

た
旅
人
は
、
江
戸
ま
で
ま
だ
一
〇
日
も
歩
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
小
坂
峠
か
ら
江
戸
が
見
え
る
と

か
、
江
戸
ま
で
一
走
り
な
ど
と
言
い
、
誇
張
気
味
に
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。
こ
の
峠
越
え
は
そ
れ
ほ

ど
険
し
い
道
だ
っ
た
。

片
田
の
故
郷
下
戸
沢
（
現
白
石
市
）
は
、
小
坂
峠
を
越
え
て
二
つ
目
の
宿
場
で
あ
る
。
明
治
以
降

は
手
前
の
上
戸
沢
と
と
も
に
行
政
上
は
小
原
村
に
属
し
た
。

小
原
村
は
、
温
泉
が
あ
る
小
原
地
区
と
上
戸
沢
・
下
戸
沢
地
区
か
ら
成
っ
た
が
、
旧
街
道
に
代
わ

り
白
石
と
上
山
を
結
ぶ
道
（
現
在
の
国
道
一
一
三
号
）
が
主
要
道
と
な
る
と
、
村
の
中
心
は
小
原
地

区
に
移
っ
た
。
ど
ち
ら
も
山
深
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
小
原
に
は
温
泉
が
も
た
ら
す
の
ん
び

り
し
た
雰
囲
気
が
あ
る
一
方
で
、
上
・
下
戸
沢
で
は
山
村
の
険
し
さ
が
際
立
っ
た
。

こ
う
し
た
土
地
柄
の
違
い
は
考
え
の
違
い
を
生
む
。
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
、
隣
接
す
る
白
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石
市
と
当
時
の
七
ヶ
宿
村
と
の
間
で
合
併
ば
な
し
が
持
ち
上
が
っ
た
。
小
原
地
区
の
人
々
は
白
石
市

と
の
合
併
を
希
望
し
、
上
・
下
戸
沢
地
区
で
は
七
ヶ
宿
村
と
の
合
併
を
望
ん
だ
。
上
・
下
戸
沢
の

人
々
が
、
旧
街
道
で
繋
が
る
方
に
愛
着
を
持
つ
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
意
見
の
対
立
は
住
民
投

票
に
発
展
し
た
が
、
結
果
は
白
石
市
と
の
合
併
希
望
が
多
数
を
占
め
た
。
し
か
し
、
上
・
下
戸
沢
の

人
々
は
そ
れ
を
不
服
と
し
て
白
石
市
と
の
合
併
に
反
対
す
る
運
動
を
繰
り
広
げ
た
。

そ
の
こ
ろ
、
四
〇
代
半
ば
で
、
小
原
村
森
林
組
合
（
現
白
石
蔵
王
森
林
組
合
）
の
要
職
に
あ
っ
た

片
田
は
、
下
戸
沢
生
ま
れ
の
も
の
と
し
て
反
対
の
立
場
に
立
っ
た
が
、
そ
れ
は
単
に
感
情
的
な
理
由

で
は
な
く
、
わ
ず
か
な
農
地
と
林
業
に
頼
る
し
か
な
い
故
郷
の
暮
ら
し
を
守
る
た
め
だ
っ
た
。

北
に
蔵
王
、
南
に
小
坂
峠
を
望
み
、
東
西
を
白
石
と
七
ヶ
宿
に
挟
ま
れ
る
片
田
の
生
ま
れ
故
郷
は
、

歴
史
的
に
は
街
道
の
要
衝
で
あ
っ
た
が
、
明
治
以
降
は
地
理
的
に
も
、
ま
た
周
辺
の
町
村
と
比
較
し

た
場
合
で
も
特
色
の
な
い
「
谷
間
の
村
」
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
戦
後
は
人
口
流
出
が
進
み
、
高
度
成

長
か
ら
も
取
り
残
さ
れ
た
。

そ
ん
な
故
郷
の
た
め
に
片
田
は
、
林
業
と
組
合
の
枠
を
超
え
、
協
同
の
可
能
性
を
広
げ
よ
う
と
し

た
。
故
郷
の
暮
ら
し
の
安
心
と
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
最
善
で
合
理
的
な
方
法

だ
っ
た
の
だ
。

旧街道のおもかげが色濃い
下戸沢の様子
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先
見
性
で
故
郷
に
新
た
な
収
入
源
を

片
田
が
組
合
活
動
を
始
め
た
の
は
、
太
平
洋
戦
争
中
で
あ
る
。

昭
和
一
六
年
、
宮
城
県
森
林
組
合
連
合
会
が
設
立
。
会
で
は
人
材
育
成
の
た
め
、
森
林
組
合
技
術

員
を
養
成
す
る
講
習
会
を
開
催
し
て
い
る
が
、
片
田
は
昭
和
一
九
年
ま
で
年
に
一
度
開
催
さ
れ
た
講

習
会
に
参
加
し
て
い
る
。
小
原
村
に
森
林
組
合
が
で
き
る
の
は
、
昭
和
一
七
年
三
月
。
片
田
は
設
立

か
ら
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
話
も
あ
る
が
、
正
式
に
奉
職
す
る
の
は
翌
年
、
三
三
歳
の
と
き
だ
。
す

る
と
講
習
会
へ
の
参
加
は
、
入
協
後
間
も
な
く
組
合
を
代
表
し
、
新
し
い
林
業
の
技
術
と
知
恵
を
習

得
す
る
た
め
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
戦
時
下
の
林
業
は
、
故
郷
の
発
展
よ
り
「
お
国
の
た
め
」
が
優
先
し
た
。
白
石
周
辺
の
豊

か
な
ス
ギ
、
マ
ツ
林
は
強
行
伐
採
さ
れ
、
軍
需
資
材
と
し
て
供
出
さ
れ
た
。
片
田
の
組
合
で
は
設
立

と
同
時
に
製
材
所
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
フ
ル
稼
働
で
軍
用
材
を
産
ん
だ
。

多
く
の
林
業
家
に
と
っ
て
こ
の
こ
ろ
は
不
本
意
な
時
代
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
戦
後
も
し
ば
ら
く
続

い
た
。
終
戦
後
、
全
国
で
造
林
計
画
が
実
行
さ
れ
た
が
、
労
働
力
や
苗
木
の
不
足
、
さ
ら
に
食
糧
難

に
阻
ま
れ
計
画
は
進
ま
な
か
っ
た
。

色
あ
せ
た
山
々
に
緑
が
取
り
戻
さ
れ
る
の
は
、
高
度
成
長
の
足
が
か
り
と
な
る
好
景
気
が
始
ま
っ

た
こ
ろ
だ
。
昭
和
二
六
年
、
森
林
生
産
力
の
増
強
を
目
的
に
し
た
森
林
法
で
は
、
適
正
伐
採
期
を
定

め
乱
伐
を
規
制
し
た
。「
山
に
木
を
植
え
よ
う
」
の
合
言
葉
は
、
山
に
生
き
る
も
の
だ
け
で
な
く
広
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く
一
般
の
も
の
と
な
り
、
植
林
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
。

白
石
地
方
で
は
大
鷹
沢
小
学
校
の
取
り
組
み
が
学
校
植
林
コ
ン
ク
ー
ル
で
一
位
を
獲
得
し
た
。

「
白
石
市
史
」
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
地
域
で
の
緑
化
推
進
の
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
あ
る
。

違
う
集
落
の
出
来
事
と
は
い
え
、
片
田
に
も
勇
気
を
与
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
組
合
で
は
こ
れ
よ
り
少

し
前
か
ら
二
つ
目
の
製
材
所
を
稼
働
さ
せ
て
い
た
の
で
、
飛
躍
の
準
備
は
万
端
整
っ
て
い
た
。

片
田
の
故
郷
で
は
、
明
治
か
ら
薪
炭
の
生
産
が
大
き
な
収
入
源
だ
っ
た
。
上
戸
沢
だ
け
で
も
昭
和

二
六
年
の
木
炭
生
産
量
は
八
三
〇
〇
俵
を
超
え
、
従
事
者
一
戸
あ
た
り
の
収
入
で
は
八
万
円
以
上
に

な
っ
た
。
当
時
の
現
金
収
入
で
は
大
き
な
額
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
三
〇
年
頃
か
ら
灯
油
や
ガ
ス

が
普
及
し
、
薪
炭
の
需
要
は
年
々
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

片
田
は
薪
炭
に
変
わ
る
収
入
源
を
求
め
た
。
ま
ず
目
を
つ
け
た
の
は
、
農
水
産
物
の
出
荷
箱
だ
。

小
坂
峠
の
向
こ
う
の
伊
達
地
方
で
は
り
ん
ご
生
産
が
盛
ん
だ
し
、
亘
理
や
閖
上
で
は
大
量
の
魚
が
水

揚
げ
さ
れ
る
か
ら
木
箱
が
必
要
に
な
る
。
組
合
は
片
田
の
目
論
見
通
り
、
り
ん
ご
農
家
か
ら
注
文
を

取
り
付
け
、
魚
箱
は
塩
竈
に
納
め
た
。

ま
た
、
二
つ
の
製
材
所
か
ら
生
ま
れ
る
建
材
は
質
の
高
さ
が
評
判
を
呼
び
、
福
島
や
閖
上
の
大
工

が
贔
屓
に
し
た
ほ
か
、
仙
台
の
郊
外
に
団
地
が
整
備
さ
れ
る
こ
ろ
に
な
る
と
大
口
の
注
文
も
舞
い
込

ん
だ
。
注
文
が
別
の
注
文
を
呼
ぶ
好
循
環
。
高
評
価
の
要
因
に
は
品
質
も
あ
っ
た
が
、
大
工
が
使
い

や
す
い
よ
う
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
た
寸
法
に
製
材
し
て
出
荷
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
今
で
こ
そ
規
格

寸
法
の
製
材
は
当
た
り
前
だ
が
、
当
時
は
建
築
現
場
の
手
間
を
省
く
画
期
的
な
サ
ー
ビ
ス
だ
っ
た
。
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片
田
は
先
見
性
の
持
ち
主
だ
っ
た
。「
谷
間
の
村
」
に
居
な
が
ら
時
代
の
流
れ
を
読
み
解
き
、
そ

こ
に
自
分
た
ち
の
山
の
価
値
、
製
品
の
有
用
性
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
彼
の
先
見

性
に
は
、
し
っ
か
り
し
た
計
画
性
が
あ
っ
た
。
立
木
の
買
付
か
ら
伐
採
、
搬
出
、
製
材
ま
で
手
が
け

る
に
は
相
当
の
労
力
を
要
し
た
が
、
仕
事
を
限
れ
ば
小
遣
い
程
度
の
儲
け
に
し
か
な
ら
ず
、
薪
炭
に

代
わ
る
収
入
源
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
わ
ず
か
ば
か
り
の
農
地
と
林
業
で
生
き
る
し
か
な
い
故

郷
を
ど
の
よ
う
に
豊
か
に
す
る
か
、
片
田
は
模
索
し
続
け
た
。

故
郷
の
暮
ら
し
に
安
心
と
利
便
性
を

組
合
運
営
の
中
核
を
担
い
な
が
ら
、
片
田
は
得
意
先
へ
の
納
品
に
も
出
向
い
た
。
塩
竈
へ
魚
箱
を

納
め
た
帰
り
に
は
、必
要
の
な
く
な
っ
た
箱
い
っ
ぱ
い
に
魚
を
買
い
故
郷
の
人
々
へ
届
け
た
と
い
う
。

新
鮮
な
魚
に
喜
ぶ
人
々
の
笑
顔
は
眩
し
か
っ
た
が
、
同
時
に
、
街
場
と
故
郷
の
間
で
発
展
に
大
き

な
差
が
で
き
て
い
く
の
を
感
じ
て
い
た
。
高
度
経
済
成
長
の
風
に
乗
り
ど
ん
ど
ん
華
や
か
に
な
る
街

に
比
べ
、
故
郷
は
時
が
止
ま
っ
た
ま
ま
の
よ
う
に
思
え
た
の
だ
。

山
深
い
ゆ
え
に
公
共
設
備
の
普
及
も
遅
れ
、
上
戸
沢
に
上
水
道
が
普
及
し
た
の
は
昭
和
二
九
年
の

こ
と
だ
。
下
戸
沢
で
は
さ
ら
に
普
及
が
遅
れ
、
沢
水
を
生
活
用
水
に
し
て
い
た
。
幸
い
重
大
な
健
康

被
害
に
つ
な
が
る
問
題
は
起
き
な
か
っ
た
が
衛
生
上
の
不
安
は
尽
き
ず
、
上
水
道
を
望
む
声
は
日
ご

と
に
強
く
な
っ
た
。
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小
原
村
に
合
併
問
題
が
持
ち
上
が
る
の
は
そ
ん
な
と
き
で
あ
る
。
白
石
と
七
ヶ
宿
の
ど
ち
ら
と
合

併
す
る
か
。

片
田
の
願
い
は
た
だ
一
つ
。
故
郷
に
安
全
で
近
代
的
な
暮
ら
し
を
も
た
ら
す
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か

ら
、そ
れ
が
実
現
で
き
れ
ば
ど
っ
ち
と
一
緒
に
な
ろ
う
と
構
わ
な
か
っ
た
。
ひ
と
つ
大
き
な
問
題
は
、

白
石
と
合
併
す
る
と
分
収
林
で
の
分
収
歩
合
が
下
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
た
。

分
収
歩
合
と
は
、
土
地
の
所
有
と
森
林
の
管
理
が
異
な
る
分
収
林
で
生
じ
る
収
益
を
、
そ
こ
に
関

わ
る
者
と
の
間
で
分
け
合
っ
た
後
の
利
益
の
こ
と
で
、そ
れ
が
下
が
る
こ
と
は
収
入
減
を
意
味
し
た
。

せ
っ
か
く
新
し
い
木
材
生
産
が
軌
道
に
乗
っ
て
き
た
の
に
、
合
併
に
よ
り
利
益
が
減
る
の
は
絶
対

に
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
片
田
が
白
石
と
の
合
併
に
反
対
し
た
の
に
は
そ
う
し
た
理
由
が
あ
っ

た
の
だ
。

と
は
い
え
住
民
投
票
の
結
果
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
町
村
合
併
を
進
め
る
動
き
も
あ
り
、

昭
和
三
二
年
三
月
、小
原
村
は
白
石
市
と
の
合
併
を
決
め
、即
座
に
施
行
し
た
。
上
・
下
戸
沢
の
人
々

は
、
話
の
発
端
か
ら
合
併
を
受
け
容
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
が
、
な
し
く
ず
し
に

せ
ず
、
自
分
た
ち
の
要
望
を
合
併
条
件
に
盛
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
。

合
併
条
件
は
一
〇
項
目
に
及
び
、
片
田
ら
の
願
い
は
ほ
ぼ
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
暮
ら
し

の
安
全
と
利
便
性
の
た
め
に
消
防
設
備
の
充
実
と
、
車
社
会
に
対
応
す
る
道
路
を
整
備
す
る
こ
と
。

懸
案
の
分
収
歩
合
は
、
旧
小
原
村
の
条
例
に
則
り
従
来
通
り
と
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に

衛
生
的
な
生
活
の
た
め
に
診
療
所
を
充
実
さ
せ
、下
戸
沢
に
上
水
道
を
敷
設
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
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上水道開通を記念し昭和31年に
建てられた下戸沢の「水道記念碑」

発起人に片田の名がある

昭
和
三
一
年
一
一
月
、
下
戸
沢
に
待
望
の
上
水
道
が
通
っ
た
。
合
併
施
行
に
先
駆
け
た
完
成
は
、

人
々
の
要
望
が
い
か
に
強
い
も
の
だ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

垣
根
を
取
り
払
い
故
郷
の
発
展
の
た
め
に

水
が
通
り
、
道
が
整
い
、
安
全
な
環
境
は
整
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
故
郷
の
暮
ら
し
は
、
時
代
に
見

合
う
華
や
か
さ
に
は
程
遠
い
と
片
田
は
感
じ
て
い
た
。

わ
が
国
で
の
生
活
改
善
運
動
は
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
盛
ん
に
な
り
、
農
村
部
で
も
高

度
成
長
の
初
期
に
は
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
片
田
の
故
郷
で
は
、
水
道
の
開
通

で
よ
う
や
く
気
運
が
盛
り
上
が
っ
た
ば
か
り
で
、
住
ま
い
や
設
備
は
昔
の
ま
ま
だ
っ
た
。

片
田
は
上
水
道
整
備
と
同
時
に
、
各
家
庭
の
台
所
と
屋
根
の
改
善
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
も
そ
も
周

辺
の
昔
な
が
ら
の
住
ま
い
に
は
台
所
を
設
け
て
い
な
い
場
合
が
多
く
、
土
間
の
片
隅
に
小
さ
な
流
し

場
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
。
共
同
ポ
ン
プ
ま
で
水
を
汲
み
に
行
く
必
要
は
な
く
な
っ
た
が
、
調
理
環
境

は
効
率
性
と
衛
生
上
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
片
田
は
改
良
か
ま
ど
や
調
理
場
を
整
え
、
家
事
動
線

の
効
率
化
を
目
指
し
た
。
そ
し
て
明
る
い
光
が
注
ぐ
ガ
ラ
ス
窓
を
設
け
さ
せ
た
。

ま
た
、
か
ま
ど
の
普
及
で
防
火
対
策
も
必
要
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
周
辺
の
住
ま
い
は
ほ
と
ん

ど
が
茅
葺
き
屋
根
で
、
一
部
に
は
杉
皮
も
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
ま
ま
で
は
火
の
手
が
上
が
れ
ば
住
ま

い
を
焼
き
尽
く
し
、
集
落
全
体
に
及
ん
で
し
ま
う
。
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そ
こ
で
片
田
は
生
活
改
善
の
一
環
と
し
て
瓦
屋
根
へ
の
葺
き
替
え
を
推
進
し
た
。
い
わ
き
か
ら
瓦

職
人
を
招
き
瓦
工
場
建
設
に
尽
く
し
た
が
、
そ
こ
で
は
建
材
販
売
で
築
い
た
業
者
と
の
つ
な
が
り
が

役
立
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
努
力
が
実
を
結
び
、
小
原
村
の
生
活
改
善
運
動
は
昭
和
三
一
年
、
県

の
モ
デ
ル
地
区
に
指
定
さ
れ
た
。

片
田
は
、
昭
和
二
四
年
に
設
立
さ
れ
た
宮
城
県
森
林
組
合
技
術
員
協
会
で
副
会
長
を
務
め
て
い
た

が
、
そ
こ
で
ど
ん
な
働
き
を
し
た
か
を
示
す
資
料
は
少
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
小
原
村
の
組
合
で
の

働
き
で
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
代
わ
り
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
組
合
や
林
業
の
枠
を

超
え
故
郷
の
た
め
に
尽
く
し
た
彼
の
苦
闘
で
あ
る
。
彼
の
功
績
が
組
合
や
林
業
の
枠
に
収
ま
り
き
ら

な
い
の
は
、
林
業
の
発
展
が
村
の
発
展
と
同
義
だ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
は
同
時
に
、
村
の
営
み
が
ほ

ぼ
林
業
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
明
ら
か
に
す
る
。

小
原
村
に
お
け
る
森
林
組
合
は
、
古
く
か
ら
の
「
契
約
講
」
が
前
身
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
講
」
は
、
相
互
扶
助
を
目
的
と
し
た
組
織
体
だ
が
、
小
原
村
で
は
古
く
か
ら
そ
の
意
思
が
生
活
全

般
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
共
有
林
の
運
用
や
そ
こ
で
生
ま
れ
る
利
益
の
分
配
、
ま
た
暮
ら
し
に

関
わ
る
共
同
事
業
も
契
約
講
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
林
業
、農
業
な
ど
の
垣
根
は
な
い
。

目
指
す
の
は
共
に
暮
ら
し
を
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
だ
け
だ
。
片
田
は
、
そ
れ
を
原
点
に
協
同
の
輪

を
広
げ
よ
う
と
し
た
。

職員の親睦会で積み立てをして
よく旅行に出かけた
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月
夜
に
ま
っ
す
ぐ
伸
び
る
木
立
の
よ
う
に

昭
和
四
二
年
、
五
七
歳
の
と
き
片
田
は
脳
梗
塞
を
患
っ
た
。
右
手
と
発
語
が
不
自
由
に
な
っ
た
。

懸
命
に
治
療
を
続
け
て
い
た
と
き
漢
詩
に
出
会
い
、
リ
ハ
ビ
リ
を
兼
ね
気
に
入
っ
た
も
の
は
色
紙
に

書
く
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
書
を
嗜
ん
で
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
筆
運
び
は
速
か
っ
た
。
そ
し
て
達
筆
ぶ
り
が
評

判
に
な
り
、
結
婚
祝
い
や
新
築
祝
い
に
求
め
ら
れ
た
と
い
う
。
書
に
集
中
す
る
眼
差
し
は
仕
事
の
と

き
同
様
に
鋭
か
っ
た
が
、
御
披
露
目
す
る
と
き
は
穏
や
か
だ
っ
た
。

昭
和
四
五
年
、
長
年
副
会
長
を
務
め
た
技
術
員
協
会
が
、
宮
城
県
森
林
組
合
職
員
連
盟
と
名
を
改

め
た
と
き
、
片
田
は
そ
の
会
長
に
な
っ
た
。
そ
の
設
立
総
会
、
さ
ら
に
大
会
で
は
壇
上
に
立
ち
挨
拶

を
し
た
。
発
語
が
不
自
由
な
彼
に
代
わ
り
、
事
務
局
の
者
が
代
読
し
た
。
そ
の
間
、
指
を
ピ
ン
と
伸

ば
し
た
手
を
両
足
の
脇
に
揃
え
、
背
筋
を
伸
ば
し
ま
っ
す
ぐ
前
を
向
い
て
い
た
。
声
は
違
っ
て
も
、

言
葉
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
片
田
の
も
の
だ
っ
た
。

雅
号
は
「
林
月
」
と
し
た
。
ど
ん
な
理
由
で
そ
う
し
た
の
か
。
そ
れ
を
周
囲
に
明
か
す
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
壇
上
で
毅
然
と
す
る
姿
は
、
月
夜
に
す
っ
く
と
伸
び
る
木
立
の
静
謐
と
凛
々
し
さ
を
感

じ
さ
せ
た
。

扉
写
真
提
供
／
白
石
蔵
王
森
林
組
合

片田の揮毫した色紙
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