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と
って
お
き
の
話

只見学

▼
長
ら
く
ご
愛
読
い
た
だ
い
た
「
町

史
と
っ
て
お
き
の
話
」
は
今
回
の
連

載
で
終
了
し
ま
す
。

▼
連
載
の
最
後
を
飾
る
執
筆
者
は
久

野
俊
彦
先
生
で
す
。
こ
れ
ま
で
３
回

連
載
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
た
び
に

新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
今
回

は
只
見
町
に
残
る
古
い
書
物
が
全
国

的
に
み
て
た
い
へ
ん
価
値
の
高
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
解
説
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

書
物
の
郷
・
只
見

　
愛
知
県
内
に
は
、
真
福
寺
大
須
文

庫
・
蓬
左
文
庫
・
岩
瀬
文
庫
な
ど
、

名
高
い
文
庫
が
あ
る
た
め
、
多
く
の

古
典
籍
が
存
在
し
ま
す
。
そ
の
こ
と

を
、阿
部
泰
郎
龍
谷
大
学
教
授
は〝
書

物
の
王
国
〞と
言
っ
て
い
ま
す（『
愛

知
県
史 

別
編 

文
化
財
４
典
籍
』「
あ

と
が
き
」
二
〇
一
六
年
）。〝
書
物
の

王
国
〞
が
あ
る
な
ら
、〝
書
物
の
マ

チ
、
書
物
の
ム
ラ
〞
が
あ
る
と
私
は

考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
奥
会
津

地
方
の
村
落
に
多
く
の
書
物
が
存
在

民
具
〈
知
識
の
容
れ
物
〉
と
し
て
の
書
物

―
〝
書
物
の
郷
〞
只
見
町
で
の
書
物
調
査
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
① 

―

し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
私
は
二
〇
〇
三
年
ご
ろ
か
ら
奥
会

津
地
方
、
と
く
に
只
見
町
で
古
典
籍

を
含
む
書
物
の
調
査
を
続
け
て
い
ま

す
。
そ
の
過
程
の
な
か
で
、
村
落
に

は
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
多
く
の

書
物
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
古
典
籍
・
書
物
の
歴
史
は
、
お
も

に
都
市
や
そ
の
近
郊
の
寺
社
聖
教
典

籍
、貴
族
・
大
名
の
文
庫
、蔵
書
家
、

書
店
・
貸
本
屋
の
資
料
か
ら
研
究
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
私
は
、
村

落
の
書
物
を
探
す
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
続
け
る
こ
と
が
、
書
物
の
歴
史

を
た
ど
る
旅
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

〝
書
物
の
郷
〞を
考
え
る
こ
と
で
、
日

本
の
村
落
に
は
こ
ん
な
に
も
古
典
籍

が
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
す
。

只
見
町
で
の

　
民
具
と
書
物
の
収
集

　
一
九
六
五
年
（
昭
和
四
〇
年
）
ご

ろ
か
ら
の
農
業
の
機
械
化
な
ど
に
よ

っ
て
、
農
具
が
廃
棄
さ
れ
て
い
く
中

で
、
消
滅
の
危
機
を
感
じ
た
只
見
町

の
町
民
は
、
公
民
館
の
事
業
と
し
て

民
具
の
収
集
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

一
九
六
九
年
（
昭
和
四
四
年
）
の
集

中
豪
雨
に
よ
る
集
落
の
移
転
や
、
只

見
ダ
ム
建
設
に
と
も
な
う
一
九
八
三

年
（
昭
和
五
八
年
）
の
石
伏
集
落
の

移
転
で
は
、
そ
れ
ら
の
集
落
か
ら
民

具
が
収
集
さ
れ
ま
し
た
。
民
具
の
使

い
方
や
作
り
方
を
よ
く
知
る
町
民
が
、

収
集
さ
れ
た
民
具
の
記
録
化
に
あ
た

る
と
い
う「
民
具
記
録
の
只
見
方
式
」

は
、民
具
学
で
有
名
に
な
り
ま
し
た
。

二
〇
〇
三
年
（
平
成
一
五
年
）
に
は

「
会
津
只
見
の
生
産
用
具
と
仕
事
着

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
、
約
二
三

〇
〇
点
の
民
具
が
国
重
要
有
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
の
で
す
。

　
民
具
収
集
の
過
程
で
、
た
く
さ
ん

の
書
物
が
収
集
さ
れ
、
石
伏
集
落
の

書
物
を
中
心
に
只
見
町
教
育
委
員
会

に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
世
史
に

お
け
る
古
文
書
調
査
の
過
程
で
は
、

村
落
の
書
物
は
ほ
と
ん
ど
注
意
さ
れ

ず
、
書
物
の
収
集
や
調
査
が
あ
ま
り

さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。し
か
し
、

只
見
町
で
は
書
物
が
民
具
と
し
て
収

集
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

知
識
の

　
容
れ
物
と
し
て
の
書
物

　
民
具
と
し
て
の
書
物
の
議
論
は
、

書
誌
学
者
の
大
沼
晴
暉
氏
が
指
摘
し

て
い
ま
し
た
。
大
沼
氏
は
、『
民
具
研

究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
一
九
八
五
年
）

の
「
民
具
と
図
書
」
に
お
い
て
、
図

書（
書
物
）の
書
誌
学
的
な
把
握
は
、

い
わ
ば
民
具
の
形
態
・
編
年
・
機
能

把
握
に
等
し
く
、
写
本
か
ら
刊
本
へ

の
変
化
は
、
自
製
民
具
か
ら
大
量
生

産
へ
の
変
化
に
も
比
せ
ら
れ
、
一
点

の
図
書
の
著
録
は
、
博
物
館
や
資
料

館
で
の
一
点
の
民
具
を
資
料
化
す
る

作
業
で
あ
る
、
と
述
べ
ま
し
た
。
し

か
し
、
大
沼
氏
の
見
解
は
そ
の
後
の

民
俗
・
民
具
研
究
に
生
か
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
く
、
書
物
を
民
俗
資
料
・

民
具
と
し
て
扱
う
研
究
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
の
で
す
。再
び
大
沼
氏
は
、

民
俗
学
・
考
古
学
で
は
物
・
物
質
文

化
を
広
く
集
め
て
比
較
検
討
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
知
識
や
こ
と
ば
、
そ

し
て
そ
の
容
れ
物
で
あ
る
図
書
（
書

物
）
は
、
一
つ
の
物
、
物
質
文
化
で

あ
り
、
図
書
も
ま
た
も
っ
と
も
古
く

か
ら
の
民
具
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た

か
、
と
述
べ
て
い
ま
す（「
書
誌
学
と

民
俗
考
古
学
」『
図
説 

書
誌
学 

古
典

籍
を
学
ぶ
』
二
〇
一
〇
年
）。

　
こ
う
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
る
と
、
一
九
八
〇
年
代
に
只
見

町
で
書
物
が
民
具
と
し
て
収
集
さ
れ

て
き
た
こ
と
は
画
期
的
な
こ
と
で
し

た
。
村
落
で
の
端
本
（
た
と
え
ば
全

五
巻
の
う
ち
一
巻
だ
け
残
る
も
の
）

の
書
物
は
、
一
点
だ
け
で
は
意
味
を

な
さ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
ら
を
地
域
に
共
有
さ
れ
た
総
体
と

し
て
と
ら
え
、
同
類
資
料
を
収
集
・

比
較
し
て
、
製
作
さ
れ
た
書
物
の
形

態
と
技
術
、
そ
の
機
能
・
象
徴
性
と

変
遷
、
さ
ら
に
は
人
々
の
生
活
と
の

関
わ
り
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と

は
、
モ
ノ
と
し
て
の
書
物
を
通
し
た

民
俗
・
民
具
研
究
と
い
え
ま
す
。

早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師

久ひ
さ

野の

　
俊と

し

彦ひ
こ
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