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月　報月　報

四
十
年
以
上
の
記
者
生
活
で
、
二
つ
の

転
機
が
あ
っ
た
。
最
初
は
四
十
歳
を
超
え

た
こ
ろ
。
正
月
休
み
に
突
然
、「
今
年
は

大
勢
の
人
と
知
り
合
い
に
な
ろ
う
」
と
い

う
思
い
が
沸
き
上
が
っ
た
。

友
人
の
誘
い
に
は
積
極
的
に
参
加
し

た
。
取
材
で
出
会
っ
た
人
に
は
、
そ
の
友

人
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
。
結
婚
し
て
子

供
が
生
ま
れ
る
と
生
活
が
安
定
し
、
さ
ら

に
そ
の
思
い
は
強
ま
っ
た
。

あ
ち
こ
ち
で
知
り
会
っ
た
人
た
ち
か
ら

声
を
掛
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
驚
く
ほ

ど
多
く
の
人
と
つ
な
が
り
が
で
き
た
。
人

間
関
係
に
も
自
信
が
で
き
、
か
つ
て
は
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
引
っ
込
み
思
案
だ
っ
た

性
格
も
変
わ
っ
て
き
た
。

次
の
転
機
は
長
男
が
中
学
一
年
生
で
不

登
校
に
な
っ
た
と
き
だ
。
学
校
に
行
か
な

く
な
っ
た
彼
は
、
昼
は
寝
て
、
日
が
暮
れ

る
と
起
き
出
し
、
深
夜
か
ら
朝
ま
で
パ
ソ

コ
ン
を
い
じ
っ
て
い
た
。
ど
う
し
て
不
登

校
に
な
っ
た
の
か
、
自
分
で
も
分
か
ら
な

い
彼
は
、
生
活
の
不
規
則
と
と
も
に
悩
ん

で
い
る
ら
し
い
。
そ
う
思
っ
た
私
は
、
深

夜
ま
で
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
う
彼
に
付
き

合
っ
た
。

そ
の
と
き
何
気
な
く
手
に
し
た
の
が

『
啄
木
全
集
』
だ
っ
た
。
読
み
始
め
る
と

石
川
啄
木
が
不
登
校
の
草
分
け
だ
っ
た
こ

と
が
分
か
っ
た
。
私
は
彼
の
短
歌
や
詩
、

日
記
、
小
説
な
ど
に
夢
中
に
な
っ
た
。
特

に
短
歌
と
日
記
に
感
銘
を
受
け
、
何
度
も

読
み
返
し
た
。

そ
う
し
て
読
書
に
熱
中
す
る
と
、
記
事

に
も
自
信
が
で
き
た
。
取
材
相
手
の
心
情

に
理
解
が
深
ま
り
、
自
分
の
記
事
を
読
み

返
し
て
も
、
よ
く
書
け
た
と
思
っ
た
り

し
た
。

読
む
力
は
書
く
力
だ
と
思
う
。Ｉ
Ｔ（
情

報
技
術
）
の
普
及
で
、
誰
で
も
ど
こ
で
も

簡
単
に
情
報
を
受
け
取
っ
た
り
、
発
信
で

き
た
り
す
る
環
境
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

書
い
た
こ
と
が
本
当
に
自
分
の
言
い
た
い

こ
と
な
の
か
、
相
手
に
伝
え
た
い
こ
と
な

の
か
、
も
う
一
度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

り
そ
う
だ
。

（
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相
手
を
思
い
や
る
心

岡
崎
ラ
グ
ビ
ー
ス
ク
ー
ル
校
長

野
々
山

明
宏

氏

創
立
以
来
半
世
紀
の
歴
史
を
も
つ
岡
崎

ラ
グ
ビ
ー
ス
ク
ー
ル
。
こ
れ
ま
で
、
延
べ

六
五
〇
〇
人
の
修
了
生
を
輩
出
し
た
。
現

在
は
市
内
を
中
心
に
、
幼
児
か
ら
中
学
生

ま
で
約
八
十
人
が
在
籍
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
、
伝
統
あ
る
ス
ク
ー

ル
の
校
長
に
新
し
く
就
任
し
た
の
が
、

野
々
山
明
宏
氏
で
あ
る
。

野
々
山
氏
と
ラ
グ
ビ
ー
の
出
会
い
は
、

小
学
校
一
年
生
の
と
き
で
あ
る
。
岡
崎
ラ

グ
ビ
ー
ス
ク
ー
ル
の
創
立
者
の
一
人
で
あ

る
父
親
の
影
響
で
通
い
始
め
た
。

「
は
じ
め
は
、
ボ
ー
ル
を
持
っ
た
ま
ま
全

速
力
で
走
り
切
る
こ
と
が
楽
し
か
っ
た
。

ボ
ー
ル
を
使
っ
た
鬼
ご
っ
こ
み
た
い
で
、

本
当
に
楽
し
く
て
、
楽
し
く
て
。
そ
の
と

き
か
ら
、
ラ
グ
ビ
ー
を
辞
め
た
い
と
思
っ

た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。」

ひ

ラ
グ
ビ
ー
の
楽
し
さ
に
惹
か
れ
、
高
校

の
部
活
動
、
社
会
人
の
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
と

ラ
グ
ビ
ー
を
続
け
た
。

「
ラ
グ
ビ
ー
を
や
っ
て
き
て
、
パ
ス
を
つ

な
い
で
い
く
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
ま
し

た
。
相
手
の
こ
と
を
思
い
や
り
、
受
け
手

の
こ
と
を
考
え
て
パ
ス
を
出
す
こ
と
、
そ

の
パ
ス
が
ど
ん
ど
ん
つ
な
が
っ
て
い
く
こ

と
が
と
て
も
う
れ
し
く
感
じ
ま
し
た
。」

そ
し
て
、
再
び
本
ス
ク
ー
ル
に
携
わ
る

よ
う
に
な
り
、
多
く
の
方
に
推
さ
れ
て
指

導
者
と
な
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
子
供
た
ち

に
教
え
る
難
し
さ
を
日
々
感
じ
て
い
る
と

言
う
。

「
こ
ち
ら
が
話
す
だ
け
で
は
、
聞
い
て
い

な
い
子
供
が
多
い
。
だ
か
ら
、
プ
レ
ー
を

実
際
に
や
っ
て
見
せ
て
、
子
供
た
ち
に
や

ら
せ
て
、
褒
め
て
指
導
し
ま
す
。
本
人
が

体
を
動
か
し
て
実
際
に
や
ら
な
い
と
身
に

付
き
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
身
に
付
け
た
技

術
を
、
子
供
自
身
が
、
自
分
で
判
断
し
て

試
合
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、

本
当
に
う
れ
し
く
思
え
ま
す
。」

岡
崎
ラ
グ
ビ
ー
ス
ク
ー
ル
は
、
五
十
年

間
、
順
風
満
帆
に
進
ん
で
き
た
わ
け
で
は

な
い
。
平
成
十
一
年
頃
か
ら
は
、
生
徒
数

が
徐
々
に
減
り
、存
続
の
危
機
も
あ
っ
た
。

「
一
学
年
、
七
人
そ
ろ
わ
な
い
と
き
が
あ

り
ま
し
た
。
宣
伝
し
た
り
、
保
護
者
の
方

に
呼
び
か
け
を
し
た
り
し
て
も
、
な
か
な

か
ラ
グ
ビ
ー
の
楽
し
さ
を
伝
え
き
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
苦
し
か
っ
た
。」

何
と
か
多
く
の
人
に
ラ
グ
ビ
ー
を
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
、
で
き
る
こ
と
は
何
で

も
や
ろ
う
と
考
え
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
で
ラ
グ
ビ
ー
ボ
ー
ル
を
パ
ス
す
る
体
験

活
動
を
行
っ
た
。
ま
た
、
岡
崎
城
下
家
康

公
ま
つ
り
で
、
子
供
と
一
緒
に
ボ
ー
ル
を

持
ち
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
を
着
て
パ
レ
ー
ド
に

参
加
し
た
。
そ
う
し
た
活
動
に
加
え
、
日

本
で
開
催
さ
れ
た
「
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド

カ
ッ
プ
」
の
影
響
も
あ
り
、
入
校
希
望
者

は
続
々
と
増
え
て
い
る
。

ラ
グ
ビ
ー
の
魅
力
に
つ
い
て
、

「
や
は
り
、O

N
E
T
EA
M

。
体
が
大
き

く
な
く
て
も
、
足
が
速
く
な
く
て
も
、
ど

ん
な
子
で
も
役
割
が
あ
る
の
で
、
活
躍
で

き
、
一
つ
に
な
れ
ま
す
。
ラ
グ
ビ
ー
憲
章

に
は
、『
尊
重
』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
自
分
勝
手
な
パ
ス
を
出
す
の
で
は
な

く
、
ボ
ー
ル
の
受
け
手
の
こ
と
を
考
え
た

パ
ス
を
出
す
。
そ
の
過
程
で
、
相
手
を
思

い
や
る
心
を
育
て
た
い
で
す
。」

と
熱
く
語
る
。

い
つ
か
き
っ

と
こ
の
ス
ク
ー

ル
か
ら
日
本
代

表
を
出
し
た
い

と
、
目
を
輝
か

せ
な
が
ら
話
す

野
々
山
氏
の
挑

戦
は
続
く
。

氏

名

の
の
や
ま

あ
き
ひ
ろ

生
年
月
日

昭
和
四
十
九
年
四
月
八
日

住

所

岡
崎
市
福
岡
町

学
校
行
事
の

意
義
と
役
割
を
問
い
続
け
る

井
田
小
学
校

校
長

山
本

照
司

例
年
、
五
月
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
小
学
校
の
運
動
会
。
保
護
者
や
教
員
の

負
担
軽
減
、
子
供
の
健
康
管
理
を
考
え
て

種
目
数
を
絞
る
な
ど
、
全
国
各
地
で
競
技

や
演
技
へ
の
時
短
化
、
縮
小
化
が
進
ん
で

い
る
。
本
校
に
お
い
て
も
、
学
年
の
演
技

時
間
を
短
縮
し
た
り
、
学
区
共
同
開
催
で

行
わ
れ
る
交
通
安
全
・
防
災
防
犯
パ
レ
ー

ド
を
縮
小
し
た
り
し
て
、
加
重
負
担
に
な

ら
な
い
運
動
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討

や
改
善
を
進
め
て
き
た
。

そ
ん
な
時
代
の
流
れ
の
中
、
み
ん
な
で

力
を
合
わ
せ
、
持
て
る
力
を
出
し
切
っ
て

新
し
い
成
果
や
感
動
を
味
わ
う
運
動
会
に

し
た
い
と
願
い
、
今
年
度
、
行
進
を
全
校

集
団
演
技
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
金
管
バ

ン
ド
部
の
奏
で
る
行
進
曲
と
と
も
に
、
市

内
で
い
ち
ば
ん
多
く
の
児
童
数
を
有
す
る

井
田
小
学
校
の
一
一
五
三
人
が
、
一
斉
に

前
へ
踏
み
出
し
た
。
そ
の
瞬
間
、
一
人
一

ふるさとシリーズ－この人に聞く－／羅針盤
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Ａ
子
の
思
い
に
寄
り
添
っ
て

美
川
中
学
校

教
諭

伴

峰
昌

四
月
、
中
学
二
年
生
に
進
級
し
た
Ａ
子

の
担
任
と
な
っ
た
。
一
学
期
半
ば
を
過
ぎ

た
頃
、
Ａ
子
は
、
体
調
不
良
で
欠
席
を
し

た
こ
と
を
機
に
、
欠
席
が
続
く
よ
う
に

な
っ
た
。
家
庭
訪
問
を
し
て
も
本
人
に
会

え
な
い
状
態
が
続
い
た
。
Ａ
子
と
会
っ
て

話
を
し
た
い
。
Ａ
子
の
笑
顔
を
見
た
い
。

気
持
ち
ば
か
り
が
焦
っ
た
。

明
確
な
欠
席
理
由
も
見
い
出
せ
ず
、

Ａ
子
の
様
子
は
、
母
親
を
通
し
て
知
る
こ

と
し
か
で
き
な
く
な
っ
た
。
病
院
で
は
、

当
分
は
登
校
刺
激
を
与
え
な
い
と
い
う
診

断
を
受
け
た
。
Ａ
子
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
貯

ま
る
ま
で
待
つ
し
か
な
か
っ
た
。

中
学
三
年
生
に
進
級
し
た
Ａ
子
。
始
業

式
の
日
に
家
庭
訪
問
を
し
、
Ａ
子
の
部
屋

の
ド
ア
越
し
に
声
を
か
け
た
。

「
今
年
も
担
任
を
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に

な
っ
た
よ
。
よ
ろ
し
く
ね
。」

時
が
止
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
静
寂
。
残

念
な
が
ら
反
応
は
な
く
、
Ａ
子
の
家
を
あ

と
に
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
翌
朝
、
Ａ
子
の
母
親
か
ら

学
校
に
電
話
連
絡
が
入
っ
た
。

「
Ａ
子
が
会
う
っ
て
言
っ
て
い
ま
す
。」

私
が
帰
っ
た
後
、
ご
両
親
が
は
た
ら
き

か
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
。
夕
方
、
Ａ
子

が
私
を
玄
関
で
出
迎
え
て
く
れ
た
。

そ
の
日
以
来
、家
庭
訪
問
の
際
に
、Ａ
子

が
楽
し
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
話
し
た
。

小
学
校
の
子
供
会
で
フ
ッ
ト
ベ
ー
ス
ボ
ー

ル
に
参
加
し
た
と
き
の
こ
と
を
笑
顔
で
話

す
Ａ
子
。
そ
の
様
子
か
ら
、
少
し
ず
つ
学

校
の
話
題
を
出
し
て
い
こ
う
と
決
め
た
。

私
が
学
校
で
の
出
来
事
を
伝
え
る
よ
う

に
な
っ
て
、
始
め
は
あ
ま
り
表
情
を
変
え

ず
に
聞
い
て
い
た
Ａ
子
だ
が
、
時
お
り
笑

み
を
浮
か
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
姿

を
見
て
、
一
学
期
の
半
ば
、
学
校
の
行
事

を
見
に
来
る
こ
と
を
提
案
し
て
み
た
。
し

か
し
、
Ａ
子
は
黙
り
こ
ん
だ
後
、

「
ち
ょ
っ
と
ま
だ
無
理
。」

と
つ
ぶ
や
い
た
。

二
学
期
。
会
話
の
中
か
ら
、
Ａ
子
が
学

校
の
出
来
事
に
関
心
を
も
ち
始
め
た
の
が

読
み
取
れ
た
。
チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
い
、
九

月
の
終
わ
り
、
文
化
祭
の
合
唱
コ
ン
ク
ー

ル
で
歌
う
曲
の
入
っ
た
Ｃ
Ｄ
と
楽
譜
を
手

渡
し
た
。
文
化
祭
数
日
前
に
は
、
級
友
か

ら
の
手
紙
を
携
え
て
、家
庭
訪
問
を
し
た
。

「
合
唱
を
見
に
来
て
は
ど
う
か
な
。
み
ん

な
Ａ
子
に
会
い
た
が
っ
て
い
る
よ
。」

級
友
の
手
紙
に
目
を
通
し
た
Ａ
子
は
、

小
声
で
は
あ
っ
た
が
、
力
強
く

「
行
っ
て
み
よ
う
か
な
。」

と
言
っ
た
。

文
化
祭
当
日
、
Ａ
子
は
母
親
と
共
に
登

校
し
た
。
私
は
、
体
育
館
の
後
方
で
Ａ
子

に
寄
り
添
う
こ
と
に
し
た
。
歌
が
始
ま
る

と
、
Ａ
子
が
微
か
に
聞
こ
え
る
声
で
口
ず

さ
ん
だ
。
歌
を
覚
え
て
い
た
の
だ
と
分

か
っ
て
、
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

「
み
ん
な
、
す
ご
い
ね
。
う
ま
い
ね
。」

そ
う
言
っ
て
Ａ
子
は
笑
っ
た
。

文
化
祭
以
降
、
Ａ
子
は
週
一
回
の
別
室

登
校
の
目
標
を
自
ら
掲
げ
た
。
私
は
、
数

人
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
別
室
で
給
食
を
と

る
機
会
を
設
け
た
。

三
学
期
、
Ａ
子
の
卒
業
式
参
加
の
気
持

ち
を
高
め
た
い
と
願
い
、
フ
ッ
ト
ベ
ー
ス

ボ
ー
ル
大
会
を
計
画
し
た
。
Ａ
子
の
大
好

き
な
種
目
で
あ
る
。

「
学
級
レ
ク
で
フ
ッ
ト
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
大

会
を
や
る
ん
だ
。
参
加
し
て
は
ど
う
。」

給
食
の
際
に
、
声
を
か
け
た
。
Ａ
子
は

少
し
考
え
た
後
、
こ
う
つ
ぶ
や
い
た
。

「
出
て
み
よ
う
か
な
。」

数
日
後
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
フ
ッ
ト

ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
を
楽
し
む
Ａ
子
の
姿
が

け

あ
っ
た
。
ボ
ー
ル
を
蹴
る
。
塁
上
を
走

る
。
級
友
と
声
を
掛
け
合
う
。
Ａ
子
の

ま
ぶ

笑
顔
が
眩
し

か
っ
た
。

三
日
後
の

卒
業
証
書
授

与
式
。
Ａ
子

は
ク
ラ
ス
メ

イ
ト
と
共
に

卒
業
証
書
を

受
け
取
り
、

輝
く
笑
顔
で

巣
立
っ
て

い
っ
た
。

人
の
真
剣
な
表
情
が
輝
き
を
放
ち
、
全
身

を
使
っ
て
表
現
す
る
集
団
美
や
一
体
感

が
、
運
動
場
か
ら
観
客
席
へ
と
溢
れ
出
し

た
。「
元
気
に
手
を
振
り
な
が
ら
歩
い
て

い
る
我
が
子
を
見
て
い
る
だ
け
で
な
ん
だ

か
泣
け
て
く
る
」。
来
賓
テ
ン
ト
の
裏
に

い
た
保
護
者
が
、
そ
の
感
動
を
思
わ
ず
口

に
し
た
。

体
育
主
任
が
、「
練
習
時
間
は
例
年
と

同
じ
。
違
う
の
は
気
持
ち
の
も
ち
方
と
伝

え
方
。
小
指
を
目
の
高
さ
で
揃
え
て
手
腕

を
元
気
よ
く
振
ろ
う
。
足
音
を
一
つ
に
合

わ
せ
よ
う
」
と
、
指
導
内
容
を
具
体
的
に

伝
え
て
、練
習
に
臨
む
気
持
ち
を
高
め
た
。

発
達
段
階
に
大
き
な
差
が
あ
る
小
学
生
に

分
か
り
や
す
く
心
に
響
く
指
導
は
、
子
供

た
ち
の
向
上
心
を
喚
起
し
、
一
一
五
三
人

の
圧
巻
の
全
校
集
団
演
技
を
創
り
上

げ
た
。

地
域
と
学
校
を
結
ぶ
重
要
な
学
校
行
事

は
数
多
い
。
時
代
の
要
請
に
応
え
る
鍵
と

な
る
の
は
、
我
々
教
師
が
、
子
供
た
ち
を

育
て
る
と
い
う
意
識
を
醸
成
し
な
が
ら
、

行
事
の
適
切
な
在
り
方
や
運
営
方
法
を
考

究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
学
校
行
事
の
「
時

短
化
」「
縮
小
化
」
が
進
む
中
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
学
校
行
事
を
通
し
て
育
て
る
力

と
は
何
か
、
そ
の
意
義
や
役
割
を
再
認
識

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
未
来
へ
の
成
果

の
形
と
し
て
残
せ
る
集
団
へ
の
所
属
意
識

や
連
帯
感
を
し
っ
か
り
見
据
え
、
今
後
の

学
校
行
事
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

ふれあい
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小太郎岩（樫山町）
昔、樫山の里に市川小太郎という力
持ちがいた。あるとき、熊野の山から
畳一枚ほどで厚さが一尺あまりもある
大きな一枚岩を背負って帰り、村の通
りにある小川の橋にした。この小川を
往来する村人は難儀を救われて、たい
そう喜んだが、それにもまして小太郎
の怪力にひどく驚いた。

昭
和
四
十
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
お
か

ざ
き
の
む
か
し
ば
な
し
」
の
巻
末
に
て
、

編
者
宇
野
正
一
氏
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
現
代
に
生
き
る
も
の
は
民
話
を
人
間
の

た
ま
し
い
の
現
象
と
し
て
、大
切
に
扱
い
、

庶
民
の
貴
重
な
文
化
財
と
し
て
発
掘
し
、

残
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
責
任
が
あ
る
。」

歴
史
深
い
町
岡
崎
に
、
今
も
残
さ
れ
る

昔
話
や
、
そ
の
史
跡
に
触
れ
る
経
験
を
通

し
て
、子
供
た
ち
は
多
く
の
こ
と
を
学
び
、

感
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
子
供
た
ち

は
、
や
が
て
先
人
た
ち
か
ら
受
け
取
っ
た

も
の
を
次
代
へ
と
受
け
継
い
で
い
く
立
場

と
な
り
、
更
に
価
値
を
高
め
て
い
く
に
違

い
な
い
。

今
回
「
お
か
ざ
き
の
む
か
し
ば
な
し
」

「
続
・
お
か
ざ
き
の
む
か
し
ば
な
し
」
と

「
ぬ
か
た
の
民
話
」
に
掲
載
さ
れ
る
昔
話

の
中
か
ら
、
市
内
に
残
る
史
跡
に
ま
つ
わ

る
話
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
。
急
速
に
開

発
が
進
み
、
風
景
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い

く
中
で
も
、
こ
れ
ま
で
受
け
継
い
で
き
た

岡
崎
の
歴
史
や
昔
話
を
、
こ
れ
か
ら
も
守

り
続
け
て
い
き
た
い
。

観音様のくれた餅（竜泉寺町）
信心深い村人と経典を背中に乗せた
馬がはるばる京都から寺を目指した
が、途中の急坂で馬が立ち止まってし
まう。村人が一心に経文を唱えると白
髪の老人が現われ、馬の舌の形をした
餅を与えた。すると馬はたちまち元気
を取り戻し、寺に辿りついた。

雨ごい石（羽根町）
日照りが続いたある夏の日、村人が

す うなぎ

池に棲みつく大鰻を退治した。そのお
礼として、岡の竜宮に棲む竜神に雨を
降らせてもらうことができた。その
後、石に姿を変えた鰻を雨ごい石とし

まつ

て神社に祀り、この池を鰻池と呼ぶよ
うになった。

今なお語り継がれる 岡崎の昔話

▲孝婦とらの像（生平町）Ａ 貧しい家に生まれたとらは、父の看
病をしながら家族のために働いた。
そんな孝行が認められ、とらは、
殿様から褒美をもらった。
今も生平小学校内で子供たちの姿を
見守っている。

◀竜海山のお地蔵さん（明大寺町）Ｄ
仕事中に命を落とす不幸にあった、

まつ

働き者の小僧が祀られている。

▲おかざきのむかしばなし▲続おかざきのむかしばなし▲ぬかたの民話「小太郎岩」他

▲村積山の毒石（奥山田町）Ｂ
この石に触ると病にかかるとさ
れる。

▲上里神社（上里）Ｃ
夢の中で助けを求めたとされる

まつ

川底観音が祀られている。
▲稲荷神社の「雨ごい石」（羽根町）

◀
馬
に
餅
を
与
え
た
話
が
伝
わ

る
実
相
寺
（
竜
泉
寺
町
）

◀
怪
力
自
慢
の
小
太
郎
が
川
に
渡
し
て

橋
に
し
た
小
太
郎
岩
（
樫
山
町
）
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ま さちちょうじゃ

真福長者（真福寺町）
岩津の里に真福という若者がいた。
ある日、真福が子供たちにいじめられ
ていた青ヘビを助けると、その晩、そ
の青ヘビが枕元に現れ一匹の犬を置い
ていった。真福は、青ヘビの言った通
りにその犬に毎日たくさんのご飯をあ
げた。すると、ご飯を食べた犬の口か
ら金塊が出てきた。次の日もその次の
日も犬は金塊を出し、真福は大金持ち
になった。真福寺はその真福が建てた
お寺だと言われている。

三鹿の渡し（大門・北野町）
足利尊氏が、京の都に上ろうとして、大門の里ま
でやってきた。しかし、矢作川が大水で渡れない。
大門の八剣神社にお祈りしたところ、三頭の白い鹿
が現れ、尊氏の軍勢を導いた。
また、徳川家康が桶狭間の戦いに敗れ大樹寺に逃
げようとしたのだが、大水で矢作川が渡れなかった。
絶体絶命の家康は、川の堤防の松の木の下で、川向
こうの八剣神社にお祈りしたところ、このときも三
頭の白い鹿が現れ、家康を導いた。

矢作の里（矢作町）
やまとたけるのみこと
日本武尊が賊を退治しよ
うとこの地を訪れたとき、
矢が足りないことに気づい
た。そのとき、光輝く着物
を着た一人の神様が、中洲
に生えている矢竹を切り、
日本武尊のもとに届けた。
その後、日本武尊はその矢
で賊を滅ぼした。このよう
なことがあってから、この
地は矢作の里と呼ばれ、川
の名も矢作川と呼ばれるよ
うになった。

かなぶつ

金仏（若松町）
ある夏、若松村では水
が足りず、思うように米
作りができなかった。そ
こで村人が池づくりを始
めると、地中から金の仏
像が出てきた。和尚は、
豊年満作を確信し、池を
掘り続けると、水がこん
こんとわき始め、若松村
は水の心配もなく、実り
豊かな村となった。

じょう る り

浄瑠璃姫伝説（矢作町）
牛若丸（のちの源義経）が矢作の
里に泊まった夜、浄瑠璃姫の奏でる
美しい琴の音色が聞こえてきた。
牛若丸は琴の音色に合わせ、笛を吹
いた。それをきっかけに、二人は心
を寄せ合った。牛若丸は旅の途中で
あったので二人は別れたが、約束の
時期になっても戻ってこない牛若丸
に忘れられたと思い込んだ浄瑠璃姫
は、悲しさのあまり菅生川に身を投
げた。

主人を守った犬（宮地町・下和田町）
やすふじ

上和田城主の宇都宮泰藤が白い犬を連れて鷹狩に出掛
けた。神社で休んでいると、木の上から大蛇が今にも襲
いかかろうとしていた。それを見つけた白い犬は危険を
知らせるために激しく吠え立てたが、泰藤は眠りを妨げ
られたことに怒り、犬の首を刀ではねてしまう。犬の体
は2つに切れたが、頭は大蛇ののどに食らいついて泰藤
を守った。このことから、この神社を「犬頭神社」と名
付けた。一方、尻尾は下和田の地まで飛んだ。人々は、
そこにお宮を建て、「犬尾神社」と名付けた。

▲真福が建てたとされる真福寺（真福寺町）

▲等周寺の「金仏」（若松町）

今なお語り継がれる 岡崎の昔話

▲犬尾神社（下和田町）

樫山町

◀
鹿
が
松
（
初
代
）（
北
野
町
）

Ａ
生平町

竜泉寺町

▲犬頭神社（宮地町）

Ｂ

真福寺町

奥山田町

明大寺町
Ｄ

羽根町

若松町

上里

Ｃ大門

矢作町

宮地町

下和田町

北野町

▶
鹿
が
松
（
5
代
目
）

▲誓願寺の「浄瑠璃姫の墓」（矢作町）

▲矢作神社の「矢竹」（矢作町）
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●
教
育
最
新
情
報

◆
来
年
度
の
研
究
発
表
校

来
年
度
の
市
委
嘱
校
の
研
究
主

題
と
公
開
す
る
授
業
の
教
科
・
領

域
は
次
の
予
定
で
あ
る
。

○
緑
丘
小
学
校
（
国
語
科
・
算
数
科
）

・
十
月
二
十
一
日（
水
）

【
研
究
主
題
】

「
主
体
的
に
学
び
続
け
る
子
供
の

育
成

―
目
標
・
学
習
・
評
価
の
一
体
化
を

通
し
て
―
」

○
細
川
小
学
校
（
全
教
科
）

・
十
月
二
十
八
日（
水
）

【
研
究
主
題
】

「
学
び
に
向
か
う
力
を
育
む
授
業

の
創
造

〜
「
み
ん
な
で
学
ぶ
・
み
ん
な
が
伸

び
る
チ
ー
ム
学
習
」
を
通
し
て
〜
」

○
額
田
中
学
校
（
全
教
科
）

・
十
一
月
十
一
日（
水
）

【
研
究
主
題
】

「
自
ら
学
び
続
け
、
未
来
を
切
り

拓
く
こ
と
が
で
き
る
生
徒
の
育
成

―
Ｃ
Ｒ
Ｓ
で
「
学
び
に
向
か
う
力
」

を
引
き
出
す
授
業
づ
く
り
―
」

◆
自
主
発
表

○
竜
海
中
学
校

・
十
一
月
十
三
日（
金
）

○
附
属
岡
崎
中
学
校

・
九
月
二
十
九
日（
火
）

○
附
属
特
別
支
援
学
校

・
十
一
月
六
日（
金
）

○
附
属
岡
崎
小
学
校

・
十
一
月
十
九
日（
木
）

〜
二
十
日（
金
）

◆
第
63
回
小
中
学
校
書
き
初
め
展

一
月
十
八
日（
土
）、
十
九
日

（
日
）の
二
日
間
、
岡
崎
市
美
術
館

に
お
い
て
、
小
中
学
校
書
き
初
め

展
が
開
催
さ
れ
た
。

市
内
小
中
学
校
及
び
聾
学
校
、

愛
知
教
育
大
学
附
属
学
校
か
ら

二
千
点
以
上
の
作
品
の
出
品
が
あ

り
、
展
示
さ
れ
た
。

昨
年
度
か
ら
二
日
間
の
開
催
と

な
っ
た
が
、
本
年
度
も
六
千
人
余

り
の
方
が
会
場
を
訪
れ
、
児
童
生

徒
が
心
を
込
め
て
仕
上
げ
た
作
品

を
鑑
賞
し
た
。

展
示
さ
れ
た
書
き
初
め
作
品
は

文
集
「
お
か
ざ
き
」
に
掲
載
さ

れ
る
。

●
表

彰

◆
令
和
元
年
度
全
国
中
学
校
体
育

大
会

第
27
回
全
国
中
学
校
駅
伝
大
会

○
女
子
の
部

優
勝

六
ツ
美
北
中

区
間
賞

三
区
六
ツ
美
北
中

鈴
村

愛
菜

五
区
六
ツ
美
北
中

桟
敷
真
菜
美

◆
第
68
回
愛
知
県
中
学
校
駅
伝
大
会

○
男
子

二
位

竜
海
中
学
校

三
位

葵
中
学
校

区
間
賞
・
区
間
新

二
区

葵
中

河
野

温
喜

○
女
子

優
勝

六
ツ
美
北
中
学
校

三
位

矢
作
北
中
学
校

区
間
賞

二
区
六
ツ
美
北
中

松
山

由
奈

三
区
六
ツ
美
北
中

鈴
村

愛
菜

四
区
六
ツ
美
北
中

小
山

心
結

五
区
六
ツ
美
北
中

小
嶋

聖
來

◆
2
0
1
9
愛
知
陸
上
競
技
協
会

駅
伝
競
走
大
会

○
中
学
男
子
の
部

優
勝

竜
海
中
Ａ

池
上
琉
一
・
十
河
拓
平

西
野

成
・
山
口
浩
崇

◆
交
通
安
全
第
71
回
岡
崎
市
民

駅
伝
競
走
大
会

一
月
十
九
日（
日
）に
市
民
駅
伝

競
走
大
会
が
開
か
れ
た
。
市
内

中
学
校
か
ら
、
男
子
32
チ
ー
ム
、

女
子
32
チ
ー
ム
が
参
加
し
た
。

【
大
会
の
結
果
】

○
中
学
校
男
子
の
部

優
勝

竜
海
中
学
校
Ａ

二
位

矢
作
中
学
校
Ａ

三
位

葵
中
学
校

四
位

六
ツ
美
北
中
学
校
Ａ

五
位

南
中
学
校
Ａ

六
位

竜
南
中
学
校
Ａ

○
中
学
校
女
子
の
部

優
勝

六
ツ
美
北
中
学
校
Ａ

二
位

矢
作
北
中
学
校
Ａ

三
位

竜
海
中
学
校
Ａ

四
位

矢
作
北
中
学
校
Ｂ

五
位

六
ツ
美
北
中
学
校
Ｂ

六
位

矢
作
中
学
校
Ａ

お知らせ
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二
位

葵
中
Ａ

栂
野
暖
人
・
中
山

楓

近
藤
晴
弥
・
河
野
温
喜

三
位

矢
作
中
Ａ

榊
原
寛
也
・
近
田
一
耀

細
井
奏
太
郎
・
竹
田
大
輔

○
中
学
女
子
の
部

優
勝

竜
海
中
Ａ

髙
木
杏
珠
・
天
野
花
音

壁
谷
衿
奈
・
西
島
沙
羅

二
位

矢
作
北
中
Ａ

折
谷
優
実
・
高
吉
も
も
こ

森
田
琉
水
・
本
田
万
結

三
位

矢
作
北
中
Ｂ

内
田
詩
乃
・
森
田
玲
那

秋
竹
奏
音
・
秋
竹
凛
音

◆
第
7
回
全
国
小
中
学
校
リ
ズ
ム

ダ
ン
ス
ふ
れ
あ
い
コ
ン
ク
ー
ル
東

海
大
会

○
中
学
生
規
定
曲
の
部

Ｃ
Ｂ
Ｃ
テ
レ
ビ
賞（
全
国
大
会
出
場
）

河
合
中
学
校

河
合
☆
☆

◆
第
38
回
全
国
小
学
生
バ
ン
ド

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

銅
賞

竜
美
丘
小
学
校

◆
第
54
回
全
国
野
生
生
物
保
護
実

績
発
表
大
会

日
本
鳥
類
保
護
連
盟
会
長
褒
状

美
合
小
学
校

◆
第
13
回
東
海
・
北
陸
地
区
中
学
生

も
の
づ
く
り
教
育
フ
ェ
ア
in
愛
知

第
18
回
創
造
ア
イ
デ
ア
ロ
ボ
ッ
ト

コ
ン
テ
ス
ト

○
基
礎
部
門

優
勝（
全
国
大
会
に
出
場
）

福
岡
中

西
村

勇
吹

梅
村

空
輝

二
位（
全
国
大
会
に
出
場
）

福
岡
中

都
築

那
葵

小
野

煌
蘭

三
位（
全
国
大
会
に
出
場
）

福
岡
中

鷲
津

晴
大

川
﨑

寛
大

◆
平
成
31
年
度
フ
ラ
ワ
ー
・
ブ
ラ

ボ
ー
・
コ
ン
ク
ー
ル

○
学
校
花
壇
コ
ン
ク
ー
ル

優
秀
賞（
え
び
せ
ん
べ
い
の
里
賞
）

形
埜
小
学
校

○
校
外
花
壇
コ
ン
ク
ー
ル

優
秀
賞

形
埜
小
学
校

◆
平
成
31
年
度
フ
ラ
ワ
ー
・
ブ
ラ

ボ
ー
・
コ
ン
ク
ー
ル
付
帯
事
業

○
東
山
植
物
園
モ
デ
ル
花
壇
設
計

図
コ
ン
ク
ー
ル

特
選（
東
山
植
物
園
賞
）

形
埜
小
学
校

○
花
と
私
の
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

愛
知
県
知
事
賞

形
埜
小

神
谷

奈
津

中
日
新
聞
社
賞

形
埜
小

今
井
龍
一
朗

○
私
た
ち
の
学
校
花
壇
を
描
い
た

写
生
コ
ン
ク
ー
ル

中
日
新
聞
社
賞

形
埜
小

井
戸
田
飛
鳥

◆
第
34
回
「
Ｗ
Ｅ

Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ

ト
ン
ボ
」
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル

金
賞（
朝
日
小
学
生
新
聞
賞
）

羽
根
小

宮
内

蒼
真

◆
第
44
回
ゆ
う
ち
ょ
ア
イ
デ
ア
貯

金
箱
コ
ン
ク
ー
ル

す
て
き
な
デ
ザ
イ
ン
・
ア
イ
デ
ア
賞

大
門
小

高
瀬

葵

連
尺
小

神
谷

明
熙

根
石
小

大
橋

一
輝

◆
第
69
回
全
国
小
・
中
学
校
作
文

コ
ン
ク
ー
ル

○
中
学
校
の
部

最
優
秀
賞甲

山
中

服
部

沙
紀

優
秀
賞

甲
山
中

加
藤

桃
子

佳
作

竜
海
中

野
田

一
翔

◆
第
13
回「
い
つ
も
あ
り
が
と
う
」

作
文
コ
ン
ク
ー
ル

○
高
学
年
の
部

佳
作

岩
津
小

大
水

音
諒

◆
第
38
回
中
学
生
非
行
防
止
ポ
ス

タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル

愛
知
県
知
事
賞

竜
海
中

安
宅

来
光

◆
2
0
1
9
年
度
明
る
い
選
挙
啓

発
ポ
ス
タ
ー

入
選

竜
海
中

林

木
葉

◆
第
71
回
赤
い
羽
根
協
賛
児
童
生

徒
作
品
コ
ン
ク
ー
ル

○
書
道
の
部

佳
作

竜
海
中

丹
下

優
妃

○
ポ
ス
タ
ー
の
部

佳
作

南
中

杉
浦

由
莉

◆
第
60
回
小
学
校
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

特
選
Ｃ
Ｂ
Ｃ
ラ
ジ
オ
賞

梅
園
小

石
原

南
子

◆
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
作
文

コ
ン
テ
ス
ト

○
小
学
生
の
部

中
日
新
聞
社
賞

城
南
小

中
根

鏡
子

◆
Ｊ
Ａ
共
済
小
中
学
生
書
道
コ
ン
ク
ー
ル

○
半
紙
の
部

金
賞（
中
部
大
会
に
進
出
）

城
南
小

内
田

結

◆
第
87
回
全
国
書
画
展
覧
会

○
画
の
部

特
選

城
北
中

為
水
ひ
な
た

○
書
の
部

特
選

南
中

手
嶌
咲
美
子

特
選

南
中

小
畑

晴
香

特
選

南
中

酒
井

麻
衣

◆
第
35
回
全
国
硬
筆
コ
ン
ク
ー
ル

○
小
学
五
、
六
年
の
部

文
部
科
学
大
臣
賞

上
地
小

牧

美
里

◆
第
16
回
「
徳
川
記
念
財
団
コ
ン

ク
ー
ル
in
岡
崎
」
徳
川
家
康
公
作

文
コ
ン
ク
ー
ル

最
優
秀
賞（
德
川
賞
）

三
島
小

手
島
奏
太
朗

優
秀
賞（
家
康
賞
）

井
田
小

海
老
澤
亮
誠

竜
美
丘
小

松
澤

央
都

竜
海
中

柿
澤

絃
彰

岡
崎
市
長
賞

附
属
岡
崎
小

根
本
真
菜
美

岡
崎
市
教
育
委
員
会
教
育
長
賞

上
地
小

内
田

葵

岡
崎
商
工
会
議
所
会
頭
賞

大
樹
寺
小

山
中

健
介

中
日
新
聞
社
賞

竜
美
丘
小

中
田

絢
日

大
樹
寺
貫
主
賞

藤
川
小

山
口

深
里

伊
賀
八
幡
宮
宮
司
賞

大
樹
寺
小

平
山

沙
和

龍
城
神
社
宮
司
賞

附
属
岡
崎
小

服
部

悠
希

お知らせ
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昭
和
三
十
年
、
本
校
は
、
文
部
省
の
産
業
教
育

研
究
指
定
校
に
指
定
さ
れ
た
。
産
業
教
育
と
は
、

現
在
の
技
術
・
家
庭
科
の
こ
と
で
あ
る
。当
時
は
、

美
し
い
校
庭
を
作
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
産
業
教

育
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。

写
真
は
、
校
庭
整
備
の
一
環
と
し
て
、
校
舎
南

側
に
あ
る
生
徒
用
通
路
を
、
全
校
生
徒
と
教
師
た

ち
が
一
緒
に
な
っ
て
、
整
備
し
て
い
る
様
子
で
あ

る
。
同
時
に
、
現
在
の
校
舎
南
側
の
昇
降
口
前
に

あ
る
築
山
に
、『
明
朗
に
し
て
自
由
、
健
康
に
し

て
は
つ
ら
つ
』
と
い
う
校
訓
塔
が
設
置
さ
れ
た
。

今
も
美
し
い
校
庭
の
整
備
は
、
生
徒
た
ち
の
心

を
豊
か
に
育
て
る
大
切
な
要
素
で
あ
る
。

＊もしすべてのことに意味があるなら
鈴木 美穂

ダイヤモンド社 ￥1，430

心に残った一文
神様は、乗り越えられない試練は与えない。

若くしてがんにかかった筆者。「ミヤネ屋」
など、デスク兼キャスターとして活躍の最中
の衝撃であり、「ただ、泣くことしかできな
かった」と語る。
自身の病気や命に向き合い、人との出会い
をきっかけとして、絶望が光に変わる。そし
て、自身の辛い体験を生かし、がん患者とそ
の人を支える人たちのための施設「マギーズ
東京」を設立した。仕事、恋愛、結婚、社会、
夢について綴られる本書。「生きる」「生かさ
れる」意味について考えさせられる一冊で
ある。

＊円谷幸吉 命の手紙 松下茂典
文藝春秋 ￥1，580

＊日本の戦後を知るための12人 池上 彰
文藝春秋 ￥1，650

＊ダンゴムシに心はあるのか 森山 徹
ＰＨＰ出版 ￥880

城南小 高鍬 利行

頬
を
赤
く
染
め
、
風
を
切
っ
て
雪
の
斜
面
を

滑
る
子
供
た
ち
。
何
度
転
ん
で
も
起
き
上
が

り
、
挑
戦
す
る
。「
大
丈
夫
」
と
差
し
伸
べ
ら

れ
た
手
か
ら
、
仲
間
の
温
か
さ
が
伝
わ
る
。

雪
山
で
の
経
験
を
終
え
た
子
供
た
ち
は
、
思

い
や
り
の
心
や
集
団
行
動
を
身
に
付

け
、
一
回
り
頼
も
し
く
成
長
す
る
。

伝
え
ら
れ
て
き
た
「
岡
崎
の
昔
話
」。
そ
れ

ぞ
れ
の
話
に
は
、
ふ
る
さ
と
岡
崎
に
息
づ
く
先

人
の
思
い
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

次
代
を
創
る
子
供
た
ち
が
、
目
を
輝
か
せ
な

が
ら
、
先
人
の
思
い
を
、
そ
し
て
、
ふ
る
さ
と

岡
崎
を
語
る
。
そ
ん
な
姿
を
楽
し
み
に

し
て
い
る
。

止
ま
ら
な
い
ラ
グ
ビ
ー
へ
の
熱
い
思

い
。
子
供
た
ち
に
「
尊
重
」
の
精
神
を

伝
え
、
相
手
を
思
い
や
る
心
を
育
て
た
い
と
語

る
野
々
山
氏
。

ク
ラ
ス
の
児
童
が
、
ラ
グ
ビ
ー
を
始
め
た
と

う
れ
し
そ
う
に
言
っ
た
。
ラ
グ
ビ
ー
の
魅
力
を

知
る
人
た
ち
の
裾
野
が
広
が
る
こ
と
を
願
う
。 ホ

ッ

と

フォト・ヒストリー岡崎の教育／この本を／ホッと

���

���

舗装路整備
（昭和30年）

写真提供：南中学校

如 月

何度でも挑戦（新香山中）

・
カ

ッ

ト

竜

南

中

野
々
山

真

衣




