
［ちくほう地域研究］
地域をつくる「ふるさと
紙芝居」のススメ
――高齢者の社会参加の試み――

筑豊地域研究会会員
菊ケ丘「語ろう会」会員

久門　守

第
一
話　

始
ま
り
始
ま
り
～
っ

さ
て
お
立
ち
合
い
。
ご
用
の
あ
る
方
も
な
い
方
も
、
ち
ょ
っ

と
見
て
く
れ
、
聞
い
ち
ょ
く
れ
。
こ
こ
に
並
び
ま
し
た
お
じ
い

ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
北
九
州
市
は
足
立
山
の
ふ
も
と
寿

山
（
じ
ゅ
ざ
ん
）
校
区
か
ら
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
紙
芝
居
屋

の
面
々
で
す
。
寿
山
を
ひ
っ
く
り
返
す
と
傘
寿
。
傘
寿
を
ひ
っ

く
り
返
す
と
寿
山
。
八
十
、九
十
歳
代
の
「
傘
寿
一
座
」
と

六
十
、七
十
歳
代
の
「
寿
山
一
座
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
つ
で

も
、
ど
こ
で
も
、
だ
れ
で
も
で
き
る
紙
芝
居
。
電
気
の
い
ら
な

い
紙
芝
居
。
結
構
毛
だ
ら
け
猫
灰
だ
ら
け
。
地
元
を
題
材
に
し

た
「
ふ
る
さ
と
紙
芝
居
」
の
始
ま
り
、
始
ま
り
～
っ
。

　

　

カ
チ
・
カ
チ
・
カ
チ
と
拍
子
木
の
音
が
響
い
た
と
こ
ろ
で
、

舞
台
箱
の
扉
を
開
け
ま
し
ょ
う
。
小
倉
の
中
心
部
か
ら
東
を
向

い
て
、
鳥
が
翼
を
広
げ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
が
足
立
山
で

す
。
西
麓
の
住
民
サ
ー
ク
ル
「
菊
ケ
丘
『
語
ろ
う
会
』」（
略

称
「
語
ろ
う
会
」
＝
会
員
二
十
四
人
）
は
、〝
地
域
調
べ
〟
を

し
て
は
紙
芝
居
で
発
表
す
る
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
社各地を訪問して「ふるさと紙芝居」を上演している「寿山一座」

　

カ
チ
・
カ
チ
・
カ
チ

第
一
話　

始
ま
り
始
ま
り
～
っ　

第
二
話　

�

写
真
が
な
け
れ
ば
「
記
憶

絵
」
で

第
三
話　

�

ち
ょ
っ
と
紙
芝
居
の
歩
み
を

第
四
話　

�

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
勝
負

第
五
話　

�

こ
つ
こ
つ
挑
ん
で
十
七
作

第
六
話　

�「
記
録
す
る
会
」、
マ
ッ
プ
、

コ
ー
ナ
ー
も

第
七
話　

�

コ
マ
絵
と
共
に
大
事
な
絵

地
図

第
八
話　

�

自
分
の
失
敗
、
素
早
く
忘

れ
る

第
九
話　

�

こ
れ
か
ら
通
る
き
ょ
う
の
道

　

カ
チ
・
カ
チ
・
カ
チ
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会
参
加
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
発
表
し
た
十
七
作
品
は
ぜ
ん
ぶ
筑
豊
を
含
む
北
九

州
地
域
に
題
材
を
求
め
ま
し
た
。
歴
史
に
埋
も
れ
た
炭
鉱
、
大

水
害
、
文
豪
松
本
清
張
が
無
名
の
時
代
に
歩
い
た
道
…
…
内
容

は
す
べ
て
事
実
、
実
話
で
す
。
と
き
ど
き
マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
反
響
や
波
紋
に
や
る
気
と
色
気
を
出

し
て
い
ま
す
。
た
か
が
紙
芝
居
で
す
が
、
さ
れ
ど
紙
芝
居
。
平

成
二
十
年
一
月
に
会
を
つ
く
っ
て
間
も
な
く
十
年
。
こ
れ
を
機

に
少
し
理
屈
、
へ
理
屈
を
交
え
な
が
ら
、
助
け
合
っ
て
歩
ん
で

き
た
「
な
か
ま
旅
」
の
道
の
り
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

第
二
話　

写
真
が
な
け
れ
ば
「
記
憶
絵
」
で

「
語
ろ
う
会
」
自
慢
の
紙
芝
居
も
、
発
足
時
か
ら
あ
っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
会
員
の
大
半
が
住
む
菊
ケ
丘
地
区
（
下

富
野
４
丁
目
の
ほ
ぼ
半
分
の
旧
地
名
）
に
は
小
倉
炭
鉱
の
大
き

な
社
宅
が
あ
り
、
ヤ
マ
は
昭
和
四
十
年
に
閉
山
し
ま
す
。
筑
豊

と
違
っ
て
、
工
場
地
帯
、
市
街
地
と
隣
合
わ
せ
て
い
た
の
で
、

従
業
員
の
再
就
職
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
、
入
居
し
て
い
た
人
々

は
土
地
、
建
物
を
払
い
下
げ
て
も
ら
い
、
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
ま

ま
住
み
続
け
ま
し
た
。
反
面
、
再
開
発
や
宅
地
開
発
で
石
炭
産

業
の
痕
跡
は
急
速
に
消
え
、
忘
れ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。「
こ

の
ま
ま
で
は
寂
し
過
ぎ
る
」
と
い
う
声
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、

地
域
史
発
掘
を
目
指
す
「
語
ろ
う
会
」
で
し
た
。

元
炭
鉱
マ
ン
や
か
つ
て
「
炭
鉱
主
婦
」
と
呼
ば
れ
た
女
性
た

ち
は
、
思
い
出
を
語
り
合
い
な
が
ら
つ
る
は
し
や
ス
コ
ッ
プ
、

給
料
袋
、
図
面
、
日
記
な
ど
を
集
め
て
回
り
ま
し
た
。
最
も
力

を
入
れ
た
の
が
写
真
で
す
。
坑
口
、
ホ
ッ
パ
ー
（
貯
炭
庫
）、

修
理
工
場
、
組
合
活
動
の
様
子
、
社
宅
の
生
活
と
い
っ
た
約

六
百
枚
を
提
供
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
で
す
が
、
坑
内
や
採
炭

現
場
を
伝
え
る
も
の
は
、
い
ま
だ
に
一
枚
も
あ
り
ま
せ
ん
。
炭

層
で
は
ガ
ス
が
発
生
し
、
石
炭
を
掘
れ
ば
粉
塵
が
舞
い
ま
す
。

防
爆
装
置
が
付
い
た
特
殊
な
カ
メ
ラ
で
な
け
れ
ば
撮
影
が
難
し

い
の
で
、
一
般
家
庭
に
は
な
い
の
で
す
。

活
動
を
始
め
て
一
年
た
っ
た
こ
ろ
、「
記
憶
絵
」
と
い
う
言

葉
が
浮
か
び
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
の
ア
タ
マ
に
は
た
く
さ

ん
〝
映
像
〟
が
残
っ
て
い
ま
す
。
地
底
な
ど
の
写
真
が
な
け
れ

ば
記
憶
を
絵
に
す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
、
い
ろ
い
ろ
描
い

て
み
ま
し
た
。「
図
画
」
は
尋
常
小
学
校
で
ち
ょ
っ
と
習
っ
た

だ
け
の
会
員
で
す
が
、
な
か
な
か
の
出
来
ば
え
で
し
た
。
絵
地

図
も
含
め
て
三
十
枚
、
四
十
枚
と
た
ま
っ
て
き
た
と
き
、
多
く

の
人
に
見
て
も
ら
い
た
く
な
っ
て
、
ひ
ら
め
い
た
の
が
紙
芝
居

だ
っ
た
の
で
す
。
一
枚
一
枚
に
台
詞
（
せ
り
ふ
）
を
付
け
て
上

手
に
並
べ
た
ら
、
そ
れ
な
り
に
「
物
語
」
に
な
る
は
ず
、
と
考

え
た
次
第
で
す
。

　

し
か
し
、
会
員
が
紙
芝
居
を
見
た
の
は
も
う
半
世
紀
以
上

前
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
農
山
村
育
ち
は
目
に
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
う
な
ん
で
す
。
む
か
し
大
流
行
し
た
紙
芝
居
も
、

全
国
津
々
浦
々
で
演
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
多
い

都
市
の
路
地
裏
、
空
き
地
の
お
楽
し
み
だ
っ
た
の
で
す
。
私
た

ち
は
図
書
館
へ
出
か
け
て
、
基
礎
知
識
を
仕
入
れ
ま
し
た
。
街

頭
紙
芝
居
の
実
物
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
教
育
用
や
幼
児

向
け
は
か
な
り
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

第
三
話　

ち
ょ
っ
と
紙
芝
居
の
歩
み
を

こ
こ
で
簡
単
に
紙
芝
居
の
歩
み
を
振
り
返
っ
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
切
り
絵
や
影
絵
、
紙
人
形
、
掛
け
軸
、
絵
巻
、
大
き
な
も

の
だ
と
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
、
石
に
彫
ら
れ
た
レ
リ
ー
フ
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
「
絵
」
を
見
せ
な
が
ら
語
る
文
化
は
、
世
界
各
地
で

花
開
き
ま
し
た
。
デ
ジ
タ
ル
画
像
、
Ｃ
Ｇ
の
現
代
を
迎
え
て
も
、

伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
人
た
ち
は
各
地
に
大
勢
い
ま
す
。
わ

が
国
で
創
り
出
さ
れ
た
紙
芝
居
も
こ
ん
な
絵
話
（
え
ば
な
し
）

「炭鉱主婦」たちはメーデーにも参加していた
（昭和33年　伊藤夫佐子さん提供）

「紙芝居屋さん」を描いた『小倉炭鉱物語』の表紙絵
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の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
ひ
と
り
芝
居
」
と
し
て
登
場
し
た
の
は
昭
和
の
初
期
で
す
。

コ
マ
絵
を
納
め
る
額
の
よ
う
な
箱
は
、「
舞
台
」と
か「
舞
台
箱
」

「
舞
台
木
枠
」
と
呼
ば
れ
、「
語
ろ
う
会
」
で
は
誤
解
を
避
け
る

た
め
「
舞
台
箱
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
紙
芝
居
と
い
う
言
葉
は

「
紙
の
芝
居
」「
紙
の
絵
芝
居
」
を
縮
め
た
も
の
と
し
て
定
着
し

て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

や
が
て
『
黄
金
バ
ッ
ト
』
や
『
少
年
タ
イ
ガ
ー
』
な
ど
名
作

が
次
々
に
送
り
出
さ
れ
ま
す
。
ト
ー
キ
ー
（
発
声
映
画
）
の
普

及
で
職
を
失
っ
た
無
声
映
画
弁
士
の
参
入
も
あ
っ
て
業
界
に「
活

弁
（
か
つ
べ
ん
）
口
調
」
を
土
台
に
し
た
独
特
の
話
術
が
広
が

り
、
紙
芝
居
の
魅
力
と
人
気
は
み
る
み
る
高
ま
っ
て
い
き
ま
し

た
。
日
中
戦
争
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
と
軍
部
や
政
府
の
国

威
発
揚
、
戦
争
遂
行
に
利
用
さ
れ
ま
す
。
警
察
の
検
閲
下
、『
国

民
み
な
戦
士
』『
軍
神
の
母
』
と
い
っ
た
軍
国
も
の
が
増
え
、
子

ど
も
だ
け
で
な
く
大
人
た
ち
も
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

検
閲
は
戦
後
も
、
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
に

よ
っ
て
四
年
ほ
ど
続
き
ま
す
。
進
駐
し
て
初
め
て
出
会
っ
た

「kam
ishibai

」（
カ
ミ
シ
バ
イ
）
の
、
驚
く
ほ
ど
の
社
会
的
影

響
力
に
気
付
い
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
す
ぐ
取
り
締
ま
り
基
準
を
設

け
、
内
容
に
目
を
光
ら
せ
た
の
で
す
。

紙
芝
居
は
簡
素
で
小
さ
な
メ
デ
ィ
ア
で
す
が
、
隠
れ
た
と
こ

ろ
に
強
烈
な
パ
ワ
ー
を
秘
め
て
い
ま
す
。
そ
の
源
は
巨
大
メ

デ
ィ
ア
が
持
ち
え
な
い
対
面
に
よ
る
「
目
の
チ
カ
ラ
」「
声
の

チ
カ
ラ
」
に
あ
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
分
析
し
て
い
ま
す
。
ち

な
み
に
、
当
時
の
「
紙
芝
居
屋
さ
ん
」「
紙
芝
居
師
」
は
全
国

で
約�

五�

万
人
。
生
活
は
、
子
ど
も
が
小
遣
い
で
買
う
水
あ
め
、

せ
ん
べ
い
、
ニ
ッ
ケ
水
、
酢
コ
ン
ブ
、
味
付
け
ス
ル
メ
、
型
抜

き
お
菓
子
（
通
称
は
「
か
た
ぬ
き
」）
な
ど
の
売
り
上
げ
に
支

え
ら
れ
ま
し
た
。

『
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
』
や
『
悪
魔
く
ん
』
で
知
ら
れ
る
漫
画

家
水
木
し
げ
る
さ
ん
は
こ
の
こ
ろ
紙
芝
居
作
者
で
し
た
。
自
叙

伝
『
ね
ぼ
け
人
生
』
の
一
部
で
す
。

〈
紙
芝
居
の
仕
組
み
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
本
部
が

あ
っ
て
…
こ
れ
は
、
た
い
て
い
「
○
○
画
劇
社
」
と
い
う
名
称

が
つ
い
て
い
る
。「
画
劇
」
と
い
う
の
は
紙
芝
居
の
格
式
ば
っ

た
い
い
か
た
で
…
十
枚
を
一
組
と
し
て
制
作
し
、
こ
れ
を
「
一

巻
」
と
い
っ
た
。
紙
芝
居
作
品
は
学
校
な
ど
で
や
っ
た
教
育
紙

芝
居
を
除
く
と
、
印
刷
を
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
原
稿
が
そ
の

ま
ま
商
品
だ
っ
た
。
痛
み
を
防
ぐ
た
め
に
、
彩
色
を
し
た
あ
と

透
明
ニ
ス
を
塗
っ
た
。
そ
し
て
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
る
ま
で
…
上
演

さ
れ
た
〉

け
れ
ど
も
、
テ
レ
ビ
の
普
及
で
紙
芝
居
屋
は
昭
和
三
十
年
代

の
後
半
、
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
ま
す
。
水
木
さ
ん
の
力
作
で
も

テ
レ
ビ
に
は
太
刀
打
ち
で
き
ず
〈
昨
日
、
十
人
の
子
ど
も
が
見

て
い
た
紙
芝
居
が
、
き
ょ
う
は
八
人
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た

ぐ
あ
い
で
、
そ
の
差
の
二
人
と
は
、
テ
レ
ビ
を
買
っ
た
家
の
子

で
あ
っ
た
。
バ
イ
ニ
ン
（
紙
芝
居
屋
を
さ
す
業
界
言
葉
。
水
あ

め
な
ど
を
販
売
す
る
人
の
意
）
た
ち
も
五
円
で
ア
メ
や
コ
ン
ブ

を
売
る
よ
り
、
工
場
に
勤
め
た
方
が
い
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ

た
〉。
こ
う
し
て
街
頭
紙
芝
居
は
バ
タ
バ
タ
と
姿
を
消
し
て
い

き
ま
し
た
。

紙
芝
居
は
「
過
去
の
メ
デ
ィ
ア
」
に
な
り
ま
し
た
。
け
れ
ど

も
、
歴
史
に
一
度
登
場
し
た
メ
デ
ィ
ア
で
役
立
た
な
い
も
の
は

あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
災
害
で
電
気
が
止
ま
る
と
壁
新
聞
が
作

ら
れ
た
り
、
旗
や
た
き
火
、
人
文
字
が
情
報
発
信
に
使
わ
れ
た

り
す
る
通
り
で
す
。
そ
れ
に
メ
デ
ィ
ア
の
い
の
ち
は
ネ
ッ
ト
時

代
に
な
っ
て
も
、
扱
う
「
中
身
」「
ネ
タ
」
の
質
で
す
。
時
事

性
や
新
奇
性
、
着
眼
点
、
話
題
性
に
秀
で
て
い
た
ら
、
例
え
出

発
点
が
塀
に
張
ら
れ
た
一
枚
の
紙
に
書
か
れ
た
コ
ト
で
あ
っ
て

も
、
必
ず
社
会
へ
広
く
伝
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

第
四
話　

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
勝
負

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
が
絵
本
や
図
録
、
実
物
で
目
に
し
た
紙

芝
居
は
大
半
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
し
た
。
対
し
て
「
語
ろ
う

会
」
の
活
動
は
「
資
料
集
め
、
証
言
集
め
、
現
地
歩
き
」
を
重

視
す
る
事
実
路
線
。
お
の
ず
と
実
録
型
の
紙
芝
居
を
目
指
す

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
紙
芝
居
で
す
よ
」

「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
紙
芝
居
だ
よ
」
と
Ｐ
Ｒ
す
れ
ば
、「
何
だ
、

そ
れ
？
」「
一
銭
紙
芝
居
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
少
し
は
人
の
目

を
引
く
は
ず
、
と
も
そ
ろ
ば
ん
を
は
じ
き
ま
し
た
。

出
来
事
や
証
言
を
並
べ
る
や
り
方
は
、
話
の
筋
が
平
板
で
理

屈
っ
ぽ
く
な
り
が
ち
で
す
。
が
、「
事
実
は
小
説
よ
り
奇
な
り
」

「
人
生
は
ド
ラ
マ
よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
」
で
す
。
一
本
の
紙
芝

居
に
「
へ
ー
っ
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
」「
ま
さ
か
」「
お
や
お
や
」

と
い
う
お
話
を
二
つ
、
い
や
一
つ
で
も
盛
り
込
め
た
ら
、「
起

承
転
結
」
の
「
転
」
と
同
じ
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。
ま
た
制

作
に
向
け
た
調
査
の
過
程
や
事
実
認
定
、
推
定
の
根
拠
を
報
告

文
に
ま
と
め
て
添
付
し
て
お
け
ば
、
紙
芝
居
自
体
が
後
に
は
地

域
資
料
と
し
て
の
価
値
を
有
し
ま
す
。

私
た
ち
は
、
一
人
で
演
じ
る
の
は
最
初
か
ら
あ
き
ら
め
ま
し

た
。
本
人
が
コ
マ
絵
を
引
き
、
語
り
を
や
り
、
鳴
り
物
を
使
う

の
は
、
難
し
過
ぎ
る
の
で
す
。
サ
ー
ク
ル
活
動
で
は
参
加
者
が

極
め
て
限
ら
れ
る
の
も
困
り
ま
す
。「
語
ろ
う
会
」
で
は
多
く

が
加
わ
り
、
出
演
で
き
る
よ
う
に
、
台
詞
を
作
る
人
、
コ
マ
絵

を
描
く
人
、
拍
子
木
を
た
た
く
人
、
舞
台
箱
の
コ
マ
絵
を
引
く

人
、
台
詞
を
読
む
人
、
司
会
を
す
る
人
に
分
け
ま
し
た
。

こ
の
分
業
方
式
で
旗
揚
げ
し
た
の
が
傘
寿
一
座
（
十
一
人
）

と
寿
山
一
座
（
十
人
）
で
す
。
傘
寿
一
座
の
広
石
ミ
ツ
さ
ん
や

永
田
章
子
さ
ん
は
大
正
生
ま
れ
。
多
田
タ
ケ
ヨ
、
河
津
ア
サ
エ
、

神
手
マ
サ
メ
、
松
原
清
子
、
田
中
キ
ミ
子
、
神
谷
二
三
子
さ
ん

た
ち
も
そ
ろ
っ
て
八
十
歳
代
の
後
半
で
す
。
二
年
前
か
ら
外
部

活
動
は
控
え
、
内
輪
で
楽
し
む
だ
け
に
な
り
ま
し
た
が
、
声
は

ま
だ
ま
だ
し
っ
か
り
出
せ
ま
す
。
寿
山
一
座
は
河
津
文
雄
、
河

津
幸
子
、
竹
本
洋
子
、
村
松
綾
子
さ
ん
が
主
力
メ
ン
バ
ー
で

す
。
要
請
が
あ
れ
ば
北
九
州
市
内
と
遠
賀
郡
、
直
方
市
、
中
間
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市
ま
で
は
出
か
け
、
市
民
セ
ン
タ
ー
や
公
民
館
、
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
、
老
人
ホ
ー
ム
、
小
中
学
校
な
ど
で
年
に
十
数
回
の
上

演
を
続
け
て
い
ま
す
。

第
五
話　

こ
つ
こ
つ
挑
ん
で
十
七
作

「
語
ろ
う
会
」
が
「
ふ
る
さ
と
紙
芝
居
」
と
銘
打
っ
て
作
品

を
初
め
て
発
表
し
た
の
は
平
成
二
十
二
年
十
一
月
で
す
。
傘
寿

一
座
が
一
作
目
『
せ
き
た
ん
マ
ン
と
た
ん
こ
う
マ
ン
』（
十
一

コ
マ
・
森
山
尚
二
さ
ん
画
）
を
寿
山
市
民
セ
ン
タ
ー
で
披
露
し

ま
し
た
。
擬
人
の
「
せ
き
た
ん
マ
ン
」
に
は
炭
車
操
縦
員
だ
っ

た
森
重
国
松
さ
ん
が
扮
し
、「
燃
え
る
石
」
に
つ
い
て
説
明
し

ま
し
た
。
続
い
て
『
小
倉
炭
鉱
物
語
』（
十
五
コ
マ
・
同
）、『
小

倉
炭
鉱
社
宅
こ
ど
も
生
活
記
』（
十
五
コ
マ
・
佐
々
木
サ
キ
子

さ
ん
画
）
を
制
作
し
、
出
炭
に
携
わ
っ
た
人
々
と
家
族
の
日
々

を
、
あ
り
の
ま
ま
紹
介
し
ま
し
た
。

幸
運
だ
っ
た
の
は
、
地
元
で
は
言
わ
ず
も
が
な
の
話
で
あ
っ

て
も
、
少
し
離
れ
た
北
九
州
市
内
や
遠
賀
川
流
域
で
「
知
ら
れ

て
い
な
い
炭
鉱
史
の
掘
り
起
し
」
と
し
て
注
目
、
評
価
さ
れ

た
こ
と
で
す
。
最
盛
期
も
筑
豊
の
大
ヤ
マ
の
陰
に
隠
れ
て
い

た
「
ま
ち
の
ヤ
マ
」
の
紙
芝
居
化
は
新
聞
、
テ
レ
ビ
で
詳
し
く

報
じ
ら
れ
、
翌
年
の
三
月
に
は
小
倉
北
区
役
所
の
勧
め
で
『
小

倉
炭
鉱
発
掘
記
』（
Ａ
五
判　

百
六
十
七
ペ
ー
ジ
）
を
出
版
し
、

完
売
し
ま
し
た
。

地
域
に
は
歴
史
が
ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
の

こ
と
を
調
べ
だ
す
と
、
次
か
ら
次
へ
と
関
係
す
る
事
象
が
見
つ

か
り
ま
す
。
私
た
ち
は
小
倉
炭
鉱
の
調
査
か
ら
出
発
し
ま
し
た

が
、
寿
山
小
学
校
は
急
増
す
る
炭
鉱
社
宅
の
子
ど
も
を
受
け
入

れ
る
た
め
に
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。
母
親
た
ち
の
根
気
強
い
働

き
か
け
が
実
っ
た
も
の
で
し
た
。
校
名
に
は
通
常
、
所
在
地

名
を
付
け
ま
す
が
、「
ど
う
し
て
大
畠
で
は
な
く
て
、
寿
山
な

の
？
」
と
疑
問
を
持
っ
た
会
員
が
掘
り
下
げ
た
ら
、
興
味
深
い

事
実
が
わ
か
り
ま
し
た
。

学
制
が
発
布
さ
れ
明
治
五
年
の
春
、
足
立
山
麓
で
初
め
て
の

公
立
小
学
校
が
広
寿
山
福
聚
寺
内
に
誕
生
し
ま
し
た
。
こ
の
学

校
が
「
寿
山
」
と
い
う
名
前
だ
っ
た
の
で
す
。
足
立
村
（
当
時
）

と
親
た
ち
の
拠
出
で
や
が
て
足
立
小
学
校
が
建
設
さ
れ
、
初
代

の
寿
山
小
学
校
は
消
え
ま
す
が
、
時
が
流
れ
て
児
童
の
増
加
で

大
畠
に
校
舎
建
設
が
始
ま
る
と
、
こ
の
歴
史
が
思
い
出
さ
れ
、

昭
和
二
十
七
年
、
二
代
目
の
寿
山
小
学
校
が
よ
み
が
え
っ
た
の

で
し
た
。
私
た
ち
は
「
こ
れ
は
面
白
い
！
」
と
す
ぐ
『
寿
山
小

学
校
物
語
（
あ
ゆ
み
編
）』（
十
コ
マ
・
佐
々
木
さ
ん
画
）
に

ま
と
め
、
学
校
へ
も
寄
贈
し
ま
し
た
。

（１）「ふるさと紙芝居」を初めて披露する「傘寿一座」と　

（２）「せきたんマン」に扮した森重国松さん（平成22年11月　寿山市民センターで）
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江
戸
時
代
に
わ
が
国
で
地
域
の
初
等
教
育
を
担
っ
た
の
が
寺

子
屋
だ
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
坊
さ
ん
た
ち

が
、
庫
裏
（
く
り
）
や
講
堂
で
子
ど
も
に
読
み
書
き
を
教
え
た

の
で
、
あ
ち
こ
ち
の
教
場
も
寺
子
屋
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
明
治
な
っ
て
各
地
の
お
寺
に
小
学
校
が
開
設
さ
れ
た

の
は
、
こ
ん
な
経
緯
に
よ
り
ま
す
。「
語
ろ
う
会
」
も
足
立
山
麓

の
寺
子
屋
は
福
聚
寺
に
あ
っ
た
、
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
桜
の
名
所
・
足
立
山
妙
見
宮
で
会
員
が
故
事
来

歴
を
尋
ね
て
い
る
と
「
寺
子
屋
は
う
ち
に
あ
り
ま
し
た
」
と
い

う
話
が
飛
び
出
し
た
の
で
す
。
そ
の
証
と
し
て
社
務
所
の
奥
の

間
に
「
学
問
の
神
様
・
天
満
宮
」
の
小
さ
な
社
「
邸
内
社
」（
て

い
な
い
し
ゃ
）
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
お

宮
へ
来
る
と
ま
ず
「
学
問
の
神
様
」
を
拝
み
、
そ
れ
か
ら
机
の

前
に
座
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
文
字
資
料
に
は
な
い
〝
発
見
〟

で
し
た
。
こ
ち
ら
は
『
足
立
の
妙
見
さ
ん
』（
十
コ
マ
・
佐
々

部
享
二
さ
ん
画
）
に
ま
と
め
ま
し
た
。

で
は
、
広
寿
山
と
い
う
山
号
を
持
つ
福
聚
寺
は
ど
ん
な
お
寺

な
の
で
し
ょ
う
。
本
堂
の
扉
に
は
立
派
な
桃
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
、
周
り
に
は
赤
い
欄
干
が
。
屋
根
の
上
の
鯱
（
し
ゃ
ち
）
の

よ
う
な
魔
除
け
は
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ス
川
の
神
獣
「
マ
カ
ラ
」

で
し
た
。
寿
山
は
渡
来
し
た
高
僧
た
ち
の
故
郷
の
山
と
し
て
中

国
福
建
省
の
地
図
に
載
っ
て
い
ま
し
た
。
境
内
に
ア
ジ
ア
各
地

の
文
化
の
風
が
吹
い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
『
広
寿
山
と
円
通

寺
』（
十
一
コ
マ
・
村
松
正
さ
ん
画
）
に
し
ま
し
た
。
円
通
寺

は
福
聚
寺
の
古
い
末
寺
で
す
。

第
六
話　
「
記
録
す
る
会
」、
マ
ッ
プ
、
コ
ー
ナ
ー
も

平
成
二
十
三
年
三
月
、
東
日
本
が
大
震
災
に
見
舞
わ
れ
ま
し

た
。
大
変
な
衝
撃
を
受
け
た
翌
四
月
の
例
会
で
、
ひ
と
し
き

り
話
題
に
な
っ
た
の
が
「
二
八
災
」（
に
っ
ぱ
ち
さ
い
＝
北
九

州
大
水
害
の
通
称
）
で
し
た
。
北
部
九
州
は
昭
和
二
十
八
年
六

月
下
旬
、
梅
雨
の
集
中
豪
雨
に
見
舞
わ
れ
、
北
九
州
市
域
で
は

二
十
八
日
の
豪
雨
で
山
が
け
崩
れ
や
土
石
流
が
多
発
、
平
地
は

ほ
ぼ
全
域
が
水
没
し
ま
し
た
。
死
者
・
行
方
不
明
百
八
十
三
人
、

負
傷
者
六
百
二
十
六
人
、
被
災
家
屋
八
万
三
千
戸
―
―
。
予
備

調
査
を
す
る
と
被
災
体
験
の
継
承
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら

ず
、
資
料
は
散
逸
し
、
市
民
が
自
由
に
使
え
る
写
真
も
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

私
た
ち
は
「
ふ
る
さ
と
紙
芝
居
の
出
番
だ
」
と
張
り
切
っ
て
、

『
忘
れ
ま
い
！
足
立
西
麓
の
〝
28
災
〟』（
十
一
コ
マ
）『
子
ど
も

た
ち
の
大
水
害
』（
十
一
コ
マ
）、
筑
豊
全
域
の
被
害
を
主
題
に

し
た
『
遠
賀
川
大
水
害
』（
十
一
コ
マ
＝
以
上
い
ず
れ
も
森
山
さ

ん
画
）
を
作
り
、
あ
ち
こ
ち
で
演
じ
ま
し
た
。
登
場
す
る
の
は

全
員
、
被
災
体
験
者
で
す
。
紙
芝
居
を
見
た
方
た
ち
が
、
ほ
ど

な
く
「
北
九
州
大
水
害
を
記
録
す
る
会
」（
代
表
世
話
人
の
一
人

は
「
語
ろ
う
会
」
会
員
で
も
あ
る
末
永
裕
貴
さ
ん
）
を
結
成
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
記
録
す
る
会
」
は
毎
年
、「
体
験
継
承
の

つ
ど
い
」
や
写
真
展
を
各
地
で
催
し
て
い
ま
す
。

作
家
松
本
清
張
が
朝
日
新
聞
社
員
だ
っ
た
こ
ろ
の
紙
芝
居
も

作
り
ま
し
た
。
足
立
山
麓
に
は
無
名
だ
っ
た
「
清
張
（
き
よ
は

る
）
さ
ん
」
一
家
の
暮
ら
し
た
「
黒
住
旧
居
」
が
あ
り
ま
し
た

が
、
平
成
二
十
五
年
に
解
体
さ
れ
ま
し
た
。
が
っ
か
り
し
た
「
語

ろ
う
会
」
会
員
は
二
年
半
か
け
て
『
足
立
山
と
オ
リ
オ
ン
座　

清
張
さ
ん
の
歩
い
た
道
』（
上
下
巻
計
二
十
二
コ
マ
・
森
山
さ
ん

画
）
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
報
告
会
を
催
す
と
、
う
れ
し
い
こ

と
に
「
清
張
さ
ん
の
道
を
歩
く
会
」
が
生
ま
れ
た
り
、「
黒
住
旧

居
」
の
あ
っ
た
町
内
会
が
北
九
州
市
に
働
き
掛
け
て
、
地
元
の

公
園
の
名
称
を
「
く
ろ
ず
み
清
張
公
園
」
へ
変
え
て
も
ら
っ
た

り
し
ま
し
た
。
小
倉
北
区
役
所
は
清
張
が
頻
繁
に
歩
い
た
三
本

の
道
の
イ
ラ
ス
ト
マ
ッ
プ
を
一
万
枚
発
行
し
ま
し
た
。
清
張
が

校
歌
を
作
詞
し
た
足
立
中
学
校
の
図
書
室
に
は
約
二
百
十
冊
を

並
べ
た
特
別
コ
ー
ナ
ー
も
お
目
見
え
し
ま
し
た
。「
語
ろ
う
会
」

昭和33年に始まった寿山小の学校給食（佐々木サキ子さん画）

邸内社のある寺子屋（佐々部享二さん画）
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は
参
考
資
料
や
図
書
を
提
供
し
て
手
伝
い
ま
し
た
。

こ
と
し
は
十
月
に
霊
峰
・
英
彦
山
の
麓
と
東
小
倉
を
結
ん
で

い
た
『
小
倉
鉄
道
・
添
田
線
物
語
』（
十
三
コ
マ
・
同
）
を
仕

上
げ
ま
し
た
。
こ
の
線
路
は
小
倉
鉄
道
と
し
て
建
設
さ
れ
、
戦

時
買
収
で
国
鉄
に
な
っ
た
筑
豊
炭
田
の
運
炭
線
の
一
本
で
し

た
。
清
張
が
戦
後
、
軍
靴
を
履
い
て
新
聞
社
へ
通
っ
た
〈
線
路

み
ち
〉（『
半
生
の
記
』）
で
も
あ
り
ま
し
た
。

現
在
は
、
手
分
け
し
て
『
英
彦
山
と
小
倉
鉄
道
と
久
女
さ
ん
』

（
仮
題
）
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
主
役
の
杉
田
久
女
は
英
彦

山
を
愛
し
た
俳
人
で
す
。
富
野
菊
ケ
丘
（
現
在
は
上
富
野
一
丁

目
）
の
自
宅
か
ら
「
彦
山
口
」（
現
添
田
駅
）
ま
で
は
小
倉
鉄

道
を
利
用
し
て
い
ま
し
た
。
中
腹
の
奉
幣
殿
近
く
に
「
谺
し
て

山
ほ
と
と
ぎ
す
ほ
し
い
ま
ゝ
」
と
い
う
代
表
作
の
句
碑
が
立
っ

て
い
ま
す
。

一
度
発
表
し
た
も
の
を
作
り
直
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
語

ろ
う
会
」
が
力
を
入
れ
て
い
る
『
わ
た
し
た
ち
の
〝
昭
和
〟』

は
平
成
二
十
八
年
秋
ま
で
に
戦
前
編
（
十
四
コ
マ
・
佐
々
部
さ

ん
画
）、
戦
後
編
（
十
二
コ
マ
・
村
松
さ
ん
画
）
が
い
っ
た
ん

で
き
上
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
こ
れ
を
見
た
人
た
ち
か
ら
「
ぼ

く
は
『
農
兵
隊
』
に
徴
用
さ
れ
た
」「
教
練
を
受
け
て
い
た
と

き
に
、
広
島
の
街
へ
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
瞬
間
を
遠
望
し
た
。

怖
か
っ
た
」「
戦
前
、
わ
た
し
の
母
が
朝
鮮
半
島
の
農
村
で
亡

く
な
り
、
畑
で
荼
毘
（
だ
び
）
に
ふ
し
た
」
な
ど
の
体
験
が
次
々

に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
年
二
月
の
例
会
で
「
新
た

な
戦
時
下
の
体
験
を
加
え
て
再
編
集
し
よ
う
」
と
決
ま
り
、
聞

き
書
き
作
業
を
再
開
し
ま
し
た
。

第
七
話　

コ
マ
絵
と
共
に
大
事
な
絵
地
図

こ
れ
か
ら
は
「
ふ
る
さ
と
紙
芝
居
」
の
制
作
法
や
上
演
法
を

書
き
ま
す
が
、
す
べ
て
「
語
ろ
う
会
」
の
や
り
方
で
す
。「
自

己
流
」
で
す
け
れ
ど
も
、「
分
業
型
紙
芝
居
」
の
参
考
に
な
さ
っ

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

《
コ
マ
絵
は
だ
れ
で
も
描
け
ま
す
》
地
域
調
べ
で
集
ま
っ
た

事
実
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
知
ら
れ
て
い
な
い
お
話
は
平
易
な
言
葉

で
台
詞
に
ま
と
め
、
こ
れ
を
コ
マ
絵
に
し
ま
す
。
会
に
は
四
人

の
「
絵
か
き
さ
ん
」
が
い
ま
す
。
写
真
集
や
古
い
イ
ラ
ス
ト

集
、
会
員
の
記
憶
絵
、
自
身
の
体
験
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
描
い
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
Ｂ
四
判
の
画
用
紙
を
使
用
し
、
下
書
き
の

段
階
で
衣
類
や
乗
り
物
の
型
、
街
並
み
な
ど
を
会
員
が
チ
ェ
ッ

ク
し
て
い
ま
す
。

絵
柄
で
留
意
し
た
い
の
は
、
近
景
・
中
景
・
遠
景
を
混
ぜ
る

点
で
す
。
ア
ッ
プ
の
次
は
ロ
ン
グ
に
、
と
い
っ
た
構
成
、
進
み

具
合
に
し
て
い
き
ま
す
。
陰
影
や
遠
近
は
気
に
し
ま
せ
ん
。
輪

郭
は
強
調
し
て
い
ま
す
。
色
塗
り
に
は
ク
レ
パ
ス
、
色
鉛
筆
、

フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
、
絵
の
具
な
ど
い
ろ
い
ろ
使
っ
て
い
ま
す
。
四

人
と
も
絵
画
を
学
ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
心
に
な
っ
て

い
る
森
山
さ
ん
は
八
十
歳
で
絵
筆
を
握
り
、
た
だ
い
ま
九
十

歳
。「
絵
は
文
字
や
地
図
の
元
。
ま
だ
ま
だ
わ
し
で
も
や
れ
る

わ
い
」
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

絵
が
そ
ろ
っ
た
ら
カ
ラ
ー
複
写
し
、
そ
れ
を
白
い
画
用
紙
に

張
る
と
コ
マ
絵
の
で
き
上
り
で
す
。
イ
ラ
ス
ト
風
、
浮
世
絵
風
、

洋
画
風
、
漫
画
風
と
、
ど
れ
も
個
性
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
原

画
は
別
に
保
存
し
て
、
展
示
会
で
見
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

な
お
、「
ふ
る
さ
と
紙
芝
居
」
は
台
詞
を
コ
マ
絵
の
裏
に
書

か
ず
、「
読
み
札
」
を
別
に
用
意
し
ま
す
。
コ
マ
絵
を
引
く
人

（
コ
マ
絵
係
）と
台
詞
を
読
む
人（
朗
読
係
）が
分
か
れ
る
の
で
、

読
み
札
は
欠
か
せ
な
い
の
で
す
。
こ
ち
ら
は
持
ち
や
す
い
サ
イ

ズ
の
紙
に
し
て
い
ま
す
。
台
詞
に
登
場
す
る
地
名
や
人
名
、
寺

社
名
な
ど
固
有
名
詞
に
は
す
べ
て
ル
ビ
を
振
っ
て
誤
読
を
防
い

で
い
ま
す
。

《
絵
地
図
は
大
事
な
わ
き
役
で
す
》「
語
ろ
う
会
」
は
コ
マ
絵

コマ絵を描く90歳の森山さん

屋根に避難した遠賀町の人々（森山尚二さん画）

(58)

二
〇

［ちくほう地域研究］　



だ
け
で
な
く
、
模
造
紙
に
地
域
の
様
子
を
た
っ
ぷ
り
盛
り
込
ん

だ
絵
地
図
も
作
っ
て
い
ま
す
。
紙
芝
居
の
中
身
を
理
解
し
て
も

ら
う
の
に
都
合
が
い
い
か
ら
で
す
。

小
倉
炭
鉱
関
係
の
紙
芝
居
を
す
る
と
き
、
困
る
の
は
現
地
に

遺
構
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め

『
昭
和
三
十
年
の
足
立
山
麓
絵
図
』（
森
山
さ
ん
作
図
）
で
坑
口

や
ト
ロ
ッ
コ
線
、
発
電
所
、
病
院
の
あ
っ
た
場
所
な
ど
を
指
し

示
し
て
い
ま
す
。
地
域
史
関
係
で
は
『
足
立
山
麓
の
歴
史
散
歩

絵
図
』（
村
松
さ
ん
作
図
）
を
用
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
絵
地
図

の
一
部
が
二
枚
に
な
っ
て
い
て
、
現
在
の
地
域
の
様
子
を
ま
と

め
た
紙
を
パ
ッ
と
外
す
と
、
昭
和
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
の

地
図
が
現
れ
、
そ
こ
に
は
廃
止
さ
れ
た
国
鉄
添
田
線
も
走
っ
て

い
ま
す
。
清
張
の
道
も
、
一
目
で
分
る
絵
地
図
（
同
）
を
活
用

し
て
い
ま
す
。

「
地
図
は
北
を
上
に
」
と
学
校
で
教
わ
り
ま
し
た
が
、「
語
ろ

う
会
」
は
こ
だ
わ
り
ま
せ
ん
。
生
活
感
覚
を
尊
重
し
て
、
私
た

ち
の
絵
地
図
は
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
目
印
で
も
あ
る
足

立
山
（
東
）
が
上
に
な
っ
て
い
ま
す
。

《
手
作
り
し
た
り
も
ら
っ
た
り
》
備
品
で
欠
か
せ
な
い
の
は

舞
台
箱
で
す
。「
語
ろ
う
会
」
は
最
初
、
手
作
り
し
ま
し
た
。

粗
末
過
ぎ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
お
客
さ
ん
か
ら
「
お
金
を
出

し
て
あ
げ
る
か
ら
、
い
い
の
を
買
い
な
さ
い
」
と
声
が
掛
か

り
、
慌
て
て
一
台
購
入
し
ま
し
た
。
飾
り
が
少
な
い
も
の
だ
と

一
万
三
千
円
く
ら
い
で
売
っ
て
い
ま
す
。
芝
居
箱
を
載
せ
る
台

に
掛
け
る
赤
い
幕
は
、
紙
芝
居
を
見
た
小
倉
北
区
今
町
校
区
の

女
性
の
方
た
ち
が
会
の
名
前
を
縫
い
付
け
て
届
け
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

拍
子
木
は
会
員
が
銘
木
で
作
り
、
開
会
か
ら
紙
芝
居
の
始
ま

り
、
終
わ
り
、
休
憩
後
の
再
開
時
な
ど
機
会
を
見
な
が
ら
各
六
，

七
回
た
た
い
て
い
ま
す
。『
足
立
の
妙
見
さ
ん
』
で
は
主
役
の

イ
ノ
シ
シ
の
鳴
き
声
と
し
て
「
ぶ
ー
っ
・
ぶ
ー
っ
・
ぶ
ー
っ
・

ぶ
ー
っ
」
と
「
し
し
笛
」
を
吹
き
ま
す
。
こ
の
竹
笛
は
小
倉
南

区
の
長
寿
者
か
ら
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
本
人
の
手
作
り
で
し

た
。
コ
マ
絵
係
が
吹
く
た
び
に
、
会
場
は
大
き
な
笑
い
声
に
包

ま
れ
て
い
ま
す
。

紙
芝
居
は
通
常
、
十
人
か
ら
二
十
人
く
ら
い
を
対
象
に
演
じ

る
「
極
小
劇
場
」
で
す
が
、
六
十
人
い
や
百
人
近
く
お
い
で
に

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
会
場
が
広
い
と
き
は
、
末
永
さ
ん
が

コ
マ
絵
を
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
ス
ク

リ
ー
ン
や
白
い
壁
に
投
影
し
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
も
、
舞
台

箱
を
会
場
正
面
に
向
か
っ
て
右
側
に
セ
ッ
ト
し
、
わ
き
に
朗
読

係
用
の
ス
タ
ン
ド
マ
イ
ク
を
置
い
て
い
ま
す
。

第
八
話　

自
分
の
失
敗
、
素
早
く
忘
れ
る

《
事
前
点
検
が
大
事
で
す
》「
ふ
る
さ
と
紙
芝
居
」
の
ス
タ
ッ

フ
は
地
味
な
服
装
を
心
が
け
て
い
ま
す
。
コ
マ
絵
を
ち
ょ
っ
と

で
も
目
立
た
せ
る
た
め
で
す
。
朗
読
係
は
大
声
を
出
さ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
声
が
か
す
れ
た
り
、
声
帯
を
傷
め
た
り
し
な

い
よ
う
に
一
本
上
演
で
も
二
人
、
二
本
以
上
だ
と
三
人
に
し
て

い
ま
す
。

芸
を
分
解
し
ま
し
た
の
で
、
準
備
段
階
で
チ
ェ
ッ
ク
を
怠
っ

た
り
、
連
携
が
ま
ず
か
っ
た
り
す
る
と
、
う
ま
く
い
き
ま
せ

ん
。
コ
マ
絵
係
は
朗
読
を
聞
き
な
が
ら
コ
マ
絵
を
引
き
、
朗
読

係
は
コ
マ
絵
の
動
き
に
合
わ
せ
て
声
を
出
し
ま
す
が
、
失
敗
の

大
半
は
、
ど
ち
ら
か
の
札
の
順
番
が
間
違
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
で

す
。
コ
マ
絵
と
読
み
札
の
事
前
点
検
を
怠
っ
た
時
に
起
き
ま

す
。
次
に
多
い
の
は
、
コ
マ
絵
も
し
く
は
読
み
札
を
一
度
に
二

枚
め
く
っ
て
し
ま
う
手
違
い
で
す
。
紙
が
ぴ
た
り
と
く
っ
つ
い

て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
失
態
に
気
付
く
の
が
遅
れ
た
ら

台
無
し
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ち
ょ
ん
ぼ
を
防
ぐ
た
め
に
、

ス
タ
ッ
フ
は
開
演
の
一
時
間
前
に
顔
を
そ
ろ
え
、
舞
台
箱
を
倒

れ
な
い
よ
う
に
設
置
し
た
り
、
コ
マ
絵
と
読
み
札
の
順
番
を
二

人
以
上
で
点
検
し
た
り
、
声
の
調
子
を
確
め
て
い
ま
す
。

さ
り
な
が
ら
〈
人
間
は
「
過
失
の
動
物
」〉
と
随
筆
家
の
寺

田
寅
彦
は
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
老
化
は
進
む
ば
か
り
。
で
、

「
世
間
で
は
『
他
人
の
失
敗
、
厳
し
く
と
が
め
、
自
分
の
失
敗
、

笑
っ
て
ご
ま
か
す
』
そ
う
で
す
が
、
私
た
ち
は
『
他
人
の
失

敗
、
笑
っ
て
見
過
ご
し
、
自
分
の
失
敗
、
素
早
く
忘
れ
る
』
を

モ
ッ
ト
ー
に
し
て
お
り
ま
す
。
し
く
じ
り
は
大
目
に
見
て
い
た

だ
き
、
う
ま
く
行
っ
た
ら
大
き
な
拍
手
を
お
願
い
し
ま
す
」
と

断
っ
て
拍
子
木
を
た
た
い
て
い
ま
す
。

《
と
き
ど
き
顔
を
上
げ
ま
し
ょ
う
》
お
客
さ
ん
と
上
演
中
に

向
き
合
う
の
は
、
コ
マ
絵
係
と
朗
読
係
に
な
り
ま
す
。
と
も
に

紙
芝
居
に
引
き
寄
せ
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
コ
マ

絵
係
は
「
無
言
の
指
揮
者
」
で
す
。
会
場
を
見
渡
し
て
雰
囲
気

を
確
か
め
つ
つ
、
朗
読
が
お
か
し
く
な
い
か
耳
を
傾
け
、
コ
マ

絵
を
素
早
く
引
い
た
り
、
そ
ろ
り
と
引
い
た
り
、
絵
の
中
の
注

目
点
を
指
さ
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

朗
読
係
は
▽
ゆ
っ
く
り
読
む
▽
は
っ
き
り
読
む
▽
正
し
く
読

む
▽
心
を
込
め
て
読
む
▽
と
き
ど
き
顔
を
上
げ
て
読
む
、
を
大

絵地図を説明する村松正さん
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事
に
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
感
情
移
入
は
控
え
目
に
し
て
、
声

色
は
用
い
ま
せ
ん
。

「
と
き
ど
き
顔
を
上
げ
て
」
は
重
要
な
し
ぐ
さ
で
す
。
お
客

さ
ん
に
目
で
「
い
か
が
で
す
か
。
ど
う
で
す
か
」
と
語
り
か
け

る
の
で
す
。「
ふ
る
さ
と
紙
芝
居
」
は
コ
マ
絵
の
枚
数
に
よ
っ

て
、
朗
読
時
間
が
一
枚
四
十
秒
か
ら
六
十
秒
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
ど
の
作
品
も
九
分
～
十
三
分
で
終
わ
り
ま
す
が
、
動

画
に
慣
れ
切
っ
て
い
る
観
客
は
退
屈
し
が
ち
で
す
。
そ
こ
で
ア

イ
コ
ン
タ
ク
ト
に
よ
る
引
き
付
け
効
果
を
大
事
に
す
る
の
で

す
。
従
っ
て
朗
読
係
は
台
詞
を
か
な
り
暗
記
し
て
お
か
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。

《
三
つ
の
型
で
活
動
中
で
す
》
演
目
と
時
間
は
求
め
に
応
じ

て
変
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
三
つ
の
型
を
持
っ
て
い
ま
す
。

室
内
の
「
お
楽
し
み
型
」
は
四
十
五
分
か
ら
一
時
間
十
五
分
で

す
。
紙
芝
居
だ
け
で
な
く
、
会
を
支
援
し
て
く
だ
さ
る
方
た
ち

に
協
力
を
求
め
て
、
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
演
奏
や
マ
ジ
ッ
ク
を
組

み
込
む
場
合
も
あ
り
ま
す
。「
お
勉
強
型
」
は
調
査
報
告
、
写

真
を
含
む
関
連
資
料
紹
介
も
組
み
込
み
ま
す
の
で
一
時
間
三
十

分
か
ら
二
時
間
で
す
。
途
中
で
十
分
休
憩
し
ま
す
。
珍
し
い
の

は
「
散
策
型
」
だ
と
思
い
ま
す
。
紙
芝
居
の
あ
と
に
、
取
り
上

げ
た
現
地
を
訪
ね
歩
く
の
で
す
。
案
内
役
は
会
員
で
、
各
地
か

ら
参
加
が
あ
り
好
評
で
す
。

お
金
に
も
触
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
活
動
で
必
要
な
の
は
交

通
費
（
ガ
ソ
リ
ン
代
・
都
市
高
速
料
金
）、
会
場
費
（
冷
暖
房

費
を
含
む
）、
時
間
に
よ
っ
て
は
会
員
の
食
事
代
が
い
り
ま
す
。

会
場
費
は
依
頼
者
に
負
担
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
交
通
費
や

食
事
代
は
「
謝
礼
」
と
し
て
込
み
で
も
ら
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
、「
い
た
だ
け
る
額
」
に
と
ど
め
て
い
ま
す
。「
語
ろ
う
会
」

か
ら
金
額
の
提
示
は
し
ま
せ
ん
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
や
福
祉

施
設
か
ら
相
談
が
あ
っ
た
場
合
は
、
す
べ
て
を
こ
ち
ら
が
負
担

し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
上
演
は
「
多
く
は
な
い
高
齢

者
の
社
会
参
加
の
機
会
」
で
す
。
そ
れ
に
「
労
作
の
紙
芝
居
」

も
、
見
て
も
ら
え
な
か
っ
た
ら
宝
の
持
ち
腐
れ
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。「
良
か
っ
た
よ
、
と
ほ
め
ら
れ
る
の
が
、
何
よ
り
の

ご
ほ
う
び
」
と
仲
間
た
ち
は
喜
ん
で
出
か
け
て
い
ま
す
。

第
九
話　

こ
れ
か
ら
通
る
き
ょ
う
の
道

「
語
ろ
う
会
」
会
員
の
大
半
は
ネ
ッ
ト
社
会
、
デ
ジ
タ
ル
文

化
に
な
じ
め
ま
せ
ん
。
で
も
、「
ア
ナ
ロ
グ
、
手
作
り
、
お
し
ゃ

べ
り
」
な
ら
得
意
で
す
。
会
員
は
、
自
分
た
ち
の
身
の
丈
に

合
っ
た
、
あ
の
手
こ
の
手
で
自
己
表
現
に
努
め
て
い
ま
す
。
は

し
ゃ
ぎ
過
ぎ
な
い
よ
う
に
、
規
則
に
当
た
る
「
六
つ
の
申
し
合

わ
せ
」
に
は
〈
調
べ
た
こ
と
を
外
で
み
だ
り
に
話
さ
ず
、
み
ん

な
の
役
に
立
つ
も
の
の
み
を
公
表
し
ま
す
〉
と
い
う
条
項
を
盛

り
込
ん
で
い
ま
す
。

「
他
人
に
話
を
聞
い
た
り
、
調
べ
た
り
し
た
者
は
後
世
に
語

り
継
ぐ
義
務
が
あ
る
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
発
表
は
大
切
な

行
為
で
す
。
学
者
、
研
究
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ラ
イ
タ
ー

と
い
っ
た
プ
ロ
だ
け
で
な
く
、「
語
ろ
う
会
」
の
よ
う
な
素
人

の
グ
ル
ー
プ
に
も
課
せ
ら
れ
た
責
務
で
す
。
し
か
し
、
み
ん

な
が
生
活
し
て
い
る
地
域
で
は
、「
き
ず
な
」
と
「
し
が
ら
み
」

が
こ
ん
ぜ
ん
一
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。
判
明
し
た
事
実
を
大
っ

ぴ
ら
に
さ
れ
て
困
る
人
が
い
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん
。
修
復
さ

れ
て
い
た
人
間
関
係
に
新
た
な
亀
裂
が
生
じ
る
こ
と
だ
っ
て
考

え
ら
れ
ま
す
。
お
お
や
け
に
す
る
内
容
が
地
域
づ
く
り
に
役
立

つ
か
ど
う
か
は
慎
重
に
検
討
し
、
誇
張
は
禁
物
で
す
。

「
語
ろ
う
会
」
の
紙
芝
居
は
、
個
人
が
実
名
で
登
場
す
る
の

も
特
徴
で
す
。
大
水
害
や
昭
和
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
は
、
個

人
の
体
験
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
内
容
で
す
の
で
、
聞
き
書
き
を

見
せ
て
本
人
の
同
意
を
得
、
試
演
で
台
詞
を
聞
い
て
も
ら
い
、

そ
の
後
に
発
表
し
て
い
ま
す
。

信
用
を
保
つ
た
め
に
は
「
自
分
た
ち
で
決
め
た
こ
と
を
、
自

分
た
ち
の
方
法
と
責
任
で
や
る
」
と
い
う
姿
勢
を
堅
持
し
て
お

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
の
の
見
方
、
考
え
方
は
会
員
の
間
で

議
論
を
重
ね
、
整
え
て
い
ま
す
。
全
員
一
致
は
求
め
ま
せ
ん
が
、

「
国
が
あ
る
か
ら
地
域
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
地
域
が
あ
る
か

ら
国
が
あ
る
」
と
い
う
地
域
主
義
や
、「
核
廃
絶
」「
戦
争
絶
対

反
対
」
は
足
並
み
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。「
誠
実
な
人
間
に
も

偽
善
的
な
面
は
多
く
あ
り
、
上
品
な
人
間
に
も
卑
し
い
面
は
多

く
あ
り
、
ま
た
罪
深
い
人
間
に
も
多
く
の
良
心
が
あ
る
」（『
月

と
六
ペ
ン
ス
』
金
原
瑞
人
訳
）
と
い
う
人
間
観
も
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
た
ま
に
「
な
ぁ
～
ん
だ
。
紙
芝
居
か
」「
年
寄
り

の
遊
び
か
」
と
見
下
さ
れ
、
表
現
活
動
に
は
認
め
て
も
ら
え
な

い
と
き
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
い
じ
け
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ゴ
マ
も
す
ら
な
け
れ
ば
し
っ
ぽ
も
振
ら
ず
、
ど
こ
に
も

所
属
せ
ず
、
会
費
も
集
め
ず
、
ひ
た
す
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
「
自
主
・

自
立
」
の
意
地
を
張
り
通
し
て
い
ま
す
。
自
治
体
や
企
業
へ
の

補
助
金
、
助
成
金
の
申
請
は
今
後
も
し
ま
せ
ん
。

　

　

年
寄
り
笑
う
な
ゆ
く
道
ぞ
。
来
た
道
行
く
道
、
な
か
ま
旅
。

こ
れ
か
ら
通
る
き
ょ
う
の
道
。
さ
、
さ
、
さ
ぁ
、
も
っ
と
寄
っ

て
。
寄
っ
ち
ょ
く
れ
。
紙
芝
居
の
制
作
費
は
担
当
者
が
持
ち
、

現
地
調
査
は
で
き
る
だ
け
徒
歩
か
自
転
車
に
乗
っ
て
チ
リ
ン
チ

リ
ン
…
…
と
、
書
き
つ
づ
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
時
間
切
れ
、

お
し
ま
い
を
告
げ
る
拍
子
木
が
鳴
り
ま
し
た
。
高
齢
者
で
な
け

れ
ば
持
ち
え
な
い
記
憶
や
経
験
を
活
用
し
て
、
あ
な
た
も
第

二
、
第
三
の
人
生
を
「
ふ
る
さ
と
紙
芝
居
屋
さ
ん
」
と
し
て
、

お
も
し
ろ
く
お
か
し
く
お
過
ご
し
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
は
い
、

お
～
し
ま
い
！

主
な
参
考
文
献

会
報
『
通
信　

こ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
語
ろ
う
か
い
』（
一
号

～
三
五
九
号
）

�

菊
ケ
丘
「
語
ろ
う
会
」
継
続
中

研
究
報
告
『
か
や
の
も
り
』（
７
号
・
13
号
・
20
号
・
23
号
・

二
二
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24
号
）

�

近
畿
大
学
産
業
理
工
学
部
継
続
中

『
小
倉
炭
鉱
発
掘
記
』　

菊
ケ
丘
「
語
ろ
う
会
」
著　

小
倉
炭
鉱
発
掘
記
編
集
委
員
会
編
刊�

二
〇
一
一
年
三
月

『
足
立
山
麓
の
史
跡
を
探
る
』
足
立
山
麓
文
化
村
編
著　

せ
い

う
ん
二
〇
〇
四
年
三
月

『
定
点
―
北
九
州
の
近
過
去　

風
俗
史
序
説
』
瀨
川
負
太
郎
編

著

�
小
倉
タ
イ
ム
ス　
　

一
九
九
四
年
七
月

『
香
具
師
口
上
集
』
室
町
京
之
助
著　

創
拓
社

�

一
九
八
七
年
一
一
月

『
紙
芝
居
―
街
角
の
メ
デ
ィ
ア
』
山
本
武
利
著　

吉
川
弘
文
館

�
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月

『
紙
芝
居
の
世
界
』　

昭
和
館
監
修　

メ
デ
ィ
ア
パ
ル

�
二
〇
一
二
年
三
月

『
紙
芝
居
の
魅
力
』　

国
立
音
楽
大
学
幼
児
教
育
専
攻�
三�

年

《
専
門
ゼ
ミ
Ⅰ
》
一
四
人
編
著�

二
〇
一
四
年
五
月

『
ね
ぼ
け
人
生
』　

水
木
し
げ
る
著　

ち
く
ま
文
庫

�

一
九
九
九
年
七
月

『
半
生
の
記
』　

松
本
清
張
著　

新
潮
文
庫�

一
九
七
〇
年
六
月

『
杉
田
久
女
随
筆
集
』　

杉
田
久
女
著　

講
談
社
文
芸
文
庫

�

二
〇
〇
三
年
六
月

『
寺
田
寅
彦
全
集　

第
四
巻　

随
筆
四
』　

岩
波
書
店

�

一
九
八
五
年
一
一
月

『
月
と
六
ペ
ン
ス
』
サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム
著　

金
原
瑞
人
訳

�

新
潮
文
庫　

二
〇
一
四
年
四
月

ふるさと紙芝居一覧
題　　名 コマ数 製作時期

１ せきたんマンとたんこうマン 11 2010年３月
２ 小倉炭鉱物語 15 2011年１月
３ ちょっと昔の足立山麓（写真構成） 14 2011年８月
４ 小倉炭鉱社宅こども生活記 15 2011年12月
５ 忘れまい！足立西麓の“28災” 11 2012年４月
６ 60年前の北九州大水害（資料構成） 12 2012年４月
７ 寿山小学校物語―あゆみ編― 10 2012年11月
８ はてさて？どうして　足立山麓歴史散歩 8 2012年11月
９ 足立の妙見さん 10 2012年11月
10 わたしたちの“昭和”戦前編 14 2014年３月
11 お滝と水神さま 11 2014年３月
12 昭和28年６月28日　子どもたちの大水害 11 2014年４月
13 広寿山と円通寺 11 2014年５月
14 遠賀川大水害 11 2014年11月
15 わたしたちの“昭和”戦後編 12 2016年９月

16 足立山とオリオン座　
　　　　　　　　～清張さんの歩いた道～

上巻10
下巻12 2016年９月

17 小倉鉄道・添田線物語 15 2017年10月

絵　地　図
題　　名 サイズ 製作時期

1 昭和30年の足立山麓絵図 大全紙サイズ 2009年10月
2 足立山麓の歴史散歩絵図 模造紙サイズ 2012年11月
３ 足立山とオリオン座～清張さんの歩いた道～ 模造紙サイズ 2015年２月

制作準備中
� 題　　名 内　　容

1 英彦山と小倉鉄道と久女さん 調査中
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