
KOHO�FUEFUKI 広報ふえふき　2006.3�No.18

05 04

　
父
の
死
を
き
っ
か
け
に
書
き
は
じ

め
た
小
説
﹁
銀
杏
散
り
や
ま
ず
﹂
を

雑
誌
﹁
新
潮
﹂
に
連
載
中
、
　
邦
生

は
運
命
的
と
も
い
え
る
資
料
と
出
会

い
ま
す
。
春
日
居
町
国
府
に
代
々
医

家
と
し
て
伝
わ
る
　
家
の
文
書
で
す
。

４
５
９
点
に
及
ぶ
こ
の
﹁
　
家
文
書
﹂

に
出
会
う
ま
で
の
い
き
さ
つ
は
、
﹁
家

の
な
か
を
流
れ
る
川
﹂
︵
単
行
本
で
は

﹁
あ
る
古
文
書
と
の
出
会
い
﹂
と
改
題
・

改
編
︶
と
題
し
、
小
説
に
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
の
か
た
ち
で
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
﹁
銀
杏
散
り
や
ま
ず
﹂
を
読
む
と
、

た
く
さ
ん
の
　
家
文
書
の
な
か
に
あ
っ

て
、
作
者
の
目
を
ひ
い
た
の
は
﹁
春
秋
﹂

﹁
東
都
日
記
﹂
と
題
さ
れ
た
日
記
帖
だ

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
﹁
春
秋
﹂

﹁
烟
霞
山
村
図
﹂﹁
十
字
亭
夜
話
﹂﹁
﹃
東

都
日
記
﹄
の
裏
面
﹂
と
四
章
も
話
題

に
し
て
い
ま
す
。

　
﹁
春
秋
﹂
は
、
初
代
　
保
順
守
瓶
に

よ
っ
て
書
き
は
じ
め
ら
れ
ま
し
た
。

医
師
と
し
て
天
然
痘
な
ど
の
治
療
に

あ
た
る
様
子
や
歌
会
の
記
録
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
日
常
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

守
瓶
が
父
の
死
に
遭
っ
た
こ
と
も
書

か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
記
事
を
読
み
、

　
邦
生
は
次
の
よ
う
に
作
品
の
な
か

に
記
し
ま
し
た
。
﹁
私
は
文
学
者
と
し

て
父
の
死
を
見
て
い
た
が
、
　
守
瓶

は
や
は
り
医
者
と
し
て
の
眼
が
悲
し

み
を
こ
め
て
父
の
死
を
追
っ
て
い

る
。
・
・
・
・
・
守
瓶
の
父
の
笑
顔
に

つ
い
て
の
記
述
は
私
の
父
を
思
わ
せ

て
胸
が
痛
む
。
父
の
笑
顔
は
実
に
や

さ
し
か
っ
た
と
改
め
て
思
い
出
す
の

で
あ
る
﹂
と
亡
父
を
思
い
な
が
ら
、

古
の
人
々
の
生
き
た
さ
ま
を
読
み
進

め
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
ま
た
、
﹁
銀
杏
散
り
や
ま
ず
﹂
連
載

中
の
１
９
８
３
︵
昭
和
58
︶
年
７
月

１
日
、
﹁
山
梨
日
日
新
聞
﹂
に
　
邦
生

は
﹁
故
郷
の
山�

故
郷
の
川
﹂
と
い
う

文
章
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
　
家
文
書

と
の
出
会
い
に
つ
い
て
は
、
﹁
そ
れ
が

読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
み
る
と
、
私

と
故
郷
と
の
関
係
は
、
想
像
し
て
い

た
以
上
に
は
る
か
に
濃
く
、
自
分
も

実
は
勝
手
に
生
き
る
風
来
坊
で
は
な
く
、

深
い
故
郷
の
土
に
結
び
つ
け
ら
れ
た

存
在
で
あ
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
は
っ

き
り
し
て
き
た
﹂
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
古
文
書
が
　
邦
生
と
今
に
生
き
る

山
梨
の
人
び
と
と
を
結
び
つ
け
た
の

で
す
。

　
山
梨
県
立
文
学
館
で
は
、
常
設
展

で
　
邦
生
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
　

邦
生
の
署
名
本
な
ど
も
所
蔵
し
て
い

ま
す
。

い
ち
ょ
う

し
ゅ
ん
じ
ゅ
う

ほ
じ
ゅ
ん

も
り
か
め

い
に
し
え

え
ん
か

こ
　
う

　
﹁
笛
吹
﹂・
・
・
ふ
だ
ん
あ
ま
り
疑
問
も
持

た
ず
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
地
名
で
す
が
、

一
度
考
え
出
し
た
ら
ナ
ゾ
が
多
く
て
面

白
く
、﹁
奥
が
深
い
！
﹂
と
思
わ
ず
唸
っ
て

し
ま
う
ほ
ど
の
魅
力
に
満
ち
て
い
ま
す
。

　
地
名
は
自
然
的
な
も
の
と
文
化
的
な

も
の
に
大
き
く
分
け
ら
れ
、
前
者
は
地

形
、
地
質
、
動
植
物
の
生
息
・
分
布
に
係

わ
り
、
後
者
は
人
間
の
活
動︵
土
地
開
発
、

産
業
、
交
通
、
姓
名
な
ど
︶
に
係
わ
っ

て
い
ま
す
。
昔
の
人
々
が
と
ら
え
た
各

地
域
の
自
然
環
境
、
歴
史
、
社
会
が
反

映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
。

　
地
名
へ
の
関
心
は
古
く
、﹃
古
事
記
﹄
、

﹃
日
本
書
紀
﹄
、
﹃
風
土
記
﹄
に
も
そ
の

起
源
に
つ
い
て
興
味
深
い
解
説
が
見
ら

れ
る
よ
う
で
す
。

　
た
だ
注
意
す
べ
き
は
表
記
さ
れ
る
地

名
の
漢
字
に
惑
わ
さ
れ
な
い
こ
と
、
時

代
の
変
化
に
応
じ
て
変
わ
り
う
る
こ
と

で
す
。
誤
字
や
転
記
、
改
名
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
日
本
語
の
基
盤

に
な
っ
た
ア
イ
ヌ
語
に
由
来
す
る
も
の

や
中
国
・
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
も
た

ら
さ
れ
た
西
ア
ジ
ア
起
源
の
も
の
も
か

な
り
あ
る
ら
し
い
の
で
す
。
ア
フ
リ
カ

や
西
ア
ジ
ア
で
便
利
な
容
器
と
し
て
使

わ
れ
て
い
た
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
が
６
０
０
０

年
前
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
か
ら
出
土
し

て
い
ま
す
か
ら
、
言
葉
が
﹁
輸
入
﹂
さ

れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
さ
て
笛
吹
市
内
に
も
興
味
深
い
地
名

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
自
然
環
境
を

端
的
に
表
す
文
字
に
山
、
谷
、
川
、
河
、

原
な
ど
が
多
く
、
そ
れ
ら
に
位
置
や
方

角
を
付
し
て
作
ら
れ
ま
す
が
、
詳
細
、

具
体
例
は
別
の
稿
で
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
地
名
に
は
二
文
字
の
も
の
が
沢
山
あ

り
、
こ
れ
は
奈
良
時
代
に
命
令
が
出
た

た
め
の
よ
う
で
、
そ
の
時
良
い
文
字
を

当
て
て
強
引
に
変
更
し
た
も
の
も
あ
り

ま
し
た
。

　
最
近
で
は
１
９
６
２
年
、
住
居
表
示

に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
、
簡
略
優

先
、
歴
史
無
視
と
い
う
批
判
が
住
民
か

ら
多
く
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
さ
て
﹁
笛
吹
市
﹂
で
す
が
、
旧
町
村

の
枠
を
超
え
て
、
市
民
や
行
政
が
協
力

し
て
幸
福
に
満
ち
た
﹁
地
﹂
に
し
て
行

け
る
か
・
・
・
住
民
や
来
訪
者
に
﹁
住

ん
で
良
か
っ
た
﹂
、
﹁
来
て
良
か
っ
た
﹂

と
言
わ
れ
る
地
と
な
り
、
笛
吹
市
の
名

を
全
国
的
に
高
め
た
い
も
の
で
す
。

笛
吹
市
教
育
委
員
会
　
社
会
教
育
課

竜塚古墳：竜のような落雷にしばしば見舞われたのか? 八田家書院：八田は治田?��治には開墾するという意味がある
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