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ふ
る
さ
と
再
発
見

　

　
そ
ろ
そ
ろ
梅
の
つ
ぼ
み
が
ほ
こ
ろ

ぶ
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

　
島
原
城
本
丸
は
梅
の
名
所
と
な
っ

て
お
り
、
そ
の
一
角
に
紅
梅
と
白
梅

が
植
え
ら
れ
て
い
る
「
古
野
梅
苑
」

が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
梅
苑
は
、
島
原
出
身
の
古
野

マ
ツ
ヨ
さ
ん
か
ら
の
寄
付
を
元
に
整

備
し
た
も
の
で
す
。

　
古
野
家
は
も
と
は
松
平
家
臣
の
家

柄
で
、
世
界
で
初
め
て
魚
群
探
知
機

を
開
発
し
た
古
野
電
気
を
設
立
、
先

祖
の
地
で
あ
る
島
原
へ
多
額
の
寄
付

を
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
梅
苑
の
中
に
は
、「
松
倉
重

政
公
御
祭
祀
の
祠
」
が
あ
り
、
築
城

者
で
あ
る
松
倉
重
政
公
と
工
事
犠
牲

者
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
祠
に

は
松
平
忠
精
公
筆
の
扁
額
が
あ
げ
ら

れ
て
お
り
、
奥
に
は
松
倉
重
政
公
木

像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
松
倉
重
政
公
は
島
原
城
を
築
い
た

人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

高
い
石
垣
を
築
き
、
涌
き
水
に
悩
み

な
が
ら
堀
を
掘
る
難
工
事
の
連
続
で

多
く
の
犠
牲
者
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
工
事
に
あ
た
っ
た
多

く
の
人
た
ち
の
犠
牲
に
よ
り
今
に
残

る
美
し
い
島
原
城
が
築
か
れ
た
の
で

す
。

　
島
原
市
で
は
毎
年
、
梅
の
時
期
に

梅
林
俳
句
会
が
催
さ
れ
ま
す
。
梅
を

見
て
そ
の
思
い
を
句
に
託
す
風
流
な

句
会
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
市
の
花
に
指
定
さ
れ
私
た
ち
に
身

近
な
梅
の
木
、
春
の
訪
れ
を
感
じ
に

梅
苑
を
訪
ね
て
み
ま
せ
ん
か
。

―
 

島
原
城
の
梅
苑 ―

　
島
原
城
下
ひ
な
め
ぐ
り
が
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
が
、皆
さ
ん
は「
押
し
絵
び
な
」を
ご
存

じ
で
し
ょ
う
か
。

　
押
し
絵
び
な
と
は
、厚
紙
を
土
台
に
し
て

着
物
の
生
地
を
貼
り
、中
に
綿
を
詰
め
て
凹

凸
を
付
け
た
ひ
な
人
形
の
こ
と
で
す
。江
戸

時
代
後
期
か
ら
全
国
各
地
で
作
ら
れ
始
め

た
と
さ
れ
て
お
り
、ひ
な
人
形
が
と
て
も
高

価
だ
っ
た
た
め
、庶
民
の
間
で
流
行
し
飾
ら

れ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
昭
和
初
期
ご
ろ
か

ら
次
第
に
作
ら
れ
な
く
な
り
、現
在
ま
で
残

っ
て
い
る
も
の
は
珍
し
く
貴
重
な
も
の
で
す
。

　

島
原
で
も
押
し
絵
び
な
が
残
っ
て
い
て
、

島
原
城
観
光
復
興
記
念
館
で
は
多
く
の
押

し
絵
び
な
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
こ

に
展
示
し
て
あ
る
押
し
絵
び
な
は
、島
原
押

し
絵
の
会
が
発
掘・修
復
し
た
も
の
で
す
が
、

そ
の
多
く
は
、現
在
中
堀
町
に
あ
る
白
山
履

物
店
で
昭
和
初
期
に
製
作
さ
れ
た
も
の
だ
そ

う
で
す
。お
内
裏
様
や
お
ひ
な
様
に
限
ら
ず
、

武
者
や
子
ど
も
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ

り
ま
す
。

　
白
山
履
物
店
の
店
主・白
山
眞一郎
さ
ん
に

お
話
を
聞
く
と「
私
の
祖
母
が
履
物
屋
の
傍
ら

押
し
絵
び
な
を
製
作
、販
売
し
て
い
ま
し
た
。

生
地
や
綿
、型
紙
と
し
て
使
う
絵
が
そ
ろ
う

環
境
に
あ
っ
た
の
で
作
り
始
め
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。我
が
家
に
も
押
し
絵
び
な
が
残
っ
て
い

ま
し
た
の
で
店
内
に
展
示
し
て
い
ま
す
。押
し

絵
び
な
は
、１
０
０
年
程
前
の
も
の
も
あ
り
ま

す
の
で
、島
原
の
文
化
の
一
つ
と
し
て
、ひ
な

め
ぐ
り
を
機
会
に
多
く
の
人
に
見
て
も
ら
え

れ
ば
と
思
い
ま
す
」と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
ど
こ
か
懐
か
し
い
表
情
を
見
せ
る
押
し
絵

び
な
。ひ
な
め
ぐ
り
協
力
店
の
数
カ
所
で
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
押
し
絵
び
な
を
探
し

て
散
策
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

島
原
の
「
押
し
絵
び
な
」

島
原
の
「
押
し
絵
び
な
」島原城観光復興記念館島原城観光復興記念館

写真上／白山履物店に
展示してある約100年
前に作られた押し絵び
な。
写真右／店内には押し
絵びな作成時の原画も
展示されています。
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