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文
を
付
け
た
。

　　
３
月
４
日
、
バ
チ
カ
ン
市

国
の
谷
口
幸
紀
神
父
が
来
県

し
た
。
前
日
の
呼
び
か
け
だ

っ
た
が
17
人
も
集
ま
り
、
昨

年
２
月
の
バ
チ
カ
ン
訪
問
以

来
の
再
会
を
喜
び
合
っ
た
。

神
父
は
ト
ー
マ
ス
・
ハ
ヌ
ス

指
揮
、
キ
コ
の
処
女
作
「
罪

の
な
い
人
々
の
苦
し
み
」
公

演
準
備
の
た
め
に
帰
国
し
て

い
る
。
東
京
公
演
は
５
月
７

日
夕
方
、
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
。

　　
３
月
12
日
、
四
国
大
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
主
催
で
「
枕

草
子
の
世
界
」
京
都
研
修
旅

行
が
あ
り
、
筆
者
も
参
加
し
た
。

最
初
に
行
っ
た
の
は
左
京
区

の
平
安
神
宮
。
こ
こ
は
明
治

28
（
１
８
９
５
）
年
、
平
安

遷
都
１
１
０
０
年
を
記
念
し

て
開
催
さ
れ
た
内
国
勧
業
博

覧
会
の
目
玉
と
し
て
、
平
安

　

遷
都
当
時
の
大
内
裏
の
一
部

が
実
物
の
８
分
の
５
の
規
模

で
復
元
さ
れ
た
。
平
安
遷
都

を
行
っ
た
桓
武
天
皇
を
祀
る

神
社
と
し
て
創
建
さ
れ
た
が
、

皇
紀
２
６
０
０
年
に
あ
た
る

昭
和
15
（
１
９
４
０
）
年
、

平
安
京
で
過
ご
し
た
最
後
の

天
皇
で
あ
る
第
１
２
１
代
孝

明
天
皇
が
祭
神
に
加
え
ら
れ
た
。

社
殿
は
新
し
い
が
平
安
京
の

大
内
裏
の
政
庁
で
あ
る
朝
堂

院
を
正
確
に
縮
小
復
元
さ
れ

て
い
る
の
で
価
値
が
あ
る
。

外
拝
殿
は
朝
堂
院
の
正
殿
で

あ
る
大
極
殿
を
模
し
て
い
る
。

設
計
は
伊
東
忠
太
、
木
子
清
敬
、

佐
々
木
岩
次
郎
の
３
人
。
伊

東
忠
太
は
最
初
の
文
化
勲
章

受
賞
者
で
あ
る
。

　
文
化
勲
章
は
日
本
橘
の
花

を
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
で
あ
る
。

大
極
殿
の
左
右
に
左
近
の
桜
、

右
近
の
橘
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

た
ま
た
ま
橘
の
近
く
に
行
っ

た
ら
実
が
生
っ
て
お
り
、
道

に
１
つ
が
落
ち
て
い
た
。
ラ

　

ッ
キ
ー
と
喜
ん
で
拾
っ
て
帰

っ
た
。
果
肉
を
割
っ
て
玄
関

前
の
ワ
イ
ン
樽
の
上
に
置
い

て
い
た
と
こ
ろ
鳥
に
食
べ
ら

れ
た
。
し
か
し
、
種
２
粒
だ

け
は
残
し
て
く
れ
た
の
で
、

ポ
ッ
ト
に
植
え
て
発
芽
を
待

っ
て
い
る
。

　　
数
年
前
、
拝
観
し
た
の
で
今

回
が
二
度
目
。
前
回
も
四
国
大

か
ら
の
研
修
旅
行
と
思
い
、
引

率
の
田
中
省
造
先
生
に
確
認
し

た
ら｢

初
め
て
だ｣

と
い
う
。

　
現
在
の
京
都
御
所
は
旧
大

内
裏
よ
り
縮
小
さ
れ
一
条
大

路
の
東
隅
に
あ
り
、
築
地
塀

に
囲
ま
れ
た
南
北
約
４
５
０
㍍
、

東
西
約
２
５
０
㍍
の
方
形
で
、

面
積
は
約
11
万
平
方
㍍
。

　
私
た
ち
は
参
観
者
出
入
り

口
で
あ
る
清
所
門
か
ら
入
り

参
観
者
休
所
で
説
明
を
聞
い

た
後
、
南
へ
回
り
御
車
寄
、

諸
大
夫
の
間
、
殿
上
の
間
、

新
車
寄
、
正
門
で
あ
る
建
礼

　

門
へ
着
く
。
こ
こ
か
ら
承
明

門
に
入
り
、
メ
イ
ン
の
建
物
・

紫
宸
殿
を
遠
く
か
ら
拝
観
。

右
近
の
橘
、
左
近
の
桜
が
配

置
さ
れ
て
い
る
。
橘
は
防
寒

の
覆
い
を
外
し
て
い
る
最
中
で
、

桜
は
開
花
ま
で
後
少
し
と
い

う
所
で
あ
る
。
皇
族
の
出
入

り
す
る
建
春
門
を
遠
く
に
眺
め
、

日
華
門
、
宣
陽
殿
、
春
興
殿

を
過
ぎ
、
紫
宸
殿
の
裏
に
回
る
。

そ
こ
が
清
涼
殿
で
左
右
に
呉
竹
、

漢
竹
が
配
さ
れ
て
い
る
。
清

涼
殿
は
も
と
も
と
天
皇
の
日

常
生
活
の
場
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
た
が
、
別
棟
と
し
て

常
御
殿
が
建
て
ら
れ
て
か
ら

は
主
に
儀
式
の
際
に
使
わ
れ
た
。

次
は
小
御
所
。
王
政
復
古
の

号
令
が
出
さ
れ
た
「
小
御
所

会
議
」
は
こ
こ
で
行
な
わ
れ
た
。

蹴
鞠
の
庭
を
挟
ん
で
御
学
問

所
が
あ
り
、
御
三
間
、
剣
爾

の
間
ま
で
見
学
し
て
引
き
返
す
。

東
側
に
は
回
遊
式
庭
園
の
御

池
庭
が
あ
る
。

　
御
三
間
の
前
に
黄
心
樹
の

　

古
木
が
あ
る
。
オ
ガ
タ
マ
の

木
は
常
緑
の
喬
木
で
春
に
白

い
花
を
咲
か
せ
秋
に
ぶ
ど
う

の
房
の
よ
う
な
果
実
が
実
る
。

こ
の
房
状
の
果
実
の
形
は
巫

女
の
振
る
鈴
を
連
想
さ
せ
る
。

昔
は
榊
と
し
て
神
に
捧
げ
た

木
で
、
霊
魂
を
招
く
木
と
し

て
神
社
に
植
樹
さ
れ
た
。
そ

う
い
え
ば
地
元
北
島
町
の
荒

神
社
に
も
町
指
定
文
化
財
の

オ
ダ
マ
キ
の
木
が
あ
る
。
後

は
も
と
来
た
道
を
引
き
返
し
、

清
所
門
か
ら
外
に
出
た
。

　
最
後
は
大
徳
寺
塔
頭
の
大

仙
院
。
こ
こ
は
応
仁
の
乱
直

後
に
造
ら
れ
た
枯
山
水
の
庭

が
有
名
で
あ
る
。
使
わ
れ
て

い
る
の
は
阿
波
の
青
石
。
室

町
時
代
に
建
て
ら
れ
た
方
丈

は
わ
が
国
最
古
の
も
の
で
、

国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

襖
絵
に
狩
野
元
信
の
花
鳥
図
、

狩
野
之
信
の
四
季
耕
作
図
が

あ
り
、
い
ず
れ
も
重
要
文
化
財
。

　
三
好
長
慶
の
菩
提
寺
で
あ

る
聚
光
院
が
大
徳
寺
に
近
い

場
所
に
あ
り
、
２
０
０
０
円

で
特
別
拝
観
を
さ
せ
て
い
た
。

こ
こ
に
は
千
利
休
も
眠
っ
て

い
る
。
筆
者
は
バ
ス
の
中
で

大
徳
寺
と
聞
い
て
、
大
仙
院

と
聚
光
院
を
混
同
し
喋
っ
て

し
ま
っ
た
。
恥
ず
か
し
い
。

労
働
契
約
法
と
の
関
係

社
会
保

険
と
の
関

係

←

定
着
す
る
人
事
評
価

制
度
を
考
え
る

成

功

す

る

起

業

家

※

Ｓ

　

　

Ｎ

　

　

Ｓ

相
続
税
の
問
題
は
増
税
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
家
族
が
向
き
合
わ
な
い
と
い
け
な
い
未
来
に

直
面
し
て
い
ま

す
。

桜
咲
く
バ
チ
カ
ン
報
告

最
　
　
後
　
　
に

幸

せ

の

タ

イ

プ

世
界
観
を
伝
え
る
た
め
に

売
上
を
伸
ば
す
方
法

： ：

わ
が
国
の
温
暖
化
対
策

に
関
す
る
方
針

※
カ
ン
ク
ン
…
メ
キ
シ
コ
の
都
市

※

目
標
管
理
を
成
功
さ
せ

る
た
め
の
鍵

自
社
コ
ア
コ
ン
ピ
タ
ン

ス
形
成

㌧

皇室関係者を祀る泉涌寺

朴の花

不
思
議
の
世
界
覗
く

バ
チ
カ
ン
訪
問
記
放
映

弟
、
74
歳
で
死
す

トルコ･バチカンの話(筆者)

春
画
展
と
浮
世
絵
展

川
又
民
子
さ
ん
が
急
死

同集を出版した安曇さん

同席した和服の似合う美女たち

お
む
ろ

さ
ら

剣
山
系
農
文
化
紹
介

じ

な
お
ら
い

四国ビエの種まき(穴吹町渕名で)

マ
ー
ク
来
日
45
年
祝
う

宇
和
海
の
日
振
島
再
訪

「
寅
の
大
水
」
標
柱
３
㍍

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
村
で
再
会

庭で実ったモモ

イングリッシュローズの2番花

出版パーティ予定の林博章先生

藤原純友の碑周辺の清掃

げ
ん
ば
の
す
け

こ
と

藤
崎
電
機
が
竹
発
電

左から3人目が時広さん、4人目が水谷先生

戸島へ移りバーベキュー

りこうなツバメの子育て

長
尾
勝
男
氏
が
死
去

庭
石
は
阿
波
の
青
石

18

「
右
近
の
橘｣

の
実
拾
う

石
井
か
ら
も
賛
助
会
員

と
う
が
ん

徳島から参加の女性陣と

墲養新農業研究会の例会

戦没学徒の慰霊祭

急
遽
の
同
窓
会

し

せ
い
じ
ょ
う
も
ん

も
も

で
　
こ

定
子
に
仕
え
た
清
少
納
言

せ
ん
に
ゅ
う
じ

じ
ゅ
だ
い

お
ん

谷
口
神
父
が
来
県

共有分割の農地

あ

春画展でにぎわう永青文庫

西川政善さんの出版会

く
さ

こ
も

し
ょ
う
り
ゃ
く
じ

み
な
わ

た
く
な
わ

ち 

ひ
ろ

20ミクロンの竹粉(東亜桟工)

阿波合戦ガイドを作った石田悦之さん

長
慶
会
に
大
学
生
参
加

共
有
地
分
割
に
取
得
税

収
量
を
ど
う
増
や
す
か

ミ
ク

ロ
ン

ミ
ク

ロ
ン

し 

こ
く 

び
え

そ
　
ば

と
う
も
ろ
こ
し

モチ性(左)と普通(右)の
　　　トウモロコシ

あ
わ
　
う
ど
ん

や
り 

ば

浅川教授囲みコケの勉強

カヤで防寒した日本ミツバチの巣

京
都
御
所
へ
は
二
度
目

じ
ょ
う
め
い

も
ん

じ
　
よ
う
で
ん

く
れ
た
け

か
ら
た
け

お
　
み
　
ま

け
ん
　
じ

お 

が 

た 

ま

屋久島のコケ

谷口神父と再会(南新町・石松で)

　　 平安神宮の外拝殿
(左下は右近の橘の防寒囲い)

拾った橘の果肉と種

京都御所に植わる漢竹

オガタマの古木(上)と
花(北島・荒神社)

大徳寺の聚光院も特別公開


