
　朝
夕
が
ぐ
ん
と
冷
え
込
み
、
風
も
冷
た
く
感
じ
る
頃
で
す
が
、
そ
れ
で

も
昼
間
の
日
差
し
の
温
か
さ
は
心
地
よ
く
、
散
歩
に
は
う
っ
て
つ
け
の

季
節
で
す
。
馬
水
地
区
を
ぶ
ら
り
と
歩
い
て
み
ま
し
た
。
そ
し
て
今
回

も
、
す
て
き
な
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　季
節
を
告
げ
る
絵
や
添
え
ら
れ
た
文

字
か
ら
、
送
り
主
の
温
か
い
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
伝
わ
る
絵
手
紙
。
惣
領
郵
便
局
を

訪
れ
た
時
、
壁
面
の
一
角
に
紹
介
さ
れ

て
い
る
、絵
手
紙
同
好
会「
野
ば
ら
の
会
」

の
作
品
群
に
心
を
癒
や
さ
れ
る
人
も
多

い
こ
と
で
し
ょ
う
。
会
を
主
宰
す
る
の

は
、
馬
水
南
に
住
む
倍ば

い

澄す
み

香か

さ
ん
で
す
。

　長
年
、
日
本
郵
政
に
勤
務
し
た
倍
さ

ん
は
亡
き
父
親
と
、
い
つ
も
仲
睦
ま
じ

い
夫
、
そ
し
て
息
子
さ
ん
も
同
職
(
現

役
)
と
い
う「
郵
政
一
家
」で
す
。
倍
さ

ん
は
35
年
務
め
た
職
場
を
54
歳
で
早
期

退
職
し
た
時
、
長
く
胸
に
つ
か
え
て
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。「
ず
っ
と
家
と

職
場
の
往
復
で
、
住
み
慣
れ
た
地
域
の

た
め
に
何
も
貢
献
で
き
て
い
な
い
…
と

思
っ
た
ん
で
す
」と
振
り
返
り
ま
す
。

　そ
こ
で
倍
さ
ん
は
、退
職
し
た
翌
月
か

ら
絵
手
紙
教
室
に
通
う
こ
と
に
し
ま
し

た
。そ
し
て
60
歳
の
時
に
公
認
講
師
の
資

格
を
取
得
。そ
こ
か
ら
は
せ
き
を
切
っ
た

よ
う
に
熊
本
市
内
の
障
害
者
施
設
を
は

じ
め
、
町
内
の
高
齢
者
施
設
、
サ
ロ
ン
な

ど
を
熱
心
に
巡
り
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
絵

手
紙
の
楽
し
さ
を
伝
え
て
き
ま
し
た
。

　「
絵
手
紙
に
は
送
る
相
手
の
顔
を
思

い
浮
か
べ
、
会
話
を
す
る
よ
う
な
言
葉

を
添
え
ま
し
ょ
う
、
と
お
伝
え
し
て
い

ま
す
。
上
手
に
描
け
な
く
て
も
い
い
ん

で
す
。
思
い
が
込
め
ら
れ
た
も
の
は
人

の
心
を
温
か
く
包
み
ま
す
」と
言
う
倍

さ
ん
が
手
掛
け
る
絵
手
紙
は
、
ハ
ガ
キ

以
外
に
紙
皿
や
板
皿
、
畳
表
な
ど
の
素

材
を
使
っ
た
り
と
ユ
ニ
ー
ク
。
箱
あ
ん

ど
ん
に
描
か
れ
た
作
品
な
ど
は
実
に
情

緒
豊
か
で
す
。

　「絵
手
紙
を
通
じ
て
皆
さ
ん

に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
。
笑
顔

に
な
っ
て
く
だ
さ
る
。
そ
れ
が

私
の『
心
の
貯
金
』に
な
り
ま

す
」と
話
し
て
く
れ
た
倍
さ
ん

の
思
い
が
心
に
残
り
ま
し
た
。

　馬
水
地
区
は
か
つ
て
は
一
つ
の
区
と

し
て
ま
と
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
18
年

前
に
馬
水
南
の
初
代
区
長
に
就
任
し
た

の
が
、
松ま

つ

本も
と

稔み
の
る

さ
ん
で
す
。「
40
年
ほ

ど
前
、
私
た
ち
が
こ
こ
に
来
た
頃
は
戸

数
も
少
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
平
成
18

年
に
公
民
館
が
で
き
、
皆
さ
ん
で
こ
こ

に
”ま
ち
“を
つ
く
ろ
う
! 

子
ど
も
た

ち
の
古
里
を
つ
く
ろ
う
! 

と
協
力
し
合

い
ま
し
た
。
そ
の
精
神
は
今
も
残
っ
て

い
ま
す
」と
松
本
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　松
本
さ
ん
は
木
山
校
区
の
寺
迫
で
生

ま
れ
育
ち
、
18
歳
で
自
衛
隊
に
入
隊
。

退
官
後
は
熊
本
で
再
就
職
し
、
そ
の
後

は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
防
災
活
動
な
ど
に

尽
力
し
て
き
ま
し
た
。
初
代
区
長
に
就

任
し
て
か
ら
は
、
地
域
の
交
流
を
推
進

し
ま
し
た
。「
馬
水
南
は
移
住
者
が
多
か

っ
た
か
ら
、
人
が
集
い
合
う
イ
ベ
ン
ト

や
老
人
会
を
発
足
し
て
、
交
流
の
き
っ

か
け
づ
く
り
に
努
め
ま
し
た
」と
振
り

返
り
ま
す
。

　現
在
は
ご
隠
居
生
活
の
松
本
さ
ん
で

　刈
り
取
ら
れ
た
後
の
、
稲
の
切
り
株

に
青
々
と
し
た
稲
が
再
び
生
え
始
め
た

田
ん
ぼ
を「
穭ひ

つ
じ

田た

」と
い
い
ま
す
。
晩
秋

の
季
語
の
一
つ
で
、
秋
津
川
の
南
方
に

広
が
る
田
ん
ぼ
に
そ
の
風
景
を
見
つ
け

ま
す
。

　今
回
の
散
歩
の
場
所
は
馬
水
地
区
。

地
区
の
南
北
を
流
れ
る
鉄て

っ

砂し
ゃ

川が
わ

は
秋
津

川
へ
と
注
ぎ
ま
す
。
鉄
砂
川
は
そ
の
名

の
通
り
、
狩
猟
具
や
農
具
の
材
料
と
な

る
鉄
砂
が
取
れ
た
こ
と
か
ら
、
古
代
よ

り
人
々
が
こ
の
辺
り
に
住
ん
で
い
た
と

伝
わ
り
ま
す
。
馬
水
地
区
は
県
道
熊
本

高
森
線
を
境
に
、
馬
水
北
と
馬
水
南
に

分
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
秋
津
川
に

す
が
、
今
年
で
90
歳
と
は
驚
き
の
若
さ

で
す
。「
朝
の
5
時
半
に
起
き
て
秋
津
川

の
ほ
と
り
で
太
極
拳
を
し
ま
す
。
そ
れ

か
ら
散
歩
し
て
朝
日
を
拝
み
、
家
に
帰

っ
て
朝
ご
飯
。
こ
れ
が
毎
朝
の
日
課
」

と
笑
う
松
本
さ
ん
は
、
20
代
の
頃
か
ら

始
め
た
と
い
う
謡
曲
の
師
範
で
も
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
祝
言
の
歌
を
一
節
、
お

願
い
す
る
こ
と
に
。

♪ 

高
砂
や
～

　 

こ
の
浦
舟
に
帆
を
上
げ
て
～

　 

月
も
ろ
と
も
に
出
で
潮
の
～（
続
く
）

　重
厚
な
張
り
の
あ
る
声
に
、
歌
の
物

語
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
で
す
。
し
か

し
紙
面
ゆ
え
、
お
伝
え
で
き
な
い
の
が

残
念
で
す
。

架
か
る
馬
水
橋
を
渡
り
、
馬
水
南
を
歩

い
て
み
ま
し
た
。

　鉄
砂
川
沿
い
に
あ
る
公
民
館
で
は
ご

婦
人
た
ち
が
、
何
や
ら
楽
し
そ
う
に
手

を
動
か
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
地
区

の
サ
ロ
ン
で
楽
し
む
手
芸
プ
ラ
ン
を
企

画
中
で
し
た
。
リ
ー
ダ
ー
は
橋は

し

場ば

元も
と

子こ

さ
ん
で
す
。「
地
震
後
、
仮
設
住
宅
に
住

ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
に『
気
持
ち

が
沈
ま
な
い
よ
う
に
』と
小
物
作
り
を

お
薦
め
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
お
教
え
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
」と
話
し
ま
す
。

　橋
場
さ
ん
は
、
ク
ラ
フ
ト
バ
ン
ド
で

仕
上
げ
る
美
し
い
網
目
の
バ
ッ
グ
も
作

り
ま
す
。「
物
作
り
が
好
き
な
ん
で
す
」

と
言
う
橋
場
さ
ん
は
、自
衛
官
だ
っ
た
夫

に
つ
い
て
家
族
と
全
国
を
転
々
と
し
な

が
ら
、自
分
な
り
の
楽
し
み
を
見
つ
け
て

い
っ
た
そ
う
で
す
。「
何
か
し
ら
一
日
中
、

手
を
動
か
し
て
い
ま
す
ね
。草
取
り
と
手

芸
に
犬
の
世
話
。
そ
し
て
時
々
、主
人
の

世
話
ね
」と
橋
場
さ
ん
は
お
茶
目
に
笑

い
ま
し
た
。

上／稲刈り後の切り株に青い稲が芽吹く「穭田」
右／馬水橋には、この夏に地域の人たちで掛け
られた水難のお守りが飾られています

上／馬水南の公民館で手
芸プランを立てていた皆
さん。左から河

かわ

野
の

啓
ひろ

子
こ

さ
ん、橋場さん、松

まつ

永
なが

利
とし

子
こ

さん、濱
はま

竹
たけ

秀
ひで

子
こ

さん
右／橋場さんが手作りし
たクラフトバンドで仕上
げた籠

上／大好きな絵手紙に
向かっている倍さん
左／紙皿や板皿などに
絵手紙を描いて

穏やかな人柄の夫の英
ひで

文
ふみ

さんと

倍さんの作品の一つ。
箱あんどんに描いた
提灯の絵

90歳になる松本さん
は、今もダンディー

心
を
元
気
に
す
る
手
芸

絵
手
紙
に
託
す
思
い

子
ど
も
用
の
軍
手
を
使
っ
た
愛
ら
し
い

小
物

“

ま
ち”

を
つ
く
ろ
う
! おおらかで優しい人柄の

橋場元子さん馬
水
地
区
の
ど
ん
ど
や
の
櫓
は
高
い
と

評
判
。
13
年
前
の
ど
ん
ど
や
の
様
子

（
松
本
さ
ん
提
供)

馬
ま

水
み ず
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