
○
こ
の
詩
は
二
」
ハ
年
前
の
昭
和
五
十
六
年
十
月
三
日
、
「
福
島
県
詩
祭
」
　
で
原
町
市
を
訪
ね
た
詩
人
石
垣

り
ん
二
九
二
〇
　
（
大
正
九
）
年
～
二
〇
〇
四
（
平
成
〓
ハ
）
年
・
東
京
生
ま
れ
）
　
の
作
品
。

○
当
時
、
ま
だ
原
町
市
に
そ
び
え
て
い
た
「
無
線
塔
」
の
話
を
聞
き
、
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
を
思
い

出
し
、
そ
こ
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
さ
せ
て
、
四
歳
で
死
別
し
た
生
母
の
か
す
か
な
記
憶
を
た
ど
っ
て
い
ま
す

○
こ
の
詩
の
「
お
銚
子
片
手
」
　
の
方
、
そ
し
て
も
う
一
方
の
最
後
の
二
行
の
「
な
ん
に
も
な
い
か
ら

こ
こ
は
い
い
と
こ
ろ
で
す
」

と
嬉
し
い
こ
と
を
言
わ
れ
た
方
は
、
皆
さ
ん
こ
存
知
の
方
か
も
？

．
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原
町
市
に
て
　
石
垣
り
ん

○
と
こ
ろ
で
、
石
垣
り
ん
は
二
〇
〇
四

（
平
成
〓
ハ
）
年
十
二
月
二
六
日
、

歳
で
死
去
し
ま
す
。
偶
然
で
す
が
、

八
十

な

そ
の
翌
日
、
平
成
の
大
合
併
で

の
名
が
消
え
て
し
ま
い
、
「
南
柏
罵言

原
町
は
　
な
ん
に
も
な
い
と
こ
ろ
で
す
　
と

町
の
人
が
青
い
ま
し
た
。

軌
故
韻
い
髭
繁
欝
宗
㌢
れ

福
島
県
詩
祭
の
前
夜
条
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま

い
う
味
気
な
い
市
名
に
決
ま
っ

す
。
こ
の
詩
と
石
垣
り
ん
と

の
不
思
議
な
縁
を
感
じ
ま
す
。

原て

語妄声雷
＝崇と戸セとま」」と四

宴
席
で
　
お
銚
子
片
手
の
ひ
と
り
が

夜
が
明
け
る
と
　
無
線
塔
が
見
え
るカ

関
東
大
農
災
の
第
一
報
を
　
サ
ン
フ
ラで
ンし私
シよに
スう静　し

り　た
か　○

け
て

く
れ
た

と

ア
メ
リ
カ
か
ら
は
　
ど
っ
と
救
援
物
資
が
送
ら
れ
て

蕾浮
して
た打
○電
し
た

記
念
の
塔
で
す

大
正
十
二
年
　
私
は
三
歳

場
所
は
東
京
港
区
　
当
時
の
赤
坂
区
役
所
の
中
庭
の
あ
た
り

被
災
者
が
行
列
を
つ
く
っ
て
　
救
援
品
受
取
り
の
順
番
を
待
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と

＿＿＿＿ノ．左の写真は昭和幻年、原町駅通りの原高生の登校
風景です。電車通学のチャリンコ生の集団で、自転車の
行列で駅通りは「北京通り」といわれたことも．◇左手
の「無線等」は高さ200Mの無線電信塔で、大正10年
に建設され昭和坊年に取り壊されるまで原町市のシンボ
ルでした。◇大正12年9月1日の関東大震災の時、日本
から初めてアメリカにその惨状を第一報として打電し、そ
れから世界各国lよる救挫活動が始まったことは有名。

→｝「原町高校卒業アルバム1976」より

私
は
誰
の
手
に
す
が
っ
て
い
た
ろ
う

翌
年
死
ん
だ
　
二
十
九
歳
の
母
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い

か
す
か
な
記
憶
が
　
手
の
ひ
ら
を
伝
っ
た

遠
い
無
線
塔
か
ら
の
電
喝

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
た
　
円
錐
形
の
高
さ
二
百
メ
ー
ト
ル
の
塔
は
　
私
が
は
じ
め
て

目
に
し
た
十
日
後
に
　
取
り
壊
し
開
始
の
運
命
に
あ
り
ま
し
た

昭
和
五
十
六
年
　
秋
。

な
ん
に
も
な
い
か
ら
　
こ
こ
は
い
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す

原
町
の
人
が
青
い
潰
し
た
。
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○月刊の「相馬市九条のaニュースは本格的な全8ページ紙面で、多彩な情報が満載されています。詩や
俳句や歌も載っていてホッとします。ネットの「相双地区九条フォーラム」で簡単13売むことができます。
そこで私たちもそれを見習し＼今年の最終号には上のように石垣りんの有名な「原町市にて」という詩を
載せてみましたい現在、何かと問題山積の我が愛する“はらまう”について、考えてみましょう！



宮
崎
県
の
東
国
原
英
夫
知
事
は

2
8
日
、
宮
崎
市
の
知
事
公
舎
で
あ

っ
た
若
手
建
設
業
者
ら
と
の
懇
談

会
で
「
徴
兵
制
が
あ
っ
て
し
か
る

べ
き
だ
。
若
者
は
1
年
か
2
年
く

ら
い
白
衛
隊
な
ど
に
入
ら
な
く
て

は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
」
と

述
べ
た
。
記
者
団
に
真
意
を
問
わ

れ
た
知
事
は
発
言
を
撤
回
せ
ず
、

懇談会で持論

「
若
者
が
訓
練
や
規
則
正
し
い
ル

ー
ル
に
の
っ
と
っ
た
生
活
を
送
る

時
期
が
あ
っ
た
方
が
い
い
」
と
持

論
を
展
開
し
た
。

懇
聾
だ
は
県
建
設
業
協
会
青

年
部
の
地
域
代
表
ら
1
2
人
が
参

明
若
手
の
育
成
方
法
な
ど
が
議

論
に
な
り
、
知
事
が
個
人
的
意
見

と
し
て
語
っ
た
と
い
う
。

懇
談
会
の
終
了
後
、
知
事
は

「
道
徳
や
倫
理
観
な
ど
の
欠
損
が

生
じ
、
社
会
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド

な
ど
に
つ
な
が
っ
て
い
る
気
が
す

る
」
と
言
及
。
「
軍
隊
と
は
言
わ

な
い
が
、
あ
る
時
期
、
規
律
を
重

ん
じ
る
機
関
で
教
育
す
る
こ
と
は

重
要
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
誇
っ

た
。

r若者惇I年か2年、自衛簾に入らなくて鯵いけぢい」だぢんて

「
徴
兵
で
教
育
」

∵
知
事
は
不
見
識

団
体
職
長
　
吉
田
　
良
明

（
東
京
都
江
東
区
　
4
6
季

宮
崎
県
の
東
国
原
知
事
が

「
若
者
に
は
規
律
を
重
ん
じ
る

機
関
で
の
教
育
が
必
要
。
徴
兵

制
が
あ
っ
て
も
い
い
」
と
の
趣

旨
の
発
言
を
し
た
。
軍
隊
は
国

家
が
理
不
尽
な
侵
略
に
対
抗
す

る
た
め
必
要
悪
と
し
て
保
有
す

る
暴
力
装
置
で
あ
り
、
倫
理
教

育
の
役
割
を
期
待
す
る
な
ど
不

見
識
に
も
ほ
ど
が
あ
る
。

徴
兵
制
に
よ
り
形
成
さ
れ
た

旧
日
本
軍
で
は
、
上
官
の
リ
ン

チ
が
樗
付
し
た
。
秩
序
は
恐
怖

に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
た
に
過
ぎ

ず
、
前
線
で
は
婦
女
暴
行
な
ど

切
不
祥
事
も
発
生
し
た
し
、
敗

劇
時
に
は
多
く
の
軍
物
資
が
横

領
隠
匿
さ
れ
た
。
激
戦
地
で
は

仲
間
の
肉
を
食
べ
飢
え
を
し
の

い
だ
と
い
う
希
ま
で
聞
く
。
こ

れ
で
知
事
の
言
う
倫
翠
友

情
、
規
律
の
教
育
効
果
が
あ
っ

た
と
言
え
る
の
か
。

世
間
の
反
発
に
慌
て
た
か
、

知
事
は
彗
翌
日
「
徴
兵
制
で

は
な
く
、
農
業
を
強
制
的
に
体

験
さ
せ
る
散
農
制
が
良
い
」
と

主
張
を
修
正
し
た
が
、
恥
の
上

塗
り
だ
。
文
化
大
革
命
時
の
中

国
に
は
「
下
放
」
と
称
し
、
イ

ン
テ
リ
を
農
村
で
強
制
労
働
さ

せ
る
徴
農
制
が
実
在
し
た
が
、

そ
れ
は
教
育
効
果
ど
こ
ろ
か
経

済
・
科
学
技
術
な
ど
あ
ら
ゆ
る

面
で
そ
の
後
の
中
国
に
低
迷
を

も
た
ら
す
原
因
と
な
っ
た
。

強
制
労
働
に
は
教
育
効
果
な

ど
無
い
と
い
う
の
が
歴
史
の
教

訓
ガ
。
そ
の
程
度
の
儲
誰
も
な

く
放
言
す
る
知
事
の
政
治
家
と

し
て
の
資
東
を
疑
う
。

▲2007年12月7日『朝日新剛投書

▲2007年11月29日『朝日新聞』

東
国
原
知
事
発
言

許
せ
ぬ
「
徴
兵
制
」

南
会
津
町
・
山
口
久
之
助

■
（
無
職
　
7
7
）

胃
崎
県
の
東
国
原
知
事
が
、

冗
談
で
も
言
っ
て
は
な
ら
な
い

発
言
を
し
た
。
徴
兵
制
に
よ
り

今
の
若
者
を
鍛
え
て
は
と
い
う

内
容
で
あ
る
ご
」
れ
に
は
私
も

日
を
こ
す
っ
て
し
ま
っ
た
。

知
事
と
し
て
の
識
見
が
あ
る

か
、
と
怒
り
さ
え
覚
え
た
。
明

治
六
年
、
徴
兵
制
が
施
行
さ
れ
、

そ
の
後
、
日
清
、
日
露
、
太
平

洋
戦
争
へ
と
突
き
進
み
、
青
・

壮
年
は
「
泥
水
を
す
す
り
、
革

を
は
み
」
の
戦
に
明
け
暮
れ
、

後
に
残
さ
れ
た
弱
者
も
血
の
出

る
よ
う
な
毎
日
だ
っ
た
。
私
の

三
人
の
兄
も
「
赤
絵
一
枚
」
で

束
国
庶
知
事
発
言

賛
意
の
声
も
多
い

石
川
町

深
谷
恒
生
7

4
農
業

東
国
原
宮
崎
県
知
事
の
「
徴

兵
制
」
の
弁
が
、
物
議
を
醸
し

て
い
る
。
徴
兵
と
い
う
言
葉
は

若
者
に
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
東
国
原
知
事
の
真

意
を
考
え
る
と
、
そ
ん
な
に
め

く
じ
ら
を
立
て
る
ほ
ど
で
も
あ

る
ま
い
。
知
事
は
「
あ
く
ま
で

も
個
人
的
に
」
と
前
置
き
し
「
徴

兵
制
を
容
認
し
て
い
る
も
の
で

は
な
い
」
と
弁
明
し
て
い
る
。

若
者
に
欠
け
て
い
る
分
野
を

な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
、
と
い

う
思
い
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。

学
校
教
育
が
卑
弱
（
ひ
よ
わ
）

に
な
っ
て
い
る
現
在
、
心
身
鍛

錬
の
場
が
見
当
た
ら
克
い
の
も

事
実
で
あ
る
。

人
間
生
活
の
基
盤
で
あ
る
道

徳
観
の
崩
壊
は
、
社
会
に
さ
ま

ざ
ま
な
弊
害
を
生
ん
で
い
る
。

道
徳
観
を
基
盤
整
備
す
る
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ト
が
あ
り
、

そ
の
一
つ
が
東
国
原
知
事
の
考

え
方
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
大
方
の
日
本
人

は
「
徴
兵
制
す
な
わ
ち
戦
争
」

と
い
う
結
び
つ
き
を
考
え
て
し

ま
い
、
ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
か
ら

脱
却
で
き
な
い
節
が
あ
る
。
そ

の
た
め
、
ち
ょ
っ
と
し
た
発
言

が
曲
解
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ

る
。
現
在
の
日
本
人
の
道
徳
観

を
考
え
た
時
、
今
回
の
東
国
原

知
事
の
考
え
に
「
そ
う
だ
」
と

賛
意
を
示
す
人
も
、
決
し
て
少

な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

42007年12月5日『福島民友』投書

徴
兵
制
の
実
態

知
っ
て
の
上
か

無
職
伊
東
一

（
長
崎
市
　
的
歳
）

徴
兵
検
査
か
ら
酷
を
始
め
よ

う
。
2
0
歳
に
な
る
と
日
本
男
子

は
全
国
一
斉
に
徴
兵
検
査
が
始

ま
る
（
学
生
は
卒
業
ま
で
入
営

叢
）
遠
望
嘩
撃
ふ

ん
ど
し
で
出
頭
性
器
の
検
査

ま
で
し
て
甲
種
合
格
、
盛
大
な

歓
送
を
受
け
て
入
隊
。
私
は
昭

和
9
年
兵
と
呼
ば
れ
る
。

上
等
兵
、
古
年
兵
か
ら
1
年

間
、
夜
ご
と
夜
ご
と
の
暴
力
に

よ
る
「
し
っ
け
」
教
育
で
あ

る
。
■
青
帝
を
絶
す
る
い
ろ
い
ろ

の
暴
力
、
・
1
年
が
過
ぎ
て
先
輩

が
満
期
除
隊
す
る
と
新
兵
の
後

輩
が
入
隊
す
る
。

徴
兵
さ
れ
、
苦
労
し
た
。

今
、
守
屋
武
昌
前
防
衛
事
務

次
官
問
題
で
国
が
騒
然
と
し
て

い
る
（
」
イ
ラ
ク
で
は
航
空
自
衛

隊
が
航
空
機
に
よ
る
生
死
を
懸

け
た
輸
送
を
行
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
と
き
に
宮
崎
県
の
代

表
者
が
「
徴
兵
」
な
ど
と
口
に

す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

若
者
を
「
徴
兵
制
」
に
よ
っ

て
強
者
に
す
る
こ
と
は
許
せ
る

発
言
で
は
な
い
。
別
な
手
段
に

よ
り
若
者
を
鍛
え
る
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
。
．
何
か
東
国
原
知

事
の
地
金
が
だ
ん
だ
ん
出
て
き

た
よ
う
に
考
え
る
。

▲2007年12月7日『福島民報』投書

引
引
割
引
コ

活
が
敬
兵
制
の
実
情
だ
っ
た
。

服
従
は
あ
っ
た
が
協
力
も
理
解

も
な
か
っ
た
。
私
の
戦
友
の
大

半
は
、
後
に
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件

で
戦
死
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
は
ご
く
普
通
の
徴
兵
制

に
よ
る
兵
隊
生
活
の
一
例
で
あ

る
が
、
東
国
原
告
崎
県
知
事
は

故
兵
制
の
集
団
生
活
の
実
情
を

ご
存
じ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

自
民
党
の
新
憲
法
華
美
も
、

さ
す
が
に
散
兵
制
に
は
触
れ
て

い
な
い
が
、
靖
国
神
社
の
神
々

と
防
衛
族
と
称
さ
れ
る
人
た
ち

は
、
東
国
原
知
事
薯
に
驚
き

な
が
ら
大
賛
成
だ
ろ
う
。

東
屋
知
事
に
は
好
意
を
持

っ
て
い
る
だ
け
に
、
も
う
一
度

徴
兵
制
に
つ
い
て
研
究
し
直
し

て
ほ
し
い
。

▲2007年12月11日F朝日新別投書


