
ご
挨
拶

　

久
留
女
木
の
棚
田
は
遠
い
。
浜
松
市
街
か
ら
車
で
北
へ
、
国
道
、

県
道
、
脇
道
か
ら
さ
ら
に
狭
い
道
へ
。
や
が
て
都
田
川
水
系
の
渓
間

を
縫
う
よ
う
に
登
れ
ば
農
道
が
あ
り
、
そ
こ
へ
入
り
ま
す
と
、
猪
よ

け
の
柵
の
前
に
。
あ
と
は
徒
歩
で
登
る
の
で
す
。

　

一
帯
の
斜
面
の
開
墾
が
進
ん
だ
の
は
、
井
伊
直
虎
の
曾
祖
父
が
今

川
氏
に
追
わ
れ
、
近
く
に
居
を
構
え
た
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
か
。
八
百

枚
の
田
の
上
に
立
ち
ま
す
と
、
遠
く
に
青
山
か
す
み
、
振
り
か
え
り

茂
み
の
中
へ
と
歩
め
ば
、
澄
ん
だ
水
が
静
か
に
流
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
こ
そ
が
、
村
人
が
愛
し
た
竜
宮
小
僧
を
葬
っ
た
あ
と
に
湧
き
出
た

泉
と
の
こ
と
。
今
も
手
を
合
わ
せ
る
人
が
お
ら
れ
ま
す
。
掬
え
ば
山

の
香
、
口
あ
た
り
は
な
め
ら
か
、
身
が
清
ま
る
思
い
が
い
た
し
ま
す
。

　

言
い
伝
え
と
は ―

―
 

む
か
し
、
村
人
が
困
っ
て
い
る
と
、
不
思
議

な
小
僧
が
あ
ら
わ
れ
、
手
伝
っ
て
く
れ
た
。
し
か
も
何
度
も
。
「
ど

こ
の
小
僧
さ
ん
だ
ね
」
と
問
え
ば
、
「
ど
こ
で
も
い
い
よ
」
と
。
小

僧
は
、
竜
宮
に
通
じ
る
大
淵
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
の
で
、
竜
宮
小
僧
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
。
何
の
見
返
り
も
求
め
な
い
小
僧
に
お
礼
を
と
、

あ
る
と
き
村
人
が
、
小
僧
が
「
蓼
汁
だ
け
は
食
べ
さ
せ
な
い
で
」
と

言
っ
て
い
た
の
に
蓼
汁
を
出
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
一
口
で
絶
命
。

許
し
を
乞
い
、
亡
骸
を
村
中
の
人
の
手
で
、
小
僧
が
願
っ
た
榎
の
大

木
の
下
に
葬
っ
た
と
こ
ろ
、
根
元
か
ら
水
が
湧
き
出
し
、
い
ま
も
村

人
を
助
け
て
い
る ―

―

　

棚
田
と
い
え
ば
、
水
の
分
配
が
大
変
で
す
。
し
か
し
久
留
女
木
に
は

我
を
張
り
あ
う
向
き
も
な
く
円
満
の
由
。
「
竜
宮
小
僧
の
お
か
げ
で

す
」
と
。
本
学
の
学
生
た
ち
が
、
こ
こ
で
耕
作
を
始
め
た
の
が
二
〇
一

六
年
。
翌
年
、
大
河
ド
ラ
マ
「
お
ん
な
城
主

直
虎
」
放
映
。
そ
の
こ

ろ
浜
松
商
工
会
議
所
で
は
、
ド
ラ
マ
で
時
折
語
ら
れ
る
竜
宮
小
僧
の

〝
利
他
の
心
〞
を
街
の
宝
に
と
の
声
が
。
ほ
ど
な
く
、
本
学
学
生
デ
ザ

イ
ン
の
衣
裳
を
つ
け
た
小
僧
さ
ん
が
街
の
音
楽
祭
に
登
場
。
こ
の
伝
説

の
絵
本
や
紙
芝
居
も
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
す
べ
て
、
棚
田
を
守
る
「
久

留
女
木
竜
宮
小
僧
の
会
」
の
方
が
た
に
助
け
ら
れ
て
の
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
本
学
の
「
薪
能
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
は
、
十
八
年

に
わ
た
り
古
典
能
の
公

演
実
施
に
つ
と
め
ま
し

た
が
、
今
年
は
、
こ
の

新
作
に
挑
み
ま
す
。
本

学
の
舞
台
に
久
留
女
木

の
天
地
が
た
ち
あ
ら
わ

れ
、
輝
き
ま
す
よ
う
、

祈
っ
て
お
り
ま
す
。
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公立大学法人

静岡文化芸術大学
十
月
九
日（
水
）

一
、
開
会　

あ
い
さ
つ

　
　
　
　

梅
若
猶
彦
（
能
楽
師
・
静
岡
文
化
芸
術
大
学
文
化
政
策
学
科
芸
術
文
化
学
科
教
授
）

二
、
学
生
に
よ
る
新
作
能
「
竜
宮
小
僧
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
解
説

　
　
　
　

薪
能
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

三
、
講
師
紹
介

　
　
　
　

鑓
水
美
緒
（
薪
能
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
代
表　

芸
術
文
化
学
科
二
年
）

四
、
講
演　

東
海
地
域
の
能
楽
史

　
　
　

講
師

　
　
　
　

飯
塚
恵
理
人
（
椙
山
女
学
園
大
学
文
化
情
報
学
部
教
授
）

第
一
夜　

能
講
座

※

　

講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
次
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。静岡文化芸術大学

学長 横山俊夫

利
他
の
化
身



〈
経
歴
〉

昭
和
三
十
六
年
ア
メ
リ
カ
・
シ
カ
ゴ
生
ま
れ
、
愛
知
県
在
住
。
筑
波
大
学
第
二
学
群
比
較
文
化
学
類
卒
業
、
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
文

芸
言
語
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
で
中
世
文
学
、
特
に
謡
曲
本
文
に
つ
い
て
研
究
。
平
成
三
年
か
ら
は
愛
知
県
名
古
屋
市
に
あ
る
椙
山
女
学
園

大
学
に
て
、
文
学
・
日
本
文
化
論
等
を
教
え
る
。
現
在
は
「
東
海
地
域
の
能
楽
史
」、「
外
国
人
・
初
心
者
向
け
能
楽
教
材
の
開
発
」、「
夢
幻

能
の
成
立
」、「
明
治
か
ら
昭
和
の
古
典
芸
能
ア
ナ
ロ
グ
音
源
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
発
信
、
ア
ー
カ
イ
ブ
作
成
」
等
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。

講
師
か
ら
一
言
：「
古
典
芸
能
の
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
や
オ
ー
プ
ン
リ
ー
ル
テ
ー
プ
、
番
組
台
本
な
ど
を
お
持
ち
で
寄
贈
を
考
え
て
お
ら
れ
る
方
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。」

十
月
九
日（
水
）

講
演
　
東
海
地
域
の
能
楽
史

能
講
座
　

新
作
能
「
竜
宮
小
僧
」

あ
ら
す
じ

　

物
語
の
始
ま
り
は
、
都
の
あ
る
僧
侶
が
不
思
議
な
夢
を
見
た
こ
と
か
ら

は
じ
ま
る
。
夢
の
中
で
一
人
の
少
年
が
僧
侶
に
語
り
か
け
る
。「
自
分
は

遠
江
に
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
が
、
ひ
と
り

ぼ
っ
ち
で
寂
し
い
。
供
養
し
て
ほ
し
い
。」
夢
か
ら
覚
め
た
僧
侶
は
、
こ

の
夢
が
た
だ
事
で
は
な
い
と
感
じ
、
遠
江
へ
の
旅
を
始
め
る
。
遠
江
へ
着

く
と
霧
が
急
に
濃
く
な
り
、
休
ん
で
い
る
と
一
組
の
老
夫
婦
を
見
か
け
た
。

老
夫
婦
は
大
淵
の
水
を
厳
か
に
す
く
っ
た
。
そ
し
て
心
の
渇
き
を
満
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
話
し
て
い
た
。
気
に
な
っ
た
僧
侶
が
老
夫
婦
に

尋
ね
る
と
「
竜
宮
小
僧
が
蓼
を
食
べ
さ
せ
な
い
で
く
れ
、
と
言
っ
て
い
た

の
に
、
私
た
ち
が
蓼
汁
を
出
し
て
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
今

で
も
後
悔
し
て
い
る
。
自
ら
も
亡
者
で
、
竜
宮
小
僧
を
供
養
さ
れ
る
な
ら
、

自
分
た
ち
も
供
養
し
て
ほ
し
い
。」
と
語
り
、
老
夫
婦
は
消
え
う
せ
た
。

そ
こ
へ
男
が
大
淵
の
浅
瀬
に
鰻
釣
り
に
や
っ
て
来
る
。
僧
は
そ
の
男
に
頼

ん
で
竜
宮
小
僧
の
山
中
の
墓
ま
で
案
内
し
て
も
ら
う
。
弔
っ
て
い
る
と
竜

宮
小
僧
が
土
の
中
か
ら
泥
に
染
ま
っ
た
姿
で
現
れ
る
。

　

た
ち
ま
ち
に
し
て
季
節
が
秋
か
ら
春
と
な
り
、
紅
葉
は
満
開
の
桜
に
変

わ
っ
た
。
棚
田
で
の
田
植
え
が
始
ま
り
、そ
れ
を
見
て
小
僧
は
涙
し
て
喜
び
、

や
が
て
元
の
土
の
中
に
消
え
て
い
っ
た
。

講
師
　
飯
塚
　
恵
理
人
（
い
い
づ
か
え
り
と
）

椙
山
女
学
園
大
学
文
化
情
報
学
部
教
授

　

た
し
か
本
年
、
平
成
三
一
年
の
四
月
頃

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。「
今
年
の
薪
能
は

竜
宮
小
僧
で
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
案

が
、
芸
術
文
化
学
科
二
年
の
鑓
水
美
緒
さ
ん
、
大
学
事
務
局
地
域
連
携
室

の
宮
野
哲
さ
ん
と
話
し
合
っ
て
い
る
時
に
出
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

わ
た
く
し
は
こ
れ
ま
で
新
作
能
に
は
そ
れ
な
り
に
関
わ
り
、
演
出
な
ど

を
担
当
し
て
き
ま
し
た
が
、
能
そ
の
も
の
を
書
い
た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
今
回
こ
う
し
て
自
分
で
書
い
て
み
る
と
、
能
独
自
の
文
学
性
に
気

付
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

世
阿
弥
も
重
要
視
し
て
い
た
〝
本
説
〞
は
、
能
以
前
の
古
典
文
学
作
品

等
の
主
題
引
用
等
の
事
で
す
が
、
出
典
の
文
体
を
そ
の
ま
ま
能
に
引
用
す

る
事
は
難
し
い
と
感
じ
ま
し
た
。
何
故
な
ら
何
と
な
く
違
和
感
を
生
じ
る

か
ら
で
す
。
そ
れ
が
能
の
も
つ
数
々
の
定
型
か
ら
は
み
出
す
事
に
起
因
す

る
か
ら
で
し
ょ
う
。
今
回
の
新
作
能
は
本
説
に
あ
た
る
の
が
伝
説
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
考
え
た
末
、
夢
幻
能
の
形
を
採
用
し
、
竜
宮
小
僧
は

既
に
こ
の
世
に
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

こ
の
企
画
を
支
え
て
下
さ
っ
た
能
楽
関
係
者
の
皆
様
、
ま
た
脚
本
へ
の

助
言
を
く
だ
さ
っ
た
横
山
俊
夫
先
生
、
金
子
和
恵
様
、
そ
し
て
久
留
女
木

竜
宮
小
僧
の
会
の
皆
さ
ま
、
蓼
汁
に
つ
い
て
ご
教
示
下
さ
っ
た
万
葉
の
森

公
園
万
葉
亭
の
皆
様
と
万
葉
風
土
研
究
家
の
山
下
智
之
様
に
も
感
謝
い
た

し
ま
す
。

　

学
生
薪
能
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
皆
さ
ん
、
大
学
関
係
者
の
皆
さ
ん
、

や
っ
と
当
日
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
半
年
は
長
く
も
短
く
も
感
じ
て
お
り

ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
作

品
を
観
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

十
月
十
日（
木
）

第
二
夜　

能
公
演

作
者
よ
り

静岡文化芸術大学
芸術文化学科 教授

梅若 猶彦

狂
言
方

門

喜
多
　
雅
一

ワ
キ
方
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