
（
歩
み
と
人
生
）

３
月
10
日
（
日
）
第
５

面
　
東
海
文
芸
　
高
田
一

柳
会
（
２
月
）

宿
題
「
歩
く
」

脚
二
本
だ
け
で
は
足
り
ず

杖
を
つ
き

人
生
を
歩
き
つ
づ
け
た
靴

の
減
り

（
佐
々
木
七
草
）

返
柳

靴
減
ら
し
杖
ま
で
つ
い
て

我
が
人
生

歩
み
寄
り
言
葉
交
わ
せ
ば

し
こ
り
解
け

目
標
を
決
め
れ
ば
足
も
軽

く
な
り（

佐
々
木
多
美
子
）

返
柳

言
葉
か
け
し
こ
り
が
解
け

て
軽
い
脚

や
っ
と
歩
調
合
っ
て
楽
し

む
古
希
の
旅

踏
み
出
し
た
一
歩
に
風
が

柔
ら
か
い

（
千
葉
誠
子
）

返
柳

古
希
の
旅
風
に
歩
調
を
合

わ
せ
た
り

反
抗
期
自
分
の
道
を
歩
き

出
す

見
て
聞
い
て
歩
い
て
拾
う

知
恵
袋

（
西
村
千
恵
）

返
柳

反
抗
期
道
を
歩
め
ば
智
恵

拾
う

孫
の
お
守
朝
か
ら
歩
き
走

ら
さ
れ

北
国
の
春
の
歩
み
の
遅
い

こ
と

（
新
沼
志
保
子
）

返
柳

孫
早
い
歩
み
ゆ
っ
く
り
老

い
の
春

（
謎
か
け
つ
な
ぎ
）

第
１
面
の
「
奇
跡
の
一

本
松
　
復
興
お
預
け
」
へ

の
「
謎
か
け
」

「
奇
跡
の
一
本
松
と
か
け

て
何
と
解
く
」

「
老
い
の
反
抗
と
解
く
」

「
そ
の
心
は
？
」

「
足
一
本
で
は
歩
け
な

い
」３

・
11
の
大
津
波
で
何

万
本
と
い
う
あ
の
見
事
な

高
田
松
原
が
流
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
松
原
を
再
現
す

る
に
は
大
変
な
時
間
と
労

力
と
費
用
が
必
要
で
あ

る
。
奇
跡
的
に
、
一
本
だ

け
残
っ
た
松
の
木
を
保
存

し
よ
う
と
い
う
意
見
が
高

ま
っ
て
、
そ
の
保
存
へ
の

取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
。

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
湧
き

上
が
っ
て
き
て
い
る
。

数
億
円
も
の
費
用
が
か

か
る
こ
と
、
再
現
さ
れ
た

者
は
自
然
の
松
の
木
で
は

な
く
人
工
の
サ
イ
ボ
ー
グ

で
あ
る
こ
と
、
昔
の
松
原

と
ど
の
よ
う
に
む
す
び
つ

け
る
の
か
、
議
論
は
続

く
。
松
も
群
生
し
て
こ

そ
、
あ
の
美
し
い
松
原
を

形
造
る
こ
と
が
出
来
る
。

老
い
て
孤
独
な
奇
跡
の
松

は
、
他
の
松
の
木
と
一
緒

に
群
生
し
て
い
た
懐
か
し

い
場
所
で
自
分
の
一
生
を

終
え
た
い
と
思
っ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

循
環
す
る
地
球
の
物
理

的
運
動
の
中
で
、
生
命
を

も
つ
も
の
は
、
自
分
の
立

ち
位
置
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の

た
め
に
は
旅
が
必
要
と
い

う
こ
と
か
？

（
東
海
新
報
記
事
か

ら
）３

月
13
日
（
水
）
の
第

１
面
の
世
迷
言
に
は
「
家

庭
円
満
の
秘
訣
は
食
に
あ

り
。
…
調
味
料
と
、
そ
こ

に
書
い
て
あ
る
レ
シ
ピ
通

り
に
用
意
さ
れ
た
材
料
を

買
い
、
そ
の
ま
ま
フ
ラ
イ

パ
ン
で
炒
め
れ
ば
Ｏ
Ｋ
と

い
う
手
軽
さ
が
う
け
て
い

る
そ
れ
は
と
も
か
く
、
包

丁
も
ま
な
板
も
使
わ
ず
に

済
み
、
後
片
づ
け
も
楽
と

い
う
時
代
の
流
れ
に
沿
え

ば
や
が
て
「
家
庭
の
味

は
」
全
国
共
通
に
な

る
？
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
家
庭
の
味
」
の
素
晴

ら
し
さ
を
再
認
識
す
る
必

要
な
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
家
庭
の
味
は
食
事
か

ら
始
ま
り
、
共
同
体
と
し

て
の
文
化
を
知
る
こ
と
だ

と
思
う
。

東
海
文
芸
の
高
田
一
柳

会
（
２
月
）
の
宿
題
「
歩

む
」
は
旅
の
世
界
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の

ヒ
ン
ズ
―
教
の
教
え
は
人

生
を
学
生
期
、
家
住
期
、

林
住
期
、
遊
行
期
と
四
つ

に
分
け
て
い
る
。

林
住
期
と
は
旅
に
出

て
、
経
験
か
ら
学
ん
だ
こ

と
を
交
換
し
な
が
ら
、
自

由
な
生
き
方
を
行
い
、
そ

れ
を
楽
し
む
時
期
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
旅
に
出
る

と
、
自
分
の
家
庭
の
味
の

意
味
が
分
か
っ
て
来
る
。

20
年
以
上
も
海
外
で
の

旅
の
生
活
を
経
験
し
た
。

い
ろ
ん
な
土
地
で
、
そ
の

土
地
の
文
化
と
、
料
理
を

楽
し
む
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
な
っ
た
。

60
年
以
上
も
前
の
敗
戦

後
の
食
糧
難
の
時
代
に
盛

町
の
七
夕
祭
り
の
次
の
日

に
部
落
の
会
議
を
す
る

「
場
会
場
（
じ
ょ
う
か
い

じ
ょ
う
）」
で
（
か
さ
こ

し
）
と
い
う
子
供
た
ち
の

慰
労
会
を
し
て
い
た
だ
く

の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
部

落
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
作

っ
て
く
れ
た
御
馳
走
。
そ

の
時
の
味
付
け
ご
飯
の
お

い
し
さ
は
今
で
も
忘
れ
ら

れ
な
い
。

ま
さ
に
家
庭
な
ら
ず
、

「
部
落
の
味
」
で
あ
る
。

�

「森と水と命の惑星」国際会議
～地域と世界の心と魂を詠む～


