
お
か
あ
さ
ん
1
0
0
選
に

　
「
ど
う
ぞ
、
ど
う
ぞ
、
お
上
が

り
く
だ
さ
い
。
囲
炉
裏
を
囲
ん

で
は
ど
う
で
す
か
」と
話
す
の
は
、

農
家
民
宿「
善ぜ
ん

」で
切
り
盛
り
す
る

佐
古
明
美
さ
ん
。

　

佐
古
さ
ん
は
、
2
月
23
日
、
農

林
水
産
省
な
ど
の「
農
林
漁
家
民

宿
お
か
あ
さ
ん
1
0
0
選
」に
認

定
さ
れ
ま
し
た
。
但
馬
地
域
で
は
、

初
め
て
で
す
。

　

こ
の
1
0
0
選
は
、
農
林
漁
家

民
宿
の
Ｐ
Ｒ
の
た
め
に
尽
力
す
る

と
と
も
に
、
自
身
の
民
宿
経
営
に

成
功
し
、
地
域
活
性
化
に
寄
与
し

て
い
る
女
性
1
0
0
人
が
全
国
か

ら
選
ば
れ
た
も
の
で
す
。

　

佐
古
さ
ん
は「
ほ
か
に
も
頑
張
っ

て
お
ら
れ
る
方
が
あ
る
の
に
、
私

が
選
ば
れ
、
そ
ん
な
器
で
は
な
い

の
で
す
が
」と
控
え
め
に
話
し
ま
す
。

夫
の
夢「
農
家
民
宿
」を
支
え
て

　

こ
の
農
家
民
宿
は
、
築
1
0
0

年
の
古
民
家
を
夫
の
善
次
郎
さ
ん

が
手
作
り
で
改
装
し
た
も
の
で
、

平
成
15
年
12
月
に
、
県
内
で
初
め

て
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　

佐
古
さ
ん
は
、
善
次
郎
さ
ん

と
家
業
の
織
物
業
を
20
年
以
上
続

け
て
い
る
中
、
4
人
の
子
ど
も
も

独
立
し
、
善
次
郎
さ
ん
か

ら
民
宿
へ
の
転
業
を
持
ち

掛
け
ら
れ
ま
す
。「
客
商
売

を
す
る
の
は
嫌
だ
っ
た
が
、

生
活
し
て
い
か
な
く
て
は

い
け
ま
せ
ん
。人
生
は
１
度

な
の
で
、
夫
の
夢
を
か
な

え
、支
え
て
い
き
た
い
と
思

い
、
夫
の
半
年
掛
か
り
の
説
得
に

折
れ
ま
し
た
」と
振
り
返
り
ま
す
。

癒
し
た
り
、
癒
さ
れ
た
り

　

お
客
さ
ん
は
、
毎
年
や
隔
年
で

訪
れ
る
家
族
連
れ
な
ど
が
多
く
、

中
に
は
、
年
4
回
、
四
季
ご
と
に

訪
れ
る
方
も
あ
り
ま
す
。

　

佐
古
さ
ん
は
お
客
さ
ん
に「
お

母
さ
ん
」と
呼
ば
れ
、「
た
だ
い
ま
」、

「
お
帰
り
」と
話
す
、
親
戚
が
里
帰

り
す
る
よ
う
な
仲
で
す
。

　

お
客
さ
ん
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

悩
み
を
打
ち
明
け
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
そ
う
で
、
佐
古
さ
ん
は「
疲

れ
が
た
ま
っ
て
、
ほ
っ
と
し
た
場

所
を
探
さ
れ
て
い
る
方
が
多
い
よ

う
で
す
。
お
客
さ
ん
と
会
話
す
る

こ
と
で
、
癒
し
た
り
、
癒
さ
れ
た

り
。
お
客
さ
ん
の
笑
顔
を
見
る
と
、

私
の
方
が
元
気
に
な
り
ま
す
。
命

の
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
感
じ
ま
す
」と

話
し
ま
す
。

　

民
宿
に
は
、
お
客
さ
ん
が
記
入

　

但
東
地
域
で
、農
家
民
宿
を
切
り
盛
り
し
、「
農
林
漁
家
民

宿
お
か
あ
さ
ん
1
0
0
選
」に
認
定
さ
れ
た
元
気
な
女
性
を

紹
介
し
ま
す
。

佐
古
明
美
さ
ん（
57
歳
）但
東
町
奥
藤

農
家
民
宿
で
お
客
さ
ん
を

自
然
体
の
お
も
て
な
し
で
癒い
や
す
元
気
人

コーちゃん・オーちゃんの

「見つけた！豊岡元気人」

お客さんを待つ佐古夫婦サイン帳や手紙など

かまど炊きをする佐古さん

し
た
サ
イ
ン
帳
や
手
紙
な
ど
が
並

ん
で
お
り
、「
お
母
さ
ん
ま
た
明
日

か
ら
頑
張
る
ね
」、「
癒
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
来
ま
す
」な
ど
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。

　

佐
古
さ
ん
は「
こ
れ
は
私
の
宝

で
、
励
み
に
な
り
ま
す
。
気
取
ら

ず
そ
の
ま
ま
で
、
細
く
長
く
を
モ

ッ
ト
ー
に
、
元
気
に
頑
張
っ
て
い

き
た
い
で
す
」と
話
し
ま
す
。

農
家
民
宿
が
増
え
て
ほ
し
い

　

民
宿
で
は
、
地
元
の
野
菜
な
ど

で
も
て
な
す
農
家
料
理
が
売
り
で
、

か
ま
ど
で
炊
く
古
代
米
の
ご
飯
の

香
り
が
立
ち
込
め
ま
す
。

　

佐
古
さ
ん
は「
自
然
の
も
の
を

使
っ
て
、
自
然
体
の
お
も
て
な
し

を
心
掛
け
て
い
ま
す
。
も
っ
と
民

宿
が
増
え
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま

す
。
経
験
者
と
し
て
民
宿
を
し
た

い
方
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
あ
げ
た

い
」と
話
し
、お
客
さ
ん
を
迎
え
入

れ
る
準
備
に
追
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

▲農家民宿で切り盛りする佐
古さん。趣味は、ジョギング、
手芸、旅行
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但
東
地
域
の
西
に
位
置
す
る
合

橋
幼
稚
園
は
、
付
近
を
流
れ
る
出

石
川
や
周
囲
の
山
々
な
ど
、
自
然

の
息
吹
を
感
じ
る
の
ど
か
な
場
所

で
す
。

　

3
月
2
日
、ひ
な
ま
つ
り
を
次

の
日
に
控
え
、「
お
ひ
な
さ
ま
作

り
」が
行
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ

の
様
子
を
の
ぞ
い
て
み
ま
し
た
。

な
ぜ
、お
ひ
な
さ
ま
を
飾
る
の
？

　

先
生
が
紙
芝
居
で「
お
ひ
な
さ

ま
は
、
私
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
ま

す
。
健
康
と
幸
せ
を
祈
っ
て
飾

る
の
で
す
」と
、

流
し
び
な
の
由

来
か
ら
お
ひ
な

さ
ま
を
飾
る
こ

と
に
な

っ
た
話

を
教
え

て
く
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
園
に
は
お
ひ
な
さ
ま

が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

園
児
た
ち
は
、
大
切
に
保
管
し

て
い
た
給
食
の
ゼ
リ
ー
の
容
器
と

折
り
紙
を
使
っ
て
、
お
ひ
な
さ
ま

作
り
を
始
め
ま
し
た
。

か
わ
い
い
顔
！

�
か
っ
こ
い
い
顔
‼

　

ま
ず
、
肌
色
の
色
紙
に
マ
ジ
ッ

ク
で
顔
を
書
い
て
い
き
ま
す
。

　
「
か
わ
い
い
ー
」

「
見
て
ほ
ら
！
」

「
イ
ケ
面
や
！
」

な
ど
と
言
い
な

が
ら
、
表
情
豊

か
な
顔
が
た
く

さ
ん
で
き
ま
し
た
。

頑
張
っ
て
作
る
よ
！

�

自
分
だ
け
の
お
ひ
な
さ
ま

　

顔
が
で
き
る

と
、
給
食
の
ゼ

リ
ー
の
容
器
に

貼
り
付
け
、
冠
を

付
け
ま
す
。
そ
し

て
、
色
紙
を
着
物
に
見
立
て
て
巻

き
付
け
、
模
様
を
付
け
て
完
成
で

す
。

　

紙
芝
居

に
描
か
れ

た
お
ひ
な

さ
ま
を
何

度
も
見
な
が

ら
、
自
分
だ
け
の

お
ひ
な
さ
ま
を
作
り
ま
し
た
。

ひ
な
ま
つ
り
、楽
し
み
だ
ね
！

　

完
成
し
た
お
ひ
な
さ

ま
は
、
ひ
な
壇だ
ん

に
飾
っ

て
い
き
ま
す
。

　
「
お
内だ
い

裏り

さ
〜
ま
と
、

お
ひ
な
さ
ま
〜
」と
口

ず
さ
む
ほ
ど
、
園
児
た

ち
は
自
分
の
作
っ
た
お
ひ
な
さ
ま

に
満
足
そ
う
で
し
た
。

　

ひ
な
壇
に
11
組
22
体
の
お
ひ
な

さ
ま
が
並
び
ま
し
た
。上
手
く
い
か

ず
、
途
中
で

嫌
に
な
っ
た

こ
と
も
、
こ

の
お
ひ
な

さ
ま
の
姿

を
見
る
と

「
あ
き
ら
め

な
く
て
良
か
っ
た
」と
思
え
ま
す
。

　

翌
日
の
ひ
な
ま
つ
り
が
楽
し
み

に
な
り
ま
し
た
。

限
ら
れ
た
字
数
で
人ひ

間と

の
喜こ

こ

ろ

怒
哀
楽
を
詠う
た

う
！

『
川
柳｢

弘
道｣

』（
出
石
）

　
「
人ひ

間と

の
生
き
ざ
ま
を
詠よ

む
、

そ
れ
が
川
柳
」

　

会
員
11
人
の
こ
の
会
は
、毎
月
１

回
、木
谷
盛
男
さ
ん（
京
町
）を
講
師

に
、弘
道
地
区
公
民
館（
出
石
町
内

町
）で
、
川
柳
を
勉
強
し
て
い
ま
す
。

　

五
・
七
・
五
の
17
音
で
詠
ま
れ
る

川
柳
は
、
世
界
で
一
番
短
い
定
型

詩
の
一
つ
で
す
。
同

じ
17
音
で
も
、
俳
句

と
は
異
な
り
、
自
ら

の
実
体
験
や
感
じ
た

ま
ま
を
発
想
に
結
び

つ
け
て
表
現
し
ま
す
。

　

日
本
語
の
持
つ
一

行
詩
の
美
し
さ
、
素

晴
ら
し
さ（
姿
、リ
ズ

ム
、そ
し
て
心
）を
表

現
す
る
こ
と
が
川
柳
の
醍だ
い

醐ご

味み

で

も
あ
り
、命
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
皆
さ
ん

は
、
活
動
日
当
日
に
与
え
ら
れ
る

「
席
題
」で
句
を
作
る
だ
け
で
な
く
、

事
前
に
与
え
ら
れ
た「
兼
題
」に
掛

か
る
句
を
短
冊
に
書
い
て
提
出
し

ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
選せ
ん

者じ
ゃ（
句
を

選
考
す
る
人
）が
披ひ

講こ
う（

読
み
上
げ

て
披
露
す
る
）し
、
作
者
自
ら
が

呼
名（
名
乗
る
）し
ま
す
。
選
者
の

力
量
が
試
さ
れ
る
時
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
皆
さ
ん
は
、
活
動

日
以
外
に
も
、
各
地
で
開
催
さ
れ

る
川
柳
大
会
な
ど
に
出
掛
け
、
切

磋
琢
磨
し
て
い
ま
す
。「
挑
戦
す
る

心
」の
表
れ
で
す
。

　

代
表
の
井
狩
ふ
さ
子
さ
ん（
出

石
町
魚
屋
）は「
全
員
が
、

仕
事
と
両
立
し
な
が
ら
川

柳
に
対
し
て
前
向
き
に
、

自
分
の
思
い
を
詠
ん
で
い

ま
す
。
川
柳
は
柔
ら
か
い

イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、
一
歩

踏
み
込
め
ば
奥
の
深
い
自

分
史
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

会
は
和
気
あ
い
あ
い
と
活

動
で
き
、
今
以
上
に
川
柳

大
会
に
も
挑
戦
し
、
長
く
続
け
て

い
き
た
い
で
す
」と
話
し
ま
す
。

　

面
白
お
か
し
く
詠う
た

え
ば
い
い
と

思
わ
れ
が
ち
な
川
柳
で
す
が
、
真

実
を
と
ら
え
た
句
こ
そ
が
、
結
果

的
に
、
自
然
な
く
す
ぐ
り
を
誘
っ

て
い
る
の
で
す
。

『
響
き
合
う
十
七
音
の
友
が
い
る
』

　

興
味
の
あ
る
方
は
入
会
を
。
井

狩
さ
ん（
☎
52
－
2
2
2
3
）ま
で
。

合
橋
幼
稚
園
（
但
東
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
園
児
11
人
〉

●
幼稚園

編

広
報
マ
ン
が
や
っ
て
き
た
！

広
報
マ
ン
が
や
っ
て
き
た
！

③

▲人間の内面を詠う川柳
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