
ぼ
く
の
ふ
る
さ
と 

門
川
町 五

十
鈴
小
学
校 

五
年 

中
満 

逞
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み
な
さ
ん
は
門
川
町
の
よ
い
と
こ
ろ
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
か
。 

 

ぼ
く
は
小
さ
い
頃
か
ら
、
自
然
豊
か
な
環
境
で
た
く
さ
ん
遊
び
、
門
川
の
お

い
し
い
魚
や
野
菜
を
食
べ
て
、
そ
し
て
秋
に
は
帰
省
し
て
き
た
親
せ
き
と
一

緒
に
尾
末
神
社
の
だ
ん
じ
り
祭
り
を
楽
し
ん
で
き
ま
し
た
。 

 

ぼ
く
は
そ
れ
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
学
校
で
門
川

町
の
い
ろ
い
ろ
な
特
色
を
学
ん
で
、
ぼ
く
は
と
て
も
恵
ま
れ
た
環
境
で
生
ま

れ
育
っ
て
い
る
の
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。 

 

ぼ
く
が
門
川
町
の
良
い
と
思
う
と
こ
ろ
の
一
つ
は
伝
統
と
文
化
で
す
。 

 

社
会
の
教
科
書
に
の
っ
て
い
た
写
真
に
興
味
を
も
っ
て
ぼ
く
は
今
、
門
川

神
楽
を
習
っ
て
い
ま
す
。
最
初
は
、
お
も
し
ろ
そ
う
と
い
う
軽
い
気
持
ち
で
習

い
始
め
ま
し
た
が
、
だ
ん
じ
り
祭
り
の
前
夜
と
庵
川
神
社
で
神
楽
を
奉
納
す

る
と
聞
い
て
が
ん
ば
っ
て
覚
え
ま
し
た
。 

 

尾
末
神
社
は
、
祭
り
の
前
の
夜
だ
っ
た
の
で
、
暗
く
て
見
に
来
て
い
る
人
も

大
人
ば
か
り
で
少
な
く
、
そ
の
中
で
神
楽
を
ま
い
ま
し
た
。
次
の
日
の
に
ぎ
や

か
さ
は
う
そ
の
よ
う
な
、
お
ご
そ
か
な
空
気
で
し
た
。 

 

庵
川
神
社
の
祭
り
は
、
勤
労
感
謝
の
日
の
午
前
中
に
あ
っ
て
、
大
人
も
子
ど

も
も
た
く
さ
ん
い
て
か
え
っ
て
緊
張
し
ま
し
た
。
で
も
、
神
楽
に
出
て
く
る

「
三
番
こ
う
神
」
と
い
う
神
様
が
持
つ
「
こ
う
神
ぼ
う
」
を
取
ろ
う
と
、
ぼ
く

と
同
じ
小
学
生
が
神
社
の
中
に
ま
で
体
を
乗
り
出
し
て
き
て
い
て
、
同
じ
町

内
の
神
楽
な
の
に
全
く
雰
囲
気
が
違
っ
て
い
て
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
し
た
。

一
つ
一
つ
違
っ
た
特
色
が
あ
る
こ
と
が
門
川
町
の
祭
り
の
魅
力
だ
と
思
い
ま

す
。 

 

も
う
一
つ
、
ぼ
く
が
体
験
し
た
伝
統
芸
能
は
臼
太
鼓
踊
り
で
す
。
五
十
鈴
小

学
校
で
は
、
毎
年
五
年
生
が
運
動
会
で
披
露
し
て
い
て
、
ぼ
く
も
今
年
初
め
て

踊
り
ま
し
た
。 

 

臼
太
鼓
踊
り
は
、
豊
臣
秀
吉
が
朝
鮮
出
兵
の
際
に
戦
勝
祈
願
で
ま
わ
せ
た

の
が
起
源
で
、
昭
和
五
十
九
年
に
町
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
門
川
神
社
の
秋
の
例
祭
で
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

五
十
鈴
小
学
校
で
も
、
毎
年
運
動
会
で
五
年
生
が
踊
り
、
三
十
年
以
上
続
い

て
い
る
伝
統
と
な
っ
て
い
ま
す
。
二
学
期
に
な
る
と
、
毎
年
六
年
生
が
五
年
生

に
臼
太
鼓
踊
り
を
伝
承
し
ま
す
。
ぼ
く
た
ち
五
年
生
も
今
年
六
年
生
に
教
え

て
も
ら
い
ま
し
た
。
来
年
は
ぼ
く
た
ち
が
六
年
生
に
な
り
五
年
生
に
教
え
ま

す
。
五
十
鈴
小
学
校
に
伝
わ
る
大
事
な
伝
統
芸
能
の
一
つ
と
し
て
し
っ
か
り

伝
え
て
い
き
た
い
で
す
。 

 

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
ぼ
く
が
良
い
と
思
っ
た
こ
と
は
、
環
境
で
す
。 

 

三
年
生
の
と
き
に
カ
ン
ム
リ
ウ
ミ
ス
ズ
メ
の
こ
と
に
つ
い
て
調
べ
学
習
を

し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、
枇
榔
島
に
ゴ
ミ
が
落
ち
て
い
て
そ
れ
を
え
も
の
と
す

る
カ
ラ
ス
が
カ
ン
ム
リ
ウ
ミ
ス
ズ
メ
を
こ
う
げ
き
す
る
と
い
う
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
生
物
の
ぜ
つ
め
つ
理
由
で
、
三
番
目
に
多
か
っ
た
の
が
、
人
間
の

環
境
破
壊
で
す
。
ま
た
、
落
ち
て
い
た
つ
り
ば
り
を
ま
ち
が
っ
て
食
べ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
ご
み
を
捨

て
な
い
と
い
う
ス
テ
ッ
カ
ー
の
配
布
や
、
び
ろ
う
島
の
ご
み
を
拾
う
活
動
が

門
川
町
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
ど
の
生
物
に
も
共
通
し
て
い
ま
す
。
自
分
が
出
し
た
ご
み
は
、

自
分
で
持
っ
て
帰
る
こ
と
や
ポ
イ
捨
て
を
し
な
い
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と

を
門
川
町
の
人
が
み
ん
な
で
守
る
と
、
門
川
町
は
さ
ら
に
活
気
が
あ
ふ
れ
、
自

然
が
い
っ
ぱ
い
の
豊
か
な
町
に
な
り
ま
す
。 

 

門
川
町
の
美
し
い
自
然
や
伝
統
、
文
化
を
守
る
た
め
に
は
、
一
人
ひ
と
り
の

門
川
町
へ
の
思
い
が
大
切
で
す
。 

 

例
え
ば
、
ぼ
く
は
門
川
神
楽
や
臼
太
鼓
踊
り
な
ど
の
伝
統
芸
能
を
こ
こ
に

住
む
ぼ
く
た
ち
が
一
度
で
も
体
験
し
、
学
ぶ
こ
と
で
伝
統
は
続
い
て
い
く
と



思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
続
け
て
い
く
こ
と
で
、
門
川
町
は

も
っ
と
輝
く
と
思
い
ま
す
。 

 
ぼ
く
の
ふ
る
さ
と
門
川
町
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
も
ど
ん

ど
ん
自
分
が
体
験
し
て
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

                       

 


