
　
久
保
さ
ん
が
、
文
章
を
書
き
始

め
た
の
は
60
歳
を
過
ぎ
た
退
職
後

の
こ
と
で
す
。
市
民
の
た
め
の
文

章
教
室
に
通
い
ま
し
た
。
以
来
、

30
年
以
上
に
わ
た
り
、
先
生
か
ら

出
さ
れ
る
四
季
折
々
の
課
題
で
、

随
筆
を
書
い
て
き
ま
し
た
。

　
「
働
い
て
い
る
と
き
は
忙
し
く
て
、

桜
が
咲
い
て
も
見
に
行
く
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
年
を
重
ね

て
か
ら
の
方
が
、
人
生
は
味
わ
い

深
い
と
思
い
ま
す
。
ク
モ
の
糸
が

キ
ラ
キ
ラ
し
て
い
る
の
を
見
て
も
、

き
れ
い
だ
な
と
思
っ
て
、
感
謝
と

幸
せ
を
感
じ
ま
す
。
課
題
を
頭
に

置
く
こ
と
が
生
き
て
い
く
上
で
大

切
な
こ
と
で
す
」と
話
し
ま
す
。

　
昨
年
、
文
章
教
室
の
仲
間
に
勧

め
ら
れ
て
、
第
14
回
下
関
市
芸
術

文
化
祭
文
芸
部
門
の
随
筆
に
初
め

て
応
募
し
、
大
賞
を
受
賞
。「
作
品

を
読
ん
だ
方
か
ら『
励
み
に
な
っ
た
』

『
幸
福
を
あ
り
が
と
う
』な
ど
の
手

紙
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
ん
な
こ
と

が
起
こ
る
な
ん
て
夢
の
よ
う
で
す
。

一
生
の
う
ち
で
、
こ
ん
な
に
人
に

喜
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
、

本
当
に
う
れ
し
い
で
す
。
人
生
最

後
に
頂
い
た
ご
褒
美
だ
と
、
す
べ

て
に
感
謝
し
て
い
ま
す
」と
目
を
細

め
ま
す
。

「味があり、コクがあり、しばらく美味な文章に浸っていた」
と審査員から評された随筆を書いた、昭和2年生まれの久保
圭子さん（94歳）を、随筆とともに紹介します。

　
息
子
の
敦
司
さ
ん
の
目
に
は
、

久
保
さ
ん
が
ど
の
よ
う
に
映
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
母
は
、
季

節
の
移
ろ
い
を
見
て
、
文
章
を
考

え
る
こ
と
が
生
活
の
軸
に
な
っ
て

い
ま
す
。
二
人
で
ド
ラ
イ
ブ
を
し

て
い
て
も
、“
雲
ふ
た
つ
合
は
む

と
し
て
は
ま
た
遠
く　
分
れ
て
消

え
ぬ
春
の
青
ぞ
ら
”と
若
山
牧
水

の
短
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
り
、
ま
る

で
恋
す
る
乙
女
で
す
。
好
奇
心
が

旺
盛
で
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
実

際
に
や
っ
て
み
る
の
が
元
気
の
秘ひ

訣け
つ

だ
と
思
い
ま
す
。
大
賞
を
頂
い

た
こ
と
で
、
母
が
書
き
た
め
た
も

の
を
改
め
て
読
み
返
し
ま
し
た
。

母
は『
人
様
に
お
見
せ
す
る
も
の
で

も
な
い
』と
言
い
ま
す
が
、
昭
和
・

平
成
・
令
和
と
生
き
た
足
跡
が
書

か
れ
て
お
り
、
資
料
と
し
て
も
面

白
い
と
思
い
ま
し
た
」

　
久
保
さ
ん
は
話
し
ま
す
。「
下
関

は
と
て
も
良
い
街
で
、
永
年
こ
の

地
に
住
め
て
い
る
こ
と
を
幸
せ
と

感
じ
、
誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
。

私
の
文
章
を
、
こ
の
美
し
い
下
関

の
方
に
読
ん
で
い
た
だ
い
て
、
喜

ん
で
も
ら
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ

ど
幸
福
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

　
次
頁
に
大
賞
を
受
賞
し
た
随
筆

を
掲
載
し
ま
す
。

す
べ
て
に
感
謝
し

幸
せ
を
感
じ
ま
す

久保圭子 さん
下関市芸術文化祭
大 賞 受 賞
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こ
の
三
月
、
私
は
九
十
三
歳
に

な
っ
た
。

　
誰
で
も
そ
う
な
の
か
と
思
う
が
、

自
分
自
身
は
年
齢
を
常
に
意
識
し

て
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
長
寿
で
す
ね
」と
言
わ
れ
て
、
あ
ゝ

そ
う
か
と
思
う
こ
と
が
多
い
。
歳

を
忘
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
臆
面

も
な
く
人
前
に
出
ら
れ
る
の
だ
。

　
「
命
長
け
れ
ば
、
恥
、
多
し
」と
、

古
人
は
言
う
。
老
い
は
恥
ず
か
し

い
こ
と
で
は
な
い
と
判
っ
て
は
い

る
が
、
衰
え
て
能
力
を
失
っ
た
自

分
を
恥
ず
か
し
い
と
思
う
こ
と
が

あ
る
。

　
一
人
暮
ら
し
の
自
由
な
時
間
に

起
き
て
、
茶
を
淹い

れ
る
。
昨
日
の

ま
ま
の
今
日
が
あ
る
。
何
一
つ
動

い
て
い
な
い
。
陽
を
避
け
、
近
所

の
目
を
避
け
て
カ
ー
テ
ン
を
引
い

た
部
屋
は
、
少
し
昏く

ら

く
、
室
内
に

季
節
が
な
い
。
窓
際
の
小
さ
い
鉢

植
え
の
植
物
は
、
棘と

げ

の
よ
う
な
葉

を
天
井
に
向
け
て
寄
り
添
っ
て
い

る
。
明
日
も
同
じ
姿
勢
を
続
け
る

だ
ろ
う
。

　
動
か
な
い
部
屋
に
季
節
は
な
い

が
、
時
は
流
れ
る
。
カ
レ
ン
ダ
ー

を
破
り
、
今
日
を
思
う
。

　
誕
生
日
が
過
ぎ
て
春
爛ら

ん

漫ま
ん

の
こ

ろ
に
は
、
今
年
こ
そ
は
と
思
う
楽

し
み
が
あ
る
の
に
、
ど
こ
か
ら
湧

い
た
の
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
が
蔓ま

ん

延え
ん

し
て
、
平
和
を
壊
し
て

し
ま
っ
た
。

　
近
所
の
果
物
屋
の
店
頭
に
並
ぶ

果
物
を
見
て
、
季
節
の
訪
れ
を
知

る
。
生
気
あ
ふ
れ
る
季
節
の
芽
吹

き
を
愛
で
、
旬
を
楽
し
む
。
紀
州

の
梅
を
漬
け
よ
う
と
思
っ
た
り
、

次
は
ら
っ
き
ょ
う
と
、
さ
さ
や
か

な
が
ら
の
幸
せ
は
大
切
に
し
た
い

の
に
、
ウ
ィ
ル
ス
感
染
が
怖
い
の

で
外
出
は
禁
止
。
週
に
一
日
行
っ

て
い
る
デ
イ
ケ
ア
も
休
ん
で
、
人

に
会
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
一
人

暮
ら
し
を
し
て
い
る
と
、
思
い
も

沈
滞
し
て
く
る
。
つ
け
っ
ぱ
な
し

の
テ
レ
ビ
か
ら
流
れ
る
暗
い
ニ
ュ
ー

ス
が
、
気
持
ち
に
追
い
打
ち
を
か

け
る
。
異
常
気
象
で
降
り
続
く
集

中
豪
雨
に
よ
る
無
残
な
災
害
地
の

実
態
や
、
終
局
の
見
え
な
い
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
情
報
に
気
持

ち
は
沈
む
一
方
な
の
だ
。

　
果
物
に
は
想
い
出
が
あ
る
。
四

季
折
り
折
り
の
果
物
狩
り
に
、
産

地
を
求
め
て
、
友
人
達
と
よ
く
ド

ラ
イ
ブ
を
し
た
。
夏
か
ら
秋
の
今

の
季
節
は
梨
を
求
め
て
出
掛
け
た
。

豊
田
町
・
豊
北
町
に
は
梨
園
が
多

く
、
八
月
は
幸
水
、
九
月
に
入
る

と
豊
水
、
十
月
に
は
あ
き
づ
き
と
、

時
期
に
よ
っ
て
次
々
に
銘
柄
が
変

わ
る
。
懐
か
し
い
想
い
出
は
尽
き

る
こ
と
も
な
い
。
い
つ
も
元
気
な

夫
が
側
に
い
た
。

　
一
人
暮
ら
し
を
す
る
人
に「
生
活

不
活
発
病
」が
流
行
っ
て
い
る
と
聞

く
。
私
も
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。

何
も
し
な
い
で
、
う
ず
く
ま
る
よ

う
に
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
か
ら

だ
。
帰
省
し
た
息
子
が
設
置
し
て

い
っ
た
ス
マ
ー
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
に

声
を
か
け
る
。

「
ね
え
、
ス
ピ
ー
カ
ー
。
何
を
し
て

い
る
の
？
」

「
ど
う
や
っ
た
ら
あ
な
た
を
も
っ
と

笑
わ
せ
ら
れ
る
か
考
え
て
い
ま
し

た
。
い
つ
で
も
話
し
か
け
て
く
だ

さ
い
」と
言
う
が
、
ス
ピ
ー
カ
ー
が

相
手
で
は
会
話
に
な
ら
な
い
。
し
ょ

う
が
な
い
。

　
居
間
の
日
め
く
り
に
先
人
の
知

恵
を
学
ぶ
諺

こ
と
わ
ざが
書
い
て
あ
る
。
今

日
の
諺
は「
吝
ん
坊（
し
わ
ん
ぼ
う
）

の
柿
の
種
・
け
ち
な
人
は
価
値
の

な
い
も
の
で
も
惜
し
む
」で
あ
る
。

　
「
吝
ん
坊
」と
は
、
け
ち
ん
ぼ
う

の
こ
と
。
け
ち
な
人
は
、
役
に
立

た
な
い
柿
の
種
で
も
惜
し
が
る
と

い
う
意
味
で
、
胸
が
ち
く
り
と
す

る
。
私
が
今
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
終
活
で
あ
る
。
家
中
ど

こ
を
見
て
も
処
分
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
物
で
溢あ

ふ

れ
て
い
る
。
色
々

と
手
を
つ
け
始
め
た
が
、
ま
だ
使

え
る
も
の
を
捨
て
る
こ
と
は
私
に

は
で
き
な
い
。
想
い
出
も
重
な
る
。

腰
が
痛
い
。
曲
が
ら
な
い
膝
に
湿

布
を
貼
っ
て
ひ
と
休
み
と
な
る
。

誰
か
助
け
て
と
叫
び
た
い
が
、
や

は
り
自
分
が
決
断
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
だ
。
戦
時
中
に
成
長
し

た
私
は
、
節
約
し
ろ
、
勿
体
な
い

の
生
活
を
強
い
ら
れ
て
、
そ
れ
が

骨
身
に
沁し

み
込
ん
で
い
る
の
だ
ろ

う
。
青
春
時
代
に
美
徳
と
さ
れ
、

褒
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
今
で

は
悪
徳
、
欠
陥
と
い
わ
れ
る
時
代

に
な
っ
た
。
捨
て
ろ
、
捨
て
ろ
と

言
わ
れ
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い

自
分
を
捨
て
た
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。

　
レ
ー
ス
の
カ
ー
テ
ン
を
通
し
て

見
え
る
ベ
ラ
ン
ダ
に
、
一
メ
ー
ト

ル
程
の
柿
の
木
が
あ
る
。
誰
が
育

て
た
の
で
も
な
い
が
、
気
づ
け
ば

大
き
く
育
っ
て
い
た
。
亡
き
夫
が

ア
ト
リ
エ
に
し
て
い
た
部
屋
だ
っ

た
の
で
、
私
の
剥む

い
た
柿
を
食
べ

た
と
き
に
、
種
を
ぷ
っ
と
吹
き
出

し
で
も
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
勝
手

に
育
ち
、
枯
れ
も
せ
ず
、
春
に
は

若
葉
を
、
秋
に
は
紅
葉
を
見
せ
て

き
た
。
桃
栗
三
年
柿
八
年
と
い
う
。

も
う
十
年
に
は
な
る
だ
ろ
う
。

「
吝
ん
坊
の
柿
の
種
」が
柿
の
木
に

な
っ
た
。
処
分
し
な
く
て
は
い
け

な
い
と
、
と
つ
お
い
つ
迷
っ
て
い

た
の
だ
が
、
考
え
た
ら
、
私
に
季

節
を
告
げ
て
く
れ
る
数
少
な
い
存

在
の
一
つ
で
あ
り
、「
吝
ん
坊
」で

も
愛
し
く
な
る
。
夫
が
そ
こ
に
い

る
よ
う
で
、
夫
へ
の
思
い
を
重
ね

合
わ
せ
て
見
ま
も
っ
て
い
る
。

　
日
差
し
が
翳か

げ

っ
て
き
た
。
平
穏

に
過
ぎ
た
一
日
の
幸
せ
を
感
謝
す

る
。
日
暮
れ
に
は
、
こ
ん
な
穏
や

か
な
気
持
ち
に
な
る
の
だ
。
夕
風

が
そ
よ
い
で
、
柿
の
葉
が
ひ
ら
り

と
舞
っ
た
。


