
貧
し
い
家
庭
に
生
ま
れ
て

　
明
治
18
年
、
本
市
の
東
大
小
路
町

に
生
ま
れ
た
山
本
實
彦
は
、
苦
し
い

家
計
と
幼
い
弟
た
ち
と
妹
を
気
遣
い

な
が
ら
、
勉
学
に
励
み
、
亀
山
小
学

校
を
卒
業
後
、
川
内
中
学
校（
現
川

内
高
校
）へ
進
学
し
ま
し
た
。

　
成
績
優
秀
な
實
彦
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
日
々
困
窮
す
る
家
計
と
家
族

の
こ
と
を
思
う
と
学
業
を
続
け
る
こ

と
が
で
き
ず
、
つ
い
に
は
退
学
し
、

代
用
教
員
の
職
を
沖
縄
に
得
る
と
15

歳
の
年
に
郷
里
を
後
に
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
進
学
の
希
望
を
捨
て
ら

れ
ず
に
い
た
實
彦
は
、
教
え
子
た
ち

に「
人
に
は
天
職
が
あ
る
、
人
は
勇

気
に
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
、
希
望
に
生

き
ね
ば
な
ら
ぬ
」な
ど
の
言
葉
を
残

し
て
、
退
職
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　
實
彦
が
教
壇
に
立
っ
た
の
は
、
わ

ず
か
３
年
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、「
教
え
ら
れ
た
内
容
が
脳
裏
に

刻
み
込
ま
れ
て
い
る
」と
い
う
教
え

子
の
言
葉
に
は
、
熱
心
な
教
育
者
で

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
、
實

彦
が
沖
縄
を
去
る
際
に
は
、
全
校
生

徒
が
泣
い
て
別
れ
を
惜
し
ん
だ
と
い

い
ま
す
。

新
聞
記
者
と
し
て
の
道

　
退
職
後
、
上
京
し
た
實
彦
は
、
昼

間
に
は
労
働
を
し
な
が
ら
大
学
の
夜

間
部
に
通
い
ま
す
。

　
大
学
で
法
律
を
学
ん
だ
の
ち
、
22

歳
で
や
ま
と
新
聞
社
へ
入
社
し
た
實

彦
は
、
故
郷
川
内
の
可
愛
山
陵
の

別
名「
神
亀
山
」と
母
校「
亀
山
小
学

校
」に
ち
な
ん
だ「
亀
城
」と
い
う
筆

名
で
政
治
評
論
、
寄
稿
文
な
ど
を
執

筆
し
ま
し
た
。
特
に
實
彦
の
書
く

人
物
月
旦（
人
物
評
の
こ
と
）は
評
判

だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
25
歳
の
時
、
一
時「
門
司
新
報
」の

主
筆
を
務
め
た
後
、
再
び
や
ま
と
新

聞
社
に
戻
る
と
翌
年
、
英
国
王
の
戴

冠
式
の
取
材
の
た
め
ロ
ン
ド
ン
に
派

遣
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
ロ
ン
ド
ン

に
在
る
こ
と
１
年
、
英
国
生
活
の
中

で
培
っ
た
国
際
的
な
感
覚
と
人
脈
が

こ
の
後
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
。

政
治
家
へ
の
道

　
政
治
家
の
道
を
志
し
た
實
彦
は
、

明
治
45
年
、
27
歳
の
時
に
、
東
京
市

議
会
議
員
麻
布
区
に
当
選
。
政
治
家

と
し
て
活
動
を
続
け
る
一
方
、
大
正

４
年
、
30
歳
の
時
に
は
、
東
京
毎
日

新
聞
社
の
社
長
と
な
る
な
ど
、
経
営

者
と
い
う
肩
書
を
持
つ
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　
ま
た
こ
の
年
、
衆
議
院
議
員
総
選

挙
へ
の
出
馬
を
計
画
し
ま
し
た
が
、

選
挙
準
備
中
に
台
湾
で
の
新
聞
発
行

に
関
す
る
詐
欺
容
疑
で
台
湾
総
督
府

に
検
挙
、
拘
留
さ
れ
て
し
ま
い
ま

す
。

　
そ
の
後
、
無
罪
と
な
り
ま
し
た

が
、
国
政
へ
の
初
挑
戦
は
断
念
せ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

総
合
雑
誌「
改
造
」発
刊

　
第
１
次
世
界
大
戦
以
降
、
新
し
い

政
治
思
想
や
社
会
思
想
を
求
め
る
時

代
の
要
請
に
応
じ
る
よ
う
に
、
實
彦

は
、
大
正
８
年
、
改
造
社
を
設
立

し
、
総
合
雑
誌｢

改
造｣

を
創
刊
し
ま

し
た
。

　「
改
造
」は
、
多
く
の
新
人
作
家
を

見
い
出
し
、
林は
や
し

芙ふ

美み

子こ

や
火ひ

野の

葦あ
し

平へ
い

な
ど
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
を
生
み

出
す
傍
ら
、
里さ
と

見み

弴と
ん

や
志し

賀が

直な
お

哉や

な

ど
の
著
名
な
作
家
が
寄
稿
し
、
實
彦

は
、
出
版
界
・
言
論
界
を
リ
ー
ド
す

る
改
造
社
社
長
と
し
て
そ
の
名
を
知

ら
れ
る
存
在
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

は「
山
本
改
造
」と
い
う
異
名
ま
で
作

ら
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

　
ま
た
、「
改
造
」の
出
版
だ
け
で
な

く
、社
長
と
し
て
の
實
彦
は
、ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
才
覚
や
経
験
を

生
か
し
て
次
々
に
画
期
的
な
企
画
を

実
行
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
特
に
、
１
冊
１
円
で
売
り
出
し
た

「
現
代
日
本
文
学
全
集
」（
円
本
）は
、

日
本
出
版
界
の
革
命
と
も
い
わ
れ
、

日
本
空
前
の
全
集
ブ
ー
ム
を
生
み
出

し
ま
し
た
。

　文字通り、その人の隣にいて、思いに寄
り添うことや人柄を表す言葉「人となり」
をイメージした新コーナーで、人物や活動
の紹介だけでなく、その人の思いにスポッ
トを当てることを目的としています。

　「人のとなりに」とは…

▲

「
改
造
」第
４
巻
第
12
号

　
大
正
11
年
12
月
号

　「
人
の
と
な
り
に
」
で
は
、こ
れ
ま
で
、

原
則
、
薩
摩
川
内
市
民
の
方
を
紹
介
し

て
き
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
取

材
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
は

特
別
に
「
薩
摩
川
内
市
ゆ
か
り
の
人
」

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
か
ら
、
歴
史
上
の

人
物
、
山
本
實
彦
を
紹
介
し
ま
す
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
苦
難
を
抱
え
な
が
ら
不

屈
の
精
神
で
乗
り
越
え
、
出
版
社
「
改

造
社
」の
設
立
や
、衆
議
院
議
員
と
し
て
、

川
内
川
水
害
対
策
に
尽
力
し
た
「
百
難

克
服
の
人
」
の
思
い
に
寄
り
添
い
ま
す
。

20 代の頃の實彦

１
８
８
５
年（
生
）〜
１
９
５
２
年（
没
）

山や
ま

本も
と

　
實さ

ね

彦ひ
こ

　（
享
年
67
）

特
別
編

122022.03.10 広報

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
招し
ょ
う

聘へ
い

　
實
彦
は
、
日
本
に
招
聘
し
た
イ

ギ
リ
ス
の
哲
学
者
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・

ラ
ッ
セ
ル
か
ら「
相
対
性
理
論
」で
知

ら
れ
る「
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」の
名

を
聞
く
と
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を

日
本
に
招
聘
す
る
こ
と
を
本
気
で
考

え
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
国
内
の
哲
学
者
や
物
理

学
者
の
元
へ
足
を
運
び
、
ア
イ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
や
相
対
性
理
論
に
関
す

る
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
ア
イ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
招
聘
に
力
を
注
い
だ

の
で
す
。

　
当
時
、
帝
大
理
科
大
学
の
長な
が

岡お
か

半は
ん

太た

郎ろ
う

博
士
と
の
や
り
と
り
が
次
の
よ

う
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
岡「
相
対
性
理
論
が
本
当
に
分
か

る
者
は
日
本
に
数
え
る
ほ
ど
し
か
い

な
い
。
そ
の
少
数
の
た
め
に
ア
イ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
を
招
聘
す
る
と
い
う
の

は
ど
う
か
な
あ
」

實
彦「
た
と
え
、
一
人
や
二
人
で
も
、

三
人
で
も
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん

か
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
よ
う
な

学
者
を
日
本
に
招
聘
し
て
、
そ
の
風

貌
に
接
す
る
だ
け
で
も
日
本
の
科
学

界
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
る
こ
と
に

な
り
ま
せ
ん
か
」

　
当
時
、
各
国
か
ら
要
請
が
多
か
っ

た
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
し
た
が
、

實
彦
か
ら
の
要
請
に
応
じ
、
日
本
へ

の
訪
問
を
決
意
。
大
正
11
年
11
月
、

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
東
京
駅
に
降

り
る
と
、
数
万
人
が
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー

ム
や
駅
前
広
場
に
集
ま
っ
て
い
ま
し

た
。

郷
里
を
忘
れ
な
か
っ
た
實
彦

　
さ
ら
に
實
彦
は
、
郷
里
鹿
児
島
に

も
作
家
た
ち
を
招
待
し
、
県
内
の
景

勝
地
探
訪
や
講
演
会
を
行
い
ま
し

た
。

　
昭
和
３
年
か
ら
昭
和
15
年
に
か
け

て
、
久く

米め

正ま
さ

雄お

、
片か
た

岡お
か

鉄て
っ

兵ぺ
い

、
吉よ
し

田だ

絃げ
ん

二じ

郎ろ
う

、
与よ

謝さ

野の

寛ひ
ろ
し（
鉄て
っ

幹か
ん

）・
晶あ
き

子こ

夫
妻
、
石い
し

坂ざ
か

洋よ
う

次じ

郎ろ
う

、
吉よ
し

川か
わ

英え
い

治じ

、

斎さ
い

藤と
う

茂も

吉き
ち

、
火
野
葦
平
が
鹿
児
島
を

旅
し
ま
し
た
。

　
こ
の
旅
は
、
紀
行
文
や
歌
と
し
て

発
表
さ
れ
、
多
く
の
人
々
に
鹿
児
島

の
風
土
や
魅
力
を
伝
え
ま
し
た
。

　
ま
た
、
政
治
家
と
し
て
も
２
度
目

の
国
政
に
挑
戦
し
ま
し
た
。
昭
和
５

年
、
45
歳
の
時
、
衆
議
院
議
員
総
選

挙
に
鹿
児
島
２
区（
薩
摩
、
出
水
、

伊
佐
、
姶
良
、
曽
於
）か
ら
立
候
補

し
、
最
高
点
で
当
選
す
る
と
、
實
彦

の
元
へ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
陳
情
が
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
中
で
も
特
に
郷
里
の
川
内
川

の
河
川
改
修
の
実
現
に
力
を
注
ぎ
ま

し
た
。
そ
れ
は
、
水
害
に
悩
む
郷
里

の
人
々
の
こ
と
を
思
っ
て
の
行
動
で

し
た
。

　
さ
ら
に
、
母
校
亀
山
小
学
校
や
新

設
さ
れ
る
図
書
館
へ
の
本
の
寄
贈
な

ど
ふ
る
さ
と
の
文
化
振
興
に
も
大
い

に
貢
献
し
た
の
で
す
。

百
難
克
服

　
實
彦
は
、
出
版
社
社
長
と
し
て
、

政
治
家
と
し
て
活
躍
す
る
か
た
わ
ら

文
筆
活
動
も
続
け
ま
し
た
。

　
次
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
は
落

選
し
ま
し
た
が
、
改
造
社
の
運
営
に

一
層
力
を
注
ぎ
、
各
国
の
要
人
や
世

界
各
地
を
取
材
し
た
成
果
を
改
造
社

か
ら
出
版
し
ま
し
た
。

　
昭
和
19
年
、｢

思
想
上
不
適
当
な

も
の｣

と
い
う
理
由
で
、
一
旦
、「
改

造
」は
発
売
中
止
・
廃
刊
と
な
り
ま

す
が
、
終
戦
の
翌
年
、
昭
和
21
年
１

月
に
は
、
復
刊
を
果
た
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
實
彦
の
関
心
は
こ
の

時
、
出
版
界
よ
り
政
治
界
に
あ
り
、

改
造
社
の
仕
事
は
、
信
頼
で
き
る
社

員
た
ち
に
任
せ
、
選
挙
活
動
の
た

め
、
東
京
を
離
れ
る
こ
と
も
多
く

な
っ
て
い
ま
し
た
。
遊
説
先
か
ら

返
っ
て
く
る
途
中
で
大
量
の
吐
血
を

し
て
胃
潰
瘍
を
発
症
し
た
の
も
こ
の

頃
で
し
た
。

　
同
年
行
わ
れ
た
衆
議
院
議
員
総
選

挙
で
当
選
し
、
再
び
議
員
と
な
り
ま

し
た
が
、
わ
ず
か
２
か
月
後
、
公
職

追
放
該
当
者
に
指
定
さ
れ
て
議
員
を

辞
職
し
、
改
造
社
社
長
と
い
う
立
場

か
ら
も
退
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
５
年
後
、
66
歳
の
時
に
よ
う
や
く

追
放
は
解
除
さ
れ
、
次
の
出
馬
準
備

に
取
り
掛
か
り
ま
す
が
、
選
挙
に
備

え
て
行
っ
た
胃
潰
瘍
の
手
術
の
経
過

が
思
わ
し
く
な
く
、
昭
和
27
年
７
月

１
日
、
山
本
實
彦
は
、
67
歳
で
そ
の

生
涯
に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
そ
し
て

そ
の
３
年
後
に
は
、
総
合
雑
誌｢

改

造｣

も
終
刊
と
な
り
ま
し
た
。

時
を
超
え
、
つ
な
ぐ
思
い

　
葬
儀
は
、
７
月
５
日
に
行
わ
れ
、

政
治
家
や
文
士
、
学
者
ら
が
多
数
参

列
し
ま
し
た
。
ま
た
、
東
京
で
の
葬

儀
に
合
わ
せ
て
地
元
川
内
で
も「
山

本
先
生
追
悼
法
会
」が
催
さ
れ
、
多

く
の
人
々
が
實
彦
を
悼
み
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
昭
和
29
年
に
は
、
實
彦

が
通
っ
た
亀
山
小
学
校
に
、
信
条
と

し
て
い
た「
百
難
克
服
」と
直
筆
の
文

字
が
刻
ま
れ
た「
百
難
克
服
の
碑
」が

建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
時
を
経
て
、
平
成
30
年
、
實
彦
の

遺
徳
を
し
の
ぶ
有
志
が
山
本
實
彦
顕

彰
会
を
設
立
。
令
和
２
年
に
は
、
そ

の
顕
彰
委
員
会
に
よ
り
募
金
活
動
な

ど
を
経
て
、
太
平
橋
上
流
右
岸
側

に
、
實
彦
が
愛
し
た
故
郷
を
見
守
る

よ
う
に
、
銅
像
が
建
立
さ
れ
ま
し

た
。

　
故
郷
を
愛
し
、
故
郷
の
た
め
に
尽

力
し
た
山
本
實
彦
の
功
績
と
思
い

は
、
今
も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い

ま
す
。　

出
典
：「
山
本
實
彦
ク
ロ
ニ
ク
ル
」、

「
川せ
ん
で内
ぼ
っ
け
も
ん
列
伝
」、
川
内
市

史（
下
巻
）」な
ど

山
本
實
彦
ゆ
か
り
の
地
へ

　
こ
こ
で
は
、
山
本
實
彦
ゆ
か
り
の

地
を
巡
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

46 歳頃の山本實彦

晩年の山本實彦

亀山小学校の
「百難克服の碑」

天大橋近く、東大小路町にある
山本實彦生誕の地

川内川に架かる太平橋近くに佇む
山本實彦の銅像
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