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■
自
己
紹
介

　

今
泉
な
を
子
。
昭
和
21
年
１
月
30
日
生
ま
れ
、
73
歳
。
生
ま
れ
た
場
所
は
三
沢
地
区
。

先
祖
代
々
豊
根
村
に
住
ん
で
る
。
今
は
夫
と
２
人
暮
ら
し
。
息
子
が
２
人
、
娘
が
２
人

い
る
。
長
男
は
名
古
屋
の
方
に
、
次
男
は
幸こ

う

田た

町ち
ょ
う

っ
て
と
こ
ろ
に
。
長
女
は
豊
根
村

の
保
育
園
の
園
長
先
生
を
や
っ
て
る
。
次
女
は
東
京
に
い
る
。

　

職
業
は
民
宿
。「
花は

な

香か

」
を
営
ん
で
る
。
他
に
民
宿
に
と
も
な
う
よ
う
な
畑
仕
事
。

い
わ
ゆ
る
民
宿
の
材
料
の
調
達
に
利
用
す
る
よ
う
な
、
例
え
ば
山
菜
採
り
、
野
菜
類
や

田
ん
ぼ
の
お
米
も
自
分
と
こ
で
作
っ
て
る
。
後
は
近
く
に
若
者
セ
ン
タ
ー
っ
て
い
う
合

宿
所
が
あ
る
も
ん
で
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
子
供
さ
ん
た
ち
が
大
勢
見
え
る
と
、
田
舎
は

人
手
が
足
ら
な
い
の
で
民
宿
の
お
客
さ
ん
が
い
な
い
と
き
は
お
手
伝
い
に
行
く
と
き
も

あ
る
。

■
民
宿
を
始
め
た
き
っ
か
け

　

中
学
校
ま
で
は
豊
根
村
に
あ
る
け

ど
、
高
校
以
上
は
な
い
も
ん
で
、
三み

沢さ
わ

小
学
校
、
中
学
校
を
卒
業
し
て
、

高
校
か
ら
し
ば
ら
く
よ
そ
に
行
っ
て

た
。
同
じ
愛
知
県
の
鳳ほ

う

来ら
い

町ち
ょ
うに
あ
る

鳳ほ
う

来ら
い

寺じ

高
校
を
卒
業
し
た
後
、
名
古

名人が営む民宿（花香）

山
菜
採
り
・
保
存
食（
漬
物
づ
く
り
）

生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
花
香
を
や
っ
て
み
た
い

今い
ま

泉い
ず
み  

な
を
子こ

・
愛
知
県
北
設
楽
郡
豊
根
村

安あ
ん

東ど
う  

里り

紗さ

・
東
京
都 

成
城
学
園
高
等
学
校
２
年

聞
き
手

名
人
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屋
方
面
に
あ
る
津
島
市
の
「
よ
し
ず
や
」
と
い
う
デ
パ
ー
ト
で
事
務
関
係
の
仕
事
を
３

年
間
し
た
。
主
に
経
理
の
仕
事
の
お
手
伝
い
だ
ね
。
本
当
は
洋
服
を
作
る
た
め
に
入
っ

た
ん
だ
け
ど
、
私
は
高
校
で
洋
裁
を
専
門
に
や
っ
て
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
も
ん
で
事
務
の

方
が
適
し
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
こ
と
に
な
っ
て
会
社
の
指
示
で
事
務
に
回
さ
れ

た
。

　

そ
れ
か
ら
５
年
く
ら
い
名
古
屋
方
面
に
い
た
。
そ
の
あ
と
ま
た
豊
根
村
に
戻
っ
て
き

て
、
２
年
く
ら
い
し
て
か
ら
結
婚
し
た
。
２
年
間
は
、
自
分
の
親
も
百
姓
や
っ
て
た
も

ん
で
、
そ
の
手
伝
い
を
し
て
た
。

　

嫁
ぎ
先
は
蚕
を
た
く
さ
ん
飼
う
家
だ
っ
た
。
旦
那
さ
ん
は
お
勤
め
し
て
、
私
は
義
理

の
両
親
と
一
緒
に
仕
事
し
て
。
子
供
が
生
ま
れ
て
学
校
行
く
よ
う
に
な
っ
て
も
忙
し
く

て
、
子
供
が
帰
っ
て
き
て
も
私
は
ほ
と
ん
ど
家
に
い
な
い
も
ん
で
、
子
供
が
可
哀
想
に

な
っ
て
。
自
分
で
家
に
お
っ
て
何
か
で
き
る
よ
う
な
も
の
を
探
し
て
い
た
と
き
に
、
田

舎
で
も
民
宿
や
っ
た
ら
ど
う
だ
っ
て
こ
と
を
誰
か
が
い
っ
て
き
て
く
れ
て
。
家
に
お
れ

ば
子
供
が
帰
っ
て
き
て
も
、「
た
だ
い
ま
」
っ
て
い
っ
て
顔
見
れ
る
し
。
民
宿
を
や
っ

て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
民
宿
を
始
め
た
の
は
30
歳
く
ら
い
の
と
き
。
そ
の
前
は

養
蚕
業
が
収
入
源
だ
っ
た
。
義
理
の
両
親
が
必
死
に
な
っ
て
や
っ
て
た
か
ら
、
私
も
子

育
て
し
な
が
ら
お
手
伝
い
し
て
。
最
後
の
子
が
生
ま
れ
て
１
年
し
て
、
養
蚕
業
は
や
め

て
。
家
に
帰
っ
て
き
て
も
母
が
蚕
飼
っ
て
て
家
に
い
な
か
っ
た
ら
子
供
が
可
哀
想
だ
し

ね
。
子
供
４
人
い
た
か
ら
や
っ
ぱ
り
４
人
っ
て
い
う
と
ね
。
民
宿
始
め
て
か
ら
は
民
宿

の
合
間
に
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
と
で
き
る
け
ど
、
蚕
飼
っ
て
る
と
き
は
外
で
な
き
ゃ
い
か
ん

で
し
ょ
。
た
く
さ
ん
飼
っ
て
る
と
え
さ
が
自
分
の
土
地
だ
け
じ
ゃ
足
り
な
く
て
、
よ
そ

の
土
地
か
ら
借
り
た
り
、
そ
う
い
う
の
が
忙
し
く
て
。
こ
れ
は
だ
め
だ
と
思
っ
て
民
宿

一
本
に
切
り
替
え
た
。

■
仕
事
の
流
れ

　

一
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
朝
は
お
客
さ
ん
の
朝
ご
は
ん
を
作
っ
て
か
ら
は
、
お
客

さ
ん
の
予
定
に
合
わ
せ
て
動
く
。
そ
の
と
き
そ
の
と
き
で
違
う
け
ど
、
と
り
あ
え
ず
、

朝
ご
飯
を
必
ず
食
べ
さ
せ
て
あ
げ
て
、
お
弁
当
持
っ
て
か
れ
る
方
は
お
弁
当
作
っ
て
あ

げ
る
。
朝
ご
飯
で
帰
ら
れ
ち
ゃ
う
お
客
さ
ん
も
い
る
け
ど
ね
。
そ
ん
で
、
お
客
さ
ん
が

帰
ら
れ
て
か
ら
掃
除
。
次
の
夜
仕
事
の
方
た
ち
は
帰
っ
て
み
え
る
も
ん
で
、
次
の
食
事

の
準
備
。
そ
れ
の
毎
日
の
繰
り
返
し
。
予
約
が
入
れ
ば
そ
の
予
約
の
準
備
を
す
る
。
基

本
的
に
は
自
給
自
足
だ
け
ど
、
家
で
採
れ
な
い
も
の
と
か
は
あ
る
程
度
近
く
の
お
店
ま

で
買
い
に
行
く
。

■
仕
事
道
具

　

民
宿
の
仕
事
に
使
う
道
具
は
普
通
の
一
般
家
庭
と
同
じ
。
た
だ
、
一
般
家
庭
は
五
合

で
済
む
お
釜
が
一
升
と
か
も
う
ち
ょ
っ
と
大
き
い
二
升
と
か
。
一
番
大
き
い
の
は
五
升

く
ら
い
ま
で
は
用
意
し
て
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
使
う
。

　

畑
仕
事
で
使
う
も
の
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
鍬く

わ

だ
と
か
、
備び

っ

中ち
ゅ
う

っ
て
の
だ
と
か
。
例
え

ば
草
を
と
る
だ
け
な
ら
ば
草
削
り
で
い
い
け
ど
草
削
り
じ
ゃ
耕
せ
な
い
っ
し
ょ
。
昔
は

そ
う
い
う
手
で
ば
っ
か
り
お
こ
し
た
も
ん
で
ね
。
今
は
そ
う
い
う
も
の
で
お
こ
せ
ち
ゃ

う
も
ん
で
楽
だ
け
ど
ね
。
で
も
最
終
的
に
は
自
分
で
種
を
蒔
く
け
ど
も
ね
。
ほ
ん
と
の

百
姓
さ
ん
だ
っ
た
ら
機
械
で
全
部
や
っ
ち
ゃ
う
け
ど
そ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
畑
は
な
い

し
ね
。

■
山
菜
採
り

　

山
菜
は
自
分
で
採
る
。

山
行
っ
て
み
れ
ば
山
菜

の
出
る
と
こ
が
あ
る
も
ん

で
ね
、
そ
こ
を
回
っ
て
、

採
っ
て
し
ま
っ
と
く
。
明

日
く
ら
い
に
は
採
れ
る
か

名人の山菜採りの様子
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な
。
な
ん
て
思
っ
て
る
と
、
見
と
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
も
ん
で
、
行
っ
て
見
り
ゃ
、「
あ
れ
、

先
採
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
」
っ
て
こ
と
も
あ
る
。
自
分
の
地
所
だ
も
ん
で
、
前
は
看
板
立
て

て
た
け
ど
も
、
そ
れ
も
あ
ん
ま
り
嫌
だ
し
ね
、
そ
う
す
る
と
先
に
採
ら
れ
ち
ゃ
う
場
合

も
あ
る
。
で
も
、
山
菜
は
少
し
あ
れ
ば
い
い
か
ら
。
昔
は
す
ご
い
た
く
さ
ん
採
れ
た
け

ど
ね
。

■
山
菜
採
り
の
持
ち
物

　

山
菜
採
り
の
と
き
の
持
ち
物
は
、
山
菜
は
あ
く
が
強
い
か
ら
厚
手
の
手
袋
。
私
は
昔

か
ら
や
っ
て
て
手
が
強
く
な
っ

て
る
か
ら
、
少
し
く
ら
い
な

ら
、
素
手
で
採
る
。
手
袋
が
な

く
て
も
、
一
掴
み
く
ら
い
な
ら

採
れ
る
。
た
く
さ
ん
採
る
と
き

は
し
っ
か
り
手
袋
し
て
採
ら
な

い
と
だ
け
ど
ね
。
あ
と
、
タ
ラ

の
芽
の
よ
う
な
背
が
高
か
っ
た

り
、
棘
の
あ
る
山
菜
を
採
る
に

は
ひ
っ
か
け
て
採
る
よ
う
な
棒

も
用
意
す
る
。

■
山
菜
の
サ
イ
ク
ル

　

山
菜
は
一
度
採
っ
て
も
す
ぐ
生
え
て
く

る
。
山
菜
の
時
期
の
５
月
の
連
休
明
け
く

ら
い
は
特
に
。
連
休
前
の
29
日
く
ら
い
の

と
き
に
は
、
ち
ょ
っ
と
早
め
の
芽
は
出
て

き
て
、
季
節
の
温
度
に
よ
っ
て
、
出
る
芽

が
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
く
る
。
今
年
は
ち
ょ
っ
と
寒
い
ん
で
、
も
う
ち
ょ
っ
と
経
た
な
い

と
出
ん
な
っ
て
と
き
も
あ
る
。

　

温
度
は
22
、
23
度
あ
れ
ば
い
い
か
な
。
山
の
上
だ
か
ら
結
構
気
温
は
低
い
。
う
ち
は

標
高
が
９
０
０
ｍ
あ
る
も
ん
で
、
地
上
で
蕨わ

ら
び
が
出
て
か
ら
し
ば
ら
く
し
な
い
と
出
て
こ

な
い
。
ほ
か
の
方
に
あ
ん
ま
り
採
ら
れ
ち
ゃ
う
と
山
菜
は
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
。
私
、
自

分
の
家
の
山
菜
を
あ
ん
ま
り
全
部
綺
麗
に
採
り
た
く
な
い
。
全
部
採
っ
て
し
ま
う
と
山

菜
が
絶
え
て
な
く
な
る
っ
て
こ
と
が
あ
る
。
花
で
も
、
普
通
の
花
を
毎
日
出
り
ゃ
あ
折

り
、
出
り
ゃ
あ
折
り
す
る
と
枯
れ
ち
ゃ
う
で
し
ょ
。
そ
れ
と
一
緒
で
蕨
も
10
本
出
れ
ば

半
分
く
ら
い
は
残
し
て
お
き
た
い
。
大
事
に
大
き
く
し
て
あ
げ
れ
ば
次
の
年
も
芽
が
出

る
。
だ
け
ど
小
さ
い
う
ち
小
さ
い
う
ち
に
採
っ
て
し
ま
え
ば
、次
の
年
に
な
く
な
っ
ち
ゃ

う
。
痩
せ
ち
ゃ
っ
て
。

■
山
菜
を
生
か
し
て

　

山
菜
は
、
保
存
方
法
し
だ
い
で
長
持
ち
す
る
。
薇

ぜ
ん
ま
いな
ん
か
は
茹
で
て
し
っ
か
り
乾
燥

タラの芽

薇を乾燥させたもの

ふきの塩漬け

蕨
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さ
せ
て
と
っ
と
く
。
そ
う
す
れ
ば
ね
、
１
年
で
も
２
年
で
も
使
え
る
。
ふ
き
だ
っ
た
ら
、

そ
の
ま
ん
ま
塩
漬
け
し
と
く
と
む
く
の
が
大
変
だ
か
ら
、
一
本
一
本
皮
を
む
い
て
か
ら

塩
漬
け
に
す
る
。
そ
う
す
る
と
、使
う
と
き
に
塩
漬
け
か
ら
出
し
て
適
当
な
長
さ
に
切
っ

て
塩
抜
き
す
る
と
す
ぐ
使
え
る
。
そ
う
や
っ
て
保
存
す
る
と
、
結
構
長
持
ち
す
る
。
ほ

と
ん
ど
、
塩
漬
け
。
薇
は
乾
燥
で
い
い
け
ど
、
タ
ラ
の
芽
と
か
は
保
存
が
き
か
な
い
も

ん
で
塩
漬
け
に
す
る
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
、
採
っ
て
き
て
す
ぐ
食
べ
る
の
が
一
番
美
味
し

い
。
特
に
こ
ご
み
だ
と
か
タ
ラ
の
芽
は
、
す
ご
く
い
い
の
が
採
れ
る
ん
だ
よ
。
だ
か
ら

天
ぷ
ら
に
し
た
り
す
る
。

　

保
存
方
法
や
調
理
法
っ
て
い
う
の
は
、
昔
か
ら
田
舎
に
住
ん
で
る
も
ん
で
、
自
然
に

教
わ
っ
た
ん
だ
ね
。
も
う
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
身
に
つ
い
て
た
。
調
理
方
法
は
、
こ

う
す
る
と
い
い
よ
、
こ
う
し
て
み
た
け
ど
い
い
よ
っ
て
教
え
て
く
れ
る
人
た
ち
に
聞
い

て
作
っ
て
み
る
と
か
。
そ
い
で
美
味
し
か
っ
た
ら
ま
た
作
る
。

■
四
季
に
合
わ
せ
て

　

季
節
ご
と
に
山
菜
は
変
わ
る
。
春
が
一
番
い
い
ね
。
春
は
新
芽
が
た
く
さ
ん
出
る
。

春
一
番
に
出
る
の
は
こ
ご
み
。

　

夏
に
は
み
ょ
う
が
の
芽
が
た
く
さ
ん
出

る
。
み
ょ
う
が
料
理
な
ん
か
あ
る
よ
。

　

秋
の
山
菜
っ
て
い
う
の
は
な
い
な
。
秋
は

新
芽
が
出
な
い
も
ん
で
、
実
が
な
っ
た
も
ん

が
落
ち
る
。
だ
か
ら
秋
は
山
菜
っ
て
い
う
よ

り
、
実
だ
ね
。
と
ち
の
実
や
胡く

る

桃み

、
ナ
ッ
ツ

だ
と
か
。
そ
れ
を
今
度
は
利
用
し
て
ご
飯
を

作
る
。
と
ち
の
実
は
と
ち
餅
に
す
る
。
胡
桃

は
五
平
餅
の
た
れ
に
す
る
と
か
ね
。

　

冬
は
雪
だ
か
ら
山
菜
は
採
れ
な
い
。
そ
の

た
め
に
保
存
し
と
く
。
そ
れ
で
冬
は
保
存
食

み
た
い
な
か
た
ち
で
食
べ
る
。
塩
抜
き
し
て

食
べ
た
り
、
ナ
ス
も
夏
に
い
っ
ぱ
い
採
れ
る

か
ら
漬
け
と
い
て
冬
に
食
べ
る
。
冬
の
食
材

に
金き

ん

山ざ
ん

寺じ

味み

噌そ

っ
て
い
う
の
が
あ
る
。
ナ
ス

入
れ
た
り
、み
ょ
う
が
を
漬
け
て
入
れ
た
り
。

し
そ
の
実
は
、
冬
に
実
を
つ
け
る
か
ら
そ
の

実
を
全
部
と
っ
て
お
い
て
、
そ
れ
か
ら
塩
漬

け
か
冷
凍
庫
の
中
に
入
れ
て
金
山
寺
味
噌
に

入
れ
る
と
す
ご
く
美
味
し
い
。
し
そ
の
実
の

葉
を
山
菜
の
系
統
で
と
っ
て
お
い
て
、
ミ
ン

チ
と
一
緒
に
ち
ょ
っ
と
炒
め
て
味
噌
に
入
れ

て
、
し
そ
味
噌
を
作
っ
て
ナ
ス
と
か
じ
ゃ
が
芋
に
か
け
て
食
べ
る
。

■
漬
物
づ
く
り

　

野
菜
を
い
っ
ぱ
い
切
っ
て
、
菊
芋
や
人

参
、
し
そ
の
実
だ
と
か
で
一
緒
に
漬
物
を
作

る
。
そ
れ
を
、
ナ
ス
の
粕か

す

漬づ
け

っ
て
い
っ
て
お

砂
糖
と
か
粕
を
い
っ
ぱ
い
入
れ
て
漬
物
に
し

て
、お
茶
う
け
み
た
い
な
と
き
に
出
し
た
り
、

ご
飯
の
お
か
ず
に
使
う
。
塩
漬
け
と
か
。
蕨

と
か
は
塩
漬
け
だ
と
あ
ん
ま
り
色
が
汚
く
な

る
も
ん
で
全
部
あ
く
抜
き
し
て
冷
凍
し
ち
ゃ

う
。
蕨
は
ご
飯
に
使
っ
た
り
、煮
物
に
使
う
。

タ
ケ
ノ
コ
も
そ
う
い
う
用
途
で
何
で
も
使
え

る
。
薇
は
、
採
っ
て
か
ら
茹
で
る
。
こ
れ
は

薇のおや

ナスの漬物ナスの粕漬
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戻
す
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
。
大
き
い
か
ら

一
度
に
３
本
く
ら
い
で
十
分
足
り
る
。
椎し

い

茸た
け

は
、
採
っ
て
き
て
腐
ら
な
い
よ
う
に
乾
燥
さ

せ
る
か
冷
凍
庫
に
入
れ
る
。
ま
た
は
生
で
使

う
か
、
ご
飯
に
入
れ
る
。
里
芋
の
茎
は
、
全

部
皮
を
む
い
て
、
丁
寧
に
筋
を
取
っ
て
、
乾

燥
さ
せ
て
と
っ
と
い
て
寿
司
の
か
ん
ぴ
ょ
う

代
わ
り
に
具
に
入
れ
た
り
、
水
に
戻
し
て
胡

麻
和
え
に
し
た
り
、
煮
物
に
し
た
り
す
る
。

そ
う
す
る
と
冬
、
何
も
な
い
と
き
に
置
い
て

お
い
て
、
大
雪
が
降
っ
て
買
い
物
に
行
け
な

い
し
山
行
っ
て
採
っ
て
く
る
わ
け
に
い
か
な

い
っ
て
と
き
に
こ
う
い
う
の
を
も
ど
し
て
使
う
。
荏え

胡ご

麻ま

は
胡
麻
和
え
の
ほ
か
に
、
五

平
餅
の
た
れ
に
も
で
き
る
。
荏
胡
麻
は
体
に
す
ご
い
良
い
。

■
料
理

　

お
客
さ
ん
の
ご
飯
は
山
菜
の
酢
の
物
、
山

菜
で
も
蕨
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
ど
、
酢
の

物
に
適
し
て
る
も
の
と
、煮
物
に
適
し
て
る
、

ふ
き
だ
と
か
薇
だ
と
か
は
煮
物
に
し
て
出
し

て
る
。
そ
れ
か
ら
焼
き
物
は
清
流
の
き
れ
い

な
水
に
し
か
い
な
い
山や

ま

女め

っ
て
い
う
魚
が
い

る
わ
け
よ
。
そ
れ
を
養
殖
し
て
る
人
が
、
昔

は
お
客
さ
ん
に
間
に
合
う
く
ら
い
と
っ
て
く

れ
て
、
お
客
さ
ん
も
喜
ん
で
食
べ
て
た
。
今

は
水
の
き
れ
い
な
と
こ
ろ
の
魚
を
買
っ
て
、

夕
食
に
魚
を
利
用
し
て
る
。
そ
れ
か
ら
お
刺

身
は
鯉
を
長
野
県
の
方
か
ら
仕
入
れ
て
鯉
の

洗あ
ら

い
と
か
。煮
物
で
鯉
を
使
っ
た
り
も
す
る
。

あ
と
は
、
鹿
の
お
刺
身
も
出
す
。
冬
は
猪し

し

鍋

を
出
し
て
る
。
今
は
豚ト

ン

コ
レ
ラ
と
か
い
ろ
い

ろ
問
題
が
あ
る
か
ら
難
し
い
け
ど
。

■
お
客
さ
ん
、
地
域
の
人
た
ち
を 

　

大
切
に
す
る

　

花
香
を
続
け
て
こ
れ
た
原
動
力
は
お
客
さ

ん
。
お
客
さ
ん
が
来
て
く
れ
ん
と
終
わ
り
だ
も
ん
で
ね
。
私
は
こ
の
地
域
の
人
た
ち
を

す
ご
く
大
事
に
し
て
る
。
民
宿
を
始
め
た
こ
ろ
か
ら
、「
花
香
に
行
っ
て
み
」
っ
て
地

域
の
人
か
ら
聞
い
て
来
て
く
れ
た
っ
て
い
う
お
客
さ
ん
の
声
が
あ
っ
て
。
こ
れ
は
や
っ

ぱ
り
、
地
域
の
人
た
ち
を
大
事
に
し
な
い
と
、
お
客
さ
ん
が
で
き
な
い
な
っ
て
思
っ
た
。

そ
い
で
、
応
援
し
て
く
れ
る
人
た
ち
の
言
葉
を
信
じ
て
、
頑
張
ら
な
き
ゃ
っ
て
思
う
。

　

も
し
、
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
花
香
を
や
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
も
っ
と
ほ
か
に
も
、

や
り
た
い
こ
と
も
あ
る
け
ど
、
で
き
な
い
で
い
い
か
ら
、
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
、
み
な

さ
ん
に
可
愛
が
ら
れ
た
か
な
っ
て
感
じ
る
し
、
こ
の
仕
事
が
好
き
だ
か
ら
。
そ
れ
が
一

番
良
か
っ
た
。
名
古
屋
の
方
行
っ
て
た
か
ら
、
そ
っ
ち
で
結
婚
し
て
、
戻
っ
て
こ
な

き
ゃ
こ
ん
な
と
こ
に
は
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ん
な
っ
て
思
う
け
ど
ね（
笑
）。
だ
か
ら
、

こ
こ
に
備
わ
っ
た
人
生
だ
な
っ
て
思
う
。
何
も
で
き
な
い
け
ど
、
お
客
さ
ん
だ
け
は
大

事
に
し
よ
う
と
、
な
ん
と
か
や
っ
て
る
。

■
一
代
で
店
じ
ま
い

　

今
は
も
う
お
客
さ
ん
が
ほ
ん
と
に
少
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
、
子
供
た
ち
が
継
い

だ
と
し
て
も
も
う
や
っ
て
け
な
い
よ
。
と
て
も
ね
。
花
香
を
継
い
で
も
だ
め
だ
ね
。
家

里芋の茎を乾燥させたもの山の味覚を味わえると村でも評判の料理

名人が五平餅を作る様子
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こ
の
地
区
だ
け
で
８
軒
あ
っ
た
け
ど
、
い

ま
は
私
ひ
と
り
が
や
っ
て
る
だ
け
。
皆
辞

め
ち
ゃ
っ
た
。
や
っ
ぱ
り
70
歳
ま
で
は
も

た
な
い
ん
だ
ね
、65
歳
く
ら
い
ま
で
か
な
。

ま
あ
私
は
そ
れ
で
も
来
て
く
だ
さ
る
方
が

い
る
か
ら
、
な
ん
と
か
や
れ
る
う
ち
は
や

ろ
う
か
な
と
思
っ
て
る
。

　

私
は
民
宿
一
筋
に
生
き
て
い
こ
う
と

思
っ
て
る
。
最
後
ま
で
、
最
後
ま
で
、
で

き
る
だ
け
や
っ
て
、
腰
を
伸
ば
し
な
が
ら
や
っ
て
（
笑
）。
誰
も
お
客
さ
ん
来
て
く
れ

な
く
な
る
ま
で
、
来
て
く
れ
る
う
ち
は
何
と
か
や
っ
て
い
こ
う
と
。
や
り
た
い
こ
と
そ

ん
な
こ
と
で
き
な
い
か
ら
、
民
宿
だ
け
で
、
人
生
終
わ
り
だ
ね
。

［
取
材
日
：
２
０
１
９
年
９
月
５
日
〜
６
日
］

も
こ
の
辺
の
家
が
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。
ほ
ん
と
に
寂
し
い
け
ど
。
人
口

が
減
っ
て
き
て
空
き
家
が
多
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
だ
か
ら
子
供
た
ち
が
こ
こ
へ
戻
っ
て

き
て
も
生
活
が
で
き
な
い
と
思
う
。

■
花
香
と
歩
む
人
生

　

や
り
が
い
を
感
じ
た
も
ん
で
今
ま
で
花
香
が
続
い
た
な
っ
て
思
う
。
同
じ
お
客
さ
ん

が
２
度
、
３
度
来
て
く
だ
さ
る
。
そ
う
い
う
と
き
は
あ
り
が
た
い
な
、
一
生
懸
命
や
っ

た
お
か
げ
か
な
っ
て
思
う
。
お
金
と
か
じ
ゃ
な
く
て
、
お
客
さ
ん
の
温
か
さ
っ
て
い
う

の
は
何
度
か
来
て
く
だ
さ
る
う
ち
に
感
じ
て
、
ほ
ん
と
に
あ
り
が
た
い
、
よ
く
来
て
く

だ
さ
っ
て
嬉
し
い
っ
て
い
う
気
持
ち
に
な
る
。

　

お
客
さ
ん
は
何
度
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い
。
そ
の
お
客
さ
ん
が
、
他
の
お
客
さ

ん
を
呼
ん
で
き
て
く
だ
さ
る
の
は
あ
り
が
た
い
し
、
大
事
に
し
て
い
か
な
き
ゃ
な
と
思

う
け
ど
、も
う
限
界
だ
な
。一
生
懸
命
や
る
け
ど
さ（
笑
）。私
が
民
宿
を
始
め
た
と
き
は
、

【聞き書きを終えての感想】

　７時間の道のりを経て、たどり着いた世界は、
今までの東京での暮らしとはまったく違った新し
い世界であった。緊張で固くなった私を、名人今
泉さんは優しい笑顔で迎えてくださった。初対面
である私に、豊根村での暮らしのことから、人生
のことまで、たくさんのことを話してくださった
食事の時間は、私の一番の思い出となった。取材、
書き起こしを重ねるたびに、今泉さんの周りの人
を大切にする温かい人柄が伝わってきて、今泉さ
んが地域の人やお客さんから長い間慕われている
理由がよくわかった。なかでも、「生まれ変わって
も花香をやってみたい」という言葉が、もっとも
記憶に残っている。そんな今泉さんのように、私
も自分の周りの人を大切にし、人生を共にできる
好きなものに一生懸命向き合える人間になりたい
と思った。この作品を読み返すたびに、私は今泉
さんとの会話を思い出す。２日間という短い時間
が、その何十倍、何百倍もの時間に感じられるほ
ど私にとって濃い時間だった。聞き書き甲子園で
学んだ最大のことは、人を思う気持ちだ。今泉さ
んと出会った 17 歳の夏を私は一生忘れることはな
いだろう。

profile

今泉  なを子
いまいずみなをこ

昭和 21 年１月 30 日・74 歳
職業：民宿

［略歴］40年以上民宿「花
はな

香
か

」を営んでいる。また、
山菜採りや、畑仕事、漬物づくりなども行っている。
「花香」の食事は名人が山で採ってきた四季折々の山
菜料理が豊富に並び、豊根村の山の味覚を味わえる
と評判である。

名人と私




