
シ
リ
ー
ズ

は
じ
め
に

　

熊
本
県
球く

ま磨
郡
の
人
吉
は
、
球
磨
焼
酎

で
有
名
な
酒
ど
こ
ろ
で
、
市
街
地
か
ら
少

し
離
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
美
し
い
田
園
風

景
が
広
が
り
ま
す
。
か
つ
て
は
荒
涼
と
し

た
こ
の
土
地
を
、
美
田
に
変
え
た
の
が
宝

永
（
１
７
０
４
～
１
１
年
）
の
頃
に
開
削
さ

れ
た
幸こ

う
の
み
ぞ

野
溝
と
百
太
郎
溝
と
い
う
灌か
ん
が
い漑
用
水

路
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
建
設

さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幸
野
溝
が
そ
の

沿
革
や
工
事
状
況
が
比
較
的
明
ら
か
で
あ

る
の
に
対
し
、
百
太
郎
溝
に
つ
い
て
は
ほ

と
ん
ど
何
も
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
た
だ
人

柱
の
伝
説
の
み
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
百
太
郎
溝
の
人
柱
伝
説

を
、
百
太
郎
溝
土
地
改
良
区
が
平
成
５
年

（
１
９
９
３
）
に
発
行
し
た
『
百
太
郎
溝
史
』

か
ら
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

百
太
郎
溝
の
人
柱

　

百
太
郎
は
、
村
は
ず
れ
に
母
と
二
人
で

暮
ら
す
青
年
だ
っ
た
が
、
あ
る
日
の
村
の

寄
り
合
い
か
ら
死
人
の
よ
う
な
顔
色
で

戻
っ
て
き
た
。

　

そ
の
寄
り
合
い
で
は
、
こ
の
夏
の
決
壊

で
水
一
滴
も
流
れ
な
く
な
っ
た
用
水
路
に

つ
い
て
話
し
合
わ
れ
た
が
、
だ
れ
も
い
い

考
え
が
浮
か
ば
ず
、
そ
の
場
に
は
重
い
沈

黙
が
流
れ
て
い
た
。
こ
れ
で
は
埒ら

ち

が
明
か

な
い
と
、
庄
屋
が
何
か
を
言
お
う
と
し
た

時
、
突
如
叫
ん
だ
も
の
が
い
た
。「
も
う
こ

う
な
っ
ち
ゃ
仕
方
が
ん
さ
ん
で
。
昔
ん
人

の
話
に
、
人
柱
を
た
て
な
け
や
駄
目
だ
っ

て
聞
き
も
う
し
た
が
…
人
柱
を
！
」。

　

一
同
は
こ
の
言
葉
を
聞
く
と
騒
め
き

だ
っ
た
。「
人
柱
っ
て
！？
」「
生
き
埋
め
だ
！

生
き
な
が
ら
沈
め
る
ん
だ
！
」「
し
て
だ
れ

が
な
る
ん
だ
。
人
柱
に
！
」
庄
屋
が
一
同

を
見
ま
わ
し
た
時
、
柱
に
も
た
れ
て
座
っ

て
い
た
老
爺
が
つ
ぶ
や
い
た
。「
親
の
代
か

ら
の
話
に
袴は

か
ま
の
横
切
れ
の
ふ
せ
は
、
死
に

装
束
と
聞
き
も
う
し
た
。
こ
の
中
に
そ
う

い
う
者
が
い
た
ら
、
人
柱
に
た
っ
て
も
ら
っ

ち
ゃ
ど
う
で
が
ん
す
か
…
」。

　

一
同
は
、
ま
さ
か
そ
の
よ
う
な
者
が
い

る
は
ず
も
な
い
と
思
い
、
意
義
を
唱
え
な

か
っ
た
。
し
か
し
…
「
あ
っ
横
切
れ
だ
！

ふ
せ
切
れ
だ
！
」「
ひ
ゃ
、
百
太
郎
だ
！
」

百
太
郎
の
顔
色
が
さ
っ
と
変
わ
っ
た
。

　

訳
を
聞
い
た
母
は
泣
き
伏
し
た
。「
袴
の

ふ
せ
を
す
る
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
に
…
だ
れ

が
言
っ
た
、
だ
れ
が
決
め
た
…
」。

　

そ
の
時
、
隣
の
家
か
ら
「
ア
イ
タ
ヨ
ー

ア
イ
タ
ヨ
ー
」
と
唸
る
よ
う
な
声
が
聞
こ

え
た
。
隣
の
老
人
は
用
水
路
の
修
理
工
事

に
参
加
し
、
大
け
が
を
し
て
明
日
を
も
知

れ
ぬ
身
と
な
っ
た
。「
ア
イ
タ
ヨ
ー
ア
イ
タ

ヨ
ー
」
再
び
呻う

め

き
声
が
聞
こ
え
る
と
、
今

ま
で
泣
き
沈
ん
で
い
た
親
子
の
胸
に
、
あ

る
決
意
が
電
光
の
よ
う
に
ひ
ら
め
い
た
。

「
村
人
を
救
う
ん
だ
」「
村
を
救
う
ん
だ
」。

　

そ
の
夜
、
母
は
球
磨
川
の
濁
流
に
身

を
投
げ
た
。
母
に
先
立
た
れ
た
百
太
郎

に
、
も
は
や
気
お
く
れ
は
微み

じ
ん塵

も
な
か
っ

た
。「
わ
し
ぁ
水
神
さ
ん
に
な
る
ん
だ
」
百

太
郎
は
白
木
の
棺ひ

つ
ぎ
に
入
れ
ら
れ
て
運
ば
れ

て
い
っ
た
。

　

そ
の
後
、
村
人
は
努
力
を
続
け
、
用
水

路
は
見
事
完
成
し
た
。
人
々
は
百
太
郎
の

御み
た
ま霊

を
思
い
浮
か
べ
、
用
水
路
を
百
太
郎

溝
と
名
付
け
た
。

人
柱
伝
説
の
典
型

　

こ
の
伝
説
で
は
袴
に
目
印
の
あ
る
人
物

が
人
柱
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

全
国
各
地
に
伝
わ
る
人
柱
伝
説
の
典
型
で

あ
り
、
こ
の
話
の
通
り
の
こ
と
が
百
太
郎

溝
で
あ
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
百
太
郎
は
技
術
者

だ
っ
た
な
ど
、
人
物
像
が
異
な
る
話
も
あ
り

ま
す
が
、
名
前
が
百
太
郎
で
あ
る
こ
と
は

共
通
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
伝
説

は
最
初
に
百
太
郎
溝
と
い
う
名
前
が
あ
っ

た
れ
ば
こ
そ
、
生
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

他
所
で
は
ど
う
か

　

人
柱
伝
説
は
新
田
開
発
、
架
橋
、
築
堤
な

ど
、
百
太
郎
溝
と
同
じ
く
ほ
と
ん
ど
が
水

に
関
わ
る
工
事
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
で

は
、
百
太
郎
の
よ
う
に
明
ら
か
に
人
名
と

わ
か
る
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
を
冠
す
る
も

の
に
つ
い
て
、
他
に
も
人
柱
伝
説
が
伝
わ
っ

て
い
る
例
が
あ
る
の
か
、
見
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
ら
を
探
す
資
料
に
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
ほ
か
、
都
道
府
県
別
の
地
名
事

典
で
あ
る
平
凡
社
の
「
日
本
歴
史
地
名
大

系
」（
全
50
巻
）
な
ど
を
用
い
ま
し
た
。
す

べ
て
の
事
例
を
洗
い
出
し
た
と
は
言
い
難

い
の
で
す
が
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
つ
か

め
る
と
思
い
ま
す
。

利
水
・
治
水
施
設（
Ａ
群
）

　

ま
ず
は
、
用
水
路
や
た
め
池
、
ま
た
は

河
川
堤
防
な
ど
の
利
水
・
治
水
施
設
な
ど

を
み
ま
す
。
百
太
郎
溝
も
含
め
た
94
施
設

の
う
ち
、
施
工
者
や
出
願
者
な
ど
建
設
に

関
わ
っ
た
人
物
に
ち
な
ん
だ
も
の
が
圧
倒

的
に
多
く
約
50
％
、
不
明
が
約
29
％
、
地

名
や
河
川
名
な
ど
に
ち
な
ん
だ
も
の
が
約

６
％
、
人
柱
は
約
15
％
で
し
た
。

新
田（
Ｂ
群
）

　

つ
ぎ
に
新
田
開
発
で
は
、
２
７
８
新
田

の
う
ち
開
発
者
や
居
住
者
な
ど
の
人
物
名

が
約
68
％
。
不
明
が
約
32
％
と
こ
れ
で
す

べ
て
を
占
め
、
人
柱
は
ゼ
ロ
と
い
う
結
果

と
な
り
ま
し
た
。

橋（
Ｃ
群
）

　

さ
い
ご
に
橋
で
は
73
橋
う
ち
、
在
あ
り
わ
ら
の原

業な
り
ひ
ら平
や
菅す
が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね

原
道
真
と
い
っ
た
有
名
人
に
ち

な
ん
だ
も
の
が
多
く
約
26
％
、
次
い
で
地

名
が
約
23
％
、
架
橋
に
携
わ
っ
た
人
名
と

不
明
が
そ
れ
ぞ
れ
約
22
％
で
あ
り
、
土
地

開
発
者
や
渡
し
守
の
名
な
ど
架
橋
地
に
由

来
す
る
も
の
が
約
５
％
、
人
柱
は
１
橋
の

み
見
ら
れ
１
％
未
満
と
な
り
ま
し
た
。

考
察（
Ａ
群
）

　

こ
れ
ら
の
結
果
を
考
察
し
ま
す
と
、
ま

ず
Ａ
群
で
す
が
、
人
柱
が
伝
わ
っ
て
い
る

も
の
を
見
て
い
く
と
、
例
え
ば
岩
手
県
の

千せ
ん
が
ん
い
し
つ
つ
み

貫
石
堤
で
は
、
千
貫
で
買
わ
れ
た
お
い

し
と
い
う
娘
が
人
柱
に
な
っ
た
と
か
、
大

分
県
の
初は

つ

瀬せ

い

ろ
井
路
の
よ
う
に
お
初
と
い
う

娘
が
…
と
か
、施
設
名
の
中
に
人
柱
に
な
っ

た
者
を
無
理
や
り
見
出
そ
う
と
し
た
例
が

目
立
ち
ま
す
。
ま
た
、
三
重
県
の
孫
右
衛

門
人
柱
堤
や
福
岡
県
の
お
糸
池
の
よ
う
に
、

堤
防
や
池
畔
に
来
歴
不
明
の
石
像
な
ど
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
人
柱
伝
説
が
う
ま
れ
、

後
か
ら
通
称
と
し
て
名
付
け
ら
れ
た
も
の

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
こ
じ

つ
け
で
も
人
柱
の
存
在
を
認
め
た
い
と
い

う
人
々
の
思
い
さ
え
伺
え
ま
す
。

　

日
本
人
は
怪
談
好
き
だ
か
ら
と
言
っ
て

し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
察
す
る
に

多
大
な
労
苦
を
払
い
、
時
に
は
犠
牲
者
ま

で
も
出
し
て
造
り
上
げ
た
施
設
が
、
永
久

に
守
ら
れ
る
よ
う
に
水
神
の
加
護
を
求

め
、
人
柱
伝
説
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
施
設
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
際
、
こ

う
し
た
施
設
に
は
必
ず
水
神
が
、
石
塔
や

神
社
に
祀ま

つ

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
来

歴
不
明
と
な
っ
た
も
の
が
孫
右
衛
門
人
柱

堤
の
よ
う
な
人
柱
伝
説
を
生
み
出
す
こ
と

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

考
察（
Ｂ
群
）

　

一
方
で
Ｂ
群
の
新
田
で
す
が
、
新
田
が

開
か
れ
た
場
合
、
石こ

く
だ
か高
を
調
べ
る
た
め
幕

府
や
藩
の
検
地
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
新
田
の
名
前
は
こ
の
時
に
村
人
や
領

主
、
代
官
な
ど
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
れ
っ
き

と
し
た
公
称
と
な
る
た
め
、
人
柱
伝
説
が

入
り
込
む
余
地
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
時
を
経
て
名
前

の
由
来
が
不
明
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
人

柱
の
ご
利
益
を
得
よ
う
と
考
え
る
よ
り
は
、

必
ず
し
も
縁
起
の
よ
く
な
い
話
を
わ
が
村

の
名
前
に
当
て
は
め
よ
う
と
は
思
わ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

考
察（
Ｃ
群
）

　

さ
い
ご
に
Ｃ
群
の
橋
で
す
が
、
人
柱
は

１
件
の
み
見
ら
れ
た
も
の
の
、
特
徴
的
な

の
は
有
名
人
ゆ
か
り
の
名
前
が
多
い
こ
と

で
す
。
こ
れ
は
橋
を
地
域
の
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
と
人
々
が
み
な
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
名
前
を
付
け
よ
う
と
し
た

の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
や
は
り
人
柱
云う

ん
ぬ
ん々

は
な
る
べ
く
避
け

ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

こ
の
よ
う
に
Ａ
群
で
は
圧
倒
的
に
開
発

に
携
わ
っ
た
者
の
名
前
が
多
く
、
人
柱
だ

と
い
う
も
の
に
は
、
こ
じ
つ
け
と
も
取
れ

る
例
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
施
設

を
守
る
水
神
の
存
在
を
人
々
が
求
め
た
結

果
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
百
太
郎
溝
の
場
合
、

藩
の
力
を
借
り
ず
に
村
人
だ
け
で
開
削
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
用
水
路
の
長
久

を
願
う
気
持
ち
は
一
層
強
か
っ
た
は
ず
で

す
。
本
来
は
Ａ
群
の
多
く
と
同
じ
、
開
削

に
携
わ
っ
た
者
の
名
前
を
付
け
ら
れ
て
い

た
の
が
、
や
が
て
水
路
を
思
う
人
々
の
心

情
が
、
水
神
と
な
っ
た
百
太
郎
の
伝
説
を

生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

（
文
：
江
口
知
秀
）
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こ
の
度
、
熊
本
県
内
を
は
じ
め
日
本
各
地
で

豪
雨
災
害
に
遭
わ
れ
た
皆
さ
ま
に
、
心
よ
り

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

そ
し
て
、一
刻
も
早
い
復
興
を
願
っ
て
い
ま
す
。

ひ
ゃ
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ろ
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み
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