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今
な
お
息
づ
く

〝
水
と
緑
と
文
化
の
ま
ち
〞へ
の
思
い

牧田實
じ つ

夫
お

さん（故人）が

倉吉市名誉市民に

　

倉
吉
市
で
は
、
倉
吉
市
民
、
ま
た
は
倉
吉
市
に
特
に
ゆ
か
り
が
深
く
、

公
共
の
福
祉
を
増
進
し
た
り
社
会
文
化
の
進
展
に
寄
与
し
た
り
し
て
、

そ
の
功
績
が
卓
絶
で
市
民
の
尊
敬
の
的
と
仰
が
れ
る
人
に
対
し
、「
倉

吉
市
名
誉
市
民
」
の
称
号
を
贈
り
、
そ
の
功
労
に
報
い
る
と
と
も
に
、

後
世
ま
で
そ
の
功
績
を
顕
彰
す
る
よ
う
条
例
で
定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
の
社
長
や
会
長
を
歴
任
し
た
磯
野
長
蔵

さ
ん（
故
人
）を
は
じ
め
、７
人
に
こ
の
称
号
を
贈
り
、
顕
彰
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
23
年
10
月
26
日（
水
）に
開
催
さ
れ
た
倉
吉
市
議
会
臨
時
会
に

お
い
て
、
７
月
に
亡
く
な
っ
た
元
市
長
の
牧
田
實
夫
さ
ん
を
名
誉
市
民

と
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
12
月
定
例
市
議
会
の

初
日
と
な
る
12
月
５
日（
月
）、
議
場
に
お
い
て
、
石
田
市
長
よ
り
ご
遺

族
に
称
号
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

い
ま
な
お
、
そ
の
精
神
が
倉
吉
に
息
づ
く〝
水
と
緑
と
文
化
の
ま
ち

づ
く
り
〞を
市
政
の
目
標
に
掲
げ
て
、郷
土
を
愛
し
続
け
た
牧
田
さ
ん

と
は
ど
の
よ
う
な
人
だ
っ
た
の
か
を
追
い
ま
し
た
。

緑の彫刻プロムナードにある「To The Sky」（澄川喜一／平成３年）
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市
長
と
し
て
の
功
績

総
合
開
発
計
画
の
推
進

　

昭
和
57
年
に
第
三
代
の
倉
吉
市

長
に
就
任
。
２
期
８
年
の
間
、
昭

和
58
年
に
は
、
市
制
施
行
30
周
年

を
契
機
と
し
て「
水
と
緑
と
文
化

の
ま
ち
づ
く
り
」
を
市
政
の
目
標

に
掲
げ
、
地
域
住
民
が
主
体
と
な

り
、
二
十
一
世
紀
へ
向
け
た
活
力

と
個
性
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

し
ま
し
た
。

わ
か
と
り
国
体
の
開
催

　

昭
和
60
年
の
第
40
回
国
民
体
育

大
会（
わ
か
と
り
国
体
）の
開
催
に

お
い
て
は
、
人
口
５
万
の
小
都
市

な
が
ら
５
つ
の
種
目
を
引
き
受

け
、
自
転
車
競
技
場
と
ラ
グ
ビ
ー

場
を
新
設
し
、
野
球
場
と
庭
球
場

を
改
修
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
施

設
は
、
現
在
で
も
市
民
の
生
涯
学

習
の
場
と
し
て
大
き
く
貢
献
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
国
体
を
機
に
、
昭
和
61
年

に
は
第
１
回
く
ら
よ
し
女
子
駅
伝

競
走
大
会
が
開
催
さ
れ
、
現
在
で

は
駅
伝
シ
ー
ズ
ン
の
始
ま
り
を
告

げ
る
大
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。
全

国
か
ら
多
く
の
強
豪
校
が
集
結

し
、
全
国
高
校
女
子
駅
伝
へ
と
つ

な
が
る
大
会
と
し
て
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
。

教
育
文
化
の
振
興

　

旧
国
鉄
倉
吉
線
が
廃
止
に
な
っ

た
昭
和
60
年
３
月
以
降
は
、
意
義

あ
る
跡
地
利
用
を
検
討
し
、
全

国
で
初
め
て「
緑
の
彫
刻
プ
ロ
ム

ナ
ー
ド
」
を
整
備
。
緑
と
彫
刻
の

調
和
の
と
れ
た
散
歩
道
と
し
て
、

現
在
で
も
市
民
の
憩
い
の
空
間
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
わ
せ
て
文
化
面
で
も「
倉

吉:

緑
の
彫
刻
賞
」、「
前
田
寛
治

大
賞
」、「
菅
楯
彦
大
賞
」の
３
大
賞

制
度
を
創
設
し
、
ト
リ
エ
ン
ナ
ー

レ
方
式
に
よ
り
３
年
間
で
そ
れ
ぞ

れ
の
特
別
展
を
開
催
す
る
こ
と

で
、
郷
土
作
家
の
顕
彰
と
地
方
文

化
の
振
興
に
尽
く
し
ま
し
た
。

観
光
振
興
と
市
民
活
動
の
推
進

　

「
ト
イ
レ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
」

と
し
て
全
国
で
も
注
目
を
浴
び
た

日
本
一
の
公
共
ト
イ
レ
づ
く
り
で

は
、数
々
の
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　

市
民
運
動
の
推
進
で
も
、「
水
と

緑
と
文
化
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」

を
結
成
し
、「
森
の
感
謝
祭
」、「
市
民

ふ
れ
あ
い
の
広
場
」、「
市
民
健
康
大

会
」に
加
え
、
春
に
は「
倉
吉
春
ま

つ
り
」、
夏
に
は「
倉
吉
打
吹
ま
つ

り
」、
秋
に
は「
緑
の
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」、
そ
し
て
冬
に
は「
風
の
ま

つ
り
」と
、
四
季
折
々
の
イ
ベ
ン
ト

を
次
々
に
提
唱
、
成
功
に
導
き
、

市
民
自
ら
が
作
り
、
参
加
す
る
ま

ち
づ
く
り
の
礎
を
築
き
ま
し
た
。

市
長
退
任
後
も
、
ま
ち
づ

く
り
に
尽
力

　

平
成
２
年
、
倉
吉
市
長
退
任
後

は
、
倉
吉
文
化
団
体
協
議
会
の
会

長
と
し
て
倉
吉
文
化
の
振
興
に
寄

与
し
、
生
涯
、
愛
す
る
倉
吉
の
振

興
に
努
め
ま
し
た
。

牧田 實夫さん（大正８年生まれ。享年９１歳）

　１２月５日（月）の名誉市民章授与
式に臨んだ息子の牧田泰博さんは、
「家族として大変名誉なこととうれ
しく思い、市民の皆さまに心から
感謝しています。こうして名誉市
民の称号をいただき、父は偉大な
人だったのだと改めて認識してい
るところです。自分たち家族も今
後倉吉市のために何ができるのか
考えていきたいと思います」と感想
を述べました。
 　「父は、いつも、『苦労を楽しむ』と
言い、信条としていました。私には
大変厳しい父親でしたが、孫を可愛
がる『いいおじいちゃん』でした」

生
涯
、
愛
す
る
故
郷

倉
吉
の
振
興
に
尽
力
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倉吉博物館

根鈴 輝雄館長

　

倉
吉
と
い
え
ば
、
今
で
も
多
く
の
人
に

と
っ
て「
水
と
緑
と
文
化
の
ま
ち
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
象
徴
と
も
い
え
る「
倉
吉

：

緑
の
彫

刻
賞
」、「
前
田
寛
治
大
賞
」、「
菅
楯
彦
大
賞
」と

い
う
倉
吉
博
物
館
の
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
美
術

賞
は
、
牧
田
さ
ん
の
発
案
で
始
ま
り
ま
し
た
。

　

「
倉
吉

：

緑
の
彫
刻
賞
」が
始
ま
る
昭
和
62

年
よ
り
２
、３
年
前
、
公
務
で
訪
れ
た
北
海

道
旭
川
市
の
野
外
彫
刻
を
見
て
、「
こ
れ
を
倉

吉
で
も
で
き
な
い
か
」と
考
え
た
の
が
き
っ

か
け
だ
っ
た
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

牧
田
さ
ん
は
、
芸
術
文
化
に
し
て
も
、「
ト

イ
レ
」の
よ
う
な
生
活
文
化
に
し
て
も
、
文

化
の
醸
成
こ
そ
が
ま
ち
に
潤
い
を
与
え
る
と

い
う
信
念
を
明
確
に
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
ま
ち
の
中
に
、
環
境
に

マ
ッ
チ
し
た
優
れ
た
彫
刻
作
品
を
設
置
す
る

と
い
う
の
は
、
自
分
が
信
じ
る
ま
ち
づ
く
り

に
ぴ
っ
た
り
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、
旧
国
鉄
倉
吉
線
が
廃
止

と
な
り
、
そ
の
跡
地
利
用
が
市
民
の
間
で
取

り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
時
期
で
も
あ
り
ま
し

た
。
当
時
、
日
本
を
代
表
す
る
美
術
評
論
家

だ
っ
た
河
北
倫
明
さ
ん（
故
人
）の
家
に
自
ら

赴
き
、
審
査
委
員
長
に
な
っ
て
い
た
だ
く
よ

う
依
頼
し
、
全
国
規
模
の
美
術
賞
へ
と
成
長

さ
せ
る
素
地
を
整
え
ら
れ
た
の
で
す
。

　

「
倉
吉

：

緑
の
彫
刻
賞
」に
続
い
て
、
倉
吉

ゆ
か
り
の
芸
術
家
２
人
の
名
前
を
冠
し
た

「
前
田
寛
治
大
賞
」と「
菅
楯
彦
大
賞
」が
始
ま

り
、
ど
ち
ら
も
高
い
芸
術
性
を
保
持
す
る
美

術
賞
と
し
て
全
国
に
名
を
は
せ
て
い
ま
す
。

　

牧
田
さ
ん
は
、
本
当
に
芸
術
好
き
で
博

物
館
に
も
よ
く
来
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
自

分
が
市
長
在
任
中
に
生
み
出
し
た
文
化
を

育
む
風
潮
を
愛
し
、
見
届
け
た
い
と
い
う

強
い
思
い
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
抹
茶
で

一
服
し
、
私
た
ち
と
和
や
か
に
談
話
を
す

る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
私
に
と
っ

て
も
と
て
も
楽
し
い
時
間
で
し
た
。

　

市
長
と
し
て
の
牧
田
さ
ん
は
、
ま
さ
に

「
現
場
主
義
」
の
人
で
し
た
。
真
っ
先
に
現

場
に
駆
け
付
け
、
状
況
を
確
認
し
て
い
ま

し
た
。
時
に
は
職
員
よ
り
早
く
到
着
し
て

い
た
こ
と
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
す
。

　

あ
と
、「
中
央
官
公
庁
へ
の
陳
情
は
、
一

番
最
後
に
行
く
の
が
い
い
」と
よ
く
言
っ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。「
陳
情
と
言
う
と
、
誰
も

が
わ
れ
先
に
行
こ
う
と
す
る
け
ど
、
一
番

最
初
で
も
な
い
限
り
相
手
の
印
象
に
残
ら

な
い
。
む
し
ろ
後
ろ
に
気
兼
ね
せ
ず
、
ゆ
っ

く
り
対
応
し
て
も
ら
え
る
最
後
が
一
番
印

象
を
残
せ
る
」
と
。
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
、

倉
吉
の
名
を
全
国
に
印
象
づ
け
よ
う
と
い

う
知
恵
を
出
す
こ
と
に
努
力
を
惜
し
ま
な

い
人
で
し
た
。

文化を育み、愛することに力を尽くす

牧田實夫さんの思い出

▲倉文協連合会のお茶席にて（平成１８年）

▲淡交会全国総会で会員増強の表彰（平成１１年） ▲ 「トイレからのまちづくり」による「さわやかトイレ」

▲

第
７
回 

菅
楯
彦
大
賞「
花
泥
棒
」（
岩
田
壮
平
／
平
成
20
年
）

最
近
の
ト
イ
エ
ン
ナ
ー
レ
受
賞
作
品
。

昨
年
10
月
に
は
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
も
倉
吉
博
物
館
で
鑑
賞
さ

れ
ま
し
た
。
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人の気持ちをよく読み、人間関係に生かす

　

倉
吉
文
化
団
体
協
議
会（
倉
文
協
）
は
、

昭
和
56
年
５
月
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
倉
吉
は
、「
文
化
の
ま
ち
」
と

い
う
割
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
活
動
を

統
括
す
る
文
化
団
体
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
こ
で
、
当
時
の
市
の
企
画
担
当
者

や
関
係
者
が
相
談
し
て
倉
文
協
の
組
織
を

つ
く
り
あ
げ
ま
し
た
。

　

牧
田
さ
ん
は
、
当
時
、
茶
道
裏
千
家
の

倉
吉
支
部
長
と
し
て
倉
文
協
の
活
動
に
携

わ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
市
長
に
在
任
中

の
平
成
元
年
春
か
ら
17
年
間
に
わ
た
っ
て

会
長
を
務
め
、
特
に
市
長
退
任
後
は
、
ほ

と
ん
ど
倉
文
協
の
活
動
に
専
念
し
、
会
の

運
営
を
引
っ
張
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

私
も
、
設
立
当
初
よ
り
、
倉
文
協
の
副

会
長
を
務
め
、
二
大
事
業
の
一
つ「
ア
ザ
レ

ア
の
ま
ち
音
楽
祭
」な
ど
を
手
掛
け
る
な
ど

し
て
、
牧
田
さ
ん
の
仕
事
ぶ
り
を
そ
ば
で

見
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
え
を
受
け
ま
し
た
。

　

特
に
す
ご
い
と
思
っ
た
の
は
、20
年
程
前
、

倉
文
協
が
２
０
０
万
円
弱
の
赤
字
を
抱
え
た

時
の
こ
と
で
す
。
牧
田
さ
ん
は
先
頭
に
立
っ

て
経
営
改
革
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。
ま
ず
、

徹
底
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
意
識
で
経
営
診

断
を
行
い
、
収
入
と
支
出
の
バ
ラ
ン
ス
の

悪
さ
に
着
眼
し
、
支
出
の
抑
制
を
図
り
ま

し
た
。「
ア
ザ
レ
ア
の
ま
ち
音
楽
祭
」
の
コ

ン
セ
プ
ト
も
、
こ
の
と
き
確
立
し
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
、
中
央
と
き
に
は
海
外
か
ら
演
奏

家
を
呼
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
を
見
直

し
、
地
元
の
優
れ
た
演
奏
家
の
発
掘
と
支
援

を
行
い
、
地
域
芸
術
文
化
の
活
性
化
に
寄
与

す
る
よ
う
方
針
転
換
し
ま
し
た
。
ス
ポ
ン

サ
ー
の
企
業
や
団
体
に
、
よ
く
趣
旨
を
く
ん

で
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
、
住
民
自
ら
が

文
化
を
育
み
、
根
付
か
せ
る
地
域
社
会
を
醸

成
す
る
機
運
が
高
ま
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
牧
田
さ
ん
は
、
会
費
や
寄
附
金
、

入
場
料
と
い
っ
た
収
入
と
、
ギ
ャ
ラ
ン
テ
ィ

や
各
種
経
費
と
い
っ
た
支
出
を
入
念
に
検
討

し
、
適
正
な
バ
ラ
ン
ス
を
探
り
当
て
る
、
そ

う
い
う
市
場
心
理
を
読
む
の
に
非
常
に
長
け

て
い
る
人
で
し
た
。
で
す
か
ら
、「
赤
字
を

解
消
す
る
に
は
３
年
は
か
か
る
」と
い
う
周

囲
の
予
想
を
大
幅
に
上
回
り
、
な
ん
と
１
年

で
黒
字
運
営
に
し
た
ん
で
す
。
牧
田
さ
ん
と

い
う
と
、
文
化
振
興
の
業
績
ば
か
り
が
注
目

さ
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
優
れ
た
経

営
セ
ン
ス
も
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

あ
と
非
常
に
お
し
ゃ
れ
で
、
ほ
め
上
手

な
人
で
し
た
。「
あ
ん
た
は
、
ほ
ん
に
仕
事

が
早
く
て
え
え
わ
」な
ん
て
牧
田
さ
ん
に
言

わ
れ
る
と
、
う
れ
し
く
て
、「
よ
し
、
も
っ

と
や
っ
て
や
ろ
う
」と
思
い
ま
し
た
ね
。

　

人
の
心
を
よ
く
読
み
、
そ
れ
を
上
手
に

人
間
関
係
に
生
か
せ
る
人
で
し
た
。

倉吉文化団体協議会会長

計羽 孝之さん

茶道裏千家淡交会
           倉吉支部参与

山本 宗朝さん

　

茶
道
裏
千
家
に
は
、
全
国
の
関
係
団
体

を
宗
家
直
轄
団
体
と
し
て
ま
と
め
る「
淡
交

会
」と
い
う
会
が
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。
牧

田
さ
ん
は
、
淡
交
会
倉
吉
支
部
長
を
昭
和

53
年
か
ら
平
成
14
年
ま
で
、
24
年
間
務
め

ら
れ
ま
し
た
。
当
時
、
会
員
は
６
０
０
人

を
数
え
、
教
室
の
生
徒
は
１
，５
０
０
人
を

超
え
る
大
所
帯
で
、
私
も
12
年
間
幹
事
長

を
務
め
、
牧
田
さ
ん
と
一
緒
に
会
運
営
の

お
世
話
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
も
、
牧
田
さ
ん
は
、
全
国
総
本
部

の
総
会
の
副
議
長
に
も
２
年
間
身
を
置
き
、

国
内
だ
け
で
な
く
海
外
の
会
合
に
も
積
極

的
に
出
席
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
裏
千
家

の
総
本
部
と
い
え
ば
、
多
く
の
著
名
な
政

財
界
人
や
芸
術
家
が
参
加
し
て
お
ら
れ
、

そ
の
よ
う
な
中
に
牧
田
さ
ん
が
お
ら
れ
る

と
い
う
の
は
、
倉
吉
市
の
者
と
し
て
も
、

非
常
に
鼻
が
高
い
思
い
が
し
ま
し
た
。

　

「
お
茶
」
と
い
う
の
は
、
非
常
に
奥
深
い

も
の
で
す
。
水
を
運
び
、
炭（
薪
）を
と
り
、

湯
を
沸
か
し
、
茶
を
立
て
る
と
い
う
行
為

は
陰
陽
五
行
の
教
え
に
も
の
っ
と
り
、
茶

席
に
禅
語
の
掛
け
軸
が
か
け
ら
れ
る
な
ど

「
禅
」
の
心
に
も
縁
が
深
い
も
の
で
す
。
生

命
の
根
源
を
表
す
も
の
と
も
い
え
、
日
常

生
活
に
活
力
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
私
の

周
囲
で
は
老
若
男
女
問
わ
ず
、「
お
茶
」
を

た
し
な
ん
で
生
き
生
き
と
生
活
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
方
ば
か
り
で
す
。
本
当
に
素

晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
茶
道
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
人

間
関
係
を
大
切
に
し
、
謙
虚
に
感
謝
す
る

精
神
で
す
。「
濃
茶
」で
は
、
一
つ
の
茶
碗
の

お
茶
を
複
数
の
客
で
い
た
だ
き
ま
す
。
そ

こ
に
は
、「
お
先
に
」、「
ど
う
ぞ
」と
す
す
め

あ
い
、「
頂
戴
し
ま
す
」、「
ご
ち
そ
う
さ
ま
で

し
た
」と
い
う
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
す
。
お

互
い
の
心
を
思
い
合
い
、
伝
え
あ
う
言
葉

や
所
作
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
社
会
の
本

来
あ
る
べ
き
姿
の
凝
縮
だ
と
思
い
ま
す
。

　

牧
田
さ
ん
は
、
そ
う
い
っ
た
、「
お
茶
の

本
質
」と
い
う
も
の
と
、
そ
の
本
質
は
茶
道

だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
文
化
に
通
じ
る
も

の
だ
と
い
う
こ
と
も
き
ち
ん
と
理
解
し
て

お
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
う
や
っ
て
文
化
を
大
切
に
さ
れ
る
方

だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
文
化
は
交
流
を
生
み
、

地
域
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
信
条

に
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
物
事
の
本
質
を

見
抜
く
、
洗
練
さ
れ
た
、
本
当
の
文
化
人

で
し
た
。
何
事
に
も
熱
心
に
耳
を
傾
け
、

私
た
ち
が
何
か
を
企
画
す
る
と
、
積
極
的

に
後
押
し
し
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
す
。

11
月
13
日（
日
）
に
開
催
し
た
、
倉
吉
市
初

の「
市
民
大
茶
会
」
も
き
っ
と
喜
ん
で
く
だ

さ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

茶道の精神に通じ、洗練された文化人


