
 

定
年
後
の
生
き
が
い
を
見
つ
け
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

木
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祥
雄
（
一
組
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人
生
八
十
年
の
時
代
、
定
年
に
な
っ
て
か
ら
約
二
十
年
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
か
、
も
う
既
に
半

分
を
経
過
し
、
今
ま
で
を
振
り
返
る
と
と
も
に
残
さ
れ
た
人
生
を
有
意
義
に
過
ご
す
に
は
・
・
・

と
考
え
て
み
た
い
。 

中
国
（
江
蘇
省
南
通
市
）
で
定
年
を
迎
え
、
奈
良
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
外
国
人
就
職
紹
介
を
四

年
間
、
週
三
日
の
パ
ー
ト
勤
め
、
そ
の
間
、
仏
教
の
こ
と
を
勉
強
し
て
み
た
い
と
大
学
の
通
信
講

座
、
生
駒
市
生
涯
学
習
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
（
市
民
活
動
リ
ー
ダ
ー
）
養
成
講
座
な
ど
を
受
講
し
た
り

し
て
、
今
ま
で
会
社
と
家
の
往
復
だ
け
の
生
活
だ
け
で
、
地
域
社
会
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
家
内
ま

か
せ
。
今
後
、
地
域
社
会
へ
ど
の
よ
う
な
形
で
貢
献
で
き
る
か
を
考
え
、
自
治
会
の
イ
ベ
ン
ト
な

ど
に
積
極
的
に
参
加
し
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
は
民
生
・
児
童
委
員
を
引
き
受
け
、
地
域
の
中
で
困

り
ご
と
の
相
談
や
支
援
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
地
域
住
民
か
ら
の
社
会
福
祉
に
関
わ
る
相
談
に

応
じ
、
一
人
暮
ら
し
、
児
童
虐
待
な
ど
の
予
防
活
動
な
ど
に
取
り
組
ん
で
、
三
期
九
年
間
活
動
し

た
。 

ま
ず
、
人
様
か
ら
相
談
受
け
る
に
は
、
自
分
自
身
が
健
康
で 

身
体
が
不
自
由
な
く
動
け
る
こ
と
が
大
切
。
ま
だ
ま
だ
活
動
で 

き
た
の
で
あ
る
が
、
人
様
に
迷
惑
か
け
ぬ
う
ち
に
と
の
こ
と
で
、 

二
〇
一
〇
年
に
退
任
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

他
方
そ
の
間
、
生
き
が
い
の
あ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
に
地 

域
の
仲
間
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
立
ち
上
げ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
含 

む
市
民
相
互
の
交
流
の
場
つ
く
り
を
行
い
、
市
民
間
の
ネ
ッ
ト 

ワ
ー
ク
に
よ
る
情
報
の
共
有
化
を
図
り
、
市
民
活
動
を
支
援
す

る
こ
と
に
よ
り
ま
ち
づ
く
り
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ま
で
の
会
社
仲
間
中
心

の
付
き
合
い
か
ら
離
脱
し
、
地
域
で
新
し
く
知
り
合
っ
た
仲
間
で
地
域
活
動
拠
点
を
構
築
し
、
約

七
年
い
ろ
い
ろ
活
動
し
た
が
、
会
員
の
高
齢
化
に
よ
り
活
動
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
て
、

次
世
代
へ
の
後
継
者
育
成
が
う
ま
く
で
き
ず
、
二
〇
一
二
年
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
解
散
し
た
。
そ
の
後
は
、 

個
人
ベ
ー
ス
で
一
部
事
業
を
継
続
し
て
い
る
。 

 

生
駒
山
上
遊
園
地
（
大
阪
と
奈
良
と
の
県
境
に
あ
る
六
百
四
十
二
ｍ
の
山
）
の
花
壇
の
草
取
り

作
業
、
地
産
地
消
で
生
駒
市
北
部
、
高
山
農
家
の
自
然
米
を
地
域
住
民
へ
の
斡
旋
紹
介
な
ど
二
〇

〇
四
年
よ
り
続
け
て
い
る
。 

 

竹
林
寺
（
生
駒
市
有
里
町
）
境
内
の
清
掃
。
奈
良
時
代
の
僧
行
基
菩
薩
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る
墓

が
境
内
に
あ
り
。
行
基
菩
薩
は
多
く
の
社
会
福
祉
事
業
に
関
わ
り
、
奈
良
の
大
仏
さ
ん
の
造
立
に

も
携
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
よ
り
毎
月
一
日
、
十
日
、
二
十
日
の
三
回
午
前
中
、

境
内
の
清
掃
作
業
を
奉
仕
し
て
い
る
。 

 

竹
林
寺
に
つ
い
て
は
「
行
基
・
忍
性
の
お
墓
が
あ
る
お
寺
『
竹
林
寺
』
＠
生
駒
」
（
奈
良
の
寺

社
ガ
イ
ド
）
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）
で
詳
し
く
見
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

こ
れ
か
ら
上
記
事
業
を
あ
と
一
～
二
年
継
続
し
て
や
れ
る
か
？
孫
の
保
育
所
、
週
二
～
三
回
の

迎
え
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど
し
て
、
ボ
ケ
防
止
、
健
康
維
持
に
努
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。 

昨
年
の
秋
に
は
八
期
会
南
紀
ツ
ア
ー
二
泊
三
日
の
旅
行
企
画
を
担
当
し
、
高
野
山
、
熊
野
古
道
、

熊
野
那
智
大
社
、
伊
勢
神
宮
な
ど
観
光
し
、
参
加
者
に
楽
し
ん
で
も
ら
っ
た
。
ま
た
、
今
年
の
秋

に
八
期
会
有
志
に
よ
る
奈
良
地
方
の
企
画
依
頼
を
受
け
、
準
備
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
。
元
気
で

旅
行
に
参
加
で
き
る
よ
う
精
進
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。 

 

「
ボ
ケ
ず
に
長
生
き
し
な
は
れ
や
」 

古
希
を
迎
え
、
ボ
ケ
ず
に
長
生
き
す
る
こ
と
が
願
望
で
あ
る
。
核 

家
族
化
が
進
み
、
わ
が
家
も
息
子
ら
は
家
の
離
れ
も
空
い
て
い
る
の 

に
住
み
た
が
ら
な
い
。
国
の
方
は
在
宅
介
護
を
進
め
よ
う
と
し
て
い 

る
が
、
老
々
介
護
に
な
っ
て
お
互
い
に
身
体
へ
の
負
担
が
大
き
く
な 

っ
て
い
く
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。 

日
本
は
長
寿
国
と
い
わ
れ
、
男
性
平
均
寿
命
七
十
九
．六
歳
、
女
性
八
十
六
．四
歳
と
な
っ
て
き

て
い
る
が
「
健
康
寿
命
」
は
と
い
う
と
、
健
康
で
支
障
な
く
日
常
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

期
間
、
ま
た
は
そ
の
指
標
総
称
を
い
う
。
男
性
は
七
十
．四
歳
、
女
性
は
七
十
三
．六
歳
と
な
っ
て

い
る
。
男
女
格
差
は
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

自
力
で
身
辺
の
こ
と
が
で
き
、
好
き
な
も
の
を
食
べ
た
り
、
時
に
は
散
歩
、
遊
び
、
友
達
と
会

っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
ほ
ん
と
の
長
生
き
で
あ
る
と
常
々
考
え
て
い
る
今 



 
日
こ
の
頃
で
あ
る
。 

 
松
下
幸
之
助
さ
ん
の
詩
言
葉
に
「
ボ
ケ
ず
に
長
生
き
し
な
は
れ
や
」
作
者
不
詳
と
し
て
掲
載
さ

れ
て
い
た
。
な
か
な
か
実
行
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
戒
め
と
し
て
心
が
け
た

い
。 

《
ボ
ケ
ず
に
長
生
き
し
な
は
れ
や
》 

① 

年
を
と
っ
た
ら 

 
 

で
し
ゃ
ば
ら
ず 

 

② 

勝
っ
た
ら
あ
か
ん 

 

負
け
な
は
れ 

 
 

 

憎
ま
れ
口
に 

 
 

 

な
き
ご
と
に 

 
 

 
 

い
ず
れ
お
世
話
に 

 

な
る
身
な
ら 

 
 

 

人
の
か
げ
ぐ
ち 

 
 

ぐ
ち
言
わ
す 

 
 

 
 

若
い
も
ん
に
は 

 
 

花
も
た
せ 

 
 

 

他
人
の
こ
と
は 

 
 

ほ
め
な
は
れ 

 
 

 
 

一
歩
さ
が
っ
て 

 
 

ゆ
ず
る
の
が 

 
 

 

聞
か
れ
り
ゃ 

 
 

 

教
え
て
あ
げ
て
で
も 

 

円
満
に
い
く 

 
 

 

コ
ツ
で
す
わ 

 
 

 

知
っ
て
い
る
こ
と
も 

知
ら
ん
ふ
り 

 
 

 
 

い
つ
も
感
謝 

 
 

 

忘
れ
ず
に 

 
 

 

い
つ
で
も
阿
呆
で 

 

い
る
こ
っ
ち
ゃ 

 
 

 

ど
ん
な
時
で
も 

 
 

へ
え
お
お
き
に 

 

③ 

お
金
の
欲
を 

 
 

 

捨
て
な
は
れ 

 
 

④ 
と
い
う
の
は 
 

 
 

そ
れ
は
表
向
き 

 
 

 

な
ん
ぼ
ゼ
ニ
カ
ネ 

 

あ
っ
て
で
も 

 
 

 
 

ほ
ん
ま
に
ゼ
ニ
を 

 

は
な
さ
ず
に 

 
 

 

死
ん
だ
ら 

 
 

 
 

持
っ
て
い
け
ま
せ
ん 

 

死
ぬ
ま
で
し
っ
か
り
と
持
っ
て
な
は
れ 

 
 

 

あ
の
人
は 

 
 

 
 

え
え
人
や
っ
た 

 
 

 

人
に
は
ケ
チ
と 

 
 

言
わ
れ
て
も 

 
 

 

そ
な
い
人
か
ら 

 
 

言
わ
れ
る
よ
う
に 

 
 

お
金
が
あ
る
か
ら 

 

大
事
に
し
て 

 
 

 

生
き
て
い
る
う
ち
に 

バ
ラ
ま
い
て 

 
 

 
 

み
ん
な
ベ
ン
チ
ャ
ラ 
い
う
て
く
れ
る 

 

 
 

 

山
ほ
ど
徳
を 

 
 

 

積
み
な
は
れ 
 

 
 

 

内
緒
や
け
ど 

 
 

 

ほ
ん
ま
だ
っ
せ 

 

⑤ 

昔
の
こ
と
は 

 
 

 

み
な
忘
れ 

 
 

 

⑥ 

わ
が
子
に
孫
に 

 
 

世
間
さ
ま 

自
慢
ば
な
し
は 

 
 

し
な
は
ん
な 

 
 

 
 

ど
な
た
か
ら
も 

 
 

慕
わ
れ
る 

 
 

 

わ
し
ら
の
時
代
は 
 

も
う
過
ぎ
た 

 
 

 
 

え
え
年
寄
り
に 

 
 

な
り
な
は
れ 

 
 

 

な
ん
ぼ
頑
張
り 

 
 

力
ん
で
も 

 
 

 
 

 

ぼ
け
た
ら
あ
か
ん 

 

そ
の
た
め
に 

 
 

 

身
体
が
い
う
こ
と 

 

き
き
ま
へ
ん 

 
 

 
 

頭
の
洗
濯 

 
 

 
 

生
き
が
い
に 

 
 

 

あ
ん
た
は
え
ら
い 

 

わ
し
ゃ
あ
か
ん 

 
 

 

何
か
一
つ
の 

 
 

 

趣
味
も
っ
て 

 
 

 

そ
ん
な
気
持
ち
で 

 

お
り
な
は
れ 

 
 

 
 

せ
い
ぜ
い
長
生
き 

 

し
な
は
れ
や 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
作
者 

不
詳
） 

 2009 年 第 15 号 
岩元 喬明（３組） 
 
「タカサゴ」というと台湾の高砂族も連想しますが、その通り

で、台湾の山地に広く野生するユリで、学名は「Ｌｉｌｉｕｍ 

ｆｏｒｍｏｓａｎｕｍ Ｗａｌｌａｃｅ」。大正時代に観賞用

として導入されたものが、強い繁殖力で各地に野生化した帰化

植物だという。通常のユリは他家受粉をし、花が咲くまで数年

かかるが、この花は自家受粉をし、花が終わると一輪につき一

本、長さ十センチほどの細長いサヤが出来る。サヤの中は、六

列に別れていて、一列につき百個以上の種子がぎっしりと詰ま

っている。晩秋になると、サヤがはじけて種子が放出され、風

に乗って運ばれて行く。その一つ側が我が家の庭に活着したも

のと思われる。 
 タカサゴユリは、葉が長細く先が尖っているので「細葉ユリ」

とも云われる。テッポウユリとは近縁種で、自然交配した新テ

ッポウユリも出来ている。タカサゴユリは、花の外側に海老茶

色のストライプが入るが、白い種類もあるとのこと。我が家の

花は、ストライプは入っておらず、テッポウユリに似ている。

西日本を中心に広く野生化していたようであるが、種子が風に

乗って東上してきたものと思われ、近年横浜の我が家の近隣の

道端や空地、庭等に咲いているタカサゴユリを見かけることが

多くなった。繁殖力が強く、軽いので風に飛ばされない窪みや、

隙間に入り込んで活着している。秋に出来る種子を前庭、裏庭、

通路等に蒔いておいたところ、新芽がいっぱい出て来て、毎年

花を咲かせている。高さ三十センチで咲くものや、１．５メー

トルくらい高くなるものなど様々であるが、清楚な美しさにひ

かれ、百合屋敷と自称して楽しんでいる。 

八期通信アーカイブス

 2008 年 第 14 号 
 渡辺 義照（５組） 
 

昭和３０年４月、玉龍高校に入学し、先輩の勧めでバスケッ

ト部に所属。以降、土、日曜もなく、明けてん、暮れてん、バ

スケの練習浸けでした。当時、部員は３年の萩原、松崎、２年

の日高、神宮寺、町田、大西の各先輩と１年が松本（マット）

徳永（トッケン）浜田、草野（後の俳優、途中退部）渡辺で、

監督は谷崎先生でした。体育館で練習するのは県内では少な

く、我々は恵まれた環境下で練習に励む事が出来ました。 
５月、６月に玉龍高校体育館に於いて県大会が開催され、両

大会とも準決勝で志布志高に惜敗し「ハガイカ」思いをしたも

のでした。それからが玉龍高校黄金時代の到来！ 
 １０月末、川内市の川内祭りでバスケの大会が開催され、我

が玉龍高も１、２年の新人チームで出場する事になりました。

初戦から順調に勝ち進み、決勝戦で強豪川内高と対戦し、接戦

の末初優勝。部員一同、大いに盛り上がったものでした。感無

量！ 
この事が原動力となり、後々、県の各大会を制覇することに

なったのでした。昭和３１年４月、有望新人も入部。一段と戦

力アップ。５月、６月の県大会に優勝し、九州、全国、両大会

に初出場する事になりました。 
全国大会は、鳥取県で開催され、群馬県前橋工と対戦。惜し

くも敗退しましたが、他県との試合は、弱点を強化する等の後

日の練習に生かされました。昭和３２年の５月、６月も二年連

続で県大会制覇。この年は女子部も同時優勝し、九州、全国大

会（東京）アベック出場の快挙を成し得ました。結果は、男女

とも一回戦惜敗でした。 

八期通信アーカイブス 


