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山
下
豊
春

（
福
岡
市
在
住
）

私
が
ユ
ー
タ
ー
ン
転
職
し
た
き
っ
か
け

は
２
０
１
５
年

月
、
そ
れ
ま
で

年
間
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勤
務
し
て
来
た
田
辺
三
菱
製
薬
（
旧
田
辺
製

薬
）

で
早
期
退
職
の
話
が
出
た
こ
と
で
し

た
。
突
然
だ
っ
た
の

で
転
職
先
を
探
す
時

間
も
無
く
、
思
い
浮

か
ん
だ
の
は
一
ヶ
月

前
に
半
休
し
て
聴
講

し
た
、
現
在
の
勤
務

先
に
よ
る
無
料
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
し
た
。
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
は
認
知
症
に
つ
い
て
の
研
究
で
し
た
。

聴
講
し
よ
う
と
思
っ
た
の
は
母
が
１
９

９
８
年
に
発
症
し
て
以
来
、
も
う
何
も
分

か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
心
に
浮
か
ん

だ
か
ら
で
し
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
主
催

し
た
先
生
方
に
メ
ー
ル
す
る
と
、
幸
い
に

面
接
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
、
２
０
１

５
年
末
に
採
用
が
決
ま
り
、
翌
年

月
に

3

福
岡
市
に
引
っ
越
し
、

月
か
ら
篠
栗
の

4

近
く
に
あ
る
、
現
在
の
勤
務
先
に
勤
務
し

て
い
ま
す
。

思
い
返
す
と
、
母
は
認
知
症
で
何
も
分

か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
現
在
の
勤

務
先
へ
の
縁
を
つ
な
い
で
く
れ
た
と
感
謝

し
て
い
ま
す
。

福
岡
市
は
歴
史
の
あ
る
都
市
な
の
で
、

散
歩
す
る
と
、
新
た
な
発
見
が
あ
り
ま
す
。

今
日
も
、
筥
崎
宮
で
鳥
居
の
脇
に
「
万
民

和
楽
」
と
い
う
緒
方
竹
虎
の
の
ぼ
り
が
あ

り
、
調
べ
て
み
る
と
、
生
ま
れ
は
山
形
市

な
が
ら
、
修
猷
館
で
学
ん
だ
こ
と
、

年
1

上
級
に
中
野
正
剛
（
東
条
英
機
に
反
対
し
て
自

決
に
追
い
込
ま
れ
た

）
が
い
た
こ
と
、
そ
も

そ
も
、
緒
方
姓
は
祖
父
が
緒
方
洪

庵
の

こ
う
あ
ん

適
塾
に
入
門
し
て
、
洪
庵
と
義
兄
弟
の
盟

を
結
び
、
そ
の
姓
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
、

三
男
の
緒
方
四
十
郎
の
妻
が
緒
方
貞
子
で

あ
る
こ
と
等
、
竹
虎
が
多
彩
な
人
脈
の
結

節
点
に
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
う
れ
し
く

思
っ
て
い
ま
す
。

日
時

令
和
元
年
十
一
月
二
十
一
日
～
二
十
四
日

講
師

吉
元
信
暁
先
生
（
九
州
大
谷
短
期
大
学
教
授
）

吉
元
先
生
は
大
学
教
授
で
す
。
或
る
寺
院
で

「
人
生
は
宝
の
山
で
あ
る
。
し
か
し
暗
闇
の
中

で
は
宝
で
あ
っ
て
も
つ
ま
ず
く
だ
け
で
あ
る
」

と
の
掲
示
文
を
眼
に
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
の

文
の
教
え
は
「
つ
ま
ず
き
と
し
か
思
え
な
か
っ

た
も
の
が
実
は
こ
の
私
を
広
い
世
界
へ
と
導
い

て
く
れ
た
ご
縁
で
し
た
」
と
解
釈
さ
れ
ま
し
た
。

御
正
忌･

報
恩
講
法
要
の

レ
ポ
ー
ト

豊
春
氏
は
住
職
と
同
級
生
で
お
会
い
す
る
機
会
が
あ

り
、
１
月

日
に
原
稿
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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お
父
様
の

朴

様
は
じ
め
ご
家
族
は
献
身
的
に
介

す
な
お

護
な
さ
い
ま
し
た
が
、
ご
母
堂
ユ
キ
エ
様
は
１
月
25

日
に
ご
命
終
な
さ
い
ま
し
た
。
人
欄
に
書
い
て
頂
い

た
吉
田
昭
和
氏
と
豊
春
氏
は
従
兄
弟
に
な
り
ま
す
。

「
人
間
は
迷
う
存
在
で
あ
る
」
と
自
覚
し
た

ほ
う
が
良
さ
そ
う
で
す
。
こ
の
迷
え
る
私
を
教

え
て
下
さ
る
場
が
仏
の
教

え
で
あ
り
仏
教
の
存
在
で

す
。お

釈
迦
さ
ま
は
「
人
生

は
苦
で
あ
る
」
「
人
生
は

無
常
で
或
る
」
「
人
生
は

無
我
で
あ
る
」
と
説
い
て

お
ら
れ
ま
す
。
約
二
、
六

〇
〇
年
前
の
悟
り
で
す
。

私
た
ち
の
人
生
ど
う
で

し
ょ
う
か
？
楽
し
く
お
も

し
ろ
い
時
間
よ
り
苦
し
く
て
辛
い
方
が
多
い
で

す
よ
ね
。

無
常
と
は
普
通
に
使
う
「
は
か
な
い
、
む
な

し
い
」
で
は
な
く
宇
宙
す
べ
て
の
も
の
は
一
瞬

た
り
と
も
止
ま
っ
て
い
な
い
、
常
に
変
化
し
て

い
る
と
い
意
味
だ
そ
う
で

す
。
あ
な
た
も
、
周
り
の

人
達
も
、
地
球
も
、
宇
宙

も
常
に
変
化
し
て
い
る
と

い
う
事
で
す
。
真
理
と
言

え
ま
す
。

無
我
と
は
、
「
私
と
い
う
も
の
が
な
い
」
と
い

う
意
味
だ
そ
う
で
す
。
も
う
少
し
分
か
り
易
く

言
う
と
、
「
私
た
ち
は
私

が
あ
る
と
思
い
、
こ
れ

は
私
の
も
の
と
執
着
し

て
苦
し
み
ま
す
」
。
コ
ロ

コ
ロ
と
変
わ
る
私
の
心

に
は
実
体
は
な
い
、
私

と
い
う
も
の
は
な
い
と

い
う
の
が
無
我
だ
そ
う

で
す
。
意
味
深
で
す
。

仏
教
だ
け
に
説
か
れ
た

言
葉
で
す
。

報
恩
講
の
法
要
で

心
に
留
め
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
阿
弥
陀
様

は
「
皆
平
等
に
浄
土
へ
と
導
き
た
い
」「
つ
ら

い
人
生
を
引
き
受
け
て

い
く
為
に
は
お
念
仏
（
南

無
阿
弥
陀
仏
）
を
称
え

て

く

だ

さ

い

」

「

い

つ

も

心
の
闇
に
光
が
当
た
っ
て

い
る
こ
と
を
知
っ
て
く
だ

さ
い
」
と
お
一
人
お
一
人

へ
投
げ
か
け
て
お
ら
れ
ま

す
。
報
わ
れ
な
い
と
嘆
く

生
き
方
よ
り
も
「
私
に
か

け
ら
れ
た
願
い
」
に
気
づ

い
て
生
き
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
阿
弥
陀
様
の
願
い
に
報

い
て
生
き
て
い
く
の
が
報
恩

講
の
意
義
だ
と
の
先
生
の
教

え
で
し
た
。

親
鸞
聖
人
の
こ
の
願

い
は
『
勤
行
集
』
五
十

八
頁
に
あ
り
ま
す
。

如
来
大
悲
の
恩
徳
は

身
を
粉
に
し
て
も
報
ず

べ
し

師
主
知
識
の
恩
徳
も

ほ
ね
を
く
だ
き
て
も

謝
す
べ
し

合

掌

い
つ
も
の
お
い
さ
ん

ようこそ！

御正忌夜、鍋を囲んで
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