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六
月
四
日
、
二
年
生
編
集
部
員
七
名
で
松
江

市
石
橋
町
を
歩
き
ま
し
た
。
石
橋
町
は
江
戸
時

代
に
職
人
町
と
し
て
栄
え
た
町
で
、
現
在
で
も

酒
や
醬
油
の
醸
造
会
社
な
ど
が
存
在
し
、
歴
史

と
文
化
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
素
敵
な
ま
ち

で
す
。

カ
ネ
モ
リ
醬
油
か
ら
千
手
院
へ

　

集
合
場
所
は
カ
ネ
モ
リ
醬
油
の
前
。
カ
ネ
モ

リ
醬
油
さ
ん
に
は
、「
地
域
文
化
研
究
」
と
い

う
授
業
の
見
学
で
毎
年
大
変
お
世
話
に
な
っ
て

お
り
、
実
は
私
た
ち
は
今
回
の
石
橋
町
の
街
歩

き
の
二
週
間
ほ
ど
前
に
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
ば
か
り
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
日
は
取

材
な
し
だ
っ
た

の
で
す
が
、
こ

こ
で
見
学
の
時

の
様
子
を
少
し

だ
け
紹
介
し
て

お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

カ
ネ
モ
リ
醬

油
は
明
治
八
年

の
創
業
。
今
年

が
創
業
一
三
七

年
と
い
う
大
変

歴
史
の
あ
る
お

店
で
す
。
最
近

は
昔
な
が
ら
の

製
造
方
法
で
醬

油
を
作
る
醬
油

屋
さ
ん
が
減
っ

て
い
る
中
で
、

と
が
出
来
ま
し
た
。

　

カ
ネ
モ
リ
醬
油
を
後
に
し
、
す
ぐ
近
く
の
千

手
院
に
向
か
っ
て
歩
き
始
め
ま
し
た
。

　
「
あ
っ
、
何
こ
れ
？
」
―
―
さ
っ
そ
く
メ
ン

バ
ー
が
何
か
を
発
見
！　

そ
れ
は
民
家
か
ら
参

道
に
大
き
く
せ
り
出
し
た
松
の
木
の
枝
か
ら

ぶ
ら
下
が
る
赤
い
札
…
…
。「
こ
れ
は
何
だ
ろ

う
？
呪
い
の
札
か
何
か
か
な
あ
？
」
と
冗
談
交

じ
り
に
話
し
な
が
ら
眺
め
て
い
る
と
編
集
長
が

一
言
。「
車
に
松
の
木
が
あ
る
こ
と
に
注
意
さ

せ
る
目
印
」
と
の
こ
と
。
な
る
ほ
ど
、
確
か
に

赤
い
札
は
目
立
つ
な
あ
と
納
得
し
な
が
ら
も
、

「
や
っ
ぱ
り
何
か
の
お
札
み
た
い
だ
」
と
考
え

な
が
ら
そ
の
場
を
後
に
し
ま
し
た
。

　

千
手
院
の
参
道
を
上
り
始
め
る
と
右
手
に

「
尊
照
山
千
手
院
」
と
書
か
れ
た
木
の
看
板
が

あ
り
ま
し
た
。
気
に
な
る
の
は
そ
の
下
。
な
ぜ

か
傘
立
て
に
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
よ
う
な
も
の
が

入
れ
て
あ
り
ま
す
。「
な
ぜ
？
」
と
思
い
つ
つ

手
に
取
っ
て
み
る
と
、
杖
と
し
て
使
え
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
き
っ
と
坂
に
な
っ
て
い

現
在
も
木
桶
の
中
で
じ
っ
く
り
熟
成
さ
せ
る
伝

統
的
製
造
方
法
を
守
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
た

ち
は
木
桶
が
ず
ら
っ
と
並
ぶ
蔵
の
中
を
見
学
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

蔵
に
入
っ
た
瞬
間
、
醬
油
の
香
り

が
押
し
寄
せ
て
き
ま
す
。
私
た
ち
は

も
ろ
み
が
入
っ
て
い
る
木
桶
を
か
き

混
ぜ
る
作
業
を
体
験
し
ま
し
た
。
櫂

と
い
う
道
具
を
も
ろ
み
に
突
き
刺
し

て
空
気
を
送
り
込
む
の
で
す
が
、
櫂

を
入
れ
、
引
き
抜
く
た
び
に
醬
油
の

い
い
香
り
が
し
ま
す
。
最
初
は
重
た

く
て
な
か
な
か
大
変
な
作
業
で
し
た

が
、
と
て
も
貴
重
な
体
験
を
す
る
こ

■（上段）出発前、カネモリ醬油の前で記念撮影。（下段左）木桶をかき混
ぜているところ。（下段右）カネモリ醬油の外壁と筆者。

■（上段）赤い札を発見！
（下段）杖を持つ筆者。
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る
参
道
を
上
る
人
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
の
だ

と
思
う
と
、
思
わ
ず
に
っ
こ
り
。
ち
ょ
っ
と
し

た
嬉
し
い
心
遣
い
で
す
ね
。

　　

千
手
院
と
言
え
ば
枝
垂
桜
で
有
名
で
す
が
、

私
た
ち
が
行
っ
た
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
花
は
な

く
、
葉
が
青
々
と
茂
っ
て
い
ま
し
た
。
参
道
を

上
り
き
り
、
奥
へ
進
ん
で
い
く
と
、
松
江
市
内

が
一
望
で
き
ま
す
。
松
江
城
も
見
え
、
ま
さ
に

絶
景
！　

桜
を
見
に
来
る
の
も
い
い
で
す
が
、

こ
の
風
景
を
楽
し
む
の
も
い
い
で
す
よ
。

古
井
戸
と
李
白
酒
造

　

千
手
院
に
参
拝
し
終
え
た
私
た
ち
は
、
先
ほ

ど
坂
を
上
っ
て
来
る
途
中
、
気
に
な
っ
て
い
た

倉
庫
を
見
に
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
倉
庫
に

向
か
っ
て
歩
い
て
い
る
と
、
小
さ
な
井
戸
を
発

見
。
井
戸
の
上
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
蓋
が
載

せ
ら
れ
て
お
り
、
メ
ン
バ
ー
の
一
人
が
持
ち
上

げ
て
み
る
と
…
…
わ
り
と
す
ん
な
り
持
ち
上
が

り
、
隙
間
か
ら
の
ぞ
い
て
み
る
と
ま
だ
井
戸
の

中
に
は
水
が
あ
る
よ
う
で
し
た
。
き
っ
と
昔
は

毎
日
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
井
戸
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
井
戸
の
近

く
に
は
水
神
様
を
祀
る
祠
が
ひ
っ
そ
り
と
あ

り
、
昔
の
生
活
の
様
子
と
人
々
の
信
仰
心
を
感

じ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

お
目
当
て
の
倉
庫
は
井
戸
か
ら
少
し
行
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
大
き
な
倉
庫
の
上
の
方

す
る
と
、
ま
ず
近
く
に
あ

る
井
戸
に
案
内
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
こ
の
井
戸

は
「
大
井
戸
」
と
い
い
、

文
久
三
（
一
八
六
三
）
年

に
作
ら
れ
た
そ
う
で
、
現

在
で
も
こ
の
井
戸
と
同
じ

水
脈
の
水
が
李
白
酒
造
の

中
に
引
か
れ
て
い
て
、
お

酒
の
醸
造
用
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ

の
よ
う
に
石
橋
町
の
下
に

は
大
変
い
い
水
脈
が
通
っ

て
い
る
た
め
、
豆
腐
屋
さ

ん
や
醬
油
屋
さ
ん
、
酒
屋

さ
ん
な
ど
水
が
重
要
な
お

店
が
石
橋
町
に
集
ま
っ
た

の
だ
と
教
え
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

　

次
に
案
内
し
て
い
た
だ

い
た
の
は
酒
蔵
で
す
。
こ

の
酒
蔵
は
「
酒
仙
蔵
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
て
、

「
酒
仙
」
と
は
唐
の
詩
人
、
李
白
の
別
名
だ
と

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
酒
仙
蔵
の
中
に
入

る
と
麴
の
甘
い
に
お
い
が
漂
っ
て
い
ま
す
。
奥

に
は
お
酒
の
入
っ
た
大
き
な
タ
ン
ク
が
た
く
さ

ん
見
え
ま
し
た
。

　

店
内
に
戻
る
と
、
お
店
の
方
が
「
よ
か
っ
た

ら
試
飲
し
て
い
か
れ
ま
せ
ん
か
？
」
と
言
っ
て

く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
私
た
ち

は
全
員
未
成
年
だ
っ
た
た
め
丁
重
に
お
断
り

し
、
そ
の
代
わ
り
に
お
酒
造
り
に
使
わ
れ
て
い

る
お
水
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
お

に
は
「
石
橋
二
丁
目
鼕

庫
」
の
文
字
が
。
な
る

ほ
ど
、
大
き
な
倉
庫
は

鼕
庫
だ
っ
た
の
で
す
。

鼕
と
言
え
ば
松
江
の
伝

統
行
事
、
鼕
行
列
で
使

わ
れ
る
大
き
な
太
鼓
で

す
が
、
こ
の
よ
う
な
住

宅
街
の
中
に
ひ
っ
そ
り

と
保
管
さ
れ
て
い
る
の

が
な
ん
だ
か
不
思
議
で

し
た
。

　

石
橋
二
丁
目
鼕
庫
か

ら
し
ば
ら
く
住
宅
街
を

東
に
歩
く
と
李
白
酒
造

に
着
き
ま
し
た
。
お
店

の
方
に
取
材
を
お
願
い

水
は
と
て
も
冷
た
く
、
さ
ら
っ
と
し
て
い
て
、

と
て
も
お
い
し
か
っ
た
で
す
。
歩
い
た
後
な
の

で
生
き
返
る
気
が
し
ま
し
た
！

不
思
議
な
板
塀
の
家

　

李
白
を
出
て
南
の
方
に
し
ば
ら
く
歩
い
て
行

く
と
、「
児
守
稲
荷
神
社
」
と
い
う
小
さ
な
神

社
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
神
社
は
小
泉
八
雲
に

縁
の
あ
る
神
社
で
す
。
小
泉
八
雲
は
こ
の
社
の

願
掛
け
の
絵
や
文
に
興
味
を
持
ち
、
よ
く
訪
れ

た
そ
う
で
す
。
現
在
は
境
内
に
す
べ
り
台
や
ブ

ラ
ン
コ
が
あ
っ
て
、
近
所
の
子
供
た
ち
が
遊
べ

■（上段）井戸の蓋、持ち上がるかな？（下段左）井戸の近くの水神様。
（下段右）石橋町２丁目の鼕倉庫。

■（上段左）李白店内にある大きな甕。（上段右）李白の方に案内してもらった大井戸。
（下段左）いただいたお水で乾杯！（下段右）李白の酒蔵の中。
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き
な
木
製
の
歯
車
、
壁
に

は
巨
大
な
の
こ
ぎ
り
が
あ

り
ま
す
。
天
井
か
ら
は
ビ

ン
玉
（
漁
業
で
使
う
ガ
ラ

ス
の
浮
き
玉
）
が
た
く
さ

ん
吊
し
て
あ
り
ま
す
。
と

に
か
く
所
狭
し
と
古
い
も

の
が
た
く
さ
ん
置
い
て
あ

り
ま
し
た
！　

な
ん
だ
か

と
て
も
不
思
議
な
空
間
で

し
た
。

　

も
っ
と
不
思
議
だ
っ
た

の
が
福
間
さ
ん
の
お
宅
の

が
あ
る
お
寺
の
入
り
口
だ
っ
た
の
で
す
。

　

玄
丹
お
加
代
は
大
変
肝
の
据
わ
っ
た
女
の
人

で
、
松
江
藩
の
窮
地
を
救
っ
た
女
性
と
し
て
そ

の
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
宍
道
湖

畔
に
お
加
代
の
像
が
建
て
ら
れ
て
い
た
り
、
玄

丹
そ
ば
（
減
反
と
玄
丹
を
か
け
て
い
る
）
と
い

う
そ
ば
が
あ
る
な
ど
、
今
で
も
松
江
の
人
々
に

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

玄
丹
お
加
代
の
石
碑
か
ら
し
ば
ら
く
歩
く

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
取
材
メ
ン
バ
ー

も
思
わ
ず
童
心
に
帰
っ
て
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
座
る
と
こ
ろ
が
柔
ら
か

い
素
材
で
で
き
て
い
て
、
お
尻
に
フ
ィ
ッ
ト
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
び
っ
く
り
で

す
！

　

児
守
稲
荷
神
社
か
ら
西
の
方
に
歩
い
て
い
く

と
、
何
や
ら
面
白
そ
う
な
お
宅
を
発
見
し
ま
し

た
。
私
た
ち
は
、
さ
っ
そ
く
取
材
を
申
し
込

む
こ
と
に
し
ま
し
た
。「
す
み
ま
せ
ー
ん
…
…

島
根
県
立
大
学
短
期
大
学
部
の
も
の
で
す
が

…
…
」。
突
然
訪
れ
た
私
た
ち
を
ニ
コ
ニ
コ
し

な
が
ら
迎
え
、
取
材
の
申
し
入
れ
を
快
諾
し
て

く
だ
さ
っ
た
の
は
、
こ
の
お
宅
の
ご
主
人
の
福

間
武
男
さ
ん
で
し
た
。

　

家
の
中
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
く
と
、
そ
こ
に

は
見
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
も
の
が
ズ
ラ
リ
！

ま
ず
目
に
入
っ
た
の
は
大
き
な
甕
で
す
。
私
が

す
っ
ぽ
り
入
り
そ
う
で
す
。
さ
ら
に
奥
に
は
大

い
ま
し
た
。こ
れ
に
ま
た
も
や
メ
ン
バ
ー
全
員
、

驚
き
の
声
の
連
発
で
し
た
。

素
敵
な
取
っ
手
飾
り

　

福
間
さ
ん
の
お
宅
か
ら
少
し
進
む
と
、
左
手

に
砂
利
の
道
が
あ
り
ま
し
た
。
不
思
議
に
思
っ

て
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
何
だ
か
古
そ
う
な
石
碑

が
あ
り
ま
し
た
。
見
て
み
る
と
「
玄
丹
お
加
代

女
之
墓
所
」
の
文
字
が
。
玄
丹
お
加
代
の
お
墓

板
塀
で
す
。
一
見
す
る
と
何
の
変
哲
も
な
い
か

の
よ
う
に
見
え
る
こ
の
板
塀
（
実
際
、
私
は
言

わ
れ
る
ま
で
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
）。
し
か

し
、
よ
く
見
る
と
何
か
…
…
ん
？　

実
は
、
こ

の
板
塀
は
車
輪
が
つ
い
て
い
て
、
レ
ー
ル
の
上

を
移
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
そ
の
レ
ー
ル
が
「
く
」
の
字
形
に
曲
が
っ

て
い
る
の
で
す
。

　

福
間
さ
ん
の
お
話
に
よ
る
と
、
家
の
前
の
道

に
合
わ
せ
て
こ
の
よ
う
な
形
に
し
た
と
い
う
こ

と
で
し
た
。

　

板
塀
の
な
か
は
庭
で
、
駐
車
ス
ペ
ー
ス
も
あ

り
ま
す
。
板
塀
が
移
動
す
る
の
は
車
の
出
し
入

れ
の
た
め
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

　

そ
し
て
、
驚
い
た
こ
と
に
、
こ
の
変
わ
っ
た

板
塀
は
福
間
さ
ん
が
ご
自
分
で
作
ら
れ
た
そ
う

な
の
で
す
！　

メ
ン
バ
ー
一
同
「
わ
あ
～
！
す

ご
い
！
」
を
連
発
。
さ
ら
に
、
こ
の
塀
の
上
に

は
屋
根
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、

こ
の
屋
根
も
上
下
に
動
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
て

■（上段）ブランコではしゃぐ二人。（下段）玄
丹お加代の石碑。　　　　　　　　　　

■（右上段）福間さんと筆者。（右下段）福間さんのお宅の中。（左上段）福間さん宅の板塀。レー
ルが「く」の字に曲がっている。（左下段）木製の歯車。
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と
、
出
発
地
点
で
あ
る
カ
ネ
モ
リ
醬
油
ま
で

戻
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
改
め
て
お
礼
を
言

い
に
伺
う
と
、
見
学
の
時
に
説
明
し
て
く
だ

さ
っ
た
峰
谷
さ
ん
が
出
て
こ
ら
れ
た
の
で
、
一

緒
に
写
真
に
写
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　　

カ
ネ
モ
リ
醬
油
を
出
よ
う
と
し
て
出
口
の
方

を
見
る
と
、
引
き
戸
の
取
っ
手
に
変
わ
っ
た
飾

り
が
付
い
て
い
る
の
に
気
付
き
ま
し
た
。「
と

て
も
素
敵
だ
な
あ
」
と
思
い
聞
い
て
み
る
と
、

松
江
市
で
は
い
ろ
い
ろ
な
商
店
が
こ
の
よ
う
な

取
っ
手
飾
り
を
引
き
戸
に
付
け
て
い
る
そ
う

で
、
壁
に
は
第
一
九
回
し
ま
ね
景
観
賞
の
奨
励

賞
を
受
賞
し
た
時
の
賞
状
が
飾
っ
て
あ
り
ま

す
。
石
橋
町
で
は
カ
ネ
モ
リ
醬
油
の
他
に
そ
ば

屋
さ
ん
の
「
き
が
る
」
と
、
魚
屋
さ
ん
の
「
石

川
屋
」
に
も
付
け
ら
れ
て
い
る
と
教
え
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
私
は
「
き
が
る
」
で
そ
ば
を
是

非
食
べ
た
い
！
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
後
日
改

め
て
取
材
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

出
雲
そ
ば
「
き
が
る
」

　

カ
ネ
モ
リ
醬
油
か
ら
西
へ
少
し
行
っ
た
と
こ

ろ
に
、昭
和
五
年
創
業
の
出
雲
そ
ば
「
き
が
る
」

が
あ
り
ま
す
。
七
月
二
六
日
、
昼
食
も
兼
ね
て

取
材
に
行
き
ま
し
た
。

　

店
主
の
西
村
保
則
さ
ん
は
お
留
守
で
し
た

が
、
そ
ば
を
食
べ
な
が
ら
待
っ
て
い
る
と
、
し

名
に
つ
い
て
聞
い
て
み
ま
し
た
。
こ

れ
は
「
気
軽
に
来
て
く
だ
さ
い
」
と

い
う
意
味
と
、「
七
転
び
八
起
き
」

に
な
ぞ
ら
え
て
、
転
ぶ
こ
と
な
く
起

き
た
ま
ま
留
ま
る
「
起き

が

る
ヶ
留
」
と
の

思
い
を
合
わ
せ
て
初
代
が
名
付
け
た

と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
す

が
八
二
年
も
続
く
お
店
の
名
前
に
は

深
い
意
味
が
あ
る
ん
だ
な
あ
と
感
心

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
そ
ば
に
使
わ
れ
て
い
る
そ

ば
粉
は
す
べ
て
店
内
に
あ
る
石
臼
で

挽
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
だ
わ

■「きがる」の店舗と筆者。

■（上段）カネモリ醬油の取っ手。（下段左）「きがる」
の取っ手。（下段右）石川屋の取っ手。

り
に
も
感
心
し
ま
し
た
。

　

帰
り
に
は
取
っ
手
を
し
っ
か
り
写
真
に
お
さ

め
ま
し
た
。
カ
ネ
モ
リ
醬
油
の
も
の
は
お
店
の

マ
ー
ク
の
よ
う
な
取
っ
手
飾
り
で
し
た
が
、「
き

が
る
」
の
も
の
は
「
そ
ば
」
の
字
が
デ
ザ
イ
ン

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
取
っ
手
飾
り
は
お
店
の
内

側
に
だ
け
付
い
て
い
ま
す
。
な
ん
だ
か
そ
ば
を

食
べ
終
わ
っ
た
お
客
さ
ん
へ
の
心
遣
い
の
よ
う

に
感
じ
ま
し
た
。

　

次
に
私
た
ち
は
「
き
が
る
」
か
ら
少
し
南
に

行
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
石
川
屋
と
い
う
お
魚
屋

さ
ん
を
訪
ね
、
取
っ
手
飾
り
の
写
真
を
撮
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
石
川
屋
の
飾
り
は
「
き

が
る
」
と
同
じ
よ
う
に
「
石
川
」
の
字
が
デ
ザ

イ
ン
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
、
取
っ
手
ま
で
お
洒
落
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
と
て
も
素
敵
だ
な
～
と
感
じ
ま
し
た
。

　

今
回
、
私
た
ち
は
た
っ
ぷ
り
時
間
を
か
け
て

街
歩
き
を
す
る
こ
と
で
、
石
橋
町
の
魅
力
を
た

く
さ
ん
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
と
て

も
面
白
く
て
楽
し
か
っ
た
で
す
！　

取
材
に
協

力
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
、
大
変
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
後
、
機
会
が
あ
れ
ば
他

の
街
で
も
街
歩
き
を
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま

す
。

（
い
し
だ
・
し
ょ
う
こ
／
文
化
資
源
学
系
二
年
生
）

ば
ら
く
し
て
帰
っ
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。
実

は
西
村
さ
ん
、
四
、

五
年
ほ
ど
前
か
ら
本

学
健
康
栄
養
学
科
の

授
業
に
そ
ば
打
ち
の

講
師
と
し
て
来
て
お

ら
れ
る
そ
う
で
、
短

大
と
は
縁
の
あ
る
方

だ
っ
た
の
で
す
。
驚

き
ま
し
た
！

　
「
き
が
る
」
と
い

う
少
し
変
わ
っ
た
店

■（上段）カネモリ醬油で帳場を任されている峰
谷美代子さん（後列左端）と記念撮影。（下段）
石川屋の外観。

■「きがる」の割り子そば。おいし
かったです！
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松
江
市
天
神
町
の
白
潟
天
満
宮
通
り
に
、
今

岡
ガ
ク
ブ
チ
店
が
あ
る
。
明
治
七（
一
八
七
四
）

年
創
業
の
老
舗
で
、
当
時
は
今
岡
商
店
と
し
て

営
業
し
て
い
た
と
い
う
。

　

明
治
三
十
年
代
か
ら
全
国
的
に
絵
は
が
き
の

印
刷
・
発
行
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

松
江
で
は
今
岡
商
店
が
絵
は
が
き
の
版
元
と
し

て
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
。

　

数
年
前
に
今
岡
ガ
ク
ブ
チ
店
の
倉
庫
か
ら
、

二
〇
〇
〇
点
の
絵
は
が
き
と
二
〇
〇
枚
の
ガ
ラ

ス
乾
板
が
発
見
さ
れ
、
松
江
市
文
化
財
課
と
島

根
大
学
白
潟
サ
ロ
ン
の
協
力
に
よ
っ
て
デ
ー

タ
ー
バ
ン
ク
が
完
成
し
た
。

　

今
回
刊
行
さ
れ
た
『
な
つ
か
し
の
松
江
』
に

は
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
の
絵
は
が
き
と

市
街
図
等
の
写
真
が
約
三
〇
〇
点
収
録
さ
れ
て

い
る
。
写
真
は
、
①
松
江
市
全
景
、
②
宍
道
湖
・

嫁
が
島
、
③
松
江
の
橋
、
④
大
橋
川
・
中
海
周

辺
、
⑤
津
田
の
松
原
、
⑥
松
江
城
周
辺
、
⑦
建

築
物
、
⑧
鉄
道
、
⑨
松
江
港
・
飛
行
場
、
⑩
軍

隊
、
⑪
学
校
、
⑫
神
社
・
仏
閣
、
⑬
祭
り
・
神
事
、

⑭
街
並
み
・
市
内
風
景
、
⑮
博
覧
会
、
⑯
記
念

行
事
、
⑰
松
江
の
偉
人
た
ち
、
⑱
松
江
市
の
周

辺
、
⑲
絵
画
絵
は
が
き
・
絵
は
が
き
の
袋
、
に

分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
発
行
年
、
発
行
元
、
解

説
等
が
記
述
さ
れ
て
い
て
、
写
真
か
ら
時
代
を

感
じ
、
歴
史
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

巻
頭
と
巻
末
に
あ
る
松
江
市
全
景
は
、
四
枚

組
み
と
七
枚
組
み
の
パ
ノ
ラ
マ
式
で
、
明
治
か

ら
大
正
時
代
の
松
江
市
全
体
を
把
握
す
る
の
に

便
利
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
七
年
発
行
の
観
光

案
内
地
図
、
明
治
四
十
一
年
と
昭
和
八
年
発
行

の
松
江
市
街
図
は
、
現
在
と
対
比
す
る
上
で
参

名
称
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
記
念

事
業
の
趣
旨
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ラ
ジ
オ
が
な
く
、
写
真
も
高
価
な
時
代
に
、

絵
は
が
き
は
重
要
な
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
絵
は
が
き
は
、
全
国
の
情
報
を
い

ち
速
く
伝
え
る
先
端
商
売
で
あ
っ
た
。

　

松
江
の
水
彩
画
家
中
村
秀
之
助
の
松
江
風
景

シ
リ
ー
ズ
（
嫁
が
島
・
小
泉
八
雲
旧
居
・
松
江

大
橋
・
松
江
城
遠
望
）
は
柔
ら
か
い
色
彩
で
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
色
刷
り
さ
れ
た
絵
は
が

き
の
袋
は
、
し
ゃ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
で
松
江
の
名

所
を
表
現
し
て
い
て
、
見
て
い
る
だ
け
で
楽
し

く
な
る
。

　

本
書
の
絵
は
が
き
写
真
を
眺
め
て
い
る
と
、

い
ろ
い
ろ
な
発
見
が
あ
る
。
例
え
ば
、
宍
道
湖

の
写
真
で
は
、
六
艘
網
や
四
手
網
の
漁
は
あ
る

が
シ
ジ
ミ
舟
は
見
当
た
ら
な
い
。
水
郷
祭
の
そ

り
こ
舟
競
争
や
少
年
の
遠
泳
競
技
で
賑
わ
い
、

定
期
航
空
路
の
水
上
飛
行
機
も
浮
か
ん
で
い

る
。
ま
た
、
色
彩
豊
か
な
「
神
国
大
博
覧
会
」

の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。こ
の
博
覧
会
は
、

昭
和
十
三
年
四
月
五
日
か
ら
五
月
二
十
九
日
ま

で
、
松
江
市
で
開
催
予
定
で
あ
っ
た
が
、
日
中

戦
争
に
よ
り
昭
和
十
五
年
に
延
期
さ
れ
、
戦
局

の
拡
大
と
共
に
中
止
に
な
り
、
幻
の
博
覧
会
と

な
っ
た
。

　

絵
は
が
き
は
、
昔
な
が
ら
の
素
朴
な
風
景
、

建
物
と
街
の
様
子
、
人
々
の
風
俗
や
世
相
等
、

今
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
た
、
か
っ
て
の

松
江
へ
と
い
ざ
な
っ
て
く
れ
る
。

　

本
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
市
街
図
や
写
真
を

持
っ
て
街
を
歩
け
ば
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
初

期
と
余
り
変
わ
ら
な
い
情
景
に
驚
き
を
覚
え
る

だ
ろ
う
。
何
か
懐
か
し
い
と
思
う
と
同
時
に
、

松
江
の
街
並
み
を
再
認
識
し
、
更
に
松
江
を
対

象
と
す
る
研
究
課
題
が
発
見
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。

（
あ
べ
・
の
ぼ
る
／
元
松
江
郷
土
館
館
長
）

今岡弘延編著

評

なつかしの松江
2012 年 5 月
ワン・ライン
6,543 円＋税

明治・大正・昭和初期絵葉書コレクション

安 部　登

今岡弘延プロフィール
1954 年、松江市生まれ。1977 年、ロシア・欧州・ア
ジア各地を 1 年間旅し、見聞を広める。帰国後、東京
のギャラリーに勤務。1982 年、松江に帰り、今岡ガ
クブチ店を継ぐ。2006 年に同店倉庫より多数の古い
絵葉書が見つかり、データベース化と研究が進む。今
回の出版はその集大成。
なお、今岡ガクブチ店は『のんびり雲』第 4 号（2010
年）で取り上げさせていただいた。

考
に
な
る
。

　

明
治
か
ら
大
正
時
代
に
か

け
て
記
念
絵
は
が
き
が
盛
ん

に
作
ら
れ
た
。
東
宮
殿
下
山

陰
行
啓
、
鉄
道
設
置
、
松
江

連
隊
設
置
、島
根
県
庁
落
成
、

鉄
道
連
絡
記
念
物
産
共
進

会
、
松
江
開
府
三
百
年
（
以

上
明
治
）、
御
大
典
、
城
山

稲
荷
神
幸
式
、
松
江
病
院
落

成
、
新
大
橋
開
通
（
以
上
大

正
）
等
の
絵
は
が
き
に
は
記

念
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
て
い

る
。
ス
タ
ン
プ
に
は
日
付
と

本
の
紹
介
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周
藤
利
夫

さ
く
ら
、
良
き
友
よ

2012 年 3 月
ハーベスト出版
1,000 円＋税

―
―
さ
く
ら
守
三
代
の
リ
レ
ー

周藤利夫プロフィール
1935 年、松江市生まれ。高校卒業
後、長年、島根県の畜産関係の仕
事に従事。2002 年に木次町から依
頼を受け、二代目さくら守に。以来、
2008 年に三代目に引き継ぐまで 6
年半、木次の桜を守ってきた。
なお、周藤利夫さんは『のんびり雲』
第 1 号（2007 年）の特集「働く／
さまざまな仕事人」で取り上げさ
せていただいた。

て
あ
る
の
だ
が
、
随
所
に
、
さ
く
ら
守
と
桜
の

木
と
の
「
絆
」
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
春
と
冬
、
年
二
回
の
施
肥
作
業

で
あ
る
。
冬
の
肥
料
は
「
寒
肥
え
」
と
呼
び
、

春
に
き
れ
い
な
花
を
咲
か
せ
る
た
め
の
栄
養
補

給
で
あ
る
が
、
春
に
ま
く
肥
料
は
、「
き
れ
い

な
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
い

う
気
持
ち
を
込
め
て
、「
お
礼
肥
え
」
と
呼
ん

で
い
る
。
さ
く
ら
守
は
、
肥
料
を
通
し
て
桜
と

会
話
を
行
っ
て
い
る
の
だ
。

　

害
虫
や
鳥
獣
と
の
戦
い
は
圧
巻
で
あ
る
。
コ

ス
カ
シ
バ
と
い
う
ガ
の
幼
虫
は
、
樹
皮
の
内
側

に
潜
っ
て
材
を
食
べ
、
木
を
弱
ら
せ
て
枯
ら
し

て
し
ま
う
。こ
の「
初
夏
の
天
敵
」に
対
し
て
は
、

「
樹
幹
を
き
め
細
か
く
観
察
し
、
ヤ
ニ
や
木
屑

が
出
て
い
れ
ば
そ
の
部
分
を
鉈
で
削
り
取
っ
て

一
匹
一
匹
を
捕
殺
し
て
い
く
」。

　

ウ
ソ
と
い
う
小
鳥
は
、
毎
年
冬
に
な
る
と
群

れ
で
や
っ
て
き
て
、
桜
の
花
芽
を
食
べ
尽
く
し

て
し
ま
う
。
こ
の
「
憎
き
敵
」
に
対
し
て
は
、

す
こ
し
南
方
に
あ
る
健
康
の
森
を
餌
場
と
し
て

与
え
て
お
い
て
、
斐
伊
川
堤
防
の
桜
並
木
に

は
、
枝
に
使
用
済
み
の
Ｃ
Ｄ
を
つ
る
し
て
追
い

払
う
。
試
行
錯
誤
の
結
果
、
ウ
ソ
は
光
が
反
射

す
る
物
を
恐
れ
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
の
だ
。

　

病
気
と
の
闘
い
は
壮
絶
で
あ
る
。
な
ら
た
け

病
は
、
ナ
ラ
タ
ケ
と
い
う
キ
ノ
コ
が
寄
生
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
木
の
根
が
腐
っ
て
し
ま
う
恐

い
病
気
で
あ
る
。
根
の
病
気
な
の
で
見
つ
け
に

く
く
、
放
っ
て
お
く
と
「
病
原
菌
が
周
囲
の
土

壌
を
汚
染
し
て
病
気
を
広
げ
て
し
ま
う
」の
で
、

最
悪
の
場
合
は
「
罹
患
し
た
木
を
根
を
丸
ご
と

掘
り
あ
げ
て
土
ご
と
処
分
す
る
」。
大
木
に
な

る
と
、
掘
り
穴
の
直
径
は
三
、四
メ
ー
ト
ル
に

も
お
よ
ぶ
。

　

こ
の
他
に
も
、
草
刈
り
や
水
や
り
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
他
の
病
害
虫
か
ら
台
風
や
豪
雪
な

ど
の
自
然
災
害
ま
で
、
さ
く
ら
守
は
、
桜
を
見

つ
め
続
け
な
が
ら
臨
機
応
変
に
対
応
し
て
い

く
。
五
万
本
を
超
え
る
雲
南
市
の
桜
。
そ
の
一

本
一
本
に
番
号
札
を
付
け
、
実
に
き
め
細
か
く

管
理
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
何
が
さ
く
ら
守
を

支
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

木
次
の
斐
伊
川
堤
防
に
桜
が
本
格
的
に
植
え

ら
れ
た
の
は
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

木
次
の
交
流
セ
ン
タ
ー
で
地
元
の
老
人
た
ち

は
、
自
分
が
植
え
た
桜
に
は
自
分
の
名
札
が
付

け
て
あ
り
、
朝
晩
水
を
や
っ
て
大
事
に
育
て
た

と
い
う
話
を
懐
か
し
そ
う
に
語
っ
て
い
た
。
木

次
の
桜
並
木
は
、
そ
れ
を
慈
し
む
地
元
の
人
た

ち
の
心
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
昭
和
初
期
に
誕

生
し
た
比
較
的
新
し
い
文
化
資
源
な
の
で
あ

る
。

　
「
こ
の
町
の
桜
は
人
々
の
歴
史
や
心
が
育
ん

で
い
る
」。
さ
く
ら
守
に
は
、
桜
を
愛
し
育
ん

で
き
た
先
人
た
ち
の
声
が
聞
こ
え
て
い
る
の

だ
。
こ
の
よ
う
な
先
人
た
ち
の
声
が
、
さ
く
ら

守
を
支
え
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
本
書
の
最

後
に
、
不
思
議
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。「
桜

の
お
世
話
を
通
じ
て
、
私
は
確
信
し
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
桜
と
私
た
ち
人
間
は
深
く
つ
な

が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
桜
が
美
し

い
花
を
咲
か
せ
人
々
を
楽
し
ま
せ
る
。
そ
れ
に

感
謝
し
人
々
は
、物
言
わ
ぬ
桜
に
関
心
を
払
い
、

守
り
育
て
て
い
く
。（
中
略
）
そ
れ
ぞ
れ
が
「
あ

り
が
と
う
」
の
気
持
ち
で
相
手
に
応
え
て
い
く

…
…
、
ま
さ
に
両
者
に
は
強
い
『
絆
』
が
あ
る

と
い
う
思
い
で
あ
る
」。
こ
れ
は
、
欧
米
の
自

然
科
学
的
な
発
想
か
ら
は
け
っ
し
て
出
て
こ
な

い
考
え
で
あ
る
。

　
「
心
を
こ
め
て
手
入
れ
を
し
て
や
れ
ば
、（
桜

は
）
必
ず
応
え
て
美
し
い
花
を
咲
か
せ
て
く
れ

る
」。
桜
と
の
間
に
こ
の
よ
う
な
信
頼
関
係
を

イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
大

変
な
作
業
を
日
々
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
の

だ
。
さ
く
ら
守
と
は
、
桜
と
人
と
の
絆
を
実
感

で
き
る
存
在
で
あ
り
、
日
本
古
来
の
自
然
と
の

つ
き
合
い
方
を
い
ま
に
伝
え
る
稀
有
な
存
在
な

の
で
あ
る
。

（
し
か
の
・
か
ず
ひ
ろ
／
総
合
文
化
学
科
教
員
＊
生

態
人
類
学
）

　
『
の
ん
び
り
雲
』
第
一
号
で
も
取
り
上
げ
た
、

雲
南
市
の
さ
く
ら
守
・
周
藤
利
夫
さ
ん
が
本
を

出
版
し
た
。
平
成
十
四
年
か
ら
二
十
年
ま
で
の

六
年
間
、
さ
く
ら
守
と
し
て
働
い
て
き
た
体
験

を
書
き
記
し
た
本
で
あ
る
。

　

平
成
二
年
、
旧
木
次
町
の
斐
伊
川
堤
防
の
桜

並
木
が
、財
団
法
人
日
本
さ
く
ら
の
会
か
ら「
日

本
さ
く
ら
名
所
一
〇
〇
選
」
に
認
定
さ
れ
た
。

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
同
町
の
桜
を
維
持

管
理
す
る
た
め
に
「
さ
く
ら
守
」
が
誕
生
し
た
。

初
代
の
川
淵
昭
一
さ
ん
の
跡
を
継
い
で
、
周
藤

さ
ん
が
第
二
代
さ
く
ら
守
に
就
任
し
た
の
は
、

平
成
十
四
年
で
あ
っ
た
。

　

私
た
ち
は
花
が
咲
く
春
に
だ
け
桜
に
注
目
す

る
が
、
さ
く
ら
守
の
仕
事
は
、
な
ん
と
ほ
ぼ
一

年
中
続
く
。
本
書
に
は
そ
の
仕
事
内
容
が
綴
っ

評

鹿 

野 

一 

厚

本の紹介



　

八
月
九
日
、
松
江
の
短
大
か
ら
ジ
ャ
ン
ボ
タ

ク
シ
ー
に
乗
り
込
み
、
温
泉
津
温
泉
街
に
向

か
っ
た
。
同
行
し
た
の
は
、
鹿
野
先
生
と
一
年

生
メ
ン
バ
ー
四
人
。
二
時
間
三
〇
分
ほ
ど
ゆ
ら

ゆ
ら
揺
ら
れ
て
着
い
た
の
は
、
落
ち
着
い
た
雰

囲
気
の
小
さ
な
街
で
あ
っ
た
。

温
泉
津
温
泉
の
概
要

　

こ
の
あ
た
り
は
、大
田
市
温ゆ

の

つ
泉
津
町
温
泉
津
。

温
泉
街
の
町
並
み
は
、
二
〇
〇
四
年
に
重
要
伝

統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
（
重
伝
建
地
区
）
に

選
定
さ
れ
て
い
て
、
す
ぐ
近
く
に
あ
る
沖
お
き
ど
ま
り泊
港

や
銀
山
街
道
な
ど
と
と
も
に
、
世
界
遺
産
・
石

見
銀
山
遺
跡
の
一
部
で
も
あ
る
。
大
森
銀
山
で

産
出
し
た
銀
は
、
銀
山
街
道
を
通
っ
て
沖
泊
港

ま
で
馬
で
運
ば
れ
、
沖
泊
港
か
ら
日
本
国
内
だ

け
で
な
く
、
明
、
そ
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
オ
ラ

ン
ダ
な
ど
へ
も
輸
出
さ
れ
て
い
た
。

　

温
泉
津
で
は
、
平
安
時
代
に
は
す
で
に
温
泉

が
湧
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
。『
温

泉
津
温
泉
由
来
記
』
に
は
、
大
き
な
古
狸
が
池

に
浸
か
っ
て
傷
を
癒
や
し
て
い
た
が
、
そ
の
池

の
水
が
温
か
い
湯
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
温
泉

津
温
泉
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
伝
説
が
残
っ
て

い
る
。

　

こ
の
小
さ
な
湧
き
湯
が
温
泉
場
と
し
て
整
備

さ
れ
た
の
は
、
室
町
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
石
見
銀
山
の
銀
の
産
出
量

が
増
え
る
に
し
た
が
っ
て
、
温
泉
津
温
泉
は
、

銀
山
の
鉱
夫
や
運
搬
作
業
員
、
商
人
な
ど
が
利

用
す
る
温
泉
町
と
し
て
栄
え
た
。

　

私
た
ち
は
、
温
泉
津
温
泉
に
着
い
て
ま
ず
、

温
泉
津
湾
に
面
し
た
駐
車
場
で
車
を
降
り
、
そ

の
す
ぐ
横
に
あ
る
観
光
案
内
所「
ゆ
う
ゆ
う
館
」

を
訪
ね
た
。
中
に
入
る
と
、
大
き
な
水
瓶
「
は

ん
ど
」
が
あ
り
、
ケ
ー
ス
の
中
に
は
北
前
船
の

模
型
が
飾
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
地
図
を
入
手

し
、
案
内
所
の
方
に
お
話
を
伺
っ
た
。
大
人
数

で
突
然
押
し
か
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
に
こ

や
か
に
温
泉
津
温
泉
に
つ
い
て
話
し
て
く
だ

さ
っ
た
。

　

温
泉
津
の
主
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
は
、
次
の
二

つ
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
ゆ
う
ゆ
う
館
か
ら
東

に
向
か
っ
て
伸
び
る
温
泉
津
温
泉
街
、
次
に
温

泉
街
の
東
端
か
ら
東
北
東
約
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
高
台
に
あ
る
「
や
き
も
の
の
里
」
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
ス
ポ
ッ
ト
を
回
っ
て
み

る
こ
と
に
し
た
。

は
白
い
布
で
蓋
が
し
て
あ
り
、
布
に
は
水
仙
や

龍
の
絵
が
ス
タ
ン
プ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
何

だ
ろ
う
？　

私
た
ち
は
、
中
を
見
た
い
気
持
ち

を
押
し
込
め
な
が
ら
先
へ
進
ん
だ
。

　

少
し
歩
く
と
、
右
手
に
白
壁
の
立
派
な
土
蔵

が
見
え
て
き
た
。
路
地
側
の
壁
面
に
あ
る
な
ま

こ
壁
が
美
し
い
。
土
蔵
の
向
こ
う
に
は
平
屋
の

家
と
塀
が
続
い
て
い
て
、
雨
樋
に
は
「
内
」
の

字
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
家
紋
が
レ
リ
ー
フ
さ
れ
て

い
る
。

　

家
の
玄
関
に
は
、「
内
藤
家
庄
屋
屋
敷
」
と

書
か
れ
た
案
内
板
が
立
っ
て
い
た
。そ
れ
に
は
、

内
藤
家
は
、
元
々
は
毛
利
家
の
家
臣
で
あ
っ

た
。
一
五
七
〇
年
、
毛
利
元
就
の
命
を
受
け

た
初
代
内く
ら
の
じ
ょ
う

蔵
丞
は
、
温
泉
津
湾
の
湾
口
に
鵜

の
丸
城
を
築
き
、
温
泉
津
の
奉
行
と
し
て
安

芸
国
か
ら
赴
任
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
関
ヶ

原
の
戦
い
に
敗
れ
た
毛
利
氏
は
温
泉
津
か
ら

撤
退
し
た
が
、内
藤
家
は
温
泉
津
に
土
着
し
、

代
々
年
寄
り
や
庄
屋
を
務
め
て
き
た
。
そ
の

か
た
わ
ら
、
廻
船
問
屋
や
酒
造
業
、
郵
便
局

な
ど
も
経
営
し
た
。

温
泉
津
温
泉
街
で
の

散
策

　

今
回
は
、
温
泉
津
温
泉

街
を
海
側
か
ら
東
へ
向

か
っ
て
歩
い
て
行
く
。

　

温
泉
街
を
歩
き
始
め
て

ま
ず
目
に
つ
い
た
の
は
、

道
の
端
に
ポ
ツ
ポ
ツ
と
置

い
て
あ
る
、
高
さ
約
一
五

セ
ン
チ
の
茶
色
い
温
泉
津

焼
の
壺
で
あ
る
。
壺
の
口

　

島
根
と
い
え
ば
？　

と
考
え
て
、
思
い
つ
い

た
の
は
蕎
麦
と
温
泉
。
島
根
の
温
泉
を
ネ
ッ
ト

で
検
索
し
て
み
る
と
「
温
泉
津
温
泉
」
の
文
字
。

「
お
ん
せ
ん
つ
お
ん
せ
ん
？
」
―
―
私
は
、
読

み
方
が
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
に
興
味
を
持
ち
、

こ
こ
に
取
材
に
行
き
た
い
と
思
っ
た
。

■温泉津温泉街入り口。

■道端の茶色い壺。

温
泉
津
温
泉
の
旅

澤 

松
　
知



と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
。
な
ま
こ
壁
の

立
派
な
土
蔵
と
い
い
、
家
紋
入
り
の
雨
樋
と
い

い
、
私
た
ち
は
「
な
る
ほ
ど
」
と
納
得
し
た
。

　

内
藤
家
か
ら
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
緩

や
か
に
左
に
カ
ー
ブ
し
て
い
た
道
は
突
き
当
り

と
な
る
。
そ
こ
を
右
に
曲
が
っ
て
道
な
り
に
約

七
〇
メ
ー
ト
ル
歩
い
て
い
く
と
、
左
手
に
神
社

が
見
え
た
。
龍た
つ
の
ご
ぜ
ん

御
前
神
社
で
あ
る
。

　

本
殿
の
背
後
の
丘
の
上
に
、
大
き
な
岩
が
見

え
る
。
そ
の
岩
は
ま
る
で
、
少
し
右
を
向
い
て

大
き
く
口
を
開
け
た
龍
の
顔
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
さ
に
、龍
の
前
の
神
社
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、

事
が
で
き
そ
う
な
店
を
物
色
し
て
、
値
段
が
手

ご
ろ
な
「
時Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｉ計

」
と
い
う
店
に
入
っ
た
。
昔
は

時
計
屋
だ
っ
た
そ
う
だ
。
明
る
く
元
気
な
女
性

が
、
店
を
切
り
盛
り
し
て
い
る
。
昼
食
は
、
み

ん
な
で
田
舎
定
食
を
い
た
だ
い
た
。

や
き
も
の
の
里

　

昼
食
後
、
ゆ
う
ゆ
う
館
の
駐
車
場
ま
で
戻
っ

て
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ク
シ
ー
に
乗
り
込
み
、「
や
き

も
の
の
里
」
へ
向
か
っ
た
。
温
泉
街
の
先
の
ト

龍
の
岩
ま
で
登
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　

本
殿
の
右
後
ろ
に
階
段
が
あ
る
。
途
中
か
ら

は
山
道
に
な
る
が
、
ほ
ん
の
五
分
で
龍
の
岩
に

着
く
。
大
岩
の
直
下
に
は
、
神
社
の
旧
本
殿
が

建
っ
て
い
た
。
背
後
を
振
り
向
く
と
、
温
泉
津

温
泉
街
が
一
望
で
き
た
。
濃
い
灰
色
の
屋
根
と

石
州
瓦
の
赤
い
屋
根
が
半
分
ず
つ
あ
っ
て
、
独

特
の
美
し
さ
を
た
た
え
て
い
る
。

　

下
に
降
り
て
み
る
と
、
丁
度
地
元
の
人
が
歩

い
て
い
た
の
で
、
道
端
に
あ
る
壺
に
つ
い
て
尋

ね
て
み
た
。「
壺
の
中
に
は
蠟
燭
が
入
っ
て
い

て
、
夜
に
灯
を
と
も
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん

だ
よ
」
と
、
歩
み
を
止
め
て
丁
寧

に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
た
ち

の
頭
の
中
に
、
夜
の
温
泉
街
の
情

景
が
浮
か
ん
だ
。

　

神
社
か
ら
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

東
へ
行
く
と
、
右
手
に
大
き
な
お

寺
が
あ
っ
た
。
西
楽
寺
で
あ
る
。

門
前
の
碑
に
は
、
西
楽
寺
の
長
い

歴
史
と
宗
派
（
浄
土
真
宗
）
な
ど

が
書
か
れ
て
い
る
。
門
を
く
ぐ
っ

て
左
手
に
は
、「
真
心
」
と
書
か

れ
た
台
の
上
で
、
鬼
の
頭
が
二

つ
、
鉄
の
棒
で
押
さ
え
つ
け
ら
れ

な
が
ら
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
。
私

に
は
鬼
が
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
た
が
、
同
行
の
大
西
さ
ん
に
は

悲
し
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
た
そ

う
だ
。

　

境
内
は
意
外
に
広
く
、
正
面
の

大
き
な
石
段
の
上
に
は
堂
々
と
し

た
本
堂
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
本

い
て
お
話
を
聞
か
せ
て

く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
温

泉
津
は
江
戸
幕
府
の
直

轄
地
で
あ
っ
た
こ
と
、

現
在
の
人
口
は
往
時
の

四
分
の
一
に
減
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
、
少
人
数

で
昔
と
同
じ
よ
う
に
お

寺
を
支
え
る
の
は
大
変

で
あ
る
こ
と
な
ど
を
教

え
て
い
た
だ
い
た
。
し

か
し
、
あ
ま
り
に
も
お

忙
し
そ
う
だ
っ
た
の

で
、
住
職
の
お
名
前
を

聞
く
機
会
を
逸
し
て
し

ま
っ
た
。

　

こ
こ
で
時
刻
は
十
二

時
半
。
歩
き
始
め
て
ま

だ
一
時
間
ほ
ど
だ
が
、

日
射
し
が
き
つ
く
少
々

疲
れ
た
の
で
、
休
憩
か

た
が
た
昼
食
を
と
る
こ

と
に
し
た
。
何
軒
か
食

堂
の
内
部
に
は
、
黒
く
太
い
柱
の
上
に
金
色
の

龍
の
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
て
、
私
は
感
動
し
て

思
わ
ず
は
し
ゃ
い
で
し
ま
っ
た
。
住
職
に
電
気

を
点
け
て
い
た
だ
き
、
焼
香
を
し
た
。
作
法
を

知
ら
な
い
私
た
ち
の
た
め
に
、
住
職
は
そ
っ
と

カ
ン
ニ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
を
出
し
て
く
だ
さ
っ

た
。

　

こ
の
日
は
ち
ょ
う
ど
寺
で
子
ど
も
会
が
予
定

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
準
備
で
忙
し
い
時
に
お
邪

魔
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
住
職
は
時
間
を
割

■（上段右）西楽寺正面。（上段左）「時計（ＴＯＫＩ）」入り口。（下段右）西楽寺本堂の装飾。
（下段左）西楽寺でお焼香。

■（右上）内藤家庄屋屋敷。
（右下）なまこ壁。（左）龍

御前神社。



82

ン
ネ
ル
を
通
り
抜
け
て
、
少
し
山
道
を
上
る
と

広
い
道
路
に
出
る
。
そ
の
道
路
を
右
に
行
く
と

す
ぐ
、
右
手
前
方
に
巨
大
な
登
り
窯
が
見
え
て

き
た
。

　

こ
の
登
り
窯
は
「
笹
屋
窯
」
と
呼
ば
れ
て
お

り
、
な
ん
と
十
五
段
も
窯
が
連
な
っ
て
い
る
。

現
在
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
窯
の
中
に
は
は

ん
ど
や
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
弱
の
太
い
円
筒
状
の

陶
器
が
並
べ
て
あ
っ
た
。

　

登
り
窯
の
隣
に
は
、
や
き
も
の
館
と
い
う
建

港
か
ら
日
本
各
地
へ
輸
送
さ
れ
、
丈
夫
で
長
持

ち
す
る
と
歓
迎
さ
れ
た
。

　

温
泉
津
焼
の
最
盛
期
は
明
治
か
ら
昭
和
初
期

に
か
け
て
で
あ
り
、
こ
の
時
期
、
温
泉
津
に
は

一
〇
以
上
の
登
り
窯
が
あ
っ
た
。
し
か
し
第
二

次
大
戦
以
降
、
水
道
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
普
及

に
よ
り
、
温
泉
津
焼
の
生
産
は
急
速
に
衰
退
し

て
い
っ
た
。

　

い
ま
で
は
、
民
芸
運
動
を
推
進
し
た
河
井
寛

次
郎
の
流
れ
を
く
む
森
山
窯
、
椿
窯
な
ど
の
三

つ
の
窯
が
、
伝
統
を
継
承
し
な
が
ら
も
新
し
い

温
泉
津
焼
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
や
き

も
の
館
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
窯
元
の
作
品
が
展

示
し
て
あ
っ
た
。
赤
色
の
辰
砂
釉
を
使
っ
た
椿

の
花
び
ら
が
、斬
新
で
ひ
と
き
わ
目
を
引
い
た
。

薬
師
湯
温
泉
で
湯
治
体
験

　

午
後
三
時
を
回
っ
た
の
で
、
私
た
ち
は
再
び

温
泉
街
へ
戻
っ
て
温
泉
に
入
る
こ
と
に
し
た
。

　

温
泉
津
温
泉
に
は
、
元
湯
（
泉
薬
湯
）
と
薬

師
湯
と
い
う
二
つ
の
湯
元
が
あ
る
。
今
回
私
た

ち
は
、「
日
本
温
泉
協
会
に
よ
る
審
査
で
オ
ー

ル
５
と
い
う
最
高
の
評
価
を
受
け
て
い
る
」
と

い
う
文
言
に
惹
か
れ
て
、
薬
師
湯
に
入
る
こ
と

に
し
た
。
レ
ト
ロ
な
洋
風
の
外
観
が
、
と
て
も

目
立
っ
て
い
る
。

　

建
物
の
入
口
は
男
湯
と
女
湯
で
別
れ
て
い
た

の
で
、
入
る
前
に
先
生
と
取
材
の
段
取
り
な
ど

を
相
談
し
て
い
る
と
、
中
か
ら
ス
タ
ッ
フ
の
女

性
が
出
て
き
て
、
入
口
は
別
だ
が
中
で
ま
た
合

流
で
き
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
中
に
入
っ

て
か
ら
ス
タ
ッ
フ
の
方
を
交
え
て
話
し
た
結

果
、
温
泉
に
入
っ
て
か
ら
三
階
の
テ
ラ
ス
で
取

材
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

　

建
物
の
中
央
部
に
は
階
段
が
あ
り
、
階
段
を

境
に
し
て
女
湯
と
男
湯
が
分
か
れ
て
い
る
。
温

泉
に
入
る
前
に
、
ス
タ
ッ
フ
に
薬
師
湯
の
入
り

方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。

　

こ
の
薬
師
湯
は
通
常
よ
り
熱
い
お
湯
な
の

で
、
身
体
を
慣
ら
し
つ
つ
入
ら
な
く
て
は
い
け

な
い
そ
う
だ
。シ
ャ
ワ
ー
で
汗
を
流
し
て
か
ら
、

ま
ず
足
だ
け
湯
船
に
入
れ
て
、
少
し
慣
ら
し
て

か
ら
徐
々
に
身
体
全
体
を
沈
め
る
。
一
、二
分

ほ
ど
浸
か
っ
た
ら
、
一
度
外
に
出
て
休
む
。
そ

し
て
ま
た
入
る
。
何
回
も
出
た
り
入
っ
た
り
を

繰
り
返
す
の
が
、
薬
師
湯
の
入
り
方
な
の
だ
そ

う
だ
。

　

薬
師
湯
は
、
銭
湯
の
よ
う
に
身
体
の
汚
れ
を

洗
い
流
す
場
所
で
は
な
く
、
湯
治
を
目
的
と
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
短
時
間
で
出
入
り
を
繰

り
返
す
入
り
方
は
、
湯
治
つ
ま
り
身
体
の
治
療

の
た
め
の
入
り
方
な
の
で
あ
る
。
入
浴
し
終

わ
っ
た
あ
と
は
、
シ
ャ
ワ
ー
で
湯
を
洗
い
流
さ

ず
、
そ
の
ま
ま
出
た
方
が
効
力
が
高
ま
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

説
明
を
聞
き
終
え
て
か
ら
、
私
た
ち
は
女
湯

■（右上）登り窯「笹屋窯」。（右下）やきもの館の窪田真菜さん。（左）登り窯の中。

物
が
あ
る
。
ド
ア
を
入
る
と
、

正
面
に
は
受
付
と
お
土
産
用
の

小
物
の
棚
が
あ
り
、
温
泉
津
焼

の
小
さ
な
花
瓶
や
コ
ー
ス
タ
ー

な
ど
が
売
ら
れ
て
い
た
。

　

入
り
口
の
左
手
に
は
、
現
代

の
温
泉
津
焼
の
陶
器
が
展
示
し

て
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
か

ら
大
き
な
傘
立
て
ま
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
日
用
品
が
並
ん
で
い

た
。
廊
下
を
突
き
当
た
っ
て
左

に
折
れ
る
と
、
一
番
奥
に
は
資

料
室
が
あ
る
。こ
の
部
屋
に
は
、

は
ん
ど
や
と
っ
く
り
な
ど
の
伝

統
的
な
温
泉
津
焼
が
展
示
し
て

あ
り
、
温
泉
津
焼
の
特
徴
や
歴

史
な
ど
が
説
明
し
て
あ
っ
た
。

　

一
通
り
館
内
を
見
て
回
っ
た

と
こ
ろ
で
、
ス
タ
ッ
フ
の
窪
田

真
菜
さ
ん
に
お
話
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
い
た
。

　

温
泉
津
で
は
、
江
戸
時
代
の

中
期
か
ら
、
都つ
の
づ
そ
う

野
津
層
と
呼
ば

■散策の途中で出会った、日向ぼっこ
をしているねこ。

れ
る
地
層
か
ら
採
れ
る
粘
土
を
用
い
て
陶
器
が

つ
く
ら
れ
て
い
た
。初
め
は
瓦
が
多
か
っ
た
が
、

後
に
は
は
ん
ど
や
と
っ
く
り
、
す
り
鉢
な
ど
の

実
用
品
が
多
く
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

都
野
津
層
の
粘
土
は
石
州
瓦
に
も
用
い
ら
れ

る
が
、
良
質
で
き
わ
め
て
耐
火
温
度
が
高
い
。

約
一
三
〇
〇
度
の
高
温
で
焼
き
締
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
、
う
す
く
て
も
か
け
に
く
い
丈
夫

な
陶
器
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
そ
う
だ
。
そ

の
た
め
、
温
泉
津
焼
の
は
ん
ど
や
壺
は
温
泉
津



の
中
に
入
っ
た
。中
は
更
衣
室
に
な
っ
て
い
る
。

脱
い
だ
服
を
ロ
ッ
カ
ー
に
し
ま
っ
て
か
ら
、
い

ざ
浴
室
へ
。
言
わ
れ
た
と
お
り
、
薄
い
茶
褐
色

の
お
湯
に
何
度
も
浸
か
る
と
、
肌
は
つ
る
つ
る

に
な
っ
た
。
す
っ
き
り
し
た
気
分
で
浴
室
か
ら

出
る
と
、
足
が
真
っ
赤
っ
か
で
み
ん
な
し
て
宇

宙
人
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

内
藤
さ
ん
へ
の
電
話
取
材

　

女
湯
を
出
て
か
ら
、
中
央
の
階
段
を
登
っ
て

三
階
へ
向
か
っ
た
。

あ
る
。

　

内
藤
さ
ん
は
、
温
泉
に
浸
か
る
伝
統
的
な
湯

治
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
運
動
と
食
事
、
そ
し

て
文
化
・
芸
術
的
な
体
験
を
も
組
み
合
わ
せ
て
、

身
体
の
治
癒
と
心
の
健
康
回
復
を
と
も
に
目
指

そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
現
代
型
湯
治
で
あ

る
。

　

具
体
的
に
は
、
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
あ
る
温
泉

津
の
町
を
二
本
の
ス
ト
ッ
ク
を
持
っ
て
歩
く
こ

と
（
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ー
ク
）
や
、
や
き

も
の
館
で
の
陶
芸
体
験
な
ど
と
、
温
泉
津
温
泉

の
利
用
と
の
コ
ラ
ボ
を
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
だ
。

　

温
泉
や
宿
泊
施
設
、
町
並
み
や
陶
芸
な
ど
、

温
泉
津
に
あ
る
様
々
な
文
化
資
源
を
組
み
合
わ

せ
て
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
温
泉
津
全
体

の
振
興
を
図
り
た
い
。
そ
ん
な
内
藤
さ
ん
の
熱

い
思
い
が
、
携
帯
電
話
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
き

た
。

　

私
は
、
最
初
、
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

と
言
わ
れ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
か
っ
た
。し
か
し
、

一
日
か
け
て
温
泉
津
を
歩
い
て
み
て
、
な
ぜ
温

泉
津
が
重
伝
建
地
区
に
選
定
さ
れ
た
の
か
が
分

か
っ
た
。

　

千
年
以
上
の
長
い
歴
史
を
も
つ
温
泉
町
の
、

そ
の
町
並
み
が
い
ま
も
残
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
こ
と
が
、
重
伝
建
地
区
選
定
の
た
め
の

条
件
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ

の
景
観
を
維
持
・
管
理
し
、
さ
ら
に
よ
り
よ
い

形
で
次
世
代
に
伝
え
よ
う
と
す
る
人
び
と
が
い

る
。
こ
れ
な
く
し
て
、
温
泉
津
は
け
っ
し
て
重

伝
建
地
区
に
選
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。薬
師
湯
の
内
藤
さ
ん
が
、薬
師
湯
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
中
の
湯
婆
婆
ブ
ロ
グ
で
書
い
て
い
る

よ
う
に
、温
泉
津
は
ま
さ
に
「
生
き
た
博
物
館
」

な
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
旅
は
、
事
前
の
下
調
べ
が
十
分
で
な

く
、
手
探
り
で
取
材
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
出
会
っ
た
人
び
と
は

皆
、
私
た
ち
を
笑
顔
で
優
し
く
迎
え
入
れ
て
く

だ
さ
っ
た
。
帰
り
の
車
中
で
は
、
歩
き
疲
れ
て

ぐ
っ
た
り
し
て
い
た
が
、
温
泉
と
そ
こ
に
暮
ら

す
人
び
と
の
お
か
げ
で
、
心
も
体
も
ポ
カ
ポ
カ

と
温
か
か
っ
た
。

（
さ
わ
ま
つ
・
と
も
／
日
本
語
文
化
系
一
年
生
）

　

三
階
の
屋
上
部
分
は
、
ガ
ー
デ
ン
テ
ラ
ス
に

な
っ
て
い
る
。テ
ラ
ス
に
出
て
み
る
と
、火
照
っ

た
体
に
心
地
良
い
風
が
吹
き
通
っ
て
い
る
。
こ

の
テ
ラ
ス
に
は
、
白
い
テ
ー
ブ
ル
と
イ
ス
、
そ

し
て
木
製
の
二
人
掛
け
ブ
ラ
ン
コ
が
置
い
て
あ

る
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
や
テ
ラ
ス
の
周
囲
に
は
、

花
や
木
の
鉢
が
置
か
れ
て
い
て
、
風
景
に
潤
い

を
与
え
て
い
る
。

　

私
た
ち
が
突
然
押
し
か
け
た
た
め
、
薬
師
湯

の
経
営
者
・
内
藤
陽
子
さ
ん
は
ご
不
在
で
あ
っ

た
が
、
ス
タ
ッ
フ
の
方
が
急
遽
電
話
を
取
り
次

い
で
く
だ
さ
っ
た
。

　

内
藤
さ
ん
は
、
薬
師
湯

を
経
営
す
る
か
た
わ
ら
、

島
根
大
学
医
学
部
の
大
学

院
で
温
泉
の
効
用
を
科
学

的
に
解
明
し
よ
う
と
し
て

い
る
。そ
れ
だ
け
で
な
く
、

温
泉
津
ま
ち
づ
く
り
委
員

会
の
委
員
と
し
て
、
温
泉

津
全
体
の
振
興
に
も
力
を

注
い
で
い
る
。
短
時
間
の

取
材
の
中
で
、
内
藤
さ
ん

は
、
内
藤
家
と
温
泉
津
の

歴
史
、
温
泉
津
の
ま
ち
づ

く
り
へ
の
思
い
、
そ
し
て

温
泉
を
活
用
し
た
ま
ち
づ

く
り
な
ど
、
実
に
様
々
な

こ
と
を
精
力
的
に
語
っ
て

く
だ
さ
っ
た
。

　

そ
の
中
で
も
特
に
私
た

ち
の
興
味
を
引
い
た
の

は
、「
現
代
型
湯
治
」
で

■（上段右）「石州瓦」の赤い屋根。（上段左）薬師湯のガーデンテラス。（下段右）薬師湯正面。
（下段左）曲がりくねった道。

■薬師湯の前でスタッフの方とポーズ。
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い
っ
た
い
何
を
取
り
上
げ
た
ら
い
い
の
か
悩
ん

で
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、
ネ
ッ
ト
で
み
つ
け

た
「
八
雲
塗
」
と
い
う
言
葉
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
開
く
と
、
綺
麗
な
花
の
絵
に
彩
ら
れ
た
漆
塗

り
の
器
が
目
に
入
り
ま
し
た
。
私
は
「
こ
れ

だ
！
」
と
思
い
、
早
速
取
材
を
申
し
込
み
ま
し

た
。

　

私
が
今
回
訪
れ
た
の
は
、
出
雲
市
平
田
町
に

工
房
兼
お
店
を
構
え
て
い
る
「
漆
芸
の
わ
た
な

（
木
地
に
下し
た
じ地
と
い
う
漆
を
塗
る
）、③
「
塗
り
」

（
下
地
の
上
に
中
塗
り
、
上
塗
り
と
漆
を
塗
っ

て
い
く
）、
④
「
加
飾
」（
金
粉
や
銀
粉
な
ど
で

文
様
を
装
飾
し
た
り
（
蒔ま
き
え絵
）、
色
漆
で
絵
を

描
く
）
と
い
う
、
四
つ
の
工
程
を
経
て
つ
く
ら

れ
ま
す
。

　

八
雲
塗
は
、
下
地
に
中
塗
り
を
し
た
後
で
す

ぐ
に
加
飾
し
、
そ
の
上
に
透
明
な
漆
を
塗
っ
て

仕
上
げ
ま
す
。
こ
の
点
が
、
通
常
の
漆
器
と
異

な
る
八
雲
塗
の
特
徴
で
す
。
こ
の
技
法
は
、
江

戸
時
代
か
ら
明
治
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
松
江

で
開
発
さ
れ
た
技
法
な
の
だ
そ
う
で
す
。

　

八
雲
塗
を
は
じ
め
と
す
る
漆
器
づ
く
り
の
作

業
は
、
分
業
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
工
程
の
職
人
は
、
①
木き

じ地
師
、
②
下
地
師
、

③
塗ぬ

し師
、
④
蒔
絵
師
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

渡
部
さ
ん
は
、
下
地
ま
で
塗
っ
て
あ
る
半
製

品
を
北
陸
か
ら
仕
入
れ
て
、
最
後
の
二
つ
、
塗

師
と
蒔
絵
師
の
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
八
雲

塗
は
、
日
本
全
国
に
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
業
者
が

い
て
、は
じ
め
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

渡
部
さ
ん
に
、
八
雲
塗
の
魅
力
を
聞
い
て
み

ま
し
た
。

　
「
落
ち
着
い
た
美
し
さ
が
八
雲
塗
の
魅
力
で

す
。
一
回
上
に
透
明
な
漆
を
か
け
る
こ
と
で
、

け
ば
け
ば
し
く
な
く
落
ち
着
い
た
感
じ
に
な
り

ま
す
」

　

八
雲
塗
は
、
透
明
な
漆
を
重
ね
る
こ
と
に

よ
っ
て
色
に
落
ち
着
き
が
出
ま
す
。
そ
れ
だ
け

河 

村 

光 

希

漆
芸
の
わ
た
な
べ

（
出
雲
市
平
田
町
）

　

皆
さ
ん
は
、「
八
雲
塗
」
っ
て
知
っ
て
い
ま

す
か
？

　

八
雲
塗
と
は
、
出
雲
地
方
で
つ
く
ら
れ
て
い

る
漆し
っ
き器
の
名
前
で
す
。
漆
器
で
す
か
ら
、
木き

じ地

に
漆
う
る
し
を
塗
り
重
ね
て
つ
く
っ
て
あ
り
ま
す
。

　

山
口
県
か
ら
島
根
に
来
て
、
島
根
の
こ
と

な
ん
て
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
か
っ
た
私
で
す
。

べ
」
で
す
。
八
月
八
日
午
前
一
〇
時

過
ぎ
、
強
い
陽
差
し
が
照
り
つ
け
る

中
を
取
材
に
お
伺
い
す
る
と
、
ご
主

人
の
渡
部
直
人
さ
ん
と
奥
さ
ん
の
春

江
さ
ん
が
、
私
た
ち
を
優
し
く
迎
え

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

八
雲
塗
と
は

　

八
雲
塗
な
ど
の
漆
器
は
、
木
地
の

上
に
漆
を
塗
り
重
ね
て
い
き
ま
す
。

　

漆
器
は
、
①
「
木
地
」（
お
椀
や

盆
な
ど
、漆
を
塗
っ
て
い
く
素
材（
素

地
、木
地
）
を
つ
く
る
）、②
「
下
地
」
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た
の
で
、
自
然
に
漆
器
に
興
味
を
持
っ
た
の
だ

そ
う
で
す
。

　

渡
部
さ
ん
が
修
行
を
始
め
た
昭
和
四
〇
年
代

は
、
高
度
経
済
成
長
の
時
代
で
景
気
が
良
く
、

漆
器
も
よ
く
売
れ
た
そ
う
で
す
。
漆
器
な
ど
の

和
食
器
は
、
一
個
、
二
個
と
数
え
る
の
で
は
な

く
、
一
客
、
二
客
と
数
え
ま
す
。
当
時
は
、
結

婚
式
な
ど
の
儀
式
は
ほ
と
ん
ど
家
で
行
っ
て
い

た
の
で
、
お
椀
な
ど
を
二
十
客
ま
と
め
て
買
っ

て
い
く
お
得
意
様
が
た
く
さ
ん
い
た
そ
う
で

す
。

　

山
陰
地
方
で
は
、
縄
文
時
代
の
前
期
（
約

六
八
〇
〇
年
前
）
の
夫そ
れ
て手
遺
跡
（
松
江
市
手
角

町
）
か
ら
、
採
取
し
た
漆
液
を
入
れ
た
土
器
が

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
に
な
る
と
、

松
江
市
の
西
川
津
遺
跡
か
ら
漆
を
塗
っ
た
お
椀

や
櫛
、
土
器
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

ん
な
に
昔
か
ら
、
漆
は
、
塗
料
や
接
着
剤
、
防

腐
剤
、
時
に
は
魔
除
け
な
ど
と
し
て
活
用
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。

　

漆
は
ウ
ル
シ
の
木
か
ら
採
り
ま
す
。
ウ
ル
シ

の
木
に
傷
を
つ
け
る
と
、
そ
こ
か
ら
樹
液
が
沁

み
出
し
て
き
ま
す
。
こ
の
樹
液
を
集
め
た
も
の

が
、「
荒あ
ら
み味
」
と
呼
ば
れ
る
天
然
の
漆
液
で
す
。

こ
の
荒
味
漆
か
ら
、
大
き
く
分
け
て
三
種
類
の

漆
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。

　

荒
味
漆
の
ゴ
ミ
を
濾
過
し
た
だ
け
の
漆
液

を
、「
生き
う
る
し漆
」
と
呼
び
ま
す
。
生
漆
を
攪
拌
し

て
粒
子
を
細
か
く
均
一
に
す
る
工
程
を
「
ナ
ヤ

シ
」、
生
漆
を
温
め
て
攪
拌
し
な
が
ら
水
分
を

除
去
す
る
工
程
を
「
ク
ロ
メ
」
と
呼
び
ま
す
。

ナ
ヤ
シ
と
ク
ロ
メ
を
行
っ
て
生
漆
を
精
製
し
た

も
の
が
、「
透
す
き
う
る
し漆
」
で
す
。

　

ま
た
、
生
漆
を
精
製
す
る
過
程
で
鉄
粉
や
水

酸
化
鉄
を
入
れ
る
と
、漆
液
は
黒
く
な
り
ま
す
。

こ
れ
が
「
黒
漆
」
で
す
。
漆
黒
と
表
現
さ
れ
る

黒
色
は
、黒
漆
な
ら
で
は
の
も
の
だ
そ
う
で
す
。

　

渡
部
さ
ん
の
口
か
ら
は
素す
ぐ
ろ
め

黒
目
、
木き
じ
ろ
う

地
蠟
、

朱し
ゅ
あ
い合
な
ど
、
漆
の
名
前
が
ポ
ン
ポ
ン
飛
び
出
し

て
き
ま
す
。
後
で
調
べ
る
と
、
こ
れ
ら
は
透
漆

の
種
類
の
よ
う
で
す
。
用
途
に
応
じ
て
、
透
漆

だ
け
で
も
た
く
さ
ん
の
種
類
が
あ
る
の
で
す
。

そ
の
う
え
そ
れ
ら
の
名
前
に
は
、
昔
か
ら
言
い

習
わ
さ
れ
て
き
た
日
本
語
に
独
特
の
風
合
い
が

あ
り
ま
す
。
漆
に
関
わ
る
技
術
の
、
底
知
れ
な

　

昭
和
五
十
八
年
、
渡
部
さ
ん
が

三
七
歳
の
と
き
、
丹
後
屋
で
十
九
年

間
漆
器
づ
く
り
の
技
を
磨
い
た
後
、

出
雲
市
平
田
町
の
生
家
に
、「
漆
芸

の
わ
た
な
べ
」
を
構
え
て
独
立
し
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
昭
和
五
十
年
代
に
は
す

で
に
経
済
成
長
期
は
終
わ
っ
て
お

り
、
景
気
は
低
迷
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
う
え
、
生
活
様
式
の
変
化
（
核

家
族
化
、
式
場
の
普
及
な
ど
）
や
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
に
押
さ
れ
て
、
漆

器
の
需
要
も
低
迷
の
時
代
を
迎
え
て

い
ま
し
た
。
商
売
の
経
験
の
な
か
っ

た
渡
部
さ
ん
は
、
と
て
も
ご
苦
労
な

さ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

今
で
は
売
れ
て
も
一
度
に
五
客
ぐ

ら
い
で
、
ま
と
め
て
二
十
客
と
い

う
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
漆
器
を
買
っ
て
い
く
人
も
、

四
〇
代
以
上
の
女
性
が
ほ
と
ん
ど
だ

そ
う
で
す
。
若
い
人
は
、
ア
ク
セ
サ

リ
ー
な
ど
の
小
物
を
た
ま
に

買
っ
て
い
き
ま
す
が
、
漆
器
を

買
っ
て
い
く
こ
と
は
め
っ
た
に

あ
り
ま
せ
ん
。

漆
と
日
本
人

　

八
雲
塗
に
欠
か
せ
な
い
の

が
、
漆
で
す
。
私
た
ち
は
意
識

し
て
い
ま
せ
ん
が
、
漆
は
昔
か

ら
人
び
と
の
生
活
を
支
え
て
き

ま
し
た
。陶
器
は
英
語
で「
チ
ャ

イ
ナ
」
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
漆

器
は
「
ジ
ャ
パ
ン
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
、
漆
器

は
日
本
人
と
深
く
関
わ
っ
て
き

た
の
で
す
。

で
な
く
、
八
雲
塗
の
漆
器
は
使
え
ば
使
う
ほ
ど

色
み
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
、
本
当
に
味
が
あ

る
魅
力
的
な
工
芸
品
な
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の

よ
う
に
話
す
渡
部
さ
ん
の
顔
は
、
す
こ
し
誇
ら

し
げ
で
し
た
。

渡
部
さ
ん
と
漆
芸

　

渡
部
さ
ん
は
、
昭
和
二
一
年
の
お
生
ま
れ
で

す
。
一
八
歳
の
と
き
、
出
雲
市
今
市
町
中
町
の

丹
後
屋
と
い
う
漆
器
店
に
修
行
に
入
り
ま
し

た
。
当
時
は
、
生
活
の
中
に
漆
器
が
溢
れ
て
い

■（右上）八雲塗の工程。右から下地、中塗り、絵付け、上塗り。（右下）日本産の高
級生漆「伊勢早」。（左）漆刷毛。



い
奥
深
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

漆
芸
の
世
界

　

渡
部
さ
ん
の
工
房
は
二
階
に
あ
り
ま
す
。
門

外
漢
の
私
た
ち
の
た
め
に
、
渡
部
さ
ん
は
八
雲

塗
の
工
程
を
か
い
つ
ま
ん
で
説
明
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
下
地
が
塗
っ
て
あ
る
半
製
品
の
器
に

「
中
塗
り
」
を
施
し
ま
す
。
黒
漆
を
刷
毛
で
薄

く
塗
る
の
で
す
。
漆
を
塗
る
刷
毛
を
見
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
一
見
す
る
と
細
長
い
棒
の
よ

う
で
す
が
、
よ
く
見
る
と
薄
い
板
が
張
り
合
わ

せ
て
あ
り
、
そ
の
中
に
白
い
毛
が
ぎ
っ
し
り
詰

ま
っ
て
い
ま
す
。毛
先
が
減
っ
て
短
く
な
る
と
、

木
を
削
っ
て
内
側
の
毛
を
出
し
て
い
き
ま
す
。

カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ
の
よ
う
な
工
夫
で
す
。

　

次
に
、「
乾
燥
」
で
す
。
押
し
入
れ
の
よ
う

な
漆
風
呂
の
中
に
器
を
並
べ
て
、
二
、三
日
乾

か
し
ま
す
。
乾
燥
と
い
う
と
普
通
は
水
分
を
取

り
除
く
こ
と
で
す
が
、
漆
の
乾
燥
は
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
漆
液
中
の
酵
素
の
働
き
で
化
学

反
応
が
起
こ
り
、
漆
が
固
く
な
る
こ
と
な
の
で

す
。
だ
か
ら
、
高
温
多
湿
で
な
い
と
漆
は
乾
か

な
い
そ
う
で
す
。

　

次
は
、「
研
ぎ
出
し
」
と
い
う
工
程
で
す
。

乾
燥
し
た
器
を
木
炭
と
紙
や
す
り
で
磨
い
て
、

表
面
を
平
ら
に
し
ま
す
。
漆
器
っ
て
、
磨
く
の

で
す
ね
。
そ
れ
も
炭
を
使
っ
て
、
時
間
を
か
け

な
が
ら
。
刷
毛
で
漆
を
塗
る
と
、
表
面
は
自
然

に
な
め
ら
か
に
な
る
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た

私
は
、
こ
こ
で
も
ビ
ッ
ク
リ
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。

　

中
塗
り
、
乾
燥
、
研
ぎ
出
し
と
い
う
工
程
を

数
回
繰
り
返
し
た
後
で
、
そ
の
上
に
絵
付
け
を

し
ま
す
。
色
漆
は
、
透
漆
に
顔
料
な
ど
を
混
ぜ

て
調
合
し
て
つ
く
る
そ
う
で
す
。
こ
こ
に
も
専

門
の
業
者
が
い
て
、
色
や
ツ
ヤ
な
ど
を
指
定
す

る
と
、
注
文
に
応
じ
て
つ
く
っ
て
く
れ
ま
す
。

漆
の
世
界
独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
る
の
で

す
ね
。

　

最
後
に
、
絵
付
け
を
し
た
器
の
上
に
、
木
地

蠟
と
い
う
透
明
な
漆
を
塗
り
ま
す
。
こ
の
点

が
、
他
の
漆
器
に
見
ら
れ
な
い
八
雲
塗
の
特
徴

で
す
。

　

そ
し
て
、
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
木
炭
と
紙
や
す

り
で
研
い
だ
後
で
、
最
後
の
仕
上
げ
の
作
業
に

は
い
り
ま
す
。
研
磨
用
の
機
械
の
先
に
バ
フ
と

い
う
円
盤
状
の
布
を
付
け
て
、
伊い
せ
は
や

勢
早
と
い
う

上
等
の
生
漆
を
塗
り
ま
す
。塗
る
と
い
う
よ
り
、

漆
を
す
り
込
ん
で
ツ
ヤ
を
出
す
、
と
い
う
感
覚

だ
そ
う
で
す
。

　

い
ま
で
も
上
等
な
製
品
は
手
で
磨
き
ま
す

が
、昔
は
す
べ
て
綿
布
と
「
鹿
の
角つ
の
こ粉
」
を
使
っ

て
手
で
磨
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
渡
部
さ
ん
の

工
房
で
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
鹿
の
角

か
ら
粉
が
つ
く
ら
れ
て
、
そ
れ
が
研
磨
剤
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。
漆
や
角
粉
か
ら

刷
毛
な
ど
の
道
具
ま
で
、
い
ま
ま
で
ま
っ
た
く

知
ら
な
か
っ
た
漆
の
世
界
が
突
然
目
の
前
に
現

れ
て
、
日
本
に
い
な
が
ら
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

八
雲
塗
を
は
じ
め
と
す
る
漆
器
業
界
は
、
現

在
厳
し
い
状
況
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
島
根

剣
な
表
情
で
語
っ
て
い
ま
し
た
。

　

縄
文
の
昔
か
ら
、
日
本
人
は
漆
文
化
を
育
ん

で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
長
い
時
間
を
か
け
て
、

漆
液
の
採
取
と
精
製
、
木
地
製
作
、
塗
り
、
加

飾
な
ど
の
職
人
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
支
え
る
道

具
づ
く
り
な
ど
、
日
本
全
国
に
張
り
め
ぐ
ら
さ

れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
漆
産
業
を
発

展
さ
せ
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
の
過
程
で
、
各
地
で
新
し
い
技
法
が
編
み

出
さ
れ
、
輪
島
塗
な
ど
の
特
産
品
が
生
み
出
さ

れ
て
い
き
ま
し
た
。
出
雲
に
あ
る
そ
の
枝
の
ひ

と
つ
が
、
八
雲
塗
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
地
域
の
宝
が
、
い
ま
、
近
代
化

の
波
に
飲
み
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
今

回
の
取
材
を
通
じ
て
、
私
は
地
域
の
財
産
が
失

わ
れ
る
寂
し
さ
と
理
不
尽
さ
を
強
く
感
じ
ま
し

た
。
何
と
か
な
ら
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
や
っ
ぱ
り
若
者
に
も
、
も
っ
と
八
雲
塗
を

知
っ
て
ほ
し
い
」。
渡
部
さ
ん
の
言
葉
が
胸
に

突
き
刺
さ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
若
者
の
責
任
は

大
き
い
の
で
す
。
私
た
ち
の
意
識
を
、
八
雲
塗

の
よ
う
な
漆
器
に
も
向
け
る
こ
と
が
、
ま
ず
は

大
切
な
の
で
す
。
こ
の
文
章
が
そ
の
一
助
に
な

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

（
か
わ
む
ら
・
み
き
／
文
化
資
源
学
系
一
年
生
）

県
物
産
協
会
に
登
録
し
て

い
る
八
雲
塗
の
店
は
、
現

在
、
三
店
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
県
全
体
で

た
っ
た
の
三
店
で
す
。
渡

部
さ
ん
も
、「『
漆
芸
の
わ

た
な
べ
』
は
私
の
代
で
終

わ
る
か
も
し
れ
な
い
け

ど
、『
八
雲
塗
』
と
い
う

名
前
は
ど
こ
か
で
残
さ
な

い
と
い
け
な
い
」
と
、
真

■漆器の乾燥棚。

■（上段）蒔絵を描くときに用いる金粉。
（下段）透漆が入った缶。右から朱合、

木地蠟、素黒目。
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特集◎スローな文化を探して
妖怪と遊ぶ──「遠野物語」を訪ねて──
スローなプーにしてくれ
小さな木造校舎──塩津小学校を訪れて──
木桶の中でスローに熟成──カネモリ醤油──
商店探訪①辰巳屋商店（境港市）
街のおもしろ文化観察学入門
やっぱり晴耕雨読が夢だなあ
カタカナで英語を遊ぶ
日本神話・アイヌ神話・出雲神話と『もののけ姫』
日本語でも異文化体験
＜コラム＞記号論の危機 !?
宍道湖のライバル　十三湖のシジミ伝説
私が英語を読む理由
夏の昼下がりのあるパーティー
移動の文化
＜短編小説＞兄の線香花火
＜まんが＞出雲の阿国座
紙の宝石──エクスリブリス（蔵書票）雑感──
＜本の紹介＞池本喜巳『近世店屋考』
＜本の紹介＞筑紫哲也『スローライフ』
マイ・オージー体験記
＜コラム＞モロッコにて　国王の死に遭遇して
氷の文化誌──かき氷の謎を追って──
生活環境デザイン作品集　建築・椅子
世界の民族楽器①シタール（インド）

第 1 号（2007 年）
巻頭エッセイ◎島根は日本の宝物　錦織良成
特集◎働く／さまざまな仕事人
日本庭園を造る＊永島達二さん（足立美術館の庭師）
牛を飼う＊泰中静江さん（奥出雲町の牛飼い名人）
魚を売り歩く＊山本貴美子さん（鹿島町古浦の魚売り）
　　　　　　　小笹昭江さん（鹿島町御津の魚売り）
勾玉を磨く＊村田誠志さん（玉湯町のめのう細工職人）
桜を守る＊周藤利夫さん（木次の桜守）
鏝絵を描く＊松浦満幸さん（仁摩町馬路の左官職人）
シジミを獲る＊原　侑三さん（宍道湖シジミ漁師）
ヘイ・カンパニーからの手紙
世界のインスタントラーメン大試食会
木綿街道を歩く
これ、何のおまじない？──安来「サンダワラ」編――
勾玉作り体験記
英語を学ぶってどんなこと？
＜童話＞たんぽぽとまほうつかい
あっ、「おはなしレストラン」だ！
＜まんが＞変わらないもの
島根ってどんなイメージ？
金と文化と資格と文学
BILLY COMES TO MATSUE!
本たちの受難
アフリカの自然
ロードトリップ
銀幕の中のアメリカ
有名人の墓をたずねて──墓マイラーの旅──
道草のある旅
きらく湯よ、ごちそうさまでした
街のおもしろ文化観察学入門──その弐
商店探訪②野波洋傘店（松江市）
光のインテリア――お部屋の一角をデザイン――
世界の民族楽器②ダンバウ（ベトナム）

第 2 号（2008 年）
巻頭エッセイ◎何もないなぁ。　FROGMAN
特集◎山陰の小さな博物館
梶川理髪館（鳥取県三朝町）
和傘伝承館（米子市淀江町）
祐生出会いの館（鳥取県南部町）
祝凧高橋（出雲市大社町）
飯南町民俗資料館（島根県飯南町頓原）
森﨑窯業鬼瓦工房（大田市温泉津町）
歯の歴史資料館（浜田市）
山陰ご当地レトルトカレー大試食会
Aussie tucker 体験レポート
朝市・直売所を楽しむ
商店探訪③岡本一銭屋（米子市）
家を獲得する人々──ブラジルの住宅事情──

「再生」の春──モンゴルでの現地調査から──
イギリスでみつけた小さな「出雲」
ＡＳＥＡＮの仲間たち
松江のエネルギーを世界へ
　　──松江出身 3/5 ロックバンドＳｕｐｅ──
＜短編小説＞めまい - くん
＜まんが＞秘密
回顧談
異郷の地に咲く詩の心
注連縄におまじない
和らぎ処　紡――高松奈津子さんに聞く――
懐かしのアイスキャンデー――佐川末廣堂（安来市）
こだわりの あご野焼き――青山蒲鉾店（松江市）
街のおもしろ文化観察学入門──その参
空間をデザインする　光と影をデザインする
世界の民族楽器③ガムラン（インドネシア）

第 3 号（2009 年）
巻頭エッセイ◎無性に島根が好きです。　六子
特集◎鉄
山陰と鉄──玉鋼から特殊鋼へ──
たたら吹き　村下　木原明氏に聞く
雲州忠善刃物
工房たかちゃん
鉄筋彫刻とジャズ──徳持耕一郎さんの工房を訪ねて
米子駅見学記
境線に乗って
鉄道のウラ　後藤総合車両所（米子市）
鉄にまつわる島根県内の伝承文学
鉄と楽器
出雲弁保存会会長　藤岡大拙先生に聞く
山陰ご当地バーガー大試食会
癒しの田舎ツーリズム（島根県邑南町）
ベコとゴンベ　隠岐の珍味を味わう
ギリシャ紀行──ギリシャから見つめたハーンとローザ
北京の下町　胡同探訪
スタンプ──旅の思い出──
インドネシアの断食月
ダスティン・キッドと行く！　ミニ神社巡り
＜短編小説＞ミント
＜まんが＞縁結び
＜本の紹介＞『唐川びとへ』
ご存知ですか？　この山陰歌人
チーム・イエローの「英語でかみしばい」
松江ぶらりロード──北堀・石橋・奥谷──
商店探訪④いけびんストーア（境港市）
幻の食材を求めて　斐川町出西しょうが
ホーランエンヤ──馬潟伝馬頭取　角田一雄さんに聞く
＜コラム＞馬潟の練習風景
街のおもしろ文化観察学入門④倉吉編

第 4 号（2010 年）
巻頭エッセイ◎複眼で見る　松本侑子
特集◎山陰の農村　ほっこり出会いの旅
鳥取市福部町　ラッキョウ畑の巻
鳥取県北栄町　長芋畑の巻
鳥取県大山町　芝畑の巻
鳥取県境港市　白ネギ畑の巻
松江市八束町　薬用人参畑の巻
島根県奥出雲町　ジュンサイの池と悦ちゃん農園の巻
出雲市唐川町　お茶畑の巻
浜田市旭町都川　棚田の巻
山陰の米粉食品大試食会
商店探訪⑤今岡ガクブチ店（松江市）
石見神楽面　柿田勝郎面工房を訪ねて
石見銀山天領太鼓の響き
松江の橋――今と昔をつなぐ――
ノルマンディー小旅行――ルーツをもとめて――
ジャジャンの楽しみ――ジャワの市場と屋台の食――
言葉によるケア
留学生事情
　　――短大卒業生＠セントラル・ワシントン大学
おはなしレストランライブラリーへようこそ
棚田便り――雲南市山王寺から――
＜短編小説＞バイキング
＜まんが＞夏のはじまり
街のおもしろ文化観察学入門⑤米子編
Ｒ４３１物語①椅子

第 5 号（2011 年）
巻頭エッセイ◎隣人から見た「出雲」　足立倫行
特集◎紙
驚きの連続！　王子製紙米子工場見学記
新聞工場へ行こう　山陰中央新報製作センター
加藤紙店　紙と人を繫ぐ
本・雑誌ができるまで　今井印刷・日宝綜合製本見学記
山根和紙資料館　紙の歴史を伝える学校
石州和紙に触れる
ノート制作　吾郷屋さん
想いを紙に　書道　若月響子さん
山陰のかまぼこ大試食会
バクでまちおこし　島根県川本町
堀川遊覧　船頭さんに学ぶ
ブルーベリー農園を訪ねて　奥出雲町橋本農園
和の心　日本の音
魅力いっぱい！　御来屋の旅
一畑電車で行く出会いの旅
トロッコ列車　「奥出雲おろち号」の旅
おおきくなあれ♪　トウガラシ
ヤマタノオロチの伝承地探訪
Ｊリーグのクラブを目指して
　　――松江シティフットボールクラブ――
隣の国にお邪魔します。――韓国　お茶とお菓子の旅
一大決心！　アメリカ一人旅
グアムで働く
震災後のみちのくで
石巻に、のんびり雲のかかる日
商店探訪⑥水木しげる文庫
＜まんが＞伝来
街のおもしろ文化観察学入門⑥鳥取編
Ｒ４３１物語②パン

島根女子短期大学◎総合文化学科準備委員会発行　文化情報誌

創刊準備号  2006
巻頭エッセイ◎松江を想う　佐野史郎

特集◎スローな文化を探して
妖怪と遊ぶ──「遠野物語」を訪ねて──
スローなプーにしてくれ──クマのプーさんのスローライフ──
小さな木造校舎──塩津小学校を訪れて──
木桶の中でスローに熟成──カネモリ醤油──

＜まんが＞出雲の阿国座
カタカナで英語を遊ぶ
日本語でも異文化体験
宍道湖のライバル 　十三湖のシジミ伝説
マイ・オージー体験記
氷の文化誌　かき氷の謎を追って
世界の民族楽器　シタール（インド）

行商する人（『巷の陰影』より）

撮影：伊藤英一（いとう・えいいち）
総合文化学科非常勤講師「写真表現法」担当（予定）
略歴：元中学校教諭・校長。日本写真家連盟会員。写
真集団「アイ」主宰。
著書（写真集）：『巷の陰影』講談社出版サービスセン
ター、1996 年、『神々の痕跡』フォトスペース光陽、
1998 年、など。

　
　
　
　
文
化
情
報
誌
　
の
ん
び
り
雲
　
　
創
刊
準
備
号
　
２
０
０
６
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
根
女
子
短
期
大
学
◎
総
合
文
化
学
科
準
備
委
員
会

文
化
情
報
誌
　の
ん
び
り
雲
　
創
刊
準
備
号
　
2006

年
10
月
20
日
発
行
　
島
根
女
子
短
期
大
学
◎
総
合
文
化
学
科
準
備
委
員
会

文
化
情
報
誌
　の
ん
び
り
雲
　
第
１
号
　
2007

年
10
月
20
日
発
行
　
島
根
県
立
大
学
短
期
大
学
部
◉
総
合
文
化
学
科
発
行

島根県立大学短期大学部◉総合文化学科発行　文化情報誌

第１号  2007
巻頭エッセイ◎島根は日本の宝物　錦織良成
特集◎働く／さまざまな仕事人

日本庭園を造る　　牛を飼う　　魚を売り歩く
勾玉を磨く　　桜を守る　　鏝絵を描く
シジミを獲る

木綿街道を歩く　　島根ってどんなイメージ？

世界のインスタントラーメン大試食会
きらく湯よ、ごちそうさまでした

有名人の墓をたずねて

街のおもしろ文化観察学入門

定価 420 円 本体400円

「三門」
撮影：秦　正恵（はた・まさえ／文化資源学系 1年）
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定価 420 円 本体 400 円
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島根県立大学短期大学部◉総合文化学科発行　文化情報誌

第２号  2008
巻頭エッセイ◎何もないなぁ。   FROGMAN
特集◉山陰の小さな博物館

梶川理髪館　　和傘伝承館　　祐生出会いの館
祝凧高橋　飯南町民俗資料館　森崎窯業鬼瓦工房
歯の歴史資料館

山陰ご当地レトルトカレー大試食会
朝市・直売所を楽しむ
商店探訪③岡本一銭屋
イギリスでみつけた小さな「出雲」

注連縄におまじない
懐かしのアイスキャンデー　こだわりのあご野焼き
街のおもしろ文化観察学入門

irreplaceable star
撮影：松本そのか（まつもと・そのか／英語文化系 1 年生）
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定価 420 円 本体400円
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島根県立大学短期大学部◉総合文化学科発行　文化情報誌

第３号  2009

巻頭エッセイ◎無性に島根が好きです。　六子
特集◉鉄
山陰と鉄──玉鋼から特殊鋼へ──
たたら吹き村下◦木原明氏
雲州忠善刃物　　　工房たかちゃん
鉄筋彫刻◦徳持耕一郎さん
米子駅　　境線　　後藤総合車両所
鉄にまつわる島根の伝承文学
鉄と楽器

出雲弁保存会会長◦藤岡大拙先生に聞く
山陰ご当地バーガー大試食会
癒しの田舎ツーリズム（島根県邑南町）

街のおもしろ文化観察学入門④（倉吉編）

北京の下町◦胡同探訪
インドネシアの断食月

ブラインドの妖怪
撮影：金田友希（かねだ・ともき／生活文化デザイン系 1年生）

島根県立大学短期大学部◉総合文化学科発行　文化情報誌
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定価 420 円 本体400円

第 4 号  2010
巻頭エッセイ◎複眼で見る　松本侑子

特集◉山陰の農村 ほっこり出会いの旅
鳥取　鳥取市福部町ラッキョウ
　　　北栄町長芋　　大山町芝
　　　境港市白ネギ
島根　松江市八束町薬用人参
　　　奥出雲町ジュンサイ・米
　　　出雲市唐川町茶　　浜田市旭町棚田

米粉食品大試食会
街のおもしろ文化観察学入門⑤米子編
石見神楽面　　天領太鼓　　松江の橋
ノルマンディー小旅行
Ｒ４３１物語①椅子

Hello!
撮影：三島祥子（みしま・しょうこ／文化資源学系 1年生）

島根県立大学短期大学部◉総合文化学科発行　文化情報誌
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定価 420 円 本体400円

第 5 号  2011

巻頭エッセイ◎隣人から見た「出雲」　足立倫行

特集◉紙
王子製紙米子工場　　山陰中央新報製作センター

加藤紙店　　今井印刷／日宝綜合製本
山根和紙資料館　　石州和紙
ノート制作 吾郷屋さん　　書道 若月響子さん

山陰のかまぼこ大試食会
バクでまちおこし　　堀川遊覧  船頭さん
御来屋の旅　　一畑電車の旅　　トロッコ列車の旅
アメリカ一人旅　　グアムで働く
Ｒ４３１物語②パン

お昼寝
撮影：石田晶子（いしだ・しょうこ／文化資源学系 1年生）



地域文化研究
地域探検学
しまねツーリズム論
妖怪学
小泉八雲入門
へるん作品鑑賞
島根の祭りと芸能
山陰の民話とわらべ歌
人文地理学
文化人類学
自然観察学
多文化共生ネットワーク論
世界の女性と暮らし
観光資源学
ホスピタリティ論
地域デザイン論
建築文化論
住生活学
インテリアと文化
文化情報誌制作Ⅰ
文化情報誌制作Ⅱ
基礎デザイン・色彩論
グラフィックデザイン
コンピュータグラフィックス
写真表現法
ＤＴＰ演習
観光と文化
まちづくり学
消費生活論
歴史的建造物の検証
文化資源の保護
環境資源リノベーション
アメニティ論

リスニング音読
多聴英語
映画リスニング
英会話 A
英会話 B
英語スピーチ
ライティング基礎
英文誌制作
創作ライティング
コミュニカティブ英文法
英語学入門
資格英語Ⅰ
資格英語Ⅱ
メディア英語で知る世界
観光英検英語
トラベル・イングリッシュ
文化とガイド
キッズ ･ イングリッシュ
多読演習 A
多読演習 B
英語読解演習Ⅰ
英語読解演習Ⅱ
英文学入門
米文学入門
英米文学を読む A
英米文学を読む B
英米短編講読
イギリス研究
アメリカ研究
英米文化事情

日本古典文学入門
日本近代文学入門
中国古典入門
古典文学を読む
近代文学を読む
中国古典を読む
児童文学を読む
日本古典文学演習
日本近代文学演習
日本古典文学を歩く
日本文化入門
日本文化論
日本文化演習
詩と小説の創作
古文書解読
日本語学入門
日本語史
一般言語学
意味とことば
日本語の構造
社会言語学
表現文法とレトリック
日本語教授法
音声学
書道Ⅰ
書道Ⅱ

文
化
資
源
学
系

日
本
語
文
化
系

英語文化系

「地域文化研究」――山陰地方の地域文化の特色を学びます。自分の生まれ育っ
た地域の小さな文化を調べて発表したり、松江の街を探索したり。見学もあり
ます。（写真は「カネモリ醬油」見学。100 年物の木桶がいっぱい）

「地域探検学」――文化資源学系の特徴は盛り
沢山のフィールドワーク。特に奥出雲町での 2
泊 3 日の合宿を組み込んだ「地域探検学」は、
ほぼ全編がフィールドワーク。地域の人たちと
の交流は、成長へのジャンプ台。

海外からの留学生や研究者、ＡＬＴなどをゲス
トとして招き、英語で観光案内する 1 泊 2 日の
小旅行。

観光フィールド・トリップ

「赤ずきんちゃん」は英語
で ”Little Red Riding Hood”。
手作りの紙芝居で、英語で
地域の子どもたちにおはな
しの世界をプレゼントしま
す。

「キッズ・イングリッシュ」

音読トレーニングとリスニン
グトレーニングの両輪で、英
語の音感覚を Brush Up!!

「リスニング音読」――「ま
ねる」が語学の王道！

南ユタ大学の学生との交流は 2011 年度から始まりました。体
育館でのドッジボールでは、米国と日本ではルールが少し違って
いることがゲーム途中で発覚。話し合いの結果、”When in Rome, 
do as the Romans do” のことわざ通り、Japanese rules にのっとっ
て試合再開。午後は松江城周辺を案内しました。

4 月、日本語文化系では 1 年生を歓迎する徒歩遠足
に出かけます。日本語文化系らしく、行く先々で歌
も詠みます。さすがでしょ !?

八重垣ツアー

日本語文化系恒例の百人
一首のかるた大会。先輩の
中には、かるたクイーンも
いたんですって !!　八重垣
ツアーとともに、学生と教
員の親睦を深めます。

かるた大会

日本の文化に深く刻み込まれ
た書道を学び、日本文化を実
体験として学びます。墨の香
りのいと清々しきこと。

「書道」の授業

創作集――自分たちの書いた詩や小説
を編集して創作集に。表紙デザインも挿
絵も自分たちで。書店にも並びます。

「小泉八雲入門」――授業
を担当するのは小泉八雲のひ
孫、小泉凡教授。本学ならで
はの特徴的な科目です。授
業ではアイルランドの伝統音
楽に欠かせないブリキの笛＝
ティン・ホイッスルの演奏も。



本誌『のんびり雲』を発行している

とは、こんな学科です。

チュートリアルⅠ
チュートリアルⅡ

日本文化史
出雲古代史
アジア研究

アフリカ研究
食の文化経済史

日中交流史
日韓交流史

特別講義
へるん探求

アジア文化交流
アジア文化演習

海外語学研修
哲学

心理学
文学

読み聞かせの実践
音楽

経済学
社会学

日本国憲法
からだと栄養

数学
生物学

健康・スポーツ科学概論
運動方法実習Ⅰ
運動方法実習Ⅱ

キャリア・プランニング
日本語
英語Ⅰ
英語Ⅱ

フランス語入門
フランス語
中国語入門

中国語
韓国語入門

韓国語
コンピュータ・リテラシーⅠＡ
コンピュータ・リテラシーⅠＢ
コンピュータ・リテラシーⅡＡ
コンピュータ・リテラシーⅡＢ

卒業プロジェクト

生涯学習概論
図書館概論

図書館制度・経営論
図書館情報技術論

図書館サービス概論
情報サービス論
児童サービス論

情報サービス演習Ⅰ
情報サービス演習Ⅱ
図書館情報資源概論

情報資源組織論
情報資源組織演習Ⅰ
情報資源組織演習Ⅱ

図書館基礎特論
図書・図書館史

1 年生の授業「読み聞かせの実践」、2 年生の卒業プロジェクトの 1 つと
して、地域の子どもたちへの絵本の読み聞かせに取り組んでいます。子ど
もたちとの交流には、確かな手ごたえがいっぱい！

教員の研究室で行われる、1 年生の少人
数ゼミ形式の授業です。はじめはお互い
遠慮がちですが、だんだん率直に語り合
える仲間に育っていきます。ゼミ担当教
員は、1 年次の担任です。

「チュートリアル」のゼミ風景――高校から短大への学びの橋渡し

2 年生になると、卒業プロジェク
トのゼミに所属します。1 月は論
文や作品の仕上げ、抄録原稿の提
出、2 月は発表会に向けての準備、
と頑張りどころいっぱいです。ゼ
ミ担当教員は 2 年次の担任です。

「卒業プロジェクト」――1 つのテーマにじっくり取り組む

おはなしのじかん――おはなしレストランライブラリーでの読み聞かせ

万里の長城。北方辺境防衛のために、こんな長大な
城壁を造った中国の古の人々に思いを馳せつつ……、
上り坂をフーフー言いながら登ります。

「アジア文化演習」――中国・韓国への研修旅行

2 週間の滞在中、午前中はキャンパスで実践英語をしっかり
勉強し、午後はマリナーズ観戦、乗馬体験、OG が活躍する
現地の企業訪問など、様ざまな活動に出かけます。異文化を
肌で体験する絶好のチャンス！

「海外語学研修」――米国セントラルワシントン大学（ＣＷ
Ｕ）での語学研修

座学も大事。新たな知識・
視点に出会うことができま
す。

「日本文化史」――大講
義室での授業風景

◉総合文化学科には、文化資
源学系、英語文化系、日本語
文化系の３つの系（コース）
があります。
◉それぞれの系が多彩なカリ
キュラムを用意しています。
◉地域での実践・体験型授業

（フィールドワーク）の充実
に力を入れています。

総合文化学科のカリキュラムには
「文化情報誌制作Ⅱ」という科目
があります。その授業内容は、ず
ばり「『のんびり雲』の制作」。2
年生向けの配当科目です。
1年生は授業としてではなく、サー
クル活動のような形で『のんびり
雲』の制作に参加します。
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な
に
少
な
く
て
大
丈
夫
な
の
か
と
思
い
ま
し
た

が
、
一
年
生
が
た
く
さ
ん
参
加
し
て
く
れ
て
、

無
事
に
雑
誌
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
昨
年
よ
り
多
く
の
取
材
に
同
行
し
ま

し
た
。
取
材
に
行
く
ご
と
に
私
の
知
ら
な
か
っ

た
山
陰
の
人
、
街
、
モ
ノ
、
味
を
知
る
こ
と
が

で
き
て
、
と
て
も
貴
重
な
体
験
で
し
た
。
私
は

「
山
陰
の
ま
ん
じ
ゅ
う
試
食
会
」
を
担
当
し
た

の
で
す
が
、
ま
ん
じ
ゅ
う
が
一
度
に
全
部
は
集

ま
ら
な
い
た
め
三
回
に
分
け
て
試
食
会
を
行
い

ま
し
た
。
嫌
々
三
回
と
も
参
加
し
て
く
れ
た
編

集
部
員
も
い
て
申
し
訳
な
か
っ
た
で
す
。
け
れ

ど
も
み
ん
な
の
協
力
の
お
か
げ
で
本
当
に
良
い

記
事
が
書
け
ま
し
た
。

　
「
の
ん
び
り
雲
」
は
山
陰
に
住
ん
で
い
る
人

も
知
ら
な
い
よ
う
な
山
陰
の
い
い
と
こ
ろ
を
伝

え
る
雑
誌
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
た
く
さ

ん
の
人
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。（
詩
織
）

▪
高
校
時
代
か
ら
、
や
っ
て
み
た
い
な

と
い
う
気
持
ち
で
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
入
学
し
て
「
の
ん
び
り
雲
」
の
編
集
部
員

募
集
と
聞
い
た
と
き
「
や
る
し
か
な
い
!!
」
と

思
い
参
加
し
ま
し
た
。

　

取
材
に
行
っ
て
か
ら
約
二
か
月
半
で
よ
う
や

く
完
成
し
ま
し
た
。
初
め
て
の
取
材
で
聞
き
た

い
こ
と
が
上
手
く
聞
け
ず
、
も
っ
と
深
く
聞
け

た
の
で
は
と
後
悔
も
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
取

材
か
ら
原
稿
を
仕
上
げ
る
ま
で
が
長
か
っ
た
で

す
。
先
生
に
駄
目
だ
し
を
く
ら
っ
て
は
直
し
の

繰
り
返
し
で
、
心
が
折
れ
る
寸
前
で
な
ん
と
か

原
稿
が
完
成
。

　

達
成
感
に
浸
る
間
も
な
く
誌
面
の
レ
イ
ア
ウ

ト
作
業
に
入
り
ま
す
。
写
真
を
張
り
付
け
る
だ

▪
今
回
の
「
の
ん
び
り
雲
」
で
は
、
特

別
企
画
と
し
て
「︿
あ
ら
び
か
コ
ー

ヒ
ー
﹀
で
楽
し
む
六
子
の
の
ん
び
り
＋
ほ
っ
こ

り
ラ
イ
ブ
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
の
方
の
ラ
イ
ブ
模
様
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
記

事
を
書
か
せ
て
も
ら
う
と
い
う
体
験
が
出
来
て

大
満
足
で
す
。
ど
う
で
し
た
か
？（
ド
キ
ド
キ
）

　

六
子
さ
ん
と
は
初
対
面
で
し
た
が
、
と
て
も

気
さ
く
な
方
で
本
当
に
可
愛
く
て
…
…
テ
ン

シ
ョ
ン
が
上
が
り
ま
し
た
（
笑
）。
今
ま
で
よ

り
も
六
子
さ
ん
の
曲
も
聴
く
よ
う
に
な
り
既
に

虜
で
す
！　

本
当
に
素
敵
な
出
会
い
で
し
た
。

会
場
の
︿
あ
ら
び
か
コ
ー
ヒ
ー
﹀
も
と
て
も
心

地
好
い
雰
囲
気
の
店
内
で
、
コ
ー
ヒ
ー
も
カ

レ
ー
も
絶
品
で
し
た
。
皆
さ
ん
も
是
非
行
っ
て

み
て
く
だ
さ
い
ね
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
六
子
さ
ん
を
は
じ

め
と
す
る
㈱
ミ
ュ
ー
ジ
ア
の
皆
様
、
会
場
と
し

て
お
世
話
に
な
っ
た
︿
あ
ら
び
か
コ
ー
ヒ
ー
﹀

の
皆
様
、
ラ
イ
ブ
に
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
っ
た

皆
様
…
…
こ
の
企
画
に
関
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た

全
て
の
方
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。（
里

沙
）▪

昨
年
の
「
の
ん
び
り
雲
」
第
５
号
で

も
記
事
を
書
き
ま
し
た
。
雑
誌
が
出

来
上
が
っ
た
と
き
の
何
と
も
言
え
な
い
喜
び
を

も
う
一
度
味
わ
い
た
く
て
、
今
年
の
「
の
ん
び

り
雲
」
の
制
作
に
も
参
加
し
ま
し
た
。
二
年
生

は
授
業
と
し
て
制
作
を
行
う
の
で
す
が
、
何
と

集
ま
っ
た
二
年
生
編
集
部
員
は
七
人
！　

こ
ん
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け
と
軽
く
考
え
て
い
た
私
は
間
違
っ
て
い
ま
し

た
。
何
日
に
も
わ
た
り
、
慣
れ
な
い
パ
ソ
コ
ン

と
の
格
闘
で
す
。
何
と
か
出
来
上
が
っ
た
と
き

は
、
達
成
感
よ
り
、
無
事
に
で
き
た
と
い
う
安

心
感
の
方
が
大
き
か
っ
た
で
す
。

　

今
回
そ
ん
な
経
験
を
し
た
私
で
す
が
、
来
年

も
編
集
部
員
を
希
望
す
る
と
思
い
ま
す
。「
の

ん
び
り
雲
」
に
は
そ
ん
な
魅
力
と
や
り
が
い
が

あ
り
ま
し
た
。（
知
里
）

▪
高
校
生
の
時
、
先
輩
や
高
校
の
先
生

か
ら
「
楽
し
い
よ
」「
や
っ
て
み
た

ら
？
」
と
言
わ
れ
て
始
め
た
「
の
ん
び
り
雲
」。

実
際
、
い
ろ
ん
な
人
の
取
材
に
つ
い
て
行
く
の

は
楽
し
か
っ
た
し
、
自
分
の
記
事
は
取
材
に
行

く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
た
く
さ
ん
の
人
の
話

が
聞
け
て
面
白
か
っ
た
。

　

が
、
し
か
し
。
い
ざ
記
事
に
し
よ
う
と
い
う

段
階
で
「
あ
れ
、
こ
れ
本
当
に
完
成
す
る
の

か
？
」
と
思
い
始
め
、
途
中
か
ら
は
一
年
生
の

の
ん
び
り
雲
仲
間
と
「
や
ば
い
！
ど
う
し
よ

ず
か
し
く
な
っ
て
き
た
。
編
集
長
か
ら
Ｏ
Ｋ
を

も
ら
い
、
自
分
と
し
て
も
「
頑
張
っ
た
」
と
思

え
る
出
来
だ
と
思
う
が
、
し
か
し
不
安
は
拭
え

な
い
。手
作
り
感
満
載
の「
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ

ク
島
根
」、
楽
し
ん
で
も
ら
え
た
ら
幸
い
で
あ

る
。（
さ
と
実
）

▪
第
六
号
は
ひ
と
き
わ
思
い
出
に
残
る

号
と
な
り
ま
し
た
。
特
別
企
画
の
六

子
ラ
イ
ブ
は
、
か
な
り
大
そ
れ
た
試
み
で
し
た

が
、
お
か
げ
さ
ま
で
と
ん
と
ん
と
事
が
運
び
、

気
が
つ
い
た
ら
終
わ
っ
て
い
た
感
じ
で
す
。
ほ

ん
と
う
に
、
ほ
っ
こ
り
し
ま
し
た
。

　

三
浦
義
武
の
記
事
は
、
と
て
も
私
た
ち
の
手

に
負
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
浜
田
市
世
界
こ

ど
も
美
術
館
の
神
英
雄
さ
ん
に
お
願
い
し
た
の

で
す
が
、
こ
れ
が
ま
た
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

し
た
。
長
年
、
義
武
の
足
跡
を
追
っ
て
き
た
神

さ
ん
は
、
最
近
に
な
っ
て
次
々
と
新
た
な
事
実

を
突
き
止
め
、
集
大
成
の
と
き
を
迎
え
て
お
ら

れ
た
の
で
す
。（
大
）

う
！
」
と
騒
ぎ
出
す
私
。
し

か
も
、「
挿
絵
も
や
り
ま
す
」

と
、
や
っ
た
こ
と
も
な
い
こ

と
に
ま
で
手
を
出
し
て
し
ま

い
、
締
め
切
り
が
近
づ
く
に

つ
れ
て
頭
は
パ
ニ
ッ
ク
。
安

易
に
考
え
て
い
た
が
、
挿
絵

を
描
く
と
い
う
こ
と
が
こ
ん

な
に
大
変
な
の
か
と
初
め
て

知
っ
た
。

　

記
事
が
完
成
に
近
づ
く

と
、「
こ
れ
が
た
く
さ
ん
の

人
に
読
ま
れ
る
の
か
」
と
恥

編
集
後
記


