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い
る
の
が
不
思
議
な
感
覚
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
「
ど
ん
な
構
造
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と

思
っ
た
こ
と
か
ら
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
作
る
職

人
に
な
ろ
う
と
決
心
。
日
本
で
唯
一
、
徒
弟
制

度
を
導
入
す
る｢

東
京
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
製
作
学

校｣

を
知
り
、
中
学
卒
業
後
、
無む

ら

た
量
塔
蔵
六
さ

ん
（
親
方
）
に
弟
子
入
り
し
よ
う
と
し
ま
す
が
、

親
方
か
ら
、
高
校
は
卒
業
す
る
こ
と
と
、
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
を
弾
け
る
こ
と
を
条
件
に
出
さ
れ
ま

す
。
そ
こ
で
、
高
校
時
代
は
週
一
で
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
の
レ
ッ
ス
ン
に
通
い
、
毎
日
四
時
間
練
習

し
、
高
校
卒
業
後
は
念
願
の
弟
子
入
り
を
果
た

し
ま
し
た
。

努
力
を
重
ね
た
修
行
時
代

　

岡
野
さ
ん
の
弟
子
入
り
し
た｢

東
京
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
製
作
学
校｣

は
徒
弟
制
度
で
、
生
徒
を

毎
年
四
人
ま
で
し
か
受
け
入
れ
な
い
少
人
数
制

弦楽器の聖地をめざして

香 川 詩 保 里
　

鳥
取
県
東
伯
郡
三
朝
町
の
温
泉
街
の
一
角

に
、
今
回
取
材
し
た
み
さ
さ
美
術
館
は
あ
り
ま

す
。

　

み
さ
さ
美
術
館
は
、
弦
楽
器
（
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
、
ヴ
ィ
オ
ラ
、
チ
ェ
ロ
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
）

の
製
作
工
程
の
紹
介
や
レ
プ
リ
カ
の
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
な
ど
が
展
示
さ
れ
た
、
い
わ
ば
「
弦
楽
器

製
作
の
美
術
館
」
で
す
。
弦
楽
器
職
人
の
岡
野

壮た
け
ひ
と人
さ
ん
（
32
）
が
二
〇
一
三
年
七
月
か
ら
館

長
に
就
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
美
術
館
の
敷
地
内

に
鳥
取
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
製
作
学
校
が
あ
り
、
一

人
の
生
徒
さ
ん
が
楽
器
を
熱
心
に
作
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。

　

私
は
高
校
時
代
、
管
弦
楽
部
に
所
属
し
て
お

り
、
楽
器
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
で
岡
野
さ
ん
に
お

世
話
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
岡
野
さ
ん

が
な
ぜ
三
朝
を
活
動
拠
点
と
さ
れ
て
い
る
の
か

気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
取
材
を
思
い
立
ち

ま
し
た
。

木
の
箱
の
不
思
議
に
魅
せ
ら
れ
て

　

鳥
取
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
製
作
学
校
内
の
、
木
の

香
り
の
す
る
岡
野
さ
ん
の
ア
ト
リ
エ
で
お
話
を

伺
い
ま
し
た
。

　

岡
野
さ
ん
は
倉
吉
市
出
身
。
小
学
生
の
頃
か

ら
木
工
工
作
が
好
き
で
、
家
具
職
人
な
ど
木
工

に
関
わ
る
仕
事
が
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。
ま
た
、
岡
野
さ
ん
の
お
母
様
は
ピ
ア
ノ

の
先
生
、
弟
さ
ん
も
ピ
ア
ノ
を
習
っ
て
お
り
、

音
楽
に
は
縁
が
あ
り
ま
し
た
。
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン

職
人
を
志
す
き
っ
か
け
は
、
中
学
二
年
の
と
き

に
ク
ラ
シ
ッ
ク
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
っ
た
こ
と
。

木
の
箱
か
ら
出
た
音
が
、
ホ
ー
ル
中
に
響
い
て

みささ美術館・ヴァイオリン製作学校
（鳥取県三朝町）
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の
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
製
作
を
専
門
的
に
学
べ
る

四
年
制
の
学
校
で
す
（
現
在
は
廃
校
）。
無
量

塔
さ
ん
は
、
日
本
人
で
唯
一
、
国
外
の
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
製
作
コ
ン
ク
ー
ル
の
審
査
員
を
さ
れ
て

い
る
、
日
本
を
代
表
す
る
弦
楽
器
職
人
で
す
。

　

｢

親
方
は
江
戸
っ
子
で
激
情
型
の
人
だ
っ
た

か
ら
、
理
不
尽
に
怒
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た｣

と
岡
野
さ
ん
。
入
学
し
て
最
初
は
必
死
で
基
礎

を
勉
強
し
、
一
年
半
で
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
一
本
を

製
作
し
、
二
年
の
先
輩
に
追
い
つ
く
ほ
ど
の
技

術
を
身
に
つ
け
ま
し
た
。
熱
心
に
製
作
に
取
り

組
み
、
進
ん
で
雑
用
も
し
て
、
親
方
に
認
め
ら

れ
、
弓
の
製
作
な
ど
、
他
の
生
徒
が
教
わ
っ
て

い
な
い
こ
と
も
教
わ
り
ま
し
た
。

　

四
年
が
終
了
後
も
一
年
半
は
無
量
塔
さ
ん
の

も
と
に
と
ど
ま
り
後
輩
指
導
や
楽
器
製
作
を
し

ま
す
が
、
も
う
一
人
の
師
匠
、
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・

プ
ロ
イ
ス
さ
ん
と
出
会
い
、
更
に
四
年
間
の
修

行
と
フ
ラ
ン
ス
研
修
を
経
て
独
立
し
ま
す
。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
職
人
の
仕
事

　

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
職
人
の
仕
事
は
、
製
作
・
調

整
・
修
理
・
修
復
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　

調
整
は
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
美
し
い
音
色
を

保
つ
た
め
の
作
業
で
、
具
体
的
に
は
弓
の
張
替

え
や
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
本
体
の
中
心
部
に
立
つ

｢

魂
柱｣

と
い
う
木
の
棒
の
位
置
の
修
正
な
ど

で
す
。

　

修
理
は
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
音
色
に
影
響
す

る
よ
う
な
物
理
的
な
問
題
を
改
善
す
る
こ
と

で
、
具
体
的
に
は
割
れ
目
を
継
ぎ
合
わ
せ
る
、

欠
け
て
い
る
部
分
を
補
強
す
る
な
ど
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
修
復
は
、
一
言
で
い
え
ば
オ
リ

ジ
ナ
ル
に
限
り
な
く
戻
す
こ
と
で
す
。
具
体
的

に
は
割
れ
目
を
肉
眼
で
見
え
な
い
よ
う
に
す

る
、木
の
年
輪
を
描
い
て
復
元
す
る
な
ど
で
す
。

　

岡
野
さ
ん
が
学
生
時
代
、
特
に
興
味
を
持
っ

て
い
た
仕
事
は
修
復
で
し
た
。『
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
・
デ
ィ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
』
と
い
う
本
を
読

ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
修
復
に
興
味
が
わ

い
た
そ
う
で
す
。
木
の
年
輪
の
模
様
を
描
く
な

ど
、
一
番
不
思
議
で
面
白
い
お
仕
事
だ
と
思
い

ま
し
た
。

　

岡
野
さ
ん
の
専
門
は
楽
器
製
作
で
す
。
特
に

ガ
ル
ネ
リ
・
デ
ル
・
ジ
ェ
ス
と
い
う
、
イ
タ
リ

ア
の
ク
レ
モ
ナ
出
身
の
ガ
ル
ネ
リ
と
い
う
製
作

者
一
族
が
製
作
し
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
モ
デ
ル
の

レ
プ
リ
カ
製
作
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
約
三
百
年

前
の
製
作
法
で
作
る
た
め
、
使
用
さ
れ
る
道
具

も
当
時
の
も
の
を
再
現
し
て
製
作
さ
れ
て
い
ま

す
。「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
本
体
の
裏
板
と
表
板
の

フ
ォ
ル
ム
は
異
な
り
、
左
右
も
均
等
で
は
な
い

の
で
、
あ
る
程
度
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
で
作
る
。
機

械
で
は
出
来
な
い
、
ロ
ー
テ
ク
な
ら
で
は
の
仕

事
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

他
、
フ
ル
オ
ー
ダ
ー
で
の
楽
器
製
作
も
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
製
作
は
な
ん
と
二
年
待
ち
。
い
か

に
岡
野
さ
ん
の
職
人
技
術
が
素
晴
ら
し
い
の
か

分
か
り
ま
す
。

　

ア
ト
リ
エ
で
お
話
を
伺
っ
た
後
、
鉋
か
ん
な
で
木
の

表
面
を
削
る
作
業
を
少
し
だ
け
体
験
し
ま
し

た
。
私
は
と
て
も
不
器
用
な
の
で
不
安
で
し
た

が
挑
戦
し
ま
し
た
。
す
る
と
、｢

あ
れ
？
削
れ

て
な
い｣

。
も
う
一
度
。｢

ま
だ
削
れ
て
な
い
」。

何
度
か
や
っ
て
、
微
妙
に
削
れ
ま
し
た
。「
本

当
に
不
器
用
な
ん
で
す
ね｣

と
職
人
の
お
墨

付
き
（
？
）
を
頂
き
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
取

材
に
同
行
し
て
い
た
倉
上
さ
ん
が
や
っ
て
み
る

■（左上）岡野さんと無量塔さんのサインが入っている、上質な材木。（右下）製作途中のチェロを持
つ岡野さん。（左下）ニスの塗られていない真っ白な指板。
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す
ご
い
方
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

二
〇
〇
九
年
、
岡
野
さ
ん
は
結
婚

と
同
時
に
地
元
・
倉
吉
に
帰
り
、
実

家
の
倉
庫
を
改
造
し
て
ア
ト
リ
エ
に

し
ま
し
た
。｢

何
も
な
い
と
こ
ろ
か

ら
一
つ
ず
つ
や
っ
て
い
く
し
か
な

い
」
と
決
心
し
て
の
こ
と
で
し
た
。

最
初
の
三
、四
ヶ
月
は
無
収
入
。「
始

め
た
頃
は
、
や
っ
と
独
立
し
て
一
人

前
に
な
っ
た
つ
も
り
で
い
た
。
良
い

楽
器
を
作
り
た
い
と
い
う
理
想
を

持
っ
て
い
て
、
お
客
さ
ん
の
求
め
て

い
る
も
の
と
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
プ
ラ
イ
ド
が
あ
っ
た
。

お
客
さ
ん
と
は
楽
器
の
話
し
か
せ

ず
、
も
の
ご
と
を
利
己
的
に
考
え
て

い
て
、
エ
ゴ
の
塊
で
し
た｣

。
上
質

で
高
価
な
素
材
に
こ
だ
わ
り
、
製
作

し
て
い
ま
し
た
。

　

で
す
が
、
徐
々
に
自
分
の
や
り
方

と
、
と
て
も
き
れ
い
に
削
れ
て
い
て
、
岡
野
さ

ん
に
も
褒
め
ら
れ
る
腕
前
で
し
た
。

地
元
・
倉
吉
に
ア
ト
リ
エ
を
作
る

　

｢

地
元
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
を
前
提
に
弟
子

入
り
し
た
ん
で
す｣

。
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
職
人
は

東
京
で
ア
ト
リ
エ
を
開
く
人
が
ほ
と
ん
ど
だ
と

聞
い
て
い
た
の
で
驚
き
ま
し
た
。
ま
た
、
岡
野

さ
ん
の
よ
う
に
弦
楽
器
製
作
が
メ
イ
ン
の
職
人

は
全
国
で
も
稀
で
、
普
通
は
駒
や
弓
な
ど
の
製

作
が
メ
イ
ン
で
す
。
学
生
の
頃
か
ら｢

弦
楽
器

の
文
化
を
地
元
に
も
広
め
た
い｣

と
い
う
意
志

を
持
っ
て
修
行
を
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
知
り
、

に
違
和
感
を
覚
え
始
め
、｢
誰
の
た
め
に
楽
器

を
作
る
の
か｣

を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

い
ま
す
。｢

か
っ
こ
つ
け
る
の
を
や
め
て
、
お

客
さ
ん
が
必
要
と
し
て
い
る
の
は
ど
ん
な
楽
器

か
を
考
え
、
使
い
や
す
さ
を
意
識
し
て
作
る
よ

う
に
な
っ
た
。
利
己
的
に
考
え
る
と
も
の
ご
と

は
上
手
く
進
ま
な
い
。
他
の
人
の
こ
と
を
考
え

て
仕
事
を
す
る
と
、
不
思
議
と
上
手
く
い
く
ん

で
す｣

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

技
術
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
嬉
し
い

　

現
在
は
、昔
よ
り
も
安
い
素
材
を
使
い
つ
つ
、

質
を
落
と
さ
ず
技
術
で
よ
い
も
の
を
作
ろ
う
と

考
え
、
楽
器
製
作
さ

れ
て
い
ま
す
。
楽
器

の
こ
と
以
外
に
他
愛

も
な
い
会
話
を
す
る

こ
と
で
、
お
客
さ
ん

の
好
み
や
性
格
を
知

り
、
そ
の
人
に
合
う

楽
器
を
作
る
よ
う
に

努
め
て
い
る
の
だ
そ

う
で
す
。｢

少
し
の

工
夫
で
使
い
や
す
く

し
て
、
お
客
さ
ん

に
喜
ば
れ
た
と
き
、

や
っ
て
て
よ
か
っ
た

と
思
っ
た｣

。
話
を

聞
い
て
、
職
人
は
、

楽
器
だ
け
で
な
く
人

と
の
対
話
も
大
事
で

あ
り
、
お
客
さ
ん
の

求
め
る
も
の
を
考
え

な
が
ら
の
仕
事
な
の
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。

　
「
徐
々
に
お
客
さ
ん
が
増
え
、
楽
器
の
修
理

を
頼
ま
れ
て
良
い
楽
器
を
触
る
機
会
も
あ
り
、

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
が
る
」
と
岡
野
さ
ん
。

都
会
に
有
名
な
店
が
集
中
す
る
な
か
、
広
島
な

ど
の
遠
方
か
ら
来
ら
れ
る
お
客
さ
ん
も
い
る
そ

う
で
す
。｢

自
分
の
技
術
を
認
め
て
も
ら
え
た

の
が
す
ご
く
嬉
し
い
。
自
分
の
や
っ
て
き
た
こ

と
が
無
駄
で
は
な
か
っ
た
と
実
感
で
き
ま
し

た
」。
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
の
つ
な
が
り
も
で
き

ま
し
た
。｢

一
つ
だ
け
悔
い
が
残
る
の
は
、
小

さ
い
頃
可
愛
が
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
祖
母
に
自

分
の
ア
ト
リ
エ
を
見
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と｣

と
話
さ
れ
て
い
た
の
が
切
な
い
で
す
。

三
朝
に
音
楽
文
化
を

　

鳥
取
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
製
作
学
校
は
二
〇
一
一

年
に
開
校
し
た
、
四
年
制
・
徒
弟
制
度
の
学
校

で
す
。
現
在
二
人
の
生
徒
さ
ん
が
い
ま
す
。
少

人
数
で
も
い
い
か
ら
、
世
界
で
活
躍
す
る
人
材

を
育
て
た
い
と
い
う
思
い
で
設
立
さ
れ
ま
し

た
。｢

や
る
か
ら
に
は
中
途
半
端
で
終
わ
ら
ず
、

一
人
前
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
入
学
希
望
者
に
は

面
接
を
行
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
入
学
を
断
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
」。
職
人
の
育
成
に
並
々
な

ら
ぬ
思
い
を
抱
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
ひ
し
ひ

■（右上）アトリエにて岡野さんのお話を聞く取材班。（右下）チェロと材木。（左）
木の表面を削る岡野さん。

■（右上）みささ美術館２階のコンサート会場。（左）岡野さんの制作したコン
トラバス。



し
と
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

｢
ふ
る
さ
と
の
魅
力
は
、
何
も
な
い
、
交
通

の
便
利
が
悪
い
、
特
色
の
な
い
こ
と
。
だ
か
ら

こ
そ
、
新
し
い
文
化
＝
音
楽
文
化
を
つ
く
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
可
能
性
を
秘
め
て
い
る｣

と
語
る
岡
野
さ
ん
。
三
朝
に
移
る
前
、
倉
吉
の

ア
ト
リ
エ
よ
り
広
い
場
所
に
拠
点
を
移
し
た
い

と
思
っ
て
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。そ
ん
な
と
き
、

み
さ
さ
美
術
館
の
指
定
管
理
者
が
公
募
さ
れ
て

い
る
の
を
知
り
、
三
朝
へ
拠
点
を
移
し
、
音
楽

文
化
を
築
こ
う
と
考
え
て
、｢

み
さ
さ
弦
楽
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト｣

を
立
ち
上
げ
て
指
定
管
理
者
に

応
募
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
去
年
か
ら
み
さ
さ

美
術
館
指
定
管
理
者
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
て
い

ま
す
。

ロ
ッ
ク
な
生
き
方

　

岡
野
さ
ん
は
バ
イ
ク
好
き
で
、
学
生
の
頃
に

バ
イ
ク
を
購
入
し
、
な
ん
と
ア
マ
チ
ュ
ア
レ
ー

ス
に
参
加
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
バ
イ
ク
事

故
で
右
肩
に
プ
レ
ー
ト
入
っ
て
い
る
ん
だ
と
さ

ら
り
と
言
わ
れ
、取
材
班
一
同
が
驚
き
ま
し
た
。

　

｢

ロ
ッ
ク
に
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
は
な
い
魅
力

が
あ
る
ん
で
す
」。
ロ
ッ
ク
が
大
好
き
で
、
高

校
時
代
は
バ
ン
ド
で
ド
ラ
ム
を
叩
い
て
い
た
そ

う
で
す
。
話
を
伺
っ
て
い
る
と
、
楽
器
製
作
や

美
術
館
経
営
、
音
楽
に
対
す
る
熱
意
・
情
熱
が

ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
て
、
と
て
も
ロ
ッ
ク

な
生
き
方
を
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
理
想

を
実
行
す
る
力
も
備
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

が
す
ご
い
で
す
。

地
産
の
木
で
弦
楽
器
を
！

　

今
後
の
目
標
・
活
動
方
針
に
つ
い
て
尋
ね
る

と
、熱
心
に
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
現
在
、

み
さ
さ
美
術
館
は
三
朝
町
か
ら
の
補
助
を
う
け

て
経
営
し
て
い
ま
す
が
、
岡
野
さ
ん
は｢

補
助

で
成
り
立
つ
も
の
に
永
続
性
は
な
い｣

と
、
四

年
以
内
に
独
立
す
る
こ
と
を
計
画
し
、
持
続
的

に
文
化
を
作
り
上
げ
よ
う
と
努
力
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
の
公
演
回
数
の
増
加
、
現
在
の

建
物
を
建
て
替
え
て
町
の
景
観
に
合
う
よ
う
に

す
る
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
製
作
に
関
す
る
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
名
称
へ
の
変
更

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
標
が
あ
る
そ
う
で
す
。

将
来
の
美
術
館
が
と
て
も
楽
し
み
で
す
。

　

製
作
者
と
し
て
の
今
後
の
目
標
は
、
三
朝
町

産
の
ト
チ
の
木
を
利
用
し
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・

ヴ
ィ
オ
ラ
・
チ
ェ
ロ
・
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
を
作
り
、

そ
れ
ら
を
地
元
演
奏
家
が
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
演

奏
す
る
こ
と
。
日
本
の
材
木
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産

よ
り
密
度
と
強
度
は
劣
り
ま
す
が
、
良
質
な
木

を
探
し
、
技
術
で
材
木
を
補
強
し
て
製
作
す
る

そ
う
で
す
。

　
「
地
産
の
木
を
利
用
し
、
地
元
の
人
に
演
奏

し
て
も
ら
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
か
ら
、
製
作

は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
行
い
ま
す
」。
四
本
の
楽

器
が
製
作
で
き
る
ト
チ
の
木
は
探
し
て
い
る
最

中
と
の
こ
と
で
、
早
く
見
つ
か
り
、
地
元
産
の

弦
楽
器
が
演
奏
さ
れ
る
こ
と
が
楽
し
み
で
す
。

　

取
材
を
振
り
返
る
と
、
私
が
一
つ
質
問
を
す

る
と
、
聞
こ
う
と
思
っ
て
い
た
こ
と
以
上
の
答

え
が
返
っ
て
き
て
、
岡
野
さ
ん
の
弦
楽
器
製
作

に
か
け
る
情
熱
、
こ
の
地
に
音
楽
文
化
を
築
く

と
い
う
大
き
な
志
が
す
ご
く
伝
わ
っ
て
き
ま
し

た
。
三
朝
の
音
楽
文
化
の
発
展
と
、
岡
野
さ
ん

の
今
後
の
活
躍
を
願
い
つ
つ
、
こ
の
記
事
で
さ

ま
ざ
ま
な
人
に
み
さ
さ
美
術
館
を
知
っ
て
頂
け

た
ら
、
と
思
い
ま
す
。

（
か
が
わ
・
し
お
り
／
日
本
語
文
化
系
一
年
生
）

■（左上）ヴァイオリン本体の材木。（左中段）豆鉋。手と比べてみると小
さいです。（下）展示室を見学する取材班。

■鳥取ヴァイオリン製作学校の前で記念撮影。
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雨
の
降
る
土
曜
日
の
午
前
、
子
ど
も
た
ち
が

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
手
に
練
習
を
し
て
い
る
最
中

に
、
取
材
班
は
お
邪
魔
し
ま
し
た
。

　

取
材
し
た
の
は
倉
吉
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
で
す
。
倉
吉
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
（
通

称
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ケ
）
は
鳥
取
県
の
中
部
、
倉
吉

市
を
主
な
活
動
拠
点
と
し
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・

ヴ
ィ
オ
ラ
・
チ
ェ
ロ
・
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
の
弦
楽

合
奏
団
と
し
て
結
成
さ
れ
た
任
意
団
体
で
す
。

メ
ン
バ
ー
は
小
中
高
生
が
対
象
と
な
っ
て
い
ま

す
。
初
級
ク
ラ
ス
と
上
級
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
て

お
り
、
今
回
は
初
級
ク
ラ
ス
を
中
心
に
取
材
し

ま
し
た
。

　

か
つ
て
私
も
こ
の
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ケ
の
初
級
ク

ラ
ス
・
上
級
ク
ラ
ス
で
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
教

わ
っ
て
い
た
の
で
、
鳥
取
県
中
部
で
育
つ
弦
楽

器
文
化
を
少
し
で
も
多
く
の
人
々
に
知
っ
て
ほ

し
い
と
い
う
思
い
で
取
材
先
に
選
び
ま
し
た
。

倉
吉
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
は

　

倉
吉
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
平
成
六

（
一
九
九
四
）
年
に
結
成
さ
れ
、
今
年
で
二
十

周
年
を
迎
え
ま
す
。
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年

八
月
に
結
成
記
念
演
奏
会
を
開
き
、
今
ま
で
に

二
十
回
近
く
の
定
期
演
奏
会
が
開
か
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年
か
ら

は
、
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ケ
各
メ
ン
バ
ー
の
合
奏
技
術

と
個
人
技
術
の
向
上
を
目
的
に
、
弦
楽
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
と
い
う
名
の
演
奏
会
が
毎
年
開
か
れ

て
い
ま
す
。
児
童
・
生
徒
の
段
階
で
弦
楽
器
に

親
し
み
、
演
奏
技
術
を
習
得
し
て
、
将
来
一
般

社
会
で
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
活
動
に
参
加
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

指
導
者
は
、
代
表
兼
指
揮
者
を
務
め
る
山
田

衛も
り
お生
先
生
（
74
）
他
、
五
名
お
ら
れ
ま
す
。
五

名
と
も
、
倉
吉
室
内
合
奏
団
と
い
う
、
社
会
人

向
け
の
弦
楽
合
奏
団
の
団
員
で
あ
り
、
う
ち
三

名
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
教
室
を
も
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
運
営
は
、
指
導
者
と
保
護
者
で
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

倉
吉
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
代
表
兼
指
導

者
の
山
田
衛
生
先
生
に
、
結
成
の
き
っ
か
け
な

地
域
に
根
ざ
す
、

子
ど
も
た
ち
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

―
―
倉
吉
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
―
―
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ど
を
伺
い
ま
し
た
。

　

倉
吉
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
結
成
は
、
平

成
十
（
一
九
九
八
）
年
に
第
二
十
二
回
全
国
高

等
学
校
総
合
文
化
祭
・
器
楽
管
弦
楽
部
門
が
鳥

取
県
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
備
え
、
小
中
学
生

の
段
階
で
弦
楽
器
に
触
れ
て
技
術
を
磨
き
、
高

校
生
に
な
っ
た
と
き
に
総
合
文
化
祭
で
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
に
参
加
で
き
る
人
材
を
育
成
し
よ
う
と

結
成
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

当
時
、
山
田
先
生
は
倉
吉
市
内
の
高
校
で
音

楽
教
師
を
さ
れ
て
お
り
、
総
合
文
化
祭
の
鳥
取

県
合
同
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指
導
者
兼
指
揮
者
を

す
る
予
定
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
数
年
前
か
ら
倉

吉
に
小
中
学
生
向
け
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
作
っ

て
お
こ
う
と
働
き
か
け
た
の
だ
そ
う
で
す
。「
基

礎
的
な
こ
と
を
小
中
学
生
の
段
階
で
身
に
つ
け

た
ほ
う
が
、
高
校
か
ら
始
め
て
い
き
な
り
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
で
弾
く
よ
り
も
、
演
奏
の
幅
が
広
が

る
か
ら｣

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

初
級
ク
ラ
ス
と
上
級
ク
ラ
ス

   

初
級
ク
ラ
ス
は
、
弦
楽
器
初
心
者
の
た
め
に

平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年｢

鳥
取
県
子
ど
も

文
化
ス
ク
ー
ル
支
援
事
業｣

に
よ
っ
て
新
設
さ

れ
ま
し
た
。
鳥
取
県
か
ら
の
助
成
金
を
受
け
、

楽
器
は
無
料
で
貸
与
さ
れ
る
の
で
、
弦
楽
器
を

始
め
や
す
い
環
境
が
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
毎

月
第
二
・
四
土
曜
日
の
九
時
～
十
時
半
、
リ
フ

レ
プ
ラ
ザ
倉
吉
（
倉
吉
市
住
吉
町
）
で
練
習
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
入
団
対
象
は
、
小
学
四
年

生
か
ら
高
校
一
年
生
ま
で
の
、
弦
楽
器
を
始
め

た
い
初
心
者
で
、
練
習
に
参
加
で
き
、
自
宅
で

も
練
習
で
き
る
子
ど
も
で
す
。
現
在
の
メ
ン

バ
ー
は
第
七
期
生
で
、
男
女
含
め
十
名
が
練
習

に
励
ん
で
い
ま
し
た
。
今
年
の
メ
ン
バ
ー
は
み

な
、
人
気
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
で
し
た
。

　

初
級
で
は
、
初
め
に
楽
器
の
構
え
方
、
音
の

出
し
方
（
弓
の
ボ
ウ
イ
ン
グ
）、
音
階
練
習
を

学
び
ま
す
。
次
の
段
階
で
は
、
初
級
用
の
テ
キ

ス
ト
で
、『
き
ら
き
ら
星
』
な
ど
の
易
し
い
曲

か
ら
順
に
練
習
し
て
い
き
ま
す
。
基
本
は
重
要

な
の
で
繰
り
返
し
練
習
し
ま
す
。

　

上
級
ク
ラ
ス
は
結
成
当
時
か
ら
続
い
て
お

り
、
一
定
の
演
奏
技
術
を
習
得
し
た
小
中
高
生

を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
ヴ
ィ

ヴ
ァ
ル
デ
ィ
作
曲
『
協
奏
曲
イ
短
調　

第
一
楽

章　

ア
レ
グ
ロ
』
と
い
う
曲
が
弾
け
る
程
度
の

技
術
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
現
在
は
、
中
高
生
十

人
程
度
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

｢

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
い
て
み
た
い
と

思
っ
た｣

　

今
回
取
材
し
た
初
級
ク
ラ
ス
は
、
今
年
の
四

月
か
ら
始
め
た
ば
か
り
の
小
学
生
の
み
の
メ
ン

バ
ー
で
し
た
。
私
た
ち
が
訪
れ
た
と
き
は
、
三

人
の
先
生
が
そ
れ
ぞ
れ
三
、四
人
の
子
を
指
導

す
る
グ
ル
ー
プ
練
習
の
最
中
で
、
子
ど
も
た
ち

は
真
剣
な
顔
で
教
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
あ

と
の
合
奏
練
習
で
は
、
弓
の
ボ
ウ
イ
ン
グ
（
弓

の
上
が
り
下
が
り
）
が
逆
に
な
る
な
ど
の
ミ
ス

も
あ
り
な
が
ら
、
一
生
懸
命
取
り
組
む
姿
が
印

象
的
で
し
た
。

　

練
習
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
初
級
ク
ラ
ス
の

子
ど
も
た
ち
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
ま
し
た
。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
初
め
た
き
っ
か
け
を
尋
ね
る

と
、
小
学
校
で
配
ら
れ
た
チ
ラ
シ
を
見
て
興
味

を
持
っ
た
子
が
多
か
っ
た
で
す
。
あ
る
女
の
子

は｢

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
演
奏
を
聴
い
て
、
私
も

弾
い
て
み
た
い
と
思
っ
た｣

と
話
し
て
く
れ
ま

し
た
。
私
も
同
じ
だ
っ
た
な
と
懐
か
し
く
思
い

出
し
な
が
ら
話
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。｢

音
楽

に
興
味
は
な
か
っ
た
け
ど
、
親
に
勧
め
ら
れ
て

入
っ
た
」
と
、
保
護
者
の
方
の
勧
め
で
始
め
た

子
も
い
る
よ
う
で
す
。｢

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾

い
て
い
て
楽
し
い
？｣

と
尋
ね
る
と
、
ほ
と
ん

ど
の
子
か
ら｢

楽
し
い
」
と
返
っ
て
き
ま
し
た
。

　

取
材
で
懸
命
に
練
習
す
る
子
ど
も
た
ち
を
見

て
、
改
め
て
弦
楽
器
を
弾
く
楽
し
さ
を
思
い
出

し
た
気
が
し
ま
す
。
弦
楽
器
を
習
う
に
は
、
通

常
高
い
費
用
が
か
か
り
、
環
境
が
整
わ
な
い
と

続
け
る
こ
と
が
難
し
い
で
す
。
し
か
し
、
倉
吉

ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
鳥
取
県
の
支
援
を

受
け
、
子
ど
も
が
弦
楽
器
を
始
め
や
す
い
環
境

が
整
え
ら
れ
て
お
り
、
本
当
に
恵
ま
れ
て
い
ま

す
。
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ケ
が
今
後
も
継
続
し
て
弦
楽

器
に
親
し
む
子
ど
も
の
育
成
を
進
め
、
将
来
も

室
内
楽
団
や
趣
味
な
ど
で
続
け
る
人
が
増
え
る

こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。

（
か
が
わ
・
し
お
り
／
日
本
語
文
化
系
一
年
生
）
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至
っ
て
い
ま
す
。

プ
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日
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八
月
七
日
午
後
三
時
、
短
大
に
集
合
。
ハ
イ

エ
ー
ス
に
乗
り
込
み
、
鹿
野
先
生
の
運
転
で
出

発
。
今
回
初
め
て
、『
の
ん
び
り
雲
』
の
一
年

生
編
集
委
員
が
五
人
そ
ろ
っ
て
取
材
し
ま
す
。

こ
の
日
は
雨
の
予
報
で
し
た
が
、
不
思
議
と
天

気
に
恵
ま
れ
、晴
れ
た
中
で
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。

　

夕
方
四
時
ご
ろ
、
華
蔵
寺
の
駐
車
場
到
着
。

私
た
ち
は
宿
所
に
荷
物
を
置
き
、
ま
ず
は
住
職

が
点
て
た
抹
茶
と
和
菓
子
で
一
服
で
す
。
住
職

の
お
名
前
は
、
吉よ
し
も
と
げ
ん
し
ん

元
玄
進
さ
ん
（
61
）
で
す
。

　

そ
の
後
、華
蔵
寺
の
境
内
を
散
策
し
ま
し
た
。

駐
車
場
は
境
内
の
一
番
北
側
に
あ
り
、
私
た
ち

の
宿
所
は
駐
車
場
に
隣
接
し
て
い
ま
す
。
宿
所

か
ら
少
し
南
に
離
れ
て
、
大
き
く
古
い
本
堂
と

庫
裏
が
あ
り
、
庫
裏
の
東
に
札
受
所
の
新
し
い

棟
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　

本
堂
か
ら
南
に
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
場

所
に
は
、
こ
れ
ま
た
大
き
く
古
い
薬
師
堂
が
あ

り
ま
す
。
屋
根
の
上
に
は
、
緑
青
色
の
大
き
な

丸
い
球
が
乗
っ
て
い
ま
す
。
薬
師
堂
の
中
に
は

重
要
文
化
財
の
薬
師
如
来
像
が
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
今
回
は
拝
観
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

薬
師
堂
か
ら
東
に
少
し
歩
く
と
、
展
望
台
に

な
っ
て
い
ま
す
。
展
望
台
か
ら
は
、
大
根
島
を

浮
か
べ
た
中
海
と
、
弓
ヶ
浜
に
連
な
る
大
山
を

望
む
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
こ
の
日
は
曇
っ
て

い
た
た
め
大
山
は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
で
も
、「
ベ
タ
踏
み
坂
」
こ
と
江
島
大

橋
は
よ
く
見
え
ま
し
た
。
ヒ
グ
ラ
シ
が
す
ぐ
近

く
で
鳴
い
て
い
ま
し
た
。

　

散
策
の
後
は
、
早
速
、
般
若
心
経
の
写
経
体

験
で
す
。
庫
裏
の
玄
関
か
ら
入
っ
て
す
ぐ
奥
の

部
屋
で
、
三
人
ず
つ
向
か
い
合
っ
て
イ
ス
に
座

り
ま
す
。
長
い
木
の
机
の
上
に
は
、
手
本
と
そ

の
上
に
薄
い
紙
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。
手
本

に
は
、「
観
自
在
菩
薩
行
深
般
若
波
羅
蜜
多
時

…
…
」
と
漢
字
ば
か
り
並
ん
で
い
ま
す
。
手
本

を
な
ぞ
っ
て
、一
文
字
ず
つ
書
い
て
い
き
ま
す
。

　

私
は
サ
イ
ン
ペ
ン
で
書
き
ま
し
た
が
、
ペ
ン

　

私
た
ち
一
年
生
五
人
組
は
、
松
江
市
の
龍
翔

山
華け
ぞ
う
じ

蔵
寺
（
通
称
「
枕
木
山
華
蔵
寺
」）
で
一

泊
二
日
の
プ
チ
修
行
体
験
に
挑
戦
し
て
き
ま
し

た
。

　

私
は
以
前
か
ら
、
華
蔵
寺
に
縁
が
あ
り
ま
し

た
。
高
校
生
の
と
き
「
観
光
甲
子
園
」
に
出
場

し
、
日
本
一
に
あ
た
る
文
部
科
学
大
臣
賞
を
受

賞
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
際
に
考
え
た
プ
ラ
ン

の
メ
イ
ン
に
華
蔵
寺
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の

縁
で
私
は
、
何
度
か
精
進
料
理
や
抹
茶
を
い
た

だ
い
た
り
、
坐
禅
を
体
験
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

り
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
た
び
『
の
ん
び

り
雲
』
の
取
材
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
高
校
生

の
時
に
体
験
で
き
な
か
っ
た
「
宿
坊
体
験
」
に

挑
戦
し
た
い
と
考
え
た
の
で
す
。

　

華
蔵
寺
は
、
松
江
市
街
地
の
北
東
に
あ
る
枕

木
山
の
山
頂
に
位
置
し
て
い
て
、
臨
済
宗
南
禅

寺
派
に
属
す
る
禅
寺
で
す
。
出
雲
國
神
仏
霊
場

の
第
七
番
札
所
で
も
あ
り
ま
す
。
平
安
時
代
後

期
に
創
建
さ
れ
、
戦
国
時
代
に
一
度
焼
失
し
ま

し
た
が
、
約
四
百
年
前
に
再
興
し
て
現
在
に
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先
が
太
く
て
文
字
が
つ
ぶ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

香
川
さ
ん
と
伊
藤
さ
ん
は
、
筆
ペ
ン
で
ゆ
っ
く

り
丁
寧
に
書
い
て
い
き
ま
す
。後
で
住
職
か
ら
、

一
文
字
一
文
字
に
集
中
し
な
が
ら
書
く
こ
と
が

大
事
な
の
だ
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

う
す
る
と
、
一
時
間
は
か
か
る
も
の
だ
と
。
私

は
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
写
経
も
修
行
だ
っ
た

の
だ
と
理
解
し
ま
し
た
。

　

写
経
が
終
わ
る
と
、
い
よ
い
よ
夕
食
で
す
。

私
た
ち
が
写
経
を
し
て
い
る
間
に
、
住
職
が
準

備
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
精
進
料
理
で
す
。
カ
ボ

チ
ャ
や
茄
子
の
煮
物
、
胡
麻
豆
腐
、
冬
瓜
、
厚

揚
げ
、
そ
し
て
ゴ
ー
ヤ
の
漬
け
物
な
ど
を
、
住

職
が
何
度
も
台
所
と
往
復
し
な
が
ら
、
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
の
盆
に
運
ん
で
く
だ
さ
い
ま
す
。

　

お
味
も
と
て
も
奥
深
く
洗
練
さ
れ
て
い
て
、

野
菜
の
味
を
活
か
す
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
。
茄
子
が
苦
手
だ
と
い
う
伊
藤
さ
ん
も
、「
こ

の
茄
子
は
お
い
し
い
」
と
食
べ
て
い
ま
し
た
。

私
は
ゴ
ー
ヤ
が
苦
手
な
の
で
す
が
、
み
ん
な
か

ら
「
修
行
だ
」
と
言
わ
れ
た
の
で
、
が
ん
ば
っ

て
食
べ
ま
し
た
。
一
皿
の
分
量
は
多
く
な
い
の

で
す
が
、
最
後
に
は
み
ん
な
満
腹
し
て
い
ま
し

た
。

　

夕
食
後
は
ど
し
ゃ
降
り
に
な
っ
て
い
て
、
宿

所
に
戻
ら
ず
に
、
お
風
呂
が
沸
く
ま
で
本
堂
で

坐
禅
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
庫
裏
か
ら

渡
り
廊
下
を
通
っ
て
本
堂
に
は
い
り
ま
す
。
電

球
の
灯
り
の
中
で
、
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
思
い

思
い
に
坐
禅
に
取
り
組
み
ま
す
。
座
布
団
が
二

枚
あ
り
、
一
枚
は
折
り

た
た
ん
で
お
尻
の
下
に

敷
き
ま
す
。
住
職
は
、

「
座
り
方
は
、
足
を
組

ん
で
も
よ
い
し
、
あ
ぐ

ら
で
も
正
座
で
も
何
で

も
よ
ろ
し
い
。
目
は
閉

じ
る
の
で
は
な
く
、
半

眼
で
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
、
庫
裏
の
方
へ
行
か

れ
ま
し
た
。

　

だ
い
た
い
一
時
間
ほ

ど
の
坐
禅
で
し
た
が
、

私
は
足
が
痛
く
な
り
、

何
度
も
足
を
組
み
か
え

て
い
ま
し
た
。
食
事
の

後
の
せ
い
か
、
一
日
の

終
わ
り
に
近
付
い
て
い

る
せ
い
か
、
ど
こ
か
ら

か
イ
ビ
キ
の
よ
う
な
音

も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

私
も
大
分
眠
く
な
り
、

姿
勢
を
楽
に
し
て
少
し

■（左上）夕食の精進料理。（右上）坐禅をする筆者。（中）樹齢百年を超えるツツジ。（下）
最後に拝んで帰りました。

ウ
ト
ウ
ト
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
時
、
住
職
が
庫
裏
か
ら
戻
っ
て
こ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
に
教
え
て
く
だ

さ
い
ま
す
。「
坐
禅
と
は
、
煩
悩
を
払
う
も
の

だ
と
考
え
て
い
る
人
が
い
る
が
、
そ
う
で
は
な

い
。
坐
禅
と
は
、
自
己
を
見
つ
め
る
た
め
の
も

の
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
私
は
、
そ

の
言
葉
に
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。
眠
い
と
か
つ
ら

い
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
を
払
お
う
と
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
結
局
、
煩
悩
か
ら
逃
れ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
よ
し
、
次
は
自

分
と
向
き
合
お
う
！

　

坐
禅
が
終
わ
る
と
、
時
刻
は
八
時
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
よ
う
や
く
入
浴
の
時
間
で
す
。

が
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
お
風
呂
に
入
っ
た

の
で
、
少
し
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
全
員
の
寝
る
支
度
が
整
っ
た
の
は
、
夜
中

の
十
二
時
頃
で
し
た
。翌
朝
は
四
時
起
き
で
す
。

早
く
寝
付
か
な
い
と
！

プ
チ
修
行
二
日
目

　

午
前
三
時
半
、
時
計
の
ア
ラ
ー
ム
が
鳴
り
響

き
ま
す
。
私
は
何
と
か
起
き
出
し
て
、
部
屋
の

電
気
を
つ
け
ま
す
。
他
の
メ
ン
バ
ー
に
「
起
き

て
」
と
声
を
か
け
ま
す
が
、
な
か
な
か
布
団
か

ら
離
れ
よ
う
と
し
な
い
人
も
…
…
。
そ
れ
で
も

よ
う
や
く
布
団
か
ら
出
て
、
全
員
の
身
支
度
が

完
了
し
た
の
が
四
時
半
で
し
た
。
す
で
に
本
堂

か
ら
は
住
職
の
読
経
の
声
が
聞
こ
え
ま
す
。
私

た
ち
も
急
い
で
本
堂
へ
向
か
い
ま
す
。

　

昨
日
と
同
じ
場
所
に
座
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
坐

禅
を
開
始
し
ま
す
。
し
ば
ら
く
し
て
住
職
は
読

経
を
終
え
、
電
球
を
消
し
て
庫
裏
の
方
へ
。
本
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堂
は
真
っ
暗
に
な
り
ま
し
た
。
雨
が
大
屋
根
を

打
つ
音
が
、
急
に
大
き
く
な
り
ま
し
た
。

　

い
つ
ま
で
坐
禅
を
す
る
の
か
、
今
何
時
な
の

か
す
ら
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
ひ
た
す
ら
坐
禅
を

し
て
い
ま
し
た
。半
眼
を
保
つ
こ
と
が
難
し
く
、

意
識
し
て
い
な
い
と
す
ぐ
に
目
を
閉
じ
て
し
ま

い
ま
す
。
目
を
閉
じ
る
と
、
夢
の
世
界
に
入
り

込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
半
眼
を
保
つ
こ
と
に

よ
っ
て
、
い
ま
坐
禅
を
し
て
い
る
自
分
に
意
識

を
向
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
時
々
足
を
組
み

か
え
な
が
ら
、
必
死
に
姿
勢
を
保
ち
続
け
て
い

る
と
、
次
第
に
窓
の
外
が
白
ん
で
き
ま
し
た
。

　

前
日
の
夜
の
坐
禅
と
同
様
に
、
頃
合
い
を
見

て
住
職
が
戻
っ
て
こ
ら
れ
、「
禅
の
修
行
に
は

『
大
信
根
』『
大
憤
志
』『
大
疑
念
』
と
い
う
三

つ
の
条
件
が
揃
っ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
」と
、

今
度
は
難
し
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

大
信
根
と
は
、
坐
禅
修
行
を
す
れ
ば
必
ず
迷

い
の
世
界
を
脱
し
て
悟
り
に
到
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
確
信
で
す
。
大
憤
志
は
、
修
行
に
伴

う
ど
ん
な
苦
し
み
を
も
乗
り
越
え
て
行
く
、
と

い
う
決
死
の
覚
悟
で
す
。
こ
れ
は
、
し
っ
か
り

し
た
問
題
意
識
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る

そ
う
で
す
。
大
疑
念
は
、
人
生
に
対
し
て
抱
い

た
疑
問
と
自
分
と
が
一
つ
に
な
っ
て
、
ま
る
で

疑
問
の
塊
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
の
三
つ
を
合
わ
せ
持
っ
て
い

な
け
れ
ば
、
禅
の
修
行
は
決
し
て
全
う
で
き
な

い
の
だ
そ
う
で
す
。

　

確
信
も
覚
悟
も
持
た
ず
、
問
題
意
識
に
も
乏

し
い
け
れ
ど
、
悟
り
だ
け
は
得
た
い
と
考
え
て

い
る
安
易
な
私
た
ち
は
、
禅
の
世
界
の
奥
深
さ

と
厳
し
さ
に
触
れ
て
、
思
わ
ず
身
を
す
く
め
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
私
た
ち
の
心
を
知
っ
て
か
、住
職
は
、

「
坐
禅
を
し
て
い
る
と
き
だ
け
が
修
行
で
は
な

い
。
い
つ
い
か
な
る
時
も
禅
の
修
行
な
の
だ
」

と
続
け
ま
す
。
私
た
ち
は
、「
厳
し
く
つ
ら
い

坐
禅
だ
け
で
な
く
、
生
活
そ
の
も
の
も
修
行
な

の
だ
」
と
考
え
て
、
少
し
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。

ど
こ
ま
で
も
安
易
な
私
た
ち
で
す
。

　

し
か
し
、
朝
食
を
と
る
た
め
に
庫
裏
へ
移
動

す
る
途
中
、
渡
り
廊
下
に
掛
け
て
あ
っ
た
時
計

を
見
て
、
私
た
ち
は
二
時
間
も
坐
禅
し
て
い
た

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　

朝
食
は
、
お
粥
と
お
漬
物
で
し
た
。
お
寺
の

朝
食
が
シ
ン
プ
ル
な
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
が
、

本
堂
は
気
温
が
低
く
、
身
体
が
冷
え
て
い
た
の

で
、
お
粥
の
温
か
さ
が
身
に
沁
み
ま
し
た
。
そ

の
後
、
住
職
が
抹
茶
を
点
て
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
茶
菓
子
は
「
山
川
」
で
す
。
山
川
は
、
松

平
不
昧
公
が
好
ん
だ
菓
子
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

「
若
草
」「
菜
種
の
里
」
と
並
ぶ
松
江
三
大
銘
菓

の
一
つ
で
す
。
華
蔵
寺
と
松
平
家
と
の
縁
を
感

じ
な
が
ら
い
た
だ
き
ま
し
た
。

プ
チ
修
行
の
終
わ
り
に

　

住
職
と
ゆ
っ
く
り
お
話
を
す
る
機
会
が
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
朝
食
後
、
華
蔵
寺
の
歴
史

な
ど
に
つ
い
て
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

華
蔵
寺
の
創
建
は
、
な
ん
と
平
安
時
代
の
桓

武
天
皇
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、延
暦
年
間（
約

千
二
百
年
前
）
に
天
台
宗
の
僧
、
智
元
上
人
が

建
て
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
私
た

ち
が
写
経
を
し
た
部
屋
に
古
い
仏
像
が
安
置
し

て
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
そ
の
当
時
に
作

■（右上）写経をする取材メンバー。（右下）お札に印を押す作業中。（左下）展望台から見た風景。
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ら
れ
た
地
蔵
菩
薩
な
の
だ
そ
う
で
す
。

　

も
と
も
と
は
天
台
宗
の
寺
で
し
た
が
、
鎌
倉

時
代
に
な
っ
て
、
華
蔵
寺
参
道
に
湧
き
出
て
い

る
「
杉
井
の
霊
水
」
で
亀
山
法
皇
の
ご
病
気
を

癒
し
た
こ
と
か
ら
、
亀
山
法
皇
と
ゆ
か
り
の
深

い
南
禅
寺
の
末
寺
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時

は
、
枕
木
十
二
坊
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、
隆
盛
を

極
め
た
そ
う
で
す
。

　

戦
国
時
代
に
は
、
毛
利
氏
と
尼
子
氏
の
戦
で

寺
の
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ

れ
を
機
に
華
蔵
寺
は
衰
退
し
ま
す
が
、
薬
師
如

来
像
や
地
蔵
菩
薩
像
な
ど
は
、
当
時
の
修
行
僧

が
避
難
さ
せ
て
い
た
の
で
戦
火
を
免
れ
、
現
代

に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
ま
ず
は
、
堀
尾
吉
晴
が
松
江
城

を
築
城
し
た
と
き
、
華
蔵
寺
は
城
の
鬼
門
を

守
る
祈
願
所
と
し
て
復
興
し
ま
す
。
そ
の
後
、

一
六
五
七
年
に
な
っ
て
松
平
直
政
が
伽
藍
を
再

興
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
在
の
華
蔵
寺
の

建
物
は
、
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
時
建
て
ら
れ
た
も

の
で
す
。

　

華
蔵
寺
に
は
、
本
堂
の
裏
に
殿
様
専
用
の
御

成
の
間
が
あ
り
、
本
堂
か
ら
御
成
の
間
へ
通
じ

る
擬
宝
珠
の
つ
い
た
橋
も
残
っ
て
い
ま
す
。
私

た
ち
が
写
経
を
し
た
の
は
、
一
番
家
老
の
部
屋

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
太
い
柱
に
は
釘
隠
が
施
さ

れ
て
お
り
、
襖
に
は
三
つ
葉
葵
の
紋
が
あ
し
ら

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

本
堂
と
御
成
の
間
、
一
番
家
老
の
部
屋
と
渡

り
廊
下
に
囲
ま
れ
た
空
間
は
、
中
庭
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
高
さ
は
五
〇
セ
ン
チ
ほ

ど
で
す
が
、
約
六
メ
ー
ト
ル
に
渡
っ
て
枝
を
広

げ
た
、
樹
齢
百
年
を
超
え
る
一
本
の
ツ
ツ
ジ
の

木
が
植
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
雪
が
降
る
と
、
枝

は
地
面
に
着
く
の
だ
そ
う
で
す
。
仏
像
や
建
物

だ
け
で
な
く
、
こ
ん
な
木
も
隠
れ
て
い
る
と

は
！　

華
蔵
寺
の
凄
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
晴
れ
て
い
れ
ば
庭
掃
除
を
す
る
予

定
だ
っ
た
の
で
す
が
、生
憎
の
雨
だ
っ
た
の
で
、

住
職
に
代
わ
り
の
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

私
と
鹿
野
先
生
は
、
参
拝
者
に
お
渡
し
す
る

住
職
手
書
き
の
お
札
に
、
三
つ
の
印
を
押
す
作

業
を
し
ま
し
た
。
他
の
四
人
は
、
法
要
で
使
う

五
色
の
紙
飾
り
を
作
る
作
業
を
し
ま
し
た
。
ど

ち
ら
も
何
百
枚
と
枚
数
が
と
て
も
多
く
、
最
初

は
あ
て
の
な
い
も
の
に
思
え
て
い
ま
し
た
が
、

目
の
前
の
一
枚
一
枚
を
よ
り
良
い
も
の
に
し
よ

う
と
考
え
な
が
ら
作
業
を
進
め
る
と
、
楽
し
く

さ
え
あ
り
ま
し
た
。
い
ま
思
え
ば
、
こ
れ
も
禅

の
修
行
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

　

住
職
は
、私
た
ち
が
作
業
を
し
て
い
る
間
に
、

別
の
お
寺
の
法
要
に
行
か
れ
ま
し
た
。
私
た
ち

は
、お
札
と
紙
飾
り
の
束
を
机
の
上
に
置
い
て
、

身
支
度
を
調
え
て
か
ら
ハ
イ
エ
ー
ス
に
乗
り
込

み
ま
し
た
。
外
は
雨
で
し
た
が
、
私
た
ち
の
胸

の
中
は
清
々
し
さ
で
溢
れ
て
い
ま
し
た
。
吉
元

玄
進
住
職
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

（
さ
さ
き
・
ま
い
／
文
化
資
源
学
系
一
年
生
）

■（上）住職と記念写真。（下）紙飾りを作る取材メンバー。
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横笛ヒーロー社
竹 内 早 紀

　

島
根
県
西
部
に
伝
わ
る
石
見
神
楽
。
私
の
故

郷
で
あ
る
江
津
市
桜
江
町
に
は
、
神
楽
の
社
中

が
十
団
体
も
あ
り
ま
す
。そ
し
て
そ
の
中
に
は
、

国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
大
元
神
楽
を
伝
承
し
て
い
る
団
体
も
い
く
つ

か
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
、そ
ん
な
神
楽
の
盛
ん
な
桜
江
町
で
、

神
楽
に
は
欠
か
せ
な
い
横
笛
を
製
作
す
る
「
横

笛
ヒ
ー
ロ
ー
社
」（
以
下「
ヒ
ー
ロ
ー
社
」と
略
）

を
取
材
し
ま
し
た
。

　

七
月
三
日
午
前
十
時
四
〇
分
、
私
た
ち
二
年

生
五
人
は
、
江
津
市
桜
江
町
川
戸
を
目
指
し
て

短
大
を
出
発
し
ま
し
た
。
天
気
は
雨
。
国
道
九

号
線
を
ひ
た
す
ら
西
へ
。
サ
ン
ピ
コ
江
津
を
過

ぎ
て
か
ら
左
折
。
少
し
山
道
を
行
く
と
、
国
道

二
六
一
号
線
に
出
ま
す
。
江
の
川
に
沿
っ
て
上

流
へ
約
八
キ
ロ
走
る
と
、
前
方
に
桜
江
大
橋
が

見
え
て
き
ま
す
。
こ
の
橋
を
渡
っ
て
ま
っ
す
ぐ

突
き
当
た
る
と
、三
江
線
川
戸
駅
。目
指
す
ヒ
ー

ロ
ー
社
は
、
駅
の
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
手
前
に
あ

り
ま
し
た
。

　

昼
食
を
食
べ
て
午
後
二
時
前
、
い
よ
い
よ

ヒ
ー
ロ
ー
社
を
訪
問
し
ま
す
。
ヒ
ー
ロ
ー
社

は
、
え
び
や
衣
料
品
店
に
併
設
さ
れ
て
い
ま

す
。
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
船
津
重
信
さ

ん
（
92
）
と
山
田
か
つ
子
さ
ん
（
65
）
の
お
二

人
。
店
内
に
入
る
と
、
正
面
の
コ
ー
ナ
ー
に
た

く
さ
ん
の
横
笛
が
陳
列
さ
れ
て
い
ま
す
。
左
の

部
屋
は
事
務
室
兼
笛
工
房
、
右
の
ス
ペ
ー
ス
に

は
衣
料
品
が
並
ん
で
い
ま
す
。
椅
子
を
用
意
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
、
笛
の
コ
ー
ナ
ー
に

座
っ
て
取
材
開
始
で
す
。

石見神楽には欠かせない横笛の工房

（江津市桜江町）
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■（上）店内に並んでいる笛。（中）船津さんの話
を聞く取材メンバー。（右下）笛を吹く船津さん。（左
下）山田さん手作りの笛袋。

■
ヒ
ー
ロ
ー
笛
の
誕
生

　

席
に
着
く
と
早
速
、「
今
日
は
遠
い
と
こ
ろ

か
ら
わ
ざ
わ
ざ
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
は
船
津
重
信
、
大
正
十
年
十
二
月
一
日
生
ま

れ
の
九
十
二
歳
で
す
。
私
は
ヒ
ー
ロ
ー
笛
と
い

う
笛
を
作
っ
て
い
て
…
…
」
と
大
き
な
声
で
話

を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

日
本
の
伝
統
的
な
横
笛
に
は
、「
本ほ
ん
ぶ
え笛
（
篠し
の

笛ぶ
え

）」
と
「
ヒ
ー
ロ
ー
笛
」
が
あ
り
ま
す
。
船

津
さ
ん
が
ヒ
ー
ロ
ー
笛
を
作
り
始
め
る
ま
で

は
、
神
楽
の
笛
は
本
笛
が
主
流
で
し
た
。
こ
の

本
笛
は
、音
色
は
と
て
も
き
れ
い
な
の
で
す
が
、

フ
ル
ー
ト
と
同
じ
で
、
出
し
た
息
の
一
部
し
か

音
に
な
り
ま
せ
ん
。
音
を
出
す
だ
け
で
も
と
て

も
難
し
く
、
吹
け
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
何
曲

も
吹
き
続
け
る
と
疲
れ
切
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
女
性
や
子
ど
も
が
吹
き
こ
な
す
こ
と

は
と
て
も
難
し
い
の
で
す
。

　

そ
こ
で
船
津
さ
ん
は
、
試
行
錯
誤
を
積
み
重

ね
た
結
果
、
音
色
が
よ
く
て
誰
で
も
簡
単
に
吹

け
る
「
ヒ
ー
ロ
ー
笛
」
を
作
り
出
し
た
の
で
す
。

ヒ
ー
ロ
ー
笛
は
、
リ
コ
ー
ダ
ー
と
同
じ
原
理
で

鳴
り
ま
す
。
横
穴
（
吹
き
穴
）
か
ら
吹
き
込
ん

だ
息
が
す
べ
て
音
に
な
る
の
で
、
誰
で
も
楽
に

音
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
し
か
し
、

こ
の
ヒ
ー
ロ
ー
笛
が
完
成
す
る
ま
で
に
は
、
と

て
も
長
い
年
月
が
か
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

船
津
さ
ん
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
石
見
神
楽

が
好
き
で
、
な
か
で
も
笛
の
音
色
が
大
好
き
で

し
た
。
二
十
二
歳
の
と
き
に
は
兵
隊
と
し
て
中

国
へ
行
き
、
三
年
半
を
過
ご
し
ま
し
た
。
昭
和

二
〇
年
、
二
十
五
歳
で
故
郷
に
帰
っ
て
き
た
船

津
さ
ん
は
、
何
か
特
技
を
身
に
付
け
た
い
と
考

え
て
、
好
き
な
笛
を
マ
ス
タ
ー
し
よ
う
と
思
い

立
ち
ま
し
た
。
し
か
し
、
本
笛
で
は
な
か
な
か

音
を
出
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

昭
和
三
十
年
頃
か
ら
は
、「
自
分
で
も
笛
を

作
り
た
い
！
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
時
、
戦
後
間
も
な
い
こ
ろ
に
出
会
っ
た

「
改
良
笛
」
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
島

根
県
浜
田
市
辺
り
で
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
改
良

笛
。
そ
の
当
時
は
音
が
悪
い
と
い
う
印
象
だ
け

が
残
り
ま
し
た
が
、「
横
穴
か
ら
息
を
吹
き
込

ん
で
音
を
出
す
笛
」
に
は
興
味
を
持
ち
続
け
て

い
ま
し
た
。

　

昭
和
五
十
四
年
七
月
、
船
津
さ
ん
が
五
十
八

歳
の
時
、
印
象
的
な
出
来
事
が
起
こ
り
ま
す
。

船
津
さ
ん
が
地
元
の
消
防
団
の
打
ち
上
げ
に
参

加
し
た
時
の
こ
と
で
す
。
参
加
者
の
一
人
、
田

中
武
雄
さ
ん
が
笛
を
吹
き
始
め
ま
し
た
。
そ
の

笛
は
改
良
笛
で
し
た
が
、
感
動
す
る
ほ
ど
き
れ

い
な
音
色
で
し
た
。

　

し
か
し
、
一
番
驚
い
た
の
は
、
田
中
さ
ん
は

神
楽
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
の
素
人
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
船
津
さ
ん
が
「
ど
う
し
て
こ

ん
な
難
し
い
神
楽
の
曲
を
覚
え
ら
れ
た
の
で
す

か
？
」
と
聞
く
と
、
な
ん
と
田
中
さ
ん
は
、「
こ

の
笛
は
大
変
楽
な
笛
だ
よ
！　

口
笛
で
リ
ズ
ム

を
取
っ
て
い
た
ら
自
然
に
吹
け
る
よ
う
に
な
っ

た
」
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
れ
が
、
船
津
さ
ん
と
改
良
笛
と

の
二
度
目
の
出
会
い
で
し
た
。
こ
の

出
来
事
を
き
っ
か
け
に
、
船
津
さ
ん

は
本
腰
を
入
れ
て
改
良
笛
を
作
り
始

め
ま
し
た
。

■
笛
が
ヒ
ー
ロ
ー

　

そ
れ
か
ら
約
二
年
間
の
試
行
錯
誤

の
末
に
、
船
津
さ
ん
は
つ
い
に
ヒ
ー

ロ
ー
笛
を
完
成
さ
せ
ま
す
。最
初
は
、

人
に
依
頼
さ
れ
れ
ば
作
る
と
い
う
ス

タ
イ
ル
で
し
た
が
、
も
っ
と
た
く
さ

ん
の
人
に
吹
い
て
ほ
し
い
と
考
え
た

船
津
さ
ん
は
、平
成
十
二
年
、七
十
八
歳
に
な
っ

て
か
ら
横
笛
の
お
店
を
出
し
ま
す
。「
横
笛
ヒ
ー

ロ
ー
社
」
の
誕
生
で
す
。

　

船
津
さ
ん
は
、
自
分
が
作
成
し
た
改
良
笛
に

「
ヒ
ー
ロ
ー
笛
」
と
い
う
名
を
付
け
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
ヒ
ー
ロ
ー
笛
」
と
い
う
名

前
に
は
ど
う
い
っ
た
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
質
問
に
は
、「
笛
を
吹
く
人
が
ヒ
ー

ロ
ー
じ
ゃ
な
い
、
こ
の
笛
自
体
が
ヒ
ー
ロ
ー
な

ん
だ
！
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
笛

が
優
秀
だ
か
ら
、ヒ
ー
ロ
ー
な
の
だ
そ
う
で
す
。

　

ヒ
ー
ロ
ー
笛
が
生
ま
れ
る
ま
で
は
、
横
笛
は

す
べ
て
「
篠
笛
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
篠

竹
で
作
ら
れ
た
笛
と
い
う
意
味
で
す
。
ヒ
ー

ロ
ー
笛
が
で
き
て
か
ら
は
、
ヒ
ー
ロ
ー
笛
と
区

別
す
る
た
め
に
、
従
来
の
篠
笛
は
「
本
笛
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
、

ヒ
ー
ロ
ー
笛
は
人
び
と
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
ヒ
ー
ロ
ー
笛
に
は
た
く
さ
ん
の
種
類
が

あ
り
ま
す
。
代
表
的
な
も
の
は
、「
石
見
神
楽

笛
」
と
「
篠
笛
調
ヒ
ー
ロ
ー
笛
」
の
二
種
類
で

す
。
こ
の
二
つ
の
違
い
は
、
調
子
が
あ
る
か
な

い
か
で
す
。
篠
笛
調
ヒ
ー
ロ
ー
笛
は
「
六
本
調

子
（
約
四
十
四
・
五
セ
ン
チ
）」
か
ら
「
十
一
本

調
子
（
約
三
十
七
セ
ン
チ
）」
ま
で
六
つ
の
調

子
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
調
子
は
笛
の
長
さ
に

依
存
し
て
い
て
、
笛
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
よ

り
低
い
音
が
出
ま
す
。

　

石
見
神
楽
笛
に
は
、
指
穴
が
六
つ
開
い
て
お

り
（
六
穴
）、
高
い
音
が
出
る
の
で
神
楽
の
囃

子
を
演
奏
す
る
の
に
適
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に

対
し
て
、
篠
笛
調
ヒ
ー
ロ
ー
笛
に
は
、
指
穴
が
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六
つ
の
も
の
と
七
つ
の
も
の
（
七
穴
）
が
あ
り

ま
す
。
演
劇
で
場
面
の
情
景
を
表
現
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
た
り
、
お
祭
り
の
田
植
え
囃
子
な

ど
に
使
わ
れ
た
り
し
ま
す
。こ
の
七
穴
の
笛
は
、

関
東
や
東
北
地
方
か
ら
の
注
文
が
多
い
そ
う
で

す
。

　

そ
の
他
に
も
、
ヒ
ー
ロ
ー
笛
に
は
、
ド
レ
ミ

の
音
階
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
「
古
代
笛
」、

よ
り
高
い
音
の
出
る
「
鬼
笛
」、
長
さ
が
短
く

指
穴
と
指
穴
の
間
隔
も
狭
い
「
ジ
ュ
ニ
ア
笛
」

が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
ど
の
種
類
の
笛
に
も
、
節
間
の
長

い
特
別
な
篠
竹
を
使
っ
た
「
竹
製
」
と
、
温
水

器
用
の
水
道
パ
イ
プ
を
使
っ
た
「
パ
イ
プ
製
」

が
あ
り
ま
す
。
笛
と
い
え
ば
竹
製
で
す
が
、
船

津
さ
ん
は
、
安
く
材
料
を
入
手
で
き
て
加
工
し

や
す
い
パ
イ
プ
で
も
、
笛
を
作
っ
て
い
ま
す
。

材
質
が
堅
い
の
で
、
竹
よ
り
も
良
い
音
が
出
る

そ
う
で
す
。

■
誰
で
も
吹
け
る
ヒ
ー
ロ
ー
笛

　

ヒ
ー
ロ
ー
笛
の
音
の
出
し
方
を
説
明
し
て
い

る
と
き
、
船
津
さ
ん
は
「
さ
く
ら
さ
く
ら
」
や

「
荒
城
の
月
」、「
神
ば
や
し
」
や
「
鬼
ば
や
し
」

を
何
度
も
吹
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
年
寄

り
で
、
息
が
続
か
ん
け
ぇ
し
ゅ
わ
い
」
と
笑
い

な
が
ら
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

船
津
さ
ん
は
、
今
は
も
う
辞
め
て
お
ら
れ
ま

す
が
、
平
成
七
年
か
ら
桜
江
中
学
校
で
横
笛
の

講
師
を
し
て
い
ま
し
た
。
実
は
、
私
も
そ
の
生

徒
の
一
人
な
ん
で
す
！　

郷
土
芸
能
を
学
ぶ
授

業
で
、
横
笛
と
和
太
鼓
を
教
わ
り
ま
し
た
。
そ

の
時
に
練
習
し
て
い
た
曲
が
、「
さ
く
ら
さ
く

ら
」
や
「
神
ば
や
し
」、「
鬼
ば
や
し
」
で
し
た
。

と
て
も
丁
寧
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
を
今
で

も
覚
え
て
い
ま
す
。

　

初
心
者
の
私
た
ち
で
も
、
簡
単
に
音
を
出
す

こ
と
は
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
曲
を
演
奏
す

る
と
な
る
と
、
け
っ
こ
う
難
し
か
っ
た
よ
う
な

思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
何
ヵ
月
か
練

習
す
る
う
ち
に
、
な
ん
と
か
形
に
は
な
り
ま
し

た
。
ヒ
ー
ロ
ー
笛
は
、
本
当
に
誰
に
で
も
吹
け

る
笛
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま

す
。

　

神
楽
の
笛
は
主
に
男
性
が
吹
き
ま
す
が
、
最

近
で
は
女
性
や
子
ど
も
で
も
笛
の
演
奏
が
で
き

る
人
も
い
ま
す
。
地
元
の
神
楽
社
中
で
は
、
小

学
生
の
女
の
子
が
、
神
楽
の
公
演
で
と
て
も
上

手
に
笛
を
吹
い
て
い
ま
す
。
船
津
さ
ん
の
ヒ
ー

ロ
ー
笛
の
お
か
げ
で
す
。

　

お
話
を
一
通
り
聞
い
た
後
、
取
材
メ
ン
バ
ー

は
店
内
の
笛
を
手
に
取
っ
て
吹
き
始
め
ま
し

た
。
笛
は
、
全
部
同
じ
よ
う
に
見
え
て
、
一
本

一
本
長
さ
も
大
き
さ
も
違
い
ま
す
。
人
に
よ
っ

て
そ
の
人
に
合
っ
た
笛
も
違
う
の
で
、
自
分
に

合
っ
た
笛
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

た
く
さ
ん
置
い
て
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
店
内

の
「
御
自
由
に
好
み
の
笛
を
お
選
び
下
さ
い
」

と
い
う
看
板
に
は
、
こ
の
よ
う
な
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
船
津
さ
ん
か
ら
「
好
き
な
笛
、
ひ

と
つ
持
っ
て
帰
り
ん
さ
い
」
と
の
お
言
葉
が
。

な
ん
と
、
笛
を
一
人
一
本
ず
つ
プ
レ
ゼ
ン
ト
し

て
く
だ
さ
る
と
い
う
の
で
す
！　

私
た
ち
は
、

大
喜
び
で
笛
を
選
び
始
め
ま
し
た
。

　

店
内
に
は
、
笛
を
入
れ
る
袋
（
笛
袋
）
も
売

ら
れ
て
い
ま
す
。
き
れ
い
な
柄
の
袋
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
し
た
。
な
ん
と
こ
れ
は
、
す
べ
て
山

田
さ
ん
の
手
作
り
で
、
着
物
の
布
を
リ
メ
イ
ク

し
て
作
っ
て
い
る
そ
う
で
す
！　

こ
の
笛
袋
も

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
た
く
さ

ん
あ
る
中
か
ら
自
分
の
好
み
の
色
・
柄
の
も
の

を
選
び
、
本
日
の
取
材
は
終
了
で
す
。

　

最
後
に
全
員
で
写
真
を
撮
り
ま
し
た
。
外
に

出
て
み
る
と
雨
は
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
私
た

ち
が
車
で
帰
る
と
き
も
、
船
津
さ
ん
と
山
田
さ

ん
は
外
に
出
て
手
を
振
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。

■
船
津
さ
ん
こ
そ
ヒ
ー
ロ
ー

　

八
月
十
二
日
、
も
う
一
度
ヒ
ー
ロ
ー
社
に
お

邪
魔
し
ま
し
た
。
こ
の
日
は
、
前
回
見
落
と
し

た
笛
の
工
房
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
工

房
に
入
る
と
、
左
手
前
の
壁
に
た
く
さ
ん
の
物

差
し
が
掛
け
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
船
津

さ
ん
が
製
作
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
笛
の
長

さ
や
穴
の
位
置
を
示
し
て
い
ま
す
。
船
津
さ
ん

の
長
年
の
努
力
と
工
夫
の
結
晶
と
言
っ
て
も
い

い
で
し
ょ
う
。

　
「
ヒ
ー
ロ
ー
笛
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
に
苦
労

さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
」
と
質
問
す
る

と
、船
津
さ
ん
は
即
座
に
「
芯
を
作
る
こ
と
！
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
芯
（
芯
木
）
は
、
写

真
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
て
、
笛
の
内
部
に
差

し
込
ん
で
あ
る
の
で
外
か
ら
は
見
え
ま
せ
ん
。

実
は
こ
の
芯
が
ヒ
ー
ロ
ー
笛
独
特
の
パ
ー
ツ

で
、
こ
こ
に
は
船
津
さ
ん
の
工
夫
が
い
っ
ぱ
い

詰
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

芯
の
材
料
は
、
柔
ら
か
い
桐
の
木
で
す
。
こ

の
芯
は
、
中
央
か
ら
少
し
ず
れ
た
と
こ
ろ
（
吹

■（上）店内の看板。（二段目、右）自分に合った笛を探
す取材メンバー。（三段目）船津さん、山田さんと記念撮影。

（右下）笛とものさし。（左下）芯。



■（上から順に）笛の芯を作る工程。

き
穴
の
位
置
に
相
当
す
る
部
分
）
が
深
く
削
っ

て
あ
り
、
そ
こ
か
ら
右
端
へ
向
か
っ
て
緩
や
か

な
傾
斜
が
つ
け
て
あ
り
ま
す
。
先
端
は「
ハ
ネ
」

と
呼
ば
れ
て
い
て
、
少
し
突
出
し
て
い
ま
す
。

ハ
ネ
は
鳴
り
穴
の
左
端
に
一
致
し
て
い
て
、
ハ

ネ
と
竹
と
の
間
に
は
ご
く
わ
ず
か
な
隙
間
が
あ

り
ま
す
。
吹
き
穴
か
ら
吹
き
込
ま
れ
た
息
は
、

こ
の
隙
間
を
通
過
す
る
と
き
に
音
と
な
る
の
で

す
。

　

以
前
は
、
堅
い
ヒ
ノ
キ
を
削
っ
て
芯
全
体
を

作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
木
で
ハ
ネ
を
作
る
と
、

作
る
の
に
時
間
が
か
か
る
う
え
に
、
長
時
間
吹

く
と
湿
っ
て
膨
張
し
、
音
が
変
化
し
て
し
ま
う

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
船
津

さ
ん
は
、「
こ
の
ハ
ネ
を
ビ
ニ
ー
ル
に
替
え
よ

う
！
」
と
思
い
つ
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
作
る
工
程
も
簡
単
に
な
る
だ
け
で
な
く
、

ハ
ネ
が
湿
る
こ
と
も
な
く
な
る
の
で
一
晩
中
吹

け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

実
際
に
芯
を
作
る
と
こ
ろ
を
見
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
作
業
工
程
は
、
ま
ず
旋
盤
と
ノ
ミ

を
使
っ
て
、
竹
や
パ
イ
プ
に
差
し
込
め
る
よ
う

に
桐
の
棒
全
体
を
削
り
ま
す
。
そ
し
て
、
鳴
り

穴
の
位
置
に
合
わ
せ
て
棒
を
切
断
し
、
吹
き
穴

の
部
分
か
ら
ハ
ネ
に
か
け
て
削
っ
て
い
き
ま
す

（
船
津
さ
ん
は
「
舟
底
型
に
削
る
」
と
表
現
し

ま
す
）。
こ
こ
で
船
津
さ
ん
は
、
削
っ
た
部
分

に
赤
い
マ
ジ
ッ
ク
で
色
を
塗
り
ま
す
。こ
れ
は
、

「
ま
じ
め
に
作
っ
て
ま
す
よ
」
と
い
う
印
な
の

だ
そ
う
で
す
。

　

次
に
、
ハ
ネ
の
部
分
を
作
り
ま
す
。
ハ
ネ
の

材
料
は
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
売
っ
て
い
る
赤

い
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
板
で
す
。
こ
れ
を
一
・

五
セ
ン
チ
四
方
に
カ
ッ
ト
し
、
芯
の
先
端
に
接

着
剤
で
貼
り
付
け
ま
す
。
ハ
サ
ミ
で
大
ま
か
に

切
っ
て
か
ら
、
ヤ
ス
リ
で
形
を
整
え
ま
す
。
こ

れ
で
芯
は
ほ
と
ん
ど
完
成
で
す
。

　

最
後
に
、
良
い
音
が
出
る
よ
う
に
芯
を
調
整

し
て
い
き
ま
す
。
芯
を
笛
に
差
し
込
ん
で
、
実

際
に
吹
い
て
音
を
出
し
て
み
ま
す
。
そ
し
て
、

吹
き
穴
か
ら
息
が
当
た
る
部
分
の
深
さ
と
角
度

や
、
ハ
ネ
の
出
っ
張
り
の
長
さ
と
尖
り
具
合

を
、
何
回
も
微
調
整
し
ま
す
。
こ
の
作
業
は
、

一
ミ
リ
の
十
分
の
一
単
位
の
細
か
さ
で
行
わ
れ

ま
す
。
最
終
的
に
、
ど
の
指
穴
か
ら
も
特
徴
の

あ
る
音
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
芯
を
接
着

剤
で
笛
に
固
定
し
て
、「
こ
れ
で
絶
対
せ
や
な

い
！
」
の
一
言
。
ヒ
ー
ロ
ー
笛
の
完
成
で
す
。

　

芯
は
す
べ
て
船
津
さ
ん
の
手
作
り
な
の
で
、

一
つ
ひ
と
つ
微
妙
に
違
い
ま
す
。だ
か
ら
こ
そ
、

ヒ
ー
ロ
ー
笛
は
一
本
一
本
す
べ
て
、
音
色
や
音

の
出
し
具
合
が
異
な
る
の
で
す
。
私
が
驚
い
た

の
は
、
船
津
さ
ん
が
す
べ
て
の
工
程
を
自
分
の

感
覚
だ
け
で
や
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
長

年
作
り
続
け
て
き
た
船
津
さ
ん
に
は
、
す
べ
て

の
工
程
が
自
分
の
身
体
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る

の
で
す
。

　

最
後
に
船
津
さ
ん
は
、「
石
見
神
楽
の
三
大

要
素
は
、
①
衣
裳
が
派
手
、
②
リ
ズ
ム
が
い
い
、

③
笛
が
い
い
」
と
、
胸
を
張
っ
て
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。

　

石
見
神
楽
は
、
郷
土
芸
能
と
し
て
は
珍
し

く
、
若
者
か
ら
子
ど
も
や
女
性
ま
で
、
多
く
の

人
び
と
に
支
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
要
因
と

し
て
は
、
衣
装
や
演
出
な
ど
見
た
目
の
派
手
さ

と
、
八
調
子
と
呼
ば
れ
る
テ
ン
ポ
の
良
さ
に
加

え
て
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の

「
誰
で
も
吹
け
る
」
ヒ
ー
ロ
ー
笛
の
存
在
が
大

き
い
の
で
す
。

　

残
念
な
が
ら
、
船
津
さ
ん
の
後
を
継
ぐ
人
は

い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
な
ん
と
か
ヒ
ー
ロ
ー

笛
を
残
し
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
私

た
ち
に
も
作
り
方
か
ら
仕
組
み
ま
で
、
事
細
か

く
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
船
津
さ
ん
に

は
、
私
心
と
い
う
も
の
が
ま
っ
た
く
な
い
の
で

す
。そ
ん
な
船
津
さ
ん
の
人
柄
も
あ
っ
て
、ヒ
ー

ロ
ー
笛
は
多
く
の
人
び
と
に
愛
さ
れ
、
石
見
神

楽
を
支
え
て
い
る
の
で
す
。

　

私
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
桜
江
町
の
宝
を
紹
介

し
た
い
！
と
い
う
気
持
ち
で
ヒ
ー
ロ
ー
笛
の
取

材
を
始
め
ま
し
た
が
、
船
津
さ
ん
の
功
績
と
い

ま
の
お
気
持
ち
を
思
う
と
、
取
材
中
に
何
度
も

涙
が
出
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
船
津
さ
ん
こ
そ

が
、地
元
の
宝
（
ヒ
ー
ロ
ー
）
だ
っ
た
の
で
す
。

ど
う
か
い
つ
ま
で
も
お
元
気
で
、
活
躍
さ
れ
る

こ
と
を
お
祈
り
し
て
い
ま
す
。

（
た
け
う
ち
・
さ
き
／
文
化
資
源
学
系
二
年
生
）
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松
江
市
東
出
雲
町
の
揖
屋
に
あ
る
、「
黄
泉

の
国
（
あ
の
世
）
と
現
世
の
境
目
」
と
さ
れ
る

黄よ
も
つ
ひ
ら
さ
か

泉
比
良
坂
。
取
材
日
は
暑
い
日
が
続
い
て
い

る
七
月
中
旬
で
し
た
が
、
こ
の
日
の
天
気
は
雨

の
ち
晴
れ
と
暑
さ
の
少
し
抑
え
ら
れ
た
、
ま
る

で
私
た
ち
を
歓
迎
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
天
気

で
し
た
。

　

現
地
で
は
、
看
板
を
見
て
小
道
に
入
っ
た
は

ず
な
の
に
迷
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
た
ま
た
ま

通
り
か
か
っ
た
近
く
の
住
民
の
方
に
尋
ね
る

と
、「
つ
い
て
き
て
く
だ
さ
い
」
と
、
車
で
先

導
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
町
は
私
の
地

元
で
す
が
、
人
の
温
か
さ
に
感
動
し
ま
し
た
。

■
実
際
に
神
話
の
世
界
へ

　

黄
泉
比
良
坂
に
は
神
話
を
も
と
に
し
た
物
語

が
あ
り
ま
す
。
現
地
に
置
い
て
あ
る
、
比
良
坂

神
蹟
保
存
会
が
公
開
し
て
い
る
「
黄
泉
比
良
坂

物
語
」
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
ら
内
容
を
抜

粋
し
て
紹
介
し
ま
す
（
次
ペ
ー
ジ
）。

　

こ
の
神
話
に
つ
い
て
楽
し
く
知
り
た
い
と
思

い
、
現
地
で
実
際
に
シ
ー
ン
を
演
じ
て
み
よ
う

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
神
話
の
中
に
実

際
に
登
場
す
る
と
さ
れ
て
い
る
場
所
で
写
真
を

撮
影
し
ま
し
た
。
こ
の
日
の
取
材
班
は
総
勢

十
四
名
で
、
に
ぎ
や
か
に
撮
影
を
し
ま
し
た
。

イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
を
演
じ
た
の
は
総
合
文
化

学
科
二
年
の
大
里
佳
澄
さ
ん
、
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ

コ
ト
を
演
じ
た
の
は
同
じ
く
原
田
未
来
さ
ん
、

醜
女
は
そ
の
他
七
名
で
演
じ
ま
し
た
。
天
つ
神

を
演
じ
て
い
る
の
は
総
合
文
化
学
科
教
授
の
小

泉
凡
先
生
で
す
。
演
出
は
私
、
長
嶋
が
担
当
し

ま
し
た
。

―舞台  黄泉比良坂―
長 嶋 恵 里 香

現地で味わう神話の世界

（松江市東出雲町）
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①男神伊邪那岐命（いざなきのみこと）、
女神伊邪那美命（いざなみのみこと）の
二神は、天つ神の「お前たち二人心を
合わせて国土を生み、もろもろの神々
を生んで、天の下の国と神々を立派に
作るように」との仰せに従い、……国
土を作られ、次にはその国に住む様々
な神々をお生みになり、最後に火の神
をお生みになったが、この時、伊邪那
美命は女の大切な女陰を焼かれてお亡
くなりになった。
②伊邪那岐命は亡くなった妻の伊邪那
美命に逢いたくて、後を追いかけて黄
泉の国へ行かれた。しかしここは死者
だけのいる国であった。伊邪那岐命は
大声で「わが最愛の妻伊邪那美よ。お
前と二人で作った国はまだ作りおえて
おらぬ。早く還ってほしい」といわれ
た。けれども伊邪那美命は「それは残
念でした。……私はもう黄泉の国の食
べ物を食べてしまいました。でもあな
たがわざわざ迎えに来てくださったの
で、何とかして還りたいので、黄泉の
国の神に相談してみましょう。しかし
私が返事を申し上げるまでは絶対に来
られてはいけませんよ」と消えていか
れた。
③伊邪那岐命は待てども待てども返
事がないので、とうとうしびれを切
らし約束を破って真っ暗な黄泉の国
へ［入ってしまった。すると］そこに
は体中に蛆のわいた伊邪那美命が横た
わっており、……ふた目と見られぬひ
どい姿であった。
④驚いた伊邪那岐命は恐ろしくなって
一生懸命逃げ還ろうとされた。ところ
が伊邪那美命は「あれほどここへ来ら
れぬようにと約束したのに……」と大
へん怒り、黄泉の国の醜女たちを使っ
て大勢が追いかけた。
⑤最後には伊邪那美命自身が追いかけ
てこられたので、伊邪那岐命は黄泉比
良坂にあった大きな岩で道をふさいで
しまわれた。［二人の神はお互いに腹
を立て］別離のことばを交わした。伊
邪那美命は「あなたがこんなことをし
たからには、これから後あなたの国の
人間を毎日千人ずつ殺す」といわれた。
伊邪那岐命は「お前がそんなことをす
るなら私は毎日千五百人の産屋をたて
てみせる」と仰せられた。そのような
わけで日本の人口は増えるといわれて
いる。

①②

③

④

⑤



で
、
そ
れ
は
「
次
の
ス
テ
ッ
プ
」
と
い
う
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
語
ら
れ
ま
し
た
。
イ
ザ

ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
黄
泉
の
国
か
ら
逃
げ
帰
る
と

き
、
そ
の
出
口
で
言
う
台
詞
は
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ

コ
ト
の「
死
」に
対
す
る
言
葉
と
は
反
対
の「
生
」

に
対
し
て
前
向
き
な
言
葉
で
す
。

　

イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
こ
こ
を
出
た
後
、
穢

れ
を
落
と
す
た
め
に
泉
で
禊
を
し
ま
す
。
す
る

と
左
目
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
、
右
目

か
ら
ツ
ク
ヨ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
、
鼻
か
ら
ス
サ
ノ
オ

ノ
ミ
コ
ト
を
誕
生
さ
せ
ま
す
。
日
本
の
神
話
の

原
点
を
つ
く
っ
た
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
黄

泉
の
国
を
出
た
後
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
だ

と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

逃
げ
て
帰
る
と
い
う
試
練
を
乗
り
越
え
、
前

向
き
に
進
ん
で
い
く
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
場
所
に
は
「
次
に
進
み
た
い
」
と

い
う
思
い
を
持
つ
人
に
ご
利
益
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
取
材
や
撮
影
を

大
き
な
難
も
な
く
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
も
し
か
し
た
ら
こ
の
力
が
は
た
ら
い
て
い

た
お
か
げ
な
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
り
も

し
ま
し
た
。

　

東
出
雲
支
所
の
方
に
、
こ
こ
へ
来
る
途
中
、

近
所
の
方
が
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
伝
え
る
と
、
こ
こ
ら
辺
の
方
は
道
案
内
に

慣
れ
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
言
わ
れ
た
の
で
驚
き

ま
し
た
。
出
雲
大
社
の
大
遷
宮
や
縁
結
び
ブ
ー

ム
に
伴
っ
て
島
根
県
の
観
光
客
が
増
え
、「
意

宇
六
社
め
ぐ
り
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
黄
泉
比
良
坂
へ
の
観
光

客
も
増
え
た
そ
う
で
す
。

　
「
意
宇
六
社
め
ぐ
り
」
と
い
う
の
は
熊
野
大

■
東
出
雲
支
所
の
方
に
聞
き
ま
し
た

　
「
神
蹟
黄
泉
比
良
坂
伊
賦
夜
伝
説
地
」
と
刻

ま
れ
た
石
碑
が
目
の
前
に
見
え
る
駐
車
場
で
松

江
市
東
出
雲
支
所
地
域
振
興
課
の
本
多
千
景
さ

ん
、
井
川
葉
月
さ
ん
か
ら
お
話
を
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

黄
泉
比
良
坂
は
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
中
で

出
て
く
る
と
き
、
黄
泉
の
「
入
り
口
」
と
し
て

は
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
話
が
印
象
的
で
し

た
。
物
語
の
中
で
出
口
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と

社
・
真
名
井
神
社
・
六
所
神
社
・
八
重
垣
神
社
・

神
魂
神
社
・
揖
夜
神
社
の
六
社
を
め
ぐ
る
も
の

で
、
江
戸
時
代
以
降
に
行
わ
れ
て
い
た
「
意
宇

六
社
参
り
」
が
元
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う

ち
の
揖
夜
神
社
と
黄
泉
比
良
坂
は
セ
ッ
ト
で
観

光
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
の
た
め
観
光

客
の
人
数
が
格
段
に
上
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で

し
た
。

　

話
を
し
て
い
た
だ
い
た
東
出
雲
支
所
の
方
々

も
黄
泉
比
良
坂
の
伝
説
に
注
目
し
、
平
成
八
年

か
ら
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る

そ
う
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
披
露
し
て
お
ら

れ
、
今
年
の
県
民
会
館
大
ホ
ー
ル
で
の
公
演
は

千
人
の
お
客
さ
ん
を
動
員
し
ま
し
た
。
島
根
大

学
の
音
楽
の
教
授
が
作
曲
を
、
照
明
や
音
響
も

プ
ロ
の
方
が
手
掛
け
、
島
根
大
学
声
専
合
唱
団

の
み
な
さ
ん
や
島
根
大
学
管
弦
楽
団
の
み
な
さ

ん
の
協
力
な
ど
も
あ
り
本
格
的
で
す
。

　

一
番
初
め
に
公
演
さ
れ
た
「
黄
泉
比
良
坂
」

と
い
う
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
で
は
、
日
本
照
明
家
協

■（左上）支所の方からお話を聞いています。（右上）付け谷に向かう道。遠足気分。（左下）小道具を渡され、興味津々
の凡先生。（右下）髪の毛のセッティング中の大里さん。
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い
ま
す
。

　

今
回
の
取
材
に
同
行
し
て
い
た
だ
い
た
小
泉

凡
先
生
は
、こ
の
場
所
に
あ
る
「
黄
泉
比
良
坂
・

伊
賦
夜
坂　

徒
歩
五
分
」
と
い
う
看
板
に
注
目

さ
れ
ま
し
た
。
先
生
に
指
摘
さ
れ
な
い
と
見
落

と
す
ぐ
ら
い
の
看
板
で
し
た
が
、
た
し
か
に
よ

く
考
え
る
と
、
ま
さ
に
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境

目
と
思
え
る
こ
の
不
思
議
な
空
間
の
そ
ば
に
、

こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
看
板
が
設
置
さ
れ
て
い

る
の
は
お
も
し
ろ
い
光
景
で
す
。
小
泉
八
雲
が

記
し
て
い
た
よ
う
に
、
出
雲
の
地
の
素
朴
さ
や

原
始
性
と
い
う
の
が
物
語
だ
け
で
な
く
風
景
か

ら
も
見
い
だ
せ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

■
現
代
に
残
る
、
黄
泉
比
良
坂

　

物
語
の
中
で
、
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
黄
泉

の
国
の
軍
か
ら
逃
げ
て
い
る
最
中
に
、
木
に

な
っ
て
い
た
桃
の
実
を
投
げ
て
退
散
さ
せ
た
と

は
「
付
け
谷
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

道
中
に
石
が
た
く
さ
ん
積
ん
で
あ
る
所
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
奥
に
は
大
き
め
の
石
が
あ
る
の

で
す
が
、
そ
の
石
は
こ
の
道
の
塞
の
神
と
さ
れ

て
い
て
、
こ
の
辺
り
の
住
民
は
か
つ
て
「
こ
こ

を
通
る
と
き
は
石
を
置
い
て
通
り
な
さ
い
」
と

い
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
何
か
意
味
が
あ
る

の
で
は
と
研
究
を
し
に
訪
れ
る
方
が
お
ら
れ
る

そ
う
で
す
が
、
住
民
の
方
は
「
な
ぜ
か
分
ら
な

い
け
ど
石
を
置
く
よ
う
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
」
と
お
っ
し
ゃ
る
そ
う
で
す
。

　

塞
の
神
と
い
う
の
は
道
祖
神
と
も
い
わ
れ
、

町
や
村
の
「
境
界
」
か
ら
悪
い
も
の
が
入
っ
て

こ
な
い
よ
う
に
し
て
く
れ
る
神
を
指
し
ま
す
。

黄
泉
比
良
坂
物
語
で
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
イ

ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
と
離
別
す
る
シ
ー
ン
が
あ
り

ま
し
た
が
、
日
本
書
紀
に
は
「『
こ
れ
よ
り
は

い
っ
て
は
な
ら
ぬ
』と
し
て
杖
を
投
げ
ら
れ
た
。

こ
れ
を
岐
神
（
塞
え
の
神
）
と
い
う
」
と
記
さ

れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
住
民
の
方
か
ら

す
れ
ば
た
だ
の
習
慣
だ
っ
た
も
の
が
、
実
は
神

話
と
関
係
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う

の
は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

現
在
は
昔
に
比
べ
て
都
市
部
か
ら
の
観
光
客

も
増
え
、
松
江
市
の
大
事
な
観
光
地
と
し
て
名

を
は
せ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と

い
う
の
は
あ
く
ま
で
観
光
の
た
め
の
う
た
い
文

句
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
私
は
こ
の
地
の
力
を
身
を
も
っ
て
感
じ
た

し
、
不
思
議
な
空
間
に
入
り
込
ん
だ
気
分
が
と

て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。

　

黄
泉
比
良
坂
の
物
語
は
一
見
怖
そ
う
に
思
い

ま
す
が
、
神
は
人
間
社
会
の
不
幸
を
救
う
存
在

と
し
て
奉
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
イ
ザ
ナ
ギ

ノ
ミ
コ
ト
と
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
が
夫
婦
円
満

の
守
り
神
と
し
て
、
産
後
他
界
さ
れ
た
イ
ザ
ナ

ミ
ノ
ミ
コ
ト
が
女
性
の
守
り
神
と
し
て
崇
め
ら

れ
て
い
る
の
で
、
是
非
多
く
の
人
に
来
て
も

ら
っ
て
何
か
パ
ワ
ー
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
と

思
い
ま
し
た
。
神
話
を
再
現
し
て
み
て
、
行
く

場
所
行
く
場
所
に
神
々
の
奮
闘
が
見
え
て
と
て

も
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
身
近
な
と
こ
ろ
に

神
々
の
原
点
が
あ
っ
た
こ
と
を
誇
り
に
思
い
、

こ
の
物
語
の
継
承
に
貢
献
で
き
れ
ば
と
思
い
ま

し
た
。

（
な
が
し
ま
・
え
り
か
／
文
化
資
源
学
系
二
年
生
）

い
う
場
面
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
に
ち
な
ん

で
実
際
に
黄
泉
比
良

坂
に
桃
の
木
を
植
え

ら
れ
た
そ
う
で
す
。

風
景
を
似
せ
た
り
雰

囲
気
を
作
り
だ
し

た
り
す
る
た
め
、
桃

の
木
を
最
近
植
え
ら

れ
た
と
聞
い
て
お
も

し
ろ
い
と
思
い
ま
し

た
。

　

イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ

ト
が
醜
女
か
ら
逃

げ
た
と
さ
れ
る
道

会
か
ら
照
明
デ
ザ
イ
ン
の
賞
を
受
賞
さ
れ
た
ほ

ど
だ
そ
う
で
す
。
衣
装
は
東
出
雲
町
の
主
婦
の

方
々
が
協
力
し
て
作
ら
れ
、
地
元
の
子
ど
も
た

ち
も
た
く
さ
ん
参
加
し
て
い
ま
す
。
大
人
数
で

一
つ
の
作
品
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
の
は
楽
し

く
、
不
安
も
伴
う
も
の
で
す
。
そ
れ
を
完
成
さ

せ
た
と
き
の
喜
び
は
抱
き
合
っ
て
喜
ぶ
ほ
ど

だ
っ
た
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

来
年
、
平
成
二
十
七
年
九
月
に
揖
夜
神
社
で

「
伊
賦
夜
坂
」
と
い
う
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
公
演

の
予
定
が
あ
る
そ
う
で
す
。

■
小
泉
八
雲
が
み
た
黄
泉
比
良
坂

　

小
泉
八
雲
は
「
古
事
記
」
に
大
変
興
味
を
示

し
て
い
ま
し
た
が
、
黄
泉
比
良
坂
の
物
語
は
出

雲
神
話
の
中
で
も
最
も
気
に
入
っ
た
話
の
一
つ

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
物
語
に
魅
か
れ
た
理

由
は
、
そ
の
素
朴
さ
、
原
始
性
に
あ
っ
た
と
い

■（上）現実的な看板。（下）積んである石の奥に「塞の神」
といわれる大きめの石が。石を置いてみるイザナギ。
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浜
田
は
私
の
母
の
出
身
地
で
あ
り
、
私
が
生

ま
れ
た
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
浜
田
の

街
並
み
や
雰
囲
気
が
好
き
で
、
今
回
、
浜
田
を

取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
て
と
て
も
嬉
し
く
感

じ
て
い
ま
す
。
二
年
生
編
集
部
員
の
多
く
は
浜

田
に
行
っ
た
こ
と
が
な
く
、
驚
き
ま
し
た
。
知

ら
ぬ
土
地
に
興
味
を
持
っ
た
の
か
、
街
歩
き
に

は
大
人
数
が
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。

   

七
月
六
日
九
時
、
短
大
に
集
合
し
、
ワ
ゴ
ン

車
に
乗
っ
て
浜
田
市
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。
約

二
時
間
半
、
ず
っ
と
車
に
揺
ら
れ
て
い
た
の
で

み
ん
な
疲
れ
気
味
だ
ろ
う
…
…
と
思
い
き
や
、

話
し
声
が
絶
え
な
い
賑
や
か
な
車
内
で
し
た
。

到
着
し
た
の
は
十
一
時
十
五
分
頃
。

   
二
年
生
編
集
部
員
七
人
と
共
に
商
店
街
を
中

心
に
歩
き
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
の
流
れ
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
母
に
、「
昔
な

が
ら
の
店
が
多
く
並
び
、
歴
史
が
あ
る
商
店
街

が
街
歩
き
に
向
い
て
い
る
の
で
は
？
」
と
勧
め

ケ
ー
ス
の
こ
と
で
し
た
。
石
見
神
楽
が
盛
ん
な

地
域
な
ら
で
は
の
商
品
で
あ
る
と
感
じ
ま
し

た
。

   

天
候
は
生
憎
の
雨
。
お
祭
り
の
後
で
街
の
皆

て
も
ら
っ
た
紺
屋
町

へ
と
向
か
い
ま
し

た
。
紺
屋
町
は
浜
田

城
の
城
下
町
と
し
て

栄
え
た
場
所
で
、
染

色
の
お
店
が
多
か
っ

た
こ
と
か
ら
こ
の
名

が
つ
い
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

土
曜
夜
市

   

紺
屋
町
の
辺
り
を

歩
い
て
み
よ
う
と

言
っ
て
い
る
さ
な

か
、「
た
じ
ま
や
」

街のおもしろ
文化観察学入門

その九！

～浜田編～ 江 田 靖 奈

■（上）移動中の車内。（中）「たじまや」にて。「神楽ケー
ス販売しています」の張り紙。（下）土曜夜市翌日の
紺屋町商店街。

さ
ん
は
お
疲
れ
気
味
な
の
か
、
人
通
り

は
少
な
く
静
か
で
し
た
。
所
々
に
七
夕

の
飾
り
が
つ
い
た
笹
が
飾
っ
て
あ
り
ま

し
た
。
不
思
議
そ
う
に
そ
の
笹
を
み
て

い
た
と
こ
ろ
、
食
堂
「
自
由
軒
」
の
お

店
の
方
が
気
さ
く
に
話
し
か
け
て
下
さ

い
ま
し
た
。
前
日
行
わ
れ
て
い
た
お
祭

り
は
土
曜
夜
市
と
い
う
お
祭
り
で
、
紺

屋
町
で
は
夏
の
間
に
四
回
行
わ
れ
る
そ

う
で
す
。

   

七
夕
も
近
い
と
い
う
こ
と
で
、
笹
を

三
十
本
用
意
し
、
飾
り
は
地
元
の
保
育

園
児
な
ど
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
で

し
た
。
短
冊
は
ナ
イ
ロ
ン
で
作
ら
れ
て

■（上）橋を渡る取材班。（下）地元の幼稚園児が作った
七夕の飾り。

と
い
う
カ
バ
ン
屋
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
そ

こ
に
は
、「
神
楽
ケ
ー
ス
販
売
し
て
い
ま
す
」

と
い
う
張
り
紙
が
…
…
。
気
に
な
っ
て
お
店
の

方
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
神
楽
の
衣
装
を
入
れ
る
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お
り
、
雨
に
ぬ
れ
て
も
大
丈
夫
な
よ
う
に
工
夫

し
て
あ
り
ま
し
た
。
石
見
神
楽
や
し
ま
ね
っ
こ

が
来
た
り
と
、
と
て
も
盛
り
上
が
っ
た
そ
う
で

す
。
近
年
は
島
根
県
立
大
学
浜
田
キ
ャ
ン
パ
ス

の
学
生
さ
ん
も
参
加
さ
れ
て
お
り
、
交
流
の
場

の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

   

紺
屋
町
を
進
ん
で
い
く
と
、
お
店
の
シ
ャ
ッ

タ
ー
が
閉
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
見
ら
れ

ま
し
た
。
日
曜
日
な
の
で
、
定
休
日
な
の
だ
と

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、「
佐
々
木
果
実
」
の
お

店
の
方
に
お
話
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、「
前
日
の

お
祭
り
で
皆
さ
ん
疲
れ
て
お
り
ま
し
て
…
…
そ

策
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
し
た
。
平

成
十
七
年
に
完
成
し
た
シ
ャ
ッ
タ
ー
美
化
事

業
。
絵
の
描
き
手
は
一
般
募
集
し
ま
し
た
が
、

ど
の
絵
も
味
が
あ
っ
て
商
店
街
を
華
や
か
に

彩
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
土
曜

夜
市
で
は
、一
斉
に
商
店
街
の
電
気
を
消
し
て
、

シ
ャ
ッ
タ
ー
の
絵
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て

る
よ
う
な
演
出
も
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

   

商
店
街
の
活
気
を
取
り
戻
す
活
動
と
し
て
、

シ
ャ
ッ
タ
ー
美
化
事
業
の
他
に
も
、
道
路
の
整

備
、街
灯
の
新
設
工
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。「
珍

味
屋
」
の
お
店
の
方
が
、
路
面
は
ブ
ロ
ッ
ク
で

愉
快
な
洋
食
店

   

歴
史
あ
る
お
店
が
並
ぶ
中

に
、
一
風
変
わ
っ
た
洋
風
の

お
店
が
あ
り
ま
し
た
。
ガ
ラ

ス
に
は
イ
タ
リ
ア
語
と
思
わ

れ
る
文
字
で
メ
ニ
ュ
ー
ら
し

き
も
の
が
書
い
て
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
お
店
の
名
前
は

「
華
楽
」。
お
店
の
前
で
、「
こ

れ
は
何
語
だ
ろ
う
？
」「
和

風
？　

イ
タ
リ
ア
ン
？
」
な

ど
と
騒
い
で
い
た
ら
、
お
店

の
方
が
出
て
き
て
下
さ
い
ま

し
た
。

   

「
写
真
を
撮
っ
て
い
い
で

す
か
？
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ

「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ

い
。
帽
子
を
取
っ
て
き
ま
す

か
ら
」
と
言
っ
て
シ
ェ
フ
の

帽
子
を
取
っ
て
こ
ら
れ
、
気

合
十
分
！　

内
装
も
是
非

撮
っ
て
下
さ
い
と
言
っ
て
い

た
だ
い
た
の
で
す
が
、「
お

客
さ
ん
の
了
解
を
得
な
い
と

さ
す
が
に
…
…
」
と
言
う
と

「
了
解
は
得
ま
し
た
」。
対
応

の
速
さ
に
一
同
爆
笑
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お

店
の
内
装
は
和
風
で
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
が

漂
っ
て
お
り
、
人
柄
の
よ
い
店
主
が
魅
力
的
な

お
店
で
し
た
。

ふ
と
ん
屋
さ
ん
と
の
縁

　

歩
い
て
い
る
と
気
に
な
る
看
板
や
お
店
が
沢

■（上段・左下）シャッターの絵。（右下）道路上のカレイとヒラメ。

ろ
そ
ろ
し
た
ら
開
店
さ
れ
る
と
思
い

ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

紺
屋
町
の
シ
ャ
ッ
タ
ー

   

佐
々
木
果
実
さ
ん
は
半
分
シ
ャ
ッ

タ
ー
が
開
き
、
半
分
閉
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
理
由
は
、
そ
ろ
そ
ろ
開

店
し
よ
う
か
ど
う
か
と
考
え
て
お
ら

れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら
だ
そ
う
で

…
…
。
そ
う
い
っ
た
自
由
な
雰
囲
気

が
と
て
も
心
地
よ
く
感
じ
ら
れ
ま
し

た
。
店
主
は
、
中
国
語
講
座
の
本
を

片
手
に
出
て
き
て
く
だ
さ
り
、
と
て

も
中
国
語
が
達
者
で
し
た
。
テ
レ
ビ

の
講
座
で
こ
こ
ま
で
話
せ
る
よ
う
に

な
る
の
だ
と
驚
き
ま
し
た
。

   

シ
ャ
ッ
タ
ー
の
方
に
目
を
や
る
と

可
愛
ら
し
い
絵
が
描
い
て
あ
り
ま
し

た
。
他
の
お
店
に
も
同
じ
よ
う
に
、

シ
ャ
ッ
タ
ー
に
様
々
な
絵
が
描
い
て

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
空
き
店
舗
対

舗
装
さ
れ
、
色
の
異
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
を
並
べ
て

ヒ
ラ
メ
と
カ
レ
イ
が
描
い
て
あ
る
こ
と
、
街
灯

に
も
魚
の
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
る
こ
と
を
教
え

て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
、
商
店
街
を
盛
り

上
げ
る
工
夫
の
一
つ
で
あ
り
、
漁
港
の
街
な
ら

で
は
の
工
夫
だ
と
思
い
ま
し
た
。

■（右上）船﨑ふとん店。（左）シェフとキメ顔でパシャリの舩木さん。（右下）「華楽」の店内。
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山
目
に
入
り
ま
し
た
。創
立
昭
和
二
十
年
の「
船

﨑
ふ
と
ん
店
」
で
は
、「
ぼ
た
ん
わ
た
」
と
大

き
く
書
か
れ
た
看
板
が
印
象
的
で
し
た
。
船
﨑

ふ
と
ん
店
と
書
か
れ
た
文
字
と
同
じ
ぐ
ら
い
の

大
き
さ
で
あ
っ
た
た
め
、
初
め
は
ど
ち
ら
が
お

店
の
名
前
か
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
店
の

方
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
ぼ
た
ん
わ
た
と
い
う
の

は
メ
ー
カ
ー
の
名
前
で
し
た
。
私
の
両
親
は
、

結
婚
し
た
際
に
こ
こ
の
お
店
で
布
団
を
買
っ
た

そ
う
で
す
。

   

船
﨑
ふ
と
ん
店
の
近
く
に
は
大
き
な
制
服
が

飾
ら
れ
た
「
制
服
の
カ
タ
イ
」
が
あ
り
ま
し
た
。

普
段
着
る
制
服
の
十
倍
は
あ
る
よ
う
な
大
き
さ

の
制
服
が
外
に
飾
ら
れ
、
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ー

に
は
、
普
段
着
る
制
服
の
五
分
の
一
ほ
ど
の
大

き
さ
の
制
服
が
飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
大
き
い

も
の
か
ら
小
さ
い
も
の
ま
で
作
る
技
術
が
あ
る

こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
店
主

の
方
は
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
隣
の
お
店
と

繋
が
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
作
業
服
な
ど
を
取

り
扱
っ
て
い
ま
し
た
。
店
の
隅
に
は
刺
繍
を
す

る
機
械
が
置
い
て
あ
り
、
注
文
通
り
の
刺
繍
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
店
の
方
は
と
て
も

気
さ
く
で
笑
顔
が
可
愛
ら
し
く
、
心
癒
さ
れ
ま

し
た
。

旅
館
の
よ
う
な
家

   

商
店
街
の
端
ま
で
歩
い
た
と
こ
ろ
に
、
と
て

も
立
派
な
家
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。
和
風
の
建

物
に
洋
風
の
建
物
が
増
築
さ
れ
た
よ
う
な
外
観

で
、
と
て
も
個
人
宅
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
佇

ま
い
で
し
た
。
個
人
宅
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

話
を
伺
う
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感
じ
て
い
ま
し

た
が
、
勇
気
を
振
り
絞
り
、
走
っ
て
イ
ン
タ
ー

ホ
ン
を
押
し
に
行
き
ま
し
た
。

   

住
人
の
方
は
快
く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
入

れ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
昭
和
十
年
頃
に
は
珍
し

い
洋
館
風
建
物
で
、
元
々
は
糸
屋
で
し
た
。
そ

の
た
め
、
洗
面
所
は
と
て
も
広
く
旅
館
の
よ
う

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
建
物
を
買
い
取
っ
た

後
、
住
む
の
に
は
少
々
不
便
な
点
が
い
く
つ
か

あ
っ
た
た
め
、
リ
フ
ォ
ー
ム
を
し
つ
つ
暮
ら
し

て
お
ら
れ
ま
す
。
昔
の
ま
ま
の
と
こ
ろ
も
多
く

あ
り
、
歴
史
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
建
物
で

し
た
。
あ
ま
り
に
も
外
観
が
立
派
な
た
め
、
旅

館
と
間
違
え
て
こ
ら
れ
た
方
も
お
ら
れ
た
と
か

…
…
。

   

時
刻
は
午
後
一
時
を
過
ぎ
、
そ
ろ
そ
ろ
お
腹

が
す
い
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
最
初
に
お
話

を
伺
っ
た
「
自
由
軒
」
で
昼
食
を
と
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
み
ん
な
相
当
お
腹
が
す
い
て
い
た

よ
う
で
、
黙
々
と
食
べ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
も

昭
和
八
年
開
業
と
、
と
て
も
歴
史
あ
る
お
店
で

驚
き
ま
し
た
。
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
「
こ
ど

も
の
と
き
か
ら
自
由
軒
」。
地
元
に
根
付
い
た
、

地
元
の
方
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
昔
な
が
ら
の
お

店
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

呉
服
店
の
二
階
に
は
…
…

   

お
昼
の
後
は
、
紺
屋
町
の
隣
に
あ
る
朝
日
町

商
店
街
に
向
か
い
ま
し
た
。
歩
い
て
い
く
と
、

路
面
に
「『
も
ん
』
さ
ん
は
こ
ち
ら
か
ら
」
と

い
う
文
字
が
…
…
。「
も
ん
」
さ
ん
と
は
？
と

疑
問
に
思
っ
た
一
同
は
、
矢
印
の
指
す
方
へ
と

向
か
い
ま
し
た
。
た
ど
り
着
い
た
場
所
に
は
、

お
地
蔵
さ
ん
が
ポ
ツ
ン
と
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

■（右上）「制服のカタイ」の巨大な制服。（右下）刺繍の説明をして下さるお店の方。（下段中）これまで作ってきた刺繍の数々。（左上）「旅
館のような家」。取材のお願いをしている間、並んで待つ取材班。（左下）お家の方に取材中。
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た
。「
も
ん
」
さ
ん
は
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
の
こ

と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
頭
を
ひ
ね
り
な
が

ら
、
も
と
来
た
道
を
戻
り
ま
し
た
。

   

朝
日
町
商
店
街
を
歩
い
て
い
る
と
、
一
風
変

わ
っ
た
構
え
の
お
店
を
見
つ
け
ま
し
た
。
お
店

の
名
前
は
「
フ
ク
ヤ
呉
服
店
」。
お
店
の
方
に

お
話
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
元
々
軍
人
さ
ん
が
住

ん
で
お
ら
れ
た
お
家
だ
そ
う
で
す
。昭
和
初
期
、

外
国
を
行
き
来
す
る
船
の
中
に
あ
っ
た
カ
ウ
ン

タ
ー
の
飾
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
お
店
の

二
階
に
上
が
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
木
製

の
、
細
か
い
彫
り
が
施
さ
れ
た
綺
麗
な
飾
り
で

し
た
。

   

他
に
も
、
水
牛
の
角
や
ク
ジ
ラ
の
骨
な
ど
珍

し
い
も
の
が
沢
山
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
日
は
お

休
み
に
も
関
わ
ら
ず
貴
重
な
お
話
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
店
の
方
は
ど
こ
と
な
く

祖
母
を
思
わ
せ
る
優
し
さ
に
あ
ふ
れ
た
方
で
し

て
も
印
象
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。

   

そ
の
建
物
を
探
し
た
の
で
す
が
、
な
か
な
か

見
当
た
ら
な
い
の
で
、「
古
森
金
物
店
」
の
お

店
の
方
に
尋
ね
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
つ
い

最
近
取
り
壊
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

み
ど
り
会
館
の
向
か
い
に
あ
る
「
西
岸
寺
」
も

新
し
く
建
て
替
え
ら
れ
、
み
ど
り
会
館
が
あ
っ

た
場
所
は
駐
車
場
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

み
ど
り
会
館
は
今
で
い
う
ア
パ
ー
ト
の
よ
う

な
も
の
で
、
昔
か
ら
あ
る
建
物
で
し
た
。
な
の

で
、
取
り
壊
さ
れ
て
し
ま
い
少
し
残
念
に
思
う

と
同
時
に
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
ま
し

た
。

   

そ
ろ
そ
ろ
取
材
も
終
わ
り
に
し
よ
う
と
、
朝

日
町
商
店
街
の
入
り
口
付
近
で
話
し
て
い
る

と
、
面
白
い
看
板
に
目
が
い
き
ま
し
た
。
そ
こ

に
は
「
男
は
元
来
ご
は
ん
好
き
」
と
い
う
文
字

が
…
…
。
ど
う
し
て
男
限
定
な
の
で
し
ょ
う

か
？　

意
味
は
理
解
し
が
た
い
で
す
が
、
ク

ス
ッ
と
笑
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
看
板
で
し
た
。

   

よ
く
訪
れ
て
、
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
の
浜

田
の
街
が
、
こ
ん
な
に
も
魅
力
的
で
人
情
に
あ

ふ
れ
る
街
で
あ
っ
た
こ
と
に
初
め
て
気
が
付
き

ま
し
た
。
い
き
な
り
現
れ
、
い
き
な
り
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
た
私
達
を
快
く
受
け
入
れ
、
い
ろ
い

ろ
な
話
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
特
に
用
事
が

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
少
し
話
が
し
た
い
…
…

と
立
ち
寄
り
た
く
な
る
よ
う
な
お
店
ば
か
り
で

し
た
。
皆
さ
ん
の
優
し
い
人
柄
に
触
れ
、
私
た

ち
も
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
お
話
を

聞
か
せ
て
下
さ
っ
た
皆
様
、
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
え
だ
・
や
す
な
／
文
化
資
源
学
系
二
年
生
）

た
。
後
々
聞
い
た
話

に
よ
る
と
、
私
の

七
五
三
の
赤
い
着
物

は
こ
の
お
店
で
買
っ

た
も
の
だ
そ
う
で

す
。
そ
う
い
っ
た
繋

が
り
を
知
っ
て
、
と

て
も
嬉
し
く
感
じ
ま

し
た
。

「
み
ど
り
会
館
」

を
探
し
て

   

道
を
行
く
途
中
、

一
風
変
わ
っ
た
形
の

家
が
あ
る
こ
と
に
気

づ
き
ま
し
た
。
家
の

角
は
、
道
路
に
対
し

て
直
角
で
あ
る
と
思

い
込
ん
で
い
た
の
で

す
が
、
朝
日
町
商
店

街
の
一
部
で
は
家
が

台
形
の
よ
う
な
形
を

し
て
い
ま
し
た
。
鋭

角
の
部
分
は
、
家
の

中
で
は
ど
の
よ
う
な

ス
ペ
ー
ス
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
の
か
が

気
に
な
り
ま
し
た
。

   

私
は
、
浜
田
に
取

材
に
行
く
こ
と
が
決

ま
っ
た
と
き
か
ら

「
み
ど
り
会
館
」
に

必
ず
行
こ
う
と
決
め

て
い
ま
し
た
。
外
観

は
と
て
も
古
く
、
薄

緑
色
を
し
て
い
ま

す
。
木
に
囲
ま
れ
不

思
議
な
雰
囲
気
が

漂
っ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
、
私
の
中
で
と

■（左上）「フクヤ呉服店」の外観。（右上）カウンターの飾り。（右中段）路面上に表記してあっ
た。（右下）「もん」さんと思われるお地蔵さん。（左下）家の角が鋭角や鈍角になっている。

■（上）「みどり会館」跡地。（下）「男は元来ごはん好き」
の看板。
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で
す
が
、
定
員
オ
ー
バ
ー
で
あ
え
な
く
断
念
。

二
年
生
に
な
り
、
は
れ
て
「
の
ん
び
り
雲
」
の

編
集
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

浜
田
の
取
材
を
す
る
と
決
め
た
際
に
は
、
多

く
の
編
集
部
員
が
興
味
を
持
っ
て
く
れ
た
た

め
、
今
回
の
取
材
の
中
で
は
最
多
の
八
人
で
街

歩
き
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
頻
繁
に
訪

れ
て
い
た
場
所
だ
っ
た
の
で
、
ど
の
風
景
も
当

た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
よ

く
見
た
り
考
え
た
り
す
る
と
お
も
し
ろ
い
も
の

が
沢
山
溢
れ
て
い
ま
し
た
。

　

お
店
の
前
で
編
集
部
員
と
話
し
て
い
る
と
、

必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
お
店
の
方
が
自
ら

話
し
か
け
て
き
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
急
な
お

願
い
に
も
嫌
な
顔
一
つ
さ
れ
ず
、
快
く
受
け
入

れ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
優
し
い

方
々
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
、心
が
満
た
さ
れ
、

幸
せ
な
気
持
ち
で
松
江
に
帰
り
ま
し
た
。

　

何
も
悩
ま
ず
原
稿
は
ス
ラ
ス
ラ
書
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
私
が
書
き
き
れ
な
か
っ
た
魅
力

も
沢
山
あ
り
ま
す
。
よ
り
多
く
の
方
に
訪
れ
て

ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
原
稿
を
書
く
上
で

携
わ
っ
て
下
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
し
て
い
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
靖
奈
）

▪
高
校
生
の
時
か
ら
や
っ
て
み
た
か
っ

た
『
の
ん
び
り
雲
』
の
制
作
。
去
年

に
引
き
続
き
、
二
年
連
続
で
編
集
に
携
わ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

取
材
先
は
私
の
地
元
！　

船
津
さ
ん
と
も
初

対
面
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
取
材
は
順
調
に
進

ん
で
…
…
と
思
い
き
や
、
こ
の
ヒ
ー
ロ
ー
笛
は

思
っ
て
い
た
よ
り
も
ず
っ
と
奥
の
深
い
も
の
で

し
た
。勉
強
不
足
の
ま
ま
取
材
に
臨
ん
だ
私
は
、

▪
私
が
こ
の
「
の
ん
び
り
雲
」
を
知
っ

た
の
は
高
校
の
時
に
県
立
短
大
に
入

ろ
う
か
迷
っ
て
い
る
と
き
、
進
路
指
導
の
先
生

に
「
こ
れ
を
読
ん
で
み
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た

の
が
き
っ
か
け
で
す
。
読
ん
で
み
る
と
、
一
冊

に
地
元
の
魅
力
が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
い
て
、

私
も
多
く
の
人
に
雑
誌
を
通
し
て
魅
力
を
伝
え

た
い
と
思
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、「
の
ん
び
り

雲
」
の
制
作
が
し
た
く
て
こ
の
学
校
を
選
ん
だ

と
も
言
え
ま
す
。
そ
の
念
願
の「
の
ん
び
り
雲
」

の
制
作
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
、
本
当
に
嬉
し

か
っ
た
で
す
。

　

雑
誌
の
制
作
は
、
一
年
次
の
「
文
化
情
報
誌

制
作
Ⅰ
」
の
授
業
で
や
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
た

め
、
正
直
、
今
回
も
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
い
う
安

易
な
気
持
ち
で
臨
み
ま
し
た
が
、
想
像
以
上
に

大
変
で
し
た
。
取
材
で
も
、
聞
き
逃
し
て
し

ま
っ
た
と
こ
ろ
が
多
く
、
再
度
取
材
す
る
こ
と

に
な
っ
た
り
、
レ
イ
ア
ウ
ト
で
も
写
真
の
配
置

が
上
手
く
い
か
ず
、
何
度
も
や
り
直
し
た
り
し

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
完
成
し
た
時
に
大
き
な
達
成
感
を

得
る
こ
と
が
で
き
、
本
当
に
や
っ
て
よ
か
っ
た

と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
制
作
を
通
し
て
、
多

く
の
方
々
に
出
会
い
、
人
の
優
し
さ
を
た
く
さ

ん
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
ま
で
よ
り

も
さ
ら
に
、
地
元
で
あ
る
島
根
が
大
好
き
に
な

り
ま
し
た
。（
萌
佳
）

▪
一
年
の
頃
か
ら
「
の
ん
び
り
雲
」
の

記
事
を
書
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
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思
っ
た
よ
う
に
話
が
聞
け
ず
、
後
日
も
う
一
度

横
笛
ヒ
ー
ロ
ー
社
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
二
度
も
取
材
に
同
行
し
て
く
だ
さ
り
、
何

度
も
記
事
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
だ
い
た
鹿
野

先
生
に
は
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

原
稿
が
完
成
し
、「
さ
あ
、
次
は
レ
イ
ア
ウ

ト
！
」
と
思
っ
た
こ
ろ
に
は
、
二
年
生
で
完
成

し
て
い
な
い
の
は
私
だ
け
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
文
字
数
が
多
く
、
写
真
が
少
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
な
ん
と
か
完
成
し
、
そ
し

て
今
こ
の
編
集
後
記
を
書
い
て
い
ま
す
。

　

雑
誌
制
作
は
と
て
も
貴
重
な
経
験
だ
っ
た

し
、
短
大
生
活
の
思
い
出
に
も
な
り
ま
し
た
。

た
く
さ
ん
の
人
に
読
ん
で
ほ
し
い
な
ぁ
と
思
い

ま
す
。（
早
紀
）

▪
ど
う
も
。
野
草
担
当
、
お
喋
り
大
里

で
す
。
私
が
一
通
り
制
作
に
関
わ
っ

て
感
じ
た
の
は
、「
の
ん
び
り
雲
」
と
は
た
く

さ
ん
の
「
好
奇
心
」
が
つ
ま
っ
た
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。野
草
も
た
だ
の
好
奇
心
で
し
た
。

も
、
ま
ず
い
だ
け
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
ビ

リ
ビ
リ
と
舌
に
毒
が
走
っ
た
よ
う
な
感
覚
、
お

喋
り
な
私
が
黙
る
程
の
ま
ず
さ
。「
言
葉
な
ん

か
じ
ゃ
表
せ
な
い
っ
て
こ
う
い
う
事
な
ん
だ
」

と
思
い
ま
し
た
。
い
や
、「
思
い
知
り
ま
し
た
」

が
正
し
い
気
が
し
ま
す
。
普
通
じ
ゃ
な
い
事
を

や
る
っ
て
、
不
安
だ
け
ど
ワ
ク
ワ
ク
の
方
が
勝

る
ん
で
す
ね
。
不
思
議
で
す
。

　
「
の
ん
び
り
雲
」
制
作
に
関
わ
っ
て
る
間
、

本
当
に
楽
し
く
て
楽
し
く
て
。
編
集
長
に
よ
る

と
取
材
に
行
っ
た
回
数
の
過
去
最
高
記
録
が
私

だ
そ
う
で
す
。
記
事
を
読
む
だ
け
で
な
く
、「
ま

た
こ
の
人
い
る
！
」「
前
の
記
事
よ
り
太
っ
て

る
！
」「
髪
が
黒
い
！
」
と
、
ウ
ォ
ー
リ
ー
を

探
せ
的
な
感
覚
で
も
楽
し
め
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
（
笑
）。

　

文
章
力
が
な
く
集
中
力
が
す
ぐ
切
れ
る
私
で

し
た
が
、
私
な
り
に
頑
張
っ
た
結
果
が
こ
れ
で

す
。
先
生
や
仲
間
の
お
か
げ
で
無
事
こ
う
や
っ

て
編
集
後
記
が
書
け
て
い
ま
す
。（
佳
澄
）

こ
の
「
た
だ
の
好
奇
心
」
が

ま
さ
か
雑
誌
に
な
る
な
ん
て

…
…
。
お
か
し
い
で
す
よ
ね

（
笑
）。
普
通
じ
ゃ
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
。
で
も
こ
ん
な
小
さ

な
思
い
付
き
が
企
画
と
な

る
。
そ
れ
が
こ
の
「
の
ん
び

り
雲
」
な
ん
で
す
。

　

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
予

想
を
上
回
る
野
草
の
ま
ず
さ

に
。
そ
し
て
人
間
の
味
覚
っ

て
無
限
大
な
ん
だ
と
。
ど
れ

も
ま
ず
か
っ
た
で
す
よ
。
で

編
集
後
記


