
山麓の祭礼　茂木紘一

財団法人　群馬県教育文化事業団　　　　　　　　　　　2011　No.126

上州文化
contents

巻頭言／山口　悟 ②

特集  世 界 に 二 つ の 縁 切 寺／髙木　侃 ③

上野東歌探訪／北川和秀 ⑥

㈶群馬県教育文化事業団 INFORMATION ⑩
地域文化をつなぐ／石井節子 ⑪

ART NOW　漆の魅力／千葉　功 ⑫
カフェの隅から　ふるさとの色／竹田朋子 ⑭



巻頭言　2

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
観
測
史
上
か
つ
て
無
い
規
模
の
地
震
と
大
津
波
に
襲
わ
れ
た
東
北
地
方
は
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
も
加

わ
り
、
未
曾
有
の
大
災
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
被
災
さ
れ
た
地
域
の
方
々
に
は
、
心
よ
り
深
く
お
見
舞
い
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
一
日
も
早
く
復

旧
・
復
興
す
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

震
災
直
後
は
被
災
地
に
配
慮
し
て
自
粛
ム
ー
ド
が
広
が
り
、
祭
り
や
公
演
な
ど
芸
術
文
化
に
関
わ
る
催
し
も
数
多
く
中
止
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

し
ば
ら
く
す
る
と
、
こ
ん
な
時
だ
か
ら
こ
そ
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
や
っ
て
、
社
会
の
役
に
立
ち
た
い
と
い
う
想
い
を
多
く
の
国
民
が
持
ち
始
め
た
よ

う
に
感
じ
ま
す
。
特
に
若
者
た
ち
が
率
先
し
て
被
災
地
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
っ
た
り
す
る
の
を
見
る
と
、
日
本
の
将
来
も
悲
観
的
な
こ
と
ば
か

り
で
は
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

多
く
の
文
化
団
体
が
被
災
者
支
援
の
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
群
馬
交
響
楽
団
の
活
動
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
震
災
直
後
に
は
群
響

の
演
奏
会
も
い
く
つ
か
中
止
さ
れ
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。
三
月
下
旬
に
は
定
期
演
奏
会
と
東
京
公
演
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
全
国
の
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
が
公
演
中
止
に
動
く
中
、
実
施
か
中
止
の
難
し
い
判
断
を
迫
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
使
命
は
演
奏
会
を
お
こ
な
っ
て
被
災
者

支
援
の
お
手
伝
い
を
す
る
こ
と
だ
と
考
え
、
三
月
二
十
六
日
に
は
予
定
通
り
東
京
公
演
を
実
現
し
ま
し
た
。
冒
頭
で
バ
ッ
ハ
の
ア
リ
ア
を
献
奏
後
、
会

場
全
員
で
黙
祷
を
捧
げ
、
義
援
金
の
募
金
活
動
も
始
め
ま
し
た
。
そ
の
後
も
県
内
各
地
で
積
極
的
に
被
災
者
慰
問
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
い
、
演
奏
会
を
聴

い
た
被
災
者
の
方
か
ら
は
、「
言
葉
に
な
ら
な
い
ほ
ど
感
激
し
た
」「
久
し
ぶ
り
に
何
も
か
も
忘
れ
て
楽
し
い
一
時
を
過
ご
せ
た
」
な
ど
の
感
想
が
聞
か

れ
た
ほ
か
、
感
激
し
て
涙
を
流
す
姿
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

芸
術
文
化
に
は
、人
々
に
元
気
や
勇
気
、希
望
を
与
え
、心
を
癒
す
こ
と
の
で
き
る
限
り
な
い
力
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
実
感
し
ま
し
た
。

 

県
と
し
て
も
今
年
度
は
、
文
化
の
振
興
に
関
す
る
基
本
条
例
を
定
め
る
な
ど
に
よ
り
、
人
生
を
よ
り
豊
か
に
す
る
芸
術
文
化
の
振
興
に
努
め
、
次

代
を
担
う
子
供
た
ち
が
郷
土
へ
の
愛
着
と
誇
り
が
持
て
る
群
馬
の
文
化
を
育
て
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
皆
様
方
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
引
き

続
き
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

群
馬
県
生
活
文
化
部
文
化
振
興
課
長　
　

山　

口　
　

悟

巻

頭

言
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昨
年
出
版
の
時
代
小
説

作
家
・
井
上
ひ
さ
し
氏
が
『
東
慶
寺
花
だ
よ
り
』（
文
藝

春
秋
刊
）
を
出
版
し
た
の
は
、
昨
年
十
一
月
の
こ
と
で
あ
り

ま
し
た
。
絶
筆
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、遺
作（
最

後
の
著
作
）
と
な
っ
た
感
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
こ
の
作
品

を
取
り
上
げ
、
小
説
に
描
か
れ
た
「
も
う
一
つ
の
縁
切
寺
・

東
慶
寺
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
も
と
も
と
は
『
オ
ー

ル
読
物
』（
講
談
社
）
に
平
成
十
年
四
月
号
か
ら
平
成
二
十

年
五
月
号
ま
で
、
時
々
連
載
さ
れ
た
も
の
で
、
あ
ら
た
め
て

文
藝
春
秋
か
ら
単
行
本
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。
全
十
五
章
か

ら
な
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
第
一
話
は
「
梅
の
章　

お
せ
ん
」

と
い
う
よ
う
に
、
花
と
女
名
で
章
立
て
さ
れ
て
い
ま
す
。
花

名
を
列
挙
す
れ
ば
、
梅
に
続
い
て
、
桜
・
花
菖
蒲
・
岩い
わ
た
ば
こ茛・

花は
な
え
ん
じ
ゅ
槐
・
柳
・
蛍
袋
・
鬼お
に
う
こ
ぎ

五
加
・
白
萩
・
竹
・
石つ

わ和
・
落
葉
・

黄お
う
ば
く蘗

・
蓼た
で

・
藪
椿
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
小
説
の
時
代
背

景
は
、「
桜
の
章　

お
ぎ
ん
」
に
東
慶
寺
二
十
二
世
住
職
玉

淵
尼
が
病
身
の
た
め
退
山
（
一
七
三
七
年
）
し
た
の
は
、

七
十
年
前
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
一
八
〇
七
（
文
化
四
）
年
の

こ
と
で
あ
り
、「
花
菖
蒲
の
章　

お
き
ん
」
に
一
八
一
〇
（
文

化
七
）
年
の
離
縁
状
が
み
ら
れ
ま
す
の
で
、
井
上
氏
は
こ
の

こ
ろ
の
話
と
設
定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
蔭
凉

軒
院
代
・

法
秀
尼
が

と
き
ど
き

登
場
し
て

い
る
こ
と

も
同
時
代

で
あ
る
こ

と
が
わ
か

り
ま
す
。

こ
の
小
説
は
話
の
展
開
、
そ
こ
に
も
り
こ
ま
れ
る
話
題
、

奇
想
天
外
の
結
末
な
ど
な
ど
、
興
味
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
こ

こ
で
は
縁
切
寺
研
究
者
と
し
て
の
側
面
か
ら
、
第
一
話
を
読

ん
で
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

作
者
の
江
戸
・
明
治
女
性
へ
の
想
い

岩
波
書
店
の
宣
伝
・
Ｐ
Ｒ
を
専
ら
に
す
る
『
図
書
』
と
い

う
雑
誌
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
平
成
十
三
年
十
二
月
号
で
井
上

ひ
さ
し
氏
は
、「
明
治
文
学
へ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を

テ
ー
マ
に
十
川
信
介
（
学
習
院
大
学
教
授
・
近
代
文
学
）
と

対
談
し
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、「
女
性
の
受
難
の
は
じ

ま
り
」
の
小
見
出
し
に
つ
づ
い
て
井
上
氏
は
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
ま
す
。

明
治
の
女
性
の
話
で
い
え
ば
、
縁
切
寺
に
つ
い
て
お
書

き
の
高
木
侃
さ
ん
の
本
を
愛
読
し
て
い
る
の
で
す
が
、
江

戸
後
半
に
な
り
ま
す
と
、
各
農
村
で
稲
ば
か
り
で
な
く
て

換
金
作
物
を
つ
く
る
わ
け
で
す
ね
。
桑
の
木
を
植
え
て
育

て
て
、
即
お
金
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
女
性
の
ほ
う
が

む
し
ろ
働
き
者
で
お
金
を
稼
ぐ
。
と
く
に
大
都
会
近
郊
の

農
村
で
は
そ
う
い
う
働
き
が
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
落
語

な
ど
、
そ
の
よ
う
な
威
張
っ
て
い
る
忙
し
い
女
性
が
た
く

さ
ん
出
て
き
ま
す
ね
。
武
士
階
級
の
奥
さ
ん
た
ち
だ
け
が

七
去
と
い
っ
た
固
い
規
範
に
し
ば
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
以

外
の
女
性
た
ち
は
ほ
ん
と
に
の
び
の
び
生
き
て
い
た
こ
と

が
、
高
木
さ
ん
の
本
を
読
む
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

な
お
か
つ
、
奥
さ
ん
が
旦
那
さ
ん
と
別
れ
た
い
と
き
に

は
、ち
ゃ
ん
と
お
寺
と
い
う
ア
ジ
ー
ル
（
避
難
所
）
が
あ
っ

た
の
で
す
ね
。
な
い
場
合
は
、
そ
こ
の
領
主
の
門
前
に
駆

専修大学教授・
縁切寺満徳寺資料館館長
　　　　髙　木　侃
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け
込
む
と
か
、
女
性
に
は
離
別
の
方
法
が
は
っ
き
り
あ
っ

た
わ
け
で
す
。
二
年
間
な
ら
二
年
間
そ
こ
で
身
を
ひ
そ
め

て
も
う
一
度
社
会
に
出
る
と
、
再
婚
の
口
が
ば
ん
ば
ん
か

か
っ
て
く
る
（
笑
）。
男
性
の
方
は
そ
れ
っ
き
り
で
す
。

す
る
と
ど
う
も
、
女
性
は
ず
う
っ
と
つ
ら
い
目
に
会
っ

て
き
た
と
い
う
考
え
は
、
武
士
階
級
の
妻
女
の
方
々
に
は

当
て
は
ま
る
の
で
す
が
、
普
通
の
ひ
と
た
ち
の
あ
い
だ
で

は
そ
れ
は
通
用
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
女
性
の

ほ
う
が
お
金
を
も
っ
て
、
世
の
中
を
闊
歩
し
て
い
た
と
い

う
景
色
も
見
え
る
の
で
す
。

井
上
氏
が
愛
読
し
て
い
た
の
は
、
私
の
『
三
く
だ
り
半
と

縁
切
寺
』（
講
談
社
現
代
新
書
）
の
こ
と
で
、
右
に
語
っ
て

い
る
話
も
そ
の
な
か
に
述
べ
た
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
、
あ
る

い
は
増
幅
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
治
の
初
め
に
駆
け

込
み
寺
が
禁
止
に
な
っ
て
以
降
、
女
性
に
と
っ
て
非
常
に
窮

屈
な
も
の
を
一
般
国
民
に
押
し
つ
け
た
の
は
明
治
民
法
で
、

「
そ
こ
か
ら
女
性
の
ほ
ん
と
う
の
苦
労
が
始
ま
っ
た
」
と
感

じ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

そ
の
執
筆
動
機

そ
の
よ
う
な
井
上
氏
の
江
戸
・
明
治
の
理
解
か
ら
、
縁
切

寺
へ
の
関
心
が
ふ
つ
ふ
つ
と
沸
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

編
集
部
を
通
じ
て
一
度
、
氏
に
便
り
を
出
し
、
の
ち
に
丁
重

な
ご
返
信
を
頂
戴
し
ま
し
た
。「
岩
茛
の
章　

お
み
つ
」
を

書
き
上
げ
た
後
の
、
平
成
十
年
十
一
月
の
こ
と
で
、
そ
こ
か

ら
井
上
氏
の
直
接
的
執
筆
動
機
が
読
み
取
れ
ま
す
。

氏
が
東
慶
寺
に
興
味
を
抱
い
た
の
は
、
古
書
店
で
偶
然
、

小
丸
俊
雄
の
『
縁
切
寺
松
ケ
岡
東
慶
寺
史
料
』
を
入
手
し
た

と
き
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
本
は
ガ
リ
版
刷
り
の
私
家
版
で
、

昭
和
三
十
五
年
に
百
部
限
定
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
す
か

ら
、
だ
い
ぶ
以
前
か
ら
関
心
を
寄
せ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で

す
。
そ
の
あ
と
、
東
慶
寺
前
住
職
・
故
井
上
禅
定
師
の
『
東

慶
寺
史
』
な
ど
、
数
冊
の
本
を
入
手
さ
れ
、
ま
す
ま
す
こ
の

寺
の
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。

執
筆
を
決
定
づ
け
た
こ
と
が
二
つ
あ
っ
た
そ
う
で
、
一
つ

は
事
情
が
あ
っ
て
鎌
倉
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
と
、
も

う
一
つ
は
私
の『
三
く
だ
り
半
と
縁
切
寺
』と
の
出
会
い
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
高
木
編
著『
縁
切
寺
東
慶
寺
史
料
』

（
平
凡
社
刊
）
等
も
精
読
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、「
明
治
の
民

法
典
を
境
に
、
婦
人
問
題
が
、
江
戸
期
よ
り
か
え
っ
て
後
退

し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
小
説
に
し
た
い
と
思
い
立
っ
た

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。」と
吐
露
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て「
と

に
も
か
く
に
も
、
同
時
代
の
読
者
の
皆
さ
ん
と
共
に
、
江
戸

期
の
婦
人
制
度
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
今
よ
り
も
開
明
的
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
明
治
維
新
と
い
う
の

は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
…
…
」
と
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を

考
え
た
い
と
す
る
こ
と
が
直
接
の
執
筆
動
機
で
あ
っ
た
よ
う

で
す
。舞

台
は
御
用
宿
ー
主
人
公
と
そ
の
周
辺

さ
て
、
東
慶
寺
へ
駆
け
込
む
、
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
を
描
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
短
編
ミ
ス
テ
リ
ー
の
感
が
あ
り
ま
す
が
、
舞

台
は
駆
け
込
み
女
の
世
話
を
し
た
御
用
宿
・
柏
屋
で
す
。
そ

こ
に
は
主
人
源
兵
衛
夫
婦
と
そ
の
娘
美
代
、
番
頭
の
利
平
と

そ
の
妻
勝
、
そ
れ
に
遠
縁
で
宿
に
居
候
を
し
て
番
頭
見
習
い

の
中
村
信
次
郎
、
二
十
三
歳
で
す
。
こ
の
信
次
郎
が
全
編
を

通
じ
て
の
主
人
公
と
い
え
ま
す
。
か
れ
は
江
戸
蔵
前
の
町
医

者
西
沢
佳
庵
の
も
と
で
医
者
の
修
行
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

『
蚤
蚊
虱
の
大
合
戦
』
と
い
う
滑
稽
本
の
作
者
で
も
あ
り
、

一
人
前
の
戯
作
者
に
な
る
た
め
に
柏
屋
の
布
団
部
屋
に
こ

も
っ
て
戯
作
と
格
闘
し
て
い
る
と
い
っ
た
按
配
で
す
。
四
ヶ

月
た
っ
て
も
原
稿
は
で
き
あ
が
ら
ず
、
い
っ
た
ん
江
戸
に
帰

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
途
中
、
丸
髷
の
、
富
裕
な
町

屋
の
妻
女
と
思
し
き「
お
せ
ん
」と
出
会
い
ま
す
。
別
名「
駆

け
込
み
寺
」
と
言
わ
れ
て
い
る
東
慶
寺
へ
の
駆
け
込
み
女
と

察
し
、
道
々
尋
ね
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
お
せ
ん
さ
ん
は
、

日
本
橋
通
り
二
丁
目
で
唐
物
問
屋
・
唐
子
屋
の
妻
女
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
東
慶
寺
に
駆
け
込
む
女
は
、「
髪
ふ
り
乱
し
て

般
若
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
」
あ
る
い
は
「
腑
抜
け
し
て

幽
鬼
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
か
の
い
ず
れ
か
で
す
が
、
お

せ
ん
さ
ん
の
明
る
さ
は
な
ん
な
の
だ
ろ
う
か
。
戯
作
者
と
し

て
信
次
郎
は
そ
れ
が
知
り
た
く
て
、
案
内
し
て
柏
屋
に
ま
た

戻
る
羽
目
に
な
り
ま
す
。

駆
け
込
み
の
作
法
を
信
次
郎
は
、
お
せ
ん
さ
ん
に
聞
か
せ

ま
す
。駆
け
込
み
人
は
ひ
と
ま
ず
御
用
宿
が
引
き
受
け
ま
す
。

そ
の
御
用
宿
は
三
軒
あ
り
ま
し
て
、
妻
方
が
柏
屋
泊
ま
り
な

ら
、
夫
方
は
松
本
屋
。
妻
方
が
仙
台
屋
な
ら
、
夫
方
は
柏
屋
。

妻
方
が
松
本
屋
な
ら
、
夫
方
は
仙
台
屋
で
す
。
現
在
の
裁
判

も
そ
う
で
す
が
、
弁
護
士
が
原
告
・
被
告
双
方
を
代
理
し
な

い
よ
う
に
、
夫
婦
は
べ
つ
べ
つ
の
宿
に
泊
ま
る
か
ら
、
争
い

は
お
こ
り
ま
せ
ん
。
二
人
が
柏
屋
に
戻
っ
た
と
き
、
仙
台
屋

の
番
頭
が
さ
っ
さ
と
店
に
引
っ
込
ん
だ
の
は
、
信
次
郎
が
お

せ
ん
さ
ん
を
案

内
す
る
の
は
柏

屋
だ
か
ら
、
夫

方
は
松
本
屋
。

し
た
が
っ
て
う

ち
は
か
か
わ
り

な
し
と
い
う
描

慶応 2年の日記帳
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写
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
唯
一
残
っ
た
慶
応
二
年
の
日

記
帳
の
事
例
を
た
ん
ね
ん
に
精
査
し
て
見
出
し
た
宿
屋
の
協

定
で
す
。

駆
け
込
み
女
・
お
せ
ん
の
離
婚

宿
の
主
人
源
兵
衛
（
実
際
も
代
々
柏
屋
主
人
は
源
兵
衛
）

か
ら
尋
ね
ま
す
。
ま
ず
お
尋
ね
者
か
否
か
、
夫
婦
喧
嘩
は
、

夫
に
女
は
、
夫
の
酒
か
、
そ
れ
と
も
家
業
不
精
か
、
夫
は

醜ぶ
お
と
こ男

か
、
舅
姑
と
の
不
和
か
、
い
ろ
い
ろ
矢
継
ぎ
早
に
尋
ね

ま
す
が
、
お
せ
ん
さ
ん
は
即
座
に
打
ち
消
し
ま
す
。
喧
嘩
は

こ
の
十
五
年
一
度
も
な
く
、
女
も
な
く
隠
し
事
は
で
き
ず
、

ま
ち
が
っ
て
下
女
の
手
に
ふ
れ
た
だ
け
で
、
一
日
中
顔
を
赤

く
し
て
お
り
、
酒
は
一
滴
も
受
け
つ
け
ず
、
身
を
粉
に
し
て

働
き
、
金
使
い
が
荒
い
ど
こ
ろ
か
、
よ
く
拾
っ
て
く
る
く
ら

い
で
す
。
そ
の
上
「
わ
た
し
が
も
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
三
百

両
の
持
参
金
に
は
手
も
つ
け
ま
せ
ん
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

悩
み
は
と
聞
け
ば
、「
商
い
の
こ
と
」
の
よ
う
で
、
オ
ラ
ン

ダ
産
の
砂
糖
に
妙
味
が
な
く
な
り
、
国
内
産
砂
糖
を
扱
い
た

い
の
が
夫
の
意
向
で
す
が
、
砂
糖
仲
間
か
ら
加
入
金
三
百
両

が
必
要
で
悩
ん
で
い
る
様
子
。
源
兵
衛
か
ら
お
せ
ん
の
持
参

金
を
ま
わ
せ
ば
よ
い
と
い
え
ば
、
持
参
金
は
あ
く
ま
で
お
ま

え
の
も
の
で
、
手
を
つ
け
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
ま
っ
た

く
物
堅
い
人
、む
し
ろ
野
暮
堅
い
と
い
え
ま
す
。
と
は
い
え
、

夫
は
完
全
無
欠
、お
せ
ん
さ
ん
は
結
婚
以
来
十
五
年
間
、ず
っ

と
夫
に
恋
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

研
究
者
冥
利

と
こ
ろ
で
、
離
婚
と
慰
謝
料
の
原
則
は
、
夫
が
離
婚
を
請

求
す
る
と
き
は
持
参
金
を
妻
に
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

妻
が
離
婚
を
請
求
す
る
と
き
は
持
参
金
は
放
棄
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
妻
が
あ
く
ま
で
離
縁
を
押
し
通
す

な
ら
持
参
金
は
諦
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
き
っ
ぱ
り
夫

に
く
れ
て
や
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
せ
ん
さ
ん
は
夫
に

三
百
両
の
持
参
金
を
使
っ
て
ほ
し
く
て
駆
け
込
ん
で
離
婚
を

し
た
い
の
で
す
。
つ
ま
り
は
「
夫
を
思
う
あ
ま
り
の
離
縁
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
。「
い
っ
た
ん
離
縁
状
を
も
ら
っ
た
上

で
、
も
う
一
度
、
あ
ら
た
め
て
ご
主
人
と
縁
を
結
べ
ば
い
い
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
せ
ん
さ
ん
の
明
る
さ
は
こ
こ

に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
読
め
な
か
っ
た
信
次

郎
は
作
者
落
第
と
述
懐
し
て
い
ま
す
。

こ
の
持
参
金
が
な
い
と
き
、
夫
の
方
か
ら
離
婚
請
求
す
る

と
き
は
慰
謝
料
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
逆
の
場
合

に
は
妻
が
慰
謝
料
を
出
し
た
の
で
す
。
つ
ま
り
離
婚
請
求
す

る
方
が
経
済
的
不
利
益
を
感
受
し
た
の
で
す
。
こ
れ
を
「
離

婚
請
求
者
支
払
い
義
務
の
原
則
」
と
い
い
ま
す
が
、
恩
師
石

井
良
助
先
生
の
退
職
記
念
号
に
献
呈
し
た
拙
稿
「
江
戸
時
代

庶
民
離
婚
に
お
け
る
夫
婦
財
産
」
で
論
じ
た
も
の
で
、『
日

本
家
族
史
論
集
８　

婚
姻
と
家
族
・
親
族
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
二
年
）
に
再
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
学
説
が
小

説
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
研
究
者
冥
利
に
尽
き
ま
す
。

な
お
、
縁
切
寺
満
徳
寺
資
料
館
で
は
、
第
二
五
回
三
く
だ

り
半
企
画
展
「
三
く
だ
り
半
の
慰
謝
料
Ⅰ
―
夫
が
支
払
っ
た

事
例
を
中
心
に
―
」
を
六
月
五
日
（
日
）
ま
で
開
催
中
で
す
。

展示中の 50両の慰謝料受理証文
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上
野
東
歌
探
訪

今
回
は
佐
野
を
よ
ん
だ
歌
を
取
り
上
げ
る
。
該
当
す
る
上
野
国
東
歌
は
三
首
あ
る
。
そ
の

う
ち
の
二
首
を
よ
む
。
さ
ら
に
、
後
世
の
作
品
に
登
場
す
る
佐
野
に
つ
い
て
も
触
れ
る
。

一
、
佐
野
田
の
歌
に
つ
い
て

上
毛
野
佐さ

の

だ
野
田
の
苗
の
む
ら
苗
に
事
は
定
め
つ
今
は
い
か
に
せ
も
（
三
四
一
八
）

可か

み

つ

け

の

美
都
気
努　

佐さ

の

だ

の

な

へ

の

野
田
能
奈
倍
能　

武む

ら

な

へ

に

良
奈
倍
尓　

許こ

と

は

さ

だ

め

つ

登
波
佐
太
米
都

伊い

ま

は

い

か

に

せ

も

麻
波
伊
可
尓
世
母

上
野
国
の
佐
野
の
た
ん
ぼ
の
苗
を
使
っ
た
占
い
で
結
婚
を
決
め
た
。
今
さ
ら
ど
う
に
か
で

き
よ
う
か
。
い
や
、
で
き
は
し
な
い
。

「
佐さ

の

だ
野
田
」
は
佐
野
の
田
ん
ぼ
。
佐
野
は
高
崎
市
南
部
の
地
名
で
、
現
在
の
高
崎
市
上
佐

野
町
・
下
佐
野
町
・
佐
野
窪
町
の
あ
た
り
。
原
文
「
佐
野
田
」
の
「
野
」
の
字
を
訓
の
「
の
」

と
み
て
「
さ
の
だ
」
と
訓
ん
だ
が
、
音
の
「
ヤ
」
と
し
て
「
さ
や
だ
」
と
訓
む
説
が
あ
る
。

平
安
前
期
の
百
科
事
典
『
和
名
類
聚
抄
』
に
、上
野
国
那
波
郡
の
郷
名
を
列
挙
し
た
中
に
「
鞘

田
」
が
見
え
、「
佐さ

や

た
也
多
」
と
い
う
訓
が
付
い
て
い
る
。
鞘
田
は
、
現
代
の
佐
波
郡
玉
村
町

斎
田
と
高
崎
市
下
斎
田
町
と
（
両
地
は
玉
村
町
上
新
田
を
中
に
挟
ん
で
東
西
に
隣
接
し
て
い

る
）
が
そ
の
遺
称
地
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、万
葉
集
東
歌
全
体
に
二
〇
数
例
あ
る
「
野
」

の
字
は
す
べ
て
「
の
」
と
訓
む
文
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
も
「
さ
の
だ
」

と
訓
ん
で
、「
佐
野
の
た
ん
ぼ
」
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

「
む
ら
な
へ
」
は
他
に
用
例
の
な
い
語
で
、
意
味
が
明
ら
か
で
な
い
。「
う
ら
な
ひ
」
の
東

国
方
言
と
す
る
説
、「
占む
ら

苗
」
の
意
と
す
る
説
、「
群む
ら

苗
」
の
意
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。
こ

の
う
ち
「
う
ら
な
ひ
」
の
東
国
方
言
説
は
、
名
詞
の
「
う
ら
な
ひ
」
と
い
う
語
が
、
鎌
倉
時

代
以
降
の
例
し
か
見
出
せ
な
い
こ
と
が
難
点
と
な
る
。「
占む
ら

苗
」
説
は
、「
う
ら
（
占
）」
を

東
国
で
「
む
ら
」
と
言
っ
た
と
い
う
実
例
が
見
当
た
ら
ず
、そ
の
点
が
弱
い
。
残
る
「
群む
ら

苗
」

説
は
、
万
葉
集
中
に
「
群む
ら
と
り鳥
」「
群む
ら
き
も肝
」「
群む
ら
や
ま山
」「
群む
ら
た
け竹
」
な
ど
同
種
の
熟
語
が
存
在
す
る

こ
と
か
ら
、
最
も
無
難
と
い
え
る
。「
多
く
の
苗
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

「
佐
野
田
の
苗
の
群
苗
に
」
と
い
う
表
現
は
「
苗
」
が
重
複
し
て
い
て
、直
訳
す
る
と
「
佐

野
の
た
ん
ぼ
の
苗
で
あ
る
た
く
さ
ん
の
苗
に
よ
っ
て
」
と
な
り
、
ず
い
ぶ
ん
く
ど
い
表
現
に

な
る
。
た
だ
、
こ
う
い
っ
た
表
現
は
、
万
葉
集
中
に
数
は
少
な
い
な
が
ら
存
在
す
る
。

・
北
山
に
た
な
び
く
雲
の
青
雲
の
星
離さ
か

り
行
き
月
を
離さ
か

り
て

（
巻
二
・
一
六
一
）
持
統
天
皇

＊
北
山
に
棚
引
い
て
い
る
（
雲
で
あ
る
）
薄
青
く
白
い
雲
が

・
湖み
な
と
あ
し葦に
交ま
じ

れ
る
草
の
知し

り
く
さ草

の
人
み
な
知
り
ぬ
わ
が
下
し
た
お
も
ひ思

（
巻
一
一
・
二
四
六
八
）
柿
本
人
麻
呂
歌
集

＊
港
の
葦
に
混
じ
っ
て
い
る
（
草
で
あ
る
）
知
草
の
よ
う
に

・
岡
に
寄
せ
わ
が
刈
る
草か

や

の
さ
ね
草か

や

の
ま
こ
と
柔な
ご

や
は
寝
ろ
と
へ
な
か
も

（
巻
一
四
・
三
四
九
九
）
未
勘
国
東
歌

＊
私
が
刈
る
（
カ
ヤ
で
あ
る
）
さ
ね
カ
ヤ
の
よ
う
に

い
ず
れ
も
逐
語
的
に
口
語
訳
し
よ
う
と
す
る
と
、
く
ど
い
表
現
に
な
る
が
、
当
時
の
和
歌

と
し
て
は
、
こ
れ
で
意
味
も
調
べ
も
十
分
に
成
り
立
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
む
ら
な
へ
」
と
い
う
語
の
意
味
は
「
う
ら
な
い
」
や
「
占
苗
」
で
は
な
い
と
し
て
も
、

一
九
五
一
年
生
。
学
習
院
大
学
大
学
院
人
文

科
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
課
程
修
了
。

同
大
学
助
手
を
経
て
、
一
九
八
五
年
群
馬
県
立
女
子
大
学
文
学
部
専

任
講
師
。
現
在
は
同
大
学
教
授
。
専
門
は
上
代
文
学
。
主
な
著
書
に

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

北き
た 

川が
わ 

和か
ず 

秀ひ
で
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こ
こ
で
う
た
わ
れ
て
い
る
内
容
は
、
群
苗
を
用
い
た
占
い
と
推
測
さ
れ
る
。「
事
は
定
め
つ
」

の
「
事
」
は
結
婚
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
農
作
物
の
豊
穣
と
子
孫
繁
栄
と
を
関
連
づ
け
、
稲
の

苗
に
よ
る
占
い
で
結
婚
や
結
婚
相
手
を
決
め
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
い
か
に
せ
も
」
の
「
も
」
は
推
量
の
助
動
詞
「
む
」
の
方
言
形
。
反
語
的
表
現
で
あ
る
。

結
婚
が
決
ま
っ
た
女
の
歌
で
あ
ろ
う
。
占
い
で
決
ま
っ
た
相
手
に
不
満
や
不
安
が
あ
る
の

か
。
結
婚
自
体
に
迷
い
が
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
好
き
な
男
か
ら
求
婚
さ
れ
た
の
に
、
自

分
の
結
婚
相
手
は
占
い
に
よ
っ
て
す
で
に
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
心
な
ら
ず
も
諦
め
よ
う

と
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
好
き
で
は
な
い
男
か
ら
求
婚
さ
れ
た
の
を
断
る
方
便
と
し

て
占
い
を
持
ち
出
し
た
も
の
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
が
想
定
で
き
、
一
つ
に
限
定
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
の
あ
た
り
、
こ
の
歌
の
民
謡
的
な
性
格
を
反
映
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

二
、
佐
野
の
舟
橋
の
歌
に
つ
い
て

上
毛
野
佐
野
の
舟ふ
な
は
し橋

取
り
放は
な

し
親
は
離さ

く
れ
ど
吾わ

は
離さ
か

る
が
へ
（
三
四
二
〇
）

可か

み

つ

け

の

美
都
気
努　

佐さ

の

の

ふ

な

は

し

野
乃
布
奈
波
之　

登と

り

は

な

し

里
波
奈
之　

於お

や

は

さ

く

れ

ど

也
波
左
久
礼
騰

和わ

は

さ

か

る

が

へ

波
左
可
流
賀
倍

（
上
野
国
の
佐
野
の
舟
橋
を
ば
ら
ば
ら
に
し
て
し
ま
う
よ
う
に
）
親
は
二
人
を
引
き
離
す

け
れ
ど
、
私
は
あ
な
た
と
離
れ
た
り
し
な
い
。

「
舟
橋
」
は
、
舟
を
並
べ
て
固
定
し
て
板
を
渡
し
、
橋
と
し
て
用
い
た
も
の
。
増
水
の
折

な
ど
に
は
、
舟
同
士
を
固
定
し
て
い
る
綱
を
解
い
て
ば
ら
し
、
破
損
を
防
い
だ
。

上
三
句
は
「
離さ

く
れ
ど
」
を
導
く
た
め
の
序
詞
。
た
だ
し
、
序
詞
と
と
ら
ず
に
、
実
際
に

親
が
舟
橋
を
ば
ら
ば
ら
に
し
て
二
人
が
逢
え
な
い
よ
う
に
す
る
と
解
す
る
説
も
あ
る
。「
放

し
」
は
「
放
ち
」
の
方
言
形
。「
が
へ
」
は
古
代
東
国
特
有
の
反
語
の
助
詞
。

当
時
の
結
婚
は
、
男
が
女
の
家
に
通
う
こ
と
で
始
ま
り
、
や
が
て
二
人
は
同
居
に
至
る
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
子
供
が
生
ま
れ
て
も
な
お
夫
婦
別
居
の
ま
ま
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。

そ
う
い
う
背
景
の
も
と
、
子
供
の
養
育
や
管
理
は
も
っ
ぱ
ら
母
親
の
役
割
で
あ
っ
た
。
万
葉

集
に
は
、
母
親
が
娘
の
恋
愛
や
結
婚
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
歌
が
あ
る
。

佐野の舟橋碑
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・
汝な

が
母
に
嘖こ

ら
れ
吾
は
行
く
青
雲
の
い
で
来こ

吾わ
ぎ
も
こ

妹
子
逢
ひ
見
て
行
か
む

（
一
四
・
三
五
一
九
）
未
勘
国
東
歌

（
あ
な
た
の
お
母
さ
ん
に
叱
ら
れ
て
私
は
帰
る
。
そ
の
前
に
ち
ょ
っ
と
外
に
出
て
き
て

く
れ
な
い
か
な
ぁ
。
少
し
で
も
逢
っ
て
か
ら
帰
り
た
い
か
ら
）

・
た
ら
ち
ね
の
母
に
障さ
や

ら
ば
い
た
づ
ら
に
汝い
ま
しも
わ
れ
も
事
成
る
べ
し
や

（
一
一
・
二
五
一
七
）
作
者
不
明

（
お
母
さ
ん
に
憚
っ
て
い
た
ら
、
無
駄
に
日
を
送
る
ば
か
り
で
、
二
人
が
結
ば
れ
る
こ

と
は
叶
わ
な
い
だ
ろ
う
）

・
た
ら
ち
ね
の
母
に
申
さ
な
君
も
わ
れ
も
逢
ふ
と
は
無
し
に
年
そ
経
ぬ
べ
き

（
一
一
・
二
五
五
七
）
作
者
不
明

（
お
母
さ
ん
に
話
そ
う
。
こ
の
ま
ま
で
は
二
人
は
逢
え
な
い
ま
ま
に
年
が
経
っ
て
し
ま

う
か
ら
）

佐
野
の
舟
橋
の
歌
の
「
親
」
も
娘
の
方
の
親
（
特
に
母
親
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
の
作
者

が
男
か
女
か
確
定
は
で
き
な
い
が
、
母
親
の
妨
害
に
あ
っ
て
も
自
分
の
意
志
は
変
わ
ら
な
い

と
い
う
、
娘
の
歌
と
見
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
う
。

三
、
佐
野
・
佐
野
の
舟
橋

本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
上
野
国
東
歌
に
佐
野
を
よ
ん
だ
歌
は
三
首
あ
る
。
そ
の

三
首
以
外
に
も
う
一
首
、
未
勘
国
東
歌
に
「
佐
野
山
に
打
つ
や
斧を
の
と音

の
遠
か
ど
も
寝ね

も
と
か

子
ろ
が
面お
も

に
見
え
つ
る
（
佐
野
山
で
打
つ
斧
の
音
が
遠
く
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
、
遠
く
離
れ

た
と
こ
ろ
に
い
る
け
れ
ど
も
、
共
寝
を
し
よ
う
と
い
う
の
か
、
あ
の
娘こ

の
姿
が
面
影
に
見
え

た
こ
と
だ
）」（
三
四
七
三
）
と
い
う
歌
が
あ
る
が
、
佐
野
の
地
に
山
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の

は
な
い
。
こ
れ
は
別
の
地
の
佐
野
と
見
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
う
。

佐
野
は
、
上
野
三
碑
の
う
ち
の
山
上
碑
と
金
井
沢
碑
と
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
。
山
上
碑

に
は
「
佐
野
の
三み
や
け家

と
定
め
賜
ひ
し
健
た
け
も
り
の
み
こ
と

守
命
」、
金
井
沢
碑
に
は
「
上
野
国
群
馬
郡
下し
も
さ
の賛

郷

高
田
里
の
三み
や
け家
の
子
孫
」
と
あ
る
。「
三み
や
け家
」
は
「
屯み
や
け倉
」
と
も
書
か
れ
、
天
皇
ま
た
は
朝

廷
の
直
轄
領
の
こ
と
で
あ
る
。
古
代
に
お
い
て
佐
野
は
、
主
要
か
つ
著
名
な
地
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
な
お
、
金
井
沢
碑
の
「
下し
も
さ
の賛
郷
」
は
、
地
名
表
記
を
漢
字
二
字
に
統
一
し
よ
う
と

す
る
朝
廷
の
方
針
に
従
っ
た
も
の
で
、
本
来
は
「
下
佐
野
郷
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

前
節
の
歌
に
登
場
す
る
佐
野
の
舟
橋
は
、
万
葉
集
で
は
あ
の
一
首
に
し
か
よ
ま
れ
て
い
な

い
が
、
な
ぜ
か
後
世
の
歌
人
達
の
興
味
を
惹
い
た
よ
う
で
、
平
安
時
代
以
降
、
歌
枕
と
し
て

多
く
の
歌
に
よ
ま
れ
て
お
り
、『
枕
草
子
』
の
「
橋
は
」
の
段
に
も
佐
野
の
舟
橋
の
名
が
見

え
て
い
る
。
歌
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
作
が
あ
る
。

・
東あ
づ
ま
ぢ路
の
佐
野
の
舟
橋
か
け
て
の
み
思
ひ
渡
る
を
知
る
人
の
な
さ

（『
後
撰
集
』
六
一
九
）
源
等

・
五さ
み
だ
れ

月
雨
に
佐
野
の
舟
橋
浮
き
ぬ
れ
ば
乗
り
て
ぞ
人
は
さ
し
渡
る
ら
ん

 

（『
山
家
集
』
二
二
三
）
西
行

室
町
時
代
の
謡
曲
『
舟
橋
』
に
は
、
川
を
隔
て
て
住
ん
で
い
た
男
女
が
こ
の
橋
を
渡
っ
て

密
か
に
会
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
親
が
そ
れ
を
嫌
っ
て
橋
の
板
を
取
り
外
し
て
お
い
た
た
め

に
、
二
人
は
（
あ
る
い
は
男
は
）
そ
れ
を
知
ら
ず
に
足
を
踏
み
外
し
て
川
に
落
ち
て
水
死
し

た
、
と
い
う
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
引
用
さ
れ
て
い
る
歌
も
「
東
路
の
佐
野
の
舟
橋
取
り
放

し
親
し
離
く
れ
ば
妹
に
逢
は
ぬ
か
も
」
と
い
う
形
に
変
わ
っ
て
い
る
。

現
在
、
高
崎
市
上
佐
野
町
に
は
佐
野
の
舟
橋
の
歌
碑
が
建
っ
て
い
る
。
そ
の
碑
は
江
戸
後

期
の
文
政
十
年（
一
八
二
七
）に
、延
養
寺（
高
崎
市
あ
ら
町
に
現
存
）の
住
職
良
翁（
一
七
六
九

〜
一
八
三
七
）
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
歌
碑
の
場
所
は
、
西
光
寺
と
い
う
お
寺
の
す
ぐ

近
く
な
の
で
、
こ
の
お
寺
を
目
印
に
す
れ
ば
分
か
り
や
す
い
。

佐
野
の
地
は
謡
曲
『
鉢は
ち
の
き木

』
の
舞
台
で
も
あ
る
。
こ
の
地
に
住
む
佐
野
源
左
衛
門
常つ
ね
よ世

と

い
う
零
落
し
た
武
士
の
夫
婦
が
、大
雪
の
中
で
難
儀
し
て
い
る
旅
の
僧
を
泊
め
た
。
常
世
は
、

丹
精
し
て
育
て
て
い
た
梅
・
桜
・
松
の
盆
栽
を
薪
と
し
て
、
僧
を
も
て
な
し
、
零
落
し
た
理

由
や
一
旦
緩
急
あ
る
時
の
覚
悟
の
程
を
語
っ
た
。
そ
の
僧
の
正
体
は
鎌
倉
幕
府
の
執
権
北
条

時
頼
で
あ
り
、
後
年
、
そ
の
言
葉
に
偽
り
の
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
常
世
は
、
時
頼

か
ら
顕
彰
さ
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
末
尾
は
「
そ
の
中
に
常
世
は
、
喜
び
の
眉
を
開
き
つ
つ
、
今
こ
そ
勇
め
こ
の

馬
に
、
う
ち
乗
り
て
上か
う
づ
け野
や
、
佐
野
の
舟
橋
取
り
放
れ
し
、
本
領
に
安
堵
し
て
、
帰
る
ぞ
嬉

し
か
り
け
る
、
帰
る
ぞ
嬉
し
か
り
け
る
。」
と
い
う
も
の
で
、
こ
こ
に
も
「
佐
野
の
舟
橋
」
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と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
い
る
。

佐
野
源
左
衛
門
常
世
を
祀
る
常
世
神
社
が
、
佐
野
の
舟
橋
の
歌
碑
か
ら
南
へ
三
〇
〇
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
の
所
に
あ
る
。
上
越
・
長
野
新
幹
線
の
高
架
の
す
ぐ
近
く
、
東
側
で
あ
る
。

常
世
神
社
か
ら
新
幹
線
高
架
沿
い
に
東
京
方
面
に
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
む
と
、
高
架

の
西
側
に
、
藤
原
定
家
を
祀
る
定
家
神
社
が
あ
る
。
こ
の
神
社
の
境
内
に
は
、
こ
の
節
の
冒

頭
で
触
れ
た
「
佐
野
山
」
の
歌
碑
が
あ
る
。

佐
野
の
地
に
定
家
神
社
が
鎮
座
す
る
理
由
は
、
定
家
に
は
佐
野
を
よ
ん
だ
「
駒
と
め
て
袖

う
ち
払
ふ
か
げ
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
」（『
新
古
今
集
』
六
七
一
）
と
い
う
極

め
て
著
名
な
作
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
歌
の
佐
野
は
上
野
国
の
佐
野
で
は

な
い
。
こ
の
歌
は
、
万
葉
集
の
「
苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
三
輪
の
崎
佐
野
の
渡
り
に
家
も

あ
ら
な
く
に
」（
巻
三
・
二
六
五
）
と
い
う
長
な
が
の

意お

き

ま

ろ

吉
麻
呂
の
作
を
本
歌
と
す
る
。
こ
の
佐
野
は

紀
伊
半
島
東
海
岸
の
新
宮
市
佐
野
（
旧
地
名
は
三
輪
崎
村
字
佐
野
）
と
さ
れ
る
。
こ
の
万
葉

歌
も
よ
く
知
ら
れ
た
作
で
、
次
の
例
は
こ
の
歌
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

・
（
薫
は
）
「
佐
野
の
わ
た
り
に
家
も
あ
ら
な
く
に
」
な
ど
口
ず
さ
び
て
、
里
び
た
る

簀す
の
こ子

の
端
つ
方
に
ゐ
た
ま
へ
り
。
（
『
源
氏
物
語
』
東
屋
）

・
涙
こ
そ
ゆ
く
へ
も
し
ら
ね
み
わ
の
崎
佐
野
の
渡
り
の
雨
の
夕
ぐ
れ

（『
金
槐
集
』
四
七
三
）
源
実
朝

定
家
が
こ
ち
ら
の
佐
野
を
ど
こ
の
地
と
認
識
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
佐
野

の
所
在
は
、
中
古
・
中
世
に
は
紀
伊
・
和
泉
・
大
和
（「
三
輪
の
崎
」
を
三
輪
山
と
み
た
も
の
）

な
ど
の
い
ず
れ
か
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
舟
橋
』
に
も
『
鉢
木
』
に
も
、
定
家
の
歌
を
踏
ま
え
た
次
の
よ
う
な
一
節
が
登
場
す
る
。

佐
野
と
い
う
地
名
か
ら
は
直
ぐ
さ
ま
定
家
の
歌
が
連
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
定
家
の
こ
の

歌
の
存
在
の
大
き
さ
が
知
ら
れ
る
。

・
所
は
同
じ
名
の
、
所
は
同
じ
名
の
、
佐
野
の
わ
た
り
の
夕
暮
れ
に
、
袖
う
ち
払
ひ

て
、
お
通
り
あ
る
か
篠す
ず
か
け掛

の
。
（
『
舟
橋
』
）

・
袖
な
る
雪
を
う
ち
払
ひ
う
ち
払
ひ
し
給
ふ
気
色
、
古
歌
の
心
に
似
た
る
ぞ
や
、
駒
留

め
て
、
袖
う
ち
払
ふ
蔭
も
な
し
、
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
れ
、
か
や
う
に
詠
み

し
は
大
和
路
や
、
三
輪
が
崎
な
る
佐
野
の
わ
た
り

こ
れ
は
東
路
の
、
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
暮
れ
に
、
迷
ひ
疲
れ
給
は
ん
よ
り
、
見
苦

し
く
候
へ
ど
、
ひ
と
夜
は
泊
ま
り
給
へ
や
。
（
『
鉢
木
』
）

『
舟
橋
』
に
は
、「
所
は
同
じ
名
の
」（
地
名
は
同
じ
だ
が
場
所
は
違
う
）
と
あ
り
、『
鉢
木
』

に
は
、「
か
や
う
に
詠
み
し
は
大
和
路
や
…
…
こ
れ
は
東
路
の
…
…
」
と
あ
る
。
両
者
と
も
、

上
野
の
佐
野
と
、
定
家
の
歌
の
佐
野
と
は
別
の
場
所
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
認
識
さ
れ
、
そ

し
て
そ
の
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
え
て
明
示
し
て
い
る
あ
た
り
、
あ
る
い
は
当
時
、

両
地
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
、
ま
ま
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
時
代
が
降
る
と
、
混
同
は
さ
ら
に
進
ん
だ
か
、
あ
る
い
は
地
元
贔
屓
の
心
情
が
働

い
て
、
定
家
神
社
を
こ
の
地
に
鎮
座
せ
し
め
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

常
世
神
社
の
所
在
地
も
佐
野
源
左
衛
門
の
屋
敷
跡
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
も
そ
も
佐
野
源

左
衛
門
は
実
在
の
人
物
で
は
な
い
。
架
空
の
人
物
の
屋
敷
跡
と
い
う
の
も
不
可
解
な
こ
と
で

あ
る
。
伝
説
や
伝
承
は
こ
の
よ
う
に
し
て
肉
付
け
さ
れ
、
ふ
く
ら
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
。

常世神社

定家神社
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群
馬
支
部
は
、
大
き
な
特
徴
を
持
っ
て
活

動
を
し
て
い
る
。
一
つ
に
、
個
々
の
部
門
が

そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち
の
目
的
の
た
め
に
日
々

研
鑽
し
、
そ
れ
を
発
表
す
る
場
と
し
て
の
芸

術
文
化
祭
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
会
員
の
み
な

ら
ず
、
群
馬
地
域
の
幼
稚
園
・
小
中
高
生
の

作
品
展
示
や
吹
奏
楽
演
奏
も
あ
り
、
地
域
の

老
若
男
女
が
集
う
文
化
の
祭
典
と
な
っ
て
い

る
。
詩
人
・
山
村
暮
鳥
の
縁
で
の
文
化
交
流

が
続
い
て
い
る
茨
城
県
大
洗
町
の
作
品
や
ス

テ
ー
ジ
交
流
、
篆
刻
体
験
指
導
も
あ
り
多
彩

な
催
し
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

郷
土
が
誇
る
歌
人
・
土
屋
文
明
、
詩
人
・

山
村
暮
鳥
の
顕
彰
活
動
が
活
動
の
大
き
な
柱

と
な
っ
て
お
り
前
述
の
大
洗
町
と
の
地
域
間

交
流
も
三
十
年
を
経
て
益
々
深
く
、
親
戚
づ

き
あ
い
の
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

海
と
山
の
地
域
環
境
の
違
い
も
楽
し
く
、

北
関
東
自
動
車
道
全
線
開
通
に
伴
い
時
間
的

に
も
よ
り
身
近
で
充
実
し
た
交
流
が
な
さ
れ

る
と
期
待
し
て
い
た
矢
先
の
三
月
、
東
日
本

大
震
災
に
よ
る
大
津
波
で
被
災
を
さ
れ
た
大

洗
町
。
こ
ん
な
時
こ
そ
共
に
心
痛
め
、
手
を

繋
ぎ
合
い
た
い
と
思
う
。
笑
顔
が
早
く
戻
る

よ
う
心
か
ら
祈
り
た
い
。
こ
の
苦
難
を
乗
り

越
え
末
長
く
交
流
を
続
け
た
い
と
願
っ
て
い

る
。ま

た
、
お
二
人
の
生
誕
が
同
じ
群
馬
地
域

で
、
命
日
も
同
じ
十
二
月
八
日
で
あ
る
こ
と

の
縁
で
始
ま
っ
た
「
暮
鳥
・
文
明
ま
つ
り
」

も
本
年
二
十
一
回
目
を
迎
え
る
。
当
初
は
追

悼
忌
と
し
て
行
っ
て
い
た
が
、
第
二
、
第
三

の
暮
鳥
、
文
明
に
育
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願

い
を
込
め
て
小
中
学
生
か
ら
詩
と
短
歌
を
募

集
し
、
優
秀
作
品
を
表
彰
し
て
き
た
。
高
校

生
の
応
募
も
始
ま
り
、
選
考
委
員
に
短
歌
は

武
藤
敏
春
、
里
見
佳
保
、
詩
に
は
愛
敬
浩

一
、
新
井
啓
子
の
各
氏
を
お
迎
え
し
た
。
昨

年
も
千
編
、
千
首
の
作
品
の
応
募
が
あ
り
市

長
賞
は
じ
め
そ
れ
ぞ
れ
三
十
の
入
賞
作
品
が

選
ば
れ
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
群
馬
支
部

の
会
員
に
よ
り
短
冊
や
色
紙
に
描
か
れ
当
日

会
場
に
展
示
さ
れ
、
副
賞
と
し
て
プ
レ
ゼ
ン

ト
さ
れ
た
。
中
に
は
Ｅ
ｌ
ｍ
歌
曲
研
究
会
の

会
員
に
よ
り
曲
が
付
け
ら
れ
、
歌
に
な
り
披

露
さ
れ
る
作
品
も
。
ま
た
、
暮
鳥
や
文
明
の

作
品
も
作
曲
さ
れ
、
合
同
コ
ー
ラ
ス
の
歌
声

と
な
っ
た
。
呈
茶
席
を
設
け
、
暮
鳥
・
文
明

の
在
り
し
日
の
写
真
パ
ネ
ル
の
展
示
も
し
、

作
品
の
み
な
ら
ず
人
と
な
り
も
知
っ
て
い
た

だ
け
る
よ
う
に
し
た
。

も
う
一
つ
、
機
関
誌
「
遠
望
」
を
紹
介
し

た
い
。
こ
れ
は
地
域
の
商
店
や
会
社
の
ご
協

賛
の
お
陰
で
毎
年
発
行
で
き
て
い
る
。
地
域

の
皆
さ
ん
の
支
え
が
、
あ
り
が
た
い
原
動
力

と
な
る
自
慢
の
一
冊
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
地
域
が
こ
ぞ
っ
て
自
分
た

ち
の
持
っ
て
い
る
力
を
出
し
、
手
を
繋
ぎ

合
っ
て
一
つ
の
活
動
を
す
る
こ
の
意
義
は

非
常
に
大
き
い
。
大
き
な
理
念
を
持
つ
群
馬

支
部
の
自
慢
の
活
動
の
姿
で
も
あ
る
。

一
個
人
の
点
か
ら
地
域
の
面
と
な
り
、
文

化
を
通
し
た
線
が
引
か
れ
る
。
文
化
を
支

え
る
一
つ
一
つ
の
点
が
重
な
り
広
が
り
、
深

い
心
、
高
い
希
望
へ
と
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

四
十
四
年
の
伝
統
の
自
主
企
画
、
自
主
運
営

が
柔
ら
か
な
活
動
の
原
点
と
い
え
よ
う
。

高崎市文化協会群馬支部
支部長　石　井　節　子

地
域
文
化
を
つ
な
ぐ
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私
は
「
並
外
れ
て
器
用
」
と
い
う
訳
で
は
な
く
、「
才
能
が

あ
る
」
と
い
う
訳
で
も
な
い
。
し
か
し
、「
宝
物
を
造
り
た
い
」

と
い
う
志
を
持
っ
て
い
る
。
普
通
に
考
え
る
と
到
底
不
可
能

な
望
み
な
の
だ
が
、「
漆
」
と
い
う
素
材
が
一
歩
ず
つ
そ
の
志

に
近
づ
か
せ
て
く
れ
て
い
る
。

『
漆
と
は
…
』

漆
は
ウ
ル
シ
ノ
キ
（
漆
の
木
）
と
い
う
木
か
ら
採
れ
る
樹

液
で
、
化
学
的
、
物
理
的
、
ま
た
工
芸
材
料
的
に
も
他
の
塗

料
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
漆
の
塗
膜
は
、
熱
や
湿
度
に
強
く
、

酸
・
ア
ル
カ
リ
・
塩
に
侵
さ
れ
な
い
。

日
本
で
は
古
く

か
ら
接
着
剤
・
塗
料

と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
る
。
北
海
道
垣

ノ
島
Ｂ
遺
跡
か
ら

は
、
約
九
千
年
前
の

漆
塗
り
の
副
葬
品

が
発
見
さ
れ
て
い

る
。
二
〇
〇
六
年

か
ら
順
次
更
新
さ

羅
像
」
が
乾
漆
の
像
で
あ
る
事
は
ご
存
知
の
方
も
多
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
の
場
合
、
乾
漆
素
地
制
作
過
程
は
次
の
通
り
。　

①
原

型
制
作
（
油
土
を
使
い
作
品
の
形
態
を
制
作
）　

②
石
膏
原
型

制
作
（
①
を
石
膏
で
型
を
取
る
）　

③
離
型
処
理
（
②
に
米
糊

を
水
に
溶
い
た
物
を
塗
布
す
る
）　

④
漆
下
地
を
施
す
（
漆
に

砥
の
粉
や
地
の
粉
を
混
ぜ
た
ペ
ー
ス
ト
状
の
物
を
数
回
塗
布
）

⑤
和
紙
貼
り
（
漆
で
美み
す
が
み

栖
紙
を
５
枚
ほ
ど
貼
る
）　

⑥
麻
布
貼

り
（
漆
で
麻
布
を
４
〜
５
枚
程
貼
る
）　

⑦
和
紙
貼
り
（
⑤
と

同
じ
）　

⑧
漆
下
地
を
施
す
（
④
と
同
じ
）　

⑨
脱
型
（
石
膏

を
水
に
漬
け
③
で
塗
っ
た
米
糊
を
溶
か
し
④
〜
⑧
で
出
来
た

乾
漆
素
地
を
石
膏
原
型
か
ら
外
す
）　

⑩
乾
漆
素
地
完
成　

（
こ
の
後
、
⑩
に
漆
を
塗
っ
て
い
き
、
作
品
完
成
を
目
指
す
）

乾
漆
の
特
徴
と
し
て
は
様
々
な
方
向
に
麻
な
ど
の
繊
維
が

通
り
、
そ
の
繊
維
が
漆
で
固
ま
っ
て
い
る
為
、
薄
く
作
っ
て

も
非
常
に
強
靭
で
あ
る
事
、
阿
修
羅
像
等
の
乾
漆
像
に
見
ら

れ
る
様
に
複
雑
で
自
由
な
造
形
が
可
能
な
事
が
上
げ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
制
作
工
程
が
長
い
為
１
点
を
完
成
さ
せ
る
の
に
時

間
こ
そ
掛
か
る
が
、
大
掛
か
り
な
設
備
が
特
に
必
要
無
い
事

も
特
徴
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

れ
た
皇
室
専
用
車
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
ロ
イ
ヤ
ル
は
、
イ
ン
テ
リ

ア
が
天
然
木
漆
上
げ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。箸
や
椀
と
い
っ

た
日
用
雑
器
か
ら
正
倉
院
御
物
の
様
な
神
々
し
い
も
の
ま
で
、

印
籠
の
よ
う
な
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
物
か
ら
日
光
東
照
宮
と

い
っ
た
建
造
物
ま
で
、「
新
旧
・
粗
密
・
大
小
」
漆
の
活
躍
は

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
。

漆
器
の
素
地
（
塗
ら
れ
る
母
体
）
は
木
材
が
一
般
的
だ
が
、

三
内
丸
山
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
「
朱
塗
り
の
土
器
」、
正
倉
院

御
物
等
に
見
ら
れ
る
「
漆し
っ
ぴ皮
（
革
に
漆
を
浸
み
込
ま
せ
堅
牢

に
し
制
作
さ
れ
た
物
）」、
戦
国
時
代
の
「
甲
冑
（
鉄
に
漆
を

焼
付
塗
装
し
た
物
）」、江
戸
時
代
に
は
「
鼈べ
っ
こ
う甲

の
櫛
」
や
「
象

牙
の
印
籠
」
に
蒔
絵
が
施
さ
れ
て
い
る
。
塗
ら
れ
る
素
材
も

ま
た
、
多
種
に
及
ん
で
い
る
。

一
般
的
に
塗
料
が
硬
化
す
る
と
い
う
時
に
は
揮
発
性
の
物

質
が
揮
発
し
て
固
ま
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
為
、
温
度
が
高

く
乾
燥
し
て
い
る
環
境
の
方
が
早
く
硬
化
す
る
と
思
わ
れ
が

ち
だ
が
、
漆
の
場
合
、
高
温
・
湿
潤
（
樹
木
の
成
長
が
著
し

い
環
境
）
で
硬
化
が
早
い
。
逆
に
低
温
・
乾
燥
（
樹
木
が
成

長
し
な
い
環
境
）
で
は
硬
化
が
遅
い
。
樹
液
に
な
っ
て
は
い

る
が
、
木
の
一
部
と
い
う
事
な
の
だ
ろ
う
か
。

『
作
品
制
作
』

私
は
多
種
多
様
の
漆
芸
技
法
の
中
で
「
乾か
ん
し
つ漆
」
と
い
う
技

法
を
作
品
制
作
に
用
い
る
。
こ
れ
は
麻
布
等
を
漆
（
漆
と
米

糊
を
併
せ
る
と
強
力
な
接
着
剤
を
作
る
事
が
出
来
る
）
で
貼

り
重
ね
、
器
物
の
芯
と
す
る
素
地
作
り
で
あ
る
。
現
存
す
る

最
古
の
作
例
と
し
て
は
大
倉
集
古
館
に
あ
る
「
夾き
ょ
う
ち
ょ
た
い
か
ん

紵
大
鑑
」

が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
戦
国
時
代
（
二
二
〇
〇
年

以
上
前
）
に
制
作
さ
れ
た
物
で
直
径
１
メ
ー
ト
ル
前
後
の
タ

ラ
イ
状
の
器
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
話
題
の
興
福
寺
「
阿
修

作業風景（名倉研石での研ぎ）

乾漆朱塗食籠

漆
魅力
の
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塗
装
は
基
本
的
に
Ａ
・
塗
布
、
Ｂ
・
硬
化
（
乾
燥
）、
Ｃ
・

研
磨
の
３
つ
の
工
程
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
漆
も
こ
れ
と

同
様
で
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｃ
…
と
繰
り
返
す
。
私
が
最
も
重
点
を

置
い
て
い
る
の
は
Ｃ
の
研
磨
（
研
ぎ
）
で
あ
る
。
漆
下
地
は

「
名
倉
砥
石
」と
い
う
対
馬
で
産
出
さ
れ
て
い
た
砥
石
を
使
い
、

思
い
描
い
た
理
想
の
曲
面
に
成
る
ま
で
徹
底
的
に
研
ぐ
。
こ

の
研
ぎ
に
よ
り
作
品
の
「
品
」
や
「
質
」
が
出
来
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
研
ぎ
の
後
に
は
塗
布
、
硬
化
が
続
く

の
で
、
仮
に
研
ぎ
過
ぎ
た
と
し
て
も
や
り
直
し
が
利
く
。
ど

こ
ま
で
で
も
理
想
の
姿
を
追
い
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
下

地
工
程
が
終
わ
る
と
漆
そ
の
も
の
を
塗
っ
て
い
く
。
こ
れ
は

「
研
ぎ
炭
」
と
呼
ば
れ
る
ア
ブ
ラ
ギ
リ
と
い
う
木
の
木
炭
を
使

い
研
ぐ
。
漆
の
塗
膜
は
通
常
０
・
０
７
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
と
言

わ
れ
て
お
り
、
塗
り
と
研
ぎ
を
繰
り
返
す
事
で
極
わ
ず
か
な

曲
面
の
乱
れ
を
も
修
正
し
て
い
け
る
。「
何
故
、
莫
大
な
時
間

を
掛
け
、
曲
面
の
乱
れ
を
整
え
る
の
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
疑

問
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
漆
の
仕
上
げ

方
に
は
大
き
く
二
通

り
あ
る
。
一
つ
は
塗

り
→
硬
化
で
完
成
と

す
る
方
法
で
「
塗
立

て
仕
上
げ
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

し
っ
と
り
と
し
た
落

ち
着
き
の
あ
る
光
沢

が
特
徴
の
仕
上
げ
方

で
、
塗
る
際
ま
た
は
、

乾
か
す
際
に
わ
ず
か

な
塵
が
落
ち
る
事
を

嫌
い
、
う
っ
す
ら
と
残
る
刷
毛
跡
が
人
の
手
を
感
じ
さ
せ
る
。

も
う
一
つ
は
塗
り
→
硬
化
→
研
磨
（
磨
き
）
で
完
成
と
す
る

方
法
で
「
蝋ろ
い
ろ色
仕
上
げ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
鋭

い
緊
張
感
の
あ
る
輝
き
が
特
徴
の
仕
上
げ
方
で
、
最
後
の
塗

り
で
残
っ
た
僅
か
な
刷
毛
跡
す
ら
研
磨
で
落
と
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
故
、
仕
上
が
り
に
は
人
の
手
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
天
井

の
蛍
光
灯
ま
で
完
全
に
映
り
込
ん
で
し
ま
う
蝋
色
仕
上
げ
で

は
、
わ
ず
か
な
曲
面
の
変
化
が
作
品
の
印
象
を
大
き
く
変
え

る
事
に
な
る
。
完
璧
に
磨
か
れ
た
黒
は
ま
さ
に
「
漆
黒
」。
ど

こ
ま
で
深
い
の
か
分
か
ら
な
い
澄
ん
だ
水
を
、
覗
き
込
ん
だ

様
な
深
い
黒
で
、
華
や
か
な
印
象
さ
え
あ
る
。「
デ
ィ
テ
ー
ル

に
こ
そ
美
は
宿
る
」
と
信
じ
て
い
る
私
は
、
蝋
色
仕
上
げ
で

作
品
を
完
成
さ
せ
る
。
微
妙
な
曲
面
の
変
化
が
作
品
全
体
を

理
知
的
な
緊
張
感
で
包
ん
で
く
れ
る
「
蝋
色
仕
上
げ
」
の
輝

き
に
頼
っ
て
い
る
。

私
の
作
品
は
蒔
絵
・
螺
鈿
の
様
な
装
飾
を
施
さ
な
い
。
朱

一
色
あ
る
い
は
朱
と
黒
の
２
色
と
い
っ
た
少
な
い
色
数
で
構

成
し
て
い
る
。
器
の
形
態
を
考
え
る
際
も
ハ
イ
ラ
イ
ト
・
影

が
無
駄
に
多
く
入
ら
ぬ
様
心
が
け
て
い
る
。「
漆
自
体
が
放
つ

美
し
さ
」
以
外
の
情
報
を
極
力
抑
え
る
為
で
あ
る
。

『
漆
と
の
会
話
』

工
芸
素
材
全
般
な
の
か
漆
に
限
っ
た
事
な
の
か
は
分
か
ら

な
い
が
、「
素
材
の
声
」
と
い
う
も
の
が
在
る
気
が
す
る
。
素

材
が
「
こ
う
し
て
欲
し
い
」
や
「
こ
う
在
り
た
い
」
と
言
っ

て
い
る
様
な
感
覚
だ
。
小
さ
な
声
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に

は
逆
ら
え
な
い
。
逆
ら
っ
た
り
、
聞
こ
え
な
い
ふ
り
を
し
よ

う
も
の
な
ら
大
し
っ
ぺ
返
し
が
待
っ
て
い
る
。
漆
の
仕
事
を

し
て
い
る
と
「
漆
を
使
っ
て
い
る
」
の
で
は
な
い
事
に
気
が

付
く
。
漆
が
な
り
た
い
姿
に
な
る
為
の
補
助
、
協
力
を
し
て

い
る
の
だ
。
十
五
年
か
か
っ
た
が
最
近
や
っ
と
漆
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
気
が
す
る
。

「
展
覧
会
が
迫
っ
て
い
る
の
で
、
テ
ン
ポ
ア
ッ
プ
し
た
い
」
や

「
乾
き
が
早
す
ぎ
て
手
が
追
い
つ
か
な
い
」「
も
っ
と
強
力
に

接
着
し
た
い
」
な
ど
と
い
う
問
題
は
、
漆
と
相
談
し
て
解
決

す
る
。

漆
の
場
合
、
素
材
を
直
接
手
で
加
工
で
き
な
い
為
、
道
具

の
存
在
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
。「
へ
ら
・
刷
毛
・
砥
石
・
研

ぎ
炭
・
刃
物
類
」
等
々
。
上
等
の
物
を
入
手
で
き
る
事
や
こ

れ
ら
が
キ
チ
ン
と
使
い
や
す
い
状
態
に
調
整
さ
れ
て
い
る
事

が
仕
事
を
格
段
に
楽
に
し
て
く
れ
る
。
道
具
類
の
チ
ェ
ッ
ク

も
漆
が
し
て
く
れ
て
い
る
。

「
漆
聖
」
と
呼
ば
れ
る
人
間
国
宝
・
松
田
権
六
先
生
の
「
非

凡
と
は
平
凡
の
積
み
重
ね
で
あ
る
」
と
い
う
名
言
が
あ
る
。

私
は
こ
れ
を
信
じ
た
い
。

楓造黒縁干菓子皿

千 葉　功
1996 高岡短期大学産業工芸学科漆工芸専攻入学

1999 同大学、林暁教授クラスにて髹
きゅうしつ

漆（乾漆技
法）を学ぶ

2001 同大学卒業後、林教授の紹介にて勝又智先
生に文化財修復（漆）を学ぶ

2005 日本伝統漆芸展入選
2005 「ノイエス朝日」にて二人展
2006 伝統工芸新作展（2008 年より東日本伝統

工芸展に名称変更）入選
2006 「ぎゃらりー FROM まえばし」にて四人展
2008 東日本伝統工芸展入選
2008 「ぎゃらりー FROM まえばし」にて二人展
2009 日本伝統工芸展入選
2010 「ノイエス朝日」にてグループ展
2010 東日本伝統工芸展入選
2011 東日本伝統工芸展入選



染織作家の行松啓子氏から、ご自分で染織された天蚕のストールを頂戴した。
氏は昨年（2010 年）養蚕と本格的に取り組むため、関西から中之条町入山に移住し、自
宅兼工房「Ｋぷらんにんぐ」を設立された。40 歳半ばの黒の似合う、知的で控えめなすて
きなお方である。
さて頂戴したストールの色を、何と表現しよう。いままで出合ったことのない色彩なの
だ。白の混ざった淡いうす茶ピンクといったらよいだろうか。かすかな紫にも見える。里
帰り中の娘に見せると、「お母さんの大好きな色ね！」と開口一番言うのである。その色
彩が拙著を読まれてのイメージだと、氏から聞かされ、なお愛おしく感慨深く押し戴いた。
柔らかなその色彩にみとれながら、（ああ、あの色に似ている－）不思議な懐かしさに
包まれた。
それは、5 年前に 離れたふるさと、川原
湯の山の色である。 芽吹き前の、ほんのり
と紫にけむる早春の 山々の色だ。「紫色に
霞んでいるようねえ ……」川向こうの山並
に目をやりながら、 呟くように言った母
に、ああ、そう言わ れれば……と、はじめ
て気づかされた淡紫 である。あのおりの光
景をまなうらに描き ながら私は、いつかの
娘の言葉を思い返した。ふるさとを離れてきたことをそれとはなしに詫びたおり、彼女は、
「いまお母さんたちが居る場所が、私たちのふるさとよ！」そう言ってくれたのだ。（あり
がとう－。）重石が取れた気がした。
文は人なり、という。染織もまたしかり。行松氏の手によって成されたストール。その
天然のやさしい風合が私をふるさとへと誘ってくれた。そこに、何が込められているのだ
ろう。人の気、だろうか？
いま、ふるさとの山々は青葉のころだろう。かの、うす紫から芽吹きへ、濃淡の若葉へ、
青葉へ、更に深い緑へと変化してゆく。それらの営みと同様、ふるさとへの思いが、回顧
から感謝へと私の中で変わってきていることに気がついた。
さあ、ふるさと色のストールをさらりとまとい、6年目の夏へと歩みを進めよう。

前橋市文京町 2-20-22 群馬県生涯学習センター別館 TEL：027-224-1693

カ フ ェ の 隅 か ら

ふるさとの色

竹 田 朋 子

竹 田  朋 子 〈略歴〉
長野原町出身／群馬ペンクラブ会員
散文誌「せせらぎ」同人／短歌誌「遠天」同人
第 55 回「日本随筆家協会賞」受賞／第 46 回群馬県文学賞受賞
著書『風の吹く道』

レストラン　伊万利ダイン
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東京都台東区東上野6-10-7金子ハイツ503 〒110-0015
Tel. 03-3843-0083

埼玉県さいたま市中央区下落合4-23-10-101 〒338-0002
Tel. 048-856-1660



◇ 雨の季節。しとしと降る雨は、渇い
た精神に心地よくしみ込む。若い頃、
同僚と口角泡を飛ばし文化論を議論
した酒場で「雨　雨　ふれふれ　もっ
と降れ」と流れていた曲を思い出す
……。

◇ さて、今年の事業団。例年にも増し
て事業が目白押し。「忙しい時ほど丁
寧に」をこころがけて仕事をしたい。

　『奉仕を主とする事業は栄え、利得を
主とする事業は衰う』－ヘンリー・
フォード－　（ＮＫ）

◇ 本誌希望の方は、送料（140 円×希望
回数分の切手）を添えてお申し込み
下さい。また、ご要望ご意見等もお
寄せください。

上州
文化
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