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巻頭言　2

「
つ
る
舞
う
形
の
群
馬
県
」「
日
本
で
最
初
の
富
岡
製
糸
」・
・
・
。
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
親
し
ん
だ
、
群
馬
県
民
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
る
「
上

毛
か
る
た
」。
多
く
の
県
民
の
皆
さ
ん
が
読
み
札
を
そ
ら
で
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

群
馬
交
響
楽
団
は
、
終
戦
直
後
の
社
会
を
音
楽
で
明
る
く
し
よ
う
と
昭
和
二
十
年
十
一
月
に
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
地
方
交
響
楽
団
の
草
分

け
と
し
て
長
い
歴
史
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
高
等
学
校
卒
業
ま
で
に
授
業
で
四
回
は
群
響
の
演
奏
を
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

群
馬
に
は
、
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
文
化
的
資
産
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
古
代
の
東
国
文
化
を
偲
ば
せ
る
古
墳
群
や
多
胡
の
古
碑
、
国

分
寺
跡
な
ど
多
く
の
歴
史
的
文
化
遺
産
に
も
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
私
た
ち
県
民
は
、
意
外
と
ふ
る
さ
と
の
こ
と
を
詳
し
く
知
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
上
毛
か
る
た
の
読
み
札
は
そ
ら

で
唱
え
ら
れ
て
も
、そ
の
内
容
ま
で
十
分
に
理
解
を
さ
れ
て
い
る
人
は
意
外
と
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
天
下
の
義
人
茂
左
衛
門
」

は
ど
こ
で
何
を
さ
れ
た
人
な
の
か
知
識
が
あ
や
ふ
や
な
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
上
毛
か
る
た
の
副
読
本
を
作
成
し
て
、
小
学

校
で
郷
土
学
習
の
副
読
本
と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
い
た
り
、
書
店
で
販
売
し
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
思
い
か
ら
で
す
。

現
在
、
国
内
最
大
の
観
光
イ
ベ
ン
ト
「
群
馬
Ｄ
Ｃ
（
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）」
を
開
催
中
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち

自
身
が
知
ら
な
か
っ
た
群
馬
の
魅
力
を
掘
り
起
こ
し
、
磨
き
上
げ
る
こ
と
に
努
め
、
こ
れ
を
全
国
に
発
信
し
て
多
く
の
観
光
客
を
お
迎
え
し

て
い
ま
す
。
群
馬
は
、
温
泉
や
自
然
な
ど
に
恵
ま
れ
て
お
り
ま
す
が
、
古
く
か
ら
あ
る
文
化
的
資
産
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
観
光
資
源
と
し

て
活
用
す
る
こ
と
も
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

地
域
社
会
の
崩
壊
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
人
々
が
支
え
合
い
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
育
ん
で
い
る
地
域
に
は
、
祭
り
や
伝
統

芸
能
な
ど
の
文
化
が
息
づ
き
、「
地
域
の
絆
」
が
生
き
続
け
て
い
ま
す
。
古
く
か
ら
伝
わ
る
文
化
を
守
り
、
そ
し
て
新
た
に
根
付
き
つ
つ
あ

る
文
化
を
大
切
に
育
て
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
が
絆
で
結
ば
れ
た
、
安
心
で
安
全
な
地
域
づ
く
り
が
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
県
民
一
人
一
人
が
文
化
の
担
い
手
と
な
っ
て
、
ぐ
ん
ま
の
素
晴
ら
し
い
文
化
を
次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
、
郷
土
へ
の

愛
着
や
誇
り
を
持
て
る
群
馬
の
文
化
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

群
馬
県
知
事　
　

大　

澤　

正　

明

巻

頭

言
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﹃
蚤
蚊
虱
の
大
合
戦
﹄

前
回
は
作
家
・
井
上
ひ
さ
し
氏
の
『
東
慶
寺
花
だ
よ
り
』

（
文
藝
春
秋
刊
）
の
第
一
話
、「
お
せ
ん
」
に
つ
い
て
だ
け
読

ん
で
み
ま
し
た
。
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
。
第

一
話
で
は
駆
け
込
む
「
お
せ
ん
」
さ
ん
に
ね
だ
ら
れ
て
、
主

人
公
・
信
次
郎
が
出
版
し
た
『
蚤の
み
か
し
ら
み

蚊
虱
の
大
合
戦
』
と
い
う

滑
稽
本
の
大
概
を
話
し
て
聞
か
せ
る
場
面
が
あ
り
ま
す
。

　「
洗せ
ん
た
く
だ
ら
い

濯
盥
が
御
奉
行
所
、
こ
れ
が
話
の
心
棒
で
す
。
そ
の

洗
濯
盥
の
御
奉
行
所
が
江
戸
市
中
の
蚤
仲
間
、
蚊
仲
間
、
そ

し
て
虱
仲
間
を
キ
ッ
と
叱
り
置
く
と
い
う
の
が
話
の
あ
ら
ま

し
で
…
…
」

「
蚤の
み

ど
も
の
義
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
み
だ
り
に
相
成
り
、

四
季
の
差
別
な
く
跳
び
歩
き
、
寒
中
よ
り
痒か
ゆ

が
ら
せ
候
段
、

ふ
ら
ち
し
ご
く
に
候
。
と
り
わ
け
夏
は
短
夜
に
せ
せ
り
お
こ

し
、
た
び
た
び
寝
不
足
に
陥
れ
候
段
、
わ
が
ま
ま
な
る
こ
と

に
候
。
前
ま
ヘ
か
ら
相
触
れ
候
そ
う
ら
えど

も
、
足
早
に
跳
び
歩
き
、

畳
の
へ
り
、
あ
る
い
は
敷
合
は
せ
な
ど
に
か
げ
を
隠
し
候
こ

と
、
け
つ
し
て
い
た
す
ま
じ
く
候
。
も
し
右
の
者
ど
も
こ
れ

あ
る
に
お
い
て
は
、
さ
っ
そ
く
指
先
に
て
押
へ
取
り
、
木
枕

の
上
に
て
パ
ッ
チ
リ
と
い
は
す
べ
き
も
の
な
り
。
…
…
」

こ
ん
な
塩
梅
で
話
は
始
ま
り
、
蚊
・
虱
に
も
奉
行
所
か
ら

の
触
れ
が
出
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
三
者
三
様
の

返
答
（
抗
弁
）
が
な
さ
れ
ま
す
。
作
家
・
井
上
氏
が
こ
の
話

の
素
材
に
し
た
の
は
、
明
治
三
十
四
年　

博
文
館
発
行
、
帝

国
文
庫

（
続
）

『
万
物

滑
稽
合

戦
記
』

と
思
わ

れ
ま
す

が
、
そ

の
底
本
は
馬
喰
町
三
丁
目
吉
田
屋
小
吉
板
だ
ろ
う
と
推
測
さ

れ
ま
す
（
筆
者
は
杏
雨
書
屋
本
に
よ
っ
て
確
認
し
ま
し
た
）。

別
に
一
部
内
容
の
異
な
る
謙
堂
文
庫
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

江
戸
時
代
の
版
本
に
よ
っ
て
、
返
答
書
の
蚤
の
部
分
を
み
ま

し
ょ
う
。

蚤
仲
間
の
義
は
、
む︵

昔

︶

か
し
す︵

垂

仁

︶

に
ん
天
皇
の
御
宇
角
力
に

め
し
出
さ
れ
た
る
出
雲
の
国
の
ぢ︵

住

人

︶

う
に
ん
野
見
の
す︵

宿

禰

︶

く
ね

の
ば︵

末

葉

︶

つ
よ
う
に
て
御
座
候
、
む
か
し
四
月
に
す︵

相

撲

︶

ま
ふ
御

ゑ︵

叡

覧

︶

い
ら
ん
こ
れ
有
候
、
そ
の
ゑ
ん
に
よ
り
蚤
の
四
月
と
御

め︵
免
︶ん
を
か
ふ
む
り
、
そ
れ
よ
り
秋
の
こ
ろ
迄
き︵
貴
賎
︶

せ
ん
上
下
の

へ
だ
て
な
く
と︵
渡
世
︶

せ
い
仕
候
へ
共
、
一
切
ご︵

強

欲

︶

う
よ
く
な
る
義
は

不
仕
候
ニ
付
、
あ
と
跡
の
さ︵
障
︶は
り
少
し
も
こ
れ
な
く
候
に
、

ち︵

近

頃

︶

か
ご
ろ
諸
人
の
み
取
と
申
道
具
を
こ
し
ら
へ
、
と
り
も
ち

を
も
つ
て
わ
れ
仲
間
の
も
の
共
か
ら
め
取
ら
れ
候
段
千
万
な

げ
か
は
し
く
存
候
、
此
義
を
御
さ︵

差

止

︶

し
と
め
下
さ
れ
候
は
ゝ
、

以
後
は
長
ど︵

逗

留

︶

う
り
う
も
不
仕
、
夏
季
ば
か
り
と
せ
い
仕
候
、

な
を
又
き︵
着
類
︶

る
い
御
ふ︵
振
︶る
ひ
の
せ︵
節
︶つ
き
つ
と
た︵
立
退
︶

ち
の
き
可
申
候

見
事
な
抗
弁
で
す
。
営
業
禁
止
の
触
れ
に
対
し
て
、
一
番
の

難
物
「
と
り
も
ち
」
を
差
し
止
め
く
だ
さ
れ
ば
、
夏
だ
け
の

営
業
に
す
る
と
い
っ
て
い
い
ま
す
。
こ
の
論
理
的
な
抗
弁
の

専修大学教授・
縁切寺満徳寺資料館館長
　　　　髙　木　侃
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様
子
が
、
日
常
の
「
御
上
」（
支
配
者
）
に
願
書
を
し
た
た

め
る
と
き
の
参
考
に
な
っ
た
も
の
と
み
え
、
当
時
の
村
役
人

層
に
好
ん
で
筆
写
さ
れ
て
流
布
さ
れ
て
い
ま
す
。福
井
県『
小

浜
市
史
』
に
み
ら
れ
る
ほ
か
、
筆
者
所
蔵
の
筆
写
本
も
、
地

域
は
信
州
筑
摩
郡
、
出
羽
由
利
郡
、
佐
渡
羽
茂
郡
、
上
州
甘

楽
郡
の
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
井
上
氏

の
引
出
し
の
多
さ
と
引
用
の
面
白
さ
に
は
舌
を
巻
き
ま
す
。

妾
お
ぎ
ん
の
駆
け
込
み

ひ
き
つ
づ
き
離
縁
状
研
究
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
本
書

を
読
み
ま
し
ょ
う
。

第
二
話
の
「
お
ぎ
ん
」
は
江
戸
両
国
の
薪
炭
問
屋
・
堀
切

屋
の
御
隠
居
の
妾
で
、
駆
け
込
み
後
、
御
用
宿
松
本
屋
の
世

話
で
入
寺
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
在
寺
し
て
い
る
青
松
院

で
、
血
を
吐
い
て
伏
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
東
慶
寺
は
男

子
禁
制
の
尼
寺
で
す
か
ら
、
男
の
町
医
者
は
論
外
、
わ
ず
か

に
円
覚
寺
の
僧
医
・
清
拙
御
尚
の
ほ
か
は
、
中
門
か
ら
奥
に

は
入
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
あ
い
に
く
清
拙
御
尚
は
、
腰

を
痛
め
て
歩
行
も
で
き
ず
応
診
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

江
戸
蔵
前
の
西
沢
佳
庵
先
生
の
も
と
で
八
年
間
修
業
し
た
信

次
郎
が
代
診
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
は
「
お
ぎ
ん
」
は

か
つ
て
の
許い
い
な
ず
け婚・
朝
吉（
奈
良
で
錺
か
ざ
り
し
ょ
く
職
の
修
業
を
お
え
て
帰
っ

て
き
た
の
で
す
）
と
結
婚
を
願
っ
て
、
二
の
腕
を
簪
か
ん
ざ
しで

傷
つ

け
、口
に
含
ん
で
喀
血
し
た
よ
う
に
見
せ
て
い
た
の
で
し
た
。

信
次
郎
の
診
断
の
結
果
、
労
咳
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
柏

屋
に
宿
下
が
り
し
て
、
養
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
結
局

は
御
隠
居
を
説
得
し
て
寺
法
離
縁
が
成
立
と
い
う
こ
と
に
な

る
話
で
す
（
寺
法
離
縁
に
な
る
か
否
か
、
つ
ま
り
示
談
の
離

縁
に
な
れ
ば
在
寺
す
る
必
要
は
な
い
の
で
、
御
用
宿
預
け
の

は
ず
で
、
こ
の
点
は
歴
史
的
事
実
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
小

説
と
し
て
は
こ
の
方
が
面
白
い
）。

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
東
慶
寺
で
妾
の
離
縁
は
扱
っ
た
の

か
。
小
説
で
は
、
信
次
郎
が
そ
の
こ
と
を
主
人
・
源
兵
衛
に

聞
く
と
、

「
そ
れ
が
り
っ
ぱ
に
扱
う
の
さ
。
や
む
に
や
ま
れ
ず
離

縁
を
申
し
た
て
る
女ひ
と

た
ち
、
そ
う
い
っ
た
女
た
ち
を
助
け

る
の
が
、
東
慶
寺
さ
ま
の
お
仕
事
、
そ
し
て
御
用
宿
の
者

の
務
め
。
夫
と
離
縁
し
た
い
女
で
あ
れ
、
旦
那
と
離
縁
し

た
い
女
で
あ
れ
、
一
切
差
別
は
し
な
い
の
だ
」

「
こ
の
利
平
が
こ
ち
ら
に
ま
い
っ
て
か
れ
こ
れ
四
十
年

に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
柏
屋
だ
け
で
も
二
十
件
は
、
妾
離

縁
を
扱
っ
て
い
る
は
ず
で
す
よ
」

満
徳
寺
で
は
、
本
妻
同
様
の
妾
の
離
縁
を
扱
い
、
年
季

二
十
五
月
の
半
分
十
二
ケ
月
半
で
、離
婚
し
下
山
で
き
る「
半

限
抱
え
」
の
制
度
が
あ
り
ま
し
た
。
実
例
と
し
て
、
文
政
七

（
一
八
二
四
）
年
四
月
安
房
国
長
狭
郡
天
面
村
（
現
・
千
葉

県
鴨
川
市
）
の
「
み
ゑ
」
の
年
季
明
け
お
声
掛
り
の
事
例
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
駆
け
込
み
は
、
も
っ
と
も
遠
隔
地
か
ら
の

事
例
で
も
あ
り
ま
す
。

で
は
東
慶
寺
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
わ
ず
か
に

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
十
一
月
に
兼
太
郎
か
ら
妾
「
て
る
」

に
あ
て
た
離
縁
状
と
、「
て
る
」
か
ら
兼
太
郎
に
あ
て
た
返

り
一
札
が
東
慶
寺
旧
蔵
文
書
、
す
な
わ
ち
小
丸
文
書
の
中
に

あ
り
ま
す
。
離
縁
状
文
面
に
「
馴
染
居
候
」
と
こ
ろ
、「
手

切
ニ
相
成
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
妾
の
離
縁
状
の
常
套
文
句
で

す
か
ら
、「
て
る
」
が
妾
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
し

か
も
文
書
の
裏
の
端
に
「
て
る
一
件
書
面
」
と
書
か
れ
て
あ

り
、
こ
れ
は
駆
け
込
み
と
考
え
ら
れ
、
小
説
ほ
ど
多
く
は
な

か
っ
た
に
せ
よ
、
東
慶
寺
で
も
妾
の
駆
け
込
み
を
受
容
し
た

の
で
す
。

先
渡
し
離
縁
状
―
お
は
ま
・
お
ゆ
き

第
九
話
。
残
暑
き
び
し
い
こ
ろ
、
鎌
倉
の
や
ぐ
ら
見
物
に

き
た
と
い
う
男
客
・
治
助
が
四
、五
日
厄
介
を
か
け
ま
す
と

や
っ
て
き
た
。
宿
帳
に
は
「
江
戸
霊
岸
島
川
口
町　

穴
蔵
屋

治
助　

三
十
八
歳
」
と
し
た
た
め
て
あ
り
ま
す
。
穴
蔵
屋
と

は
、
お
金
持
ち
の
お
屋
敷
の
地
面
や
床
下
に
穴
を
掘
る
仕

事
だ
そ
う
で
、
明
暦
の
振
袖
火
事
の
と
き
、
穴
蔵
に
呉
服
物

を
し
ま
っ
て
お
い
た
呉
服
問
屋
だ
け
が
損
害
を
被
ら
ず
、
そ

れ
が
評
判
で
、
こ
ぞ
っ
て
穴
蔵
を
し
つ
ら
え
る
よ
う
に
な
っ

て
仕
事
に
困
ら
な
い
と
い
う
話
で
あ
り
ま
し
た
。
到
着
し
た

上
：「
兼
太
郎
―
か
ね
」
離
縁
状

下
：「
か
ね
」
離
縁
状
返
り
札
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早
々
、
や
ぐ
ら
見
物
と
称
し
て
出
か
け
ま
す
が
、
や
ぐ
ら
に

は
興
味
も
な
く
、
円
覚
寺
の
山
門
の
前
に
腰
を
す
え
て
東
慶

寺
を
眺
め
て
い
る
だ
け
で
し
た
。
女
房
「
は
ま
」
が
東
慶
寺

に
駆
け
込
む
の
を
見
張
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
西
か
ら
来
る

も
の
と
そ
ち
ら
ば
か
り
を
見
て
い
た
ら
、
鎌
倉
、
東
の
ほ
う

か
ら
来
て
、
ま
ん
ま
と
駆
け
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

じ
つ
は
治
助
夫
婦
は
官
刻
の
『
孝
義
録
』
に
も
掲
載
さ
れ

た
、
評
判
の
「
孝
行
穴
蔵
屋
」
と
い
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
、

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
朝
方
か
ら
雨
雲
が
垂
れ
込
め
て
い
た
あ

る
日
、
父
は
雨
に
な
る
か
ら
高
下
駄
で
行
け
、
母
は
あ
と
で

晴
れ
る
か
ら
草
履
に
な
さ
い
と
い
い
、
た
が
い
に
譲
ろ
う
と

し
な
い
。
そ
こ
で
両
方
を
立
て
る
た
め
に
、
片
方
に
高
下

駄
、
も
う
片
方
に
草
履
を
履
い
て
出
か
け
た
の
で
し
た
。
こ

れ
ほ
ど
馬
鹿
正
直
な
親
孝
行
で
し
た
。
女
房
の
駆
け
込
み
理

由
は
と
い
え
ば
、
去
年
治
助
の
両
親
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
布
団
の
中
に
両
親
の
位
牌
を
持
ち
込
む
有

様
、
そ
こ
ま
で
は
辛
抱
で
き
ま
し
た
が
、「
は
ま
」
の
母
（
兄

夫
婦
と
幸
せ
に
く
ら
し
て
い
る
）を
引
き
取
ろ
う
と
し
ま
す
。

こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
治
助
は
夫
婦
の
あ
い
だ
に
親
を
持
ち
込

ま
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
人
、
こ
れ
で
は
生
涯
、
親
孝
行
ば

か
り
で
、
一
生
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
、
と
い
う
の
が
「
は
ま
」

の
言
い
分
。
し
か
し
、
二
人
と
も
心
底
か
ら
嫌
い
合
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
と
見
て
取
っ
た
御
用
宿
の
主
人
た
ち

は
顔
を
見
合
わ
せ
て
異
口
同
音
に

「
…
…
先
渡
し
離
縁
状
」

そ
こ
で
、
つ
ぎ
の
三
く
だ
り
半
の
文
案
を
し
た
た
め
る
。

　
　
　
　
　

一
札
之
事

一　

此
ノ
先
、
治
助
事
、
再
ビ
親
孝
行
ヲ
致
シ
候
節
ハ
、

　

お
は
ま
義
、
何
方
エ
縁
付
キ
候
共
、
少
モ
構
無
御
座
候
、

　

為
後
日
一
札
仍
テ
如
件

　
　
　
　

文
化
七
年
庚
午
文
月
末
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

穴
蔵
屋
治
助

　
　

お
は
ま
ど
の

こ
の
よ
う
に
妻
方
に
離
婚
権
を
留
保
し
て
、
あ
ら
か
じ
め

渡
さ
れ
た
離
縁
状
を
「
先
渡
し
離
縁
状
」
と
称
し
ま
す
。
こ

の
学
術
用
語
は
筆
者
が
『
三
く
だ
り
半
』（
平
凡
社
）
の
な

か
で
創
っ
た
造
語
で
、
多
く
は
復
縁
す
る
と
き
に
夫
か
ら
交

付
さ
れ
る
（
と
き
に
妻
方
が
奪
い
取
る
）
も
の
で
す
が
、
婚

姻
前
（
婚
約
時
）
に
受
理
す
る
こ
と
す
ら
あ
り
ま
し
た
。

第
十
三
話
、「
お
ゆ
き
」
で
は
、
酒
を
飲
む
と
正
気
を
失

う
夫
に「
先
渡
し
禁
酒
離
縁
状
」を
書
か
せ
復
縁
し
ま
す（
当

時
は
帰
縁
と
い
い
ま
し
た
）。
実
例
が
あ
り
ま
す
。
上
が
先

渡
し
離
縁
状
、
下
が
禁
酒
起
請
文
（
誓
約
書
）
で
す
。
庄
三

郎
は
「
私
儀
、不ふ
み
も
ち

身
持
ニ
付
、此
度
心し
ん
て
い
あ
い
あ
ら
た
め

底
相
改
、禁き
ん
ぱ
い盃

仕
候
」

と
禁
酒
を
約
束
し
た
上
で
、
妻
を
迎
え
に
き
ま
す
。「
ゆ
き
」

の
両
親
は
何
度
か
禁
酒
の
約
束
を
反ほ

ご故
に
し
て
い
る
娘
の
夫

（
婿
）
に
今
度
違
約
し
た
ら
離
婚
で
い
い
か
、
と
念
を
押
し

ま
す
。
庄
三
郎
は
や
む
な
く
先
渡
し
離
縁
状
を
妻
の
実
家
に

預
け
て
復
縁
す
る
わ
け
で
す
。
天
保
十
一
（
一
八
四
〇
）
年

二
月
、
上
州
新
田
郡
牛
沢
村
（
現
・
群
馬
県
太
田
市
）
の
事

例
で
す
。

井
上
氏
は
こ
の
「
先
渡
し
離
縁
状
」
が
気
に
入
っ
た
よ
う

で
、
学
問
的
成
果
を
た
く
み
に
活
用
し
て
小
説
を
興
味
ふ
か

い
も
の
に
し
て
い
ま
す
。そ
れ
に
ひ
き
か
え
筆
者
の
文
章
は
、

衒
学
的
嗜
好
に
偏
っ
た
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
。
お
ゆ
る
し
く

だ
さ
い
。
ま
だ
氏
の
小
説
に
は
い
ろ
い
ろ
論
ず
べ
き
点
が
あ

り
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
終
了
し
ま
す
。

謹
ん
で
井
上
氏
の
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
。
合
掌
。

髙　木  　侃（たかぎ・ただし）
【プロフィール】

1942 年生。中央大学大学院法学研究科修士
課程修了後、関東短期大学教授をへて、現職。
国際日本文化研究センター客員教授等歴任。満
徳寺の研究で法学博士。主要著書に 『増補　三
くだり半－江戸の離婚と女性たち－』（平凡社
ライブラリー）、『縁切寺満徳寺の研究』（成文
堂）、『三くだり半と縁切寺－江戸の離婚を読み
なおす－』（講談社現代新書）などがある。

上
：
先
渡
し
離
縁
状
、
下
：
禁
酒
誓
約
書
（
神
谷
忠
朝
氏
所
蔵
）
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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

本
連
載
で
は
こ
れ
ま
で
伊
香
保
、
多
胡
、
佐
野
の
歌
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
群
馬
県
の
西
寄
り
に
位
置
す
る
地
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
東
に
目
を
転
じ
て
新
田

郡
の
歌
を
よ
む
こ
と
に
し
た
。
取
り
上
げ
る
の
は
次
の
二
首
で
あ
る
。

◎ 

新に
ひ

田た

山や
ま

嶺ね

に
は
着つ

か
な
な
吾わ

に
よ
そ
り
端は
し

な
る
子
ら
し
あ
や
に
愛か
な

し
も
（
三
四
〇
八
）

◎ 

し
ら
と
ほ
ふ
小を

新に
ひ

田た

山や
ま

の
守も

る
山
の
末う
ら

枯が

れ
せ
な
な
常と
こ

葉は

に
も
が
も
（
三
四
三
六
）

一
首
目
の
歌
に
よ
ま
れ
て
い
る
新
田
山
と
、
二
首
目
の
歌
に
よ
ま
れ
て
い
る
小
新
田
山
と

い
う
の
は
同
じ
山
で
、
太
田
駅
の
北
に
位
置
す
る
金か

な
や
ま山

の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
歌
の
解

釈
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
こ
の
山
に
つ
い
て
述
べ
る
。

一
、
新
田
山
に
つ
い
て

「
新
田
山
」
の
「
新
田
」
と
い
う
山
名
は
、
上
野
国
新
田
郡
の
郡
名
に
由
来
す
る
の
で
あ

ろ
う
。
連
載
の
第
一
回
目
（『
上
州
文
化
』
一
二
二
号
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
東
歌
が
万
葉

集
巻
十
四
の
編
者
の
手
も
と
に
集
め
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
ら
の
歌
は
、
す
で
に
ど
の
歌
が
ど

の
国
の
も
の
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
巻
十
四
の
編
者
は
、

一
首
一
首
の
歌
に
よ
み
込
ま
れ
て
い
る
地
名
を
手
掛
か
り
に
、
歌
を
国
別
に
分
類
し
て
い
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
新
田
」
と
い
う
郡
名
は
、
上
代
に
は
上
野
国
の
他
に
陸
奥
国
に

も
あ
っ
た
。
陸
奥
国
の
新
田
郡
は
現
在
の
宮
城
県
中
部
に
位
置
し
、
蝦
夷
に
備
え
た
軍
事
拠

点
と
し
て
新
田
柵
が
置
か
れ
て
い
た
。
新
田
山
を
よ
ん
だ
二
首
に
「
上
毛
野
」
と
い
う
国
名

は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
歌
が
上
野
国
の
部
に
排
列
さ
れ
て

い
る
の
は
、
巻
十
四
の
編
者
が
何
ら
か
の
根
拠
を
も
っ
て
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
そ
の
判
断
の
根
拠
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
歌
を
陸
奥
国
の
歌
と
考
え
る
べ
き

積
極
的
な
理
由
も
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
編
者
の
判
断
を
尊
重
し
、
こ
れ
ら
の
歌
の
新
田
山

は
上
野
国
の
新
田
郡
に
所
在
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

新
田
山
と
い
う
山
名
が
郡
名
を
負
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
の
山
は
新
田
郡
の
シ
ン
ボ
ル

的
な
山
な
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

新
田
郡
の
地
図
を
示
す
。
太
め
の
点
線
で
示
し
た
の
が
新
田
郡
の
郡
域
、
細
め
の
実
線
で

示
し
た
の
が
現
在
の
太
田
市
の
市
域
で
あ
る
。
新
田
郡
の
郡
域
は
江
戸
時
代
初
期
の
も
の

を
推
定
し
て
示
し
た
。
で
き
れ
ば
上
代
の

郡
域
を
示
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
具

体
的
な
線
を
引
く
に
足
る
だ
け
の
資
料
が

残
っ
て
い
な
い
。
地
図
の
郡
域
は
参
考
と

し
て
ご
覧
頂
け
れ
ば
と
思
う
。
新
田
郡
の

範
囲
は
現
在
の
太
田
市
の
範
囲
と
か
な
り

重
な
り
合
う
。
太
田
市
の
う
ち
東
部
と
南

東
部
（
古
戸
町
）
と
を
除
き
、
み
ど
り
市

の
南
部
（
旧
笠
懸
町
）
と
伊
勢
崎
市
の
南

東
部
（
旧
境
町
の
東
部
）
と
を
加
え
た
範

囲
が
ほ
ぼ
新
田
郡
の
郡
域
と
な
る
。

郡
域
の
大
部
分
は
見
渡
す
限
り
の
平
野

で
あ
る
。
丘
陵
地
は
、
北
東
の
山
田
郡
と

の
境
界
を
構
成
す
る
部
分
、
太
田
駅
北
方

の
金
山
、
旧
笠
懸
町
地
域
な
ど
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
郡
の
周
辺
部
で
あ
る
が
、
そ
の

新田郡庁跡
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中
で
金
山
は
平
野
部
に
存
在
す
る
独
立
峰
と
し
て
よ
く
目
立
ち
、
郡
名
を
負
う
山
と
し
て
最

も
可
能
性
が
高
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
地
図
に
も
示
し
た
新
田
郡
庁
跡
は
、
近
年
の
発
掘
調
査
で
敷
地
の
範
囲
や
建
物
の

配
置
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
遺
跡
で
あ
る
。
今
日
ま
で
に
発
掘
さ
れ
て
い
る
全
国
の
郡
庁

の
遺
跡
の
中
で
最
大
規
模
の
も
の
で
あ
り
、平
成
二
十
年
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

東
武
鉄
道
の
治じ
ろ
え
ん
ば
し

良
門
橋
駅
か
ら
徒
歩
十
五
分
ほ
ど
の
場
所
で
あ
る
。
現
在
、
そ
こ
か
ら
は
、

建
物
に
障
ら
れ
て
金
山
は
見
え
な
い
が
、
奈
良
時
代
に
は
よ
く
見
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

北西から見た金山

二
、「
新
田
山
」
の
歌
に
つ
い
て

新に
ひ

田た

山や
ま

嶺ね

に
は
着つ

か
な
な
吾わ

に
寄
そ
り
端は
し

な
る
子
ら
し
あ
や
に
愛か
な

し
も
（
三
四
〇
八
）

尓に

ひ

た

や

ま

比
多
夜
麻　

祢ね

に

は

つ

か

な

な

尓
波
都
可
奈
那　

和わ

に

よ

そ

り

尓
余
曽
利　

波は

し

な

る

こ

ら

し

之
奈
流
児
良
師　

安あ

や

に

か

な

し

も

夜
尓
可
奈
思
母

新
田
山
が
ど
こ
の
山
並
み
と
も
連
な
る
こ
と
な
く
孤
立
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
と
親
し
い

と
い
う
噂
を
立
て
ら
れ
て
、
端
の
方
に
ぽ
つ
ん
と
い
る
あ
の
娘
が
、
な
ん
と
も
い
と
し
く
て
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な
ら
な
い
こ
と
よ
。

「
嶺ね

に
は
着つ

か
な
な
」
は
、
他
の
嶺
々
と
は
連
続
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
新

田
山
を
金
山
と
考
え
た
場
合
、
金
山
は
そ
れ
自
体
が
複
数
の
嶺
か
ら
構
成
さ
れ
て
は
い
る
も

の
の
（
写
真
参
照
）、
そ
の
全
体
を
一
体
の
も
の
と
み
れ
ば
、
金
山
北
方
の
丘
陵
地
帯
と
は

完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
、
平
野
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
孤
立
し
て
存
在
し
て
い
る
（
地
図
参
照
）。

「
嶺ね

に
は
着つ

か
な
な
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
、
新
田
山
は
金
山
の
こ
と
と
見
た
い
。

「
な
な
」
は
、「
～
せ
ず
に
」
の
意
。
上
の
「
な
」
は
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
古
い
未
然

形
で
あ
る
。
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
活
用
に
は
「
ず
」（
連
用
・
終
止
）
と
「
ぬ
・
ね
」（
連

体
・
已
然
）
と
い
う
ザ
行
と
ナ
行
と
が
混
在
し
て
い
る
。「
な
」
は
ナ
行
の
系
列
の
未
然
形
で
、

上
代
に
見
ら
れ
る
。
上
代
に
は
連
用
形
の
「
に
」、
終
止
形
の
「
ぬ
」
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、

古
く
は
ナ
行
四
段
型
の
活
用
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

未
然

連
用

終
止

連
体

已
然

命
令

（
な
）

ず
（
に
）

ず
（
ぬ
）

ぬ

ね

「
な
な
」
の
下
の
「
な
」
は
上
代
東
国
語
の
助
詞
で
、「
に
」
と
同
じ
。
従
っ
て
、「
な
な
」

は
「
～
せ
ず
に
」
の
意
と
な
る
。
こ
う
し
た
「
な
な
」
は
万
葉
集
に
全
部
で
七
例
見
え
る
。

内
訳
は
上
野
国
東
歌
二
例
（
二
例
と
も
今
回
扱
う
歌
で
あ
る
）、
国
名
不
明
の
東
歌
二
例
、

武
蔵
国
防
人
歌
二
例
、
昔
年
の
防
人
歌
一
例
で
あ
る
。
す
べ
て
東
歌
・
防
人
歌
で
あ
り
、
東

国
特
有
の
語
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
寄
そ
る
」
は
、
あ
る
人
が
あ
る
異
性
に
心
を
寄
せ
て
い
る
と
噂
さ
れ
る
こ
と
。
万
葉
集

中
の
次
の
歌
な
ど
が
参
考
に
な
る
。

春
山
の
馬あ

し

び
酔
木
の
花
の
憎
か
ら
ぬ
君
に
は
し
ゑ
や
寄
そ
る
と
も
よ
し
（
巻
一
〇
・
一
九
二
六
）

＊
春
の
山
の
馬
酔
木
の
花
の
よ
う
に
心
惹
か
れ
る
あ
な
た
と
な
ら
ば
、
い
い
さ
、
噂
を
立

て
ら
れ
た
っ
て
構
わ
な
い
。

「
端は

し

な
る
」
は
「
端
に
い
る
」。
こ
れ
を
「
中
途
半
端
に
」「
ど
っ
ち
つ
か
ず
に
」
と
す
る

注
釈
書
が
多
い
。
し
か
し
、「
は
し
」
の
語
義
は
、
中
心
か
ら
離
れ
た
部
分
、
入
口
付
近
、

周
辺
部
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、「
中
途
半
端
」
や
「
ど
っ
ち
つ
か
ず
」
と
い
う
意
味
に
解

し
得
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。「
は
し
た
」
で
あ
れ
ば
確
か
に
「
中
途
半
端
」
や
「
ど
っ

ち
つ
か
ず
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、「
は
し
」
と
「
は
し
た
」
と
は
区
別
し
て
考
え
る
べ

き
も
の
と
考
え
る
。

「
あ
や
に
」
は
、
驚
嘆
を
表
す
感
動
詞
「
あ
や
」（「
怪
し
」
と
語
源
を
同
じ
く
す
る
語
）

に
助
詞
の
「
に
」
が
付
い
た
も
の
で
、「
ふ
し
ぎ
に
」「
言
い
よ
う
も
な
く
」「
む
し
ょ
う
に
」

と
い
う
意
。
万
葉
集
に
は
こ
の
語
を
用
い
た
歌
が
、
東
歌
・
防
人
歌
に
一
一
首
、
そ
れ
以
外

の
歌
（
基
本
的
に
中
央
の
人
々
の
歌
）
に
一
九
首
見
え
る
。
そ
の
用
法
は
、
東
国
と
中
央
と

で
相
違
し
て
お
り
、
東
歌
・
防
人
歌
で
は
「
あ
や
に
愛か
な

し
き
（
愛
し
も
等
を
含
む
）」
と
い

う
用
例
が
一
一
首
中
七
首
を
占
め
る
の
に
対
し
、
東
歌
・
防
人
歌
以
外
で
は
「
あ
や
に
畏か
し
こし

（
畏
き
・
畏
み
等
を
含
む
）」
と
い
う
用
例
が
一
九
首
中
一
〇
首
を
占
め
て
い
る
。
東
国
の
歌

に
は
「
あ
や
に
畏
し
」
と
う
た
う
も
の
は
一
首
も
な
く
、
中
央
の
歌
に
は
「
あ
や
に
愛
し
」

と
う
た
う
も
の
は
一
首
も
な
い
（「
あ
や
に
悲
し
」
な
ら
ば
あ
る
）。
こ
の
語
は
、
中
央
の
歌

で
は
、
挽
歌
を
初
め
と
す
る
宮
廷
儀
礼
歌
に
よ
く
用
い
ら
れ
、「
あ
や
に
畏
き
」
や
「
あ
や

に
貴
き
」
な
ど
荘
厳
な
様
子
を
形
容
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
同
じ
語
が
、
東
国

で
は
相
聞
歌
の
中
で
異
性
を
思
う
気
持
ち
の
強
さ
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
は
だ
い
ぶ
趣
が
違
う
。
東
歌
・
防
人
歌
に
お
い
て
特
徴
的
な
用
法
を
有
す
る

語
の
一
つ
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
歌
の
全
体
的
な
解
釈
と
し
て
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
新
田
山
が
他
の
山
並
み
と

連
な
る
こ
と
な
く
孤
立
し
て
い
る
の
と
同
様
、
私
と
の
仲
を
噂
さ
れ
て
孤
立
し
て
い
る
彼
女

が
い
と
お
し
い
、
と
い
う
風
に
理
解
し
た
。
こ
の
解
釈
で
は
、「
新
田
山
嶺
に
は
着
か
な
な
」

が
「
吾
に
寄
そ
り
」
を
飛
び
越
え
て
、「
端
な
る
子
ら
」
に
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
点
が
や
や
引
っ
掛
か
る
。
別
の
解
釈
と
し
て
、「
嶺ね

」
は
同
音
の
「
寝
」
と
掛
け
て
い

る
と
と
っ
て
、「（
新
田
山
が
他
の
嶺
と
連
な
ら
な
い
と
い
う
「
嶺
に
は
着
か
な
な
」
で
は
な

い
が
）
私
と
寝
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
寝
た
と
噂
さ
れ
て
～
」
と
解
す
る
説
が
あ
る
。
こ

の
解
釈
の
方
が
、「
嶺
に
は
着
か
な
な
」
の
掛
か
り
方
と
し
て
は
順
直
で
あ
る
が
、
そ
の
一

方
、
男
女
が
共
寝
を
す
る
こ
と
を
「
寝
に
着
く
」
と
表
現
し
た
例
が
な
い
こ
と
が
問
題
と
な

る
。
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
え
て
、
先
の
よ
う
に
解
し
た
。
さ
ら
に
検
討
し
て
み
た
い
。
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三
、「
し
ら
と
ほ
ふ
」
の
歌
に
つ
い
て

し
ら
と
ほ
ふ
小を

新に
ひ

田た

山や
ま

の
守も

る
山
の
末う
ら

枯が

れ
せ
な
な
常と
こ

葉は

に
も
が
も
（
三
四
三
六
）

志し

ら

と

ほ

ふ

良
登
保
布　

乎を

に

ひ

た

や

ま

の

尓
比
多
夜
麻
乃　

毛も

る

や

ま

の

流
夜
麻
乃　

宇う

ら

が

れ

せ

な

な

良
賀
礼
勢
奈
那　

登と

こ

は

に

も

が

も

許
波
尓
毛
我
母

新
田
山
の
、
大
切
に
守
ら
れ
て
い
る
山
の
木
々
の
よ
う
に
、
葉
が
枯
れ
る
こ
と
な
く
、
い

つ
ま
で
も
青
々
と
茂
っ
て
い
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

「
し
ら
と
ほ
ふ
」
は
「
小
新
田
山
」
に
か
か
る
枕
詞
と
思
わ
れ
る
。
語
義
・
か
か
り
方
と

も
に
未
詳
。『
常
陸
国
風
土
記
』
新
治
郡
の
条
に
「
風く

に
ひ
と俗
の
諺
こ
と
わ
ざに
『
白し
ら
と
ほ遠
ふ
新に
い
ば
り治
の
国
』
と

云
ふ
」
と
い
う
文
が
あ
る
。
こ
れ
も
同
じ
も
の
と
考
え
て
、
両
者
に
共
通
す
る
要
素
に
注
目

す
る
と
、
こ
の
枕
詞
は
「
小
新
田
山
」
に
掛
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
新に
ひ

」
に
掛
か
っ

て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
雄
大
な
様
を
表
す
形
容
詞
に
「
と
ほ
し
ろ
し
」
と
い
う
語

が
あ
る
。「
し
ら
と
ほ
ふ
」
は
あ
る
い
は
こ
の
語
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
よ
く
分

か
ら
な
い
。
こ
れ
も
宿
題
と
し
た
い
。

「
小
新
田
山
」
は
新
田
山
と
同
じ
。「
小を

」
は
親
愛
の
情
を
あ
ら
わ
す
接
頭
語
。
同
様
の
例

は
少
な
い
が
、万
葉
集
に
は
「
小を

筑つ
く

波ば

」（
三
三
九
四
・
三
三
九
五
・
三
三
九
六
）、「
小を

泊は
つ

瀬せ

山
」

（
三
八
〇
六
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。

「
守も

る
山
」
は
、
樹
木
を
保
護
・
管
理
し
て
大
切
に
守
っ
て
い
る
山
。「
小
新
田
山
の
」
の

「
の
」
は
同
格
。
す
な
わ
ち
「
小
新
田
山
」
イ
コ
ー
ル
「
守も

る
山
」
で
あ
る
。「
末う
ら
が枯
れ
」
は

葉
の
先
端
が
枯
れ
る
こ
と
。「
な
な
」
は
前
の
歌
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
述
べ
た

よ
う
に
、「
～
せ
ず
に
」
の
意
。

「
常と
こ

葉は

」
は
、
冬
で
も
枯
れ
な
い
常
緑
の
葉
の
こ
と
で
、
発
音
は
「
と
こ
は
」。
似
た
語
に

「
常と
き

磐は

」
が
あ
る
。
こ
の
語
は
「
と
こ
（
常
）
＋
い
は
（
岩
）」
が
つ
づ
ま
っ
て
で
き
た
語
で
、

永
遠
に
不
変
の
頑
丈
な
岩
を
意
味
し
、
発
音
は
「
と
き
は
」。
両
者
は
元
来
別
語
で
あ
っ
た

が
、「
常と
き

磐は

」
の
方
は
、
原
義
か
ら
転
じ
て
「
永
遠
不
変
」
と
い
う
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
（
た
と
え
ば
「
大お
ほ

君き
み

は
常
磐
に
ま
さ
む
」
四
〇
六
四
番
）、
さ
ら
に
常
緑
樹
に

つ
い
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
（
た
と
え
ば
「
常
磐
な
る
松
の
さ
枝
を
わ
れ
は
結
ば

な
」
四
五
〇
一
番
）、「
と
き
は
」
が
「
と
こ
は
」
に
取
っ
て
代
わ
る
に
至
っ
た
。

こ
の
歌
は
譬
喩
歌
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、表
の
意
味
の
他
に
裏
の
意
味
が
あ
る
。

裏
の
意
味
の
方
が
作
者
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
口
語
訳
に
は
表
の
意
味

を
載
せ
た
。
裏
の
意
味
は
、「
小
新
田
山
」
は
女
性
の
比
喩
で
、「
大
切
に
守
ら
れ
て
い
る
あ

の
娘
は
い
つ
ま
で
も
若
々
し
く
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
も
が
も
」
は
、
そ
の
実
現
に
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
も
実
現
を
願
う
語
で
、
他
人
の
身
の

上
に
つ
い
て
の
願
望
を
述
べ
た
「
川
の
上へ

の
ゆ
つ
岩い
は

群む
ら

に
草む生
さ
ず
常
に
も
が
も
な
常と
こ

処を
と
め女

に
て
（
川
の
ほ
と
り
の
神
聖
な
岩
の
群
に
草
が
生
え
な
い
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ぬ

乙
女
で
い
て
欲
し
い
）」（
二
二
番
）
と
い
う
例
も
、
自
分
自
身
の
身
の
上
に
つ
い
て
の
願
望

を
述
べ
た
「
岩い
は

戸と

破わ

る
手た

力ぢ
か
らも

が
も
手た

弱よ
わ

き
女を
み
なに

し
あ
れ
ば
す
べ
の
知
ら
な
く
（
墓
の
岩
の

戸
を
壊
す
手
の
力
が
欲
し
い
。
私
は
力
の
弱
い
女
で
あ
る
の
で
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
方

法
が
分
か
ら
な
い
こ
と
だ
）」（
四
一
九
番
）
と
い
う
例
も
あ
る
。

「
小
新
田
山
」
を
女
性
の
比
喩
と
と
ら
な
け
れ
ば
、「
自
分
自
身
が
い
つ
ま
で
も
若
々
し
く

あ
り
た
い
と
願
う
」、「
二
人
の
仲
が
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
と
願
う
」
と
い
う
解

釈
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
東
歌
に
「
譬

喩
歌
」
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
歌
の
内
容
を

見
る
と
、
い
ず
れ
も
恋
の
歌
で
あ
る
の
で
、
こ

の
歌
を
「
自
分
自
身
が
い
つ
ま
で
も
若
々
し
く

あ
り
た
い
と
願
う
」
と
と
る
の
は
少
し
無
理
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、「
新
田
山
」
に
親
愛

の
情
を
表
す
「
小
」
を
付
け
て
呼
ん
で
い
る
点
、

こ
の
山
を
「
守
る
山
」
と
言
っ
て
い
る
点
か
ら

も
、「
小
新
田
山
」
は
女
性
の
比
喩
と
と
り
た
い
。

載
せ
た
写
真
は
、
金
山
の
南
麓
に
あ
る
万
葉

歌
碑
で
、
今
回
取
り
上
げ
た
二
首
の
歌
が
刻
ま

れ
て
い
る
。
金
龍
寺
の
前
の
舗
装
道
路
を
少
し

登
っ
た
右
側
に
あ
る
が
、
舗
装
道
路
に
面
し
て

は
い
な
い
の
で
、
や
や
見
つ
け
に
く
い
か
も
し

れ
な
い
。

金山万葉歌碑
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「小中学校伝統芸能教室」を 7月 19日（火）に「草津音楽の森国際コンサートホール」で

開催しました。参加した草津町立草津小学校のみなさんから、楽しい感想文が寄せられましたので紹介

します。

■	 最初に三味線を見せてもらいました。三味線でわかった

ことは、糸が、三本しかないことです。音をだす三角形

のようなものでひいて、ゆびでおさえて上に動かしたり

下に動かしたりしていました。さくらさくら（６年）は

きものや、いしょうがきれいでした。ししまいは、悪い

運などを食べてくれるんだなと初めてしりました。さら

しは「ゆかにつけちゃだめなんだ」と思いました。（５年男子）

■	 楽器の特徴やちがいなども色々楽しかったです。同じ学年の友達が着物やかつらなど変身し

ていてびっくりしました。楽器をしていたり唄をうたっている友達もいてすごいと思いまし

た。江戸の娘は着物がごうかでかざりもかわいくて特にすごいなあと思いました。

	 （６年女子）

■	 ぼくは、山彦の役として登場しました。初めは大変そうだなと思いましたが、それほど難し

くありませんでした。一番すごいと思った所は、神代の時代の服が、今のような服とほぼ一しょ

だったからです。一番きつかったことは、メイクをおとす時です。目のまわりやアゴにメイ

クをつけたのがとりずらかったです。でも、楽しかったです。（６年男子）

■	 江戸時代・明治時代・現代の服は、写真や教科書で見るより、実際にぶたいのうえなどで見

た方がきれいだなと思いました。るなちゃんやゆまちゃんやななみちゃんなど着物を着た人

や、小つづみや大つづみを演奏した人たちがとてもかっこいいと思い、わたしもやってみた

くなりました。「ふじむすめ」は、手の動き方や、体の

動かし方がとてもなめらかで、おもわずうっとりしてし

まいました。「えちごじし」では、たいこをポンポンとまっ

すぐできれいな音でうちながら、てきぱきとおどるのは

とても難しそうなのに、それを簡単にやってしまうとこ

ろがすごいなあと思いました。（６年女子）

※	「小中学校伝統芸能教室」は小中学生に人形芝居及び邦楽（日本舞踊）の鑑賞、体験の機会を提供する
ことにより、日本古来の伝統文化、伝統芸能への関心を高め、豊かな情操を養うことを目的として、事
業団が主催している文化事業です。
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つ
ま
ご
い

嬬
恋
村
は
、
明
治
二
十
二
年
に
十
一
个
村

が
合
併
し
て
今
の
嬬
恋
村
と
な
っ
た
。
当
時

合
併
に
つ
い
て
県
知
事
、
佐
藤
興
三
氏
に
請

願
書
を
提
出
さ
れ
た
。
知
事
と
し
て
は
三
原

村
と
す
べ
き
と
指
示
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
村
の
総
代
は
、
今
般
町
村
分
合
儀
に
付
、

御
諮
問
に
よ
れ
ば
、
新
名
は
三
原
村
と
こ
れ

有
り
候
処
。
私
共
村
々
の
儀
は
、
日
本
武
尊

の
古
歌
に
よ
り
新
名
は
嬬
恋
村
と
仕
り
度
、

此
の
段
連
署
を
以
て
上
申
候
也
。
吾
妻
郡
今

井
村
惣
代
唐
沢
利
三
郎
外
十
四
名
が
連
名
に

て
知
事
に
提
出
し
た
。
村
々
に
は
多
く
の
文

化
人
が
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
、
日
本

古
典
文
学
大
系
で
万
葉
集
の
中
に
「
つ
ま
ご

い
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
作
品

一
首
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
春
の
野
に
餌
を
求

め
て
あ
る
く
、き
じ
が
妻
を
恋
う
て
鳴
い
て
、

自
分
の
在
り
か
を
人
に
知
ら
せ
て
い
る
。
こ

の
古
歌
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
は

な
い
が
？　

嬬
恋
の
字
を
、
な
か
な
か
読
ん

で
く
れ
な
い
。
広
辞
苑
に
よ
る
と「
よ
わ
い
」

と
か
「
そ
ば
め
」
と
あ
り
貴
人
の
側
近
に
仕

え
る
女
、
本
妻
以
外
の
妻
と
あ
る
。
そ
れ
に

し
て
も
先
人
が
諸
願
を
重
ね
て
選
ん
だ
「
つ

ま
ご
い
」
村
は
山
河
豊
か
な
わ
が
ふ
る
さ
と

に
ピ
ッ
タ
リ
の
他
に
誇
れ
る
村
名
で
あ
る
と

思
っ
て
い
る
。

明
治
大
正
と
本
村
に
も
、
村
芝
居
が
流
行

し
、
素
人
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
の
公
演
で
自
選

他
選
の
役
者
が
村
々
の
か
け
舞
台
で
山
村
の

レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
ん
で
い
た
と
い
う
。

近
代
で
は
連
合
青
年
団
の
自
作
自
演
の
演

劇
で
全
国
青
年
祭
に
於
け
る
最
優
秀
賞
を
取

る
な
ど
、
県
内
に
金
字
塔
を
う
ち
樹
て
た
こ

と
は
特
記
に
値
す
る
。
音
楽
の
面
で
は
全
村

皆
唱
運
動
の
指
定
を
受
け
、
昭
和
三
十
八
年

音
楽
モ
デ
ル
県
大
会
に
婦
人
会
を
中
心
に

三
〇
〇
名
が
参
加
し
た
。
こ
れ
も
県
社
協
の

指
導
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
又

昭
和
二
十
七
年
か
ら
今
年
ま
で
、
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
指
導
で
若
妻
会
、
婦
人
会
を
継

続
し
て
お
世
話
い
た
だ
い
て
い
る
県
の
飯
塚

ツ
ヤ
子
先
生
に
は
敬
意
を
表
し
て
い
る
。

文
化
協
会
の
発
生
の
始
動
に
つ
い
て
は
、

昭
和
五
十
年
県
教
委
に
よ
る
群
馬
県
教
育
研

究
所
が
成
人
の
学
習
要
求
と
生
活
意
識
を
調

査
し
た
。
そ
の
結
果
「
文
化
協
会
の
よ
う
な

も
の
」
の
創
設
が
好
ま
し
い
と
指
摘
さ
れ

私
の
友
人
で
長
く
指
導
い
た
だ
い
た
県
教

委
の
石
内
巌
青
少
年
課
長
か
ら
前
橋
市
で

文
化
協
会
創
設
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
聞
き
、
当

時
の
社
教
指
導
員
唐
沢
重
夫
先
生
、
社
教

委
員
議
長
の
安
斉
光
男
に
相
談
し
設
立
の

方
向
で
事
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
根
廻

し
が
で
き
れ
ば
仕
事
は
速
い
。
会
則
審
議
、

役
員
の
人
選
も
ス
ム
ー
ス
に
進
み
発
会
の

は
こ
び
と
な
り
ま
し
た
。
会
長
を
織
田
武
が

当
り
昭
和
五
十
一
年
三
月
十
五
日
設
立
総

会
が
嬬
恋
会
館
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
設
立
以

来
三
十
五
周
年
、
村
の
行
政
方
針
は
も
と
よ

り
、「
な
げ
か
け
る
こ
と
ば
に　

ほ
ほ
え
み

を　

さ
し
だ
す
そ
の
手
に　

ぬ
く
も
り
を
」

の
村
民
憲
章
の
精
神
に
基
づ
き
、
村
民
一
人

一
人
が
文
化
協
会
の
会
員
で
あ
る
こ
と
か

ら
村
の
教
育
行
政
理
念
及
び
基
本
方
針
に

よ
る
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
心
豊
か
な
村

民
の
育
成
を
目
指
す
生
涯
教
育
の
一
翼
を

担
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

文化協会
会　長　宮　崎　英　夫

地
域
文
化
を
つ
な
ぐ
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私
の
住
ん
で
い
る
藤
岡
市
は
、
千
三
百
年
以
上
続
く
瓦
の

産
地
で
す
。
私
の
父
も
鬼
瓦
作
り
の
職
人
で
し
た
。
一
般
的

な
屋
根
に
葺
か
れ
て
い
る
瓦
で
も
数
種
類
の
瓦
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
ほ
か
の
瓦
が
窯
元
で
作
ら
れ
焼
か
れ
る
の
に
対

し
、
鬼
瓦
は
、
焼
く
前
の
素
地
の
状
態
で
職
人
の
家
か
ら
窯

元
に
納
め
ら
れ
ま
す
。
窯
元
を
瓦
屋
、
私
の
家
は
鬼
瓦
家
と

言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
鬼
瓦
屋
の
細
工
場
で
粘
土
遊
び
を
し

て
い
た
息
子
が
陶
芸
の
道
に
進
ん
だ
の
は
自
然
な
こ
と
の
よ

う
で
あ
り
、
ま
た
、
体
に
流
れ
る
血
の
歴
史
と
い
っ
た
よ
う

な
も
の
を
感
じ
ま
す
。

古
代
の
人
間
が
焚
き
火
を
し
、
火
の
消
え
た
後
に
灰
の
下

で
固
ま
っ
た
土
を
見
つ
け
た
こ
と
か
ら
土
器
作
り
が
始
ま
り

ま
し
た
。
お
そ
ら
く
初
期
に
は
器
で
は
な
く
動
物
や
人
の
形

を
焼
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
土
で
器
を
作
る
に

は
高
度
な
技
術
が
必
要
で
す
が
、
土
の
固
ま
り
に
手
足
を
つ

け
れ
ば
形
に
な
る
土
偶
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
簡
単
だ
か
ら
で
す
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
初
め
に
そ
れ
を
焼
い
た
の
は
子
供
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
焚
き
火
の
周
り
で
遊
ん
で
い
た
子
供
が
粘
土
で

人
形
を
作
り
、
何
か
の
拍
子
に
火
に
く
べ
て
土
偶
が
焼
き
あ

が
っ
た
。

粘
土
で
物
を
作
る
の
は
大
変
楽
し
い
こ
と
で
す
。手
に
取
っ

た
そ
れ
は
最
初
は
ひ
ん
や
り
と
冷
た
く
、
力
を
加
え
る
と
指

紋
の
中
に
入
り
込
み
、
放
す
と
指
紋
を
う
つ
し
、
加
え
ら
れ

挽
く
」
と
い
い
ま
す
）
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
、

三
年
か
ら
五
年
は
修
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
わ
れ
て

い
ま
す
。
大
物
作
り
を
す
る
と
き
、
例
え
ば
壷
な
ど
を
挽
く

と
き
は
二
十
キ
ロ
程
の
粘
土
を
ロ
ク
ロ
に
載
せ
、
精
神
統
一

を
し
、
土
の
真
ん
中
を
拳
骨
で
た
た
き
、
で
き
る
だ
け
深
く

窪
ま
せ
ま
す
。
次
に
両
手
に
水
や
泥
を
た
っ
ぷ
り
付
け
、
回

転
し
て
い
る
そ
の
輪
の
形
を
整
え
た
ら
、
輪
の
底
に
近
い
と

こ
ろ
を
両
手
の
拳
骨
で
強
く
挟
み
、
息
を
止
め
一
気
に
引
き

上
げ
ま
す
。
こ
れ
を
三
度
ほ
ど
繰
り
返
し
、土
が
筒
状
に
な
っ

た
ら
内
側
か
ら
徐
々
に
膨
ら
ま
せ
て
、
最
後
の
口
作
り
を
し

て
作
業
が
終
わ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
水
が
付
け
ば
溶
け
、
手

か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
グ
ニ
ャ
グ
ニ
ャ
の
物
体
を
引
力
に
逆

ら
っ
て
成
形
す
る
の
で
す
か
ら
、
こ
こ
ま
で
来
る
の
は
容
易

な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
壷
を
形
よ
く
挽
き
上
げ
た

と
き
は
と
て
も
気
持
ち
の
よ
い
も
の
で
す
。
成
形
さ
れ
た
粘

土
は
乾
燥
、
仕
上
げ
な
ど
の
様
々
な
工
程
を
経
て
窯
に
入
り
、

焼
か
れ
て
初
め
て
石
や
ガ
ラ
ス
に
近
い
硬
さ
を
得
、
陶
器
や

磁
器
に
な
る
の
で
す
。

焼
成
は
と
て
も
心
が
高
揚
し
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
ま
で
の

苦
労
の
結
晶
の
仕
上
が
り
を
想
像
し
、
ま
た
炎
を
見
て
い
る

と
原
始
の
本
能
が
沸
き
起
こ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に

薪
窯
の
焼
成
で
、
闇
夜
に
轟ご
う
ご
う々

と
窯
の
吹
き
出
す
炎
を
見
て

い
る
と
き
な
ど
は
、
現
在
と
は
違
う
空
間
に
入
り
込
ん
だ
よ

う
な
不
思
議
な
感
覚
に
な
り
ま
す
。

焼
成
は
神
秘
的
な
も
の
で
陶
芸
の
一
番
の
醍
醐
味
で
す
。

千
二
百
五
十
度
以
上
に
も
な
る
窯
の
中
で
は
複
雑
な
化
学
変

化
が
起
き
、
時
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
色
が
出
た
り
し
ま
す
。

慎
重
に
意
思
を
込
め
、
持
て
る
技
術
の
す
べ
て
を
つ
ぎ
込
ん

だ
作
品
は
窯
の
中
で
炎
に
包
ま
れ
て
か
ら
は
、
作
者
の
手
を

離
れ
原
始
の
力
に
託
さ
れ
る
の
で
す
。そ
う
し
て
出
来
上
が
っ

た
力
の
形
を
残
し
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
何
度
か
形
を
変
え
て

い
る
間
に
手
の
ぬ
く
も
り
ま
で
も
吸
い
取
っ
て
温
か
く
な
り
、

そ
の
頃
に
は
た
だ
の
土
塊
も
作
者
の
意
思
が
伝
わ
っ
て
何
ら

か
の
形
を
成
し
て
い
く
の
で
す
。

偶
然
に
生
ま
れ
て
く
る
形
で
あ
れ
、
意
図
し
て
生
ま
れ
た

形
で
あ
れ
、
手
を
動
か
し
て
い
る
間
に
見
つ
け
だ
さ
れ
た
形

は
や
き
も
の
に
お
い
て
は
火
に
よ
っ
て
焼
か
れ
る
こ
と
で
完

成
し
ま
す
。
現
在
の
陶
芸
の
工
程
も
大
き
く
言
え
ば
古
代
の

そ
れ
と
変
わ
り
は
な
く
、
ま
た
そ
の
喜
び
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

陶
芸
の
魅
力
と
は
誰
も
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
何
万

年
も
の
間
持
ち
続
け
て
き
た
も
の
な
の
で
す
。

現
在
は
文
明
の
発
展
と
と
も
に
陶
芸
の
技
術
、
社
会
の
中

で
の
役
割
、
位
置
づ
け
も
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

陶
芸
の
制
作
上
最
も
特
徴
的
な
性
質
が
粘
土
の
可
塑
性
（
粘

り
気
）
で
し
ょ
う
。
こ
の
可
塑
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
様
々
な

形
が
生
ま
れ
、
特
異
な
造
形
方
法
が
発
達
し
ま
し
た
。
そ
の

代
表
が
ロ
ク
ロ
（
轆
轤
）
成
形
で
す
。
こ
れ
は
器
を
作
る
の

に
大
変
便
利
な
方
法
で
、
成
形
の
ス
ピ
ー
ド
を
速
め
、
同
じ

形
の
も
の
を
数
多
く
作
る
こ
と
に
適
し
て
い
ま
す
。
こ
の
発

明
が
陶
磁
器
の
量
産
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。
た
だ
ロ
ク

ロ
を
使
い
こ
な
す
に
は
熟
練
が
必
要
で
す
。
電
動
ロ
ク
ロ
を

使
い
、
可
塑
性
の
強
い
良
質
の
粘
土
を
用
い
た
と
し
て
も
均

一
な
厚
み
で
良
い
形
を
挽
く
（
ロ
ク
ロ
成
形
を
「
ロ
ク
ロ
を

陶
芸
の
魅
力
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た
作
品
は
想
像
ど
お
り
な
ら
よ
か
っ
た
と
胸
を
な
で
お
ろ
し
、

想
像
以
上
の
で
き
映
え
な
ら
ば
そ
の
喜
び
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。

し
か
し
こ
の
神
秘
が
作
者
に
大
き
な
問
題
を
投
げ
か
け
ま

す
。
よ
い
作
品
が
で
き
た
と
し
て
、
ま
た
同
じ
も
の
を
作
ろ

う
と
し
て
も
、
デ
ザ
イ
ン
ど
う
り
の

作
品
を
作
り
た
く
て
も
、
ガ
ス
や
灯
油
の
窯
、
デ
ジ
タ
ル

温
度
計
を
使
っ
て
さ
え
、
天
候
や
窯
の
中
の
炎
の
走
り
方
に

焼
き
上
が
り
が
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
似
た
も
の
は
で

き
て
も
同
じ
も
の
は
で
き
ま
せ
ん
。
絵
や
彫
刻
、
他
の
工
芸

品
で
は
制
作
と
完
成
は
連
続
し
、
一
本
の
線
の
上
に
あ
る
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
陶
芸
に
お
い
て
は
、
焼
成
と
い

う
最
後
の
工
程
で
途
切
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
陶
芸
と
は
芸

術
で
し
ょ
う
か
。
芸
術
の
定
義
が
「
作
者
の
意
思
と
行
為
に

よ
っ
て
の
み
表
さ
れ
る
」
と
す
る
な
ら
ば
、
陶
芸
は
完
全
な

芸
術
で
は
な
い
と
い
え
ま
す
し
、
工
芸
が
完
璧
な
仕
上
が
り

を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
そ
の
中
に
お
さ
ま
り
き
れ
な
い
の
は

明
ら
か
で
す
。

こ
の
曖
昧
さ
が
陶
芸
を
芸
術
か
ら
も
工
芸
か
ら
も
独
立
し

た
も
の
の
よ
う
に
社
会
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
陶
芸
と
い
う
ひ

と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
つ
く
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

そ
し
て
私
の
答
え
と
し
て
、
作
陶
は
私
の
自
己
表
現
の
手
段

で
あ
り
、
創
作
が
喜
び
な
の
だ
か
ら
私
の
陶
芸
は
芸
術
を
め

ざ
そ
う
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
デ
ザ
イ
ン
学
校
で
学
び
、
陶
器
の
代
名
詞
「
せ
と

も
の
」
の
瀬
戸
で
七
年
間
修
行
し
ま
し
た
。
師
匠
は
多
く
を

語
ら
な
い
人
で
し
た
し
、
こ
ち
ら
と
し
て
も
恐
れ
多
く
て
あ

ま
り
言
葉
で
は
教
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
師
か
ら
学
ん

だ
創
作
に
対
す
る
姿
勢
と
い
っ
た
も
の
が
今
の
私
の
作
陶
の

基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。独
立
し
て
か
ら
数
年
た
っ

陶人形ピエロ

藤の丘 美
み や の が ま

夜之窯　本　田　　正
昭和 34 年 藤岡に生まれる
昭和 55 年 東京デザイナー学院陶芸科卒業
昭和 56 年 愛知県窯業職業訓練学校卒業

瀬戸市　加藤元男先生主催の美夜之窯
に入る

昭和 62 年 ヨーロッパ遊学
昭和 63 年 藤岡に開窯

以後　個展、グループ展など毎年開催
平成 13 年 高崎髙島屋アートギャラリーにて個展
〜

平成 23 年 高崎髙島屋アートギャラリーにて個展

群馬県陶芸協会、群馬県作家協会　会員

青磁花瓶月光 レリーフ壷　月の世界

た
頃
制
作
に
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
、
ど
う
し
た
ら
新
し
い
も

の
、
自
分
ら
し
い
も
の
が
で
き
る
の
か
と
助
言
を
求
め
た
と

き
、「
何
も
考
え
ず
に
土
が
教
え
て
く
れ
る
ま
で
土
に
む
か
え
」

と
言
わ
れ
た
事
な
ど
が
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。

物
を
作
る
こ
と
を
仕
事
に
し
て
い
る
と
、
視
野
を
広
く

し
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
大
切
か

よ
く
わ
か
り
ま
す
。
外
国
で
見
た
も
の
、
絵
画
や
演
劇
、
音

楽
な
ど
そ
れ
ら
す
べ
て
が
い
つ
か
作
品
に
生
か
さ
れ
る
日
を

待
っ
て
い
ま
す
。
年
代
や
職
業
を
超
え
て
多
く
の
人
々
と
か

か
わ
り
を
持
て
る
の
も
私
が
も・

・

・

・

・

の
づ
く
り
だ
か
ら
こ
そ
だ
と

思
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
陶
芸
は
生
活
の
糧
で
あ
り
、
社
会

と
つ
な
が
る
接
点
で
す
。
私
に
と
っ
て
の
陶
芸
の
魅
力
を
作

品
を
通
し
て
多
く
の
人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で

す
。



夕食後のひととき、夫は、ガムテープで繕ったう
・

ち
・

わ
・

でのんびりと扇ぎ、テレビを観て
いる。以前から気になっていた私は、「なにも、ガムテープを貼ったうちわを使わなくて
も……。新しいのがあるでしょう？」とあきれると夫は、「この竹のうちわがいいんだよ。
竹とプラスティックの風の違いがわかるかなあ」と意味ありげに言う。
「あら？竹なのね！」うかつな私は、うちわの骨組みが竹製なのにはじめて気づいた。
近所の電気屋さんから頂いたものだ。繕ってあるのだから何年か前のものだろう。早速、
本棚の隅に仕舞って（？）おいたうちわを手にとる。
竹製が 2本、いづれも電気屋さんからのもので、あとの数本はプラスティック製である。

すべて新しいということは、夫は 3年前のうちわを使用していることになる。
改めて竹とプラス ティック双方のうち

わで風をおこしてみ る。竹製の方が心も
ち風が柔らかく軽や かである。（ちなみに
5g ほど軽い）プラス ティックの方の風は、
やや重く感じられ る。竹はし

・ ・ ・

なりがよい
せいだろうか？持つ 手にも涼やかである。
自然の素材がおこす 自然の風―これに勝る
ものはないだろう。 遅ればせながら私は、
あたりまえのことに 気づき、感動すら覚え
た。
う
・

ち
・

わ
・

というと遠い日、夏風邪で高熱を出した真夜中、うとうとしていた私が気づくと、
祖母がうちわで風をおくってくれていた。そのゆっくりとしたリズミカルな空気の動きに、
いつしか寝入っていた。やさしい風である。
最近では昨年の初秋、娘の出産時の初期陣痛の時のこと。病室は少し暑かった。折よく

病院の近くに住む息子夫婦から「何か必要なものは？」とメールが届いた。「うちわを！」
と依頼すると、すぐに 2本持って駆けつけてくれた。
二刀流ではないが新前パパ（？）は、ベットで「フーッ、ヒーッ！」と唸る娘に、2本

のうちわでせわしなく風をおくり続けた。こちらもやさしい風、いえ、腕力に力が籠もっ
たひたむきな風であった。
さて、改めて新しい竹のうちわを夫に、もう 1本は居間のテーブルの中央に置いた。
エコのこの夏、扇風機と共に、がんばれ！うちわ君！

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

軽やかな風

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』

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

レストラン　伊万利ダイン



群馬県渋川市伊香保町396-20

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

ローンのお申し込みは、群馬銀行へ！
住宅ローン「金利選択プラン」 マイカーローン 教育ローン「仕送り名人」
選べる魅力で快適な住まいづくり 自動車の購入・車検等に 入学金・授業料・仕送り費用に

住宅リフォームローン 「ナイスサポートカード」カードローン フリーローン「おまとめ太郎」
ご自宅の増改築・補修・改修費用に ホームページ・モバイルサイトからもお申込可能 ご返済をまとめて一本化

詳しくは窓口または、下記までお問い合わせください。

群馬銀行ダイレクトセンター

0120-139138 受付時間 9:00 ～ 20:00
土・日・祝休日．12/31～1/3は除きます。



◇ 三陸の被災者に思いを寄せながら故
吉村昭さんの『三陸海岸大津波』を
読む。自ら現地を訪れ、丹念に取材
をして描き出すその文章は、有無を
言わせぬだけの説得力がある。ぜひ、
ご一読を。
「書物はそれが書かれたとおなじく
じっくりと慎みぶかく読まれなけれ
ばならない。」　（ソーロー『森の生活』）

◇ 7 月に実施した「小中学校伝統芸能教
室」の感想文が草津の子供たちから
寄せられた。子供は知識・経験を真
綿が水を吸い込むように身につけて
しまう。（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。
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