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さと の お と

た
な
か
ち
か
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よ
く
晴
れ
た
午
後
、
久
し
ぶ
り
の
散
歩

空
腹
に
ト
ー
ス
ト
と
久
し
ぶ
り
の
珈
琲

忘
れ
て
い
た
、
何
も
な
い
時
間

急
に
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
し
た
世
界
に

そ
こ
に
あ
る
も
の
を
た
だ
、
眺
め
る

木
々
、
山
、
鳥
、
虫
、
風

こ
れ
は
ぜ
ん
ぶ
地
球
の
も
の

こ
こ
で
過
ご
し
た
た
く
さ
ん
の
記
憶
が

ゆ
っ
く
り
と
帰
っ
て
く
る

あ
の
日
見
た
空
、
蛍
、
炎
、
匂
い
、
影

ち
ょ
っ
と
浮
き
足
立
つ
感
じ

こ
の
時
間
は
私
だ
け
の
も
の

き
ゅ
う
り
の
原
産
地
は
イ
ン
ド
西
北
部
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
南
部

山
麓
。
果
実
成
分
の
約
95
％
が
水
分
で
、
暑
い
地
域
で
は
水
分
補

給
用
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
と
聞
く
。
日
本
で
は
平
安
時
代
か

ら
栽
培
さ
れ
、
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
昭
和
初
期
か
ら
。
な
ぜ
も
っ

と
早
く
普
及
し
な
か
っ
た
の
か
。
所
説
は
様
々
だ
が
、
味
が
薄
く

小
毒（
苦
味
）が
あ
っ
た
か
ら
。
ま
た
江
戸
時
代
で
は
き
ゅ
う
り
の

種
の
周
囲
の
模
様
が
徳
川
家
の
葵
の
家
紋
に
似
て
い
る
た
め
武
士

が
嫌
っ
た
、
な
ど
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
時
間
を
要
し
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
現
在
は
品
種
改
良
も
さ
れ
、
生
食
用
野
菜
と
し

て
の
収
穫
量
は
上
位
を
占
め
て
い
る
。

取
材
に
訪
れ
た
の
は
滋
賀
県
東
近
江
市
旧
八よ
う
か
い
ち

日
市
地
区
。
湖
東

地
域
に
あ
る
古
く
か
ら
の
市
場
町
で
、
聖
徳
太
子
の
時
代
か
ら
毎

月「
八
」の
付
く
日
に
市
が
開
か
れ
て
い
た
の
が
地
名
の
由
来
に

な
っ
た
と
い
う
。
八
日
市
の
名
が
付
い
た
き
ゅ
う
り
に
は
ど
ん
な

特
長
が
あ
る
の
か
。
数
日
前
に
関
西
を
大
雪
が
襲
っ
た
２
月
初
旬
、

道
沿
い
に
は
積
雪
が
多
く
残
る
寒
い
日
に
、
Ｊ
Ａ
グ
リ
ー
ン
近
江

の
井
口
太
輔
さ
ん
に
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

八
日
市
き
ゅ
う
り
の
特
長
は
真
っ
す
ぐ
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
姿

が
重
要
だ
と
井
口
さ
ん
。
曲
が
っ
て
い
る
も
の
よ
り
も
素
直
な
味

が
す
る
と
聞
け
ば
、
き
ゅ
う
り
好
き
と
し
て
は
食
べ
た
く
な
る 

さ
か
い
あ
や
こ

酒
井
綾
子

商
品
部
商
品
課
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だ
が
収
穫
し
た
ら
終
わ
り
で
は
な
い
。
週
に
１
度
、
部
会
員
同
士

が
抜
き
打
ち
チ
ェッ
ク
を
行
う
な
ど
管
理
の
徹
底
ぶ
り
に
は
感
服
す

る
。
互
い
に
指
摘
し
合
う
こ
と
で
品
質
の
よ
い
も
の
を
提
供
で
き
る

の
で
あ
る
。

帰
宅
し
て
す
ぐ
に
八
日
市
き
ゅ
う
り
を
食
べ
て
み
た
。
表
面
は
も

ち
ろ
ん
だ
が
、
中
の
色
も
濃
く
し
っ
か
り
と
し
た
味
で
あ
る
。
何
も

つ
け
ず
に
そ
の
ま
ま
１
本
を
丸
か
じ
り
。
そ
の
お
い
し
さ
に
興
奮
し

た
の
を
覚
え
て
い
る
。
中
澤
さ
ん
の
お
ス
ス
メ
は
ぬ
か
漬
け
、
ぜ
ひ
試

し
た
い
。

２
0
１
4
年
、
京
都
市
場
で
の
ブ
ラ
ン
ド
力
向
上
に
努
め
て
き
た

そ
の
成
果
が
認
め
ら
れ
、
滋
賀
県
の
産
地
で
初
め
て
京
都
市
か
ら

優
良
産
地
と
し
て
感
謝
状
を
授
与
さ
れ
た
。
月
に
１
度
は
夜
明
け

前
に
滋
賀
を
出
発
し
、
京
都
市
場
へ
直
接
足
を
運
ぶ
販
促
活
動
な

ど
を
し
て
い
る
努
力
も
き
っ
と
報
わ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

中
澤
さ
ん
の
今
後
の
目
標
を
聞
い
て
み
る
と
、
後
継
者
を
増
や
し

て
い
く
こ
と
だ
と
断
言
。
家
族
経
営
で
は
限
界
が
あ
る
。
人
材
を

育
成
し
、
八
日
市
き
ゅ
う
り
の
魅
力
を
広
げ
て
い
く
こ
と
。
現
在
も

八
日
市
共
販
胡
瓜
部
会
で
は
テ
ー
マ
を
決
め
て
、
月
１
回
は
勉
強
会

を
開
く
な
ど
活
発
な
活
動
は
続
い
て
い
る
。
未
来
は
間
違
い
な
く
明

る
い
の
だ
。

の
が
本
能
。
だ
が
取
材
時
は
定
植
を
終
え
た
ば
か
り
の
苗
。
次
回

に
期
待
。
お
話
を
伺
う
と
瑞
々
し
さ
と
品
質
の
良
さ
か
ら
、
京
都

市
場
へ
収
穫
し
た
99
％
を
納
め
て
い
る
。
ピ
ー
ク
時
に
な
れ
ば
、
Ｊ

Ａ
グ
リ
ー
ン
近
江
よ
り
毎
日
１
7
０
0
箱
程
を
出
荷
す
る
日
も
あ
る
。

主
な
納
品
先
で
あ
る
京
都
の
ス
ー
パ
ー
や
１
本
漬
け
な
ど
様
々
な
形

で
皆
さ
ま
の
元
へお
届
け
し
て
い
る
。

次
に
向
かっ
た
先
は
東
近
江
市
市
辺
町
の
ガ
ラ
ス
温
室
。
ご
紹
介

い
た
だ
い
た
の
は
八
日
市
共
販
胡
瓜
部
会
の
部
会
長
で
、
部
内
で
１

番
の
若
手
で
も
あ
る
中
澤
亮
介
さ
ん
。
ま
ず
経
歴
か
ら
驚
い
た
。

前
職
は
東
京
で
電
気
防
食
の
仕
事
に
就
い
た
が
、
全
く
分
野
の
違

う
農
業
に
興
味
を
持
ち
転
職
を
決
め
た
の
だ
そ
う
。
地
元
へ
戻
り

就
農
に
必
要
な
実
践
的
栽
培
技
術
や
経
営
管
理
手
法
を
習
得
す
る

た
め
、
滋
賀
県
立
農
業
大
学
校
の
野
菜
コ
ー
ス
で
１
年
間
学
ん
だ
。

そ
の
中
で
ど
の
作
物
を
栽
培
す
る
か
調
べ
て
い
る
時
、
八
日
市
共
販

胡
瓜
部
会
と
出
会
っ
た
。
40
年
以
上
前
か
ら
産
地
化
が
進
め
ら
れ
、

厳
し
い
品
質
管
理
と
安
心
・
安
全
な
栽
培
管
理
を
実
践
し
、
30
～

70
代
の
10
名
の
部
会
員
同
士
が
切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
ブ
ラ
ン
ド
力

を
高
め
て
い
る
姿
を
見
て
、
こ
こ
に
し
よ
う
、
八
日
市
き
ゅ
う
り
に

し
よ
う
と
決
め
た
。

栽
培
す
る
に
あ
た
り
、
部
会
員
は
ま
ず
品
種
を
決
め
る
こ
と
か

ら
始
ま
る
。
き
ゅ
う
り
は
品
種
改
良
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で

各
自
で
試
し
て
い
く
。
中
澤
さ
ん
が
今
年
選
ん
だ
の
は
緑
華（
み
ど

り
の
は
な
）。
病
気
に
強
く
て
果
実
肥
大
は
早
く
、
初
期
か
ら
多
収

で
き
る
と
い
う
優
れ
も
の
。
緑
華
の
穂
木
を
か
ぼ
ち
ゃ
の
台
木
に
接

ぎ
木
し
定
植
す
る
。
つ
ま
り
根
の
部
分
は
か
ぼ
ち
ゃ
な
の
だ
。
そ
れ

は
病
気
や
吸
肥
力
が
強
い
か
ら
。
中
澤
さ
ん
の
所
で
採
用
し
て
い
る

摘
心
栽
培
は
、
主
枝
を
摘
心
し
て
側
枝
を
増
や
し
果
実
の
発
育
を

よ
く
す
る
方
法
。
ま
た
側
枝
を
固
定
す
る
時
は
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
製

を
使
用
す
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
紙
テ
ー
プ
で
留
め
て
い
る
。
万
が

一
落
下
し
た
場
合
で
も
土
に
戻
る
な
ど
、
環
境
に
配
慮
し
て
の
こ
と
。

コス
ト
が
高
く
て
も
そ
こ
は
こ
だ
わ
り
た
い。
そ
の
後
は
温
度
や
湿
度
、

光
な
ど
栽
培
環
境
を
整
え
る
た
め
に
測
定
器
を
入
れ
て
数
値
化
し
、

スマー
ト
フ
ォン
に
届
い
た
情
報
を
も
と
に
作
業
を
コン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。

３
月
中
旬
、
夕
方
近
く
に
再
び
取
材
へ
。
中
澤
さ
ん
の
イ
ラ
ス
ト

と
名
が
入
っ
た
出
荷
ケ
ー
ス
に
整
列
し
て
い
た
の
は
真
っ
す
ぐ
で
色

の
濃
い
八
日
市
き
ゅ
う
り
。
思
わ
ず「
き
れ
い
！
」と
声
を
上
げ
て
し

ま
っ
た
。
２
日
前
か
ら
京
都
への
納
品
が
始
ま
り
、
こ
れ
か
ら
が
本

番
。
早
速
、
温
室
に
入
っ
た
が
26
度
の
暑
さ
。
き
ゅ
う
り
に
と
っ
て

は
生
育
温
度
、
人
に
と
っ
て
は
真
夏
で
あ
る
。
作
業
の
ご
苦
労
が
想

像
で
き
た
。

上　側枝を紙テープで固定する風景
下　イラスト入りの出荷ケース

定植した苗の状態を確認する中澤さん
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真夏の雪
高 田 政 明

エンジニア

たかたまさあき
1979年、広島県に生まれる。滋賀県内の企
業でエンジニアとして勤務。SDGs に関心が
高く、ピリカの活動でびわ湖岸のゴミ拾いに
参加している。

　
子
ど
も
の
頃
、
夏
の
と
っ
て
お
き
の
お
や
つ
と
い
え
ば
泳
い
だ
後
に
食
べ
る
か
き
氷

だ
っ
た
。
泳
ぎ
疲
れ
た
後
だ
か
ら
か
、
あ
の
時
の
甘
さ
は
本
当
に
舌
に
嬉
し
か
っ
た
。

カ
ッ
プ
の
上
に
ふ
か
ふ
か
に
盛
ら
れ
た
真
っ
白
な
氷
。
真
夏
の
雪
み
た
い
だ
っ
た
。

　
瀬
戸
内
海
の
そ
ば
で
育
っ
た
僕
は
毎
年
、
夏
休
み
は
明
け
て
も
暮
れ
て
も
弟
と
海
で

泳
い
だ
。
穏
や
か
な
波
し
ぶ
き
と
燦
燦
と
輝
く
太
陽
が
最
高
の
友
達
だ
っ
た
。
そ
し
て

海
辺
に
は
必
ず
か
き
氷
の
屋
台
が
建
っ
た
。
イ
チ
ゴ
、
メ
ロ
ン
、
サ
イ
ダ
ー
、
み
ぞ

れ
、
ど
の
味
に
し
よ
う
か
と
そ
の
都
度
、
真
剣
に
悩
ん
だ
も
の
だ
。
屋
台
の
お
ば
さ
ん

は
一
見
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
だ
っ
た
け
れ
ど
、
手
早
い
手
つ
き
で
大
き
な
氷
を
ガ
リ
ガ
リ
と

削
り
、
手
品
の
よ
う
に
ふ
さ
ふ
さ
と
し
た
真
夏
の
粉
雪
を
つ
く
り
だ
し
た
。
僕
た
ち
は

お
ば
さ
ん
の
作
業
を
見
る
の
が
大
好
き
だ
っ
た
。

　「
お
前
の
舌
、
真
っ
赤
だ
よ
」
「
お
兄
ち
ゃ
ん
こ
そ
、
ベ
ロ
が
真
っ
青
！
」
か
き
氷

の
山
を
崩
し
な
が
ら
、
お
互
い
に
舌
を
出
し
合
っ
て
は
肩
を
つ
つ
き
合
っ
て
笑
い
転
げ

た
。
両
親
が
多
忙
だ
っ
た
た
め
、
夏
休
み
に
遊
園
地
な
ど
に
行
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
け
れ
ど
、
僕
に
と
っ
て
１
番
の
思
い
出
だ
。

　
最
近
は
高
級
か
き
氷
が
人
気
だ
。
小
豆
や
抹
茶
が
た
っ
ぷ
り
と
盛
ら
れ
、
マ
ン
ゴ
ー

の
よ
う
な
果
物
が
添
え
ら
れ
る
。
大
人
に
な
っ
た
今
も
甘
党
の
僕
は
こ
う
し
た
か
き
氷

も
大
好
き
だ
が
、
１
杯
１
０
０
円
の
素
朴
な
味
も
忘
れ
が
た
い
。
く
た
く
た
に
な
る
ま

で
遊
ん
だ
後
だ
か
ら
、
夢
の
よ
う
に
お
い
し
か
っ
た
の
だ
。

夏
の
訪
れ
が
感
じ
ら
れ
る
頃
に
な
る
と
、
冬
に
は
雪
が
積
も
っ

て
い
た
比
良
の
山
々
に
積
雲
が
か
か
り
、
琵
琶
湖
の
湖
水
浴
場
も

人
で
賑
わ
い
は
じ
め
る
。
カ
ヌ
ー
や
ウ
イ
ン
ド
サ
ー
フ
ィ
ン
を
楽

し
む
人
々
の
姿
が
湖
上
に
は
見
ら
れ
、
は
る
か
沖
を
琵
琶
湖
の

島
々
を
巡
る
観
光
船
が
過
ぎ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
現
在
は
レ
ジ
ャ
ー
の
場
と
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ

て
い
る
琵
琶
湖
だ
が
、
歴
史
を
紐
解
く
と
、
こ
の
湖
は
長
き
に
わ

た
り
日
本
列
島
の
主
要
な
交
通
路
の
１
つ
で
あ
っ
た
。
今
か
ら
千

年
以
上
前
に
編
ま
れ
た『
万
葉
集
』に
は
、
次
の
よ
う
な
和
歌
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。

高
島
の
阿あ
と渡
の
水み
な
と門
を
漕
ぎ
過
ぎ
て
、

　
　
　
　
　 

　
塩
津
、
菅
浦
、
今
は
漕
ぐ
ら
む

現
代
語
訳
す
る
と「
高
島
の
安
曇
川
の
港
を
出
発
し
た
船
は
、

今
は
塩
津
の
あ
た
り
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
菅
浦
の
あ
た
り
だ
ろ

う
か
」と
な
る
。
こ
の
時
代
に
琵
琶
湖
で
使
わ
れ
て
い
た
船
が
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
１
本
の
木
を

歌川広重「瀬田夕照」。琵琶湖を航行する丸子船
の姿が認められる。
出典：広重、保永堂板 『「近江八景之内」「瀬田
夕照」』（MET所蔵・パブリックドメイン画像）

か
と
う
ひ
で
お

加
藤
秀
雄

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
学
芸
員

日
本
の
辻
、
琵
琶
湖
を
ゆ
く

琵
琶
湖
と
人
の
も
の
が
た
り《
そ
の
3
》

45



下　比良山系のびわ湖バレイから望む琵琶湖。
　　かつてはこの湖上を沢山の船が行き交った。

上　琵琶湖博物館B展示室の丸子船。湖上交通
　　の歴史とその製作技術を後世に伝えるため、
　　船大工の松井三四郎氏らに作ってもらった。

２
つ
に
割
っ
て
中
を
刳
り
抜
い
て
作
る
丸
木
舟
に
、
板
を
組
み
合

わ
せ
て
作
る
準
構
造
船
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
船
に

乗
っ
て
い
に
し
え
の
淡
海
人
は
、
安
曇
川
河
口
の
港
か
ら
湖
北
の

塩
津
や
菅
浦
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

塩
津
の
地
名
は
、
若
狭
国
の
敦
賀
で
と
れ
た
塩
が
集
ま
る
港

だ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
集
め
ら
れ

た
塩
は
琵
琶
湖
を
行
く
船
に
乗
せ
ら
れ
、
都
へ
と
向
か
っ
た
。『
日

本
書
紀
』に
は
、
敦
賀
の
塩
が
天
皇
へ
の
貢
物
だ
っ
た
こ
と
を
伝

え
る
記
事
も
見
え
る
。
塩
津
の
他
に
、
海
津
、
今
津
、
粟
津
、
そ

し
て
大
津
と
い
っ
た「
津
」の
つ
く
地
名
が
、
琵
琶
湖
岸
に
は
数

多
く
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
港
と
し
て
栄
え
た
場
所
で

あ
る
。

先
に
引
い
た
和
歌
は
、
湖
西
か
ら
湖
北
に
向
か
う
船
の
こ
と
を

詠
ん
だ
も
の
だ
が
、
若
狭
か
ら「
塩
の
道
」を
通
っ
て
湖
北
の
港

に
入
り
、
南
に
向
か
う
人
と
物
の
流
れ
は
、
日
本
の
歴
史
を
語
る

上
で
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
滋
賀
県
生
ま
れ
の
地
理
学

者
・
小
牧
実さ
ね
し
げ繁

は
、「
こ
の
古
い
湖
国
は
、
い
つ
の
世
で
も
人
間

が
往
来
し
て
つ
ね
に
文
化
の
交
流
が
行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
日
本
文
化
で
江
州
を
通
過
し
な
か
っ
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
と
ま
で
極
言
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」と
言
っ
て

お
り
、
琵
琶
湖
を
中
心
と
す
る
近
江
国
を「
日
本
の
辻
」と
呼
ん

だ
。最

も
湖
上
交
通
が
盛
ん
だ
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
初
期
で
あ
る
。

こ
の
頃
に
は
、
１
0
０
０
隻
以
上
の
船
が
琵
琶
湖
に
存
在
し
た

こ
と
が
歴
史
資
料
か
ら
も
わ
か
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
に
活
躍

し
た
船
は
丸
子
船
と
呼
ば
れ
た
。
丸
木
舟
と
混
同
さ
れ
や
す
い
が
、

マ・

・

・

・

・

ル
コ
ブ
ネ
は
何
枚
も
の
板
を
組
み
合
わ
せ
て
作
る
構
造
船
で
、

最
も
大
き
い
も
の
は
五
百
石（
約
75
ト
ン
）の
荷
物
を
運
ぶ
こ
と
が

出
来
た
。
な
お
小
型
の
も
の
は
、
七
、八
石
積（
約
１
ト
ン
）で
漁

船
に
も
使
用
さ
れ
た
と
い
う
。
若
狭
湾
で
陸
揚
げ
さ
れ
た
北
陸
以

北
の
物
資
は
、
琵
琶
湖
の
丸
子
船
で
運
ば
れ
た
あ
と
に
、
大
津
で

再
び
陸
揚
げ
さ
れ
、
京
や
大
阪
な
ど
の
大
都
市
に
入
っ
て
い
っ
た
。

丸
子
船
に
は
白
い
帆
が
つ
い
て
お
り
、
北
風
が
吹
く
と
湖
北
の

港
か
ら
大
津
ま
で
一
気
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
。
塩
津
で
は
北
風

の
こ
と
を
マ
キ
タ
と
呼
び
、
寒
い
時
期
に
こ
の
風
が
３
日
続
け
ば
、

そ
の
年
は
商
売
繁
盛
、
五
穀
豊
穣
間
違
い
な
し
と
言
い
伝
え
て
い

た
と
い
う
。

1
6
7
1
年
に
、
瀬
戸
内
海
を
通
り
、
大
阪
で
直
接
北
日
本
の

物
資
を
陸
揚
げ
す
る
西
廻
り
航
路
が
開
拓
さ
れ
た
た
め
、
湖
上
交

通
は
一
時
期
ほ
ど
盛
ん
で
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
琵
琶
湖
の

主
役
は
丸
子
船
で
あ
り
、
そ
の
姿
は
歌
川
広
重
の
描
い
た
浮
世
絵

「
近
江
八
景
」に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
白
帆
を
掲
げ
て
琵
琶

湖
を
行
き
来
す
る
丸
子
船
の
姿
は
、
車
社
会
を
生
き
る
私
た
ち
に

と
っ
て
、
ゆ
っ
た
り
し
た
も
の
に
見
え
る
。

こ
の
の
ど
か
な
琵
琶
湖
の
風
景
も
時
代
の
流
れ
と
共
に
失
わ
れ

て
い
き
、
丸
子
船
の
姿
も
昭
和
時
代
に
消
え
て
い
っ
た
。
湖
上
を

行
く
船
の
多
く
は
動
力
化
し
、
そ
の
素
材
も
F
R
P（
繊
維
強
化

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
）製
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
琵
琶
湖
を
最
後
に

航
行
し
た
丸
子
船
は
、
琵
琶
湖
博
物
館
に
展
示
し
て
あ
る
百
石
積

の
船
だ
が
、
１
9
9
5
年
３
月
に
行
わ
れ
た
進
水
セ
レ
モ
ニ
ー

の
後
、
こ
の
船
が
博
物
館
に
向
か
っ
て
湖
上
を
進
む
姿
を
見
て
涙

を
流
す
人
も
い
た
と
い
う
。

日
本
の
辻
、
琵
琶
湖
を
盛
ん
に
行
き
来
し
た
丸
子
船
も
、
今
は

そ
の
歴
史
的
な
使
命
を
終
え
て
、
移
り
ゆ
く
湖
と
人
の
暮
ら
し
を

静
か
に
見
つ
め
て
い
る
。

加
藤
秀
雄

専
門
は
民
俗
学
。
大
分
県
出
身
。
高
校
卒
業
後
に
上

京
し
て
民
俗
学
を
学
ぶ
。
人
生
の
第
三
章
は
、
滋
賀

で
民
俗
研
究
に
打
ち
込
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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私
の
仕
事
は
、
6
万
3
千
坪
あ
る
農
工
ひ
と
つ
の
里
山
・
寿
長

生
の
郷
の
自
然
を
守
り
育
て
る
仕
事
だ
。
農
工
ひ
と
つ
に
つ
い
て

も
話
し
た
い
し
、
こ
の
場
所
の
由
来
や
意
味
に
つ
い
て
も
話
し
た

い
け
れ
ど
、
今
日
は
郷
の
花
の
話
を
す
る
。
日
本
の
花
の
話
だ
。

寿
長
生
の
郷
に
は
、
私
が
名
前
を
確
認
し
た
だ
け
で
も

3
4
0
種
の
樹
木
と
₃
₃
7
種
の
草
が
育
つ（
き
ち
ん
と
専
門
家

の
目
に
な
っ
て
調
査
す
れ
ば
あ
と
1
0
0
は
加
算
さ
れ
る
は
ず

だ
）。
つ
ま
り
1
年
を
通
し
て
6
0
0
種
以
上
の
花
が
咲
く
の
だ

が
、
こ
れ
は
な
か
な
か
世
間
に
は
通
じ
な
い
。
マ
ツ
の
花
が
咲
き

ま
し
た
、
ク
リ
が
見
頃
で
す
、
と
言
っ
て
も
人
は
納
得
し
な
い
だ

ろ
う
。
花
は
き
れ
い
な
も
の
、
美
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

で
は
、
ウ
マ
ノ
ア
シ
ガ
タ
は
ど
う
だ
ろ
う
。
つ
や
や
か
な
レ
モ

ン
イ
エ
ロ
ー
の
五
弁
、
ふ
く
よ
か
な
シ
ベ
の
愛
ら
し
さ
。
ま
た
ツ

ユ
ク
サ
の
あ
の
青
。
私
は
よ
く
、
卵
が
も
し
1
個
5
0
0
円
だ

と
し
た
ら
、
人
は
も
っ
と
美
味
し
く
あ
り
が
た
が
っ
て
食
べ
る
に

違
い
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
ツ
ユ
ク
サ
も
、
も
っ
と
も
っ
た
い
ぶ
っ

て
咲
け
ば
、
人
は
飛
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
れ
で
も
ツ
ユ
ク
サ
や
ウ
マ
ノ
ア
シ
ガ
タ
を
、
寿
長
生
の
郷
の

花
の
ひ
と
つ
に
数
え
る
こ
と
を
私
は
た
め
ら
う
。
い
ま
は
ま
だ
わ

か
っ
て
も
ら
え
な
い
と
思
う
か
ら
だ
。
ふ
だ
ん
あ
ま
り
目
に
し
な

い
も
の
、
手
の
届
か
な
い
も
の
を
人
は
求
め
る
。

秋
の
七
草
は
、
そ
ん
な
花
に
対
す
る
時
代
と
世
相
を
写
し
だ
す

好
例
だ
。

萩
の
花
、
尾
花（
ス
ス
キ
）葛
花
、
な
で
し
こ
の
花
、
お
み
な
え
し
、

ま
た
藤
袴
、
あ
さ
が
お
の
花（
キ
キ
ョ
ウ
）

秋
の
野
に
咲
き
た
る
花
を
お
よ
び
お
り（
指
折
り
）か
き
数
え
れ

ば
、
と
1
3
0
0
年
前
、
山
上
憶
良
は
頭
の
歌
で
言
っ
て
い
る
。

そ
の
時
代
、
ス
ス
キ
や
ク
ズ
は
花
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
が

わ
か
る
。
秋
の
空
を
指
し
て
そ
よ
ぐ
ス
ス
キ
の
穂
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ

ク
な
ク
ズ
の
量
感
と
花
の
色
合
い
は
今
も
間
違
い
な
く
美
し
い
。

け
れ
ど
現
代
、
至
る
所
で
繁
茂
し
駆
除
対
象
と
も
な
る
こ
れ
ら
植

物
の
花
は
、
花
と
は
呼
ば
な
い
の
だ
。

一
方
お
よ
び
お
り
数
え
た
の
だ
か
ら
、
丹
念
に
調
べ
た
と
い
う

の
で
は
な
く
道
端
か
ら
見
て
目
に
つ
い
た
の
だ
ろ
う
、
ナ
デ
シ
コ
、

オ
ミ
ナ
エ
シ
、
フ
ジ
バ
カ
マ
、
キ
キ
ョ
ウ
の
4
つ
は
各
地
域
の
草

原
か
ら
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
。
強
靭
な
ク
ズ
や
ス
ス
キ
と
絶
滅
危

惧
種
の
キ
キ
ョ
ウ
が
併
存
す
る
環
境
を
憶
良
は
詠
み
、
そ
れ
は
当

時
の
人
々
の
共
有
の
風
景
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
の
環
境
と
は
、
定

期
的
に
人
が
手
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
森
林
化
を
押
し
と
ど
め
、

多
様
な
草
木
が
共
存
し
得
る
里
山
環
境
、
つ
ま
り
寿
長
生
の
郷
の

よ
う
な
場
所
だ
ろ
う
。

い
ま
、
国
内
に
は
4
0
0
0
種
に
の
ぼ
る
動
植
物
が
絶
滅
の

危
機
に
あ
り
、
そ
の
半
数
は
里
山
に
結
び
つ
い
た
生
き
も
の
だ
と

い
う
。

郷
で
は
、
春
よ
り
先
に
ウ
グ
イ
ス
カ
グ
ラ
が
咲
き
だ
し
、
夏
に

は
コ
バ
ノ
ギ
ボ
ウ
シ
が
木
陰
に
群
れ
、
秋
を
待
た
ず
に
イ
ヌ
タ
デ

や
ミ
ゾ
ソ
バ
が
路
傍
を
覆
う
。
私
は
彼
ら
が
好
き
だ
。
だ
が
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
や
集
客
媒
体
と
し
て
選
ぶ
の
は
彼
ら
で
は
な
い
。

憶
良
の
時
代
か
ら
今
日
ま
で
継
が
れ
て
き
た
命
、
形
。
そ
の
総

体
で
あ
る
日
本
の
風
景
を
、
未
来
の
人
た
ち
に
も
見
て
も
ら
い
た

い
と
思
う
。
脈
々
と
し
た
先
人
の
生
業
の
末
、
私
た
ち
が
受
け

取
っ
た
も
の
、
必
要
な
も
の
は
す
べ
て
は
じ
め
か
ら
与
え
ら
れ
て

い
る
、
と
思
え
る
ほ
ど
満
ち
て
豊
か
な
感
覚
を
新
し
い
人
た
ち
に

も
渡
し
た
い
と
思
う
。

先
日
嬉
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
。S
N
S
担
当
の
若
い
後
輩
が
タ

ネ
ツ
ケ
バ
ナ
の
写
真
を
持
っ
て
き
て
、
い
つ
咲
き
ま
す
か
と
訊
ね

る
。
前
年
の
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
さ
ん
が
郷
で
撮
っ
た
も
の
で
イ
ン
ス

タ
グ
ラ
ム
に
投
稿
し
た
い
の
だ
が
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
わ
か
ら
な
い

の
だ
と
い
う
。
わ
ず
か
3
ミ
リ
の
白
い
小
さ
な
花
を
淡
い
光
で
捉

え
た
写
真
だ
っ
た
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
片
手
に
足
元
の
宝
探
し
を

す
る
、
そ
ん
な
時
代
が
や
っ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
ん
ざ
わ
あ
つ
き

丹
澤
愛
継

叶 

匠
寿
庵
グ
ル
ー
プ
　
芝
田
果
径

里
山
の
花

寿
長
生
の
郷
人
コ
ラ
ム

ウマノアシガタ、それを齧
かじ

るヤブキリ
写真撮影 | 丹澤愛継
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道・路・径

茶「道」の心遣い
第二営業部　後

ごとうりょうた

藤良太

茶
道
が
趣
味
で
あ
る
。
大
学
生
の
と
き
に
始
め
て
以
来
継
続
し
て
い
る
。

茶
道
に
は
数
多
く
の
魅
力
が
あ
る
。
例
え
ば
日
本
の
伝
統
文
化
を
広
く
内
包
す
る
芸
術
文
化

で
あ
る
こ
と
。
書
道
・
華
道
、
香
に
も
接
し
、
各
文
化
の
知
見
や
見
識
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
他
に
は
お
い
し
い
和
菓
子
を
い
た
だ
け
る
。
純
粋
に
甘
党
な
こ
と
も
あ
る
が
、
茶
席
の
四

季
を
彩
る
役
割
と
し
て
も
和
菓
子
は
必
須
だ
。

例
を
あ
げ
る
と
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
私
が
考
え
る
最
大
の
魅
力
は
お
客
様
を
も
て
な
す
た

め
の
心
遣
い
の
部
分
に
あ
る
。
茶
碗
を
温
め
る
、
空
腹
の
ま
ま
茶
を
服
さ
ぬ
よ
う
菓
子
を
供
す

る
、
夏
の
間
は
風
炉
釜
を
構
え
て
主
客
か
ら
火
口
を
遠
ざ
け
る
、
煮
え
た
湯
に
水
を
指
し
、
服

加
減
を
整
え
る
。
用
い
る
道
具
に
も
趣
向
を
凝
ら
し
、
茶
道
具
を
厳
選
す
る
。
設
え
か
ら
茶
を

点
て
る
所
作
に
至
る
ま
で
、
お
客
様
の
こ
と
を
一
心
に
考
え
心
遣
い
を
施
す
の
だ
。
こ
れ
こ
そ

が
茶
道
の
最
大
の
魅
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
常
に
一
歩
先
を
見
据
え

た
心
遣
い
を
思
慮
す
る
こ
と
は
、
日
頃
の
行
い
に
も
活
き
て
く
る
は
ず
だ
。
こ
う
し
て
筆
を
執

る
最
中
で
も
、
ど
ん
な
心
配
り
が
で
き
る
の
か
模
索
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

将
来
の
目
標
は
経
験
、
未
経
験
を
問
わ
ず
誰
で
も
参
加
で
き
る
茶
席
を
設
け
る
こ
と
だ
。
興

味
が
あ
っ
て
も
、
作
法
が
多
く
逡
巡
し
て
し
ま
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
方
の
た
め
に
茶

席
を
構
え
た
い
。
ふ
ら
り
と
立
ち
寄
れ
て
、
会
話
を
し
な
が
ら
楽
し
め
る
。
気
軽
に
茶
道
に
触

れ
あ
え
る
、
心
遣
い
溢
れ
る
空
間
を
設
け
た
い
と
切
に
願
う
。
理
想
の
茶「
道
」は
未
だ
道
半

ば
で
あ
る
。

今
年
の
４
月
、
び
わ
湖
ホ
ー
ル
の
3
代
目
の
芸
術
監
督
に
就
任

し
た
が
、
僕
は「
こ
こ
に
劇
場
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
」と
思
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
な
場
所
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

劇
場
事
始
め
　「
こ
こ
に
劇
場
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
」の
ル
ー
ツ

１
9
９
0
年
に
京
都
市
立
芸
術
大
学
を
卒
業
し
て
そ
の
夏
に
旅

行
で
渡
欧
。
そ
の
ま
ま
ウ
ィ
ー
ン
に
留
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

２
年
生
の
時
に
職
を
得
て
休
学
。
そ
の
後
、
２
0
１
7
年
に
帰
国

す
る
ま
で
人
生
の
ほ
ぼ
半
分
を
ド
イ
ツ
語
圏（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
２
年
、

ス
イ
ス
５
年
、
ド
イ
ツ
20
年
）で
過
ご
し
て
き
た
、
例
え
が
あ
っ

て
い
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、“
逆
輸
入
品
”の
よ
う
な
僕
だ
。

中
で
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
最
初
の
職
場
で
あ
る
ス
イ

ス
の
ビ
ー
ル
歌
劇
場
。
人
口
４
万
人
程
の
街
の
小
さ
く
可
愛
い
劇

場
で
、
す
べ
て
を
こ
こ
で
学
ん
だ
。
５
年
間
で
約
30
演
目
、
コ
ン

サ
ー
ト
も
入
れ
る
と
指
揮
回
数
は
２
0
０
回
ほ
ど
、
オ
ペ
ラ
だ
け

で
な
く
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
や
オ
ペ
レ
ッ
タ
も
山
の
よ
う
に
指
揮
し
た
。

今
で
こ
そ
、
弱
冠
24
歳
の
ひ
よ
っ
こ
指
揮
者
に
は
と
て
も
贅
沢
な

環
境
だ
っ
た
と
振
り
返
れ
る
が
、
ハ
イ
ジ
く
ら
い
し
か
知
ら
な
い

こ
こ
に
劇
場
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た 

ば
ん

て
つ
ろ
う

阪
哲
朗

滋
賀
県
立
芸
術
劇
場
び
わ
湖
ホ
ー
ル 

芸
術
監
督

今
こ
そ
伝
え
た
い
舞
台
芸
術
の
魅
力《
そ
の
3
》

カメラは趣味の1つ。びわ湖ホールから湖面を 
望む |写真撮影：阪哲朗
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ス
イ
ス
で
社
会
人
１
年
生
、
当
時
は
必
死
だ
っ
た
。

ビ
ー
ル
歌
劇
場
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
・
ピ
ッ
ト
は
全
体
で
30
人
く

ら
い
し
か
入
れ
な
い
小
さ
な
も
の
で
、
足
り
な
い
パ
ー
ト
を
ど
う

扱
う
か
が
知
恵
の
絞
り
ど
こ
ろ
だ
っ
た
。
演
奏
だ
け
で
な
く
、
楽

譜
の
制
作
ま
で
も
が
僕
た
ち
の
仕
事
。
指
揮
者
兼
ピ
ア
ニ
ス
ト
は

３
人
し
か
お
ら
ず
、
時
に
は
チ
ェ
ン
バ
ロ
や
ピ
ア
ノ
を
演
奏
し
な

が
ら
指
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
オ

ケ
と
鍵
盤
楽
器
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
違
い
を
会
得
す
る
の
に
大
い
に

役
立
っ
て
お
り
、
今
も
、
当
時
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
、
機
会
が
あ

れ
ば
弾
き
振
り
を
続
け
て
い
る
。

本
番
前
の
15
分
は
、
ま
さ
に
修
羅
場
の
よ
う
。
歌
手
や
奏
者
が

何
ら
か
の
事
情
で
替
わ
る
…
く
ら
い
な
ら
ま
だ
良
い
方
で
、
指
揮

者
が
車
の
パ
ン
ク
で
来
ら
れ
な
い
か
ら
代
役
を
と
か
、
バ
ス
で
移

動
し
た
先
で
オ
ー
ボ
エ
の
パ
ー
ト
譜
が
無
い
！
と
運
搬
係
が
騒

ぎ
出
し
、
僕
の
ス
コ
ア
を
オ
ー
ボ
エ
奏
者
に
貸
し
た
ま
ま
演
奏
を

し
た
こ
と
も
。
劇
場
が
停
電
で
真
っ
暗
に
な
っ
た
時
に
は
さ
す
が

に
万
事
休
す
、
こ
れ
に
は
暗
闇
の
中
で
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
事
故
が
た
び
た
び
あ
る
と
度
胸
も
据
わ
り
、
ハ
プ
ニ
ン
グ

こ
そ
楽
し
ま
ね
ば
と
い
う
気
に
な
っ
て
く
る
。
当
然
な
が
ら
本
番

前
に
緊
張
な
ど
し
て
い
る
暇
も
な
く
、
現
場
監
督
と
し
て
対
処
に

追
わ
れ
、
時
間
が
来
る
と
ハ
イ
行
っ
て
！
と
指
揮
台
に
送
り
出

さ
れ
て
い
た
20
代
。
今
思
え
ば
、
本
当
に
生
き
た
学
校
だ
っ
た
。

こ
の
ビ
ー
ル
時
代
、
僕
は「
オ
ペ
ラ
座
の
怪
人
」よ
ろ
し
く
、

朝
か
ら
晩
ま
で
、
寝
る
時
以
外
は
ず
っ
と
劇
場
で
、「
ラ
・
ボ

エ
ー
ム
」の
舞
台
セ
ッ
ト
の
よ
う
な
当
時
住
ん
で
い
た
屋
根
裏
部

屋
よ
り
、
よ
っ
ぽ
ど
詳
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

芸
術
監
督
の
仕
事

こ
れ
ま
で
に
経
験
の
あ
る
ド
イ
ツ
で
の
音
楽
総
監
督（
※
Ｇ
Ｍ
Ｄ
）

と
し
て
の
仕
事
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
を
少
し
書
い
て
み
た
い
。

Ｇ
Ｍ
Ｄ
の
„
主
戦
場
＂ 

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
歌
劇
場
だ
。
年

間
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
室
内
楽
の
コ
ン
サ
ー

ト
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
り
、
客
演
演
奏
家
、
指
揮
者
の
招
聘
、
自
分

の
指
揮
活
動
で
専
属
歌
手
や
合
唱
団
、
そ
し
て
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の

レ
ヴ
ェ
ル
の
維
持
な
ど
、
良
い
環
境
作
り
に
邁
進
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
欠
員
が
出
た
ら
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
も
行
い
、
必
要
な
時
に
は

市
の
予
算
会
議
に
も
出
向
い
た
。
良
い
音
楽
ス
タ
ッ
フ
を
作
る
た

め
に
は
指
揮
者
や
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
も
必
要
で
、

い
つ
も
ス
カ
ウ
ト
の
よ
う
に
目
と
耳
を
大
き
く
し
て
い
た
。
強
力

な
人
事
権
も
併
せ
持
ち
、
時
に
楽
員
や
歌
手
の
肩
叩
き
も
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
監
督
は
や
は
り
ハ
ー
ド
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
だ
。

と
こ
ろ
で
、
指
揮
者
が
付
く
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
も
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
な
ど
は「
監
督
」が
多
い
中
、
歌
劇
場
は「
総
監
督
」

と
な
る
。「
街
の
音
楽
監
督
」と
し
て
の
役
割
の
た
め
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
街
の
音
楽
振
興
に
携
わ
る
の
だ
。
た
と
え
シ
ン
ボ

ル
的
存
在
だ
っ
た
と
し
て
も
、
少
し
オ
ー
バ
ー
に
言
う
と
そ
の
街

の
音
楽
団
体
す
べ
て
の
ト
ッ
プ
の
役
職
だ
。

か
の
バ
ッ
ハ
が
洗
礼
を
受
け
、
ル
タ
ー
が
新
約
聖
書
を
編
纂
し

た
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
で
４
年
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
人
た
ち
が
作
っ
た
世
界

遺
産
の
古
い
街
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
で
８
年
、

計
12
年
の
Ｇ
Ｍ
Ｄ
稼
業
を
勤
め
て
き
た
が
、
日
本
で
の「
監
督
」

の
ポ
ス
ト
は
今
回
が
初
め
て
。
ど
う
な
る
か
楽
し
み
だ
。

※ＧＭＤ : General Musik Direktorの略称

阪 

哲
朗

ウ
ィ
ー
ン
国
立
音
大
在
学
中
に
ビ
ー
ル
歌
劇
場
専
属
指
揮
者

に
就
任
。そ
の
後
欧
州
の
歌
劇
場
で
音
楽
総
監
督
等
を
歴
任
。

2
0
2
3
年
4
月
よ
り
、び
わ
湖
ホ
ー
ル
芸
術
監
督
、京
都

市
立
芸
術
大
学
教
授
。京
都
市
出
身
、大
津
市
在
住
。

上　レーゲンスブルクのシンボル ドーム（大聖堂）
下　レーゲンスブルク郊外　ヴァルハラ神殿にて
　　2014年、ゲネプロ（公演前の通し稽古）の様子
　　野外ステージで、本番では花火などの演出も
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おおみたから

写真撮影  谷口菜穂子

地
上
の
稲
を
結
実
さ
せ
る
稲
妻
（
夫
）。
そ
れ
は
、
豊
穣
を
も
た

ら
せ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
自
然
が
織
り
な
す
こ
の
世
界
を
、

人
は
鋤
・
鍬
を
も
っ
て
耕
し
、
新
し
い
道
を
切
り
開
く
た
め
に
創

造
力
を
働
か
せ
ま
す
。
叶 

匠
壽
庵
人
は
「
農
工
ひ
と
つ
」
を
合
言

葉
に
、
百
姓
（
お
お
み
た
か
ら
）
と
し
て
菓
子
づ
く
り
に
接
し
、

先
を
見
据
え
た
モ
ノ
づ
く
り
を
考
え
ま
す
。
こ
の
印
は
1
つ
ひ
と

つ
の
命
を
大
切
に
し
、
そ
の
持
つ
力
を
最
大
に
発
揮
さ
せ
、
生
か

し
て
い
く
能
力
を
拓
い
て
い
く
と
い
う
意
志
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

寿
長
生
の
郷
で
は
、
６
月
下
旬

か
ら
７
月
に
か
け
、
梅
の
収
穫

の
時
期
を
迎
え
ま
す
。
１
年
間
、

丹
精
込
め
て
育
て
た
果
実
も
い

よ
い
よ
酒
蔵
へ
運
び
込
ま
れ
、

梅
酒
の
仕
込
み
に
入
り
ま
す
。

今
号
で
は
色
と
り
ど
り
の
果
物

を
シ
ャ
ン
パ
ン
グ
ラ
ス
に
ふ
ん

だ
ん
に
入
れ
、
ゼ
リ
ー
寄
せ
に

し
て
み
ま
し
た
。
山
か
ら
シ
ダ

を
取
っ
て
き
て
天
然
の
テ
ー
ブ

ル
ク
ロ
ス
に
仕
立
て
、
キ
ン
キ

ン
に
冷
や
し
て
お
い
た
ゼ
リ
ー

を
お
客
さ
ま
に
振
る
舞
い
ま
す
。

食
さ
れ
て
い
る
時
の
笑
顔
を
見

る
と
、
こ
ち
ら
も
嬉
し
く
な
り

ま
す
。
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か わ も と ま り こ

タイトル　『烏梅』
う め

※9月・2月には季節のお便りを差し上げます。
※国内発送に限らせていただきます。
※配送業務をディーエムソリューションズ（株）に委託しております。
   個人情報は関係法令を遵守して取り扱います。

表紙絵　「青翠」
せいすい

日本で古くから親しまれる朝顔は、元は薬草と
して中国から渡来したそうです。
江戸時代の大ブームで観賞用の園芸品種が沢山
生まれたそうですが、野趣溢れる原種系の青い
朝顔に、夏の風情を感じ惹かれます。

広報誌『烏梅』の定期購読について（無料）

広報誌『烏梅』は6月・11月に発行いたします。定期購読をご希望の方は官製
ハガキに郵便番号、住所、氏名、電話番号、年代、烏梅希望と書いて右記
住所までお送りください。その他、叶 匠壽庵HP、お電話にて承っております。

記

　池
田
典
子

候

定 期 購 読
お申し込み
フ ォ ー ム 公式 HP

木
々
の
緑
が
日
ご
と
に
色
を
深
め
、

初
夏
の
日
差
し
が
心
地
よ
い
時
季
と
な

り
ま
し
た
。
梅
の
実
が
育
ち
、
今
年
も

収
穫
で
き
る
歓
び
を
皆
さ
ん
と
分
か
ち

合
え
る
日
が
待
ち
遠
し
く
感
じ
ま
す
。

さ
て
今
号
か
ら
、「
寿
長
生
の
郷
人
コ

ラ
ム
」を
開
始
し
ま
し
た
。
郷
に
は
菓
子

づ
く
り
や
、
販
売
以
外
の
様
々
な
仕
事

を
持
つ
職
人
が
存
在
し
ま
す
。
見
過
ご

し
が
ち
な
当
た
り
前
の
よ
う
に
あ
る
モ
ノ

に
携
わ
り
、
そ
っ
と
和
菓
子
を
引
き
立

て
た
り
、
空
間
を
形
成
し
て
い
た
り
。
そ

ん
な
お
仕
事
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
紹
介

し
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
の
里
山
に
は
、
菓
子
の
工
場
が
あ

り
、
毎
日
餡
や
餅
、
夏
に
は
水
羊
羹
が

生
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
に
必
要
な

水
は
、
昔
か
ら
こ
こ
に
住
む
人
び
と
が

守
り
続
け
て
こ
ら
れ
た
も
の
。
そ
れ
を

お
裾
分
け
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
地
域

の
掃
除
に
は
参
加
し
、
交
流
を
深
め
る
。

こ
う
し
て
続
い
て
き
た
行
事
を
今
、
改

め
て
見
つ
め
直
し
、
考
え
て
い
ま
す
。
人

と
人
と
の
触
れ
あ
い
や
会
話
は
、
こ
の

自
然
の
下
で
受
け
継
が
れ
、
日
本
の
文

化
を
形
成
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。

先
人
た
ち
の
歩
み
を
た
ど
り
、
今
あ
る

課
題
を
乗
り
越
え
克
服
す
る
創
造
力
を

鍛
え
る
に
は
、
自
然
に
身
を
置
く
こ
と

が
近
道
で
は
な
い
の
か
、
と
。

こ
れ
か
ら
も
私
た
ち
は
里
山
と
と
も

に
和
菓
子
に
向
き
合
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

｜ 
梅
林
の
木
陰
で 

｜


