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千葉県南房総市

房州うちわ手作りを受け継ぐ
宇
う

山
や ま

まゆみ氏をお訪ねして

日本三大うちわの一つ、「房州うちわ」をご存じでしょうか。エコな生活が推進される
昨今、優しい風を送る手作りのうちわが見直されています。父の代から伝統のうちわ
を作り続ける「うやま工房」二代目の宇山まゆみさんを訪ねました。
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考える・創る・運営する

事業を展開します。
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房
州
う
ち
わ
の
歴
史

日
野
相
談
役（
以
下 

日
野
）　
本
日
は
社
員
教
育
の
た
め
に
、

い
ろ
い
ろ
物
作
り
に
つ
い
て
の
お
話
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

宇
山
ま
ゆ
み
氏（
以
下 

宇
山
）
　は

い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。自
分
と
は
違
う
業
界
の
方
と
お
話
し
す
る
こ
と
は
、

私
に
と
っ
て
も
勉
強
に
な
り
ま
す
し
、
感
性
も
育
ま
れ
る
と

思
い
ま
す
。

日
野

　
ま
ず
は
、
宇
山
さ
ん
の
作
ら
れ
て
い
る
「
房
州
う
ち

わ
」
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

宇
山

　
は
い
、
房
州
う
ち
わ
の
「
房
州
」
と
は
、
房
総
半
島

南
部
の
こ
と
で
、
現
在
で
は
千
葉
県
の
南
房
総
市
と
館
山
市

の
辺
り
で
す
。
大
正
12
年
の
関
東
大
震
災
で
、
東
京
が
壊
滅

状
態
に
な
り
、
被
災
し
た
う
ち
わ
問
屋
や
職
人
た
ち
が
房
州

に
移
り
住
み
、
う
ち
わ
を
生
産
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

房
州
は
う
ち
わ
の
骨
に
な
る
竹
の
産
地
に
近
く
、
江
戸
の
昔

か
ら
東
京
へ
の
船
便
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
理
由
で
す
。
那な

古ご

、
船ふ

な

形が
た

、
富と

み

浦う
ら

は
古
く
か
ら
の
漁
師
町
で
、
男
性
が
漁
に

出
た
後
、
留
守
番
の
お
か
み
さ
ん
た
ち
が
手
内
職
と
し
て
、

う
ち
わ
作
り
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

日
野

　
な
る
ほ
ど
。
内
職
と
し
て
携
わ
る
人
が
多
か
っ
た
の

で
す
ね
。

宇
山

　
は
い
。
大
正
末
期
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
は
、

年
間
７
～
８
０
０
万
本
の
房
州
う
ち
わ
が
作
ら
れ
る
ほ
ど
盛

ん
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
40
年
ぐ
ら
い
か
ら
扇
風

機
や
ク
ー
ラ
ー
が
で
き
て
き
て
そ
こ
か
ら
衰
退
し
て
い
き
ま

し
た
。
で
も
一
番
の
原
因
は
、
夏
に
使
わ
な
く
な
っ
た
か
ら

で
は
な
く
て
、
ご
飯
や
煮
付
け
を
炊
く
か
ま
ど
か
ら
ガ
ス
、

電
気
に
な
り
、
火
を
燃
や
し
て
炊
く
こ
と
が
な
く
な
っ
た
か

ら
で
す
。
昔
は
か
ま
ど
で
火
を
お
こ
す
と
き
に
、
う
ち
わ
を

使
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
全
部
炊
飯
ジ
ャ
ー
や
ガ
ス

コ
ン
ロ
に
な
っ
て
、
う
ち
わ
が
必
要
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。

日
野

　
そ
う
で
す
ね
。私
の
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、家
で
火
吹
き

房
州
う
ち
わ
は
、
竹
の
選
別
か
ら
始
ま
り
、
割
竹
、
弓
削
、
貼
り

な
ど
21
も
の
工
程
が
あ
り
ま
す
。
分
業
で
行
う
こ
と
も
多
い
の
で

す
が
、
宇
山
さ
ん
は
全
て
の
工
程
を
一
人
で
こ
な
し
ま
す
。
美
し

い
形
に
作
る
に
は
、
熟
練
し
た
技
術
が
必
要
で
す
。

竹
や
う
ち
わ
を
使
っ
て
火
を
お
こ
し
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。

宇
山

　
そ
う
、
だ
か
ら
奥
さ
ん
た
ち
が
内
職
を
し
て
い
る
時

代
な
ん
か
は
、
う
ち
わ
を
作
る
と
き
に
出
る
竹
の
屑
が
、
か

ま
ど
に
く
べ
る
と
よ
く
燃
え
る
と
い
う
の
で
取
り
合
い
に

な
っ
て
い
た
ん
で
す
。

日
野

　
ガ
ス
や
電
気
の
普
及
で
、
う
ち
わ
が
減
っ
て
い
っ
た

ん
で
す
ね
。

宇
山

　
現
在
は
、
う
ち
の
工
房
で
年
間
３
０
０
０
本
く
ら
い

の
生
産
量
で
す
。
他
の
工
房
も
あ
わ
せ
て
全
体
で
見
て
も
、

全
盛
期
の
何
十
分
の
一
だ
と
思
い
ま
す
。

日
野

　
現
在
は
日
用
品
で
は
な
く
工
芸
品
と
し
て
作
ら
れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

宇
山

　
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。房
州
う
ち
わ
の
特
徴
の
一
つ

に
、房
州
で
採
れ
る
女め

竹だ
け

を
使
う
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す

が
、そ
の
方
法
で
作
っ
て
い
る
の
は
、今
で
は
う
ち
と「
う
ち

わ
の
太
田
屋
」さ
ん
の
２
軒
だ
け
で
す
。中
国
か
ら
仕
入
れ
た

竹
を
原
料
に
使
っ
て
続
け
て
お
ら
れ
る
工
房
も
あ
り
ま
す
。

房
州
う
ち
わ
の
特
徴

日
野

　
房
州
の
女
竹
を
使
っ
た
も
の
が
、
房
州
う
ち
わ
な
の

で
す
ね
。
他
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
で
す
か
。

宇
山

　
ま
ず
、
竹
一
本
か
ら
つ
く
る
こ
と
、
竹
の
丸
み
を
活

か
し
た
丸
い
柄
で
あ
る
こ
と
で
す
。
柄
は
、
竹
の
先
端
を
割

い
た
骨
と
一
体
に
な
っ
て
お
り
、
し
な
や
か
さ
の
基
に
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
編
ま
れ
た
骨
と
、
柄
に
差
し
込
ま
れ
た

「
弓
」
が
つ
く
る
「
窓
」
の
部
分
も
、
房
州
う
ち
わ
の
美
し
さ

に
一
役
買
っ
て
い
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
他
の
産
地
の
も

の
と
比
べ
て
工
数
が
非
常
に
多
く
、
21
も
の
工
程
を
経
て
、

緻
密
に
丁
寧
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

日
野

　
な
る
ほ
ど
、
繊
細
な
作
り
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
な
の

で
す
ね
。
房
州
う
ち
わ
は
、「
日
本
三
大
う
ち
わ
」
の
一
つ

だ
と
伺
い
ま
し
た
。

宇
山

　
は
い
。
日
本
三
大
う
ち
わ
は
、
香
川
の
丸
亀
、
京
都
、

そ
し
て
房
州
で
す
（
※
１
）。
何
が
違
う
か
と
い
う
と
、
作

宇山まゆみさんは、伝統工芸「房州うちわ」の職人。
父の宇山正男さんが立ち上げた「うやま工房」の2代目とし
て活躍している

千葉県南房総市にあるうやま工
房は、房州の女竹のみを使う数
少ない房州うちわ工房の一つ。
竹選びから始まる21の工程を
全て職人が手作業で行う。年間
3000本ほどのうちわを生産して
いるという。

千葉県南房総市本織2040
（0470）36-2130

うやま工房
埼玉

東京

千葉神奈川

JR九重

延命寺

安房
医療福祉
専門学校

安
房
地
域

医
療
セ
ン
タ
�

うやま工房

安
房
グ
リ
�
ン
ラ
イ
ン

❸ 

磨
き

水
洗
い
し
た
竹
を
２
０
０
か

ら
３
０
０
本
、
も
み
殻
と
一

緒
に
機
械
に
入
れ
、
約
20
分

間
磨
い
て
い
き
ま
す
。

機
械
か
ら
竹
を
取
り
出
し
た
ら
水
で
も
み
殻
を
洗
い
落
と
し
、
そ

の
後
し
ば
ら
く
乾
燥
さ
せ
る
た
め
、
竹
を
束
ね
て
お
き
ま
す
。

❹ 

水
つ
け

乾
燥
さ
せ
た
竹
に
４
つ
の

切
れ
目
を
入
れ
、
一
昼
夜

水
に
浸
け
て
お
き
ま
す
。

❻ 

も
み

も
み
は
骨
の
角
を
な
め
ら
か
に
す
る
作
業
で
す
。

も
み
台
と
し
て
、
凹
凸
の
あ
る
石
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
を

使
い
、
３
、４
本
を
ま
と
め
て
力
強
く
転
が
し
ま
す
。

❼ 

穴
あ
け

電
動
ド
リ
ル
を
使
っ
て
弓
を
通
す
穴
を
あ
け
ま
す
。
竹
の
節
に
合

わ
せ
垂
直
に
ド
リ
ル
を
押
し
付
け
て
い
き
ま
す（
割
れ
な
い
よ
う

に
、
力
を
入
れ
ず
に
）。

❶ 

竹
選
別

材
料
に
は
房
州
産
の
女
竹
を
使
い
ま
す
。
川
沿
い
よ
り
も
山
に
生

え
て
い
る
成
長
３
年
目
の
竹
が
最
適
と
さ
れ
、
一
定
の
太
さ
で
節

の
間
隔
が
長
く
ま
っ
す
ぐ
な

竹
を
選
び
ま
す
。
切
っ
て
き

た
竹
を
型
枠
に
合
わ
せ
均
一

の
長
さ
に
切
っ
て
い
き
ま
す
。

❽ 

編
竹（
あ
み
だ
け
）

う
ち
わ
の
骨
を
糸
で
編
ん
で
い

く
工
程
で
す
。
骨
を
ほ
ぐ
し
な

が
ら
半
分
に
分
け
て
い
き
ま

す
。
穴
に
編
み
棒
を
差
し
こ
ん

だ
ら
、
糸
を
結
び
付
け
固
定
し

ま
す
。
途
中
で
崩
れ
な
い
よ
う

に
、
し
っ
か
り
握
り
な
が
ら
、

糸
を
交
互
に
編
ん
で
い
き
ま

す
。
編
み
棒
を
外
し
た
ら
両
端

を
糸
で
く
く
っ
て
お
き
ま
す
。

❺ 

割
竹（
さ
き
だ
け
）

竹
を
細
か
く
割
い
て
、
う

ち
わ
の
骨
を
形
作
る
工
程

で
す
。
割
き
台
に
竹
を
固

定
し
、
竹
の
中
心
か
ら
８

つ
に
割
い
て
腰
を
折
り
ま

す
。
内
側
の
余
分
な
肉
の
部
分
を
削
い
で
お
き
ま
す
。
さ
ら
に
48

本
か
ら
64
本
の
骨
に
割
い
て
い
き
ま
す
。

❷ 

皮
む
き

竹
の
皮
の
根
元
に
刃
を
当

て
、
竹
を
回
す
よ
う
に
し
て

皮
を
切
り
取
り
ま
す
。
枝
に

な
る
芽
の
部
分
は
逆
側
か
ら

切
り
落
と
し
ま
す
。

房
州
う
ち
わ
が
で
き
る
ま
で女竹は篠竹（しのだけ）とも呼ばれ、真竹

（まだけ）よりも細くて柔らかい。虫が付
かず、肉が締まっている10月から1月の
寒い時期に南房総一円から伐採される。

原料となる房州女
め

竹
だ け

について

房
州
う
ち
わ
（
千
葉
県
館
山
市
、南
房
総
市
）

元々は地域に自生する良質な竹を竹
材として卸すことを主軸としていた
が、明治時代に入りうちわ材として
加工まで行ったものを出荷するよう
になり、さらに関東大震災をきっか
けとしてうちわの生産まで行うように
なったことが始まりとされている。

京
う
ち
わ
（
京
都
府
）

南北朝時代に作られたものが始祖で
あり古い歴史を持っている。その特
徴として骨数が多いことが挙げられ、
骨の数が多ければ多い程高級なう
ちわとなり、涼を求めるだけでなく、
美術工芸品としての顔も併せ持って
いる。

丸
亀
う
ち
わ
（
香
川
県
丸
亀
市
）

江戸時代初期に発案されたもの
がルーツとされており、現在で
は国内シェアの90%を占めてい
る。市内には様々なうちわメー
カーが拠点を置いている。

日
本
三
大
う
ち
わ（
※
１
）

❷ 皮むき❽ 編竹

❾ 

柄
詰

ノ
コ
ギ
リ
を
使
っ
て
柄
の
部
分
を
規
定
の
長
さ
に
切
っ
て
い
き
ま

す
。
最
後
の
一
皮
は
柄
を
少
し
回
し
な
が
ら
切
る
と
切
断
面
が
き

れ
い
に
仕
上
が
り
ま
す
。
次
に
穴
よ
り
も
や
や
大
き
い
柳
の
枝
を

詰
め
、
柄
尻
に
沿
っ
て
ノ
コ
ギ
リ
で
切
断
し
ま
す
。

❺ 割竹
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う
ち

わ
」
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

宇
山

　
は
い
、
房
州
う
ち
わ
の
「
房
州
」
と
は
、
房
総
半
島

南
部
の
こ
と
で
、
現
在
で
は
千
葉
県
の
南
房
総
市
と
館
山
市

の
辺
り
で
す
。
大
正
12
年
の
関
東
大
震
災
で
、
東
京
が
壊
滅

状
態
に
な
り
、
被
災
し
た
う
ち
わ
問
屋
や
職
人
た
ち
が
房
州

に
移
り
住
み
、
う
ち
わ
を
生
産
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

房
州
は
う
ち
わ
の
骨
に
な
る
竹
の
産
地
に
近
く
、
江
戸
の
昔

か
ら
東
京
へ
の
船
便
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
理
由
で
す
。
那な

古ご

、
船ふ

な

形が
た

、
富と

み

浦う
ら

は
古
く
か
ら
の
漁
師
町
で
、
男
性
が
漁
に

出
た
後
、
留
守
番
の
お
か
み
さ
ん
た
ち
が
手
内
職
と
し
て
、

う
ち
わ
作
り
が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

日
野

　
な
る
ほ
ど
。
内
職
と
し
て
携
わ
る
人
が
多
か
っ
た
の

で
す
ね
。

宇
山

　
は
い
。
大
正
末
期
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
は
、

年
間
７
～
８
０
０
万
本
の
房
州
う
ち
わ
が
作
ら
れ
る
ほ
ど
盛

ん
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
40
年
ぐ
ら
い
か
ら
扇
風

機
や
ク
ー
ラ
ー
が
で
き
て
き
て
そ
こ
か
ら
衰
退
し
て
い
き
ま

し
た
。
で
も
一
番
の
原
因
は
、
夏
に
使
わ
な
く
な
っ
た
か
ら

で
は
な
く
て
、
ご
飯
や
煮
付
け
を
炊
く
か
ま
ど
か
ら
ガ
ス
、

電
気
に
な
り
、
火
を
燃
や
し
て
炊
く
こ
と
が
な
く
な
っ
た
か

ら
で
す
。
昔
は
か
ま
ど
で
火
を
お
こ
す
と
き
に
、
う
ち
わ
を

使
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
全
部
炊
飯
ジ
ャ
ー
や
ガ
ス

コ
ン
ロ
に
な
っ
て
、
う
ち
わ
が
必
要
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。

日
野

　
そ
う
で
す
ね
。私
の
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、家
で
火
吹
き

房
州
う
ち
わ
は
、
竹
の
選
別
か
ら
始
ま
り
、
割
竹
、
弓
削
、
貼
り

な
ど
21
も
の
工
程
が
あ
り
ま
す
。
分
業
で
行
う
こ
と
も
多
い
の
で

す
が
、
宇
山
さ
ん
は
全
て
の
工
程
を
一
人
で
こ
な
し
ま
す
。
美
し

い
形
に
作
る
に
は
、
熟
練
し
た
技
術
が
必
要
で
す
。

竹
や
う
ち
わ
を
使
っ
て
火
を
お
こ
し
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。

宇
山

　
そ
う
、
だ
か
ら
奥
さ
ん
た
ち
が
内
職
を
し
て
い
る
時

代
な
ん
か
は
、
う
ち
わ
を
作
る
と
き
に
出
る
竹
の
屑
が
、
か

ま
ど
に
く
べ
る
と
よ
く
燃
え
る
と
い
う
の
で
取
り
合
い
に

な
っ
て
い
た
ん
で
す
。

日
野

　
ガ
ス
や
電
気
の
普
及
で
、
う
ち
わ
が
減
っ
て
い
っ
た

ん
で
す
ね
。

宇
山

　
現
在
は
、
う
ち
の
工
房
で
年
間
３
０
０
０
本
く
ら
い

の
生
産
量
で
す
。
他
の
工
房
も
あ
わ
せ
て
全
体
で
見
て
も
、

全
盛
期
の
何
十
分
の
一
だ
と
思
い
ま
す
。

日
野

　
現
在
は
日
用
品
で
は
な
く
工
芸
品
と
し
て
作
ら
れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

宇
山

　
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。房
州
う
ち
わ
の
特
徴
の
一
つ

に
、房
州
で
採
れ
る
女め

竹だ
け

を
使
う
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す

が
、そ
の
方
法
で
作
っ
て
い
る
の
は
、今
で
は
う
ち
と「
う
ち

わ
の
太
田
屋
」さ
ん
の
２
軒
だ
け
で
す
。中
国
か
ら
仕
入
れ
た

竹
を
原
料
に
使
っ
て
続
け
て
お
ら
れ
る
工
房
も
あ
り
ま
す
。

房
州
う
ち
わ
の
特
徴

日
野

　
房
州
の
女
竹
を
使
っ
た
も
の
が
、
房
州
う
ち
わ
な
の

で
す
ね
。
他
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
で
す
か
。

宇
山

　
ま
ず
、
竹
一
本
か
ら
つ
く
る
こ
と
、
竹
の
丸
み
を
活

か
し
た
丸
い
柄
で
あ
る
こ
と
で
す
。
柄
は
、
竹
の
先
端
を
割

い
た
骨
と
一
体
に
な
っ
て
お
り
、
し
な
や
か
さ
の
基
に
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
編
ま
れ
た
骨
と
、
柄
に
差
し
込
ま
れ
た

「
弓
」
が
つ
く
る
「
窓
」
の
部
分
も
、
房
州
う
ち
わ
の
美
し
さ

に
一
役
買
っ
て
い
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
他
の
産
地
の
も

の
と
比
べ
て
工
数
が
非
常
に
多
く
、
21
も
の
工
程
を
経
て
、

緻
密
に
丁
寧
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

日
野

　
な
る
ほ
ど
、
繊
細
な
作
り
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
な
の

で
す
ね
。
房
州
う
ち
わ
は
、「
日
本
三
大
う
ち
わ
」
の
一
つ

だ
と
伺
い
ま
し
た
。

宇
山

　
は
い
。
日
本
三
大
う
ち
わ
は
、
香
川
の
丸
亀
、
京
都
、

そ
し
て
房
州
で
す
（
※
１
）。
何
が
違
う
か
と
い
う
と
、
作

宇山まゆみさんは、伝統工芸「房州うちわ」の職人。
父の宇山正男さんが立ち上げた「うやま工房」の2代目とし
て活躍している

千葉県南房総市にあるうやま工
房は、房州の女竹のみを使う数
少ない房州うちわ工房の一つ。
竹選びから始まる21の工程を
全て職人が手作業で行う。年間
3000本ほどのうちわを生産して
いるという。

千葉県南房総市本織2040
（0470）36-2130

うやま工房
埼玉

東京

千葉神奈川

JR九重

延命寺

安房
医療福祉
専門学校

安
房
地
域

医
療
セ
ン
タ
�

うやま工房

安
房
グ
リ
�
ン
ラ
イ
ン

❸ 

磨
き

水
洗
い
し
た
竹
を
２
０
０
か

ら
３
０
０
本
、
も
み
殻
と
一

緒
に
機
械
に
入
れ
、
約
20
分

間
磨
い
て
い
き
ま
す
。

機
械
か
ら
竹
を
取
り
出
し
た
ら
水
で
も
み
殻
を
洗
い
落
と
し
、
そ

の
後
し
ば
ら
く
乾
燥
さ
せ
る
た
め
、
竹
を
束
ね
て
お
き
ま
す
。

❹ 

水
つ
け

乾
燥
さ
せ
た
竹
に
４
つ
の

切
れ
目
を
入
れ
、
一
昼
夜

水
に
浸
け
て
お
き
ま
す
。

❻ 

も
み

も
み
は
骨
の
角
を
な
め
ら
か
に
す
る
作
業
で
す
。

も
み
台
と
し
て
、
凹
凸
の
あ
る
石
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
を

使
い
、
３
、４
本
を
ま
と
め
て
力
強
く
転
が
し
ま
す
。

❼ 

穴
あ
け

電
動
ド
リ
ル
を
使
っ
て
弓
を
通
す
穴
を
あ
け
ま
す
。
竹
の
節
に
合

わ
せ
垂
直
に
ド
リ
ル
を
押
し
付
け
て
い
き
ま
す（
割
れ
な
い
よ
う

に
、
力
を
入
れ
ず
に
）。

❶ 

竹
選
別

材
料
に
は
房
州
産
の
女
竹
を
使
い
ま
す
。
川
沿
い
よ
り
も
山
に
生

え
て
い
る
成
長
３
年
目
の
竹
が
最
適
と
さ
れ
、
一
定
の
太
さ
で
節

の
間
隔
が
長
く
ま
っ
す
ぐ
な

竹
を
選
び
ま
す
。
切
っ
て
き

た
竹
を
型
枠
に
合
わ
せ
均
一

の
長
さ
に
切
っ
て
い
き
ま
す
。

❽ 

編
竹（
あ
み
だ
け
）

う
ち
わ
の
骨
を
糸
で
編
ん
で
い

く
工
程
で
す
。
骨
を
ほ
ぐ
し
な

が
ら
半
分
に
分
け
て
い
き
ま

す
。
穴
に
編
み
棒
を
差
し
こ
ん

だ
ら
、
糸
を
結
び
付
け
固
定
し

ま
す
。
途
中
で
崩
れ
な
い
よ
う

に
、
し
っ
か
り
握
り
な
が
ら
、

糸
を
交
互
に
編
ん
で
い
き
ま

す
。
編
み
棒
を
外
し
た
ら
両
端

を
糸
で
く
く
っ
て
お
き
ま
す
。

❺ 

割
竹（
さ
き
だ
け
）

竹
を
細
か
く
割
い
て
、
う

ち
わ
の
骨
を
形
作
る
工
程

で
す
。
割
き
台
に
竹
を
固

定
し
、
竹
の
中
心
か
ら
８

つ
に
割
い
て
腰
を
折
り
ま

す
。
内
側
の
余
分
な
肉
の
部
分
を
削
い
で
お
き
ま
す
。
さ
ら
に
48

本
か
ら
64
本
の
骨
に
割
い
て
い
き
ま
す
。

❷ 

皮
む
き

竹
の
皮
の
根
元
に
刃
を
当

て
、
竹
を
回
す
よ
う
に
し
て

皮
を
切
り
取
り
ま
す
。
枝
に

な
る
芽
の
部
分
は
逆
側
か
ら

切
り
落
と
し
ま
す
。

房
州
う
ち
わ
が
で
き
る
ま
で女竹は篠竹（しのだけ）とも呼ばれ、真竹

（まだけ）よりも細くて柔らかい。虫が付
かず、肉が締まっている10月から1月の
寒い時期に南房総一円から伐採される。

原料となる房州女
め

竹
だ け

について

房
州
う
ち
わ
（
千
葉
県
館
山
市
、南
房
総
市
）

元々は地域に自生する良質な竹を竹
材として卸すことを主軸としていた
が、明治時代に入りうちわ材として
加工まで行ったものを出荷するよう
になり、さらに関東大震災をきっか
けとしてうちわの生産まで行うように
なったことが始まりとされている。

京
う
ち
わ
（
京
都
府
）

南北朝時代に作られたものが始祖で
あり古い歴史を持っている。その特
徴として骨数が多いことが挙げられ、
骨の数が多ければ多い程高級なう
ちわとなり、涼を求めるだけでなく、
美術工芸品としての顔も併せ持って
いる。

丸
亀
う
ち
わ
（
香
川
県
丸
亀
市
）

江戸時代初期に発案されたもの
がルーツとされており、現在で
は国内シェアの90%を占めてい
る。市内には様々なうちわメー
カーが拠点を置いている。

日
本
三
大
う
ち
わ（
※
１
）

❷ 皮むき❽ 編竹

❾ 

柄
詰

ノ
コ
ギ
リ
を
使
っ
て
柄
の
部
分
を
規
定
の
長
さ
に
切
っ
て
い
き
ま

す
。
最
後
の
一
皮
は
柄
を
少
し
回
し
な
が
ら
切
る
と
切
断
面
が
き

れ
い
に
仕
上
が
り
ま
す
。
次
に
穴
よ
り
も
や
や
大
き
い
柳
の
枝
を

詰
め
、
柄
尻
に
沿
っ
て
ノ
コ
ギ
リ
で
切
断
し
ま
す
。

❺ 割竹
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分
の
お
仕
事
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

宇
山

　
私
が
う
ち
わ
作
り
を
始
め
た
の
は
、45
歳
く
ら
い
の

と
き
で
し
た
。当
時
私
は
美
容
師
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。母

が
美
容
室
を
や
っ
て
い
た
の
で
そ
こ
で
働
い
て
い
ま
し
た
。

日
野

　
新
し
い
道
に
飛
び
込
む
の
は
大
変
で
は
な
か
っ
た
で

す
か
。

宇
山

　
そ
う
な
ん
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
当
時
、
息
子
が
美
容

師
に
な
っ
て
店
を
継
ぐ
と
決
め
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
で
父
が
、「
小
さ
い
店
に
何
人
も
い
な
く
て
い
い
だ
ろ

う
」っ
て
（
笑
）。
う
ち
わ
作
り
は
年
を
取
っ
て
も
で
き
る
仕

事
だ
よ
っ
て
言
わ
れ
て
、
も
の
に
な
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な

か
っ
た
け
ど
、
だ
ん
だ
ん
と
父
に
導
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。

日
野

　
そ
こ
か
ら
、何
年
く
ら
い
経
験
を
積
ん
だ
の
で
す
か
。

宇
山

　
今
で
15
年
く
ら
い
に
な
り
ま
す
。
う
ち
わ
作
り
が
好

き
だ
っ
た
の
と
、
伝
統
を
残
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
続
け

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
父
は
平
成
29
年
に
87
歳
で
亡
く
な

り
ま
し
た
が
、
う
ち
わ
職
人
と
し
て
70
年
、
う
や
ま
工
房
を

立
ち
上
げ
て
か
ら
は
27
年
、
生
涯
現
役
を
貫
き
ま
し
た
。
父

と
し
て
師
匠
と
し
て
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い

ま
し
た
。

父
、
宇
山
正
男
の
教
え

日
野

　
お
父
さ
ま
か
ら
の
教
え
で
特
に
覚
え
て
い
る
も
の
は

あ
り
ま
す
か
。

宇
山

　
そ
う
で
す
ね
。
父
は
昔
な
が
ら
の
職
人
気
質
で
、
無

愛
想
で
無
口
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
時

代
の
変
化
を
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
る
人
で
も
あ
り
ま
し

た
。「
こ
れ
か
ら
の
職
人
は
、
営
業
も
自
分
で
し
て
い
か
な

い
と
い
け
な
い
。
自
分
で
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
か
な
い
と
」っ

て
言
っ
て
い
ま
し
た
。

日
野

　
な
る
ほ
ど
。確
か
に
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
そ
う
で
す
ね
。

宇
山

　
は
い
。
ほ
か
に
も
、「
何
に
し
て
も
数
こ
な
し
」
と

も
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

日
野

　
何
事
も
、
上
達
す
る
に
は
数
を
こ
な
す
こ
と
が
大
事

り
方
や
原
料
と
な
る
竹
の
種
類
が
違
い
ま
す
。
ま
ず
、
丸
亀

う
ち
わ
は
、
柄
の
部
分
に
男お

竹だ
け

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
男
竹

は
、
真ま

竹だ
け

や
破は

竹ち
く

、
孟も

う

宗そ
う

竹ち
く

な
ど
大
き
い
竹
で
す
。
こ
れ
ら

の
竹
を
切
っ
て
柄
に
す
る
の
で
、
丸
亀
う
ち
わ
の
持
ち
手
は

平
ら
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
京
都
は
、差
し
柄
と
い
っ
て
、

う
ち
わ
の
本
体
と
持
ち
手
が
別
々
で
差
し
込
む
よ
う
な
作
り

で
す
。

日
野

　
房
州
う
ち
わ
は
竹
の
骨

組
み
が
き
れ
い
に
扇
状
に
な
っ

て
い
て
き
れ
い
で
す
ね
。
編
み

糸
が
両
端
か
ら
少
し
垂
れ
て
い

る
の
も
洒
落
て
い
ま
す
ね
。

宇
山

　
そ
う
で
し
ょ
う
。
江
戸

で
多
く
使
わ
れ
て
い
た
の
も
房

州
う
ち
わ
で
す
。
た
だ
、
江
戸

で
作
ら
れ
て
い
た
と
き
に
は
、

こ
れ
よ
り
少
し
小
さ
め
の
四
角

い
形
を
し
て
い
て
、
江
戸
う
ち
わ
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

日
野

　
中
国
産
の
竹
を
使
っ
て
お
ら
れ
る
工
房
も
あ
る
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
中
国
産
と
国
産
の
女
竹
の
良
さ
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

宇
山

　
中
国
の
竹
は
硬
い
の
で
、
し
な
り
が
悪
い
の
で
す
。

水
で
煮
て
柔
ら
か
く
し
て
か
ら
使
う
の
で
最
初
は
い
い
の
で

す
が
、
年
数
が
た
っ
た
と
き
に
、
し
な
ら
ず
に
折
れ
て
し
ま

い
ま
す
。国
産
の
女
竹
は
、こ
の
よ
う
に（
竹
を
曲
げ
て
み
て
）

し
な
る
ん
で
す
。
こ
の
し
な
り
が
あ
る
か
ら
、
あ
お
い
だ
と

き
に
優
し
い
風
が
く
る
。
こ
れ
が
、
房
州
う
ち
わ
の
原
点
で

も
あ
る
ん
で
す
。
先
代
の
父
も
、
国
産
の
竹
に
こ
だ
わ
っ
て

い
ま
し
た
。

う
や
ま
工
房
の
歴
史

日
野

　
な
る
ほ
ど
。
優
し
い
風
を
出
す
に
は
国
産
の
女
竹
で

あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
ね
。
で
は
次
に
、
う
や
ま
工
房

の
歴
史
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。
宇
山
さ
ん
の
お
父
さ

ま
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
工
房
を
開
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。

宇
山

　
私
の
父
、
宇う

山や
ま

正ま
さ

男お

は
、
17
歳
の
と
き
か
ら
、
館
山

市
の
大
き
な
う
ち
わ
屋
さ
ん
に
丁
稚
奉
公
に
入
っ
て
い
た
ん

で
す
。
そ
し
て
60
歳
の
と
き
に
退
職
し
て
、
趣
味
の
よ
う
な

形
で
う
ち
わ
作
り
を
続
け
る
た
め
に
こ
の
工
房
を
立
ち
上
げ

ま
し
た
。
当
初
は
、
細
々
と
や
っ
て
い
て
、
地
域
の
お
祭
り

に
使
う
う
ち
わ
や
、
道
の
駅
に
置
く
大
き
な
う
ち
わ
を
作
っ

た
り
も
し
ま
し
た
。
父
が
忙
し
く
な
っ
た
の
は
、
平
成
15
年

に
房
州
う
ち
わ
が
経
済
産
業
大
臣
指
定
伝
統
的
工
芸
品
に

認
定
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
（
※
２
）。
実
は
、
伝

統
工
芸
と
は
い
っ
て
も
房
州
う
ち
わ
は
分
業
制
で
す
。
全

て
の
工
程
を
こ

な
せ
る
人
が
い

な
い
の
で
、
当

初
は
認
定
の
審

査
が
通
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ

こ
で
全
て
の
工

程
を
一
人
で
こ

な
せ
る
職
人
と

し
て
父
の
名
前

が
挙
が
り
、
父

の
う
ち
わ
が
認

め
ら
れ
て
認
定

が
下
り
た
と
い

う
経
緯
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
か

ら
忙
し
く
な
っ

て
、
一
人
で
は

手
が
回
ら
な
く

な
り
、
娘
の
私

が
手
伝
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

日
野

　
そ
の
と
き
宇
山
さ
ん
は
お
幾
つ
で
す
か
。
す
で
に
自

で
す
ね
。

宇
山

　
あ
と
、
最
近
つ
く
づ
く
思
い
出
す
父
の
言
葉
が
あ
り

ま
す
。「
何
十
年
や
っ
て
も
、
気
に
入
っ
た
の
は
何
本
も
な

い
」っ
て
言
っ
て
い
た
ん
で
す
。
自
分
が
経
験
を
積
む
ほ
ど

に
、
父
の
言
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
本
当
に
そ
う

な
ん
で
す
。
き
れ
い
に
竹
が
割
け
た
と
思
っ
て
も
、
編
み
と

か
他
の
工
程
で
少
し
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
出
て
き
た
り
し

て
…
…
。
も
ち
ろ
ん
、
商
品
と
し
て
の
水
準
は
ク
リ
ア
し
て

い
て
、
他
の
人
も
褒
め
て
く
れ
る
の
で
す
が
、
自
分
で
完
璧

と
い
え
る
一
本
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
す
ね
。

日
野

　
熟
練
の
職
人
な
ら
で
は
の
言
葉
で
す
ね
。
ど
ん
な
仕

事
で
も
、う
ま
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
の
先
が
あ
り
ま
す
ね
。

完
璧
を
追
求
し
、努
力
し
続
け
る
も
の
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伝
統
工
芸
を
次
世
代
に

日
野

　
現
在
の
宇
山
さ
ん
の
活
動
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。

宇
山

　
職
人
と
し
て
う
ち
わ
を
作
る
傍
ら
、
房
州
う
ち
わ
作

り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
、
小
中
学
生
の
体
験
学
習
な
ど
を

各
地
で
行
っ
て
い
ま
す
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
今
は
う
ち
わ
の

販
売
よ
り
も
そ
ち
ら
の
活
動
の
ほ
う
が
活
発
で
す
ね
。
千
葉

市
内
の
学
校
か
ら
依
頼
が
あ
る
と
、
材
料
を
持
っ
て
出
張
し

て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
と
て
も
好
評
で
、
皆
さ
ん
に
喜
ん
で

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
最
初
は
少
人
数
だ
っ
た
の
が
、
50
人

と
か
１
０
０
人
と
か
に
な
っ
て
、
私
一
人
で
は
対
応
で
き
な

く
な
っ
た
の
で
、
サ
ポ
ー
ト
の
ス
タ
ッ
フ
を
お
願
い
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

日
野

　
若
い
人
に
郷
土
の
産
業
を
知
っ
て
も
ら
う
の
は
良
い

こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
活
動
は
最
近
始
め
ら
れ
た
の
で

す
か
。

宇
山

　
い
え
、父
の
代
か
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
父
は
、

「
こ
の
地
で
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
、
伝
統
工
芸
で
あ
る

房
州
う
ち
わ
を
知
っ
て
ほ
し
い
」
と
考
え
て
お
り
、
私
は
そ

の
思
い
も
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

日
野

　
体
験
学
習
に
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、
将
来
弟
子

⓭ 

目
拾
い

編
ん
だ
骨
を
確
認
し
な
が
ら

交
互
に
仕
分
け
て
い
き
ま

す
。

細
く
割
い
た
竹
を
挟
み
込

み
、
う
ち
わ
が
開
い
た
状
態

で
固
定
し
ま
す
。

⓮ 

穂
刈
り

押
切
り
と
呼
ば
れ
る
器
具
を

使
っ
て
大
ま
か
に
裁
断
し
ま

す
。
後
の
工
程
で
最
終
的
な

形
に
整
え
る
の
で
、
作
業
に

不
要
な
部
分
だ
け
を
切
っ
て

お
き
ま
す
。

⓫ 

下
窓

揉
み
ほ
ぐ
し
な
が
ら
骨
を
均

等
に
開
い
て
い
き
ま
す
。

骨
の
広
が
り
が
で
き
た
ら
、

糸
を
弓
の
両
端
に
結
び
糸
に

張
り
を
持
た
せ
ま
す
。

⓰ 

貼
り（
は
り
）

う
ち
わ
の
骨
に
紙
や
布
を
貼

る
工
程
で
す
。刷
毛
を
使
っ
て

骨
全
体
に
糊
を
薄
く
塗
っ
て

紙
に
乗
せ
、竹
へ
ら
を
使
い
骨

の
間
隔
を
均
一に
整
え
て
い

き
ま
す
。残
り
の
半
面
を
空

気
が
入
ら
な
い
よ
う
に
ゆ
っ

く
り
と
乗
せ
接
着
し
ま
す
。

う
ち
わ
ど
う
し
が
重
な
ら
な

い
よ
う
に
間
隔
を
空
け
て
干

し
、乾
燥
し
た
室
内
で
糊
を

乾
か
し
ま
す
。

（※2）宇山さんの父である故宇山正男さんは、房州うちわの伝統工芸士。房
州うちわが経済産業大臣指定伝統的工芸品に認定されたのは正男さんの功
績があったからという

⓯ 

焼
き

骨
の
ゆ
が
み
を
直
す
た
め
の

工
程
で
す
。

焦
げ
な
い
よ
う
に
適
度
な
間

隔
を
と
り
な
が
ら
、
編
ん
だ

部
分
の
や
や
上
を
中
心
に
火

で
あ
ぶ
り
ま
す
。

炭
火
や
ガ
ス
コ
ン
ロ
を
使
い

ま
す
。

⓱ 

断
裁

糊
が
乾
燥
し
、
し
っ
か
り
と

紙
が
貼
り
付
い
た
ら
断
裁
機

を
使
っ
て
既
定
の
大
き
さ
に

一
枚
一
枚
裁
断
し
ま
す
。
う

ち
わ
の
形
に
添
っ
て
ハ
サ
ミ

や
押
切
り
で
切
っ
て
い
く
方

法
も
あ
り
ま
す
。

⓬ 

窓（
ま
ど
）作
り

う
ち
わ
の
骨
が
動
か
な
い
よ

う
に
糸
を
引
き
締
め
て
お
き

ま
す
。

弓
を
反
ら
せ
な
が
ら
骨
の
両

端
と
弓
を
糸
で
結
び
つ
け
ま

す
。

型
を
当
て
、
糸
が
作
る
曲
線

を
整
え
て
い
き
ま
す
。

❿ 

弓
削（
す
げ
）

弓
と
呼
ば
れ
る
部
材
を
作
り

取
り
付
け
る
工
程
で
す
。

真
竹
を
ナ
タ
で
細
く
割
っ
て

い
き
、
割
っ
た
竹
を
す
げ
台

の
上
で
削
り
形
を
整
え
て
い

き
ま
す
。

角
を
残
し
な
が
ら
中
心
部
は

太
く
両
端
に
向
か
っ
て
細
く

な
っ
て
い
く
よ
う
に
削
っ
て

い
き
ま
す
。

左
右
均
等
の
長
さ
に
な
る
よ

う
取
り
付
け
ま
す
。

❿ 弓削⓯ 焼き⓰ 貼り⓱ 断裁 ⓫ 下窓⓬ 窓作り
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分
の
お
仕
事
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

宇
山

　
私
が
う
ち
わ
作
り
を
始
め
た
の
は
、45
歳
く
ら
い
の

と
き
で
し
た
。当
時
私
は
美
容
師
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。母

が
美
容
室
を
や
っ
て
い
た
の
で
そ
こ
で
働
い
て
い
ま
し
た
。

日
野

　
新
し
い
道
に
飛
び
込
む
の
は
大
変
で
は
な
か
っ
た
で

す
か
。

宇
山

　
そ
う
な
ん
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
当
時
、
息
子
が
美
容

師
に
な
っ
て
店
を
継
ぐ
と
決
め
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
で
父
が
、「
小
さ
い
店
に
何
人
も
い
な
く
て
い
い
だ
ろ

う
」っ
て
（
笑
）。
う
ち
わ
作
り
は
年
を
取
っ
て
も
で
き
る
仕

事
だ
よ
っ
て
言
わ
れ
て
、
も
の
に
な
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な

か
っ
た
け
ど
、
だ
ん
だ
ん
と
父
に
導
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。

日
野

　
そ
こ
か
ら
、何
年
く
ら
い
経
験
を
積
ん
だ
の
で
す
か
。

宇
山

　
今
で
15
年
く
ら
い
に
な
り
ま
す
。
う
ち
わ
作
り
が
好

き
だ
っ
た
の
と
、
伝
統
を
残
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
続
け

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
父
は
平
成
29
年
に
87
歳
で
亡
く
な

り
ま
し
た
が
、
う
ち
わ
職
人
と
し
て
70
年
、
う
や
ま
工
房
を

立
ち
上
げ
て
か
ら
は
27
年
、
生
涯
現
役
を
貫
き
ま
し
た
。
父

と
し
て
師
匠
と
し
て
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い

ま
し
た
。

父
、
宇
山
正
男
の
教
え

日
野

　
お
父
さ
ま
か
ら
の
教
え
で
特
に
覚
え
て
い
る
も
の
は

あ
り
ま
す
か
。

宇
山

　
そ
う
で
す
ね
。
父
は
昔
な
が
ら
の
職
人
気
質
で
、
無

愛
想
で
無
口
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
時

代
の
変
化
を
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
る
人
で
も
あ
り
ま
し

た
。「
こ
れ
か
ら
の
職
人
は
、
営
業
も
自
分
で
し
て
い
か
な

い
と
い
け
な
い
。
自
分
で
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
か
な
い
と
」っ

て
言
っ
て
い
ま
し
た
。

日
野

　
な
る
ほ
ど
。確
か
に
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
そ
う
で
す
ね
。

宇
山

　
は
い
。
ほ
か
に
も
、「
何
に
し
て
も
数
こ
な
し
」
と

も
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

日
野

　
何
事
も
、
上
達
す
る
に
は
数
を
こ
な
す
こ
と
が
大
事

り
方
や
原
料
と
な
る
竹
の
種
類
が
違
い
ま
す
。
ま
ず
、
丸
亀

う
ち
わ
は
、
柄
の
部
分
に
男お

竹だ
け

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
男
竹

は
、
真ま

竹だ
け

や
破は

竹ち
く

、
孟も

う

宗そ
う

竹ち
く

な
ど
大
き
い
竹
で
す
。
こ
れ
ら

の
竹
を
切
っ
て
柄
に
す
る
の
で
、
丸
亀
う
ち
わ
の
持
ち
手
は

平
ら
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
京
都
は
、差
し
柄
と
い
っ
て
、

う
ち
わ
の
本
体
と
持
ち
手
が
別
々
で
差
し
込
む
よ
う
な
作
り

で
す
。

日
野

　
房
州
う
ち
わ
は
竹
の
骨

組
み
が
き
れ
い
に
扇
状
に
な
っ

て
い
て
き
れ
い
で
す
ね
。
編
み

糸
が
両
端
か
ら
少
し
垂
れ
て
い

る
の
も
洒
落
て
い
ま
す
ね
。

宇
山

　
そ
う
で
し
ょ
う
。
江
戸

で
多
く
使
わ
れ
て
い
た
の
も
房

州
う
ち
わ
で
す
。
た
だ
、
江
戸

で
作
ら
れ
て
い
た
と
き
に
は
、

こ
れ
よ
り
少
し
小
さ
め
の
四
角

い
形
を
し
て
い
て
、
江
戸
う
ち
わ
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

日
野

　
中
国
産
の
竹
を
使
っ
て
お
ら
れ
る
工
房
も
あ
る
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
中
国
産
と
国
産
の
女
竹
の
良
さ
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

宇
山

　
中
国
の
竹
は
硬
い
の
で
、
し
な
り
が
悪
い
の
で
す
。

水
で
煮
て
柔
ら
か
く
し
て
か
ら
使
う
の
で
最
初
は
い
い
の
で

す
が
、
年
数
が
た
っ
た
と
き
に
、
し
な
ら
ず
に
折
れ
て
し
ま

い
ま
す
。国
産
の
女
竹
は
、こ
の
よ
う
に（
竹
を
曲
げ
て
み
て
）

し
な
る
ん
で
す
。
こ
の
し
な
り
が
あ
る
か
ら
、
あ
お
い
だ
と

き
に
優
し
い
風
が
く
る
。
こ
れ
が
、
房
州
う
ち
わ
の
原
点
で

も
あ
る
ん
で
す
。
先
代
の
父
も
、
国
産
の
竹
に
こ
だ
わ
っ
て

い
ま
し
た
。

う
や
ま
工
房
の
歴
史

日
野

　
な
る
ほ
ど
。
優
し
い
風
を
出
す
に
は
国
産
の
女
竹
で

あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
ね
。
で
は
次
に
、
う
や
ま
工
房

の
歴
史
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。
宇
山
さ
ん
の
お
父
さ

ま
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
工
房
を
開
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。

宇
山

　
私
の
父
、
宇う

山や
ま

正ま
さ

男お

は
、
17
歳
の
と
き
か
ら
、
館
山

市
の
大
き
な
う
ち
わ
屋
さ
ん
に
丁
稚
奉
公
に
入
っ
て
い
た
ん

で
す
。
そ
し
て
60
歳
の
と
き
に
退
職
し
て
、
趣
味
の
よ
う
な

形
で
う
ち
わ
作
り
を
続
け
る
た
め
に
こ
の
工
房
を
立
ち
上
げ

ま
し
た
。
当
初
は
、
細
々
と
や
っ
て
い
て
、
地
域
の
お
祭
り

に
使
う
う
ち
わ
や
、
道
の
駅
に
置
く
大
き
な
う
ち
わ
を
作
っ

た
り
も
し
ま
し
た
。
父
が
忙
し
く
な
っ
た
の
は
、
平
成
15
年

に
房
州
う
ち
わ
が
経
済
産
業
大
臣
指
定
伝
統
的
工
芸
品
に

認
定
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
（
※
２
）。
実
は
、
伝

統
工
芸
と
は
い
っ
て
も
房
州
う
ち
わ
は
分
業
制
で
す
。
全

て
の
工
程
を
こ

な
せ
る
人
が
い

な
い
の
で
、
当

初
は
認
定
の
審

査
が
通
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ

こ
で
全
て
の
工

程
を
一
人
で
こ

な
せ
る
職
人
と

し
て
父
の
名
前

が
挙
が
り
、
父

の
う
ち
わ
が
認

め
ら
れ
て
認
定

が
下
り
た
と
い

う
経
緯
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
か

ら
忙
し
く
な
っ

て
、
一
人
で
は

手
が
回
ら
な
く

な
り
、
娘
の
私

が
手
伝
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

日
野

　
そ
の
と
き
宇
山
さ
ん
は
お
幾
つ
で
す
か
。
す
で
に
自

で
す
ね
。

宇
山

　
あ
と
、
最
近
つ
く
づ
く
思
い
出
す
父
の
言
葉
が
あ
り

ま
す
。「
何
十
年
や
っ
て
も
、
気
に
入
っ
た
の
は
何
本
も
な

い
」っ
て
言
っ
て
い
た
ん
で
す
。
自
分
が
経
験
を
積
む
ほ
ど

に
、
父
の
言
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
本
当
に
そ
う

な
ん
で
す
。
き
れ
い
に
竹
が
割
け
た
と
思
っ
て
も
、
編
み
と

か
他
の
工
程
で
少
し
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
出
て
き
た
り
し

て
…
…
。
も
ち
ろ
ん
、
商
品
と
し
て
の
水
準
は
ク
リ
ア
し
て

い
て
、
他
の
人
も
褒
め
て
く
れ
る
の
で
す
が
、
自
分
で
完
璧

と
い
え
る
一
本
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
す
ね
。

日
野

　
熟
練
の
職
人
な
ら
で
は
の
言
葉
で
す
ね
。
ど
ん
な
仕

事
で
も
、う
ま
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
の
先
が
あ
り
ま
す
ね
。

完
璧
を
追
求
し
、努
力
し
続
け
る
も
の
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伝
統
工
芸
を
次
世
代
に

日
野

　
現
在
の
宇
山
さ
ん
の
活
動
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。

宇
山

　
職
人
と
し
て
う
ち
わ
を
作
る
傍
ら
、
房
州
う
ち
わ
作

り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
、
小
中
学
生
の
体
験
学
習
な
ど
を

各
地
で
行
っ
て
い
ま
す
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
今
は
う
ち
わ
の

販
売
よ
り
も
そ
ち
ら
の
活
動
の
ほ
う
が
活
発
で
す
ね
。
千
葉

市
内
の
学
校
か
ら
依
頼
が
あ
る
と
、
材
料
を
持
っ
て
出
張
し

て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
と
て
も
好
評
で
、
皆
さ
ん
に
喜
ん
で

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
最
初
は
少
人
数
だ
っ
た
の
が
、
50
人

と
か
１
０
０
人
と
か
に
な
っ
て
、
私
一
人
で
は
対
応
で
き
な

く
な
っ
た
の
で
、
サ
ポ
ー
ト
の
ス
タ
ッ
フ
を
お
願
い
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

日
野

　
若
い
人
に
郷
土
の
産
業
を
知
っ
て
も
ら
う
の
は
良
い

こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
活
動
は
最
近
始
め
ら
れ
た
の
で

す
か
。

宇
山

　
い
え
、父
の
代
か
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
父
は
、

「
こ
の
地
で
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
、
伝
統
工
芸
で
あ
る

房
州
う
ち
わ
を
知
っ
て
ほ
し
い
」
と
考
え
て
お
り
、
私
は
そ

の
思
い
も
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

日
野

　
体
験
学
習
に
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、
将
来
弟
子

⓭ 

目
拾
い

編
ん
だ
骨
を
確
認
し
な
が
ら

交
互
に
仕
分
け
て
い
き
ま

す
。

細
く
割
い
た
竹
を
挟
み
込

み
、
う
ち
わ
が
開
い
た
状
態

で
固
定
し
ま
す
。

⓮ 

穂
刈
り

押
切
り
と
呼
ば
れ
る
器
具
を

使
っ
て
大
ま
か
に
裁
断
し
ま

す
。
後
の
工
程
で
最
終
的
な

形
に
整
え
る
の
で
、
作
業
に

不
要
な
部
分
だ
け
を
切
っ
て

お
き
ま
す
。

⓫ 

下
窓

揉
み
ほ
ぐ
し
な
が
ら
骨
を
均

等
に
開
い
て
い
き
ま
す
。

骨
の
広
が
り
が
で
き
た
ら
、

糸
を
弓
の
両
端
に
結
び
糸
に

張
り
を
持
た
せ
ま
す
。

⓰ 

貼
り（
は
り
）

う
ち
わ
の
骨
に
紙
や
布
を
貼

る
工
程
で
す
。刷
毛
を
使
っ
て

骨
全
体
に
糊
を
薄
く
塗
っ
て

紙
に
乗
せ
、竹
へ
ら
を
使
い
骨

の
間
隔
を
均
一に
整
え
て
い

き
ま
す
。残
り
の
半
面
を
空

気
が
入
ら
な
い
よ
う
に
ゆ
っ

く
り
と
乗
せ
接
着
し
ま
す
。

う
ち
わ
ど
う
し
が
重
な
ら
な

い
よ
う
に
間
隔
を
空
け
て
干

し
、乾
燥
し
た
室
内
で
糊
を

乾
か
し
ま
す
。

（※2）宇山さんの父である故宇山正男さんは、房州うちわの伝統工芸士。房
州うちわが経済産業大臣指定伝統的工芸品に認定されたのは正男さんの功
績があったからという

⓯ 

焼
き

骨
の
ゆ
が
み
を
直
す
た
め
の

工
程
で
す
。

焦
げ
な
い
よ
う
に
適
度
な
間

隔
を
と
り
な
が
ら
、
編
ん
だ

部
分
の
や
や
上
を
中
心
に
火

で
あ
ぶ
り
ま
す
。

炭
火
や
ガ
ス
コ
ン
ロ
を
使
い

ま
す
。

⓱ 

断
裁

糊
が
乾
燥
し
、
し
っ
か
り
と

紙
が
貼
り
付
い
た
ら
断
裁
機

を
使
っ
て
既
定
の
大
き
さ
に

一
枚
一
枚
裁
断
し
ま
す
。
う

ち
わ
の
形
に
添
っ
て
ハ
サ
ミ

や
押
切
り
で
切
っ
て
い
く
方

法
も
あ
り
ま
す
。

⓬ 

窓（
ま
ど
）作
り

う
ち
わ
の
骨
が
動
か
な
い
よ

う
に
糸
を
引
き
締
め
て
お
き

ま
す
。

弓
を
反
ら
せ
な
が
ら
骨
の
両

端
と
弓
を
糸
で
結
び
つ
け
ま

す
。

型
を
当
て
、
糸
が
作
る
曲
線

を
整
え
て
い
き
ま
す
。

❿ 

弓
削（
す
げ
）

弓
と
呼
ば
れ
る
部
材
を
作
り

取
り
付
け
る
工
程
で
す
。

真
竹
を
ナ
タ
で
細
く
割
っ
て

い
き
、
割
っ
た
竹
を
す
げ
台

の
上
で
削
り
形
を
整
え
て
い

き
ま
す
。

角
を
残
し
な
が
ら
中
心
部
は

太
く
両
端
に
向
か
っ
て
細
く

な
っ
て
い
く
よ
う
に
削
っ
て

い
き
ま
す
。

左
右
均
等
の
長
さ
に
な
る
よ

う
取
り
付
け
ま
す
。

❿ 弓削⓯ 焼き⓰ 貼り⓱ 断裁 ⓫ 下窓⓬ 窓作り
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す
る
の
で
す
か
。

宇
山

　
私
に
は
３
人
の
子
ど
も
が
い
る
の
で
す
が
、
26
歳
の

娘
が
高
校
生
の
こ
ろ
か
ら
、
体
験
学
習
の
手
伝
い
を
と
き
ど

き
や
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
今
は
東
京
で
美
容
師
を
や
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
忙
し
い
と
き
は
来
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い

ま
す
。
将
来
は
、
一
緒
に
工
房
を
や
っ
て
い
け
た
ら
い
い
な

と
考
え
て
い
ま
す
。

日
野

　
お
子
さ
ん
た
ち
は
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
母
さ
ん
が
働

い
て
い
る
姿
を
見
て
育
っ
て
い
る
の
で
、
興
味
を
持
っ
て
お

ら
れ
る
で
し
ょ
う
ね
。

宇
山

　
子
ど
も
は
親
の
背
中
を
見
て
育
ち
ま
す
か
ら
ね
。
息

子
が
美
容
師
に
な
っ
て
母
の
店
を
継
い
だ
話
を
先
ほ
ど
し
ま

し
た
が
、
彼
に
「
親
の
仕
事
を
継
が
な
く
ち
ゃ
と
思
っ
て
い

る
な
ら
、
気
に
し
な
く
て
い
い
よ
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る

ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
息
子
は
、「
そ
ん
な
こ
と
で
美
容
師

の
道
を
選
ん
だ
ん
じ
ゃ
な
い
。
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
そ
ば
で
見

て
い
て
、
お
母
さ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
楽
し
そ
う
に
働
い

て
い
る
の
を
見
て
決
め
た
ん
だ
。ど
う
せ
仕
事
に
就
く
な
ら
、

楽
し
く
働
き
た
い
」
と
答
え
ま
し
た
。

日
野

　
そ
れ
は
う
れ
し
い
で
す
ね
。
で
は
、
美
容
院
は
息
子

さ
ん
が
、
う
ち
わ
作
り
は
お
嬢
さ
ん
が
継
い
で
く
れ
る
の
で

す
ね
。

宇
山

　
ま
だ
娘
本
人
に
言
っ
た
こ
と
は
な
い
で
す
が
、
そ
う

な
っ
た
ら
い
い
で
す
ね
。
幸
い
、
技
術
を
身
に
付
け
ら
れ
る

環
境
が
家
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
生
か
し
て
く
れ
た
ら
い
い
と

思
い
ま
す
。
習
い
に
行
く
の
と
は
ま
た
違
い
ま
す
か
ら
ね
。

日
野

　
楽
し
く
働
く
背
中
を
見
せ
る
こ
と
。
そ
れ
が
後
継
者

を
育
て
る
大
事
な
秘
訣
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

宇
山

　
そ
う
で
す
ね
。
房
州
う
ち
わ
振
興
協
議
会
で
も
、
後

継
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
伝
統
工
芸
を
継
ぐ
と
な

る
と
、
や
は
り
思
い
入
れ
が
な
い
と
続
き
ま
せ
ん
。
思
い
入

れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
に
伝
わ
っ
て
い
く
の
で
。
こ
の
仕

事
を
好
き
に
な
っ
て
く
れ
る
若
い
人
が
、
も
っ
と
増
え
て
く

れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

入
り
に
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

宇
山

　
そ
う
で
す
ね
。将
来
の
た
め
の
種
ま
き
と
も
い
え
ま

す
。一
度
参
加
し
て
く
れ
た
子
ど
も
さ
ん
が
、「
良
か
っ
た
か

ら
、
お
母
さ
ん
も
一
緒
に
や
ろ
う
よ
」と
、
次
の
機
会
に
親

子
で
来
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。そ
ん
な
ふ
う
に
、少
し

ず
つ
広
が
っ
て
い
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
な
と
願
っ
て
い
ま
す
。

好
き
と
い
う
気
持
ち
と
根
気
強
さ

日
野

　
体
験
学
習
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
ス
タ
ッ
フ
さ
ん
も
、

う
ち
わ
作
り
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
る
の
で
す
か
。

宇
山

　
そ
う
で
す
ね
。
今
は
10
人
く
ら
い
い
る
の
で
す
が
、

一
通
り
は
体
験
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
竹
を
割
く
の
は
難

し
く
て
、
向
き
不
向
き
も
あ
る
の
で
、
な
か
な
か
す
ぐ
に
で

き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
作
り
方
や
コ
ツ
は
知
っ
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。

日
野

　
向
き
不
向
き
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
う
ち
わ
職

人
に
向
い
て
い
る
人
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
人
な
の
で

し
ょ
う
か
。

宇
山

　
や
っ
ぱ
り
粘
り
が
あ
る
人
で
す
ね
。
根
気
強
い
人
。

不
器
用
で
も
、
好
き
っ
て
い
う
気
持
ち
が
大
事
で
す
。
竹
に

触
る
の
が
好
き
で
コ
ツ
コ
ツ
や
る
人
と
い
う
の
は
、
最
初
は

下
手
で
も
数
を
こ
な
す
う
ち
に
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

日
野

　
私
た
ち
の
業
界
で
も
同
じ
で
す
よ
。
好
き
と
い
う
思

い
が
強
く
て
粘
り
強
い
人
は
、時
間
が
掛
か
っ
た
と
し
て
も
、

成
長
し
て
い
き
ま
す
ね
。

後
継
者
へ
の
思
い

日
野

　
う
ち
わ
作
り
の
職
人
は
、
何
年
く
ら
い
で
一
人
前
に

な
れ
る
ん
で
す
か
。

宇
山

　
３
６
５
日
、
毎
日
頑
張
れ
ば
、
３
、４
年
で
独
り
立

ち
で
き
る
と
思
い
ま
す
よ
。
私
も
ス
タ
ー
ト
は
遅
か
っ
た
の

で
す
が
、
何
と
か
や
っ
て
い
ま
す
。

日
野

　
お
父
さ
ま
の
姿
を
ず
っ
と
見
て
い
た
の
も
大
き
い
で

し
ょ
う
ね
。
ほ
か
の
ご
家
族
は
、
お
仕
事
を
手
伝
わ
れ
た
り

こ
れ
か
ら
の
房
州
う
ち
わ

日
野

　
現
在
、
房
州
う
ち
わ
を
買
わ
れ
て
い
る
の
は
ど
の
よ

う
な
人
た
ち
な
の
で
す
か
。

宇
山

　
特
別
な
人
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
一
般
の
方
た
ち

で
す
よ
。
房
州
う
ち
わ
は
、
使
っ
て
よ
し
飾
っ
て
よ
し
の
工

芸
品
で
す
か
ら
、
こ
だ
わ
り
の
逸
品
が
欲
し
い
と
い
う
人
た

ち
に
買
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

日
野

　
海
外
の
人
に
も
人
気
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

宇
山

　
は
い
。
外
国
の
方
は
、桜
と
か
、葛
飾
北
斎
の
浮
世
絵

と
か
、そ
う
い
っ
た
日
本
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
好
ま
れ
ま
す
ね
。

日
野

　
な
る
ほ
ど
。
で
は
い
ろ
い
ろ
な
柄
を
用
意
し
て
お
か

な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。

宇
山

　
そ
う
な
ん
で
す
。
結
局
お
客
さ
ま
は
柄
で
選
び
ま
す

か
ら
、
ず
っ
と
同
じ
も
の
を
作
っ
て
い
た
の
で
は
手
に
取
っ

て
も
ら
え
な
い
の
で
、
流
行
に
合
わ
せ
て
新
し
い
も
の
を
取

り
入
れ
て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
時
代
に
合
っ
た
も
の

じ
ゃ
な
い
と
、
若
い
人
は
買
っ
て
く
れ
な
い
し
、
ツ
イ
ー
ト

も
し
て
く
れ
な
い（
笑
）。

日
野

　
技
術
だ
け
で
な
く
、
感
性
を
磨
く
努
力
も
必
要
な
の

で
す
ね
。
宇
山
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
感
性
を
磨
い
て
い
る
の

で
す
か
。

宇
山

　
う
ち
わ
に
貼
る
の
は
、
今
は
紙
よ
り
も
布
が
主
流
で

す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
布
の
デ
ザ
イ
ン
の
ほ
う
が
時
代
の

変
化
が
反
映
さ
れ
や
す
い
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
い
つ
も
ど

ん
な
も
の
が
い
い
か
見
て
歩
き
、
研
究
し
て
い
ま
す
。
東
京

ま
で
出
て
和
紙
の
問
屋
さ
ん
と
か
、
布
な
ら
日
暮
里
の
繊
維

街
な
ん
か
を
軒
並
み
歩
き
ま
す
。
世
の
中
の
流
行
に
敏
感
で

な
い
と
い
け
な
い
か
ら
、
紙
や
布
を
買
う
と
き
も
１
回
で
ま

と
め
て
で
は
な
く
て
、
こ
ま
め
に
買
い
に
出
掛
け
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

新
た
な
試
み

日
野

　
な
る
ほ
ど
、
時
代
に
合
っ
た
も
の
を
作
る
の
は
、
大

切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
最
近
の
新
し
い
試
み
に
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。

宇
山

　
そ
う
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
着
物
を
染
め
る
と
き
に

使
う
伊
勢
型
紙
を
使
っ
た
う
ち
わ
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
父
の

代
の
と
き
、
着
物
の
染
め
を
や
っ
て
い
た
知
り
合
い
の
方
か

ら
、
型
紙
を
譲
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
着
物
業
界
も
衰
退

し
て
い
ま
す
し
、
も
う
や
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

伊
勢
型
紙
は
手
彫
り
で
す
か
ら
、す
ご
く
貴
重
な
も
の
で
す
。

そ
の
ま
ま
使
わ
な
い
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

う
ち
わ
に
貼
っ
て
み
て
は
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。

伝
統
工
芸
と
伝
統
工
芸
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
す
ね
。

日
野

　
そ
れ
は
面
白
い
で
す
ね
。
他
の
作
家
さ
ん
と
の
合
作

と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

宇
山

　
ほ
か
に
も
、
水
墨
画
を
や
っ
て
い
る
方
か
ら
、「
自

分
の
絵
を
貼
っ
て
ほ
し
い
」
と
、
依
頼
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

日
野

　
い
ろ
い
ろ
な
組
み
合
わ
せ
で
可
能
性
が
広
が
っ
て
い

き
ま
す
ね
。

宇
山

　
こ
の
仕
事
の
魅
力
は
、
黙
々
と
作
業
し
て
無
心
に
な

れ
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
と
、
も
う
一
つ
が
人
と
の
出
会
い

が
あ
る
こ
と
で
す
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
か
、
取
材
な
ど
で

訪
ね
て
く
れ
る
人
た
ち
と
会
話
を
す
る
と
、
発
想
が
い
ろ
い

ろ
浮
か
ん
で
く
る
ん
で
す
よ
。

日
野

　
人
と
の
出
会
い
が
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
生
み
出
す

の
で
す
ね
。

宇
山

　
そ
う
で
す
ね
。伝
統
工
芸
と
い
っ
て
も
、た
だ
決
ま
っ

た
昔
か
ら
の
決
ま
り
事
を
続
け
て
い
る
だ
け
で
は
進
歩
が
な

い
し
、
今
の
時
代
の
人
に
使
っ
て
も
ら
う
ん
だ
か
ら
、
今
に

合
わ
せ
て
い
か
な
き
ゃ
意
味
が
な
い
と
思
う
の
で
す
。

日
野

　
女
竹
の
よ
う
に
柔
軟
に
、
し
な
や
か
に
、
で
す
ね
。

伝
統
を
守
り
な
が
ら
、
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
姿
勢
を
見

習
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

※
房
州
う
ち
わ
振
興
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
一
部
引
用
い
た
し
ま
し
た
。

表
紙
に
は
個
性
豊
か
な
、
い

ろ
い
ろ
な
デ
ザ
イ
ン
が
施
さ

れ
ま
す
。

柄
が
長
いの
で
、
両
手
の
ひ
ら

で
挟
ん
で
く
る
く
る
と
回
し

な
が
ら
風
を
楽
し
め
ま
す
。

卵
の
よ
う
な
な
め
ら
か
な
曲

線
を
持
つ
う
ち
わ
で
す
。

約
30
セ
ン
チ
く
ら
い
の
大
き

さ
で
、
和
紙
や
し
ぼ
り
な
ど

を
表
紙
に
使
っ
て
い
ま
す
。

丸
型
う
ち
わ

柄
長
う
ち
わ

卵
型
う
ち
わ

大
型
う
ち
わ

房
州
う
ち
わ
の
基
本
形
は
、
丸
型・卵
型・柄
長・大
型
の
４
種
類
。

ど
れ
も
曲
線
を
生
か
し
た
優
美
な
形
で
あ
り
、
使
っ
て
よ
し
、
飾
っ

て
よ
し
の
工
芸
品
で
あ
る
。
貼
る
紙
や
布
は
多
種
多
様
で
、
1
枚

1
枚
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ
ザ
イ
ン
。

うやま工房には、色とりどりの房州うちわが並ぶ。デザイ
ンや趣向は多岐にわたり、伝統を守りながらも工夫をこら
す宇山さんのセンスが光る

⓲ 

ヘ
リ
付
け

水
に
浸
し
固
く
絞
っ
た
手
拭
い
を
台
の
中
心
部
に
配
置
し
ま
す
。

細
長
く
切
っ
た
帯
状
の
和
紙
を
台
の
上
に
置
き
ま
す
。
次
に
刷
毛

を
使
っ
て
和
紙
全
体
に
糊
を
塗
り
、
余
分
な
部
分
を
切
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
断
裁
し
た
切
り
口
を
覆
う
よ
う
に
、
弓
と
骨
の
接
続
部

分
ま
で
へ
り
を
貼
り
付
け
ま
す
。

⓳ 

下
塗
り

柄
尻
に
胡
粉
と
膠
の
混
合
物
を
塗
っ
て
い
く
工
程
で
す
。
ま
ず
、

温
め
て
溶
か
し
た
膠
に
貝
殻
か
ら
作
ら
れ
る
胡
粉
を
混
ぜ
て
い
き

ま
す
。
ヘ
ラ
を
使
っ
て
、盛
り
上
げ
る
よ
う
に
塗
っ
て
い
き
ま
す
。

形
が
崩
れ
な
い
よ
う
に
、柄
尻
を
上
に
向
け
た
ま
ま
乾
か
し
ま
す
。

⓴ 

上
塗
り

乾
燥
し
た
柄
尻
に
漆
を
塗
る
工
程
で
す
。
筆
に
漆
を
少
量
つ
け
、

柄
尻
を
軽
く
た
た
く
よ
う
に
塗
っ
て
い
き
ま
す
。

� 

仕
上
げ

仕
上
げ
は
一
本
ず
つ
プ
レ
ス
機
に
通
し
て
い
き
ま
す
。

骨
の
筋
が
が
く
っ
き
り
浮
き
出
る
よ
う
に
圧
力
を
調
整
し
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
房
州
う
ち
わ
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す
る
の
で
す
か
。

宇
山

　
私
に
は
３
人
の
子
ど
も
が
い
る
の
で
す
が
、
26
歳
の

娘
が
高
校
生
の
こ
ろ
か
ら
、
体
験
学
習
の
手
伝
い
を
と
き
ど

き
や
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
今
は
東
京
で
美
容
師
を
や
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
忙
し
い
と
き
は
来
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い

ま
す
。
将
来
は
、
一
緒
に
工
房
を
や
っ
て
い
け
た
ら
い
い
な

と
考
え
て
い
ま
す
。

日
野

　
お
子
さ
ん
た
ち
は
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
母
さ
ん
が
働

い
て
い
る
姿
を
見
て
育
っ
て
い
る
の
で
、
興
味
を
持
っ
て
お

ら
れ
る
で
し
ょ
う
ね
。

宇
山

　
子
ど
も
は
親
の
背
中
を
見
て
育
ち
ま
す
か
ら
ね
。
息

子
が
美
容
師
に
な
っ
て
母
の
店
を
継
い
だ
話
を
先
ほ
ど
し
ま

し
た
が
、
彼
に
「
親
の
仕
事
を
継
が
な
く
ち
ゃ
と
思
っ
て
い

る
な
ら
、
気
に
し
な
く
て
い
い
よ
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る

ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
息
子
は
、「
そ
ん
な
こ
と
で
美
容
師

の
道
を
選
ん
だ
ん
じ
ゃ
な
い
。
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
そ
ば
で
見

て
い
て
、
お
母
さ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
楽
し
そ
う
に
働
い

て
い
る
の
を
見
て
決
め
た
ん
だ
。ど
う
せ
仕
事
に
就
く
な
ら
、

楽
し
く
働
き
た
い
」
と
答
え
ま
し
た
。

日
野

　
そ
れ
は
う
れ
し
い
で
す
ね
。
で
は
、
美
容
院
は
息
子

さ
ん
が
、
う
ち
わ
作
り
は
お
嬢
さ
ん
が
継
い
で
く
れ
る
の
で

す
ね
。

宇
山

　
ま
だ
娘
本
人
に
言
っ
た
こ
と
は
な
い
で
す
が
、
そ
う

な
っ
た
ら
い
い
で
す
ね
。
幸
い
、
技
術
を
身
に
付
け
ら
れ
る

環
境
が
家
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
生
か
し
て
く
れ
た
ら
い
い
と

思
い
ま
す
。
習
い
に
行
く
の
と
は
ま
た
違
い
ま
す
か
ら
ね
。

日
野

　
楽
し
く
働
く
背
中
を
見
せ
る
こ
と
。
そ
れ
が
後
継
者

を
育
て
る
大
事
な
秘
訣
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

宇
山

　
そ
う
で
す
ね
。
房
州
う
ち
わ
振
興
協
議
会
で
も
、
後

継
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
伝
統
工
芸
を
継
ぐ
と
な

る
と
、
や
は
り
思
い
入
れ
が
な
い
と
続
き
ま
せ
ん
。
思
い
入

れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
に
伝
わ
っ
て
い
く
の
で
。
こ
の
仕

事
を
好
き
に
な
っ
て
く
れ
る
若
い
人
が
、
も
っ
と
増
え
て
く

れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

入
り
に
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

宇
山

　
そ
う
で
す
ね
。将
来
の
た
め
の
種
ま
き
と
も
い
え
ま

す
。一
度
参
加
し
て
く
れ
た
子
ど
も
さ
ん
が
、「
良
か
っ
た
か

ら
、
お
母
さ
ん
も
一
緒
に
や
ろ
う
よ
」と
、
次
の
機
会
に
親

子
で
来
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。そ
ん
な
ふ
う
に
、少
し

ず
つ
広
が
っ
て
い
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
な
と
願
っ
て
い
ま
す
。

好
き
と
い
う
気
持
ち
と
根
気
強
さ

日
野

　
体
験
学
習
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
ス
タ
ッ
フ
さ
ん
も
、

う
ち
わ
作
り
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
る
の
で
す
か
。

宇
山

　
そ
う
で
す
ね
。
今
は
10
人
く
ら
い
い
る
の
で
す
が
、

一
通
り
は
体
験
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
竹
を
割
く
の
は
難

し
く
て
、
向
き
不
向
き
も
あ
る
の
で
、
な
か
な
か
す
ぐ
に
で

き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
作
り
方
や
コ
ツ
は
知
っ
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。

日
野

　
向
き
不
向
き
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
う
ち
わ
職

人
に
向
い
て
い
る
人
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
人
な
の
で

し
ょ
う
か
。

宇
山

　
や
っ
ぱ
り
粘
り
が
あ
る
人
で
す
ね
。
根
気
強
い
人
。

不
器
用
で
も
、
好
き
っ
て
い
う
気
持
ち
が
大
事
で
す
。
竹
に

触
る
の
が
好
き
で
コ
ツ
コ
ツ
や
る
人
と
い
う
の
は
、
最
初
は

下
手
で
も
数
を
こ
な
す
う
ち
に
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

日
野

　
私
た
ち
の
業
界
で
も
同
じ
で
す
よ
。
好
き
と
い
う
思

い
が
強
く
て
粘
り
強
い
人
は
、時
間
が
掛
か
っ
た
と
し
て
も
、

成
長
し
て
い
き
ま
す
ね
。

後
継
者
へ
の
思
い

日
野

　
う
ち
わ
作
り
の
職
人
は
、
何
年
く
ら
い
で
一
人
前
に

な
れ
る
ん
で
す
か
。

宇
山

　
３
６
５
日
、
毎
日
頑
張
れ
ば
、
３
、４
年
で
独
り
立

ち
で
き
る
と
思
い
ま
す
よ
。
私
も
ス
タ
ー
ト
は
遅
か
っ
た
の

で
す
が
、
何
と
か
や
っ
て
い
ま
す
。

日
野

　
お
父
さ
ま
の
姿
を
ず
っ
と
見
て
い
た
の
も
大
き
い
で

し
ょ
う
ね
。
ほ
か
の
ご
家
族
は
、
お
仕
事
を
手
伝
わ
れ
た
り

こ
れ
か
ら
の
房
州
う
ち
わ

日
野

　
現
在
、
房
州
う
ち
わ
を
買
わ
れ
て
い
る
の
は
ど
の
よ

う
な
人
た
ち
な
の
で
す
か
。

宇
山

　
特
別
な
人
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
一
般
の
方
た
ち

で
す
よ
。
房
州
う
ち
わ
は
、
使
っ
て
よ
し
飾
っ
て
よ
し
の
工

芸
品
で
す
か
ら
、
こ
だ
わ
り
の
逸
品
が
欲
し
い
と
い
う
人
た

ち
に
買
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

日
野

　
海
外
の
人
に
も
人
気
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

宇
山

　
は
い
。
外
国
の
方
は
、桜
と
か
、葛
飾
北
斎
の
浮
世
絵

と
か
、そ
う
い
っ
た
日
本
的
な
デ
ザ
イ
ン
を
好
ま
れ
ま
す
ね
。

日
野

　
な
る
ほ
ど
。
で
は
い
ろ
い
ろ
な
柄
を
用
意
し
て
お
か

な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。

宇
山

　
そ
う
な
ん
で
す
。
結
局
お
客
さ
ま
は
柄
で
選
び
ま
す

か
ら
、
ず
っ
と
同
じ
も
の
を
作
っ
て
い
た
の
で
は
手
に
取
っ

て
も
ら
え
な
い
の
で
、
流
行
に
合
わ
せ
て
新
し
い
も
の
を
取

り
入
れ
て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
時
代
に
合
っ
た
も
の

じ
ゃ
な
い
と
、
若
い
人
は
買
っ
て
く
れ
な
い
し
、
ツ
イ
ー
ト

も
し
て
く
れ
な
い（
笑
）。

日
野

　
技
術
だ
け
で
な
く
、
感
性
を
磨
く
努
力
も
必
要
な
の

で
す
ね
。
宇
山
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
感
性
を
磨
い
て
い
る
の

で
す
か
。

宇
山

　
う
ち
わ
に
貼
る
の
は
、
今
は
紙
よ
り
も
布
が
主
流
で

す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
布
の
デ
ザ
イ
ン
の
ほ
う
が
時
代
の

変
化
が
反
映
さ
れ
や
す
い
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
い
つ
も
ど

ん
な
も
の
が
い
い
か
見
て
歩
き
、
研
究
し
て
い
ま
す
。
東
京

ま
で
出
て
和
紙
の
問
屋
さ
ん
と
か
、
布
な
ら
日
暮
里
の
繊
維

街
な
ん
か
を
軒
並
み
歩
き
ま
す
。
世
の
中
の
流
行
に
敏
感
で

な
い
と
い
け
な
い
か
ら
、
紙
や
布
を
買
う
と
き
も
１
回
で
ま

と
め
て
で
は
な
く
て
、
こ
ま
め
に
買
い
に
出
掛
け
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

新
た
な
試
み

日
野

　
な
る
ほ
ど
、
時
代
に
合
っ
た
も
の
を
作
る
の
は
、
大

切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
最
近
の
新
し
い
試
み
に
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。

宇
山

　
そ
う
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
着
物
を
染
め
る
と
き
に

使
う
伊
勢
型
紙
を
使
っ
た
う
ち
わ
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
父
の

代
の
と
き
、
着
物
の
染
め
を
や
っ
て
い
た
知
り
合
い
の
方
か

ら
、
型
紙
を
譲
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
着
物
業
界
も
衰
退

し
て
い
ま
す
し
、
も
う
や
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

伊
勢
型
紙
は
手
彫
り
で
す
か
ら
、す
ご
く
貴
重
な
も
の
で
す
。

そ
の
ま
ま
使
わ
な
い
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

う
ち
わ
に
貼
っ
て
み
て
は
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。

伝
統
工
芸
と
伝
統
工
芸
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
す
ね
。

日
野

　
そ
れ
は
面
白
い
で
す
ね
。
他
の
作
家
さ
ん
と
の
合
作

と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

宇
山

　
ほ
か
に
も
、
水
墨
画
を
や
っ
て
い
る
方
か
ら
、「
自

分
の
絵
を
貼
っ
て
ほ
し
い
」
と
、
依
頼
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

日
野

　
い
ろ
い
ろ
な
組
み
合
わ
せ
で
可
能
性
が
広
が
っ
て
い

き
ま
す
ね
。

宇
山

　
こ
の
仕
事
の
魅
力
は
、
黙
々
と
作
業
し
て
無
心
に
な

れ
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
と
、
も
う
一
つ
が
人
と
の
出
会
い

が
あ
る
こ
と
で
す
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
か
、
取
材
な
ど
で

訪
ね
て
く
れ
る
人
た
ち
と
会
話
を
す
る
と
、
発
想
が
い
ろ
い

ろ
浮
か
ん
で
く
る
ん
で
す
よ
。

日
野

　
人
と
の
出
会
い
が
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
生
み
出
す

の
で
す
ね
。

宇
山

　
そ
う
で
す
ね
。伝
統
工
芸
と
い
っ
て
も
、た
だ
決
ま
っ

た
昔
か
ら
の
決
ま
り
事
を
続
け
て
い
る
だ
け
で
は
進
歩
が
な

い
し
、
今
の
時
代
の
人
に
使
っ
て
も
ら
う
ん
だ
か
ら
、
今
に

合
わ
せ
て
い
か
な
き
ゃ
意
味
が
な
い
と
思
う
の
で
す
。

日
野

　
女
竹
の
よ
う
に
柔
軟
に
、
し
な
や
か
に
、
で
す
ね
。

伝
統
を
守
り
な
が
ら
、
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
姿
勢
を
見

習
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

※
房
州
う
ち
わ
振
興
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
一
部
引
用
い
た
し
ま
し
た
。

表
紙
に
は
個
性
豊
か
な
、
い

ろ
い
ろ
な
デ
ザ
イ
ン
が
施
さ

れ
ま
す
。

柄
が
長
いの
で
、
両
手
の
ひ
ら

で
挟
ん
で
く
る
く
る
と
回
し

な
が
ら
風
を
楽
し
め
ま
す
。

卵
の
よ
う
な
な
め
ら
か
な
曲

線
を
持
つ
う
ち
わ
で
す
。

約
30
セ
ン
チ
く
ら
い
の
大
き

さ
で
、
和
紙
や
し
ぼ
り
な
ど

を
表
紙
に
使
っ
て
い
ま
す
。

丸
型
う
ち
わ

柄
長
う
ち
わ

卵
型
う
ち
わ

大
型
う
ち
わ

房
州
う
ち
わ
の
基
本
形
は
、
丸
型・卵
型・柄
長・大
型
の
４
種
類
。

ど
れ
も
曲
線
を
生
か
し
た
優
美
な
形
で
あ
り
、
使
っ
て
よ
し
、
飾
っ

て
よ
し
の
工
芸
品
で
あ
る
。
貼
る
紙
や
布
は
多
種
多
様
で
、
1
枚

1
枚
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ
ザ
イ
ン
。

うやま工房には、色とりどりの房州うちわが並ぶ。デザイ
ンや趣向は多岐にわたり、伝統を守りながらも工夫をこら
す宇山さんのセンスが光る

⓲ 

ヘ
リ
付
け

水
に
浸
し
固
く
絞
っ
た
手
拭
い
を
台
の
中
心
部
に
配
置
し
ま
す
。

細
長
く
切
っ
た
帯
状
の
和
紙
を
台
の
上
に
置
き
ま
す
。
次
に
刷
毛

を
使
っ
て
和
紙
全
体
に
糊
を
塗
り
、
余
分
な
部
分
を
切
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
断
裁
し
た
切
り
口
を
覆
う
よ
う
に
、
弓
と
骨
の
接
続
部

分
ま
で
へ
り
を
貼
り
付
け
ま
す
。

⓳ 

下
塗
り

柄
尻
に
胡
粉
と
膠
の
混
合
物
を
塗
っ
て
い
く
工
程
で
す
。
ま
ず
、

温
め
て
溶
か
し
た
膠
に
貝
殻
か
ら
作
ら
れ
る
胡
粉
を
混
ぜ
て
い
き

ま
す
。
ヘ
ラ
を
使
っ
て
、盛
り
上
げ
る
よ
う
に
塗
っ
て
い
き
ま
す
。

形
が
崩
れ
な
い
よ
う
に
、柄
尻
を
上
に
向
け
た
ま
ま
乾
か
し
ま
す
。

⓴ 

上
塗
り

乾
燥
し
た
柄
尻
に
漆
を
塗
る
工
程
で
す
。
筆
に
漆
を
少
量
つ
け
、

柄
尻
を
軽
く
た
た
く
よ
う
に
塗
っ
て
い
き
ま
す
。

� 

仕
上
げ

仕
上
げ
は
一
本
ず
つ
プ
レ
ス
機
に
通
し
て
い
き
ま
す
。

骨
の
筋
が
が
く
っ
き
り
浮
き
出
る
よ
う
に
圧
力
を
調
整
し
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
房
州
う
ち
わ
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　「
葉
隠
」
の
作
者
、
山
本
常
朝
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な

人
物
だ
っ
た
の
か
。
殉じ

ゅ
ん

死し

も
で
き
な
い
ま
ま
隠い

ん

遁と
ん

し
た
、

心
優
し
い
「
た
お
や
め
ぶ
り
（
※
１
）」（
つ
ま
り
今
日
風
に

い
え
ば
草
食
系
）
の
武
士
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
「
武

士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
と
み
つ
け
た
り
」
と
過
激
な
こ
と
を

主
張
し
た
「
ま
す
ら
お
ぶ
り
（
※
２
）」（
つ
ま
り
肉
食
系
）

の
武
士
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
た
め
前
回
で
は
、
ま
ず
、「
葉

隠
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
こ
だ
わ
っ
て
考
え
て
み
た
の
で

あ
る
。

　
じ
つ
は
こ
れ
か
ら
み
て
い
く
よ
う
に
「
葉
隠
」
の
全
編

に
は
「
追
腹
」
を
切
る
、「
諫か

ん

言げ
ん

」
す
る
、「
死
に
狂
い
」
な

ど
と
い
っ
た
激
し
い
言
葉
が
出
て
く
る
。
葉
が
く
れ
的
な

奉
公
と
か
、
主
君
に
た
い
す
る
家
臣
の
忍
ぶ
恋
、
と
い
っ

た
よ
う
な
言
葉
遣
い
も
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
ま
す

ら
お
ぶ
り
の
振
舞
い
は
も
ち
ろ
ん
、
た
お
や
め
ぶ
り
の
色

気
も
そ
こ
は
か
と
な
く
に
じ
み
出
て
く
る
。
葉
が
く
れ
に

花
の
香
り
を
喜
ぶ
、
西さ

い

行ぎ
ょ
う

的
な
風
情
と
通
ず
る
も
の
が

濃
厚
に
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　
西
行
は
二
十
三
歳
で
出
家
し
て
い
た
。
か
れ
の
父
は
検け

非び

違い

使し

（
警
察
・
裁
判
担
当
）
の
職
に
あ
り
、
在ざ

い

俗ぞ
く

時
代

の
西
行
は
佐
藤
義
清
と
名
の
っ
た
。
出し

ゅ

家っ
け

遁と
ん

世せ
い

の
の
ち
は

円え
ん

位い

の
法
名
を
も
っ
た
が
、
和
歌
の
道
は
手
放
さ
な
か
っ

た
。
晩
年
、
奥
州
へ
旅
し
た
と
き
は
鎌
倉
で
源
頼
朝
と
対

面
し
、
話
を
交
わ
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
遊
行
の

旅
で
「
葉
が
く
れ
」
に
咲
く
花
に
、「
忍
び
し
人
」
の
面
影

を
探
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
山
本
常
朝

の
立
居
振
舞
に
も
蘇

よ
み
が
える

。

　
藩
主
の
死
後
、
殉
死
も
許
さ
れ
ず
出
家
遁
世
の
道
を
選

ん
だ
常
朝
の
生
き
方
に
重
な
る
。
西
行
に
も
常
朝
に
も
、

ま
す
ら
お
ぶ
り
と
た
お
や
め
ぶ
り
が
分
ち
難
く
融
け
合
っ

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の『
葉
隠
』の
本
文
を
読
み
す
す
め
て
い
く

う
ち
に
、
そ
ん
な
わ
れ
わ
れ
の
見
方
が
た
ち
ま
ち
吹
き
飛

ば
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
言
葉
が
顔
面
を
打
っ
て
く
る
。

　
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
一
文
、

　「
少
し
魂
の
入
り
た
る
者
は
、
利
欲
を
離
る
る
と
思
ひ

て
踏
み
込
み
て
奉
公
せ
ず
、
徒
然
草
、
撰
集
妙
な
ど
を
楽

し
み
候
。
兼
行
、西
行
な
ど
は
、腰
ぬ
け
、す
く
た
れ
者（
卑

怯
者
）
な
り
。
武
士
業
が
な
ら
ぬ
故
、
抜
け
風
を
こ
し
ら

へ
た
る
も
の
な
り
。
今
に
も
出

し
ゅ
っ

家け

極ご
く

老ろ
う

の
衆
は
学
び
て
も

然
る
べ
く
候
。
侍
た
る
者
は
名
利
の
眞
中
、
地
獄
の
真
中

に
駈
け
入
り
て
も
、
主
君
の
御
用
に
立
つ
べ
き
と
な
り
。」

（「
聞
書
」
第
二
、百
三
十
九
）（
岩
波
文
庫
）

　『
徒
然
草
』
の
著
者
、
吉
田
兼
好
の
こ
と
は
お
く
と
し

て
も
、
西
行
を
こ
の
よ
う
に
頭
ご
な
し
に
こ
き
お
ろ
し
て

い
る
と
こ
ろ
は
尋
常
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
山
本
常
朝
は

西
行
の
花
好
き
、
山
居
住
い
に
共
感
し
て
い
た
で
は
な
い

か
。
し
か
し
そ
れ
が
こ
こ
で
は
反
転
し
て
、「
侍
」
の
よ

山
折
哲
雄

葉
隠
武
士
（
二
）

時
空
を
超
え
て

　第
51
回

り
ど
こ
ろ
は
「
名
利
の
真
中
」、「
地
獄
の
真
中
」
に
あ
る

と
い
い
切
っ
て
、
葉
隠
武
士
道
的
な
世
界
は
「
出
家
」
や

「
浄
土
」の
対
極
に
あ
る
の
だ
と
、肩
を
い
か
ら
し
て
い
る
。

葉
隠
れ
的
な
「
た
お
や
め
ぶ
り
」
を
引
っ
こ
め
て
、
主
君

へ
の
奉
公
に
集
中
す
る
「
ま
す
ら
お
ぶ
り
」
を
突
出
さ
せ

て
い
る
。

　
け
れ
ど
も
彼
の
本
心
を
さ
ら
に
探
っ
て
い
く
と
、
か
な

ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な

ら
彼
の
目
に
は
、
仏
法
の
あ
る
局
面
が
葉
隠
武
士
道
の
信

念
と
も
重
な
る
よ
う
に
映
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
た
と
え
ば

本
文
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
四
誓
願
」
を
み
れ
ば
、

そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
分
か
る
。
そ
れ
は
『
葉
隠
』
の
根

本
的
立
場
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
常
朝
自
身
の
ゆ
る
ぎ
な

い
信
念
で
も
あ
っ
た
。

　
一
、
武
士
道
に
於
て
お
く
れ
取
り
申
す
ま
じ
き
事
。

　
一
、
主
君
の
御
用
に
立
つ
べ
き
事
。

　
一
、
親
に
孝
行
仕
る
べ
き
事
。

　
一
、
大
慈
悲
を
起
し
人
の
為
に
な
る
べ
き
事
。

　
そ
し
て
こ
の
四
誓
願
を
、
毎
朝
、
仏
と
神

4

4

4

に
念
ず
べ
し

と
教
え
て
い
る
。
つ
ま
り
忠
、
孝
の
勧
め
を
し
め
く
く
っ

て
、
最
後
に
人
に
た
い
す
る
「
大
慈
悲
」
の
価
値
を
強
調

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　『
葉
隠
』
に
は
湛た

ん

然ね
ん

和
尚
の
言
葉
と
い
う
の
が
、
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
に
出
て
く
る
。
か
れ
は
鍋
島
藩
の
菩
提
寺
で
あ

る
高
伝
寺
の
第
十
一
代
住
持
だ
っ
た
。
常
朝
は
和
尚
が
そ

の
高
伝
寺
を
退
い
た
こ
ろ
か
ら
帰
依
し
、
二
十
一
歳
の
と

き
そ
の
血
脈
を
う
け
て
い
る
。
右
の
四
誓
願
に
出
る
、「
大

慈
悲
」
は
こ
の
湛
然
の
教
え
に
よ
る
の
だ
と
い
う
。

　
和
尚
は
、
日
ご
ろ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
も
い
っ
て
い

た
。
─
出
家
は
仏
道
を
成
就
す
る
た
め
、
慈
悲
を
表
に

し
て
内
に
は
勇
気
を
貯
え
よ
、
そ
れ
に
た
い
し
て
武
士
の

方
は
武
士
道
を
表
に
立
た
し
め
る
た
め
、
内
心
に
は
「
腹

の
破
る
ゝ
程
大
慈
悲
」を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、と
い
っ

て
い
た
。
勇
気
と
慈
悲
を
背
中
合
せ
の
形
で
両
立
さ
せ
よ

う
と
い
う
わ
け
だ
っ
た
（
第
六
、十
八
）。
も
っ
と
も
仏
教

の
方
で
も
、
仏
道
に
励
む
こ
と
を
勇
猛
心
と
か
勇
猛
精
進

と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
勇
気
と
慈
悲
の
両
立
は
当
然
の
こ

と
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
の
上
で
、
常
朝
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

　「
朝
夕
の
拝
礼
、
行

ぎ
ょ
う

住じ
ゅ
う

坐ざ

臥が
（
※
３
）、「
殿
様
殿
様
」
と

唄
ふ
べ
し
。
仏
名
真
言
に
す
こ
し
も
違
は
ざ
る
な
り
。」

　（
第
六
、十
八
）

　
武
士
道
は
死
ぬ
こ
と
と
み
つ
け
て
、
行
住
坐
臥
、
主
君

に
奉
公
す
る
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。『
葉
隠
』
が

肝か
ん

胆た
ん

（
※
４
）
を
く
だ
い
て
い
る
の
が
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ

る
。
そ
の
根
っ
こ
を
支
え
て
い
る
の
が
献
身
の
心
情
で
あ

り
、
自
己
滅
却
の
姿
勢
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。

　
け
れ
ど
も
こ
の
主
君
へ
の
献
身
に
は
、
そ
の
美
名
と
は

う
ら
は
ら
に
、
主
君
へ
の
主
我
的
な
固
執
性
が
わ
だ
か

ま
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
常
朝
は
、
家

臣
の
側
の
心
の
う
ち
に
ひ
そ
む
主
我
的
な
遍
執
を
、
さ
ら

に
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
う
考
え
る
と
、『
葉
隠
』
の
冒
頭
に
お
か
れ
て
い
る

俳
句
の
憂
愁
の
思
い
と
い
う
か
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
響

き
が
こ
ち
ら
側
に
も
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。
そ
れ
が
西

行
の
歌
の
流
れ
に
ま
ぎ
れ
て
い
く
。そ
の
西
行
に
し
て
も
、

仏
法
と
は
死
ぬ
こ
と
と
み
つ
け
た
り
と
思
っ
て
い
た
に
ち

が
い
な
い
か
ら
だ
。

　「
ま
す
ら
お
ぶ
り
」
と
「
た
お
や
め
ぶ
り
」
か
ら
は
、
た

ん
に
肉
食
系
、
草
食
系
と
ひ
と
く
く
り
に
は
で
き
な
い
よ

う
な
、
何
と
も
微
妙
な
日
本
人
の
美
意
識
が
匂
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。
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出版社：KADOKAWA

※１　たおやめぶり：女性的で、優美・繊細な歌風。万葉集の「ますらおぶり」に対し、主として古今集以後の勅撰集に広くみられる詠みぶりをいう。
※２　ますらおぶり：男性的でおおらかな歌風。賀茂真淵（かものまぶち）らの歌人たちが和歌の理想と考え、万葉集の歌の中にこれが見いだされると説いたも

の。古今集以後の「たおやめぶり」に対していう。
※３　行住坐臥：歩き、止まり、座り、臥す、日常のふるまい。日常。平生（へいぜい）。
※４　肝胆：心の奥底。真実の心。
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　「
葉
隠
」
の
作
者
、
山
本
常
朝
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な

人
物
だ
っ
た
の
か
。
殉じ

ゅ
ん

死し

も
で
き
な
い
ま
ま
隠い

ん

遁と
ん

し
た
、

心
優
し
い
「
た
お
や
め
ぶ
り
（
※
１
）」（
つ
ま
り
今
日
風
に

い
え
ば
草
食
系
）
の
武
士
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
「
武

士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
と
み
つ
け
た
り
」
と
過
激
な
こ
と
を

主
張
し
た
「
ま
す
ら
お
ぶ
り
（
※
２
）」（
つ
ま
り
肉
食
系
）

の
武
士
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
た
め
前
回
で
は
、
ま
ず
、「
葉

隠
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
こ
だ
わ
っ
て
考
え
て
み
た
の
で

あ
る
。

　
じ
つ
は
こ
れ
か
ら
み
て
い
く
よ
う
に
「
葉
隠
」
の
全
編

に
は
「
追
腹
」
を
切
る
、「
諫か

ん

言げ
ん

」
す
る
、「
死
に
狂
い
」
な

ど
と
い
っ
た
激
し
い
言
葉
が
出
て
く
る
。
葉
が
く
れ
的
な

奉
公
と
か
、
主
君
に
た
い
す
る
家
臣
の
忍
ぶ
恋
、
と
い
っ

た
よ
う
な
言
葉
遣
い
も
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
ま
す

ら
お
ぶ
り
の
振
舞
い
は
も
ち
ろ
ん
、
た
お
や
め
ぶ
り
の
色

気
も
そ
こ
は
か
と
な
く
に
じ
み
出
て
く
る
。
葉
が
く
れ
に

花
の
香
り
を
喜
ぶ
、
西さ

い

行ぎ
ょ
う

的
な
風
情
と
通
ず
る
も
の
が

濃
厚
に
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　
西
行
は
二
十
三
歳
で
出
家
し
て
い
た
。
か
れ
の
父
は
検け

非び

違い

使し

（
警
察
・
裁
判
担
当
）
の
職
に
あ
り
、
在ざ

い

俗ぞ
く

時
代

の
西
行
は
佐
藤
義
清
と
名
の
っ
た
。
出し

ゅ

家っ
け

遁と
ん

世せ
い

の
の
ち
は

円え
ん

位い

の
法
名
を
も
っ
た
が
、
和
歌
の
道
は
手
放
さ
な
か
っ

た
。
晩
年
、
奥
州
へ
旅
し
た
と
き
は
鎌
倉
で
源
頼
朝
と
対

面
し
、
話
を
交
わ
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
遊
行
の

旅
で
「
葉
が
く
れ
」
に
咲
く
花
に
、「
忍
び
し
人
」
の
面
影

を
探
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
山
本
常
朝

の
立
居
振
舞
に
も
蘇

よ
み
が
える

。

　
藩
主
の
死
後
、
殉
死
も
許
さ
れ
ず
出
家
遁
世
の
道
を
選

ん
だ
常
朝
の
生
き
方
に
重
な
る
。
西
行
に
も
常
朝
に
も
、

ま
す
ら
お
ぶ
り
と
た
お
や
め
ぶ
り
が
分
ち
難
く
融
け
合
っ

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の『
葉
隠
』の
本
文
を
読
み
す
す
め
て
い
く

う
ち
に
、
そ
ん
な
わ
れ
わ
れ
の
見
方
が
た
ち
ま
ち
吹
き
飛

ば
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
言
葉
が
顔
面
を
打
っ
て
く
る
。

　
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
一
文
、

　「
少
し
魂
の
入
り
た
る
者
は
、
利
欲
を
離
る
る
と
思
ひ

て
踏
み
込
み
て
奉
公
せ
ず
、
徒
然
草
、
撰
集
妙
な
ど
を
楽

し
み
候
。
兼
行
、西
行
な
ど
は
、腰
ぬ
け
、す
く
た
れ
者（
卑

怯
者
）
な
り
。
武
士
業
が
な
ら
ぬ
故
、
抜
け
風
を
こ
し
ら

へ
た
る
も
の
な
り
。
今
に
も
出

し
ゅ
っ

家け

極ご
く

老ろ
う

の
衆
は
学
び
て
も

然
る
べ
く
候
。
侍
た
る
者
は
名
利
の
眞
中
、
地
獄
の
真
中

に
駈
け
入
り
て
も
、
主
君
の
御
用
に
立
つ
べ
き
と
な
り
。」

（「
聞
書
」
第
二
、百
三
十
九
）（
岩
波
文
庫
）

　『
徒
然
草
』
の
著
者
、
吉
田
兼
好
の
こ
と
は
お
く
と
し

て
も
、
西
行
を
こ
の
よ
う
に
頭
ご
な
し
に
こ
き
お
ろ
し
て

い
る
と
こ
ろ
は
尋
常
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
山
本
常
朝
は

西
行
の
花
好
き
、
山
居
住
い
に
共
感
し
て
い
た
で
は
な
い

か
。
し
か
し
そ
れ
が
こ
こ
で
は
反
転
し
て
、「
侍
」
の
よ

山
折
哲
雄

葉
隠
武
士
（
二
）

時
空
を
超
え
て

　第
51
回

り
ど
こ
ろ
は
「
名
利
の
真
中
」、「
地
獄
の
真
中
」
に
あ
る

と
い
い
切
っ
て
、
葉
隠
武
士
道
的
な
世
界
は
「
出
家
」
や

「
浄
土
」の
対
極
に
あ
る
の
だ
と
、肩
を
い
か
ら
し
て
い
る
。

葉
隠
れ
的
な
「
た
お
や
め
ぶ
り
」
を
引
っ
こ
め
て
、
主
君

へ
の
奉
公
に
集
中
す
る
「
ま
す
ら
お
ぶ
り
」
を
突
出
さ
せ

て
い
る
。

　
け
れ
ど
も
彼
の
本
心
を
さ
ら
に
探
っ
て
い
く
と
、
か
な

ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な

ら
彼
の
目
に
は
、
仏
法
の
あ
る
局
面
が
葉
隠
武
士
道
の
信

念
と
も
重
な
る
よ
う
に
映
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
た
と
え
ば

本
文
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
四
誓
願
」
を
み
れ
ば
、

そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
分
か
る
。
そ
れ
は
『
葉
隠
』
の
根

本
的
立
場
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
常
朝
自
身
の
ゆ
る
ぎ
な

い
信
念
で
も
あ
っ
た
。

　
一
、
武
士
道
に
於
て
お
く
れ
取
り
申
す
ま
じ
き
事
。

　
一
、
主
君
の
御
用
に
立
つ
べ
き
事
。

　
一
、
親
に
孝
行
仕
る
べ
き
事
。

　
一
、
大
慈
悲
を
起
し
人
の
為
に
な
る
べ
き
事
。

　
そ
し
て
こ
の
四
誓
願
を
、
毎
朝
、
仏
と
神

4

4

4

に
念
ず
べ
し

と
教
え
て
い
る
。
つ
ま
り
忠
、
孝
の
勧
め
を
し
め
く
く
っ

て
、
最
後
に
人
に
た
い
す
る
「
大
慈
悲
」
の
価
値
を
強
調

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　『
葉
隠
』
に
は
湛た

ん

然ね
ん

和
尚
の
言
葉
と
い
う
の
が
、
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
に
出
て
く
る
。
か
れ
は
鍋
島
藩
の
菩
提
寺
で
あ

る
高
伝
寺
の
第
十
一
代
住
持
だ
っ
た
。
常
朝
は
和
尚
が
そ

の
高
伝
寺
を
退
い
た
こ
ろ
か
ら
帰
依
し
、
二
十
一
歳
の
と

き
そ
の
血
脈
を
う
け
て
い
る
。
右
の
四
誓
願
に
出
る
、「
大

慈
悲
」
は
こ
の
湛
然
の
教
え
に
よ
る
の
だ
と
い
う
。

　
和
尚
は
、
日
ご
ろ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
も
い
っ
て
い

た
。
─
出
家
は
仏
道
を
成
就
す
る
た
め
、
慈
悲
を
表
に

し
て
内
に
は
勇
気
を
貯
え
よ
、
そ
れ
に
た
い
し
て
武
士
の

方
は
武
士
道
を
表
に
立
た
し
め
る
た
め
、
内
心
に
は
「
腹

の
破
る
ゝ
程
大
慈
悲
」を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、と
い
っ

て
い
た
。
勇
気
と
慈
悲
を
背
中
合
せ
の
形
で
両
立
さ
せ
よ

う
と
い
う
わ
け
だ
っ
た
（
第
六
、十
八
）。
も
っ
と
も
仏
教

の
方
で
も
、
仏
道
に
励
む
こ
と
を
勇
猛
心
と
か
勇
猛
精
進

と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
勇
気
と
慈
悲
の
両
立
は
当
然
の
こ

と
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
の
上
で
、
常
朝
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

　「
朝
夕
の
拝
礼
、
行

ぎ
ょ
う

住じ
ゅ
う

坐ざ

臥が
（
※
３
）、「
殿
様
殿
様
」
と

唄
ふ
べ
し
。
仏
名
真
言
に
す
こ
し
も
違
は
ざ
る
な
り
。」

　（
第
六
、十
八
）

　
武
士
道
は
死
ぬ
こ
と
と
み
つ
け
て
、
行
住
坐
臥
、
主
君

に
奉
公
す
る
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。『
葉
隠
』
が

肝か
ん

胆た
ん

（
※
４
）
を
く
だ
い
て
い
る
の
が
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ

る
。
そ
の
根
っ
こ
を
支
え
て
い
る
の
が
献
身
の
心
情
で
あ

り
、
自
己
滅
却
の
姿
勢
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。

　
け
れ
ど
も
こ
の
主
君
へ
の
献
身
に
は
、
そ
の
美
名
と
は

う
ら
は
ら
に
、
主
君
へ
の
主
我
的
な
固
執
性
が
わ
だ
か

ま
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
常
朝
は
、
家

臣
の
側
の
心
の
う
ち
に
ひ
そ
む
主
我
的
な
遍
執
を
、
さ
ら

に
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
う
考
え
る
と
、『
葉
隠
』
の
冒
頭
に
お
か
れ
て
い
る

俳
句
の
憂
愁
の
思
い
と
い
う
か
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
響

き
が
こ
ち
ら
側
に
も
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。
そ
れ
が
西

行
の
歌
の
流
れ
に
ま
ぎ
れ
て
い
く
。そ
の
西
行
に
し
て
も
、

仏
法
と
は
死
ぬ
こ
と
と
み
つ
け
た
り
と
思
っ
て
い
た
に
ち

が
い
な
い
か
ら
だ
。

　「
ま
す
ら
お
ぶ
り
」
と
「
た
お
や
め
ぶ
り
」
か
ら
は
、
た

ん
に
肉
食
系
、
草
食
系
と
ひ
と
く
く
り
に
は
で
き
な
い
よ

う
な
、
何
と
も
微
妙
な
日
本
人
の
美
意
識
が
匂
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。

宗教思想家。1931年生まれ。東北大学文学部卒業、同大学院
文学研究科博士課程単位取得退学。国立歴史民俗博物館教授、
京都造形芸術大学大学院長、国際日本文化研究センター所長な
どを歴任。専攻は宗教学・思想史。
著書に「日本のこころ、日本人のこころ」（日本放送出版協会） 

「『歌』の精神史」（中央公論新社）「無常の風に吹かれて」（小学
館）「親鸞をよむ」（岩波新書）「信ずる宗教、感ずる宗教」（中央
公論新社）　他多数

山折 哲雄・Tetsuo Yamaori

超少子高齢化がすすみ、新奇なモラルや価値観がひろがるデジタル社会。そんな文明
の十字路に、突如として得体の知れない新型コロナの禍が襲ってきた。私たちはどこへ
向かうのか。いま見直すべき「日本」とは何なのか。谷崎潤一郎、正岡子規、柳田國
男、西田幾多郎、鈴木大拙からハイデガー、レヴィ=ストロース、カズオ・イシグロ等まで、
先達の思想と足跡に解決の糸口をさぐる。
生き恥をさらすか、晩節を汚すか――日本を代表する宗教研究者が、みずからの心身
に向き合いつつ、「その時」へと向かう日々 のなかで綴る、円熟のエッセイ。

新書紹介
『生老病死』著者：山折哲雄
定価：1,540円（本体1,400円＋税）　発売日：2021年5月19日
出版社：KADOKAWA

※１　たおやめぶり：女性的で、優美・繊細な歌風。万葉集の「ますらおぶり」に対し、主として古今集以後の勅撰集に広くみられる詠みぶりをいう。
※２　ますらおぶり：男性的でおおらかな歌風。賀茂真淵（かものまぶち）らの歌人たちが和歌の理想と考え、万葉集の歌の中にこれが見いだされると説いたも

の。古今集以後の「たおやめぶり」に対していう。
※３　行住坐臥：歩き、止まり、座り、臥す、日常のふるまい。日常。平生（へいぜい）。
※４　肝胆：心の奥底。真実の心。
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11

普ふ

門も
ん

院い
ん 

船ふ
な

形か
た

山や
ま 

大だ
い

福ふ
く

寺じ

（
崖が

け

観か
ん

音の
ん

）

〈
作
品
１
〉

宮後　浩 画
散歩道

懐かしい風景 街を歩いていて、ふと、どこか懐かしい風景に出
会うことがあります。目まぐるしく移り変わっていく街
並みの中に残っている歴史ある風景を再発見する
コーナーです。今回は、千葉県の南房総エリアで
見つけた風景を、株式会社コラムデザインセンター
代表取締役 宮後浩氏に描いていただきました。

千
葉
県
館
山
市
船
形
に
あ
る
大
福
寺
は
、
京
都
の
智
積
院
を
総
本
山
と

す
る
真
言
宗
智
山
派
の
寺
院
で
す
。
船
底
の
形
を
し
た
船
形
山
の
中
腹
、

地
層
が
重
な
る
断
崖
に
張
り
付
く
よ
う
に
朱
塗
り
の
観
音
堂
が
建
て
ら
れ
、

「
崖
観
音
」の
名
前
で
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

観
音
堂
の
本
尊
は
十
一
面
観
世
音
菩
薩
で
、
養
老
元
年（
７
１
７
年
）、

高
僧
・
行
基
が
東
国
行
脚
の
折
に
、
地
元
漁
民
の
海
上
安
全
と
豊
漁
を
祈

願
し
て
、
船
形
山
の
岩
肌
に
彫
刻
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
石
の
厨
子

の
中
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
像
の
高
さ
は
１
３
１
セ
ン
チ
あ
り
、
舟
形
の
光

背
を
背
に
、
二
重
蓮
華
座
の
上
に
立
って
い
ま
す
。
摩
耗
が
激
し
く
表
情
は

わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
頭
上
に
刻
ま
れ
た
菩
薩
面
、
左
手
に
持
つ
水す

い
瓶び
ょ
う、
着

衣
の
ひ
だ
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
観
音
さ
ま
は
県
内
最

古
の
磨
崖
仏
と
い
わ
れ
、
昭
和
45
年（
１
９
７
０
年
）に
市
の
有
形
文
化
財
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。

大
福
寺
の
堂
宇
を
創
建
し
た
の
は
天
台
宗
第
三
代
座ざ

主す

を
務
め
た
慈
覚

大
師
と
伝
わ
り
、
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
、
焼
失
や
倒
壊
に

よ
る
再
建
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
の
観
音
堂
は
、
平
成
28
年

（
２
０
１
６
年
）７
月
に
完
成
し
た
も
の
で
、
約
１
年
半
か
け
て
行
わ
れ
た
大

改
修
に
よって
美
し
い
姿
を
取
り
戻
し
て
い
ま
す
。

山
門
か
ら
階
段
を
上
る
と
、
本
尊
の
大
日
如
来
を
始
め
と
す
る
曼ま

ん
荼だ

羅ら

諸し
ょ

尊そ
ん
を
安
置
し
て
い
る
本
堂
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
左
側
背
後
の
山
腹
に
浮

か
ぶ
観
音
堂
へは
、
本
堂
の
左
手
か
ら
参
道
が
続
い
て
い
ま
す
。
参
道
を
進

み
、
い
く
つ
も
の
岩
窟
が
掘
ら
れ
た
崖
沿
い
の
階
段
を
上
り
き
れ
ば
、
懸か
け
造づ
く

り
の
観
音
堂
に
到
着
で
す
。
堂
内
に
は
、
安あ
わ
の
く
に

房
国
札
三
十
四
観
音
霊
場
第

三
番
と
し
て
、
巡
礼
者
が
唱
え
る
ご
詠
歌「
ふ
な
か
た
へ　
参
り
て
見
れ
ば

が
け
作
り　
磯
う
つ
波
は　
千
代
の
か
ず
か
ず
」の
文
字
を
記
し
た
額
が

掛
け
ら
れ
、
南
房
総
の
植
物
を
中
心
と
す
る
鮮
や
か
な
天
井
絵
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
崖
に
せ
り
出
し
た
舞
台
に
立
つ
と
、
眼
下
に
船
形
の
漁

師
町
と
波
静
か
な
館
山
湾（
鏡
ケ
浦
）が
広
が
り
、
遠
く
に
は
伊
豆
大
島
を

望
む
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
曼
荼
羅（
密
教
に
よ
る
仏
様
の
世
界
や
悟
り
の
境
地
を
描
い
た
絵
）に
描
か
れ
た
仏
様
の
こ
と

千
葉
県

   
南
房
総
エ
リ
ア

※
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南房総エリアには紹介した風景の他にも、歩いて渡れる館山湾の無人島「沖ノ島」、山間に大小３７５枚の
棚田が広がる「大山千枚田」、のどかな里山の景色の中をレトロな車両が走る「いすみ鉄道」など、懐かしい
風景がたくさんあります。ゆっくりと巡ってみませんか。

この風景の

「舞台
裏」

PROFILE
宮後　浩・Hiroshi Miyago
1946年 大阪府生まれ。
デザイナー・芸術学博士。日本パーステック
協会理事長。
株式会社コラムデザインセンター代表取締役。
コラムデザインスクール学長。
瑞宝単光章叙勲受章者。手描き建築
パース制作の第一人者。2008年には
全国初の建築パースでの博士号を取得。

野の

島じ
ま

埼さ
き

灯と
う

台だ
い

〈
作
品
２
〉

房
総
半
島
最
南
端
の
野
島
崎（
南
房
総
市
白
浜
町
）に
立

つ
高
さ
29
メ
ー
ト
ル
の
八
角
形
の
灯
台
で
、
そ
の
白
い
美
し

い
姿
か
ら「
白
鳥
の
灯
台
」と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
慶
応
２
年

（
１
８
６
６
年
）に
徳
川
幕
府
が
４
カ
国
と
結
ん
だ
江
戸
条
約

に
よ
り
、
建
設
を
約
束
し
た
８
灯
台
の
う
ち
の
一
つ
で
す
。

明
治
新
政
府
に
引
き
継
が
れ
た
灯
台
建
設
は
、
フ
ラ
ン
ス

人
技
師
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
明
治
２
年（
１
８
６
９
年
）、

木
造
の
仮
灯
台
を
経
て
、
12
月
18
日
に
レ
ン
ガ
造
り
の
灯
台

が
点
灯
を
開
始
し
ま
し
た
。
観
音
埼
灯
台（
神
奈
川
県
横

須
賀
市
）に
次
い
で
、
国
内
２
番
目
に
古
い
洋
式
灯
台
で
す
。

し
か
し
、
大
正
12
年（
１
９
２
３
年
）に
関
東
大
震
災
で
倒

壊
し
た
た
め
、
翌
々
年
、
現
在
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
灯

台
へ
と
建
て
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

初
代
誕
生
か
ら
１
５
０
年
以
上
の
歴
史
を
刻
む
野
島
埼

灯
台
は
、
平
成
24
年（
２
０
１
２
年
）、
国
の
登
録
有
形
文
化

財
に
指
定
。
太
平
洋
か
ら
東
京
湾
に
入
る
船
舶
の
指
標
と
し

て
、
今
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
全
国

で
数
少
な
い
参
観
灯
台
で
も
あ
り
、
内
部
の
階
段
を
最
上
部

ま
で
上
る
と
、
約
31
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
先
ま
で
光
が
届
く
巨
大

な
灯
台
レ
ン
ズ（
高
さ
約
２
メ
ー
ト
ル
・
重
さ
約
３
ト
ン
）を
間

近
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
展
望
台
に
出
て
、
太
平
洋
の

水
平
線
を
ぐ
る
り
と
見
渡
せ
ば
、
地
球
の
丸
さ
を
実
感
で
き

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
併
設
の
資
料
展
示
室
で
は
、
灯
台
の
歴

史
や
働
き
な
ど
を
学
べる
他
、
記
念
撮
影
も
楽
し
め
ま
す
。

見
学
後
は
、
岬
の
公
園
に
整
備
さ
れ
た
遊
歩
道
を
、
潮

風
に
吹
か
れ
て
散
策
す
る
の
が
お
す
す
め
で
す
。
最
南
端
の

石
碑
近
く
に
は
、
灯
台
を
背
に
し
た
白
い「
ラ
バ
ー
ズ
・
ベ
ン

チ
」が
岩
の
上
に
ぽ
つ
ん
と
置
か
れ
、
多
く
の
カ
ッ
プ
ル
が
訪

れ
る
人
気
の
フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
と
な
って
い
ま
す
。

著書紹介
「景観スケッチのコツ」  学芸出版社 発行
「スケッチパース ツボとコツ」　
 秀和システム 発行

「パーステック」  学芸出版社 発行
「魅せる！  実践CADパース」 学芸出版社 発行
「アクティブパース」  学芸出版社 発行
「宮後浩の超簡単！ プレゼンテクニック ─“住まい”イメージを
見せる極意 大型本」  学芸出版社 発行 他多数



「
お
く
り
び
と
」

方
広
寺
派
管
長

　
　
　
　
安
　
永
　
祖
　
堂

1956年 愛媛県新居浜市に生まれる。
1971年 愛媛県立新居浜東高等学校入学。妙心寺派清浄寺住
職安永頴宗に就いて得度。1974年 花園大学入学。
1978年 同卒業後、天龍寺専門道場に入門、撥雲軒平田精耕
老師の下で修禅。1993年 天龍寺国際禅堂師家職及び天龍寺
派松雲寺住職拝命。2001年 花園大学文学部仏教学科教授就任。
2018年4月1日 方広寺派管長に就任。
[主な著書] 『現代語訳碧巌録』（四季社・2001年）
 『禅ぜんZEN』（禅文化研究所・2004年）
 『笑う禅僧』（講談社現代新書・2010年）
 『坦翁禅話』（禅文化研究所・2019年）他多数。

安永祖堂・Yasunaga  Sodou

問
答
無
用
の
禅
問
答
　
そ
の
十
二

　
私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
だ
が
、
三
月
一
日
に
母
が
亡
く
な
っ
た
。

九
十
六
才
の
天
寿
を
全
う
し
、
老
衰
で
そ
れ
ほ
ど
苦
し
む
こ
と
も
な

く
旅
立
っ
た
。
葬
儀
を
済
ま
せ
て
喪
失
感
こ
そ
あ
れ
、
愛
猫
が
死
ん

だ
時
の
方
が
悲
し
か
っ
た
と
言
え
ば
お
叱
り
を
受
け
る
だ
ろ
う
か
。

　
自
分
自
身
が
寺
院
住
職
な
の
で
、
葬
儀
の
場
に
立
ち
会
う
こ
と
に

は
慣
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
今
回
は
遺
族
と
し
て
葬
儀
に
参
列
し
た

か
ら
話
は
少
々
変
わ
っ
て
く
る
。一
般
に
死
去
の
一
報
を
受
け
る
と
、

僧
侶
は
枕

ま
く
ら

経ぎ
ょ
うと

い
う
勤
め
に
出
向
く
。
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
亡
く

な
っ
て
布
団
に
横
た
わ
っ
て
い
る
ご
遺
体
の
枕
元
で
読
経
す
る
の
で

あ
る
。

　
因
み
に
現
在
で
は
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
お
勤
め
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
来
は
余
命
残
り
少
な
く
、
い
よ
い
よ
死
に
瀕
し
て
い
る

と
い
う
状
態
に
な
っ
た
ら
枕
元
で
読
経
を
し
、
来
世
の
安
穏
を
知
ら

し
め
た
ら
し
い
。

　
そ
の
次
に
我
々
が
参
上
す
る
の
は
通つ

夜や

で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
地

方
に
よ
り
違
い
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
遺
体
は
す
で
に
布
団
か

ら
棺
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
遺
体
を
棺
桶
に
納
め
る
段
階
、
納の

う

棺か
ん

と
い
う
時
点
で
は

僧
侶
の
出
番
は
な
い
。
こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
納
棺
師
と
呼
ば
れ
る

方
々
で
あ
る
。

　
い
ま
ど
き
「
お
く
り
び
と
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
資
産
が
一
億
、
二

億
円
と
い
う
「
億
り
人
」
ら
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
納
棺
師
と
い
う

職
業
を
テ
ー
マ
に
し
た
映
画
の
タ
イ
ト
ル
が「
お
く
り
び
と
」で
あ
っ

た
。
二
〇
〇
八
年
に
公
開
さ
れ
た
本
木
雅
弘
氏
主
演
の
作
品
で
、
公

開
当
時
は
大
い
に
反
響
を
呼
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
私
も

映
画
館
に
足
を
運
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。

　
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
、
遺
族
と
し
て
初
め
て
実
際
に
納
棺
師
の

お
仕
事
を
拝
見
し
た
次
第
で
あ
る
。
母
の
納
棺
の
際
に
は
男
女
二
名

の
納
棺
師
が
来
て
下
さ
っ
た
。
も
っ
ぱ
ら
女
性
の
方
が
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
取
っ
て
、
作
業
の
説
明
を
し
な
が
ら
手
順
を
進
め
て
い
っ

た
。
実
は
女
性
の
納
棺
師
と
い
う
の
は
結
構
多
い
よ
う
だ
。
や
は
り

遺
体
に
触
れ
る
な
ら
ば
同
性
の
人
に
と
い
う
希
望
が
あ
る
と
も
聞
い

て
い
る
。

　
母
も
髪
を
整
え
、
口
紅
も
少
し
引
い
て
貰
っ
て
、
白
い
着
物
に
着

替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
死
出
の
旅
路
に
向
か
う
白
い
手
甲

脚
絆
を
身
に
つ
け
る
。
そ
し
て
皆
で
抱
え
上
げ
て
布
団
か
ら
棺
に
納

め
た
わ
け
で
あ
る
。
因
み
に
、
一
般
に
喪
に
服
す
際
の
色
は
黒
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
比
較
的
新
し
い
慣
習
で
あ
る
。

実
は
喪
服
は
黒
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
西
洋

文
化
の
影
響
を
受
け
た
明
治
以
降
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
東
ア
ジ
ア

の
儒
教
文
化
圏
で
は
白
色
で
あ
っ
た
。

　
十
六
才
で
僧
籍
に
入
っ
た
私
が
、
夏
休
み
に
師
で
あ
る
叔
父
の
寺

で
葬
式
の
手
伝
い
を
し
た
と
き
な
ど
、
ほ
ぼ
半
世
紀
前
の
四
国
の
農

村
で
は
時
代
劇
映
画
で
見
る
よ
う
な
野
辺
の
送
り
が
実
際
に
行
わ
れ

て
い
た
。
白
い
旗
を
先
頭
に
遺
族
が
行
列
を
組
ん
で
遺
体
を
運
ん
で

い
っ
た
憶
え
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
皆
が
や
は
り
白
い
着
物
を
身
に

つ
け
て
い
た
。

　
た
だ
し
、本
来
の
仏
教
は
今
を
生
き
る
人
の
た
め
の
教
え
で
あ
る
。

現
在
の
よ
う
に
葬
儀
と
い
う
宗
教
儀
礼
と
は
直
接
に
関
わ
り
の
な
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
お
釈
迦
様
は
死
者
の
葬
儀
に
関
わ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
さ
れ

る
。
時
代
を
経
て
、
仏
教
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
伝
え
ら
れ
て
、
漢

民
族
の
先
祖
崇
拝
の
文
化
や
儒
教
の
影
響
を
受
け
た
。
そ
の
過
程
で

僧
侶
が
死
者
を
送
る
葬
儀
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
「
引
導
を
渡
す
」
と
は
、
現
在
で
は
最
終
宣
告
を
告
げ

る
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
も
と
も
と
は
禅
宗
が
起
源
の
葬
儀
の
作
法
の
一
つ
で

あ
っ
た
。『
法ほ

っ
け華

経き
ょ
う』

に
あ
る
凡
夫
を
悟
り
の
世
界
に
導
く
と
い
う

意
味
の
「
引
導
」
が
転
じ
て
、
死
者
を
来
世
に
導
く
と
い
う
作
法
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　「
引
導
を
渡
す
」
と
い
え
ば
、
師
匠
か
ら
や
か
ま
し
く
教
え
ら
れ

た
こ
と
を
思
い
出
す
。
師
匠
が
言
っ
て
い
た
の
は
、
引
導
を
渡
す
の

は
す
で
に
亡
く
な
っ
た
人
で
は
な
い
。
い
く
ら
大
声
を
出
し
て
も
死

ん
だ
人
に
聞
こ
え
る
わ
け
が
な
い
。
渡
さ
れ
る
べ
き
は
、
ま
だ
生
き

て
い
る
参
列
者
の
皆
さ
ん
で
あ
る
。
あ
あ
、
確
か
に
亡
く
な
っ
た
の

だ
な
と
納
得
し
て
も
ら
え
る
こ
と
。
人
間
の
一
生
に
一
つ
の
句
読
点

を
打
つ
こ
と
。
そ
れ
が
本
当
の
引
導
で
あ
る
。
そ
れ
が
出
来
る
か
？

　

出
来
て
こ
そ
一
人
前
の
禅
坊
主
で
あ
る
と
。

　
今
回
、
自
身
の
母
親
の
葬
儀
に
際
し
て
、
改
め
て
枕
経
、
通
夜
、

葬
儀
、
納
骨
と
い
っ
た
伝
統
的
な
死
者
の
送
り
方
が
、
親
し
い
者
の

死
を
遺
族
が
段
階
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
よ
う
に
巧
み
に
設
け
ら
れ

た
プ
ロ
セ
ス
に
な
っ
て
い
る
の
だ
な
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
間
違
い

な
く
、
葬
儀
と
は
死
者
の
た
め
で
は
な
く
、
残
さ
れ
た
者
の
た
め
に

あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
昔
の
人
た
ち
が
作
り
上
げ
て
、
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
伝
え
ら
れ

て
き
た
伝
統
的
な
葬
儀
や
法
要
の
ス
タ
イ
ル
は
、
死
を
受
け
容
れ
、

死
者
と
と
も
に
生
き
て
い
く
、
残
さ
れ
た
者
の
心
が
癒
や
さ
れ
る
よ

う
に
上
手
く
工
夫
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
現
代
で
い
う
グ
リ
ー
フ
ケ

ア
（「
グ
リ
ー
フ
」
と
は
、
苦
悩
、
深
い
悲
し
み
。
大
切
な
人
や
ペ
ッ

ト
な
ど
を
失
う
こ
と
に
よ
る
喪
失
感
を
癒
や
す
サ
ポ
ー
ト
）
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
今
や
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
葬
儀
が
ま
す
ま
す
簡
略
化
さ
れ
て
い

る
。
身
内
だ
け
で
送
る
家
族
葬
や
、
火
葬
の
み
の
直
葬
な
ど
が
当
た

り
前
の
よ
う
な
風
潮
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
今
回
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

禍
に
よ
っ
て
さ
ら
に
加
速
化
さ
れ
た
。
以
前
の
よ
う
に
人
が
多
く
集

ま
っ
て
死
者
を
送
る
と
い
う
よ
う
な
葬
儀
は
も
う
見
ら
れ
な
く
な
る

だ
ろ
う
。
で
は
新
し
い
時
代
の
人
た
ち
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て

親
し
い
者
の
死
を
受
け
容
れ
、
亡
く
な
っ
た
人
の
魂
と
と
も
に
生
き

て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
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「
お
く
り
び
と
」

方
広
寺
派
管
長

　
　
　
　
安
　
永
　
祖
　
堂

1956年 愛媛県新居浜市に生まれる。
1971年 愛媛県立新居浜東高等学校入学。妙心寺派清浄寺住
職安永頴宗に就いて得度。1974年 花園大学入学。
1978年 同卒業後、天龍寺専門道場に入門、撥雲軒平田精耕
老師の下で修禅。1993年 天龍寺国際禅堂師家職及び天龍寺
派松雲寺住職拝命。2001年 花園大学文学部仏教学科教授就任。
2018年4月1日 方広寺派管長に就任。
[主な著書] 『現代語訳碧巌録』（四季社・2001年）
 『禅ぜんZEN』（禅文化研究所・2004年）
 『笑う禅僧』（講談社現代新書・2010年）
 『坦翁禅話』（禅文化研究所・2019年）他多数。

安永祖堂・Yasunaga  Sodou

問
答
無
用
の
禅
問
答
　
そ
の
十
二

　
私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
だ
が
、
三
月
一
日
に
母
が
亡
く
な
っ
た
。

九
十
六
才
の
天
寿
を
全
う
し
、
老
衰
で
そ
れ
ほ
ど
苦
し
む
こ
と
も
な

く
旅
立
っ
た
。
葬
儀
を
済
ま
せ
て
喪
失
感
こ
そ
あ
れ
、
愛
猫
が
死
ん

だ
時
の
方
が
悲
し
か
っ
た
と
言
え
ば
お
叱
り
を
受
け
る
だ
ろ
う
か
。

　
自
分
自
身
が
寺
院
住
職
な
の
で
、
葬
儀
の
場
に
立
ち
会
う
こ
と
に

は
慣
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
今
回
は
遺
族
と
し
て
葬
儀
に
参
列
し
た

か
ら
話
は
少
々
変
わ
っ
て
く
る
。一
般
に
死
去
の
一
報
を
受
け
る
と
、

僧
侶
は
枕

ま
く
ら

経ぎ
ょ
うと

い
う
勤
め
に
出
向
く
。
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
亡
く

な
っ
て
布
団
に
横
た
わ
っ
て
い
る
ご
遺
体
の
枕
元
で
読
経
す
る
の
で

あ
る
。

　
因
み
に
現
在
で
は
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
お
勤
め
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
来
は
余
命
残
り
少
な
く
、
い
よ
い
よ
死
に
瀕
し
て
い
る

と
い
う
状
態
に
な
っ
た
ら
枕
元
で
読
経
を
し
、
来
世
の
安
穏
を
知
ら

し
め
た
ら
し
い
。

　
そ
の
次
に
我
々
が
参
上
す
る
の
は
通つ

夜や

で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
地

方
に
よ
り
違
い
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
遺
体
は
す
で
に
布
団
か

ら
棺
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
遺
体
を
棺
桶
に
納
め
る
段
階
、
納の

う

棺か
ん

と
い
う
時
点
で
は

僧
侶
の
出
番
は
な
い
。
こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
納
棺
師
と
呼
ば
れ
る

方
々
で
あ
る
。

　
い
ま
ど
き
「
お
く
り
び
と
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
資
産
が
一
億
、
二

億
円
と
い
う
「
億
り
人
」
ら
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
納
棺
師
と
い
う

職
業
を
テ
ー
マ
に
し
た
映
画
の
タ
イ
ト
ル
が「
お
く
り
び
と
」で
あ
っ

た
。
二
〇
〇
八
年
に
公
開
さ
れ
た
本
木
雅
弘
氏
主
演
の
作
品
で
、
公

開
当
時
は
大
い
に
反
響
を
呼
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
私
も

映
画
館
に
足
を
運
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。

　
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
、
遺
族
と
し
て
初
め
て
実
際
に
納
棺
師
の

お
仕
事
を
拝
見
し
た
次
第
で
あ
る
。
母
の
納
棺
の
際
に
は
男
女
二
名

の
納
棺
師
が
来
て
下
さ
っ
た
。
も
っ
ぱ
ら
女
性
の
方
が
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
取
っ
て
、
作
業
の
説
明
を
し
な
が
ら
手
順
を
進
め
て
い
っ

た
。
実
は
女
性
の
納
棺
師
と
い
う
の
は
結
構
多
い
よ
う
だ
。
や
は
り

遺
体
に
触
れ
る
な
ら
ば
同
性
の
人
に
と
い
う
希
望
が
あ
る
と
も
聞
い

て
い
る
。

　
母
も
髪
を
整
え
、
口
紅
も
少
し
引
い
て
貰
っ
て
、
白
い
着
物
に
着

替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
死
出
の
旅
路
に
向
か
う
白
い
手
甲

脚
絆
を
身
に
つ
け
る
。
そ
し
て
皆
で
抱
え
上
げ
て
布
団
か
ら
棺
に
納

め
た
わ
け
で
あ
る
。
因
み
に
、
一
般
に
喪
に
服
す
際
の
色
は
黒
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
比
較
的
新
し
い
慣
習
で
あ
る
。

実
は
喪
服
は
黒
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
西
洋

文
化
の
影
響
を
受
け
た
明
治
以
降
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
東
ア
ジ
ア

の
儒
教
文
化
圏
で
は
白
色
で
あ
っ
た
。

　
十
六
才
で
僧
籍
に
入
っ
た
私
が
、
夏
休
み
に
師
で
あ
る
叔
父
の
寺

で
葬
式
の
手
伝
い
を
し
た
と
き
な
ど
、
ほ
ぼ
半
世
紀
前
の
四
国
の
農

村
で
は
時
代
劇
映
画
で
見
る
よ
う
な
野
辺
の
送
り
が
実
際
に
行
わ
れ

て
い
た
。
白
い
旗
を
先
頭
に
遺
族
が
行
列
を
組
ん
で
遺
体
を
運
ん
で

い
っ
た
憶
え
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
皆
が
や
は
り
白
い
着
物
を
身
に

つ
け
て
い
た
。

　
た
だ
し
、本
来
の
仏
教
は
今
を
生
き
る
人
の
た
め
の
教
え
で
あ
る
。

現
在
の
よ
う
に
葬
儀
と
い
う
宗
教
儀
礼
と
は
直
接
に
関
わ
り
の
な
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
お
釈
迦
様
は
死
者
の
葬
儀
に
関
わ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
さ
れ

る
。
時
代
を
経
て
、
仏
教
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
伝
え
ら
れ
て
、
漢

民
族
の
先
祖
崇
拝
の
文
化
や
儒
教
の
影
響
を
受
け
た
。
そ
の
過
程
で

僧
侶
が
死
者
を
送
る
葬
儀
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
「
引
導
を
渡
す
」
と
は
、
現
在
で
は
最
終
宣
告
を
告
げ

る
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
も
と
も
と
は
禅
宗
が
起
源
の
葬
儀
の
作
法
の
一
つ
で

あ
っ
た
。『
法ほ

っ
け華

経き
ょ
う』

に
あ
る
凡
夫
を
悟
り
の
世
界
に
導
く
と
い
う

意
味
の
「
引
導
」
が
転
じ
て
、
死
者
を
来
世
に
導
く
と
い
う
作
法
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　「
引
導
を
渡
す
」
と
い
え
ば
、
師
匠
か
ら
や
か
ま
し
く
教
え
ら
れ

た
こ
と
を
思
い
出
す
。
師
匠
が
言
っ
て
い
た
の
は
、
引
導
を
渡
す
の

は
す
で
に
亡
く
な
っ
た
人
で
は
な
い
。
い
く
ら
大
声
を
出
し
て
も
死

ん
だ
人
に
聞
こ
え
る
わ
け
が
な
い
。
渡
さ
れ
る
べ
き
は
、
ま
だ
生
き

て
い
る
参
列
者
の
皆
さ
ん
で
あ
る
。
あ
あ
、
確
か
に
亡
く
な
っ
た
の

だ
な
と
納
得
し
て
も
ら
え
る
こ
と
。
人
間
の
一
生
に
一
つ
の
句
読
点

を
打
つ
こ
と
。
そ
れ
が
本
当
の
引
導
で
あ
る
。
そ
れ
が
出
来
る
か
？

　

出
来
て
こ
そ
一
人
前
の
禅
坊
主
で
あ
る
と
。

　
今
回
、
自
身
の
母
親
の
葬
儀
に
際
し
て
、
改
め
て
枕
経
、
通
夜
、

葬
儀
、
納
骨
と
い
っ
た
伝
統
的
な
死
者
の
送
り
方
が
、
親
し
い
者
の

死
を
遺
族
が
段
階
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
よ
う
に
巧
み
に
設
け
ら
れ

た
プ
ロ
セ
ス
に
な
っ
て
い
る
の
だ
な
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
間
違
い

な
く
、
葬
儀
と
は
死
者
の
た
め
で
は
な
く
、
残
さ
れ
た
者
の
た
め
に

あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
昔
の
人
た
ち
が
作
り
上
げ
て
、
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
伝
え
ら
れ

て
き
た
伝
統
的
な
葬
儀
や
法
要
の
ス
タ
イ
ル
は
、
死
を
受
け
容
れ
、

死
者
と
と
も
に
生
き
て
い
く
、
残
さ
れ
た
者
の
心
が
癒
や
さ
れ
る
よ

う
に
上
手
く
工
夫
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
現
代
で
い
う
グ
リ
ー
フ
ケ

ア
（「
グ
リ
ー
フ
」
と
は
、
苦
悩
、
深
い
悲
し
み
。
大
切
な
人
や
ペ
ッ

ト
な
ど
を
失
う
こ
と
に
よ
る
喪
失
感
を
癒
や
す
サ
ポ
ー
ト
）
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
今
や
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
葬
儀
が
ま
す
ま
す
簡
略
化
さ
れ
て
い

る
。
身
内
だ
け
で
送
る
家
族
葬
や
、
火
葬
の
み
の
直
葬
な
ど
が
当
た

り
前
の
よ
う
な
風
潮
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
今
回
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

禍
に
よ
っ
て
さ
ら
に
加
速
化
さ
れ
た
。
以
前
の
よ
う
に
人
が
多
く
集

ま
っ
て
死
者
を
送
る
と
い
う
よ
う
な
葬
儀
は
も
う
見
ら
れ
な
く
な
る

だ
ろ
う
。
で
は
新
し
い
時
代
の
人
た
ち
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て

親
し
い
者
の
死
を
受
け
容
れ
、
亡
く
な
っ
た
人
の
魂
と
と
も
に
生
き

て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
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政
治
評
論
家

有
馬
晴
海

有
馬
晴
海
の

　
　
わ
か
り
や
す
い
永
田
町

第
二
十
九
回

有馬氏主宰「隗
かい

始
し

塾」のご案内
毎月党派に関係なく今話を聞いてみたい議員をゲストに、膝を交え話し合える貴重な体験の場です。菅前総理大臣、
小沢一郎氏、鈴木宗男氏ら大臣経験者はもとより将来有望な若手議員など政治家の方々に直接質問をし意見を聞
くことができます。政治に興味がある方もない方も、わかりやすい政治勉強会に参加してみませんか。 「隗より始めよ」
から命名されたこの塾は、月に一度開催しています。お問い合わせは下記まで。

 会 場   赤坂 陽光ホテル   塾 費  6,000円（飲食共）   お問い合わせ  有馬事務所      arimaharumi@clock.ocn.ne.jp

先
日
行
っ
た
食
事
処
の
レ
ジ
か
ら
聞
こ
え
る
支
払
方
法
が
、

○
○
ペ
イ
で
、
ス
イ
カ
で
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
、
と
。

ほ
と
ん
ど
が
電
子
マ
ネ
ー
で
の
手
軽
な
支
払
い
で
、
改
め
て

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
時
代
到
来
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。

〈
レ
ジ
待
ち
し
て
い
る
人
が
自
分
の
番
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で

財
布
か
ら
慌
て
て
小
銭
を
集
め
た
と
こ
ろ
一
円
足
り
ず
に
、

結
局
千
円
札
に
出
し
替
え
る
〉―
数
年
前
の
Ｃ
Ｍ
で
す
が
、

そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
現
金
で
の
支
払

い
が
な
く
な
る
と
、
重
い
小
銭
を
持
ち
歩
く
面
倒
が
な
く
な

り
、
タ
ク
シ
ー
強
盗
は
意
味
を
失
い
、
お
や
じ
狩
り
で
襲
わ

れ
る
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。
落
と
し
た
お
金
は
私
の
も
の
と

い
っ
て
も
証
明
で
き
な
い
と
い
う
Ｃ
Ｍ
に
は
、
改
め
て
納
得

し
ま
す
。
店
側
も
レ
ジ
打
ち
の
時
間
が
短
縮
で
き
、
レ
ジ
閉

め
の
作
業
が
ボ
タ
ン
一
つ
で
瞬
時
に
終
わ
り
、
平
均
40
分
と

い
わ
れ
て
い
る
人
件
費
の
削
減
に
つ
な
が
り
ま
す
。

韓
国
で
は
95
％
、
中
国
は
80
％
が
現
金
を
使
わ
な
い

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
大
国
で
す
。
日
本
は
、
冒
頭
で
、
食
事
処

で
の
支
払
い
に
触
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
普
及
率
は
30
％

程
度
。
特
に
地
方
で
は「
現
金
の
み
」支
払
い
の
貼
り
紙
も
見

受
け
ら
れ
、
慣
れ
た
現
金
に
こ
だ
わ
り
を
感
じ
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
韓
国
や
中
国
か
ら
の
観
光
客
が
現
金
を
所
持
し
な
い

習
慣
か
ら「
現
金
の
み
」店
で
は
買
い
物
を
せ
ず
、
電
子
マ

ネ
ー
で
の
支
払
い
可
能
な
お
店
に
行
っ
て
し
ま
う
の
で
、
現

金
主
義
の
お
店
が
や
む
な
く
電
子
マ
ネ
ー
決
済
を
導
入
し
た

と
聞
き
ま
す
。

韓
国
は
、
電
子
マ
ネ
ー
の
普
及
に
、
現
金
支
払
い
と
区
別

し
て
レ
シ
ー
ト
に
宝
く
じ
を
付
け
た
と
い
い
ま
す
。
中
国
で

は
、
一
番
大
き
な
紙
幣
が
１
０
０
元
札
で
日
本
円
で
約

２
０
０
０
円
で
す
か
ら
10
万
円
の
商
品
を
買
う
の
に
紙
幣
50

枚
を
持
参
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
紙
幣
も
ボ
ロ

ボ
ロ
で
、
疫
病
が
う
つ
る
と
い
う
こ
と
で
敬
遠
さ
れ
る
傾
向

に
あ
り
ニ
セ
札
も
多
い
理
由
か
ら
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
普

「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
時
代
の
到
来
」

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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PROFILE
有馬 晴海・Harumi Arima
1958年 長崎県佐世保市生まれ。
立教大学経済学部卒業。リクルート社勤務などを経て、国会議員秘書となる。
1996年より評論家として独立し、テレビ、新聞、雑誌等での政治評論を中心に講演活動を行う。政界に豊富
な人脈を持ち、長年にわたる永田町取材の経験に基づく優れた分析力と歯切れのよさには定評がある。ポスト
小泉レースで用いられた造語「麻垣康三」の発案者。 （政策立案能力のある国会議員と意見交換しながら政治
問題に取り組む一方で、政治の勉強会「隗始（かいし）塾」を主宰し、国民にわかりやすい政治を実践している）。

〈著 書〉  ・「有馬理論」（双葉社）・「日本一早い平成史(1989～2009)」（共著・ゴマブックス） 
 ・「永田町のＮｅｗパワーランキング １００」（薫風社）・「政治家の禊（みそぎ）」（近代文芸社）など

〈メディア出演〉  ・よみうりテレビ「かんさい情報ネットten.」 レギュラー、「ミヤネ屋」準レギュラー 
 ・関西テレビ「昼間っから激論バラエティ 胸いっぱいサミット!」 レギュラー 
 ・毎日放送「ちちんぷいぷい」その他、各局のほとんどの情報番組に出演。

及
す
る
や
否
や
約
２
年
間
で
一
気
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
が

進
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
日
本
と
違
い
手
数
料
が
安
い
と
い
う

こ
と
も
大
き
な
要
因
で
、
野
菜
を
並
べ
て
い
る
露
天
商
ま
で

も
が
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド※
を
持
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

日
本
も
、
電
子
マ
ネ
ー
業
界
で
の
市
場
争
い
で
ポ
イ
ン
ト

の
プ
レ
ゼ
ン
ト
合
戦
が
あ
り
、
同
じ
商
品
で
も
ネ
ッ
ト
購
入

だ
と
割
引
す
る
な
ど
で
普
及
が
加
速
し
て
い
ま
す
。
政
府
も

一
人
一
つ
に
カ
ー
ド
を
ま
と
め
さ
せ
る
こ
と
に
は
失
敗
し
ま

し
た
が
、
消
費
税
の
税
率
を
上
げ
た
際
や
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
取
得
し
た
場
合
な
ど
ポ
イ
ン
ト
を
付
け
る
こ
と
で

普
及
を
図
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
収
入
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
で
、
支
出
は
電
子
マ
ネ
ー
に
よ
り
個
人
の
生
涯
の
収

支
を
把
握
し
、
お
金
持
ち
は
老
後
は
自
力
で
や
っ
て
ほ
し
い
、

貯
蓄
や
収
入
の
な
い
も
の
は
国
が
援
助
を
す
る
た
め
の
も
の

と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
先
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、

そ
う
い
う
時
代
が
本
当
に
来
る
の
で
し
ょ
う
か
。
小
売
店
の

売
り
上
げ
も
全
額
を
把
握
し
て
脱
税
を
防
止
し
、
国
家
と
し

て
収
支
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
で
も
税
収
不
足

で
あ
れ
ば
、
消
費
税
を
上
げ
る
し
か
な
い
こ
と
を
国
民
に
お

願
い
す
る
つ
も
り
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
中
国
や
そ
の
他
の
国
も
根
底
は
売
り
上
げ
の
把

握
な
の
で
し
ょ
う
。
脱
税
防
止
や
税
の
公
平
性
で
い
い
こ
と

づ
く
め
に
見
え
ま
す
が
、
個
人
の
財
産
を
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た

り
、
買
い
物
で
そ
の
人
の
趣
味
嗜
好
が
監
視
さ
れ
ま
す
。
興

味
あ
る
物
を
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
、
同
類
の
商
品
広
告
が

送
ら
れ
て
き
ま
す
が
、
Ａ
Ｉ
を
使
っ
て
購
買
に
つ
な
げ
る
シ

ス
テ
ム
で
す
。
中
国
で
は
、
電
子
マ
ネ
ー
で
お
金
を
使
え
ば

使
う
ほ
ど
ポ
イ
ン
ト
が
増
え
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
に
応
じ
て
病

院
や
テ
ー
マ
パ
ー
ク
、
美
術
館
な
ど
の
入
場
が
優
先
さ
れ
る

と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
お
金
持
ち
優
遇
、
国
を
挙
げ
て
の

お
得
意
様
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

何
と
い
っ
て
も
、
シ
ス
テ
ム
の
不
具
合
は
致
命
傷
で
す
。

や
は
り
韓
中
で
も
停
電
や
電
波
不
通
で
中
断
が
起
こ
る
そ
う

で
す
。
日
本
で
も
時
々
起
こ
る
通
信
障
害
が
不
安
で
す
。
稀

と
は
い
え
、
こ
の
稀
の
た
め
に
、
予
備
の
現
金
を
持
ち
歩
く

の
で
は
意
味
を
な
し
ま
せ
ん
。
個
々
の
店
舗
で
の
シ
ス
テ
ム

障
害
や
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
知
識
不
足
で
滞
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。
シ
ス
テ
ム
障
害
以
外
に
も
っ
と
簡

素
に
、
種
類
を
選
ば
ず
、
手
数
料
を
安
く
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

今
や
、
神
社
の
お
賽
銭
も
電
子
マ
ネ
ー
で
す
。
世
界
中
の

コ
イ
ン
を
国
別
に
分
け
る
仕
分
け
作
業
が
大
変
と
い
い
ま
す
。

中
に
は
日
本
に
銀
行
の
支
店
の
な
い
国
の
も
の
も
あ
り
、
こ

れ
ら
は
換
金
が
不
可
能
で
す
。
賽
銭
箱
の
横
に
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
設
置
す
れ
ば
問
題
解
決
。
こ
れ
が
世
の
中
の
流
れ
で
、
こ

の
先
に
は
、
仮
想
通
貨
と
な
る
よ
う
な
予
感
も
し
ま
す
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
の
普
及
を
急
ぎ
な
が
ら
、
来
年
に
は
渋

沢
栄
一
氏
ら
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
新
紙
幣
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

ニ
セ
札
防
止
と
か
何
と
か
だ
そ
う
で
す
が
、
何
の
こ
っ
ち
ゃ
。

時
代
の
逆
行
に
説
明
が
ほ
し
い
も
の
で
す
。
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　11

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
首
都
ヘ
ル
シ
ン
キ
の
北
東
部
50

㎞
、
ロ
シ
ア
国
境
ま
で
１
２
０
㎞
に
位
置
す
る
ポ
ル

ヴ
ォ
ー
は
直
径
５
㎞
圏
内
に
住
宅
地
が
集
中
し
て
い
る
緑
に

囲
ま
れ
た
美
し
い
町
で
す
。

バ
ス
が
白
樺
の
木
々
の
間
を
抜
け
て
い
る
時
か
ら
中

学
生
時
代
に
歌
っ
た
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
の
課
題
曲

「
フ
ィ
ン
ラ
ン
デ
ィ
ア
」
が
頭
の
中
で
鳴
っ
て
い
た
気
が
し

ま
す
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
作
曲
家
ジ
ャ
ン
・
シ
ベ
リ
ウ
ス
の

交
響
詩
に
日
本
の
作
曲
・
作
詞
家
の
堀
内
敬
三
の
訳
詞
で
多

く
の
学
校
で
歌
わ
れ
て
い
る
曲
で
す
。
当
時
の
印
象
と
し
て

は
美
し
い
自
然
と
平
和
を
願
っ
て
い
る
と
は
感
じ
つ
つ
、
あ

ま
り
意
味
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
歌
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
Ｓ

ｕ
ｏ
ｍ
ｉ
ス
オ
ミ
と
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
で
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

の
こ
と
。
中
世
以
来
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ロ
シ
ア
の
争
う
場
所

だ
っ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
宗
教
的
に
も
東
方
の
正
教
会
と
西

側
か
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
翻
弄
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
シ

ベ
リ
ウ
ス
が
交
響
詩
を
作
曲
し
て
い
た
１
９
４
１
年
は
ソ
ビ

エ
ト
連
邦
の
侵
略
戦
争
に
よ
り
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
国
家
存

亡
の
危
機
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
す
で
に
作
曲
さ
れ
て

い
た
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
デ
ィ
ア
」
に
愛
国
歌
と
し
て
の
歌
詞
で

「
フ
ィ
ン
ラ
ン
デ
ィ
ア
賛
歌
」
が
完
成
し
、
歌
詞
に
は
ソ
連

か
ら
の
抑
圧
と
侵
略
に
屈
し
な
い
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
の
誇
り

と
勇
敢
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
馴
染
み
の
あ
る
堀
内
敬

三
訳
詞
の
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
デ
ィ
ア
」
は
美
し
い
森
と
湖
を
思

い
起
こ
す
、そ
し
て
平
和
を
願
う
優
し
い
曲
に
な
っ
て
い
て
、

ス
オ
ミ
と
い
う
響
き
は
当
時
の
私
に
は
と
て
も
不
思
議
で
気

に
な
る
言
葉
で
し
た
。
壮
大
で
美
し
い
旋
律
に
清
々
し
い
歌

詞
が
記
憶
に
残
る
歌
曲
で
、
最
近
で
も
合
唱
や
吹
奏
楽
で
課

題
曲
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

フ
ィ
ン
ラ
ン
デ
ィ
ア

雲
湧
く
静
寂
（
し
じ
ま
）
の
森
と

　
豊
か
に
輝
く
湖
（
み
ず
）

野
の
花

　
優
し
く
薫
る

　
ス
オ
ミ
よ

　
平
和
の
里

野
の
花

　
優
し
く
薫
る

　
ス
オ
ミ
よ

　
平
和
の
里

・
・
・
・
・
・
・
・（
略
）

ス
オ
ミ
よ

　
平
和
の
里

さ
て
、
ポ
ル
ヴ
ォ
ー
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
ヘ
ル
シ
ン
キ
駅

近
く
の
カ
ン
ピ
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
長
距
離
バ
ス

を
利
用
し
約
１
時
間
で
到
着
し
ま
す
。
ポ
ル
ヴ
ォ
ー
川
沿
い

の
町
に
は
パ
ス
テ
ル
カ
ラ
ー
の
木
造
の
家
々
が
連
な
っ
て
い

ま
す
。
低
層
の
庭
に
は
緑
が
整
え
ら
れ
て
い
て
、
快
適
に
過

ご
す
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
る
家
や
庭
の
セ
ン
ス
は
デ
ザ
イ

ン
を
誇
る
北
欧
な
ら
で
は
の
光
景
で
す
。
丘
の
上
に
建
つ
ポ

ル
ヴ
ォ
ー
大
聖
堂
は
15
世
紀
に
創
建
さ
れ
た
木
造
の
屋
根
を

持
つ
、
古
都
の
街
並
み
と
合
う
温
か
み
の
あ
る
こ
ぢ
ん
ま
り

し
た
教
会
で
す
。
何
度
か
の
火
災
に
も
そ
の
都
度
復
興
し
て

い
る
住
人
に
と
っ
て
重
要
な
場
所
で
あ
り
、
周
辺
の
石
畳
の

通
り
や
森
に
続
く
道
を
散
策
す
る
だ
け
で
心
が
穏
や
か
に
な

る
気
が
し
ま
す
。

ジ
ョ
ギ
ン
グ
や
犬
の
散
歩
に
森
に
出
か
け
る
ほ
ど
森
が

生
活
に
密
着
し
て
い
ま
す
。
犬
好
き
な
人
も
多
い
よ

う
で
外
出
は
犬
同
伴
で
、
飼
い
主
が
カ
フ
ェ
や
買
い
物
を
し

て
い
る
間
、
犬
だ
け
で
ベ
ン
チ
に
繋
が
れ
待
っ
て
い
る
の
も

珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
北
部
に
は
ラ

ピ
ッ
シ
ュ（
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ュ
・
ラ
ッ
プ
フ
ン
ド
）
と
い
う
ト

ナ
カ
イ
を
統
制
す
る
犬
が
い
ま
す
。
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
の
原
種

犬
を
絶
や
さ
ず
に
守
る
の
は
大
切
な
こ
と
で
楽
し
い
こ
と
だ

と
飼
い
主
さ
ん
が
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

ひ
と
時
の
滞
在
で
し
た
が
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
暮
ら
し

や
考
え
方
は
と
て
も
興
味
深
く
、
い
つ
か
オ
ー
ロ
ラ

の
下
で
ゆ
っ
く
り
し
た
時
間
を
過
ご
し
て
み
た
い
も
の
で

す
。

PROFILE
浅岡　恵
Megumi Asaoka

「
Ｓ
ｕ
ｏ
ｍ
ｉ�

平
和
の
里
を
歩
く
」

─
森
と
湖
の
国
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ポ
ル
ヴ
ォ
ー
か
ら
─

作者から一言 　世界幸福度ランキングが首位のフィンランドは教育費が無償で、個を尊重し、多様性を
評価し互いに認め合う環境があり、アートやデザインにおいても世界を牽引しています。

湖（湿地）越しのポルヴォー旧市街、丘の上の三角屋根がポルヴォー大聖堂

▲北部のサミ族と数百年トナカイの猟を
　してきた犬種のラピッシュ

▲自然と調和した美しい庭▲ポルヴォー大聖堂

大聖堂へ向かう旧市街の坂に建つ
パステルカラーの家々

ポルヴォー川でのカヤックは
アウトドア好きなフィンランドの人々に
とって夏の楽しみのひとつ、
夜の10時ごろまで明るい
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ス
オ
ミ
よ

　
平
和
の
里

野
の
花

　
優
し
く
薫
る

　
ス
オ
ミ
よ

　
平
和
の
里

・
・
・
・
・
・
・
・（
略
）

ス
オ
ミ
よ

　
平
和
の
里

さ
て
、
ポ
ル
ヴ
ォ
ー
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
ヘ
ル
シ
ン
キ
駅

近
く
の
カ
ン
ピ
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
長
距
離
バ
ス

を
利
用
し
約
１
時
間
で
到
着
し
ま
す
。
ポ
ル
ヴ
ォ
ー
川
沿
い

の
町
に
は
パ
ス
テ
ル
カ
ラ
ー
の
木
造
の
家
々
が
連
な
っ
て
い

ま
す
。
低
層
の
庭
に
は
緑
が
整
え
ら
れ
て
い
て
、
快
適
に
過

ご
す
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
る
家
や
庭
の
セ
ン
ス
は
デ
ザ
イ

ン
を
誇
る
北
欧
な
ら
で
は
の
光
景
で
す
。
丘
の
上
に
建
つ
ポ

ル
ヴ
ォ
ー
大
聖
堂
は
15
世
紀
に
創
建
さ
れ
た
木
造
の
屋
根
を

持
つ
、
古
都
の
街
並
み
と
合
う
温
か
み
の
あ
る
こ
ぢ
ん
ま
り

し
た
教
会
で
す
。
何
度
か
の
火
災
に
も
そ
の
都
度
復
興
し
て

い
る
住
人
に
と
っ
て
重
要
な
場
所
で
あ
り
、
周
辺
の
石
畳
の

通
り
や
森
に
続
く
道
を
散
策
す
る
だ
け
で
心
が
穏
や
か
に
な

る
気
が
し
ま
す
。

ジ
ョ
ギ
ン
グ
や
犬
の
散
歩
に
森
に
出
か
け
る
ほ
ど
森
が

生
活
に
密
着
し
て
い
ま
す
。
犬
好
き
な
人
も
多
い
よ

う
で
外
出
は
犬
同
伴
で
、
飼
い
主
が
カ
フ
ェ
や
買
い
物
を
し

て
い
る
間
、
犬
だ
け
で
ベ
ン
チ
に
繋
が
れ
待
っ
て
い
る
の
も

珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
北
部
に
は
ラ

ピ
ッ
シ
ュ（
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ュ
・
ラ
ッ
プ
フ
ン
ド
）
と
い
う
ト

ナ
カ
イ
を
統
制
す
る
犬
が
い
ま
す
。
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
の
原
種

犬
を
絶
や
さ
ず
に
守
る
の
は
大
切
な
こ
と
で
楽
し
い
こ
と
だ

と
飼
い
主
さ
ん
が
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

ひ
と
時
の
滞
在
で
し
た
が
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
暮
ら
し

や
考
え
方
は
と
て
も
興
味
深
く
、
い
つ
か
オ
ー
ロ
ラ

の
下
で
ゆ
っ
く
り
し
た
時
間
を
過
ご
し
て
み
た
い
も
の
で

す
。

PROFILE
浅岡　恵
Megumi Asaoka

「
Ｓ
ｕ
ｏ
ｍ
ｉ�

平
和
の
里
を
歩
く
」

─
森
と
湖
の
国
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ポ
ル
ヴ
ォ
ー
か
ら
─

作者から一言 　世界幸福度ランキングが首位のフィンランドは教育費が無償で、個を尊重し、多様性を
評価し互いに認め合う環境があり、アートやデザインにおいても世界を牽引しています。

湖（湿地）越しのポルヴォー旧市街、丘の上の三角屋根がポルヴォー大聖堂

▲北部のサミ族と数百年トナカイの猟を
　してきた犬種のラピッシュ

▲自然と調和した美しい庭▲ポルヴォー大聖堂

大聖堂へ向かう旧市街の坂に建つ
パステルカラーの家々

ポルヴォー川でのカヤックは
アウトドア好きなフィンランドの人々に
とって夏の楽しみのひとつ、
夜の10時ごろまで明るい
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〈取材／文〉大阪支店　日比野  智是

　
私
は
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
に
あ
る
水
郷
め
ぐ
り
を
訪
れ
ま

し
た
。

【
近
江
八
幡
の
水
郷
】

　
近
江
八
幡
の
水
郷
は
、
琵
琶
湖
八
景
の
一
つ
「
春
色
・
安

土
八
幡
の
水
郷
」
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
四
季
折
々
に
見

せ
る
美
し
さ
は
人
々
の
心
を
引
き
付
け
、
観
光
地
と
し
て
も

市
民
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
い
る
場
所

で
す
。

　
季
節
に
よ
っ
て
景
色
が
変
わ
る
の
も
魅
力
で
す
。
こ
の
辺

り
で
は
ヨ
シ
が
た
く
さ
ん
生
え
て
お
り
、
芽
吹
き
は
じ
め
る

春
、
青
々
と
４
ｍ
近
く
成
長
す
る
夏
、
葉
を
落
と
し
黄
金
色

に
変
化
す
る
秋
、
刈
り
取
り
風
景
が
見
ら
れ
る
冬
な
ど
、
ヨ

シ
原
だ
け
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
趣
を
楽
し
め
ま
す
。
ま
た
、
芽

吹
き
を
よ
く
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
３
月
上
旬
の
「
ヨ
シ
焼

き
」
は
、
早
春
の
風
物
詩
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

水
郷
は
水
鳥
た
ち
が
多
く
生
息
し
て
お
り
、
自
然
豊
か
な
環

境
で
も
あ
り
ま
す
。

　「
水
郷
め
ぐ
り
」
で
は
、
船
に
乗
っ
て
水
郷
を
め
ぐ
り
、

美
し
い
風
景
を
間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
織
田
信
長

や
豊
臣
秀
次
が
宮
中
の
遊
び
を
真
似
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
雅
な
船
遊
び
で
、
戦
国
の
世
の
疲
れ
を
癒
し

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
重
要
文
化
的
景
観
に
つ
い
て
】

　
平
成
17
年
に
文
化
財
保
護
法
の
改
正
が
あ
り
、
そ
の
な
か

で
文
化
的
景
観
は
「
地
域
に
お
け
る
人
々
の
生
活
又
は
生
業

及
び
当
該
地
域
の
風
土
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
景
観
地
で
我
が

国
民
の
生
活
又
は
生
業
の
理
解
の
た
め
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
文
化
的
景
観
の

う
ち
、
特
に
重
要
な
も
の
を
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
申
し

出
に
基
づ
き
、「
重
要
文
化
的
景
観
」
と
し
て
文
部
科
学
大

臣
が
選
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
18
年
１
月
26

日
、
こ
の
重
要
文
化
的
景
観
第
1
号
と
し
て
選
定
さ
れ
た
の

が
、
近
江
八
幡
市
の
水
郷
で
す
。

【
春
の
水
郷
め
ぐ
り
】

　
以
前
、
秋
に
水
郷
め
ぐ
り
を
体
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
が
、
天
候
に
恵
ま
れ
ず
黄
金
に
輝
く
ヨ
シ
を
見
る
こ
と
は

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
、
黄
金
の
ヨ
シ
の
リ
ベ
ン
ジ
に

は
な
り
ま
せ
ん
が
、
春
は
水
路
脇
の
桜
並
木
を
見
な
が
ら
手

こ
ぎ
舟
で
ゆ
っ
た
り
と
水
郷
を
巡
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ア
ク
セ
ス
で
す
が
、
大
阪
市
内
か
ら
近
江
八
幡
市
ま
で
は

約
１
０
０
㎞
、
車
で
１
時
間
半
程
度
で
す
。

　
水
郷
め
ぐ
り
舟
乗
り
場
は
名
神
高
速
道
路
竜
王
Ｉ
Ｃ
か
ら

約
20
分
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
水
郷
め

ぐ
り
と
併
せ
て
、

大
阪
支
店
の
設
計

施
工
で
２
０
２
１

年
に
竣
工
し
た
、

め
ん
た
い
パ
ー
ク

琵
琶
湖
を
訪
れ
ま

し
た
。
既
存
建
物

の
改
修
工
事
と

あ
っ
て
、
既
存
建

物
を
覆
う
よ
う
に

マ
ス
コ
ッ
ト
の
タ

ラ
ピ
ヨ
を
か
た

ど
っ
た
大
胆
な
デ

ザ
イ
ン
の
フ
ァ

サ
ー
ド
壁
に
圧

倒
さ
れ
ま
し
た
。

オ
ー
プ
ン
以
来
大

盛
況
と
い
う
こ
と
で
、
開
店
直
後
に
訪
れ
ま
し
た
が
、
す
で

に
た
く
さ
ん
の
来
場
者
で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
さ
て
、
水
郷
め
ぐ
り
で
す
が
、
現
在
営
業
し
て
い
る
会
社

は
４
社
で
す
。
そ
の
う
ち
手
こ
ぎ
舟
を
用
い
て
い
る
の
は
３

社
、
中
で
も
水
路
沿
い
の
桜
並
木
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
近
江
八
幡
和
船
観
光
協
同
組
合
の
舟
乗
り
場
だ
け
と
聞

き
、
そ
こ
を
訪
れ

ま
し
た
。
事
前
に

予
約
は
し
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、

開
店
間
も
な
く

だ
っ
た
こ
と
も
あ

り
30
分
程
待
ち
、

舟
に
乗
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
料

金
は
大
人
一
人

２
，２
０
０
円
で

す
。
乗
船
時
間
は

約
80
分
と
説
明
を

受
け
早
速
舟
に
乗

り
込
み
ま
し
た

（
ト
イ
レ
が
心
配
な
人
は
必

ず
事
前
に
済
ま
せ
て
お
く
こ

と
！

　
途
中
下
舟
は
で
き
ま

せ
ん
）。
年
に
何
人
か
舟
か

ら
落
ち
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
そ
う
で
、
そ
の
時
は
焦
ら

ず
に
水
の
中
で
立
っ
て
く
だ

さ
い
と
の
こ
と
。
水
が
濁
っ

て
い
る
の
で
見
え
ま
せ
ん
が

水
深
は
１
メ
ー
ト
ル
で
腰
の

高
さ
程
で
す
。
下
船
の
際
が

皆
さ
ん
一
番
油
断
し
て
い
て
落
ち
や
す
い
そ
う
で
す
。ま
た
、

携
帯
電
話
を
写
真
撮
影
の
際
に
よ
く
落
と
さ
れ
る
そ
う
で
、

落
と
し
て
し
ま
っ
た
ら
ほ
ぼ
見
つ
か
ら
な
い
そ
う
な
の
で
ご

注
意
を
！

　
ま
も
な
く
船
頭
さ
ん
の
威
勢
の
良
い
掛
け
声
と
と
も
に
、

ゆ
っ
く
り
と
舟
着
き
場
を
出
発
し
ま
し
た
。
船
頭
さ
ん
の
軽

妙
な
語
り
を
聞
き
な
が
ら
、
舟
は
水
面
を
滑
る
よ
う
に
ゆ
っ

く
り
と
進
ん
で
い
き
ま
す
。
当
日
は
良
く
晴
れ
風
も
な
く
大

変
穏
や
か
な
日
で
し
た
の
で
、船
頭
さ
ん
が
舟
を
漕
ぐ
音
や
、

時
折
ウ
グ
イ
ス
等

の
小
鳥
の
さ
え
ず

り
が
聞
こ
え
る
以

外
は
と
て
も
静
か

で
、
月
並
み
で
は

あ
り
ま
す
が
、
都

会
の
喧
騒
を
一
時

忘
れ
、
ゆ
っ
く
り

と
し
た
時
間
の
流

れ
を
感
じ
ら
れ
る

大
変
豊
か
で
夢
見

心
地
な
気
分
を
味

わ
う
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
桜
並
木

の
あ
る
水
路
に
差

し
掛
か
る
と
、
桜

の
ピ
ン
ク
色
と
菜

の
花
の
黄
色
が
鮮

や
か
に
立
ち
上
が

り
、
色
が
水
面
に

映
え
、
ま
る
で
色

の
回
廊
の
中
を
行

く
よ
う
な
幻
想
的

な
風
景
を
堪
能
す

る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
船
頭
さ
ん
の

お
話
で
印
象
に

残
っ
た
も
の
が
２

つ
あ
り
ま
す
。
１

つ
目
は
ヨ
シ
産
業

の
衰
退
に
よ
っ
て

ヨ
シ
農
家
が
減
少

し
て
い
る
問
題
で

す
。
ヨ
シ
は
葭よ

し

葺ぶ

き
屋
根
の
葺
き
材
に
用
い
ま
す
が
、
今
で
は
年
に
１
件
新
築

が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
だ
そ
う
で
す
。
農
家
が
減

り
ヨ
シ
の
手
入
れ
が
行
き
届
か
な
い
た
め
に
ヨ
シ
の
高
さ
が

ま
ば
ら
に
な
る
と
の
こ
と
。
手
入
れ
が
行
き
届
い
た
ヨ
シ
は

４
メ
ー
ト
ル
程
に
成
長
し
、
美
し
い
景
観
を
作
っ
て
い
た
と

の
こ
と
で
し
た
。
２
つ
目
は
船
頭
の
成
り
手
が
減
っ
て
い
る

問
題
で
す
。
今
回
訪
れ
た
近
江
八
幡
和
船
観
光
協
同
組
合
さ

ん
は
舟
を
40
艘
程
所
有
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
船
頭
さ

ん
は
船
の
数
よ
り
も
少
な
い
20
数
名
と
の
こ
と
、
皆
さ
ん
ご

高
齢
で
最
高
齢
の
方
は
80
代
と
聞
き
ま
し
た
（
こ
の
最
高
齢

の
船
頭
さ
ん
が
漕
ぐ
舟
が
１
番
早
い
そ
う
で
す
！

　
80
分
の

コ
ー
ス
を
60
分
程
で
漕
い
で
し
ま
う
そ
う
で
す
。
驚
き
で
す

ね
）。
ま
れ
に
船
頭
に
な
り
た
い
方
が
来
ら
れ
る
そ
う
で
す

が
、
お
客
様
を
乗
せ
て
の
舟
漕
ぎ
は
大
変
重
労
働
（
特
に
炎

天
下
）
で
、
長
続
き
せ
ず
辞
め
て
い
か
れ
る
こ
と
が
多
い
と

の
こ
と
で
し
た
。
そ
ん
な
中
で
も
立
派
に
船
頭
に
な
ら
れ
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
方
は
高
校
の
校
長
先
生

を
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
定
年
前
に
訪
れ
た
近
江
八
幡
の
水

郷
め
ぐ
り
に
感
動
し
、
退
職
後
に
半
年
間
の
訓
練
を
経
て

２
０
０
７
年
に
船
頭
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
俳
優
の
西
田
敏
行

さ
ん
が
ナ
レ
ー
タ
ー
の
「
人
生
の
楽
園
」
と
い
う
番
組
で
取

り
上
げ
ら
れ
、
今
で
は
大
変
人
気
の
船
頭
さ
ん
に
な
ら
れ
た

と
の
こ
と
。
私
が
訪
れ
た
日
も
そ
の
船
頭
さ
ん
が
現
れ
る
と

黄
色
い
声
援
が
飛
び
交
っ
て
い
ま
し
た
。

　
今
回
、
美
し
い
景
色
と
そ
れ
を
支
え
て
い
る
人
々
の
声
を

聞
く
こ
と
が
で
き
、
大
変
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
や
が
て
は
失
わ
れ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
日
本
の

風
景
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
の
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
時
間
、
風

景
の
１
シ
ー
ン
を
見
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
な
と
感
じ
ま

し
た
。
船
頭
さ
ん
に
な
ら
れ
た
校
長
先
生
の
よ
う
な
大
そ
れ

た
こ
と
は
私
に
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
少
し
で
も
多
く
そ
う

い
っ
た
風
景
を
見
る
こ
と
で
、
大
事
に
思
う
心
を
養
い
た
い

と
思
い
ま
し
た
。
秋
に
は
黄
金
の
ヨ
シ
を
見
に
訪
れ
た
い
と

思
い
ま
す
。

施設概要　※詳細はウェブサイトにてご確認ください（https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/1996/）

私が一度行ってみたかった所

春の近江八幡の水郷めぐり

⃝住　　所：〒523-0806 近江八幡市北之庄町880　⃝TEL：0748-32-2564
⃝出航時間：10：00～、15：00～（1日2回）繁忙期は臨時便あり。（貸切船もあり）
⃝料　　金：所要時間約80分のコース　大人2,200円　 小人1,100円（1名・税込み）
⃝公共交通機関：JR東海道本線 「近江八幡」 下車→バス長命寺行9分　「豊年橋和船のりば口」下車徒歩約2分

近江八幡和船
観光協同組合

大阪支店が設計施工しためんたいパーク琵琶湖

水郷めぐりの舟乗り場とチケット

舟から見た桜並木成長すると４m程になるというヨシ
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〈取材／文〉大阪支店　日比野  智是

　
私
は
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
に
あ
る
水
郷
め
ぐ
り
を
訪
れ
ま

し
た
。

【
近
江
八
幡
の
水
郷
】

　
近
江
八
幡
の
水
郷
は
、
琵
琶
湖
八
景
の
一
つ
「
春
色
・
安

土
八
幡
の
水
郷
」
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
四
季
折
々
に
見

せ
る
美
し
さ
は
人
々
の
心
を
引
き
付
け
、
観
光
地
と
し
て
も

市
民
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
い
る
場
所

で
す
。

　
季
節
に
よ
っ
て
景
色
が
変
わ
る
の
も
魅
力
で
す
。
こ
の
辺

り
で
は
ヨ
シ
が
た
く
さ
ん
生
え
て
お
り
、
芽
吹
き
は
じ
め
る

春
、
青
々
と
４
ｍ
近
く
成
長
す
る
夏
、
葉
を
落
と
し
黄
金
色

に
変
化
す
る
秋
、
刈
り
取
り
風
景
が
見
ら
れ
る
冬
な
ど
、
ヨ

シ
原
だ
け
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
趣
を
楽
し
め
ま
す
。
ま
た
、
芽

吹
き
を
よ
く
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
３
月
上
旬
の
「
ヨ
シ
焼

き
」
は
、
早
春
の
風
物
詩
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

水
郷
は
水
鳥
た
ち
が
多
く
生
息
し
て
お
り
、
自
然
豊
か
な
環

境
で
も
あ
り
ま
す
。

　「
水
郷
め
ぐ
り
」
で
は
、
船
に
乗
っ
て
水
郷
を
め
ぐ
り
、

美
し
い
風
景
を
間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
織
田
信
長

や
豊
臣
秀
次
が
宮
中
の
遊
び
を
真
似
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
雅
な
船
遊
び
で
、
戦
国
の
世
の
疲
れ
を
癒
し

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
重
要
文
化
的
景
観
に
つ
い
て
】

　
平
成
17
年
に
文
化
財
保
護
法
の
改
正
が
あ
り
、
そ
の
な
か

で
文
化
的
景
観
は
「
地
域
に
お
け
る
人
々
の
生
活
又
は
生
業

及
び
当
該
地
域
の
風
土
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
景
観
地
で
我
が

国
民
の
生
活
又
は
生
業
の
理
解
の
た
め
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
文
化
的
景
観
の

う
ち
、
特
に
重
要
な
も
の
を
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
申
し

出
に
基
づ
き
、「
重
要
文
化
的
景
観
」
と
し
て
文
部
科
学
大

臣
が
選
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
18
年
１
月
26

日
、
こ
の
重
要
文
化
的
景
観
第
1
号
と
し
て
選
定
さ
れ
た
の

が
、
近
江
八
幡
市
の
水
郷
で
す
。

【
春
の
水
郷
め
ぐ
り
】

　
以
前
、
秋
に
水
郷
め
ぐ
り
を
体
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
が
、
天
候
に
恵
ま
れ
ず
黄
金
に
輝
く
ヨ
シ
を
見
る
こ
と
は

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
、
黄
金
の
ヨ
シ
の
リ
ベ
ン
ジ
に

は
な
り
ま
せ
ん
が
、
春
は
水
路
脇
の
桜
並
木
を
見
な
が
ら
手

こ
ぎ
舟
で
ゆ
っ
た
り
と
水
郷
を
巡
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ア
ク
セ
ス
で
す
が
、
大
阪
市
内
か
ら
近
江
八
幡
市
ま
で
は

約
１
０
０
㎞
、
車
で
１
時
間
半
程
度
で
す
。

　
水
郷
め
ぐ
り
舟
乗
り
場
は
名
神
高
速
道
路
竜
王
Ｉ
Ｃ
か
ら

約
20
分
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
水
郷
め

ぐ
り
と
併
せ
て
、

大
阪
支
店
の
設
計

施
工
で
２
０
２
１

年
に
竣
工
し
た
、

め
ん
た
い
パ
ー
ク

琵
琶
湖
を
訪
れ
ま

し
た
。
既
存
建
物

の
改
修
工
事
と

あ
っ
て
、
既
存
建

物
を
覆
う
よ
う
に

マ
ス
コ
ッ
ト
の
タ

ラ
ピ
ヨ
を
か
た

ど
っ
た
大
胆
な
デ

ザ
イ
ン
の
フ
ァ

サ
ー
ド
壁
に
圧

倒
さ
れ
ま
し
た
。

オ
ー
プ
ン
以
来
大

盛
況
と
い
う
こ
と
で
、
開
店
直
後
に
訪
れ
ま
し
た
が
、
す
で

に
た
く
さ
ん
の
来
場
者
で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
さ
て
、
水
郷
め
ぐ
り
で
す
が
、
現
在
営
業
し
て
い
る
会
社

は
４
社
で
す
。
そ
の
う
ち
手
こ
ぎ
舟
を
用
い
て
い
る
の
は
３

社
、
中
で
も
水
路
沿
い
の
桜
並
木
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
近
江
八
幡
和
船
観
光
協
同
組
合
の
舟
乗
り
場
だ
け
と
聞

き
、
そ
こ
を
訪
れ

ま
し
た
。
事
前
に

予
約
は
し
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、

開
店
間
も
な
く

だ
っ
た
こ
と
も
あ

り
30
分
程
待
ち
、

舟
に
乗
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
料

金
は
大
人
一
人

２
，２
０
０
円
で

す
。
乗
船
時
間
は

約
80
分
と
説
明
を

受
け
早
速
舟
に
乗

り
込
み
ま
し
た

（
ト
イ
レ
が
心
配
な
人
は
必

ず
事
前
に
済
ま
せ
て
お
く
こ

と
！

　
途
中
下
舟
は
で
き
ま

せ
ん
）。
年
に
何
人
か
舟
か

ら
落
ち
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
そ
う
で
、
そ
の
時
は
焦
ら

ず
に
水
の
中
で
立
っ
て
く
だ

さ
い
と
の
こ
と
。
水
が
濁
っ

て
い
る
の
で
見
え
ま
せ
ん
が

水
深
は
１
メ
ー
ト
ル
で
腰
の

高
さ
程
で
す
。
下
船
の
際
が

皆
さ
ん
一
番
油
断
し
て
い
て
落
ち
や
す
い
そ
う
で
す
。ま
た
、

携
帯
電
話
を
写
真
撮
影
の
際
に
よ
く
落
と
さ
れ
る
そ
う
で
、

落
と
し
て
し
ま
っ
た
ら
ほ
ぼ
見
つ
か
ら
な
い
そ
う
な
の
で
ご

注
意
を
！

　
ま
も
な
く
船
頭
さ
ん
の
威
勢
の
良
い
掛
け
声
と
と
も
に
、

ゆ
っ
く
り
と
舟
着
き
場
を
出
発
し
ま
し
た
。
船
頭
さ
ん
の
軽

妙
な
語
り
を
聞
き
な
が
ら
、
舟
は
水
面
を
滑
る
よ
う
に
ゆ
っ

く
り
と
進
ん
で
い
き
ま
す
。
当
日
は
良
く
晴
れ
風
も
な
く
大

変
穏
や
か
な
日
で
し
た
の
で
、船
頭
さ
ん
が
舟
を
漕
ぐ
音
や
、

時
折
ウ
グ
イ
ス
等

の
小
鳥
の
さ
え
ず

り
が
聞
こ
え
る
以

外
は
と
て
も
静
か

で
、
月
並
み
で
は

あ
り
ま
す
が
、
都

会
の
喧
騒
を
一
時

忘
れ
、
ゆ
っ
く
り

と
し
た
時
間
の
流

れ
を
感
じ
ら
れ
る

大
変
豊
か
で
夢
見

心
地
な
気
分
を
味

わ
う
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
桜
並
木

の
あ
る
水
路
に
差

し
掛
か
る
と
、
桜

の
ピ
ン
ク
色
と
菜

の
花
の
黄
色
が
鮮

や
か
に
立
ち
上
が

り
、
色
が
水
面
に

映
え
、
ま
る
で
色

の
回
廊
の
中
を
行

く
よ
う
な
幻
想
的

な
風
景
を
堪
能
す

る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
船
頭
さ
ん
の

お
話
で
印
象
に

残
っ
た
も
の
が
２

つ
あ
り
ま
す
。
１

つ
目
は
ヨ
シ
産
業

の
衰
退
に
よ
っ
て

ヨ
シ
農
家
が
減
少

し
て
い
る
問
題
で

す
。
ヨ
シ
は
葭よ

し

葺ぶ

き
屋
根
の
葺
き
材
に
用
い
ま
す
が
、
今
で
は
年
に
１
件
新
築

が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
だ
そ
う
で
す
。
農
家
が
減

り
ヨ
シ
の
手
入
れ
が
行
き
届
か
な
い
た
め
に
ヨ
シ
の
高
さ
が

ま
ば
ら
に
な
る
と
の
こ
と
。
手
入
れ
が
行
き
届
い
た
ヨ
シ
は

４
メ
ー
ト
ル
程
に
成
長
し
、
美
し
い
景
観
を
作
っ
て
い
た
と

の
こ
と
で
し
た
。
２
つ
目
は
船
頭
の
成
り
手
が
減
っ
て
い
る

問
題
で
す
。
今
回
訪
れ
た
近
江
八
幡
和
船
観
光
協
同
組
合
さ

ん
は
舟
を
40
艘
程
所
有
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
船
頭
さ

ん
は
船
の
数
よ
り
も
少
な
い
20
数
名
と
の
こ
と
、
皆
さ
ん
ご

高
齢
で
最
高
齢
の
方
は
80
代
と
聞
き
ま
し
た
（
こ
の
最
高
齢

の
船
頭
さ
ん
が
漕
ぐ
舟
が
１
番
早
い
そ
う
で
す
！

　
80
分
の

コ
ー
ス
を
60
分
程
で
漕
い
で
し
ま
う
そ
う
で
す
。
驚
き
で
す

ね
）。
ま
れ
に
船
頭
に
な
り
た
い
方
が
来
ら
れ
る
そ
う
で
す

が
、
お
客
様
を
乗
せ
て
の
舟
漕
ぎ
は
大
変
重
労
働
（
特
に
炎

天
下
）
で
、
長
続
き
せ
ず
辞
め
て
い
か
れ
る
こ
と
が
多
い
と

の
こ
と
で
し
た
。
そ
ん
な
中
で
も
立
派
に
船
頭
に
な
ら
れ
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
方
は
高
校
の
校
長
先
生

を
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
定
年
前
に
訪
れ
た
近
江
八
幡
の
水

郷
め
ぐ
り
に
感
動
し
、
退
職
後
に
半
年
間
の
訓
練
を
経
て

２
０
０
７
年
に
船
頭
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
俳
優
の
西
田
敏
行

さ
ん
が
ナ
レ
ー
タ
ー
の
「
人
生
の
楽
園
」
と
い
う
番
組
で
取

り
上
げ
ら
れ
、
今
で
は
大
変
人
気
の
船
頭
さ
ん
に
な
ら
れ
た

と
の
こ
と
。
私
が
訪
れ
た
日
も
そ
の
船
頭
さ
ん
が
現
れ
る
と

黄
色
い
声
援
が
飛
び
交
っ
て
い
ま
し
た
。

　
今
回
、
美
し
い
景
色
と
そ
れ
を
支
え
て
い
る
人
々
の
声
を

聞
く
こ
と
が
で
き
、
大
変
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
や
が
て
は
失
わ
れ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
日
本
の

風
景
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
の
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
時
間
、
風

景
の
１
シ
ー
ン
を
見
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
な
と
感
じ
ま

し
た
。
船
頭
さ
ん
に
な
ら
れ
た
校
長
先
生
の
よ
う
な
大
そ
れ

た
こ
と
は
私
に
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
少
し
で
も
多
く
そ
う

い
っ
た
風
景
を
見
る
こ
と
で
、
大
事
に
思
う
心
を
養
い
た
い

と
思
い
ま
し
た
。
秋
に
は
黄
金
の
ヨ
シ
を
見
に
訪
れ
た
い
と

思
い
ま
す
。

施設概要　※詳細はウェブサイトにてご確認ください（https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/1996/）
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春の近江八幡の水郷めぐり
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⃝出航時間：10：00～、15：00～（1日2回）繁忙期は臨時便あり。（貸切船もあり）
⃝料　　金：所要時間約80分のコース　大人2,200円　 小人1,100円（1名・税込み）
⃝公共交通機関：JR東海道本線 「近江八幡」 下車→バス長命寺行9分　「豊年橋和船のりば口」下車徒歩約2分
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水郷めぐりの舟乗り場とチケット

舟から見た桜並木成長すると４m程になるというヨシ
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建
築
物
で
最
後
に
紹
介
す
る
の
は
、

■
陸
前
高
田
郵
便
局（
施
工：日
本
建
設
、竣
工：２
０
２
２
年
２
月
）

で
す
。

　
市
街
地
を
東
西
に
横

断
す
る
メ
ー
ン
ス
ト

リ
ー
ト
と
し
て
新
た
に

整
備
さ
れ
、
周
り
に
は

商
業
施
設
な
ど
の
立
地

も
進
み
つ
つ
あ
る
高
田

南
幹
線
道
路
沿
い
に
建

設
さ
れ
ま
し
た
。

　
建
設
途
中
に
、
わ
が

故
郷
で
わ
が
社
の
社
旗

を
見
た
と
き
は
感
慨
深

い
気
持
ち
に
な
り
ま
し

た
。

■
奇
跡
の
一
本
松

　
過
去
の
度
重

な
る
津
波
か
ら

陸
前
高
田
の
ま

ち
を
守
っ
て
き

た
、
約
７
万
本

と
言
わ
れ
る
高

田
松
原
も
東
日

本
大
震
災
津

波
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
中

で
奇
跡
的
に
唯
一
耐
え
残
っ
た
の
が
こ
の
松
で
、
高
さ
約

27
．５
ｍ
、幹
の
直
径
約
90
㎝
、樹
齢
は
お
よ
そ
１
７
０
年
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
海
水
に
よ
り
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
、
一
年
後
に
枯
死

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
が
、
市
民
の
み
な
ら
ず
全
世
界
の
人
々

に
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
後
世
に
受
け
継
い
で
い
く
た
め

に
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
保
存
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
う
ご
く
七
夕
ま
つ
り

　
思
い
思
い
に
飾
り
付
け
し
た
山
車
が
、
威
勢
の
い
い
お
囃

子
に
合
わ
せ
て
勇
壮
に
街
を
練
り
歩
き
ま
す
。
日
が
落
ち
る

と
山
車
に
灯
り
が
と
も
り
、

幻
想
的
に
夜
の
街
を
彩
る
華

麗
な
七
夕
ま
つ
り
で
す
。

■
け
ん
か
七
夕
ま
つ
り

　
９
０
０
年
の
歴
史
が
あ
る

こ
の
お
祭
り
は
、
山
か
ら
切

り
出
し
た
太
い
藤
づ
る
で
杉

の
丸
太
を
山
車
に
く
く
り
つ

け
、
山
車
と
山
車
を
ぶ
つ
け

合
う
勇
ま
し
い
祭
り
で
、
夜

の
け
ん
か
で
祭
り
は
最
高
潮

に
。
血
が
騒
ぎ
ま
す
。
ま
つ

り
は
毎
年
８
月
７
日
に
開
催

さ
れ
ま
す
。

養
殖
漁
業

■
エ
ゾ
イ
シ
カ
ゲ
貝

　
全
国
的
に
生
産
量
は
非
常
に
少
な
く
、
従
来
、
活
貝
で

の
流
通
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ

で
、
広
田
湾
で
は
エ
ゾ
イ
シ
カ
ゲ
貝
の
天
然
採
苗
・
養
殖
技

術
の
開
発
に
力
を
入
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
確
立

し
、
１
９
９
６
年
に
全
国
で
初
め
て
養
殖
の
事
業
化
に
成
功

し
ま
し
た
。
現
在
も
産
業
レ
ベ
ル
の
ま
と
ま
っ
た
形
で
養
殖

を
行
っ
て
い
る
の
は
、
全
国
で
陸
前

高
田
の
広
田
湾
だ
け
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
養
殖
施

設
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
、
エ
ゾ

イ
シ
カ
ゲ
貝
は
全
て
流
失
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
し
て
全
て
を
失
っ
た

漁
業
者
は
、懸
命
の
努
力
と
国
の『
が

ん
ば
る
養
殖
復
興
支
援
事
業
』
の
協

力
に
よ
り
、
養
殖
に
必
要
な
環
境
を

復
旧
さ
せ
、
２
０
１
３
年
に
は
震
災

後
、
初
の
出
荷
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
ま

　
今
回
は
私
の
出
身
地
で
あ
る
、
岩
手
県
陸
前
高
田
市
を
紹

介
し
ま
す
。
入
社
32
年
目
に
し
て
待
ち
に
待
っ
た
原
稿
依
頼

で
全
国
の
皆
さ
ま
に
わ
が
故
郷
の
魅
力
を
お
伝
え
で
き
る
こ

と
を
う
れ
し
く
思
い
、
こ
れ
か
ら
ペ
ン
を
走
ら
せ
ま
す
。

　
岩
手
県
陸
前
高
田
市
は
、
岩
手
県
の
東
南
端
、
三
陸
海
岸

の
南
の
玄
関
口
と
し
て
、
大
船
渡
市
、
住
田
町
、
一
関
市
、

宮
城
県
気
仙
沼
市
に
接
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
北
上
山
地
の
南
端
部
に
位
置
し
、
氷
上
山
な
ど
を

は
じ
め
と
す
る
山
地
、
豊
か
な
緑
や
水
を
育
む
気
仙
川
注
ぐ

広
田
湾
、
な
だ
ら
か
な
斜
面
や
低
地
が
広
が
っ
て
お
り
、
市

の
総
面
積
の
約
７
割
を
森
林
が
占
め
て
お
り
、
運
が
良
け
れ

ば
道
路
沿
い
で
も
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
と
出
会
え
た
り
し
ま

す
。
私
も
帰
省
の
際
に
遭
遇
し
、
そ
の
群
れ
・
大
き
さ
に
驚

き
、車
の
ア
ク
セ
ル
を
強
く
踏
み
込
ん
だ
覚
え
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
時
は
マ
ジ
で
怖
か
っ
た
で
す
。

　
気
候
は
、
海
洋
の
影
響
と
地
理
的
条
件
か
ら
四
季
を
通
じ

て
比
較
的
温
暖
で
あ
り
ま
す
。

　
都
市
と
し
て
の
成
り
立
ち
は
、平
安
時
代
初
期
と
み
ら
れ
、

金
と
塩
、
海
産
物
が
経
済
の
根
幹
を
成
し
、
特
に
金
は
、
奥

州
藤
原
氏
の
黄
金
文
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
そ
う
で

す
。

　
そ
れ
か
ら
、
記
憶
に
残
る
２
０
１
１
年
３
月
11
日
、
発
生

し
た
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
中
心
市
街
地
は
壊
滅
的
な
被
害

を
受
け
多
く
の
尊
い
命
を
失
い
、
復
興
が
進
ん
だ
街
並
み
は

過
ご
し
た
頃
と
は
全
く
違
う
姿
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
自
然
災
害
か
ら
11
年
を
迎
え
た
陸
前
高
田
の
復
興

途
中
の
様
子
な
ど
、
海
・
山
・
川
が
あ
る
町
な
ら
で
は
の
自

慢
で
き
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
実
は
私
も
高
校
卒
業
と
同
時
に
故
郷
を
離
れ
準
都
会
生
活

し
て
い
る
た
め
、
何
を
題
材
に
自
慢
し
た
ら
良
い
か
、
市
役

所
に
勤
務
し
て
い
る
同
級
生
や
田
舎
暮
ら
し
し
て
い
る
父
親

に
相
談
し
て
み
ま
し
た
。
同
級
生
か
ら
は
、
観
光
ス
ポ
ッ
ト

に
つ
い
て
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
父
親
か
ら
は
、
お
前

は
建
築
を
本
業
に
し
て
い
る
会
社
に
勤
め
て
い
る
の
だ
か
ら

建
物
の
紹
介
を
し
て
は
ど
う
か
と
、
貴
重
な
意
見
を
い
た
だ

し
た
。
気
仙
川
が
注
ぐ
広
田
湾
は
、
淡
水
が
混
じ
る
た
め
餌

と
な
る
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
豊
富
な
漁
場
で
あ
り
、
波
も
静
か

で
エ
ゾ
イ
シ
カ
ゲ
貝
の
養
殖
に
こ
れ
以
上
な
い
最
適
地
で
あ

る
と
い
え
ま
す
。

　
エ
ゾ
イ
シ
カ
ゲ
貝
は
、ト
リ
ガ
イ
の
仲
間
で
市
場
で
は「
石

垣
貝
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
て
、
味
は
濃
厚
な
甘
み
と
旨
み
が

強
く
、
コ
リ
コ
リ
と
し
た
食
感
、
タ
ウ
リ
ン
・
グ
リ
シ
ン
・
ア

ル
ギ
ニ
ン
等
の
栄
養
分
を
豊
富
に
含
ん
だ「
幻
の
貝
」で
す
。

　
旬
は
６
月
末
か
ら
10
月
頃
な
の
で
観
光
で
お
立
ち
寄
り
の

際
は
、
ぜ
ひ
と
も
ご
賞
味
く
だ
さ
い
。

地
元
の
代
表
的
な
出
身
者

■
千
葉
周
作（
江
戸
時
代
の
剣
術
家
）

■
千
昌
夫（
演
歌
歌
手
）
♪
白
樺
～

■
村
上
弘
明（
俳
優
）

■
畠
山
耕
太
郎（
漫
画
家
）

■
佐
々
木
朗
希（
プ
ロ
野
球
選
手
）

　
取
材
当
時
、
日
本
プ
ロ
野

球
史
上
16
人
目
と
な
る
完
全

試
合
、
日
本
新
記
録
と
な
る

13
者
連
続
奪
三
振
、
日
本
記

録
タ
イ
の
１
試
合
19
奪
三
振

を
祝
っ
た
横
断
幕
を
市
役
所

で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　
将
来
、
東
北
楽
天
ゴ
ー
ル

デ
ン
イ
ー
グ
ル
ス
に
移
籍
す

る
こ
と
を
熱
望
す
る
。

ア
ク
セ
ス

　
仙
台
か
ら
自
動
車
で
三
陸
沿
岸
道
路
を
利
用
し
約
２
時

間
、
各
地
域
か
ら
は
陸
前
高
田
市
の
Ｈ
Ｐ
で
検
索
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
交
通
機
関
も
整
備
さ
れ
身
近
な
場
所
に
な
り
ま
し
た
の
で

一
度
、足
を
運
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
、
我
が
故
郷
を
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

き
ま
し
た
の
で
、
初
め
に
陸
前
高
田
市
を
代
表
す
る
建
築
物

を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

■
旧
吉
田
家
住
宅
主
屋（
県
指
定
有
形
文
化
財
）

　
吉
田
家
住
宅
は
、
江
戸
時
代

に
仙
台
藩
領
気
仙
郡
の
24
箇
村

を
治
め
て
い
た
大
肝
入
吉
田
家

が
、
享
和
２
年
（
１
８
０
２
年
）

に
気
仙
郡
の
御
郡
棟
梁
を
務
め

た
出
入
り
の
大
工
、
今
泉
村
の

七
五
郎
に
建
て
さ
せ
た
住
宅
で

す
。
主
屋
は
、
東
側
の
表
門
側

に
座
敷
３
室
を
設
け
、
北
側
に

は
広
い
土
間
部
の
御お

臺だ
い

所ど
こ
ろが

あ

り
、
そ
れ
ら
の
間
を
広
い
居
間

部
で
つ
な
い
だ
大
規
模
な
茅
葺
の
建
物
で
藩
政
期
の
歴
史
を

知
る
数
少
な
い
遺
構
で
し
た
が
、
東
日
本
大
震
災
津
波
に
よ

り
全
壊
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
陸
前
高
田
市
は
復
旧
す
る
に

あ
た
り
散
在
し
た
被
災
部
材
の
回
収
や
脱
塩
な
ど
地
道
な
作

業
を
経
て
、
取
材
前
日
に
は
上
棟
式
が
行
わ
れ
２
０
２
４
年

度
の
完
成
を
目
指
し
一
連
の
事
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

し
た
。

　
次
に
震
災
後
に
建
設
さ
れ
た
、
知
る
人
ぞ
知
る
著
名
な
建

築
家
が
手
掛
け
た
建
物
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

■
東
日
本
大
震
災
津
波
伝

承
館（
設
計
：
内
藤
廣
建
築

設
計
事
務
所
）

　
高
田
松
原
津
波
復
興
祈

念
公
園
の
中
央
部
に
位
置

す
る
シ
ン
ボ
ル
的
な
施
設

で
あ
り
、
巨
大
な
規
模

の
建
築
物
で
あ
る
。
全

長
１
６
０
ｍ
、
幅
30
ｍ
、

１
５
，０
０
０
ｔ
の
重
量

を
有
す
る
巨
大
な
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
で
す
。

道の駅高田松原

〈取材／文〉仙台支店　渡邊  富士男

岩手県陸前高田市
私の故郷自慢

青森青森

秋田秋田

岩手岩手

山形山形 宮城宮城

陸
前
高
田
市

取
材
協
力
：
陸
前
高
田
市
建
設
部

写
真
デ
ー
タ
提
供
：
陸
前
高
田
市

東日本大震災津波伝承館
（いわてTSUNAMIメモリアル）

吉田家住宅1件4棟（平成5年当時）

陸前高田郵便局奇跡の一本松

けんか七夕まつりエゾイシカゲ貝

市役所に掲げられた佐々木選手の横断幕
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建
築
物
で
最
後
に
紹
介
す
る
の
は
、

■
陸
前
高
田
郵
便
局（
施
工：日
本
建
設
、竣
工：２
０
２
２
年
２
月
）

で
す
。

　
市
街
地
を
東
西
に
横

断
す
る
メ
ー
ン
ス
ト

リ
ー
ト
と
し
て
新
た
に

整
備
さ
れ
、
周
り
に
は

商
業
施
設
な
ど
の
立
地

も
進
み
つ
つ
あ
る
高
田

南
幹
線
道
路
沿
い
に
建

設
さ
れ
ま
し
た
。

　
建
設
途
中
に
、
わ
が

故
郷
で
わ
が
社
の
社
旗

を
見
た
と
き
は
感
慨
深

い
気
持
ち
に
な
り
ま
し

た
。

■
奇
跡
の
一
本
松

　
過
去
の
度
重

な
る
津
波
か
ら

陸
前
高
田
の
ま

ち
を
守
っ
て
き

た
、
約
７
万
本

と
言
わ
れ
る
高

田
松
原
も
東
日

本
大
震
災
津

波
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
中

で
奇
跡
的
に
唯
一
耐
え
残
っ
た
の
が
こ
の
松
で
、
高
さ
約

27
．５
ｍ
、幹
の
直
径
約
90
㎝
、樹
齢
は
お
よ
そ
１
７
０
年
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
海
水
に
よ
り
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
、
一
年
後
に
枯
死

が
確
認
さ
れ
ま
し
た
が
、
市
民
の
み
な
ら
ず
全
世
界
の
人
々

に
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
後
世
に
受
け
継
い
で
い
く
た
め

に
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
保
存
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
う
ご
く
七
夕
ま
つ
り

　
思
い
思
い
に
飾
り
付
け
し
た
山
車
が
、
威
勢
の
い
い
お
囃

子
に
合
わ
せ
て
勇
壮
に
街
を
練
り
歩
き
ま
す
。
日
が
落
ち
る

と
山
車
に
灯
り
が
と
も
り
、

幻
想
的
に
夜
の
街
を
彩
る
華

麗
な
七
夕
ま
つ
り
で
す
。

■
け
ん
か
七
夕
ま
つ
り

　
９
０
０
年
の
歴
史
が
あ
る

こ
の
お
祭
り
は
、
山
か
ら
切

り
出
し
た
太
い
藤
づ
る
で
杉

の
丸
太
を
山
車
に
く
く
り
つ

け
、
山
車
と
山
車
を
ぶ
つ
け

合
う
勇
ま
し
い
祭
り
で
、
夜

の
け
ん
か
で
祭
り
は
最
高
潮

に
。
血
が
騒
ぎ
ま
す
。
ま
つ

り
は
毎
年
８
月
７
日
に
開
催

さ
れ
ま
す
。

養
殖
漁
業

■
エ
ゾ
イ
シ
カ
ゲ
貝

　
全
国
的
に
生
産
量
は
非
常
に
少
な
く
、
従
来
、
活
貝
で

の
流
通
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ

で
、
広
田
湾
で
は
エ
ゾ
イ
シ
カ
ゲ
貝
の
天
然
採
苗
・
養
殖
技

術
の
開
発
に
力
を
入
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
確
立

し
、
１
９
９
６
年
に
全
国
で
初
め
て
養
殖
の
事
業
化
に
成
功

し
ま
し
た
。
現
在
も
産
業
レ
ベ
ル
の
ま
と
ま
っ
た
形
で
養
殖

を
行
っ
て
い
る
の
は
、
全
国
で
陸
前

高
田
の
広
田
湾
だ
け
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
養
殖
施

設
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
、
エ
ゾ

イ
シ
カ
ゲ
貝
は
全
て
流
失
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
し
て
全
て
を
失
っ
た

漁
業
者
は
、懸
命
の
努
力
と
国
の『
が

ん
ば
る
養
殖
復
興
支
援
事
業
』
の
協

力
に
よ
り
、
養
殖
に
必
要
な
環
境
を

復
旧
さ
せ
、
２
０
１
３
年
に
は
震
災

後
、
初
の
出
荷
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
ま

　
今
回
は
私
の
出
身
地
で
あ
る
、
岩
手
県
陸
前
高
田
市
を
紹

介
し
ま
す
。
入
社
32
年
目
に
し
て
待
ち
に
待
っ
た
原
稿
依
頼

で
全
国
の
皆
さ
ま
に
わ
が
故
郷
の
魅
力
を
お
伝
え
で
き
る
こ

と
を
う
れ
し
く
思
い
、
こ
れ
か
ら
ペ
ン
を
走
ら
せ
ま
す
。

　
岩
手
県
陸
前
高
田
市
は
、
岩
手
県
の
東
南
端
、
三
陸
海
岸

の
南
の
玄
関
口
と
し
て
、
大
船
渡
市
、
住
田
町
、
一
関
市
、

宮
城
県
気
仙
沼
市
に
接
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
北
上
山
地
の
南
端
部
に
位
置
し
、
氷
上
山
な
ど
を

は
じ
め
と
す
る
山
地
、
豊
か
な
緑
や
水
を
育
む
気
仙
川
注
ぐ

広
田
湾
、
な
だ
ら
か
な
斜
面
や
低
地
が
広
が
っ
て
お
り
、
市

の
総
面
積
の
約
７
割
を
森
林
が
占
め
て
お
り
、
運
が
良
け
れ

ば
道
路
沿
い
で
も
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
と
出
会
え
た
り
し
ま

す
。
私
も
帰
省
の
際
に
遭
遇
し
、
そ
の
群
れ
・
大
き
さ
に
驚

き
、車
の
ア
ク
セ
ル
を
強
く
踏
み
込
ん
だ
覚
え
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
時
は
マ
ジ
で
怖
か
っ
た
で
す
。

　
気
候
は
、
海
洋
の
影
響
と
地
理
的
条
件
か
ら
四
季
を
通
じ

て
比
較
的
温
暖
で
あ
り
ま
す
。

　
都
市
と
し
て
の
成
り
立
ち
は
、平
安
時
代
初
期
と
み
ら
れ
、

金
と
塩
、
海
産
物
が
経
済
の
根
幹
を
成
し
、
特
に
金
は
、
奥

州
藤
原
氏
の
黄
金
文
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
そ
う
で

す
。

　
そ
れ
か
ら
、
記
憶
に
残
る
２
０
１
１
年
３
月
11
日
、
発
生

し
た
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
中
心
市
街
地
は
壊
滅
的
な
被
害

を
受
け
多
く
の
尊
い
命
を
失
い
、
復
興
が
進
ん
だ
街
並
み
は

過
ご
し
た
頃
と
は
全
く
違
う
姿
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
自
然
災
害
か
ら
11
年
を
迎
え
た
陸
前
高
田
の
復
興

途
中
の
様
子
な
ど
、
海
・
山
・
川
が
あ
る
町
な
ら
で
は
の
自

慢
で
き
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
実
は
私
も
高
校
卒
業
と
同
時
に
故
郷
を
離
れ
準
都
会
生
活

し
て
い
る
た
め
、
何
を
題
材
に
自
慢
し
た
ら
良
い
か
、
市
役

所
に
勤
務
し
て
い
る
同
級
生
や
田
舎
暮
ら
し
し
て
い
る
父
親

に
相
談
し
て
み
ま
し
た
。
同
級
生
か
ら
は
、
観
光
ス
ポ
ッ
ト

に
つ
い
て
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
父
親
か
ら
は
、
お
前

は
建
築
を
本
業
に
し
て
い
る
会
社
に
勤
め
て
い
る
の
だ
か
ら

建
物
の
紹
介
を
し
て
は
ど
う
か
と
、
貴
重
な
意
見
を
い
た
だ

し
た
。
気
仙
川
が
注
ぐ
広
田
湾
は
、
淡
水
が
混
じ
る
た
め
餌

と
な
る
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
豊
富
な
漁
場
で
あ
り
、
波
も
静
か

で
エ
ゾ
イ
シ
カ
ゲ
貝
の
養
殖
に
こ
れ
以
上
な
い
最
適
地
で
あ

る
と
い
え
ま
す
。

　
エ
ゾ
イ
シ
カ
ゲ
貝
は
、ト
リ
ガ
イ
の
仲
間
で
市
場
で
は「
石

垣
貝
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
て
、
味
は
濃
厚
な
甘
み
と
旨
み
が

強
く
、
コ
リ
コ
リ
と
し
た
食
感
、
タ
ウ
リ
ン
・
グ
リ
シ
ン
・
ア

ル
ギ
ニ
ン
等
の
栄
養
分
を
豊
富
に
含
ん
だ「
幻
の
貝
」で
す
。

　
旬
は
６
月
末
か
ら
10
月
頃
な
の
で
観
光
で
お
立
ち
寄
り
の

際
は
、
ぜ
ひ
と
も
ご
賞
味
く
だ
さ
い
。

地
元
の
代
表
的
な
出
身
者

■
千
葉
周
作（
江
戸
時
代
の
剣
術
家
）

■
千
昌
夫（
演
歌
歌
手
）
♪
白
樺
～

■
村
上
弘
明（
俳
優
）

■
畠
山
耕
太
郎（
漫
画
家
）

■
佐
々
木
朗
希（
プ
ロ
野
球
選
手
）

　
取
材
当
時
、
日
本
プ
ロ
野

球
史
上
16
人
目
と
な
る
完
全

試
合
、
日
本
新
記
録
と
な
る

13
者
連
続
奪
三
振
、
日
本
記

録
タ
イ
の
１
試
合
19
奪
三
振

を
祝
っ
た
横
断
幕
を
市
役
所

で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　
将
来
、
東
北
楽
天
ゴ
ー
ル

デ
ン
イ
ー
グ
ル
ス
に
移
籍
す

る
こ
と
を
熱
望
す
る
。

ア
ク
セ
ス

　
仙
台
か
ら
自
動
車
で
三
陸
沿
岸
道
路
を
利
用
し
約
２
時

間
、
各
地
域
か
ら
は
陸
前
高
田
市
の
Ｈ
Ｐ
で
検
索
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
交
通
機
関
も
整
備
さ
れ
身
近
な
場
所
に
な
り
ま
し
た
の
で

一
度
、足
を
運
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
、
我
が
故
郷
を
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

き
ま
し
た
の
で
、
初
め
に
陸
前
高
田
市
を
代
表
す
る
建
築
物

を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

■
旧
吉
田
家
住
宅
主
屋（
県
指
定
有
形
文
化
財
）

　
吉
田
家
住
宅
は
、
江
戸
時
代

に
仙
台
藩
領
気
仙
郡
の
24
箇
村

を
治
め
て
い
た
大
肝
入
吉
田
家

が
、
享
和
２
年
（
１
８
０
２
年
）

に
気
仙
郡
の
御
郡
棟
梁
を
務
め

た
出
入
り
の
大
工
、
今
泉
村
の

七
五
郎
に
建
て
さ
せ
た
住
宅
で

す
。
主
屋
は
、
東
側
の
表
門
側

に
座
敷
３
室
を
設
け
、
北
側
に

は
広
い
土
間
部
の
御お

臺だ
い

所ど
こ
ろが

あ

り
、
そ
れ
ら
の
間
を
広
い
居
間

部
で
つ
な
い
だ
大
規
模
な
茅
葺
の
建
物
で
藩
政
期
の
歴
史
を

知
る
数
少
な
い
遺
構
で
し
た
が
、
東
日
本
大
震
災
津
波
に
よ

り
全
壊
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
陸
前
高
田
市
は
復
旧
す
る
に

あ
た
り
散
在
し
た
被
災
部
材
の
回
収
や
脱
塩
な
ど
地
道
な
作

業
を
経
て
、
取
材
前
日
に
は
上
棟
式
が
行
わ
れ
２
０
２
４
年

度
の
完
成
を
目
指
し
一
連
の
事
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

し
た
。

　
次
に
震
災
後
に
建
設
さ
れ
た
、
知
る
人
ぞ
知
る
著
名
な
建

築
家
が
手
掛
け
た
建
物
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

■
東
日
本
大
震
災
津
波
伝

承
館（
設
計
：
内
藤
廣
建
築

設
計
事
務
所
）

　
高
田
松
原
津
波
復
興
祈

念
公
園
の
中
央
部
に
位
置

す
る
シ
ン
ボ
ル
的
な
施
設

で
あ
り
、
巨
大
な
規
模

の
建
築
物
で
あ
る
。
全

長
１
６
０
ｍ
、
幅
30
ｍ
、

１
５
，０
０
０
ｔ
の
重
量

を
有
す
る
巨
大
な
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
で
す
。

道の駅高田松原

〈取材／文〉仙台支店　渡邊  富士男

岩手県陸前高田市
私の故郷自慢

青森青森

秋田秋田

岩手岩手

山形山形 宮城宮城

陸
前
高
田
市

取
材
協
力
：
陸
前
高
田
市
建
設
部

写
真
デ
ー
タ
提
供
：
陸
前
高
田
市

東日本大震災津波伝承館
（いわてTSUNAMIメモリアル）

吉田家住宅1件4棟（平成5年当時）

陸前高田郵便局奇跡の一本松

けんか七夕まつりエゾイシカゲ貝

市役所に掲げられた佐々木選手の横断幕

22 21



超
訳 

論
語

「
人
生
巧
者
」は
み
な
孔
子
に
学
ぶ

著
　
者
・
田
口
佳
史

出
版
社
・
三
笠
書
房

定
　
価
・
１
︐６
５
０
円

 

（
本
体
１
︐５
０
０
円
＋
税
）

　
も
し
あ
な
た
が
学
ぶ
こ
と
を
「
お
も
し
ろ
く
な
い
」「
苦
痛
な

だ
け
だ
」
と
感
じ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
「
学
ん
だ
こ
と

を
人
生
に
生
か
そ
う
」
と
い
う
意
識
が
薄
い
か
ら
だ
。
い
う
な

れ
ば「
学
び
っ
放
し
」。せ
っ
か
く
得
た
知
識
も
行
き
場
を
失
う
。

そ
こ
に
「
悦
び
」
が
あ
る
は
ず
は
な
い
。

　
学
び
で
大
切
な
の
は
、何
度
も
繰
り
返
し「
習
う
」こ
と
。「
習
」

の
字
は
「
羽
」
に
「
白
」
と
書
く
。
こ
れ
は
、
ま
だ
羽
の
色
づ
い

て
い
な
い
幼
い
鳥
が
、
命
が
け
で
何
万
回
と
飛
ぶ
訓
練
を
す
る

様
を
表
す
。
反
復
練
習
こ
そ
が
知
識
・
技
能
を
習
得
す
る
唯
一

の
方
法
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　「
習
う
」
と
い
っ
て
も
、
単
に
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
学
ぶ

だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
学
び
の
な
か
で
得
た
も
の
を
、
人
生
の

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
何
度
も
何
度
も
忍
耐
強
く
実
践
す
る
こ
と

が
眼
目
だ
。
そ
う
し
て
学
び
が
人
生
に
生
か
さ
れ
て
初
め
て
、

「
学
び
の
悦
び
」
を
嚙
み
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
論
語
を
英
訳
す
る
と
、

　「Is it not pleasant to learn w
ith a constant 

perseverance and application?

」

　
忍
耐
強
く
学
び
実
践
す
る
こ
と
を
お
い
て
ほ
か
に
悦
び
は
な

い
の
で
あ
る
。

　
自
分
の
欠
点
を
人
か
ら
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
恥
ず
か
し
い
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
忠
告
と
素
直
に
受
け
止
め
、
身
を
正
す
こ

と
は
大
切
だ
。

　
し
か
し
世
の
中
の
人
は
、
そ
ん
な
忠
告
を
し
て
く
れ
る
ほ
ど

親
切
で
は
な
い
。
た
い
て
い
は
黙
っ
て
見
過
ご
し
、
心
の
な
か

で
「
恥
ず
か
し
い
ヤ
ツ
だ
な
あ
」
と
軽
蔑
す
る
だ
け
だ
。

　
だ
か
ら
こ
そ
自
分
で
、
恥
ず
か
し
い
言
動
を
恥
と
認
識
し
、

戒
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
私
は
「
自

己
向
上
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
機
能
さ
せ
る

動
力
が
、「
恥
の
概
念
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
精
度
が
上
が
っ
て
く
る
と
、や
が
て「
ど

こ
に
、
誰
の
前
に
出
て
も
、
恥
ず
か
し
く
な
い
立
派
な
人
間
」

に
な
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
た
と
え
ば
社
長
か
ら
「
君
、
私
の

名
代
で
、
あ
そ
こ
に
行
っ
て
く
れ
」
と
い
っ
た
任
務
を
与
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
組
織
を
代
表
す
る
人
物
に
な
れ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
っ
た
一
人
で
い
い
。「
克
己
復
礼
」
を
今
日
、
明
日
、
明

後
日
と
毎
日
実
践
す
る
人
が
現
れ
れ
ば
、
社
会
は
あ
ま
ね
く
思

い
や
り
で
満
た
さ
れ
る
。
そ
う
聞
く
と
、ほ
と
ん
ど
の
人
が「
本

当
で
す
か
？
」
と
い
い
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
一
人
の
力
な
ど
、

た
か
が
知
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
そ
れ
は
違
う
。
た
と
え
ば
お
遍
路
さ
ん
の
行
き
交
う
地
域
を

思
い
浮
か
べ
て
ほ
し
い
。
お
遍
路
さ
ん
が
通
る
道
々
で
、
地
域

の
人
た
ち
が
無
償
で
宿
や
食
べ
物
、
飲
み
物
、
情
報
な
ど
を
差

し
出
し
て
、
お
も
て
な
し
を
し
て
く
れ
る
。
ま
さ
に
一
人
ひ
と

り
の
思
い
や
り
が
、
地
域
全
体
に
行
き
渡
り
、
思
い
や
り
に
満

ち
た
社
会
を
形
成
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
そ
こ
が
わ
か
る
と
、
自
分
が
真
っ
先
に
「
克
己
復
礼
を
実
践

し
よ
う
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
と
い
う
も
の
だ
。
し
か
も
一

人
が
そ
う
い
う
人
物
だ
と
、
周
り
の
人
も
感
化
さ
れ
る
。「
立

派
な
こ
と
だ
な
あ
。
自
分
も
見
習
お
う
」
と
い
う
ふ
う
に
、“
克

己
復
礼
の
輪
”
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
く
。

　
だ
か
ら
「
一
人
ひ
と
り
の
力
」
が
社
会
の
生
命
線
な
の
だ
。

今
日
た
だ
い
ま
か
ら
、「
自
分
一
人
の
力
な
ど
、
た
か
が
知
れ

て
い
る
」
と
い
う
考
え
は
捨
て
て
い
た
だ
き
た
い
。

　「
九
思
」
と
は
何
な
の
か
が
、
次
の
く
だ
り
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
。「
視み

る
に
は
明め

い

を
思お

も

い
、
聽き

く
に
は
聰そ

う

を
思そ

う

い
、
色い

ろ

は

溫お
ん

を
思お

も

い
、貌か

た
ちは

恭き
ょ
うを

思お
も

い
、言げ

ん

は
忠ち

ゆ
うを

思お
も

い
、事こ

と

は
敬け

い

を
思お

も

い
、

疑う
た
がい

に
は
問と

う
を
思お

も

い
、
忿い

か
りに

は
難な

ん

を
思お

も

い
、
得う

る
を
見み

て
は

義ぎ

を
思お

も

う
」
と
。
意
味
は
次
の
通
り
。

　
一
つ
、
人
物
や
物
事
を
見
る
と
き
は
、
一
点
の
曇
り
も
な
い

目
で
見
極
め
る
。

　
二
つ
、
人
の
話
を
聞
く
と
き
は
、
一
心
に
耳
を
傾
け
る
。

　
三
つ
、
不
愉
快
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
い
つ
も
穏
や
か
な
表

情
で
い
る
。

　
四
つ
、
人
に
対
し
て
は
常
に
謙
虚
に
、
敬
意
を
も
っ
て
接
す

る
。

　
五
つ
、
意
見
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
公
正
な
判
断
の
下
に

発
言
す
る
。

　
六
つ
、
仕
事
を
す
る
と
き
は
、
慎
重
に
事
を
進
め
る
。

　
七
つ
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
知
っ
た
か
ぶ
り

を
せ
ず
、
人
に
尋
ね
る
。

　
八
つ
、
怒
り
の
感
情
の
ま
ま
に
行
動
す
る
こ
と
は
慎
む
。

　
九
つ
、
理
由
な
く
差
し
出
さ
れ
た
金
品
は
受
け
取
る
こ
と
を

拒
む
。

※
本
書
よ
り一
部
抜
粋

●
お
す
す
め
の
ポ
イ
ン
ト

「
こ
ん
な
と
き
、
自
分
は
ど
う
す
べ
き
か
―
―
」

論
語
を
読
め
ば
、
揺
る
ぎ
な
い「
判
断
基
準
」
が

手
に
入
る
！

学
　
而
◎
私
た
ち
は
、
な
ぜ
学
ぶ
の
か

為
　
政
◎
賢
い
人
の
考
え
方
、愚
か
な
人
の
考
え
方

里
　
仁
◎
結
局
、「
仁
」
と
は
何
な
の
か

公
冶
長
◎
そ
れ
は「
道
理
」に
か
な
っ
て
い
る
か

泰
　
伯
◎
「
自
己
向
上
」に
終
わ
り
は
な
い

衛
霊
公
◎
人
生
に
は「
責
任
」
が
つ
き
ま
と
う

…
…
他
、全
20
篇
か
ら
選
り
す
ぐ
り
の
言
葉
を「
超

訳
」で
わ
か
り
や
す
く
解
説

い
つ
読
ん
で
も
、
ど
こ
か
ら
読
ん
で
も
、

“
生
き
る
道
標
”
と
な
る
言
葉
に
出
合
え
る
！

著
者
紹
介

田
口
佳
史
（
た
ぐ
ち
・
よ
し
ふ
み
）

１
９
４
２
年
東
京
生
ま
れ
。東
洋
思
想
研
究
者
。

日
本
大
学
芸
術
学
部
卒
業
後
、日
本
映
画
新
社

入
社
。新
進
の
記
録
映
画
監
督
と
し
て
活
躍
中
、

25
歳
の
と
き
に
タ
イ
国
で
重
傷
を
負
い
、生
死
の

境
で「
老
子
」と
出
会
う
。以
後
、中
国
古
典
思
想

研
究
に
従
事
。１
９
７
２
年
株
式
会
社
イ
メ
ー
ジ

プ
ラ
ン
創
業
、代
表
取
締
役
社
長
を
務
め
る
。東

洋
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
を
核
に
置
き
、２
０
０
０
社

に
わ
た
る
企
業
変
革
指
導
を
行
な
う
。企
業
、官

公
庁
、地
方
自
治
体
、教
育
機
関
な
ど
全
国
各
地

で
講
演
講
義
を
続
け
、１
万
名
を
超
え
る
社
会

人
教
育
の
実
績
を
持
つ
。東
洋
思
想
を
ベ
ー
ス
と

し
た
仕
事
論
、生
き
方
論
の
第
一
人
者
で
あ
る
。

著
書
に『
超
訳

　
孫
子
の
兵
法「
最
後
に
勝
つ
人
」

の
絶
対
ル
ー
ル
』 （
三
笠
書
房
）、『
超
訳 

老
子
の

言
葉「
穏
や
か
に
」「
し
た
た
か
に
」生
き
る
極
意
』

（
三
笠
書
房《
知
的
生
き
か
た
文
庫
》）な
ど
、ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
、ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
が
多
数
あ
る
。

人
生
は
学
び
だ
。
忍
耐
強
く
繰
り
返
し
学
ぶ
な
か

で
身
に
つ
け
た
こ
と
を
実
践
し
な
が
ら
、
人
生
に

生
か
す
。
そ
れ
に
ま
さ
る
悦
び
は
な
い
。

 

（
学
而
第
一
／
１
）

優
れ
た
人
物
は
常
に
向
上
心
を
持
ち
続
け
て
い

る
。
誰
に
叱
ら
れ
る
の
で
も
な
く
、
自
分
自
身
の

な
か
に
未
熟
な
自
分
を
恥
じ
る
“
も
う
一
人
の
自

分
”を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
い
う
人
物
な
ら
、

ど
こ
に
出
し
て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
行
動
を
取
る

は
ず
だ
。 

（
子
路
第
十
三
／
323
）

一
人
ひ
と
り
が
「
克こ
っ
き己

復ふ
く

礼れ
い

」
を
実
践
す
れ
ば
、

思
い
や
り
に
満
ち
た
社
会
が
形
成
さ
れ
る
。
ま
ず

は
自
ら
、
そ
の
実
践
者
に
な
る
よ
う
心
が
け
な
さ

い
。 

（
顔
淵
第
十
二
／
280
）

優
秀
な
リ
ー
ダ
ー
に
な
れ
る
か
ど
う
か
は
、
普
段

の
心
が
け
し
だ
い
。
九
つ
の
こ
と
を
意
識
し
て
実

践
し
、
習
慣
化
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。

 

（
季
氏
第
十
六
／
430
）

學ま
な

び
て
時と

き

に
之こ

れ

を
習な

ら

う
、
亦ま

た

説よ
ろ
こば
し
か
ら
ず
や
。

己お
の
れを

行お
こ
な

う
に
恥は

じ

有あ

り
、
四し

方ほ
う

に
使つ

か
い

し
て
、

君く
ん

命め
い

を
辱

は
ず
か
しめ

ざ
る
を
、
士し

と
謂い

う
可べ

し
。

一い
ち

日じ
つ

己お
の
れに
克か

ち
て
禮れ

い

を
復ふ

め
ば
、
天て

ん

下か

仁じ
ん

に
歸き

す
。

君く
ん

子し

に
九

き
ゆ
う

思し

有あ

り
。

知
識
・
技
術
を
身
に
つ
け
る
唯
一
の
方
法

「
自
ら
を
恥
じ
る
」
習
慣
を
つ
け
る

自
分
が
変
わ
れ
ば
、
周
囲
も
変
わ
る

リ
ー
ダ
ー
は
「
九
思
」
を
習
慣
化
せ
よ
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超
訳 

論
語

「
人
生
巧
者
」は
み
な
孔
子
に
学
ぶ

著
　
者
・
田
口
佳
史

出
版
社
・
三
笠
書
房

定
　
価
・
１
︐６
５
０
円

 

（
本
体
１
︐５
０
０
円
＋
税
）

　
も
し
あ
な
た
が
学
ぶ
こ
と
を
「
お
も
し
ろ
く
な
い
」「
苦
痛
な

だ
け
だ
」
と
感
じ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
「
学
ん
だ
こ
と

を
人
生
に
生
か
そ
う
」
と
い
う
意
識
が
薄
い
か
ら
だ
。
い
う
な

れ
ば「
学
び
っ
放
し
」。せ
っ
か
く
得
た
知
識
も
行
き
場
を
失
う
。

そ
こ
に
「
悦
び
」
が
あ
る
は
ず
は
な
い
。

　
学
び
で
大
切
な
の
は
、何
度
も
繰
り
返
し「
習
う
」こ
と
。「
習
」

の
字
は
「
羽
」
に
「
白
」
と
書
く
。
こ
れ
は
、
ま
だ
羽
の
色
づ
い

て
い
な
い
幼
い
鳥
が
、
命
が
け
で
何
万
回
と
飛
ぶ
訓
練
を
す
る

様
を
表
す
。
反
復
練
習
こ
そ
が
知
識
・
技
能
を
習
得
す
る
唯
一

の
方
法
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　「
習
う
」
と
い
っ
て
も
、
単
に
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
学
ぶ

だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
学
び
の
な
か
で
得
た
も
の
を
、
人
生
の

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
何
度
も
何
度
も
忍
耐
強
く
実
践
す
る
こ
と

が
眼
目
だ
。
そ
う
し
て
学
び
が
人
生
に
生
か
さ
れ
て
初
め
て
、

「
学
び
の
悦
び
」
を
嚙
み
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
論
語
を
英
訳
す
る
と
、

　「Is it not pleasant to learn w
ith a constant 

perseverance and application?

」

　
忍
耐
強
く
学
び
実
践
す
る
こ
と
を
お
い
て
ほ
か
に
悦
び
は
な

い
の
で
あ
る
。

　
自
分
の
欠
点
を
人
か
ら
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
恥
ず
か
し
い
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
忠
告
と
素
直
に
受
け
止
め
、
身
を
正
す
こ

と
は
大
切
だ
。

　
し
か
し
世
の
中
の
人
は
、
そ
ん
な
忠
告
を
し
て
く
れ
る
ほ
ど

親
切
で
は
な
い
。
た
い
て
い
は
黙
っ
て
見
過
ご
し
、
心
の
な
か

で
「
恥
ず
か
し
い
ヤ
ツ
だ
な
あ
」
と
軽
蔑
す
る
だ
け
だ
。

　
だ
か
ら
こ
そ
自
分
で
、
恥
ず
か
し
い
言
動
を
恥
と
認
識
し
、

戒
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
私
は
「
自

己
向
上
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
機
能
さ
せ
る

動
力
が
、「
恥
の
概
念
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
精
度
が
上
が
っ
て
く
る
と
、や
が
て「
ど

こ
に
、
誰
の
前
に
出
て
も
、
恥
ず
か
し
く
な
い
立
派
な
人
間
」

に
な
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
た
と
え
ば
社
長
か
ら
「
君
、
私
の

名
代
で
、
あ
そ
こ
に
行
っ
て
く
れ
」
と
い
っ
た
任
務
を
与
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
組
織
を
代
表
す
る
人
物
に
な
れ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
っ
た
一
人
で
い
い
。「
克
己
復
礼
」
を
今
日
、
明
日
、
明

後
日
と
毎
日
実
践
す
る
人
が
現
れ
れ
ば
、
社
会
は
あ
ま
ね
く
思

い
や
り
で
満
た
さ
れ
る
。
そ
う
聞
く
と
、ほ
と
ん
ど
の
人
が「
本

当
で
す
か
？
」
と
い
い
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
一
人
の
力
な
ど
、

た
か
が
知
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
そ
れ
は
違
う
。
た
と
え
ば
お
遍
路
さ
ん
の
行
き
交
う
地
域
を

思
い
浮
か
べ
て
ほ
し
い
。
お
遍
路
さ
ん
が
通
る
道
々
で
、
地
域

の
人
た
ち
が
無
償
で
宿
や
食
べ
物
、
飲
み
物
、
情
報
な
ど
を
差

し
出
し
て
、
お
も
て
な
し
を
し
て
く
れ
る
。
ま
さ
に
一
人
ひ
と

り
の
思
い
や
り
が
、
地
域
全
体
に
行
き
渡
り
、
思
い
や
り
に
満

ち
た
社
会
を
形
成
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
そ
こ
が
わ
か
る
と
、
自
分
が
真
っ
先
に
「
克
己
復
礼
を
実
践

し
よ
う
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
と
い
う
も
の
だ
。
し
か
も
一

人
が
そ
う
い
う
人
物
だ
と
、
周
り
の
人
も
感
化
さ
れ
る
。「
立

派
な
こ
と
だ
な
あ
。
自
分
も
見
習
お
う
」
と
い
う
ふ
う
に
、“
克

己
復
礼
の
輪
”
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
く
。

　
だ
か
ら
「
一
人
ひ
と
り
の
力
」
が
社
会
の
生
命
線
な
の
だ
。

今
日
た
だ
い
ま
か
ら
、「
自
分
一
人
の
力
な
ど
、
た
か
が
知
れ

て
い
る
」
と
い
う
考
え
は
捨
て
て
い
た
だ
き
た
い
。

　「
九
思
」
と
は
何
な
の
か
が
、
次
の
く
だ
り
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
。「
視み

る
に
は
明め

い

を
思お

も

い
、
聽き

く
に
は
聰そ

う

を
思そ

う

い
、
色い

ろ

は

溫お
ん

を
思お

も

い
、貌か

た
ちは

恭き
ょ
うを

思お
も

い
、言げ

ん

は
忠ち

ゆ
うを

思お
も

い
、事こ

と

は
敬け

い

を
思お

も

い
、

疑う
た
がい

に
は
問と

う
を
思お

も

い
、
忿い

か
りに

は
難な

ん

を
思お

も

い
、
得う

る
を
見み

て
は

義ぎ

を
思お

も

う
」
と
。
意
味
は
次
の
通
り
。

　
一
つ
、
人
物
や
物
事
を
見
る
と
き
は
、
一
点
の
曇
り
も
な
い

目
で
見
極
め
る
。

　
二
つ
、
人
の
話
を
聞
く
と
き
は
、
一
心
に
耳
を
傾
け
る
。

　
三
つ
、
不
愉
快
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
い
つ
も
穏
や
か
な
表

情
で
い
る
。

　
四
つ
、
人
に
対
し
て
は
常
に
謙
虚
に
、
敬
意
を
も
っ
て
接
す

る
。

　
五
つ
、
意
見
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
公
正
な
判
断
の
下
に

発
言
す
る
。

　
六
つ
、
仕
事
を
す
る
と
き
は
、
慎
重
に
事
を
進
め
る
。

　
七
つ
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
知
っ
た
か
ぶ
り

を
せ
ず
、
人
に
尋
ね
る
。

　
八
つ
、
怒
り
の
感
情
の
ま
ま
に
行
動
す
る
こ
と
は
慎
む
。

　
九
つ
、
理
由
な
く
差
し
出
さ
れ
た
金
品
は
受
け
取
る
こ
と
を

拒
む
。

※
本
書
よ
り一
部
抜
粋

●
お
す
す
め
の
ポ
イ
ン
ト

「
こ
ん
な
と
き
、
自
分
は
ど
う
す
べ
き
か
―
―
」

論
語
を
読
め
ば
、
揺
る
ぎ
な
い「
判
断
基
準
」
が

手
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入
る
！

学
　
而
◎
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た
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は
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な
ぜ
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ぶ
の
か

為
　
政
◎
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方
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仁
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仁
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ら
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説
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！
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治
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演
講
義
を
続
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、１
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名
を
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え
る
社
会

人
教
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の
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績
を
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洋
思
想
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ス
と
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事
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、生
き
方
論
の
第
一
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で
あ
る
。
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ど
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は
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。
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今
後
の
誌
面
づ
く
り
の
参
考
に
皆
様
の
ご
意
見・ご
感
想
を
お
願
い
致
し
ま
す
。〈
宛
先
：
東
京
本
社 

総
務
部 

石
上
　
メ
ー
ル
：ishigam

i@
nihonkensetsu.co.jp

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
３-

４
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〉

健康の豆知識
あなたの「健康リスク」に気づけるクイズ

出典：最新医学でわかった新健康常識　カラダに良いこと 悪いこと
監修：久保 明　出版社：永岡書店

高
血
圧
が
注
目
さ
れ
が
ち
だ
が

高
齢
者
は
低
血
圧
も
危
険
！

多
品
目
に
こ
だ
わ
る
と

栄
養
バ
ラ
ン
ス
が
乱
れ
や
す
い
⁉

太
も
も
の
筋
力
が
衰
え
る
と

人
生
の
歩
み
も
止
ま
っ
て
し
ま
う

1
時
間
以
上
の
昼
寝
で

糖
尿
病
の
発
症
リ
ス
ク
が
31
％
増

サ
ウ
ナ
浴
で
体
を
温
め
る
習
慣
で

突
然
死
の
リ
ス
ク
は
遠
ざ
か
る
！

（クイズの回答は、今後の研究等により変更になる可能性があります）
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血
圧
の
管
理
は
重
要
で
す
が
、
安
易
な
降
圧
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
に
も
注
意
！

品
数
を
多
く
す
れ
ば
良
い
わ
け
で
は
な
く
、
必
要

な
も
の
を
選
び
と
る
力
を
つ
け
て
！

運
動
に
よ
っ
て
筋
肉
を
鍛
え
る
と
、
生
き
る
力

直
結
す
る
と
心
得
て
！

体
内
リ
ズ
ム
を
守
る
上
で
も
、
睡
眠
時
間
に

影
響
す
る
長
い
昼
寝
は
避
け
て
！

「
と
と
の
い
ま
し
た
！
」で
話
題
の
サ
ウ
ナ
浴

で
、
ぜ
ひ
み
な
さ
ん
も
心
身
を
整
え
て
！

　
一
般
的
に
加
齢
と
と
も
に
血
圧
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す

が
、
高
齢
に
な
っ
て
血
圧
が
低
い
の
も
問
題
で
す
。
高
血
圧
の
よ

う
に
血
管
に
負
担
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
血
圧
が
低
い

と
全
身
に
血
液
を
送
り
出
す
力
が
弱
い
た
め
、
そ
れ
が
不
調
や
病

気
の
引
き
金
に
も
な
る
か
ら
で
す
。

　
低
血
圧
の
高
齢
者
が
注
意
す
べ
き
リ
ス
ク
を
明
ら
か
に
し
た
の

は
、『
エ
イ
ジ
・
ア
ン
ド
・
エ
イ
ジ
ン
グ
』（
２
０
２
０
年
）
に
掲
載

さ
れ
た
報
告※

で
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
41
万
人
を
超
え
る
75
歳
以
上
の

高
齢
者
を
対
象
に
、加
齢
で
心
身
が
弱
っ
て
し
ま
う「
フ
レ
イ
ル
」

に
も
考
慮
し
た
上
で
10
年
に
わ
た
る
調
査
を
行
っ
た
の
で
す
。

　
結
果
は
、
い
わ
ゆ
る「
上
の
血
圧
」
で
あ
る
収
縮
期
血
圧
が

１
２
０
㎜
Hg
未
満
の
低
血
圧
群
だ
と
正
常
値
群
に
比
べ
て
死
亡
リ

ス
ク
が
高
く
、
と
く
に
フ
レ
イ
ル
の
状
態
に
あ
る
人
に
そ
の
傾
向

が
顕
著
に
見
ら
れ
ま
し
た
。

　
一
方
、
収
縮
期
血
圧
が
高
い
場
合
（
１
８
０
㎜
Hg
以
上
を
含
む
）
で

は
心
血
管
疾
患
の
リ
ス
ク
は
高
く
な
る
も
の
の
、
全
死
亡
リ
ス
ク

と
の
関
連
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
血
圧
に
関
し
て
は
国
際
的
に
も
厳
し
く
管
理
す
る
流
れ
に
あ
り

ま
す
が
、
高
齢
者
は
低
血
圧
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
と
言

え
ま
す
。

　「
１
日
30
品
目
」
を
食
べ
る
の
が
健
康
的
な
食
生
活
だ
と
思
い

込
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

　
食
の
偏
り
を
避
け
、
多
様
な
食
事
を
と
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

い
う
報
告
が
あ
る
一
方
で
、「
多
品
目
の
食
品
を
摂
取
す
る
こ
と

が
適
正
な
体
重
維
持
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら
な
い
」と
い
う
発
表※

も
あ
り
ま
す
。

　
テ
キ
サ
ス
大
学
の
オ
ッ
ト
ー
氏
ら
が
手
が
け
、
学
術
誌『
サ
ー

キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
』（
２
０
１
８
年
）に
発
表
し
た
ア
メ
リ
カ
心
臓
協

会
（
Ａ
Ｈ
Ａ
）
の
報
告
で
は
、
た
だ
食
品
数
を
増
や
そ
う
と
す
る
と

総
摂
取
カ
ロ
リ
ー
が
増
え
て
肥
満
の
引
き
金
に
な
る
と
警
告
し
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
多
品
目
と
い
っ
て
も
野
菜
や
果
実
、
豆
、
全
粒
穀
物
、

低
脂
肪
の
乳
製
品
や
植
物
油
、
鶏
肉
な
ど
は
積
極
的
に
と
る
と
良

い
で
す
が
、
加
工
食
品
や
精
製
食
品
、
甘
い
飲
み
物
な
ど
は
減
ら

す
べ
き
と
し
て
い
る
の
で
す
。

　
そ
も
そ
も
１
９
８
５
年
に
厚
生
省（
当
時
）が
提
唱
し
た
食
生
活

指
針「
１
日
30
品
目
」に
は
エ
ビ
デ
ン
ス
が
な
く
、
２
０
０
０
年
の

指
針
か
ら
は「
主
食
、主
菜
、副
菜
を
基
本
に
、食
事
の
バ
ラ
ン
ス
を
」

と
い
う
目
標
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、バ
ラ
ン
ス
良
く
食
べ

る
こ
と
は
大
切
で
す
が
、食
べ
す
ぎ
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意
を
。

　
人
の
体
で
最
も
大
き
い
筋
肉
は
ど
こ
か
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
？
　
正
解
は
太
も
も
の
筋
肉
で
、
こ
の
部
分
の
筋
力
と
心

臓
の
病
気
が
関
連
づ
け
ら
れ
た
興
味
深
い
研
究
報
告※

が
あ
り

ま
す
。

　
２
０
１
５
年
に
北
里
大
学
の
研
究
チ
ー
ム
が
狭
心
症
や
心

筋
梗
塞
な
ど
の
冠
動
脈
疾
患
を
も
つ
平
均
年
齢
65
歳
の
計

1
，３
１
４
人
を
対
象
に
5
年
間
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
太
も
も
の
前
の
筋
肉
（
大だ

い

腿た
い

四し

頭と
う

筋き
ん

）

の
筋
力
と
死
亡
リ
ス
ク
と
の
関
連
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
腿
四
頭
筋
は
、
大だ

い

腿た
い

直ち
ょ
く

筋き
ん

、
内な

い

側そ
く

広こ
う

筋き
ん

、
外が

い

側そ
く

広こ
う

筋き
ん

、

中ち
ゅ
う

間か
ん

広こ
う

筋き
ん

の
4
つ
の
筋
肉
で
構
成
さ
れ
、
歩
い
た
り
、
走
っ

た
り
、
全
身
の
活
動
を
支
え
る
大
切
な
筋
肉
と
言
え
ま
す
。

　
調
査
で
は
全
死
亡
１
１
８
人
の
う
ち
心
血
管
疾
患
で
の
死

亡
が
63
人
あ
り
ま
し
た
が
、
大
腿
四
頭
筋
の
筋
力
が
強
い
人

は
死
亡
率
が
低
い
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
た
の
で
す
。

　
そ
も
そ
も
筋
肉
は
使
わ
な
け
れ
ば
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

逆
を
返
せ
ば
太
も
も
の
筋
力
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
、
生
活

活
動
レ
ベ
ル
が
高
い
と
言
え
ま
す
。
と
く
に
高
齢
者
に
と
っ

て
は
太
も
も
の
筋
力
は
歩
行
能
力
と
密
接
に
関
わ
る
と
こ

ろ
。
歩
く
速
度
や
歩
幅
は
若
々
し
さ
、
ひ
い
て
は
生
き
る
力

に
つ
な
が
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
睡
眠
時
間
が
足
り
な
い
と
う
つ
病
を
は
じ
め
、
肥
満
や
糖

尿
病
に
な
り
や
す
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。と
は
い
え
、

睡
眠
不
足
を
昼
寝
で
解
消
す
れ
ば
良
い
と
簡
単
に
考
え
て
は

い
け
ま
せ
ん
。

　
昼
寝
と
糖
尿
病
に
関
連
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
か
と
い
う
10

件
の
研
究
を
、調
査
分
析
し
た
興
味
深
い
報
告※

が
あ
り
ま
す
。

10
件
の
研
究
に
含
ま
れ
る
30
万
人
以
上
の
デ
ー
タ
と
2
万
例

を
超
え
る
糖
尿
病
の
症
例
を
も
と
に
詳
し
く
調
べ
た
と
こ

ろ
、
糖
尿
病
患
者
で
昼
寝
の
習
慣
が
あ
る
人
が
47
％
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。

　
さ
ら
に
、「
時
間
を
問
わ
な
い
昼
寝
」「
1
時
間
以
上
の
昼

寝
」「
1
時
間
以
内
の
短
い
昼
寝
」の
3
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
見

る
と
、「
1
時
間
以
上
の
昼
寝
」
を
す
る
人
は
糖
尿
病
の
発

症
リ
ス
ク
が
31
％
増
加
し
、「
1
時
間
以
内
」
で
は
関
連
が

見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
結
論
と
し
て
昼
寝
そ
の
も
の
が
悪
い
と
は
言
え
ま
せ
ん

が
、
1
時
間
を
超
え
る
昼
寝
は
糖
尿
病
の
発
症
リ
ス
ク
を
高

め
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
長
時
間
の
昼
寝
は
1
日
の
リ
ズ
ム
を
崩
し
て
し
ま
う
こ
と

に
つ
な
が
る
た
め
、
昼
寝
を
す
る
な
ら
短
時
間
（
30
分
以
内
が

理
想
）、
な
お
か
つ
夜
は
適
切
な
睡
眠
時
間
を
確
保
す
る
こ

と
を
徹
底
し
た
い
も
の
で
す
。

　
昨
今
、
日
本
で
も
サ
ウ
ナ
浴
が
人
気
で
す
が
、
サ
ウ
ナ
は

も
と
も
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
式
の
蒸
し
風
呂
。
サ
ウ
ナ
浴
で
体

を
温
め
た
後
に
シ
ャ
ワ
ー
や
水
風
呂
で
体
を
冷
や
す
温
冷
交

代
浴
を
行
う
の
が
慣
例
で
す
。
こ
う
し
た
入
浴
法
が
心
血
管

疾
患
や
死
亡
率
と
関
連
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
サ
ウ
ナ
浴
の

本
場
・
東
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
大
学
の
ロ
ッ
カ
ネ
ン
博
士
ら
に
よ

る
調
査※

１

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
対
象
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
住
む
42
〜
60
歳
ま
で
の
健
康
な

男
性
2
，３
１
５
人
。
約
20
年
間
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
調
べ

た
と
こ
ろ
、
突
然
死
率
、
冠
動
脈
疾
患
死
亡
率
の
い
ず
れ
に

お
い
て
も
リ
ス
ク
低
下
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　
突
然
死
に
つ
い
て
は
、
サ
ウ
ナ
浴
の
頻
度
で
分
け
る
と
、

週
に
２
〜
３
回
の
人
で
20
〜
30
％
低
下
、
そ
し
て
週
に
４
〜

７
回
で
は
60
％
低
下
と
い
う
結
果
に
。
ま
た
、
ロ
ッ
カ
ネ
ン

博
士
は
「
サ
ウ
ナ
浴
が
認
知
症
を
予
防
す
る
」
と
い
う
研
究

発
表※

２

も
し
て
い
ま
す
。
毎
日
サ
ウ
ナ
浴
を
す
る
人
は
、
週
1

回
以
下
の
人
に
比
べ
て
軽
度
の
認
知
症
発
症
リ
ス
ク
が
66
％

以
下
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
に
な
る
リ
ス
ク
は
65
％
低
下
と

い
う
驚
き
の
結
果
に
。

　
こ
う
し
た
結
果
が
日
本
人
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
と
は

言
い
切
れ
ま
せ
ん
が
、
サ
ウ
ナ
浴
の
健
康
効
果
と
し
て
参
考

に
で
き
る
で
し
ょ
う
。

答え
🅰🅰

答え
🅲🅲

答え
🅱🅱

答え
🅲🅲

答え
🅳🅳

🆀🆀
１
．高
齢
者
で
低
血
圧
の
状
態
が
続
く
と

ど
う
な
る
？

🅰🅰
短
命
に
な
る

🅱🅱
虚き

ょ

弱じ
ゃ
く

に
な
る

🅲🅲
肥
満
に
な
る

🅳🅳
長
生
き
に
な
る

🆀🆀
２
．１
日
30
品
目
の
食
品
を
摂
取
す
る

こ
と
で
発
症
リ
ス
ク
が
上
が
る
の
は
？

🅰🅰
糖
尿
病

🅱🅱
認
知
症

🅲🅲
肥
満

🅳🅳
脂
質
異
常
症

🆀🆀
３
．太
も
も
を
鍛
え
る
と

死
亡
リ
ス
ク
が
低
下
す
る
病
気
と
は
？

🅰🅰
高
血
圧

🅱🅱
心
臓
病

🅲🅲
不
眠
症

🅳🅳
認
知
症

🆀🆀
４
．糖
尿
病
の
発
症
リ
ス
ク
を
高
め
る

昼
寝
時
間
は
？

🅰🅰 

30
分
以
内

🅱🅱 

30
分
〜
1
時
間

🅲🅲 

1
時
間
以
上

🅳🅳
昼
寝
時
間
と
は
関
連
が
な
い

🆀🆀
５
．健
康
効
果
を
高
め
る
サ
ウ
ナ
浴
の

最
適
な
回
数
と
は
？

🅰🅰
週
0
回

🅱🅱
週
1
回

🅲🅲
週
2
〜
3
回

🅳🅳
週
4
〜
7
回
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今
後
の
誌
面
づ
く
り
の
参
考
に
皆
様
の
ご
意
見・ご
感
想
を
お
願
い
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し
ま
す
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健康の豆知識
あなたの「健康リスク」に気づけるクイズ

出典：最新医学でわかった新健康常識　カラダに良いこと 悪いこと
監修：久保 明　出版社：永岡書店

高
血
圧
が
注
目
さ
れ
が
ち
だ
が

高
齢
者
は
低
血
圧
も
危
険
！

多
品
目
に
こ
だ
わ
る
と

栄
養
バ
ラ
ン
ス
が
乱
れ
や
す
い
⁉

太
も
も
の
筋
力
が
衰
え
る
と

人
生
の
歩
み
も
止
ま
っ
て
し
ま
う

1
時
間
以
上
の
昼
寝
で

糖
尿
病
の
発
症
リ
ス
ク
が
31
％
増

サ
ウ
ナ
浴
で
体
を
温
め
る
習
慣
で

突
然
死
の
リ
ス
ク
は
遠
ざ
か
る
！

（クイズの回答は、今後の研究等により変更になる可能性があります）
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血
圧
の
管
理
は
重
要
で
す
が
、
安
易
な
降
圧
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
に
も
注
意
！

品
数
を
多
く
す
れ
ば
良
い
わ
け
で
は
な
く
、
必
要

な
も
の
を
選
び
と
る
力
を
つ
け
て
！

運
動
に
よ
っ
て
筋
肉
を
鍛
え
る
と
、
生
き
る
力

直
結
す
る
と
心
得
て
！

体
内
リ
ズ
ム
を
守
る
上
で
も
、
睡
眠
時
間
に

影
響
す
る
長
い
昼
寝
は
避
け
て
！

「
と
と
の
い
ま
し
た
！
」で
話
題
の
サ
ウ
ナ
浴

で
、
ぜ
ひ
み
な
さ
ん
も
心
身
を
整
え
て
！

　
一
般
的
に
加
齢
と
と
も
に
血
圧
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す

が
、
高
齢
に
な
っ
て
血
圧
が
低
い
の
も
問
題
で
す
。
高
血
圧
の
よ

う
に
血
管
に
負
担
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
血
圧
が
低
い

と
全
身
に
血
液
を
送
り
出
す
力
が
弱
い
た
め
、
そ
れ
が
不
調
や
病

気
の
引
き
金
に
も
な
る
か
ら
で
す
。

　
低
血
圧
の
高
齢
者
が
注
意
す
べ
き
リ
ス
ク
を
明
ら
か
に
し
た
の

は
、『
エ
イ
ジ
・
ア
ン
ド
・
エ
イ
ジ
ン
グ
』（
２
０
２
０
年
）
に
掲
載

さ
れ
た
報
告※

で
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
41
万
人
を
超
え
る
75
歳
以
上
の

高
齢
者
を
対
象
に
、加
齢
で
心
身
が
弱
っ
て
し
ま
う「
フ
レ
イ
ル
」

に
も
考
慮
し
た
上
で
10
年
に
わ
た
る
調
査
を
行
っ
た
の
で
す
。

　
結
果
は
、
い
わ
ゆ
る「
上
の
血
圧
」
で
あ
る
収
縮
期
血
圧
が

１
２
０
㎜
Hg
未
満
の
低
血
圧
群
だ
と
正
常
値
群
に
比
べ
て
死
亡
リ

ス
ク
が
高
く
、
と
く
に
フ
レ
イ
ル
の
状
態
に
あ
る
人
に
そ
の
傾
向

が
顕
著
に
見
ら
れ
ま
し
た
。

　
一
方
、
収
縮
期
血
圧
が
高
い
場
合
（
１
８
０
㎜
Hg
以
上
を
含
む
）
で

は
心
血
管
疾
患
の
リ
ス
ク
は
高
く
な
る
も
の
の
、
全
死
亡
リ
ス
ク

と
の
関
連
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
血
圧
に
関
し
て
は
国
際
的
に
も
厳
し
く
管
理
す
る
流
れ
に
あ
り

ま
す
が
、
高
齢
者
は
低
血
圧
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
と
言

え
ま
す
。

　「
１
日
30
品
目
」
を
食
べ
る
の
が
健
康
的
な
食
生
活
だ
と
思
い

込
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

　
食
の
偏
り
を
避
け
、
多
様
な
食
事
を
と
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

い
う
報
告
が
あ
る
一
方
で
、「
多
品
目
の
食
品
を
摂
取
す
る
こ
と

が
適
正
な
体
重
維
持
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら
な
い
」と
い
う
発
表※

も
あ
り
ま
す
。

　
テ
キ
サ
ス
大
学
の
オ
ッ
ト
ー
氏
ら
が
手
が
け
、
学
術
誌『
サ
ー

キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
』（
２
０
１
８
年
）に
発
表
し
た
ア
メ
リ
カ
心
臓
協

会
（
Ａ
Ｈ
Ａ
）
の
報
告
で
は
、
た
だ
食
品
数
を
増
や
そ
う
と
す
る
と

総
摂
取
カ
ロ
リ
ー
が
増
え
て
肥
満
の
引
き
金
に
な
る
と
警
告
し
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
多
品
目
と
い
っ
て
も
野
菜
や
果
実
、
豆
、
全
粒
穀
物
、

低
脂
肪
の
乳
製
品
や
植
物
油
、
鶏
肉
な
ど
は
積
極
的
に
と
る
と
良

い
で
す
が
、
加
工
食
品
や
精
製
食
品
、
甘
い
飲
み
物
な
ど
は
減
ら

す
べ
き
と
し
て
い
る
の
で
す
。

　
そ
も
そ
も
１
９
８
５
年
に
厚
生
省（
当
時
）が
提
唱
し
た
食
生
活

指
針「
１
日
30
品
目
」に
は
エ
ビ
デ
ン
ス
が
な
く
、
２
０
０
０
年
の

指
針
か
ら
は「
主
食
、主
菜
、副
菜
を
基
本
に
、食
事
の
バ
ラ
ン
ス
を
」

と
い
う
目
標
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、バ
ラ
ン
ス
良
く
食
べ

る
こ
と
は
大
切
で
す
が
、食
べ
す
ぎ
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意
を
。

　
人
の
体
で
最
も
大
き
い
筋
肉
は
ど
こ
か
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
？
　
正
解
は
太
も
も
の
筋
肉
で
、
こ
の
部
分
の
筋
力
と
心

臓
の
病
気
が
関
連
づ
け
ら
れ
た
興
味
深
い
研
究
報
告※

が
あ
り

ま
す
。

　
２
０
１
５
年
に
北
里
大
学
の
研
究
チ
ー
ム
が
狭
心
症
や
心

筋
梗
塞
な
ど
の
冠
動
脈
疾
患
を
も
つ
平
均
年
齢
65
歳
の
計

1
，３
１
４
人
を
対
象
に
5
年
間
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
太
も
も
の
前
の
筋
肉
（
大だ

い

腿た
い

四し

頭と
う

筋き
ん

）

の
筋
力
と
死
亡
リ
ス
ク
と
の
関
連
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
腿
四
頭
筋
は
、
大だ

い

腿た
い

直ち
ょ
く

筋き
ん

、
内な

い

側そ
く

広こ
う

筋き
ん

、
外が

い

側そ
く

広こ
う

筋き
ん

、

中ち
ゅ
う

間か
ん

広こ
う

筋き
ん

の
4
つ
の
筋
肉
で
構
成
さ
れ
、
歩
い
た
り
、
走
っ

た
り
、
全
身
の
活
動
を
支
え
る
大
切
な
筋
肉
と
言
え
ま
す
。

　
調
査
で
は
全
死
亡
１
１
８
人
の
う
ち
心
血
管
疾
患
で
の
死

亡
が
63
人
あ
り
ま
し
た
が
、
大
腿
四
頭
筋
の
筋
力
が
強
い
人

は
死
亡
率
が
低
い
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
た
の
で
す
。

　
そ
も
そ
も
筋
肉
は
使
わ
な
け
れ
ば
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

逆
を
返
せ
ば
太
も
も
の
筋
力
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
、
生
活

活
動
レ
ベ
ル
が
高
い
と
言
え
ま
す
。
と
く
に
高
齢
者
に
と
っ

て
は
太
も
も
の
筋
力
は
歩
行
能
力
と
密
接
に
関
わ
る
と
こ

ろ
。
歩
く
速
度
や
歩
幅
は
若
々
し
さ
、
ひ
い
て
は
生
き
る
力

に
つ
な
が
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
睡
眠
時
間
が
足
り
な
い
と
う
つ
病
を
は
じ
め
、
肥
満
や
糖

尿
病
に
な
り
や
す
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。と
は
い
え
、

睡
眠
不
足
を
昼
寝
で
解
消
す
れ
ば
良
い
と
簡
単
に
考
え
て
は

い
け
ま
せ
ん
。

　
昼
寝
と
糖
尿
病
に
関
連
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
か
と
い
う
10

件
の
研
究
を
、調
査
分
析
し
た
興
味
深
い
報
告※

が
あ
り
ま
す
。

10
件
の
研
究
に
含
ま
れ
る
30
万
人
以
上
の
デ
ー
タ
と
2
万
例

を
超
え
る
糖
尿
病
の
症
例
を
も
と
に
詳
し
く
調
べ
た
と
こ

ろ
、
糖
尿
病
患
者
で
昼
寝
の
習
慣
が
あ
る
人
が
47
％
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。

　
さ
ら
に
、「
時
間
を
問
わ
な
い
昼
寝
」「
1
時
間
以
上
の
昼

寝
」「
1
時
間
以
内
の
短
い
昼
寝
」の
3
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
見

る
と
、「
1
時
間
以
上
の
昼
寝
」
を
す
る
人
は
糖
尿
病
の
発

症
リ
ス
ク
が
31
％
増
加
し
、「
1
時
間
以
内
」
で
は
関
連
が

見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
結
論
と
し
て
昼
寝
そ
の
も
の
が
悪
い
と
は
言
え
ま
せ
ん

が
、
1
時
間
を
超
え
る
昼
寝
は
糖
尿
病
の
発
症
リ
ス
ク
を
高

め
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
長
時
間
の
昼
寝
は
1
日
の
リ
ズ
ム
を
崩
し
て
し
ま
う
こ
と

に
つ
な
が
る
た
め
、
昼
寝
を
す
る
な
ら
短
時
間
（
30
分
以
内
が

理
想
）、
な
お
か
つ
夜
は
適
切
な
睡
眠
時
間
を
確
保
す
る
こ

と
を
徹
底
し
た
い
も
の
で
す
。

　
昨
今
、
日
本
で
も
サ
ウ
ナ
浴
が
人
気
で
す
が
、
サ
ウ
ナ
は

も
と
も
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
式
の
蒸
し
風
呂
。
サ
ウ
ナ
浴
で
体

を
温
め
た
後
に
シ
ャ
ワ
ー
や
水
風
呂
で
体
を
冷
や
す
温
冷
交

代
浴
を
行
う
の
が
慣
例
で
す
。
こ
う
し
た
入
浴
法
が
心
血
管

疾
患
や
死
亡
率
と
関
連
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
サ
ウ
ナ
浴
の

本
場
・
東
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
大
学
の
ロ
ッ
カ
ネ
ン
博
士
ら
に
よ

る
調
査※

１

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
対
象
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
住
む
42
〜
60
歳
ま
で
の
健
康
な

男
性
2
，３
１
５
人
。
約
20
年
間
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
調
べ

た
と
こ
ろ
、
突
然
死
率
、
冠
動
脈
疾
患
死
亡
率
の
い
ず
れ
に

お
い
て
も
リ
ス
ク
低
下
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　
突
然
死
に
つ
い
て
は
、
サ
ウ
ナ
浴
の
頻
度
で
分
け
る
と
、

週
に
２
〜
３
回
の
人
で
20
〜
30
％
低
下
、
そ
し
て
週
に
４
〜

７
回
で
は
60
％
低
下
と
い
う
結
果
に
。
ま
た
、
ロ
ッ
カ
ネ
ン

博
士
は
「
サ
ウ
ナ
浴
が
認
知
症
を
予
防
す
る
」
と
い
う
研
究

発
表※

２

も
し
て
い
ま
す
。
毎
日
サ
ウ
ナ
浴
を
す
る
人
は
、
週
1

回
以
下
の
人
に
比
べ
て
軽
度
の
認
知
症
発
症
リ
ス
ク
が
66
％

以
下
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
に
な
る
リ
ス
ク
は
65
％
低
下
と

い
う
驚
き
の
結
果
に
。

　
こ
う
し
た
結
果
が
日
本
人
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
と
は

言
い
切
れ
ま
せ
ん
が
、
サ
ウ
ナ
浴
の
健
康
効
果
と
し
て
参
考

に
で
き
る
で
し
ょ
う
。

答え
🅰🅰

答え
🅲🅲

答え
🅱🅱

答え
🅲🅲

答え
🅳🅳

🆀🆀
１
．高
齢
者
で
低
血
圧
の
状
態
が
続
く
と

ど
う
な
る
？

🅰🅰
短
命
に
な
る

🅱🅱
虚き

ょ

弱じ
ゃ
く

に
な
る

🅲🅲
肥
満
に
な
る

🅳🅳
長
生
き
に
な
る

🆀🆀
２
．１
日
30
品
目
の
食
品
を
摂
取
す
る

こ
と
で
発
症
リ
ス
ク
が
上
が
る
の
は
？

🅰🅰
糖
尿
病

🅱🅱
認
知
症

🅲🅲
肥
満

🅳🅳
脂
質
異
常
症

🆀🆀
３
．太
も
も
を
鍛
え
る
と

死
亡
リ
ス
ク
が
低
下
す
る
病
気
と
は
？

🅰🅰
高
血
圧

🅱🅱
心
臓
病

🅲🅲
不
眠
症

🅳🅳
認
知
症

🆀🆀
４
．糖
尿
病
の
発
症
リ
ス
ク
を
高
め
る

昼
寝
時
間
は
？

🅰🅰 

30
分
以
内

🅱🅱 

30
分
〜
1
時
間

🅲🅲 

1
時
間
以
上

🅳🅳
昼
寝
時
間
と
は
関
連
が
な
い

🆀🆀
５
．健
康
効
果
を
高
め
る
サ
ウ
ナ
浴
の

最
適
な
回
数
と
は
？

🅰🅰
週
0
回

🅱🅱
週
1
回

🅲🅲
週
2
〜
3
回

🅳🅳
週
4
〜
7
回
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