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歴
史
を
拾
う 

 
 
 
 
 
 
 

打
田
昇
三 

昭
和
四
十
年
の
半
ば
に
「
伝
統
と
現
代
」
と
い
う
文

学
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
た
。「
祭
り
」「
婚
姻
」「
大
学
」

な
ど
の
テ
ー
マ
で
学
者
、
作
家
、
詩
人
、
歴
史
家
の

諸
先
生
が
、昔
と
今
を
自
由
に
分
析
し
論
じ
て
い
て
、

創
刊
の
趣
旨
は
「
…
今
は
不
要
な
資
料
で
も
、
い
つ

の
日
か
必
ず
役
に
立
つ
…
」
こ
と
を
目
指
す
と
い
う

も
の
だ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
当
時
の
世
相
は
反
戦
集
会
・
安
保
反
対
・

大
学
紛
争
が
盛
ん
で
、
誰
も
の
ん
び
り
昔
を
思
い
出

す
雰
囲
気
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
残
念
な
が
ら
程

無
く
廃
刊
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

同
じ
頃
、
司
馬
遼
太
郎
先
生
が
「
歴
史
と
小
説
」

と
題
す
る
随
筆
風
の
作
品
を
出
さ
れ
た
。
徳
川
家
康

か
ら
新
撰
組
隊
士
、
幕
末
の
志
士
な
ど
に
纏
わ
る
既

成
の
歴
史
譚
か
ら
少
し
逸
れ
て
、
よ
り
人
間
的
な
主

人
公
の
本
音
に
迫
る
裏
話
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
中
で
歴
史
上
の
人
物
に
つ
い
て
「
完
結
し
た

人
生
を
見
る
―
あ
る
人
間
が
死
に
、
時
間
が
経
つ
。

時
間
は
経
て
ば
経
つ
ほ
ど
（
物
語
の
作
者
は
）
高
い

視
点
か
ら
鳥
瞰
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
が
歴
史

小
説
を
書
く
面
白
さ
で
あ
る
」
と
す
る
趣
旨
の
事
を

述
べ
て
お
ら
れ
た
。 

 

一
口
に
歴
史
と
い
っ
て
も
地
球
全
体
か
ら
東
ア
ジ

ア
、
日
本
全
土
、
東
国
、
常
陸
国
、
茨
城
郡
、
筑
波 

     

山
麓
、
石
岡
市
な
ど
に
分
け
た
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
何
万

年
、
何
千
年
の
過
去
が
あ
り
、
そ
の
地
に
生
き
た
大

勢
の
人
物
の
生
涯
が
有
る
訳
で
、
興
味
が
あ
る
か
ら

と
言
っ
て
全
部
を
覚
え
る
こ
と
な
ど
所
詮
は
不
可
能

で
あ
る
。
結
局
は
自
分
の
好
み
の
範
囲
で
承
知
し
た

こ
と
が
自
分
の
歴
史
観
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

今
は
古
書
の
復
刻
版
も
出
回
り
、
市
町
村
史
も
出

版
さ
れ
、
図
書
館
も
充
実
し
て
居
て
大
筋
だ
け
な
ら

大
概
の
こ
と
が
知
り
得
る
時
代
で
あ
る
が
、
幕
末
・

明
治
時
代
辺
り
ま
で
は
、
地
元
の
こ
と
さ
え
年
月
が

過
ぎ
れ
ば
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
。 

 
「
石
岡
の
地
誌
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
江
戸
時
代

中
期
（
一
七
七
九
）
の
史
料
に
は
国
分
尼
寺
に
つ
い

て
「
尼
僧
が
居
た
と
い
う
の
は
誤
り
」
と
い
う
よ
う

な
記
録
が
あ
る
。
国
分
尼
寺
は
早
い
時
代
に
衰
退
し

て
廃
墟
に
な
っ
て
い
た
よ
う
な
の
で
仕
方
が
な
い
こ

と
と
は
思
う
が
、
尼
寺
の
中
で
真
面
目
に
お
経
を
読

ん
で
い
た
尼
僧
の
幽
霊
は
浮
か
ば
れ
な
い
。
昔
の
歴

史
認
識
は
そ
の
程
度
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

国
分
寺
跡
に
し
て
も
、
注
目
さ
れ
だ
し
た
の
は
大

正
十
一
年
に
国
が
史
跡
と
し
て
指
定
し
た
か
ら
で
あ

る
。
日
本
国
中
に
は
国
分
寺
が
六
十
何
か
寺
も
あ
っ

た
け
れ
ど
、
そ
の
大
部
分
は
荒
廃
し
当
時
の
規
模
も

判
ら
な
く
な
っ
て
い
た
中
で
、
常
陸
国
分
寺
跡
は
辛

う
じ
て
礎
石
の
一
部
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

一
部
し
か
無
か
っ
た
の
は
金
持
ち
連
中
が
庭
石
に
持

ち
去
っ
た
り
し
た
よ
う
で
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
大
石

が
自
分
で
動
い
た
り
崩
れ
た
り
す
る
訳
が
な
い
。 

 

尤
も
エ
ジ
プ
ト
文
明
が
解
明
さ
れ
た
の
は
ナ
ポ
レ

オ
ン
軍
が
工
事
用
の
石
の
中
か
ら
ロ
ゼ
ッ
タ
ス
ト
ー

ン
を
見
つ
け
出
し
た
か
ら
で
、
貴
重
な
碑
文
を
刻
ん

だ
石
は
イ
ス
ラ
ム
砦
の
城
壁
に
使
わ
れ
て
い
た
。
権

力
や
政
治
機
構
が
変
わ
れ
ば
従
来
の
歴
史
が
否
定
さ

れ
る
の
は
仕
方
の
無
い
こ
と
ら
し
い
。 

 

国
分
尼
寺
の
史
料
よ
り
四
十
年
程
前
に
書
か
れ
た

「
常
府
要
用
録
」
に
は
鎌
倉
時
代
初
期
に
書
か
れ
た

戦
記
の
「
前
太
平
記
」
に
常
陸
大
掾
平
国
香
の
居
城

を
「
土
浦
城
」
と
し
た
の
は
誤
り
で
「
国
香
は
府
中

城
を
築
き
在
城
し
た
」
と
指
摘
す
る
記
事
も
あ
る
。 

 

平
氏
一
族
の
争
い
は
「
将
門
記
」
が
遍
く
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
石
岡
城
や
府
中
城
の
古
跡
研

究
で
築
城
の
時
期
が
解
明
さ
れ
て
、
今
で
は
国
香
が

府
中
城
に
居
た
な
ど
と
い
う
説
は
誰
も
信
じ
な
い
が

二
百
数
十
年
前
ま
で
は
地
元
の
歴
史
感
覚
も
そ
の
程

度
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

「
講
釈
師
見
て
き
た
よ
う
な
嘘
を
つ
き
」
と
い
う

川
柳
も
あ
る
が
、
源
義
経
が
衣
川
の
戦
い
の
あ
と
大

陸
へ
渡
っ
て
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
に
な
っ
た
…
類
の
説
は

ご
遠
慮
願
う
と
し
て
、
平
国
香
の
土
浦
城
説
な
ど
は

間
違
い
と
は
言
っ
て
も
裏
に
一
つ
の
示
唆
を
含
ん
で

い
る
よ
う
に
思
え
る
。 

 

日
本
の
城
郭
史
は
、
大
化
元
年
（
六
四
五
）
孝
徳

天
皇
が
大
阪
城
の
辺
り
に
難
波
長
柄
宮
を
造
営
し
た

こ
と
を
起
源
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

城
で
は
な
く
皇
居
で
あ
ろ
う
か
ら
、
次
の
記
録
「
天

ふ
る
さ
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
会
会
報 

（
第
二
号
） 
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慶
四
年
（
九
四
一
）
藤
原
純
友
征
伐
の
た
め
に
築
か

れ
た
宇
和
島
城
」
が
最
古
と
な
る
。 

 
し
か
し
土
浦
城
に
「
平
国
香
居
城
説
」
が
あ
れ
ば

こ
ち
ら
の
ほ
う
が
数
年
早
い
の
で
「
土
浦
城
は
日
本

最
古
の
城
」
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
国
香
で
は
な
く

「
国
香
と
戦
っ
た
平
将
門
が
県
南
進
出
の
拠
点
に
し

よ
う
と
縄
張
り
を
し
た
」
の
が
土
浦
城
で
あ
ろ
う
。 

 

地
元
の
土
浦
を
差
し
置
い
て
攻
め
ら
れ
た
石
岡
で

言
う
の
も
変
だ
が
、
記
事
と
し
て
は
誤
り
の
よ
う
な

江
戸
時
代
の
史
料
か
ら
も
何
か
が
推
定
で
き
る
と
い

う
一
例
で
あ
る
。司
馬
遼
太
郎
先
生
が
言
わ
れ
た「
高

い
視
点
か
ら
鳥
瞰
す
る
」
と
は
こ
う
い
う
こ
と
か
も

知
れ
な
い
と
勝
手
に
思
っ
て
い
る
。 

 

祭
礼
・
芸
能
・
行
事
な
ど
地
域
の
伝
統
は
形
が
あ

る
か
ら
細
々
で
も
守
ら
れ
る
。
歴
史
の
探
求
は
伝
統

の
裏
に
秘
め
ら
れ
た
昔
の
人
々
の
思
い
や
ら
人
間
と

し
て
の
生
き
様
を
探
り
出
す
こ
と
が
大
切
だ
か
ら
一

般
に
は
敬
遠
さ
れ
る
。
し
か
し
、
嫌
が
ら
れ
て
も
何

で
も
ゴ
ミ
の
分
別
と
同
じ
で
、
数
多
い
歴
史
の
断
片

を
丁
寧
に
区
分
け
す
る
作
業
が
必
要
な
の
だ
と
思
う
。 

  

言
葉
の
原
点
的
思
考
を 

 
 
 

白
井
啓
治 

 

「
五
月
晴
れ
と
い
う
の
は
梅
雨
の
晴
れ
間
の
こ
と

を
言
っ
た
ん
で
す
よ
」 

 

こ
ん
な
話
し
を
し
た
ら
吃
驚
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

五
月
雨
と
か
五
月
晴
れ
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
頃

は
旧
暦
で
し
た
か
ら
、
五
月
は
今
の
六
月
。
日
本
の

代
表
的
な
唱
歌
「
さ
く
ら
さ
く
ら
弥
生
の
空
は
…
」

の
弥
生
（
三
月
）
は
今
の
暦
で
は
四
月
の
こ
と
。
今

の
三
月
で
は
ま
だ
「
か
す
み
か
雲
か
…
」
に
は
な
り

ま
せ
ん
。 

 

言
葉
と
そ
の
持
つ
意
味
は
、
時
代
時
代
に
変
化
し

て
い
く
も
の
で
す
か
ら
、
五
月
晴
れ
を
梅
雨
の
晴
れ

間
の
こ
と
で
あ
る
、
と
目
く
じ
ら
を
た
て
て
言
う
こ

と
で
は
な
い
。
五
月
晴
れ
は
、
所
謂
現
在
の
五
月
の

気
持
ち
の
良
い
天
気
と
認
識
し
て
も
ら
っ
て
か
ま
わ

な
い
し
、
現
代
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
る
と
そ
の
方
が

ス
ッ
キ
リ
と
し
て
い
い
。
六
月
の
雨
は
梅
雨
で
い
い

し
、
六
月
の
晴
れ
間
は
、
梅
雨
の
晴
れ
間
で
い
い
と

思
う
。 

 

Ｈ
す
る
と
言
え
ば
今
で
は
セ
ッ
ク
ス
す
る
こ
と
を

さ
す
が
、
も
と
も
と
は
変
体
の
頭
文
字
を
と
っ
た
も

の
だ
っ
た
。
で
も
Ｈ
は
変
体
で
な
く
て
セ
ッ
ク
ス
で

あ
っ
て
も
不
都
合
は
な
い
し
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い

と
思
う
。 

 
言
葉
の
意
味
の
時
代
に
合
わ
せ
て
の
変
化
に
対
し

て
は
、
概
ね
賛
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
ち
ょ
っ

と
待
て
、
と
声
を
荒
げ
な
い
と
い
け
な
い
も
の
も
あ

る
。
特
に
差
別
用
語
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
酷
さ
は

お
話
に
な
ら
な
い
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
め
く
ら

（
盲
）
は
ダ
メ
で
盲
（
も
う
）
な
ら
良
い
と
い
う
の

は
「
何
だ
こ
れ
は
？
」
で
あ
る
。
訓
読
み
が
ダ
メ
で

音
読
み
は
良
い
、（
又
は
そ
の
反
対
も
あ
る
だ
ろ
う
）

な
ど
言
葉
を
冒
涜
し
て
い
る
と
断
言
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
の
言
葉
の
意
味
そ
の
も
の
に
は
人
間
性
の
差

別
な
ど
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
う
人
の
心
の

あ
り
よ
う
が
問
題
な
の
で
あ
る
。 

 

物
語
の
創
作
を
生
業
と
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
言

葉
の
意
味
と
そ
れ
を
使
う
心
の
あ
り
よ
う
は
重
大
な

問
題
で
あ
り
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
自
分
の
命
そ
の
も

の
で
あ
る
。 

生
き
る
と
い
う
こ
と
、
暮
ら
す
と
い
う
こ
と
の
葛

藤
を
表
現
す
る
と
き
、
自
分
の
選
択
し
た
言
葉
に
つ

い
て
、
自
分
自
身
の
心
の
あ
り
よ
う
と
同
時
に
、
そ

の
語
源
を
遡
っ
て
考
え
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。 

 

言
葉
と
い
う
の
は
、
心
を
口
（
音
）
に
表
す
の
が

そ
の
始
ま
り
で
あ
る
が
、
単
語
と
し
て
の
言
葉
の
な

り
た
ち
を
み
て
み
る
と
、
現
在
認
識
し
て
い
る
意
味

と
は
別
に
、
人
間
の
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る

基
本
思
想
な
り
哲
学
な
り
を
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
よ

く
あ
る
。（
言
葉
の
発
生
を
も
っ
と
遡
る
と
動
作
と
か

サ
イ
ン
に
な
る
が
、
そ
こ
ま
で
遡
っ
て
し
ま
う
と
、

そ
こ
に
哲
学
を
考
え
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま

う
の
で
こ
こ
で
は
一
応
、
音
と
い
う
こ
と
に
す
る
） 

 

問
題
解
決
へ
の
基
本
的
な
見
方
と
し
て
原
点
的
思

考
の
重
要
性
が
い
わ
れ
て
久
し
い
が
、
表
現
言
葉
に

つ
い
て
も
、
現
在
の
共
通
認
識
と
は
別
に
、
原
点
に

遡
っ
て
み
つ
め
て
み
る
と
、
認
識
の
軌
道
修
正
の
方

向
が
見
え
て
く
る
も
の
で
あ
る
し
、
修
正
は
な
い
に

し
て
も
思
考
の
広
が
り
が
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。 

 

言
葉
の
原
義
、
思
想
或
い
は
哲
学
を
無
視
し
た
あ

る
種
身
勝
手
な
独
り
歩
き
は
、
戦
後
に
氾
濫
し
て
き

た
外
来
語
に
多
く
見
ら
れ
る
。
日
本
語
に
は
な
く
、

外
国
語
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
も
、
グ
ロ

ー
バ
ル
化
し
た
社
会
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
を
否
定
す
る
気
は
全
く
な
い
。 

 

し
か
し
、
言
葉
の
持
つ
思
想
・
哲
学
を
全
く
無
視

し
て
の
日
本
語
化
と
い
う
の
は
困
っ
た
こ
と
と
言
う
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よ
り
も
人
間
と
し
て
の
行
動
そ
の
も
の
の
あ
る
べ
き

姿
を
見
誤
ら
せ
て
し
ま
う
。 

 
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
Ｃ
Ｓ
（
顧
客
満

足
）
経
営
に
関
す
る
本
の
執
筆
を
頼
ま
れ
書
い
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
サ
ー
ビ
ス
品
質
の
向
上
と

い
う
項
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
直
感

的
に
で
は
あ
っ
た
が
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
言
葉
に
違
和

感
を
覚
え
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
サ
ー
ビ
ス
の
語
源

を
調
べ
て
み
よ
う
と
辞
書
を
捲
る
と
奴
隷（
ソ
ウ
ル
）

が
語
源
で
あ
っ
た
。
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
の
は
奴
隷
の

よ
う
に
つ
く
す
こ
と
が
そ
の
成
り
立
ち
で
あ
っ
た
。 

 

違
和
感
を
覚
え
た
の
は「
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
」

と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
の
経
営
学

の
本
を
調
べ
て
み
る
と
、
経
営
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス

の
基
本
概
念
は
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
と
出
て

い
た
。
解
り
や
す
く
日
本
語
に
置
き
換
え
れ
ば
「
お

も
て
な
し
」
で
あ
る
が
、
こ
の
雅
た
言
葉
は
既
に
捨

て
ら
れ
、
死
語
に
な
り
か
け
て
い
る
。 

 

語
源
か
ら
進
め
て
考
え
る
究
極
の
サ
ー
ビ
ス
と
は

奴
隷
の
ご
と
く
の
タ
ダ
働
き
を
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。こ
れ
で
は
経
営
は
成
り
立
た
な
い
。 

 

た
か
が
言
葉
、
と
思
っ
て
し
ま
う
が
、
言
葉
に
は

人
間
の
行
動
そ
の
も
の
を
規
制
し
て
し
ま
う
力
の
潜

ん
で
在
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

 

タ
ダ
働
き
で
思
い
出
し
た
が
、
最
近
、
あ
る
サ
ー

ク
ル
の
集
ま
り
に
出
た
と
き
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

関
す
る
話
が
あ
っ
た
。
来
て
話
し
て
い
る
人
は
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
だ
か
何
だ
か
に
携
わ
る
人
ら
し
か

っ
た
が
、
あ
ま
り
に
要
領
の
得
な
い
話
し
で
あ
っ
た

の
と
、
何
度
も
何
度
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
タ
ダ
だ
と

連
発
す
る
の
で
、
早
く
話
し
を
止
め
て
も
ら
い
た
い

気
持
ち
も
あ
っ
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
の
は
ダ

タ
働
き
を
す
る
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
よ
、

と
釘
を
刺
し
て
み
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

返
答
が
あ
ま
り
に
も
勉
強
を
し
て
い
な
い
も
の
で
あ

っ
た
の
で
、
論
破
す
る
気
持
ち
も
失
せ
、
そ
れ
以
上

相
手
に
す
る
こ
と
を
止
め
た
。 

 

因
み
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
言
葉
の
、
そ
も
そ

も
の
第
一
義
の
意
味
と
は「
志
願
し
て
兵
隊
に
な
る
。

志
願
兵
に
な
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
か
ら
発

展
さ
せ
「
社
会
の
た
め
に
私
心
を
捨
て
て
力
を
つ
く

す
」
と
い
う
概
念
の
活
動
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
タ
ダ
だ
と

い
う
意
味
は
無
い
の
で
あ
る
。
○
○
の
対
価
が
な
け

れ
ば
や
り
ま
せ
ん
、と
言
わ
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
こ
そ
野
党
の
政
治
家
風
に
言
う
な
ら
ば
「
与

党
の
都
合
の
良
い
理
屈
を
つ
け
て
既
成
化
す
る
な
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、
誰
か
の
都
合
の
良
い
理
屈
に
、

本
来
の
言
葉
の
意
味
を
考
え
な
い
で
、
外
来
語
を
日

本
語
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
、
特
に
地
方

に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
は
プ
ロ
、
も
し
く
は
同

等
の
ス
キ
ル
を
持
っ
た
人
達
の
参
加
が
少
な
く
、
時

間
を
も
て
あ
ま
し
た
人
達
の
ス
テ
ー
タ
ス
化
し
た
遊

び
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。 

 

言
葉
に
は
強
い
力
が
内
在
さ
れ
て
お
り
、
使
い
方

や
使
う
人
の
心
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
、
と
ん
で
も

な
い
方
向
に
進
ま
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。 

 

ふ
る
さ
と
ル
ネ
サ
ン
ス
を
志
向
す
る
に
当
た
っ
て

も
、
発
見
し
た
瀕
死
の
文
化
に
対
し
て
原
点
に
遡
っ

て
見
直
す
こ
と
の
出
発
点
と
し
て
、
言
葉
の
原
点
的

思
考
が
大
切
で
あ
り
、
そ
こ
に
ふ
る
さ
と
を
ル
ネ
サ

ン
ス
す
る
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
在
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。 

                           

劇団「表現舎しゅわーど」研究生募集中 
「表現舎しゅわーど」は、ふるさとに生まれた物語を「語り朗読にサインを基軸と

した舞による朗読舞」と「語り朗読とサイン演技を一体化した朗読舞劇」を中心と

した舞台表現活動を行なっているふるさとルネサンス劇団です。 
 
表現舎しゅわーど・俳優塾では、研究生を募集しております。俳優にとって不可欠

な演技表現の基本について、週一回のマン・ツー・マン授業で半年間学んでいただ

きます。詳しくは、下記までお問い合わせください。 
 

カフェ・キーボー・ふるさとルネサンス（成田清和） 
電話０２９９－２３－１１００ 
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梅
雨
と
香
り
と
古
人 

 
 
 
 

鈴
木
真
紀
子 

 
外
は
雨
で
す
。 

 

雨
も
、
雪
も
、
人
間
を
ど
こ
か
違
う
世
界
へ
誘
う

も
の
で
す
。 

 

車
の
音
が
変
わ
り
ま
す
。
時
折
ア
ク
セ
ン
ト
に
雨

だ
れ
が
聞
こ
え
ま
す
。 

 

家
の
周
り
が
芝
生
や
木
々
に
囲
ま
れ
て
い
る
と 

音
は
包
ま
れ
て
し
ま
い
、
雨
や
雪
の
時
に
は
そ
の
静

け
さ
に
ふ
っ
と
窓
外
に
目
を
や
っ
て
は
じ
め
て 

「
あ
～
雨
だ
っ
た
ん
だ
…
」
と
か
「
雪
！
」
と
か
。 

 

過
日
、
友
人
と
水
車
を
利
用
し
た
昔
な
が
ら
の
方

法
で
杉
の
葉
を
粉
に
し
て
杉
線
香
を
作
る
お
宅
へ
行

っ
て
き
ま
し
た
。 

 

昔
は
、
用
途
は
違
っ
て
も
そ
の
小
川
に
沿
っ
て
何

軒
も
水
車
が
あ
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
が
、
今
は
駒
村

香
堂
さ
ん
一
軒
で
す
。
何
よ
り
も
、
大
量
生
産
に
よ

る
安
さ
と
効
率
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り 

線
香

も
海
外
か
ら
人
工
的
な
香
り
を
つ
け
た
安
い
も
の
が

ど
ん
ど
ん
押
し
寄
せ
て
き
て
い
ま
す
。 

 

そ
こ
の
風
土
に
育
っ
た
自
然
の
恵
み
を
大
事
に
少

し
ず
つ
使
わ
せ
て
も
ら
い
、
戴
い
た
も
の
は
ま
た
自

然
に
お
返
し
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
っ
た

の
は
人
間
の
大
き
な
大
き
な
過
ち
で
す
よ
ね
。 

 

香
堂
さ
ん
の
奥
さ
ん
が
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

「
川
の
上
流
に
水
車
の
あ
る
家
で
は
い
つ
で
も
下

で
営
む
人
の
こ
と
を
考
え
て
水
を
使
う
ん
で
す
よ
。

そ
う
い
う
気
遣
い
が
生
活
の
ど
の
場
面
で
も
あ
り
ま

し
た
。
だ
か
ら 

大
雨
の
後
に
は 

み
ん
な
で
川
を

き
れ
い
に
し
た
も
の
で
す
。
昔
は 

枯
葉
や
小
枝
な

ど
自
然
の
も
の
が
川
に
つ
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今

は
そ
の
水
を
利
用
す
る
人
が
い
な
い
か
ら
誰
も
注
意

を
払
わ
な
く
な
っ
て
人
工
的
な
ご
み
が
た
く
さ
ん
流

れ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
。 

 

遠
く
の
方
へ
視
線
を
移
し
な
が
ら
杉
線
香
の
こ
と

に
触
れ
て 

 

「
昔
は
建
築
の
た
め
に
必
要
な
分
だ
け
杉
を
切
り

出
し
、
枝
葉
（
え
だ
は
）
は
線
香
屋
が
買
い
、
線
香

を
作
っ
た
あ
と
の
灰
は
灰
屋
が
買
い
ま
し
た
。
そ
れ

で
も
残
っ
た
灰
は
自
宅
で
磨
き
粉
に
し
た
り
畑
に
ま

い
た
ん
で
す
。
ほ
ん
と
に
捨
て
る
と
こ
ろ
な
ん
て
何

も
な
い
ん
で
す
よ
。
余
っ
た
杉
の
枝
は
た
き
ぎ
に
す

る
の
で
す
が
、
そ
の
杉
の
枝
を
束
ね
る
の
に
は
昔
な

が
ら
の
縄
が
一
番
で
す
。
よ
く
締
ま
る
し
使
い
勝
手

が
と
て
も
い
い
ん
で
す
。
縄
を
こ
う
し
て
同
じ
長
さ

に
揃
え
て
、
途
中
に
こ
ぶ
を
作
っ
て
お
く
と
具
合
が

い
い
し
何
度
で
も
使
え
ま
す
。
で
も
だ
ん
だ
ん
、
そ

の
縄
さ
え
も
手
に
入
り
に
く
く
な
っ
た
ん
で
す
よ
。 

稲
作
の
方
法
が
機
械
化
さ
れ
て
き
た
の
と
、
縄
の
需

要
が
少
な
く
な
っ
た
か
ら
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。」 

  

お
家
の
庭
に
、
昨
夜
の
満
月
に
咲
い
た
と
思
わ
れ

る
月
下
美
人
が
一
輪
う
な
だ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
は

そ
の
芳
醇
な
香
り
も
あ
り
ま
せ
ん
が
一
夜
限
り
の
花

も
月
を
待
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。 

 

み
ご
と
な
「
生
」
だ
と
感
じ
ま
し
た
。 

 

月
下
美
人
も
い
に
し
え
人
も
。 

 

常
世
の
恋
詩 

 
 
 
 
 
 
 
 

近
藤
治
平 

 

い
つ
か
朗
読
舞
の
脚
本
に
万
葉
集
を
取
り
あ
げ
て

や
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
が
、
意
外
に
早
い

時
期
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

表
現
舎
し
ゅ
わ
ー
ど
の
俳
優
、
小
林
幸
枝
さ
ん
の

舞
表
現
力
の
長
足
な
進
歩
が
挑
戦
を
早
め
た
の
で
あ

る
が
、
脚
本
を
書
き
始
め
た
途
端
、
大
変
さ
を
思
い

知
ら
さ
れ
た
。 

 

朗
読
舞
は
、
サ
イ
ン
（
手
話
）
を
基
軸
と
し
た
舞 

に
表
現
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
古
語
を
そ
の
ま
ま
サ

イ
ン
化
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
舞
表
現
し
や
す

い
よ
う
に
現
代
語
訳
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
当
然

現
代
語
訳
は
長
く
な
る
。
そ
れ
を
更
に
サ
イ
ン
舞
と

し
て
俳
優
さ
ん
が
創
造
・
構
築
し
て
い
く
わ
け
だ
か

ら
、
歌
の
朗
読
を
ど
の
よ
う
に
当
て
て
い
く
か
が
大

問
題
な
の
で
あ
る
。 

 

万
葉
集
巻
第
十
四
の
東
歌
よ
り
常
陸
の
国
の
歌
を

抜
書
き
し
て
み
た
も
の
の
、
は
た
と
行
き
詰
っ
て
し

ま
っ
た
。
し
か
し
、
脚
本
と
は
そ
れ
が
完
成
品
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
ど
う
処
理
す
る
か
は
演
出

家
と
俳
優
さ
ん
に
ま
か
せ
、
と
に
か
く
抜
き
書
い
た

歌
に
現
代
訳
を
与
え
書
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

万
葉
集
の
大
半
（
七
十
％
）
は
恋
の
歌
で
あ
る
。

し
か
し
、
歌
に
紡
が
れ
た
恋
の
ド
ラ
マ
は
直
截
的
で

あ
る
。
そ
の
た
め
か
万
葉
集
と
い
え
ば
「
益
荒
男
（
ま

す
ら
を
）
ぶ
り
」
と
、
古
今
集
の
「
手
弱
女
（
た
お

や
め
）
ぶ
り
」
に
対
立
さ
せ
て
言
わ
れ
て
お
り
、
そ

れ
が
定
説
化
さ
れ
て
い
る
。 

 

万
葉
集
と
古
今
集
と
ど
ち
ら
が
好
き
か
は
、
そ
れ
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ぞ
れ
で
あ
る
が
個
人
的
に
は
古
今
集
の
ほ
う
が
好
き

で
あ
る
し
、
舞
技
的
に
は
古
今
集
の
ほ
う
が
演
じ
手

の
幅
を
広
げ
ら
れ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も

個
人
的
に
で
は
あ
る
が
古
今
集
の
方
が
文
芸
と
し
て

の
表
現
の
深
さ
が
感
じ
ら
れ
て
好
き
で
あ
る
。 

 

演
技
と
し
て
万
葉
集
と
古
今
集
を
比
べ
る
と
、
こ

れ
も
個
人
的
に
で
は
あ
る
が
、
万
葉
集
は
感
情
的
動

作
表
現
で
あ
り
古
今
集
は
心
象
的
動
作
表
現
で
あ
る

と
思
う
。 

 

不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
、「
万
葉
集
を
舞
台
に
し

て
み
よ
う
と
思
う
」
と
い
う
と
十
人
中
十
人
の
人
が

「
そ
れ
は
良
い
で
す
ね
」と
い
う
返
事
を
も
ら
え
る
。

と
こ
ろ
が
「
今
度
古
今
集
を
舞
台
に
し
て
み
よ
う
と

思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と
い
う
と
、「
あ
あ
、
そ
う

で
す
か
」
と
つ
れ
な
い
返
事
が
返
っ
て
く
る
。
特
に

女
性
の
方
の
反
応
は
つ
れ
な
い
。
こ
れ
は
も
し
か
し

た
ら
「
益
荒
男
ぶ
り
」
に
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。 

 

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
黙
っ
て
引
き
下
が
っ
て
し
ま

っ
た
ら
万
葉
集
の
定
説
化
さ
れ
て
い
る
「
益
荒
男
ぶ

り
」
に
軍
配
が
上
が
り
そ
う
で
、
次
に
古
今
集
恋
詩

を
舞
の
台
本
に
取
り
上
げ
る
に
支
障
が
き
た
す
と
困

る
の
で
、
へ
そ
曲
が
り
を
発
揮
し
て
、
古
今
集
の
「
手

弱
女
ぶ
り
」
に
少
し
異
を
唱
え
て
み
た
い
と
思
う
。 

 

そ
も
そ
も
万
葉
集
の
益
荒
男
ぶ
り
と
勘
違
い
さ
れ

る
一
因
は
、
万
葉
集
を
詠
ん
だ
時
代
に
は
、
ま
だ
文

芸
と
し
て
の
用
語
の
未
成
熟
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

俗
語
日
常
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
。
そ
の
た
め
直
情
的
、
激
情
的
な
表
現
形
式

を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
と
い

え
る
。 

 

古
今
集
が
手
弱
女
ぶ
り
に
思
わ
れ
る
の
は
、
心
情

と
言
葉
の
調
和
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
が
安
定
感

を
も
た
ら
す
も
の
だ
か
ら
、
軟
弱
に
勘
違
い
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
語
法
的
な

視
点
で
み
て
み
る
と
、
古
今
集
の
方
が
硬
派
で
あ
り

益
荒
男
ぶ
り
で
あ
る
、
と
い
え
る
。 

 
 

 

大
好
き
な
沖
縄
に
住
み
た
い 

 

小
林
幸
枝 

 

二
十
歳
ぐ
ら
い
の
頃
か
ら
沖
縄
に
住
み
た
い
と
思

い
始
め
た
。
冬
が
な
く
青
い
空
と
青
い
海
と
色
鮮
や

か
な
魚
が
い
っ
ぱ
い
の
中
に
の
ん
び
り
暮
ら
せ
た
ら

最
高
だ
ろ
う
な
、
と
思
っ
た
の
だ
。 

 

一
時
期
、
沖
縄
へ
行
っ
ち
ゃ
お
う
、
と
決
断
し
は

じ
め
た
の
で
し
た
が
、
叶
わ
な
か
っ
た
。
一
番
の
ネ

ッ
ク
だ
っ
た
の
は
、
聾
唖
の
私
に
働
く
場
所
が
な
い

こ
と
だ
っ
た
。 

 

私
自
身
は
、
声
で
話
せ
な
い
こ
と
に
は
そ
れ
ほ
ど

不
便
を
感
じ
て
い
な
い
し
、
聾
唖
で
あ
る
こ
と
で
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
り
に
く
い
と
は
思
っ
て
い

な
い
の
で
す
が
、
矢
張
り
そ
の
こ
と
の
理
解
が
小
さ

い
こ
と
は
残
念
に
思
う
。
こ
う
し
た
理
解
不
足
は
沖

縄
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
石
岡
や
茨
城
県

に
も
同
じ
よ
う
に
あ
る
。 

 

沖
縄
に
は
七
回
出
か
け
て
い
る
が
、
い
つ
行
っ
て

も
そ
の
美
し
い
空
と
海
は
、
変
わ
り
な
く
迎
え
て
く

れ
る
。
そ
し
て
、
島
の
人
達
も
。 

自
然
は
嘘
を
つ
か
な
い
。 

私
に
姑
息
な
嘘
が
な
け
れ
ば
、
い
つ
も
同
じ
笑
顔

で
迎
え
て
く
れ
る
。
悲
劇
喜
劇
も
沖
縄
の
青
は
み
ん

な
包
み
込
ん
で
く
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。 

 

沖
縄
の
歴
史
も
文
化
も
好
き
。 

 

真
夏
の
炎
天
下
に
死
ぬ
ほ
ど
苦
し
い
ビ
ー
チ
バ
レ

ー
も
や
り
た
い
。 

 

「
沖
縄
の
炎
天
下
に
そ
ん
な
こ
と
し
た
ら
本
当
に

死
ん
じ
ゃ
う
ぞ
！
」 

 

本
当
に
そ
う
な
ん
で
す
。
で
も
、
熱
中
症
の
心
臓

発
作
で
命
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
も
許
せ
る
ぐ
ら
い

沖
縄
の
自
然
が
好
き
な
ん
で
す
。 

 

あ
あ
、
こ
ん
な
こ
と
書
い
て
い
た
ら
あ
の
素
敵
な

風
景
の
石
垣
島
・
八
重
山
諸
島
・
与
那
国
島
に
行
き

た
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
早
速
計
画
し
よ
う
。
そ
し

て
島
人
の
三
線
に
の
っ
て
沖
縄
恋
詩
の
サ
イ
ン
舞
を

舞
っ
て
こ
よ
う
。 

 
 

沖
縄
に
住
み
た
い
と
い
う
思
い
は
、
ま
す
ま
す
大

き
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
だ
け
れ
ど
、
私
は
欲
張

り
。
大
好
き
な
犬
と
も
一
緒
に
暮
ら
し
た
い
。
何
十

匹
も
の
犬
達
と
一
緒
に
一
日
野
山
を
駆
け
回
っ
て
も

い
た
い
。
い
ろ
い
ろ
な
犬
達
と
一
緒
に
暮
ら
す
の
で

あ
れ
ば
、
沖
縄
は
無
理
。 

私
一
人
の
常
世
の
国
は
沖
縄
だ
け
ど
、
犬
達
と
一

緒
の
常
世
の
国
は
と
考
え
る
と
、
こ
の
常
陸
の
国
は

理
想
郷
。
穏
や
か
な
四
季
が
あ
る
。
広
い
犬
牧
場
の

真
ん
中
に
盛
り
土
の
野
外
劇
場
を
作
り
、
月
に
向
か

っ
て
犬
達
と
一
緒
に
夢
を
舞
う
の
も
い
い
な
。 
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風
土
記
の
丘 

 
 
 
 
 
 
 

兼
平
智
恵
子 

 
―
○
○
小
学
校
の
皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
常
陸
風

土
記
の
丘
へ
お
出
で
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
兼
平
で
す
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

石
岡
は
茨
城
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
西
に
筑
波

山
、
東
に
霞
ヶ
浦
を
望
む
風
光
明
媚
、
そ
し
て
気
候

も
温
暖
で
一
万
年
以
上
も
前
か
ら
人
々
の
せ
い
喝
の

場
と
し
て
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

旧
石
器
時
代
、
縄
文
、
弥
生
、
古
墳
、
飛
鳥
、
奈

良
、
平
安
時
代
、
今
皆
さ
ん
は
ど
の
時
代
を
学
ん
で

い
ま
す
か
？ 

 

飛
鳥
時
代
（
六
四
六
）
に
現
在
の
茨
城
県
ほ
と
ん

ど
が
常
陸
の
国
と
し
て
誕
生
し
、
こ
こ
石
岡
は
国
府

が
置
か
れ
、
…
今
の
県
庁
で
す
ね
…
政
治
経
済
の
中

心
で
大
い
に
繁
栄
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
沢
山
の

遺
跡
、
価
値
あ
る
も
の
が
発
見
さ
れ
、
こ
こ
風
土
記

の
丘
の
地
に
は
宮
平
遺
跡
と
し
て
、
縄
文
時
代
の
も

の
が
数
多
く
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
価
値
あ

る
も
の
の
一
部
が
、
こ
の
中
に
展
示
さ
れ
、
学
習
の

場
と
し
て
、
人
々
の
憩
い
の
場
と
し
て
平
成
二
年
に

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
と
き
皆
さ
ん
は
…
生
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。 

大
昔
、
も
し
か
し
た
ら
皆
さ
ん
の
ご
先
祖
様
が
こ
の

地
に
住
ん
で
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 

江
戸
時
代
後
期
（
二
百
～
二
百
二
十
歳
ぐ
ら
い
）

の
長
屋
門
、
同
じ
年
代
の
曲
屋
、
現
代
と
古
代
の
架

け
橋
で
あ
る
金
竜
橋
、
現
代
・
中
世
・
古
代
の
門
を

く
ぐ
り
古
代
人
に
な
っ
て
、
帰
り
も
く
ぐ
っ
て
現
代 

                       

人
に
な
っ
て
帰
っ
て
く
だ
さ
い
ね
。 

 

年
齢
二
百
～
二
百
二
十
年
の
南
会
津
の
古
民
家
、

日
本
一
大
き
い
石
岡
祭
り
の
シ
ン
ボ
ル
獅
子
頭
、
展

示
室
に
は
縄
文
か
ら
平
安
の
発
掘
品
、
そ
し
て
復
元

さ
れ
た
古
代
の
家
屋
を
巡
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

最
後
に
私
か
ら
の
お
願
い
で
す
。
古
代
の
人
が
居

て
今
の
私
達
の
暮
ら
し
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
先 

                       

祖
を
知
る
、
歴
史
を
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自

分
達
の
未
来
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
歴
史
を
好 

き
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
自
分
の
将
来
、
未
来
に
希

望
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
皆
さ
ん
歴
史

の
勉
強
を
好
き
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
ね
。
― 

 
 

 

こ
ん
な
拙
い
歴
史
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
で
す
が
、

 

劇団・表現舎しゅわーど７月アトリエ公演 

７月２３日（日曜日） 
 
表現舎しゅわーど七月アトリエ公演は、万葉集「ひたち恋詩」 
の朗読舞を中心に、朗読「鈴の宮のおたふくちゃん」朗読舞劇 
「潮の道余話」をお届けします。 
万葉集「常陸の国の歌」を小林幸枝が新しい解釈の元にサイン 
舞を創作し挑戦します。万葉集をサイン舞技に表現するのは、 
舞台史上初めてのことです。関東の名山「筑波山」を背景にし 
たおおらかな万葉の愛の歌を比類ないスケール感を持って 
小林幸枝が舞います。 

演   出 白井啓治   出   演 小林幸枝 
篠笛演奏  李 英哲         山 重幸  
舞台背景画 兼平智恵子        しらゐひろぢ 

  

一回目午後２時開演 二回目午後５時開演 
前売券１３００円 ペア前売券２４００円 
詳しくは下記にお問い合わせください 

 
〒315‐0014 石岡市国府３丁目４－２１ 
カフェ・キーボー ふるさとルネサンス 
電話 ０２９９－２３－１１００   
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子
供
た
ち
か
ら
礼
状
を
頂
く
。 

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
ぼ
く
達
の
勉
強
を
手
伝
っ
て
頂

き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

・
こ
の
体
験
を
忘
れ
ず
に
な
に
か
に
生
か
せ
た
ら 

・
こ
こ
で
覚
え
た
こ
と
え
を
全
て
歴
史
の
勉
強
に
つ

な
げ
た
い 

・
展
示
室
の
土
器
は
す
ご
か
っ
た
。
大
人
に
な
っ
て

も
ず
っ
と
覚
え
て
い
た
い 

・
昔
の
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
楽
し

い
で
す
ね 

・
兼
平
さ
ん
に
会
い
、
歴
史
に
つ
い
て
知
っ
た
こ
と

も
、
私
に
と
っ
て
は
私
の
歴
史
と
し
て
心
に
残
る

と
思
い
ま
す 

 

未
来
あ
る
子
供
達
か
ら
の
礼
状
を
頂
く
と
、
お
金

で
は
得
る
こ
と
の
出
来
な
い
喜
び
を
感
じ
ま
す
。 

 

県
内
外
か
ら
の
来
所
も
多
く
な
り
、
市
内
の
皆
さ

ん
も
一
様
に
石
岡
に
こ
ん
な
歴
史
が
あ
っ
た
な
ん
て
、

と
言
わ
れ
、
時
に
は
宣
伝
不
足
で
す
と
お
叱
り
を
受

け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

歴
史
に
興
味
の
有
る
無
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
京
都

人
の
よ
う
に
歴
史
に
誇
り
を
持
ち
、
自
分
の
住
む
町

を
愛
し
、
先
人
の
思
い
を
後
世
に
繋
げ
る
こ
と
の
一

助
に
な
れ
ば
と
励
ん
で
い
ま
す
。 

 

北
根
本
に
あ
る
船
塚
山
古
墳
に
対
話
す
る
常
世
の

国
の
風
景
、
風
土
記
の
丘
で
の
古
代
人
と
の
対
話
は

生
活
の
潤
い
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

 
 『
子
ら
の
声
桜
花
の
散
ら
す
風
土
記
の
丘
』 

  

つ
ゆ
の
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

山 

重
幸 

 

私
の
一
日
は
、
朝
四
時
ご
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。 

つ
ゆ
と
は
い
え
雨
が
降
り
ま
せ
ん
。
地
球
温
暖
化

の
影
響
か
。 

 

以
前
は
、
一
般
に
六
月
半
ば
か
ら
七
月
半
ば
の
約

一
ヶ
月
が
平
年
の
つ
ゆ
で
し
た
。
最
近
は
北
極
海
の

氷
が
と
け
た
り
、
シ
ベ
リ
ヤ
の
ツ
ン
ド
ラ
が
と
け
て

湖
が
で
き
て
い
る
。
そ
の
た
め
冷
た
い
水
が
北
洋
に

流
れ
込
ん
で
、
海
面
は
冷
や
さ
れ
、
強
い
オ
ホ
ー
ツ

ク
海
高
気
圧
が
発
生
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。 

 

そ
の
高
気
圧
は
早
く
、
長
く
存
在
し
て
南
下
を
始

め
る
。こ
れ
で
は
従
来
の
気
象
常
識
が
通
用
し
な
い
。

過
去
の
デ
ー
タ
が
役
立
た
な
い
。
予
報
が
た
て
に
く

い
。
予
報
官
は
、
確
報
を
出
せ
ず
気
の
毒
で
あ
る
。 

 

私
は
、
永
年
天
気
図
と
に
ら
め
っ
こ
し
な
が
ら
世

界
の
海
を
航
行
し
、
台
風
、
ハ
リ
ケ
ー
ン
、
サ
イ
ク

ロ
ン
と
闘
い
、
し
か
も
気
温(

＋)

４
０
度
Ｃ
か
ら(

－)
２
０
度
Ｃ
の
気
温
の
変
化
の
中
を
空
調
な
し
の
生
活

を
し
て
き
ま
し
た
。
お
か
げ
で
い
つ
の
間
に
か
自
然

の
変
化
へ
の
対
応
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
少
々
の

こ
と
な
ら
我
慢
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

今
は
、
老
齢
の
知
恵
者
の
タ
マ
と
シ
ベ
リ
ア
ン
ハ

ス
キ
ー
系
の
辛
抱
強
い
タ
ロ
ウ
に
慌
て
な
さ
ん
な
と

諭
さ
れ
な
が
ら
、
一
日
を
過
ご
し
て
い
る
。 

彼
等
は
空
梅
雨
の
突
然
の
暑
に
も
慌
て
る
こ
と
な

く
、木
陰
を
利
用
し
、風
通
し
の
良
い
場
所
を
探
し
、

の
ん
び
り
日
中
を
や
り
過
ご
し
、
夕
方
可
愛
い
声
で

「
た
だ
い
ま
」
と
元
気
な
顔
で
帰
っ
て
く
る
。 

 

風
が
さ
さ
や
い
て
い
っ
た 

 
 

伊
東
弓
子 

 

外
は
暑
い
。
風
の
通
る
廊
下
で
本
を
広
げ
て
寝
そ

べ
っ
て
い
た
。 

 
 
 

… 

… 

… 
 

私
の
前
を
過
ぎ
て
い
く
影
を
見
た
。 

 

「
誰
か
な
」 

 

声
を
か
け
て
み
よ
う
か
な
、と
思
っ
た
次
の
瞬
間
、 

 

「
じ
い
ち
ゃ
ん
。
ゆ
み
こ
の
じ
い
ち
ゃ
ん
！
」 

 

と
呼
ん
で
い
た
。
お
じ
い
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
三

年
後
位
に
私
は
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
姿
形
、
顔
も

知
ら
な
い
は
ず
な
の
に
。 

 

「
は
い
よ
」 

 

「
ね
え
、
ど
こ
へ
行
く
の
？
」 

 

「
寺
の
普
請
の
た
め
に
一
寸
ご
無
理
を
申
し
上
げ

て
く
る
か
ら
な
」 

 

「
つ
れ
て
っ
て
」 

 

「
遠
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
だ
め
だ
よ
」 

 

「
い
や
だ
、
待
っ
て
て
じ
い
ち
ゃ
ん
」 

 

何
度
も
呼
ん
だ
が
振
り
向
か
な
い
で
行
っ
て
し
ま

っ
た
。
泣
い
て
い
る
わ
た
し
。 

 
 
 

… 

… 

… 
 

汗
を
袖
で
ぬ
ぐ
っ
て
寝
返
り
を
し
て
い
た
。 

 
 
 

… 

… 

… 
 

間
も
な
く
夜
明
け
な
の
だ
ろ
う
か
、
粗
末
な
黄
衣

ま
と
っ
た
父
の
声
が
し
た
。 

 

「
け
ん
ぼ
う
、
大
丈
夫
か
？
」 

 

「
う
ん
」 

 

「
や
っ
ち
ゃ
ん
は
疲
れ
た
か
？
」 

 

「
う
う
ー
ん
」 
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「
よ
ー
し
よ
し
。
… 

弓
子
は
強
い
な
」 

 
「
う
ん
」 

 
石
段
を
登
り
な
が
ら
、 

 

「
こ
の
山
に
は
な
、
金
の
鳥
が
眠
っ
て
い
る
ん
だ

ぞ
。
知
っ
て
た
か
」 

 

「
ふ
え
ー
ッ
」 

 

「
ど
う
し
よ
う
も
な
く
困
っ
た
と
き
は
、
こ
の
山

を
掘
っ
て
金
の
鳥
に
助
け
て
も
ら
う
ん
だ
か
ら
な
」 

 

「
い
つ
掘
る
の
？
」 

 

「
ち
っ
と
や
そ
っ
と
困
っ
た
ぐ
ら
い
で
は
掘
ら
な

い
け
ど
な
」 

 

「
う
ー
ん
と
困
っ
た
時
か
い
？
」 

 

山
は
古
墳
だ
っ
た
。ち
ょ
う
ど
登
り
き
っ
た
と
き
、

杉
の
枝
々
の
間
か
ら
差
し
込
ん
で
き
た
ま
ぶ
し
い
光

の
中
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
っ
た
父
。
仏
様
に
な
っ
ち

ゃ
っ
た
の
か
な
、
と
思
っ
た
。 

 
 
 

… 

… 

… 
 

陽
が
ま
わ
っ
れ
顔
に
差
し
込
ん
で
き
て
、
ま
ぶ
し

い
の
で
無
意
識
に
部
屋
の
薄
暗
い
方
に
転
が
っ
て
行

っ
た
。 

 
 
 

… 

… 

… 
 

ま
も
な
く
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
母
の
声
が
し
た
。 

 

「
ま
す
こ
さ
ん
、
も
う
疲
れ
ち
ゃ
っ
た
よ
」 

 

「
ど
う
し
ま
し
た
」 

 

「
毎
日
使
う
水
を
竹
薮
を
下
っ
て
畑
の
と
こ
ろ
に

あ
る
井
戸
ま
で
行
っ
て
、
そ
こ
か
ら
汲
ん
で
運
ぶ
ん

だ
よ
」 

 

「
そ
う
で
し
た
ね
」 

 

「
暑
い
日
も
、
寒
い
日
も
、
雨
の
日
だ
っ
て
風
の

日
だ
っ
て
ね
」 

「
食
べ
物
、
飲
み
物
作
り
に
は
欠
か
せ
な
い
で
す
か

ら
ね
」 

 

「
そ
れ
と
、
貰
い
湯
も
怖
く
て
ね
。
こ
の
塚
と
明

神
様
の
参
道
は
大
き
な
森
の
中
の
細
い
道
で
、
遠
く

に
小
さ
な
お
灯
明
が
見
え
る
だ
け
で
、
枝
や
葉
が
動

い
た
り
、
唸
る
よ
う
な
声
が
し
た
り
、
お
風
呂
で
さ

っ
ぱ
り
し
た
か
ど
う
か
な
ん
て
気
持
ち
も
ど
こ
か
へ

い
っ
て
し
ま
っ
て
ね
」 

 

「
本
当
に
ご
苦
労
様
で
し
た
ね
。
も
う
ゆ
っ
く
り

し
ま
し
ょ
う
ね
」 

 

姑
と
嫁
は
西
の
方
に
あ
る
開
山
上
人
、
中
興
上
人

の
衣
塚
の
方
へ
と
去
っ
て
い
く
。
二
人
は
三
十
歳
く

ら
い
の
歳
の
差
が
あ
る
は
ず
な
の
に
、
二
人
と
も
小

さ
く
丸
く
な
っ
て
姑
は
杖
を
つ
き
、
嫁
は
手
押
し
車

に
縋
っ
て
消
え
て
い
っ
た
。 

 

桜
が
咲
く
春
。 

 
紅
葉
す
る
秋
。 

 
こ
の
と
き
の
流
れ
を
何
度
繰
り
返
し
て
き
た
の
だ

ろ
う
。
今
は
夏
。
衣
塚
の
木
々
の
緑
も
濃
さ
を
増
し

て
い
る
。 

 
 
 

… 
… 
… 

 
 

快
い
風
に
吹
か
れ
て
目
を
覚
ま
し
た
。
庭
の
木
立

の
緑
が
目
に
入
り
、
一
眠
り
し
て
い
た
の
だ
と
気
付

く
。
わ
た
し
の
体
と
同
じ
よ
う
に
ペ
ー
ジ
を
折
り
曲

げ
て
一
冊
の
本
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。 

 

そ
れ
は
江
戸
時
代
の
南
群
地
区
の
絵
地
図
で
、
当

時
の
上
玉
里
村
の
ペ
ー
ジ
が
開
い
て
あ
っ
た
。
寺
と

明
神
様
に
か
け
て
は
大
き
な
森
が
続
い
て
い
る
。
今

は
、
子
供
の
声
や
役
所
へ
の
人
の
出
入
り
す
る
声
、

車
の
音
の
賑
わ
う
様
に
変
わ
っ
て
い
る
。 

 

横
に
な
っ
て
い
た
の
は
何
分
で
も
な
か
っ
た
の
に
、

長
い
時
間
の
流
れ
を
凝
縮
し
て
大
切
な
人
の
声
を
運

ん
で
く
れ
た
風
に
あ
り
が
と
う
と
呟
い
て
み
た
。 

  

今
月
の
ふ
る
さ
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
行
事 

ふ
る
さ
と
ル
ネ
サ
ン
ス
展 

七
月
十
日
（
月
）
～
七
月
二
十
一
日
ま
で
、
水
戸

の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ワ
イ
ワ
イ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
で
「
ふ
る

さ
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
会
の
作
品
展
」
が
開
か
れ
ま

す
。
期
間
中
、
小
林
幸
枝
の
朗
読
舞
も
披
露
さ
れ

ま
す
。
お
時
間
の
あ
る
方
ぜ
ひ
ご
覧
下
さ
い
。 

絵
と
一
行
文
教
室 

七
月
七
日
（
金
）
午
後
一
時
半
～
三
時 

 

七
月
二
一
日
（
金
）
午
後
一
時
半
～
三
時 

朗
読
サ
イ
ン
舞
教
室 

七
月
一
四
日
（
金
）
午
後
七
時
～
八
時
半 

七
月
二
八
日
（
金
）
午
後
七
時
～
八
時
半 

劇
団
「
表
現
舎
し
ゅ
わ
ー
ど
」
ア
ト
リ
エ
公
演 

 

七
月
二
十
三
日
（
日
） 

 

午
後
二
時
＆
午
後
五
時
開
演 

 
  

編
集
事
務
局 

〒
３
１
５
‐
０
０
０
１ 

石
岡
市
石
岡
１
３
９
７
９
‐
２ 

 

℡
０
２
９
９
‐
２
４
‐
２
０
６
３ 

（
白
井
啓
治
方
） 

 
 


