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史
と
文
化



　

私
が
原
稿
を
書
い
て
い
る
今
は
、

世
界
中
が
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
盛

り
上
が
り
、
連
日
熱
戦
が
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
る
と
き
で
す
。
私
も
日
本

の
代
表
選
手
や
チ
ー
ム
の
戦
い
を
見

て
、
そ
の
姿
に
勇
気
と
感
動
に
触
れ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
と
い
う
舞
台
で
最
高
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
す
る
た
め
に
は
、

か
な
り
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
あ
る
が

故
に
、
試
合
後
の
選
手
同
士
が
お
互

い
を
讃
え
合
う
姿
か
ら
は
国
境
を
越

え
た
深
い
友
情
が
あ
る
こ
と
も
知
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
は
短
い
期
間
で
は
あ
り
ま
す
が
、

人
々
を
一
つ
に
し
、
勝
利
の
達
成
と

偉
大
さ
を
世
界
中
へ
届
け
て
く
れ
ま

し
た
。
本
当
に
感
動
が
広
が
る
戦
い

で
し
た
。

　

さ
て
、
令
和
元
年
度
の
総
会
で
落

合
洋
子
氏
の
後
を
受
け
て
会
長
に
就

任
し
て
早
三
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
終
息
、
生
活
習
慣

の
変
化
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
予
測
が
難

し
い
状
況
が
続
く
こ
と
が
想
定
さ

れ
、
言
う
ま
で
も
な
く
当
文
化
協
会

の
活
動
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
お

り
ま
す
。
各
団
体
の
通
常
の
活
動
も

思
う
よ
う
に
で
き
ず
、
協
会
の
一
大

イ
ベ
ン
ト
で
も
あ
る
「
さ
な
ぶ
り
芸

能
大
会
」
や
「
町
民
文
化
祭
」
な
ど

は
こ
と
ご
と
く
中
止
に
追
い
込
ま
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
時

こ
そ
、
文
化
・
芸
術
活
動
の
継
続
と

発
展
に
向
け
て
、
困
難
な
環
境
を
跳

ね
返
す
「
ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
に
変

え
る
」
発
想
を
共
有
し
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

昨
今
は
社
会
や
経
済
の
変
化
に

よ
っ
て
、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
と

人
の
関
係
は
希
薄
化
し
、
人
と
人
の

距
離
は
拡
大
し
て
い
く
状
況
に
あ
り

ま
す
。今
の
時
期
だ
か
ら
こ
そ
文
化
・

芸
術
を
推
進
す
る
活
動
を
と
お
し

て
、
人
と
人
が
繋
が
り
を
持
ち
、
生

き
甲
斐
を
感
じ
る
社
会
を
構
築
し
て

い
く
こ
と
が
最
重
要
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。　

　

現
在
の
文
化
協
会
は
29
団
体
で
構

成
さ
れ
て
お
り
、
団
体
の
活
動
意
欲

は
な
か
な
か
の
も
の
で
、
ま
だ
ま
だ

頑
張
れ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
と

は
言
え
、会
員
の
高
齢
化
は
深
刻
で
、

若
年
層
の
文
化
団
体
の
加
入
が
急
務

の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
び

の
文
化
し
か
ま
で
も
団
体
活
動
の
紹

介
と
併
せ
、
裏
面
に
は
団
体
紹
介
も

行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
興
味
の

あ
る
方
は
事
務
局
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

今
後
も
こ
れ
ま
で
の
伝
統
を
つ
な

ぎ
、
さ
ら
に
新
し
い
発
展
に
向
け
て

当
文
化
協
会
の
活
動
に
尽
力
し
て
ま

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
会
員
各
位

の
知
恵
と
ご
理
解
ご
協
力
を
願
っ
て

や
み
ま
せ
ん
。

せ
せ
ら
ぎ

せ
せ
ら
ぎ

せ
せ
ら
ぎ
令
和
四
年
一
月
十
五
日
選

歌
壇
【
特
選
歌
】

命
令
と
号
令
に
支
配
さ
れ
て
い
た

　
不
幸
な
時
代
の
再
来
は
「
ノ
ー
」 

天
野　

辰
夫

ひ
と
片
の
雲
な
き
今
日
の
こ
の
空
は

　
独
り
居
な
れ
ば
す
べ
て
吾
が
も
の 

佐
藤　

宮
子

新
刊
の
本
と
ど
き
た
り
峡
の
家
の

　
朝
の
光
に
ペ
ー
ジ
を
ひ
ら
く 

千
葉　

修
子

ハ
ン
ド
ル
を
ポ
ン
と
叩
い
て
「
あ
り
が
と
う
」

　
運
転
五
十
年
今
日
で
卒
業 

早
坂
と
し
子

手
縫
い
し
て
マ
ス
ク
百
枚
作
り
た
り

　
コ
ロ
ナ
防
止
と
惚
け
防
止
に
と 

浅
野　

は
つ

春
色
の
香
り
こ
ぼ
れ
る
寄
せ
植
え
の

　
桜
草
え
ら
ぶ
友
の
誕
生
日 

佐
藤
美
智
子

今
日
も
又
「
大
丈
夫
か
」
と
孫
の
声

　
コ
ロ
ナ
禍
お
き
て
電
話
増
え
た
り  

佐
藤
知
惠
子

福
島
の
観
音
様
に
マ
ス
ク
だ
と
、

　
テ
レ
ビ
に
み
つ
つ
笑
っ
て
し
ま
う 

小
松　

き
よ

習
慣
と
な
る
検
温
を
今
朝
も
終
え

　
施
設
清
掃
の
勤
め
路
急
ぐ 

小
松
れ
い
子

雪
代
の
い
き
ほ
ふ
流
れ
聞
き
ゐ
つ
つ

　
〈
中
村
哲
〉
を
き
み
は
言
ひ
初
む 
石
川　
　

鋼

て
つ

文
化
協
会 

会
長
　
川
村
　
保
夫

文
化
し
か
ま

文
化
し
か
ま

川
柳
ク
ラ
ブ「
田 

園
」

川
柳
ク
ラ
ブ「
田 

園
」

戦
争
は
し
て
は
な
ら
な
い
白
い
米

早
坂
　
実
里

七
転
び
家
族
の
繋
ぐ
手
で
八
起
き

あ
の
日
か
ら
無
策
が
溜
め
た
汚
染
水

佐
藤
　
遊
子

遠
距
離
を
手
紙
で
心
通
わ
せ
る

太
っ
腹
そ
の
意
気
大
き
な
人
と
な
る

鈴
木
せ
い
子

秋
な
の
ね
つ
る
べ
落
と
し
の日が

暮
れ
る

た
ど
た
ど
し
孫
の
手
紙
は
宝
物

戸
叶
　
松
子

コ
ロ
ナ
禍
で
米
の
消
費
も
懸
念
さ
れ

あ
ち
こ
ち
が
痛
む
生
き
て
る
証
で
す

小
松
　
き
よ

太
棹
の
ひ
と
す
じ
芸
は
身
を
助
け

お
れ
流
を
貫
き
通
し
悔
い
が
な
い

野
の
花
が
い
っ
ぱ
い
へ
き
地
校
の
四
季

畑
山
　
　
護

の
発
行
に
寄
せ
て

会 

員 

作 

品

（１）



　
大
崎
市
田
尻
大
貫
新
田
ノ
目
集
落
に
伝
わ
る
春
藤
流
謡
曲
は
、

江
戸
時
代
に
流
行
し
た
流
派
の
一
つ
で
、
御
乱
舞
方
と
呼
ば
れ
る

能
楽
を
専
門
に
行
う
武
士
を
と
お
し
て
地
域
に
伝
承
さ
れ
て
き
た

も
の
で
す
。 明
治
以
降
に
な
る
と
、
謡
曲
を
習
得
す
る
こ
と
は
農
村

部
の
成
年
男
子
に
と
っ
て
、
成
人
し
た
大
人
と
認
め
ら
れ
る
第
一

歩
と
さ
れ
、
小
寒
か
ら
大
寒
に
移
る
冬
の
最
も
寒
い
時
期
に
「
寒

稽
古
」
と
呼
ば
れ
る
稽
古
に
参
加
し
習
得
に
努
め
ま
す
。 「
寒
稽
古
」

は
厳
し
い
中
に
も
、 稽
古
を
通
し
て
、
先
輩
か
ら
地
域
に
伝
わ
る
風

習
な
ど
を
学
ぶ
機
会
と
も
な
り
、
歴
代
の
指
導
者
の
果
た
し
た
役

割
は
大
き
い
も
の
で
し
た
。
伝
承
は
昭
和
37
年
頃
に
一
時
途
絶
え

ま
し
た
が
、
昭
和
52
年
に
「
春
藤
流
謡
曲
保
存
会
鉢
の
木
会
」
を

発
足
し
た
こ
と
に
よ
り
、 現
在
に
継
承
し
て
い
ま
す
。

大
崎
市
「
春
藤
流
謡
曲（
し
ゅ
ん
と
う
り
ゅ
う
よ
う
き
ょ
く
）
」

　
小
栗
山
地
区
の
船
形
神
社
の
社
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
た
「
木
造

十
二
神
将
立
像
」
で
す
。 十
二
神
将
は
、
薬
師
如
来
お
よ
び
そ
の
信

仰
者
を
守
護
す
る
と
さ
れ
る
十
二
体
の
武
神
で
、
昼
夜
の
十
二
の

時
、
十
二
の
月
、
ま
た
は
十
二
の
方
角
を
守
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
に
干
支
が
当
て
は
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
船
形
神
社
の
十
二
神
将

像
の
頭
部
に
も
、
干
支
を
表
す
獣
面
や
獣
体
が
の
こ
っ
て
い
ま
す
。 

上
段
左
か
ら
、
宮
毘
羅
大
将
（
く
び
ら
た
い
し
ょ
う
）、
伐
折
羅
大
将
（
ば

さ
ら
た
い
し
ょ
う
）、 迷
企
羅
大
将（
め
き
ら
た
い
し
ょ
う
）、安
底
羅
大
将（
あ

ん
ち
ら
た
い
し
ょ
う
） 

、
頞
儞
羅
大
将
（
あ
に
ら
た
い
し
ょ
う
） 

、
珊
底
羅

大
将
（
さ
ん
ち
ら
た
い
し
ょ
う
）、
下
段
左
か
ら
、
因
達
羅
大
将
（
い
ん
だ

ら
た
い
し
ょ
う
） 

、波
夷
羅
大
将（
ば
い
ら
た
い
し
ょ
う
）、摩
虎
羅
大
将（
ま

こ
ら
た
い
し
ょ
う
）、
真
達
羅
大
将
（
し
ん
だ
ら
た
い
し
ょ
う
）、 招
杜
羅
大

将
（
し
ょ
う
と
ら
た
い
し
ょ
う
）、
毘
羯
羅
大
将
（
び
か
ら
た
い
し
ょ
う
）。

色
麻
町
「
船
形
神
社 

木
造
十
二
神
将
立
像
」

　
宮
崎
獅
子
舞
は
加
美
町
麓
に
所
在
す
る
熊
野
神
社
の
祭
礼
に
あ

た
り
、
御
神
霊
の
通
り
道
を
清
め
る
た
め
神
輿
の
列
の
先
頭
で
舞

う
な
ど
、
要
所
で
舞
を
奉
納
し
て
き
ま
し
た
。
平
成
８
年
に
町
指

定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 熊
野
神
社
は
元
応

２
年
（
１
３
２
０
年
）
に
紀
州
熊
野
本
社
か
ら
勧
請
さ
れ
た
と
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
に
海
路
で
暴
風
に
遭
い
一
度
は
失
わ
れ

た
御
神
体
で
す
が
、桃
生
郡
深
谷
庄
浜
市（
現
在
の
東
松
島
市
浜
市
）

の
海
に
、
獅
子
頭
に
乗
っ
た
姿
で
漂
着
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
獅
子
頭
が
御
神
体
と
直
接
結
び
つ
き
、
護
持
す
る
関
係
に
あ

る
例
は
他
に
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
舞
は
八
つ
の
演
目
（
大

幕
／
駆
け
出
し
／
山
落
し
／
怒
り
／
歯
喰
い
／
骨
返
し
／
蝶
々
取

り 

／
獅
子
愛
し
）
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
二
人
立
ち
の
獅
子
一
頭

が
こ
れ
を
舞
い
ま
す
。
四
方
を
警
戒
し
つ
つ
山
か
ら
出
て
き
た
獅

子
が
、
威
勢
よ
く
駆
け
出
し
荒
れ
狂
う
様
や
、
蝶
々
と
戯
れ
る
姿
、

山
の
神
に
手
な
づ
け
ら
れ
る
様
子
な
ど
が
表
現
さ
れ
ま
す
。

【第７回】

県
北
部
管
内

文
化
財

巡
回
パ
ネ
ル
展

　

涌
谷
町
上
郡
に
あ
る
竹
駒
神
社
に
は
、
数
百
枚
を
数
え
る
絵

馬
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
絵
馬
の
由
来
は
、
古
代
の
人
々
が

神
に
祈
願
す
る
と
き
は
神
馬
と
さ
れ
る
生
き
た
馬
を
神
社
に
奉

納
し
て
い
ま
し
た
が
、
生
き
た
馬
を
奉
納
で
き
な
い
人
々
が
、

代
わ
り
に
馬
の
絵
を
描
い
た
木
板
を
奉
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た

た
め
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。 

同
神
社
の
絵
馬
に
は
、
１
０
０
匹

の
犬
が
描
か
れ
た
も
の
や
馬
の
絵
や
字
が
あ
る
も
の
、
か
ぶ
の

絵
に
「
蚕
安
全
の
た
め
」
と
書
か
れ
た
も
の
、
歌
舞
伎
や
武
者
、

学
問
を
題
材
に
し
た
も
の
な
ど
、
多
種
多
様
な
絵
馬
が
あ
り
ま

す
。
絵
馬
は
江
戸
時
代
以
降
の
も
の
で
、
奉
納
者
は
現
涌
谷
町

域
の
人
だ
け
で
な
く
、
現
美
里
町
・
大
崎
市
・
栗
原
市
域
の
人

も
い
ま
し
た
。 

豊
富
な
絵
柄
の
絵
馬
は
、
人
々
の
祈
願
や
感
謝

が
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
こ
と
や
竹
駒
神
社
が
古
く
か
ら
信
仰
さ

れ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
宮
城
県
北
部
地
域
に
お
け
る
信
仰
の

広
が
り
を
伝
え
て
く
れ
ま
す
。

涌
谷
町
「
竹
駒
神
社
絵
馬
」

　
美
里
町
荻
埣
（
お
ぎ
そ
ね
）
の
「
朝
日
壇
の
板
碑
（
い
た
び
）」
は
、

地
蔵
菩
薩
を
意
味
す
る
梵
字
が
刻
ま
れ
た
、
弘
安
２
年

（
1
2
7
9
）
建
立
の
町
内
で
２
番
目
に
古
い
板
碑
で
す
。
石
巻

市
稲
井
付
近
で
採
れ
る
稲
井
石
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
板
碑
の

建
立
に
は
財
力
、
権
力
が
必
要
な
た
め
、
当
時
こ
の
地
域
に
有

力
な
豪
族
が
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
読
み
取
れ
る
文
字
か

ら
、
亡
き
父
の
供
養
の
た
め
に
建
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。 ま
た
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
こ
の
板
碑
は
地
域
の
人
々
か
ら 

「
御
手
水
（
お
ち
ょ
う
ず
）
の
水
を
い
ぼ
に
付
け
て
拝
む
と
い
ぼ
が
取

れ
る
」
と
信
じ
ら
れ
、
神
社
で
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
「
み
ず
い

ぼ
神
様
」 と
し
て
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
願

掛
け
の
際
に
水
や
お
菓
子
を
供
え
る
習
わ
し
も
生
ま
れ
、
板
碑

前
に
供
え
ら
れ
る
水
が
途
絶
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
な

お
、
そ
の
ご
利
益
を
求
め
て
、
広
く
参
拝
者
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

栗
原
市
若
柳
武
鎗（
わ
か
や
な
ぎ
む
や
り
）に
あ
る
石
尊（
せ
き
そ
ん
）

神
社
の
創
建
は
宝
徳
年
間
と
伝
え
ら
れ
、
日
本
武
尊
（
や
ま
と

た
け
る
の
み
こ
と
）
の
御
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
相

模
（
さ
が
み
）
国
（
現
・
神
奈
川
県
伊
勢
原
市
）
の
大
山
（
雨
降
山
（
あ

ふ
り
や
ま
） 

）
に
あ
る
阿
夫
利
（
あ
ふ
り
）
神
社
か
ら
勧
請
（
か
ん
じ
ょ

う
）
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
地
域
に
は
御
像
に
関
す

る
伝
説
が
い
く
つ
か
あ
り
、そ
れ
ら
は
共
通
し
て
御
像
が
諸
々

の
災
難
、
特
に
大
火
か
ら
地
域
を
守
っ
て
く
れ
た
と
伝
え
て

い
ま
す
。
元
治
元
年
（
1
8
6
4
）
２
月
に
お
宮
を
建
立
し

て
祀
り
、
そ
れ
以
降
、
旧
暦
２
月
12
日
を
祭
日
と
し
て
、
祭

礼
と
水
冠
り
の
祭
り
が
連
綿
と
続
い
て
き
ま
し
た
。
火
伏
せ

祭
り
で
は
、
腰
藁
を
着
け
た
下
帯
姿
の
厄
男
た
ち
が
、
厳
し

い
寒
さ
の
中
水
を
か
ぶ
り
、
家
々
に
水
を
か
け
、
自
分
の
厄

払
い
を
し
な
が
ら
、
各
家
の
火
伏
せ
を
祈
願
し
ま
す
。
子
ど

も
神
輿
や
鶏
舞
、
御
神
楽
や
八
鹿
（
や
つ
し
か
）
踊
り
も
出
演
し

ま
す
。
現
在
は
３
月
第
２
日
曜
日
の
例
大
祭
に
行
わ
れ
て
お

り
、
こ
の
頃
か
ら
、
寒
さ
が
和
ら
ぎ
、
春
の
気
配
を
感
じ
さ

せ
る
こ
と
か
ら
、
県
北
へ
春
を
呼
ぶ
祭
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

栗
原
市
「
石
尊
神
社
火
伏
せ
祭
り
」

加
美
町
「
宮
崎
獅
子
舞
」

美
里
町
「
朝
日
壇
の
板
碑
と
み
ず
い
ぼ
神
様
」

（２）

　
宮
城
県
北
部
教
育
事
務
所

が
主
管
と
な
り
、
大
崎
及
び

栗
原
圏
域
の
各
市
町
に
伝
承

さ
れ
て
い
る
民
俗
や
芸
能
等

の
文
化
的
所
産
の
魅
力
を
発

信
し
、
先
人
た
ち
が
、
暮
ら

し
の
中
か
ら
作
り
あ
げ
た
文

化
に
触
れ
る
こ
と
で
、
文
化

振
興
と
伝
承
を
目
的
と
し
た

巡
回
パ
ネ
ル
展
が
管
内
８
会

場
に
お
い
て
令
和
３
年
10
月

21
日
㈭
〜
令
和
４
年
３
月
９

日
㈬
ま
で
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

　
色
麻
町
に
お
い
て
は
、
公

民
館
を
会
場
に
令
和
４
年
１

月
13
日
㈭
〜
２
月
３
日
㈭
ま

で
展
示
さ
れ
ま
し
た
の
で
ご

紹
介
い
た
し
ま
す
。



（３）

　

皆
さ
ん
、「
色
麻
学
」
を
知
っ

て
い
ま
す
か
。

　
「
色
麻
学
」と
は
、歴
史
・
産
業
・

環
境
・
民
俗
文
化
と
い
っ
た
い

ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
、
郷
土
色

麻
に
つ
い
て
学
ぶ
活
動
を
言
い

ま
す
。
世
代
に
よ
っ
て
、
分
野

に
よ
っ
て
、「
色
麻
学
」
の
活
動

の
範
囲
は
、
ほ
ぼ
無
限
に
広
が

り
ま
す
。

　　

2
0
2
1（
令
和
３
）年
度
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
を
避
け
る

た
め
も
あ
り
、色
麻
学
の「
試
行
」

の
年
度
と
と
ら
え
、
ひ
と
つ
の

活
動
に
絞
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
、
歴
史

の
分
野
か
ら
「
荒
川
堰
の
歴
史

に
つ
い
て
学
ぶ
」
を
昨
年
の
11

月
13
日（
土
）に
開
催
し
ま
し
た
。

成
人
を
対
象
に
参
加
を
募
り
、

参
加
者
は
22
人
で
、
全
員
マ
ス

ク
を
し
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ

ン
ス
を
保
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

前
半
の
活
動
と
し
て
、
色
麻

町
文
化
財
保
護
審
査
会
の
浦
山

利
定
さ
ん
と
、
色
麻
町
歴
史
訪

ね
歩
き
会
の
千
葉
剛
久
さ
ん
か

ら
、
身
近
な
生
活
や
遊
び
の
中

の
「
荒
川
堰
」
と
歴
史
的
な
遺

産
と
し
て
の
「
荒
川
堰
」
に
つ

い
て
講
話
を
い
た
だ
き
、「
そ
う

だ
っ
た
ん
だ
」と「
知
り
、学
ぶ
」

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
江
戸
時

代
に
１
期
工
事
と
し
て
、
荒
川

（
現
花
川
）
の
除
地
区
か
ら
現
大

衡
村
の
針
地
区
ま
で
、
そ
し
て
、

第
２
期
工
事
と
し
て
志
田
郡
ま

で
の
延
長
が
行
わ
れ
た
こ
と
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま

た
、
第
２
期
工
事
に
合
わ
せ
て
、

水
量
の
確
保
の
た
め
、
鳴
瀬
川

鹿
原
地
区
か
ら
取
水
し
て
長
谷

川
、
保
野
川
を
経
由
し
て
荒
川

（
花
川
）
に
水
を
落
と
す
た
め
の

工
事
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と

を
学
び
ま
し
た
。

 

 　

更
な
る
学
び
に
つ
な
げ
る

「
創
る
」
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
現

地
視
察
を
行
い
ま
し
た
。Seeing

is believing

（「
百
聞
は
一
見

に
し
か
ず
」）
を
あ
げ
る
ま
で
も

な
く
、「
見
る
」
こ
と
は
、
学
ん

だ
内
容
の
定
着
を
促
す
の
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
、
さ
ら

に
学
ぶ
意
欲
を
か
き
た
て
る
こ

と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

今
回
の
試
行
と
し
て
の
色
麻
学

の
活
動
の
実
施
は
、
参
加
者
か
ら

も
、
大
変
楽
し
く
学
べ
た
、
と
い

う
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
色

麻
学
」
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て

い
い
活
動
と
な
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、
育
っ
た
ふ
る
さ
と

色
麻
に
つ
い
て
確
か
に
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
こ
と

は
、
こ
の
ふ
る
さ
と
色
麻
が
持
っ

て
い
る
特
質
の
極
々
わ
ず
か
で

す
。
そ
う
思
い
ま
せ
ん
か
。
だ
か

ら
こ
そ
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
知

り
学
ぶ
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
ま

た
、
ひ
と
つ
の
学
び
が
さ
ら
に
発

展
し
た
学
び
に
つ
な
が
る
こ
と
の

「
わ
く
わ
く
感
」
が
活
動
を
支
え

て
い
ま
す
。

　
「
色
麻
学
」
は
ま
さ
に
「
ふ
る

さ
と
再
発
見
」
の
活
動
で
あ
る
と

言
え
ま
す
。

郷
土
学
習「
色 

麻 

学
」が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た

郷
土
学
習
「
色
麻
学
」
実
施
委
員
会
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
　
山
形
大
学
名
誉
教
授
　
佐
々
木
　
正
　
彦

浦山利定さん「遊び・生活」の中の
「荒川堰」についての講演

千葉剛久さん　江戸時代の「荒川堰」
工事の歴史的意義についての講演

熱心に聞き入る
参加者の皆さん

現 地 視 察
花川・除地区の
用水取り入れ口
護岸工事でコンク
リートや水門はでき
ているが場所自体は
江戸時代から変わっ
ていない

現 地 視 察
「荒川堰」の
用水の取り入れ

口

写真の左側が「
荒

川堰」。右奥が
花

川（当時は荒川
）



（４）

　

皆
さ
ん
、「
色
麻
学
」
を
知
っ

て
い
ま
す
か
。

　
「
色
麻
学
」と
は
、歴
史
・
産
業
・

環
境
・
民
俗
文
化
と
い
っ
た
い

ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
、
郷
土
色

麻
に
つ
い
て
学
ぶ
活
動
を
言
い

ま
す
。
世
代
に
よ
っ
て
、
分
野

に
よ
っ
て
、「
色
麻
学
」
の
活
動

の
範
囲
は
、
ほ
ぼ
無
限
に
広
が

り
ま
す
。

　　

2
0
2
1（
令
和
３
）年
度
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
を
避
け
る

た
め
も
あ
り
、色
麻
学
の「
試
行
」

の
年
度
と
と
ら
え
、
ひ
と
つ
の

活
動
に
絞
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
、
歴
史

の
分
野
か
ら
「
荒
川
堰
の
歴
史

に
つ
い
て
学
ぶ
」
を
昨
年
の
11

月
13
日（
土
）に
開
催
し
ま
し
た
。

成
人
を
対
象
に
参
加
を
募
り
、

参
加
者
は
22
人
で
、
全
員
マ
ス

ク
を
し
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ

ン
ス
を
保
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

前
半
の
活
動
と
し
て
、
色
麻

町
文
化
財
保
護
審
査
会
の
浦
山

利
定
さ
ん
と
、
色
麻
町
歴
史
訪

ね
歩
き
会
の
千
葉
剛
久
さ
ん
か

ら
、
身
近
な
生
活
や
遊
び
の
中

の
「
荒
川
堰
」
と
歴
史
的
な
遺

産
と
し
て
の
「
荒
川
堰
」
に
つ

い
て
講
話
を
い
た
だ
き
、「
そ
う

だ
っ
た
ん
だ
」と「
知
り
、学
ぶ
」

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
江
戸
時

代
に
１
期
工
事
と
し
て
、
荒
川

（
現
花
川
）
の
除
地
区
か
ら
現
大

衡
村
の
針
地
区
ま
で
、
そ
し
て
、

第
２
期
工
事
と
し
て
志
田
郡
ま

で
の
延
長
が
行
わ
れ
た
こ
と
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま

た
、
第
２
期
工
事
に
合
わ
せ
て
、

水
量
の
確
保
の
た
め
、
鳴
瀬
川

鹿
原
地
区
か
ら
取
水
し
て
長
谷

川
、
保
野
川
を
経
由
し
て
荒
川

（
花
川
）
に
水
を
落
と
す
た
め
の

工
事
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と

を
学
び
ま
し
た
。

 

 　

更
な
る
学
び
に
つ
な
げ
る

「
創
る
」
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
現

地
視
察
を
行
い
ま
し
た
。Seeing

is believing

（「
百
聞
は
一
見

に
し
か
ず
」）
を
あ
げ
る
ま
で
も

な
く
、「
見
る
」
こ
と
は
、
学
ん

だ
内
容
の
定
着
を
促
す
の
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
、
さ
ら

に
学
ぶ
意
欲
を
か
き
た
て
る
こ

と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

今
回
の
試
行
と
し
て
の
色
麻
学

の
活
動
の
実
施
は
、
参
加
者
か
ら

も
、
大
変
楽
し
く
学
べ
た
、
と
い

う
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
色

麻
学
」
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て

い
い
活
動
と
な
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、
育
っ
た
ふ
る
さ
と

色
麻
に
つ
い
て
確
か
に
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
こ
と

は
、
こ
の
ふ
る
さ
と
色
麻
が
持
っ

て
い
る
特
質
の
極
々
わ
ず
か
で

す
。
そ
う
思
い
ま
せ
ん
か
。
だ
か

ら
こ
そ
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
知

り
学
ぶ
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
ま

た
、
ひ
と
つ
の
学
び
が
さ
ら
に
発

展
し
た
学
び
に
つ
な
が
る
こ
と
の

「
わ
く
わ
く
感
」
が
活
動
を
支
え

て
い
ま
す
。

　
「
色
麻
学
」
は
ま
さ
に
「
ふ
る

さ
と
再
発
見
」
の
活
動
で
あ
る
と

言
え
ま
す
。

現 地 視 察
色麻町手倉地区の水

門

水管理の役人が江戸
時代には

いたという

　
「
色
麻
学
」
と
し
て
実
施
す
る

学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
来
年
度
以

降
、
徐
々
に
増
え
て
い
く
と
考
え

て
い
ま
す
が
、
実
施
に
向
け
て
、

い
く
つ
か
の
留
意
点
を
設
け
て
い

ま
す
。
主
な
点
は
左
記
の
と
お
り

で
す
。

○
イ
ベ
ン
ト
消
化
型
、
ノ
ル
マ
消

化
型
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
自
主

的
な
学
び
の
意
識
が
必
要
で

あ
る
。

○
楽
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
深
く

学
ぶ
機
会
で
あ
る
こ
と
を
忘

れ
な
い
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

○
活
動
（
事
業
）
が
「
実
感
す
る
・

肌
で
感
じ
る
」
活
動
と
い
う

視
点
も
含
め
、
体
験
型
学
習

の
可
能
性
を
大
事
に
し
た
い
。

○
学
ぶ
側
が
求
め
る
テ
ー
マ
の
設

定
を
可
能
と
す
る
手
だ
て
を

検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え

ば
、
学
習
者
に
対
し
て
「
ア

ン
ケ
ー
ト
」
を
と
り
新
し
い

活
動
を
取
り
入
れ
る
環
境
を

作
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

○
や
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
え
る
活

動
に
し
た
い
。
学
習
者
が
学

び
が
い
の
あ
る
学
習
で
あ
り

た
い
。
つ
ま
ら
な
い
活
動
な

ら
、
時
間
の
無
駄
と
も
言
え

る
。
事
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の

実
施
の
必
要
性
が
こ
の
点
か

ら
も
あ
る
。

○
他
地
域
と
の
交
流
や
、
昔
や
っ

て
い
た
遊
び
や
行
事
の
掘
り

起
し
な
ど
の
色
麻
学
の
学
習

プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
に
お
い
て
、

型
に
は
ま
ら
ず
、
や
り
な
が

ら
、
考
え
る
「
色
麻
学
」
で

あ
り
た
い
。

○「
色
麻
学
」
の
す
べ
て
の
活
動

で
、
活
動
ご
と
に
、
毎
回
、「
色

麻
学
改
善
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を

実
施
し
、
活
動
の
評
価
・
改

善
に
役
立
て
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。

　

今
回
の
「
荒
川
堰
の
歴
史
に
つ

い
て
学
ぶ
」
が
「
色
麻
学
」
と
し

て
成
功
裏
に
実
施
で
き
た
の
は
、

お
二
人
の
講
師
（
色
麻
学
で
は

「
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
」（
参
加
者

が
学
習
し
や
す
い
よ
う
に
支
援
し

て
い
た
だ
く
方
）
と
呼
ぶ
。）
の

方
々
の
熱
心
な
サ
ポ
ー
ト
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん

で
す
が
、
参
加
者
の
方
々
の
熱
意

さ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
「
事
後
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
紹
介
し
ま
す
。

▼
先
人
達
の
熱
い
知
恵
と
努
力
に
感
銘
し
ま
し
た
。

▼
今
後
と
も
色
麻
学
を
継
続
し
、
埋
も
れ
て
い
る

色
麻
町
の
歴
史
等
を
学
ん
で
い
き
た
い
。

▼
勉
強
会
後
、
視
察
研
修
が
あ
る
の
は
学
ん
だ
こ
と

を
直
接
体
感
で
き
て
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

▼
民
俗
文
化
が
失
わ
れ
て
い
く
速
度
が
益
々
早
く

な
っ
て
い
る
と
思
う
。記
憶
に
も
記
録
に
も
し
っ

か
り
残
せ
る
よ
う
な
研
修
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
と
て
も
楽
し
く
す
ば
ら
し
い
研
修
で
し
た
。
ス

タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼
荒
川
堰
の
用
水
配
分
が
加
美
郡
が
0.2
％
、
大
崎

市
（
志
田
郡
）
が
99
％
と
い
う
こ
と
に
驚
い
て

い
る
。

【
　
　
　
　
　
　
　  

】

「
荒
川
堰
の
歴
史
に
つ
い
て
学
ぶ
」
第
２
弾
、
そ
し
て
、

今
後
の
「
色
麻
学
」
の
展
開
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

事 

後 

ア 

ン 

ケ 

ー 

ト



　

現
地
調
査
報
告
の
前
に
簡
単
に

訪
ね
歩
き
会
を
紹
介
し
ま
す
。
か

つ
て
「
文
化
財
愛
好
会
」
が
文
化

協
会
の
な
か
で
活
動
し
て
い
ま
し

た
。
文
化
財
を
こ
よ
な
く
愛
し
、

研
究
も
し
て
き
た
会
で
す
が
、
会

員
数
の
減
少
な
ど
も
あ
っ
て
、
惜

し
ま
れ
つ
つ
も
解
散
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
そ
の
後
、
も
う
少
し
歴

史
や
文
化
財
を
勉
強
し
た
い
、
知

識
を
広
め
た
い
と
い
う
方
々
か
ら
、

新
た
な
会
の
設
立
を
と
の
機
運
が

高
ま
り
、
平
成
20
年
に
「
色
麻
歴

史
訪
ね
歩
き
会
」
が
発
足
い
た
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
会
員
の
高
齢

化
な
ど
も
あ
っ
て
休
止
期
間
も
あ

り
ま
し
た
が
、
現
在
15
名
で
活
動

し
て
い
ま
す
。
会
員
の
中
に
は
「
き

ど
っ
こ
」
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
・

古
民
家
調
査
隊
員
・
欠
入
研
究
第

一
人
者
な
ど
が
名
を
つ
ら
ね
、
毎

回
テ
ー
マ
ご
と
に
勉
強
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
今
回
の
現
地
調
査
は
昨

年
に
引
き
続
き
小
栗
山
地
区
の
調

査
を
行
い
ま
し
た
。
色
麻
町
で
今

シ
ー
ズ
ン
の
初
雪
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
霙
（
み
ぞ
れ
）
ま
じ
り

の
天
気
で
、
寒
さ
に
震
え
な
が
ら
、

ぬ
か
る
み
に
足
を
取
ら
れ
な
が
ら

も
目
的
地
を
目
指
し
ま
し
た
。
総

勢
10
名
。
最
初
の
目
的
地
は
「
旧

小
栗
山
亜
炭
採
掘
場
」
で
す
。

　

色
麻
町
史
に
は
、
こ
の
亜
炭
層

を
「
本
町
付
近
で
は
最
も
稼
働
価

値
の
高
い
亜
炭
層
」
と
紹
介
し
て

い
ま
す
。
戦
前
戦
後
、
亜
炭
は
こ

こ
で
採
掘
さ
れ
商
品
化
も
し
て
い

ま
し
た
が
、
隣
町
の
旧
三
本
木
町

に
は
質
量
と
も
追
い
つ
か
ず
採
算

が
あ
わ
ず
に
閉
山
と
な
っ
た
と
の

こ
と
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
町

内
で
は
高
根
・
平
沢
・
除
地
区
な

ど
で
亜
炭
の
採
掘
が
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

　

調
査
隊
は
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
船

形
山
林
道
を
保
野
川
沿
い
に
進
み
、

途
中
「
滝
の
沢
橋
」
で
下
車
。

　

こ
こ
か
ら
歩
い
て
進
む
。
そ
の

山
道
は
、
か
つ
て
亜
炭
を
採
取
し

て
い
た
と
き
の
馬
車
が
通
っ
た
道

（
馬
車
道
）
で
あ
る
と
今
回
の
案
内

人
で
あ
る
早
坂
一
郎
会
長
（
小
栗

山
在
住
）
か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。
途
中
、
川
が
流
れ
て
い
て
そ

れ
を
超
え
て
進
み
ま
し
た
。
山
道

を
尾
根
づ
た
い
に
歩
く
と
、
絶
壁

の
斜
面
が
現
れ
、
こ
こ
が
か
つ
て

の
亜
炭
採
掘
場
だ
と
知
り
ま
し
た
。

斜
面
を
よ
く
見
る
と
、
黒
々
と
し

た
亜
炭
層
が
露
出
し
て
い
る
の
が

わ
か
り
ま
す
。
比
較
的
若
い
会
員

が
斜
面
を
駆
け
上
が
り
ナ
タ
を
ふ

り
か
ざ
し
て
亜
炭
を
採
取
し
て
き

ま
し
た
。

　

今
か
ら
約
500
万
年
前
の
第
三
紀

鮮
新
世
に
属
す
る
地
層
で
す
。
亜

炭
は
か
つ
て
台
所
や
お
風
呂
で
燃

料
と
し
て
利
用
し
て
い
た
も
の
で

す
が
、
現
在
で
は
利
用
価
値
が
な

く
な
り
ま
し
た
。
た
だ
仙
台
市
秋

保
で
は
、
仙
台
亜
炭
を
「
埋
も
れ

木
細
工
」
と
し
て
ペ
ン
ダ
ン
ト
な

ど
を
制
作
し
て
い
る
工
房
も
あ
り

ま
す
。

　

今
後
、
亜
炭
の
利
用
価
値
な
ど

も
探
っ
て
み
る
の
も
い
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

続
い
て
調
査
隊
が
向
か
っ
た
の

は
「
滝
の
沢
滝
」。

　

今
か
ら
250
年
前
の
江
戸
時
代
の

「
風
土
記
書
出
」
に
は
「
一
不
動
堂

右
ハ
小
栗
山
滝
中
段
洞
之
内
ニ
相

立
梵
字
斗
有
之…

…

」
と
あ
り
、

滝
（
長
さ
は
７
ｍ
く
ら
い
）
の
中

段
の
岩
に
梵
字
が
彫
ら
れ
て
い
る

そ
う
で
す
。
さ
ら
に
滝
の
な
か
に

は
、「
不
動
明
王
」
も
鎮
座
。
昭
和

12
年
正
月
28
日
・「
願
主　

浅
野
藤

右
エ
門　

世
話
人　

早
坂
勇
四
郎
」

の
銘
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。（
水
量

色
麻
歴
史
訪
ね
歩
き
会 

現
地
調
査

R
3
.1
1
.2
7

が
多
く
、
確
認
で
き
ず
。）

   

近
く
に
は
、
薬
師
如
来
を
祀
っ

て
い
る
船
形
神
社
も
存
在
す
る
こ

と
か
ら
、
修
験
者
た
ち
の
霊
場
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ

ま
す
。　　

　

亜
炭
や
滝
の
沢
な
ど
初
め
て
目

に
し
た
会
員
も
多
く
「
大
変
勉
強

に
な
っ
た
」「
ま
た
来
て
み
た
い
」

と
い
う
感
想
が
あ
り
ま
し
た
。

　

町
民
の
み
な
さ
ん
、
是
非
、
本

会
に
入
会
し
て
、
い
っ
し
ょ
に
歴

史
や
文
化
財
を
勉
強
し
て
み
ま
せ

ん
か
。
詳
し
く
は
公
民
館
ま
で
♪

（
文
責
：
色
麻
歴
史
訪
ね
歩
き
会
事
務
局
）

亜灰層

不動明王 滝の沢滝

（５）



音
が
奏
で
る
力
強
さ
と

　
優
し
さ
の
魅
力

　

最
初
の
演
目
は
色
麻
町
一
の
関
出

身
の
保
科
利
伸
さ
ん
が
主
宰
す
る
和

笛
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
バ
ン
ド
〝
音

伽
屋
〞
に
よ
る
風
唄
で
し
た
。
和
笛

か
ら
奏
で
ら
れ
る
透
明
で
清
ら
か
な

音
色
、
華
や
か
な
指
打
ち
音
が
と
て

も
特
徴
的
で
し
た
。
２
曲
目
は
戦
国

時
代
の
壮
大
な
映
画
音
楽
を
イ
メ
ー

ジ
し
作
曲
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、

情
緒
的
な
楽
曲
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

キ
ー
ボ
ー
ド
や
ド
ブ
ロ
ギ
タ
ー
と
の

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
は
曲
に
一
段
と
深
み

と
力
強
さ
が
加
わ
り
、
観
客
全
員
の

心
に
響
き
渡

り
、
心
を
動
か

さ
れ
た
瞬
間
で

し
た
。
風
の
よ

う
に
優
し
く
響

き
渡
る
篠
笛
の

音
色
に
耳
を
傾

け
な
が
ら
、
奥

の
深
い
和
笛
の

魅
力
を
心
ゆ
く

ま
で
味
わ
う
こ

と
が
で
き
ま
し

た
。

艶
や
か
な
舞
、

　
津
軽
の
リ
ズ
ム
軽
快
に
刻
む

　
舞
踊
・
民
謡
・
歌
謡
、
ス
コ
ッ
プ

三
味
線
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
を

心
ゆ
く
ま
で
堪
能

　

和
光
流
二
代
目
家
元
、
和
光
佳
穂

こ
と
和
光
流
代
表
指
導
者
星
佳
友
子

さ
ん
を
は
じ
め
、
外
５
名
の
出
演
者

に
よ
る
舞
踊
・
民
謡
・
歌
謡
、ス
コ
ッ

プ
三
味
線
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

　

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
は
力
強
い
曲
調

に
あ
わ
せ
長
年
培
っ
て
き
た
熟
練
の

舞
い
を
見
事
に
披
露
し
て
く
れ
ま
し

た
。
続
い
て
の
ス
コ
ッ
プ
三
味
線
で

は
軽
快
な
リ
ズ
ム
を
刻
み
な
が
ら
、

圧
倒
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
時
間

を
忘
れ
る
ほ
ど
の
迫
力
で
会
場
内
を

魅
了
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
福
が
た

く
さ
ん
訪
れ
ま
す

よ
う
に
と
秋
田
大

黒
舞
も
披
露
さ

れ
、
会
場
内
か
ら

大
き
な
拍
手
が
送

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

地
域
芸
能
に
触
れ
、

文
化
・
芸
能
に
親
し
む
機
会
の
創
出

地
域
芸
能
に
触
れ
、

文
化
・
芸
能
に
親
し
む
機
会
の
創
出

　

令
和
４
年
１
月
23
日
㈰
色
麻
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
町
婦

人
会
事
業
「
新
年
の
集
い
」
〜
文
化
・
芸
能
に
親
し
も
う
〜
が
開
催
さ
れ
た
。

千
葉
会
長
か
ら
は
ゆ
っ
く
り
楽
し
め
る
内
容
を
企
画
し
た
の
で
、
日
常
生
活

を
送
る
中
で
は
な
か
な
か
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い
文
化
・
芸
能
を
、
ご
堪

能
く
だ
さ
い
と
い
う
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

代
表
　
石
川
　
　
鋼

一
．
次
々
と
走
り
過
ぎ
行
く
自
動
車
の

　
　

運
転
す
る
人
皆
前
を
向
く

奥
村
晃
作

二
．
ね
む
り
放
題
な
ま
け
放
題
た
べ
放
題

　
　

た
ま
に
は
い
い
さ
七
十
だ
も
の

青
木
昭
子

三
．
手
伝
っ
て
く
れ
る
息
子
が

　
　

い
る
こ
と
の
幸
せ
包
む
餃
子
の
時
間

俵　

万
智

　

三
首
の
歌
は
全
て
歌
集
に
載
っ
て
い

る
歌
で
す
。ど
う
で
す
か
。こ
れ
な
ら「
私

に
も
つ
く
れ
そ
う
。」
そ
う
で
す
。
歌
の

決
ま
り
は
三
十
一
文
字
（
音
）
で
詠
む

こ
と
だ
け
で
す
。
歌
を
詠
も
う
と
す
る

と
、
毎
日
の
生
活
が
活
き
活
き
と
見
え

て
き
ま
す
。

　

さ
あ
、
始
め
ま
し
ょ
う
。

代
表
　
鈴
木
　
幸
子

　

平
成
23
年
度
に
サ
ー
ク

ル
と
し
て
発
足
し
、
文
化

協
会
の
仲
間
入
り
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
講

師
に
加
美
町
の
伊
藤
由
美

子
先
生
を
お
迎
え
し
て
本

格
的
に
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
を

楽
し
ん
で
い
ま
す
。
体
を

動
か
す
だ
け
で
な
く
、
先

生
の
「
体
に
い
い
話
」
も

あ
っ
て
、
す
ぐ
に
日
々
の

生
活
に
役
立
つ
中
身
の
濃

い
サ
ー
ク
ル
活
動
で
す
。

　
ち
な
み
に
年
齢
は
関
係

な
く
無
理
な
く
取
り
組
め

る
の
で
、
初
め
て
の
方
で

も
大
丈
夫
！
興
味
の
あ
る

方
は
、
是
非
仲
間
入
り
し

て
み
ま
せ
ん
か
？

　
美
の
追
求
で
は
な
い
の

で
、
上
手
に
で
き
な
く
て

も
大
丈
夫
で
す
。
鏡
が
な

い
の
で
安
心
し
て
踊
れ
る

の
も
お
す
す
め
の
一
つ
で

す
。
ス
ト
レ
ス
解
消
に
効

果
的
で
、
動
い
た
次
の
日

に
、
体
重
は
変
わ
ら
な
く

て
も
、
体
が
軽
く
な
り
ま

す
。
　
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
で
体
を

動
か
す
こ
と
が
大
好
き
な

仲
間
と
一
緒
に
、
体
に
い

い
「
有
酸
素
運
動
」
を
体

験
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

代
表
　
加
藤
　
頼
子

　

町
の
情
報
機
器
等
活
用
能
力
向
上
支
援

業
務
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
パ
ソ
コ
ン
講

習
の
修
了
に
伴
い
、
私
た
ち
同
期
十
数
名

を
中
心
に
、
そ
の
時
の
講
師
で
あ
っ
た
故
佐

藤
文
洋
先
生
に
講
師
を
依
頼
し
、
平
成
26

年
よ
り
発
足
し
ま
し
た
。

　

途
中
よ
り
阿
部
先
生
に
も
依
頼
し
、
ワ
ー

ド
や
エ
ク
セ
ル
他
に
応
用
、
そ
の
時
期
に

合
わ
せ
て
年
賀
状
、
カ
レ
ン
ダ
ー
、
決
算

報
告
書
作
成
等
々
を
教
え
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。繰
り
返
し
、繰
り
返
し
の
勉
強
、

和
気
あ
い
あ
い
の
愛
好
会
で
す
。

　

活
動
は
毎
月
第
２
・
第
４
金
曜
日
の
午

後
か
ら
で
す
。
ご
興
味
の
あ
る
方
は
是
非

お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

代
表
　
小
川
き
ょ
う
子

　

音
楽
は
日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
の
情
動
を

動
か
し
、
支
援
を
行
い
、
ゆ
る
や
か
な

発
達
を
促
す
重
要
な
役
割
を
担
う
可
能

性
を
秘
め
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
ト
音
き
ご
う
の
会
の
会
員
は
、

年
少
児
か
ら
大
人
ま
で
。
練
習
形
態
は
、

個
人
レ
ッ
ス
ン
、
ま
た
は
少
人
数
で
の

グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
で
、
演
奏
会
前
や

イ
ベ
ン
ト
等
参
加
前
は
合
同
練
習
会
を

行
い
、
歌
や
ピ
ア
ノ
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
、

ハ
ン
ド
ベ
ル
な
ど
で
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル

を
演
奏
し
て
い
ま
す
。

　

演
奏
す
る
人
も
、
聴
く
人
も
み
ん
な

の
心
が
元
気
に
な
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら

も
音
楽
の
力
を
信
じ
、
音
楽
の
心
を
伝

え
て
い
く
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
み
ん
な
で
一
緒
に
音
楽
を

奏
で
た
い
人
を
随
時
募
集
中
で
す
。

代
表
　
安
藤
き
く
み

　
私
た
ち
ら
く
ら
く
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
教
室

は
、
八
十
代
現
役
バ
リ
バ
リ
の
年
代
か
ら

十
四
名
の
教
室
で
、
毎
月
第
一
、
第
三
月

曜
日
に
改
善
セ
ン
タ
ー
で
活
動
し
て
い
ま

す
。
長
い
人
で
三
十
年
以
上
も
活
動
し
て

お
り
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
悩
ん
で
い
る

時
も
、
速
、
解
決
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

小
銭
入
れ
、
ポ
ー
チ
、
バ
ッ
ク
、
タ
ペ

ス
ト
リ
ー
な
ど
長
時
間
か
か
る
作
品
や
短

時
間
で
で
き
る
作
品
な
ど
、
で
き
あ
が
る

と
う
れ
し
く
な
り
、
今
度
は
と
イ
メ
ー
ジ

が
膨
ら
み
、
ま
た
つ
く
り
た
く
な
る
。
そ

れ
が
長
く
続
く
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　

手
を
動
か
し
な
が
ら
、
孫
の
こ
と
、
世

の
中
の
で
き
ご
と
、
野
菜
づ
く
り
、
料
理

な
ど
話
し
は
尽
き
ま
せ
ん
。
和
気
あ
い
あ

い
楽
し
く
時
間
が
過
ぎ
、
元
気
を
も
ら
え

ま
す
。

　

初
め
て
で
も
、
経
験
が
な
く
て
も
み
ん

な
が
先
生
な
の
で
大
丈
夫
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
会
で
す
の
で
、
み
な
さ
ん

一
度
、
の
ぞ
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

団体紹介

せ
せ
ら
ぎ
短
歌
会

エ
ア
ロ
ビ
ク
ス

色
麻
町
パ
ソ
コ
ン
愛
好
会

ら
く
ら
く
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク

ト
音
き
ご
う
の
会

お
と

と
ぎ
や

（６）



令和3年度 色麻町文化協会加入団体一覧

川村　保夫・相澤　玲子・小川きょう子・篠原　和子・小川ひとみ・今野　俊子・中島まさよ・早坂　順子

編
集
後
記

代 表 者 名 地 区 名 活 動・練 習 日 等

高　根

下黒沢

志　津

小栗山

二反田

下高城

上　郷

上高城

下高城

南　大

宿

道　命

花川沢口

王城寺

一の関

新　田

一の関

道　命

吉　田

吉　田

大　原

宿

新　田

団　　体　　名№ 部　門

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

　
カッパブギ色麻踊り保存会

仙北麦つき踊り保存会

せせらぎ短歌

色麻歴史訪ね歩き会

和あそびくらぶ

らくらく編み物教室

らくらくパッチワーク

色麻町レクダンス愛好会

フラガールズ

太極拳クラブ

エアロビクス

新舞踊 藤枝会

宮城華僑華人同舟会「色麻組」

和装研究愛好会

女声合唱団Viente

カラオケ桃孝会

やまびこ会

ト音きごうの会

色麻町パソコン愛好会

色麻町レクリエーション協会

川柳クラブ「田園」

ビオトープ愛好会

大道派色麻教室

※入会を希望する方は事務局までお問合せください。　　事務局：色麻町公民館 ☎ 65-3110

佐々木　りえ子

中　山　としゑ

石　川　　　鋼

早　坂　一　郎

小野寺　透　江

早　坂　志津子

安　藤　きくみ

篠　原　和　子

本　田　みき子

早　坂　順　子

鈴　木　幸　子

島　田　登美枝

角　屋　　　雪

今　野　俊　子

千　葉　元　子

大　泉　和　子

川　村　保　夫

小川　きょう子

加　藤　頼　子

中　島　まさよ

畑　山　　　護

加　藤　祥　文

大　泉　幸　子

編 集 委 員

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の

た
め
、
こ
こ
数
年
「
さ
な
ぶ
り
芸
能
大

会
」
「
町
民
文
化
祭
」
を
開
催
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
町
民
の
皆
様
と
お
会
い
す
る

機
会
が
な
く
な
り
寂
し
く
感
じ
て
お
り
ま

す
が
、
町
文
化
協
会
会
員
一
同
、
日
々
の

練
習
や
活
動
に
励
ん
で
い
ま
す
。
今
回

「
文
化
し
か
ま
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
そ

の
様
子
を
感
じ
て
い
た
だ
け
た
な
ら
幸
い

で
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
社
会
福
祉
の
推
進
と
文
化

芸
術
の
向
上
発
展
を
両
軸
に
活
動
を
展
開

し
て
き
た
文
化
協
会
で
す
が
、
近
年
、
会

員
の
高
齢
化
や
コ
ロ
ナ
禍
で
の
活
動
の
制

限
も
影
響
し
て
か
、
各
団
体
会
員
数
の
減

少
や
文
化
協
会
加
入
団
体
の
退
会
も
み
ら

れ
て
い
ま
す
。
既
存
団
体
を
含
め
、
美

術
、
文
芸
、
舞
踊
、
音
楽
、
民
俗
芸
能
な

ど
多
彩
な
ジ
ャ
ン
ル
に
多
く
の
団
体
・

サ
ー
ク
ル
の
加
入
で
芸
術
文
化
の
底
上
げ

を
し
、
新
た
な
一
歩
の
踏
み
出
し
が
で
き

れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
入
会
・
ご

興
味
の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
お
気
軽
に
文
化

協
会
事
務
局
（
色
麻
町
公
民
館
内
）
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
次
回
は
、
ス
テ
ー
ジ
上
で
、
会
場
で
、

文
化
協
会
各
団
体
の
歌
声
・
舞
い
・
作

品
・
笑
顔
を
町
民
の
皆
様
に
お
届
け
し
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
末
尾
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
取
材
に

ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
各
位
の
皆

様
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
「
創
造
力
」
と
「
想
像
力
」
が
暮
ら
し

に
息
づ
く
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
町
民

の
文
化
活
動
の
普
及
お
よ
び
保
全
を
図

り
、
幅
広
い
情
報
発
信
に
努
め
て
参
り
ま

す
の
で
、
今
後
と
も
町
文
化
協
会
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

イベント前に練習日を
設定し，イベントに参加

8月～12月の期間：月１回

毎月第１土曜日

定例会（偶数月），現地調査等

毎月第２・３土曜日

毎月第２・４木曜日

毎月第１・３月曜日

毎月第２・４土曜日

毎月第１・３土曜日

毎週金曜日

１月～３月毎週火曜日

毎週日曜日（自宅教室）

イベント前に練習日を
設定し，イベントに参加

毎月第１・３火曜日

月２～４回金曜日

毎月第１・３火曜日

毎週木曜日（自宅教室）

火～金曜日週１回（自宅教室）

毎月第２・４金曜日

毎月第３土曜日

毎月第３火曜日

時期に合わせて活動

月２回（曜日不定）

郷土芸能

短　　歌

歴史研究

茶　　道

手 工 芸

ダ ン ス

体　　操

舞　　踊

着 付 け

コーラス

歌 謡 曲

音楽教室

パソコン

レクリエーション

川　　柳

自然アート

箏　　曲

文
化
協
会
副
会
長
　
小
川
　
き
ょ
う
子




