
生
活
文
化
の
聞
き
取
り
調
査
、及
び
、仰
木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
制
作
　
中
編

�

永
江
　
弘
之
・
大
原
　
歩



4生活文化の聞き取り調査、及び、仰木ふるさとカルタ制作　中編

�

※
（
第
三
章　

三-

五-

三
／
大
原
担
当
）

第
一
章
　
は
じ
め
に �

　

本
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
、
滋
賀
県
大
津
市
仰
木
は
、
西
は
比
叡
山
を
背

に
、
東
は
琵
琶
湖
を
見
下
ろ
す
山
麓
に
位
置
し
、
上
仰
木
、
辻
ヶ
下
、
平

尾
、
下
仰
木
の
四
つ
の
字
か
ら
な
る
大
き
な
農
村
集
落
で
あ
る
。
集
落
を

階
段
状
の
棚
田
が
取
り
巻
き
、
背
後
に
雑
木
林
や
山
林
が
続
く
里
山
は
、

日
本
の
原
風
景
と
も
呼
べ
る
景
観
を
今
も
残
し
て
い
る
（
図
１
）。
平
安

期
か
ら
「
仰
木
庄
」
と
し
て
知
ら
れ
、
氏
神
の
小
椋
神
社
は
延
長
五
年

（
九
二
七
）
に
『
延
喜
式
』
の
式
内
社
に
選
ば
れ
て
お
り
、
千
年
以
上
の

歴
史
が
あ
る
集
落
で
あ
る
。

　

仰
木
地
域
は
、
固
有
の
豊
か
な
文
化
資
源
を
脈
々
と
今
に
伝
え
て
い
る
。

棚
田
・
里
山
を
は
じ
め
、
歴
史
、
伝
承
、
祭
り
、
信
仰
、
交
流
、
生
活
様

式
、
民
俗
、
風
習
、
道
具
、
自
然
と
い
っ
た
も
の
が
融
合
し
て
、「
仰
木

の
暮
ら
し
」
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
圃
場
整
備
や
開
発
に
よ
っ
て
里
山
の
姿
は
大
き
く
変
わ
り
つ

つ
あ
り
、
高
齢
化
な
ど
の
現
代
的
課
題
の
深
刻
化
と
と
も
に
仰
木
も
今
、

急
激
な
変
化
の
中
に
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
で
も
現
在
の
仰
木
に

は
な
お
、
か
つ
て
の
日
本
の
里
山
に
息
づ
い
て
い
た
心
惹
か
れ
る
魅
力
が

•••••••••••••••••••••••••••••••
Title�:
An�Interview-Based�Fact-Finding�Survey�of�the�Life�and�Culture�
of�Ogi�and�the�Making�of�Karuta� (picture�cards� for�a�traditional�
Japanese�game)�Featuring�the�Omi�Countryside:�Part�Two

Summary�:�
Ogi,�Otsu,�Shiga�Prefecture,�a�rural� farming�area�set� in�the� lush�
countryside,�has�a�history�that�goes�back�over�1,000�years.�I�car-
ried�out� an� interview-based� fact-finding� survey�of� the� life� and�
culture�of�Ogi,�speaking�with�people�between�60�and�90�years�of�
age�who�live�in�the�area.�Based�on�the�data�collected�I�produced�
the�“Ogi�Furusato�Karuta”�(Ogi�Countryside�Cards).�Here,�in�Part�
Two�of�this�paper,�I�will�explain�the�later�stages�of�the�process�of�
designing�the�cards.
•••••••••••••••••••••••••••••••

生
活
文
化
の
聞
き
取
り
調
査
、及
び
、仰
木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
制
作
　
中
編
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江
　
弘
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・
大
原
　
歩
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た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
効
率

化
を
優
先
し
た
現
代
の
都
市
型
社
会
に
お
い
て

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
価
値
観
が
生
き
て
い
る
。

　

本
研
究
は
、
仰
木
集
落
の
六
○
歳
以
上
の
方

か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
昭

和
二
○
年
代
〜
四
○
年
代
の
里
山
の
生
活
文
化

を
目
に
見
え
る
形
で
共
有
で
き
る
「
ふ
る
さ
と

カ
ル
タ
」
と
し
て
よ
み
が
え
ら
せ
る
試
み
で
あ

る
。
成
安
造
形
大
学
附
属
近
江
学
研
究
所
で
平

成
二
二
年
度
（
二
○
一
○
）
か
ら
三
カ
年
計
画

で
取
り
組
ん
だ
近
江
学
研
究
「
里
山
〜
水
と
暮

ら
し
」
の
第
二
期
「
生
活
文
化
の
聞
き
取
り
調

査
、
及
び
、
仰
木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
制
作
」
と

し
て
、
平
成
二
三
年
度
（
二
○
一
一
）、
二
四

年
度
（
二
○
一
二
）
に
仰
木
地
区
で
実
施
し
た

調
査
・
研
究
活
動
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
中
編

と
し
て
「
読
み
札
決
定
か
ら
絵
札
の
風
景
を
描

く
た
め
の
聞
き
取
り
調
査
」
及
び
「
絵
札
原
画

の
制
作
と
仰
木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
の
完
成
」
ま

で
の
成
果
を
報
告
す
る
。
な
お
、
前
編
の
報
告

は
平
成
二
六
年
三
月
発
行
の
「
成
安
造
形
大
学

附
属
近
江
学
研
究
所
紀
要�

第
３
号
」
に
掲
載

し
て
い
る
。

図１：仰木全体地図
滋賀県大津市仰木：大津市北部、比叡山から琵琶湖の西岸へと伸びる雄大な山麓の中間に位置する仰

木は、階段状の棚田が取り巻く、世帯数801戸、人口2335人（平成25年４月１日現在）、４つの字（上

仰木・辻ケ下・平尾・下仰木）から成る農村集落。仰木の集落形成の歴史は1150年前に遡ると言われ、

大津と北陸を結ぶ西近江路（国道161号線）から西へ分岐し、京都の大原で若狭街道、いわゆる鯖
さば

街

道と合流する仰木道の途中に発達した。集落には、小
お

椋
ぐら

神社を筆頭とする多数の社寺、無数の地蔵や

祠、共同墓地が点在し、東塔、西塔と並ぶ比叡山三塔のひとつ、横
よ

川
かわ

への登り口に当たる。
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る
ご
高
齢
の
方
が
元
気
に
活
動
的
に
な
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
聞
き
手

で
あ
る
若
者
の
活
力
や
成
長
に
も
大
き
な
効
果
が
見
ら
れ
る
と
の
こ
と
。

人
生
経
験
豊
か
な
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
話
す
こ
と
は
、
本

な
ど
か
ら
の
知
識
よ
り
ず
っ
と
リ
ア
ル
で
心
に
響
く
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
し
た
意
味
で
も
、「
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
」
の
取
り
組
み
が
、「
過
去
と

現
在
と
未
来
を
つ
な
げ
る
」「
世
代
を
つ
な
げ
る
」「
地
域
を
つ
な
げ
る
」

「
い
の
ち
を
つ
な
げ
る
」、
そ
う
し
た
総
合
的
な
地
域
発
展
に
つ
な
が
っ

て
い
け
ば
と
思
う
。

第
三
章
　
仰
木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
の
制
作
（
読
み
札
決
定
、 

　
　
　
　
絵
札
原
画
の
制
作
、
カ
ル
タ
の
製
品
化
） �

三-

一
　
概
要

　

平
成
二
四
年
（
二
○
一
二
）
一
月
か
ら
、
読
み
札
の
選
定
と
並
行
し
て
、

十
二
名
の
学
生
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
絵
札
の
ア
イ
デ
ア
ス
ケ
ッ
チ
を
ス

タ
ー
ト
し
た
。
六
月
に
、
四
八
枚
の
読
み
札
が
決
定
。
七
月
〜
九
月
に
、

読
み
札
の
情
景
を
絵
札
に
描
く
た
め
の
聞
き
取
り
調
査
。
そ
の
後
、
下
絵
、

着
彩
と
い
う
手
順
で
原
画
の
制
作
を
進
め
、
平
成
二
五
年
（
二
○
一
三
）

二
月
に
す
べ
て
の
原
画
が
完
成
し
た
。

　
「
絵
札
」、「
読
み
札
」
に
加
え
て
、「
仰
木
の
暮
ら
し
解
説
書
」、「
外
箱
」

な
ど
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
印
刷
原
稿
を
作
成
。
製
品
化
を
進
め
た
。

　

一
連
の
流
れ
は
、
次
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
と
な
る
。

第
二
章
　
調
査
・
研
究
の
目
的 �

　

本
研
究
で
は
、
高
度
経
済
成
長
で
「
物
質
的
豊
か
さ
」
と
引
き
替
え
に

切
り
捨
て
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
や
道
具
、
生
活
思
想
、
自
然
観
な
ど

に
目
を
向
け
、
住
民
聞
き
取
り
調
査
等
を
通
し
て
人
々
や
集
落
の
記
憶
・

思
い
出
の
中
に
息
づ
く
「
今
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
情
景
」「
現
代
に

名
残
を
と
ど
め
る
情
景
」「
暮
ら
し
（
生
活
文
化
）
の
か
た
ち
」
を
掘
り

起
こ
し
、
仰
木
固
有
の
風
土
や
文
化
、
暮
ら
し
の
情
景
を
浮
き
彫
り
に
し

て
記
録
す
る
こ
と
。
お
よ
び
、
そ
れ
ら
の
内
に
ひ
そ
む
美
し
さ
、
か
け
が

え
の
な
さ
、
心
の
豊
か
さ
を
再
発
見
し
、
未
来
に
つ
な
い
で
い
く
た
め
の

ツ
ー
ル
と
し
て
、
記
録
し
た
言
葉
や
情
報
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
し
て
、
世
代

や
地
域
を
超
え
て
多
く
の
人
が
共
有
で
き
る
「
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
」
を
制

作
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　

本
研
究
に
は
、
大
原
歩
、
加
藤
賢
治
と
私
の
三
名
の
研
究
員
に
加
え
、

成
安
造
形
大
学
学
生
十
二
名
が
研
究
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
画
し
、
一
貫
し

て
活
動
し
た
。
成
果
物
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
学
生
た
ち
が
地
域
と
深
く

関
わ
り
、
聞
き
取
り
調
査
か
ら
カ
ル
タ
制
作
ま
で
を
チ
ー
ム
と
し
て
担
う

と
い
う
形
の
研
究
手
法
の
確
立
を
重
要
視
し
、
本
研
究
に
お
け
る
教
育
効

果
に
期
待
し
た
。

　

ま
た
、
思
い
出
の
聞
き
取
り
を
ベ
ー
ス
と
し
た
手
法
は
、
近
年
、
高
齢

者
の
認
知
症
の
予
防
と
し
て
取
り
組
み
や
研
究
が
広
が
っ
て
い
る
「
回
想

法
」
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
心
理
療
法
の
み
な
ら
ず
、
世
代
間
交
流

や
地
域
活
動
な
ど
の
活
性
化
の
効
果
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
語
り
手
で
あ
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１
．
仰
木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
読
み
札
を
決
め
る
作
業

２
．
読
み
札
の
情
景
を
絵
札
に
描
く
た
め
の
聞
き
取
り
調
査
と
ア
イ
デ

ア
ス
ケ
ッ
チ

３
．
絵
札
原
画
の
制
作

４
．「
仰
木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
」
の
製
品
化

三-

二
　
仰
木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
読
み
札
を
決
め
る
作
業

三-

二-

一
　
俳
句
の
会
「
畦け
い

草そ
う

会か
い

」
の
協
力
を
得
て
読
み
札
決
定
へ

　
「
前
編�

第
三
章　

三-

五　

カ
ル
タ
読
み
札
を
決
め
る
た
め
の
聞
き
取

り
調
査
」
で
報
告
し
た
通
り
、「
仰
木
ふ
る
さ
と
マ
ン
ダ
ラ
」
を
手
が
か

り
と
し
て
「
ふ
る
さ
と
の
記
憶
」
を
掘
り
起
し
、
仰
木
の
か
つ
て
の
生
活

文
化
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
読
み
札
候
補
を
絞

り
込
む
た
め
の
聞
き
取
り
を
進
め
て
き
た
。
聞
き
取
り
会
の
中
で
「
仰
木

な
ら
で
は
」「
こ
れ
は
外
せ
な
い
」
と
い
う
仰
木
の
方
の
ご
意
見
を
お
聞

き
し
読
み
札
候
補
を
挙
げ
て
い
き
、
大
学
に
戻
っ
て
学
生
と
共
に
「
魅
力

的
な
絵
に
な
り
得
る
か
」
を
検
討
し
て
候
補
を
絞
っ
て
い
っ
た
。

　

平
成
二
四
年
（
二
○
一
二
）
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
研
究
ス
タ
ッ

フ
が
考
え
た
読
み
札
の
原
案
を
も
と
に
仰
木
の
俳
句
の
会
「
畦
草
会
」
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
、
一
緒
に
推
敲
を
重
ね
た
。
畦
草
会
は
、
明
治
終
わ

り
頃
に
発
足
し
た
歴
史
あ
る
俳
句
の
会
で
、
仰
木
の
四
地
区
か
ら
十
名
の

会
員
が
参
加
し
て
お
ら
れ
る
（
当
時
）。
読
み
札
候
補
の
文
言
を
声
に
出

し
て
読
み
上
げ
、
そ
の
情
景
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
言
葉
と
リ
ズ
ム
を
吟

味
し
、
方
言
も
残
し
な
が
ら
昭
和
二
○
〜
四
○
年
代
の
仰
木
の
生
活
文
化

を
表
現
す
る
読
み
札
を
決
め
て

い
っ
た
。（
写
真
１
〜
３
）

写真１：仰木の俳句の会「畦草会」の例会で読み札の
推敲を依頼

写真２：畦草会のみなさんに学生が編集した京都新聞
の記事「@キャンパス」をご覧いただく

写真３：読み札の案を読み合わせて、赤入れをしなが
ら推敲していく
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三-

二-

二
　
読
み
札

　

い　

稲
刈
っ
て　

足
踏
み
脱
穀（
だ
っ
こ
く
）　

筵（
む
し
ろ
）干
し

�

【
田
畑
仕
事
】

　

ろ　

路
肩（
ろ
か
た
）に
積
ん
だ　

柴
の
束（
そ
く
）　

青
年
団
の　

収
入

源�

【
山
仕
事
】

　

は　

働
き
も
の　

牛
の
足
に
も　

藁（
わ
ら
）の
沓（
く
つ
）�

【
生
き
物
】

　

に　

二
十
段　

柿
屋
に
映
え
し　

吊
し
柿（
つ
る
し
が
き
）�

【
風
景
】

　

ほ　

ボ
ン
ネ
ッ
ト
バ
ス
が　

走
る
砂
利
道　

砂
ぼ
こ
り�

【
風
景
】

　

へ　

へ
っ
ぴ
り
腰　

藁
を
は
さ
ん
で　

土
手
す
べ
り�

【
遊
び
】

　

と　

隣
の
餅
つ
き　

ペ
ッ
タ
ン
ポ
ン　

ひ
と
つ
食
べ
た
い　

納
豆
餅

�

【
食
】

　

ち　

提
灯（
ち
ょ
う
ち
ん
）の
灯
り
で　

嫁
入
見（
よ
め
り
み
）

　
　
　

人
だ
か
り�

【
冠
婚
葬
祭
】

　

り　

林
道
を　

六
間
丸
太（
ろ
っ
け
ん
ま
る
た
）　

運
ぶ
牛�

【
山
仕
事
】

　

ぬ　

ぬ
る
り
ん
と　

魚
つ
か
み
に　

川
を
止
め�

【
遊
び
】

　

る　

留
守
番
を　

ひ
た
き
座
で
暖
と
り　

ウ
ト
ウ
ト
と�

【
住
】

　

を　

怒
る
と
怖
い
山
の
神　

女
は
一
切　

か
ま
い
ま
せ
ん�
【
山
仕
事
】

　

わ　

綿
繰
り
機（
わ
た
く
り
き
）　

キ
ュ
ー
と
分
け
た
る　

雪
あ
ら
れ

�

【
衣
】

　

か　

カ
ラ
ス
キ
を　

引
っ
ぱ
る
牛
の　

尻
叩
く�

【
田
畑
仕
事
】

　

よ　

よ
そ
の
畑
で　

キ
ュ
ウ
リ
や
ト
マ
ト
を　

盗
み
食
い�

【
食
】

　

た　

田
植
え
の
小
昼（
こ
び
る
）　

喉（
の
ど
）ゴ
ッ
ク
ン
と　

豆
団
子

�

【
食
】

　

れ　

連
綿
と　

守
り
育
む　

孫
の
代�

【
結
】

　

そ　

そ
こ
か
し
こ　

地
蔵
さ
ん
ご
ざ
る　

菓
子
供
え（
そ
な
え
）

�

【
冠
婚
葬
祭
】

　

つ　

積
み
上
げ
た　

夏
の
宿
題　

薬
草
採
り�

【
学
校
生
活
】

　

ね　

年
長
の
人
と　

夜
回
り　

火
の
用
心�

【
結
】

　

な　

夏
の
夜　

寝
間（
ね
ま
）に
蚊
帳（
か
や
）張
り　

ホ
タ
ル
入
れ�【
住
】

　

ら　

楽
じ
ゃ
な
い　

手
塩
に
か
け
た
牛　

優
勝�

【
生
き
物
】

　

む　

村
中（
む
ら
じ
ゅ
う
）に　

ド
テ
ブ
ク
ド
ン
と　

仰
木
の
太
鼓

�

【
冠
婚
葬
祭
】

　

う　

牛
飼
う
も　

家
族
と
一
緒
に　

家（
う
ち
）の
中�

【
住
】

　

ゐ　

い
い
眺
め　

横
川（
よ
か
わ
）の
木
々
を　

仰
ぎ
見
る�

【
風
景
】

　

の　

野
良
着
も
似
合
う　

姐（
あ
ね
）さ
ん
か
ぶ
り　

村
美
人�

【
衣
】

　

お　

お
く
ど
さ
ん　

飯
炊
き（
め
し
た
き
）灰
で　

芋
も
焼
く�

【
住
】

　

く　

薬
屋
に　

も
ら
っ
て
う
れ
し
い　

紙
風
船　
　
　
　

�

【
遊
び
】

　

や　

山
水
で　

コ
ッ
ト
ン
コ
ッ
ト
ン　

水
車
が
回
る　
　
　

�

【
風
景
】

　

ま　

松
葉
か
き　

薪（
た
き
ぎ
）の
焚
き
つ
け　

よ
く
燃
え
る�【
山
仕
事
】

　

け　

劇
、
踊
り　

木
造
講
堂
の　

学
芸
会　
　
　
　

�

【
学
校
生
活
】

　

ふ　

冬
仕
事　

シ
ュ
ー
ト
ン
ト
ン
と　

筵（
む
し
ろ
）織
り

�

【
田
畑
仕
事
】

　

こ　

五
右
衛
門
風
呂　

隣
近
所
へ　

も
ら
い
風
呂　
　
　

�

【
住
】

　

え　

枝
打
っ
て　

大
き
く
育
て　

大
木
に　
　
　
　

�

【
山
仕
事
】

　

て　

天
神
川　

ホ
タ
ル
つ
か
み
は　

菜
種
が
ら　
　
　
　

�

【
生
き
物
】

　

あ　

赤
子（
あ
こ
）背
負
う　

厄
難（
や
く
な
ん
）よ
け
の　

一
升
餅�【
食
】
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さ　

早
乙
女（
さ
お
と
め
）の　

横
一
列
に　

棚
田
植
え�

【
田
畑
仕
事
】

　

き　

近
隣（
き
ん
り
ん
）と　

結（
ゆ
い
）で
屋
根
葺
き

　
　
　

煤（
す
す
）だ
ら
け�

【
結
】

　

ゆ　

ゆ
お
は　

田
ん
ぼ
の
い
っ
ぷ
く
場　
　
　
　

�

【
田
畑
仕
事
】

　

め　

め
を
そ
ろ
え　

き
れ
い
に
作
る　

藁
草
履　
　
　
　

�

【
衣
】

　

み　

満
仲
さ
ん　

帰
ら
ん
と
い
て
と　

通
せ
ん
ぼ　
　
　

�【
冠
婚
葬
祭
】

　

し　

時
代
劇　

撮
影
最
適　

お
ら
の
村　
　
　
　

�

【
風
景
】

　

ゑ　

縁
の
下　

に
わ
と
り
朝
か
ら　

コ
ケ
コ
ッ
コ
ー　
　
　

�【
生
き
物
】

　

ひ　

百
年
を　

経
る　

木
造
校
舎
の
あ
た
た
か
み　
　
　

�【
学
校
生
活
】

　

も　

木
綿
糸　

シ
ュ
ー
タ
ン
タ
ン
と　

機（
は
た
）を
織
る　
　
　
【
衣
】

　

せ　

先
輩
に　

手
ほ
ど
き
受
け
て　

笹
神
輿　
　
　
　

�

【
結
】

　

す　

相
撲
取
り　

大
人
も
子
ど
も
も
四
股（
し
こ
）を
踏
む�

【
遊
び
】

　

京　

京
奉
公（
き
ょ
う
ぼ
う
こ
う
）　

嫁
入
り
修
行　

垢（
あ
か
）抜
け
て

�
【
冠
婚
葬
祭
】

三-

三
　
読
み
札
の
情
景
を
絵
札
に
描
く
た
め
の
聞
き
取
り
調
査
と

　
　
　
ア
イ
デ
ア
ス
ケ
ッ
チ

三-

三-

一
　
記
憶
を
描
く
こ
と
の
難
し
さ

　

本
研
究
は
、「
言
葉
」
と
「
絵
」
を
組
み
合
わ
せ
て
、
か
つ
て
の
仰
木

の
暮
ら
し
、
里
山
の
暮
ら
し
を
再
現
し
、
世
代
を
越
え
た
人
た
ち
の
共
感

を
呼
び
起
こ
す
「
カ
ル
タ
」
と
い
う
ツ
ー
ル
を
生
み
出
す
取
り
組
み
で
あ

る
。
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
人
た
ち
が
一
緒
に
遊
べ

る
カ
ル
タ
の
「
挿
絵
（
絵
札
）」
と
い
う
点
で
、
特
に
「
ぬ
く
も
り
の
あ

る
絵
」
と
「
情
景
を
彷
彿
と
さ
せ
る
絵
（
共
感
で
き
る
絵
）」
に
仕
上
げ

る
こ
と
を
大
切
に
し
た
。

　
「
ぬ
く
も
り
」
を
伝
え
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
絵
札
に
必
ず
「
人
」
を

入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
画
材
は
ア
ナ
ロ
グ
画
材
に
限
定
し
、
色
鉛

筆
や
鉛
筆
に
よ
る
線
描
き
に
、
水
彩
絵
具
や
ア
ク
リ
ル
絵
具
で
着
彩
し
た
。

　
「
情
景
を
彷
彿
と
さ
せ
る
」
た
め
に
は
、
読
み
札
の
内
容
を
き
ち
ん
と

説
明
し
伝
わ
る
絵
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

の
一
番
重
要
な
機
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
今
回
は
、
単
に
説
明
す
る
だ
け
で

は
な
く
「
人
の
想
い
」
を
込
め
た
い
と
考
え
、
こ
れ
ま
で
の
聞
き
取
り
を

通
し
て
得
た
「
五
感
に
宿
る
思
い
出
」
を
で
き
る
だ
け
視
覚
的
に
絵
に
盛

り
込
む
こ
と
を
意
識
し
た
。
そ
の
た
め
、「
ど
ん
な
色
の
服
で
し
た
か
？
」

「
着
心
地
は
ど
う
で
し
た
か
？
」「
ど
ん
な
味
で
し
た
か
？
」「
ど
ん
な
匂

い
で
し
た
か
？
」「
ど
ん
な
気
持
ち
が
し
ま
し
た
か
？
」
な
ど
、
具
体
的

に
そ
の
思
い
出
に
ま
つ
わ
る
「
五
感
体
験
」
や
「
気
持
ち
」
を
さ
ら
に
深

く
聞
き
取
っ
て
い
っ
た
。

　

ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
の
情
景
を
描
く
難
し
さ
は
、
思
い
出
と
い
う
「
今
は

見
る
こ
と
の
で
き
な
い
情
景
」
を
再
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
学
生
ス
タ
ッ

フ
や
研
究
員
に
と
っ
て
昭
和
二
○
〜
四
○
年
代
の
情
景
は
、
本
や
テ
レ
ビ

な
ど
の
間
接
的
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
な
い
。
そ
れ
ら
を
絵
に
す
る
た
め
に
は
、

仰
木
の
方
か
ら
の
聞
き
取
り
（
言
葉
に
よ
る
説
明
）
が
最
も
重
要
な
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
そ
の
情
景
に
関
す

る
資
料
集
め
が
必
須
だ
っ
た
。
仰
木
の
方
が
持
っ
て
お
ら
れ
る
当
時
の
貴

重
な
写
真
も
お
借
り
で
き
た
。
し
か
し
、
今
で
こ
そ
私
た
ち
は
何
気
な
い
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日
常
に
も
カ
メ
ラ
を
向
け
る
が
、
当
時
は
カ
メ
ラ
を
持
つ
人
も
少
な
く
、

日
常
の
暮
ら
し
を
写
真
で
記
録
す
る
人
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
。
仰
木
に

残
る
写
真
も
、
結
婚
式
や
学
校
行
事
な
ど
記
念
写
真
的
な
も
の
が
多
く
、

当
時
の
日
常
の
暮
ら
し
を
今
に
再
現
す
る
た
め
の
多
く
の
資
料
は
、
本
や

写
真
集
、
博
物
館
や
資
料
館
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
収
集
し
た
。
ま
た
、

古
い
写
真
は
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
な
の
で
、
色
に
関
す
る
情
報
は
仰
木
の
方
か

ら
聞
き
取
り
し
な
が
ら
色
鉛
筆
で
実
際
に
色
を
塗
っ
て
み
て
確
認
し
て

い
っ
た
。

　

今
回
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
し
た
再
現
制
作
で
最
も
難
し
か
っ
た
の
は
、

一
人
の
人
か
ら
の
聞
き
取
り
を
絵
に
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
読

み
札
の
情
景
を
複
数
の
方
か
ら
の
聞
き
取
り
で
構
成
し
て
い
っ
た
点
で
あ

る
。
同
級
生
の
人
同
士
の
お
話
は
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
を
探
り
や
す
い
が
、

聞
き
取
り
対
象
は
六
○
〜
八
○
歳
代
な
の
で
、
数
年
〜
二
○
年
余
り
の
開

き
が
あ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
上
仰
木
、
辻
ヶ
下
、
平
尾
、
下
仰
木
の

四
つ
の
地
区
に
よ
る
違
い
も
あ
る
。
語
り
手
の
年
代
や
居
住
地
域
の
違
い

に
よ
っ
て
、
同
じ
名
前
の
物
や
出
来
事
に
つ
い
て
、
違
う
形
状
、
素
材
、

使
い
方
、
別
の
習
慣
な
ど
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
た
び
た
び
あ
っ
た
。
そ
う

し
た
違
い
を
包
含
し
つ
つ
、
原
画
制
作
者
が
絵
柄
を
選
択
し
て
い
っ
た
た

め
、
そ
の
絵
は
自
ず
と
「
特
定
の
誰
か
の
思
い
出
」
で
は
な
く
、「
仰
木

の
共
通
の
思
い
出
」
と
い
う
性
質
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
不
確
実
」

を
は
ら
み
つ
つ
「
普
遍
性
」
に
つ
な
が
る
絵
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

研
究
の
前
半
の
「
読
み
札
を
決
め
る
た
め
の
聞
き
取
り
調
査
」（
前
編��

第
三
章
）
は
か
つ
て
の
仰
木
の
暮
ら
し
の
全
容
を
と
ら
え
る
試
み
だ
っ
た

が
、
後
半
の
「
絵
札
を
描
く
た
め
の
聞
き
取
り
調
査
」
は
よ
り
深
く
そ
れ

ぞ
れ
の
思
い
出
を
掘
り
下
げ
、
五
感
に
残
る
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
で

思
い
出
に
生
彩
を
与
え
、
そ
れ
ら
の
内
に
ひ
そ
む
、
か
け
が
え
の
な
さ
、

心
の
豊
か
さ
ま
で
再
現
す
る
試
み
に
な
っ
た
と
思
う
。

三-

三-

二
　
絵
札
を
描
く
た
め
の
聞
き
取
り
調
査

　

絵
札
づ
く
り
は
、
十
二
名
の
学
生
ス
タ
ッ
フ
が
一
枚
〜
六
枚
ず
つ
分
担

し
た
（
一
枚
だ
け
担
当
し
た
学
生
は
、
途
中
か
ら
留
学
し
た
た
め
）。
ア

イ
デ
ア
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
原
画
完
成
ま
で
の
作
画
指
導
は
永
江
が
行
っ
た
。

　

平
成
二
三
年
（
二
○
一
一
）
十
二
月
に
、
学
生
ス
タ
ッ
フ
向
け
の
「
絵

札
づ
く
り
ガ
イ
ダ
ン
ス
」
を
実
施
し
、絵
札
の
分
担
を
決
め
、フ
ォ
ー
マ
ッ

ト
や
制
作
手
順
を
説
明
し
た
。

　

翌
一
月
か
ら
、（
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
読
み
札
が
確
定
し
て
い
な
い
た

め
）
読
み
札
候
補
の
ア
イ
デ
ア
ス
ケ
ッ
チ
の
制
作
が
始
ま
っ
た
。
絵
を
描

い
て
み
て
改
め
て
「
知
ら
な
い
こ
と
」
に
気
づ
く
。
必
要
に
応
じ
て
、
読

み
札
に
登
場
す
る
物
や
出
来
事
、
そ
の
情
景
に
関
す
る
資
料
集
め
を
進
め

た
。
仰
木
の
方
か
ら
も
写
真
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
り
、
ス
ケ
ッ
チ
を
描

い
て
い
た
だ
い
た
り
し
た
が
、
資
料
の
多
く
は
、
昔
の
暮
ら
し
を
題
材
と

し
た
本
、
写
真
集
、
大
津
市
立
仰
木
小
学
校
民
具
資
料
室
、
琵
琶
湖
博
物

館
の
展
示
や
資
料
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、現
地
取
材
な
ど
で
収
集
し
た
。（
写

真
４
〜
12
）
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写真４：ふご（仰木小学校の民具資料室にて取材）

写真５：牛のカラスキ（仰木小学校の民具資料室にて
取材）

写真６：山の神（上仰木で取材）

写真７：仰木の牛（下仰木の飯田さんに取材）

写真８：かつてこの坂道沿いに複数の水車小屋があっ
た（上仰木東側斜面にて取材）

写真９：立体迷路のような坂道の向こうに棚田が広が
る（上仰木にて取材）
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読
み
札
が
確
定
し
た
平
成
二
四
年
（
二
○
一
二
）
七
月
以
降
は
、
ア
イ

デ
ア
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
原
画
の
下
絵
へ
と
、
よ
り
具
体
的
に
絵
づ
く
り
を
進

め
て
い
っ
た
。
仰
木
の
方
に
下
絵
を
見
て
い
た
だ
き
な
が
ら
聞
き
取
り
を

す
る
た
め
に
、「
絵
札
づ
く
り
聞
き
取
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
開
催
し
た
。

七
月
三
○
日
に
上
仰
木
自
治
会
館
に
て
、
翌
三
一
日
に
平
尾
自
治
会
館
に

て
、
八
月
四
日
に
仰
木
地
域
全
体
の
夏
祭
り
「
仰
木
ふ
れ
あ
い
夏
祭
り
」

に
て
開
催
し
、
聞
き
取
り
回
数
を
重
ね
た
。
夏
祭
り
で
は
、
こ
こ
ま
で
の

研
究
活
動
の
中
間
発
表
の
展
示
を
通
し
て
老
人
ク
ラ
ブ
の
み
な
さ
ん
以
外

の
多
く
の
方
に
活
動
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
た
く
さ
ん
の
お
話
を
お
聞
き

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
、
か
つ
て
の
暮
ら
し
の
情
景
を
仰
木
の

方
と
一
緒
に
検
証
し
な
が
ら
、
再
現
し
て
い
っ
た
。（
写
真
13
〜
18
）

写真10：平尾のバス停（平尾にて取材）写真11：９月23日、上仰木と辻ヶ下の「山行き」の直
会（辻ヶ下自治会館にて取材）

写真12：昔のおやつ（山行きの直会、辻ヶ下自治会館にて取材）
直会のテレビ取材にあわせて、仰木の方が昔のおやつを作って振る舞われた。左が「豆団子」、中が「も
し」、右が「もしをアレンジして餡を巻いたもの」

写真13：７月30日、上仰木自治会館での聞き取りワー
クショップ

写真14： ７ 月31日、 平
尾自治会館で
の 聞 き 取 り
ワークショップ
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写真15：下絵を見せながら形や色やその時の気持ちなどを確認しメモを取る

写真17：ご持参いただいた古いアルバムを囲み、１枚
１枚の写真に話がふくらむ

写真18：夏祭りに集まった人たちに下絵やスケッチを
見せながらお話を聞く

写真16：８月４日、仰木ふれあい夏祭りでの聞き取り
ワークショップ

　　　　手前は、仰木の方や子どもたちに仰木の絵を
描いてもらうコーナー。奥は、絵札制作のた
めの聞き取りをしている。一番奥に、本研究
の中間発表の展示物が見える。
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三-

四
　
絵
札
原
画
の
制
作

　

原
画
制
作
に
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ワ
ト
ソ
ン
と
い
う
水
彩
紙
を
使
用
し
た
。

Ｂ
４
サ
イ
ズ
の
ラ
ワ
ン
合
板
に
平
張
り
（
水
張
り
）
し
、Ｂ
５
サ
イ
ズ
（
タ

テ
二
六
七
×
ヨ
コ
一
八
二
ミ
リ
）
の
枠
に
ト
ン
ボ
や
塗
り
足
し
を
意
識
し

て
描
く
こ
と
と
し
た
。（
図
２
）

　

平
成
二
四
年
（
二
○
一
二
）
七
月
末
か
ら
翌
平
成
二
五
年
（
二
○

一
三
）
二
月
ま
で
、
半
年
に
わ
た
っ
て
絵
札
原
画
の
制
作
に
取
り
組
ん
だ
。

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
専
門
に
学
ん
で
い
る
学
生
（
八
名
）
で
も
、
仰

木
の
方
の
思
い
出
を
も
と
に
見
た
こ
と
の
な
い
物
や
出
来
事
を
描
く
の
は

大
変
骨
の
折
れ
る
作
業
だ
っ
た
。
ま
し
て
や
、
住
環
境
デ
ザ
イ
ン
を
専
門

と
す
る
学
生
（
四
名
）
は
「
絵
筆
で
ち
ゃ
ん
と
描
い
た
こ
と
が
な
い
」
と

い
う
学
生
も
い
て
、
基
本
的
な
水
彩
技
法
の
指
導
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

ア
イ
デ
ア
ス
ケ
ッ
チ
の
段
階
で
は
、
読
み
札
の
情
景
を
複
数
の
構
図
で

描
き
、
そ
の
中
か
ら
伝
わ
り
や
す
い
シ
ー
ン
を
選
び
、
修
正
し
て
い
っ
た
。

原
寸
大
の
下
絵
で
さ
ら
に
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
を
進
め
、
構
図
が
確
定
し

た
ら
水
彩
紙
に
転
写
し
て
原
画
制
作
を
進
め
て
い
く
。

　

原
画
の
完
成
ま
で
、永
江
と
一
人
ひ
と
り
制
作
ア
ド
バ
イ
ス
の
面
談（
作

品
面
談
）
を
繰
り
返
し
行
い
原
画
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
を
高
め
て
い
っ
た
。

面
談
は
、
一
人
あ
た
り
五
〜
十
二
回
に
及
ん
だ
。
学
生
と
永
江
と
も
に
授

業
な
ど
の
な
い
時
間
帯
に
面
談
予
約
を
し
、
一
回
の
面
談
は
約
四
○
分
程

度
。
延
べ
八
四
回
、
五
○
時
間
以
上
に
及
ん
だ
。

　

絵
札
の
主
題
（
読
み
札
の
情
景
）
を
印
象
深
く
伝
え
る
た
め
に
は
、
背

景
な
ど
の
細
部
ま
で
細
か
く
描
き
込
め
ば
い
い
わ
け
で
は
な
い
。
主
役
の

魅
力
を
最
大
限
に
引
き
出
す
た
め
に
は
、
背
景
に
主
役
が
埋
も
れ
な
い
よ

う
に
メ
リ
ハ
リ
を
付
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
い
か
に
背
景
を
引
き
算

し
て
、
な
お
か
つ
き
ち
ん
と
状
況
も
伝
わ
る
よ
う
に
描
く
か
。
名
脇
役
と

し
て
背
景
を
描
く
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
作
品
面
談
を
繰
り
返
し
て
、

情
感
豊
か
な
原
画
を
少
し
ず
つ
仕
上
げ
て
い
き
、
十
二
月
か
ら
翌
二
月
に

か
け
て
、
一
枚
一
枚
、
原
画
が
完
成
し
て
い
っ
た
。（
図
３
）（
写
真
19
〜

22
）

図２：原画制作の仕様説明
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図３：下絵の構図を工夫し、聞き取りを経て原画を仕上げていく

１　初期のアイデアスケッチ。これを見せながら聞き取りをし、絵に直接メモしていく。
２　絵とメモで記録して原画の修正に活かす。
３　聞き取りを通して修正した下絵。
４　着彩して仕上げた絵札原画。

１ ２

３ ４
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写真19：主役と背景のメリハリをつけながら、細部を
仕上げていく

写真21：色鉛筆や水彩絵具などで原画を仕上げていく

写真20：イラストレーション領域の実習室での原画制作

写真22：板に水張りされた状態の完成した絵札原画

三-

五
　「
仰
木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
」
の
製
品
化

三-

五-

一
　
絵
札
と
読
み
札
の
印
刷
原
稿
作
成
と
、
入
稿
、
色
校
正

　

平
成
二
五
年
（
二
○
一
三
）
一
月
に
、
印
刷
を
発
注
す
る
ア
イ
ン
ズ
株

式
会
社
の
担
当
者
と
最
終
的
な
カ
ル
タ
の
製
品
仕
様
を
検
討
し
た
。
サ
イ

ズ
は
、
一
二
〇
×
八
五
ミ
リ
。
ア
イ
ン
ズ
で
も
カ
ル
タ
の
印
刷
は
初
め
て

の
受
注
と
い
う
こ
と
で
、
特
に
カ
ル
タ
の
厚
み
を
ど
う
実
現
す
る
か
が
課

題
と
な
っ
た
。
希
望
す
る
厚
み
の
紙
に
は
直
接
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
試
作
の
結
果
、「
合
紙
」
と
い
う
方
法
で
次
の
１
、２
、３
の
紙
を
貼

り
合
わ
せ
て
、
絵
札
と
読
み
札
を
制
作
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

１
、
絵
札
（
読
み
札
）
の
面�

・
・
・�

絵
札
（
読
み
札
）
を
印
刷
し
た

上
質
紙　

重
さ
九
〇
㎏　

厚
み
〇
・
一
二
ミ
リ
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２
、
挟
ま
れ
る
ボ
ー
ル
紙
・
・
・
サ
ン
コ
ー
ト　

重
さ
五
五
〇
ｇ
／
㎡

厚
み
〇
・
六
九
ミ
リ

３
、
裏
面�

・
・
・�

色
紙
（
ビ
オ
ト
ー
プ
Ｇ
Ａ
フ
ォ
レ
ス
ト
グ
リ
ー
ン
）

重
さ
四
五
㎏　

厚
み
〇
・
〇
九
ミ
リ

　

平
成
二
五
年
（
二
○
一
三
）
二
月
、
四
八
枚
の
原
画
完
成
に
よ
り
、
絵

札
と
読
み
札
の
印
刷
原
稿
の
作
成
に
取
り
か
か
っ
た
。
デ
ザ
イ
ン
は
絵
札

を
永
江
が
、
読
み
札
を
大
原
が
担
当
し
、
ス
キ
ャ
ン
し
た
原
画
デ
ー
タ
の

色
味
や
彩
度
、コ
ン
ト
ラ
ス
ト
な
ど
を
調
整
し
、ソ
フ
ト
「
イ
ラ
ス
ト
レ
ー

タ
ー
」
で
デ
ザ
イ
ン
し
た
。
そ
う
し
て
完
成
し
た
印
刷
原
稿
を
、
二
月

一
九
日
に
入
稿
し
た
。

　

二
月
二
二
日
に
は
、
ア
イ
ン
ズ
の
印
刷
工
場
を
学
生
ス
タ
ッ
フ
と
と
も

に
訪
ね
、
印
刷
機
を
扱
う
専
門
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
色
校
正
を
行
い
、
原

画
の
魅
力
が
伝
わ
る
よ
う
に
色
調
整
を
お
願
い
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
大
型

の
印
刷
機
や
特
殊
印
刷
な
ど
の
機
器
が
並
ぶ
工
場
の
見
学
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。

三-

五-

二
　
外
箱
の
作
成

　

絵
札
、
読
み
札
と
並
行
し
て
、
外
箱
の
仕
様
を
決
め
た
。
サ
イ
ズ
は

一
二
五
×
一
七
六�

ミ
リ
、深
さ
六
〇�

ミ
リ
の
貼
り
箱
と
し
、板
紙
（
チ
ッ

プ
ボ
ー
ル
15
号
）
に
巻
紙
は
タ
ン
ト
Ｎ-

９
を
使
用
す
る
こ
と
に
。

　

用
意
さ
れ
た
テ
ン
プ
レ
ー
ト
を
使
っ
て
永
江
が
デ
ザ
イ
ン
し
、
印
刷
原

稿
を
作
成
。
三
月
四
日
に
入
稿
し
た
。（
写
真
23
）

三-

五-

三
　
仰
木
の
く
ら
し
解
説
（
大
原
担
当
）

１
．
仰
木
の
く
ら
し
解
説
と
は

　

カ
ル
タ
の
読
み
札
だ
け
で
は
、
そ
の
意
味
や
当
時
の
暮
ら
し
の
様
子
が

世
代
を
越
え
た
人
た
ち
に
伝
わ
ら
な
い
た
め
、
四
八
枚
の
カ
ル
タ
に
込
め

ら
れ
た
仰
木
の
生
活
文
化
を
解
説
す
る
「
仰
木
の
く
ら
し
解
説
」
と
題
し

た
プ
リ
ン
ト
を
制
作
し
、
カ
ル
タ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
同
封
す
る
こ
と
に
し

た
。
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
デ
ザ
イ
ン
編
集
を
大
原
が
担
当
し
た
。

　

学
生
ス
タ
ッ
フ
や
研
究
員
が
読
み
札
や
絵
札
を
作
成
す
る
過
程
で
聞
き

取
り
を
行
っ
た
際
に
聞
き
書
き
を
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
メ
モ
や
五
感
体
験
ア

ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
、
仰
木
の
方
に
再
度
よ
り
深
く
聞
き
取
り
を
行
な
い 写真23：完成した仰木ふるさとカルタ
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仰木のくらし解説（表）図４：仰木のくらし解説（裏）

文
章
を
作
成
し
た
。
仰
木
の
方
た
ち
の
記
憶
に
残
る
出
来
事
の
細
部
ま
で

な
る
べ
く
具
体
的
に
記
す
こ
と
で
、
記
録
と
し
て
の
意
味
も
重
要
視
し
た
。

ま
た
、
掛
け
声
、
話
し
言
葉
、
感
触
や
音
な
ど
、
思
い
出
を
呼
び
覚
ま
す

よ
う
な
五
感
に
響
く
言
葉
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
出
来
事
を
知
ら

な
い
今
の
世
代
の
人
た
ち
に
も
臨
場
感
を
伝
え
る
よ
う
な
文
章
を
心
が
け

た
。

２
．
形
態
・
レ
イ
ア
ウ
ト
・
文
字
組
に
つ
い
て

　

形
態
は
、
Ａ
３
サ
イ
ズ
（
縦
四
二
〇
ミ
リ
×
横
二
九
七
ミ
リ
）
を
地
図

折
（
外
四
つ
折
ク
ロ
ス
二
つ
折
）
に
し
、
同
封
し
や
す
い
形
に
し
た
。
ま

た
、
カ
ル
タ
と
一
緒
で
な
く
独
立
し
て
「
仰
木
の
く
ら
し
解
説
」
だ
け
を

見
て
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容
、
仰
木
地
区

の
紹
介
、
カ
ル
タ
の
読
み
札
、
絵
札
、
カ
ル
タ
解
説
を
一
覧
で
き
る
よ
う

に
レ
イ
ア
ウ
ト
し
て
掲
載
し
た
。

　

カ
ル
タ
解
説
は
、
一
段
四
枚
分
ず
つ
配
置
す
る
よ
う
文
字
組
を
し
、
一

段
分
の
文
字
数
に
あ
わ
せ
て
簡
潔
に
四
枚
の
解
説
テ
キ
ス
ト
を
作
成
し
た
。

文
字
数
は
一
〇
五
〜
一
九
五
文
字
と
な
っ
た
。

　

い
ろ
は
…
の
題
字
・
読
み
札
・
解
説
文
の
文
字
フ
ォ
ン
ト
・
サ
イ
ズ
・

色
は
、
年
配
の
方
に
も
読
み
や
す
い
よ
う
に
見
本
を
仰
木
の
方
や
ス
タ
ッ

フ
で
何
度
も
確
認
し
設
定
を
決
め
た
。
ま
た
、
こ
の
カ
ル
タ
の
持
つ
「
次

世
代
に
仰
木
の
暮
ら
し
を
引
き
継
ぐ
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
も
と
に
、

難
し
い
漢
字
や
固
有
名
詞
に
は
ル
ビ
を
打
ち
、
で
き
る
だ
け
小
学
生
ま
で

理
解
で
き
る
よ
う
配
慮
し
た
。（
図
4
）
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第
四
章
　
仰
木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
の
完
成
と
プ
レ
ス
発
表��

四-
一
　
仰
木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
の
完
成

写真24：仰木ふるさとカルタ完成を喜ぶ研究スタッフ
（全員一緒に集まれなかったのが残念）

　

平
成
二
五
年
（
二
○
一
三
）
三
月
二
八
日
、
仰
木
ふ

る
さ
と
カ
ル
タ
の
初
版
三
○
○
部
が
納
品
さ
れ
た
。
外

箱
、
絵
札
、
読
み
札
と
も
、
手
触
り
や
厚
み
に
あ
た
た

か
み
が
感
じ
ら
れ
、
し
っ
か
り
と
存
在
感
の
あ
る
仕
上

が
り
に
な
っ
た
。「
仰
木
の
く
ら
し
解
説
」
と
「
ご
あ

い
さ
つ
文
」
を
セ
ッ
ト
し
、
四
月
二
七
日
か
ら
二
八
○

○
円
（
税
別
）
で
頒
布
を
開
始
す
る
こ
と
と
し
、
プ
レ

ス
リ
リ
ー
ス
を
行
う
。（
図
５
）（
写
真
24
）

イラストが見やすい大判サイズ

「仰木のくらし解説」付き

発 行 日：2013年(平成25年）３月 
発　　行：成安造形大学附属近江学研究所 
　　　　　〒520-0248　滋賀県大津市仰木の里東4-3-1
　　　　　TEL 077-574-2118 
印　　刷：アインズ株式会社 
頒布価格：定価2800円＋税

セ ッ ト 内 容：・読札/絵札48枚
　　　　　　　　　　合計96枚 
　　　　　　　　　・しおり（解説書） 
材　　　　　　質：外箱＝紙、札＝紙 
パッケージサイズ：176×125×60mm 
カ ー ド サ イ ズ ：120×85mm

図５：仰木ふるさとカルタ 

読札 絵札
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作
画　

鈴
木
沙
季

　

昔
、
仰
木
の
子
供
た
ち
は
米
づ
く
り
の
仕
事
に
た

く
さ
ん
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
ガ
ー
ク
ン
ガ
ー
ク
ン

と
い
う
音
を
立
て
な
が
ら
、
乾
燥
し
た
稲い
な

藁わ
ら

か
ら
モ

ミ
を
と
る
足
踏
み
脱
穀
の
作
業
。
脱
穀
し
た
モ
ミ
を

筵む
し
ろの

上
に
広
げ
て
、
天
日
で
乾
か
す
「
筵
干
し
」。

均
等
に
乾
く
よ
う
に
道
具
で
か
き
混
ぜ
た
り
、
雨
降

り
の
時
に
は
慌あ
わ

て
て
筵
を
軒
下
に
運
ん
だ
り
と
、
お

手
伝
い
を
し
ま
し
た
。

 

作
画　

長
野
明
代

　

青
年
団
は
十
八
歳
以
上
の
男
子
が
入
る
組
織
で

す
。
現
在
は
、
学
業
や
仕
事
で
仰
木
か
ら
離
れ
る
人

も
多
く
、
組
織
は
無
く
な
り
ま
し
た
が
、
昭
和
二
〇

～
四
〇
年
代
は
と
て
も
盛
ん
で
し
た
。
秋
に
は
、
山

へ
燃
料
と
な
る
柴
を
刈
り
に
行
き
、
八
〇
キ
ロ
の
束

に
し
て
、
仰
木
の
道
路
で
販
売
し
て
活
動
資
金
に
し

て
い
ま
し
た
。

 

作
画　

小
林
佳
紫

　

ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
生
き
物
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
最
上

位
に
あ
が
っ
た
「
牛
」。
生
産
労
働
に
欠
か
せ
な
い

存
在
で
、
現
在
の
軽
ト
ラ
ッ
ク
や
ト
ラ
ク
タ
ー
・
耕

運
機
の
役
割
を
担に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
牛
は
と
て
も
大

切
に
さ
れ
、
遠
方
に
荷
物
を
運
ぶ
時
に
は
、
牛
用
の

藁わ
ら

沓く
つ

を
つ
く
り
、
足
が
痛
ま
な
い
よ
う
に
は
か
せ
て

い
ま
し
た
。



21 成安造形大学附属近江学研究所 紀要　第４号

 

作
画　

後
藤
美
子

　

仰
木
の
秋
の
風
物
詩
と
い
え
ば
、
吊
し
柿
が
連
な
る
「
柿

屋
」
の
風
景
で
す
。
渋
柿
が
と
れ
た
ら
家
族
総
出
で
柿
剥む

き

を
行
い
ま
し
た
。
仰
木
の
吊
し
柿
は
有
名
で
大
津
や
京
都
に

出
荷
し
て
い
た
頃
も
あ
り
ま
し
た
。
残
っ
た
皮
は
無
駄
に
は

せ
ず
に
漬
物
の
味
付
け
な
ど
に
使
い
ま
し
た
。
ま
た
、
渋
柿

が
熟
し
た
「
ず
く
し
（
じ
ゅ
く
し
）」
に
、は
っ
た
い
粉
（
大

麦
を
粉
に
し
た
も
の
）
を
ま
ぶ
し
た
「
柿
こ
ね
」
や
、
渋
を

抜
い
た
「
さ
わ
し
柿
」
も
皆
が
大
好
き
な
お
や
つ
で
し
た
。

 

作
画　

関
戸　

望

　

昭
和
四
〇
年
代
に
は
江こ
う

若じ
ゃ
く

鉄て
つ

道ど
う

の
ボ
ン
ネ
ッ
ト

バ
ス
が
走
っ
て
い
ま
し
た
。
舗ほ

装そ
う

の
し
て
い
な
い
細

い
砂
利
道
を
バ
ス
が
走
り
去
っ
た
後
は
ひ
ど
い
砂
ぼ

こ
り
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
堅
田
へ
通
学
す
る
に
は
自

転
車
か
徒
歩
だ
っ
た
の
で
と
て
も
便
利
に
な
り
、
道

路
が
整
備
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

 

作
画　

宮
本
暖
子

　

棚
田
で
の
土
手
す
べ
り
は
、
子
供
た
ち
の
人
気
の

遊
び
で
し
た
。
ソ
リ
の
代
わ
り
に
お
尻
に
ワ
ラ
を
敷し

い
て
滑す
べ

り
ま
し
た
。
ワ
ラ
は
、
家
の
牛
小
屋
や
稲い
な

木き

か
ら
勝
手
に
取
り
、
よ
く
大
人
に
怒
ら
れ
ま
し
た
。

稲
木
を
避さ

け
な
が
ら
滑
る
の
は
ス
リ
ル
が
あ
り
夢
中

に
な
り
ま
し
た
。
雪
の
日
は
、竹
ス
キ
ー
を
し
た
り
、

ハ
シ
ゴ
や
ミ
カ
ン
箱
で
ソ
リ
遊
び
を
し
ま
し
た
。
男

の
子
も
女
の
子
も
み
ん
な
一
緒
に
遊
び
ま
し
た
。



22生活文化の聞き取り調査、及び、仰木ふるさとカルタ制作　中編

 

作
画　

小
池
由
華

　

関
西
で
は
納
豆
を
あ
ま
り
食
べ
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
仰
木

で
は
男
子
が
一
人
前
と
し
て
認
め
ら
れ
る
儀
式「
ス
ノ
ウ
」に
て
、

納
豆
餅
が
食
べ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
つ
き
あ
が
っ
た
お
餅
を
だ
円

に
の
ば
し
塩
味
の
納
豆
を
挟は
さ

ん
で
、
き
な
こ
を
た
っ
ぷ
り
ま
ぶ
し

て
、
絵
札
の
よ
う
に
ワ
ラ
の
茎
を
使
っ
て
食
べ
や
す
い
大
き
さ
に

切
り
ま
す
。
近
所
で
餅
を
つ
く
音
が
聞
こ
え
る
と
読
み
札
の
こ
と

ば
を
節
を
つ
け
て
歌
い
ま
し
た
。
仰
木
独
自
の
食
文
化
を
伝
え
る

料
理
と
し
て
今
も
大
事
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

 

作
画　

益
友
花
子

　

仰
木
の
結
婚
式
は
新
郎
の
自
宅
で
三
日
間
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
嫁
入
り
行
列
は
夜
に
行
わ

れ
、
提
灯
の
灯
り
に
と
も
さ
れ
た
花
嫁
さ
ん
を
一
目

み
よ
う
と
人
だ
か
り
が
で
き
る
ほ
ど
で
し
た
。
夜
八

時
に
花
嫁
が
外
に
い
る
と
「
八
割
れ
」
と
い
っ
て
縁

起
が
悪
い
た
め
、
行
列
は
午
後
八
時
ま
で
か
、
八
時

以
降
に
行
う
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。

 

作
画　

長
野
明
代

　

以
前
は
仰
木
は
林
業
が
盛
ん
で
、
山
の
木
を
売
り

生
計
を
た
て
る
家
も
あ
り
ま
し
た
。
木
を
切
り
出
す

に
は
や
は
り
牛
の
力
が
必
要
で
し
た
。
六
間け
ん

（
約

十
二
メ
ー
ト
ル
）
の
丸
太
を
鞍く
ら

に
つ
な
ぎ
、
牛
に
引

か
せ
て
「
シ
ー
チ
ャ
イ
！
」
と
牛
に
声
を
か
け
な
が

ら
舵か
じ

と
ブ
レ
ー
キ
を
操そ
う

作さ

し
、
せ
ま
く
曲
が
り
く

ね
っ
た
林
道
を
下
っ
て
い
く
の
は
と
て
も
技
術
が
い

り
ま
し
た
。



23 成安造形大学附属近江学研究所 紀要　第４号

 

作
画　

宮
本
暖
子

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
面
張
り
に
な
る
以
前
の
天
神
川
、
大

倉
川
、
御お

呂ろ

戸と

川
な
ど
は
、
男
の
子
た
ち
の
格
好
の
遊
び

場
で
し
た
。
川
の
中
に
あ
る
段
差
の
部
分
を
石
や
ワ
ラ
で

せ
き
止
め
、
二
人
が
か
り
で
魚
を
土ど

手て

に
追
い
込
み
、
魚

が
岩
の
陰
に
隠
れ
る
習
性
を
利
用
し
て
つ
か
ま
え
ま
し
た
。

ア
ユ
、
ハ
イ
、
ム
ツ
、
ア
ン
ダ
ラ
バ
イ
（
ヤ
マ
メ
）
な
ど

が
と
れ
ま
し
た
。
釣
り
を
す
る
と
、
ナ
マ
ズ
や
ウ
ナ
ギ
、

ド
ジ
ョ
ウ
な
ど
が
と
れ
、夕
飯
の
お
か
ず
に
も
し
ま
し
た
。

 

作
画　

関
戸　

望

　

土
間
と
座
敷
の
境
に
あ
る
小こ

釜が
ま

の
お
く
ど
さ
ん
を

「
ひ
た
き
座
」
と
言
い
ま
す
。
冬
の
夜
は
、
家
族
で

暖
を
と
り
な
が
ら
藁わ
ら

細ざ
い

工く

作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。

青
年
た
ち
が
、
気
に
な
る
女
の
子
が
い
る
家
の
「
ひ

た
き
座
」
に
集
ま
り
、
一
緒
に
お
茶
を
飲
ん
だ
り
藁

仕
事
を
手
伝
う
な
ど
、
家
族
公
認
の
交
友
が
行
わ
れ

る
憩
い
の
場
所
で
も
あ
り
ま
し
た
。

 

作
画　

長
野
明
代

　

仰
木
で
は
九
、十
月
に
「
山
の
神
祭
」
が
行
わ
れ
ま

す
。
山
の
神
は
女
の
神
様
で
と
て
も
ヤ
キ
モ
チ
焼
き
の

た
め
、
お
供
え
物
も
自
分
よ
り
美
し
く
な
い
も
の
を
望

み
、
仰
木
で
は
牛
の
舌
の
よ
う
な
形
の
餅
、
鯛た
い

を
か
た

ど
っ
た
木
板
、
お
神
酒
、
お
米
な
ど
を
供
え
ま
す
。
祭

の
日
に
女
性
が
山
へ
入
る
と
神
の
怒
り
で
山
が
荒
れ
る

と
伝
わ
る
こ
と
か
ら
、
仰
木
で
は
奥
さ
ん
の
こ
と
を
冗

談
で
「
う
ち
の
山
の
神
は
怖
い
で
」
と
言
い
ま
す
。



24生活文化の聞き取り調査、及び、仰木ふるさとカルタ制作　中編

 

作
画　

小
池
由
華

　

仰
木
で
は
以
前
は
ど
の
家
で
も
木も

綿め
ん

を
栽
培
し
、

綿
か
ら
糸
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
子
供
た
ち
も
綿め
ん

花か

摘つ

み
や
綿わ
た

繰く

り
機
を
使
っ
て
綿わ
た

と
種た
ね

と
に
分
け
る
作

業
を
手
伝
い
ま
し
た
。綿
と
種
は
、そ
の
形
か
ら「
雪
」

と
「
あ
ら
れ
」
に
例
え
ら
れ
ま
し
た
。
綿
は
、
堅
田

の
布
団
屋
な
ど
の
専
門
の
職
人
に
依
頼
を
し
、
綿
打

ち
を
行
っ
て
繊せ
ん

維い

を
ほ
ぐ
し
、
自
宅
に
て
糸
車
を
ま

わ
し
、
糸
を
紡つ
む

ぎ
ま
す
。

 

作
画　

後
藤
美
子

　

昭
和
三
〇
年
代
初
め
ま
で
機
械
が
な
か
っ
た
た

め
、
米
づ
く
り
は
す
べ
て
手
作
業
で
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
田
植
え
準
備
と
し
て
、
牛
に
カ
ラ
ス
キ
を
引

か
せ
て
田
ん
ぼ
を
起
し
て
い
ま
し
た
。
泥ど
ろ

田た

に
足
を

取
ら
れ
る
作
業
は
と
て
も
力
が
い
り
ま
し
た
。
一
軒

の
家
で
複
数
の
棚
田
を
所し
ょ
ゆ
う有

し
て
お
り
、
田
植
え
準

備
だ
け
で
も
ひ
と
苦
労
で
し
た
。

 

作
画　

小
林
佳
紫

　

畑
や
野
山
に
は
、
季
節
を
通
し
て
子
供
た
ち
の
お
や
つ

が
た
く
さ
ん
実
っ
て
い
ま
し
た
。
キ
ュ
ウ
リ
、
ト
マ
ト
、

ナ
ス
、マ
ク
ワ
、ス
イ
カ
、ウ
メ
、ビ
ワ
、ナ
ツ
メ
、ク
リ
、

ニ
ッ
キ
、
カ
キ
、
イ
チ
ジ
ク
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
、
ナ
ツ
ハ
ゼ
、

ア
ケ
ビ
、
イ
タ
ド
リ
。
よ
そ
の
畑
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
こ
っ

そ
り
盗
み
食
い
を
し
ま
し
た
。
中
に
は
塩
を
持
参
し
て
遊

び
に
行
く
ツ
ワ
モ
ノ
も
。
大
人
は
、「
し
ょ
う
が
な
い
や
っ

ち
ゃ
」
と
言
っ
て
、見
て
み
ぬ
フ
リ
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。



25 成安造形大学附属近江学研究所 紀要　第４号

 

作
画　

小
池
由
華

　

何
枚
も
棚
田
を
持
つ
家
は
、
親
類
・
近
所
に
協
力

し
て
も
ら
い
、
結ゆ
い

で
田
植
え
を
行
い
ま
し
た
。「
小

昼
（
十
時
や
十
五
時
頃
に
食
べ
る
軽
い
食
事
）」
の

一
服
に
は
、「
豆
団
子
」
を
振
る
舞
う
の
が
習
慣
で

し
た
。
豆
団
子
は
、だ
ん
ご
粉
と
水
を
よ
く
こ
ね
て
、

塩
味
の
エ
ン
ド
ウ
豆
と
混
ぜ
、
お
饅ま
ん

頭じ
ゅ
うの

形
に
し
蒸

し
、
お
砂
糖
を
ま
ぶ
し
て
食
べ
ま
す
。
と
て
も
美
味

し
く
、
み
ん
な
休
憩
を
心
待
ち
に
働
き
ま
し
た
。

 

作
画　

鈴
木
沙
季

　

仰
木
を
歩
い
て
い
る
子
供
た
ち
に
お
じ
い
さ
ん
が

「
ど
こ
の
子
や
？
」
と
聞
く
と
、
子
供
た
ち
は
「
佐さ

七し
ち

の
子
や
」
な
ど
と
屋や

号ご
う

で
答
え
ま
す
。「
そ
う
か
、

ワ
シ
は
そ
ち
の
お
じ
い
さ
ん
と
同
級
生
や
。
気
い
つ

け
て
帰
り
や
」
と
屋
号
を
聞
く
だ
け
で
そ
の
子
の
事

が
伝
わ
り
ま
す
。
子
供
た
ち
は
地
域
の
皆
で
育
て
、

見
守
る
存
在
。
代
々
、
そ
の
大
き
な
懐
ふ
と
こ
ろで
育
っ
た
子

供
た
ち
が
仰
木
を
引
き
継
い
で
い
き
ま
す
。

 

作
画　

益
友
花
子

　

仰
木
の
各
家
や
辻つ
じ

々
に
は
お
地
蔵
さ
ま
や
野
仏
さ
ま
が

祀ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
つ
も
季
節
の
お
花
が
手た

向む

け
ら
れ
、

地
域
を
見
守
る
存
在
で
す
。
八
月
二
三
、二
四
日
の
地
蔵
盆

に
は
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
物
を
あ
げ
、
ヨ
ダ
レ
カ
ケ

を
代
え
ま
す
。
平ひ
ら

尾お

・
下し
も

仰お
お

木ぎ

地
区
で
は
祠ほ
こ
らを

め
ぐ
り
お

参
り
す
る
「
地
蔵
め
ぐ
り
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
上か
み

仰お
お

木ぎ

南
み
な
み
の
町ち
ょ
うや
辻
ケ
下
地
区
は
地
蔵
堂
に
皆
が
集
ま
り
、
音お
ん

頭ど

取と

り
が
生
で
唄
う
江ご
う

州し
ゅ
う
音お
ん
頭ど

の
盆
踊
り
を
行
い
ま
す
。



26生活文化の聞き取り調査、及び、仰木ふるさとカルタ制作　中編

 

作
画　

宮
本
暖
子

　

戦
前
・
戦
後
の
頃
、
小
学
校
の
夏
休
み
の
宿
題
に
「
薬

草
取
り
」が
あ
り
ま
し
た
。
薬
草
の
種
類
は
ジ
ュ
ウ
ヤ
ク
、

ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
、
ヨ
モ
ギ
、
オ
オ
バ
コ
。
乾
燥
さ
せ
て

一
人
一
貫か
ん

（
三
・
七
五
キ
ロ
）、
家
族
み
ん
な
で
手
伝
い
、

採
集
し
て
い
ま
し
た
。
始
業
式
の
日
に
は
体
育
館
に
天
井

に
つ
く
ほ
ど
の
薬
草
が
種
類
ご
と
に
分
け
ら
れ
う
ず
高
く

積
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
薬
草
を
持
っ
て
い
く
と
、
先
生
が

計
っ
て
く
れ
て
鉛
筆
と
消
し
ゴ
ム
を
も
ら
え
ま
し
た
。

 

作
画　

日
下
部
ま
こ

　

学
校
が
冬
休
み
の
期
間
、
子
供
た
ち
四
～
五
人
で

年
長
さ
ん
を
先
頭
に
、「
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
！
」
と
拍

子
木
を
打
ち
な
が
ら
、「
火
の
用
心
！
」「
マ
ッ
チ
一

本
火
事
の
元
！
」「
餅
焼
い
て
も
家
焼
く
な
！
」
と

叫
び
な
が
ら
夜
回
り
を
し
て
い
ま
し
た
。

 

作
画　

梅
下
菜
々
美

　

夏
は
蚊
が
多
い
た
め
、
蚊
取
り
線
香
の
代
わ
り
に

ス
ギ
の
生
皮
な
ど
を
燃
や
し
、
煙
を
た
て
家
か
ら
虫

を
追
い
出
し
ま
し
た
。
夜
は
、
蚊
よ
け
の
た
め
に
蚊

帳
（
天
井
か
ら
布
団
を
取
り
囲
む
よ
う
に
釣
っ
た
麻

製
の
網
目
の
布
）
を
部
屋
に
張
り
そ
の
中
で
寝
て
い

ま
し
た
。蚊
帳
の
中
の
閉
ざ
さ
れ
た
小
さ
な
空
間
は
、

ホ
タ
ル
を
放
し
て
楽
し
ん
だ
り
、
子
供
た
ち
の
夏
の

記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。



27 成安造形大学附属近江学研究所 紀要　第４号

 

作
画　

永
禮
尊
大

　

仰
木
で
は
、
牛
の
等
級
を
決
め
る
品
評
会
が
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
仰
木
小
学
校
の
運
動
場
に
た
く
さ
ん
の

牛
が
集
ま
り
、
体
格
や
毛
並
み
な
ど
を
審
査
さ
れ
位
を

決
め
て
い
ま
し
た
。
一
級
を
と
る
こ
と
は
一
家
の
誇
り

で
し
た
。
牛
の
売
買
は
馬ば

喰く
ろ

が
斡あ
っ

旋せ
ん

し
て
い
ま
し
た
。

仰
木
の
牛
は
体
格
も
良
く
、
人
に
慣
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
京
都
三
大
祭
の
一
つ
「
葵
祭
」
や
「
時
代
祭
」
の

牛ぎ
っ
車し
ゃ
を
ひ
く
牛
と
し
て
も
重
ち
ょ
う
宝ほ
う
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

 

作
画　

益
友
花
子

　

仰
木
祭
の
進
行
役
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
う

「
仰
木
太
鼓
」。
そ
の
音
は
遠
く
比
叡
山
ま
で
響
く

力
強
さ
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
昔
は
仰
木
祭
の
三
日
間

し
か
太
鼓
を
鳴
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
伝

統
文
化
を
後
世
に
つ
な
ぐ
た
め
昭
和
五
六
年
仰
木
太

鼓
保
存
会
が
結
成
さ
れ
、
小
学
生
た
ち
が
毎
週
太
鼓

の
練
習
に
励
ん
で
い
ま
す
。
平
成
三
年
に
は
大
津
市

無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

 

作
画　

関
戸　

望

　

家
の
土
間
の
一
角
に
牛
の
部
屋
「
う
ま
や
」
が
あ

り
ま
し
た
。
牛
は
土
間
に
向
か
っ
て
顔
を
出
し
、
一

緒
に
食
事
を
し
、
お
正
月
は
お
雑ぞ
う

煮に

を
食
べ
さ
せ
る

ほ
ど
家
族
の
一
員
で
し
た
。
子
供
た
ち
は
毎
日
、
学

校
の
行
き
帰
り
な
ど
に
エ
サ
用
の
草
刈
り
や
エ
サ
づ

く
り
な
ど
、
牛
の
お
世
話
を
手
伝
い
ま
し
た
。
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作
画　

宮
本
暖
子

　

仰
木
の
地
名
の
語
源
は
、
比
叡
山
延え
ん

暦り
ゃ

寺く
じ

横よ

川か
わ

の

原
生
林
を
仰
ぎ
み
る
村
＝
「
あ
お
ぎ
」
と
言
い
伝
わ

り
ま
す
。
仰
木
は
延
暦
寺
領
地
の
時
期
も
あ
り
、
恵え

心し
ん

僧そ
う
ず都

源げ
ん
し
ん信

を
は
じ
め
高
僧
が
建こ
ん
り
ゅ
う立し

た
寺
院
が
７

つ
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
延
暦
寺
の
造
営
に
使
用
す
る

釘
な
ど
の
鉄
が
造
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
タ
タ
ラ
バ
遺

跡
が
発
掘
さ
れ
る
な
ど
、
延
暦
寺
の
強
い
影
響
を
受

け
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

 

作
画　

後
藤
美
子

　

仰
木
の
女
性
は
良
く
働
く
と
有
名
で
し
た
。「
姐あ
ね

さ
ん
か
ぶ
り
」
は
、
日
よ
け
の
た
め
に
顔
を
半
分
隠

す
女
性
特
有
の
手
ぬ
ぐ
い
の
か
ぶ
り
方
で
す
。
田
畑

や
山
で
の
仕
事
着
で
あ
る
野
良
着
で
も
、
色
や
シ
マ

模
様
の
組
み
合
わ
せ
や
前ま
え
だ垂

れ
帯
の
色
、
草ぞ
う
り履

の

鼻は
な
お緒

に
着
物
を
編
み
込
ん
だ
り
と
、
工
夫
を
し
て
オ

シ
ャ
レ
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

 

作
画　

関
戸　

望

　

土
間
の
カ
マ
ド
（
お
く
ど
さ
ん
）
は
、
窯
が
三
～

五
つ
並
ん
で
い
ま
し
た
。
大
鍋
、
御
飯
や
汁
用
鍋
、

湯
沸
し
鍋
、
牛
の
エ
サ
を
つ
く
る
鍋
。
大
鍋
に
は
火

の
神
で
あ
る
三さ
ん
ぽ
う宝

荒こ
う
じ
ん神

を
祀ま
つ

る
家
が
多
く
、「
三さ
ん
ぽ
う宝

さ
ん
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
薪た
き
ぎや

ワ

ラ
、
モ
ミ
ガ
ラ
で
火
を
お
こ
し
ま
し
た
。
お
く
ど
さ

ん
で
炊
い
た
ご
飯
の
お
こ
げ
、
灰
で
焼
い
た
イ
モ
や

ク
リ
な
ど
の
味
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
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作
画　

梅
下
菜
々
美

　

仰
木
に
は
富
山
と
甲
賀
の
薬
売
り
が
出
入
り
し
て

い
ま
し
た
。
お
薬
の
セ
ッ
ト
を
家
に
預
け
、
一
年
後

に
使
用
し
た
分
の
み
代
金
を
支
払
う
仕
組
み
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
仰
木
で
は
お
米
な
ど
の
物
々
交
換
で

支
払
う
家
も
あ
り
ま
し
た
。
一
年
に
一
度
、
薬
売
り

か
ら
も
ら
う
紙
風
船
を
子
供
た
ち
は
心
待
ち
に
し
て

い
ま
し
た
。

 

作
画　

梅
下
菜
々
美

　

水
車
小
屋
の
中
に
石い
し

臼う
す

が
あ
り
、
玄
米
を
白
米
に

す
る
精
米
や
製
粉
を
し
て
い
ま
し
た
。
川
辺
の
水
車

で
は
洗
濯
や
野
菜
を
洗
っ
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。

水
車
は
共
同
利
用
で
、
時
間
を
決
め
て
使
用
し
て
い

ま
し
た
。
上
仰
木
に
は
急
斜
面
を
利
用
し
て
、
約

一
〇
台
の
水
車
が
連
な
り
壮
観
で
し
た
。

 

作
画　

関
戸　

望

　

米
や
松
茸
な
ど
秋
の
収
穫
が
終
る
と
、
一
年
分
の

燃
料
集
め
に
柴
刈
り
（
柴し
ば

仕し

）
が
始
ま
り
ま
す
。

十
五
人
ほ
ど
の
組
で
行
な
い
、
小
学
校
高
学
年
も
土
・

日
曜
は
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
集
め
た
薪
、

松
葉
、
コ
ナ
ハ
（
落
ち
葉
）
な
ど
は
、
玄
関
前
に
積

ん
だ
り
、
家
の
屋
根
裏
（
ツ
シ
）
に
あ
げ
て
乾
燥
さ

せ
保
管
し
て
い
ま
し
た
。
青
年
団
は
、
柴
を
堅
田
へ

売
り
に
行
き
、そ
の
お
金
で
映
画
を
見
に
行
き
ま
し
た
。
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作
画　

兼
森
絢
子
・
日
下
部
ま
こ

　

学
校
で
一
番
大
き
か
っ
た
建
物
が
講
堂
で
し
た
。

子
供
た
ち
の
集
会
、
各
種
の
発
表
会
な
ど
、
近
隣
の

学
校
が
集
ま
っ
て
合
同
音
楽
会
も
よ
く
開
き
ま
し
た
。

ま
た
地
域
の
青
年
団
が
芝
居
を
行
い
ま
し
た
。
脚
本

作
り
や
舞
台
・
小
道
具
づ
く
り
ま
で
行
な
い
、
衣
装
・

か
つ
ら
・
刀
な
ど
も
京
都
の
太
秦
撮
影
所
ま
で
借
り

に
行
き
、
本
職
に
負
け
な
い
ほ
ど
上
手
く
、
講
堂
い
っ

ぱ
い
に
人
が
集
ま
り
、夢
中
に
な
っ
て
鑑
賞
し
ま
し
た
。

 

作
画　

鈴
木
沙
季

　

絵
札
の
絵
は
俵
た
わ
ら

編あ

み
の
様
子
で
す
。
筵
む
し
ろ

織
り
は
良

い
収
入
源
で
し
た
。
ワ
ラ
を
打
ち
縄
を
作
り
、
筵
織

り
機
を
使
い
、
手
際
よ
く
進
め
ば
一
日
六
～
七
枚
織

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
竹
ボ
ウ
キ
で
表
面
を
こ
す
り

滑
ら
か
に
し
ま
し
た
。
農
協
で
検
査
し
、
合
格
す
れ

ば
、
昭
和
三
五
年
頃
は
一
枚
一
二
〇
円
で
買
わ
れ
、

農
協
で
販
売
さ
れ
ま
し
た
。

 

作
画　

日
下
部
ま
こ

　

五
右
衛
門
風
呂
は
大
き
な
鉄
釜
の
上
に
湯ゆ
お
け桶
を
取
り

付
け
、
底
板
を
浮
き
蓋ふ
た

と
し
、
そ
の
板
を
踏
み
沈
め
て

入
浴
し
ま
す
。
焚
口
は
洗
い
場
の
横
に
あ
り
ま
し
た
。

桶
と
釜
の
す
き
ま
に
は
布
を
つ
め
て
水
漏
れ
を
防
止
し

て
い
ま
し
た
。
お
風
呂
は
週
二
回
ほ
ど
沸
か
し
、
そ
れ

以
外
は
隣
家
へ
、
追
い
炊
き
用
の
ワ
ラ
を
持
っ
て
「
も

ら
い
風
呂
」
に
行
き
ま
し
た
。
も
ら
い
風
呂
で
一
日

十
六
人
が
入
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
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作
画　

長
野
明
代

　

仰
木
の
山
は
「
惣そ
う
や
ま山

」
と
い
う
村
の
共
き
ょ
う
ゆ
う有

林り
ん

が
多
く
、

村
全
体
の
財
産
と
し
て
守
っ
て
き
ま
し
た
。
二
つ
の
生
産
森

林
組
合
（
上
仰
木
・
辻
ケ
下
生
産
森
林
組
合
／
平
尾
・
下
仰

木
の
逢
坂
山
生
産
森
林
組
合
）
で
は
、
年
三
回
「
山
行
き
」

が
行
わ
れ
、
各
戸
一
名
ず
つ
必
ず
参
加
を
し
、
村
総
出
の
森

林
整
備
作
業
と
し
て
、
踏と
う
さ査

・
枝
打
ち
・
間か
ん
ば
つ伐

な
ど
を
行
い

ま
す
。「
枝
打
ち
」
は
植
林
し
た
杉
が
節
が
な
く
ま
っ
す
ぐ

な
木
に
育
つ
よ
う
に
、要
ら
な
い
枝
を
払
い
落
す
作
業
で
す
。

 

作
画　

永
禮
尊
大

　

初
夏
六
月
下
旬
頃
、
仰
木
の
田
ん
ぼ
の
水
路
や
川

に
は
ゲ
ン
ジ
ホ
タ
ル
が
乱
舞
し
ま
す
。
カ
エ
ル
の
鳴

き
声
が
響
く
中
、
大
人
は
夕
涼
み
に
、
子
供
た
ち
は

ホ
タ
ル
つ
か
み
に
行
き
ま
し
た
。
菜
種
の
種
を
と
っ

た
後
の
茎
（
ナ
タ
ネ
ガ
ラ
）
を
束
ね
て
網
代
わ
り
に

し
て
、
ホ
タ
ル
を
つ
か
ま
え
ま
し
た
。
仰
木
に
は
ヘ

イ
ケ
ボ
タ
ル
や
竹
林
な
ど
に
ヒ
メ
ボ
タ
ル
が
生
息
し

て
い
ま
す
。

 

作
画　

小
池
由
華

　

一
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
子
に
一
升
の
餅
、
ま
た

は
う
る
ち
米
を
背
負
わ
せ
る
風
習
で
す
。「
一
生
食

べ
る
の
に
困
ら
な
い
」
と
い
う
願
い
を
込
め
て
現
在

も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。「
餅
」
は
、
正
月
の
鏡
餅
、

災
い
を
払
う
た
め
の
棟む
ね

上
げ
や
神
社
で
の
餅
ま
き
な

ど
、
伝
統
行
事
に
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
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作
画　

鈴
木
沙
季

　

小
さ
な
棚
田
が
何
枚
も
あ
る
仰
木
で
は
、
家
族
や
近
所
で
助

け
合
っ
て
田
植
え
を
行
な
い
ま
し
た
。
苗
を
植
え
る
時
は
一
列

に
並
び
、
後
ろ
に
さ
が
り
な
が
ら
、
一
人
で
幅
約
一
五
〇
セ
ン

チ
に
一
升
マ
ス
（
約
十
五
セ
ン
チ
）
の
間
隔
で
植
え
ま
し
た
。

田
植
え
が
上
手
な
早
乙
女
は
雄
琴
や
堅
田
へ
田
植
え
の
ア
ル
バ

イ
ト
に
呼
ば
れ
ま
し
た
。
か
す
り
の
着
物
に
、
ハ
ン
テ
ン
、
カ

ル
サ
ン
（
短
い
も
ん
ぺ
）、
赤
タ
ス
キ
、
ハ
バ
キ
、
テ
ヅ
ツ
（
手

筒
）、
イ
タ
カ
サ
が
早
乙
女
の
格
好
で
し
た
。

 

作
画　

梅
下
菜
々
美

　

仰
木
で
は
麦む
ぎ
藁わ
ら
や
カ
ヤ
葺
き
屋
根
が
多
く
、
屋
根
の

葺
き
替
え
に
は
近
所
が
集
ま
り
協
働
し
ま
し
た
。
材
料

が
当
家
で
足
り
な
い
時
は
近
所
に
借
り
、
ま
た
そ
の
家

の
葺
き
替
え
の
時
は
材
料
で
返
す
よ
う
に
、
仕
事
も
材

料
も
持
ち
つ
持
た
れ
つ
で
補
い
合
う「
結
」の
精
神
で
、

地
域
の
共
同
体
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
仰
木
で
は
二

毛
作
の
裏
作
で
麦
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
小
麦
は
粉

に
し
て
、
う
ど
ん
や
パ
ン
に
し
て
い
ま
し
た
。

 

作
画　

鈴
木
沙
季

　

田
ん
ぼ
に
は
い
た
る
所
に
藁わ
ら

葺ぶ

き
の
「
ユ
オ
（
野

小
屋
）」
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ハ
ン
モ
ッ
ク
な

ど
を
吊
る
し
た
り
、
赤
ん
坊
を
ワ
ラ
の
フ
ゴ
に
入
れ

吊
り
下
げ
る
な
ど
い
っ
ぷ
く
場
、
昼
寝
の
場
所
、
荷

物
置
場
に
も
な
り
ま
し
た
。
暑
さ
や
雨
も
防
ぐ
こ
と

が
で
き
、
農
作
業
に
は
不
可
欠
な
場
所
で
し
た
。
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作
画　

鈴
木
沙
季

　

昭
和
二
五
年
頃
に
ゴ
ム
草
履
や
ズ
ッ
ク
が
普
及
し

て
く
る
ま
で
、ゲ
タ
や
藁
草
履
を
は
い
て
い
ま
し
た
。

藁
草
履
は
雨
の
日
は
一
日
で
、
晴
れ
で
も
約
七
～
十

日
間
で
か
か
と
や
鼻は
な
お緒

が
消
耗
す
る
の
で
大
量
に
必

要
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
昔
は
一
人
一
〇
〇
足

以
上
作
っ
て
い
ま
し
た
。
今
で
は
仰
木
祭
の
神
輿
か

き
や
祭
事
役
が
は
く
草
履
を
老
人
ク
ラ
ブ
の
皆
さ
ん

が
手
づ
く
り
し
て
い
ま
す
。

 

作
画　

益
友
花
子

　

古
式
儀
礼
が
残
る
小
椋
神
社
の
春
の
例
祭
「
仰

木
祭
」（
通
称
：
泥ど
ろ

田た

祭ま
つ
り）
を
始
め
た
と
さ
れ
る
仰

木
を
語
る
上
で
は
ず
せ
な
い
源
み
な
も
と
の
み
つ
な
か

満
仲
。
天
台
宗
に

帰き

え依
し
仰
木
に
一
〇
年
間
滞
在
し
た
と
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。
故
郷
の
摂
津
多
田
に
帰
る
時
に
、
別
れ
を
惜

し
ん
だ
村
人
が
馬
を
止
め
た
と
言
わ
れ
、
そ
の
様
子

が
仰
木
祭
の
儀
式
「
駒こ
ま

止
め
の
儀
式
」
と
な
っ
て
い

ま
す
。

 

作
画　

小
林
佳
紫

　

仰
木
で
は
、
東
映
や
大
映
な
ど
の
時
代
劇
の
ロ
ケ

が
た
び
た
び
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
古
い
映
画
に
は

小
椋
神
社
、
杉す
ぎ
だ
ん谷
、
落お
ち
あ
い合
、
天て
ん
じ
ゃ
か
ど

社
門
な
ど
が
登
場

し
ま
す
。
大お
お
か
わ
は
し
ぞ
う

川
橋
蔵
、
大お
お
か
わ川

恵け
い
こ子

、
美み
そ
ら空

ひ
ば
り
、

中な
か
む
ら村

錦き
ん
の
す
け

之
助
、
片か
た
お
か
ち

岡
千
恵え
ぞ
う蔵

、
若わ
か
や
ま山

富と
み

三さ
ぶ
ろ
う郎

、
丘お
か

さ

と
み
な
ど
有
名
な
俳
優
を
一
目
見
よ
う
と
皆
が
集
ま

り
熱
狂
し
ま
し
た
。
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作
画　

永
禮
尊
大

　

多
く
の
家
が
縁
の
下
に
ニ
ワ
ト
リ
を
飼
っ
て
い
ま

し
た
。
一
日
一
回
放
し
飼
い
を
し
、
エ
サ
を
や
る
の

は
子
供
の
役
目
で
し
た
。
早
朝
の
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
の

鳴
き
声
が
目
覚
ま
し
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
祭
や
お

正
月
な
ど
の
寄
り
合
い
の
時
に
は
ニ
ワ
ト
リ
を
絞
め

て
、「
か
し
わ
の
す
き
焼
き
」
を
食
べ
る
の
が
仰
木

の
定
番
で
す
。

 

作
画　

宮
本
暖
子

　

明
治
六
年
に
開
校
し
た
仰
木
小
学
校
。
昭
和
四
八
年
頃
に
新
校

舎
に
改
築
さ
れ
る
ま
で
は
よ
ろ
い
張
り
の
木
造
校
舎
で
し
た
。
ワ

ラ
や
竹
の
皮
に
古
い
布
を
編
み
込
ん
だ
草
履
の
上
履
き
、
運
動
場

に
あ
っ
た
大
き
な
土
俵
、
火
鉢
で
温
め
た
お
弁
当
、
用
務
員
さ
ん

の
ベ
ル
の
音
、
真
野
浜
で
の
水
泳
、
二
宮
金
次
郎
像
へ
の
毎
朝
の

一
礼
な
ど
懐
か
し
い
思
い
出
ば
か
り
で
す
。
平
成
二
五
年
に
開
学

一
四
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
馬
場
の
桜
の
下
を
通
学
す
る
元
気

な
仰
木
の
子
供
た
ち
の
姿
は
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

 

作
画　

小
池
由
華

　

昔
は
、
着
物
は
全
て
手
作
り
で
し
た
。
木
綿
糸
を

つ
く
り
「
機は
た

」
を
織
り
、
布
に
し
て
い
ま
し
た
。
一

家
に
娘
が
生
ま
れ
る
と
嫁
入
り
に
持
た
せ
る
た
め
、

反た
ん
も
の物

や
野の

ら良
着ぎ

、
前ま
え
だ垂

れ
、
足た

び袋
、
布
団
な
ど
冬
・

夏
用
そ
れ
ぞ
れ
の
分
を
、
嫁
ぎ
先
で
困
ら
な
い
よ
う

に
、母
親
た
ち
は
夜
な
べ
を
し
て
準
備
を
し
ま
し
た
。
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作
画　

小
林
佳
紫

　

八
月
一
四
・
一
五
日
、
下
仰
木
の
八
坂
神
社
に
て
牛

の
厄
や
く
び
ょ
う病
除よ

け
の
祭
事
で
あ
る
笹み

こ

し
神
輿
の
巡
行
が
行
わ
れ

ま
す
。「
笹
神
輿
保
存
会
」
に
よ
り
昭
和
五
〇
年
頃
に

復
活
し
ま
し
た
。
現
在
笹
神
輿
は
一
基
で
す
が
、
以
前

は
大
中
小
の
三
基
が
あ
り
、
青
年
団
に
入
る
前
の
一
五

～
一
八
歳
の
「
前ま
え
が
み髪

」
と
呼
ば
れ
る
組
織
が
執
り
行
っ

て
い
ま
し
た
。
準
備
・
運
営
を
通
し
て
上
級
生
か
ら
礼

儀
や
遊
び
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

 

作
画　

小
林
佳
紫

　

仰
木
の
人
は
相
撲
が
好
き
で
、
農
作
業
で
鍛
え
て
い

る
た
め
強
く
、
有
名
に
な
っ
た
人
達
も
い
ま
し
た
。
小

学
校
の
校
庭
に
は
、
四
本
柱
を
建
て
た
や
ぐ
ら
の
相
撲

場
が
築
か
れ
て
お
り
、
子
ど
も
達
も
よ
く
練
習
し
て
い

ま
し
た
。
下
仰
木
の
豊
岡
稲
荷
神
社
の
例
祭
な
ど
で
、

近
隣
の
村
か
ら
大
勢
の
青
年
が
参
加
す
る
盛
大
な
奉
納

相
撲
大
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
。
村
を
あ
げ
て
応
援
し
、

楽
し
い
ふ
れ
あ
い
の
場
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

 

作
画　

小
林
佳
紫

　

娘
は
、
中
学
を
卒
業
す
る
と
約
二
年
間
、
京
都
へ

住
み
込
み
で
奉ほ
う
こ
う公
に
行
き
ま
し
た
。
旅
館
や
医
院
、

呉
服
屋
、
菓
子
屋
な
ど
で
掃
除
洗
濯
、
子
守
り
な
ど

の
仕
事
の
か
た
わ
ら
、
華
道
を
習
っ
た
り
、
調
理
師

免
状
を
も
ら
う
手
助
け
を
し
て
も
ら
い
、
休
日
は
お

小こ
づ
か遣

い
を
も
ら
い
遊
び
に
い
く
な
ど
、
一
人
前
の
女

性
と
し
て
嫁
入
り
修
業
に
励
み
ま
し
た
。
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四-

二
　
完
成
記
者
発
表

　

四
月
二
三
日
に
完
成
記
者
発
表
を

行
っ
た
。
出
席
者
は
、
木
村
所
長
を

は
じ
め
研
究
員
の
永
江
、
大
原
、
加

藤
と
学
生
ス
タ
ッ
フ
十
二
名
の
う
ち

五
名
、
加
え
て
研
究
活
動
期
間
の
二

○
一
一
年
、
一
二
年
に
仰
木
学
区
老

人
ク
ラ
ブ
連
合
会
長
を
務
め
ら
れ
て

い
た
飯
田
昌
孝
さ
ん
、
飛
田
幸
男
さ

ん
に
ご
出
席
い
た
だ
い
た
。（
写
真

25
〜
27
）

　

以
下
、
放
映
さ
れ
た
番
組
、
お
よ
び
掲
載
さ
れ
た
新
聞
で
あ
る
。

・《
び
わ
湖
放
送
》
き
ら
り
ん
滋
賀　

17
：
50
〜
18
：
10

・《
Ｎ
Ｈ
Ｋ
》
お
う
み
発
６
１
０　

18
：
10
〜
19
：
00　

ほ
か
２
回
放
映

・《
Ｚ
Ｔ
Ｖ
滋
賀
放
送
局
》「
お
う
み
！
か
わ
ら
版
（
滋
賀
）」（
15
分
）、「
Ｗ

ｅ
ｅ
ｋ
ｌ
ｙ
！
か
わ
ら
版
（
滋
賀
）」（
30
分
）

・
２
０
１
３
年
４
月
24
日（
水
）　

朝
日
新
聞
「
山
里
の
暮
ら
し
を
描
い
た

カ
ル
タ
で
す
」

・
２
０
１
３
年
４
月
25
日（
木
）　

産
経
新
聞
「
郷
土
の
魅
力
か
る
た
に
」

・
２
０
１
３
年
５
月
１
日（
水
）　

京
都
新
聞
「
仰
木
の
魅
力
カ
ル
タ
に
」

・
２
０
１
３
年
５
月
４
日（
土
）　

読
売
新
聞
「
農
村
の
暮
ら
し
集
め
て
い

ろ
は
歌
」

・
２
０
１
３
年
５
月
23
日（
木
）　

中
日
新
聞
「
か
る
た
で
伝
え
る
昭
和
の

仰
木
」

・
２
０
１
３
年
６
月
14
日（
金
）　

読
売
新
聞
し
が
県
民
情
報
「
仰
木
の
風

土
カ
ル
タ
に
」

四-

三
　
ご
協
力
い
た
だ
い
た
み
な
さ
ん
に
謹
呈

　

聞
き
取
り
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
仰
木
学
区
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

の
五
七
名
の
み
な
さ
ん
、
取
材
に
協
力
い
た
だ
い
た
仰
木
小
学
校
な
ど
へ
、

お
礼
の
気
持
ち
を
込
め
て
謹
呈
し
た
。「
宝
も
の
や
な
ぁ
」
と
大
変
喜
ん

で
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
近
隣
の
学
校
な
ど
に
活
用
し
て
い
た
だ
く
た
め

配
布
し
た
。
各
方
面
か
ら
の
反
響
、
活
用
、
増
刷
な
ど
に
つ
い
て
は
、
後

編
で
報
告
す
る
。

写真25：完成記者発表のテレビ取材

写真26：完成記者発表で取材に応える研究活動当時の
老人クラブ会長のお二人

写真27：完成記者発表でカルタの絵について具体的に
説明する学生スタッフ
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中
編
の
結
び��

　

本
稿
は
、
中
編
と
し
て
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
終
え
る
。
前
編
、
中
編
を
通

し
て
、
学
生
た
ち
が
地
域
と
深
く
関
わ
り
、
聞
き
取
り
調
査
か
ら
カ
ル
タ

制
作
ま
で
を
チ
ー
ム
と
し
て
担
う
と
い
う
形
の
研
究
手
法
に
つ
い
て
手
順

に
沿
っ
て
詳
細
に
報
告
し
た
。
後
編
で
は
、
本
研
究
を
通
し
て
学
生
や
地

域
の
方
々
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
か
、
教
育
的
、
啓
発
的
な
側
面

を
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
た
、成
果
物
で
あ
る「
仰
木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
」

の
活
用
を
通
し
て
、「
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
」
の
意
義
を
改
め
て
考
え
た
い

と
思
っ
て
い
る
。

�

謝
　
辞

　

本
学
近
江
学
研
究
所
研
究
員
の
大
原
歩
と
加
藤
賢
治
が
、
本
研
究
の
共

同
研
究
者
で
あ
る
。
大
原
歩
は
、
学
生
の
頃
よ
り
仰
木
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と

し
た
「
地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
研
究
チ
ー
ム
で
活
動
し
、
仰
木
公

民
館
に
務
め
て
い
た
経
験
も
あ
り
、
本
研
究
に
お
い
て
大
学
と
仰
木
を
つ

な
ぐ
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ
い
た
。学
生
へ
の
指
導
、研
究
活
動
の
サ
ポ
ー

ト
、
研
究
の
記
録
（
録
音
、
撮
影
）
等
、
本
研
究
を
推
進
す
る
上
で
欠
か

せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
加
藤
賢
治
は
、「
仰
木
・
堅
田
の
祭
礼
」
を
研

究
し
て
こ
ら
れ
、
特
に
上
仰
木
で
の
調
査
に
多
大
な
ご
助
力
を
い
た
だ
い

た
。
ま
た
、
仰
木
在
住
の
た
く
さ
ん
の
方
々
の
ご
協
力
な
く
し
て
、
本
研

究
の
取
り
組
み
は
あ
り
得
な
い
。
聞
き
取
り
調
査
に
ご
出
席
い
た
だ
い
た

仰
木
学
区
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
の
方
々
、
わ
ら
草
履
づ
く
り
や
納
豆
餅
、

手
づ
く
り
味
噌
な
ど
を
ご
指
導
い
た
だ
い
た
方
々
、
読
み
札
を
一
緒
に
推

敲
し
て
く
だ
さ
っ
た
仰
木
の
俳
句
の
会
「
畦
草
会
」
の
方
々
な
ど
、
総
勢

五
十
名
以
上
に
及
ぶ
方
々
が
学
生
と
温
か
く
接
し
て
く
だ
さ
り
、
多
大
な

ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
他
に
も
一
八
五
通
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
記
入
し
て

く
だ
さ
っ
た
方
々
や
仰
木
で
出
会
っ
た
多
く
の
方
々
に
、
ふ
る
さ
と
カ
ル

タ
へ
の
期
待
と
励
ま
し
の
応
援
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
感
謝

の
意
を
表
す
る
。

�

調
査
・
制
作
協
力

仰
木
学
区
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
、
俳
句
の
会
「
畦
草
会
」、

仰
木
学
区
自
治
連
合
会
、
大
津
市
立
仰
木
小
学
校
、

大
津
市
立
仰
木
市
民
セ
ン
タ
ー
、
仰
木
ふ
れ
あ
い
夏
祭
り
実
行
委
員
会

�

学
生
ス
タ
ッ
フ
（
敬
称
略
）

梅
下
菜
々
美
、
益
友
花
子
、
兼
森
絢
子
、
日
下
部
ま
こ
、
小
池
由
華
、
後

藤
美
子
、
小
林
佳
紫
、
鈴
木
沙
季
、
関
戸
望
、
長
野
明
代
、
永
禮
尊
大
、

宮
本
暖
子　

以
上
12
名
が
学
生
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
研
究
を
支
え
た
。
あ
わ

せ
て
、
感
謝
の
意
を
表
す
る
。



38生活文化の聞き取り調査、及び、仰木ふるさとカルタ制作　中編



成安造形大学附属近江学研究所紀要　第４号
発行日　平成27年３月23日

発　行　学校法人京都成安学園　成安造形大学　附属近江学研究所
　　　　〒520-0248　滋賀県大津市仰木の里東４-３-１
　　　　電話　077-574-2118

発行者　木村 至宏

編　集　成安造形大学附属近江学研究所

印刷所　宮川印刷株式会社

©Seian University of Art and Design 2015
ISSN 2186-6937


