
温
海
の
伝
統
こ
け
し
工

人
で
あ
る
阿
部
進
矢
さ
ん

の
米
寿
を
記
念
し
て
、
こ

け
し
展
が
６
月
７
日
か
ら

日
ま
で
、
東
田
川
文
化

22記
念
館
ギ
ャ
ラ
リ
ー
藤
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

６
月

日
の
ギ
ャ
ラ
リ

14

ー
ト
ー
ク
で
は
、
石
黒
清

一
氏
（
藤
島
下
町
）
と
、

栗
野
省
二
氏
（
山
形
市
長

谷
堂
）
が
語
り
ま
し
た
。

温
海
の
初
代
の
こ
け
し

工
人
は
阿
部
常
松
（
１
８

６
８
～
１
９
２
６
）
で
、

そ
の
次
男
の
常
吉
（
１
９

０
４
～
１
９
９
１
）
が
後

を
継
い
で
、
そ
の
長
男
の

進
矢
さ
ん
が
３
代
目
。

庄
内
で
は
、
伝
統
こ
け

し
工
人
が
温
海
の
阿
部
進

矢
さ
ん
だ
け
と
な
り
、
令

和
６
年
に
、
進
矢
さ
ん
の

甥
の
津
田
隆
さ
ん
が
後
継

者
と
し
て
修
業
を
始
め
ま

し
た
。

こ
こ
に
は
、
歴
史
を
語

る
こ
け
し
も
あ
り
ま
す
。

昭
和

年
４
月

日
に

26

24

温
海
温
泉
で
２
９
４
戸
の

住
居
が
焼
失
す
る
大
火
が

あ
り
、
阿
部
家
も
焼
け
た

が
、
焼
失
を
免
れ
た
こ
け

し
が
あ
り
ま
す
。

、

そ
の
こ
け
し
の
底
に
は

「
愛
し
き
子

我
に
だ
か

れ
て

大
火
の
日
」
と
歌

が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

貴
重
な
こ
け
し
と
し
て

は
、
進
矢
さ
ん
の
妻
の
千

代
世
さ
ん
が
昭
和

年
に

42

描
彩
し
、
東
京
こ
け
し
会

で
頒
布
さ
れ
た
作
品
が
あ

り
ま
す
。

後
継
者
の
津
田
隆
さ
ん

が
、
現
在
制
作
し
て
い
る。

作
品
も
展
示
さ
れ
ま
し
た

栗
野
省
二
氏
は
、
山
形、

大
学
農
業
学
部
を
卒
業
し

県
職
員
と
な
っ
て
農
業
改

良
普
及
員
・
研
究
員
の
仕

事
に
従
事
。
県
内
各
地
を

回
り
、
蝶
々
の
採
集
も
し

て
い
た
の
で
、
山
間
地
に

行
け
ば
「
こ
け
し
」
と
も

出
会
い
、
収
集
を
重
ね
て

き
た
話
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
け
し
関
係
の
貴
重
な

書
籍
も
多
く
集
め
ら
れ
、

持
参
し
展
示
し
ま
し
た
。

栗
野
省
二
氏
は
『
さ
く

、

』

ら
ん
ぼ
君
の
観
察
絵
日
記

（
文
芸
社
２
０
２
０
／
２

／

）
の
絵
本
も
出
版
さ

15
れ
て
い
ま
す
。

こ
け
し
に
情
熱
を

参
加
者
か
ら
の
意
見
で

は
「
東
北
に
は
鳴
子
こ
け

、
し
館
な
ど
多
く
あ
る
が
、

山
形
県
内
に
は
な
い
。
山

形
市
の
七
日
町
に
あ
っ
た

伝
統
こ
け
し
館
（
１
５
０

０
体
展
示
）
が
、
２
０
１。

７
年
３
月
に
閉
館
さ
れ
た

庄
内
に
常
設
の
展
示
場
は

で
き
な
い
か
」
と
あ
り
ま

し
た
。

石
黒
氏
は
「
こ
け
し
に

情
熱
を
持
っ
て
い
る
人
が」

い
な
い
と
実
現
で
き
な
い

と
述
べ
、
庄
内
の
伝
統
こ

け
し
文
化
を
継
承
す
る
重

要
性
を
語
り
ま
し
た
。
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（月２００円程度）
6月 26人 24,580円
5月 37人 29,070円

ふ
る
さ
と
賛
歌

鈴
木
重
雄(

八
色
木)

墓
碑
に
刻
ま
れ
た
短
歌

む
ら
さ
き
の
煙
に
ま
ご
ふ
野
に
分
け
て

心
わ
び
し
く
吾
は
逝
く
な
り

小
鷹
武
治

桜
花
嵐
に
散
り
て
日
の
本
能

護
団
の
霊
と
な
る
ぞ
う
れ
し
幾

斎
藤
四
郎

鈴
木
正
治
先
生
遺
作
短
歌

少
年
が
白
鳥
を
呼
び
川
に
撒
け
る
茶
殻
の
匂
い
風
運

び
来
る

鈴
木
正
治

第
１
回
例
会
詠
草

（
昭
和

・

・

）

44

12

17

賀
状
書
く
手
も
そ
ぞ
ろ
な
り
も
の
思
い
今
年
は
如
何

に
君
過
ご
さ
む
や

石
川
重
雄

老
眼
鏡
は
未
だ
早
し
と
言
ひ
つ
つ
も
眉
を
し
か
め
て

新
聞
を
見
る

石
川
錬
太
郎

歌
集
「
の
う
ぜ
ん
か
ず

ら
」私

た
ち
の
地
区
・
八
栄

島
は
、
俳
聖
芭
蕉
が
「
奥

の
細
道
」
行
脚
以
来
、
俳、

句
や
短
歌
が
盛
ん
に
な
り

数
多
く
の
連
句
や
短
歌
が

残
さ
れ
て
い
る
。

郷
土
の
史
跡
に
関
心
の

あ
る
方
に
と
っ
て
は
、
興

味
深
い
も
の
も
あ
る
。

手
向
村
の
出
で
芭
蕉
に

弟
子
入
り
し
た
呂
丸
（
ろ

が
ん
）
の
高
弟
・
土
田
竹

童
（
藤
島
・
下
町
出
身
）

が
お
り
、
そ
の
高
弟
で
あ

っ
た
海
藤
竹
風
は
、
八
色

木
の
海
藤
徳
右
衛
門
家
生

ま
れ
で
あ
っ
た
。

竹
風
は
、
近
郷
の
歌
人。

を
集
め
て
吟
詠
し
て
い
る

そ
の
思
想
が
八
栄
島
地

区
に
文
人
を
生
み
出
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

（

）、

昭
和

年
１
９
６
９

44

鈴
木
正
治
先
生
（
松
山
町

生
ま
れ
）
が
、
八
栄
島
小、

学
校
長
と
し
て
赴
任
さ
れ

校
務
の
傍
ら
社
会
教
育
に

心
血
を
注
が
れ
、
特
に
短。

歌
の
指
導
を
さ
れ
て
い
た

質
実
剛
健
の
方
で
ス
ポ、

ー
ツ
も
熱
心
で
あ
っ
た
し

西
郷
南
州
翁
の
解
説
も
し

て
い
た
。

２
年
後
鶴
岡
市
第
二
中

学
校
長
に
栄
転
さ
れ
た
。

歌
集
「
半
纏
木
（
は
ん

」

て
ん
ぼ
く
）
を
出
版
さ
れ

た
が
、
出
版
を
待
つ
か
の

よ
う
に
黄
泉
の
旅
に
発
た

れ
た
。

日
向
富
さ
ん
が
、
先
生

の
遺
志
を
継
い
で
、
埋
も

れ
て
い
る
作
品
を
掘
り
起

こ
し
、
歌
集
「
の
う
ぜ
ん

か
づ
ら
（
凌
霄
花
）
と
し

」

た
の
で
あ
る
。

の
う
ぜ
ん
か
づ
ら
は
、、

八
栄
島
小
学
校
の
校
章
で

真
っ
赤
な
花
が
真
夏
の
空

に
向
い
て
咲
き
誇
る
た
く

ま
し
い
花
で
あ
る
。

発
刊
に
当
た
っ
て
、
当

時
の
公
民
館
長
鈴
木
重
雄

と
、
藤
島
図
書
館
長
阿
部

公
彦
が
寄
稿
し
て
い
る
。

ど
う
か
当
時
を
懐
か
し

ん
で
読
ん
で
欲
し
い
と
思

う
。

（

）

昭
和

年
１
９
７
２

47

以
降
の
会
員

人
の
中
か

27

ら
、
順
次
掲
載
し
た
い
。

庄
内
に
常
設
の
展
示
場
は
で
き
な
い
か

伝
統
こ
け
し
展
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク



天
童
市
「
げ
ん
キ
ッ
ズ
」

山
形
市
べ
に
っ
こ
ひ
ろ
ば

上
山
市
「
め
ん
ご
り
あ
」

東
根
市
「
さ
く
ら
ん
ぼ
タ

ン
ト
ク
ル
セ
ン
タ
ー
」

長
井
市
「
く
る
ん
と
」

山
形
市
「
コ
パ
ル
」

「

」

東
根
市

け
や
き
ホ
ー
ル

高
畠
町
「
も
っ
く
る
」

シ
ェ
ル
タ
ー
な
ん
よ
う
ホ

（

）

ー
ル

南
陽
市
文
化
会
館

三
川
町
「
テ
オ
ト
ル
」

「

」

新
庄
市

わ
ら
す
こ
広
場

※
有
料
１
０
０
円

県
内
に
は
、
無
料
で
遊

べ
る
大
型
の
屋
内
遊
戯
施

設
が
多
く
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
鶴
岡
市
に
あ

る
「
キ
ッ
ズ
ド
ー
ム
ソ
ラ

イ
」
は
、
利
用
料
金
が
３

歳
以
上
１
５
０
０
円
と
、

少
し
高
い
の
が
難
点
。

そ
こ
で
、
市
は
保
護
者

に
利
用
料
を
補
助
す
る
予

算
を
３
月
議
会
に
提
案
し

ま
し
た
が
「
民
間
企
業
に

、

補
助
は
ダ
メ
「
ソ
ラ
イ
の

」

」
、

経
営
に
疑
問
が
あ
る
と

１
人
差
で
否
決
さ
れ
ま
し

た
。市

が
ソ
ラ
イ
の
利
用
料

に
関
与
し
て
、
無
料
化
を

実
現
す
べ
き
で
す
。

納
得
し
な
い
が

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
２

月
に
政
府
職
員
の
大
幅
削

減
を
打
ち
出
し
、
数
千
人

が
解
雇
さ
れ
た
と
い
う
。

一
方
で
コ
ロ
ナ
な
ど
感
染

症
対
策
を
お
こ
な
う
米
疾

病
対
策
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｄ

Ｃ
）
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権

で
解
雇
さ
れ
た
約
４
５
０

人
を
復
職
さ
せ
て
い
る
と

の
報
道
も

日
あ
っ
た
。

12

▲
あ
ち
ら
の
国
で
は
、
給

料
は
週
給
だ
と
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
が
彼
か
ら
明

、

「

日
か
ら
来
る
な
」
と
言
わ

れ
れ
ば
数
日
分
し
か
お
金

が
な
い
事
に
な
り
、
暮
ら

し
は
困
る
だ
ろ
う
と
。

▲
そ
ん
な
時
に
は
頼
り
に

な
る
の
が
労
働
組
合
な
の

だ
が
、
そ
ん
な
報
道
は
な

い
。
全
国
的
な
職
員
減
ら

し
だ
か
ら
、
黙
っ
て
は
い

な
い
だ
ろ
う
け
ど
。

▲
日
本
の
労
働
基
準
法
で

は
「
明
日
か
ら
来
る
な
」

、
に
は
、
２
月
分
の
給
料
を

付
け
て
通
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
覚
え
て
い
る

ん
だ
が
、
今
は
ど
う
な
っ

て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

▲
俺
も
１
回
「
明
日
か
ら

、

来
る
な
」
と
言
わ
れ
た
こ

と
が
あ
る
ん
だ
。
そ
れ
は

役
場
に
お
世
話
に
な
っ
た

年
の
秋
だ
か
ら

年
も
前

60

で
、
助
役
さ
ん
か
ら
だ
。

▲
あ
の
年
は
、
町
民
運
動、

会
が
雨
で
３
回
も
流
れ
て

い
よ
い
よ
明
日
は
大
丈
夫

と
い
う
日
。
そ
の
準
備
も

、「

」

出
来
て
明
日
は
あ
る
よ

と
車
で
町
内
を
一
周
す
る

と
言
う
ん
だ
。
こ
れ
に
同

乗
を
断
っ
た
ん
だ
が
「
部
、

落
の
名
前
を
覚
え
る
の
も

」

。

仕
事
だ
よ
に
納
得
し
た

▲
い
よ
い
よ
終
点
に
近
づ

い
た
新
町
通
り
、
酒
に
酔

っ
た
助
役
さ
ん
を
拾
っ
た

ん
だ
。
そ
し
た
ら
、
後
で。

ゴ
ゲ
っ
だ
と
言
う
ん
だ
よ

俺
が
車
に
乗
っ
て
い
る
事

を
。
初
め
て
入
っ
た
町
の

車
に
ア
ン
チ
ャ
コ
が
乗
っ

た
の
が
悪
い
ん
だ
と
。
助

役
に
謝
れ
っ
て
係
長
が
言

う
ん
だ
。
納
得
し
な
い
が

「
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
」

に
、
ナ
ン
だ
か
小
言
が
あ

っ
て
終
わ
り
で
し
た
が
・

・
・
（
石
川
）

。

山
形
県
内
の
無
料
で
遊
べ
る
屋
内
遊
戯
施
設

（

）

藤
島
詩
吟
愛
好
会
歌

藤
島
詩
吟
愛
好
会
歌

城
貞

藤
の
花

と

う

と

う

し

ぎ

ん

あ

い

こ

う

か

い

か

坐
久
し
く
し
て
閑
か
に
謡
う
九
重
の
歌

坐
久
閑
謡
九
重
歌

ざ

ひ

さ

し

ず

う

た

こ

こ

の

え

う

た

清
声

浩
浩
と
し
て
響

波
の
如
し

清
声
浩
浩
響
如
波

せ

い

せ

い

こ

う

こ

う

ひ
び
き

な

み

ご

と

吟
朋

共
に
学
ん
で
斯
道
を
窮
め
る

吟
朋
共
学
窮
斯
道

ぎ

ん

ほ

う

と

も

ま

な

し

ど

う

き

わ

流
風
を
承
継
し
て
意
気
多
し

承
継
流
風
意
気
多

り
ゆ
う
ふ
う

し
よ
う
け
い

い

き

お

お

し
ば
ら
く
の
時
間
に
わ
た
り
座
っ
て
、
上
品
で
風
雅

に
み
や
び
や
か
に
九
重
の
う
た
を
吟
じ
る
。

吟
じ
る
そ
の
声
は
、
き
よ
ら
か
で
お
お
ら
か
で
、
ま

る
で
押
し
寄
せ
る
波
の
よ
う
で
あ
る
。

吟
朋
の
皆
さ
ん
は
、
先
生
と
い
っ
し
ょ
に
学
ん
で
吟

の
道
を
窮
め
る

、

そ
の
う
え
さ
ら
に
先
人
の
残
し
た
美
風
を
受
け
継
ぎ

意
気
込
み
盛
ん
で
あ
る
。

＝
し
ず
か
。
み
や
び
や
か
。
上
品
で
風
雅
な
さ
ま
。

＝
き
よ
ら
か
な
声
。

閑

清
声

＝
お
お
ら
か
に
。
ひ
ろ
や
か
に
。

＝
人
が
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
技
芸
や

浩
浩

斯
道

。

。

（

）。

学
問
の
道

＝
受
け
継
ぐ

＝
先
人
の
残
し
た
よ
い
な
ら
わ
し

美
風

承
継

流
風


