
1 

弥生     vol.10 

（第10号初春）平成29年1月発行 弥生神社 046(231)2595/ email:yayoi-jinja@amber.plala.or.jp 

02      五十鈴川 ／ お神札のあるくらし／「復興焼のり」 

03      ―季節のアルバム―「秋から冬」 

04-05   ワークショップ「重陽の節句」 

06-07   「ユーカリリースをつくる小さな会」 

08      ―東北だより―「八幡神社例祭」 

09    小泉川の鮭とお祭り 

10        二十四節気と日本の風習(四）～立冬から大寒～ 

11      キリシタンの地を行く―大籠村のキリシタン 

12-13    河童をたずねて目久尻川を歩く。 

14-15   ～記憶の中の音と像～川 

16     古今のうた「川」 

17     本を読む。「川を考える本」 

18     旅の止まり木・４「川の思い出ふたつ」   

19     photo レチェ川 

20    授与品紹介 / 編集後記 

 

世
の
中
は
な
に
か
常
な
る
あ
す
か
川
昨
日
の
淵
ぞ
今
日
は
瀬
に
な
る 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

読
人
知
ら
ず 

川 
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「復興焼のり」 

 

本
年
も
札
所
に
て
、
宮
城
県
奥
松
島

月
浜
の
海
苔
生
産
グ
ル
ー
プ
「
月
光
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
皆
さ
ん
が
作
り
ま
し

た
「
復
興
焼
の
り
」
を
、
撤
下
神
饌

て
っ
か
し
ん
せ
ん

と

し
て
頒
布
い
た
し
ま
す
。
毎
年
、
美
味

し
い
と
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
ぜ
ひ
月
浜
の
海
の
味
を
お
召
し
上

が
り
く
だ
さ
い
。 

 

「月光プロジェクト」ホームページ 

 http://www.gekkoh7.jp/ 

 

 

日
本
の
家
庭
で
は
、
昔
か
ら
新
年
を
迎
え
る

に
あ
た
り
、
氏
神
様
を
お
祀
り
す
る
神
社
か
ら

毎
年
新
し
く
お
神
札
を
受
け
、
新
し
い
年
の
家

族
の
幸
福
を
祈
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
古
い
お
神
札
や
お
守
り
は
今
年
一
年

を
無
事
に
過
ご
せ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
神
社
に

納
め
ま
す
。
神
社
で
は
、
そ
れ
ら
の
納
め
ら
れ

た
お
神
札
を
清
浄
な
火
で
焼
納
し
ま
す
。 

 

神
棚
の
な
い
ご
家
庭
で
も
、
高
い
場
所
に
簡

易
神
棚
や
白
い
紙
を
敷
く
な
ど
し
て
お
祀
り
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
神
棚
に
手
を
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
心
穏
や
か

に
毎
日
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

新
し
い
お
神
札
で 

新
し
い
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う 

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

三
重
県
伊
勢
市
を
流
れ
る
五
十
鈴
川
で
す
。 

倭

姫

や
ま
と
ひ
め

の
命
が
御
裳

み

も

の
裾
の
汚
れ
を
濯
い
だ
と
い
う

伝
説
が
あ
り
「
御
裳
濯

み

も

す

そ

川
」
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
伊

勢
の
内
宮
（
皇
大
神
宮
）
の
西
端
を
流
れ
て
お
り
、

「
御
手
洗
場
」
と
し
て
、
参
拝
者
は
こ
の
川
の
水
で

心
身
を
清
め
て
か
ら
内
宮
を
参
拝
し
ま
す
。 

平成28年12月18日撮影 

お
神
札
の
あ
る
く
ら
し 
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七
五
三
詣 

 

注
連
縄

し

め

な

わ

奉
製
の
集
い 

季節のアルバム 

 

大
麻
頒
布

は

ん

ぷ

始
は
じ
め

祭 

十
二
月
四
日
、
地
域
内
外
の
方
々

が
参
加
し
、
新
年
に
神
社
の
社
殿

を
飾
る
注
連
縄
と
大

祓

お
お
は
ら
へ

で
参
列

者
の
皆
さ
ん
と
く
ぐ
る
茅
の
輪
を

作
り
ま
し
た
。
作
業
の
後
は
お
で

ん
の
会
。
お
互
い
に
労
を
ね
ぎ
ら

い
親
睦
を
深
め
ま
し
た
。
神
社
を

支
え
る
技
術
が
引
き
継
が
れ
て
い

き
ま
す
よ
う
に
。 

今
年
も
七
五
三
詣
の
お
子
様
や
ご

家
族
で
境
内
が
華
や
ぎ
ま
し
た
。

お
子
様
の
健
や
か
な
成
長
を
祈
願

い
た
し
ま
し
た
。 

十
二
月
一
日
、
大
麻
頒
布
始
祭
が

行
わ
れ
、
こ
の
日
よ
り
神
宮
大

麻
、
弥
生
神
社
御
神
札
を
は
じ
め

各
御
神
札
が
、
総
代
さ
ん
た
ち
に

よ
り
、
ま
た
札
所
に
て
氏
子
の

方
々
へ
と
頒
布
さ
れ
ま
す
。 

平
成
二
十
八
年 

 
 
 

 
秋
か
ら

冬 
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ワークショップ＠弥生神社 

     重陽の節句 

～菊花アレンジと茱萸嚢
しゅゆのう

・香り袋づくり～  

呉
茱
萸

ご

し

ゅ

ゆ 

ミ
カ
ン
科
の
落
葉
小
高
木
。

初
夏
、
緑
白
色
の
小
花
が
集
ま
っ
て
咲

く
。
赤
い
実
は
漢
方
薬
と
し
て
用
い
ら

れ
る
。
中
国
の
原
産
で
、
享
保
年
間
に

日
本
に
導
入
さ
れ
た
ゴ
シ
ュ
ユ
を
、
日

本
で
は
い
つ
の
頃
か
ら
か
「
ニ
セ
ゴ

シ
ュ
ユ
」
と
呼
ん
で
い
た
。
日
本
に
は

渡
来
し
て
お
ら
ず
、
中
国
で
「
石
虎
」

と
呼
ば
れ
る
実
を
日
本
で
は
「
ホ
ン
ゴ

シ
ュ
ユ
」
と
言
い
、
こ
ち
ら
が
本
物
と

信
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
な

お
、
現
代
の
『
中
薬
大
辞
典
』
や
『
中

華
本
草
』
で
は
「
ニ
セ
ゴ
シ
ュ
ユ
」
の

ほ
う
を
正
条
品
と
し
て
い
る
。
（
小
太

郎
漢
方
製
薬
株
式
会
社H

P

よ
り
） 

 

九
月
九
日
は
、
長
寿
を
祈
る
「
重
陽
の
節
句
」
。

「
菊
の
節
句
」
、
「
栗
の
節
句
」
と
も
い
わ
れ
ま

す
。
現
在
で
は
、
重
陽
の
節
句
は
他
の
節
句
に
比
べ

馴
染
み
の
な
い
も
の
で
す
が
、
昔
は
重
要
な
節
句
と

し
て
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
弥
生
神

社
で
は
、
古
来
の
風
習
を
知
り
味
わ
え
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
「
重
陽
の
節
句
～
菊
花
ア
レ
ン
ジ
と
茱
萸

嚢
・
香
り
袋
づ
く
り
～
」
を
行
い
ま
し
た
。 

 
昔
の
節
句
の
風
習
を
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
な
が

ら
、
香
り
と
手
触
り
で
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
。
茱
萸
嚢
づ
く
り
で
は
、
和
服
の
帯
を

解
い
た
絹
布
で
袋
を
縫
い
、
中
に
は
呉
茱
萸

ご

し

ゅ

ゆ

の
実
を

入
れ
ま
し
た
。
酒
井
抱
一
の
「
五
節
句
図
」
の
う
ち

「
重
陽
宴
」
に
描
か
れ
た
茱
萸
嚢
袋
の
絵
を
参
考

に
、
形
を
再
現
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
「
菊
酒
」
と

「
被 き

せ
綿
」
に
な
ら
っ
て
檜
の
桝
に
菊
花
や
綿
、
和

紙
を
使
っ
た
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
作
り
ま
し
た
。
さ

ら
に
「
菊
枕
」
に
ち
な
み
、
乾
燥
し
た
菊
花
を
和
紙

で
包
み
枕
に
そ
っ
と
入
れ
ら
れ
る
よ
う

小
さ
な
香
り
袋
を
作
り
ま
し
た
。 

 

参
加
の
皆
さ
ん
は
、
帯
布
が
縫
い
に

く
く
苦
心
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
お
好

き
な
香
り
を
選
ん
だ
り
折
り
鶴
を
教
え

合
っ
た
り
、
菊
の
花
を
愛
で
た
り
と
、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
を
過
ご
し
て
い

ま
し
た
。 

節句当日には香りよく菊

酒をいただけるよう、木

曽の檜でできた桝。 

手づくり和菓子は菊

入り最中と栗の節句

にちなんで渋皮煮。 

茱萸嚢袋の中には呉茱萸の実を

入れます。 

【
重
陽
の
節
句
】 

中
国
の
陰
陽
思
想
で
は
九
が
二
つ
重
な

る
こ
と
か
ら
「
重
陽
」
と
い
い
ま
す
。

奇
数
は
縁
起
が
よ
く
、
中
で
も
九
は
最

も
大
き
な
陽
の
数
な
の
で
す
が
、
奇
数

が
重
な
る
と
気
が
強
す
ぎ
逆
に
不
吉
と

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
お
祓
い
を

し
て
長
寿
を
祈
る
節
目
の
日
と
な
っ
た

よ
う
で
す
。
こ
れ
が
転
じ
て
お
め
で
た

い
日
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

呉茱萸は少し癖の

ある香りです。 
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～
節
句
の
風
習
～ 

【 

そ
の
一 

茱
萸
嚢

し
ゅ
ゆ
の
う 

】 

茱
萸
嚢
と
は
、
呉
茱
萸

ご

し

ゅ

ゆ

の
実
を
緋 ひ

色
の
袋

に
納
め
た
も
の
で
す
。
茱
萸
嚢
は
、
中
国
の
故
事 ＊

に
も
と
づ
く
も
の

で
、
災
厄
を
除
く
も
の
と
さ
れ
、
重
陽
の
節
句
の
日
に
行
わ
れ
る
菊

花
の
宴
で
も
、
御
帳
台
の
柱
に
か
け
ら
れ
ま
し
た
。 

と
く
に
御
所
で

は
、
こ
の
日
か
ら
端
午
の
節
句
ま
で
、
柱
に
茱
萸
嚢
を
掛
け
、
端
午

の
節
句
か
ら
重
陽
の
節
句
ま
で
薬
玉
を
掛
け
て
天
皇
の
健
康
を
願
う

し
き
た
り
が
あ
り
ま
し
た
。
（*

「
九
月
九
日
に
禍
が
起
き
る
が
、
茱
萸
の

枝
を
肘
に
巻
い
て
高
い
と
こ
ろ
へ
上
り
、
そ
こ
で
菊
の
酒
を
飲
め
ば
、
難
を

逃
れ
ら
れ
る
」
「
茱
萸
袋
は
家
の
柱
に
掛
け
る
」
「
茱
萸
の
枝
を
折
っ
て
頭

に
さ
す
」
な
ど
の
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
し
た
。
） 

垣
根
な
る
菊
の
き
せ
わ
た
今
朝
み
れ
ば 

ま
だ
き
盛
り

の
花
咲
き
に
け
り  

 
   

藤
原
信
実 

『
新
撰
六
帖
』 

秋
を
へ
て
蝶
も
な
め
る
や
菊
の
露 

草
の
戸
や
日
暮
れ
て
く
れ
し
菊
の
酒 

      

松
尾
芭
蕉 

綿
き
せ
て
十
程
若
し
菊
の
花 

 
 

 
 

   

小
林
一
茶 

【 

そ
の
二 

菊
の
被 き

せ
綿 

】 

重
陽
の
節
句
の
前
日
で
あ
る
八
日
の

夜
に
菊
の
花
に
綿
を
か
ぶ
せ
、
翌
朝
、
菊
の
露
や
香
り
を
含
ん
だ
綿

で
身
体
を
清
め
る
と
長
生
き
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

【 

そ
の
三 

菊
酒 

】 

重
陽
の
節
句
の
日
に
は
、
菊
を
鑑
賞
し
な
が

ら
無
病
息
災
を
願
い
「
菊
酒
」
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
菊
酒
と
は
、

菊
の
花
を
浮
か
べ
た
酒
、
菊
の
花
び
ら
を
浸
し
た
水
で
仕
込
み
を
し

た
酒
、
あ
る
い
は
氷
砂
糖
と
一
緒
に
焼
酎
に
漬
け
こ
ん
だ
も
の
で
あ

る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

【 

そ
の
四 

菊
湯
と
菊
枕 

】 

重
陽
の
節
句
の
日
に
は
、
菊
を
湯
船

に
浮
か
べ
た
「
菊
湯
」
に
入
っ
た
り
、
「
菊
枕
」
で
眠
っ
た
り
し
ま

し
た
。
重
陽
の
節
句
の
日
に
摘
ん
だ
菊
の
花
び
ら
を
天
日
干
し
に
し

て
、
詰
め
物
に
し
て
作
っ
た
枕
の
こ
と
で
す
。
菊
の
香
り
に
は
邪
気

を
払
う
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

（
参
考
）
白
井
明
大
『
暮
ら
し
の
習
わ
し
十
二
か
月
』
（
飛
鳥
新
社
） 
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Message  自然のままの贅沢な材料が素敵

で、とても楽しかったです！初めての体験

でしたが、リースは思ったより難しく、勉

強になりました。手作りのお茶菓子も大変

美味しく、特に栗の渋皮煮はあと30個食べ

たいくらいでした(^▽^)/完成品は早速玄

関に飾りました。おかげさまで家族や友人

からも好評です！ （K・Uさん） 

Message  可愛らしい植物がたくさんあっ

て、どれを使おうか あれこれ迷うのも 凄

く楽しかったです。家に帰ってからも 

ユーカリの香りに浸ってしまいました。今

度は材料集めから参加したいです。 

（池田敦子さん） 

 

十
月
三
十
日
の
日
曜
日

の

午

後
、
「
ユ

ー

カ

リ

リ
ー
ス
を
つ
く
る
会
」
を

開
き
ま
し
た
。
神
社
で
干

し
た
ユ
ー
カ
リ
葉
の
良
い

香
り
を
共
有
し
た
い
、
そ

れ
だ
け
の
思
い
か
ら
企
画

し
ま
し
た
。
当
日
の
会
場

に
は
、
長
野
県
大
鹿
村
、

宮
崎
県
日
の
影
町
…
横
浜

市
金
沢
八
景
…
海
老
名
、

厚
木
、
秦
野
…
群
馬
県
、

北
海
道
、
鹿
児
島
県
…
日

本
各
地
か
ら
や
っ
て
き
た

様
々
な
植
物
た
ち
が
一
堂

に
会
し
て
に
ぎ
や
か
な
空

間
に
な
り
ま
し
た
。 

 

会
場
に
一
歩
入
る
と
植
物
の
天
然

の
芳
香
で
満
た
さ
れ
ま
し
た
。
植
物

は
素
材
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
こ

に
あ
る
だ
け
で
空
気
を
柔
ら
か
く
し

て
く
れ
ま
す
。
身
近
に
よ
く
あ
る
植

物
も
、
皆
さ
ん
の
リ
ー
ス
の
中
で
は

そ
れ
ぞ
れ
の
小
さ
な
存
在
が
美
し
く

引
き
立
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

ユーカリリースをつくる小さな会 
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Massage  ユーカリと聞くと、まずコアラの食

べ物が浮かびます。殺菌作用があると知りアロ

マオイルを買ったことがありましたが、葉に触

れるのは今回が初めてかもしれません。少し銀

色がかったユーカリの葉は雰囲気があり素敵

で、種類によって形や香りが違うのにも惹かれ

ました。あとで調べてみたら、何百種類もある

そうです。藤の蔓を土台にし、ユーカリの葉を

メインにドライフラワーや木の実などを合わせ

てみましたが、なかなか思うような形になりま

せん。小休憩して手作りお菓子をいただいてい

ると、皆さんのリースが次々と完成していまし

た。同じような素材でもデザインは様々で面白

い。自然素材ならではの良さなのでしょう。迷

いながらもやっと完成したリースは家の壁に

飾ってあります。ユーカリの落ち着いた色合い

が気に入っています。庭に咲いていたサルビア

でまたリース作りをしてみたくなり、今ドライ

フラワーにしています。 (荒谷美子さん) 

Message  ユーカリリース！？私に作れるかしら、

と少し不安に思いながら参加したワークショップで

したが、素敵な香りに包まれながら沢山ある花や木

の実などの素材を組み合わせイメージしていると不

安も消えていて、欲張って2つも作ってしまいまし

た。しばらくはこのユーカリリースがうちの玄関の

主役です。 （金野詩暢さん） 
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東北だより 

八
幡
神
社 

例
祭 

平
成
二
十
八
年
九
月
十
八
日
、
宮
城
県

気
仙
沼
市
本
吉
町
小
泉
地
区
に
鎮
座
す

る
八
幡
神
社
（
山
内
義
夫
宮
司
）
の
御

例
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。 

 

九
月
十
八
日
、
御
社
殿
で
の
神
事
を
終
え
た
後
、
白
張
姿
の
大
人
た
ち
で

か
つ
ぐ
本
神
輿

み

こ

し

の
後
を
、
中
学
生
の
大
き
な
御
神
輿
が
続
き
ま
す
。
御
神
輿

は
小
雨
が
降
る
中
、
津
波
の
被
害
で
更
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
跡
を
力
強
く

練
り
歩
き
、
中
学
校
ま
で
の
長
い
坂
を
登
り
き
り
ま
し
た
。
午
後
、
体
育
館

で
は
鼓
笛
隊
の
演
奏
が
披
露
さ
れ
、
中
学
生
は
こ
こ
で
大
活
躍
。
そ
し
て
御

神
輿
の
ほ
う
も
幼
稚
園
生
、
小
学
生
の
子
供
会
に
よ
る
手
作
り
の
神
輿
が
合

流
。
中
学
生
神
輿
を
担
ぎ
元
気
に
小
泉
地
区
を
練
り
歩
き
ま
し
た
。
そ
の

後
、
中
学
校
の
卒
業
生
も
参
加
し
て
掛
け
声
を
か
け
合
い
な
が
ら
、
最
後
は

神
社
ま
で
の
階
段
も
登
り
き
り
、
御
社
殿
前
ま
で
渡
御
し
ま
し
た
。
初
め
て

の
神
輿
に
戸
惑
っ
て
い
た
中
学
生
も
、
川
崎
の
稲
毛
神
社
氏
子
青
年
会
Ｏ
Ｂ

の
方
の
指
導
を
受
け
、
ま
た
宮
司
様
、
禰
宜
様
の
励
ま
し
、
地
元
の
方
々
の

声
援
を
受
け
な
が
ら
し
っ
か
り
と
担
ぎ
、
慣
れ
る
に
つ
れ
表
情
も
生
き
生
き

と
し
て
い
ま
し
た
。
お
神
輿
の
片
づ
け
ま
で
大
人
の
動
き
を
見
習
い
な
が
ら

自
発
的
に
手
伝
う
中
学
生
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

夕
方
か
ら
は
地
区
の
昔
か
ら
の
恒
例
行
事
と
い
う
素
人
演
芸
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
「
震
災
前
も
今
も
こ
れ
か
ら
も

ず
っ
と
こ
の
地
域
に
と
っ
て
八
幡
様
は
な
く

て
は
な
ら
な
い
存
在
」
で
あ
り
、
「
大
人
の

そ
の
よ
う
な
気
持
ち
が
子
供
た
ち
に
伝
わ
っ

て
い
る
は
ず
」
と
い
う
地
元
の
方
の
言
葉
が

印
象
的
で
し
た
。 

 

お
年
寄
り
か
ら
子
供
ま
で
積
極
的
に
お
祭

り
に
参
加
す
る
姿
を
見
て
、
そ
の
熱
意
と
暖

か
さ
に
触
れ
、
地
域
の
方
々
が
神
社
を
支
え

神
社
が
地
域
の
人
た
ち
の
つ
な
が
り
を
よ
り

強
く
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。 

 

気
仙
沼
市
本
吉
町
小
泉 

写
真
（
左
上
）
小
泉
小
学
校
前
を

練
り
歩
く
子
供
神
輿
（
左
下
）
八

幡
神
社
前
に
て
中
学
生
神
輿
の
還

御
（
右
）
雨
の
中
、
小
泉
地
区
を

練
り
歩
く
中
学
生
神
輿 
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を
行
い
、
御
祈
祷
料
と
し
て
鮭
を
い
た
だ
い
て
い
た

そ
う
だ
。 

 

川
で
捕
獲
し
た
鮭
は
す
ぐ
に
鮭
孵
化
場
に
運
ば

れ
、
メ
ス
の
鮭
の
腹
を
裂
き
、
採
卵
し
て
水
槽
に
入

れ
る
。
そ
し
て
、
育
っ
た
稚
魚
を
再
び
小
泉
川
に
放

す
―
。
鮭
孵
化
場
の
敷
地
内
に
は
魚
魂
碑
が
立
て
ら

れ
て
い
る
。
命
を
い
た
だ
き
、
命
を
つ
な
ぐ
こ
と
へ

の
慰
霊
と
感
謝
の
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
見

学
と
体
験
に
き
た
小
学
生
た
ち
に
も
魚
魂
碑
に
手
を

合
わ
せ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
と
い
う
。
毎
年
の
御

例
祭
で
の
大
漁
祈
願
の
際
に
、
中
学
生
が
玉
串
を
奉

る
姿
が
思
い
出
さ
れ
る
。
地
域
の
産
業
と
自
然
と
と

も
に
人
々
の
祈
り
が
あ

る
こ
と
を
次
世
代
の
子

供
た
ち
は
学
び
、
そ
の

思
い
が
引
き
継
が
れ
て

い
く
の
だ
ろ
う
。 

 

田
畑
を
潤
し
、
鮭
が

戻
る
川
。
そ
し
て
目
前

に
は
稚
魚
が
放
た
れ
、

育
つ
恵
み
の
海
が
広
が

る
。
そ
こ
に
住
む
生
物

や
自
然
、
人
々
の
命
の

循
環
で
地
域
の
営
み
が

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と

を
あ
ら
た
め
て
教
え
ら

れ
た
。 

小泉川の鮭とお祭り  

た
が
、
捕
獲
施
設
の
中
に
は
た
く
さ
ん
の
鮭
が
泳

い
で
い
て
圧
倒
さ
れ
た
。
以
前
は
日
に
二
、
三
百

匹
も
遡
上
す
る
日
が
あ
っ
た
が
、
近
年
は
減
少
し

て
い
る
。
鮭
増
殖
組
合
の
方
に
よ
れ
ば
、
川
岸
の

工
事
で
景
観
が
変
わ
る
だ
け
で
な
く
、
川
の
流
れ

や
匂
い
も
変
わ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
―
、

「
川
の
匂
い
」
と
い
う
言
葉
が
心
に
残
っ
た
。 

 
 

 
 

 

 

毎
年
、
小
泉
地
区
に
鎮
座
す
る
八
幡
神
社
の
御

例
祭
で
は
、
小
泉
川
の
川
辺
で
神
事
が
行
わ
れ

る
。
川
の
水
や
鮭
を
お
供
え
し
、
鮭
の
大
漁
を

願
っ
て
祝
詞
が
あ
げ
ら
れ
、
玉
串
を
奉
る
。
宮
司

様
の
御
祖
父
様
の
代
に
は
毎
朝
、
川
で
大
漁
祈
願

小泉川を遡上してきた鮭 小泉川の鮭捕獲施設 

 
宮
城
県
気
仙
沼
市
本
吉
町
小
泉
は
、
鮭
の
増
殖
業

が
盛
ん
で
、
明
治
二
十
年
頃
に
は
当
時
の
小
泉
村
の

直
営
で
行
わ
れ
て
お
り
、
昭
和
三
十
年
以
降
、
現
在

ま
で
「
小
泉
川
鮭
増
殖
組
合
」
が
運
営
管
理
を
行

い
、
宮
城
県
沿
岸
の
鮭
漁
に
貢
献
し
て
い
る
。
東
日

本
大
震
災
に
よ
る
津
波
で
鮭
孵
化
場
が
壊
滅
的
な
被

害
を
受
け
た
が
、
震
災
後
も
毎
年
途
切
れ
る
こ
と
な

く
稚
魚
を
小
泉
川
（
津
谷
川
）
に
放
し
て
い
る
。 

 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
、
小
泉
川
を
遡
上
し
、

戻
っ
て
き
た
鮭
を
見
せ
て
い
た
だ
く
機
会
に
恵
ま
れ

た
。
鮭
は
放
流
か
ら
約
四
年
ほ
ど
で
故
郷
の
川
に
戻

る
そ
う
だ
。
何
年
に
放
し
た
鮭
で
あ
る
か
は
鱗
の
調

査
に
よ
っ
て
わ
か
る
と
い
う
。
例
年
よ
り
ま
だ
水
温

が
高
く
こ
れ
か
ら
本
格
化
す
る
時
期
だ
と
う
か
が
っ

八幡神社御例祭（平成28年）小泉川の川辺での神事 



10 

 

 

立
冬 
（
新
暦 

十
一
月
七
日
～
十
一
月
二
十
一
日
頃
） 

「
冬
の
気
立
ち
初
め
て
い
よ
い
よ
冷
ゆ
れ
ば
也
」
＊ 

「
十
六
団
子
の
日
」
…
農
家
で
は
、
春
（
三
月
十
六
日
）
に
山
か
ら
里
へ
下
り

た
田
の
神
様
を
十
六
個
の
団
子
で
も
て
な
し
、
十
一
月
十
六
日
に
山
へ
帰
る

神
様
に
豊
作
へ
の
感
謝
を
込
め
て
、
十
六
個
の
団
子
を
お
供
え
し
ま
す
。 

【
旬
の
草
花
・
野
菜
・
魚
介
】
水
仙
、
茶
の
花
、
蓮
根
、
ひ
ら
め 

 

冬
至 

（
新
暦 

十
二
月
二
十
一
日
～
一
月
四
日
頃
） 

 
 

  

「
日
南
の
限
り
を
行
て
日
の
短
き
の
至
り
な
れ
ば
也 

」
＊ 

「
初
茜

あ
か
ね

」
…
初
日
の
出
の
直
前
の
茜
空
。
夜
の
暗
が
り
か
ら
、
白
み
明
る
み

や
が
て
茜
色
に
染
ま
る
空
は
日
の
出
よ
り
先
に
元
旦
の
訪
れ
を

告
げ
ま
す
。 

【
旬
の
草
花
・
野
菜
・
魚
介
】
千
両
、
万
両
、
百
合
根
、
南
瓜
、
鯉 

小
寒 

（
新
暦 

一
月
五
日
～
一
月
十
九
日
頃
） 

 
 

  

「
冬
至
よ
り
一
陽
起
る
が
ゆ
え
に
陰
気
に
逆
ら
う
故
益
々
冷
る
也
」
＊ 

◇
寒
さ
が
極
ま
る
や
や
手
前
。
「
寒
の
入
り
」
を
迎
え
立
春
に
な
る
「
寒
の

明
け
」
ま
で
の
約
ひ
と
月
が
「
寒
の
内
」
。 

「
春
の
七
草
」
…
せ
り
、
な
ず
な
、
ご
ぎ
ょ
う
、
は
こ
べ
ら
、

ほ
と
け
の
ざ
、
な
ず
な
、
す
ず
し
ろ 

【
旬
の
草
花
・
野
菜
・
魚
介
】
柊
、
蝋
梅
、
大
根
、
あ
ん
こ
う
、
鱈 

 

 

立
冬
か
ら
大
寒 

【
参
考
】
矢
嶋
文
子
『
旬
の
や
さ
い
歳
時
記
』
（
平
成
二
十
六
）
主
婦
と
生
活
社
、

白
井
名
大
『
日
本
の
七
十
二
候
を
楽
し
む
―
旧
暦
の
あ
る
暮
ら
し
―
』
（
平
成
二
十

五
）
東
邦
出
版 

 
＊
『
暦
便
覧
』
よ
り 

 

小
雪 

（
新
暦 

十
一
月
二
十
二
日
～
十
二
月
六
日
頃
） 

「
冷
ゆ
る
が
故
に
雨
も
雪
と
な
り
て
く
だ
る
が
ゆ
へ
也
」
＊ 

 

｢

あ
え
の
こ
と｣

…
田
の
神
様
に
収
穫
を
感
謝
し
、
豊
作
を
祈
る
奥
能
登
で
行

わ
れ
る
祭
り
。
「
饗
（
あ
え
）
」
は
ご
ち
そ
う
、
「
こ
と
」
は
祭
。
神
様
を

ご
ち
そ
う
や
お
風
呂
で
も
て
な
す
。 

【
旬
の
草
花
・
野
菜
・
魚
介
】
野
茨
、
や
つ
で
、
ご
ぼ
う
、
春
菊
、
か
ま
す 

 

大
寒 

（
新
暦 

一
月
二
十
日
～
二
月
三
日
頃
） 

 
 

 

「 

冷
ゆ
る
こ
と
の
至
り
て
甚
だ
し
き
と
な
れ
ば
也
」
＊ 

「
春
隣
」
…
も
う
す
ぐ
そ
こ
ま
で
春
が
来
て
い
る
と
い
う
意
味
。
春
の
季
語
。 

【
旬
の
草
花
・
野
菜
・
魚
介
】
福
寿
草
、
小
松
菜
、
赤
貝
、
わ
か
さ
ぎ
、
め
ひ
か
り 

二
十
四
節
気
と
日
本
の
風
習
（
四
） 

大
雪 

（
新
暦
十
二
月
七
日
～
十
二
月
二
十
日
頃
） 

「 

雪
い
よ
い
よ
降
り
重
ね
る
折
か
ら
な
れ
ば
也
」
＊ 

 
 

「
羽
子
板
市
」
…
浅
草
の
浅
草
寺
で
縁
起
物
の
羽
子
板
市
が
立
つ
。 

【
旬
の
草
花
・
野
菜
・
魚
介
】
薮
椿
、
ね
ぎ
、
に
ら
、
鮭
、
ぶ
り
、
牡
蠣 
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晩
秋
の
十
一
月
、
岩
手
県
一
関
市
藤
沢
町
大
籠
に
あ
る
「
大
籠
キ
リ
シ
タ
ン
殉

教
公
園
」
を
訪
ね
た
。
江
戸
時
代
は
じ
め
こ
こ
大
籠
で
三
百
余
人
の
信
徒
が
殉
教

し
た
。 

 

一
説
に
よ
る
と
、
永
禄
期
（1

5
5

8

～
）
頃
、
製
鉄
の
技
術
と
と
も
に
大
籠
に
キ

リ
ス
ト
教
が
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
。
苦
し
い
生
活
を
し
て
い
た
農
民
が
経
済
的
豊

か
さ
と
心
の
平
安
を
求
め
、
鉱
夫
と
し
て
働
き
つ
つ
信
仰
を
深
め
た
と
。
こ
の
地

に
布
教
し
た
と
い
う
千
松
兄
弟
は
布
教
と
祈
り
の
場
を
設
け
ク
ル
ス
像
を
安
置
し

た
と
さ
れ
る
。
他
方
で
、
元
和
六
（1

6
2

0

）
年
以
降
、
禁
教
下
の
キ
リ
シ
タ
ン
が

東
北
の
あ
ち
こ
ち
の
鉱
山
へ
と
大
勢
流
れ
こ
み
信
仰
が
広
ま
っ
た
。
大
籠
も
例
外

で
は
な
い
と
い
う
説
も
有
力
の
よ
う
だ
。
江
戸
時
代
初
期
、
当
時
の
藩
主
伊
達
政

宗
は
製
鉄
業
の
奨
励
と
と
も
に
そ
れ
を
担
う
キ
リ
シ
タ
ン
も
保
護
し
た
。
し
か

し
、
政
宗
の
没
後
さ
ら
に
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
迫
害
も
激
化
し
、
大
籠
村
に
お
い
て

も
厳
重
な
宗
門
改
め
が
行
わ
れ
た
。
デ
ウ
ス
仏
は
地
下
に
埋
め
ら
れ
、
十
二
の
神

と
称
し
、
さ
ら
に
は
山
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
寛
永
十
六

（1
6

3
9

）
年
と
翌
年
以
降
、
三
百
余
人
も
の
信
徒
が
殉
教
し
た
。
打
ち
首
、
十
字

架
で
の
銃
殺
、
さ
ら
し
首
ま
で
行
う
悲
惨
な
処
刑
た
っ
と
い
う
。 

 

現
在
、
大
籠
に
は
い
く
つ
か
の
刑
場
や
首
塚
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。
殉
教
公
園

の
丘
の
麓
に
は
資
料
館
が
あ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
遺
し
た
品
が
展
示
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
丘
に
沿
う
よ
う
に
蛇
行
し
な
が
ら
登
る
道
は
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
を
担

い
で
登
っ
た
ゴ
ル
ゴ
タ
へ
の
道
を
想
像
さ
せ
る
作
り
に
な
っ
て
お
り
、
登
り
切
る

と
、
キ
リ
ス
ト
像
を
安
置
す
る
ク
ル
ス
館
が
ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
い
る
。
そ
し
て

振
り
向
く
と
幻
想
の
よ
う
な
眺
め
が
広
が
っ
た
。
建
物
と
風
景
と
空
気
が
一
体
と

な
っ
た
祈
り
の
場
。
深
い
感
動
で
心
が
震
え
、
洗
わ
れ
る
気
が
し
た
。 

 

 

途
中
、
遠
藤
周
作
や
加
賀
乙
彦
ら
の
言
葉
を
刻
ん
だ
石
碑
が
あ
り
、
胸
を
打

つ
。
「
…
緑
の
丘
の
こ
こ
大
籠
の
地
に
立
つ
と
…
、
永
遠
の
命
を
得
た
人
々
の
霊

が
、
こ
の
平
安
と
美
を
現
出
さ
せ
た
気
が
し
て
私
は
深
い
感
動
と
安
堵
を
覚
え
た

る
（
加
賀
乙
彦
）
」
。
直
線
の
階
段
は
三
百
九
段
。
殉
教
し
た
人
の
数
に
な
っ
て

い
る
。
季
節
ご
と
に
、
訪
れ
る
た
び
に
違
う
風
景
に
迎
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。 

 

キリシタンの地を行く 【
参
考
】
『
大
籠
の
キ
リ
シ
タ
ン
と
製
鉄
』 

藤
沢
町
文
化
振
興
協
会
発
行
（
平
成
十
九
年
第
三
版
） 

カ

ト

リ

ッ

ク

中

央

協

議

会W
eb

文

書

館h
tt

p
://

w
w

w
.cb

cj.cath
o

lic.jp
 

大
籠
村
の
キ
リ
シ
タ
ン 
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 「

め
く
じ
り
」
の
名
の
由
来
は
諸
説
あ
る
よ
う
で
す
が
・
・
・ 

そ
の
一 

白
髪
弁
財
天
社 

 

座
間
市
栗
原
、
小
田
急
線
相
武
台
駅
か
ら
東
北
東
へ
八
百
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
住
宅
街
の
中
に
お
社
が
あ
り
ま
す
。
境
内
は
綺
麗
に
さ
れ

て
お
り
、
社
殿
も
近
年
造
営
さ
れ
た
よ
う
で
、
地
元
の
方
々
の
信
仰

の
厚
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。
隣
接
す
る
児
童
遊
園
は
、
か
つ
て
「
小

池
」
と
呼
ば
れ
た
池
を
埋
め
立
て
て
造
ら
れ
ま
し
た
。
昭
和
三
年
発

行
の
『
座
間
村
地
番
反
別
入
図
』
に
は
、
小
字
小
池
谷
に
池
の
所
在

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
池
淵
、
小
池
窪
、
上
小
池
辺
り
で
水
が
湧

い
て
い
ま
し
た
が
、
（
目
久
尻
川
の
水
源
で
す
）
関
東
大
震
災
以
後

か
ら
湧
出
が
減
少
し
、
昭
和
三
十
年
代
に
付
近
の
台
地
の
開
発
が
進

ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て
、
昭
和
四
十
年
代
後
半
に
湧
出
は
止
ま
り
ま
し

た
。 

 

こ
の
小
池
の
鎮
守
と
し
て
弁
財
天
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
こ
の

白
髪
弁
財
天
社
に
は
養
蚕
の
守
護
神
で
あ
る
白
髪
大
明
神
も
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。
養
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
） 

 

こ
の
小
池
の
谷
と
西
に
位
置
す
る
蟹
ケ
沢
の
谷
が
交
錯
す
る
地
帯

に
は
、
豊
富
な
湧
水
を
利
用
し
て
水
田
が
耕
作
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
中
に
は
、
寒
川
神
社
の
神
に
供
え
る
稲
を
作
る
水
田
（
御
供

田
）
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
寒
川
神
社
の
御
厨
か
ら

流
れ
出
て
い
る
川
」
→
「
み
く
り
や
尻
川
」
→
「
め
く
じ
り
川
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。 

そ
の
２ 

カ
ッ
パ 

 

海
老
名
市
国
分
小
字
杉
本
を
流
れ
る
目
久
尻
川
に
い
つ
の
こ

ろ
か
ら
か
カ
ッ
パ
が
住
み
つ
き
、
年
月
が
経
つ
に
つ
れ
仲
間
が

河
童
を
た
ず
ね
て
目
久
尻
川
を
歩
く
。 

伊勢下村橋より目久尻川下流を望む 

 

不
思
議
な
名
前
の
そ
の
川
は
、
座
間
市
栗
原
の
小
池
・
芹
沢

辺
り
か
ら
流
れ
出
て
、
海
老
名
市
・
綾
瀬
市
を
経
由
し
て
寒
川

町
で
相
模
川
に
合
流
す
る
全
長
十
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
一

級
河
川
で
す
。
水
源
は
豊
富
な
湧
水
で
、
現
在
で
も
座
間
市
民

の
飲
料
水
や
工
業
用
水
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

気
に
な
る
名
前
の
由
来
の
地
と
水
源
の
一
つ
だ
っ
た
座
間
市

小
池
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。 

新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
社
報
「
弥
生
」
は
記
念
す
べ
き
第
十

号
を
迎
え
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
川
。
今
号
で
は
弥
生
神
社
の
最
も
近
く

を
流
れ
る
目
久
尻
川
を
散
策
し
て
み
ま
す
。 

亀
井
久
美
子 
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白髪弁財天 

【
参
考
文
献
】 

『
座
間
市
史
６
民
俗
編
』
座
間
市 

座
間
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
十
九
集
『
新
版 

座
間
の
湧

水
』
座
間
市
教
育
委
員
会 

『
海
老
名
む
か
し
ば
な
し 

第
五
集
』
海
老
名
市
広
報
広
聴
課 

伊勢下村橋から上流を望む 

増
え
て
い
き
ま
し
た
。
数
が
増
え
る
と
困
る
の
は
食
べ
物
で
、
空
腹

の
カ
ッ
パ
た
ち
は
村
の
畑
の
作
物
に
手
を
付
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。
次
第
に
大
胆
に
田
畑
を
荒
ら
す
よ
う
に
な
り
、
困
っ
た

村
人
は
カ
ッ
パ
退
治
に
乗
り
出
し
ま
す
。
そ
し
て
、
次
々
と
カ
ッ
パ

た
ち
を
生
け
捕
り
に
し
て
い
き
ま
す
。
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
親
分
で

す
が
、
見
せ
し
め
に
目
玉
を
く
じ
り
（
え
ぐ
り
）
取
ら
れ
て
し
ま
っ

た
と
さ
。
「
目
玉
を
く
じ
り
と
っ
た
」
か
ら
目
久
尻
川
と
い
う
名
に

な
っ
た
説
。 

 

 

河
童
の
伝
説
の
地
を
歩
い
て
み
ま
し
た
が
、
寒
く
乾
燥
し
た
冬
晴

れ
の
日
に
は
河
童
に
会
え
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
伊
勢
下
村

橋
で
河
童
を
発
見
し
ま
し
た
。
温
か
そ
う
な
毛
糸
の
帽
子
と
真
っ
赤

な
セ
ー
タ
ー
を
着
て
、
肩
か
ら
可
愛
ら
し
い
ポ
シ
ェ
ッ
ト
を
提
げ
て

い
ま
す
。
ど
れ
も
綺
麗
で
真
新
し
い
感
じ
な
の
で
、
き
っ
と
素
敵
な

ス
タ
イ
リ
ス
ト
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
。
季
節
が
変
わ

る
こ
ろ
訪
れ
て
み
た
く
な
り
ま
し
た
。 

 

伊
勢
下
村
橋 

（
通
称
か
っ
ぱ
橋
） 

 
（
写
真
：
筆
者
撮
影
） 

弁
財
天
と
龍
神 

 

相
模
原
の
大
沼
に
す
む
龍
神
が
（
相
模
原
市
南
区
東

大
沼
に
は
昭
和
四
十
年
代
ま
で
大
沼
と
呼
ば
れ
た
沼
が

あ
り
ま
し
た
。
）
小
池
の
水
を
守
る
女
神
、
弁
天
を
恋

慕
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
龍
神
は
空
か
ら
雨
を
降
ら

せ
て
は
、
大
沼
か
ら
小
池
を
結
ぶ
水
の
道
を
作
り
、
弁

天
に
逢
い
に
来
ま
し
た
。
大
雨
が
降
る
た
び
に
大
沼
と

小
池
の
間
に
深
堀
と
い
う
堀
が
で
き
る
の
は
そ
の
た
め

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

 

目
久
尻
川
に
つ
い
て
調
べ
歩
い
て
み
る

と
、
実
に
た
く
さ
ん
の
湧
水
と
出
会
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
古
の
人
々
の
水
が
絶
え
る

こ
と
な
く
湧
く
よ
う
願
い
祈
る
心
に
触
れ
、

温
か
い
気
持
ち
に
な
る
と
同
時
に
、
雨
が
降

る
こ
と
・
水
が
湧
く
こ
と
・
い
つ
で
も
美
味

し
い
水
が
飲
め
る
こ
と
・
田
ん
ぼ
に
お
米
が

稔
る
こ
と
に
自
分
は
感
謝
し
て
い
る
だ
ろ
う

か
と
自
問
。
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
て
、
目

久
尻
川
の
探
索
を
ま
だ
ま
だ
こ
っ
そ
り
続
け

て
ま
い
り
ま
す
。 
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「厳格な牧師をしてる父と息子た

ち。そして兄弟の確執…のような

話。兄はたしか大学の先生になって、弟はやん

ちゃ。兄弟でフライフィッシングを父に教わって

たのだけれど、弟は職を転々として、釣りで生き

ていくというふうになったような。でもそれぞれ

の人生に川は、変わらず流れてる的なモチーフで

描かれてたと思う。」K･Iさん 

R・レッドフォード  

『リバーランズスルーイット』 

東陽一 

 『橋のない川』   
小泉徳宏  

 『ちはやふる』 

「主人公ちはやちゃんの得意札

『ちはやぶる 神代も聞かず竜田川 

からくれないに水くくるとは』竜田川が紅葉で虹

色に染め尽くされている感じが今の季節にぴった

り。映画とアニメを見て、今まで興味がなかった

百人一首がとても好きになった。」Acoさん 

Amin 

「大河流淌 小小恋情」

（大きな河と小さな恋）  

「アマゾン河から大きな船を人力

で陸に上げ、さらに船を山越えさ

せる映画。悠久の流れに全く身を任せない映画。

久しぶりに再び観たい。出来ればDVDではなくス

クリーンで。」谷口明子さん 

W・ヘルツォーク 

  『フィツカラルド』 

「橋のない川、内容が社会的問題

を扱うせいか地味ですし知られて

ない映画かも。実際私も、部落問題のことをほと

んど知らない頃だったこともあり、実に非理論的

というかくだらない、しょうもない差別的思考に

凝り固まって、主人公兄弟を執拗にいじめ抜く富

裕層の子への違和感が強く、自分はこうではな

く、しなやかで柔軟性のある思考力を持ち続けて

いようと思ったのを覚えています。人と異なり誰

にでも清らかな川の映像が美しかったこと、南米

民族音楽の音色のシンプルで印象的な響きも印象

的でした。」K.junkoさん 

「アルゲリッチ＆アバド演奏

版。オーケストラからはじま

る力強い旋律、そして絶え間なく続くピアノの調

べは、滔々と流れる川のようである。特にアルゲ

リッチの演奏は、時に激しく、時に滑らかに、流

れ行く川の様々な姿を、それを見る人の五感も含

めて、情感豊かに描いていると思う。第一楽章途

中でのアルゲリッチの暴走寸前の弾きっぷりがい

い。ちなみに、ペットショップボーイズ「kings 

cross」はゆったりと夜の川の流れに乗っているよ

うな気分になる。」森岳人さん 

movie 

music 

movie 

movie 

「中国語の歌が美しく柔らか

な雰囲気を醸し出している。

大きな川のほとり、純粋に響き渡る水の音。小さ

な存在であるふたりを歌う恋歌。」kusumiさん 

music 

movie 

ショパン 

「ピアノ協奏曲第一番」  

「
川
」
を
テ
ー
マ
に
印
象
に
残
っ
て
い

る
映
画
の
作
品
や
一
場
面
、
音
楽
を
選

ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
耳
を
澄
ま
す

と
川
音
が
聞
こ
え
記
憶
の
中
の
川
の
情

景
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。 

―記憶のなかの音と像―川 

そ
れ
で
も
、
川
は
流
れ
る 
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ヨハン・シュトラウス2世 

「美しく青きドナウ」 

「ヨーロッパの東西を流れる

大河。私が実際に見て感じた

のは悠然としてて、川沿いにお城とか教会があっ

て…古い建物ばかりのヨーロッパで、川も変わら

ずに流れ続けてきたんだなあ、と。ウイーンフィ

ルのニューイヤーコンサートの定番曲で、イント

ロ聞いただけで涙が出そうになる。」陽山さん  

「水の戯れ」 

 

「記憶に新しいのは『ハドソン川の奇跡』（クリント・イースト

ウッド／2016）で、川の水面＝スクリーンにめりこんだ飛行機の

姿。川に沿って上り下りするといえば『家宝』（マノエル・ド・オ

リヴェイラ／2002)、描かれている監督が愛するポルトガルのドウ

ロ川の情景に息を呑む。大河といえば『長江哀歌』（ジャ・ジャン

クー ／2006）で、川辺にたたずむ男女の間に流れる悠久の時間。

愛する男女の川下りといえば『アフリカの女王』（ジョン・ヒュー

ストン／1951）で、東アフリカの急流でキャサリン・ヘプバーンが

帽子を飛ばすシーンは必見。子どもの川下りといえば『狩人の夜』

（チャールズ ・ロートン／1955）の小舟の逃走に背筋が凍る。川

を渡って逃げるといえば『赤線玉の井 ぬけられます』（神代辰

巳／1974)で、追い詰められた娼婦が色街を隔てる川（堀）に飛び

込むシーンは痛快。川べりの騒ぎといえば『黒猫・白猫』 (エミー

ル・クストリッツァ／1998)のジプシー（ロマ族）のボート小屋の

ドタバタは傑作！それはドナウ川だけど、 『2001年宇宙の旅』

（スタンリー・キューブリック／1968）で使われた「美しく青きド

ナウ」（作曲：ヨハン・シュトラウス2世）は衝撃的だった。歌で

は、『帰らざる河』（オットー・プレミンジャー／1954）のテーマ

曲を歌うマリリン・モンローの艶っぽい声が好きだけど、 有名な

のは『ティファニーで朝食を』（ブレイク・エドワーズ／1961）の

「ムーン・リバー」（作曲：ヘンリー・マンシーニ）でしょうね。 

映画史的には、＜橋で描かれる川＞の方が多いかも？と思います

が、それは省略しました。」 （映像作家） 

～10本の映画の川～ 谷口悌三 

『長江哀歌』 『黒猫・白猫』 

『家宝』 

「〈ずっと昔から知ってい

たような〉のフレーズその

ままの郷愁を誘うメロディ、透明な声。河のほ

とりに坐っているようなこころもちに。」

windy さん 

谷山浩子 

「河のほとりに」 

『アフリカの女王』 

music 

『帰らざる河』 

『2001年宇宙の旅』 

music 

そのほか、 

音楽では、ラヴェル「水の戯れ」、スメタ

ナ『モルダウ』（連作交響詩「わが祖国」

第2曲）、ブルグミュラー「清い流れ」、

かぐや姫「神田川」、童謡では「春の小

川」「隅田川」、映画では『岸辺のアルバ

ム』など…あげていただきました。 
『岸辺のアルバム』 「神田川」 

https://www.amazon.co.jp/%E6%B0%B4%E3%81%AE%E6%88%AF%E3%82%8C%EF%BD%9E%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB-P%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9B%86-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%AF/dp/B00005HIEZ/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1480605201&sr=8-5&keywords=%E6
https://www.amazon.co.jp/%E6%B0%B4%E3%81%AE%E6%88%AF%E3%82%8C%EF%BD%9E%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB-P%E4%BD%9C%E5%93%81%E9%9B%86-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%AF/dp/B00005HIEZ/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1480605201&sr=8-5&keywords=%E6
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古
今
の
う
た 

川 
 

わ
た
つ
み
の
海
に
近
づ
く
石
狩
川
か
ず
か
ぎ
り
無
き
浪
た
ち
わ
た
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

斎
藤
茂
吉
『
石
泉
』
（
昭
和
七
） 

わ
れ
在
り
と
思
ふ
は
さ
む
き
橋
桁
に
濁
流
の
音
う
ち
あ
た
る
た
び 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

寺
山
修
二
『
田
園
に
死
す
』
（
昭
和
四
十
） 

 

常
あ
り
し
大
河
不
変
の
黄
濁
を
ひ
と
り
思
え
り
ア
ジ
ア
の
色
か
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
家
増
三
『
ア
ジ
ア
の
砂
』(

昭
和
四
十
六) 

 

人
の
名
を
忘
れ
川
の
名
を
忘
れ
ざ
る 

夏
野
を
貫
き
て
遠
く
光
れ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

斎
藤 

史
『
渉
り
か
ゆ
か
む
』
（
昭
和
六
十
） 

 

い
と
し
さ
も
ざ
ん
ぶ
と
捨
て
る
冬
の
川
数
珠
つ
な
が
り
の
怒
り
も
捨
て
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

辰
巳
康
子
『
紅
い
花
』
（
昭
和
六
十
四
） 

白
鳥
を
浮
か
べ
し
は
去
年

こ

ぞ

月
の
斑 ふ

を
浴
び
て
ぜ
ん
し
ん
を
凍
ら
す
運
河 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
佐
木
幸
綱
『
旅
人
』
（
平
成
九
） 

 
長
江
に
沈
ま
む
と
す
る
村
の
名
を
口
に
浮
か
ぶ
る
壬
午
お
ほ
つ
ご
も
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

高
崎
淳
子
『
朧
光
亭
日
乗
』
（
平
成
十
八
） 

 

（
一
首
め
）
わ
た
つ
み
（
海
神
・
綿
津
見
）
…
日
本
神
話
の
海
の
神 

／
石
狩
川
…
北
海
道
中
西
部
を

流
れ
日
本
海
へ
注
ぐ
。 

（
七
首
め
）
長
江
…
中
国
青
海
省
チ
ベ
ッ
ト
高
原
を
水
源
地
域
と
し
中
国
大
陸
の

華
中
地
域
を
流
れ
東
シ
ナ
海
へ
と
注
ぐ
。
／ 

壬
午
（
じ
ん
ご
、
み
ず
の
え
う
ま
）
…
干
支
の
一
つ
。
十
干

は
壬
、
十
二
支
は
午
。
第
十
九
番
目
の
組
み
合
わ
せ
。 

 

世
の
中
は
な
に
か
常
な
る
あ
す
か
川
昨
日
の
淵
ぞ

今
日
は
瀬
に
な
る 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

読
人
知
ら
ず   

               
 「

こ
の
世
の
中
で
は
、
何
が
つ
ね
に
変
わ
ら
ず
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か

（
い
や
、
な
い
）
。
（
明
日
と
い
う
名
の
）
飛
鳥
川
に
お
い
て
、
昨

日
は
淵
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
、
今
日
は
瀬
に
変
わ
っ
て
い
る
よ
う

に
。 

 

世
の
中
は
つ
ね
に
動
い
て
い
て
、
同
じ
状
態
が
続
く
こ
と
は
な
い
の
だ
と
い

う
無
常
感
を
表
現
し
た
歌
。
飛
鳥
川
（
明
日
香
川
）
の 
「
あ
す
」
を 

「
明

日
」
に
掛
け
て
、
後
の
「
昨
日
」
「
今
日
」
と
縁
語
と
な
る
。 

 

『
古
今
和
歌
集
』
に
は 

こ
の
歌
と
同
じ
く
雑
歌
に
飛
鳥
川
の
歌
が
あ
る
。

「
あ
す
か
川
淵
に
も
あ
ら
ぬ
我
が
宿
も
せ
に
変
わ
り
い
く
物
に
ぞ
有
り
け

る
」
ー
。
ま
た
、
恋
歌
に
次
の
よ
う
な
読
人
知
ら
ず
の
歌
が
あ
る
。
「
ふ
ち

は
せ
に
な
る
世
な
り
と
も
思
ひ
そ
め
て
ん
人
は
忘
れ
じ
」
と
、
川
の
よ
う
に

無
常
で
あ
る
世
に
あ
っ
て
も
思
い
そ
め
た
人
の
こ
と
は
忘
れ
ま
い
と
い
う
心

の
不
変
を
う
た
っ
て
お
り
胸
を
打
つ
。
『
万
葉
集
』
に
も
飛
鳥
川
を
詠
ん
だ

歌
は
多
数
あ
り
、
『
枕
草
子
』
で
は
「
河
は
飛
鳥
川
、
淵
瀬
も
定
め
な
く
、

い
か
な
ら
む
と
、
あ
は
れ
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
＊
飛
鳥
川
…
飛
鳥
文

化
が
花
開
い
た
明
日
香
村
の
山
間
を
源
と
し
、
村
の
中
央
部
を
南
北
に
貫
流

し
た
の
ち
、
橿
原
市
の
中
心
市
街
地
を
北
流
し
な
が
ら
、
奈
良
盆
地
の
中
央

部
で
大
和
川
に
合
流
す
る
全
長
二
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
一
級
河
川
。 

【
参
考
】
佐
伯
梅
友 

 

校
注
『
古
今
和
歌
集
』
（
昭
和
五
十
八
）
岩
波
書
店
、
奈
良
県

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り 
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本
を
読
む
。 

最
初
は
同
じ
雨
水
な
の
に
そ

の
姿
は
千
差
万
別
で
、
時
に

人
間
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
振

る
舞
い
を
見
せ
る
川
。
砂
漠

で
い
き
な
り
洪
水
を
起
こ
す

川
、
平
地
よ
り
高
く
流
れ
る

川
、
黄
河
や
メ
コ
ン
川
の
不

思
議
な
流
路
・
・
・
ま
る
で

魔
術
の
よ
う
な
現
象
は
な
ぜ

起
き
る
の
か
、
川
の
謎
に
迫

り
ま
す
。 

川
は
ど
う
し
て
で
き
る
の
か 

 

藤
岡
換
太
郎
［
著
］ 

講
談
社 

2
0

1
4

.1
0 

豊
か
な
「
川
の
国
」
で
も
あ

る
日
本
。
か
っ
て
民
俗
学
者

の
柳
田
國
男
は
「
川
は
、
日

本
の
天
然
の
も
っ
と
も
日
本

的
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
」

と
述
べ
た
と
の
こ
と
。
舟
運

の
歴
史
と
、
川
船
の
種
類
、

渡
し
と
橋
、
年
中
行
事
と
信

仰
な
ど
・
・
・
豊
富
な
事
例

で
川
の
文
化
の
豊
か
さ
が
語

ら
れ
て
い
ま
す
。 

川
の
文
化 

 

 

北
見
俊
夫 

[

著]
  

講
談
社 

 
2

0
1

3
.8
 

川
の
旅 

 

池
内
紀[

著]
 

青
土
社 

2
0

0
2

.6
 

解
剖
学
者
・
養
老
孟
司
と
生

物
学
者
・
岸
由
二
が
共
に
三

浦
半
島
小
網
代
を
訪
れ
ま

す
。
源
流
か
ら
海
ま
で
自
然

の
ま
ま
で
残
っ
て
い
る
全
国

で
も
稀
有
な
流
域
か
ら
帰
っ

た
の
ち
提
唱
さ
れ
る
「
流
域

思
考
」
と
は
？
自
分
の
暮
ら

す
流
域
の
か
た
ち
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
地
球

環
境
に
リ
ア
ル
な
認
識
が
生

ま
れ
る
と
の
こ
と
で
す
。 

環
境
を
知
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か 

養
老
孟
司 

岸
由
二
［
著
］ 

P
H

P

研
究
所 

2
0

0
9

.9
 

東
京
地
形
散
歩  

 

内
正
浩 

[

著] 
宝
島
社 

2
0

1
6

.1
0

  

ド
イ
ツ
文
学
者
で
あ
る
著
者

が
川
と
人
の
暮
ら
し
を
描
く

川
の
国
漫
遊
記
で
す
。
同
じ

ひ
と
つ
の
川
で
も
上
・
中
・

下
流
に
よ
っ
て
、
川
と
人
の

関
わ
り
方
が
違
っ
て
お
り
、

ま
る
で
別
個
の
川
と
い
っ
た

場
合
が
正
確
な
場
合
も
あ
る

と
の
こ
と
。
北
海
道
・
十
勝

川
か
ら
奄
美
大
島
・
河
内
川

ま
で
三
十
六
編
を
収
録
。 

身
近
な
河
川
跡
を
新
発
見
す

る
小
さ
な
旅
に
出
よ
う
！ 

３
Ｄ
地
図
の
わ
か
り
や
す
い

ビ
ジ
ュ
ア
ル
を
メ
イ
ン
に
、

東
京
の
地
形
の
成
り
立
ち
、

歴
史
を
ひ
も
と
い
て
い
き
ま

す
。
渋

谷
、
新

宿
、
六

本

木
、
外
濠
、
等
々
力
渓
谷
な

ど
各
地
の
水
系
を
巡
る
散
歩

ル
ー
ト
を
二
十
以
上
紹
介
し

て
い
ま
す
。 

 

「
川
」
を
考
え
る
本 

 

「
川
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
五
冊
を
選
ん
で

み
ま
し
た
。
人
の
生
活
に
密
着
し
、
文
明
を
は
ぐ
く
む
川
。
身
近
か

ら
環
境
を
考
え
る
際
、
重
要
な
出
発
点
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

小
河
洋
友  

（
図
書
館
司
書
） 
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エ
ッ
セ
イ 

旅
の
止
ま
り
木 

・
４ 

 

 

川
の
思
い
出
ふ
た
つ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

谷
口
明
子
（
陶
芸
家
） 

 

【
思
い
出 

１
】
東
南
ア
ジ
ア
の
メ
コ
ン
川 

 

ア
ジ
ア
の
旅
を
し
た
と
き
、
こ
の
川
何
度
か
を

下
っ
た
こ
と
が
あ
る
気
が
す
る
が
、
最
も
印
象
に

残
っ
て
い
る
の
は
、
ラ
オ
ス
で
タ
イ
国
境
の
フ
ェ

イ
サ
イ
と
い
う
町
か
ら
ル
ア
ン
パ
バ
ー
ン
と
い
う

町
ま
で
移
動
し
た
船
旅
で
あ
る
。
船
は
２
種
類

あ
っ
た
。
①
安
い
が
２
日
か
か
る
大
き
な
ス
ロ
ー

ボ
ー
ト
②
や
や
高
い
が
５
時
間
で
移
動
で
き
る
小

さ
な
ス
ピ
ー
ド
ボ
ー
ト
。
私
は
こ
の
と
き
後
者
を

選
ん
だ
。 

 

こ
の
ス
ピ
ー
ド
ボ
ー
ト
が
ど
ん
な
船
か
と
い
う

と
、
た
だ
の
六
人
乗
り
の
木
の
ボ
ー
ト
に
エ
ン
ジ

ン
を
付
け
た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
で
時
速

八
十
キ
ロ
出
し
て
川
を
ぶ
っ
飛
ば
す
。
乗
客
は
ヘ

ル
メ
ッ
ト
と
救
命
胴
衣
を
着
用
さ
せ
ら
れ
て
木
の

座
席
に
じ
っ
と
う
ず
く
ま
る
。
一
番
前
に
座
っ
た

人
は
ず
っ
と
水
し
ぶ
き
と
風
を
受
け
続
け
る
。
最

初
は
風
切
る
ス
ピ
ー
ド
感
に
テ
ン
シ
ョ
ン
が
上
が

る
が
、
最
後
の
ほ
う
は
寒
さ
と
固
い
木
の
席
に
座

り
続
け
た
尻
の
痛
さ
に
無
言
で
耐
え
る
感
じ
に
な

る
。
ま
た
、
途
中
買
い
物
帰
り
か
な
に
か
の
地
元

民
が
荷
物
を
持
っ
て
乗
り
込
ん
で
き
た
り
し
て
、

定
員
六
人
な
の
に
一
時
的
に
八
人
乗
っ
て
い
た
区

間
が
あ
っ
た
り
も
し
た
。
思
い
出
す
ほ
ど
命
知
ら

ず

な

乗

り

物

で

あ

っ

た
。
無

事

で

よ

か

っ

た
・
・
・
。 

 

【
思
い
出 

２
】
地
元
の
目
黒
川 

 

現
在
は
桜
の
季
節
に
は
花
見
客
で
賑
わ
う
ま
で

に
な
っ
た
が
、
私
が
子
供
の
こ
ろ
は
最
悪
だ
っ

た
。
山
手
線
で
目
黒
川
の
上
を
通
過
す
る
と
、
車

内
に
ま
で
悪
臭
が
入
っ
て
き
た
。
不
法
に
投
げ
込

ま
れ
た
自
転
車
が
水
面
か
ら
半
分
飛
び
出
し
、
か

な
り
長
い
こ
と
放
置
さ
れ
て
い
た
。
子
供
心
に

（
い
つ
ま
で
あ
の
ま
ま
な
の
だ
ろ
う
）
と
思
っ
た

の
を
覚
え
て
い
る
。
よ
ど
み
き
っ
て
い
て
流
れ
す

ら
感
じ
な
い
川
だ
っ
た
。
あ
ま
り
に
ひ
ど
か
っ
た

か
ら
か
、
蓋
を
さ
れ
て
い
た
時
期
さ
え
あ
っ
た
気

が
す
る
。 

 

今
は
あ
る
程
度
浄
化
さ
れ
、
自
転
車
の
よ
う
な

粗
大
な
も
の
が
投
棄
・
放
置
さ
れ
る
こ
と
も
な

く
、
川
べ
り
も
緑
を
設
え
て
整
え
ら
れ
、
付
近
の

タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
族
の
子
供
連
れ
が
散
歩
を
楽

し
ん
で
い
た
り
す
る
。
風
景
の
殺
伐
は
薄
ま
り
、

川の釣り人（ポルトガル）  

川魚…？（スペイン） 

悪
臭
も
お
さ
ま
っ
た
。
し
か
し
、
殺
伐
や
悪
臭
そ

の
も
の
は
真
綿
に
何
重
に
も
く
る
ま
れ
な
が
ら
、

そ
こ
は
か
と
な
い
気
配
を
発
し
続
け
て
い
る
。
白

い
真
綿
の
中
で
熟
成
さ
れ
続
け
て
い
る
。 

  

新
し
い
年
だ
。
無
限
に
流
れ
来
、
流
れ
ゆ
く
も

の
の
中
か
ら
、
私
は
、
今
年
は
、
何
を
ど
う
受
け

止
め
る
こ
と
に
し
よ
う
か
。
そ
し
て
、
何
を
こ
っ

そ
り
流
す
こ
と
に
し
よ
う
か
。 

（写真：筆者撮影） 
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弥生神社では、『大祓詞』書写会を行っています。境内の

掲示板やご希望の方には御葉書で、オンラインでは弥生

神社のTwitter、Facebookでご案内しております。 

ペルー北部海岸地方、ポマの森を東西に走るレチェ川（Rio La Leche）。レ

チェはスペイン語で牛乳という意味。写真を撮った昨年８月は乾季の最中だっ

たので水気は全くないが、雨季とエルニーニョが重なるとここにも滔々とした

川が現れる。右側奥に写っている山のようなものは日干しレンガを積んで築か

れた「ワカ」と呼ばれる遺跡の一つ。（工藤福太郎） 

photo 



20 

編
集
後
記 

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
第
十
号
に
な
り
ま
し
た
。
手
探
り
で
始
め
た
第

一
号
よ
り
早
く
も
二
年
が
経
ち
ま
し
た
。
皆
様
の
ご

協
力
や
励
ま
し
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
◆
今
号
の

テ
ー
マ
は
川
。
様
々
に
語
ら
れ
る
、
い
く
つ
も
の
川
の

イ
メ
ー
ジ
に
清
々
し
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
◆
数
年
前
に
観
た
映
画
『 

阿
賀
に
生
き
る
』

（ 

佐
藤
真
監
督
）を
思
い
出
し
ま
す
。
新
潟
県
阿
賀

野
川
沿
い
に
暮
ら
す
人
々
の
日
常
を
っ
た
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
。
重
層
低
音
の
よ
う
に
流
れ
る
川
と
と
も

に
力
強
く
お
お
ら
か
に
流
れ
動
く
人
々
の
身
体
と

生
活
。
そ
ん
な
流
れ
の
中
で
の
農
作
業
や
船
大
工
の

仕
事
、神
事
、
食
事
、会
話
に
、し
っ
か
り
と
積
み
重

な
っ
て
い
く
日
々
の
時
間
、人
同
士
の
関
係
の
深
ま

り
、蓄
積
さ
れ
伝
わ
っ
て
い
く
技
術
や
祈
り
が
あ
る

こ
と
を
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
日
常
の
世
間
話
と
と
も

に
語
ら
れ
る
水
俣
病
の
痛
み
。
川
は
文
化
や
信
仰
、

社
会
の
構
図
を
も
映
し
出
し
、自
然
と
人
間
、命
の

つ
な
が
り
を
浮
き
彫
り
に
し
ま
す
。
人
は
時
々
そ
の

よ
う
な
流
れ
や
循
環
を
分
断
し
た
り
滞
ら
せ
て
き

ま
し
た
◆
変
わ
り
ゆ
く
世
界
、流
れ
ゆ
く
そ
れ
ぞ
れ

の
人
生
の
中
で
変
わ
ら
ず
に
神
様

を
お
祀
り
す
る
神
社
が
あ
り
、皆
さ

ま
と
の
ご
縁
が
結
ば
れ
る
場
で
あ

る
よ
う
に
、今
年
も
地
道
に
進
ん
で

参
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
本
年
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

編
集
・
発
行 

 

弥
生
神
社 

 
 
 

 
 
 

海
老
名
市
国
分
北
二
‐
十
三-

十
三 

あ
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

元
旦
の
朝
に
は
、
オ

カ
カ
を
た
っ
ぷ
り
ご

は
ん
に
か
け
て
い
た

だ
く
わ
。
新
年
も
ぼ

ち
ぼ
ち
と
社
務
猫
生

活
を
…
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。 

あ
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

お
正
月
は
寝
正
月
。

押
し
入
れ
の
中
の
宮

司
の
布
団
の
間
に
は

さ
ま
っ
て
い
ま
す
。

今
年
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。 

きーこ 

ちょろ 

Facebook    Twitter      

社
務
猫
の
ご
挨
拶 

（表紙写真：金目川と富士山。撮影：亀井久美子） 

縁
起
物
の
熊
手
で
す
。
水

引
で
松
・
梅
を
結
び
、
稲

穂
、
麦

穂
、
千

代

紙
、

麻
、
そ
し
て
繭
玉
の
酉
で

飾
り
ま
し
た
。
手
作
り
な

の
で
一
つ
ず
つ
表
情
が
違

い
ま
す
。 

 
 
 

 
 

授
与
品
紹
介 

羽
ば
た
く
鳥
と
桜
咲
く
「
合

格
守
り
」
。
純
白
・
萌
黄
・

浅
黄
の
三
種
類
で
す
。 

札
所
で
お
分
け
し
て
い
る
授

与
品
で
す
。
弥
生
神
社
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
で
す
。 

「
破
魔
矢
」
几
帳
結
び-
菊
結
び-

叶
結
び
を
紅
白
の
江
戸
打
紐

で
ひ
と
つ
ず
つ
結
ん
で
、
破
魔
矢
に
飾
り
ま
し
た
。 


