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次
世
代
に

母
が
私
に
こ
の
歌
を
　
教
え
て
く
れ
た
　
昔
の
日
　
母
は
涙
を
浮
か
べ
て
い
た

今
は
私
が
こ
の
歌
を
　
子
供
に
教
え
る
と
き
と
な
り

教
え
る
私
の
目
か
ら
涙
が
あ
ふ
れ
落
ち
る

（
「
母
が
数
え
給
い
し
歌
」
　
ド
ヴ
ォ
ル
ザ
ー
ク
作
曲
／
堀
内
敬
三
訳
詞
）

親
や
先
輩
か
ら
受
け
継
い
だ
大
切
な
伝
統
や
信
念
を

子
や
孫
、
後
輩
た
ち
に
引
き
継
ぎ
た
い
…
。

し
か
し
、
そ
の
思
い
が
な
か
な
か
叶
え
ら
れ
な
い
の
が
現
代
で
す
。

大
切
な
も
の
を
、
未
来
の
世
代
に
手
渡
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。

ご
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。



伝統の技を手頃な価格で提供する「くらしな」。

小物入れや壁掛け時計、ティッシュボックスや

パスタボックスなども。
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「
津
波
で
海
水
を
か
ぶ
る
と
引
き
出
し

が
閲
か
な
く
な
る
ん
で
す
。
中
に
も
泥
が

入
っ
ち
ゃ
っ
て
…
。
2
0
0
本
く
ら
い
補

修
し
て
ま
わ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」

長
く
箪
笥
を
愛
用
し
て
く
れ
て
い
る

人
へ
の
恩
返
し
。
そ
し
て
、
何
よ
り
こ
の

伝
統
の
技
は
、
継
ぐ
「
人
」
そ
の
も
の
が

財
産
だ
。
神
戸
の
大
手
デ
パ
ー
ト
の
家
具

バ
イ
ヤ
ー
が
「
技
術
を
途
切
れ
さ
せ
て
は

い
け
な
い
」
と
、
特
設
売
場
を
設
け
て
く

れ
る
な
ど
、
温
か
い
支
援
も
あ
っ
た
。

組
合
で
は
い
ま
、
次
世
代
の
後
継
者

育
成
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
伝

統
工
芸
士
の
資
格
受
験
の
た
め
に
若
者
を

教
育
し
、
製
作
者
の
増
員
も
行
っ
て
い
る
。

同
時
に
岩
手
大
学
の
教
員
と
共
同
で
、
デ

ザ
イ
ン
性
の
高
い
箪
笥
の
製
作
を
行
う
な

ど
、
新
し
い
試
み
に
も
積
極
的
だ
。

「
身
近
な
小
物
を
手
軽
な
値
段
で
と
、

（
く
ら
し
な
）
と
い
う
木
工
製
品
の
シ
リ
ー

ズ
を
作
り
ま
し
た
。
ま
ず
は
知
っ
て
、
触

れ
て
も
ら
っ
て
、
そ
こ
か
ら
箪
笥
の
方
に

も
目
を
向
け
て
も
ら
う
と
っ
か
か
り
に
な

れ
ば
…
」
そ
う
話
す
三
品
さ
ん
の
言
葉
か

ら
、
伝
統
工
芸
品
が
陥
り
が
ち
な
「
負
の

連
鎖
」
脱
却
へ
の
光
を
感
じ
た
。

伝
荻
の
親
密
臆
革
新
毎
幣
校
を
蓮
も
蓉

ユー

膏
）
　
′
メ

「
日
吉
屋
」
五
代
目
当
主
　
西
堀
耕
太
郎
さ
ん

現
在
、
京
都
市
内
で
和
傘
を
製
作
し

て
い
る
の
は
、
創
業
1
5
0
年
の
　
「
日

吉
屋
」
一
軒
の
み
。
当
主
の
西
堀
排
太
郎

さ
ん
　
（
3
8
歳
）
　
は
、
和
歌
山
で
公
務
員
を

し
て
い
た
当
時
、
交
際
し
て
い
た
結
婚
相

手
の
実
家
が
日
吉
屋
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、

伝
統
の
世
界
の
後
継
者
と
な
っ
た
。

「
和
傘
を
見
る
た
び
に
椅
麓
だ
な
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
聞
け
ば
後
継
者

は
い
な
い
、
職
人
も
身
内
だ
け
。
売
上
は

年
商
1
0
0
万
円
で
廃
業
寸
前
で
し
た
」

結
婚
後
も
和
歌
山
で
暮
ら
し
て
い
た

西
堀
さ
ん
は
「
何
と
か
し
た
い
」
と
立
ち

上
が
っ
た
。

「
伝
統
と
は
何
か
と
考
え
た
と
き
に
、

色
々
な
革
新
の
積
み
重
ね
で
あ
る
と
気
づ

い
た
ん
で
す
。
千
年
前
か
ら
ず
っ
と
変
化

し
な
が
ら
来
て
い
た
の
に
、
今
の
和
傘
を

見
る
と
、
江
戸
時
代
の
中
期
に
完
成
さ
れ

て
か
ら
3
0
0
年
く
ら
い
止
ま
っ
て
い



和傘の技を活かした「古都里」シリーズ。（撮影：津久井珠美）

和傘は繊細な職人技の集大成。（撮影：津久井珠美）

lJ

る
。
な
ん
と
か
現
代
生
活
に
合
っ
た
革
新

的
な
変
化
が
な
い
と
生
き
残
れ
な
い
」

あ
る
と
き
、
傘
を
外
に
干
し
て
い
て

「
照
明
」
に
使
え
な
い
か
考
え
た
。
骨
組

み
が
椅
麓
で
光
が
透
け
る
、
畳
め
る
と
い

う
「
傘
の
当
た
り
前
」
は
、
照
明
に
は
新

し
い
機
能
だ
。
そ
し
て
デ
ザ
イ
ナ
ー
ら
と

試
行
錯
誤
の
未
、
完
成
し
た
の
が
、
「
古

都
里
」
シ
リ
ー
ズ
だ
っ
た
。

「
傘
が
開
い
て
も
誰
も
驚
き
ま
せ
ん

が
、
ラ
ン
プ
が
開
く
と
み
ん
な
驚
い
て
く

れ
る
ん
で
す
」

あ
え
て
デ
ザ
イ
ン
で
勝
負
。
グ
ッ
ド

デ
ザ
イ
ン
賞
も
受
賞
し
、
欧
米
各
国
の
デ

ザ
イ
ン
博
や
イ
ン
テ
リ
ア
見
本
市
な
ど
に

も
出
品
し
て
、
高
い
評
価
を
受
け
た
。

い
ま
、
西
堀
さ
ん
は
若
い
職
人
さ
ん

た
ち
に
、
和
傘
製
作
の
伝
統
技
術
を
積
極

的
に
教
え
て
い
る
。

「
僕
の
場
合
は
、
自
分
で
覚
え
る
し
か

な
か
っ
た
。
最
初
の
頃
は
週
末
だ
け
京
都

へ
来
て
、
解
ら
な
い
と
こ
ろ
を
聞
い
て
、

製
作
過
程
を
ビ
デ
オ
に
録
画
し
て
。
材
料

を
も
ら
っ
て
和
歌
山
へ
帰
り
、
仕
事
が
終

わ
っ
た
後
に
ビ
デ
オ
を
見
な
が
ら
試
行
錯

誤
、
ま
た
京
都
へ
…
と
い
う
の
を
何
年
か

繰
り
返
し
ま
し
た
」

技
術
は
基
本
的
に
江
戸
時
代
か
ら
変

わ
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
体
で

覚
え
、
理
詰
め
で
次
に
伝
え
、
発
展
さ
せ

て
い
く
。
工
房
で
働
く
若
い
4
人
の
職
人

さ
ん
た
ち
の
平
均
年
齢
は
2
5
歳
。
基
本
的

に
職
人
だ
が
ク
リ
エ
イ
タ
ー
で
も
あ
り
、

商
品
開
発
の
意
見
も
聞
く
。

「
和
傘
の
世
界
は
完
全
分
業
制
で
、
竹

の
骨
屋
さ
ん
、
ろ
く
ろ
屋
さ
ん
、
和
紙
屋

さ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
が
職
人
な
ん
で
す
。
十

何
年
一
緒
に
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
サ
イ

ズ
を
言
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
で
部
品
を
仕
上
げ

て
く
れ
て
、
そ
れ
ら
が
ピ
タ
ツ
と
寸
分
の

狂
い
も
無
く
合
う
。
和
紙
も
手
漉
き
で
す

し
、
全
部
職
人
さ
ん
の
勘
で
す
よ
ね
。
そ

う
い
う
職
人
技
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の

が
、
う
ち
の
和
傘
な
ん
で
す
よ
」

自
分
た
ち
の
和
傘
に
周
辺
も
含
め
た

「
職
人
の
技
」
を
残
し
た
い
と
、
西
堀
さ

ん
は
照
明
の
新
シ
リ
ー
ズ
　
「
M
O
T
O
」

も
製
作
す
る
な
ど
、
今
も
新
し
い
チ
ャ
レ

ン
ジ
を
続
け
て
い
る
。
ま
た
傘
の
　
「
軽
く

て
畳
め
て
持
ち
運
べ
る
」
利
点
を
活
か
し
、

畳
め
て
持
ち
運
べ
る
「
茶
室
」
も
作
っ
た
。

「
も
ち
ろ
ん
実
用
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す

け
ど
、
外
国
で
非
常
に
理
解
さ
れ
や
す
い
、

ア
ピ
ー
ル
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
。
茶
道

は
す
で
に
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
和
傘
の
良
さ
を
茶
室
と
い
う
形
で
融
合

さ
せ
る
と
、
新
た
な
発
見
が
あ
っ
て
喜
ば

れ
る
ん
で
す
。
ラ
テ
ン
語
系
の
C
A
S
A

（
カ
ー
サ
）
に
は
『
家
』
と
い
う
意
味
が
あ
る

し
、
和
傘
の
歴
史
は
ず
っ
と
革
新
の
連
続

だ
っ
た
か
ら
、
百
年
後
は
ひ
ょ
っ
と
し
た

ら
『
傘
』
と
言
っ
た
ら
『
家
』
と
い
う
意
味

に
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
（
笑
）
」

…
そ
う
笑
う
西
堀
さ
ん
だ
が
、
一
方

で
、
伝
統
あ
る
和
傘
も
し
っ
か
り
と
引
き

継
ぎ
、
修
理
や
張
り
替
え
と
い
う
仕
事
も

当
然
行
っ
て
い
る
。
好
評
な
新
商
品
が
伝

統
を
支
え
て
い
る
側
面
も
あ
る
の
だ
。
和

傘
を
守
り
つ
つ
、
次
は
和
傘
を
ど
う
変
化

さ
せ
て
く
れ
る
の
か
、
楽
し
み
だ
。

伝
統
と
は
何
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

守
り
次
世
代
へ
伝
え
継
ぐ
と
い
う
こ
と

は
、
柔
軟
な
発
想
と
、
革
新
を
恐
れ
な
い

大
胆
さ
と
セ
ッ
ト
で
あ
る
。
そ
う
考
え
さ

せ
ら
れ
た
。


