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三
陸
の
今
（
二
）

　
　
　
　
　
教
育
研
修
委
員　

荒
川
昭
男

　
　

菜
の
花

　

ま
だ
ま
だ
厳
し
い
状
況
が
続

く
三
陸
の
今
を
伝
え
ま
す
。

　

初
め
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

行
っ
た
初
夏
の
三
陸
に
は
、
津

浪
を
受
け
て
枯
れ
た
樹
木
と
は

対
照
的
に
、
鈴
蘭
や
ア
ヤ
メ
が

何
事
も
無
か
っ
た
よ
う
に
群
れ

て
い
ま
し
た
。
季
節
が
少
し
流

れ
桔
梗
、
水
蓮
、
秋
の
気
配
と

共
に
秋
桜
や
秋
明
菊
が
、
津
浪

や
火
災
で
建
物
が
焼
失
し
た
町

の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
、
自
然
な

感
じ
で
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
ま

し
た
。

　

草
花
の
生
命
力
に
改
め
て
驚

か
さ
れ
ま
し
た
が
、
主
に
見
て

も
ら
え
な
い
花
々
は
ど
こ
か
寂

し
げ
で
し
た
。

　

宮
古
市
内
で
は
、
町
の
い
た

る
所
に
山
積
み
さ
れ
て
い
た
土

嚢
袋
が
撤
去
さ
れ
、
町
中
の
景

観
が
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
以

前
の
日
常
風
景
を
と
り
戻
し
つ

つ
あ
る
よ
う
で
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
側
溝
か
ら

土
嚢
袋
に
詰
め
ら
れ
た
強
臭
ま

み
れ
の
土
砂
の
量
は
、
一
体
ど

の
く
ら
い
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

　

山
田
湾
で
は
、
カ
キ
や
ホ
タ

テ
の
養
殖
筏
の
数
が
増
え
、
海

の
息
吹
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

各
漁
港
に
浮
か
ぶ
船
の
数
も

少
し
ず
つ
増
え
て
い
る
よ
う
で

す
。
船
の
な
い
漁
港
は
寂
び
し

す
ぎ
ま
し
た
。

　

以
前
で
は
見
か
け
る
こ
と
が

無
か
っ
た
海
鳥
の
姿
が
、
そ
れ

も
群
れ
と
な
っ
て
各
入
江
に
戻

っ
て
き
て
い
ま
し
た
。
カ
モ
メ

達
は
海
が
動
き
始
め
る
の
を
何

処
で
待
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

や
は
り
港
の
風
景
に
は
、
船

と
カ
モ
メ
が
欠
か
せ
な
い
よ
う

で
す
。

　

６
月
に
山
田
町
船
越
で
、
津

浪
の
話
を
し
て
く
れ
た
Ｓ
さ

ん
宅
も
、
津
浪
を
受
け
た
１
階

部
分
が
綺
麗
に
リ
フ
ォ
ー
ム
さ

れ
、
以
前
の
生
活
を
と
り
戻
し

つ
つ
あ
る
よ
う
で
し
た
。

　

流
さ
れ
た
船
よ
り
小
さ
い
が
、

新
し
い
船
が
近
々
来
る
と
嬉
し

そ
う
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
こ
ま
で
の
半
年
間
大
変
な
御

苦
労
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

大
槌
町
の
大
槌
川
河
川
敷
全

体
に
、
来
春
菜
の
花
を
咲
か
す

た
め
の
畑
づ
く
り
の
作
業
に
も

参
加
し
ま
し
た
。
復
興
の
シ
ン

ボ
ル
に
し
た
い
と
話
す
発
起
人

の
金
山
さ
ん
は
、「
大
槌
の
語

り
部
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

震
災
の
日
、
学
校
か
ら
帰
宅
で

き
な
か
っ
た
多
く
の
児
童
た
ち

は
、
寒
さ
と
恐
怖
の
た
め
全
員

が
オ
ネ
シ
ョ
を
し
た
と
語
っ
て

い
ま
し
た
。９
月
に
な
っ
た
ら
、

そ
の
子
供
達
に
種
を
ま
い
て
も

ら
う
と
の
こ
と
で
す
。
来
春
大

槌
川
の
河
原
が
、
黄
色
の
広
大

な
絨
毯
で
輝
く
の
が
楽
し
み
で

す
。

　
　

虹　
　
　
　
　
　
　

　

被
災
地
で
こ
の
よ
う
な
明
る

い
話
題
や
光
景
に
接
す
る
こ
と

は
、
実
に
嬉
し
い
こ
と
で
す
。

　

肩
を
落
と
し
た
後
姿
よ
り

も
、
笑
顔
の
方
が
見
て
い
て
元

気
が
出
ま
す
。

　

し
か
し
被
災
地
の
現
実
は
、

ま
だ
ま
だ
筆
舌
に
尽
く
し
が
た

い
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
よ
う

で
す
。

　

釜
石
市
郊
外
の
、
海
岸
に
近

い
屋
敷
跡
の
片
付
け
に
行
っ
た

と
き
の
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
の
奥
さ
ん
が
気
を
使
っ

て
、
遠
方
の
仮
住
ま
い
か
ら

わ
ざ
わ
ざ
缶
コ
ー
ヒ
ー
や
、
お

菓
子
を
持
っ
て
来
て
く
れ
ま
し

た
。
朴
訥
（
ぼ
く
と
つ
）
と
し

た
岩
手
訛
で
奥
さ
ん
が
話
し
始

め
ま
し
た
。「
家
も
会
社
も
流

さ
れ
ま
し
た
」「
田
ん
ぼ
も
畑

も
流
さ
れ
ま
し
た
」「
飼
っ
て

い
た
牛
も
牛
小
屋
も
流
さ
れ
ま

し
た
」「
15
年
間
一
緒
に
暮
ら

し
て
い
た
犬
も
流
さ
れ
ま
し

た
」「
み
ん
な
、
み
ん
な
流
さ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
、
訥

訥
（
と
つ
と
つ
）
と
し
た
話
に

私
達
８
名
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、

奥
さ
ん
の
顔
を
見
る
こ
と
が
で

き
ず
、
と
き
ど
き
意
味
の
な
い

小
さ
な
頷
き
を
し
な
が
ら
、
下

を
向
い
て
聞
い
て
い
ま
し
た
。

　

今
ま
で
こ
の
よ
う
な
経
験
が

何
度
か
あ
り
以
前
は
、
そ
の
都

度
慰
め
の
言
葉
を
い
ろ
い
ろ
考

え
ま
し
た
。
で
も
見
つ
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
あ
の
よ
う
な
体

験
を
し
た
人
達
を
慰
め
る
言
葉

は
私
に
は
考
え
つ
き
ま
せ
ん
。

最
近
は
、
無
言
で
話
の
聞
き
役

に
徹
す
る
こ
と
も
、
時
に
は
相

手
の
慰
め
に
な
る
と
思
う
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。

　

奥
さ
ん
が
帰
っ
た
あ
と
、
５

百
メ
ー
ト
ル
程
先
に
あ
る
津
浪

を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
頑
強
そ
う
な
防
潮
堤
と
、
鉄

製
の
立
派
な
水
門
を
漠
然
と
し

た
気
持
ち
で
眺
め
て
い
ま
し
た
。

　

気
が
つ
く
と
先
程
の
時
雨
の

影
響
か
、
淡
い
色
彩
の
虹
が
下

が
り
勾
配
の
先
に
あ
る
防
潮
堤

を
中
心
に
し
て
、
目
線
の
高
さ

で
円
を
描
い
て
い
ま
す
。
ぼ
ん

や
り
眺
め
て
い
る
と
、
ス
ー
と

身
体
が
軽
く
な
っ
た
よ
う
な
気

が
し
ま
し
た
。
落
ち
込
ん
で
い

た
私
達
の
心
を
、
虹
が
少
し
だ

け
戻
し
て
く
れ
た
よ
う
で
す
。

　
「
東
北
頑
張
れ
」
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
巷
で
良
く
見
か
け
ま

す
。
し
か
し
、
頑
張
っ
て
い
る

姿
を
喜
ん
で
く
れ
る
家
族
が
居

な
い
。
力
を
発
揮
す
る
船
が
養

殖
筏
が
店
舗
が
設
備
が
職
場
が

流
さ
れ
て
無
い
。
頑
張
っ
た
身

体
を
心
底
休
め
る
家
が
無
い
。

食
事
を
得
る
お
金
が
無
い
。
励

ま
し
合
う
友
人
、
同
僚
も
失
っ

て
居
な
い
。
こ
の
様
な
人
達
が

ま
だ
大
勢
い
ま
す
。

　

頑
張
る
の
は
む
し
ろ
遠
く
に

い
る
私
達
で
、
復
興
の
為
の

英
知
を
、
費
用
を
、
そ
し
て
現

地
で
の
活
動
が
必
要
だ
と
私
は

考
え
て
い
ま
す
。
復
興
ビ
ジ
ョ

ン
を
考
え
る
知
恵
や
、
高
額
の

義
援
金
協
力
に
自
信
が
な
い
私

は
、
被
災
地
の
人
達
の
傍
で
こ

れ
か
ら
も
活
動
を
続
け
よ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。

ドロドロとした汚水の中に残されたガレキの撤去
作業。悪臭がなければ造作のない仕事なのだが

大槌町の市内にはまだこの様な建物が残されてお
り、全ての解体が終了するのはいつのことか

津浪のあとの火災で近所でも評判の赤松は、黒ず
んだ幹枝を残しそれでも松の威厳を保っていた

港や入江に戻ってきたカモメの群。震災後しばら
く見かけなかった鳥が大群で戻ってきていた

大槌川の河川敷。津浪は土手を越え住宅を襲った。
ガレキを撤去した後、菜の花畑にする整地作業

津浪で消えた山田湾の養殖筏。オランダ島と小島
の周りに少しずつ筏が戻り湾の再興が進む

気仙沼市外に座す大型船。解体処分とのことだが、身
近で船を見ていると現実と非現実の狭間にいるようだ

  

作
庭
塾
庭
守　

活
動
報
告

荒
川　

昭
男　

　

伊
勢
音
頭

　

年
配
者
の
方
な
ら
御
存
知
の

「
伊
勢
は
津
で
も
つ
津
は
伊
勢

で
も
つ
尾
張
名
古
屋
は
城
で
も

つ
」
の
伊
勢
音
頭
。
そ
の
語
源

が
「
石
は
吊
っ
て
も
つ
、
吊
っ

て
も
つ
石
は
尾
張
名
古
屋
の
城

へ
も
つ
」
で
あ
る
こ
と
は
案
外

知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

名
古
屋
城
築
城
の
際
、
大
量

の
花
崗
岩
が
伊
勢
か
ら
運
ば

れ
、
小
堀
遠
州
や
城
石
垣
の
名

人
加
藤
清
正
配
下
で
、「
両
か

く
」
と
称
さ
れ
た
飯
田
覚
兵
衛

や
三
宅
角
左
衛
門
等
が
そ
れ
を

使
い
、
築
城
に
取
り
組
ん
だ
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
時
代
石
の
扱
い
は
、
万

力
取
り
、
セ
ミ
吊
り
、
枕
渡
し
、

修
羅
送
り
等
が
あ
り
、
勿
論
こ

れ
等
は
築
城
だ
け
に
限
ら
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
庭
石
や
、
宝

塔
等
の
石
造
品
を
扱
う
手
法
で

も
あ
っ
た
。

　

当
時
活
躍
し
て
い
た
石
工
の

集
団
は
、
そ
れ
ぞ
れ
得
意
と
す

る
方
法
で
石
を
運
搬
し
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。

　

木
製
回
転
機
の
万
力
は
轆
轤

（
ろ
く
ろ
）の
こ
と
。車
地（
し
ゃ

ち
）、
巻
胴
（
ま
き
ど
う
）、
神

楽
算（
か
ぐ
ら
さ
ん
）、絞
車（
し

ぼ
り
ぐ
る
ま
）
等
と
も
呼
ば
れ

た
。

　

豊
臣
恩
顧
の
大
名
で
あ
っ
た

が
、
関
が
原
の
戦
い
で
は
東
軍

の
徳
川
方
に
つ
き
、
姫
路
52
万

石
の
大
大
名
と
な
っ
た
池
田
輝

政
配
下
の
石
垣
積
師
た
ち
は
、

こ
の
万
力
を
使
っ
て
修
羅
を

引
く
の
を
得
意
と
し
て
い
た
ら

三
陸
の
今
（
二
）

三
陸
の
今
（
二
）

教
育
研
修
委
員　

教
育
研
修
委
員　

荒
川
昭
男

荒
川
昭
男

  
三
陸
の
今
（
二
）

　
　
　
　
　
教
育
研
修
委
員　

荒
川
昭
男



（�）　2012（平成 24）年１月１日発行 第 ２ ４ ２ 号（社）神奈川県造園業協会報

し
い
。
セ
ミ
つ
り
は
滑
車
を
用

い
た
方
法
で
、
現
在
の
チ
ェ
ー

ン
ブ
ロ
ッ
ク
に
相
当
す
る
も
の
。

冒
頭
の
伊
勢
音
頭
の
「
石
は

吊
っ
て
も
つ
」
は
、
セ
ミ
つ
り

を
指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

永
送
り

　

枕
渡
し
は
、
現
代
で
も
山
か

ら
原
木
を
運
び
出
す
際
に
、
林

業
で
行
わ
れ
て
い
る
方
法
。
多

量
の
木
材
を
筏
の
よ
う
に
横

に
敷
き
、
そ
の

上
に
石
を
乗
せ

滑
ら
せ
る
方

法
。
枕
の
滑
り

を
良
く
す
る
た

め
に
、
ム
ク
ゲ

の
葉
を
煮
た
て

た
湯
を
潤
滑
液

と
し
て
用
い
た
地
方
も
あ
る
ら

し
い
。
ム
ク
ゲ
の
葉
が
持
つ
脂

を
利
用
し
た
先
人
の
知
恵
で
あ

る
。
枕
に
用
い
る
材
質
は
地
方

に
よ
り
様
々
で
あ
っ
た
ら
し
い

が
、
肥
後
の
石
工
が
活
躍
し
た

鹿
児
島
城
築
城
の
際
に
は
、
屋

久
杉
が
使
わ
れ
た
ら
し
い
。

　

余
談
だ
が
、
そ
の
城
造
り
を

終
え
た
肥
後
の
石
工
達
が
、
国

も
と
、
現
在
の
熊
本
県
へ
帰
る

途
中
、
国
境
（
く
に
ざ
か
い
）

で
待
ち
伏
せ
て
い
た
鹿
児
島

藩
主
島
津
の
家
来
た
ち
に
よ
っ

て
、
殺
さ
れ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
城
郭
に

関
す
る
様
々
な
秘
密
を

知
っ
て
い
る
者
は
、
生

か
し
て
帰
せ
な
い
と
い

う
こ
と
ら
し
い
。
慈
悲

の
か
け
ら
も
無
い
、
そ

の
よ
う
な
非
道
を
「
永

送
り
」
と
呼
ん
で
い
た

と
の
こ
と
。

　

当
時
の
石
工
達
は
、

命
を
掛
け
て
石
と
向
き

合
う
以
外
に
も
、
命
が

け
の
危
険
が
他
に
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

修
羅
送
り
の
修
羅

は
、
地
方
に
よ
っ
て
ス

リ
、ス
ラ
、ズ
リ
、ゾ
ラ
、

ソ
リ
等
と
呼
ば
れ
、
金

比
羅
フ
ネ
フ
ネ
の
シ
ュ

ラ
、
シ
ュ
、
シ
ュ
、
シ
ュ

は
こ
れ
を
指
し
て
い
る

と
い
う
人
も
い
る
。

　

昭
和
53
年
大
阪
藤
井

寺
市
の
三
ッ
塚
古
墳

周
濠
底
よ
り
、
大
小
２

基
の
修
羅
が
発
掘
さ
れ

た
。
７
世
紀
ご
ろ
使
わ

れ
て
い
た
も
の
ら
し
い
。

　

太
い
樹
木
の
二
股
を
利
用

し
、
先
端
に
大
勢
の
人
が
引
く

た
め
の
太
い
綱
を
通
す
穴
が
施

し
て
あ
る
。

　

原
形
を
留
め
て
い
る
長
さ
約

12
ｍ
の
大
き
い
方
の
修
羅
は
、

ア
カ
ガ
シ
を
用
い
た
復
元
実
験

に
よ
る
と
40
ｔ
前
後
の
石
を
運

ん
で
も
充
分
と
の
こ
と
。

　

三
又

　

５
月
22
日
か
ら
始
ま
っ
た
新

年
度
の
庭
守
講
習
会
は
、
石
材

の
古
式
運
搬
手
法
を
学
ぶ
と
い

う
テ
ー
マ
で
、
別
名
「
さ
ん
ぞ

う
」「
ぼ
う
ず
」「
ち
ん
ま
た
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
三
又
の
扱
い

を
行
っ
た
。

　

途
中
、
庭
園
見
学
講
習
も
含

め
た
都
合
４
回
の
講
習
も
、
11

月
13
日
を
も
っ
て
無
事
故
、
且

充
実
し
た
内
容
で
終
了
し
た
。

　

ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ
で
三
又
を

組
む
こ
と
か
ら
始
め
、
結
束
さ

れ
た
又
を
立
ち
上
げ
、
少
し
ず

つ
開
き
鬼
噛
（
お
に
が
み
）
を

回
し
、
チ
ェ
ー
ン
ブ
ロ
ッ
ク
を

下
げ
る
作
業
を
一
人
で
行
う
こ

と
に
挑
戦
す
る
。

　

一
昔
前
な
ら
頻
繁
に
見
ら
れ

た
光
景
が
、
機
械
化
の
進
ん

だ
現
代
で
は
、
珍
し
く
又
忘
れ

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
顔
を

真
っ
赤
に
し
て
、
満
身
の
力
で

三
又
の
立
ち
上
げ
に
挑
戦
す
る

講
習
生
の
姿
を
見
な
が
ら
、
有

意
義
な
講
習
会
で
あ
っ
た
こ
と

を
実
感
す
る
。
こ
の
講
習
会
か

ら
、
何
を
会
得
し
た
か
は
各
自

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
共
通
し
て
感
じ

た
も
の
も
あ
る
と
思
う
。

　

そ
れ
は
先
人
た
ち
が
残
し
た

知
恵
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ

　

庭
守
に
参
加
し
て

㈱
金
盛
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神
奈
川
県
造
園
業
協
会
の
技

能
士
コ
ー
ス
で
、
石
材
な
ど
の

授
業
を
受
け
た
時
、
受
講
生
の

我
々
職
人
に
わ
か
り
や
す
く
熱

く
講
義
を
さ
れ
て
い
た
の
が
荒

川
先
生
で
し
た
。

　

そ
の
時
か
ら
、
8
年
、
荒
川

先
生
が
伝
統
技
法
、
日
本
の
庭

造
り
の
文
化
、
そ
の
中
に
あ
る

精
神
を
学
ぶ
。
庭
守
と
い
う
勉

強
会
を
作
り
参
加
者
を
募
集
し

て
い
る
と
聞
き
、
是
非
勉
強
さ

せ
て
下
さ
い
と
2
期
目
よ
り
滑

り
込
み
で
参
加
で
き
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

初
回
の
集
ま
り
で
は
、
職
人

と
し
て
の
心
構
え
や
、
技
よ
り

も
ま
ず
人
と
し
て
の
礼
儀
、
頭

を
垂
れ
教
え
を
乞
う
事
の
謙
虚

な
気
持
ち
を
も
つ
こ
と
の
大
切

さ
な
ど
、
初
心
に
返
る
打
合
せ

会
か
ら
ス
タ
ー
ト
に
な
り
ま
し

た
。

　

そ
の
時
か
ら
早
く
も
3
年
目

に
な
り
ま
す
が
、
毎
回
前
日
の

夜
か
ら
緊
張
し
ま
す
。
何
百
年

も
経
て
当
時
の
職
人
達
が
触
れ

て
き
た
で
あ
ろ
う
貴
重
な
石
材

に
触
れ
る
事
の
出
来
る
こ
と
の

高
揚
感
と
怖
さ
。
一
日
か
け
造

り
あ
げ
た
風
景
は
そ
の
日
の
う

ち
に
無
く
な
る
、
石
を
据
え
て

い
る
作
業
の
感
覚
の
一
つ
一
つ

は
一
瞬
の
連
続
で
、
二
度
と
同

じ
事
は
経
験
出
来
な
い
事
を
想

像
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

講
師
の
方
々
が
勉
強
会
の

前
々
か
ら
、
休
日
返
上
で
検
討

を
重
ね
準
備
し
て
下
さ
っ
た
正

し
く
本
物
の
石
材
を
ト
ラ
ッ
ク

山
盛
り
に
積
み
込
ん
で
会
場
に

現
れ
る
時
は
緊
張
感
の
ピ
ー
ク

に
。

　

い
ざ
勉
強
会
で
は
、
一
班
の

渡
部
講
師
と
二
班
の
川
田
講

師
と
別
れ
て
テ
ー
マ
に
沿
っ
た

別
の
庭
を
造
り
ま
す
。
二
班
の

私
は
川
田
講
師
か
ら
「
チ
ャ
ッ

チ
ャ
と
据
え
て
く
」
と
発
破

を
か
け
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の

「
チ
ャ
ッ
チ
ャ
」　

に
は
講
師
の

方
々
が
経
験
し
た
多
く
の
も

の
が
詰
ま
っ
て
お
り
、
講
師
の

方
々
は
、
そ
の
仕
上
が
り
の
風

景
が
見
え
て
い
る
の
で
す
、
そ

の
感
覚
を
少
し
で
も
盗
も
う
と

し
て
お
り
ま
す
が
、
石
を
動
か

す
だ
け
で
、
据
え
る
感
覚
に
は

ほ
ど
遠
い
で
す
。

　

勤
め
て
い
る
会
社
の
社
長

に
、
モ
タ
モ
タ
や
っ
て
い
る
と

「
か
せ
、
俺
が
や
る
」
と
、
言

葉
だ
け
で
は
な
く
実
際
に
仕
事

を
見
て
育
て
て
も
ら
い
ま
し

た
。
当
時
は
お
寺
さ
ん
の
本
堂

の
改
修
に
伴
う
庭
の
全
改
修

や
、
個
人
の
お
宅
で
石
を
入
れ

た
庭
園
を
造
る
仕
事
な
ど
、
社

長
の
頭
の
中
の
設
計
図
や
感
覚

を
察
し
な
が
ら
の
毎
日
は
無
我

夢
中
で
し
た
、
社
長
が
伝
え
よ

う
と
し
て
い
る
事
を
察
す
る
こ

と
で
仕
事
を
体
に
し
み
こ
ま
せ

て
き
ま
し
た
。
今
、
後
輩
が
増

え
、
伝
え
る
事
の
難
し
さ
を
実

感
し
つ
つ
も
、
後
輩
と
共
に
勉

強
の
毎
日
で
す
。

　

人
に
自
分
の
知
識
、
特
に
技

術
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
非

常
に
大
変
で
、
ま
し
て
勉
強
会

と
い
う
大
人
数
、
短
時
間
の
中

で
伝
え
る
の
は
難
し
い
こ
と
で

す
、
講
師
の
方
々
は
、
目
で
盗

み
体
で
覚
え
て
き
た
事
、
職
人

に
と
っ
て
は
宝
を
言
葉
や
ホ
ワ

イ
ト
ボ
ー
ド
を
使
い
、
実
際
に

技
を
示
し
伝
え
て
頂
い
て
い
ま

す
。

　

庭
守
と
い
う
会
は
、
講
師
の

方
々
の
長
き
に
亘
り
培
っ
て
き

た
伝
統
あ
る
技
術
、知
識
経
験
、

大
先
輩
の
知
識
や
経
験
も
あ

り
、
若
く
し
て
バ
リ
バ
リ
仕
事

を
し
て
い
る
方
の
今
の
感
覚
、

今
勉
強
さ
れ
て
い
る
方
の
発
想

な
ど
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
、

経
験
、
感
覚
、
発
想
が
集
ま
り
、

そ
れ
を
体
に
浸
み
込
ま
せ
て
い

け
る
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

6
月
の
勉
強
会
の
後
で
は
、

会
長
の
荒
川
講
師
が
東
日
本
大

震
災
の
被
災
地
に
瓦
礫
の
撤
去

な
ど
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し

て
こ
ら
れ
た
お
話
を
聞
き
、
自

分
に
は
何
が
出
来
る
の
か
心
揺

さ
ぶ
ら
れ
る
回
で
も
あ
り
ま
し

た
。
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庭
守
に
参
加
し
て
２
年
が

経
ち
ま
し
た
。
振
り
返
る
と
、

日
々
の
仕
事
に
充
実
感
は
あ
っ

た
も
の
の
、
も
っ
と
吸
収
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
事
も
あ
る
の

で
は
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、

協
会
報
の
庭
守
募
集
を
見
ま
し

た
。
自
分
一
人
で
は
何
か
ら
始

め
れ
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い

が
、
庭
守
へ
の
参
加
で
多
く
の

事
を
学
べ
る
の
で
は
と
思
い
ま

し
た
。

　

庭
守
で
は
自
分
が
経
験
し
た

事
の
な
い
内
容
ば
か
り
で
し

た
。
当
初
は
、
頭
で
考
え
れ
ば

手
足
が
止
ま
り
、
体
を
動
か
せ

ば
上
手
く
収
ま
ら
な
い
。
講
師

の
方
の
話
を
聞
く
の
が
精
一
杯

で
し
た
。
講
習
の
回
数
を
重
ね

る
ご
と
に
、
少
し
ず
つ
で
は
あ

り
ま
す
が
、
場
の
雰
囲
気
・
石

の
扱
い
な
ど
体
で
感
じ
る
事
が

出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と

思
い
ま
す
。

　

庭
園
見
学
で
は
、
講
師
の

方
々
を
は
じ
め
大
勢
の
庭
守
メ

ン
バ
ー
と
回
る
事
で
自
分
で
は

気
付
け
な
い
事
に
気
付
き
、
感

じ
る
事
が
出
来
、
と
て
も
勉
強

に
な
り
ま
し
た
。
基
本
が
出
来

て
い
な
け
れ
ば
良
い
仕
事
は
で

き
な
い
と
思
い
ま
す
。
庭
作
り

に
正
解
は
な
い
と
言
い
ま
す

が
、
庭
守
で
勉
強
し
た
事
を
生

か
し
、
経
験
を
積
み
、
こ
れ
か

ら
の
仕
事
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

講
師
の
皆
様
を
は
じ
め
、
庭

守
に
関
わ
る
す
べ
て
の
皆
様
に

感
謝
い
た
し
ま
す
。

の
知
恵
は
、
現
代
で
も
決
し
て

色
褪
せ
て
は
い
な
い
と
。
万
力

取
り
、
セ
ミ
吊
り
、
枕
渡
し
、

修
羅
送
り
に
宿
る
先
人
達
の
知

恵
は
、
飛
鳥
の
石
舞
台
の
よ
う

な
、
一
石
が
70
ｔ
に
も
及
ぶ
巨

石
墳
墓
の
構
築
を
果
た
し
、
広

大
な
城
郭
に
敵
を
よ
せ
つ
け

ぬ
、
し
か
も
優
美
な
稜
線
を
と

も
な
っ
た
石
垣
を
積
み
上
げ
、

決
し
て
崩
れ
落
ち
る
こ
と
の
な

い
、
強
固
な
石
橋
を
架
け
、
恐

ろ
し
い
ほ
ど
の
力
を
持
つ
水
に

立
ち
向
か
う
不
動
の
護
岸
を
築

き
、
数
百
年
の
長
き
に
渡
っ
て

人
々
に
感
銘
を
与
え
続
け
る
石

組
を
庭
園
に
残
し
た
。

　

日
常
の
仕
事
で
経
験
す
る
こ

と
が
困
難
な
、
先
人
達
の
知

恵
か
ら
生
ま
れ
た
技
能
の
一
端

を
、
講
習
と
い
う
形
で
は
あ
る

に
せ
よ
、
庭
守
で
行
う
こ
と
が

出
来
た
こ
と
は
幸
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

大胡氏より指導を受ける修羅とコロ
の扱い方

トラやおしみを取り踏石に据え付ける 貴人口と躙口を想定し踏石を据え付ける。
岸本会長、鈴木相談役と共に記念撮影

三又を安全且つ素早く移動するため
の作業。レッカー使用には無い呼吸
合わせを学ぶ

三又による景石の据え付け。繊細さ
が求められる。玉掛けのむずかしさ
を学ぶ

玉堂美術館にて係員の説明を熱心に
聞く

玉堂美術館や吉川英治記念館を
見学後に訪ねた飯能能仁寺、泉
水の庭を拝見しながら一休み


