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―
―
青
木
さ
ん
は
現
役
時
代
、
小
学
校
で
33
年
間
教
鞭

を
執
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
ね
。
校
長
ま
で
務
め
て

定
年
退
職
さ
れ
た
後
、
福
島
県
三
島
町
の
伝
統
工
芸

で
あ
る
「
奥
会
津
編
み
組
細
工
」
の
技
術
を
習
得
さ

れ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
で

伝
統
工
芸
の
世
界
に
入
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

会
津
地
方
に
あ
る
三
島
町
は
豪
雪
地
帯
で
、
昔

か
ら
農
家
で
は
冬
期
の
仕
事
と
し
て
、
自
然
の
樹

皮
や
草
を
編
ん
で
生
活
道
具
を
作
る
編
み
組
細
工

が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
の
母
も
冬
に
な
る
と

蓑み
の

や
草ぞ

う
り履
、
籠か

ご

な
ど
を
編
ん
で
い
た
ん
で
す
ね
。

そ
の
姿
が
子
ど
も
の
頃
か
ら
ず
っ
と
記
憶
に
焼
き

付
い
て
い
て
、退
職
後
は
自
分
も
編
み
組
細
工
に
よ

る
蓑
や
籠
の
作
り
手
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

―
―
作
り
方
は
ど
こ
で
学
ば
れ
た
の
で
す
か
。

　

最
初
は
、
町
の
生
活
工
芸
館
で
開
催
さ
れ
た

短
期
教
室
で
す
。
５
日
間
で
雨
蓑
を
製
作
し
ま
し

た
が
、
母
の
姿
を
見
て
基
本
的
な
技
法
を
あ
る

程
度
知
っ
て
い
た
こ
と
が
役
に
立
ち
ま
し
た
。

　

次
に
本
を
見
な
が
ら
自
力
で
籠
を
作
ろ
う
と

し
た
の
で
す
が
、
途
中
ど
う
や
っ
て
も
で
き
な
い

と
こ
ろ
が
出
て
き
ま
し
た
。そ
こ
で
編
み
組
細
工
の

先
輩
の
門
を
た
た
き
、
さ
ら
に
生
活
工
芸
館
の

教
室
に
も
入
っ
て
研け
ん

鑽さ
ん

を
積
ん
で
い
き
ま
し
た
。

―
―
「
奥
会
津
編
み
組
細
工
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な

種
類
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

山
ブ
ド
ウ
細
工
の
他
、
ヒ
ロ
ロ
細
工
、
マ
タ
タ

ビ
細
工
の
３
種
類
が
あ
り
ま
す
。
ヒ
ロ
ロ
細
工

は
、
ヒ
ロ
ロ
と
呼
ば
れ
る
野
草
を
材
料
に
手
さ

げ
籠
な
ど
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
レ
ー
ス
編
み

の
よ
う
な
繊
細
な
編
み
目
が
特
徴
で
す
。
マ
タ

タ
ビ
細
工
は
水
切
れ
が
い
い
の
で
、
ざ
る
製
品

が
多
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
ブ
ド
ウ
細
工
の

材
料
で
あ
る
山
ブ
ド
ウ
の
蔓つ
る

の
皮
は
強
度
が
あ

る
上
、
使
っ
て
い
る
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
ツ
ヤ
が

出
て
き
ま
す
。
手
さ
げ
籠
な
ん
か
だ
と
、
使
い

込
む
ほ
ど
味
わ
い
が
増
し
て
い
き
ま
す
よ
。

　

ど
の
細
工
も
、
ま
ず
は
山
野
に
入
っ
て
材
料

を
採
取
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
す
。
そ
の
後
、

山
ブ
ド
ウ
で
あ
れ
ば
、
蔓
の
皮
を
剥は

い
で
水
に

浸
し
、
繊
維
に
沿
っ
て
８
㎝
の
幅
に
切
り
そ
ろ

え
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
て
作
っ
た
紐
を
編
み

上
げ
て
い
く
ん
で
す
。
と
は
言
っ
て
も
、
山
ブ

ド
ウ
の
蔓
の
皮
は
か
な
り
硬
い
。
こ
れ
を
隙
間

を
開
け
ず
に
び
っ
し
り
と
編
ん
で
い
く
の
は
力

が
い
り
ま
す
し
、
技
術
も
要
し
ま
す
。

―
―
青
木
さ
ん
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を

作
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

　

私
は
山
ブ
ド
ウ
細
工
を
得
意
と
し
て
い
て
、

大
中
小
と
サ
イ
ズ
の
異
な
る
籠
や
、
財
布
を
作

っ
て
い
ま
す
。
ヒ
ロ
ロ
細
工
の
大
雨
蓑
も
得
意

で
、
現
在
、
三
島
町
で
大
雨
蓑
を
作
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
私
一
人
だ
け
で
す
。

―
―
製
作
す
る
工
程
で
難
し
い
点
や
大
変
な
点
は
、

ど
こ
で
す
か
。

　

１
つ
目
は
、
材
料
と
な
る
自
然
の
樹
皮
や
草
が

ど
の
よ
う
な
作
品
に
適
し
て
い
る
か
判
断
す
る
こ

と
で
す
。
自
然
の
も
の
だ
か
ら
、
同
じ
樹
皮
で
も

微
妙
に
違
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
見

極
め
な
が
ら
何
を
作
る
か
考
え
る
の
が
難
し
い
。
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２
つ
目
は
、
山
ブ
ド
ウ
の
蔓
の
皮
を
水
に
浸

し
て
軟
ら
か
く
す
る
際
、
夏
は
カ
ビ
が
発
生
し

や
す
く
、
そ
れ
を
防
止
す
る
の
が
大
変
で
す
。

　

３
つ
目
は
、
自
分
自
身
の
「
技
」
不
足
か
ら
、

常
に
課
題
が
生
じ
る
点
で
す
。
10
個
作
っ
て
も
、

満
足
で
き
る
作
品
は
１
個
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

20
年
以
上
作
り
続
け
て
い
て
も
先
輩
方
の
作
品

の
レ
ベ
ル
に
は
届
か
な
い
も
ど
か
し
さ
を
常
に

感
じ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、

次
の
作
品
へ
の
意
欲
や
活
力
が
わ
い
て
く
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
青
木
さ
ん
は
伝
統
的
工
芸
品
産
業
振
興
協
会
の

認
定
伝
統
工
芸
士
で
も
あ
る
そ
う
で
す
ね
。

　

奥
会
津
編
み
組
細
工
は
平
成
15
年
、
２
０
５

番
目
の
伝
統
工
芸
品
と
し
て
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

各
伝
統
工
芸
品
の
技
術
者
は
試
験
に
合
格
す
れ

ば
「
伝
統
工
芸
士
」
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
す
が
、

12
年
以
上
の
実
務
経
験
が
な
け
れ
ば
受
験
資
格

は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

60
歳
で
山
ブ
ド
ウ
細
工
を
始
め
た
私
は
72
歳

の
時
に
よ
う
や
く
受
験
資
格
を
得
て
、
試
験
を

受
け
ま
し
た
。
全
国
一
斉
の
筆
記
試
験
を
パ
ス

し
、
試
験
官
立
会
の
下
で
行
わ
れ
た
実
技
試
験

に
も
合
格
し
て
、
伝
統
工
芸
士
と
し
て
認
定
さ

れ
ま
し
た
。
有
効
期
間
は
５
年
で
、
５
年
ご
と

に
研
修
や
講
習
会
を
受
講
す
る
と
更
新
さ
れ
ま

す
。
奥
会
津
編
み
組
細
工
で
は
、
現
在
10
名
が

伝
統
工
芸
士
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

―
―
や
り
が
い
を
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
ど
ん
な
時
で

す
か
。

　

自
分
が
満
足
で
き
る
作
品
を
完
成
さ
せ
た
時

や
、
そ
の
作
品
を
買
っ
た
方
が
喜
ば
れ
た
り
大
事

に
使
わ
れ
て
い
る
姿
を
見
た
時
で
す
。

―
―
青
木
さ
ん
が
今
日
ま
で
奥
会
津
編
み
組
細
工
を

続
け
ら
れ
て
い
る
理
由
は
何
だ
と
お
考
え
で
す
か
。

　

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
作
り
手
同

志
が
お
互
い
に
励
ま
し
合
い
、
作
品
の
良
さ
を

認
め
合
い
な
が
ら
、
そ
の
技
術
を
身
に
つ
け
て

い
く
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

作
品
展
で
入
賞
で
き
た
こ
と
も
自
信
に
つ
な
が

り
ま
し
た
し
、
お
客
様
が
作
品
を
認
め
て
買
っ

て
く
だ
さ
っ
て
現
金
収
入
が
得
ら
れ
る
こ
と
も

続
け
ら
れ
て
い
る
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
今
後
や
り
た
い
こ
と
は
何
で
す
か
。

　

私
が
今
一
番
力
を
入
れ
て
い
る
の
は
、
工こ

う

人じ
ん

（
職
人
）
の
育
成
で
す
。
指
導
し
た
工
人
が
私
よ

り
も
良
い
作
品
を
作
り
上
げ
た
時
は
、
尊
敬
の

念
を
覚
え
る
と
と
も
に
嬉
し
く
な
り
ま
す
。

　

町
で
は
長
年
も
の
づ
く
り
の
文
化
を
後
世
に
も

伝
え
て
い
く
「
生
活
工
芸
運
動
」
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
私
も
傘さ
ん

寿じ
ゅ

を
過
ぎ
力
は
弱
く
な
っ
て
き

ま
し
た
が
、
健
康
を
維
持
し
な
が
ら
生
活
工
芸
運

動
に
労
力
を
惜
し
ま
ず
注
い
で
い
き
た
い
で
す
ね
。

―
―
最
後
に
読
者
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

趣
味
と
実
益
を
兼
ね
た
も
の
づ
く
り
と
い
う

も
の
は
、
そ
う
簡
単
に
出
合
え
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
定
年
後
に
も
の
づ
く
り
を
し
た
い

の
で
あ
れ
ば
、
若
い
頃
か
ら
念
入
り
な
プ
ラ
ン

を
考
え
て
お
く
こ
と
を
お
薦
め
し
ま
す
。

―
―
お
話
し
頂
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

山ブドウ細工による手さげ籠。
硬い素材ながら、きっちり編
み上げられた堅牢なつくり

町のものづくり教室でも「伝統的技法を正しく伝える」ことを意識して指導
ヒロロ細工による大雨蓑。レインコートとしてだけ
でなく、厳しい冬の防寒具としても重宝されていた
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