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ふ
る
さ
と
再
発
見

　

皆
さ
ん
は
、大
正
琴
の
素
敵
な
音
色
を

聴
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。今
月
の
紹

介
は「
大
正
琴
城
内
会
」の
皆
さ
ん
で
す
。

　
大
正
琴
と
は
、左
手
で
鍵
盤
を
押
さ
え
、

右
手
で
弦
を
弾
い
て
演
奏
す
る
琴
の
こ
と

で
、こ
の
会
で
は
、パ
ー
ト
を
３
つ
に
分
け

て
合
奏
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
会
は
、約
７
年
前
に
発
足
し
、講
師

の
古
賀
寿
美
枝
さ
ん
を
中
心
に
会
員
は
10

人
。月
に
１・２
回
森
岳
公
民
館
で
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。童
謡
や
演
歌
、フ
ォ
ー
ク
、

季
節
に
合
っ
た
曲
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
曲
を

演
奏
し
、現
在
12
月
10
日
に
森
岳
公
民
館

で
開
催
さ
れ
る
森
岳
ふ
れ
あ
い
ま
つ
り
で

の
発
表
に
向
け
て
特
訓
中
で
す
。

　
楽
器
の
演
奏
は
難
し
い
と
思
わ
れ
が
ち

で
す
が
、大
正
琴
は
譜
面
が
読
み
や
す
く
、

演
奏
も
比
較
的
簡
単
で
取
り
組
み
や
す
い

そ
う
で
す
。

　
会
の
代
表
の
鵜
殿
寿
子
さ
ん
に
お
話
を

伺
う
と「
指
先
を
使
う
の
で
老
化
防
止
に
役

立
っ
て
い
ま
す
。全
員
で
演
奏
を
合
せ
て一つ

の
曲
に
す
る
の
が
魅
力
で
す
ね
。私
を
癒
し

て
く
れ
る
最
大
の
趣
味
で
す
」と
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、最
近
入
会
し
た
本
多
恵
美
子
さ

ん
は「
近
所
で
聞
こ
え
る
大
正
琴
の
音
色
が

好
き
で
、私
も
や
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し

た
。割
と
簡
単
に
演
奏
で
き
、今
で
は
大
正

琴
が
身
近
な
存
在
で
す
。会
員
の
年
齢
も

幅
広
く
、お
し
ゃ
べ
り
や
練
習
が
楽
し
み
で

す
」と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
初
め
て
の
人
で
も
大
歓
迎
だ
そ
う
で
す

の
で
、興
味
の
あ
る
人
は
見
学
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、鵜
殿

寿
子
さ
ん（
☎　
０
３
６
３
）へ
。

　

　
一
年
の
締
め
く
く
り
の
師
走
と
な

り
ま
し
た
。

　
大
晦
日
か
ら
元
旦
に
か
け
て
市
内

各
地
で
除
夜
の
鐘
を
聞
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
城
内
一
丁
目
、
島
原
商
業
高
校
北

側
に
あ
る
「
時
鐘
楼
」
で
も
、
森
岳

連
合
楽
生
会
の
お
世
話
に
よ
り
除
夜

の
鐘
が
突
か
れ
ま
す
。

　
こ
の
時
鐘
楼
は
、
延
宝
３
年
（
１

６
７
５
年
）
松
平
忠
房
公
が
当
時
の

領
地
で
あ
っ
た
豊
後
国
国
東
郡
の
職

人
・
藤
原
正
次
に
鐘
を
作
ら
せ
、
広

く
領
民
に
時
間
を
知
ら
せ
て
い
た
も

の
で
す
。

　
昔
は
線
香
の
燃
え
つ
き
具
合
で
時

を
計
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
係
の
者
は
不
寝
番
で
見
守
っ
た
と

い
う
こ
と
で
し
た
が
、延
享
２
年（
１

７
４
５
年
）
か
ら
は
時
計
を
基
準
に

し
て
鐘
を
突
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
こ
の
間
、
線
香
の
燃
え
方
に
ど
う

し
て
も
差
異
が
あ
っ
て
困
っ
た
話
や
、

不
寝
番
の
居
眠
り
、
鐘
の
突
き
忘
れ

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
話
が
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
時
の
鐘
と
し
て
広
く
親
し
ま
れ
て

い
た
こ
の
鐘
も
、
昭
和
19
年
（
１
９

４
４
年
）
太
平
洋
戦
争
の
影
響
で
供

出
さ
れ
あ
と
に
は
建
物
だ
け
が
残
さ

れ
ま
し
た
が
、
昭
和
55
年
（
１
９
８

０
年
）、
有
志
の
浄
財
に
よ
り
現
在

―
 

時 

鐘 

楼 ―

じ　

 

し
ょ
う　

ろ
う

の
よ
う
に
復
元
、
整
備
さ

れ
ま
し
た
。

　
鐘
の
銘
文
文
様
は
、
日

本
彫
塑
界
の
最
高
峰
で
あ

っ
た
北
村
西
望
氏
の
手
に

よ
る
も
の
で
す
。

　
長
い
年
月
を
経
て
、
今

も
残
る
時
鐘
楼
。
皆
さ
ん

も
大
晦
日
の
夜
に
除
夜
の

鐘
突
き
に
行
っ
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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