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新
潟
県
十
日
町
市
に
暮
ら
し

て
い
る
染
織
家
・
岩
田
重
信
さ

ん
は
、
地
元
で
育
つ
草
を
採
り
、

そ
の
色
を
糸
に
染
め
こ
ん
で
い

る
。
「
色
に
は
季
節
が
あ
る
」

と
言
っ
た
岩
田
さ
ん
の
言
葉
が

気
に
な
っ
た
写
真
家
の
大
西
暢

夫
さ
ん
が
優
し
い
文
章
を
添
え

て
、
日
々
の
仕
事
ぶ
り
を
紹
介

し
て
い
る
。

「
僕
た
ち
が
忘
れ
か
け
て
い
る

暮
ら
し
方
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

そ
の
土
地
に
あ
っ
た
季
節
の
流

れ
に
沿
っ
た
生
活
―
。
岩
田
さ

ん
は
、
そ
の
当
た
り
前
を
繰
り

返
し
て
い
る
」
と
。

（
渡
辺
奈
美
）

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
東
京
・
パ

リ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
テ
ィ
マ
ラ

ソ
ン
を
、
三
浦
し
を
ん
・
あ
さ

の
あ
つ
こ
・
近
藤
史
恵
が
描
く
。

社
長
命
令
で
な
ぜ
か
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
シ
テ
ィ
マ
ラ
ソ
ン
に
出
場

す
る
こ
と
に
な
っ
た
主
人
公
・

広
和
。
し
か
し
走
り
た
い
と
願

う
ラ
ン
ナ
ー
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

は
お
お
ら
か
に
迎
え
て
く
れ
た
。

そ
し
て
世
界
中
の
ラ
ン
ナ
ー
を

魅
了
し
続
け
、
走
る
こ
と
の
喜

び
と
楽
し
さ
の
本
質
を
シ
テ
ィ

マ
ラ
ソ
ン
は
教
え
て
く
れ
る
。

ゴ
ー
ル
だ
と
思
っ
た
と
こ
ろ
が
、

実
は
次
の
何
か
の
ス
タ
ー
ト
地

点
だ
と
思
わ
せ
て
く
れ
る
。

（
酒
井
智
寿
子
）

今
月
の
お
す
す
め
本

今
月
の
お
す
す
め
本

2月の暦　遷座祭 
河西道雄   作 

三浦しをん・近藤史恵
あさのあつこ　著 

大西暢夫　写真・文

糸
に
染
ま
る
季
節

文
藝
春
秋

岩
崎
書
店

シ
テ
ィ
・
マ
ラ
ソ
ン
ズ

諏
訪
の
い
ろ
は
か
る
た

　
全
国
各
地
に
存
在
す
る
郷
土
か
る
た
。
多
く
は
絶
版
と
な
り
現
在

で
は
入
手
が
困
難
で
す
。
ふ
る
さ
と
の
財
産
「
諏
訪
い
ろ
は
か
る
た

（
信
濃
文
化
研
究
会
作
成
）
」
に
詠
わ
れ
た
か
る
た
を
紹
介
し
ま
す
。
（9）

諏
訪
の
い
ろ
は
か
る
た
（9）

　
狩
猟
が
生
活
の
方
法
で
あ
っ
た
時
代
は
、
弓
矢
が
必
需
品

で
あ
っ
た
。
や
が
て
武
士
が
現
れ
て
そ
の
弓
矢
は
兵
器
と
な

っ
た
。
と
く
に
信
濃
の
よ
う
に
名
馬
を
産
し
鹿
や
猪
な
ど
の

鳥
獣
が
多
く
い
た
と
こ
ろ
は
、
自
然
に
狩
猟
が
巧
み
と
な
り
、

そ
れ
が
す
ぐ
れ
た
武
技
に
な
っ
た
。
弓
に
は
梓
弓
と
真
弓
と

が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
丸
木
の
弓
で
あ
っ
た
。
梓
で
弓
を
造
っ
た
こ
と
は
「
古
事
記
」
の
古

い
話
に
も
あ
っ
て
、
大
昔
か
ら
信
濃
の
梓
弓
は
名
が
高
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も

諏
訪
の
梓
弓
は
、
八
ヶ
岳
山
麓
か
ら
の
も
の
で
材
料
の
梓
に
粘
り
が
あ
り
、
強
靱
で
あ
っ
た

と
い
わ
れ
る
。
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
に
千
二
百
張
、
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
に
は
千
四
百

張
の
梓
弓
が
信
濃
国
か
ら
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
献
上
さ
れ
た
梓
弓
は
、
や
が

て
九
州
太
宰
府
に
送
ら
れ
て
、
防
人
た
ち
に
渡
さ
れ
た
。
防
人
た
ち
は
当
時
の
諸
国
の
中
か

ら
選
ば
れ
た
勇
士
た
ち
で
あ
っ
て
、
信
濃
か
ら
も
は
る
ば
る
九
州
に
お
も
む
い
て
、
壱
岐
・

対
馬
な
ど
の
守
備
に
当
た
っ
て
い
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。

　
昔
の
諏
訪
湖
は
も
っ
と
大
き
く
、
八
ヶ
岳
の
麓
ま
で
続
い

て
い
た
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
小
さ
く
な
っ
て
、
そ
の
名
残
と

し
て
四
賀
の
底
無
し
の
池
な
ど
が
残
っ
た
。
こ
の
沼
の
主
は

い
た
ず
ら
も
の
の
河
童
で
、
通
る
旅
人
を
呼
び
止
め
て
は
、

ず
る
ず
る
と
池
に
引
き
ず
り
込
ん
で
は
食
べ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
噂
を
聞
い
た
諏
訪
藩
で
も
豪
勇
で
知
ら
れ
た
立
木
さ
ま
と
い
う
侍
が
「
拙
者
が
退
治
し

て
や
ろ
う
」
と
池
に
や
っ
て
来
た
。
河
童
は
相
手
の
計
略
を
知
ら
ず
い
つ
も
の
よ
う
に
声
を

か
け
て
来
た
。
「
ご
ざ
ん
な
れ
」
と
立
木
さ
ま
は
そ
れ
に
応
じ
て
手
を
握
る
や
否
や
、
馬
に

一
鞭
を
あ
て
て
駈
け
出
し
た
。
不
意
を
つ
か
れ
た
河
童
は
な
す
術
も
な
く
頭
の
皿
の
水
も
乾

き
、
神
通
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
哀
れ
に
思
っ
た
立
木
さ
ま
は
「
こ
れ
か
ら
悪
さ
を
す
る

な
よ
」
と
い
っ
て
許
し
て
や
っ
た
が
、
そ
の
時
、
河
童
が
命
を
助
け
て
も
ら
っ
た
お
礼
に
と

骨
接
ぎ
の
秘
法
を
教
え
、
立
木
さ
ま
は
代
々
骨
接
ぎ
の
医
師
と
な
っ
て
人
々
を
助
け
た
と
い

わ
れ
る
。
立
木
と
い
え
ば
、
骨
接
ぎ
の
代
名
詞
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
か
ら
だ
。

さぬ
防
人
に
か
か
せ
ぬ
信
濃
の
梓
弓

さ
き
も
り

ぬ
し

か
っ
ぱ

そ
う
ろ
う
そ
こ
な
し

い
け

し
な
の

あ
ず
さ
ゆ
み

主
は
河
童
に
て
候
底
無
の
池

～郷土かるたで故郷発見～

〜
町
図
書
館
か
ら
〜

無病息災願い、どんど焼き無病息災願い、どんど焼き

夜
明
け

新
緑
の
八
島
高
原

湖
上
ス
タ
ー
マ
イ
ン

秋
を
知
ら
せ
る
蓼
科
湖
畔 雪の北アルプス

リトグラフ版画で見るふるさと・信濃の四季


