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（
こ
れ
は
劇
研
「
空
」
会
報

二
十
号
の
一
部
で
す
）

石
見
銀
山
が
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
十
年
目
に
あ
た

り
、
そ
れ
を
記
念
し
て
、
今
回
は
石
見
銀
山
特
集
と
し
ま

し
た
。
発
表
の
様
子
を
写
真
を
中
心
に
記
録
と
し
て
ま
と

め
、
参
考
の
た
め
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
載
せ
ま
し
た
。

大
田
市
民
会
館
の
中
ホ
ー
ル
の
椅
子
は
百
席
準
備
し
ま

し
た
が
、
前
売
り
券
や
整
理
券
は
発
行
し
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
お
客
様
の
人
数
を
最
高
八
十
人
、
六
十
人
な
ら
成
功

と
勝
手
に
予
測
し
て
い
ま
し
た
。

結
果
は
六
十
五
人
（
招
待
者
を
含
む
）
で
し
た
。

朗
読
す
る
テ
キ
ス
ト
を
探
す
の
は
い
つ
も
の
こ
と
な
が

ら
大
変
で
す
。
発
見
や
感
動
が
あ
り
面
白
く
、
石
見
銀
山
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に
関
す
る
完
結
し
た
十
分
前
後
の
作
品
ー
そ
ん
な
作
品
は

先
ず
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
目
標
に

創
作
す
る
の
が
ベ
ス
ト
で
す
。

「

」

幸
い
な
こ
と
に
平
成
二
十
年
に

石
見
銀
山
語
り
の
会

が
仁
摩
地
域
ま
ち
つ
く
り
委
員
会
の
助
成
を
受
け
て
二
冊

。「

」

の
本
を
出
版
し
て
お
ら
れ
ま
し
た

銀
山
も
の
が
た
り

「
銀
山
も
の
が
た
り

つ
づ
き
」
で
す
。
こ
の
中
か
ら
作

成
に
も
尽
力
さ
れ
た
勝
部
良
子
さ
ん
、
竹
下
ち
と
せ
さ
ん

に
朗
読
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
尾
村
七
恵
さ
ん
の
原
画

も
展
示
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
「
し
ま
ね
の
風
物
詩
」
や
「
島
根
年
刊
詩
集
」

な
ど
に
劇
研
「
空
」
の
洲
浜
が
石
見
銀
山
を
素
材
に
し
た

、

。

詩
を
発
表
し
て
い
ま
し
た
の
で

そ
れ
を
朗
読
し
ま
し
た

発
表
前
夜
の
リ
ハ
ー
サ
ル
の
と
き
、
司
会
を
お
願
い
し

て
い
た
高
野
久
代
さ
ん
か
ら
電
話
。

司会・解説・朗読と息を抜けない吉川礼子、

田中和子さん。写真は重要文化財「辻が花丁

子紋道服 。家康が銀山の安原伝兵衛に贈った」

もの。それをユーモアのある詩にして朗読。

止
む
を
得
な
い
緊
急
事
態
の
た
め
、
急
遽
、
司
会
・
解
説

を
吉
川
礼
子
、
田
中
和
子
さ
ん
二
人
に
お
願
い
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

」

第
一
部
「
朗
読
で
楽
し
む
石
見
銀
山

司
会
・
解
説
・
：
吉
川
礼
子

田
中
和
子

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
映
像
と
合
唱
「
早
春
の
仙
の

（
コ
ー
ラ
ス

サ
ウ
ン
ド
コ
ラ
ー
ジ
ュ

山
に
立
つ
」

作
曲

大
畑
世
利
子

作
詞

洲
浜
昌
三
）

･

『
銀
山
も
の
が
た

１

．「
石
見
銀
山
の
は
じ
ま
り
」･･

か
な
や
ま

朗
読
・・・
竹
下
ち
と
せ

り
』よ
り

・『
石
見
銀
山
要
集
』の
冒

２
．「
石
見
銀
山
旧
記
」
・・

「石見銀山のはじまり」を朗読する竹

下ちとせさん。図書館や学校などで朗

読の経験豊富。後ろの映像は尾村七恵

さんの原画を投影

１１５劇研「空」会報 号の一部 回朗読20171 20 8



- 2 -

１１５劇研「空」会報 号の一部 回朗読20171 20 8

群
読
・・・
松
本
領
太

山
本
和
之

頭
よ
り

山
尾
一
郎

３
．「
代
官

天
野
助
次
郎

大
屋
村
巡
視
の
ひ
と
こ

ま
」

作
・
和
上
豊
子

朗
読
・・・
和
上
豊
子

石見銀山の始まりを書き記した冒頭の部分を

原文で朗読。左から松本領太、山尾一郎、山本

和之のみなさん。原文は耳で理解するのには難

しい言葉もありますが、無駄がなく口調がよく

リズムがあり心地よい響きがあります 、。

「代官・天野助次郎 大家村巡視のひとこま」和

上豊子さんは、実際に大家村に残っている伝承

や記念碑などを現地で調べ、随筆風に書き、朗

読されました。天野代官は大森代官の中でも井

戸平左衛門とともに名代官といわれています。

４
．「
上
野
代
官
借
金
騒
動
記
」・

作
・
伊
藤
靜
稔

講
談
・・・
伊
藤
靜
稔

『
銀
山
も
の
が
た
り

』
よ
り

５
．「
お
ツ
ル
の
話
」・

つ
づ
き

か
な
や
ま

朗
読
・・・
勝
部
良
子

伊藤静稔さんの講談。伊藤さんは

石見銀山を素材にした数々の講談の

台本を書き、語ってこられました。

キャリア十分。大田に数少ないアマ

チュアー講談師として貴重です。

「おツルの話」は石見銀山に伝わってい

る伝承です 「銀山ものがたり」の本は平。

成 年に刊行されましたが、勝部さんは21

会の代表として尽力されました。

ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

Ⅰ
今
回
の
公
演
に
つ
い
て
全
体
的
な
感
想

が
あ
れ
ば
お
書
き
く
だ
さ
い
。

○
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
銀
山
が
描
き
出
し
て
あ
り
、
興
味
深
く

思
い
ま
し
た
。
十
周
年
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
だ
っ
た
思
い
ま

す
。
一
般
の
人
に
理
解
し
易
い
気
が
し
ま
し
た
。

○
朗
読
の
良
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
朗
読
を
聴
き
な
が
ら
そ
の
映

像
が
様
々
に
描
か
れ
、
心
和
む
時
間
に
な
り
ま
し
た
。

○
と
て
も
素
敵
で
し
た
。
も
っ
と
宣
伝
し
て
く
だ
さ
い
。
ポ
ス

タ
ー
と
か
。

○
オ
ペ
ラ
（
見
て
ま
せ
ん
け
ど
）
に
負
け
ず
お
と
ら
ず
の
内
容

だ
と
思
い
ま
す
。

○
毎
回
、
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
こ
と
が
企
画
さ
れ
、
楽
し

め
ま
す
。

○
石
見
銀
山
特
集
で
興
味
深
く
、
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
思
い

が
し
ま
し
た
。

○
大
田
市
に
住
み
、
今
年
は
よ
り
具
体
的
に
勉
強
さ
せ
て
い
た

だ
き
良
か
っ
た
で
す
。
感
謝
で
す
。

○
と
て
も
感
激
し
ま
し
た
。

○
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
沢
山
あ
り
・
興
味
深
か
っ
た
で
す
。

石
見
銀
山
の
歴
史
が
色
々
学
べ
て
良
か
っ
た
で
す
。

、

、

○
ス
タ
ッ
フ
の
方
そ
れ
ぞ
れ
の
演
技
で

連
携
が
す
ば
ら
し
く

よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
た
。

○
講
談
風
ア
レ
ン
ジ
あ
り
、
民
話
、
詩
吟
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
と

ん
で
い
て
、
と
て
も
楽
し
め
ま
し
た
。

○
朗
読
は
内
容
が
入
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
言
葉

も
聞
き
取
り
や
す
く
感
じ
ま
し
た
。

○
石
見
銀
山
遺
産
を
広
め
る
活
動
を
頑
張
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う

こ
と
を
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
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６
，
詩「
江
戸
か
ら
来
た
人
～
は
る
か
な
時
を
越
え

・

て
～

」
『
銀
山
も
の
が
た
り
』
よ
り
一
部
修
正

か
な
や
ま

詩
・

洲
浜
昌
三

朗
読
・・・
松
本
領
太

山
本
和
之

『
し
ま
ね
の
風
物

７
．
詩「
石
見
銀
山

五
百
羅
漢
」・・・詩

・

洲
浜
昌
三

詩
』よ
り

朗
読
・・・
澤
江
洋
子

井戸平左衛門は石見銀山の代官の中で

もトップの名代官として親しまれていま

す。大森には明治に建立された井戸神社

があり勝海舟自筆の額もあります。平左

衛門の一生を詩で、劇健「空」の 松本、

山本が朗読。余分な説明がない簡潔な表

現形式である詩は短時間で象徴的に一人

の人物像を浮かびあがらせます。

詩「石見銀山 五百羅漢」の朗読。澤江

「 」さんは長い間小学校などで 読み聞かせ

をしてこられたベテラン。昔大田にあっ

た「ロマン書店」を経営。文学通です。

市民会館文化講座「朗読で楽しむ名作・

古典」に参加。いろいろな文学情報や強

度の話をを聞かせてもらっています。

『
港
湾
の
詩
学
』

８
．
詩「
古
代
へ
還
っ
た
港

古
龍
」・・・

詩
・

洲
浜
昌
三

よ
り

朗
読
・・・
堤

浩
隆

『
島
根

９
．
詩「
家
康
っ
さ
ん
の
綿
入
れ
は
ん
て
ん
」・・・

詩
・

洲
浜
昌
三

年
刊
詩
集
』
よ
り朗

読
・・・
吉
川
礼
子

田
中
和
子

古龍は銀鉱石を積み出す最古の港

で「古龍千軒」ともいわれました。

その歴史を詩で朗読。堤さんは現在

リハビリ中ですが、前回に続いて挑

戦していただきました。

照明 音響 舞台などは 人 林、 、 （3
艦長、田村、押越）の会館スタッ

フの支援です。重要文化財の道服

にまつわる歴史やエピソードをユ

ーモアを交えて、劇研「空」の吉

川、田中が朗読しました。

○
小
ホ
ー
ル
で
の
マ
イ
ク
位
置
は
聞
き
づ
ら
い
。
も
う
少
し

離
し
て
い
た
い
。
本
来
、
生
の
声
で
楽
し
み
た
い
と
思
う

（
し
っ
か
り
声
を
出
て
る
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
）

○
銀
山
へ
足
を
は
こ
び
ま
し
た
が
、
銀
山
の
こ
と
を
あ
ま
り

知
ら
ず
に
行
っ
た
の
で
、
今
度
行
く
と
き
は
気
持
ち
が
ち

が
う
と
思
い
ま
す
。

○
す
ば
ら
し
か
っ
た
で
す
。
何
か
の
機
会
に
市
民
の
方
が
も

っ
と
多
く
聞
か
れ
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

○
と
て
も
よ
い
朗
読
で
し
た
。

○
自
分
の
知
ら
な
か
っ
た
石
見
の
歴
史
を
た
く
さ
ん
知
れ
て

良
か
っ
た
で
す
。

○
よ
い
企
画
で
し
た.

ス
ラ
イ
ド
は
興
味
を
そ
そ
か
れ
ま
し

た
。

○
と
て
も
聞
き
や
す
く
感
動
致
し
ま
し
た
。

○
良
い
企
画
だ
っ
た
と
思
う
。
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
に
良
い
話

だ
っ
た
と
思
う
。

○
十
周
年
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
み
ご
と
で
し
た
。

楽
し
み
に
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
す
ば
ら
し
い
演

劇
で
し
た
。

○
銀
山
に
つ
い
て
歌
あ
り
、
詩
あ
り
朗
読
、
と
い
う
と
て
も

バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
組
合
せ
で
大
変
面
白
く
時
の
経
つ

の
を
忘
れ
ま
し
た
。

Ⅲ
一
部
「
朗
読
で
楽
し
む
石
見
銀
山
」
で
感
想
や

コ
メ
ン
ト
が
あ
れ
ば
、
お
書
き
く
だ
さ
い
。

○
銀
山
は
大
森
の
こ
と
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
ん
な
形

だ
と
、
す
ご
く
親
し
く
思
っ
て
く
だ
さ
る
な
ぁ

（
大
田
市

、

全
体
と
し
て
の
石
見
銀
山
）
と
、
良
か
っ
た
で
す
。

○
石
見
銀
山
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
ま
り
ま
し
た
。
井
戸
平

左
衛
門
の
人
柄
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
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第
二
部
「
石
見
銀
山
民
謡
の
旅
」

劇
研
「
空
」
の
四
人
と
、
民
謡

「
要
の
会
」
の
み
な
さ
ん
、
そ
し

て
長
い
あ
い
だ
大
森
で
民
謡
や
詩

吟
な
ど
を
歌
っ
て
こ
ら
れ
た
河
村

富
久
子
さ
ん
と
の
コ
ラ
ボ
で
す
。

石
見
銀
山
や
銀
山
の
民
謡
を
寸
劇

で
面
白
お
か
し
く
紹
介
し
ま
し

た
。要

の
会
の
み
な
さ
ん
と
は
、
今

ま
で
に
サ
ン
レ
デ
ィ
大
田
や
迩
摩

高
校
、
大
森
な
ど
数
回
共
演
し
て

い
ま
す
が
、
今
回
の
新
作
台
本
で

の
コ
ラ
ボ
は
初
め
て
で
す
。

な
お

要
の
会

の
皆
さ
ん
は

日
本
民
謡
協
会
の

発

「

」

、

「

掘
民
謡
」
で
「
石
見
さ
ん
や
節
」
が
優
秀
賞
に
選
ば
れ
、

今
年
十
月
七
日
に
東
京
で
開
催
さ
れ
る
全
国
大
会
に
出
場

。

。

さ
れ
ま
し
た

大
田
市
に
と
っ
て
も
名
誉
あ
る
快
挙
で
す

島
根
日
々
新
聞
は
竹
腰
市
長
と
の
会
談
を
大
き
く
取
り
上

げ
て
い
ま
す
。

「
巻
き
上
げ
節
」「
石
見
銀
山
大
盛
の
歌
」「
金
堀
歌
」

民
謡
・
高
野

要

三
味
線
・
塩
見
妙
子

尺
八
・
河
上
史
郎

瓦
版
売
り
・
松
本
領
太

山
本
和
之
（
劇
研
「
空
」
）

詩
の
朗
読
・
吉
川
礼
子

田
中
和
子
（
劇
研
「
空
」
）

詩
吟
・

石
見
銀
山
感
懐
」

作
・

岡

義
美

「

吟
詠
・
河
村
富
久
子

も
作
成
し
ま
し
た
。
出
演
し

記
録
と
し
てD

V
D

て
い
た
だ
い
た
方
に
は
お
贈
呈
し
ま
す
が
、
希
望
者

。

が
あ
れ
ば
お
送
り
し
ま
す

民謡「要の会 。左から塩見妙子、高」

野 要、河上史郎のみなさん。身近で石

見銀山の民謡を聞いた人は少なく、張

りのある透き通るような声に感動され

た人がたくさんありました。

昨年 月、大森でユネスコ中国ブ12
ロック大会で、河村さんと、要の会

と劇研「空」は共演しました。退院

された後でしたが、伸びのある声で

最後を締めていただきました。

○
音
が
と
て
も
き
れ
い
で
、
よ
く
聞
こ
え
ま
し
た
。
生
徒
や
学

生
さ
ん
も
招
待
し
て
聞
か
せ
て
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

○
石
見
銀
山
に
つ
い
て
知
っ
て
る
よ
う
で
知
ら
な
い
こ
と
が
多

い
。
こ
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
聴
く
こ
と
は
勉
強

に
な
り
ま
し
た
。

○
朗
読
さ
れ
る
方
の
気
持
ち
が
入
っ
て
い
て
楽
し
ま
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。

○
代
官
・
天
野
助
次
郎
を
聴
い
て
、
大
屋
を
ゆ
っ
く
り
歩
い
て

み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

、

、

○
一
つ
の
テ
ー
マ
で
朗
読
さ
れ
る
の
は

よ
り
背
景
が
わ
か
り

良
か
っ
た
。

○
銀
山
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
よ
う
で
も
、
知
ら
な
い
こ
と
の

多
い
こ
と
。
奥
の
深
い
歴
史
物
語
で
す
ね
。
○
改
め
て
朗
読

の
効
果
を
知
り
ま
し
た
。
日
ご
ろ
の
皆
様
の
ご
努
力
に
敬
意

を
表
し
ま
す

（
少
し
耳
が
遠
く
な
り
ま
し
た
私
に
は
、
聞

。

き
取
り
に
く
い
部
分
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
）

○
ブ
ロ
グ
を
拝
見
し
て
も
、
余
り
に
も
控
え
め
なP

R

（
？
）
で

す
。
も
う
少
し
事
前
に
自
信
を
持
っ
てP

R

な
さ
っ
た
ら
と
思

い
ま
す
。
ガ
ン
バ
！

○
ま
だ
知
ら
れ
な
い
本
の
話
し
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
次

回
ま
た
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
石
見
の
国
の
歴
史
や
風
土
等
、
予
備
知
識
が
も
っ
と
あ
っ
た

方
が
も
っ
と
楽
し
め
る
と
思
う
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
司
会
の

コ
メ
ン
ト
）
が
長
す
ぎ
る
。
コ
メ
ン
ト
は
短
く
自
画
自
賛
に

な
ら
な
い
内
容
に
し
て
ほ
し
い
（
聞
き
づ
ら
い
）

○
「
お
ツ
ル
の
話
」
を
興
味
深
く
聞
き
ま
し
た
。
芋
代
官
の
お

話
、
お
二
人
の
声
が
と
て
も
マ
ッ
チ
し
て
素
敵
で
し
た
。

○
銀
山
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
よ
か
っ
た
で
す
。

、

。

○
朗
読
と
と
も
に

銀
山
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
聞
け
て
よ
か
っ
た

少
し
間
が
ほ
し
か
っ
た
で
す
。
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。

。

○
私
も
参
加
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た

で
も
年
で
す
ネ
ー

○
想
像
し
や
す
い
朗
読
で
し
た
。

○
昔
の
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
で
す
。

Ⅳ
第
二
部
「
石
見
銀
山
民
謡
の
旅
」
で
、
感
想
や
コ
メ

ン
ト
が
あ
れ
ば
、
お
願
い
し
ま
す
。

○
大
盛
り
行
列
の
映
像
、
説
明
と
歌
と
一
連
の
構
成
が
い
い
で

。

、

。

す
ネ
ェ

要
の
会
の
活
動

是
非
銀
山
を
紹
介
し
て
ほ
し
い

○
民
謡
で
感
じ
る
石
見
銀
山
も
ま
た
興
味
深
か
っ
た
で
す
。

○
と
て
も
よ
か
っ
た
で
す
。
あ
の
ま
ま
で
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス

に
な
り
ま
す
ね
。

○
音
楽
と
の
共
演
、
初

め
て
で
楽
し
く
聞
け

ま
し
た
。

○
ま
た
聞
き
た
い
で
す
。

○
透
明
感
が
あ
り
、
張

り
の
あ
る
声
に
感
動

し
ま
し
た
。

○
い
い
声
で
、
た
っ
ぷ

り
聞
き
ま
し
た
。

。

○
高
野
要
さ
ん
の
若
々
し
い
伸
び
や
か
な
お
声
は
す
ば
ら
し
い

又
の
機
会
に
又
聞
き
た
い
。
瓦
版
売
り
の
両
氏
の
演
技
は
堂

。

。

に
入
っ
て
い
て
楽
し
ま
せ
て
も
ら
い
ま
し
た

声
量
も
す
ご
い

○
久
ぶ
り
に
心
動
か
さ
れ
ま
し
た
。

○
生
の
歌
い
手
の
民
謡
、
久
ぶ
り
に
聞
か
せ
て
頂
き
、
伸
び
や

か
な
声
量
に
感
心
し
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
も
大
い
に
呼
び
覚
ま

さ
れ
ま
し
た
。

○
か
ぶ
れ
者
（
瓦
版
売
り
）
が
よ
か
っ
た
。
民
謡
も
と
て
も
よ

か
っ
た
。

○
初
め
て
で
す
が
分
か
り
や
す
か
っ
た
で
す
。

○
瓦
版
売
り
は
台
本
な
し
で
聞
き
た
か
っ
た
。
見
て
な
い
時
は

と
て
も
よ
か
っ
た
。
ゆ
っ
く
り
民
謡
が
聞
け
て
よ
か
っ
た
。

○
楽
し
い
内
容
で
し
た
。
笑
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
民
謡
、
す

島根日日新聞に詳しく紹介されま

した。記者は文化協会会長、石賀さ

ん。写真のベテランだけにベストシ

ーンをパチリ、チョイス。後日、大

田三中の劇（劇研「空」指導）高野

要さんが竹腰市長へ民謡全国大会出

場で挨拶に行かれた記事も掲載。

ば
ら
し
い
声
で
し
た
。

Ⅴ
今
後
取
り
上
げ
て
欲
し
い
作
品
な
ど
あ
り
ま
す
か
。

○
文
学
作
品

。

。

○
宮
沢
賢
治
の
作
品

数
人
で
会
話
を
楽
し
む
よ
う
な
作
品
を

○
研
究
テ
ー
マ
に
絞
ら
れ
な
い
作
品
に
も
取
組
み
幅
を
広
げ
れ

ば
客
層
も
広
が
る
の
で
は
？
も
っ
た
い
な
い
！

○
銀
山
の
負
の
面
。
宮
沢
賢
治

Ⅵ
今
回
の
公
演
以
外
の
こ
と
で
何
か
あ
り
ま
し
た
ら
自

由
に
お
書
き
く
だ
さ
い
。

○
中
ホ
ー
ル
前
方
に
時
計
が
欲
し
い
で
す
ね
。
後
壁
に
は
あ
り

ま
す
が
、
見
ら
れ
な
い
で
す
。

○
朗
読
劇
に
興
味
が
あ
り
「
空
」
の
活
動
を
見
せ
て
頂
き
に
来

ま
し
た
。

○
観
客
が
少
な
い
の
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
残
念
で
す
。

○
も
っ
と
朗
読
を
楽
し
め
る
工
夫
が
あ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

○
特
に
思
い
浮
か
び
ま
せ
ん
が
、
次
の
機
会
を
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
様
々
な
感
想
や
意
見
が
あ
り
ま
す

、
批
判
、
提

。

言
、
励
ま
し
、
喜
び
、
感
動
。
そ
こ
か
ら
色
々
な
こ
と

を
汲
み
取
り
ま
し
ょ
う
。
お
客
様
の
思
い
や
感
性
、
考

え
は
様
々
で
す
。
石
見
銀
山
に
詳
し
い
人
に
は
解
説
は

邪
魔
で
押
し
付
け
、
そ
う
で
な
い
人
に
は
理
解
の
助
け

に
な
り
ま
す
。
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
考
え
さ
せ
ら

れ
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
お
つ
か
れ
さ
ま
で
し
た
。
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