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11
月
３
日
は
、
明
治
天
皇
の
誕
生
日
に

あ
た
り
、
現
在
は
日
本
の
国
民
の
祝
日
で

あ
る
「
文
化
の
日
」
で
す
。

　

私
た
ち
は
外
国
人
と
交
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
し
か
日
本
文
化
を
意
識
す
る
事
は

あ
り
ま
せ
ん
。
他
者
と
出
会
う
事
で
し
か

自
分
の
国
柄
に
、
気
づ
く
事
も
出
来
な
い

も
の
な
の
で
す
。
外
国
語
を
学
ぶ
と
い
う

事
は
日
本
と
い
う
文
化
を
自
覚
す
る
為
に

必
要
な
、
他
者
と
出
会
う
ひ
と
つ
の
道
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
外
国
語
を
学

ぶ
子
ど
も
た
ち
に
期
待
し
た
い
事
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
地
球
上
の
様
々
な
言
語

世
界
は
、
私
た
ち
が
豊
か
に
生
き
る
た
め

に
、
こ
ん
な
に
も
多
様
な
姿
を
示
し
て
い

る
と
い
う
事
。
そ
の
複
雑
さ
に
対
す
る
畏

敬
の
念
を
、
音
声
の
響
き
の
中
に
感
じ

取
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
で
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
母
国
語
の
響
き
に
は
母
が
生
み
出

し
た
命
の
よ
う
に
み
ず
み
ず
し
い
も
の
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
外
国
人
が
話
す
日
本

語
に
新
鮮
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
、
私
も
こ

の
妹
背
牛
町
で
言
葉
を
愛
す
る
文
化
を
育

み
た
い
と
、
切
実
に
願
っ
て
い
る
皆
様
の

仲
間
の
一
人
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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　文化の日も近づいてきたということ
で、今回は日本の伝統楽器「箏」を体験。
妹背牛町文化連盟に所属する「小田社
中箏みやび会」の練習に参加し教えて
いただきました。翔たいむ
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こ
れ
が
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
で

す
。

　

筝
曲
と
し
て
代
表
的
な
「
さ
く

ら
」
を
教
え
て
い
た
だ
け
る
こ
と

に
な
り
、
弾
い
て
み
る
と
「
や
っ

ぱ
り
男
の
人
が
弾
く
と
力
が
あ
っ

て
音
が
良
い
ね
」「
覚
え
る
の
が
早

い
、
上
手
上
手
」
と
ほ
め
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
単
純
な
僕
は
と
て
も
い
い
気

分
で
曲
の
序
盤
ま
で
を
弾
き
き
り
ま
し
た
。

お
手
本
と
し
て
先
生
に
弾
い
て
も
ら
う
と
、

当
然
で
は
あ
り
ま
す
が
、
リ
ズ
ム
感
や
弦
を

弾
く
強
さ
が
と
て
も
心
地
よ
く
ス
テ
キ
な
演

奏
で
し
た
。
最
後
は
僕
の
つ
た
な
い
演
奏
に

合
わ
せ
て
い
た
だ
き
み
ん
な
で
合
奏
。
た
く

さ
ん
の
音
が
重
な
る
と
さ
ら
に
美
し
く
迫
力

も
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　

一
つ
の
楽
器
の
中
で
も
様
々
な
部
分
で
奥

深
さ
が
あ
る
ん
だ
な
ぁ
と
い
う
こ
と
が
箏
を

通
し
て
実
感
で
き
ま

し
た
。
小
田
社
中
は

11
月
３
日
に
行
わ
れ

る
町
文
化
祭
で
演
奏

を
披
露
す
る
予
定
。

あ
の
美
し
い
音
色
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま

す
。

　

小
田
社
中
は
生
田
流
師
範
の
小
田
弘
雅
さ

ん
が
主
宰
、
30
人
の
会
員
で
活
動
し
て
い
ま

す
。
江
戸
時
代
か
ら
の
長
い
伝
統
に
培
わ
れ

た
生
田
流
は
、
古
典
的
な
曲
だ
け
で
な
く
現

代
曲
も
取
り
入
れ
な
が
ら
、
日
々
音
の
世
界

を
模
索
し
、
稽
古
に
励
ん
で
い
ま
す
。

　

中
学
校
の
音
楽
の
授
業
で
箏
を
体
験
し
た

こ
と
が
あ
る
僕
は
、
な
ん
だ
か
懐
か
し
い
気

持
ち
で
練
習
場
所
に
到
着
、
ド
ア
を
開
け
る

と
す
ぐ
に
心
が
落
ち
着
く
よ
う
な
音
色
が
聞

こ
え
て
き
ま
し
た
。
音
楽
の
授
業
で
演
奏
し

た
も
の
は
１
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
だ
っ
た
の
に
対

し
、
今
回
の
箏
は
縦
に
す
る
と
僕
の
身
長
よ

り
も
高
く
、「
こ
れ
が
本
物
の
箏
か
」
と
再

認
識
し
ま
し
た
。

　

早
速
、
小
田
先
生
の
指
導
で
演
奏
を
し
て

み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
は
弦
を
弾
く

た
め
の
爪
を
付
け
ま

す
。
生
田
流
で
は
四

角
い
形
の
爪
を
使
用

し
、
角
を
使
っ
て
演

奏
し
ま
す
。
そ
の
た

め
、
弾
き
や
す
い
よ

う
に
箏
に
対
し
斜
め
に
座
る
の
だ
そ
う
で

す
。
こ
の
爪
は
演
奏
が
し
や
す
い
よ
う
ツ
ル

ツ
ル
と
し
て
い
ま
す
。
た
て
る
角
度
に
よ
っ

て
は
滑
っ
て
弦
を
弾
け
な
い
こ
と
も
あ
り
、

「小田社中箏みやび会」
生田流で使われる四角い爪

みなさんと合奏とても楽しかったです


