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【岩美町本庄】
 山
やまもと

本和
かずこ

子さん

　

簡
単
な
気
持
ち
で
日
本
画
を
始
め
ま

し
た
が
、
と
て
も
難
し
く
悩
み
続
け
て

五
年
間
が
経
ち
ま
し
た
。
よ
う
や
く
感

じ
が
つ
か
め
て
何
を
描
こ
う
か
考
え
る

こ
と
が
楽
し
く
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、

今
回
賞
を
頂
き
大
変
喜
ん
で
い
ま
す
。

　
「
自
分
の
感
じ
た
も
の
を
表
現
す
る
こ

と
が
大
事
」
と
の
先
生
の
教
え
を
胸
に
、

も
っ
と
き
め
細
か
く
描
く
こ
と
が
こ
れ

か
ら
の
私
の
課
題
で
す
。

【
日
本
画
】
鳥
取
市
議
会
議
長
賞

孫ま
ご

た
ち

最
初
は
、
興
味
本
位
で
デ
ジ
タ
ル
カ

メ
ラ
を
買
っ
た
だ
け
で
し
た
が
、
三
年

前
か
ら
本
格
的
に
始
め
て
、
今
で
は
サ

ー
ク
ル
に
入
り
先
輩
の
影
響
を
多
い
に

受
け
て
い
ま
す
。

こ
の
頃
は
、
夕
日
ば
か
り
を
撮
影
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
日
、
レ
ン
ズ
の
交

換
を
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
レ
ン
ズ
越

し
に
見
え
た
風
景
に
ハ
ッ
と
な
り
、
思

わ
ず
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
り
ま
し
た
。
お

も
し
ろ
い
も
の
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

【
写
真
】
鳥
取
市
文
化
団
体
協
議
会
長
賞

夕ゆ
う
け
い景
撮さ
つ
え
い影

【河原町水根】
 倉
くらもち

持 修
おさむ

 さん

　

鳥
取
で
は
、
お
正
月
に

小あ

ず

き豆
雑ぞ

う

に煮

を
食
べ
る

の
、

な

ん

で

だ

ろ

～
？

鳥取のお正月では
一般的な小豆雑煮

　

県
外
の
人
た
ち
が
鳥
取
市
内
で

正
月
を
迎
え
て
一い

ち
よ
う様

に
驚
か
れ
る

の
が
、
こ
の
「
小
豆
雑
煮
」
の
習
慣

で
す
。
関
東
で
は
「
シ
ル
コ
」、
関

西
で
は
「
ゼ
ン
ザ
イ
」
と
い
う
の

が
、一
般
的
な
呼
び
方
で
し
ょ
う
。

　

博
物
館
や
民
俗
資
料
館
な
ど
で

組
織
す
る
「
鳥
取
県
歴
史
民
俗
資

料
館
等
連
絡
協
議
会
」
が
、
平
成

四
年
に
県
内
の
雑
煮
の
調
査
を
行

っ
て
い
ま
す
。
会
報
の
第
十
四
号

に
掲
載
さ
れ
た
中
間
報
告
に
よ
れ

ば
、
回
答
の
あ
っ
た
三
百
九
十
八

あ
る
が
故ゆ

え

に
、
何
か
特
別
の
効
果

が
有
る
よ
う
に
、
感
じ
ら
れ
た
の

が
始
め
だ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ

う
」（「
小
豆
の
話
」）
と
推
論
し

て
い
ま
す
。

　

雑
煮
は
も
と
も
と
、
神
に
供そ

な

え

た
食
物
を
皆
で
分
か
ち
合
う
「
ナ

オ
ラ
イ
」
と
い
う
儀
式
に
由
来
し

て
い
ま
す
。
新
た
な
年
の
始
ま
り

を
雑
煮
で
お
祝
い
し
な
が
ら
、
み

な
さ
ん
も
ど
う
ぞ
よ
い
お
正
月
を

お
迎
え
く
だ
さ
い
。

件
の
う
ち
約
50
％
の
人
が
、

正
月
元
日
に
小
豆
雑
煮
を
食

べ
る
と
答
え
て
い
ま
す
。
そ

の
う
ち
、
鳥
取
市
周
辺
の
海

岸
部
で
の
割
合
は
77
％
に
の

ぼ
り
ま
す
。
一
方
、
智
頭
町

や
用
瀬
町
、
若
桜
町
な
ど
、

山
間
部
で
は
味み

そ噌
味
や
醤し

ょ
う
ゆ油

味
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。『
日
本
民
俗
地
図
Ⅱ
』

（
文
化
庁
、
昭
和
四
十
六
年
刊
）

に
は
、
新
潟
県
、
石
川
県
、

京
都
府
、
兵
庫
県
、
島
根
県

な
ど
、
主
に
日
本
海
に
沿
っ

た
地
域
で
正
月
元
日
に
小
豆
雑
煮

を
食
べ
る
地
域
が
分
布
し
て
い
る

こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
食
習
慣
の

違
い
が
生
ま
れ
た
の
か
、
は
っ
き

り
と
し
た
理
由
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

民
俗
学
者
の
柳や

な
ぎ
た田

國く
に
お男

は
、
小

豆
は
特
別
な
日
と
普
段
の
日
と
の

境
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
食
物

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、

「
小
豆
の
赤
い
と
い
う
こ
と
が
、

他
の
食
物
に
は
見
ら
れ
ぬ
特
色
で お正月の小豆雑煮が分布する地域


