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コーちゃん・オーちゃんの

「見つけた！豊岡元気人」
　
城
崎
麦
わ
ら
細
工
技
術
者
の
会
会
員（
6
人
）で
、
こ
の

ほ
ど
〝
完
成
版
〞「
麦
わ
ら
細
工
年
表
」を
出
版
し
た
達
者
な

男
性
を
紹
介
し
ま
す
。前ま

え

野の

治じ

郎ろ
う

さ
ん（
89
歳
）城
崎
町
湯
島

「
麦
わ
ら
細
工
年
表
」史
に

わ
が
人
生
を
重
ね
て

　

麦
わ
ら
細
工
職
人
の
前
野
治
郎

さ
ん
。
城
崎
町
史
の
編
集
が
進
む

こ
ろ
麦
わ
ら
細
工
だ
け
の
年
表
作

成
を
思
い
立
ち
ま
す
。「
合
い
間
に

ワ
ー
プ
ロ
で
打
っ
て
ほ
し
い
」と

町
役
場
の
町
史
担
当
者
に
原
稿
を

託
し
、
昭
和
58
年
2
月
初
版
発
行
。

57
歳
で
し
た
。

　

そ
の
後
版
を
重
ね
、
今
年
4
月

に
増
補
改
訂
さ
れ
た
第
五
版
で
は
、

年
表
に
加
え
、
麦
わ
ら
細
工
に
関

す
る
事
項
が
網
羅
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

8
月
に
開
か
れ
た「
麦
わ
ら
細

工
年
表
学
習
会
」で
の
語
り
に
加

え
、
前
野
さ
ん
の
歩
ん
で
き
た
道

を
紡
ぎ
ま
す
。

　

麦
わ
ら
細
工
は
約
3
0
0
年
前
、

江
戸
時
代
の
享
保
年
間（
1
7
1
6

〜
36
）に
誕
生
し
ま
し
た
。
因
州

（
鳥
取
県
）の
住
人「
半
七
」（
生
年
不

詳
〜
1
7
3
1
）と
い
う
人
が
、
湯

島（
城
崎
町
）に
来
訪
。
療
養
中
の

慰
め
に
、
ま
た
宿
賃
の
足
し
に
と

色
と
り
ど
り
に
麦
わ
ら
を
染
め
て
、

こ
ま
、
竹
笛
な
ど
の
玩
具
に
貼
り

付
け
、
店
先
に
並
べ
て
訪
れ
る
浴

客
の
土
産
に
し
た
の
が
始
ま
り
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
年
表
の
最
初
の
記
事

は
半
七
伝
説
の
約
百
年
前
。「
但
馬

 麦わら細工年表と図録を持つ前野さん江戸時代の麦わら細工店（協力:森貞淳一さん）

月２回公民館で｢麦わら教室｣の講師を

国
城
崎
か
ら
農
民
で
麦
わ
ら
細
工

を
よ
く
す
る
も
の
が
来
て
大
森

（
現
東
京
都
大
田
区
）に
住
ん
だ
」

と
い
う
大
田
区
史
に
掲
載
さ
れ
た

文
書
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。「
大

田
区
大
林
寺
の
過
去
帳
に
は
半
七

の
こ
ろ
と
同
じ『
享
保
年
間
』に
城

崎
の
記
述
が
あ
る
よ
う
で
す
」と
、

誤
り
か
正
し
い
の
か
さ
っ
ぱ
り
分

か
ら
な
い
と
首
を
ひ
ね
り
ま
す
。

　

宝
暦
13（
1
7
6
3
）年
に
発
刊

さ
れ
た
、
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク「
但た

ん

州し
ゅ
う

湯
島
道ど

う

中ち
ゅ
う

独ひ
と
り

案
内
」（
城
崎
文
芸

館
蔵
）に
は
麦
わ
ら
細
工
が
土
産
物

と
し
て
掲
載
。天
保
12（
1
8
4
1
）

年
作
の「
但た

ん

州し
ゅ
う

城
崎
名
所
麦む

ぎ

藁わ
ら

図
絵

【
写
真
参
照
】」に
、
に
ぎ
わ
う
店
頭

風
景
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

文
政
6（
1
8
2
3
）年
か
ら
5

年
間
日
本
に
住
ん
だ
シ
ー
ボ
ル
ト

が
数
十
点
の
麦
わ
ら
細
工
を
収
集
。

　
「
平
成
16
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の

博
物
館
で
そ
の
作
品
に
対
面
し
た

と
き
、
小
関
さ
ん
、
わ
し
ら
、
こ

れ
を
作
れ
る
か
な
ぁ
」と
江
戸
時

代
の
職
人
に
思
い
を
馳
せ
感
慨
ひ

と
し
お
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

前
野
さ
ん
の
紹
介
に
移
り
ま
す
。

　

中
国
天て

ん

津し
ん

で
終
戦
を
迎
え
た
前

野
さ
ん
。
戦
地
で
足
の
病
気
に
か

か
り
、
城
崎
の
医
者
に「
日
に
ち

薬
」と
言
わ
れ
、「
家
で
ぶ
ら
ぶ
ら

し
て
い
た
」と
い
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
見
か
ね
た
、
土
産
物
店

主
に「
他
の
無
職
の
若
者
6
〜
7

人
と
共
に
雇
わ
れ
、
麦
わ
ら
細
工

の
達
人
・
森
明
さ
ん
か
ら
教
え
を

受
け
た
の
が
21
歳
ご
ろ
だ
っ
た
」

と
振
り
返
り
ま
す
。
森
さ
ん
は
小こ

筋す
じ

師（
麦
わ
ら
細
工
の
デ
ザ
イ
ン

の
一
つ
。幾
何
学
模
様
の
指
導
者
）

で
、
前
野
さ
ん
も
小
筋
を
極
め
ま

す
。
花
鳥
風
月
な
ど
を
貼
る
模
様

師
か
ら
も
教
え
を
受
け
習
得
。
昭

和
37
年
に
独
立
開
業
し
ま
し
た
。

　

昭
和
50
年
代
に
、
テ
ー
プ
状
の

麦
わ
ら
を
同
時
に
数
本
、
任
意
の

幅
に
裁
つ
道
具
・
キ
カ
イ
を
改

良
。「
効
率
ア
ッ
プ
と
な
り『
革
命

的
だ
』と
言
わ
れ
た
」と
誇
ら
し
げ
。

ま
た
、
公
民
館
で「
麦
わ
ら
教
室
」

が
始
ま
り
講
師
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
一
番
の
課
題
は「
麦
わ
ら
の

入
手
先
」。
岡
山
県
笠
岡
市
か
ら

入
手
不
能
後
、
南
但
を
経
て
現
在

は
奈
佐
地
区
の
1
カ
所
。
来
年
は

出
石
で
栽
培
を
試
み
る
そ
う
で
す
。

　
〝
炬こ

燵た
つ

〞
の
上
に
作
品
を
置
い

て
眺
め
る
よ
う
な
余
裕
は「
ま
だ

な
い
。先
の
話
」と
の
こ
と
で
し
た
。

江
戸
時
代
・
麦
わ
ら
細
工
史

「
自
分
史
」と「
課
題
」を
語
る

春
炬
燵 

麦
藁
細
工 

桑
細
工 

京きょう
極ごく
杞き
陽よう

【参考文献】城崎町史、城崎文学読本、城崎物語［神戸新聞総合出版センター］ほか

小
関
寅
雄
さ
ん
。
技
術
者
の
会
の
一
人



▲演奏から楽しさが伝わってきます
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8
月
21
日
と
22
日
、
日
本
・
モ
ン
ゴ
ル
民
族
博

物
館（
但
東
町
中
山
）で
、
関
西
在
住
の
モ
ン
ゴ
ル

人
留
学
生
ら
と
地
元
小
学
生
が
交
流
す
る「
モ
ン

ゴ
ル
サ
マ
ー
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

交
流
を
通
じ
て
、
但
東
の
魅
力
を
発
信
し
、
子

ど
も
た
ち
に
国
際
感
覚
を
身
に
付
け
て
ほ
し
い
と

の
思
い
で
、
豊
岡
市
商
工
会
青
年
部
但
東
支
部
が

主
催
し
、
約
40
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
博
物
館
内
を
見
学
し
た
後
、
モ
ン

ゴ
ル
相
撲
を
体
験
し
、
移
動
式
住
居
・
ゲ
ル
を
組

み
立
て
ま
し
た
。
ま
た
、
夜
は
、
モ
ン
ゴ
ル
料
理

を
食
べ
、
花
火
を
楽
し
む
な
ど
、
両
国
の
文
化
を

満
喫
し
、
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。　

9
月
8
日
、
城
崎
温
泉
街
で
、
中
秋
の
名
月
に

合
わ
せ
て
月
見
飾
り（
主
催
：
豊
岡
市
商
工
会
城

崎
支
部
・
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
）が
行
わ
れ
ま
し

た
。
太
鼓
橋
と
七
つ
の
外
湯
に
は
団
子
と
ス
ス
キ

を
装
飾
。
ま
た
、
大
谿た

に

川
沿
い
に
は
影
絵
ボ
ッ
ク

ス
が
置
か
れ
、
観
光
客
の
目
を
楽
し
ま
せ
ま
し
た
。

　

鹿し
か

野の

勇
作
委
員
長
は「
温
泉
情
緒
の
あ
る
ま
ち

に
影
絵
ボ
ッ
ク
ス
な
ど
の
雰
囲
気
の
あ
る
も
の
を

加
え
、
観
光
客
を
も
て
な
し
た
い
」と
話
し
ま
し

た
。
神
戸
市
か
ら
家
族
3
人
で
遊
び
に
き
て
い
た

島
田
真
紀
さ
ん
は「
温
泉
街
で
、
浴
衣
を
着
て
歩

い
て
い
る
人
も
多
く
、
雰
囲
気
が
あ
っ
て
良
か
っ

た
」と
満
足
そ
う
で
し
た
。

モ
ン
ゴ
ル
サ
マ
ー
〜
夏
の
お
も
い
で
〜

国
と
世
代
を
超
え
た
熱
い
交
流
！

月
見
飾
り

中
秋
の
温
泉
街
で
う
っ
と
り

▲協力してゲルを組み立てる参加者たち

▲ベンチに腰掛け、月見を楽しむ観光客

神
鍋
の
風
の
よ
う
に
多
彩
に
魅
力
的
に

神
鍋
火
山
太
鼓 

〜
風か

ぜ

恋こ
い

〜

　

夜
の
神
鍋
高
原
に
楽
し
そ
う
な

太
鼓
の
音
が
響
き
ま
す
。
音
に
誘

わ
れ
旧
西
気
小
学
校
体
育
館
に
入

る
と
、
練
習
し
て
い
た
の
は「
神

鍋
火
山
太
鼓 

〜
風
恋
〜
」の
皆
さ

ん
。

　

名
前
の
由
来
を
尋
ね
る
と「
年

間
を
通
じ
て
い
ろ
ん
な
風
が
吹
く

神
鍋
高
原
を
イ

メ
ー
ジ
し
た
も

の
で
、
神
鍋
に

恋
し
て
ほ
し
い

と
い
う
気
持
ち

を
込
め
た
」と

の
こ
と
。

　

活
動
の
発
端

は
、
西
気
地
区

の
区
長
会
で
地

域
活
性
化
を
目

的
に
太
鼓
を
購
入
し
た
こ
と
。
太

鼓
を
使
っ
て
、
西
気
か
ら
神
鍋
全

体
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
に
な
り
、

平
成
23
年
の
2
月
に
結
成
し
ま
し

た
。
メ
ン
バ
ー
は
、
太
鼓
の
初
心

者
ば
か
り
で
し
た
が
、
文
化
祭
な

ど
で
太
鼓
の
指
導
を
し
て
い
た
田

村　

寛
さ
ん（
日
高
町
伊
府
）の
指

導
の
下
、
手
探
り
状
態
で
活
動
を

開
始
し
ま
し
た
。

　

太
鼓
は
初
心
者
で
も
、
神
鍋
を

元
気
に
発
信
し
た
い
と
い
う
思
い

は
誰
に
も
負
け
ま
せ
ん
。
経
験
不

足
を
熱
意
で
補
い
、
結
成
し
て
１

年
間
で
、
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
は

10
回
を
超
え
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
活
動
を
通
じ
て
知
り

合
っ
た
近
隣
の
太
鼓
団
体
や
、
神

戸
の
和
太
鼓
松
村
組
の

指
導
を
受
け
、
技
術
に

磨
き
を
か
け
、
今
で
は

地
元
の
イ
ベ
ン
ト
に
欠

か
せ
な
い
存
在
で
す
。

　

演
奏
に
対
す
る
こ
だ

わ
り
は
、
み
ん
な
で
楽

し
く
演
奏
す
る
こ
と
。

自
分
た
ち
の
音
楽
を
み

ん
な
で
研
究
し
て
作
り

上
げ
、
技
術
の
向
上
だ

け
で
な
く
、
自
由
な
発
想
で
音
楽

の
楽
し
さ
の
幅
を
広
げ
ま
す
。

　

今
後
は
、
正
統
な
太
鼓
の
演
奏

は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
楽
器
と
組
み

合
わ
せ
た
演
奏
も
行
い
た
い
と
の

こ
と
。
さ
ら
な
る
活
躍
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

　

見
学
や
出
演
の
依
頼
は
、
代
表

の
北
村
泳
子
さ
ん
ま
で
。
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