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太
平
洋
戦
争
後
に
元
軍
人
と
縁
談
が 

 

大
正
13
年
生
ま
れ
の
Ａ
子
さ
ん
は
、

七
人
兄
弟
姉
妹
の
末
っ
子
と
し
て
、
現
在

の
あ
き
る
野
市
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
戦
争

が
終
わ
っ
て
、
適
齢
期
を
迎
え
ま
し
た
が
、

当
時
は
男
性
が
多
数
戦
死
し
た
た
め
、
女

性
は
行
き
そ
こ
な
う
と
結
婚
で
き
な
く

な
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

Ａ
子
さ
ん
は
親
と
兄
嫁
の
関
係
を
見

て
、
跡
継
ぎ
の
男
性
の
と
こ
ろ
へ
は
嫁
に

行
き
た
く
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
「
同

じ
苦
労
す
る
な
ら
甲
斐
の
あ
る
苦
労
を

し
よ
う
。
一
番
初
め
に
正
式
に
結
婚
の
申

し
込
み
を
し
に
来
た
人
と
結
婚
し
よ

う
。
」
と
、
心
に
決
め
て
い
ま
し
た
。 

 

昭
和
23
年
２
月
、
Ａ
子
さ
ん
が
家
で

裁
縫
を
し
て
い
る
と
突
然
、
裏
の
お
ば
さ

ん
が
、
嫁
見
に
き
て
い
る
、
と
知
ら
せ
て

く
れ
ま
し
た
。
男
性
が
連
れ
を
伴
っ
て
裏

の
お
宅
を
訪
問
、
そ
の
後
、
Ａ
子
さ
ん
宅

を
訪
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
男
性
こ
そ
後

に
夫
と
な
る
熊
川
の
Ｂ
男
さ
ん
で
し
た
。 

Ｂ
男
さ
ん
は
元
軍
人
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
で
終
戦
を
迎
え
、
帰
国
後
は
実
家
の
農

業
を
継
い
で
い
る
方
で
し
た
。
こ
れ
が
見

合
い
だ
っ
た
の
か
、
と
Ａ
子
さ
ん
は
当
時

を
振
り
返
っ
て
い
ま
し
た
。 

 見
合
い
・
結
納
・
結
婚
ま
で
３
ヶ
月
以
内 

 

そ
の
後
、
お
二
人
の
縁
談
は
と
ん
と
ん

拍
子
に
進
み
、
同
年
２
月
26
日
に
結
納
、

３
月
29
日
に
結
婚
と
相
成
り
ま
し
た
。 

昔
は
「
三
月
掛
（
み
つ
き
が
け
）
は
良

く
な
い
」
と
言
わ
れ
、
見
合
い
か
ら
三
か

月
以
内
に
結
婚
、
あ
る
い
は
四
か
月
以
降

に
結
婚
す
る
と
い
う
し
き
た
り
の
よ
う

な
も
の
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
今
で
も
快

気
祝
い
は
三
月
掛
を
避
け
る
、
と
い
う
こ

と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

で
す
か
ら
Ａ
子
さ
ん
の
場
合
も
、
見
合

い
か
ら
結
婚
ま
で
三
ヶ
月
か
か
ら
な
い

と
い
う
こ
と
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ

た
よ
う
で
す
。 

 結
納
の
書
き
付
け
と
受
納
書 

結
納
は
Ｂ
男
さ
ん
、
Ｂ
家
の
仲
人
と
親

戚
代
表
が
結
納
の
品
々
と
結
納
金
を
持

っ
て
Ａ
家
に
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、
Ａ
家

で
は
前
も
っ
て
準
備
し
て
い
た
受
納
書

を
お
渡
し
し
て
、
結
婚
の
承
諾
を
し
た
そ

う
で
す
。 

Ａ
子
さ
ん
は
、
文
箱
か
ら
そ
の
時
の
目

録
と
（
写
真
１
）
と
受
納
書
（
写
真
２
）

を
出
し
て
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
目
録
は

Ｂ
男
さ
ん
が
自
筆
で
書
い
た
も
の
で
、
当

時
、
紙
の
な
い
時
代
に
、
そ
れ
は
上
質
な

和
紙
で
、
今
で
も
し
っ
か
り
と
し
て
い
ま

す
。
一
方
、
受
納
書
を
書
い
た
の
は
、
Ａ

家
の
仲
人
で
、
今
で
は
紙
が
痛
ん
で
お
り
、

Ａ
子
さ
ん
が
新
し
い
台
紙
を
裏
に
貼
っ

て
大
切
に
保
管
し
て
い
ま
す
。 

 嫁
迎
え
と
嫁
の
家
で
の
儀
式 

 

Ｂ
男
さ
ん
、
Ｂ
家
側
の
仲
人
、
そ
し
て

Ｂ
家
の
親
戚
代
表
が
Ａ
子
さ
ん
宅
を
訪

れ
、
嫁
迎
え
の
儀
式
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
際
、
Ｂ
男
さ
ん
の
両
親
は
Ａ
家
に
は

来
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

当
日
、
Ａ
子
さ
ん
は
自
ら
の
髪
で
、
地

元
の
髪
結
い
さ
ん
に
島
田
に
結
っ
て
い

た
だ
き
、
花
嫁
衣
装
を
身
に
ま
と
い
ま
し

た
。
そ
の
着
物
は
お
姉
さ
ん
か
ら
借
り
た

黒
留
袖
で
、
千
代
田
模
様
と
い
う
当
時
流

行
っ
た
図
柄
の
も
の
で
し
た
。 

儀
式
は
お
相
伴
（
し
ょ
う
ば
ん
）
と
い

う
人
が
進
行
を
取
り
仕
切
り
行
わ
れ
ま

し
た
。 

ま
ず
は
両
家
の
仲
人
か
ら
Ｂ
男
さ
ん
、

Ａ
子
さ
ん
の
紹
介
、
参
会
者
の
紹
介
な
ど

が
あ
り
、
そ
の
後
、
宴
席
が
は
じ
ま
り
ま

し
た
。 

宴
の
途
中
、
嫁
は
隣
組
の
お
ば
さ
ん
に

連
れ
ら
れ
て
、
ご
近
所
の
世
話
に
な
っ

た
家
や
友
人
宅
を
花
嫁
姿
で
挨
拶
ま
わ

り
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
座
敷
に
戻
っ
て

来
る
と
、
お
相
伴
が
「
嫁
が
帰
っ
て
来
ま

し
た
。
」
と
報
告
し
、
更
に
宴
は
続
き
ま

し
た
。 

宴
も
た
け
な
わ
と
な
り
大
中
小
の
二

組
の
盃
が
用
意
さ
れ
、
小
さ
い
盃
か
ら
順

番
に
酒
を
注
ぎ
、
Ｂ
男
さ
ん
は
Ａ
子
さ
ん

の
両
親
と
「
親
子
の
盃
」、
引
き
続
き
「
兄

弟
の
盃
」
、「
親
戚
の
盃
」
を
酌
み
交
わ
し

ま
す
。
最
後
に
両
家
で
そ
の
盃
を
酌
み
交

わ
し
ま
し
た
。
宴
席
は
２
時
間
位
か
か
り

ま
し
た
。 

 提
灯
持
っ
て
嫁
入
り 

嫁
迎
え
の
儀
式
が
滞

り
な
く
お
開
き
に
な
る

と
い
よ
い
よ
嫁
入
り
で

す
。
嫁
の
家
を
出
る
頃

に
は
夕
方
に
な
る
の
で
、

ど
ん
な
に
貧
し
い
家
で
も
家
紋
の
入
っ

た
提
灯
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

Ａ
子
さ
ん
と
Ａ
家
の
関
係

者
が
Ｂ
男
さ
ん
た
ち
の
案
内

で
、
嫁
入
り
の
た
め
に
Ｂ
家

に
向
か
い
ま
す
。
こ
の
時
、

Ａ
子
さ
ん
の
両
親
は
同
行
し

ま
せ
ん
で
し
た
。 

小
田
原
提
灯
の
よ
う
な
蛇

腹
に
畳
め
る
提
灯
を
い
く
つ

写真１  Ｂ家がＡ家に持っ

て来た結納の目録 

写真２ Ａ家からＢ家へ渡

した結納の受納書 

わ
た
し
の
く
ら
し 

地
域
の
歴
史
⑩ 

「
昔
の
嫁
入
り
や
結
婚
は
？
」 

 
―
今
回
は
、
昭
和
23
年
に
熊
川
に
嫁
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
Ａ
子
さ
ん
（
88
）
に
、

結
婚
当
時
の
話
を
伺
い
ま
し
た
。
― 
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か
灯
し
て
、
一

行
は
多
摩
川

を
現
在
の
睦

橋
の
あ
る
あ

た
り
の
仮
橋

で
渡
り
、
熊
川

ま
で
歩
い
て

い
き
ま
し
た
。

嫁
入
り
道
具

な
ど
は
リ
ヤ

カ
ー
に
載
せ

て
前
も
っ
て

運
ん
で
い
ま

し
た
が
、
一
時

間
く
ら
い
か

か
っ
た
そ
う

で
す
。 

 
 嫁

は
玄
関
か
ら
入
れ
な
か
っ
た 

 

Ｂ
家
に
到
着
す
る
と
Ａ
子
さ
ん
だ
け

が
勝
手
口
に
ま
わ
り
、
ワ
ラ
を
束
ね
て
少

し
燃
や
し
た
も
の
を
ま
た
い
で
、
家
の
中

に
入
り
ま
し
た
。
ト
ン
ボ
マ
タ
ギ
の
図

（
※
１
）
を
Ａ
子
さ
ん
に
お
見
せ
す
る
と
、

「
こ
れ
こ
れ
。
」
と
言
っ
て
、「
私
よ
り
後

に
生
ま
れ
た
昭
和
生
ま
れ
の
人
達
は
、
こ

ん
な
古
い
し
き
た
り
で
結
婚
式
を
し
た

人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
し
ょ
う
。
」
と

懐
か
し
そ
う
に
思
い
出
を
語
っ
て
く
れ

ま
し
た
。 

 

な
ぜ
、
玄
関
か
ら
入
れ
な
か
っ
た
の
か

を
、
Ａ
子
さ
ん
に
尋
ね
る
と
、
「
昔
は
男

女
の
区
別
が
厳
し
く
、
玄
関
は
位
が
高
い 

人
が
入
る
と
こ
ろ
で
、
嫁
の
位
は
低
か
っ

た
か
ら
で
は
な
い
か
」
、
ま
た
「
ト
ン
ボ

マ
タ
ギ
は
、
そ
の
家
に
尽
く
す
と
い
う
意

味
が
あ
っ
た
の
で
は
」
、
と
答
え
て
く
れ

ま
し
た
。 

 

婿
の
家
で
の
結
婚
式 

 

Ａ
子
さ
ん
に
結
婚
式
を
行
な
っ
た
部

屋
を
見
せ
て
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

奥
に
広
い
床
の
間
が
あ
り
、
左
手
に
廊
下

の
あ
る
６
畳
と
８
畳
の
二
間
続
き
の
和

室
で
す
。
廊
下
の
外
側
に
は
庭
が
あ
り
、

当
時
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な

錯
覚
に
陥
り
ま
し
た
。 

 
床
の
間
を
背
に
し
た
上
座
（
正
座
＝
し

ょ
う
ざ
＝
と
言
っ
た
そ
う
で
す
）
に
は
、

両
家
の
仲
人
二
人
が
座
り
、
廊
下
側
に
は
、

Ｂ
男
さ
ん
と
兄
弟
の
男
性
が
座
っ
て
い

ま
し
た
。 

 

向
か
い
側
に
は
Ａ
子
さ
ん
の
姉
や
兄
、

親
戚
代
表
等
が
座
り
、
床
の

間
と
反
対
側
の
下
座
に
は
、

お
相
伴
の
司
会
が
座
っ
て

い
ま
し
た
。
女
性
達
は
宴
席

の
支
度
を
し
て
い
ま
し
た
。

（
下
の
結
婚
式
で
の
席
図

を
参
照
） 

Ａ
子
さ
ん
が
座
敷
に
入

り
Ａ
家
側
の
真
ん
中
に
座

る
と
、
す
ぐ
に
三
三
九
度
の

「
夫
婦
の
盃
」
を
交
わ
し
ま

す
。
お
酌
は
両
親
の
揃
っ
て

い
る
子
ど
も
達
（
男
女
）
が

つ
と
め
た
そ
う
で
す
。 

そ
の
後
、
別
室
に
い
た
Ｂ

男
さ
ん
の
両
親
が
座
敷
へ
入
っ
て
き
て

「
親
子
の
盃
」
を
酌
み
交
わ
し
ま
し
た
。

盃
を
交
わ
し
終
わ
る
と
両
親
は
ま
た
別

室
に
戻
ら
れ
ま
し
た
。
続
い
て
「
兄
弟
の

盃
」
、「
親
戚
の
盃
」
を
酌
み
交
わ
し
ま
し

た
。 最

後
に
お
相
伴
が
「
あ
い
結
び
ま
し
て

…
…
。
」
と
挨
拶
し
な
が
ら
、
両
家
の
盃

を
交
換
し
あ
い
ま
し
た
。 

 

結
婚
式
で
は
、
「
お
し
ゃ
く
し
い
」
と

言
う
近
所
の
娘
さ
ん
が
来
て
い
て
、
皆
さ

ん
に
酒
を
注
い
で
い
ま
し
た
。
今
で
言
う

コ
ン
パ
ニ
オ
ン
の
よ
う
な
方
、
と
の
こ
と

で
し
た
。 

戦
後
間
も
な
く
の
結
婚
式
で
し
た
が
、

少
し
の
酒
と
尾
頭
付
き
の
お
膳
も
整
い
、

そ
の
時
代
な
り
の
格
式
あ
る
結
婚
式
だ

っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
ま
し
た
。 

 

  

嫁
の
お
茶 

 

宴
席
の
最
後
に
Ａ
子
さ
ん
は
花
嫁
衣

装
か
ら
、
母
親
が
機
を
織
り
、
染
物
屋
で

染
め
て
も
ら
っ
た
水
色
柄
の
着
物
に
お

色
直
し
し
、
そ
の
姿
で
近
所
の
人
が
入
れ

て
く
れ
た
お
茶
を
皆
さ
ん
に
お
給
仕
し

ま
し
た
。
熊
川
で
は
、
結
婚
式
の
最
後
に

行
う
「
嫁
の
お
茶
」
は
、
大
事
な
儀
式
だ

っ
た
よ
う
で
す
。
今
で
も
地
域
の
古
老
が

「
嫁
の
お
茶
飲
ん
で
、
け
え
ん
べ
え
」
な

ど
と
言
う
そ
う
で
す
。 

嫁
の
お
茶
で
滞
り
な
く
結
婚
式
が
お

開
き
と
な
り
、
三
々
五
々
と
参
列
者
が
帰

宅
し
ま
す
。
Ａ
子
さ
ん
と
Ｂ
男
さ
ん
は
Ａ

家
の
皆
さ
ん
を
自
宅
か
ら
100
ｍ
く
ら
い

先
ま
で
一
緒
に
見
送
り
ま
し
た
。 

 

写
真
は
昭
和
４
～
５
年
頃
の
熊
川

の
渡
し
。
渡
し
船
の
奥
に
架
橋
が

確
認
で
き
ま
す
。
出
展
『
写
真
で

た
ど
る
福
生
の
百
年
』
47
Ｐ
（
福

生
市
郷
土
資
料
室
） 

※１ トンボマタギの図 

 

出展：『福生市の民俗 人生儀礼 民家』福生

市文化財総合調査報告Ⅵ（福生市教育委員会） 

床の間 

廊
下 

庭 

結婚式での席図（Ａ子さんのお話から） 
○＝Ｂ家 ●＝Ａ家 

兄弟○ 

○
お
相
伴 

○
お
相
伴 

兄弟○ 

兄弟○ 

▲Ａ子さん（嫁） 

●姉 

●兄 

●親戚代表 

仲
人
○ 

仲
人
● 

Ｂ男さん（婿）△ ○仲人夫人 

●仲人夫人 

Ｂ男さんの両親 

（別室から親子

盃の時だけ） 
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結
婚
式
の
後
の
お
礼
や
里
帰
り 

 
結
婚
式
の
翌
日
、
夫
婦
は
近
所
の
お
ば

さ
ん
と
寺
や
神
社
に
挨
拶
に
行
き
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
翌
日
は
舅
と
Ａ
子
さ
ん
で

Ａ
家
の
仲
人
の
家
に
お
礼
に
行
っ
て
か

ら
、
Ａ
家
へ
挨
拶
に
い
き
ま
し
た
。
普
通

は
舅
姑
と
嫁
の
三
人
で
里
帰
り
し
て
、
親

同
士
が
対
面
し
た
そ
う
で
す
が
、
Ａ
子
さ

ん
の
場
合
は
姑
の
体
調
が
悪
か
っ
た
の

で
、
舅
と
二
人
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

そ
の
時
も
、
Ａ
子
さ
ん
は
結
婚
式
と
同

じ
よ
う
に
花
嫁
衣
装
に
な
っ
て
、
今
度
は

熊
川
の
髪
結
い
さ
ん
に
島
田
に
結
っ
て

も
ら
い
ま
し
た
。 

 

現
代
の
結
婚
式
は
、
ど
ち
ら
の
両
親
も

出
席
す
る
の
が
当
た
り
前
で
す
が
、
当
時

は
、
両
親
が
対
面
す
る
の
は
、
結
婚
式
が

終
わ
っ
て
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
こ
と
が
不
思
議
に
思
え
た
の
で
、

Ａ
子
さ
ん
に
尋
ね
る
と
、
「
昔
は
親
が
出

し
ゃ
ば
ら
な
か
っ
た
か
ら
。
」
と
答
え
て

く
れ
ま
し
た
。 

 

苦
労
あ
っ
て
の
今
が
あ
る 

 

Ａ
子
さ
ん
は
そ
の
後
、
家
事
だ
け
な
く
、

子
育
て
、
舅
や
姑
の
世
話
、
そ
し
て
家
業

の
農
業
を
夫
と
共
に
支
え
な
が
ら
働
い

て
き
ま
し
た
。
「
そ
の
苦
労
や
辛
抱
が
大

変
た
め
に
な
っ
た
。
」
と
し
み
じ
み
と
語

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

「
着
て
い
る
も
の
は
ボ
ロ
で
も
い
い

が
、
心
の
ボ
ロ
は
い
け
な
い
。
」
と
、
舅

か
ら
教
わ
っ
た
こ
と
を
今
で
も
大
切
に

し
、
健
康
で
元
気
に
頑
張
っ
て
い
ま
す
。 

お
話
を
聞
い
て
・
・
・ 

昔
は
、
結
婚
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
て

も
、
相
手
を
選
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
時
代

だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
特
に
戦
争

で
男
性
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
結
婚

を
望
ん
で
も
叶
わ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た

で
し
ょ
う
。 

ま
た
、
結
婚
式
に
玄
関
か
ら
入
れ
ず
、

ト
ン
ボ
ま
た
ぎ
と
い
う
儀
式
を
行
う
こ

と
な
ど
興
味
深
く
聞
き
ま
し
た
。
灰
に
な

る
ま
で
そ
の
家
に
尽
く
す
、
と
い
う
よ
う

な
誓
い
な
の
か
ど
う
か
、
そ
の
点
は
不
明

で
し
た
が
、
ま
る
で
戦
場
に
向
か
う
よ
う

な
決
死
の
覚
悟
が
強
い
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
さ
え
思
い
ま
し
た
。 
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※
１
ト
ン
ボ
ま
た
ぎ 

嫁
が
婿
の
家
に
入
る
と
き
は
台
所

か
ら
入
る
。
そ
の
時
、
麦
ワ
ラ
を
タ
イ

マ
ツ
状
に
束
ね
た
も
の
を
二
束
、
火
を

つ
け
て
消
し
、
そ
の
上
を
嫁
が
ま
た
ぐ
。

こ
れ
を
ト
ン
ボ
ま
た
ぎ
と
い
う
。
麦
ワ

ラ
は
組
合
の
男
の
人
が
二
人
で
持
ち
、

嫁
の
介
添
え
は
婿
方
の
仲
人
夫
人
が

す
る
。（
『
福
生
市
の
民
俗
』（
前
掲
書
）
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ペ
ー
ジ
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味噌作り講座の交流会 10 月 20 日に実施 

 
昨年度実施した講座 

「味噌がめ作りから始

める味噌作り」に参加

された 12 名の皆さん

が手づくり味噌を持ち

寄り、手前味噌自慢の

交流会がにぎやかに行 

われました。 

これには講師の皆さんも参加され、食べ頃にな

った味噌の味比べをしました。 

同じ材料を同じ大釜で茹でたにも関わらず、各

人が持ち寄った味噌の色や味は、いろいろでし

た。例えば、講師のＫさんがタッパ―で熟成した

味噌と参加者が陶器で熟成した味噌を比べると、

陶器で熟成した味噌の方が旨味や味の奥行きが

あると感じた方もいらしたようです。中でも、講

師のＴさんの味噌は、より黒く、味わいが深く、

皆さんの称賛の的でした。 

Ｔさんがこの日のために朝４時起きで炭火で

焼いたアユを肴に、味噌づくりの苦労話に花が咲

きました。 

来年１月に「大人のための食育」、「親子のため

の食育」講座で味噌作りをします。みなさん、奮

ってご参加下さい！ 

にぎやかに、手前味噌交流会 

『私』の茶碗でお茶を一服 

 

 10 月３日から始まった陶芸教 

室「手づくりの茶碗でお抹茶を 

めしあがれ」が 10 月 30 日に 

終了、最終回は完成した手づくり 

のお茶碗でお抹茶をいただきまし 

た。 

 全６回を終え、アンケートにこんな感想が寄せら

れました。「20 年以上も前に子供を連れてある講

座に参加しました。それ以来訪れる事のなかった白

梅会館、とてもなつかしく、そして、今回の陶芸教

室は最後まで素晴らしい企画でした。子育ても終 

わり、自分の時間を大切に使うためにも色々な講 

座に参加したいと思ってお 

ります。（50 代女性）」 

 初心者がいきなり抹茶茶 

碗は難しいのでは？との不 

安もありましたが、講師の 

丁寧なご指導のもと名（迷） 

品が完成。『私』の茶碗でい 

ただくお茶の味わいはまた 

格別でした。 

陶芸、お茶席をご指導い 

ただいた先生方に感謝申し 

上げます。 
※段取りの都合上、各自の茶

碗がならんでいます 

本焼きを終えた窯の中 




