
                              
創
作
活
動
の
こ
と   

趣
味
で
十
年
ほ
ど
音
楽
活
動

を
し
て
い
ま
す
。
最
近
は
八
東

で
の
暮
ら
し
に
夢
中
に
な
っ
て

し
ま
い
頻
度
は
減
っ
た
も
の

の
、
私
と
し
て
は
珍
し
く
長
続

き
し
て
い
ま
す
。 先

日
、
縁
あ
っ
て
「
あ
の
手

こ
の
手
ま
つ
り
」
に
て
歌
わ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
仲
間
た

ち
と
数
曲
演
奏
し
ま
し
た
が
、

会
場
の
不
思
議
な
熱
気
と
一
体

感
が
と
て
も
心
地
よ
く
、
未
だ

に
思
い
返
す
ほ
ど
楽
し
か
っ
た

で
す
。
音
楽
を
含
め
、
創
作
活

動
は
誰
に
で
も
開
か
れ
た
世
界

で
あ
り
、
主
役
が
本
人
で
は
な

く
作
品
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
誰

も
が
一
緒
の
舞
台
に
い
ら
れ
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。 

協
力
隊
担
当
の
現
場
か
ら ＊

八
頭
町
発
見
伝
⑫
＊ ―

成
田
山
青
龍
寺 宝

物
殿
の
御
開
帳
― 今

年
も
早
い
も
の
で
、
来
月

に
は
ま
た
新
し
い
年
を
迎
え

ま
す
。
大
晦
日
の
午
後
十
一
時

を
過
ぎ
れ
ば
、
町
内
の
お
寺
か

ら
は
除
夜
の
鐘
の
音
が
聞
こ

え
て
き
ま
す
が
、
八
頭
町
下
門

尾
に
あ
る
「
成
田
山
青
龍
寺
」

で
は
、
除
夜
の
鐘
だ
け
で
な

く
、
国
指
定
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
「
持
国
天
立

像
」
と
「
多
聞
天
立
像
」
が
安

置
さ
れ
て
い
る
宝
物
殿
の
扉

が
開
か
れ
ま
す
。 持

国
天
立
像
と
多
聞
天
立

像
は
鎌
倉
時
代
に
作
ら
れ
た

も
の
で
、
仏
像
の
胎
内
に
は 
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地
域
に
は
大
小
様
々
な
課
題

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

も
し
か
し
た
ら
ア
ー
ト
と
い
う

も
の
は
、
そ
う
い
う
課
題
す
ら
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
変
え
る
力
が
あ
る

の
か
も
、
と
職
業
病
み
た
い
で
す

が
最
近
考
え
て
い
ま
す
。 松

下 
聡
子   

「
正
安
三
年
正
月
廿
五
日 
仏

師 
隆
円
造
」
と
墨
書
銘
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
仏
像
が

安
置
さ
れ
て
い
る
宝
物
殿
の
扉

は
、
正
月
三
ヶ
日
、
二
月
の
節
分

会
、
十
月
の
大
祭
、
そ
し
て
十
二

月
の
除
夜
の
鐘
の
折
に
の
み
開

か
れ
ま
す
の
で
、
年
末
年
始
に
は

ぜ
ひ
青
龍
寺
に
足
を
運
ん
で
ご

参
拝
下
さ
い
。 （

商
工
観
光
室 
田
中
） 


