
　
Ｑ
　
こ
の
仕
事
に
就
い

た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
気

持
ち
で
し
た
か
？

　
Ａ
　
小
さ
い
こ
ろ
か
ら

こ
の
仕
事
を
継
ぐ
と
思
っ

て
い
た
の
で
、
「
や
ら
な

く
ち
ゃ
」
と
い
う
気
持
ち

で
し
た
。

　
Ｑ
　
大
堀
相
馬
焼
の
良

さ
や
、
特
徴
は
な
ん
で
す

か
？

　
Ａ
　
青
ひ
び
や
馬
の

絵
、
二
重
焼
が
特
徴
で
す
。

二
重
焼
は
保
温
や
保
冷
の

効
果
が
あ
り
ま
す
。
寒
い

季
節
に
は
飲
み
物
が
冷
め

な
い
よ
う
に
す
る
も
て
な

し
の
心
が
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
ハ
ー
ト
形
の
穴
は

浜
千
鳥
を
表
し
て
い
て
、

先
祖
は
風
流
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。

　
Ｑ
　
東
日
本
大
震
災
の

時
は
ど
ん
な
思
い
で
し
た

か
？

　
Ａ
　
何
も
悪
い
こ
と
を

し
て
い
な
い
の
に
、
原
発

事
故
の
放
射
線
物
質
の
た

め
避
難
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
悔
し
く
て
涙
が
出
ま

し
た
。
町
外
に
避
難
し
て

い
る
時
に
、
車
に
傷
を
つ

け
ら
れ
る
な
ど
の
い
じ
め

を
受
け
ま
し
た
。
体
重
は

８
キ
ロ
も
痩
せ
て
し
ま
う

ほ
ど
苦
労
し
ま
し
た
。
で

す
が
、
浪
江
の
人
た
ち
の

応
援
や
、
「
大
堀
相
馬
焼

と
言
っ
た
ら
こ
れ
（
青
ひ

び
）
」
と
言
っ
て
も
ら
え

て
頑
張
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
Ｑ
　
こ
の
仕
事
を
続
け

る
う
え
で
、
課
題
は
あ
り

ま
す
か
？

　
Ａ
　
二
本
松
市
で
創
作

し
て
い
る
の
で
、
「
大
堀

相
馬
焼
と
呼
ん
で
い
い
の

か
」
と
思
い
ま
す
。
で
す

が
、
継
続
し
て
い
く
う
ち

は
大
丈
夫
だ
と
思
い
ま

す
。

　
Ｑ
　
継
承
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
い
。

　
Ａ
　
今
は
地
域
お
こ
し

協
力
隊
を
受
け
入
れ
、
後

継
者
の
育
成
に
力
を
入
れ

て
い
ま
す
。
無
理
に
や
っ

て
も
上
達
し
な
い
の
で
、

や
り
た
い
と
い
う
気
持
ち

が
あ
る
人
を
応
援
し
た
い

で
す
。

大堀相馬焼復興の
ため避難先の二本
松から週３回浪江
町に通う半谷さん

　
大
堀
相
馬
焼
（
お
お
ぼ
り

そ
う
ま
や
き
）
と
は
、
浪
江

町
大
堀
地
区
で
作
ら
れ
る
焼

き
物
の
名
前
で
、
３
０
０
年

以
上
の
歴
史
が
あ
り
、
相
馬

藩
士
の
半
谷
休
閑
（
は
ん
が

い
き
ゅ
う
か
ん
）
が
召
使
い

の
製
陶
の
技
術
を
見
込
ん
で

売
り
出
し
た
の
が
始
ま
り
と

言
わ
れ
て
い
る
。

　
大
堀
相
馬
焼
を
つ
く
っ
て

い
る
所
を
窯
元
と
い
い
、
幕

末
で
１
２
０
軒
あ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。
大
堀
相
馬
焼

の
特
徴
の
一
つ
目
は
「
走
り

馬
の
絵
」
だ
。
こ
れ
は
相
馬

藩
の
「
御
神
馬
」
（
ご
し
ん

ば
）
を
表
し
て
い
て
、
窯
元

や
そ
の
家
族
、
職
人
が
描
い

て
い
る
。
二
つ
目
は
「
青
ひ

び
」
だ
。
焼
き
物
の
素
材
と

釉
薬
（
ゆ
う
や
く
）
と
い
う

薬
品
の
収
縮
率
の
違
い
か
ら

入
る
ひ
び
の
こ
と
で
、
人
工

的
に
入
れ
て
い
な
い
た
め
同

じ
も
の
は
な
く
、
世
界
に
一

つ
だ
け
の
大
堀
相
馬
焼
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
三
つ
目
は

「
二
重
焼
」
（
ふ
た
え
や
き
）

だ
。
大
堀
相
馬
焼
は
底
が
二

重
に
な
っ
て
い
て
、
保
温
、

保
冷
の
特
性
が
あ
る
。
大
堀

相
馬
焼
は
１
９
７
８
年
２
月

６
日
に
国
の
伝
統
的
工
芸
品

に
指
定
さ
れ
た
。

　
取
材
に
訪
れ
た
「
陶
芸
の

杜
お
お
ぼ
り
」
は
震
災
前
は

多
く
の
観
光
客
で
に
ぎ
わ
っ

て
い
た
が
、
今
は
作
品
や
資

料
な
ど
の
展
示
を
し
て
い

る
。
建
物
の
外
の
壁
に
は
馬

の
絵
が
描
か
れ
て
い
た
。
南

相
馬
市
鹿
島
区
の
画
家
、
朝

倉
悠
三
（
あ
さ
く
ら
ゆ
う
ぞ

う
）
さ
ん
が
描
い
た
も
の
で
、

今
に
も
飛
び
出
し
て
き
そ
う

な
ぐ
ら
い
元
気
は
つ
ら
つ
と

し
た
絵
だ
っ
た
。

　
避
難
先
の
二
本
松
市
で
休

閑
窯
を
再
開
さ
せ
、
浪
江
町

に
通
っ
て
い
る
窯
元
の
半
谷

秀
辰
（
ひ
で
と
き
）
さ
ん
（
71
）

に
施
設
の
中
を
案
内
し
て
も

ら
っ
た
。
大
堀
相
馬
焼
を
つ

く
る
た
め
の
た
く
さ
ん
の
種

類
の
機
械
が
並
ん
で
い
た
。

粘
土
の
硬
さ
を
均
等
に
す
る

も
の
、
平
た
く
す
る
も
の
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
役
割
を

も
っ
て
い
る
。
「
昔
は
全
て

手
作
業
で
、
た
く
さ
ん
苦
労

し
た
が
、
今
は
機
械
の
お
か

げ
で
楽
に
な
っ
た
」
と
半
谷

さ
ん
は
語
っ
た
。

　
２
０
１
１
年
３
月
11
日
の

東
日
本
大
震
災
の
津
波
と
東

京
電
力
福
島
第
一
原
発
の
水

蒸
気
爆
発
事
故
で
、
放
射
線

量
が
高
く
な
り
、
体
に
害
が

及
ぶ
可
能
性
が
あ
っ
た
。
浪

江
町
の
住
民
は
町
外
避
難

し
、
各
窯
元
も
避
難
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

窯
元
の
数
は
、
震
災
前
は
22

軒
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
震

災
後
に
は
７
軒
ま
で
減
っ
て

し
ま
っ
た
。

　
「
陶
芸
の
杜
お
お
ぼ
り
」

は
二
本
松
市
で
仮
施
設
を
作

り
再
出
発
し
た
。
そ
の
時
、

浪
江
町
民
の
温
か
い
応
援
に

感
謝
し
て
、
浪
江
焼
き
そ
ば

を
盛
る
お
皿
を
住
民
に
６
０

０
皿
配
っ
た
。
２
０
２
３
年

６
月
に
は
元
の
場
所
で
再
開

し
、
大
せ
と
ま
つ
り
が
開
か

れ
た
。
現
在
残
っ
た
７
つ
の

窯
元
は
福
島
市
や
二
本
松
市

な
ど
で
避
難
を
続
け
な
が

ら
、
大
堀
相
馬
焼
を
作
り
続

け
て
い
る
。

　
大
堀
相
馬
焼
協
同
組
合
の

事
務
所
も
二
本
松
市
に
避
難

し
て
い
た
が
、
２
０
２
１
年

３
月
、
道
の
駅
な
み
え
内
に

完
成
し
た
「
な
み
え
の
技
・

な
り
わ
い
館
」
に
新
し
い
ギ

ャ
ラ
リ
ー
と
事
務
所
を
つ
く

っ
た
。
こ
こ
で
は
大
堀
相
馬

焼
の
窯
元
の
作
品
を
展
示
、

販
売
し
て
い
る
。
馬
が
か
わ

い
ら
し
く
描
か
れ
た
近
徳
　

京
月
窯
（
き
ょ
う
げ
つ
が
ま
）

の
フ
リ
ー
カ
ッ
プ
な
ど
も
並

ぶ
。

　
震
災
か
ら
13
年
、
大
堀
相

馬
焼
で
地
域
を
も
り
あ
げ
よ

う
と
い
う
思
い
が
う
か
が
え

る
。

　
伝
統
継
承
は
、
最
も
難
し

い
地
域
課
題
の
一
つ
だ
と
考

え
る
。
技
術
の
継
承
に
は
膨

大
な
時
間
が
か
か
り
、
一
筋

縄
で
は
い
か
な
い
。
半
谷
さ

ん
も
作
り
始
め
た
当
初
は
、

う
ま
く
い
か
ず
に
苦
労
し

「
技
術
は
目
で
見
て
盗
め
」

と
言
わ
れ
た
そ
う
だ
。
大
堀

相
馬
焼
に
は
３
０
０
年
以
上

の
歴
史
が
あ
り
、
東
日
本
大

震
災
の
避
難
で
浪
江
町
を
去

る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
立
ち

上
が
っ
た
の
は
、
伝
統
的
工

芸
品
で
あ
る
大
堀
相
馬
焼
を

後
世
ま
で
伝
え
た
い
と
い
う

思
い
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
取

材
を
通
し
て
、
大
堀
相
馬
焼

が
ど
れ
だ
け
地
域
に
密
着
し

て
い
て
、
多
く
の
人
に
愛
さ

れ
て
い
る
か
を
実
感
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な

伝
統
的
工
芸
品
を
残
し
て
い

く
た
め
に
は
、
継
承
者
と
な

る
以
外
に
も
、
私
た
ち
の
よ

う
な
若
い
世
代
が
関
心
を
持

ち
、
注
目
を
向
け
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。（
渡
邉
柊
吾
）

朝
倉
悠
三
さ
ん
が
描
い
た
馬

の
絵
（
陶
芸
の
杜
お
お
ぼ
り
）

震災前に存在した窯元
の名前を記した地図

大堀相馬焼の湯呑み
茶碗。三大特徴の馬
の絵、青ひび、二重
焼が愛されている

かわいらしい馬の絵
が描かれた大堀相馬
焼のフリーカップ

阿部紗也子（福島大付属小５年）

中津川千晴（原町一小６年）　

八木沼杏菜（平三中２年）　　

阿部琴美（石川義塾中２年）　

渡邉柊吾（福島高２年）


