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好いたようにやるから
続けられるんだよな

　
味
の
あ
る
た
た
ず
ま
い

　

天
竜
区
二
俣
町
二
俣
に
あ
る
豆
腐
屋
「
ヤ
マ

チ
ョ
ウ
と
う
ふ
」。
閑
静
な
住
宅
街
に
位
置
す
る

こ
の
店
は
、
ど
こ
か
懐
か
し
い
風
情
の
シ
ャ
ッ

タ
ー
が
印
象
的
だ
。

　

ヤ
マ
チ
ョ
ウ
と
大
き
く
書
か
れ
た
シ
ャ
ッ
タ

ー
を
く
ぐ
り
店
に
足
を
踏
み
入
れ
る
。

　

す
ぐ
さ
ま
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
は
、
年

季
の
入
っ
た
機
器
が
並
ぶ
作
業
場
と
、
き
れ
い

に
積
み
上
げ
ら
れ
た
ト
レ
イ
。
側
面
に
は
「
長

尾
豆
腐
店
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
「
昔
は
長
尾
豆
腐
店
っ
て
名
前
だ
っ
た
ん
だ

よ
。
会
社
に
な
っ
た
と
き
に
、
長
尾
の
〝
長
〟

に
山
を
か
け
て
〝
ヤ
マ
チ
ョ
ウ
〟
に
な
っ
た
」

　

名
称
の
違
い
を
不
思
議
に
思
っ
た
私
に
教
え

て
く
れ
た
の
は
、
代
表
の
長な

が
お尾
吉よ
し
ま
さ正
さ
ん
。　

　

今
も
昔
も
、
変
わ
ら
ぬ
味
を
守
り
続
け
て
い

る
職
人
だ
。

　
早
朝
の
仕
事
始
め

　

仕
込
み
は
何
時
ご
ろ
か
ら
始
め
る
の
か
と
、

安
直
な
質
問
を
す
る
と
、
長
尾
さ
ん
は
「
朝
の

４
時
半
ご
ろ
か
ら
」
と
苦
笑
い
で
答
え
て
く
れ

た
。
豆
腐
屋
の
朝
は
早
い
。
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「
朝
、
普
通
の
豆
腐
と
油
揚
げ
用
の
タ
ネ
を
作

る
。
配
達
が
７
時
半
過
ぎ
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
間

に
合
う
よ
う
に
朝
は
早
い
。
豆
腐
を
自
分
と
息

子
と
従
業
員
さ
ん
で
こ
し
ら
え
て
、
油
揚
げ
は

息
子
の
お
嫁
さ
ん
が
作
っ
て
。
こ
れ
を
毎
日
。

豆
腐
屋
の
仕
事
は
結
構
き
つ
い
よ
」

　

腰
を
抑
え
る
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
し
な
が
ら
、

笑
顔
で
語
る
吉
正
さ
ん
。
豆
腐
作
り
は
想
像
以

上
に
重
労
働
だ
。

　

豆
腐
作
り
に
使
用
す
る
大
豆
の
量
は
、
１
日

で
お
よ
そ
50　

。

　

調
理
過
程
の
中
に
は
、
材
料
の
上
げ
下
ろ
し

や
機
械
の
操
作
な
ど
が
あ
り
、
体
に
負
荷
が
か

か
る
場
面
は
な
か
な
か
多
い
。

　
豆
腐
作
り
は
、
時
間
が
か
か
る

　
「
ヤ
マ
チ
ョ
ウ
の
豆
腐
は
、
味
が
濃
く
て
う
ま

い
ん
だ
」
と
、
同
僚
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　

市
販
の
も
の
と
比
べ
て
、
何
が
違
う
の
か
。

こ
っ
そ
り
吉
正
さ
ん
に
聞
い
て
み
た
。

　
「
さ
っ
き
も
言
っ
た
け
ど
、
豆
腐
作
り
は
と
て

も
シ
ン
プ
ル
。
豆
を
蒸
し
て
、
搾
っ
て
、
搾
り

汁
に
〝
に
が
り
〟
を
入
れ
て
、
型
に
入
れ
て
固

め
る
。
そ
れ
だ
け
な
ん
だ
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
は

こ
だ
わ
る
よ
ね
」

　

聞
け
ば
、
一
般
的
な
製
法
に
比
べ
て
、
豆
腐

を
固
め
る
時
間
を
長
く
と
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。

そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
材
料
の
配
合
も
変
え
て
い

る
よ
う
だ
。

　
「
油
揚
げ
用
の
タ
ネ
な
ん
か
は
、
９
時
間
以
上

プ
レ
ス
し
て
る
か
な
。
ふ
っ
く
ら
と
仕
上
が
ら

な
い
か
ら
。
他
の
豆
腐
屋
に
は
〝
よ
く
や
っ
て

る
ね
〟
な
ん
て
言
わ
れ
る
よ
」

　

納
得
の
い
く
商
品
を
作
り
出
す
た
め
に
、
精

魂
を
込
め
る
。

　

そ
う
や
っ
て
、
皆
に
愛
さ
れ
る
ヤ
マ
チ
ョ
ウ

の
豆
腐
が
作
ら
れ
て
き
た
。

　
好
き
な
よ
う
に
や
る
か
ら
続
け
ら
れ
る

　
「
こ
の
豆
腐
屋
は
自
分
で
３
代
目
に
な
る
ね
。

元
々
は
義
理
の
祖
父
が
中
区
の
助
信
で
や
っ
て

て
、
終
戦
後
に
天
竜
へ
来
た
。
当
時
は
二
俣
も
活

気
が
あ
っ
て
、
賑
や
か
だ
っ
た
と
の
こ
と
で
ね
」

　

当
時
は
久く

ね根
鉱
山
（
佐
久
間
町
大
井
）
や
、

峰み
ね
の
さ
わ

之
沢
鉱
山
（
龍
山
町
下
平
山
）
な
ど
で
採
掘

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ヤ
マ
チ
ョ
ウ
の
豆

腐
は
二
俣
以
外
に
も
配
達
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

　

そ
ん
な
歴
史
あ
る
豆
腐
屋
に
婿
入
り
し
た
吉

正
さ
ん
。
豆
腐
作
り
を
一
か
ら
学
ん
だ
と
の
こ

と
で
「
豆
腐
作
り
は
見
て
覚
え
た
」
と
、
笑
い

な
が
ら
当
時
の
様
子
を
教
え
て
く
れ
た
。

　
「
作
業
自
体
は
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
け
ど
ね
、

機
械
が
入
っ
た
り
し
て
、方
法
は
変
わ
っ
て
き
た
。

失
敗
も
あ
る
け
ど
、
自
分
好
み
の
味
を
目
指
し
て

作
っ
て
き
た
。好好

き

な
い
た
感
じ
で
作
っ
て
い
る
か
ら
、

続
け
ら
れ
る
ん
だ
よ
な
…
。
た
だ
、
嫌
だ
と
思
わ

ん
よ
う
に
、
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
る
よ
」

　

昔
な
が
ら
の
豆
腐
屋
家
業
を
、
今
日
も
ひ
た

む
き
に
続
け
る
職
人
。

　

こ
れ
ま
で
も
、
こ
れ
か
ら
も
。
皆
が
好
き
な

〝
味
〟
を
守
り
続
け
る
。
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▲テンポよく豆腐をパックに詰めていく

▲真剣な表情で作業に打ち込む吉正さん

kg


