
　

手
と
足
で
ミ
シ
ン
を
巧
み
に

操
り
、
文
字
や
絵
を
生
地
に
刺

繍
す
る
日
本
独
自
の
技
法
「
手

振
り
刺
繍
」。
そ
の
文
字
や
絵

に
は
、
職
人
の
個
性
が
あ
り
、

ど
こ
か
温
か
み
が
あ
る
。
今
で

は
、
機
械
ミ
シ
ン
の
普
及
と
と

も
に
担
い
手
が
減
少
し
、
全
国

的
に
も
貴
重
な
存
在
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
技
術
を
使
い
、
40

年
以
上
市
内
の
小
学
生
の
赤
白

帽
に
名
前
を
刺
繍
し
て
い
る
人

が
い
る
。
中
央
商
店
街
に
あ
る

帽
子
店
「
の
う
ら
や
」
の
仮
屋

昭
子
さ
ん
、
75
歳
。

　
「
一
つ
一
つ
手
作
業
な
の
で
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
よ
う
に
同

じ
も
の
を
作
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
、
一
文
字
ず

つ
気
持
ち
を
込
め
て
大
切
に
刺

繍
し
て
い
ま
す
」。

　

手
振
り
ミ
シ
ン
は
、
足
元
の

ペ
ダ
ル
を
踏
む
強
さ
で
速
さ
を

調
節
し
、
右
膝
あ
た
り
に
つ
い

て
い
る
レ
バ
ー
で
振
り
幅
を
操

作
す
る
。
さ
ら
に
、
生
地
を
指

で
押
さ
え
な
が
ら
縦
横
斜
め
に

動
か
し
文
字
や
絵
を
刺
繍
す

る
。
こ
れ
を
同
時
に
行
う
の
だ

か
ら
、
ま
さ
に
熟
練
し
た
職
人

だ
け
が
成
せ
る
技
だ
。

　
「
ち
ゃ
ん
と
し
た
文
字
を
刺

繍
で
き
る
ま
で
、
３
年
は
か
か

り
ま
し
た
。
40
年
や
っ
て
い
て

も
、ま
だ
ま
だ
で
す
。
今
で
も
、

硬
筆
を
習
い
、
も
っ
と
上
手
に

刺
繍
で
き
る
よ
う
に
勉
強
は
欠

か
せ
ま
せ
ん
」。

　

店
を
手
伝
い
、
共
に
作
業
す

る
娘
の
海え
び
は
ら

老
原
妙た

え
こ子
さ
ん
は

「
私
も
20
年
や
っ
て
い
ま
す
が
、

母
の
技
術
に
は
、
到
底
追
い
つ

け
な
い
」
と
そ
の
技
術
力
の
高

さ
に
憧
れ
る
。

　
「
小
学
生
が
私
の
刺
繍
し
た

文
字
の
入
っ
て
い
る
帽
子
を

被
っ
て
い
る
こ
と
に
誇
り
を
感

じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、

元
気
な
限
り
続
け
て
い
き
ま

す
」。

　

も
う
す
ぐ
入
学
式
の
シ
ー
ズ

ン
。
新
し
く
小
学
校
に
通
い
始

め
る
新
入
児
童
の
た
め
に
、
今

日
も
、心
を
込
め
て
刺
繍
す
る
。

小
学
生
が
私
の
刺
繍
し
た
帽
子
を
被
っ
て

い
る
こ
と
は
誇
り
。元
気
な
限
り
続
け
ま
す
。

㊤ 「手をかけただけ、時間を
かけただけ、いいものができ
る。子どもたちのためにもっ
と頑張らないと」と笑顔を見
せる。㊦ 使用するミシンも
珍しく、今ではほとんど製
造されていない。「こまめに
油を差して大切に使ってい
ます」と仮屋さん。
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