
七郎愛用のギター
「瑞雲」（手前）と「古稀」

　
深
沢
七
郎
（
笛
吹
市
石
和
町
生
ま
れ

１
９
１
４
〜
1
9
8
7
）
は
、
「
　
山
節

考
」
「
笛
吹
川
」
「
み
ち
の
く
の
人
形
た

ち
」
な
ど
の
名
作
を
残
し
た
作
家
で
す
が
、

そ
の
生
涯
に
は
、
多
く
の
逸
話
が
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
1
9
5
8
年
発
表
の
「
言
わ
な
け
れ

ば
よ
か
っ
た
の
に
日
記
」
、
１
９
６
１

年
の
「
自
伝
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
で
は
、

幼
少
期
か
ら
文
壇
で
活
躍
す
る
ま
で
の

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
七
郎

み
ず
か
ら
が
様
々
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
こ
の
2
つ
の
随
筆
の
中
か

ら
3
つ
の
お
話
を
紹
介
し
ま
す
。

　
七
郎
は
石
和
尋
常
高
等
小
学
校
（
現
・

石
和
南
小
学
校
）
を
卒
業
す
る
と
、
１

９
２
６
（
大
正
15
）
年
4
月
、
県
立
日

川
中
学
校
（
現
・
日
川
高
等
学
校
）
に

入
学
し
ま
す
。
入
学
に
際
し
て
は
試
験

が
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
勉
強
を
し

な
か
っ
た
た
め
、
小
学
校
の
先
生
も
七

郎
自
身
も
受
か
る
と
は
思
っ
て
い
な
か

っ
た
そ
う
で
す
。
父
親
は
合
格
が
決
ま

る
と
、
小
学
校
の
先
生
に
、

「
ま
ぐ
れ
当
り
で
受
か
り
や
し
た
よ
」

と
お
礼
を
言
い
ま
し
た
。
七
郎
は
、
親

戚
の
人
た
ち
に
、
何
度
も
、

「
よ
く
う
か
っ
た
な
ー
」

と
言
わ
れ
る
の
で
、
父
親
の
真
似
を
し

て
答
え
た
の
で
す
が
、
「
ま
ぐ
れ
当
り
」

を
「
ま
ぐ
ろ
当
り
」
と
覚
え
て
い
た
の
で
、

笑
わ
れ
て
初
め
て
、
自
分
の
勘
違
い
に

気
が
つ
い
た
の
で
し
た
。

　　
「
笛
吹
川
」
を
発
表
し
て
間
も
な
く
、

七
郎
は
、
対
談
で
知
り
合
っ
た
小
説
家

の
石
坂
洋
次
郎
の
家
に
、
石
和
の
家
の

月
見
草
を
植
え
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
を

思
い
立
ち
ま
す
。
家
族
は
失
礼
で
は
な

い
か
と
心
配
し
ま
す
が
、

　
「
笛
吹
川
の
河
原
の
月
見
草
だ
か
ら
、

小
説
の
出
版
記
念
に
植
え
さ
せ
て
も
ら

う
の
だ
か
ら
」
と
、
勝
手
に
自
分
で
納

得
し
て
出
か
け
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
玄
関
の
前
に
立
つ
と
、
急

に
気
が
引
け
て
中
に
入
れ
ず
、
端
に
大

き
な
松
の
木
を
見
つ
け
る
と
、
庭
の
様

子
を
見
る
た
め
に
枝
を
登
っ
て
い
き
ま

し
た
。
飼
い
犬
の
鳴
き
声
に
気
づ
い
た

家
主
の
石
坂
洋
次
郎
が
、

「
そ
こ
に
い
る
方
は
、
何
を
し
て
い
る

の
で
す
か
?
」

と
声
を
か
け
ま
す
が
、
七
郎
は
、
自
分

と
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
、
空
を
見
な

が
ら
、

「
あ
の
…
、
鯉
の
ぼ
り
が
…
」

と
言
っ
て
、
黙
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

洋
次
郎
が
家
に
入
っ
た
の
を
確
認
す
る
と
、

七
郎
は
木
を
降
り
て
、
何
食
わ
ぬ
顔
で

玄
関
の
ベ
ル
を
押
し
、
月
見
草
を
植
え

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
石
坂
家
の
人
々

は
何
も
詮
索
せ
ず
に
七
郎
を
歓
待
し
て

く
れ
た
そ
う
で
す
。

　
最
後
は
、
七
郎
が
「
生
涯
の
た
つ
た

ひ
と
つ
の
武
勇
伝
」
と
記
し
て
い
る
お

話
で
す
。

　
七
郎
は
幼
い
頃
か
ら
患
っ
て
い
た
眼

病
の
た
め
、
小
学
生
の
時
に
は
、
右
眼

が
ほ
ぼ
失
明
状
態
で
し
た
が
、
二
十
歳

の
頃
に
、
約
2
カ
月
間
、
左
眼
も
見
え

な
い
状
態
に
陥
り
ま
し
た
。

　
そ
う
と
は
知
ら
ず
、
当
時
、
東
京
・

中
野
の
ア
パ
ー
ト
に
住
ん
で
い
た
七
郎
を
、

母
親
が
訪
ね
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
私
の
こ
と
を
一
番
心
配
し
て
く
れ
る
母
」

に
対
し
、
盲
目
に
な
っ
た
と
は
言
え
ず
、

滞
在
す
る
3
日
の
間
、
風
邪
を
引
い
た

と
言
っ
て
床
に
入
り
、
な
る
べ
く
母
の

留
守
中
に
用
を
足
す
な
ど
し
て
、
母
親

に
見
え
な
い
こ
と
を
気
づ
か
れ
る
こ
と

な
く
過
ご
し
た
そ
う
で
す
。
食
事
の
時
は
、

食
べ
た
く
な
い
と
言
っ
て
、
果
物
を
手

づ
か
み
で

食
べ
て
乗

り
切
り
ま

し
た
。

　
七
郎
は
、

「

打

ち

明

け
て
も
心
配
を
か
け
る
だ
け
で
、
な
る

べ
く
そ
の
心
配
を
お
く
ら
せ
よ
う
と
私

は
戦
つ
た
の
だ
つ
た
」
と
当
時
を
振
り

返
っ
て
い
ま
す
。

　
本
展
で
は
、
創
作
以
外
の
多
彩
な
側

面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
様
々
な
資
料

を
展
示
し
て
い
ま
す
。
愛
用
の
ギ
タ
ー
、

今
川
焼
屋
開
店
時
の
鉄
板
な
ど
、
ぜ
ひ
、

こ
の
機
会
に
御
覧
く
だ
さ
い
。

▼
関
連
講
演
会�

�○
演
題
　
奇
跡
の
文
学

○
日
時
　
10
月
16
日
（
日
）

　
午
後
1
時
30
分
〜
3
時

○
場
所
　
文
学
館
講
堂

○
講
師
　
中
沢
新
一（
思
想
家
・
人
類
学
者
）

○
定
員
　
5
0
0
名

※
電
話
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

▼
開
館
時
間
　
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
（
入

室
は
4
時
30
分
ま
で
）

▼
休
館
日
　
10
月
3
日
（
月
）
、
17
日
（
月
）

▼
観
覧
料

　
一
　
　
般
　
6
0
0
円
（
4
8
0
円
）

　
大
・
高
生
　
4
0
0
円
（
3
2
0
円
）

　
中
・
小
生
　
2
5
0
円
（
2
0
0
円
）

※
（
　
）
内
は
20
名
以
上
の
団
体
料
金
、

宿
泊
者
割
引
料
金
で
す
。

小
・
中
・
高
・
特
別
支
援
学
校
生
は

土
曜
日
は
無
料
。
県
内
の
65
歳
以
上

の
方
、
障
が
い
者
及
び
介
護
者
は
無
料
。

■
申
込
・
問
合
せ
先
　
県
立
文
学
館

　
☎
0
5
5
（
2
3
5
）
8
0
8
0

　
℻
0
5
5
（
2
2
6
）
9
0
3
2

�　
10
月
9
日
・
10
日
に
定
林
寺
で
行
わ

れ
る
二
子
塚
祭
典
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

す
。

　
定
林
寺
は
八
代
町
南
に
あ
る
日
蓮
宗

の
寺
で
す
。
文
永
年
間
（
1
2
6
4
〜

1
2
7
5
）
、
日
蓮
（
注
1
）
が
法
華
経
（
注

2
）
を
広
げ
る
た
め
に
現
在
の
定
林
寺

周
辺
を
訪
問
し
ま
し
た
。
地
蔵
堂
（
注
3
）

に
宿
泊
し
た
時
、
東
方
の
塚
よ
り
鬼
火

が
出
た
の
で
、
日
蓮
は
理
由
を
里
の
人

に
尋
ね
ま
し
た
。
里
の
人
か
ら
日
蓮
は

『
平
家
の
落
武
者
（
母
親
）
が
こ
こ
ま

で
来
て
、
二
子
を
身
ご
も
っ
た
ま
ま
亡

く
な
っ
た
』
『
塚
の
片
隅
に
埋
め
ら
れ

た
母
親
と
二
子
は
成
仏
で
き
ず
、
鬼
火

に
な
っ
た
』
と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
。

日
蓮
は
法
華
経
を
唱
え
母
親
と
二
子
の

霊
を
成
仏
さ
せ
、
二
子
鬼
子
母
神（
注
４
）・

延
命
地
蔵
菩
薩
（
注
5
）
を
こ
の
地
に
祀

り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
日
蓮
の
説
法
に
感
激
し
た

地
元
の
人
が
屋
敷
を
寺
に
改
め
た
の
が

定
林
寺
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
定
林
寺
の
二
子
塚
に
は
母
塚
と

子
塚
が
あ
り
ま
す
。
子
塚
に
は
市
の
天

然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
『
二
子

塚
の
サ
ワ
ラ
』
（
注
6
）
が
あ
り
、
子
授

け
の
霊
木
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

サ
ワ
ラ
の
洞
に
は
『
子
授
け
石
』
が
入

れ
て
あ
り
、
子
ど
も
を
産
み
た
い
女
性

は
『
子
授
け
石
』
を
持
ち
帰
り
、
身
に

付
け
て
い
れ
ば
懐
妊
す
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
懐
妊
し
た
女
性
は
『
子
授
け

石
』
を
洞
に
戻
す
そ
う
で
す
。

　
本
年
の
二
子
塚
祭
典
は
10
月
9
日
に

前
夜
祭
が
、
10
月
10
日
に
本
祭
が
行
わ

れ
ま
す
。
祭
典
の
日
だ
け
二
子
堂
で
『
二

子
鬼
子
母
神
像
』
と
『
延
命
地
蔵
菩
薩

像
』
が
開
帳
さ
れ
ま
す
。

　
前
夜
祭
で
は
五
重
塔
前
に
舞
台
が
設

け
ら
れ
、
境
内
で
『
稚
児
行
列
』（
注
7
）

が
行
わ
れ
、
『
天
童
献
舞
』（
注
8
）
が
舞

台
で
奉
納
さ
れ
ま
す
。

　
本
祭
で
は
昼
間
に
本
堂
か
ら
二
子
塚

ま
で
稚
児
行
列
が
行
わ
れ
、
本
堂
で
『
天

童
献
舞
』
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。

　
二
子
塚
祭
典
は
日
蓮
・
二
子
鬼
子
母

神
へ
感
謝
す
る
た
め
に
行
わ
れ
、
『
天

童
献
舞
』
は
『
子
授
け
・
安
産
へ
の
お

礼
』
と
し
て
奉
納
さ
れ
ま
す
。

注
1
　
日
蓮
　
鎌
倉
時
代
に
日
蓮
宗
を

起
こ
し
た
僧
。

注
2
　
法
華
経
　
『
大
乗
仏
教
の
教
典
』

の
こ
と
。
日
蓮
宗
で
は
『
題
目
を
唱

え
れ
ば
、
成
仏
へ
の
道
を
歩
め
る
』

と
し
て
い
ま
す
。

注
3
　
地
蔵
堂
　
日
蓮
が
泊
ま
っ
た
と

さ
れ
る
お
堂
。
地
蔵
堂
は
建
て
直
さ

れ
、
現
在
は
祖
師
堂
（
開
創
者
な
ど

の
位
牌
や
尊
像
を
祀
る
堂
）
が
建
っ

て
い
ま
す
。

注
4
　
鬼
子
母
神
　
子
ど
も
・
安
産
の

守
り
神
。
二
子
堂
の
鬼
子
母
神
は
二

子
を
抱
え
て
い
ま
す
。

注
5
　
延
命
地
蔵
菩
薩
　
安
産
・
延
命

に
利
益
が
あ
る
地
蔵
菩
薩
。
二
子
堂

の
延
命
地
蔵
菩
薩
像
は
石
で
造
ら
れ

て
い
ま
す
。

注
6
　
二
子
塚
の
サ
ワ
ラ
　
高
さ
約
17

m
。
山
梨
県
の
サ
ワ
ラ
で
は
、
最
大

ク
ラ
ス
で
す
。

注
7
　
稚
児
行
列
　
女
の
子
が
天
冠
（
か

ん
む
り
）
を
被
り
、
造
花
を
持
っ
て

行
進
す
る
行
列
。
日
蓮
宗
の
寺
院
で
、

日
蓮
の
命
日
等
に
行
わ
れ
る
例
が
多

く
あ
り
ま
す
。

注
8
　
天
童
献
舞
　
小
学
校
5
・
6
年

生
の
女
の
子
が
天
冠
を
被
り
扇
を
持

っ
て
舞
い
ま
す
。

※
今
回
の
『
笛
吹
市
探
訪
』
で
使
用
し
た
写
真
は

定
林
寺
よ
り
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ほ
け
き
ょ
う

ふ
た
ご

ふ

た

ご

き

し

ぼ

じ

ん

え

ん

め

い

じ

ぞ

う

ぼ

さ

つ

『二子塚のサワラ』

『天童献舞』

『本祭で行われた稚児行列』

に
ち
れ
ん

ま
つ

か
い
に
ん

ち
　
ご

だ
い
も
く

そ

し

ど

う

ふ
た
ご
づ
か

ち
�

ご

か
ぶ

て
ん
か
ん

ほ
う
の
う

て
ん
ど
う
け
ん
ぶ

だ
い
じ
ょ
う

う
ろ

れ
い
ぼ
く

ぶ
ん
え
い

え

ん

め

い

じ

ぞ

う

ぼ

さ

つ

さ
ず


