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― 平成の満徳寺（１）―　

　
明
治
維
新
と
縁
切
寺

 

明
治
維
新
の
変
革
は
、
縁
切
寺
に
も
重
大
な
影
響
を
も

た
ら
し
ま
し
た
。
と
く
に
徳
川
家
ゆ
か
り
の
寺
と
し
て
、
そ

の
手
厚
い
庇
護
を
受
け
て
き
た
満
徳
寺
は
、
幕
府
の
崩
壊
に

よ
っ
て
、
財
政
的
基
盤
を
失
い
ま
し
た
。
そ
し
て
一
八
七
〇

（
明
治
三
）
年
正
月
の
「
こ
う
」
の
事
例
を
最
後
の
駆
け
込

み
事
例
と
し
、
ま
た
同
年
八
月
武
州
榛
沢
郡
折
之
口
村
永
三

郎
妻
「
ま
ん
」
の
年
季
明
け
お
声
掛
か
り
の
事
例
を
最
後
の

離
婚
事
例
と
し
て
（
写
真
１
）、
そ
れ
以
後
、
縁
切
寺
の
機

能
は
も
と
よ
り
、寺
院
そ
の
も
の
の
存
続
す
ら
危
う
く
な
り
、

終
に
明
治
五
年
に
廃
寺
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
す
。

一
方
、
東
慶
寺
に
お
い
て
も
、
明
治
三
年
十
二
月
二
十
日

駆
け
込
み
、
九
日
後
に
内
済
離
縁
に
な
っ
た
「
た
よ
」
の
事

例
を
最
後
に
、
翌
明
治
四
年
以
降
事
実
上
縁
切
寺
の
機
能
を

停
止
し
て
い
た
の
で
す
が
、同
年
三
月
神
奈
川
県
に
対
し
て
、

縁
切
寺
法
の
存
続
許
可
を
願
い
出
て
、
な
お
積
極
的
に
縁
切

寺
の
制
度
維
持
を
計
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
願
い
は

明
治
政
府
に
容
れ
ら
れ
ず
却
下
さ
れ
、
縁
切
寺
と
し
て
の
東

慶
寺
は
完
全
に
そ
の
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
明

治
初
年
の
縁
切
寺
終
焉
に
あ
た
っ
て
の
両
寺
の

姿
勢
は
、
実
は
前
代
徳
川
幕
府
に
対
す
る
両
寺

の
独
立
性
の
強
弱
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
ま
す

が
、
ま
さ
に
両
極
端
を
な
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
、
徳
川
時
代
に
あ
っ
て
妻
の
離
縁
請

求
権
を
擁
護
す
る
縁
切
寺
と
い
う
特
殊
な
制
度

と
し
て
残
存
し
た
、
古
く
か
ら
の
寺
院
ア
ジ
ー

ル
（
避
難
所
）
は
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
完
全

に
否
定
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
明
治
維
新

の
変
革
は
、
当
然
離
婚
法
上
に
も
大
き
な
改
革

を
も
た
ら
し
、
明
治
六
年
五
月
十
五
日
に
太
政

官
第
一
六
二
号
布
告
が
発
布
さ
れ
ま
す
。
こ
れ

に
よ
っ
て
「
や
む
を
え
ざ
る
事
故
が
あ
っ
て
離

縁
を
請
う
も
夫
が
こ
れ
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
」
と
き

は
、妻
は
「
人
民
自
由
の
権
理
」
を
護
る
た
め
、

裁
判
所
に
離
婚
の
訴
え
が
で
き
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
こ
に
、
妻
の
離
婚
請
求
権
は
全
面

的
に
容
認
さ
れ
る
に
い
た
る
わ
け
で
す
が
、
こ

れ
は
離
婚
法
上
大
局
的
に
み
れ
ば
、
縁
切
寺
の

終
焉
の
延
長
上
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
り
ま

【写真 1】「まん」吟味願書（部分）－満徳寺から岩鼻県あて－
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し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
縁
切
寺
の
禁
止
を
も
っ
て
、
徳

川
時
代
に
終
わ
り
を
告
げ
、
明
治
六
年
の
太
政
官
第
一
六
二

号
布
告
を
も
っ
て
、
離
婚
法
上
の
明
治
維
新
を
迎
え
た
と
い

え
ま
す
。

　
全
町
史
跡
公
園
化
構
想
と
満
徳
寺

満
徳
寺
が
所
在
し
た
の
は
上
州
勢
多
郡
新
田
庄
徳
川
郷
で

す
。
周
り
中
が
新
田
郡
に
も
関
わ
ら
ず
、
徳
川
村
が
徳
川
家

と
ゆ
か
り
の
あ
る
特
別
な
村
で
あ
る
こ
と
を
、
中
世
的
な
住

所
表
記
に
こ
め
て
い
ま
す
。
四
五
〇
石
の
御
朱
印
地
だ
っ
た

の
で
す
か
ら
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
す
。
町
で
は
歴
史
と
文

化
の
か
お
り
豊
な
町
全
体
を
史
跡
公
園
化
す
る
構
想
の
も
と

に
、
岩
松
尚
純
連
歌
の
里
、
禅
文
化
発
祥
の
里
、
中
島
飛
行

機
王
の
里
、
あ
か
が
ね
街
道
と
尾
島
宿
の
里
、
大
館
と
新
田

触
れ
不
動
の
里
と
な
ら
ん
で
「
縁
切
寺
満
徳
寺
の
里
」
の
整

備
に
臨
ん
だ
の
で
す
が
、
当
初
は
旧
本
堂
を
取
り
壊
し
、
そ

の
跡
地
に
総
予
算
一
億
円
規
模
の
資
料
館
を
建
設
す
る
予
定

で
し
た
。
そ
こ
で
町
長
・
三
役
を
は
じ
め
、
町
会
議
員
、
社

会
教
育
委
員
な
ど
関
係
者
を
バ
ス
一
台
で
、
鎌
倉
の
東
慶
寺

見
学
に
お
連
れ
し
、
書
院
、
本
堂
、
水
月
堂
を
拝
観
し
、
墓

域
で
文
化
勲
章
受
章
者
の
墓
を
め
ぐ
り
、
つ
い
で
円
覚
寺
で

は
願
っ
て
国
宝
の
舎
利
殿
も
拝
観
し
、帰
途
の
バ
ス
の
な
か
、

東
慶
寺
を
見
学
に
来
た
方
の
五
〇
人
の
う
ち
一
人
で
も
満
徳

寺
に
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
東
慶
寺
に
あ
ま
り

見
劣
り
し
た
も
の
な
ら
、
作
ら
な
い
で
、
今
の
ま
ま
で
よ
い

と
、
私
は
力
説
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
六
十
二
年
整
備

基
本
計
画
策
定
委
員
会
を
発
足
さ
せ
、
計
画
書
の
策
定
を
進

め
ま
す
。
そ
れ
を
町
当
局
に
答
申
す
る
と
同
時
に
縁
切
寺
満

徳
寺
資
料
館
建
設
委
員
会
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど

「
ふ
る
さ
と
創
生
」
特
別
対
策
事
業
の
公
募
が
あ
り
、
答
申

書
の
表
紙
だ
け
付
け
替
え
て
応
募
し
、
県
内
で
は
前
橋
市
の

国
分
寺
整
備
と
な
ら
ん
で
満
徳
寺
の
整
備
事
業
に
文
化
庁
か

ら
四
億
円
の
補
助
を
得
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
も
委
員

会
の
委
員
と
し
て
当
初
か
ら
専
門
的
意
見
を
申
上
げ
て
き
ま

し
た
。

　
縁
切
寺
満
徳
寺
資
料
館
開
館

さ
て
、
整
備
事
業
は
年
次
計
画
で
進
め
ま
し
た
が
、
で
き

る
と
こ
ろ
か
ら
、
始
め
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
駆
け
込
み
門
の

前
に
二
本
の
「
縁
切
り
欅
」
を
植
え
、
つ
い
で
平
成
二
年

三
月
に
は
駆
け
込
み
門
を
復
元
、
資
料
館
の
建
設
の
め
ど
が

つ
く
と
と
も
に
、
委
員
会
は
満
徳
寺
史
跡
整
備
と
名
称
を
変

え
、
満
徳
寺
本
堂
、
門
、
塀
及
び
庭
園
の
復
元
工
事
に
着
手

し
ま
す
。
こ
の
間
、
縁
切
寺
満
徳
寺
資
料
館
は
平
成
四
年
十

月
二
十
七
日
に
開
館
記
念
式
典
を
催
し
、
翌
二
十
八
日
か
ら

一
般
公
開
し
ま
し
た
（
写
真
２
）。

と
こ
ろ
で
、
県
内
の
町
村
立
の
資
料
館
が
そ
れ
な
り
に
努

力
し
展
示
に
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
ま
す
が
、
年
間
五
、六
千

人
の
入
館
者
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
、
最
寄
り
駅
東
武
伊

勢
崎
線
世
良
田
駅
か
ら
徒
歩
四
〇
分
と
い
う
ア
ク
セ
ス
の
悪

さ
か
ら
、
資
料
館
の
建
設
に
当
た
っ
て
、
最
も
留
意
し
た
こ

と
は
、
一
万
人
を
超
え
る
入
館
者
を
迎
え
る
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
に
は
、
ま
ず
若
い
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
で

す
。
そ
こ
で
私
は
第
一
回
目
の
会
議
で
、
女
性
週
刊
誌
の

【写真 2】資料館外観

【写真 3】アニメ「おきよさん縁切りす」の一場面
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切
抜
き
な
ど
を
用
意
し
て
「
縁
切
り
・
縁
結
び
厠
」
を
提
案

し
、趣
旨
に
賛
同
し
て
も
ら
っ
た
の
で
す（
詳
し
く
は
次
号
）。

館
へ
の
リ
ピ
タ
ー
は
、
春
秋
の
企
画
展
を
楽
し
み
に
見
学
さ

れ
る
方
と
厠
に
祈
願
で
訪
れ
る
方
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
す
の

で
、「
縁
切
り
・
縁
結
び
厠
」
は
卓
越
し
た
ア
イ
デ
ィ
ア
だ
っ

た
と
秘
か
に
発
案
者
と
し
て
ほ
く
そ
笑
ん
で
い
ま
す
。

つ
ぎ
に
解
説
に
工
夫
を
こ
ら
す
こ
と
で
し
た
。
展
示
物
は

勿
論
の
こ
と
、ビ
デ
オ
映
像
に
よ
る
案
内
も
提
案
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、「
満
徳
寺
の
歴
史
」
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
縁

切
寺
の
解
説
を
行
う
「
お
き
よ
さ
ん
縁
切
り
す
」
の
二
本
を

作
成
し
ま
し
た
。
日
本
む
か
し
話
で
お
な
じ
み
の
市
原
悦
子

さ
ん
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
ビ
デ
オ
が
館
内
を
流
れ
て
好

評
で
す
。
ア
ニ
メ
で
は
、
二
十
五
ヶ
月
の
在
寺
を
へ
て
寺
法

離
縁
に
な
っ
た
太
田
町
二
丁
目
の
「
ふ
さ
」（
後
に
寺
役
人

の
養
子
と
再
婚
）
を
案
内
役
と
し
て
、
す
べ
て
事
実
に
即
し

た
話
を
再
現
し
て
い
ま
す（
写
真
３
）。最
後
は
、別
所
村（
現
・

太
田
市
）
の
「
ま
つ
」
が
不
法
な
夫
に
対
し
て
「
満
徳
寺
に

行
く
よ
」
と
脅
し
て
離
縁
状
を
取
り
上
げ
る
場
面
で
、
ほ
と

ん
ど
の
見
学
者
の
笑
い
を
誘
い
ま
す
。「
ふ
さ
」
最
後
の
セ

リ
フ
は
再
婚
相
手
と
相あ
い
あ
い
が
さ

合
傘
の
な
か
で
、「
や
っ
ぱ
り
夫
婦

は
仲
が
い
い
の
が
一
番
い
い
わ
よ
ね
、
あ
な
た
」
と
い
わ
せ

て
い
ま
す
。
当
館
は
む
か
し
縁
切
寺
で
す
が
、
今
は
電
話
番

号
下
４
ケ
タ
「
２
２
７
６
」
の
通
り
、「
夫
婦
に
な
ろ
う
」「
夫

婦
仲
睦
ま
じ
く
」
と
夫
婦
の
縁
を
結
ん
だ
り
、
強
め
た
り
す

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

い
よ
い
よ
開
館
で
す
。
十
月
二
十
七
日
に
開
館
記
念
式
典

が
二
〇
〇
人
ほ
ど
の
関
係
者
を
集
め
て
盛
大
に
開
催
さ
れ
、

翌
日
小
出
町
長
を
は
じ
め
、
議
長
・
教
育
委
員
長
な
ど
で
開

館
の
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
会
場
を
移
し
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
女
の
自
立
―
過
去
・
現
在
・
未
来
―
」
が

小
説
家
永
井
路
子
さ
ん
、
当
時
資
料
館
に
研
究
に
来
て
い
た

ダ
イ
ア
ナ
・
ラ
イ
ト
・
フ
ォ
ス
さ
ん
（
満
徳
寺
の
研
究
で
学

位
を
取
得
し
、
現
・
西
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
准
教
授
）、
地
元

世
良
田
小
校
長
の
小
沼
道
子
さ
ん
や
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン

タ
ー
所
長
を
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
行
わ
れ
、永
井
さ
ん
に
は「
戦

国
の
女
た
ち
」
と
題
す
る
講
演
も
行
な
っ
て
い
た
だ
き
、
た

く
ま
し
く
生
き
た
女
性
を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
満
徳
寺
に
入

寺
し
た
千
姫
に
も
論
及
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
（
写
真
４
）。

　
満
徳
寺
本
堂
の
復
元

本
堂
等
の
復
元
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
当
時
の
建
物
の
位

置
を
確
認
す
る
た
め
に
ト
レ
ン
チ
を
入
れ
て
境
内
地
を
タ
テ

ヨ
コ
に
発
掘
し
ま
し
た
。
本
堂
東
側
か
ら
か
土か
わ
ら
け器

が
発
掘
さ

れ
、
こ
れ
が
元
御
供
所
（
接
待
所
）
で
あ
り
、
当
時
の
境
内

図
の
正
確
さ
の
証
明
に
な
り
ま
し
た
。
本
堂
の
復
元
に
は
、

明
治
二
十
八
年
頃
、最
後
の
住
職
の
養
子
・
浅
井
銕
五
郎
（
寺

役
人
川
越
小
兵
衛
の
子
）
が
幼
児
の
記
憶
に
基
づ
い
て
作
成

し
た
境
内
図
（
本
誌
一
二
〇
号
参
照
）
と
県
立
文
書
館
所
蔵

の
「
文
政
度
御
修
復
在
形
之
図
」
の
二
面
に
基
づ
き
、
発
掘

の
状
況
を
ふ
ま
え
て
整
備
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
旧
境
内
地
は

一
部
私
有
地
で
民
家
が
三
軒
あ
り
ま
し
た
が
、
す
べ
て
公
有

地
化
し
、
民
家
に
は
移
転
し
て
も
ら
っ
て
、
平
成
五
年
に
本

堂
の
復
元
が
始
ま
り
ま
し
た
。
建
築
は
す
べ
て
江
戸
時
代
の

工
法
に
よ
る
も
の
で
、
釘
を
用
い
ず
、
と
く
に
本
堂
の
茅か
や
ぶ
き葺

形
状
銅
版
の
屋
根
を
葺
い
て
い
る
と
き
は
、
多
く
の
板
金
屋

さ
ん
が
見
学
に
訪
れ
た
ほ
ど
で
す
。ま
た
建
築
工
事
中
に
は
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
で
建
築
の
時
代
考
証
を
な
さ
っ
て
お
ら

れ
る
平
井
聖
東
工
大
名
誉
教
授
を
招
き
、
現
地
解
説
会
も
開

催
し
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、冠
木
門
を
初
め
と
す
る
門
や
塀
、

さ
ら
に
庭
園
の
整
備
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
遺
跡
整
備
後
の
本

堂
等
は
表
題
部
（
本
稿
二
頁
）
の
写
真
を
み
て
い
た
だ
け
れ

ば
、「
中
門
か
ら
本
堂
を
望
む
」
様
子
が
お
わ
か
り
と
存
じ

ま
す
。
資
料
館
と
本
堂
復
元
な
ど
遺
跡
公
園
整
備
の
総
事
業

費
は
約
八
億
五
千
万
円
で
、
人
口
一
万
四
千
人
余
の
小
さ
な

【写真 4】講演する永井路子さんとその揮毫



5　【特集】世界に二つの縁切寺 

に
ふ
れ
、「
両
資
料
館
は
、
縁
切
寺
の
意
義
を
広
く
社
会
的

に
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
努
力
す
る
と
と
も
に
、
相
互
に
交
流

し
、
友
好
を
深
め
、
女
性
の
権
利
の
擁
護
、
男
女
の
本
質
的

平
等
に
寄
与
す
る
こ
と
を
念
願
し
、
ひ
い
て
は
世
界
平
和
に

貢
献
す
る
こ
と
を
確
信
し
て
、
こ
こ
に
友
好
姉
妹
館
と
し
て

提
携
す
る
こ
と
を
協
約
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
資
料

館
の
意
義
が
あ
り
ま
す
。

【写真 5】東慶寺と友好姉妹館提携に調印

町
と
し
て
は
破
格
な
事
業
で
、
よ
く
や
り
と
げ
た
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
歴
史
と
文
化
を
大
切
に
し
て
き
た
町

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
東
慶
寺
と
の
友
好
姉
妹
館
提
携

本
稿
の
題
名
は
「
世
界
に
二
つ
の
縁
切
寺
」
で
す
。
合
併

前
の
尾
島
町
カ
ル
タ
で
は
「
満
徳
寺
、
日
本
に
二
つ
の
縁
切

寺
」
と
い
う
読
み
札
で
し
た
が
、
平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）

年
三
月
合
併
後
の
太
田
市
カ
ル
タ
で
は
、「
満
徳
寺
、
世
界

に
二
つ
の
縁
切
寺
」
に
な
り
ま
し
た
。
私
が
満
徳
寺
は
東
慶

寺
と
並
ん
で
世
界
に
二
つ
の
縁
切
寺
と
言
い
続
け
た
所せ

い為
で

あ
り
ま
す
が
、
は
っ
き
り
と
意
識
的
に
発
言
す
る
こ
と
に
し

た
の
は
資
料
館
開
館
に
あ
た
っ
て
、
東
慶
寺
の
宝
蔵
（
資
料

館
）と
友
好
姉
妹
館
の
提
携
を
し
た
時
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

開
館
当
日
、
資
料
館
側
か
ら
、
小
出
尾
島
町
長
と
館
長
の
私
、

東
慶
寺
側
か
ら
井
上
正
道
住
職
、
縁
切
寺
研
究
者
で
あ
り
ま

す
前
住
職
・
井
上
禅
定
老
僧
の
四
名
が
、
陶
板
に
焼
き
付
け

た
「
満
徳
寺
へ
駈
け
入
り
の
図
」
の
前
で
、協
定
書
に
署
名
・

捺
印
し
て
交
換
し
ま
し
た
（
写
真
５
）。

協
定
書
の
冒
頭
に
は
東
慶
寺
と
満
徳
寺
は
と
も
に
鎌
倉
時

代
の
創
建
さ
れ
ま
し
た
が
、「
江
戸
時
代
に
は
、
不
法
な
夫

に
泣
く
女
性
を
救
済
し
た
縁
切
寺
と
し
て
有
名
だ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
女
性
の
権
利
を
擁
護
し
た
縁
切
寺
の
制
度
は
、
諸

外
国
に
は
み
ら
れ
ず
、
世
界
に
二
つ
し
か
存
在
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
」
と
明
確
に
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
い
で
東
慶
寺
が

今
日
も
男
僧
の
寺
と
し
て
名
刹
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て

い
る
一
方
で
、満
徳
寺
は
廃
寺
後
、徳
川
地
区
の
人
々
に
よ
っ

て
か
ろ
う
じ
て
維
持
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
尾
島
町

で
は
、
満
徳
寺
の
意
義
に
か
ん
が
み
、
資
料
館
と
そ
の
遺
跡

整
備
を
な
し
、
旧
伽が
ら
ん藍
の
完
全
復
元
を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と

　
い
ま
、
ア
ジ
ー
ル
か
ら
の
出
発

資
料
館
で
は
、来
館
者
に
い
ま
「
ア
ジ
ー
ル
か
ら
の
出
発
」

と
し
て
、
次
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
ま
す
。
一

部
を
紹
介
し
て
筆
を
置
き
ま
す
が
、
皆
様
の
御
来
館
を
心
よ

り
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

現
在
、法
的
に
男
女
平
等
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

実
質
的
に
男
女
差
別
が
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
状
況
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
か
つ
て
差
別
は
男
女
間
に
顕
著
に
み
ら
れ
、
縁

切
寺
は
夫
の
不
法
に
泣
く
女
を
救
済
し
て
、
離
婚
を
達
成
で

き
た
こ
と
か
ら
差
別
撤
廃
の
原
点
と
い
え
ま
す
。

縁
切
寺
は
駆
込
寺
と
も
呼
ば
れ
、
生
命
・
身
体
の
危
険
を

避
け
る
た
め
に
駆
け
込
む
ア
ジ
ー
ル
（
避
難
所
）
で
し
た
。

国
際
的
な
政
治
亡
命
や
難
民
、
身
近
な
い
じ
め
、
家
や
家
族

の
問
題
も
そ
の
解
決
の
淵
源
は
ア
ジ
ー
ル
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
ア
ジ
ー
ル
を
現
代
女
性
の
縁
切
り
・
縁
結
び
の
出
発

点
に
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

髙　木  　侃（たかぎ・ただし）
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上
野
東
歌
探
訪

前
回
は
伊
香
保
を
よ
ん
だ
歌
の
中
か
ら
、
雷
の
歌
、
か
ら
っ
風
の
歌
を
取
り
上
げ
た
。
今

回
は
そ
れ
に
引
き
続
き
、
伊
香
保
の
雪
を
よ
ん
だ
歌
を
取
り
上
げ
る
。
万
葉
集
東
歌
の
巻
に

お
い
て
、
国
別
に
分
類
さ
れ
た
歌
の
内
部
は
歌
の
素
材
に
よ
っ
て
分
類
配
列
さ
れ
て
い
る
。

前
回
と
今
回
と
で
取
り
上
げ
る
三
首
は
、気
象
を
素
材
に
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
、

三
首
並
ん
で
配
列
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
今
回
は
、
万
葉
歌
碑
に
つ
い
て
触
れ
て
欲
し
い
と
い
う
ご
要
望
に
お
応
え
し
て
、
伊

香
保
の
万
葉
歌
碑
の
紹
介
も
あ
わ
せ
て
行
う
こ
と
に
す
る
。
前
回
と
今
回
、
伊
香
保
の
歌
を

扱
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
関
連
で
ま
ず
は
伊
香
保
の
万
葉
歌
碑
を
取
り
上
げ
る
。
今
後
、
折

に
触
れ
て
他
の
万
葉
歌
碑
も
紹
介
し
て
ゆ
き
た
い
。

一
、
歌
の
解
釈

上か
み
つ
け
の

毛
野
伊
香
保
の
嶺ね

ろ
に
降ふ

ろ
雪よ
き

の
行
き
過
ぎ
か
て
ぬ
妹い
も

が
家
の
あ
た
り
（
三
四
二
三
）

可か

み

つ

け

の

美
都
気
努　

伊い

か

ほ

の

ね

ろ

に

可
抱
乃
祢
呂
尓　

布ふ

ろ

よ

き

の

路
与
伎
能　

遊ゆ

き

す

ぎ

か

て

ぬ

吉
須
宜
可
提
奴

伊い

も

が

い

へ

の

あ

た

り

毛
賀
伊
敝
乃
安
多
里

上
野
国
の
伊
香
保
の
峰
に
降
る
「
雪
」
で
は
な
い
が
、
た
や
す
く
「
行
き
」
過
ぎ
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
あ
な
た
の
家
の
あ
た
り
よ
。

「
上
毛
野
」
は
上こ

う
づ
け野

国
、
す
な
わ
ち
ほ
ぼ
現
在
の
群
馬
県
。「
上
毛
野
」
に
つ
い
て
は
次
節

に
お
い
て
少
し
述
べ
る
。

「
嶺ね

ろ
」は
上
代
東
国
方
言
。「
ろ
」は
接
尾
語
で
親
愛
の
情
を
表
す
。「
嶺
ろ
」と
い
う
語
は
、

万
葉
集
で
は
東
歌
に
の
み
十
一
例
見
え
る
。
国
別
の
内
訳
は
、
相
模
一
例
、
上
総
二
例
、
常

陸
三
例
、
上
野
二
例
、
国
名
不
明
三
例
で
あ
る
。

「
降
ろ
」
は
「
降
る
」
の
方
言
形
で
、
中
央
（
近
畿
地
方
）
に
お
け
る
四
段
活
用
動
詞
連

体
形
の
母
音
の
ウ
列
音
が
東
国
に
お
い
て
オ
列
音
に
な
っ
た
も
の
。
同
様
の
例
に
、「
引
く

船
の
」
→
「
引
こ
船
の
」（
三
四
三
一
。
相
模
国
東
歌
）、「
立
つ
月
の
」
→
「
立
と
月
の
」

（
三
四
七
六
。
国
名
不
明
）、「
沖
に
住
む
」
→
「
沖
に
住
も
」（
三
五
二
七
。
国
名
不
明
）、「
行

く
先
に
」
→
「
行
こ
先
に
」（
四
三
八
五
。
下
総
国
防
人
歌
）、「
舳へ

越
す
白
波
」
→
「
舳
越

そ
白
波
」（
四
三
八
九
。
下
総
国
防
人
歌
）
な
ど
が
あ
る
。

「
雪
（
ゆ
き
）」
を
「
よ
き
」
と
い
う
の
も
東
国
方
言
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
中
央
の
ウ
列

音
が
上
野
国
で
オ
列
音
に
な
っ
て
い
る
。「
雪
」
は
東
歌
に
二
例
登
場
す
る
。
も
う
一
首
は

「
筑つ
く

波は

嶺ね

に
雪ゆ
き

か
も
降
ら
る
否い
な

を
か
も
愛か
な

し
き
子
ろ
が
布に
の

乾
さ
る
か
も
」（
三
三
五
一
。
常
陸

国
東
歌
）
と
い
う
歌
で
、
こ
の
歌
で
は
「
ゆ
き
」
と
い
う
語
形
で
現
れ
て
い
る
。
東
国
の
中

で
も
、
語
に
よ
っ
て
国
ご
と
に
方
言
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。﹃
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
﹄

の
「
ゆ
き
︻
雪
︼」
の
項
に
は
、︿
な
ま
り
﹀
と
し
て
日
本
各
地
の
発
音
が
示
さ
れ
て
い
る
な

か
に
、
ヨ
キ
︹
栃
木
・
石
川
・
鳥
取
・
島
根
︺、
ヨ
ギ
︹
津
軽
語
彙
・
岩
手
・
秋
田
・
山
形
︺、

ヨ
ギ
コ
︹
津
軽
語
彙
︺
と
い
う
形
が
載
っ
て
い
る
。
上
野
国
東
歌
の
「
よ
き
」
は
こ
れ
ら
と

関
係
づ
け
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
か
て
」
は
、
可
能
の
意
味
の
補
助
動
詞
「
か
つ
」
の
未
然
形
。「
か
て
ぬ
」
は
、
そ
れ
に

打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
体
形
「
ぬ
」
が
付
い
た
も
の
で
、「
～
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

の
意
を
表
す
。

「
妹い
も

」
は
、
万
葉
集
に
お
い
て
は
、
多
く
は
男
性
が
親
し
み
を
込
め
て
自
分
の
妻
や
恋
人

を
指
す
語
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
も
同
様
。
相
聞
歌
に
お
い
て
「
妹
」
と
い
う
語
が
出
て
く
れ
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な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

北き
た 

川が
わ 

和か
ず 

秀ひ
で
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ば
、
作
者
の
性
別
は
基
本
的
に
男
と
み
て
間
違
い
な
い
。

上
三
句
「
上か
み
つ
け
の

毛
野
伊
香
保
の
嶺ね

ろ
に
降ふ

ろ
雪よ
き

の
」
は
、「
雪よ
き

」
の
類
音
の
「
行ゆ

き
」
を
起

こ
す
た
め
の
序
詞
。「
雪ゆ
き

」
と
「
行ゆ

き
」
と
の
同
音
に
よ
る
序
詞
の
例
と
し
て
は
、
万
葉
集

の
巻
六
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

わ
が
屋や

ど戸
の
君
松
の
木
に
降
る
雪
の
行
き
に
は
行
か
じ
待
ち
に
し
待
た
む
（
一
〇
四
一
）

意
味
は
、「
わ
が
家
の
、
あ
な
た
を
「
待
つ
」
と
い
う
「
松
」
の
木
に
降
る
「
雪
」
で
は

な
い
が
、
私
の
方
か
ら
進
ん
で
「
行
く
」
こ
と
は
し
ま
す
ま
い
。
あ
な
た
の
お
い
で
を
ひ
た

す
ら
お
待
ち
し
ま
し
ょ
う
」。「
松
」
と
「
待
つ
」、そ
し
て
「
雪
」
と
「
行
き
」
と
を
掛
け
た
、

上
代
の
歌
に
は
珍
し
い
技
巧
的
な
歌
で
あ
る
。
題
詞
に
よ
れ
ば
、
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）

の
正
月
五
日
に
開
か
れ
た
宴
会
の
折
の
歌
と
い
う
。
新
年
の
宴
席
に
お
け
る
余
興
と
し
て
こ

う
い
う
遊
び
の
要
素
の
多
い
歌
を
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
で
は
、「
雪
」
と
「
行
き
」

と
の
関
係
は
単
に
音
が
同
じ
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。

一
方
、
伊
香
保
の
歌
で
は
、「
雪
」
は
「
よ
き
」
と
い
う
語
形
で
あ
る
た
め
、「
行
き
」
と

同
音
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
序
詞
と
し
て
は
多
少
無
理
を
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
上
三
句
は
単
に
「
雪
」
と
「
行
き
」
と
の
類
音
関
係
だ
け
に
基
づ
く
序
詞
で
は
な
く
、

雪
の
山
道
は
歩
行
が
困
難
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
事
柄
を
も
踏
ま
え
た
比
喩
的
な
序
詞
に

な
っ
て
い
る
。

雪
の
降
り
し
き
る
榛
名
山
の
山
道
を
歩
く
の
が
困
難
だ
と
い
う
の
は
、
こ
の
歌
の
作
者
の

実
体
験
で
あ
ろ
う
。
今
、
作
者
が
彼
女
の
家
の
近
く
ま
で
来
て
い
る
季
節
は
、
冬
か
も
し
れ

な
い
し
、
夏
か
も
し
れ
な
い
。
彼
女
の
家
の
場
所
も
山
の
中
か
も
し
れ
な
い
し
、
里
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
ど
う
で
あ
っ
て
も
、
彼
女
の
家
の
近
く
を
た
や
す
く
通
り
過
ぎ
る
こ
と

が
難
し
い
と
い
う
比
喩
と
し
て
、
榛
名
山
の
雪
の
山
道
を
持
ち
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

作
者
の
実
体
験
を
比
喩
と
し
て
用
い
た
歌
に
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

利
根
川
の
川
瀬
も
知
ら
ず
直た
だ

渡
り
波
に
あ
ふ
の
す
会
へ
る
君
か
も
（
三
四
一
三
）

上
野
国
の
東
歌
で
あ
る
。
い
ず
れ
ま
た
改
め
て
こ
の
連
載
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
の

で
、今
は
簡
単
に
述
べ
る
。
歌
中
に
「
君
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、作
者
は
女
で
あ
る
。
意
味
は
、

「
利
根
川
の
浅
瀬
が
ど
こ
な
の
か
も
考

え
ず
に
、
や
み
く
も
に
渡
っ
て
波
を
受

け
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
ば
っ
た
り
と

出
会
っ
た
あ
な
た
で
あ
る
こ
と
よ
」。

女
は
全
く
予
期
せ
ず
に
、
自
分
が
心

を
寄
せ
て
い
る
男
と
出
会
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
、
び
っ
く
り
し
た
。
ど
ん
な
に

び
っ
く
り
し
た
か
を
述
べ
る
た
め
に
、

か
つ
て
利
根
川
を
渡
っ
て
い
た
と
き
に

不
意
に
波
を
受
け
て
び
っ
く
り
し
た
経

験
を
比
喩
に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
男

と
不
意
に
出
会
っ
た
場
所
が
利
根
川
だ

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
歌
も
、
今
回
問
題
に
し
て
い
る

歌
も
、
作
者
の
日
常
生
活
に
お
け
る
実

体
験
を
比
喩
に
用
い
て
い
る
と
い
う
共

通
点
が
あ
る
。
こ
う
い
う
身
近
な
日
常
生
活
が
歌
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
の
も
東
歌
の
特

徴
の
一
つ
で
あ
る
。

元
の
歌
に
戻
る
。
こ
の
歌
の
作
者
は
恋
人
の
家
の
近
く
に
来
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
た
や

す
く
行
き
過
ぎ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
な
ど
と
言
っ
て
い
な
い
で
、
家
に
寄
っ
て
ゆ
け
ば
良

さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
う
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
娘
の
親
（
特
に
母
親
）
が

二
人
の
仲
を
認
め
て
い
な
い
と
か
、
近
所
の
目
が
気
に
な
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
歌
が
参
考
に
な
ろ
う
。

汝な

が
母
に
嘖こ

ら
れ
吾あ

は
行
く
青
雲
の
い
で
来こ
わ
ぎ
も
こ

吾
妹
子
逢
ひ
見
て
行
か
む
（
三
五
一
九
）

国
名
不
明
の
東
歌
で
あ
る
。意
味
は
、「
あ
な
た
の
お
母
さ
ん
に
怒
ら
れ
て
私
は
帰
り
ま
す
。

で
も
、
家
か
ら
出
て
き
て
く
れ
な
い
か
な
ぁ
、
彼
女
。
ち
ょ
っ
と
だ
け
で
も
会
っ
て
帰
り
た

い
か
ら
」。

母
親
が
娘
を
監
督
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
歌
は
万
葉
集
に
何
首
も
あ
り
、
こ
れ
も
そ
の
う

長峰公園にある「伊香保の嶺ろに降ろ雪の」の歌碑
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ち
の
一
首
で
あ
る
。
作
者
は
彼
女
の
家
の
近
く
ま
で
来
て
、
家
の
様
子
を
伺
っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
あ
い
に
く
彼
女
の
母
親
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
い
、
怒
ら
れ
て
、

す
ご
す
ご
と
帰
っ
て
ゆ
く
。
で
も
、
彼
女
に
一
目
で
も
会
い
た
い
か
ら
、
そ
う
簡
単
に
は
帰

れ
な
い
。
ま
さ
に
「
行
き
過
ぎ
か
て
ぬ
妹
が
家
の
あ
た
り
」
と
い
っ
た
状
況
と
思
わ
れ
る
。

二
、「
上
毛
野
」
に
つ
い
て

「
上
毛
野
」
は
「
上
野
」
の
旧
表
記
。
古
く
群
馬
県
の
あ
た
り
は
「
か
み
つ
け
の
」
の
国

と
呼
ば
れ
、「
上
毛
野
」
国
と
表
記
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
宝
年
間
（
七
〇
一
年
～

七
〇
三
年
）
に
、
国
名
は
漢
字
二
字
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

古
く
か
ら
二
字
の
国
名
も
多
か
っ
た
が
、
中
に
は
一
字
や
三
字
の
も
の
も
あ
っ
た
。

一
字
の
国
名
に
は
、
倭
（
や
ま
と
・
奈
良
県
）、
嶋
（
し
ま
・
三
重
県
の
一
部
）、
木
（
き
・

和
歌
山
県
）、
粟
（
あ
は
・
徳
島
県
）
な
ど
が
あ
り
、
三
字
の
国
名
に
は
、
近
淡
海
（
ち
か

つ
あ
ふ
み
・
滋
賀
県
）、
遠
淡
海
（
と
ほ
つ
あ
ふ
み
・
静
岡
県
西
部
）、
上
毛
野
（
か
み
つ
け
の
・

群
馬
県
）、
下
毛
野
（
し
も
つ
け
の
・
栃
木
県
）、
无
耶
志
（
む
ざ
し
・
東
京
都
と
埼
玉
県
）、

多
遅
摩
（
た
ぢ
ま
・
兵
庫
県
の
一
部
）、
波
伯
吉
（
は
は
き
・
島
根
県
東
部
）
な
ど
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
国
名
は
、
倭
→
大
倭
、
嶋
→
志
摩
、
木
→
紀
伊
、
粟
→
阿
波
、
近
淡
海
→
近
江
、

遠
淡
海
→
遠
江
、
上
毛
野
→
上
野
、
下
毛
野
→
下
野
、
无
耶
志
→
武
蔵
、
多
遅
摩
→
但
馬
、

波
伯
吉
→
伯
耆
、
な
ど
と
変
更
さ
れ
、
す
べ
て
の
国
名
が
二
字
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

古
く
か
ら
す
で
に
二
字
で
あ
っ
た
の
に
、
表
記
が
変
わ
っ
た
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

三
野
（
み
の
・
岐
阜
県
の
北
東
部
以
外
）
→
美
濃
、
科
野
（
し
な
の
・
長
野
県
）
→
信
濃
、

稲
羽
（
い
な
ば
・
鳥
取
県
東
部
）
→
因
幡
、
針
間
（
は
り
ま
・
兵
庫
県
南
部
）
→
播
磨
、
な

ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
記
の
変
更
に
は
、
訓
か
ら
音
へ
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
国
名
表
記
の
二
字
化
、
訓
か
ら
音
へ
と
い
う
変
更
が
な
さ
れ
た
理
由
は
明

ら
か
で
な
い
が
、
中
国
の
地
名
表
記
を
意
識
し
て
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
す
る
。

当
時
、
わ
が
国
で
は
、
中
国
の
法
律
を
お
手
本
に
し
た
大
宝
律
令
が
作
ら
れ
、
本
格
的
な
律

令
制
の
国
家
を
目
指
し
て
歩
み
出
し
て
い
た
。中
国
の
地
名
は
基
本
的
に
漢
字
二
字
で
あ
り
、

そ
し
て
よ
み
は
当
然
、
音
で
あ
る
。
中
国
の
地
名
を
意
識
し
た
と
き
、
わ
が
国
の
一
字
や
三

字
の
国
名
、
そ
し
て
訓
に
よ
る
表
記
は
垢
抜
け
な
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
前
掲
の
三
野
・
科
野
・
稲
羽
・
針
間
な
ど
、
い
ず
れ
も
素
朴
な
表
記
で
あ
り
、
変
更
後

の
美
濃
・
信
濃
・
因
幡
・
播
磨
の
方
が
格
調
高
く
、
エ
ラ
そ
う
に
見
え
る
。

こ
う
し
て
、
大
宝
の
頃
、
日
本
の
国
名
表
記
は
大
き
く
変
わ
っ
た
が
、
変
わ
っ
た
の
は
表

記
だ
け
で
あ
り
、
訓
み
は
従
来
通
り
で
変
更
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
木
国
」（
き
の
く

に
）
の
場
合
、
表
記
は
「
紀
伊
国
」
と
変
わ
っ
て
も
、
訓
み
が
「
き
い
の
く
に
」
に
な
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
訓
み
は
「
き
の
く
に
」
の
ま
ま
変
更
は
な
か
っ
た
。
遙
か
後
世
の
江
戸
時

代
の
豪
商
、
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
の
屋
号
の
よ
み
は
「
き
の
く
に
や
」
で
あ
り
、
全
国
展
開

し
て
い
る
現
代
の
大
型
書
店
の
名
も
同
様
で
あ
る
。

「
上
毛
野
」
の
場
合
、二
字
化
に
当
た
っ
て
は
、こ
の
三
文
字
の
う
ち
の
第
二
字
目
の
「
毛
」

と
い
う
文
字
を
削
除
し
て
「
上
野
」
と
す
る
と
い
う
、
か
な
り
安
易
な
方
法
が
採
ら
れ
た
。

変
更
後
の
「
上
野
」
と
い
う
表
記
で
は
「
か
み
つ
け
の
」
と
は
到
底
訓
め
な
い
が
、
訓
め
な

く
て
も
約
束
事
と
し
て
「
上
野
」
を
「
か
み
つ
け
の
」
と
訓
ま
せ
た
の
で
あ
る
。

時
代
が
降
る
と
、「
か
み
つ
け
の
の
国
」
は
「
の
」
が
重
複
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
、

「
の
」
が
一
つ
落
ち
、「
か
み
つ
け
の
国
」
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
さ
ら
に
音
韻
変
化
を
起
こ
し

て
、「
か
み
つ
け
」
→
「
か
ん
づ
け
」
→
「
か
う
づ
け
」
→
「
こ
う
づ
け
」
→
「
こ
う
ず
け
」

と
変
化
し
て
い
っ
た
。「
上
毛
野
」
と
書
い
て
「
か
み
つ
け
の
」
と
訓
ん
で
い
た
頃
は
、
表

記
と
訓
み
と
が
一
致
し
て
い
た
の
に
、表
記
も
訓
み
も
そ
れ
ぞ
れ
に
変
化
し
た
結
果
、「
上
野
」

と
書
い
て
「
こ
う
ず
け
」
と
訓
む
と
い
う
よ
う
な
、
大
き
な
開
き
が
生
ず
る
に
至
っ
た
。
地

名
の
無
理
矢
理
な
漢
字
二
字
化
は
国
名
に
留
ま
ら
ず
、郡
名
や
郷
名
に
も
及
ん
だ
。今
日
、「
な

ぜ
そ
う
読
む
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
地
名
の
中
に
は
、
そ
の
原
因
が
一
三
〇
〇
年
前
の

地
名
二
字
化
に
由
来
す
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。そ
う
い
う
こ
と
を
知
る
の
は
楽
し
い
。

こ
う
し
た
正
書
法
と
い
う
べ
き
公
的
な
地
名
表
記
は
、
万
葉
集
に
お
い
て
は
、
題
詞
や
左

注
と
い
っ
た
漢
文
部
分
の
中
で
は
か
な
り
厳
格
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
歌
の
表
記
に
は
及
ん

で
い
な
い
。
特
に
東
歌
は
原
則
と
し
て
一
字
一
音
の
万
葉
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

「
か
み
つ
け
の
」
は
、「
可
美
都
気
努
」（
九
例
。
三
四
〇
四
、三
四
〇
五
、三
四
〇
七
、三
四
一

五
、三
四
一
六
、三
四
一
七
、三
四
一
八
、三
四
二
〇
、三
四
二
三
）、「
可
美
都
気
野
」（
二
例
。

三
四
〇
六
、三
四
三
四
）、「
賀
美
都
家
野
」（
一
例
。
三
四
一
二
）、「
可
美
都
気
乃
」（
一
例
。

三
四
〇
五
或
本
歌
）
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、「
上
毛
野
」
は
「
か
み
つ
け
ぬ
」
と
訓
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
右
に
示

し
た
万
葉
仮
名
の
「
努
」
の
字
を
「
ぬ
」
の
仮
名
と
理
解
し
た
こ
と
に
よ
る
。
今
日
、
研
究
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の
結
果
、
万
葉
集
の
「
努
」
の
仮
名
は
「
の
」
と
い
う
音
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
の
で
、「
上
毛
野
」
は
「
か
み
つ
け
の
」
と
訓
む
の
が
よ
い
。

三
、
伊
香
保
の
万
葉
歌
碑

万
葉
集
東
歌
に
は
「
伊
香
保
」
と
い
う
地
名
を
含
む
歌
が
全
部
で
九
首
あ
る
。
旧
伊
香
保

町
（
現
在
は
渋
川
市
の
一
部
）
で
は
、
昭
和
五
十
七
年
に
そ
れ
ら
の
歌
全
て
の
歌
碑
を
町
内

九
ヶ
所
に
建
立
し
た
。
様
々
な
形
の
自
然
石
を
使
用
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
趣
き
深
い
。

揮
毫
は
す
べ
て
伊
勢
崎
市
出
身
の
書
家
、
佐
々
木
心
華
氏
に
依
る
も
の
で
、
傍
ら
に
解
説
板

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
歌
碑
の
一
覧
表
と
地
図
と
を
示
す
。

伊
香
保
の
万
葉
歌
碑
一
覧

歌
番
号

歌

歌
碑
の
所
在
地

①

三
四
一
〇

伊
香
保
ろ
の
岨
の
榛
原
ね
も
こ
ろ
に

将
来
を
な
か
ね
そ
現
在
し
良
か
ば

森
林
公
園
管
理
棟
前

②

三
四
二
三

上
毛
野
伊
香
保
の
嶺
ろ
に
降
ろ
雪
の

行
き
過
ぎ
か
て
ぬ
妹
が
家
の
あ
た
り

長
峰
公
園
（
池
の
前
）

③

三
四
〇
九

伊
香
保
ろ
に
天
雲
い
継
ぎ
か
ぬ
ま
づ
く

人
と
お
た
は
ふ
い
ざ
寝
し
め
と
ら

ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ

美
晴
駅
横

④

三
四
三
五

伊
香
保
ろ
の
岨
の
榛
原
吾
が
衣
に

着
き
よ
ら
し
も
よ
ひ
た
へ
と
思
へ
ば

ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ

不
如
帰
駅
前

⑤

三
四
一
五

上
毛
野
伊
香
保
の
沼
に
植
ゑ
小
水
葱

か
く
恋
ひ
む
と
や
種
求
め
け
む

湯
元
飲
泉
所
横

⑥

三
四
一
四

伊
香
保
ろ
の
八
尺
の
井
手
に
立
つ
虹
の

顕
ろ
ま
で
も
さ
寝
を
さ
寝
て
ば

伊
香
保
神
社
境
内

⑦

三
四
二
二

伊
香
保
風
吹
く
日
吹
か
ぬ
日
あ
り
と
言
へ

ど
吾
が
恋
の
み
し
時
な
か
り
け
り

旧
ハ
ワ
イ
公
使
別
邸
隣

⑧

三
四
一
九

伊
香
保
せ
よ
奈
可
中
次
下
思
ひ
ど
ろ

く
ま
こ
そ
し
つ
と
忘
れ
せ
な
ふ
も

峠
三
叉
路

⑨

三
四
二
一

伊
香
保
嶺
に
雷
な
鳴
り
そ
ね
吾
が
上
に
は

故
は
な
け
ど
も
子
ら
に
よ
り
て
そ

水
沢
観
音
境
内
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● 

絵
ガ
ラ
ス
誕
生

絵
ガ
ラ
ス
、
と
言
う
言
葉
は
、
今
ま
で
に
聞
き
な
れ
な
い

言
葉
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
何
故
か
と
言
い
ま
す
と
、
私

が
、
命
名
し
た
作
品
名
だ
か
ら
で
す
。

「
絵
ガ
ラ
ス
」
の
誕
生
は
、
一
九
九
一
年
迄
さ
か
の
ぼ
り

ま
す
。
当
時
ま
だ
会
社
に
勤
め
て
お
り
ま
し
た
頃
、
鉄
を
削

り
な
が
ら
機
械
の
部
品
を
造
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、

鉄
に
腐
食
し
た
よ
ご
れ
を
落
と
す
為
に
砂
を
吹
き
か
け
使
っ

て
い
た
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
タ
ー
と
言
う
道
具
が
あ
り
ま
し
た
。

私
が
い
た
ず
ら
に
牛
乳
瓶
に
砂
を
吹
き
か
け
て
み
る
と
、
瓶

に
穴
が
開
い
た
の
で
す
。
私
の
感
性
で
脇
に
何
個
か
穴
を
開

け
花
瓶
と
し
て
花
を
活
け
た
ら
面
白
い
と
思
い
、
家
に
持
っ

て
帰
っ
て
来
て
妻
に
見
せ
ま
し
た
。
妻
が
突
拍
子
も
無
い
こ

と
を
言
う
の
で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。「
ガ
ラ
ス
が
削
れ
て

穴
が
開
く
と
言
う
事
は
、
も
し
か
し
て
ガ
ラ
ス
を
削
り
彫
り

な
が
ら
美
の
表
現
が
出
来
な
い
の
」
と
一
言
い
わ
れ
た
の
で

す
。
妻
に
、
美
の
表
現
っ
て
ど
う
言
う
事
、
と
聞
き
返
し
ま

し
た
。
そ
し
た
ら
「
絵
を
描
く
事
が
出
来
る
の
じ
ゃ
な
い
」

と
言
う
の
で
す
。
私
は
、
え
え
ー
、
絵
、
む
り
無
理
、
今
ま

で
に
、
そ
ん
な
の
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
む
り
無
理
と
、
妻

に
言
い
返
し
ま
し
た
。
妻
は
、
諦
め
ず
に
言
い
返
し
て
き
ま

し
た
。「
一
回
も
た
め
し
た
事
が
な
い
の
に
結
果
な
ん
て
出

る
訳
が
な
い
じ
ゃ
な
い
。」
と
言
わ
れ
、
試
し
て
見
る
事
に

し
ま
し
た
。

道
具
も
一
番
小
さ
い
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
タ
ー
を
買
い
揃
え
私

し
て
知
的
所
有
権
登
録
し
「
絵
ガ
ラ
ス
」
と
命
名
致
し
ま
し

た
。
今
と
な
っ
て
見
る
と
当
時
の
作
品
は
恥
ず
か
し
く
て
見

せ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
中
、
月
日
が
立
ち
作
品
も
た
ま
り

始
め
た
頃
、
妻
の
友
達
の
紹
介
で
一
九
九
四
年
ホ
テ
ル
天

坊
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
て
個
展
を
や
っ
て
皆
さ
ん
に
見
て
も
ら
っ

た
ら
、
と
言
う
事
に
な
り
、
初
め
て
の
個
展
を
開
催
い
た
し

ま
し
た
。
そ
の
後
は
も
っ
と
絵
に
近
づ
い
た
作
品
を
描
き
出

し
た
い
と
思
い
作
品
に
徐
々
に
力
が
入
っ
て
行
き
ま
し
た
。

デ
ッ
サ
ン
も
独
学
、
ま
し
て
や
板
ガ
ラ
ス
に
絵
画
を
彫
り
描

く
の
も
独
学
、
そ
ん
な
中
で
一
九
九
六
年
、
全
国
公
募
展
で

上
野
に
あ
り
ま
す
「
東
京
都
美
術
館
」
で
開
催
す
る
第
一
美

術
協
会
主
催
の
美
術
展
に
出
品
し
て
見
た
ら
、
と
言
わ
れ
て

出
品
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
運
が
良
く
入
選
致
し
ま
し
て
、
大

勢
の
皆
さ
ん
に
見
て
頂
く
事
が
出
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、
上

毛
新
聞
の
取
材
の
人
が
来
ま
し
て
、
入
選
を
記
事
に
乗
せ
紹

介
し
た
い
と
、
言
っ
て
来
ま
し
た
。
記
者
に
聞
い
て
見
ま
し

た
ら
、
た
ま
た
ま
全
国
公
募
展
に
、
一
般
の
応
募
で
入
選
し

た
人
が
群
馬
県
で
一
人
で
し
た
と
の
情
報
が
入
り
ま
し
た
の

で
、
う
か
が
い
ま
し
た
。
と
言
う
の
で
す
。
そ
の
時
は
う
れ

し
か
っ
た
で
す
。

「
絵
ガ
ラ
ス
」
と
命
名
し
て
か
ら
は
、
と
て
も
運
が
よ
く

て
私
の
知
ら
な
い
力
で
「
絵
ガ
ラ
ス
」
を
世
の
中
の
よ
り
多

く
の
人
達
に
知
っ
て
も
ら
い
、
見
て
も
ら
い
な
さ
い
と
言
う

力
で
引
っ
張
ら
れ
て
い
る
様
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
同
時

に
絵
的
感
覚
の
感
性
も
私
に
備
わ
っ
て
来
て
い
る
様
で
す
。

一
九
九
九
年
、
松
本
美
術
学
院
、
岩
淵
陽
人
学
長
よ
り
、
私

の
作
品
、「
親
子
の
楽
園
」
と
言
う
30
号
の
サ
イ
ズ
の
「
絵

ガ
ラ
ス
」
の
評
価
で
、「
工
芸
と
言
う
よ
り
も
私
は
絵
と
し

て
評
価
を
致
し
ま
す
」
と
言
っ
て
頂
き
ま
し
た
。
絵
と
し
て

見
て
頂
け
た
と
感
激
致
し
ま
し
た
。

の
挑
戦
が
始
ま
り
ま
し
た
。
と
に
か
く
誰
も
や
っ
て
い
な
い

ゼ
ロ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。
独
学
で
聞
く
人
も
な
く
、
私

一
人
だ
け
の
感
性
で
何
処
ま
で
出
来
る
の
か
、
先
が
見
え
ず

色
々
と
や
り
方
を
考
え
、
瓶
、
コ
ッ
プ
、
花
瓶
と
試
し
て
み

ま
し
た
が
、
材
料
を
無
駄
に
す
る
事
ば
か
り
で
し
た
。
そ
ん

な
あ
る
日
、
何
故
か
妻
が
「
ね
え
、
普
通
は
絵
を
描
く
時
は

平
ら
な
用
紙
に
描
く
の
だ
か
ら
板
ガ
ラ
ス
に
し
て
見
た
ら
」

と
、
言
っ
た
の
で
す
。
あ
っ
、
そ
う
か
、
板
硝
子
を
キ
ャ
ン

バ
ス
の
代
わ
り
に
す
れ
ば
良
い
の
か
、
と
、
妻
の
言
葉
に
即

同
意
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
又
、
色
々
考
え
な
が
ら
、
今

度
は
板
ガ
ラ
ス
を
失
敗
し
捨
て
て
ば
か
り
の
日
々
が
続
き
ま

し
た
。
失
敗
を
繰
り
返
す
中
で
何
故
か
私
の
考
え
た
オ
リ
ジ

ナ
ル
デ
ッ
サ
ン
を
一
枚
の
板
ガ
ラ
ス
に
私
の
思
い
を
彫
り
描

き
、
完
成
さ
せ
た
い
と
言
う
思
い
が
段
々
と
膨
ら
ん
で
来
て

ま
し
た
。
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
楽
し

く
な
っ
て
く
る
の
を
感
じ
て
ま
し
た
。
も
し
か
し
て
妻
の

言
っ
た
事
が
本
当
に
実
現
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し

た
。
何
故
、
妻
の
意
見
を
素
直
に
聞
い
た
の
か
と
言
い
ま
す

と
、
私
の
気
持
ち
の
中
で
画
家
に
な
り
た
い
と
言
う
気
持
ち

が
心
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
た
か
ら
で
す
。

● 

公
募
展
の
入
選
続
く

そ
れ
か
ら
、
一
年
が
立
ち
、
作
品
が
よ
う
や
く
、
絵
ら
し

く
な
っ
て
来
ま
し
た
。
誰
も
ま
だ
私
と
同
じ
技
法
で
作
品
を

発
表
し
て
い
る
人
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
第
一
人
者
と

ガ
ラ
ス
に
絵
画
を
彫
り
描
く

特
殊
洋
画
「
絵
ガ
ラ
ス
」

の
挑
戦
が
始
ま
り
ま
し
た
。
と
に
か
く
誰
も
や
っ
て
い
な
い
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●
﹁
絵
ガ
ラ
ス
ア
ー
ト
・
美
良
﹂
を
設
立

そ
の
後
、
渋
川
「
広
域
よ
み
う
り
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
、

ガ
ラ
ス
が
表
現
の
場
、
絵
と
し
て
確
立
と
言
う
記
事
で
掲
載

さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
赤
城
イ
ン
タ
ー
の
近
く
に
、
店
舗
兼
ア
ト
リ
エ

を
造
り
ま
し
た
。「
絵
ガ
ラ
ス
」
を
展
示
し
な
が
ら
、
も
っ

と
皆
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
き
た
く
、
移
転
計
画
を
立
て
、
翌

年
、
二
〇
〇
〇
年
に
「
絵
ガ
ラ
ス
ア
ー
ト
・
美
良
」
を
設
立

し
ま
し
た
。
今
ま
で
の
環
境
と
違
い
、
と
て
も
静
か
で
作
品

に
没
頭
出
来
る
環
境
で
す
。
二
〇
〇
一
年
に
は
群
馬
経
済

研
究
所
・
調
査
月
報
に
取
り
上
げ
ら
れ
、「
人
そ
の
作
品
」

と
し
て
紹
介
さ
れ
ま
し
た
、
そ
の
後
、
群
馬
テ
レ
ビ
に
取

り
上
げ
ら
れ
「
群
馬
ウ
イ
ズ
ユ
ー
」
に
出
演
致
し
ま
し
た
。

二
〇
〇
三
年
に
は
、
Ｉ
Ａ
Ｃ
美
術
会
選
抜
展
に
出
展
（
豊
科

近
代
美
術
館
）す
る
事
に
な
り
ま
し
た
。考
え
て
見
る
と
、「
絵

ガ
ラ
ス
」
の
発
表
に
関
し
て
、
非
常
に
運
の
良
い
人
生
を
送

ら
せ
て
頂
い
て
お
り
、
心
よ
り
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。

●
一
回
限
り
の
感
性
で

今
度
は
、「
絵
ガ
ラ
ス
」
を
描
き
続
け
て
い
る
思
い
を
、

少
し
書
か
せ
て
頂
き
ま
す
。「
絵
ガ
ラ
ス
」
を
始
め
た
時
は

ま
だ
趣
味
的
で
し
た
。
彫
り
描
い
て
い
る
内
に
、
段
々
と
エ

ス
カ
レ
ー
ト
し
て
来
ま
し
た
。私
の
思
い
を
、ガ
ラ
ス
の
キ
ャ

ン
バ
ス
に
彫
り
描
き
世
の
中
に
発
表
し
た
い
、
大
勢
の
人
に

見
て
頂
き
た
い
、
と
、
い
う
思
い
が
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
来

ま
し
た
。
美
術
展
に
も
数
多
く
出
展
致
し
ま
し
た
。
受
賞
歴

も
、
今
現
在
で
十
二
回
受
賞
し
て
お
り
ま
す
。「
絵
ガ
ラ
ス
」

を
彫
り
描
く
時
は
、
絶
対
に
消
す
事
の
出
来
な
い
作
品
と
言

う
事
を
脳
裡
に
や
き
つ
け
ま
す
。
決
し
て
失
敗
の
許
さ
れ
な

い
、
一
回
限
り
の
感
性
を
高
め
、
一
か
所
ず
つ
集
中
し
な
が

ら
、
少
し
ず
つ
彫
り
描
き
ま
す
。
彫
り
の
深
さ
を
変
え
る
事

に
よ
り
微
妙
な
濃
淡
と
繊
細
な
表
情
を
描
き
出
し
ま
す
。
そ

の
為
、
妻
に
、
彫
り
描
い
て
い
る
時
は
、
絶
対
に
話
し
か
け

な
い
で
、
電
話
、
面
会
、
全
て
取
次
し
な
い
で
、
と
、
言
っ

て
お
り
ま
す
。
も
し
、
失
敗
し
ま
し
た
ら
そ
の
日
は
、
感
性

が
悪
い
と
判
断
し
、
彫
り
描
く
の
を
や
め
ま
す
。
私
の
作
品

は
優
美
な
女
性
の
し
ぐ
さ
を
彫
り
描
い
た
作
品
が
お
も
な
も

の
で
す
。
全
て
独
学
で
す
の
で
自
由
に
描
き
た
い
物
を
描
い

て
お
り
ま
す
。
工
芸
と
絵
画
の
思
想
を
混
在
さ
せ
な
が
ら
も

美
の
表
現
を
収
得
し
、
自
分
自
身
の
絵
画
性
を
確
立
し
な
が

ら
、
作
品
を
見
て
頂
き
、
一
歩
一
歩
進
ん
で
参
り
ま
し
た
。

評
価
の
言
葉
を
掛
け
て
下
さ
る
方
々
を
、
私
の
先
生
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
良
い
参
考
意
見
を
頂
き
、
個
展
が

終
了
す
る
度
、
次
の
新
作
の
ス
テ
ッ
プ
に
つ
な
が
り
毎
年
新

作
の
発
表
が
出
来
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
皆
さ
ん
の
御
蔭
で

す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
、
感
謝
致
し
て
お
り

ま
す
。

今
で
は
よ
り
多
く
の
人
達
に
見
て
頂
き
た
い
と
思
い
、

二
〇
〇
七
年
よ
り
百
貨
店
で
の
個
展
を
メ
イ
ン
に
活
動
を
、

展
開
し
て
お
り
ま
す
。
ガ
ラ
ス
絵
画
特
殊
洋
画「
絵
ガ
ラ
ス
」

第
一
人
者
と
し
て
全
国
各
地
で
展
開
中
で
す
。
二
〇
一
〇

年
に
入
っ
て
か
ら
、
私
の
「
絵
ガ
ラ
ス
」
の
デ
ッ
サ
ン
を

使
っ
て
牛
革
バ
ッ
グ
を
造
り
ブ
ラ
ン
ド
と
し
、
販
売
し
ま
せ

ん
か
、
と
、
言
う
話
が
持
ち
上
が
り
ま
し
た
。
よ
う
や
く
、

二
〇
一
〇
年
九
月
十
一
日
か
ら
、「
絵
ガ
ラ
ス
」
デ
ッ
サ
ン

に
入
り
牛
革
バ
ッ
グ
、
ブ
ラ
ン
ド
、「
エ
ム
オ
ー
」
と
し
て

販
売
開
始
と
な
り
、
と
て
も
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
回
こ
の
冊
子
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
「
絵
ガ
ラ
ス
」
写
真

の
題
名
は
「
舞
う
薔
薇
」
は
バ
ッ
グ
に
入
れ
た
作
品
で
す
。

今
後
も
失
敗
の
許
さ
れ
な
い
、
一
回
限
り
の
感
性
で
彫
り

描
く
ガ
ラ
ス
絵
画「
絵
ガ
ラ
ス
」を
発
表
し
続
け
て
行
き
ま
す
。

舞う薔薇

特殊洋画家　百 川 良 男
【略歴】
1952 年 新潟県新潟市に生まれる。
1992 年 独学にて一枚の板ガラスをキャンバスに置き換え、独

自の絵画を確立。
ガラス絵画を知的所有権登像し、「絵ガラス」と命名。

1996 年～　各美術団体　美術展　出展（受賞歴 12 回）
◆群馬県人物画協会 ◆ IAC 美術会 ◆第一美術協会
◆国際美術審議会 ◆群馬県作家協会

2007 年 三越／新潟店　個展
2008 年～ 2009 年　東京都千代田区丸の内帝国劇場・地下 1 階に

て一年間常設展示
2009 年 NHK テレビに取り上げられ画家として紹介される。こ

れを転機に特殊洋画家として新たな道を歩く。
2010 年 絵ガラス、オリジナルデッサンを牛革バッグに取り入

れ、ブランド MO（エムオー）として誕生、販売開始。
【百貨店個展歴】

◆三越　◆京成百貨店　◆高島屋　◆八木橋百貨店　◆大和
◆まる広百貨店　◆十宇屋山形店　◆東急百貨店

現　在 社団法人群馬県作家協会会員
　　　　群馬県渋川市赤城町津久田 3951-3 に在住
　　　　TEL：0279-60-3020



INFORMATION　12
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平成22年度　第34回県民芸術祭

　　　　　　　　　　2010  GUNMA PREF. ART FEST.

美術 ■ 音楽 ■ 舞踊 ■ 芸能 ■ 演劇 ■ 映画 ■ 文芸　　

平成 22 年度　第48回群馬県文学賞

ぐんま郷土芸能の祭典

観世流能楽鑑賞会

出演・演目
　みなかみ歌舞伎保存会（みなかみ町）
　　仮名手本忠臣蔵七段目　祇園一力茶屋の場
　赤城古典芸能部（渋川市赤城町）
　　奥州安達ヶ原三段目　袖萩祭文の場
　みなかみ町こども歌舞伎（みなかみ町）
　　絵本太功記十段目　尼ヶ崎閑居の場

「伝統歌舞伎公演」ベイシア文化ホール（小ホール）
11：00開演（10：30開場）

「上州八木節祭り公演」ベイシア文化ホール（大ホール）
10：00開演（9：30開場）

【出演】赤羽八木節保存会（館林市）、あづま八木節会（伊勢崎市）、太田市八木節連合会 A（太田市）、
太田市八木節連合会 B（太田市）、尾瀬八木節愛好会（利根郡片品村）、上池八木節保存会（高崎市）、
神谷八木節会（伊勢崎市）、桐生八木節連絡協議会（桐生市）、五代目堀込左源太一門会（みどり市笠懸町）、
下小鳥町舞踏保存会（高崎市）、昭和町子ども会八木節（伊勢崎市）、上州八木節会（伊勢崎市）、上州
八木節保存会（みどり市笠懸町）、二之宮八木節会（前橋市）、八寸町八木節愛好会（伊勢崎市）、前橋
八木節協会（前橋市）、三林八木節愛好会（館林市）、妙義八
木節会保存会（富岡市妙義町）、八斗島民芸保存会（伊勢崎市）

　ゲスト出演　新保広大寺節保存会（新潟県十日町市）
　解説　井田安雄（元群馬県文化財保護審議会委員）

ワークショップ　11：00～ 12：00（10：30開場）
演能　13：00開演（12：30開場）
［全席指定］S席 4,500 円　A席 3,000 円
　　　　（学生 1,000円）＊未就学児入場不可

仕舞　屋島　　浅見　重好
　　　班女　　岡　　久広
　　　天鼓　　武田　尚浩
狂言　佐渡狐　破石　晋照
　　　　　　　野村　萬斎
能　　松　風　シテ　武田　宗和
　　　　　　　ツレ　下平　克宏

［全席自由］500円

１月29日（土）

１月30日（日）

2月19日（土）
ベイシア文化ホール（大ホール）

※この事業は宝くじイベント共催事業として実施します。

チケット
発売中

司会・解説　葛西聖司（NHKエグゼクティブアナウンサー）
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平成 22 年度　第48回群馬県文学賞

短歌部門小林功さんほか５名の受賞者決まる！！
このたび第 48 回を迎えた平成 22 年度の「群馬県文学賞」の受賞者が決定した。
この文学賞は「本県における文学活動の振興をはかるため、一年間における文学各部門の創作活動のうち、特にすぐ

れたものを選奨」するもので、7 部門に分かれています。残念ながら今年は評論部門では該当作がありませんでしたが
短歌、俳句、詩、小説、随筆、児童文学の６部門で心のこもった力作が受賞されました。

○短歌部門　小林　功　受賞作「『いのち』30 首」
今回受賞した「いのち」と題する三十首は医師の体験に基づく命、老いへの思いが誇張なく

表現されている。「思案して決断したる検査なり病廊に待つ妻と目が会ふ」
自ら消化管検査を受けることになって患者のことを思い、妻を思う人間的な温かさ、生と死

を思う深い思索など、作者独自の特色ある作品が高く評価された。（髙橋誠一委員選考概要から）

○児童文学部門　金子敏江　受賞作「ぼくと洋太とジャングルの思い出」
主人公と弟は、自宅近くの草ぼうぼうであった道路建設予定地をジャングルに見立てて、遊

ぶ場所にしている。ある日、二人はそこでタヌキと出会う……。主題が自然保護や動物愛護に
とどまらず、登場人物がそれぞれ優しさやユーモアに満ちていて、説教色は微塵もない。場景
描写や兄弟二人の性格の書き分けなどもよく描けていて、暖かい読後感がある。（深代栄一委員
選考概要から）

○俳句部門　矢野マサ子　受賞作「『夫婦の黙
もだ

』30 句」
受賞作品「夫婦の黙」は、題名のように作者の情を詠ったもの、さらには、日常生活への洞察が

作者の鋭い詩眼によって詠われている点に注目させられた。夫婦の情の微妙さの表白された作品に
は感銘を深めた。「長き夜やしんそこ長き夫婦の黙」

さらに言えば、この作者の句の特色は、日常些事に詩韻を求めて、平凡を非凡にし、詩として成
功させている点に注目させられた。「世の諸悪抜きとるつもり草を引く」（吉田未灰委員選考概要から）

○詩部門　中澤睦士　受賞作「『冬の解答』ほか 4 編」
現代の最先端技術にかかわる環境の中で、自分の日常を感性的に捉えて、中澤さんならでは

の個性的な詩的世界を生み出していることが高く評価された。そこには現代人の孤独感を底流
にした自然との関わりや家庭的な生活への憧れなどが、ときにはユーモアを交えて表現されて
いる。今後さらに新たな表現世界を切り開いていくことも期待されている。（長谷川安衛委員選
考概要から）

○小説部門　徳江和巳　受賞作「想い出映画館へようこそ」
勤めていた大手企業が倒産し、学習教材を売る仕事に就いたものの、ノルマを達成出来ない正

一に、ふと死が胸をよぎる。そのとき男が現れて、正一を故郷の映画館に連れて行き、幼い頃の
映像を見せ、二つの道、即ち幼い楽しい日々を永遠に生き続ける道と、この世に留まってもがき
続ける道のどちらかを選ぶように言う。夜の歩道橋の上で潜在意識が見せた瞬時の幻影であるが、
技巧を凝らしたドラマがあり、欠点の少ない短編として評価された。（三澤章子委員選考概要から）

○随筆部門　野村　豊　受賞作「旅ふらり　旅ぶらり」
「五十の手習い」で始めた絵画に、野村氏は現在では講師を務めるほどに熱中する。画材を求
めての旅は、自ずから人との出会いの場となる。動き続ける旅ではなく、イーゼルを立てまた
スケッチブックを開く静止の場は、人との出会いを呼び込むのであった。

野村氏はそうした人との出会いの場を丁寧な筆致で拾ってゆく。小さなしかし心温まる交流
を描き出すのである。（林政美委員選考概要から）
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カ フ ェ の 隅 か ら

赤いリボンの

竹 田 朋 子

竹 田  朋 子 〈略歴〉
長野原町出身／群馬ペンクラブ会員
散文誌「せせらぎ」同人／短歌誌「遠天」同人
第 55 回「日本随筆家協会賞」受賞／第 46 回群馬県文学賞受賞
著書『風の吹く道』
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レストラン　伊万利ダイン

初冬を迎えるころになると、赤い色が恋しくなる。周囲から色彩が消え、寒さが増すか
らだろうか。
春や夏には少しうるさく感じる色だが、日暮れの早いこの時季、赤い色はどこか懐かし

く、ほっとさせられる。
この色は私の中のさまざまな場面に、ちりばめられている。
クリスマスが近づくと、家業のカフェの定位置に小さなツリーが登場する。
高さ 70 センチ、シルバーのもみの木型のツリーに、テニスボール大の赤い球状のオー

ナメントを吊り下げる。紫を含んだ赤、ゴールドのラメ状の線入り、雪の結晶型などで、
頂上にはお星様をいただく。
赤とシルバーのコントラスト が暖房の風を受けて微かに揺れ、

サンタの姿はないが、クリスマス 近し、である。
これに合わせ、ポインセチアも かかせない。以前、珍しくてピ

ンク色を飾ったが、やっぱり赤で ないと、どこか物足りない。
この赤でないとのこだわり（？） が、もうひとつある。亡き祖母

が作ってくれた太巻き寿司にいれ る紅しょうがだ。
ひな祭りには必ず登場した祖母 のそれは、海苔の大きさに焼い

た薄焼き卵で巻いてゆく。中身は、 かんぴょう、しいたけ、ちくわ、
でんぷ、青味、そしてこれ以上は 赤くできないと思われるほどの
紅しょうがだ。シンプルな具の中 の一点の赤。これこそが祖母の
お寿司。それを作るときの祖母の割烹着は、いつも甘酸っぱい匂いがした。
最近、嬉しい赤に出会った。孫の誕生に駆けつけてくださったＭさんは、まだ温かさの

残るお赤飯を手渡された。包みを開くと、何と真っ赤なリボンが結ばれている。お庭の南
天も添えてー。心に染みる嬉しさだった。
すてきな赤もある。某ホテルの、黒と白のしつらいの洗面台に飾られていた一輪のバラ。

磨かれたガラスの一輪挿しに、すっと礼儀正しく伸びた赤いバラの存在感は、見とれるほ
どに鮮やかだった。
さて、クリスマスだ。赤い服は、キリスト教における「司教の正装」であり、慈愛の象徴だっ

たため、サンタクロースの服は赤となったらしい。
赤いリボンのかかった素敵なプレゼントが、大人にも届くといいのに。
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編集後記

◇ この季節、木々の梢の上に広がる空
は、高く青い。やがて凛とした冬だが、
その前の小春日和は気持ちが清々と
して、牧水の歌を口ずさみたくなる。

　「今日もまた　心の鐘を打ち鳴らし
　　打ち鳴らしつつ　あくがれてゆく」
　　　　　　　　　　　　　　　（ＮＫ）

◇ 本誌希望の方は、送料（140 円×希望
回数分の切手）を添えてお申し込み
下さい。また、ご要望ご意見等もお
寄せください。


