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江
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詠
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万
葉
集
』。万
葉
仮
名
で

は
梅
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烏
梅
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表
記
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江
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歴
史
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寿
長
生
の
郷（
す
な
い
の
さ
と
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梅
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と
し
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2017 河本万里子日本画展 - 春ノ譜 -  京都寺町 Art Space-MEISEI 

日本画家。1975 年、滋賀県高島市生まれ。
嵯峨美術短期大学（現　嵯峨美術大学）日本画専攻科修了。

2019 京都 日本画新展 in 二条城 -100 人の画家・嵯峨野線を旅して-
　　 大丸心斎橋店 美術画廊にて個展

2017 河本万里子日本画展 - 春ノ譜 -  京都寺町 Art Space-MEISEI 

2020 日本画企画展《春興》  京都寺町 Art Space-MEISEI 
2021 大丸京都店  アートサロン ESPACE KYOTO にて個展
他　大覚寺蓮華殿　天井絵「花曼荼羅」、伏見稲荷大社 本宮祭行灯画奉納。

（同 ’18）
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さと の お と

た
な
か
ち
か

田
中
知
香

平
和
堂
石
山
店

バイカオウレン | 撮影：丹澤愛継

茶畑初夏 | 提供：かたぎ古香園

京
都
の
宇
治
、
静
岡
の
川
根
と
本
山
、
埼
玉
の
狭
山
と
並
び
、

日
本
五
大
銘
茶
に
数
え
ら
れ
る
朝
宮
茶
は
、
日
本
茶
最
古
級
の
歴

史
を
持
つ
。
起
源
は
１
２
０
０
年
前
、
唐
か
ら
茶
の
種
を
持
ち

帰
っ
た
最
澄
は
、
信
楽
町
朝
宮
の
風
景
に
茶
の
故
郷
、
天
台
山
の

姿
を
重
ね
、
こ
こ
に
種
を
蒔
い
た
。

朝
宮
茶
生
産
直
売
・
か
た
ぎ
古
香
園
六
代
目
の
片
木
明
さ
ん
に

各
地
の
お
茶
の
特
徴
を
訊
く
。
宇
治
は
甘
味
、
九
州
は
旨
味
、
と

話
す
口
調
は
、
遠
い
人
を
想
う
か
の
よ
う
に
優
し
い
。
で
は
、
朝

宮
茶
の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
は
？

「
香
り
や
ね
。
唯
一
、
天
下
一
品
」

茶
業
界
で
朝
宮
茶
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
。
お
茶
人
な
ら
、

「
あ
あ
、
日
本
一
高
価
な
お
茶
ね
」と
返
っ
て
く
る
。
し
か
し
一
般

的
に
は
、「
滋
賀
県
で
さ
え
知
ら
な
い
人
は
ま
だ
多
い
」と
片
木
さ

ん
は
言
う
。
こ
の
現
状
を
変
え
た
い
、
そ
れ
が
71
歳
の
今
も
走
り

続
け
る
片
木
さ
ん
の
原
点
だ
。
も
っ
と
朝
宮
茶
を
知
っ
て
も
ら
い

た
い
。

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
、
こ
れ
だ
け
の
歴
史
と
実
力
を
持
つ
お
茶

が
世
間
に
は
知
ら
れ
ず
に
い
る
の
か
。
そ
れ
は
近
接
す
る
宇
治
ブ

ラ
ン
ド
に
吸
収
さ
れ
る
か
ら
だ
。

深
く
険
し
い
山
間
地
、
信
楽
町
朝
宮
で
は
、
小
規
模
な
茶
農
家

た
ん
ざ
わ
あ
つ
き

丹
澤
愛
継

叶 

匠
壽
庵
グ
ル
ー
プ
有
限
会
社
芝
田
果
径

朝
宮
茶

近
江
の
台
所《
そ
の
37
》

ま
だ
10
代
の
頃
、

学
校
帰
り
の
駅
で
排
気
に
揺
れ
る
花
を
見
た

逞
し
い
と
思
っ
た

強
く
生
き
た
い
と
思
っ
て
い
た

あ
の
花
の
よ
う
に
あ
り
た
い
と

あ
れ
か
ら
20
年
、

草
花
が
生
き
生
き
と
伸
び
る
郷
の
風
景
に
癒
さ
れ

安
ら
ぎ
を
覚
え
る
も
の
の
、

不
思
議
と
未
だ
に
あ
の
花
が
脳
裏
を
掠
め
る

少
し
勘
違
い
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い

１
人
で
は
い
け
な
い

共
に
立
ち
、
信
じ
合
え
る
仲
間
が
た
く
さ
ん
い
る
方
が

強
い
こ
と
だ
と
、

今
で
は
郷
の
草
花
に
憧
れ
を
抱
く
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が
多
く
、
生
産
し
た
茶
葉
の
8
割
以
上
は
宇
治
の
茶
問
屋
に
渡
る
。

高
値
で
買
い
取
ら
れ
る
朝
宮
の
茶
葉
は
、
高
級
宇
治
茶
の
香
り
付

け
、
い
わ
ば
ス
パ
イ
ス
と
し
て
使
わ
れ
る
。

か
た
ぎ
古
香
園
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
片
木
さ
ん
は
、
大
学

を
出
て
家
業
を
継
ぎ
、
改
め
て
朝
宮
茶
の
実
態
に
直
面
し
た
。
こ

の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
、
と
両
親
に
理
解
を
求
め
、
早
速
直
売
に

乗
り
出
し
た
。

平
地
・
里
の
茶
に
対
し
、「
山
の
茶
」と
呼
ば
れ
る
朝
宮
の
茶
農

家
の
仕
事
は
過
酷
だ
。
訪
れ
た
茶
畑
の
勾
配
は
約
22
度
あ
り
、
普

段
山
で
働
く
私
で
も
足
元
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
茶
葉
の
刈
取
り
機

を
手
に
し
て
み
た
が
、
10
分
も
持
っ
て
い
ら
れ
る
か
と
い
う
重
さ

だ
。
数
百
㎏
単
位
で
収
穫
し
た
茶
葉
は
、
す
ぐ
さ
ま
地
元
の
共
同

組
合
の
加
工
場
に
持
ち
込
み
、
乾
燥
状
態
の
荒
茶
に
す
る
。
問
屋

に
卸
す
な
ら
こ
こ
で
一
段
落
。
1
か
月
後
に
は
現
金
に
な
る
が
、

直
売
す
る
に
は
こ
こ
か
ら
各
種
、
各
ラ
ン
ク
の
製
品
に
加
工
・
包

装
し
、
そ
れ
か
ら
在
庫
管
理
、
施
設
機
材
へ
の
投
資
、
と
心
身
と

も
に
休
む
間
は
な
い
。

そ
う
し
た
努
力
は
少
し
ず
つ
実
を
結
ん
で
い
っ
た
。「
か
た
ぎ

さ
ん
の
お
茶
は
美
味
し
い
」と
、
山
中
の
小
さ
な
店
ま
で
買
い
求

め
に
来
て
く
れ
る
人
が
増
え
て
き
た
。

し
か
し
、
直
売
に
よ
っ
て
新
た
に
直
面
し
た
の
が
、
農
薬
の
恐

ろ
し
さ
だ
っ
た
。

茶
の
殺
虫
殺
菌
剤
に
含
ま
れ
る
成
分
は
、
人
体
か
ら
排
泄
さ
れ

ず
骨
髄
に
蓄
積
す
る
。
そ
れ
を
年
に
何
度
も
施
用
す
る
。
毎
日
口

に
し
、
か
つ
農
作
物
で
唯
一
、
洗
浄
を
経
ず
食
卓
に
上
る
お
茶
。

畑
、
家
、
工
場
、
随
所
で
頭
を
よ
ぎ
る
の
は
お
客
さ
ま
、
と
り
わ

け
小
さ
な
子
ど
も
や
妊
婦
さ
ん
の
顔
。

当
時
、
茶
の
無
農
薬
生
産
は
前
例
が
な
く
、
教
え
を
乞
う
人
も

な
か
っ
た
が
、
１
９
７
６
年
、
26
才
の
片
木
さ
ん
は
2.7

ha
す
べ
て

の
農
薬
を
絶
っ
た
。

辛
抱
の
3
年
。
畑
は
無
残
な
姿
と
な
り
、
周
辺
農
家
か
ら
は
苦

情
が
出
た
。
両
親
か
ら
恥
ず
か
し
い
と
責
め
ら
れ
な
が
ら
、
ア
ル

バ
イ
ト
で
生
計
を
立
て
る
日
々
。
変
化
が
現
れ
た
の
は
4
年
目
。

救
い
の
主
は
ク
モ
や
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
、
カ
マ
キ
リ
な
ど
、
害
虫
を

食
べ
る
虫
た
ち
だ
っ
た
。
以
降
、
病
虫
害
は
出
て
も
甚
大
な
被
害

に
は
至
ら
な
く
な
っ
た
。
自
然
本
来
の
生
態
系
バ
ラ
ン
ス
が
戻
っ

た
の
だ
。
そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
、
美
味
し
さ
と
品
質
の
追
及
も
加

わ
り
、
面
積
あ
た
り
の
収
量
は
一
般
的
な
農
法
の
70
％
程
に
減
っ

た
が
、
こ
の
サ
イ
ク
ル
を
壊
し
て
ま
で
生
産
性
を
上
げ
よ
う
と
は

思
わ
な
い
。

片
木
さ
ん
は
い
ま
、
各
地
で
無
農
薬
茶
栽
培
の
普
及
に
努
め
て

い
る
。
今
回
、
こ
う
し
た
活
動
へ
の
風
当
た
り
が
強
い
こ
と
も
改

め
て
知
っ
た
。
事
実
を
語
れ
ば
他
業
者
の
否
定
に
も
な
り
か
ね
ず
、

テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
影
響
の
大
き
い
マ
ス
コ
ミ
へ
の
出
演
や
取
材

は
控
え
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
で
も
同
志
は
い
る
。
今
で
は
朝
宮

の
茶
農
家
の
15
軒
ほ
ど
が
無
農
薬
を
実
践
し
て
い
る
。
そ
し
て
な

に
よ
り
、
頼
も
し
い
7
代
目
、
息
子
の
隆
友
さ
ん
が
い
る
。

隆
友
さ
ん
は
農
作
業
の
傍
ら
、
紅
茶
の
開
発
・
販
売
促
進
と
、

緑
茶
の
海
外
へ
の
販
路
開
拓
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
日
本
よ
り
農

薬
規
制
の
厳
し
い
欧
州
な
ど
で
は
、
図
ら
ず
も
か
た
ぎ
古
香
園
は

優
位
だ
。
後
継
へ
の
迷
い
は
な
か
っ
た
か
訊
ね
る
と
、「
な
か
っ

た
で
す
ね
、
こ
う
い
う
農
法
で
な
け
れ
ば
継
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う

け
ど
。
こ
れ
は
や
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
だ
か
ら
」。

朝
宮
茶
１
２
０
０
年
。
こ
れ
ま
で
苦
し
い
時
代
や
局
面
は
何
度

も
あ
り
、
そ
の
度
に
、
あ
た
ら
し
い
人
の
知
恵
と
力
が
注
が
れ
て

き
た
の
だ
と
思
う
。

お
茶
を
い
た
だ
く
。
作
っ
て
く
れ
た
人
の
顔
が
思
い
浮
か
ぶ
。

美
味
し
い
と
は
、
美
し
い
な
の
だ
と
思
う
。

※
注　
市
販
の
お
茶
は
す
べ
て
、
農
林
水
産
省
の
基
準
に
沿
っ
て
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。

かたぎ古香園

左　片木明さん（右）と隆友さん | 撮影：丹澤愛継
上　朝宮茶畑 | 提供：かたぎ古香園
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スイートメモリー

スイートホーム
西 田 恵 理

主婦

歌
川
広
重
を
は
じ
め
多
く
の
絵
師
た
ち
が
東
海
道
五
十
三
次
の

シ
リ
ー
ズ
で
各
宿
場
を
描
く
。
各
宿
の
画
題
は
、
街
道
の
風
景

は
も
と
よ
り
、
絵
師
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
や
関
心
に
よ
っ
て
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
歌
川
広
重
は「
東
海
道

五
十
三
次
水
口
」（
保
永
堂
版
）で
、
こ
の
あ
た
り
の
名
物
で
あ
っ

た
干
瓢
を
干
す
光
景
を
、
こ
の
ほ
か
の
版
で
は
木
賃
宿
や
旅
籠
の

光
景
、
石い
し
べ部
宿（
滋
賀
県
湖
南
市
）と
の
間
に
あ
る
名
勝
平
松
山
の

麓
に
あ
る
う
つ
く
し
松
な
ど
を
描
く
。
葛
飾
北
斎
は
と
こ
ろ
て
ん

を
売
る
店
を
画
題
と
す
る
。
歌
川
国
芳
は
、
歌
川
豊
国
、
広
重
と

の
合
作
で
、
弘
化
年
間（
１
８
４
４
～
４
７
）に「
東
海
道
五
十
三

対
」の
シ
リ
ー
ズ
を
世
に
出
し
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
画
面

に
宿
場
に
因
ん
だ
説
話
な
ど
を
取
り
上
げ
、
上
部
に
詞
書
を
入
れ

て
説
話
に
纏
わ
る
人
物
や
風
景
と
一
対
に
し
た
こ
と
か
ら「
五
十
三

対
」と
題
さ
れ
、
水み
な
く
ち口
宿（
滋
賀
県
甲
賀
市
）で
は
詞
書
に
快
力
娘

大
井
子
と
水
口
石
の
水
争
い
の
説
話
と
大
井
子
を
モ
デ
ル
に
し
た

女
性
、
そ
の
背
後
に
水
争
い
の
景
を
配
し
て
い
る
。

高
島（
滋
賀
県
高
島
市
）と
い
う
と
こ
ろ
に
大
井
子
と
い
う
大
力

の
女
性
が
い
た
。
力
が
あ
る
こ
と
を
恥
じ
て
普
段
は
力
を
出
さ

や
す
ぎ
じ
ゅ
ん

八
杉
淳

草
津
市
立
草
津
宿
街
道
交
流
館
長

東
海
道
水
口
宿
～
快
力
娘
大
井
子
の
水
口
石

近
江
の
街
道
史
話《
そ
の
7
》

にしだえり
1964 年、滋賀県に生まれる。こよなく音楽
とスイーツを愛し、お菓子を題材にした歌も
多数作曲する。ピアノ教師の傍らフードバン
クでボランティア活動中。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
一
生
で
１
番
大
き
な
買
い
物
を
す
る
と
い
え
ば「
家
を
買
う
こ
と
」

だ
。
我
が
家
も
子
ど
も
た
ち
が
幼
稚
園
に
行
く
頃
、
社
宅
が
手
狭
に
な
っ
て
夢
の
マ
イ

ホ
ー
ム
を
購
入
し
た
。
男
の
子
２
人
は
田
舎
の
一
軒
家
で
の
び
の
び
育
ち
、
時
に
喧
嘩

し
て
泣
い
て
帰
っ
て
き
た
り
、
思
春
期
に
は
部
屋
か
ら
出
て
こ
な
か
っ
た
り
、
実
に
た

く
さ
ん
の
思
い
出
が
詰
ま
っ
た
家
だ
っ
た
。

月
日
が
流
れ
、
コ
ツ
コ
ツ
と
ま
じ
め
に
働
い
て
き
た
夫
が
と
う
と
う
30
年
の
住
宅
ロ

ー
ン
を
完
済
す
る
日
が
来
た
。
今
ま
で
元
気
で
働
け
た
こ
と
、
夫
婦
で
節
約
し
な
が
ら

頑
張
っ
た
こ
と
、
た
く
さ
ん
の
感
謝
を
込
め
て
そ
の
日
に
レ
ス
ト
ラ
ン
を
予
約
し
た
。

銀
座
に
あ
る
素
敵
な
フ
レ
ン
チ
レ
ス
ト
ラ
ン
。
コ
ー
ス
料
理
が
終
わ
っ
て
い
よ
い
よ

デ
ザ
ー
ト
が
運
ば
れ
て
き
た
。
蝋
燭
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
ケ
ー
キ
や
ソ
ル
ベ
、
フ
ル
ー

ツ
と
ソ
ー
ス
が
ア
ー
ト
の
よ
う
に
彩
ら
れ
、
白
い
プ
レ
ー
ト
の
縁
に
は『
家
の
ロ
ー
ン

完
済
お
め
で
と
う
！
』の
文
字
。
さ
ら
に
お
店
の
演
出
で
お
皿
の
上
に
は
も
う
１
つ
チ

ョ
コ
レ
ー
ト
の
ド
ー
ム
が
乗
せ
ら
れ
て
い
る
。
ニ
コ
ニ
コ
し
た
シ
ェ
フ
が
上
か
ら
熱
々

の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
掛
け
る
と
、
な
ん
と
扉
が
開
い
た
よ
う
に
中
か
ら『
ス
イ
ー
ト
ホ

ー
ム
』と
書
か
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
現
れ
た
。
ま
さ
に
私
た
ち
の
家
だ
。

「
大
事
で
素
敵
な
記
念
日
で
す
ね
」と
真
心
の
こ
も
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
ら
い
後
に

し
た
帰
り
道
。
明
る
い
月
が
私
た
ち
を
家
ま
で
ず
っ
と
照
ら
し
て
く
れ
た
。
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ず
、
農
業
の
合
間
に
馬
を
牽
き
、
旅
人
を
乗
せ
て
生
業
と
し
て
い

た
。
あ
る
と
き
、
大
井
子
と
村
人
が
田
へ
引
く
水
を
巡
っ
て
口
論

と
な
り
、
大
井
子
の
田
に
水
を
配
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
、
大
井
子

は
夜
の
間
に
６
、７
尺
四
方
の
大
石
を
持
っ
て
き
て
取
水
口
に
お

き
、
自
分
の
田
に
の
み
水
が
入
る
よ
う
に
し
た
。
夜
が
明
け
て
村

人
は
驚
い
て
、
数
人
が
か
り
で
そ
の
大
石
を
動
か
そ
う
と
し
た
が
、

全
く
動
く
気
配
は
な
く
、
大
井
子
に
許
し
を
請
い
、
大
井
子
の
合

力
に
よ
っ
て
大
石
が
取
り
除
か
れ
て
水
争
い
が
収
ま
っ
た
と
詞
書

に
記
さ
れ
て
い
る
。
国
芳
が
こ
れ
を「
東
海
道
五
十
三
対
」水
口

の
題
材
と
し
た
の
は
、
水
争
い
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
田
へ
水
を

引
く「
水
口
」に
因
ん
で
、
宿
場
名
で
あ
っ
た
水
口
に
な
ぞ
ら
え

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
説
話
は
合
力
者
と
し
て
名
高
い
近
江
海
津
（
高
島

市
）
の
遊
女
、
近
江
の
お
金
の
説
話
に
類
似
し
た
も
の
で
、
大
井

子
が
動
か
し
た
と
さ
れ
る
水
口
石
と
呼
ば
れ
る
大
石
が
、
い
ま
も

高
島
市
安あ
ど
が
わ

曇
川
町
三
尾
里
に
あ
る
安あ
ん
か
ん閑

神
社
境
内
に
残
さ
れ
て
い

る
。

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
説
話
は
、
建
長
6
年
（
１
2
5
4
）
の

『
古こ
こ
ん
ち
ょ
も
ん
じ
ゅ
う

今
著
聞
集
』
巻
第
十
「
佐
伯
氏
長
強
力
の
女
大
井
子
に
遇
ふ

事
」
に
み
え
て
お
り
、
水
争
い
の
話
に
は
次
の
よ
う
な
前
段
が
あ

る
。

　

佐
伯
氏
長
と
い
う
力
士
が
、
初
め
て
「
相
撲
の
節
会
」
に
召
さ

れ
て
、
越
前
か
ら
京
都
へ
向
か
う
途
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
近
江

高
島
の
石
橋
を
渡
っ
た
と
き
、
娘
が
川
の
水
を
桶
に
汲
ん
で
運
ん

で
い
る
の
に
出
会
っ
た
。
氏
長
は
馬
か
ら
降
り
て
娘
の
腕
に
触
れ

る
と
、
娘
は
氏
長
の
手
を
脇
に
挟
み
込
ん
だ
。
そ
の
力
は
強
く

ま
っ
た
く
抜
け
る
気
配
が
な
い
。
そ
の
ま
ま
娘
の
家
に
着
く
と
、

娘
は
氏
長
に
何
者
か
と
尋
ね
た
。
氏
長
は
越
前
の
者
で
、
選
ば
れ

て
宮
中
の
相
撲
大
会
に
行
く
と
こ
ろ
だ
と
答
え
た
。
娘
に
都
に
は

も
っ
と
大
力
が
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
う
少
し
力
を
つ
け
て
い
く

と
よ
い
と
い
わ
れ
、
逗
留
す
る
こ
と
と
し
た
。
娘
は
強
飯
を
炊
い

て
握
り
飯
と
し
て
氏
長
に
食
べ
さ
せ
た
が
、
あ
ま
り
に
も
堅
く

握
っ
て
あ
る
の
で
、
最
初
は
全
く
歯
が
立
た
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
7
日
く
ら
い
経
つ
と
堅
い
握
り
飯
が
よ
う
や
く
食
い
割
れ
る

よ
う
に
な
り
、
最
後
に
は
余
裕
を
も
っ
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き

た
。
氏
長
は
、
娘
が
怪
力
で
握
っ
た
握
り
飯
を
食
い
割
れ
る
よ
う

に
な
る
力
を
つ
け
て
京
へ
と
向
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
後
段
に
、

先
の
水
争
い
の
説
話
が
続
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
歌
川
国
芳
は『
木
曾
街
道
六
十
九
次
之
内
』の
岩い
わ
む
ら
た

村
田

宿（
長
野
県
佐
久
市
）で
も
大
井
子
の
説
話
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

大
井
子
の
説
話
と「
岩
村
田
」と
の
か
か
わ
り
は
、「
岩
を
村
の
田
」

か
ら
退
け
た
大
井
子
と
い
う
繋
が
り
か
ら
題
材
と
し
て
描
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
が
定
か
で
は
な
い
。

こ
の
説
話
は
、
歌
舞
伎
の
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
舞
踊
の
所
作
事

と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
近
江
の
お
金
の
強
力
ぶ
り
を
主
題
と
し

た「
晒さ
ら
し
め女

」、
別
名「
近
江
の
お
金
」で
、
二
世
桜
田
治
助
が
作
詞
、

四
世
杵
屋
六
三
郎
の
作
曲
。
文
化
10
年（
1
8
1
3
）6
月
に
江

戸
森
田
座
で
市
川
団
十
郎
が
初
演
。
近
江
八
景
に
な
ぞ
ら
え
た
八

変
化
も
の「　

茲

ま
た
こ
こ
に
す
が
た
は
っ
け
い

姿
八
景
」の
一
節
で
、
盥た
ら
いを

持
っ
た
大
力
女
お

金
が
暴
れ
馬
を
抑
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
盆
踊
り
、
鼓
歌
を

経
て
布
晒
で
終
わ
る
怪
力
娘
を
題
材
と
し
た
作
品
で
あ
る
。

八
杉
淳

専
攻
は
近
世
交
通
史
。
江
戸
時
代
の
街
道
を
歩
き
な

が
ら
実
践
研
究
。
現
在
、
草
津
市
立
草
津
宿
街
道
交

流
館
長
、
兼
史
跡
草
津
宿
本
陣
館
長
。

閏

67



道・路・径

河
原
林
麗
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業
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よ
そ
は
よ
そ
、

う
ち
は
う
ち
。

か
わ
ら
ば
や
し
れ
な

　先
日
、
S
N
S
で
同
級
生
を
見
つ
け
た
。
懐
か
し
い
気
持
ち
と
、
ど
う
し
て
い
る
の

か
な
と
、
期
待
を
込
め
て
そ
の
投
稿
を
見
た
。
そ
こ
に
は
「
結
婚
し
ま
し
た
」
の
文
字
。

驚
き
と
嬉
し
さ
が
同
時
に
押
し
寄
せ
た
。
ま
さ
か
こ
ん
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
知
る
と
は
。

　投
稿
は
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
だ
っ
た
が
、
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
や
コ
メ
ン
ト
欄
は
祝
福
の

言
葉
で
溢
れ
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
別
の
同
級
生
が
。
な
る
ほ
ど
、
こ
う
し
て
つ
な
が

っ
て
い
く
の
か
と
感
心
し
な
が
ら
も
、
そ
の
人
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
見
た
。
な
ん
と
ア

メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
。
情
報
過
多
で
私
は
一
旦
携
帯
の
画
面
を
閉
じ

た
。
知
ら
な
い
う
ち
に
、
周
り
は
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
っ
て
い
る
。
驚
き
と
、
尊
敬

と
、
そ
し
て
少
し
ば
か
り
の
落
ち
込
み
を
感
じ
た
。
自
分
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
道
を
歩
め

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
い
人
と
比
べ
て
し
ま
う
自
分
に
嫌
気
が
差
し
た
。
隣
の
芝
生

は
青
く
見
え
る
、
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
で
、
憧
れ
て
真
似
し
よ
う
と
し
て
も
そ
の
人

に
は
な
れ
な
い
。
自
分
な
り
に
満
た
さ
れ
て
い
て
も
、
欲
張
っ
て
し
ま
う
。

　情
報
の
荒
波
に
の
ま
れ
た
私
が
、
流
れ
着
い
た
岸
で
思
っ
た
こ
と
。
何
を
や
っ
て
き

た
か
、
よ
り
も
何
が
こ
れ
か
ら
で
き
る
か
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
今
、
始
め
ら
れ
る
こ

と
は
？
自
分
は
ど
う
し
た
い
の
か
？
と
い
う
こ
と
。
足
元
の
芝
生
か
ら
目
線
を
上
げ
て

遠
く
先
を
見
て
生
き
て
い
き
た
い
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
道
を
歩
め
て
い
る
の
だ
と
、
胸
を

張
っ
て
自
分
自
身
を
褒
め
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
。

　
「
よ
い
と　

よ
い
や
ま
か　

ど
っ
こ
い
さ
の
せ
～
」
の
囃
子
言

葉
。
歌
詞
や
節
回
し
は
地
域
や
流
派
に
よ
っ
て
様
々
だ
そ
う
だ

が
、
滋
賀
県
を
中
心
に
近
畿
地
方
各
地
で
盆
踊
り
に
用
い
ら
れ
る

「
江
ご
う
し
ゅ
う

州
音
頭
」を
皆
さ
ん
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。

滋
賀
県
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
に
は
、
夏
に
は
町
内
で
祭
り
が
開

催
さ
れ
、
昼
は
神
輿
を
担
ぎ
、
夜
は「
江
州
音
頭
」で
、
浴
衣
を

着
た
町
内
の
人
々
が
集
っ
て
櫓
の
周
り
を
踊
る
こ
と
が
定
番
だ
っ

た
の
だ
が
、
最
近
は
そ
う
で
も
な
く
な
っ
て
き
た
、
ら
し
い
。
ら

し
い
と
付
け
加
え
た
の
は
、
記
憶
絵
の
聞
き
取
り
で
ご
年
配
の
方

た
ち
の
口
か
ら
出
て
き
た
こ
の
盆
踊
り
を「
知
ら
な
い
」と
い
う

20
代
の
ス
タ
ッ
フ
が
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

知
ら
な
い
、
と
聞
い
て
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
確
か
に
今
、

盆
踊
り
を
踊
る
こ
と
が
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は

い
つ
か
ら
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
記
憶
を
辿
っ
て
み
る
。
最
後
に

踊
っ
た
の
は
…
…
。
い
つ
だ
か
思
い
出
せ
な
い
。
大
人
に
な
っ
て

か
ら
参
加
し
た
こ
と
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
参
加
ど
こ
ろ

か
、
見
か
け
る
こ
と
も
残
念
な
が
ら
ほ
ぼ
な
い
。
強
い
て
い
う
な

ら
映
像
や
過
去
の
写
真
で
だ
ろ
う
か
。

完
成
に
向
け
て
、そ
し
て
昔
の
娯
楽
を
再
び

ふ
る
さ
と
絵
屏
風（
記
憶
絵
）で
つ
な
が
る
未
来《
そ
の
7
》

い
け
だ
の
り
こ

池
田
典
子

本
誌
編
集
人

か
だ
ゆ
き
こ

嘉
田
由
紀
子

監
修
　
環
境
社
会
学
者
、
前
滋
賀
県
知
事
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そ
ん
な
こ
と
を
話
し
つ
つ
、
記
憶
絵
は
い
よ
い
よ
大
詰
め
。
色

を
塗
る
作
業
も
、
日
毎
に
細
か
く
な
っ
て
く
る
。
こ
だ
わ
れ
ば
こ

だ
わ
る
ほ
ど
完
成
度
も
高
く
な
る
の
だ
が
、
完
成
の
目
標
は
初

春
。
２
月
24
日
の
龍
門
町
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
「
オ
ア
シ
ス
」
で
の

発
表
だ
。
表
具
に
す
る
時
間
も
考
え
る
と
も
う
日
が
な
い
。
こ
の

原
稿
を
皆
さ
ん
が
読
ま
れ
て
い
る
頃
に
は
、
表
具
屋
さ
ん
の
手
に

渡
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
指
導
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
河
﨑
さ

ん
、
龍
門
の
絵
の
先
生
で
あ
る
半
田
さ
ん
を
中
心
に
、
地
域
の
皆

さ
ん
が
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
塗
り
進
め
、
そ
の
後
輪
郭
を
ペ
ン

で
な
ぞ
っ
て
い
く
。
ペ
ン
入
れ
す
る
と
、
く
っ
き
り
と
浮
き
上
が

り
、
少
し
で
も
完
成
に
近
づ
い
た
感
じ
が
し
て
、
嬉
し
く
な
る
。

畳
２
枚
分
く
ら
い
の
大
き
な
紙
が
、
空
白
ス
ペ
ー
ス
も
少
な
く
な

り
随
分
賑
や
か
に
な
っ
て
き
た
。
更
に
埋
め
て
い
く
の
で
、
年
末

ギ
リ
ギ
リ
ま
で
取
り
組
む
。
年
末
年
始
の
多
用
な
中
、
参
加
し
て

く
だ
さ
る
地
域
の
方
々
に
は
感
謝
し
か
な
い
。

　

そ
れ
と
並
行
し
て
進
め
て
い
る
の
は
、
そ
の
細
か
い
シ
ー
ン
の

写
真
を
撮
り
、
拡
大
し
て
紙
芝
居
の
よ
う
に
語
れ
る
道
具
づ
く
り

で
あ
る
。
記
憶
絵
自
体
は
大
き
い
の
だ
が
、
１
つ
ひ
と
つ
は
小
さ

く
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
見
や
す
く
、
そ
し
て
説
明
し
や
す
く
す

る
た
め
だ
。
こ
の
絵
が
完
成
し
た
、
と
い
う
だ
け
で
終
わ
る
の
で

は
な
く
、
こ
れ
か
ら
楽
し
く
語
り
継
い
で
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と

考
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
も
う
１
つ
。
こ
の
記
憶
絵
の
中
心
近
く
に
描
く
八
幡
神

社
で
行
わ
れ
て
い
た
江
州
音
頭
の
様
子
を
、
こ
の
龍
門
で
再
現
し

よ
う
と
寿
長
生
の
郷
の
ス
タ
ッ
フ
が
立
ち
上
が
っ
た
。
恒
例
の

「
花
の
宴　

梅
ま
つ
り
」
の
中
で
、
記
憶
絵
の
完
成
披
露
会
と
合

わ
せ
て
実
施
し
た
い
と
計
画
中
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
滋
賀
県
江

州
音
頭
協
会
さ
ん
の
協
力
を
得
る
予
定
だ
。

今
も
八
幡
神
社
で
は
例
祭
と
し
て
９
月
に「
草
木
祭
」が
あ
る
が
、

昔
は
村
人
の
娯
楽
の
機
会
を
作
ろ
う
と
青
年
団
や
婦
人
部
が
中
心

と
な
っ
て
企
画
を
し
、
盆
踊
り
を
し
て
い
た
そ
う
だ
。
そ
こ
で
初

め
て
聞
い
た「
棚
音
頭
」と「
座
敷
音
頭
」。
そ
し
て「
桜
川
一
門
」

に
音
頭
取
り（
櫓
に
立
ち
唄
う
、
今
で
い
う
リ
ー
ド
ボ
ー
カ
ル
）を

依
頼
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
。
江
州
音
頭
の
歴
史
に
は
長
く
な

る
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
知
ら
な
い
だ
け
で
奥
が
深
い
と

い
う
こ
と
に
気
付
く
。

　

よ
く
知
ら
れ
る
櫓
の
周
り
に
輪
に
な
っ
て
踊
る
盆
踊
り
は
、
棚

音
頭
。
そ
し
て
次
の
日
に
行
わ
れ
る
の
が
座
敷
音
頭
。
浪
曲
の
よ

う
な
語
り
を
中
心
と
し
た
、
聴
か
せ
る
江
州
音
頭
だ
そ
う
で
、
泣

き
あ
り
、
笑
い
あ
り
。
当
時
は
テ
レ
ビ
も
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の

昔
の
物
語
を
聴
く
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
そ
う
だ
。
記
憶
で
は
、
昭

和
37
年
（
１
９
６
２
年
）
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
テ

レ
ビ
が
急
速
に
普
及
し
た
の
が
昭
和
34
年
頃
と
言
わ
れ
て
い
る
の

で
、
や
は
り
こ
れ
が
実
施
さ
れ
な
く
な
っ
た
一
因
な
の
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
に
も
時
代
の
変
遷
が
垣
間
見
え
る
。

　

現
時
点
で
は
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
記
憶
絵
活
動
の

約
２
年
間
は
、
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
大
き
な
壁
が
あ
る
中
で
の
作
業

で
、
気
を
回
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
多
く
計
画
ど
お
り
に

は
い
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
河
﨑
さ
ん
、
半
田
さ
ん
は
じ
め
、

多
く
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
こ
こ
ま
で
進
め
ら
れ
た
こ

と
に
改
め
て
こ
こ
で
謝
意
を
表
し
た
い
。

　

絵
の
完
成
は
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、
ど
う
活
か
す
か
と
い
う
意
味

で
は
ス
タ
ー
ト
で
あ
る
。
本
来
な
ら
聞
き
取
り
し
た
資
料
も
同
時

に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ベ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

宿
題
と
し
て
残
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
記
憶
絵
の
活
動
は
、
寿
長

生
の
郷
で
江
州
音
頭
を
行
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
更
に
こ
れ
か

ら
は
、
地
元
小
学
校
や
地
区
の
文
化
祭
で
、
龍
門
な
ら
で
は
の
記

憶
絵
を
披
露
し
、
営
ま
れ
て
い
た
暮
ら
し
を
語
り
継
ぐ
良
い
教
材

と
な
る
に
違
い
な
い
。
今
後
ど
の
よ
う
な
風
景
そ
し
て
文
化
を

作
っ
て
い
く
か
、
未
来
を
見
据
え
た
活
動
に
つ
な
げ
た
い
。
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おおみたから

写真撮影  谷口菜穂子

地
上
の
稲
を
結
実
さ
せ
る
稲
妻
（
夫
）。
そ
れ
は
、
豊
穣
を
も
た

ら
せ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
自
然
が
織
り
な
す
こ
の
世
界
を
、

人
は
鋤
・
鍬
を
も
っ
て
耕
し
、
新
し
い
道
を
切
り
開
く
た
め
に
創

造
力
を
働
か
せ
ま
す
。
叶 

匠
壽
庵
人
は
「
農
工
ひ
と
つ
」
を
合
言

葉
に
、
百
姓
（
お
お
み
た
か
ら
）
と
し
て
菓
子
づ
く
り
に
接
し
、

先
を
見
据
え
た
モ
ノ
づ
く
り
を
考
え
ま
す
。
こ
の
印
は
1
つ
ひ
と

つ
の
命
を
大
切
に
し
、
そ
の
持
つ
力
を
最
大
に
発
揮
さ
せ
、
生
か

し
て
い
く
能
力
を
拓
い
て
い
く
と
い
う
意
志
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

今
年
の
立
春
は
２
月
４
日
で
す
。

こ
れ
か
ら
、
春
本
番
。
寿
長
生

の
郷
で
は
福
寿
草
や
オ
オ
イ
ヌ

ノ
フ
グ
リ
が
顔
を
出
し
始
め
ま

す
。
そ
し
て
間
も
な
く
郷
一
面

に
千
本
の
白
梅
が
咲
き
誇
り
、

歩
い
て
い
る
だ
け
で
春
の
香
り

を
漂
わ
せ
て
く
れ
ま
す
。
一
足

早
く
、
季
節
の
風
味
を
楽
し
み

た
く
な
っ
て
花
見
団
子
風
に
お

菓
子
に
し
て
み
ま
し
た
。
百
合

根
、
い
ち
ご
、
蓬
、
桜
餅
、
わ

ら
び
、
小
豆
、
う
ぐ
い
す
豆
、

梅
、
筍
な
ど
の
郷
の
恵
み
を
竹

串
と
共
に
盛
り
付
け
て
み
る
と

春
爛
漫
の
ご
ち
そ
う
が
で
き
上

が
り
ま
し
た
。
里
山
の
便
り
を

紙
面
よ
り
お
届
け
い
た
し
ま
す
。


