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日
々
が
惜
し
く
て
愛
し
く
て

こ
の
ま
ま
時
が
止
ま
っ
て
し
ま
え
ば
い
い
の
に

こ
の
瞬
間
を
失
い
た
く
な
い

ず
っ
と
こ
の
腕
に
抱
い
て
い
た
い

「
こ
れ
、
な
ん
や
っ
た
っ
け
？
」

そ
う
聞
い
た
可
愛
い
声
も
、
き
っ
と
い
つ
か
忘
れ
て
し
ま
う

「
ス
ス
キ
？
そ
う
や
。
ス
ス
キ
ス
ス
キ
…
い
っ
ぱ
い
や
な
！
」

そ
う
言
っ
て
走
っ
て
い
く
背
中
は
ま
だ
幼
い

離
れ
て
い
く
あ
な
た
が
逞
し
く

い
つ
の
間
に
か
す
く
す
く
と
伸
び
る
背
が

い
つ
か
私
を
越
え
て
し
ま
う
の
が
楽
し
み
で
、
寂
し
い

こ
の
景
色
を
あ
と
何
回
、
一
緒
に
見
ら
れ
る
だ
ろ
う

あ
の
背
中
を
私
は
い
つ
ま
で
覚
え
て
い
ら
れ
る
だ
ろ
う

信
楽
と
い
え
ば
、「
日に
ほ
ん
ろ
っ
こ
よ
う

本
六
古
窯
」に
も
そ
の
名
を
連
ね
る
、

言
わ
ず
と
知
れ
た
焼
き
物
の
町
。
そ
の
は
じ
ま
り
は
奈
良
時
代
と

も
鎌
倉
時
代
と
も
い
わ
れ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
、
ず
っ
と
昔
か
ら
こ

の
地
に
は
伝
統
が
息
づ
き
、
産
地
と
し
て
の
営
み
の
風
景
が
あ
る
。

作
家
の
数
も
増
え
、
今
で
こ
そ
町
で
は
多
種
多
様
な
作
風
を
目

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
古
来
受
け
継
が
れ
る
特
色
は
、
薪
を

燃
料
と
し
た
穴
窯
や
登
り
窯
で
釉
薬
を
施
さ
ず
素
地
を
高
温
で

じ
っ
く
り
と
固
く
焼
く
焼や
き
し
め締

の
陶
器
。
土
の
質
感
を
そ
の
ま
ま
に

生
か
し
、
素
朴
な
が
ら
も
あ
た
た
か
み
の
あ
る
風
合
い
が
特
徴
だ
。

そ
ん
な
信
楽
焼
を「
人
間
ら
し
い
焼
き
物
」と
表
現
す
る
の
は
土

の
子
窯
２
代
目
の
皆
川
仁
史
さ
ん
。
先
代
の
皆
川
隆
さ
ん
が
昭
和

48
年
に
築
窯
し
て
か
ら
現
在
ま
で
、
こ
の
地
で
作
陶
を
続
け
て
い

る
。
元
々
は
親
戚
の
陶
業
に
勤
め
て
い
た
隆
さ
ん
。
後
に
師
と
な

る
茶
人 

小
森
松
菴
先
生
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
、
先
生
と

信
楽
で
築
い
た
土
の
子
窯
を
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
仁
史
さ
ん
も
ま
た
、
２
人
の
生
き
方
や
情
熱
に
触
れ
る
う

ち
に
、
自
然
と
焼
き
物
の
道
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
。
巡
り
会
い

や
思
い
が
こ
の
窯
を
生
み
、
育
ん
で
き
た
の
だ
。

訪
ね
た
お
店
に
は
美
し
い
緋ひ
い
ろ色
で
実
に
表
情
豊
か
な
焼
締
陶
器

が
並
ん
で
い
た
。
こ
の
地
を
舞
台
に
描
か
れ
た
N
H
K
の
連
続

お

か

だ

ち
ほ

岡
田
千
穂

商
品
部
商
品
課

信
楽
焼

近
江
の
台
所《
そ
の
38
》

信楽焼 | 撮影：酒井綾子
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な
こ
と
を
気
に
す
る
の
も
日
本
な
ら
で
は
か
も
し
れ
な
い
。
土

の
子
窯
の
器
は
自
然
と
肌
に
馴
染
み
、
心
地
よ
い
重
量
感
と
ぬ

く
も
り
が
あ
る
。
使
い
方
を
尋
ね
る
と
、「
使
う
人
が
好
き
に
使

う
。
そ
れ
も
人
そ
れ
ぞ
れ
。」と
一
言
。
見
て
、
触
っ
て
、
使
っ
て
、

使
い
続
け
る
と
変
化
し
て
…
…
楽
し
み
方
に
も
余
白
が
あ
る
、
そ

ん
な
ざ
っ
く
り
と
し
た
味
わ
い
が
魅
力
の
ひ
と
つ
だ
。

取
材
に
は
息
子
の
良
太
さ
ん
も
立
ち
合
い
、
こ
う
い
う
場
が

少
々
苦
手
だ
と
い
う
仁
史
さ
ん
の
話
に
手
を
差
し
伸
べ
る
よ
う
、

や
さ
し
く
語
っ
て
く
れ
た
。
聞
け
ば
、
昨
年
ま
で
東
京
で
勤
め
て

い
た
良
太
さ
ん
。「
父
が
い
な
く
な
っ
た
ら
…
。」そ
う
実
感
し
た

と
き
に
帰
郷
を
決
断
し
た
。
今
は
窯
焚
き
を
手
伝
い
な
が
ら
、
仁

史
さ
ん
の
作
品
を
広
め
た
い
一
心
で
活
動
し
て
い
る
。「
父
の
作

品
は
派
手
で
は
な
い
け
れ
ど
、
素
朴
で
、
ほ
っ
と
和
む
。
そ
う
い

う
小
さ
な
幸
せ
が
あ
る
。」あ
た
た
か
い
言
葉
の
中
に
は
良
太
さ

ん
の
思
い
と
、
確
か
な
火
を
感
じ
た
。

良
質
な
土
が
あ
り
、
そ
れ
に
向
き
合
う
人
々
の
心
が
あ
る
。
そ

れ
だ
け
だ
が
、
そ
れ
が
尊
く
、
歴
史
を
積
み
重
ね
伝
統
を
繋
い
で

き
た
。
様
々
な
時
代
を
生
き
、
人
々
の
暮
ら
し
に
寄
り
添
い
な
が

ら
変
化
を
遂
げ
る
信
楽
焼
。
い
つ
ま
で
も
火
が
消
え
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
。

テ
レ
ビ
小
説「
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
」。
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
、

信
楽
焼
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に「
緋
色（
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
）」が
あ
る
。

程
よ
く
鉄
分
を
含
ん
だ
土
が
焼
成
時
に
酸
化
す
る
こ
と
で
、
赤
褐

色
に
発
色
す
る
の
だ
。「
思
ひ
の
色
」と
も
言
わ
れ
る
そ
の
色
は
、

あ
た
た
か
く
も
情
熱
的
に
も
感
じ
ら
れ
、
伝
統
の
中
に
在
る
人
々

の
思
い
が
確
か
に
現
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

時
代
と
と
も
に
窯
も
進
化
し
、
重
油
窯
、
ガ
ス
窯
、
電
気
窯
と

多
様
な
種
類
が
あ
る
中
、
土
の
子
窯
で
は
築
窯
か
ら
現
在
に
至

る
ま
で
、「
薪
窯
」一
筋
だ
。
他
の
窯
に
は
な
い
も
の
、
そ
れ
は

「
灰
」。
燃
え
尽
き
た
薪
が
灰
に
な
り
、
焼
成
中
の
器
物
に
降
り
か

か
っ
て
焼
き
付
き
、
表
情
を
生
む
。
豪
快
に
灰
が
被
っ
て
で
き
る

「
灰
か
ぶ
り
」、
灰
が
土
中
の
成
分
と
反
応
し
て
溶
け
、
ガ
ラ
ス
化

し
た「
ビ
ー
ド
ロ
釉（
自
然
釉
）」。
こ
う
い
う
景
色
は
灰
の
飛
ば

な
い
ガ
ス
や
灯
油
の
窯
で
は
思
う
よ
う
に
表
現
し
き
れ
な
い
と
い

う
。
さ
ら
に
窯
の
性
質
上
、
ひ
と
つ
の
作
品
の
中
で
も
前
と
後
ろ

で
灰
の
か
か
り
具
合
や
温
度
が
変
わ
り
、
表
情
が
い
く
つ
も
感
じ

ら
れ
る
。「
人
に
も
い
ろ
い
ろ
な
面
が
あ
る
よ
う
に
、
人
間
ら
し

い
焼
き
物
。
同
じ
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
。」と
仁
史
さ
ん
は
言
う
。

薪
窯
は
最
も
長
い
歴
史
を
持
ち
、
手
間
が
か
か
る
う
え
に
難
し
い

焼
き
方
。
驚
く
べ
き
は
土
の
子
窯
で
は
６
日
間
も
薪
を
焚
き
続
け

る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
間
、
ひ
と
と
き
も
目
を
離
す
こ
と
な
く
交

代
で
薪
を
く
べ
る
の
だ
。
急
に
温
度
を
上
げ
る
と
割
れ
て
し
ま
う

の
で
窯
内
の
温
度
を
見
な
が
ら
、
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
焼

い
て
い
く
。
夏
場
は
湿
度
が
高
く
綺
麗
な
緋
色
を
出
す
こ
と
が
難

し
い
た
め
窯
焚
き
は
し
な
い
と
い
う
が
、
中
は
１
２
０
０
度
以
上

に
達
す
る
と
い
う
穴
窯
、
暑
さ
は
想
像
以
上
。
ま
た
、
大
小
様
々

な
１
０
０
０
点
も
の
作
品
を
一
度
に
焼
く
た
め
、
窯
に
詰
め
る
だ

け
で
も
10
日
か
か
る
。
さ
ら
に
焼
い
た
後
は
、
手
触
り
を
整
え
る

た
め
、
す
べ
て
に
サ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
を
か
け
る
。
年
に
数
回
と
い

え
ど
も
大
仕
事
だ
。

「
自
然
を
ど
う
生
か
す
か
、
そ
う
や
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の

焼
き
物
文
化
が
で
き
て
き
た
。」耐
火
性
と
可
塑
性
が
高
い
良
質

な
信
楽
の
土
は
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
作
風
を
可
能
に
す
る
。

大
き
な
壺
や
火
鉢
か
ら
小
さ
な
器
や
箸
置
き
、
有
名
な
狸
の
置
物

も
こ
の
地
の
土
の
性
質
が
あ
っ
て
こ
そ
。
土
の
子
窯
で
は
作
風
に

合
う
よ
う
に
ブ
レ
ン
ド
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
使
う
。「
何
が
良
い

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
土
も
、
焼
き
方
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
面
白
い
」。　

器
を
手
に
持
っ
て
食
べ
る
日
本
独
自
の
食
器
文
化
。
手
に
し
た

時
の
重
み
や
お
さ
ま
り
具
合
、
手
触
り
…
…
器
選
び
の
際
に
そ
ん

土の子窯 皆川陶房

窯焚きの様子 | 提供：土の子窯
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「
こ
り
ゃ
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
ぁ
」

　

私
の
病
室
の
ベ
ッ
ド
を
囲
む
娘
夫
婦
た
ち
の
前
で
、
夫
は
言
っ
た
。

　

狭
心
症
の
手
術
直
後
、
強
度
の
ス
ト
レ
ス
で
治
療
中
だ
っ
た
メ
ニ
エ
ー
ル
病
が
、
最
大
級
で

再
発
し
た
。
手
術
台
か
ら
車
椅
子
に
も
移
れ
ず
、
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
で
病
室
に
運
ば
れ
た
。
目

を
少
し
で
も
開
け
る
と
強
烈
な
回
転
性
め
ま
い
に
襲
わ
れ
、
微
動
だ
に
で
き
な
く
な
っ
た
。

　

耳
元
で
婿
さ
ん
が
、

「
お
母
さ
ん
、
明
日
か
ら
関
西
出
張
で
す
け
ど
、
何
か
ほ
し
い
も
ん
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」

と
声
を
か
け
て
く
れ
た
。
そ
れ
ま
で
め
ま
い
の
症
状
で
あ
え
い
で
い
た
私
が
間
髪
を
入
れ
ず
、

「
そ
れ
な
ら
叶 

匠
壽
庵
の
あ
も
と
、
香
煎
茶
、
買
う
て
来
て
ん
か
」
と
、
即
答
。

　

婿
さ
ん
も
だ
が
、
私
も
京
都
出
身
。
和
菓
子
に
は
目
が
な
い
。
し
か
し
病
室
に
い
た
一
同
、

唖
然
と
し
て
顔
を
見
合
わ
せ
て
笑
っ
た
そ
う
だ
。
独
身
時
代
は
勤
務
を
終
え
て
、
よ
く
河
原
町

の
デ
パ
地
下
で
あ
も
を
買
っ
て
帰
っ
た
も
の
だ
。
今
は
通
販
も
あ
り
便
利
に
は
な
っ
た
が
、
そ

こ
は
主
婦
。
行
く
と
あ
ら
ば
送
料
は
か
か
ら
な
い
。
こ
ん
な
こ
と
が
こ
の
状
況
で
私
の
脳
内
を

走
っ
た
。
夫
は
こ
の
世
の
終
わ
り
さ
な
が
ら
で
あ
え
い
で
い
る
の
に
、
好
物
へ
の
執
念
を
失
わ

な
い
私
の
一
言
は
、
一
笑
に
付
す
る
に
余
り
あ
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。

「
お
前
の
食
い
気
は
墓
場
ま
で
だ
な
」
10
年
経
っ
た
今
で
も
、
思
い
出
話
で
笑
わ
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
話
を
滋
賀
県
在
住
の
大
親
友
に
し
て
か
ら
は
、
毎
年
懐
か
し
い
ふ
る
さ
と
の
名
物
と
共

に
、
あ
も
を
必
ず
し
の
ば
せ
て
送
っ
て
く
れ
て
い
る
。
あ
り
が
た
や
、
あ
り
が
た
や
。

こりゃ、だいじょうぶだぁ
宮城県　おやかまっさん様

　

阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
今
年
で
27
年
。

　

神
戸
っ
子
の
私
は
当
時
、震
度
7
の
激
震
地
区
在
住
。自
宅
玄
関
か
ら
出
ら
れ
た
時
に
は

ガ
ス
臭
く
、道
を
挟
ん
だ
家
屋
か
ら
は
炎
が
上
が
り「
も
う
ダ
メ
か
も
…
」冷
静
に
そ
ん
な
思

い
が
よ
ぎ
っ
た
こ
と
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。何
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、余
震
と

と
も
に
避
難
所
で
夜
を
明
か
し
た
。周
辺
は
焼
け
野
原
、そ
ん
な
状
況
で
も
一
夜
あ
け
る
と
空

腹
を
感
じ
た
。「
あ
、大
好
き
な
あ
も
が
あ
る
は
ず
！
」危
険
と
は
思
い
つ
つ
自
宅
へ
戻
り
、ひ
た

す
ら
探
し
た
。ほ
こ
り
ま
み
れ
の
家
財
の
中
で
見
つ
け
た
時
に
は
、き
ゅ
っ
と
抱
き
し
め
た
。

　

１
本
の
あ
も
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
避
難
所
で
は
身
を
寄
せ
合
っ
て
い
る
状
況
。
温
か
い

緑
茶
な
ど
用
意
で
き
る
わ
け
も
な
く
、
日
常
の
シ
ー
ン
と
は
か
け
離
れ
て
い
た
が
、
乾
い
た
口

の
中
に
広
が
る
優
し
い
甘
さ
に
涙
が
出
た
。
ほ
ん
の
少
し
ず
つ
し
か
食
べ
て
も
ら
え
な
か
っ
た

が
「
お
い
し
い
！
」
「
ど
こ
の
お
菓
子
？
」
「
ど
こ
で
売
っ
て
る
の
？
」
と
、
み
ん
な
が
前
向

き
な
コ
ト
バ
を
発
し
て
い
る
状
況
に
、
私
自
身
が
心
身
共
に
力
を
も
ら
っ
た
。

「
あ
ん
こ
の
〝
あ
〟
と
、
お
も
ち
の
〝
も
〟
で
、
あ
も
っ
て
い
う
ん
で
す
よ
」
本
当
は
上
級
女

官
の
用
い
る
女
房
言
葉
で
、
餅
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
が
、
ど
う
し
て
も
覚
え
て

も
ら
い
た
か
っ
た
。
震
災
後
、
初
め
て
口
に
し
た
の
が
あ
も
。
ま
さ
に
命
の
恩
人
。

　

あ
の
と
き
避
難
所
生
活
を
共
に
し
た
方
々
も
、
き
っ
と
愛
し
て
く
れ
て
い
る
は
ず
。
今
も
い

た
だ
く
時
に
は
神
戸
に
想
い
を
馳
せ
た
り
、
健
在
だ
っ
た
父
を
思
い
出
し
た
り
す
る
。
あ
も
が

そ
ば
に
あ
る
時
間
は
今
で
も
特
別
。
こ
れ
か
ら
も
ず
ー
っ
と
…
。

 命をつなぎ、笑顔生み出した「あも」
神奈川県　ふかちゃん様
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私
の
部
屋
に
は
娘
「
弘
子
」
の
写
真
が
掛
か
っ
て
い
る
。
娘
は
小
さ
な
頃
か
ら
あ
ん
こ
が
好

き
で
、
あ
も
は
特
に
お
気
に
入
り
だ
っ
た
。
折
に
触
れ
、
地
元
百
貨
店
の
お
店
に
度
々
一
緒
に

通
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
希
少
な
小
児
が
ん
に
罹
り
、
10
年
に
亘
る
闘
病
生
活
の
末
、
15
歳
で
こ
の
世
を

去
っ
た
。
地
鳴
り
の
す
る
よ
う
な
悲
し
み
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
２
度

と
経
験
す
る
こ
と
の
な
い
悲
し
み
だ
と
思
う
。

　

数
ヶ
月
経
っ
た
あ
る
日
、
娘
が
生
前
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
へ
心
ば
か
り
の
お
礼
を
と
、
お

店
を
訪
ね
た
。
店
長
の
王
さ
ん
に
娘
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
と
、
驚
き
と
共
に
目
を

真
っ
赤
に
し
な
が
ら
私
た
ち
の
話
を
静
か
に
聴
き
入
っ
て
く
れ
た
。
支
払
い
を
済
ま
せ
て
出
よ

う
と
し
た
時
、
紙
袋
に
ふ
と
目
を
や
る
と
「
御
供
」
と
書
か
れ
た
、
覚
え
の
な
い
あ
も
が
入
っ

て
い
た
。
驚
い
て
尋
ね
る
と
、
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
か
ら
の
個
人
的
な
気
持
ち
だ
と
い
う
。
そ
の

暖
か
な
光
に
も
似
た
思
い
や
り
や
、
慈
し
み
の
心
を
今
も
っ
て
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

６
年
後
、
百
貨
店
の
閉
鎖
が
新
聞
発
表
さ
れ
た
。
迷
い
は
し
た
が
お
店
が
存
続
で
き
る
よ

う
、
社
長
の
芝
田
さ
ん
に
手
紙
を
書
い
た
。
名
残
惜
し
さ
よ
り
、
王
さ
ん
た
ち
と
会
う
こ
と
の

で
き
な
い
寂
し
さ
が
勝
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
時
於
か
ず
し
て
丁
重
な
返
信
を
い
た
だ
い

た
。
そ
の
早
さ
と
慈
愛
あ
る
文
面
に
感
銘
し
、
今
も
手
紙
は
大
切
に
仕
舞
っ
て
あ
る
。

　

今
、
お
店
は
あ
の
時
と
変
わ
ら
ぬ
ス
タ
ッ
フ
と
変
わ
ら
ぬ
空
気
の
ま
ま
、
駅
前
直
近
の
百
貨

店
に
場
所
を
変
え
、
営
業
を
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
出
会
い
は
今
も
続
い
て
い
る
。

悲しみの底に見た光
兵庫県　M・F様

湖
岸
に
咲
き
誇
る
淡
い
ピ
ン
ク
の
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
、
新
緑
と
深

緑
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
美
し
い
初
夏
の
山
々
、
湖
面
に
映
る
色
と

り
ど
り
の
花
火
、
緑
地
に
赤
や
黄
色
の
パ
ッ
チ
が
入
る
秋
の
紅
葉
、

青
い
空
に
純
白
の
衣
を
ま
と
っ
た
比
良
山
系
。
琵
琶
湖
周
辺
は
四

季
折
々
に
様
々
な
色
で
私
た
ち
を
魅
了
さ
せ
て
く
れ
る
。

当
た
り
前
に
感
じ
る
色
の
あ
る
世
界
だ
が
、
哺
乳
類
の
中
で
色

鮮
や
か
な
世
界
を
見
て
い
る
の
は
実
は
私
た
ち
ヒ
ト
を
含
め
た
霊

長
類
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
哺
乳
類
の
歴
史
に
あ
る
。
地

球
上
を
恐
竜
が
支
配
し
て
い
た
時
代
、
哺
乳
類
の
祖
先
は
恐
竜
の

寝
静
ま
っ
た
夜
に
し
か
活
動
で
き
な
い
小
さ
な
存
在
だ
っ
た
。
極

め
て
長
い
夜
行
性
生
活
の
中
で
脊
椎
動
物
に
広
く
み
ら
れ
る
４
色

型
色
覚「
赤
、
緑
、
青
、
紫
」の
う
ち
、
緑
や
青
に
関
す
る
色
覚

が
欠
損
し
、
色
の
あ
る
世
界
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
ど
う
り

で
、
カ
ラ
フ
ル
な
鳥
は
い
る
の
に
、
色
と
り
ど
り
な
哺
乳
類
は
い

な
い
わ
け
で
あ
る
。

恐
竜
が
絶
滅
し
た
後
、
哺
乳
類
が
爆
発
的
に
進
化
し
、
そ
の
中

に
霊
長
類
が
い
た
。
霊
長
類
は
樹
上
と
い
う
新
し
い
生
活
の
場
を

見
つ
け
、
木
の
実
を
餌
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
樹
上
で
木
の
実

寿長生の郷にあるイチモンジタナゴ池、通称ぼて
じゃこ池。市民団体ぼてじゃこトラストと共に保
全活動を続けている。

か
わ
せ
せ
い
ご

川
瀬
成
吾

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館 

主
任
学
芸
員

＂ぼ
て
じ
ゃ
こ
＂の
湖
　
琵
琶
湖
　

知
ら
れ
ざ
る
水
中
百
花

琵
琶
湖
と
人
の
も
の
が
た
り《
そ
の
2
》
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滋賀のぼてじゃこ。上段左からイチモンジタナゴ、シロヒレタビラ、中段、カネヒラ、イタセンパラ、
ヤリタナゴ、下段、アブラボテ、ニッポンバラタナゴ

を
食
べ
る
た
め
に
は
、
葉
っ
ぱ
の
中
か
ら
赤
い
実
を
見
分
け
ら
れ

た
方
が
生
存
に
有
利
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
進
化
の
時
間
の
中
で

新
た
に
緑
を
認
識
で
き
る
色
覚
を
獲
得
し
て
３
色
型
色
覚
と
な
り
、

様
々
な
色
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
霊

長
類
の
末
席
に
い
る
私
た
ち
ヒ
ト
は
色
を
使
っ
て
文
化
や
芸
術
、

そ
し
て
心
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

色
は
私
た
ち
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
が
、
そ
れ

は
自
然
界
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
多
様
な
色
が
自
然
界
に
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
様
々
な
生
物
の
生
き
様
が
そ
こ

に
あ
る
証
で
あ
り
、
生
物
多
様
性
の
豊
か
さ
の
象
徴
で
も
あ
る
。

私
た
ち
に
と
っ
て
、
見
え
づ
ら
い
水
の
中
は
馴
染
み
の
な
い
世

界
だ
が
、
湖
の
中
に
も
実
は
四
季
折
々
に
美
し
い
色
の
変
化
が
あ

る
。
琵
琶
湖
は
日
本
で
最
も
純
淡
水
魚
が
豊
か
な
水
辺
と
し
て
知

ら
れ
、
そ
の
中
に
ひ
と
際
目
を
引
く
色
鮮
や
か
な
魚
た
ち
が
い
る
。

滋
賀
県
で
は「
ぼ
て
じ
ゃ
こ
」と
呼
ば
れ
る
タ
ナ
ゴ
の
仲
間
だ
。

タ
ナ
ゴ
の
仲
間
は
日
本
に
16
種
、
琵
琶
湖
に
は
７
種
が
分
布
す

る
。
琵
琶
湖
の
タ
ナ
ゴ
の
種
数
は
日
本
で
も
指
折
り
で
あ
る
。
オ

ス
は
繁
殖
期
に
な
る
と
美
し
い
婚
姻
色
を
呈
し
、
種
類
に
よ
っ
て

様
々
な
彩
ど
り
を
示
す
。
白
桃
色
と
水
色
の
一
文
字
が
走
る
イ
チ

モ
ン
ジ
タ
ナ
ゴ
、
深
い
青
緑
の
体
に
臀
鰭（
し
り
び
れ
）と
腹
鰭（
は

ら
び
れ
）の
先
が
真
っ
白
に
彩
ら
れ
る
シ
ロ
ヒ
レ
タ
ビ
ラ
、
大
き

な
体
と
鰭
に
濃
青
緑
色
と
ピ
ン
ク
を
纏
う
カ
ネ
ヒ
ラ
、
紫
に
染
ま

り
高
貴
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
イ
タ
セ
ン
パ
ラ
、
鰭
が
朱
色
に
染

ま
る
ヤ
リ
タ
ナ
ゴ
、
艶
や
か
な
褐
色
肌
の
ア
ブ
ラ
ボ
テ
、
落
ち
着

き
が
あ
り
な
が
ら
鮮
や
か
な
薔
薇
色
と
な
る
ニ
ッ
ポ
ン
バ
ラ
タ
ナ

ゴ
…
ぼ
て
じ
ゃ
こ
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
際
立
ち
、
さ
な
が
ら

水
中
に
咲
く
花
の
よ
う
だ
。

タ
ナ
ゴ
の
仲
間
は
、
卵
を
産
む
た
め
に
生
き
た
二
枚
貝
を
必
要

と
す
る
。
か
つ
て
琵
琶
湖
や
そ
の
周
辺
に
は
、
二
枚
貝
が
豊
富
に

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
沿
岸
に
は
ヤ
リ
タ
ナ
ゴ
と
シ
ロ
ヒ
レ
タ
ビ

ラ
、
内
湾
や
内
湖
に
は
イ
チ
モ
ン
ジ
タ
ナ
ゴ
や
ニ
ッ
ポ
ン
バ
ラ
タ

ナ
ゴ
、
扇
状
地
に
は
ア
ブ
ラ
ボ
テ
と
い
っ
た
具
合
に
、
い
た
る
と

こ
ろ
に
タ
ナ
ゴ
が
溢
れ
て
い
た
こ
と
が
過
去
の
研
究
や
標
本
調
査

に
よ
っ
て
わ
か
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
琵
琶
湖
は
ぼ
て
じ
ゃ
こ
の
楽

園
で
、
春
や
秋
に
な
る
と
水
中
で
様
々
な
色
の
乱
舞
が
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ぼ
て
じ
ゃ
こ
は
ど
こ
に
で
も
い
る
魚
と

い
う
意
味
で
呼
ば
れ
、
半
分
バ
カ
に
さ
れ
な
が
ら
も
半
分
愛
さ
れ

て
い
た
名
前
な
の
だ
。

し
か
し
、
私
た
ち
に
と
っ
て
水
の
中
の
こ
と
は
実
感
と
し
て
理

解
し
づ
ら
く
目
を
向
け
る
人
が
少
な
い
た
め
、
気
づ
い
た
時
に

は
生
態
系
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
多
々
あ
る
。

ニ
ッ
ポ
ン
バ
ラ
タ
ナ
ゴ
、
イ
タ
セ
ン
パ
ラ
は
琵
琶
湖
か
ら
絶
滅
、

イ
チ
モ
ン
ジ
タ
ナ
ゴ
は
絶
滅
寸
前
、
カ
ネ
ヒ
ラ
を
除
く
そ
の
他
の

ぼ
て
じ
ゃ
こ
も
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
く
な
り
絶
滅
危
惧
種
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
っ
た
こ
の
数
十
年
間
で
の
出
来
事
で
あ
る
。

私
た
ち
人
間
活
動
の
結
果
、
琵
琶
湖
の
中
は
春
を
迎
え
て
も
色
気

の
な
い
殺
風
景
な
世
界
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

私
た
ち
は
四
季
折
々
に
移
ろ
う
色
鮮
や
か
な
世
界
か
ら
恩
恵
を

受
け
て
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
陸
上
だ
け
で
な
く
水
の
中
も
同
じ

で
あ
る
。
失
っ
た
琵
琶
湖
の
水
中
美
を
再
び
見
ら
れ
る
日
は
来
る

の
だ
ろ
う
か
。
苦
労
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
適
切
に
手
を
か
け

て
や
れ
ば
、
自
然
は
必
ず
そ
れ
に
応
え
て
く
れ
る
。
目
に
見
え
づ

ら
い
も
の
に
ま
で
気
を
配
れ
て
こ
そ
、
私
た
ち
の
未
来
も
色
鮮
や

か
に
彩
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
一
度
近
く
の
水
の
中
を
見
つ
め
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
色
は
あ

る
だ
ろ
う
か
。

川
瀬
成
吾

専
門
は
水
族
保
全
学
・
系
統
分
類
学
。
滋
賀
県
出
身
。

幼
少
の
頃
よ
り
失
わ
れ
る
琵
琶
湖
の
自
然
を
何
と
か

し
た
い
と
思
い
、
琵
琶
湖
博
物
館
の
学
芸
員
に
な
る
。
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道・路・径

私
は
両
親
、
兄
、
姉
の
5
人
家
族
で
育
っ
た
。
兄
姉
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
進
学
を
機
に
住
む
場

所
は
離
れ
、
交
流
も
少
な
く
淡
白
な
家
族
だ
な
、
と
思
っ
て
い
た
。

2
0
1
9
年
夏
、
父
の
胃
が
ん
が
発
覚
し
た
。
そ
の
時
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
や
認
知
症
を

患
っ
て
い
た
母
を
ひ
と
り
で
介
護
し
て
い
た
父
。
母
は
介
護
施
設
に
入
り
、
父
は
ひ
と
り
ス
テ
ー

ジ
4
の
が
ん
と
闘
い
始
め
る
こ
と
と
な
る
。

家
族
全
員
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
出
来
事
だ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
家
族
の
形
が
変
わ
り
始
め
る
。

毎
週
火
曜
日
と
金
曜
日
21
時
か
ら
L
I
N
E
で
の
グ
ル
ー
プ
通
話
を
欠
か
さ
ず
行
な
う
よ
う

に
な
っ
た
。
話
の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
そ
れ
ま
で
知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
個
々
の
生
活
、
考

え
方
、
甥
や
姪
の
成
長
な
ど
、
日
々
家
族
の
こ
と
を
把
握
し
て
い
る
状
態
だ
。

両
親
が
住
む
和
歌
山
県
に
行
く
機
会
も
増
え
た
。
が
ん
治
療
を
し
な
が
ら
も
柿
の
栽
培
を
続

け
る
父
を
手
伝
っ
て
い
る
。
エ
ア
コ
ン
の
フ
ィ
ル
タ
ー
な
ど
高
い
と
こ
ろ
の
掃
除
や
、
重
い
も

の
を
動
か
す
作
業
な
ど
の
雑
務
も
多
い
が
、
最
近
は
食
事
の
用
意
も
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自

宅
で
は
全
く
家
事
を
や
ら
な
い
の
で
、
卵
と
じ
は
火
加
減
と
ス
ピ
ー
ド
が
大
事
だ
と
か
、
カ
ボ

チ
ャ
の
皮
の
切
り
に
く
さ
だ
と
か
、
ナ
ス
は
傷
ん
で
く
る
と
ゴ
マ
み
た
い
な
の
が
出
て
く
る
、

な
ど
新
鮮
な
発
見
を
楽
し
ん
で
い
る
。

母
は
2
0
1
9
年
の
冬
に
他
界
し
た
が
、
父
の
闘
病
と
そ
ん
な
家
族
の
形
は
今
も
続
い
て

い
る
。
ち
ょ
う
ど
コ
ロ
ナ
禍
と
重
な
り
、
人
間
関
係
が
希
薄
に
な
り
が
ち
な
中
、
思
わ
ぬ
形
で

家
族
の
関
係
は
濃
い
も
の
と
な
っ
た
。

家 族
商品部企画デザイン課  生

おいじのぶゆき

地伸行

び
わ
湖
ホ
ー
ル
は
、
1
9
9
8
年（
平
成
10
年
）の
オ
ー
プ
ン

以
来
、
初
代
芸
術
監
督
若わ
か
す
ぎ杉 

弘ひ
ろ
し、
２
代
目
の
沼
ぬ
ま
じ
り
り
ゅ
う
す
け

尻
竜
典
の
も
と
、

オ
ペ
ラ
を
中
心
に
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
の
舞
台
芸
術
作
品
を
上
演
し

て
い
る
。
若
杉
監
督
は「
劇
場
に
は
そ
の
活
動
を
象
徴
す
る『
顔
』

が
必
要
」と
い
う
こ
と
を
常
々
仰
っ
て
い
た
。

存
在
を
際
立
た
せ
た
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
オ
ペ
ラ

ま
ず
、
１
つ
目
の「
顔
」は
、
１
年
に
１
本
、
日
本
オ
ペ
ラ
界

の
総
力
を
結
集
し
て
行
う「
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
オ
ペ
ラ
」で
あ
る
。

オ
ペ
ラ
王
と
称
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
日
本
初
演
作
品
に
的
を

絞
っ
た
上
演
は
、
第
１
作
の《
ド
ン
・
カ
ル
ロ（
５
幕
版
）》か
ら
第

９
作
の《
海
賊
》ま
で
、「
文
化
庁
芸
術
祭
賞
」、「
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信

託
音
楽
賞
」を
度
々
受
賞
す
る
な
ど
、
常
に
大
き
な
話
題
と
な
り
、

「
び
わ
湖
ホ
ー
ル
＝
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
聖
地
」と
し
て
全
国
か
ら
多

く
の
フ
ァ
ン
を
引
き
寄
せ
た
。
鈴
木
敬
介
演
出
、
舞
台
美
術
と
衣

裳
に
イ
タ
リ
ア
で
活
躍
す
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
据
え
、
大
道
具
や
小

道
具
、
衣
裳
ま
で
舞
台
上
の
道
具
を
ほ
ぼ
全
て
イ
タ
リ
ア
の
工
房

で
調
達
す
る
と
い
う
こ
だ
わ
り
よ
う
。
ソ
リ
ス
ト
に
は
第
一
級
の

劇
場
が
守
り
続
け
る
２
つ
の「
顔
」

｜ 
25
年
の
成
果 

｜  

た
て
わ
き
あ
き
ら

舘
脇
昭

滋
賀
県
立
芸
術
劇
場
び
わ
湖
ホ
ー
ル 

総
括
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

今
こ
そ
伝
え
た
い
舞
台
芸
術
の
魅
力《
そ
の
2
》

プロデュースオペラ「アッティラ」2001年11月
（今も語り継がれる伝説の舞台）
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日
本
人
歌
手
を
配
し
、
東
京
オ
ペ
ラ
シ
ン
ガ
ー
ズ
と
び
わ
湖
ホ
ー

ル
声
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
よ
る
合
唱
は「
ま
さ
に
国
際
的
な
合
唱

レ
ベ
ル
」と
評
論
家
を
唸
ら
せ
、
オ
ペ
ラ
に
お
け
る
合
唱
の
重
要

性
を
改
め
て
認
識
さ
せ
た
。
ど
の
公
演
も
印
象
深
い
が
、
第
４
作

（
2
0
0
1
年
）の《
ア
ッ
テ
ィ
ラ
》は
超
ド
級
の
公
演
の
ひ
と
つ
。

四
面
舞
台
の
奥
舞
台
か
ら
全
体
を
草
で
覆
い
つ
く
し
て
舞
台
上
に

壮
大
な
草
原
を
出
現
さ
せ
た
。
舞
台
奥
か
ら
約
40
ｍ
走
っ
て
登
場

す
る
伝
令
が
、
舞
台
前
到
着
時
に
は
肩
で
息
を
し
て
い
た
。
ま

た
、
舞
台
迫せ
り

を
使
っ
て
巨
大
な
水
道
橋
が
出
現
す
る
の
だ
が
、
こ

れ
が
あ
ま
り
に
も
大
き
か
っ
た
た
め
、
迫
を
吊
る
す
数
本
の
ワ
イ

ヤ
ー
が
素
線
切
れ
を
起
こ
す
と
い
う
事
態
ま
で
生
じ
さ
せ
た
。
若

杉
監
督
は
、
最
後
に
残
っ
た
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
日
本
初
演
と
し
て《
レ

ニ
ャ
ー
ノ
の
戦
い
》を
10
作
目
に
予
定
し
た
が
、
新
国
立
劇
場
の

芸
術
監
督
就
任
が
決
ま
っ
た
た
め
、
残
念
な
が
ら
叶
わ
な
か
っ
た
。

２
代
目
の
沼
尻
監
督
は
、
９
年
に
及
ん
だ
若
杉
監
督
の
思
い
に

加
え
、「
１
日
で
も
多
く
劇
場
に
明
か
り
を
灯
し
た
い
」と
表
明
。

他
の
劇
場
等
と
連
携
し
て
上
演
す
る
方
法
を
取
り
入
れ
、
大
ホ
ー

ル
で
の
オ
ペ
ラ
を
年
間
１
作
品
か
ら
２
作
品
と
し
、
東
京
二
期
会
、

神
奈
川
県
民
ホ
ー
ル
、
コ
ー
ミ
ッ
シ
ェ
オ
ー
パ
ー（
ド
イ
ツ
）と
の

連
携
か
ら
始
ま
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
の
劇
場
へ

と
広
げ
て
い
っ
た
。
2
0
2
3
年
３
月
ま
で
の
任
期
16
年
間
で
、

ワ
ー
グ
ナ
ー
作
曲《
ニ
ー
ベ
ル
ン
グ
の
指
環（
四
部
作
）》を
は
じ
め

と
す
る
大
規
模
オ
ペ
ラ
31
作
品
の
成
功
や
、
国
際
的
な
連
携
を
加

速
さ
せ
た
功
績
は
計
り
知
れ
な
い
。
そ
し
て
2
0
2
3
年
度
に

は
第
３
代
芸
術
監
督
に
阪ば
ん 

哲て
つ
ろ
う朗

が
就
任
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

長
年
勤
め
た
音
楽
監
督
と
し
て
の
豊
か
な
経
験
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

オ
ペ
ラ
の
上
演
に
ど
の
よ
う
な
新
し
い
価
値
を
も
た
ら
す
か
、
今

か
ら
楽
し
み
だ
。

「
声
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
」を
持
つ
劇
場

も
う
ひ
と
つ
の「
顔
」は
、
び
わ
湖
ホ
ー
ル
専
属
の「
声
楽
ア

ン
サ
ン
ブ
ル
」で
あ
る
。
劇
場
に
専
属
の
歌
手
が
存
在
す
る
こ
と

で
、
劇
場
の
方
針
と
し
て
オ
ペ
ラ
上
演
を
中
心
と
す
る
と
い
う
こ

と
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
。
ド
イ
ツ
の
劇
場
に
は
、
多
く
の
場

合
、
専
属
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
合
唱
団
、
バ
レ
エ
団
等
が
あ
り
、

そ
れ
と
は
別
に
オ
ペ
ラ
で
主
要
な
役
を
担
う「
声
楽
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
」が
存
在
す
る
。
劇
場
内
の
至
る
所
に
彼
ら
の
顔
写
真
が
飾
ら

れ
、
劇
場
や
地
域
の
ス
タ
ー
と
し
て
多
く
の
公
演
に
出
演
し
て
い

る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
参
考
に
、
オ
ー
プ
ン
前
に
設
立
し
た
の
が

「
び
わ
湖
ホ
ー
ル
声
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
」だ
。
最
大
５
年
の
在
籍
期

間
中
に
歌
唱
や
演
技
、
語
学
な
ど
に
磨
き
を
か
け
、
オ
ペ
ラ
歌
手

と
し
て
さ
ら
に
活
躍
で
き
る
素
養
を
身
に
つ
け
る
。
2
0
2
2
年

度
の
本
番
数
は
小
規
模
な
も
の
を
含
め
て
1
2
5
回
に
も
及
び
、

夥
し
い
数
の
本
番
は
彼
ら
を
確
実
に
成
長
さ
せ
る
。
毎
年
更
新
の

可
否
を
問
う
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
が
課
さ
れ
、
３
年
目
に
は
公
募
の

受
験
者
と
一
緒
に
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
選
ば
れ
て
初
め
て
５
年
の
在
籍
が
勝
ち
取
れ
る
と
い
う
厳

し
い
シ
ス
テ
ム
だ
。
卒
業
生
の
中
に
は
、
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
の

劇
場
を
は
じ
め
国
内
の
オ
ペ
ラ
団
体
で
活
躍
す
る
者
な
ど
も
い
て
、

こ
れ
ま
で
に
輩
出
し
た
60
名
余
り
の
歌
手
た
ち
は
ま
さ
に
び
わ
湖

ホ
ー
ル
の
宝
も
の
だ
。
今
ま
で
も
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
、
彼
ら
が

活
躍
す
る
劇
場
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
オ
ペ
ラ
の
発
展
を
続
け
て
い
く
こ

と
は
、
び
わ
湖
ホ
ー
ル
25
年
の
成
果
で
あ
り
責
任
。「
劇
場
に
は

『
顔
』が
必
要
」と
い
う
初
代
監
督
の
思
い
は
、
後
に
続
く
芸
術
監

督
と
劇
場
と
で
大
切
に
守
り
続
け
て
い
き
た
い
。

プロデュースオペラ「神々の黄昏」2020年3月無観客上演（無料ライブ配信41万人視聴）。第68回
菊池寛賞、第51回 ENEOS 音楽賞等を受賞

舘
脇
昭

１
９
９
７
年
６
月
か
ら
び
わ
湖
ホ
ー
ル
勤
務
。

２
０
０
７
年
度
文
化
庁
新
進
芸
術
家
在
外
研
修
員
と

し
て
イ
タ
リ
ア・フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
立
歌
劇
場
で
学
ぶ
。
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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
。

早
い
も
の
で
今
年
も
暮
れ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
数
年
、

世
界
規
模
で
自
然
災
害
や
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡

大
、
戦
争
の
勃
発
等
、
不
安
定

な
状
況
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。

多
く
の
方
々
の
お
苦
し
み
や
お

悲
し
み
に
心
よ
り
お
見
舞
い
申

し
上
げ
ま
す
。
父
が
生
前
、
思

い
つ
く
ま
ま
書
き
記
し
た
漉
き

紙
に
師
走
晦
日
そ
ば
の
一
筆
を

見
つ
け
ま
し
た
。
来
る
年
こ
そ
、

世
界
に
平
和
で
穏
や
か
な
日
々

が
訪
れ
ま
す
よ
う
に
と
願
い
な

が
ら
蕎
麦
餅
を
年
越
し
蕎
麦
風

に
つ
く
っ
て
み
ま
し
た
。
皆
さ

ま
に
と
っ
て
良
い
年
に
な
り
ま

す
よ
う
に
。



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。
江戸時代の円山応挙より京都の画壇に受け継がれてきた『写意（写
生を通して物事の本質をとらえる）』の伝統に学び、生命のもつ瑞々
しさを四季折々の植物を通して描く。
京都嵯峨芸術大学非常勤講師を経て、現在大阪にて作家活動中。

近江も多く読まれている『万葉集』。万葉仮名では梅を「烏梅」と表
記されています。近江の歴史と寿長生の郷の梅林を重ね合わせ、
タイトルといたしました。
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絵
作 家 　河本万里子

か わ も と ま り こ

広報誌『烏梅』の定期購読について

広報誌『烏梅』は6月・11月に発行いたします。定期購読をご希望の方は
付属の葉書、叶 匠壽庵HP、お電話にて承っております。

叶 匠壽庵　烏梅

タイトル　『烏梅』
う め

検 索

※公募エッセイ「スイートメモリー」も随時募集中。詳しくはHPを参照。

記

　池
田
典
子

候
表紙絵　「吉祥三友図」

きっしょうさんゆうず

厳寒の折にも緑絶やさない松に竹、風雪に耐え
早くに花を咲かせる梅。寒さ乗り越える逞しい
姿を讃え、これらは、＜歳寒三友＞と呼ばれて
います。吉祥の象徴としても親しまれる三つの
モチーフに、平安と寿福の願いを込めて。

　

暦
の
上
で
は
冬
と
な
る
11
月
。
寿す

な長

生い

の
郷
に
あ
る
築
１
５
０
年
以
上
の
古

民
家
の
囲
炉
裏
に
は
、
こ
の
里
山
で
作

ら
れ
た
炭
が
ゆ
る
や
か
に
赤
く
染
ま

り
、
香
り
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
慌
た
だ
し
い
毎
日
の
中
に
、
フ
ッ

と
立
ち
止
ま
る
僅
か
な
ひ
と
と
き
を
大

事
に
し
た
い
と
、
改
め
て
思
う
今
日
こ

の
頃
で
す
。

　

今
号
の
「
近
江
の
台
所
」
で
は
、
食

の
素
材
か
ら
変
わ
り
、
器
に
目
を
向
け

ま
し
た
。
創
刊
か
ら
10
年
間
、
菓
子
に

通
じ
る
「
食
の
モ
ノ
づ
く
り
」
を
取
材

し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
知
見
を

深
め
た
い
と
、
大
き
い
意
味
で
食
に
通

じ
る
「
滋
賀
の
モ
ノ
」
に
も
広
げ
る
こ

と
に
し
た
の
で
す
。

　

記
念
す
べ
き
ひ
と
つ
目
は
、
信
楽

焼
。
歴
史
は
古
く
、
奈
良
時
代
の
紫
香

楽
宮
の
瓦
を
つ
く
っ
た
の
が
そ
の
始
ま

り
な
の
だ
と
か
。
昭
和
30
年
頃
ま
で
は

火
鉢
が
人
気
で
、
古
琵
琶
湖
層
特
有
の

信
楽
の
陶
土
が
、
熱
や
保
温
性
に
適
し

て
お
り
、
そ
の
生
産
は
全
国
の
90
％
を

占
め
て
い
た
時
代
も
あ
っ
た
そ
う
。

　

寿
長
生
の
郷
に
も
「
陶
房
十と
わ
ぢ
〇
地
」

が
あ
り
ま
す
。
信
楽
と
こ
の
郷
の
土
を

混
ぜ
合
わ
せ
た
作
品
は
、
苑
内
で
も
楽

し
め
ま
す
。
菓
子
を
盛
る
と
き
、
茶
を

点
て
る
と
き
、
花
を
生
け
る
と
き
。
器

を
目
に
す
る
と
、
心
を
豊
か
に
す
る
時

間
が
訪
れ
る
の
で
す
。

｜ 
古
民
家
の
囲
炉
裏
の
前
で 

｜

公式 HP


