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君
を
待
っ
て
い
た
ん
だ  

い
つ
か
必
ず
会
え
る
っ
て

大
事
な
秘
密
の
目
印
を
時
々
見
失
い
そ
う
に
な
り
な
が
ら

何
度
も
何
度
も
確
か
め
た

心
地
よ
い
風
が
吹
い
た

ゆ
ら
ゆ
ら
と
た
だ
揺
ら
れ
て
い
る
君
を
見
て
い
た
ら
、

生
き
て
い
る
っ
て
こ
と
を
思
い
出
し
た

埋
も
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
世
界
の
中
で
、
小
さ
な
君
が
こ
ん
な
に

し
っ
か
り
存
在
し
て
い
る

そ
の
小
さ
な
体
に
は
た
く
さ
ん
の
力
が
詰
ま
っ
て
い
て
、

き
っ
と
今
、
こ
の
世
界
で
一
番
強
い

雨
や
風
に
打
た
れ
な
が
ら
少
し
ず
つ
背
を
伸
ば
す

君
が
花
を
咲
か
す
ま
で
、
私
は
君
を
守
ろ
う
と
お
も
う

昨
秋
の
こ
と
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た「
民
藝

の
一
〇
〇
年
」展
に
行
っ
て
き
た
。

こ
の
展
覧
会
は
、
民
藝
と
い
う
民
衆
的
工
芸
品
に
独
自
の
美
を

見
出
し
た
柳
宗
悦
の
没
後
60
年
を
記
念
し
た
も
の
で
、
柳
が
訴
え

か
け
た
正
統
的
な
美
術
史
で
は
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
美
の
思
想
に

つ
い
て
再
認
識
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
柳
が
批
判
の
対

象
と
し
て
き
た
国
立
・
近
代
・
美
術
と
い
う
概
念
を
冠
し
た
会
場

で
開
催
さ
れ
た
こ
と
は
、
よ
う
や
く
時
代
が
一
回
り
し
て
、
柳
が

提
示
し
た「
日
本
の
姿
」か
ら
普
遍
的
な
美
の
文
化
を
見
直
す
と

き
が
巡
っ
て
き
た
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
民
藝
と
い
え
ば
、
陶
磁
器
や
漆
器
な
ど
の
日
用
品
を
指

す
。
日
用
品
で
あ
る
限
り
、
一
定
の
用
途
に
従
っ
た
道
具
で
あ
り
、

何
よ
り
も
有
用
性
が
優
先
さ
れ
、
無
用
の
美
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。

で
は
柳
が
発
掘
し
た
民
藝
の
美
と
は
何
か
。
そ
れ
は
日
用
品
に

美
的
細
工
を
加
え
て
道
具
と
し
て
の
商
品
価
値
を
上
げ
た
も
の
で

は
勿
論
な
い
。
柳
の
指
し
示
し
た
美
と
は
、
道
具
と
し
て
の
有
用

性
を
極
限
ま
で
突
き
詰
め
た
結
果
、
限
界
を
突
き
破
っ
た
地
平
で

は
じ
め
て
発
現
す
る
美
、
数
値
化
で
き
る
生
産
品
と
し
て
の
規
準

を
超
え
た
純
粋
な
美
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
柳
自
身
が「
民
藝
館

特別寄稿 烏梅10周年企画
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す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。
私
自
身
も
足
下
の
近
江
に
腰
を
据

え
て
、
日
常
で
は
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
大
切
な
も
の
を
す
く
い

上
げ
、
価
値
の
フ
ェ
ー
ズ
を
変
更
す
る
方
法
を
提
示
し
て
い
く
必

要
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
従
来
の「
解
説
」で
は
だ
め
で
、
新

し
い
世
界
の
見
方
を
つ
く
り
だ
す
試
み
で
あ
り
た
い
。

1
3
6
1
年
、
寂
室
元
光
禅
師
は
全
国
を
行
脚
し
た
の
ち
71
歳

に
し
て
近
江
に
移
り
、
永
源
寺
を
創
建
す
る
。
京
や
鎌
倉
の
名
刹

へ
の
招
請
を
固
辞
し
て
の
近
江
入
り
だ
っ
た
。
声
望
高
く
、
参
ず

る
者
2
0
0
0
に
及
び「
文
教
の
地
、
近
江
に
移
る
」と
称
さ
れ

た
。
そ
の
詩『
山
居
』に
い
わ
く

名
利
を
求
め
ず
貧
を
憂
え
ず

隠
処
、
山
深
う
し
て
俗
塵
に
遠
ざ
か
る

歳
晩
、
天
寒
う
し
て
誰
か
是
れ
友

梅
花
、
月
を
帯
び
て
一
枝
新
た
な
り

ま
さ
に
い
ま
、「
寿す

 
な
 
い

長
生
の
郷さ

と
」に
咲
く
梅
が
、
月
の
光
の
も

と
新
し
い
香
り
と
輝
き
を
放
ち
、
近
江
か
ら
美
と
文
化
を
語
り
だ

す「
不
言
の
妙
」に
耳
を
傾
け
た
い
と
思
う
。

の
蒐
集
」で「
物
差
し
で
計
り
切
れ
る
美
し
さ
は
、
高
が
知
れ
て

い
よ
う
。
少
な
く
と
も
美
し
さ
の
自
由
は
、
計
量
を
越
え
る
」と

述
べ
た
よ
う
に
、
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
と
は
別
の
道
筋
を
辿
っ
て
、

人
が
生
き
る
う
え
で
大
切
に
す
べ
き
美
の
価
値
を
発
見
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
1
9
3
6
年
、
日
本
民
藝
館
を
開
設
し
、
出
版
を

通
じ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
、
新
し
い
民
藝
の
美
を
生
み
出
す
制

作
集
団
を
組
織
し
て
人
々
に
伝
え
る
こ
と
を
仕
事
と
し
た
。

民
藝
館
開
設
か
ら
80
数
年
を
経
た
現
代
、
世
は
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な
ど
横
文
字
が
並
ぶ
一

方
、
こ
う
し
た
誰
も
が
否
定
し
が
た
い
概
念
を
現
実
に
適
用
す
る

や
、
本
来
は
実
現
す
る
は
ず
だ
っ
た
本
質
的
な
も
の
が
見
失
わ
れ
、

と
き
に
形
骸
化
、
矮
小
化
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
若
者
た
ち
が

生
き
づ
ら
い
社
会
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
最
大
の
要
因
と
し

て
、
現
代
社
会
が「
語
り
え
な
い
も
の
」や「
目
に
見
え
な
い
も
の
」

の
存
在
を
無
視
、
あ
る
い
は
存
在
し
な
い
か
の
ご
と
く
社
会
の
制

度
設
計
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
や
数
値
化
で
き
る

も
の
、
有
用
性
の
物
差
し
で
計
れ
る
も
の
だ
け
が
考
慮
に
値
す
る

も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
が
合
理
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

か
く
し
て
現
代
社
会
は
、
人
が
ほ
ん
と
う
に
生
き
る
に
値
す
る
無

用
の
美
の
意
義
を
共
有
す
る
こ
と
の
困
難
さ
に
直
面
し
て
い
る
。

か
つ
て
一
休
禅
師
は「
心
と
は
い
か
な
る
も
の
を
言
ふ
な
ら
ん

墨
絵
に
書
き
し
松
風
の
音
」と
詠
じ
た
。
大
自
然
か
ら
吹
く
風
を

モ
ノ
ト
ー
ン
で
描
く
、
こ
の
風
狂
の
世
界
を
い
か
に
表
現
す
る
の

か
。
ま
た
谷
崎
潤
一
郎
も『
陰
翳
礼
讃
』で
花
鳥
風
月
を
い
ち
ば
ん

感
じ
る
の
が
厠
で
あ
る
と
書
い
た
。
柳
も
ま
た
イ
ギ
リ
ス
を
代
表

す
る
詩
人
で
画
家
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
に
傾
倒
し
、
日
本

に
紹
介
し
た
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
ブ
レ
イ
ク
の
思
想
を
象
徴

す
る
詩「
無
垢
の
予
兆
」は
次
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

一
粒
の
砂
に
も
世
界
を　

一
輪
の
野
の
花
に
も
天
国
を
見
、

君
の
掌
の
う
ち
に
無
限
を

一ひ
と

時と
き

の
う
ち
に
永
遠
を
握
る

い
ず
れ
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
耳
目
を
閉
じ
て
こ
そ
見
え
て

く
る
別
次
元
の
眼
差
し
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
。
こ
の
眼
差
し
な

く
し
て
は
新
し
い
表
現
や
創
造
へ
の
情
熱
も
生
ま
れ
な
い
と
い
う

確
信
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
計
量
化
を
超
え
た
美
の
文
化
を
発
信

現在、松岡正剛さん（左、右が筆者）と共に日本を再編集し、文化の「Another Real Style」を求めて
発信するプロジェクト「近江 ARS」の活動に取り組む。2021年12月には、そのキックオフとして

「染め替えて近江大事」を開催。今秋には、叶 匠壽庵・寿長生の郷でイベントも予定
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あ
も
五
〇
周
年
記
念

烏梅エッセイ賞

和菓子は日本古来、季節や行事の中で
人々の暮らしに結び付いて受け継がれてき
ました。特にあんこ菓子は、大福、最中、
たい焼き、団子など様々なカタチで存在し
ます。そんなあんこのお菓子のひとつとし
て生まれたのが代表銘菓「あも」。皆さま
に愛されて、２０２１年１０月に５０年を迎え
ることができました。
今回、５０周年企画の中で募集したエッ
セイは、「あも」とのエピソードがたくさ
ん詰まったものが寄せられました。泣きあ
り、笑いあり。胸に熱いものが込み上げる
ものばかり。こんなにも人の心と繋がって
いることが嬉しく、また引き締まる思いで
選考いたしました。
その入賞５作品を今号·次号で続けてご
紹介いたします。

あ
も
ス
イ
ー
ト
メ
モ
リ
ー

20
代
後
半
か
ら
毎
年
、
冬
の
パ
リ
に
出
か
け
た
私
の
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
は
決
ま
っ
て
、
新
米
・

味
噌
・
海
苔
と
あ
も
で
い
っ
ぱ
い
で
、
母
は
毎
回「
世
界
一
オ
シ
ャ
レ
な
街
に
旅
す
る
と
い
う

よ
り
、
ま
る
で
季
節
の
出
稼
ぎ
労
働
者
み
た
い
ね
」と
笑
っ
た
。
渡
す
相
手
は
日
本
人
相
手
の

ガ
イ
ド
を
し
て
い
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
。
幼
少
の
頃
、
最
初
の
親
友
が
隣
に
住
む
日
本
人
一
家
の
男

の
子
だ
っ
た
た
め
、
日
本
文
化
に
馴
染
み
、
筋
金
入
り
の
日
本
通
に
な
っ
た
。
初
の
渡
仏
に
不

注
意
に
も
パ
ス
ポ
ー
ト
を
落
と
し
、
泣
き
じ
ゃ
く
る
私
を
親
身
に
世
話
し
て
く
れ
て
以
来
、
日

本
食
を
届
け
た
く
て
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ワ
イ
ン
よ
り
水
が
高
価
な
地
で
、
一
切
お
酒
を

た
し
ま
な
い
彼
の
大
好
物
が
和
菓
子
。
特
に
あ
も
は
、
日
本
人
客
よ
り
お
礼
に
と
ご
馳
走
に

な
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
日
本
の
逸
品
と
な
り
、
こ
の
乾
い
た
空
気
の
中
、
し
っ
と
り
と
し
た

求
肥
と
ふ
く
よ
か
な
小
豆
は
最
高
！
と
、
至
福
の
時
間
を
愛
お
し
む
よ
う
に
味
わ
っ
て
い
た
。

あ
も
旅
行
が
突
然
終
わ
り
を
告
げ
た
の
は
２
０
１
５
年
11
月
。
レ
ス
ト
ラ
ン
を
襲
っ
た
テ
ロ

に
巻
き
込
ま
れ
彼
は
亡
く
な
っ
た
。
ツ
ア
ー
客
を
か
ば
っ
て
銃
弾
を
受
け
た
と
い
う
。
何
と
い

う
こ
と
だ
。
パ
リ
は
テ
ロ
に
屈
し
な
い
、
今
こ
そ
カ
フ
ェ
へ
出
か
け
よ
う
、
勇
気
を
持
っ
て
語

り
合
お
う
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
や
り
遂
げ
た
誇
り
と
強
靭
な
魂
。
ト
リ
コ
ロ
ー
ル
に
照
ら
さ
れ

た
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
の
前
で
強
く
こ
ぶ
し
を
握
っ
た
。

今
も
１
人
パ
リ
へ
行
く
。
旅
の
友
は
あ
も
だ
け
。
あ
も
と
ワ
イ
ン
の
絶
妙
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
を

見
た
ら
、
彼
は
粋
な
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
だ
ね
と
、
ウ
イ
ン
ク
す
る
に
違
い
な
い
。
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス

は
軽
く
な
っ
た
が
、
パ
リ
と
日
本
の
懸
け
橋
に
な
っ
た
彼
へ
の
感
謝
、
こ
の
地
を
訪
れ
る
人
々

の
深
く
重
厚
な
想
い
は
未
来
へ
と
引
き
継
が
れ
る
の
だ
。

あもとワインのマリアージュ
宮城県　省子様
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優 秀 賞

20
年
以
上
前
。
日
常
が
戻
り
始
め
る
１
月
上
旬
、
実
家
に
は
毎
年
大
量
の
あ
も
が
届
い
た
。

東
北
の
町
で
家
族
経
営
の
小
さ
な
呉
服
店
を
営
み
、
正
月
に
は
京
都
へ
呉
服
を
仕
入
れ
に
行
く

の
が
恒
例
で
、
お
得
意
様
へ
の
贈
り
物
も
購
入
し
て
い
た
。

当
時
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
普
及
し
て
お
ら
ず「
お
取
り
寄
せ
」と
い
う
言
葉
も
な
い
頃
。
京

都
か
ら
運
ば
れ
た
菓
子
は
お
客
様
に
た
い
そ
う
喜
ば
れ
た
。
そ
れ
は「
あ
も
の
た
め
に
着
物
を
買
っ

て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」と
い
う
疑
惑
さ
え
浮
上
す
る
熱
狂
ぶ
り
で
、
父
は
そ
ん
な
マ
ダ

ム
た
ち
の
話
を
晩
酌
し
な
が
ら
教
え
て
く
れ
た
。
だ
が
私
は
子
ど
も
時
代
、
あ
ん
こ
が
苦
手
で

美
味
し
さ
を
理
解
で
き
ず
、
包
み
紙
の
裏
で
作
る
封
筒
の
工
作
に
熱
中
し
て
い
た
。

時
は
流
れ
、
都
会
で
の
生
活
が
長
く
な
り
、
あ
ん
こ
も
味
わ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
何
か
の

ご
褒
美
の
日
に
は
、
あ
も
。
食
べ
な
が
ら
思
う
。
北
国
の
冬
は
長
く
厳
し
い
。
き
っ
と
雪
の
毎

日
を
生
き
抜
く
マ
ダ
ム
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
手
が
凍
り
そ
う
な
掃
除
や

洗
い
物
、
腰
が
痛
い
雪
か
き
も
、
贅
沢
な
小
豆
の
甘
さ
を
口
に
し
た
ら
一
瞬
で
癒
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
。
あ
の
喜
ば
れ
よ
う
は
、
平
凡
な
日
常
を
彩
っ
て
い
た
に
間
違
い
な
い
。

本
業
そ
っ
ち
の
け
に
、
あ
も
を
愛
し
た
父
も
数
年
前
、
天
国
へ
旅
立
っ
た
。
大
切
な
人
を
亡

く
し
た
経
験
が
あ
る
方
な
ら
、
「
故
人
な
ら
こ
ん
な
と
き
何
と
言
う
だ
ろ
う
」と
思
う
こ
と
が

あ
ろ
う
が
、
あ
も
に
関
し
て
は
故
人
の
遺
志
は
２
０
０
％
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
菓
子
が

つ
な
い
で
く
れ
た
思
い
出
、
絆
、
幸
せ
は
な
ん
と
20
有
余
年
の
歳
月
を
経
て
、
と
ん
で
も
な
い

心
の
支
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

北国マダムの癒し
神奈川県　soy様

満
々
と
水
を
湛
え
る
琵
琶
湖
。
足
元
に
打
ち
寄
せ
る
さ
ざ
波

を
見
つ
め
て
い
る
と
、
自
分
が
海
辺
に
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ

て
い
く
。
視
線
を
上
げ
て
見
渡
せ
ば
、
き
ら
め
く
湖
面
の
向
こ
う

に
は
、
幾
重
に
も
な
っ
た
山
波
が
見
え
る
。
四
季
折
々
に
装
い
を

変
え
私
た
ち
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
湖
や
山
の
風
景
は
、
ず
っ
と

昔
か
ら
私
た
ち
と
共
に
こ
こ
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
真
実
は

そ
う
で
は
な
い
。
目
の
前
の
湖
も
山
も
、
か
つ
て
は
こ
こ
に
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

琵
琶
湖
が
誕
生
し
た
の
は
、
4
0
0
万
年
以
上
も
昔
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
も
今
あ
る
場
所
か
ら
南
に
50
㎞
ほ
ど
も
離
れ
た
、
現

在
の
三
重
県
伊
賀
市
に
。
も
ち
ろ
ん
4
0
0
万
年
も
昔
に
県
や

市
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
く
、
琵
琶
湖
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
も
誰

も
問
題
に
は
し
な
い
。
そ
も
そ
も
問
題
だ
と
思
う
人
類
が
、
そ
の

こ
ろ
の
日
本
列
島
に
は
誰
ひ
と
り
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
琵
琶

湖
は
、
世
界
に
数
少
な
い
古
代
湖
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。

琵
琶
湖
が
誕
生
し
た
頃
の
日
本
列
島
は
、
大
陸
の
東
端
か
ら
突

き
出
た
半
島
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
。
年
間
の
平
均
気
温
は
、
地

球
温
暖
化
が
叫
ば
れ
る
昨
今
よ
り
も
さ
ら
に
暖
か
で
あ
っ
た
た
め
、 琵琶湖の北西岸、マキノあたりの湖岸の風景

た
か
は
し
け
い
い
ち

高
橋
啓
一

滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
館
長

古
代
湖
に
育
ま
れ
生
き
る

琵
琶
湖
と
人
の
も
の
が
た
り《
そ
の
1
》
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琵琶湖博物館の展示の一部。右はじの骨格がアケボノゾウ

太古の琵琶湖のほとりにいた無数のゾウとサイの足跡化石
地層についた丸い模様や水たまりが足跡化石

太
古
の
湖
の
周
り
に
は
、
今
の
日
本
で
は
み
ら
れ
な
い
暖
か
い
気

候
を
好
む
植
物
も
多
く
見
ら
れ
た
。
湖
の
大
き
さ
は
、
今
の
琵
琶

湖
と
は
比
べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
小
さ
く
、
浅
か
っ
た
が
、
湖
底
に

は
、
た
く
さ
ん
の
タ
ニ
シ
や
貝
た
ち
が
生
き
て
い
た
。
そ
し
て
、

そ
の
タ
ニ
シ
や
湖
の
小
さ
な
生
き
物
た
ち
を
食
べ
る
大
小
さ
ま
ざ

ま
な
コ
イ
科
の
魚
た
ち
、
さ
ら
に
、
そ
の
魚
た
ち
を
食
べ
る
体
長

３
ｍ
ほ
ど
の
ワ
ニ
ま
で
が
い
た
豊
か
な
生
態
系
を
持
つ
湖
で
あ
っ

た
。
湖
の
ま
わ
り
に
は
、
肩
の
高
さ
が
４
ｍ
近
く
も
あ
る
巨
大
な

ゾ
ウ
や
サ
イ
も
い
た
。
ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る

の
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
化
石
が
、
太
古
の
湖
の
地
層
か
ら
発

見
さ
れ
る
か
ら
だ
。

こ
の
最
初
に
で
き
た
湖
は
、
そ
こ
に
流
れ
込
む
川
が
運
ん
で
き

た
土
砂
に
よ
っ
て
50
万
年
ほ
ど
で
埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
う
が
、

そ
の
北
側
に
は
、
断
層
の
働
き
で
新
た
な
湖
が
誕
生
し
た
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
の
ち
、
今
か
ら
1
0
0
万
年
ほ

ど
前
に
よ
う
や
く
今
の
位
置
に
琵
琶
湖
が
で
き
始
め
た
。

こ
の
間
、
地
球
規
模
の
気
候
変
化
や
急
峻
に
な
っ
て
い
く
周
辺

の
山
々
の
影
響
で
、
湖
の
中
も
周
辺
も
環
境
は
大
き
く
変
化
し
、

生
き
物
た
ち
に
も
変
化
が
み
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
琵
琶
湖
の
誕

生
の
こ
ろ
か
ら
森
を
作
っ
て
い
た
大
木
の
メ
タ
セ
コ
イ
ア
は
、
お

よ
そ
1
0
0
万
年
前
に
消
え
、
そ
の
森
に
生
き
て
い
た
日
本
固

有
の
ア
ケ
ボ
ノ
ゾ
ウ
も
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
幸
い
、
こ
の
ゾ
ウ

の
1
体
分
の
化
石
は
、
琵
琶
湖
の
東
岸
の
多
賀
町
か
ら
30
年
ほ
ど

前
に
発
見
さ
れ
、
今
年
、
そ
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
て
国
の
天
然

記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
。

今
で
は
、
琵
琶
湖
の
ま
わ
り
で
ゾ
ウ
や
サ
イ
、
ワ
ニ
な
ど
を
見

る
こ
と
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
生
き
物
た
ち
は
、
何
度
と
な
く
訪

れ
る
気
候
変
動
の
大
き
な
波
に
耐
え
ら
れ
ず
、
数
十
万
年
前
か
ら

数
万
年
前
に
日
本
列
島
で
は
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
私
た
ち
の
祖
先
が
日
本
列
島
に
や
っ
て
来
た
の
は
、

わ
ず
か
4
万
年
前
の
こ
と
だ
。
琵
琶
湖
の
歴
史
か
ら
み
れ
ば
、

1
0
0
分
の
１
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
人
々
は
、
こ
の
地
に
や
っ

て
き
て
以
来
、
琵
琶
湖
と
そ
の
周
り
の
自
然
に
畏
敬
の
念
を
持
ち

な
が
ら
、
ま
た
そ
れ
を
利
用
し
て
風
土
に
あ
っ
た
独
自
の
文
化
を

育
み
、
つ
な
い
で
き
た
。
私
た
ち
は
、
文
化
は
自
分
た
ち
が
作
っ

た
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
傲
慢
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
た

ち
の
生
活
や
文
化
は
、
私
た
ち
が
知
ら
な
い
遠
い
過
去
か
ら
続
く

大
地
と
生
き
物
の
物
語
の
上
に
、
そ
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
な
り

た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
謙
虚
な
気
持
ち
で
琵
琶

湖
に
向
き
合
い
な
が
ら
、
古
代
湖
と
の
物
語
の
つ
づ
き
を
末
永
く

作
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

高
橋
啓
一

専
門
は
古
生
物
学
。
最
近
は
低
山
登
山
を
し
な
が
ら

あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
琵
琶
湖
や
大
地
を
眺
め
て
楽
し

ん
で
い
る
。
現
在
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物
館
館
長
。
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道・路・径

先
日
、
息
子
が
彼
女
を
紹
介
し
た
い
と
言
っ
て
き
た
。
結
婚
す
る
よ
う
だ
。「
彼
女
は
料
理

で
き
る
子
な
の
？
」と
聞
く
と
彼
は「
大
丈
夫
、
昼
弁
当
も
作
っ
て
く
れ
る
」と
あ
っ
さ
り
答
え

た
。
私
は
料
理
も
大
し
て
で
き
ず
に
結
婚
し
た
の
で
、
大
変
だ
っ
た
そ
の
頃
を
思
い
出
し
、
つ

い
聞
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

私
に
は
子
ど
も
が
2
人
い
る
。
仕
事
も
2
人
が
小
さ
な
頃
か
ら
は
じ
め
、
家
事
と
の
両
立
は

料
理
下
手
な
私
に
と
っ
て
か
な
り
辛
い
事
だ
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
料
理
の
レ
シ
ピ
を
書
き
溜
め
、

娘
が
嫁
ぐ
時
に
手
渡
し
た
。
今
で
も
参
考
に
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
、
時
々
帰
っ
て
き
た
時

に
手
料
理
を
ふ
る
ま
っ
て
く
れ
る
。
今
は
私
よ
り
遥
か
に
上
手
い
。

息
子
に
は
何
を
渡
し
て
や
れ
る
の
だ
ろ
う
か
…
。
あ
る
日
、
息
子
と
話
し
て
い
る
と
こ
ん
な

こ
と
を
言
わ
れ
た
。「
僕
は
、
お
母
さ
ん
が
家
事
と
仕
事
を
一
生
懸
命
頑
張
る
姿
を
ず
っ
と
見

て
き
た
。
学
生
だ
っ
た
12
年
間
、
皆
勤
出
席
で
き
た
の
は
お
母
さ
ん
の
お
か
げ
だ
。
そ
ん
な
学

生
生
活
が
送
れ
た
か
ら
こ
そ
、
今
、
仕
事
に
対
し
て
自
信
を
持
て
る
」と
。
子
ど
も
た
ち
の
前

で
は
弱
音
を
吐
か
な
い
と
堪
え
た
記
憶
が
ふ
と
蘇
り
、
思
わ
ず
涙
が
出
そ
う
に
な
る
。
素
直
に

涙
を
流
せ
ば
い
い
も
の
を
、
ま
た
ぐ
っ
と
堪
え
る
。
し
か
し
、
形
で
何
か
を
残
そ
う
と
す
る
考

え
に
固
ま
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
と
て
も
嬉
し
い
言
葉
だ
っ
た
。

こ
れ
か
ら
は
子
ど
も
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
何
か
を
残
し
、
渡
し
て
い
く
番
だ
。
私
も
彼
ら
と
共

に
、
残
せ
る
も
の
を
こ
れ
か
ら
も
作
っ
て
い
こ
う
と
思
う
。

残せるもの
生産部物流包装課  濱嶋かずみ

滋
賀
県
立
芸
術
劇
場
び
わ
湖
ホ
ー
ル（
以
下「
び
わ
湖
ホ
ー
ル
」）

は
１
９
９
８
年
９
月
に
開
館
、
今
年
25
年
目
を
迎
え
る
劇
場
で
あ

る
。
JR
京
都
駅
か
ら
琵
琶
湖
線
で
約
10
分
、
大
津
駅
か
ら
琵
琶
湖

に
向
か
っ
て
歩
を
進
め
る
と
、
や
が
て
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
な
っ
て

い
る
白
い
大
き
な
屋
根
が
見
え
て
く
る
。

春
夏
秋
冬
、
ど
の
季
節
も
素
晴
ら
し
い

オ
ペ
ラ
を
上
演
す
る
劇
場
は
世
界
中
に
数
多
く
あ
る
が
、
自
然

豊
か
な
山
々
に
囲
ま
れ
琵
琶
湖
の
ほ
と
り
に
佇た

た
ずむ

び
わ
湖
ホ
ー
ル

の
よ
う
な
劇
場
は
そ
う
た
く
さ
ん
は
な
い
だ
ろ
う
。
多
く
の
お
客

様
か
ら
、「
こ
の
景
色
を
望
め
る
場
所
に
ホ
ー
ル
が
あ
る
の
が
素

晴
ら
し
い
！
」と
い
う
お
声
を
頂
戴
す
る
。
メ
イ
ン
ロ
ビ
ー
や
大
・

中
ホ
ー
ル
の
ホ
ワ
イ
エ
か
ら
は
雄
大
な
琵
琶
湖
を
見
渡
す
こ
と
が

で
き
、
初
め
て
お
越
し
い
た
だ
い
た
お
客
様
か
ら
は
思
わ
ず
歓
声

が
あ
が
る
ほ
ど
。

晴
れ
た
日
の
午
後
に
は
遠
く
に
ヨ
ッ
ト
が
連
な
り
、
夕
刻
に
は

湖
面
が
オ
レ
ン
ジ
色
に
輝
い
て
い
く
…
…
、
そ
ん
な
変
化
す
る
風

景
を
楽
し
め
る
。
一
方
で
、
台
風
の
よ
う
な
激
し
い
雨
や
波
し
ぶ

「
芸
術
文
化
の
灯ひ

を
消
さ
な
い
」

を
合
言
葉
に

や
ま
さ
き
か
お
る

山
﨑
薫

滋
賀
県
立
芸
術
劇
場
び
わ
湖
ホ
ー
ル 

副
館
長

今
こ
そ
伝
え
た
い
舞
台
芸
術
の
魅
力《
そ
の
1
》

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
●住　　所　滋賀県大津市打出浜15-1
●電話番号　0 7 7 - 5 2 3 - 7 1 3 3（代表）
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き
が
巻
き
上
が
る
さ
ま
は
、
琵
琶
湖
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感

す
る
瞬
間
だ
。
そ
し
て
、
雨
が
上
が
る
と
大
き
な
虹
が
架
か
っ
て

心
も
晴
れ
や
か
に
な
る
。

建
物
の
４
階
に
は
、
琵
琶
湖
の
南な

ん
湖こ

が
ほ
ぼ
見
渡
せ
る「
展
望

プ
ラ
ザ
」が
あ
り
、
ど
な
た
で
も
無
料
で
利
用
が
可
能
と
な
っ
て

い
る
。
海
外
か
ら
の
お
客
様
を
案
内
す
る
際
に
は
、
地
図
を
示
し
、

「
今
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
の
が
南
湖
、
あ
の
橋（
琵
琶
湖
大
橋
）の
奥

に
北ほ

っ
湖こ

が
広
が
っ
て
い
ま
す
」と
説
明
す
る
の
だ
が
、「
琵
琶
湖
っ

て
本
当
に
大
き
い
ん
で
す
ね
」と
ビ
ッ
ク
リ
さ
れ
る
。
近
隣
の
方

が
毎
朝
散
歩
の
途
中
に
深
呼
吸
さ
れ
る
よ
う
な
清
々
し
い
場
所
な

の
で
あ
る
。

毎
年
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
に
開
催
し
て
い
る「
近
江
の
春

び
わ
湖
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
祭
」は
、「
ゆ
く
春
を
近
江
の
人
と
惜

し
み
け
る
」と
詠
ん
だ
松
尾
芭
蕉
を
も
魅
了
し
た
琵
琶
湖
の
ほ
と

り
で
、「
近
江
の
人
も
こ
こ
を
訪
れ
る
人
も
、
と
も
に
素
敵
な
音
楽

を
分
か
ち
合
え
た
ら
」と
い
う
思
い
か
ら
、
音
楽
祭
に「
近
江
の
春
」

を
冠
し
て
い
る
。

た
び
た
び
訪
れ
た
で
あ
ろ
う
琵
琶
湖
の
風
景
を
愛
し
、
近
江
の

人
と
親
し
ん
だ
芭
蕉
は
、
今
も
び
わ
湖
ホ
ー
ル
近
く
の
義ぎ

仲  ちゅう
寺じ

に

眠
っ
て
い
る
。

こ
の
ホ
ー
ル
を
イ
タ
リ
ア
に
持
っ
て
帰
り
た
い

び
わ
湖
ホ
ー
ル
の
素
晴
ら
し
さ
は
風
景
だ
け
で
は
な
い
。
大
・

中
・
小
の
３
つ
の
ホ
ー
ル
を
持
つ
劇
場
で
、
年
間
４
、５
本
を
自

主
制
作
す
る
オ
ペ
ラ
を
中
心
に
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
バ
レ
エ
、
歌

舞
伎
、
狂
言
、
演
劇
、
室
内
楽
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
舞

台
芸
術
を
上
演
し
て
い
る
。

特
に
関
西
初
の
四
面
舞
台
を
備
え
る
大
ホ
ー
ル
の
音
響
の
素
晴

ら
し
さ
は
多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
か
ら
絶
賛
さ
れ
、
そ
の
中
の
一

人
、
開
館
時
、
イ
タ
リ
ア
・
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
歌
劇
場
の
引
越
公
演
で
、

ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
ミ
レ
ッ
ラ
・
フ
レ
ー
ニ
が
、
音
響
と
ロ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
感
動
し
、「
こ
の
ホ
ー
ル
を
イ
タ
リ
ア
に
持
っ
て
帰
り
た
い
」

と
言
っ
た
話
は
、
今
で
も
語
り
草
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
他
、
厳
し
い
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
選
ば
れ
た「
び
わ
湖
ホ
ー

ル
声
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
」と
い
う
劇
場
専
属
の
16
名
か
ら
な
る
若

手
オ
ペ
ラ
歌
手
を
擁
し
て
い
る
。
オ
ペ
ラ
や
定
期
公
演
は
も
と
よ

り
、
ク
リ
ス
マ
ス
や
七
夕
な
ど
、
季
節
ご
と
に
開
催
す
る
無
料
の

ロ
ビ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
赤
ち
ゃ
ん
連
れ
の
ご
家
族
を
は
じ
め
、

多
く
の
お
客
様
が
楽
し
み
に
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

ま
た
小
中
学
校
で
行
う「
学
校
巡
回
公
演
」「
ふ
れ
あ
い
音
楽
教

室
」、
県
内
の
小
学
生
ら
を
招
き
、
京
都
市
交
響
楽
団
に
よ
る
コ

ン
サ
ー
ト
を
鑑
賞
し
て
も
ら
う「
び
わ
湖
ホ
ー
ル 

音
楽
会
へ
出
か

け
よ
う
！
」（
ホ
ー
ル
の
子
事
業
）に
も
出
演
し
て
い
る
。
生
の
演

奏
を
前
の
め
り
で
聴
き
入
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を
見
て

い
る
と
、
や
は
り
芸
術
文
化
の
力
は
大
き
い
と
感
じ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
中
で
、「
芸
術
文
化
は
不

要
不
急
の
も
の
」と
言
わ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
ず
っ

と
不
登
校
だ
っ
た
子
ど
も
が
、
ホ
ー
ル
の
子
事
業
に
参
加
し
て
、

「
音
楽
を
聴
い
て
い
る
と
心
が
ポ
カ
ポ
カ
し
た
」と
、
そ
の
後
、
登

校
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
る
。

び
わ
湖
ホ
ー
ル
が
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
ス
ポ
ン
サ
ー
制
度
を
設
け
た

時
、
い
ち
早
く
名
乗
り
を
上
げ
て
く
だ
さ
っ
た
叶 

匠
壽
庵
様
と

の
ご
縁
で
、
今
回
か
ら
リ
レ
ー
形
式
で
音
楽
や
舞
台
の
こ
と
に
つ

い
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
皆

さ
ま
の
応
援
に
勇
気
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、「
芸
術
文
化
の
灯
を

消
さ
な
い
」を
合
言
葉
に
舞
台
芸
術
を
お
届
け
し
て
い
き
た
い
。

上　 「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2019」 
琵琶湖を見渡せるメインロビーにて、 
びわ湖ホール声楽アンサンブルが熱唱

下　 松尾芭蕉が眠る義仲寺 
（びわ湖ホールより徒歩約10分）

山
﨑
薫

２
０
１
７
年
４
月
、
滋
賀
県
よ
り（
公
財
）び
わ
湖

芸
術
文
化
財
団
に
出
向
。
常
務
理
事
等
を
経
て
、

２
０
１
９
年
４
月
よ
り
現
職
。
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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
。

い
よ
い
よ
夏
を
迎
え
、
６
月
は

氷
を
食
し
た
り
代
用
に
水
無
月

を
作
っ
た
り
し
て
暑
気
祓
い
や

清
め
の
神
事
が
各
地
で
行
わ
れ

ま
す
。
こ
こ
寿
長
生
の
郷
で
も

涼
感
漂
う
お
菓
子
が
多
く
作
ら

れ
ま
す
。
今
回
は
、
夏
祭
り
で

も
よ
く
み
る
粽
を
葛
や
寒
天
と

果
実
を
使
っ
て
表
現
し
て
み
ま

し
た
。
自
家
製
の
梅
エ
キ
ス
、

お
世
話
に
な
っ
て
い
る
生
産
者

の
方
々
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ

い
て
い
る
逸
品
ば
か
り
の
夏
の

デ
ザ
ー
ト
で
す
。
氷
を
敷
き
詰

め
た
桶
に
盛
り
付
け
て
団
扇
の

小
皿
に
取
り
分
け
ま
す
。
吊
り

花
入
れ
は
、
青
竹
の
楊
枝
入
れ

と
し
て
遊
ん
で
み
ま
し
た
。
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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。

※３９号の「近江の台所（朝宮茶）」で、３Ｐ３行目から５行目の農薬散布の記述に関し、読者に不安を与　
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ここで改めてお知らせ申しあげるとともに、食に携わる企業として今後も研鑽を重ねてまいります。
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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　「清漣」

せいれん

緑茂る夏の頃、一服の涼風を運び清楚な姿を見
せる半夏生や未草。｢琵琶湖周航の歌｣発祥の地、
滋賀の近江今津では歌にゆかりある未草が育て
られています。未草は古来より日本に自生し、
綺麗な水を好むそう。心潤す水辺の命、次世代
にも伝えられたらと願います。

目
の
前
に
は
青
く
広
が
る
梅
林
、
初

夏
の
風
が
通
り
抜
け
る
場
所
で『
烏
梅
』

を
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。
創
刊
か
ら
、

丸
10
年
が
経
ち
ま
し
た
。
文
明
社
会
の

大
転
換
に
あ
っ
て
、
職
業
人
と
し
て
、

市
井
人
と
し
て
、
足
元
か
ら
考
え
よ
う
。

と
い
う
主
旨
か
ら
生
ま
れ
、
本
拠
地
で

あ
る
滋
賀
の
魅
力
を
自
分
た
ち
の
目
で

見
、
直
に
触
れ
、
紹
介
し
続
け
て
ま
い

り
ま
し
た
。

今
号
の
10
周
年
の
特
別
寄
稿
に
は
、

「
民
藝
」に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
約
１
０
０
年
前
に
柳
宗
悦
ら
が

創
り
出
し
た
美
の
概
念
。
伝
統
的
な
手

仕
事
に
よ
る
生
活
に
密
着
し
た
工
芸
品

は「
用
の
美
」と
も
言
わ
れ
、
実
用
的

な
も
の
に
こ
そ
真
の
美
が
宿
る
と
称
え

ま
し
た
。

あ
り
ふ
れ
た
モ
ノ
か
ら
美
し
さ
を
見

出
す
。
こ
れ
は
、
こ
こ
大
石
龍
門
の
心

象
絵
図
の
取
り
組
み
で
も
、
目
の
前
に

あ
る
里
山
の
暮
ら
し
の
中
か
ら
も
発
見

す
る
こ
と
が
で
き
、
私
た
ち
は
常
に
美

と
隣
り
合
わ
せ
な
の
だ
と
感
じ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
民
藝
に
繋
が
る「
近

江
の
美
」に
つ
い
て
気
づ
き
、
感
性
を

磨
き
た
い
。
そ
う
願
い
、
滋
賀
県
の
文

化
に
深
く
結
び
つ
く
琵
琶
湖
と
、
心
を

豊
か
に
す
る
湖
国
か
ら
の
舞
台
芸
術
に

つ
い
て
も
、
ご
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
す
。

｜ 
寿
長
生
の
郷
の
山
の
テ
ラ
ス
よ
り 

｜

公式 HP


