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儀重桜の枝と花

山
陵
が
豊
か
に
育
つ
日
暮
に

草

間

　

　

勉

京
都
に
生
れ
育
っ
た
私
は
､
戦
中
が
原
図
と
な
り

信
州
へ
｡
野
生
桜
と
共
に
暮
ら
し
て
的
年
に
な
る
､

二
年
草
を
播
い
て
翠
春
花
が
咲
い
た
日
の
喜
び
が
､

バ
ラ
栽
培
に
つ
な
が
り
へ
信
州
で
の
自
生
の
桜
(
バ

ラ
科
)
　
に
と
り
つ
か
れ
ろ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
小

京
都
は
千
年
の
都
｡
桜
も
桜
先
人
も
根
が
深
く
て

広
い
｡
私
の
桜
研
究
に
支
え
と
恵
み
を
与
え
て
く
れ

た
生
ま
れ
故
郷
に
感
謝
｡
信
州
で
は
日
本
ア
ル
プ
ス

北
部
､
小
谷
･
白
馬
･
大
町
と
乗
鞍
山
麓
か
ら
木
曽

と
そ
の
周
辺
に
緑
が
持
て
た
｡
多
雪
と
地
形
､
標
高

差
､
地
質
な
ど
を
条
件
と
し
て
適
応
し
臼
生
し
た
桜

が
混
在
分
布
し
て
お
り
､
種
間
雑
種
を
つ
く
り
出
す

条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
ろ
｡
そ
し
て
､
種
聞
雑
種
と
い

う
か
､
特
別
に
美
し
い
変
種
と
実
生
に
よ
る
新
柄
が

育
っ
て
い
る
｡
白
馬
村
北
城
嶺
万
堀
田
の
儀
重
桜
(
村

の
天
然
記
念
物
｡
オ
オ
ヤ
マ
サ
ク
ラ
の
変
種
)
､
貞

麟
寺
の
エ
ド
ヒ
ガ
ン
の
巨
木
と
そ
の
実
生
か
ら
生
じ

た
百
薬
桜
(
田
淵
行
男
ゆ
か
り
の
エ
ド
ヒ
ガ
ン
)
､

北
小
谷
の
オ
ク
チ
ョ
ウ
ジ
サ
ク
ラ
の
実
生
か
ら
育
っ

た
姫
福
桜
､
最
近
育
成
で
き
た
森
士
桜
(
カ
ス
ミ
桜

の
実
生
)
も
丈
夫
で
美
し
い
｡
フ
ジ
サ
ク
ラ
の
実
生

や
変
種
､
八
重
桜
の
新
種
な
ど
も
育
成
で
き
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
変
化
す
る
野
生
､
自
生
種
が
混
在
分

布
す
る
土
地
の
利
点
が
こ
こ
に
あ
る
｡
次
々
と
新
し

い
形
質
を
持
つ
新
種
の
生
じ
る
素
質
の
牛
物
資
源
利

用
の
た
め
の
保
護
と
保
全
､
普
及
を
細
々
と
続
け
て

も
う
半
世
紀
に
も
な
っ
た
｡
山
岳
博
物
館
で
も
そ
れ

ら
の
植
物
分
類
学
的
な
同
定
検
証
と
､
変
化
の
秘
密

を
裏
付
け
る
遺
伝
子
レ
ベ
ル
の
研
究
へ
の
道
を
つ
け

て
い
た
だ
く
こ
と
を
心
よ
り
願
う
｡

(
桜
研
究
家
)
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餓
鬼
岳
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ

富

　

野

　

典

　

夫

は
じ
め
に

ラ
イ
チ
ョ
ウ
に
つ
い
て
は
大
学
や
研
究
機
関
で
の

調
査
が
進
み
､
少
し
ず
つ
そ
の
生
態
な
ど
が
わ
か
っ

て
き
た
｡
北
ア
ル
プ
ス
室
堂
周
辺
で
の
生
息
個
体
数

は
年
に
よ
り
変
動
が
見
ら
れ
る
こ
と
､
北
ア
ル
プ
ス

の
北
端
に
位
置
す
る
小
蓮
華
岳
周
辺
で
は
ハ
イ
マ
ツ

帯
で
の
生
活
は
春
か
ら
秋
ま
で
で
､
冬
は
標
高
二
〇

〇
〇
メ
ー
ト
ル
よ
り
下
ま
で
降
り
て
生
活
し
て
い
る

こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
て
き
た
｡

ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
基
本
的
な
生
活
史
は
ど
こ
の
山
域

で
も
変
わ
ら
な
い
が
､
季
節
的
移
動
や
生
活
環
境
の

選
択
は
積
雪
量
な
ど
の
気
象
や
餌
に
な
る
植
物
､
地

形
に
よ
っ
て
ロ
ー
カ
ル
色
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

餓
鬼
岳
で
の
過
去
の
記
録

餓
鬼
岳
に
お
け
る
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
生
息
状
況
に
つ

い
て
は
大
町
市
吏
第
一
巻
自
然
環
境
(
一
九
八
四
年
)

に
羽
田
健
三
先
生
が
ナ
ワ
バ
リ
推
定
で
三
の
基
準
と

記
し
て
い
る
｡
四
月
か
ら
七
月
上
旬
は
オ
ス
と
メ
ス

が
ナ
ワ
バ
リ
の
中
で
生
活
し
､
こ
の
ナ
ワ
バ
リ
か
ら

飛
び
出
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
∵
フ
イ
チ
ョ
ウ
の

性
比
は
オ
ス
二
五
対
メ
ス
一
と
さ
れ
て
い
る
の
で
､

餓
鬼
岳
に
お
け
る
三
の
基
準
ナ
ワ
バ
リ
か
ら
算
出
さ

れ
る
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
羽
数
は
七
-
八
羽
と
推
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
｡

餓
鬼
岳
の
概
要

餓
鬼
岳
は
大
天
井
岳
か
ら
燕
岳
の
山
脈
の
末
端
に

あ
た
り
､
西
に
は
高
瀬
ダ
ム
､
北
に
は
七
倉
ダ
ム
と

大
町
ダ
ム
が
位
置
し
､
東
は
松
本
盆
地
の
一
部
と
な

っ
て
い
る
｡
山
容
は
急
峻
な
地
形
が
多
く
､
唐
沢
岳

の
西
北
部
に
は
登
撃
の
岩
場
の
幕
岩
が
あ
る
｡
南
に

延
び
る
稜
線
は
ケ
ン
ズ
リ
･
栗
沢
乗
越
を
経
由
し
て

燕
岳
に
至
る
｡
唐
沢
岳
の
標
高
は
二
六
三
二
.
四
m
､

餓
鬼
岳
は
二
六
四
七
.
二
m
で
あ
る
｡
ハ
イ
マ
ツ
帯

は
稜
線
上
に
帯
状
に
み
ら
れ
､
面
と
し
て
の
広
が
り

は
少
な
い
｡
鞍
部
は
シ
ラ
ピ
ソ
や
ダ
ケ
カ
ン
バ
と
な

っ
て
い
る
｡

二
〇
〇
八
年
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
調
査

今
回
の
調
査
は
登
山
道
上
か
ら
調
査
員
に
よ
る
目

視
に
よ
る
も
の
で
､
フ
ン
や
砂
浴
び
跡
も
生
息
状
況

を
把
握
す
る
上
で
貴
重
な
情
報
と
し
て
記
録
し
た
｡

ま
た
､
足
環
や
テ
レ
メ
ー
タ
を
装
著
し
て
追

跡
す
る
方
法
や
､
登
山
道
以
外
に
観
察
地
点

を
設
け
た
方
法
で
は
な
い
の
で
､
精
度
は
高

く
な
い
が
生
息
状
況
の
基
礎
資
料
と
し
て
は

重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

①
姿
の
確
認

餓
鬼
岳
と
ケ
ン
ズ
リ
の
中
間
地
点
で
メ
ス

を
三
回
確
認
し
､
採
食
･
羽
づ
く
ろ
い
･
排

泄
等
の
行
動
を
観
察
し
た
｡
フ
ン
は
卵
を
抱

い
て
い
る
と
き
に
み
ら
れ
る
通
常
の
フ
ン
の

E
i
i
i
J
-

数
倍
は
あ
る
大
き
な
も
の
で
､
新
鮮
な
も
の
　
鳥

で
あ
っ
た
｡

三
回
と
も
メ
ス
は
最
後
に
ハ
イ
マ
ツ
の
中
に
も
ぐ

り
込
む
行
動
を
示
し
､
そ
の
位
置
は
数
メ
ー
ト
ル
と

離
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
な
の
で
､
同
一
個
体
で
こ
の

付
近
に
巣
が
あ
り
､
卵
を
温
め
て
い
る
こ
と
が
推
測

で
き
た
｡
今
回
の
調
査
で
は
営
巣
場
所
を
確
定
す
る

作
業
は
し
な
か
っ
た
｡

七
月
一
二
日
､
餓
鬼
岳
小
屋
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
が

巣
の
あ
っ
た
付
近
で
親
子
連
れ
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
を
見

か
け
た
そ
う
な
の
で
､
お
そ
ら
く
こ
の
巣
か
ら
ヒ
ナ

が
生
ま
れ
育
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

②
声
の
確
認

メ
ス
が
抱
卵
し
て
い
る
時
期
に
は
オ
ス
は
ナ
ワ
バ

リ
を
確
保
し
､
ナ
ワ
バ
リ
を
守
る
た
め
に
見
張
り
を

し
た
り
､
隣
の
オ
ス
や
あ
ぶ
れ
た
オ
ス
が
ナ
ワ
バ
リ

内
に
侵
入
し
た
り
し
た
と
き
は
追
い
出
そ
う
と
す
る
｡

ま
た
､
薄
暗
く
な
る
一
九
時
三
〇
分
過
ぎ
に
は
オ
ス

は
ナ
ワ
バ
リ
内
に
あ
る
い
く
つ
か
の
ね
ぐ
ら
の
ひ
と

つ
に
飛
ん
で
向
か
い
､
早
朝
四
時
頃
に
は
ね
ぐ
ら
か

ら
飛
び
立
つ
｡
い
ず
れ
も
｢
ガ
ツ
､
ガ
ッ
､
ガ
⊥

と
鳴
い
て
行
動
を
す
る
｡

調
査
中
三
〇
〇
八
年
六
月
二
八
日
～
七
月
一
口
)

の
四
日
間
の
巡
回
中
に
オ
ス
の
姿
が
目
視
で
き
な
い

ば
か
り
か
､
オ
ス
の
鳴
き
声
さ
え
聞
く
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
｡
朝
夕
は
調
査
員
が
稜
線
上
に
一
〇
～
二

〇
メ
ー
ト
ル
お
き
に
並
び
､
ね
ぐ
ら
に
行
き
来
す
る

時
に
発
す
る
オ
ス
の
鳴
き
声
に
耳
を
ソ
バ
立
て
た
が
､

聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡

ナ
ワ
バ
リ
争
い
の
習
性
を
活
用
し
､
カ
セ
ッ
ト
テ
ー

プ
レ
コ
ー
ダ
ー
で
オ
ス
の
鳴
き
声
を
流
し
て
み
た
が
､

ど
の
場
所
で
も
反
応
が
な
か
っ
た
｡

③
フ
ン
の
分
布
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②
フ
ン
の
分
布

●
●
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-
の
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フ

鮒｣

二
〇
〇
九
年
の

ラ
イ
チ
ョ
ウ
調
査

二
〇
〇
八
年
と
同
様
の
方
法
で
､

六
月
二
七
日
⊥
一
九
日
に
調
査
を

行
な
っ
た
｡

①
姿
･
声
の
確
認

こ
の
年
は
姿
も
声
も
ま
っ
た
く

メ
ス
の
抱
卵
中
の
大
き
な
フ
ン
は
繁
殖
を
し
て
い

ろ
こ
と
を
証
明
す
る
貴
重
な
情
報
源
で
あ
る
が
､
通

常
の
フ
ン
か
ら
も
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
生
活
を
考
察
す
る

こ
と
が
で
き
る
じ

フ
ン
を
割
っ
て
み
た
と
き
の
色
や
内
容
物
で
い
つ

ご
ろ
の
フ
ン
か
あ
る
程
度
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
-
.

冬
期
中
の
フ
ン
は
茶
系
の
色
で
堅
い
繊
維
が
詰
ま
っ

て
い
ろ
､
グ
リ
ー
ン
シ
ー
ズ
ン
で
直
近
の
も
の
は
練

糸
で
柔
ら
か
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
二

フ
ン
の
状
況
を
見
る
と
冬
季
の
フ
ン
は
広
く
分
布

し
て
い
る
が
､
グ
リ
ー
ン
シ
ー
ズ
ン
の
糞
と
思
わ
れ

ろ
も
の
は
餓
鬼
岳
周
辺
に
限
ら
れ
て
い
ろ
.

フ
ン
も
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡

二
年
間
の
調
査
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と

①
ナ
ウ
バ
リ
の
推
定

羽
田
先
生
が
示
し
た
の
は
三
の
基
準
ナ
ワ
バ
リ
で

あ
っ
た
が
､
実
際
に
は
一
(
二
〇
〇
八
年
)
と
○
(
二

〇
〇
九
年
)
　
で
あ
っ
た
｡

二
〇
〇
八
年
の
調
査
で
は
餓
鬼
岳
か
ら
餓
鬼
の
コ

ブ
の
間
で
砂
あ
び
跡
､
グ
リ
ー
ン
シ
ー
ズ
ン
の
小
腸

糞
が
あ
り
､
こ
の
付
近
に
も
う
ニ
ッ
ガ
イ
が
形
成
さ

れ
る
可
能
性
は
あ
る
｡
ま
た
､
ケ
ン
ズ
リ
付
近
は
登

山
道
が
稜
線
か
ら
離
れ
て
い
る
た
め
双
眼
鏡
に
よ
る

目
視
調
査
を
行
な
っ
た
が
､
二
六
四
四
m
の
ピ
ー
ク

付
近
は
営
巣
が
可
能
な
環
境
で
あ
り
､
ケ
ン
ズ
リ
の

下
部
の
登
山
道
で
は
砂
あ
び
跡
を
発
見
し
て
い
る
｡

ケ
ン
ズ
リ
よ
り
高
の
ハ
イ
マ
ツ
は
樹
高
が
あ
り
面
積

も
少
な
く
､
稜
線
近
く
ま
で
シ
ラ
ピ
ソ
や
ダ
ケ
カ
ン

バ
の
植
生
が
見
ら
れ
､
ナ
ワ
バ
リ
を
形
成
す
る
に
は

適
し
て
い
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
｡

以
上
の
占
が
ら
餓
鬼
岳
周
辺
の
最
大
の
ナ
ワ
バ
リ

推
定
は
四
と
考
え
ら
れ
る
｡

②
オ
ス
の
所
在

巣
が
あ
っ
た
近
く
で
ヒ
ナ
を
確
認
し
て
い
る
の
で
､

こ
の
巣
に
あ
っ
た
の
は
有
精
卵
と
考
え
ら
れ
る
｡
し

た
が
っ
て
少
な
く
と
も
産
卵
時
の
六
月
中
旬
に
は
オ

ス
は
い
た
こ
と
に
な
る
｡

二
〇
〇
八
年
に
オ
ス
が

確
認
で
き
な
か
っ
た
理
由

の
ひ
と
つ
と
し
て
交
尾
後

捕
食
あ
る
い
は
死
亡
し
た

可
能
性
が
あ
る
｡
も
う
ひ

と
つ
に
は
交
尾
後
に
他
の

地
域
へ
移
動
し
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
｡
た
だ
し
､

ナ
ワ
バ
リ
を
持
つ
時
期
の

オ
ス
は
非
常
に
土
地
執
着

一
一
　
0
0

一

　

2

5

004
00

ノ

　

2

3

0

三
脚

緑

　

綬

美

　

点

ケ
ン
ズ
リ

性
が
強
く
移
動
は
考
え
に
く
い
が
へ
あ
ぶ
れ
た
オ
ス

の
気
配
が
な
く
ナ
ワ
バ
リ
を
見
張
る
必
要
が
な
く
な

り
安
定
し
た
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
ナ
ワ
バ
リ
の
保

持
意
欲
が
薄
れ
る
傾
向
に
な
る
こ
と
も
推
測
で
き
る
｡

ま
た
､
調
査
不
足
も
い
な
め
な
い
｡

③
推
定
ナ
ウ
バ
リ
と
実
際
の
差

二
〇
〇
九
年
の
調
査
の
結
果
を
み
て
'
餓
鬼
岳
に

ラ
イ
チ
ョ
ウ
が
い
な
く
な
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
｡
冒
頭
に
述
べ
た
生
息
数
の
変
動
､
季

節
移
動
を
参
考
に
仮
説
を
述
べ
る
｡

二
〇
〇
九
年
は
餓
鬼
岳
か
ら
南
に
足
を
伸
ば
し
燕

岳
を
経
由
し
て
為
衛
門
吊
岩
付
近
ま
で
観
察
を
し
て

い
る
が
､
営
巣
の
証
明
が
で
き
る
抱
卵
中
の
大
き
な

フ
ン
が
餓
鬼
岳
寄
り
で
発
見
で
き
た
の
は
燕
岳
付
近

で
あ
る
｡
こ
の
位
置
か
ら
餓
鬼
岳
ま
で
の
距
離
は
直

線
で
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
､
餓
鬼
岳
の
個
体

は
燕
岳
周
辺
の
地
域
個
体
群
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ

る
｡

唐
沢
岳
の
雪
渓
上
に
は
多
く
の
冬
期
の
フ
ン
が
見

ら
れ
た
の
で
､
一
部
は
唐
沢
岳
周
辺
に
移
動
し
て
越

冬
の
た
め
の
群
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
｡
雪
解
け
が
始
ま
る
と
上
部
に
移
動
し
環
境
の
整

っ
て
い
る
場
所
か
ら
ナ
ワ
バ
リ
が
形
成
さ
れ
ろ
｡
餓

鬼
岳
は
山
脈
の
末
端
で
あ
り
､
こ
の
地
域
の
数
が
多

い
年
に
は
餓
鬼
岳
ま
で
ナ
ワ
バ
リ
が
形
成
さ
れ
､
減

少
し
た
と
き
に
は
ナ
ワ
バ
リ
が
形
成
さ
れ
な
い
の
で

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

指
標今

後
､
も
う
し
ば
ら
く
調
査
を
し
な
い
と
は
っ
き

り
し
た
こ
と
は
述
べ
ら
れ
な
い
が
､
餓
鬼
岳
･
燕
岳

の
個
体
辞
内
の
数
変
動
が
餓
鬼
岳
の
ナ
ワ
バ
リ
形
成

に
関
与
し
て
い
る
な
ら
ば
'
温
暖
化
と
ラ
イ
チ
ョ
ウ

の
関
係
な
ど
を
解
明
す
る
に
も
餓
鬼
岳
の
ナ
ワ
バ
リ

は
ひ
と
つ
の
指
標
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
｡

お
わ
り
に

こ
の
調
査
は
山
岳
博
物
館
が
調
査
員
を
募
集
し
､

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
活
動
し
て
い
た
だ
い
た
成
果
を
示

し
た
も
の
で
す
｡
雨
の
中
､
ま
た
早
朝
か
ら
暗
く
な

る
ま
で
献
身
的
に
観
察
し
て
い
た
だ
い
た
古
神
子
敏

行
さ
ん
､
佐
藤
仁
昭
さ
ん
へ
下
村
基
さ
ん
､
玉
田
伸

宏
さ
ん
､
土
橋
道
長
さ
ん
､
野
呂
重
信
さ
ん
､
蛮
厚

子
さ
ん
に
謝
意
を
表
し
ま
す
｡
ま
た
､
現
地
で
ご
配

慮
い
た
だ
い
た
餓
鬼
小
屋
の
伊
東
瑛
子
さ
ん
は
じ
め

ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
｡

一
市
立
大
町
山
岳
博
物
館
　
副
館
長
)
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白馬村天然記念物｢儀重桜｣
花弁:大　花数:少　花梗:良

枝:細長

国の天然記念物｢野中桜｣
花弁の幅が広く大きいのか特徴
国の天然記念物に指定されて
いる｡花弁径4.5-5.0m｡

駈
365×225cm　下36.5×225cm右上左: 64×24cm
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大山桜の｢標準的枝｣の写真
花弁が小さく弱いと本葉が開花と同時に
出葉する｡
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鋳物悼ど山

儀
重
桜
の
由
来

由
来こ

の
桜
は
､
昭
和
五
十
一
年
､
白
馬
村
の
大
山
桜

を
調
査
に
来
ら
れ
た
渡
辺
光
太
郎
先
生
を
案
内
し
た

際
に
､
大
山
桜
の
変
種
と
し
て
確
認
さ
れ
､
そ
の
後

昭
和
五
十
二
年
､
村
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
｡

儀
重
桜
(
白
馬
村
北
城
嶺
方
堀
田
)
　
の
名
称
は
､
所

有
者
の
矢
口
儀
重
氏
の
名
か
ら
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡

樹
高
約
二
十
m
で
長
い
枝
を
下
に
ひ
ろ
げ
ろ
見
事
な

巨
木
で
､
普
通
種
に
比
べ
て
二
五
倍
も
の
大
輪
花

を
つ
け
ろ
｡

昭
和
五
十
六
年
､
下
枝
が
豪
雪
で
折
れ
て
し
ま
っ

た
が
､
版
画
家
の
徳
力
富
吉
郎
先
生
に
そ
の
様
子
を

作
品
に
し
て
い
た
だ
け
た
｡
先
生
は
､
昭
和
五
十
九

年
春
､
八
十
六
歳
の
と
き
現
場
に
ス
ケ
ッ
チ
に
来
ら

れ
､
そ
の
年
の
十
一
月
三
日
に
完
成
し
た
作
品
を
届

け
て
く
れ
た
｡
折
れ
た
大
枝
も
､
先
生
が
宿
泊
さ
れ

て
い
る
ホ
テ
ル
に
儀
重
民
が
持
参
し
て
下
さ
り
､
ホ

テ
ル
で
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
作
品
に
し
て
い
た
だ
け
た
｡

先
生
も
｢
い
い
仕
事
が
で
き
て
よ
か
っ
た
｣
と
喜

ん
で
下
さ
っ
た
｡

で
い
つ
で
も
会
っ
て
下
さ
っ
た
ー
広
い
意
味
で
は
そ

の
と
お
り
で
あ
っ
た
が
､
私
を
｢
京
都
の
美
術
学
校

勉
　
畿
詰
霊
薬
霊
黒
酢

山
人
や
本
阿
弥
光
悦
､
様
方
志
功
と
の
つ
な
が
り
に

つ
い
て
も
大
事
に
さ
れ
て
い
た
｡

徳
力
害
毒
郎
先
生
の
こ
と

平
成
十
二
年
六
月
へ
九
十
八
歳
で
逝
去
さ
れ
た
京

都
の
版
画
家
で
､
京
都
の
文
化
を
現
代
に
導
く
貢
献

は
絶
大
だ
っ
た
｡
茶
道
人
と
し
て
､
ま
た
日
本
画
家

と
し
て
も
活
躍
さ
れ
､
大
津
絵
の
研
究
と
普
及
の
仕

事
か
ら
､
世
界
的
に
脚
光
を
浴
び
て
い
る
江
戸
中
期

の
京
都
の
異
色
画
家
　
伊
藤
若
沖
の
顕
賞
に
も
力
を

い
れ
ら
れ
た
｡
浮
世
絵
師
　
広
重
の
足
跡
を
自
分
の

足
で
歩
き
､
自
分
流
の
版
画
作
品
も
つ
く
ら
れ
た
｡

大
山
桜
の
花
の
美
に
ま
っ
わ
っ
て

多
雪
地
で
あ
る
大
町
以
北
の
北
ア
ル
プ
ス
と
戸
隠
､

北
信
地
方
は
､
野
生
種
の
自
生
群
落
が
広
く
､
そ
の

種
類
も
多
い
｡
そ
の
中
で
も
こ
の
地
帯
で
最
も
旦
立

つ
桜
は
､
大
山
桜
だ
と
い
っ
て
よ
い
｡
花
色
と
花
の

大
き
さ
､
数
､
花
色
の
品
格
と
色
彩
に
幅
が
あ
る
(
.

大
山
桜
は
､
北
海
道
で
は
エ
ゾ
ヤ
マ
サ
ク
ラ
と
呼
ば

れ
て
お
り
､
北
の
方
ま
で
分
布
し
よ
く
目
に
す
る
｡

本
州
で
は
北
部
を
中
心
に
､
日
本
海
側
で
は
中
国
地

方
ま
で
分
布
し
て
い
る
｡
谷
間
や
山
麓
北
斜
面
､
山

の
中
腹
以
下
に
自
生
し
､
標
高
で
い
う
と
北
ア
ル
プ

ス
山
麓
で
は
五
百
メ
ー
ト
ル
か
ら
千
メ
ー
ト
ル
あ
た

り
に
多
い
｡
雪
の
多
い
地
帯
で
夏
は
涼
し
く
乾
燥
し

す
ぎ
な
い
こ
と
が
､
実
生
自
生
分
布
の
条
件
に
な
る
｡

土
質
的
に
は
腐
植
土
の
水
は
け
が
よ
い
場
所
で
よ
く

育
つ
｡
成
木
に
な
り
根
が
深
く
伸
び
る
と
自
生
地
で

な
く
て
も
育
ち
､
自
分
の
経
験
で
は
京
都
の
北
部
で

徳
力
冨
吉
郎
作
木
版
の
　
｢
儀
重
桜
一
二
点
｣

信
州
で
の
作
品
も
多

く
､
大
町
に
も
昭
利
十
年

代
に
村
山
館
に
来
ら
れ
､

窓
か
ら
見
え
る
鹿
島
槍
ヶ

岳
と
当
時
の
板
屋
根
を
作

品
に
さ
れ
て
い
る
｡
足
立

源
一
郎
や
小
林
椚
作
と
共

に
見
た
山
麓
の
風
景
や
町

並
み
も
版
画
作
品
に
な
っ

て
い
る
｡
先
生
は
､
遠
来

の
客
を
こ
と
の
ほ
か
喜
ん

も
よ
く
育
っ
て
い
る
｡
新
潟
･

富
山
･
岐
阜
か
ら
鳥
取
大
山
､

広
島
の
高
地
に
も
分
布
し
て
い

る
と
い
う
｡
鳥
取
天
山
の
も
の

と
北
海
道
網
走
の
両
種
を
比
べ

る
と
､
鳥
取
大
山
の
樹
は
枝
が

太
く
よ
く
伸
び
､
網
走
の
も
の

は
葉
の
出
方
が
早
く
､
タ
カ
ネ

サ
ク
ラ
の
生
長
リ
ズ
ム
と
共
通

し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡

大
山
桜
の
天
然
記
念
物

極
楽
寺
一
新
潟
県
東
浦
原
郡
陶
質
町
両
郷
申
)
　
の

野
中
桜
(
大
山
桜
の
変
種
)
　
は
､
極
楽
寺
桜
と
も
呼

ば
れ
て
お
り
､
園
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い

る
｡
古
木
で
一
度
枯
れ
た
株
の
根
元
か
ら
教
本
が
旅

立
し
て
五
～
八
メ
ー
ト
ル
位
に
達
し
て
い
ろ
　
特
別

に
大
き
い
花
と
い
う
こ
と
が
指
定
の
細
山
に
な
っ
て

い
る
が
､
白
馬
の
儀
高
楼
の
花
も
､
松
杢
巾
奈
川
の

入
山
に
あ
る
御
殿
桜
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
も
大
差

は
な
い
｡
野
中
桜
は
花
弁
が
広
い
だ
け
巻
き
乱
れ
が

生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ろ
｡

一
方
､
入
山
の
御
殿
桜
と
白
馬
の
儀
重
桜
は
柁
弁

が
丈
夫
で
散
る
ま
で
花
彬
が
く
ず
れ
ず
､
特
に
儀
重

桜
は
､
長
枝
が
細
く
の
び
花
数
が
少
な
目
で
咲
ざ
ぶ

り
に
優
美
さ
を
感
じ
る
｡
出
薬
も
少
し
遅
出
で
柁
彬

や
色
を
邪
魔
せ
ず
､
枝
か
ら
少
し
離
れ
た
空
間
で
咲

く
点
が
絶
品
で
あ
り
､
徳
力
先
生
は
､
こ
の
桜
の
美

し
き
を
的
確
に
見
ぬ
い
て
作
晶
に
｢
信
濃
銘
木
儀
重

図
｣
と
記
さ
れ
た
(
.
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