
　
西
洋
人
は
ツ
バ
キ
の
こ
と
を
、
東
洋

の
バ
ラ
と
表
現
し
ま
す
。
筆
者
が
そ
の

立
場
で
あ
っ
た
ら
、
な
る
ほ
ど
と
思
う

と
と
も
に
、
む
し
ろ
冬
の
街
角
に
多
く

見
か
け
る
ピ
ン
ク
や
白
の

サ
ザ
ン
カ
に
こ
そ
ウ
イ
ン
タ
ー

ロ
ー
ズ
の
名
前
を
与
え
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
私
た
ち
に
は
見
慣
れ
た

サ
ザ
ン
カ
は
、
日
本
で
は

ク
リ
ス
マ
ス
の
季
節
に
多

く
見
か
け
る
シ
ク
ラ
メ
ン

と
同
じ
よ
う
に
、
外
国
人

に
と
っ
て
は
目
立
つ
花
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
サ
ザ
ン
カ
は
、
町
内
で

も
多
く
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
な
か
で
も
上
須

恵
の
造
り
酒
屋
さ
ん
の
白
壁
の
内
に
あ

る
「
白
い
山
茶
花
」
が
見
事
で
す
　
。

何
気
な
く
通
る
上
須
恵
の
村
中
の
曲
が

り
く
ね
っ
た
道
に
、
見
事
な
白
い
花
を

付
け
ま
す
。
元
々
白
色
は
清
楚
で
静
か

な
感
じ
が
し
ま
す
。
そ
の
中
で
咲
く
白

い
サ
ザ
ン
カ
は
、
寂
し
さ
を
た
た
え
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
何
年
ぐ
ら
い
経
た
木
な
の
か
見
当
は

つ
き
ま
せ
ん
が
、
古
い
お
宅
の
木
で
す

し
、
樹
高
も
七
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
は
あ

り
そ
う
で
す
の
で
、
か
な
り
古
い
木
の

よ
う
で
す
。
こ
の
木
の
す
ぐ
隣
は
、
眼

療
名
医
田
原
養
全
の
宅
跡
で
す
。
眼
の

治
療
に
来
た
人
々
が
眼
の
治
療
を
終
え
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の
花
を
見
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　
一
年
を
通
じ
て
感
じ
た
こ
と
で
す
が
、

町
内
の
花
を
調
べ
る
時
に
、
地
球
温
暖

化
で
花
の
開
花
時
期
が
早
ま
っ
て
い
る

印
象
を
受
け
ま
し
た
。
来
年
は
木
本
の

薬
用
植
物
や
有
用
植
物
を
紹
介
し
ま
す
。

◇
　
　
　
　
◆

　
珍
し
い
木
・
想
い
出
の
木
・
不
思
議

な
木
・
植
物
好
き
・
花
好
き
な
ど
木
に

ま
つ
わ
る
お
も
し
ろ
い
話
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。

▼
連
絡
先
　
歴
史
民
俗
資
料
館

　
☎
９
３
２
・
６
３
１
２

　
佐
谷
に
あ
る
建
正
寺
は
、
伝
教

大
師(

最
澄)

が
開
基
し
た
と
縁
起

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
寺
院
で
す
。

毎
年
四
月
の
第
一
日
曜
日
に
は
、

十
一
面
観
音
の
御
開
帳
が
あ
り
、

地
元
は
も
と
よ
り
県
内
各
地
か
ら

多
く
の
参
拝
客
が
訪
れ
ま
す
。

　
観
音
堂
、
大
日
堂
、
少
し
離
れ

た
と
こ
ろ
に
伝
教
大
師
堂
と
独
鈷

水(

影
見
の
井)

が
あ
り
ま
す
。
地

名
と
し
て
百
堂
、
仁
王
堂
と
い
う

地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
建
正
寺
に
関
す
る
資
料
は
数
多

く
残
さ
れ
て
お
り
、
県
指
定
文
化

財
に
２
点
、
町
指
定
文
化
財
に
９

点
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

【
県
指
定
文
化
財
】

①
木
造
十
一
面
観
音
立
像(

平
安

時
代
後
期)

②
正
中
二
年
銘
凡
字
板
碑(

一
三

二
五
年)

【
町
指
定
文
化
財
】

①
木
造
大
日
如
来
坐
像

②
木
造
十
一
面
観
音
像

③
木
造
菩
薩
形 

頭
部

④
木
造
天
部
形
立
像 

体
部
前
面

残
穴
　

⑤
木
造
天
部
形 

面
部
残
穴(

２
点)

⑥
木
造
伝
教
大
師
坐
像

⑦
旧
観
音
堂
所
在 

仏
像
残
穴

⑧
佐
谷
神
社(

旧
熊
野
神
社)

鰐
口

⑨
建
正
寺
関
係(

観
音
堂
・
大
日
堂
・

伝
教
大
師
堂)

鰐
口

　
こ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
は
次

回
以
降
お
話
し
ま
す
。
　
　 (

啓)

考
古
学

考
古
学

楽楽しし
いい
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【
十
月
】

年
賦
払
い
方

　
御
当
用
米
拝
借
の
年
賦
は
、
今
月
中

に
払
い
方
の
こ
と
。
た
だ
し
、
大
庄
屋

か
ら
触
れ
達
し
て
、
年
番
村
に
払
う
こ

と
。
一
斗
以
上
は
縄
・
俵
も
添
え
て
払

う
こ
と
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
御
当
用
方
」
役
所
か
ら
村
人
が
米
の

貸
し
付
け
を
受
け
て
い
る
場
合
の
返
済

方
法
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
貸

し
付
け
を
受
け
る
の
は
生
活
に
困
窮
し

た
か
ら
で
し
ょ
う
。
返
済
は
年
賦
で
す

か
ら
、
年
に
一
回
十
月
中
に
そ
の
年
の

返
済
分
を
返
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
当
番
の
村
が
決
め
ら
れ
て
い
て
そ

こ
に
持
参
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
縄
・

俵
を
添
え
る
の
は
、
当
番
の
村
で
集
ま
っ

た
米
を
い
っ
た
ん
プ
ー
ル
し
、
俵
詰
め

ま
で
行
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

殞
牛
馬
の
調
査

　
落
ち
牛
馬
あ
る
い
は
、
倒
れ
牛
馬
（
斃

牛
馬
・
死
牛
馬
）
な
ど
と
も
言
い
ま
す
。

要
す
る
に
村
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
牛
馬

が
死
ん
だ
場
合
の
調
査
で
す
。

　
農
村
で
は
運
搬
用
、
耕
作
用
に
牛
馬

が
飼
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
で
言
え
ば
、

農
家
の
軽
ト
ラ
ッ
ク
や
耕
耘
機
の
よ
う

な
役
割
を
牛
馬
が
果
た
し
て
い
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
は
ど
こ
の
藩
で
も
、
牛
馬

が
死
ぬ
と
、
飼
い
主
の
所
有
権
が
な
く

な
る
と
い
う
原
則
が
あ
り
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
死
体
を
勝
手
に
埋
葬
し
た
り
す

る
こ
と
な
ど
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
藩
に
届
け
出
る
と
、
回
収
さ
れ
、
解

体
し
て
、
皮
革
や
、
膠
、
骨
粉
な
ど
、

社
会
的
に
有
用
な
製
品
に
生
ま
れ
変
わ

る
と
い
う
仕
組
み
が
あ
っ
た
の
で
す
。

な
め
し
革
は
太
鼓
だ
け
で
な
く
、
履
き

物
（
雪
駄
）、
防
寒
・
防
水
の
羽
織
・
袴

な
ど
に
も
利
用
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　
飼
っ
て
い
た
牛
馬
が
死
ん
だ
と
い
う

届
け
出
は
、
間
を
置
か
ず
に
す
ぐ
に
行

わ
れ
た
は
ず
で
す
。
と
い
う
の
は
、
次

の
新
し
い
牛
馬
を
買
い
入
れ
ね
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
調
査
は
、
前
年

の
十
月
一
日
か
ら
今
年
の
九
月
三
十
日

ま
で
、
一
年
間
の
牛
馬
の
死
亡
数
を
庄

屋
か
ら
大
庄
屋
へ
報
告
す
る
よ
う
求
め

た
も
の
で
す
。

畠
方
上
納

　
上
納
は
、
厳
密
に
は
年
貢
と
は
別
に

「
諸
上
納
」
と
い
う
税
負
担
の
分
類
が
あ
っ

た
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
畠
方
の
年
貢

を
上
納
す
る
と
い
う
意
味
に
受
け
取
っ

て
お
き
ま
す
。

　
田
の
年
貢
は
米
で
、
畠
（
宅
地
を
含

む
）
の
年
貢
は
大
豆
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

そ
の
大
豆
の
上
納
に
つ
い
て
、
現
大
豆

（
大
豆
の
現
物
）
で
納
め
る
の
か
、
代
米

（
大
豆
で
な
く
米
で
代
用
）
ま
た
は
代
銀

（
大
豆
の
量
に
相
当
す
る
銀
に
換
算
）
に

よ
っ
て
納
め
る
の
か
を
十
月
中
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
当
然
で
す
が
、
畠
に
大
豆
を
植
え
て

い
な
い
場
合
、
大
豆
で
納
め
る
わ
け
に

は
い
か
ず
、
農
民
に
と
っ
て
代
米
・
代

銀
の
方
が
都
合
の
い
い
選
択
に
な
り
ま

す
。
と
同
時
に
、
代
米
が
可
能
な
の
は
、

田
の
年
貢
米
を
納
め
た
後
に
も
、
農
民

の
手
元
に
は
か
な
り
の
米
が
残
っ
て
い

た
と
い
う
現
実
を
指
し
示
し
て
も
い
ま

す
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
許
可
制
で
、

許
可
が
下
り
れ
ば
、
大
庄
屋
か
ら
通
帳

が
支
給
さ
れ
、
福
岡
城
下
簀
子
町
に
あ
っ

た
永
蔵
へ
納
め
に
行
き
ま
し
た
。

運
上
銀

　
運
上
と
は
商
売
に
か
か
る
税
負
担
で

す
。
庄
屋
は
、
諸
商
売
運
上
銀
（
職
種

に
よ
っ
て
額
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
）
と

山
方
仕
組
払
い
の
竹
木
代
を
関
係
の
農

民
か
ら
取
り
立
て
、
判
屋
に
納
め
て
預

か
り
手
形
を
受
け
取
り
、
十
日
ま
で
に

大
庄
屋
に
差
し
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　
竹
木
代
と
は
、
山
方
か
ら
山
林
の
竹

木
の
払
い
下
げ
を
受
け
た
場
合
の
代
金

で
す
。
こ
れ
は
実
際
に
は
、
山
に
入
っ

て
竹
木
を
切
る
た
め
の
鑑
札
料
を
意
味

し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
運
上
銀
も

同
じ
で
、
売
上
か
ら
税
を
納
め
る
の
で

は
な
く
、
商
売
を
営
む
た
め
の
鑑
札
を

得
る
た
め
に
お
金
を
納
め
た
の
で
す
。

　
判
屋
は
銀
行
業
務
の
一
種
で
、
今
で

言
え
ば
収
入
印
紙
を
発
行
し
て
い
る
よ

う
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
村
か
ら
納
め

る
運
上
銀
は
藩
の
指
定
す
る
判
屋
に
納

め
、
そ
こ
か
ら
収
入
済
み
の
紙
片
を
も

ら
う
の
で
し
ょ
う
。
貨
幣
の
量
目
を
保

証
す
る
の
が
本
来
の
役
割
で
、
そ
の
保

証
の
た
め
に
「
判
」
を
押
し
た
こ
と
か

ら
判
屋
と
呼
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

【
十
一
月
】

妊
婦
の
調
査

　
年
に
４
回
行
わ
れ
る
調
査
の
内
、
来

年
春
に
臨
月
を
迎
え
る
女
性
の
調
査
で

す
。
五
日
ま
で
に
養
育
方
へ
差
し
出
し

ま
す
。
養
育
方
は
正
確
に
は
産
子
養
育

方
。
大
庄
屋
を
補
佐
す
る
役
人
で
、
お

そ
ら
く
配
下
の
庄
屋
の
中
か
ら
兼
任
し

て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
間
引
き
や
捨

て
子
を
防
止
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
役

人
で
、
子
ど
も
の
養
育
に
不
安
が
あ
る

場
合
は
お
米
を
貸
し
付
け
た
り
し
ま
し
た
。

上
納
銀

　
十
一
月
は
諸
上
納
銀
の
納
付
期
限
で

す
。
た
だ
、
御
切
手
納
が
認
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
が
運
上
銀
の
場
合
と

同
様
、
判
屋
に
納
め
て
そ
の
領
収
書
（
切

手
）
を
も
ら
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。
判
屋
で
納
付
す
る
場
合

は
現
物
の
銀
を
用
意
す
る
必
要
も
な
い

し
（
銭
や
米
に
換
算
す
る
と
し
て
）、
そ

れ
を
動
か
す
必
要
も
な
い
と
い
う
点
で
、

農
民
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
ま
す
。

★
石
瀧
さ
ん
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
須
恵
町
広
報
紙
へ
の
連
載
は
、『
広

報
す
え
』
一
五
九
号
（
一
九
八
〇
年
七

月
）
〜
一
九
〇
号
（
一
九
八
三
年
三
月
）

に
「
町
史
の
ひ
と
こ
ま
」
と
題
し
て
三

二
回
、
一
九
四
号
（
一
九
八
三
年
七
月
）

〜
一
九
七
号
（
同
年
十
月
）
に
「
史
料

あ
れ
こ
れ
」「
地
名
の
話
」
と
題
し
て

三
回
、『
広
報
す
え
ま
ち
』
三
五
五
号
（
一

九
九
七
年
二
月
）
か
ら
現
在
ま
で
「
ま

ち
の
史
跡
め
ぐ
り
」
と
題
し
て
一
〇
五

回
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
毎
月
一
回
を
積
み
重
ね
て
、
断
続
的

に
合
計
一
四
〇
回
（
十
一
年
八
ヵ
月
）

に
及
ん
だ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま

で
そ
れ
ら
の
一
覧
が
で
き
な
い
不
便
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
過
去
の
掲
載
分
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
イ
ト
上
で
自
由

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し

た
。（
順
次
登
録
中
。
登
録
分
は
　『
広

報
す
え
ま
ち
』
連
載
の
フ
ァ
イ
ル
で
検

索
可
能
で
す
。
U
R
L
は

http://m
onokatari.jp/isitaki/

　

か
ら
リ
ン
ク
を
た
ど
っ
て
下
さ
い
。）

お
ち

へ
い

に
か
わ

せ
っ
た

か
よ
い
ち
ょ
う

な
が
く
ら

う
ぶ
こ

サ
ザ
ン
カ　

サ
ザ
ン
カ　

(

十
二
月
の
木
の
花

十
二
月
の
木
の
花)

二
十
一
世
紀
の
森
づ
く
り
シ
リ
ー
ズ　

96

二
十
一
世
紀
の
森
づ
く
り
シ
リ
ー
ズ　
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森
林
木
の
譚

森
林
木
の
譚

も
り　
　
　

の　
　
　

き　
　
　
　
　

   

は
な
し

も
り　
　
　

の　
　
　

き　
　
　
　
　

   

は
な
し

花
開
く
仏
教
文
化
（
平
安
時
代
）

105
町文化財専門委員　石瀧　豊美

江戸時代へようこそ（16）

＝ 村の一年（続き） ＝
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