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浅
尾
妙
綾

あ

暖
か
い
陽
気
と
な
り
、
旅

心
が
動
き
出
す
方
も
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。。

そ
こ
で
今
回
は
、
日
本
人

が
好
む
寺
町
へ
の
旅
の
一
つ

と
し
て
、
三
重
県
津
市
に
あ

る
高
田
派
本
山
を
、
三
ペ
ー

ジ
に
わ
た
っ
て
ご
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
き
っ
と
、

「
私
だ
け
の
穴
場
」
の
一
つ

に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

風
情
漂
う
寺
内
町

見
ど
こ
ろ
は
、
国
宝
の
御

影
堂
（
み
え
い
ど
う
）
や
如

来
堂
で
す
。
そ
れ
ら
が
あ
る

寺
内
町
（
じ
な
い
ち
ょ
う
）

に
は
、
懐
か
し
さ
を
感
じ
さ

せ
る
風
情
が
あ
り
ま
す
。

高
田
派
本
山
は
、
津
駅
西

口
か
ら
タ
ク
シ
ー
で
一
〇
分

ほ
ど
の
一
身
田
町
（
い
っ
し

ん
で
ん
ち
ょ
う
）
に
あ
り
ま

す
。
寺
院
名
は
専
修
寺
（
せ

ん
じ
ゅ
じ
）
と
い
い
ま
す
。

山
門
か
ら
入
る
と
、
そ
の

正
面
が
御
影
堂
。
現
存
す
る

国
宝
の
木
造
建
築
と
し
て
は

全
国
五
番
目
の
大
き
さ
と
の

こ
と
で
、
内
部
は
七
八
〇
畳

敷
の
大
き
な
お
部
屋
。。

御
影
堂
に
は
親
鸞
聖
人
の

木
造
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
に
入
る
と
、
想
像
以
上
の

広
さ
に
驚
き
ま
す
。
き
ら
び

や
か
な
が
ら
繊
細
で
荘
厳
、

圧
倒
さ
れ
る
空
間
で
す
。

御
影
堂
の
西
側
に
は
如
来

堂
が
あ
り
ま
す
。
両
方
の
お

堂
は
通
天
（
つ
う
て
ん
）
と

呼
ば
れ
る
橋
で
つ
な
が
っ
て

い
ま
す
。

如
来
堂
に
は
、
比
叡
山
か

ら
献
じ
ら
れ
た
「
証
拠
の
如

来
」
と
呼
ば
れ
る
阿
弥
陀
如

来
の
木
造
が
安
置
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
（
次
㌻
に
続
く
）

▸高
田
本
山
御
影
堂
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如
来
堂
で
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

は
欄
間
で
す
。
篳
篥
（
ひ
ち
り
き
）
や
笙

（
し
ょ
う
）
と
い
っ
た
雅
楽
の
楽
器
が
彫

ら
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
演
奏
さ
れ
て
い

る
楽
曲
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
。

こ
こ
で
は
、
毎
日
七
時
と
午
後
三
時
に

お
勤
め
が
あ
り
ま
す
。
参
加
な
さ
る
と
、

お
念
仏
を
、
よ
り
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
ほ
か
、
拾
い
境
内
に
は
見
ど
こ
ろ

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
御

歯
骨
（
ご
し
こ
つ
）
五
粒
を
収
め
て
作
ら

れ
た
と
さ
れ
る
御
廟
（
ご
び
ょ
う
）
、鐘
楼
、

太
鼓
門
な
ど
は
、
目
を
止
め
て
お
き
た
い

貴
重
な
も
の
で
す
。

ま
た
、
境
内
に
は
、
梅
、
桜
、
藤
、
紅

葉
な
ど
の
樹
木
が
植
え
ら
れ
て
お
り
、
い

つ
訪
れ
て
も
、
折
々
の
風
情
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
蓮
の
栽
培
に
も

心
を
注
い
で
い
る
た
め
、
六
月
末
か
ら
八

月
末
に
か
け
て
は
、
池
や
鉢
で
い
ろ
い
ろ

の
品
種
の
蓮
を
観
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

高
田
派
本
山
と
寺
内
町

寺
内
町
と
は
、
一
五
世
紀
の
終
わ
り
頃

か
ら
一
六
世
紀
の
中
頃
に
か
け
て
、
浄
土

真
宗
の
寺
院
を
中
心
と
し
て
作
ら
れ
た
自

治
都
市
で
す
。
そ
の
た
め
、
周
囲
は
掘
な

ど
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
身
田
の
寺
内
町
は
、
高
田
本
山
を
中

心
に
発
展
し
、
今
で
も
古
い
町
並
み
と
環

濠
が
残
る
貴
重
な
文
化
遺
産
で
す
。

高
田
派
は
、
親
鸞
聖
人
が
下
野
国
（
栃

木
県
）
真
岡
市
（
も
お
か
し
）
に
建
立
さ

れ
た
専
修
念
仏
の
根
本
道
場
（
現
在
の
本

寺
）
を
中
心
と
し
て
発
展
し
ま
し
た
。

教
化
を
拡
げ
る
中
で
、
高
田
派
中
興
の

祖
、
真
慧
（
し
ん
ね
）
上
人
が
東
海
地
方

の
布
教
活
動
の
中
心
と
し
て
、
一
四
六
四

年
に
一
身
田
に
無
量
寿
院
を
建
立
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
本
寺
が
兵
火
に
見
舞
わ
れ

た
た
め
に
、
真
慧
上
人
が
一
身
田
に
移
る

こ
と
に
な
り
、
以
後
、
一
身
田
が
教
団
の

中
心
と
な
っ
た
と
の
こ
と
。

江
戸
時
代
の
お
伊
勢
参
り
の
名
所
を
記

し
た
書
物
に
、
高
田
本
山
と
寺
内
町
が
観

光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
も
、
高
田
派
本
山
へ
の
参
詣
と
お
伊

勢
参
り
を
セ
ッ
ト
に
し
た
旅
行
さ
れ
る
方

が
多
い
と
聞
き
ま
し
た
。

▸寺
町
通
り

寺
内
町
巡
り

現
在
の
寺
内
町
は
、
静
か
で
落
ち
着
き

の
あ
る
町
並
み
で
、
そ
の
た
た
ず
ま
い
の

中
に
身
を
置
く
と
数
百
年
前
の
時
代
に
タ

イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
か
の
よ
う
で
す
。



高
田
派
本
山
南
側
を
ゆ
っ
く
り
と
一
周

な
さ
る
う
ち
に
は
、
ご
自
分
の
人
生
を
振

り
返
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
う
い
う

平
穏
な
世
界
を
作
り
出
し
た
日
本
と
言
う

国
、
そ
し
て
日
本
人
の
心
と
は
、
ど
う
い

う
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
な
ど
と
、
心
の
視

線
が
遠
く
へ
遠
く
へ
の
注
が
れ
る
の
を
お

感
じ
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

高
田
本
山
の
山
門
を
出
て
左
に
向
か
う

と
、「
津
市
一
身
田
寺
内
町
の
館
」が
あ
り
、

寺
内
町
の
歴
史
や
写
真
が
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
ち
ら
で
配
布
さ
れ
て
い
る
「
一

身
田
寺
内
町
」
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に

お
す
す
め
散
策
コ
ー
ス
が
詳
し
く
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

本
山
前
の
大
通
り
は
寺
町
通
り
と
呼
ば

れ
、
本
山
の
土
塀
や
山
門
か
ら
続
く
石
畳

な
ど
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
江
戸
時
代
に
タ

イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な
気
分
に
な
り

ま
す
。

本
山
の
山
門
を
ま
っ
す
ぐ
進
む
と
寺
領

と
町
家
を
区
分
す
る
釘
貫
門
（
く
ぎ
ぬ
き

も
ん
）
が
あ
り
ま
す
。

釘
貫
門
の
先
に
は
、
寺
内
通
り
と
並
行

し
て
仲
の
町
通
り
が
あ
り
、
歴
史
的
な
家

並
み
が
残
っ
て
い
ま
す
。

仲
の
町
通
り
に
は
、
昔
な
が
ら
の
薬
局
、

写
真
館
、
喫
茶
店
、
洋
装
店
、
お
菓
子
屋
、

仏
壇
屋
が
並
ん
で
お
り
、
平
成
生
ま
れ
の

方
で
さ
え
も
、
き
っ
と
懐
か
し
さ
を
お
感

じ
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
和
菓
子
屋
さ

ん
の
お
饅
頭
を
食
べ
な
が
ら
散
策
す
る
の

も
楽
し
い
。

▸釘
貫
門

寺
内
町
を
囲
む
よ
う
に
環
濠
が
あ
り
、

か
つ
て
は
町
の
防
御
の
役
割
を
果
た
し
て

い
た
と
か
。
環
濠
が
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
残

っ
て
い
る
の
は
珍
し
い
そ
う
で
す
。

環
濠
に
囲
ま
れ
た
一
身
田
町
に
は
三
か

所
の
入
り
口
が
あ
り
、
濠
に
は
橋
が
か
け

ら
れ
、
そ
の
内
側
に
は
門
が
建
て
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
門
は
、
い
ま
の
時
間
で
い
え

ば
、
午
前
六
時
に
開
か
れ
、
午
後
六
時
に

閉
じ
ら
れ
て
い
た
と
の
こ
と
。
現
在
、
門

そ
の
も
の
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
赤
門
、

黒
門
、
桜
門
の
三
つ
の
門
に
架
け
ら
れ
て

い
た
橋
だ
け
は
残
っ
て
い
ま
す
。

寺
内
町
の
魅
力
は
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
を
発
見
し
て
、
い
つ
か
、
こ
の
『
常

國
寺
だ
よ
り
』
で
ご
紹
介
い
た
だ
け
ま
せ

ん
か
。



▸桜
門
跡

寺
内
町
の
歴
史
は
津
市
教
育
委
員
会
作
成
「
一

身
田
寺
内
町
」
を
参
照
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。



春
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冬
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管
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士
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尾
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春
キ
ャ
ベ
ツ

春
キ
ャ
ベ
ツ
が
店
頭
に
並
ぶ
よ
う
に

な
る
と
、
春
が
来
た
こ
と
を
実
感
さ
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

春
キ
ャ
ベ
ツ
の
特
徴
は
、
葉
は
や
わ
ら

か
く
、
巻
き
が
ゆ
る
い
こ
と
、
そ
し
て
、、

中
の
ほ
う
ま
で
澄
ん
だ
黄
緑
色
を
し
て

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

葉
先
は
、
さ
っ
と
ゆ
で
、
中
に
彩
り
の

よ
い
野
菜
（
に
ん
じ
ん
と
か
）
を
ス
テ
ィ

ッ
ク
状
に
切
っ
て
、
そ
れ
を
芯
に
し
て
キ

ャ
ベ
ツ
を
巻
き
、
斜
め
に
切
れ
ば
、
き
れ

い
な
野
菜
サ
ラ
ダ
に
な
り
ま
す
。

今
回
、
ご
紹
介
す
る
春
キ
ャ
ベ
ツ
の
レ

シ
ピ
に
は
、
手
作
り
の
胡
麻
酢
を
使
っ
て

あ
り
ま
す
。
春
キ
ャ
ベ
ツ
に
、
ね
っ
と
り

と
し
た
胡
麻
酢
が
か
ら
ん
で
、
し
っ
か
り

し
た
味
に
な
り
ま
す
。

春
キ
ャ
ベ
ツ
と
わ
か
め
の
胡
麻
酢
か
け

【
作
り
方
】

1

キ
ャ
ベ
ツ
は
芯
を
Ｖ
字
に
切
り
落
と
し
、

４
㎝
四
方
に
切
り
、
深
さ
１
㎝
ほ
ど
水
を
入

れ
た
鍋
に
キ
ャ
ベ
ツ
を
入
れ
、
ふ
た
を
し

て
蒸
し
煮
に
し
、
ザ
ル
に
あ
げ
る
。

2

ワ
カ
メ
は
熱
湯
を
か
け
、
幅
１
㎝
く
ら
い
に

切
る
。

3

に
ん
じ
ん
は
長
さ
２
㎝
の
千
切
り
に
し
、
さ
っ

と
ゆ
で
、
ザ
ル
に
あ
げ
る
。

4

ボ
ー
ル
に
胡
麻
酢
の
材
料
を
入
れ
、
よ
く

混
ぜ
て
し
ば
ら
く
置
き
、
な
じ
ま
せ
る
。

5

別
の
ボ
ー
ル
に
キ
ャ
ベ
ツ
、
わ
か
め
、
に

ん
じ
ん
を
入
れ
よ
く
混
ぜ
る
。

6

器
に
⑤
の
材
料
を
盛
り
つ
け
、
上
か
ら
胡
麻

を
か
け
る
。

赤
坂
寺
庵
（て
ら
ん
）精
進
料
理
教
室
の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

h
ttp

:/
/
akasaka-

teran
.n
et/

材
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ツ

大
き
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葉
２
枚
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カ
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戻
し
て
１
０
ｇ

に
ん
じ
ん

１
０
ｇ

し
ょ
う
ゆ

大
さ
じ
１

み
り
ん

大
さ
じ
１

酢

大
さ
じ
１

白
練
り
胡
麻

大
さ
じ
２

白
胡
麻
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