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水
蜜
桃

す

い

み

つ

の
紅こ

う

透
く
籠
目

か

ご

め

の
切
子
鉢 

 
 

 
 

（
昭
和
五
六
年
） 

 

美
意
識
の
透
っ
た
細
身
の
句
。
水
蜜
桃
の
ほ
ん
の
り
と
し
た
紅
の
色
が
、
籠
目
の
切
子

鉢
に
透
け
て
見
え
る
。
籠
目
と
い
う
の
は
籠
の
目
の
よ
う
な
文
様
を
い
う
。
お
そ
ら
く
は

江
戸
切
子
で
あ
ろ
う
が
、
ど
こ
か
き
り
り
と
し
た
上
品
な
風
情
が
あ
る
。
三
つ
の
ｋ
音
の

頭
韻
も
雰
囲
気
を
引
き
し
め
て
い
る
。
八
束
に
し
て
は
珍
し
い
雰
囲
気
の
句
だ
と
思
う
。

こ
の
句
で
は
、
「
紅
」
を
「
こ
う
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。
「
す
い
み
つ
」
と
涼
や
か
な
音
韻

に
対
し
て
は
、
や
は
り
「
こ
う
」
の
方
が
格
段
に
ひ
び
き
が
美
し
い
。
中
七
が
字
余
り
に

な
っ
て
い
る
た
め
、「
べ
に
す
く
か
ご
め
の
」
と
濁
音
が
重
な
っ
て
重
い
印
象
を
避
け
た
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

蝶
が
ゐ
て
草
の
泉
を
傷
つ
け
る 

 
 

 
 

 

（
昭
和
五
六
年
） 

 

こ
れ
ま
た
繊
細
な
心
理
の
句
。
夏
草
の
取
り
巻
く
し
ず
か
な
泉
。
そ
こ
に
蝶
が
来
て
は
、

水
面
を
揺
ら
し
て
ゆ
く
。
そ
の
さ
ま
が
泉
を
傷
つ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
の

だ
。
な
に
や
ら
寓
意
性
を
感
じ
る
が
、
そ
の
意
味
を
私
生
活
に
訪
ね
る
趣
味
は
私
に
は
な

い
。
そ
れ
よ
り
も
、
普
通
の
尺
度
で
言
え
ば
可
憐
な
「
蝶
」
と
い
え
ど
も
、
し
ず
か
さ
を

佳
し
と
す
る
「
草
の
泉
」
の
側
か
ら
す
れ
ば
と
ん
で
も
な
い
無
法
者
と
い
う
見
方
の
反
転

が
面
白
い
。
草
の
泉
と
い
う
の
も
つ
つ
ま
し
い
束
の
間
の
平
安
。
そ
ん
な
時
間
を
揺
さ
ぶ

ら
れ
た
く
な
い
気
持
ち
は
誰
も
が
有
す
る
の
で
は
な
い
か
。
自
分
が
繊
細
で
あ
る
が
ゆ
え

に
突
然
の
闖
入
者
を
荒
々
し
く
感
じ
た
の
か
。
そ
の
「
蝶
」
は
「
ゐ
て
」
、
「
泉
」
を
傷
つ

け
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
す
ぐ
に
は
飛
び
去
ら
な
い
の
だ
。 

 

無
垢
の
星
背
負
ひ
し
妻
の
墓
洗
ふ 

 
 

 
 

（
昭
和
五
六
年
） 

 

先
に
亡
く
し
た
妻
の
墓
参
り
を
し
た
と
き
の
作
。「
妻
あ
る
も
地
獄
」
と
詠
ん
だ
そ
の
妻

も
、
「
無
垢
」
な
部
分
の
み
思
い
出
さ
れ
る
。
「
無
垢
の
星
」
を
背
負
っ
て
生
き
て
き
た
妻

で
あ
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
、
と
非
情
の
運
命
を
振
り
返
り
自
分
の
非
を
懺
悔
し
て
や
ま

な
い
八
束
の
悔
恨
が
い
た
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
句
で
は
、
「
無
垢
の
「
星
」
」
と
い
う
夜

空
に
通
じ
る
イ
メ
ー
ジ
と
、「
墓
洗
ふ
」
と
い
う
灼
き
つ
け
る
よ
う
な
夏
の
真
昼
の
イ
メ
ー

ジ
が
同
居
す
る
。
八
束
の
脳
裏
の
風
景
（
＝
過
去
）
と
眼
前
の
現
実
風
景
（
＝
現
在
）
と

が
表
裏
一
体
と
な
っ
て
、
こ
の
句
の
立
体
感
を
生
み
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。 

 



3 

 

秀ほ

つ
鷹
は
い
つ
も
喬た

か

木ぎ

に
雪
の
与
謝 

 
 

（
昭
和
五
六
年
） 

  

こ
の
句
の
「
秀
つ
鷹
」
は
、
万
葉
集
の
大
伴
家
持
の
長
歌
に
由
来
す
る
。
「
思
放
逸
鷹
、

夢
見
感
悦
作
歌
」（
万
葉
集
一
七
‐
四
〇
一
一
）
と
題
す
る
た
い
へ
ん
長
い
歌
な
の
で
全
体

は
各
自
調
べ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
要
点
を
か
い
つ
ま
ん
で
言
う
と
、
越
中
の
国
司

時
代
、
秋
に
な
る
と
官
人
た
ち
と
鷹
刈
り
を
し
て
無
聊
を
慰
め
て
い
た
家
持
だ
っ
た
が
、

そ
の
自
慢
は
「
大
黒
」
と
い
う
名
の
「
矢
形
尾
の
蒼
鷹
」
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
、

「
ば
か
な
爺
さ
ん
」
が
こ
の
鷹
を
あ
や
ま
っ
て
逃
が
し
て
し
ま
う
。
家
持
は
そ
の
鷹
が
逃

げ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
残
念
で
な
ら
な
い
。
と
う
と
う
神
頼
み
を
し
て
み
る
と
、
そ
の
夜

の
夢
に
巫
女
が
現
れ
て
、「
そ
の
秀
つ
鷹
は
」
松
田
江
の
浜
か
ら
氷
見
の
江
を
過
ぎ
、
多
古

の
島
を
飛
び
ま
わ
り
旧
江
に
一
昨
日
も
昨
日
も
い
ま
し
た
。
早
け
れ
ば
二
日
ほ
ど
、
遅
く

と
も
七
日
以
内
に
は
戻
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
ん
な
に
恋
し
く
思
い
な
さ
い
ま
す

な
と
告
げ
て
く
れ
た
。
と
、
こ
こ
で
長
歌
は
終
わ
る
。
文
字
通
り
夢
の
よ
う
な
劇
的
な
ハ

ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
だ
が
、
鷹
に
会
え
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
の
未
完
の
綴
じ
方
な
ど
は
現
代

的
で
も
あ
る
。 

 

丹
後
地
方
の
与
謝
を
旅
し
た
折
、
雪
の
喬
木
の
て
っ
ぺ
ん
に
い
る
鷹
を
見
つ
け
て
、
八

束
は
そ
の
「
秀
つ
鷹
」
の
歌
を
思
い
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
鷹
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、

八
束
の
世
界
は
現
在
か
ら
遥
か
な
万
葉
の
世
へ
と
一
気
に
溯
る
。
越
中
と
与
謝
で
は
す
こ

し
地
理
的
に
は
離
れ
て
い
る
が
、
日
本
海
側
の
陰
鬱
な
冬
の
気
象
を
思
え
ば
、
心
理
的
に

さ
ほ
ど
違
い
は
な
か
ろ
う
。
ほ
ん
と
う
は
、
家
持
へ
辿
る
途
中
に
「
与
謝
」
に
足
が
か
り

の
あ
っ
た
蕪
村
を
意
識
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
東
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
与
謝
を

訪
ね
て
の
孤
愁
に
、
八
束
の
時
間
は
ど
ん
ど
ん
古
代
へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
。
同
時
に
、
雪
の

高
木
の
て
っ
ぺ
ん
に
止
ま
っ
て
い
る
鷹
こ
そ
、
現
代
俳
句
追
求
の
あ
ま
り
私
生
活
を
破
綻

さ
せ
て
し
ま
っ
た
八
束
の
孤
心
か
つ
孤
高
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
。 

さ
て
、
秀
つ
鷹
は
家
持
の
も
と
へ
帰
っ
て
い
き
そ
う
な
気
配
だ
が
、
八
束
の
孤
心
は
ど

こ
へ
帰
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。 

 

雪
の
丹
後
感
じ
て
婦つ

ま

と
す
も
の
あ
ら
む 

 
 

（
昭
和
五
六
年
） 

 

先
の
作
品
四
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
句
。
八
束
の
孤
独
感
が
慰
め
ら
れ
る
も
の
は
、
こ

ん
な
雪
の
丹
後
に
あ
る
の
か
否
か
。
こ
の
句
を
文
字
通
り
「
婦
と
す
も
の
」
を
切
実
に
探

し
て
い
る
、
と
受
け
取
っ
た
の
で
は
作
者
の
心
理
に
は
沿
う
ま
い
。
こ
の
「
あ
ら
む
」
は

反
語
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
。「
あ
る
だ
ろ
う
か
、
否
、
な
か
な
か
な
い

だ
ろ
う
」
く
ら
い
に
受
け
取
り
た
い
。
実
際
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
「
女
」
自
体
を
求

め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
八
束
の
場
合
、（
雪
の
丹
後
に
長
い
冬
を
耐
え
て
生
活
し
て
い
る
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女
性
の
よ
う
に
）
八
束
の
孤
心
と
共
に
耐
え
て
、
そ
の
こ
こ
ろ
を
し
ず
か
に
し
っ
と
り
と

包
ん
で
く
れ
る
よ
う
な
「
婦
（
お
ん
な
）
」
的
な
心
な
さ
け
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
無
論
、
そ
ん
な
都
合
の
い
い
話
は
女
性
の
方
か
ら
も
御
免
で
あ
ろ
う
し
、
八
束

も
そ
れ
く
ら
い
の
こ
と
は
自
覚
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、「
婦
と
す
も
の
あ
ら
む
」
と
反
語
に

し
て
、
し
ん
し
ん
と
身
心
に
し
み
こ
む
「
雪
の
丹
後
」
の
情
感
に
浸
り
な
が
ら
、
翳
り
あ

る
自
分
の
歳
月
を
振
り
返
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

戦
時
中
、
三
好
達
治
が
越
前
の
三
国
に
疎
開
し
て
い
た
折
、
萩
原
ア
イ
と
の
恋
愛
が
破

綻
し
て
、「
た
か
だ
や
」
の
女
将
に
心
の
救
い
を
求
め
て
い
く
情
景
と
ど
こ
か
重
な
り
合
っ

て
く
る
も
の
を
、
こ
の
句
か
ら
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
句
自
身
は
、「
雪
の
丹
後
」
と
大
胆

な
広
や
か
な
上
五
を
冠
し
て
、
中
七
以
下
が
「
感
じ
て
婦
（
つ
ま
）
と
も
の
あ
ら
む
」
と

含
羞
め
い
た
や
わ
ら
か
い
調
べ
で
、
雪
の
翳
り
を
し
ず
か
に
心
の
中
へ
引
き
込
ん
で
い
る
。

景
に
向
き
合
っ
て
主
情
の
滲
み
出
た
、
叙
情
性
の
濃
い
作
と
な
っ
て
い
る
。 

 

谷
川
の
音
天
に
あ
る
桜
か
な 

 
 

 
 

 
 

（
昭
和
五
六
年
） 

  

谷
川
の
音
が
天
に
吊
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
下
に
桜
が
咲
き
満
ち
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
実

際
に
は
、
谷
川
の
音
は
足
も
と
に
あ
る
の
だ
が
、
瑞
々
し
い
桜
を
見
上
げ
て
い
る
う
ち
に
、

桜
が
せ
せ
ら
ぎ
を
天
か
ら
浴
び
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
か
。
と
も
あ
れ
、
虚
構
に

遊
ん
で
の
立
体
的
な
句
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
句
で
は
、
谷
川
の
音
が
天
に
吊
ら
れ
て
光

と
交
響
し
、
ひ
い
て
は
桜
の
色
と
響
き
合
っ
て
い
る
。
音
と
色
が
光
に
包
ま
れ
て
い
る
と

言
っ
て
も
よ
い
。
万
物
照
応
（
コ
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ス
）
を
得
て
い
る
宇
宙
感
に
満
ち
た
作

で
、
二
物
衝
撃
の
句
と
し
て
も
堂
々
と
し
て
い
る
。 

 

窯か

ま

町ま

ち

の
野
辺
送
り
旆は

た

山
笑
ふ 

 
 

 
 

 
 

（
昭
和
五
六
年
） 

 

こ
の
句
に
初
め
て
接
し
た
の
は
句
会
の
時
だ
っ
た
が
、
非
常
に
懐
の
深
い
感
じ
を
受
け

た
。
窯
業
に
長
く
携
わ
っ
て
い
た
職
人
が
亡
く
な
っ
て
、
旆
を
立
て
て
の
野
辺
送
り
の
行

く
先
は
、
い
つ
も
見
慣
れ
て
い
た
う
ぶ
す
な
の
山
の
ふ
と
こ
ろ
。
し
か
も
春
の
や
わ
ら
い

だ
山
だ
と
い
う
の
だ
。
死
後
も
山
が
あ
た
た
か
く
迎
え
て
包
ん
で
く
れ
る
。
な
ん
と
い
う

幸
福
感
に
満
ち
た
葬
送
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
は
生
活
（
＝
生
）
と
死
が
あ
た
た
か
い
山

（
＝
自
然
）
に
包
ま
れ
て
同
居
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
死
を
テ
ー
マ
に
し

な
が
ら
も
、
お
お
ら
か
な
世
界
が
こ
こ
に
は
あ
る
。 
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白
根

し

ら

ね

葵
あ
ふ
ひ

咲
く
雪
渓
の
う
る
む
ほ
ど 

 
 

 

（
昭
和
五
六
年
） 

 

白
根
葵
は
金
鳳
花
科
の
高
山
植
物
で
、
う
す
紫
色
の
美
し
い
花
。
日
光
の
白
根
山
に
多

く
見
ら
れ
、
ま
た
立
葵
の
花
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
が
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
句

は
薄
紫
の
花
が
白
い
名
残
り
雪
に
「
う
る
む
ほ
ど
」
ひ
ろ
が
っ
て
咲
い
て
い
る
と
こ
ろ
が

美
し
い
。
ち
ょ
う
ど
〈
か
た
ま
っ
て
薄
き
ひ
か
り
の
菫
か
な 

渡
辺
水
巴
〉
を
雪
渓
に
敷

い
た
よ
う
な
、
彼
の
世
へ
と
通
う
よ
う
な
澄
ん
だ
美
意
識
の
作
だ
。
こ
う
い
う
「
う
る
む
」

は
先
に
言
っ
て
し
ま
っ
た
方
が
勝
ち
。
後
か
ら
は
二
度
と
使
え
な
い
。
句
の
姿
の
方
は
、

七
・
五
・
五
の
形
で
、
「
白
根
葵
咲
く
」
と
ゆ
っ
く
り
と
間
合
い
を
取
っ
た
後
で
、
「
雪
渓

の
う
る
む
ほ
ど
」
と
発
想
を
転
換
し
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
言
い
方
で
余
情
を
残
す
。
下
五
の

「
う
る
む
」
と
い
う
語
は
「
ウ
」
音
が
三
つ
続
い
て
、
い
か
に
も
う
る
ん
だ
感
じ
を
与
え

る
。 

 

海じ

霧り

く
れ
ば
海
霧
を
払
ひ
て
踊
り
け
り 

 
（
昭
和
五
七
年
） 

 

礼
文
・
利
尻
に
取
材
し
た
一
連
の
作
の
中
の
一
つ
。
海
霧
（
じ
り
）
と
い
う
の
は
、
主

に
北
の
地
方
で
夏
に
発
生
す
る
深
い
海
の
霧
を
い
う
。
こ
の
句
は
、
鄙
び
た
村
の
夏
祭
で

あ
ろ
う
が
、
海
霧
が
押
し
寄
せ
て
く
る
と
手
踊
り
の
手
で
海
霧
を
払
う
よ
う
に
し
な
が
ら
、

い
つ
ま
で
も
踊
り
続
け
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
こ
の
句
を
読
む
と
、
は
じ
め
は
島
の

人
々
が
輪
を
な
し
な
が
ら
踊
る
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、
句
を
読
み
終
わ
る
頃
に
は
、
い

つ
の
間
に
か
一
人
の
踊
り
手
の
み
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
一
人
孤
独
に
手
で
海
霧
を
払

い
つ
づ
け
て
い
る
さ
ま
が
、
降
り
か
か
る
運
命
を
け
ん
め
い
に
払
い
の
け
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
の
だ
。
眼
前
の
情
景
を
描
き
な
が
ら
、
八
束
の
表
現
す
る
俳
句
の
世
界
は
現

実
描
写
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
八
束
自
身
の
孤
独
な
生
き
方
あ
る
い
は
そ
の
内
面
の
世
界
ま

で
、
「
じ
り
っ
じ
り
っ
」
と
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
だ
。
こ
う
い
う
句
は
、

対
象
に
じ
っ
く
り
向
き
合
い
な
が
ら
、
自
分
の
心
に
し
ず
か
に
問
う
時
間
が
た
っ
ぷ
り
な

け
れ
ば
完
成
し
な
い
。
八
束
も
こ
の
句
を
作
る
た
め
に
、
番
小
屋
に
数
時
間
こ
も
っ
た
と

い
う
。
俳
句
に
は
、
即
興
性
や
「
ス
ポ
ー
ツ
俳
句
」
的
な
瞬
発
力
も
必
要
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
内
面
風
景
の
俳
句
は
到
底
描
け
な
い
だ
ろ
う
。
不
器
用
で
も
よ
い
か

ら
、
対
象
に
真
向
き
、
同
時
に
じ
っ
く
り
と
自
分
を
見
つ
め
る
時
間
を
も
ち
た
い
。 

 

梅
を
干
す
廃
仏
毀
釈
の
坊
の
庭 

 
 

 
 

 

（
昭
和
五
七
年
） 

 

こ
う
い
う
句
を
見
る
と
、
な
ぜ
「
梅
を
干
す
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
疑
問
に
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思
う
向
き
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。「
廃
仏
毀
釈
」
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
明
治
の
新
政
府

が
神
道
国
教
・
祭
政
一
致
の
政
策
が
結
果
的
に
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
廃
仏
運
動
を
指

し
て
い
る
。
私
も
地
方
で
無
残
に
仏
像
が
破
壊
さ
れ
て
雨
ざ
ら
し
に
な
っ
て
い
る
の
を
見

た
こ
と
が
何
度
か
あ
る
。
こ
の
句
の
寺
院
も
例
外
で
は
な
く
、「
坊
の
庭
」
の
片
隅
に
首
が

取
れ
た
り
腕
が
捥
げ
た
り
し
た
仏
像
の
残
骸
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
こ
に
は
梅
干
の
梅
も
干
さ
れ
て
い
る
。「
梅
を
干
す
」
と
い
う
素
朴
な
生
活
態
度
と
、
政

策
の
先
を
読
む
よ
う
に
受
け
入
れ
た
仏
像
破
壊
と
い
う
信
じ
ら
れ
な
い
愚
行
。
こ
の
相
反

す
る
二
つ
の
態
度
が
け
な
げ
な
民
衆
行
動
の
中
に
共
存
し
て
い
る
と
い
う
不
可
避
的
な
悲

劇
。
八
束
は
、
そ
の
教
訓
と
警
告
を
含
め
て
、
こ
の
「
梅
を
干
す
」
を
上
五
に
冠
し
た
の

で
は
な
い
か
。
や
が
て
赤
く
色
づ
く
干
梅
は
、
人
間
の
知
恵
の
愚
か
な
側
面
を
筵
い
っ
ぱ

い
目
い
っ
ぱ
い
に
読
者
に
訴
え
て
や
ま
な
い
の
だ
。 

 

摺
り
足
の
き
こ
え
て
き
た
り
土
瓶
蒸
し 

 
 

（
昭
和
五
七
年
） 

 

実
際
に
は
、
老
舗
の
料
亭
で
注
文
し
た
松
茸
の
土
瓶
蒸
し
を
、
仲
居
さ
ん
が
し
ず
し
ず

と
運
ん
で
来
た
さ
ま
を
言
い
と
め
た
も
の
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
句
、
最
初
に
読
ん

だ
と
き
か
ら
、
ど
こ
と
な
く
異
界
と
接
し
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
覚
え
た
。
土
瓶
を
運

ん
で
く
る
「
摺
り
足
」
の
音
な
ど
ふ
つ
う
は
聞
き
と
め
な
い
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
何
人

か
で
談
笑
し
な
が
ら
土
瓶
蒸
し
と
い
う
贅
沢
な
季
節
の
物
を
待
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
も

っ
と
浮
き
浮
き
し
て
い
る
も
の
だ
。 

こ
の
句
は
、
一
般
的
な
状
況
と
は
異
な
り
、
一
人
ぽ
つ
ね
ん
と
個
室
の
片
隅
で
座
っ
て

「
摺
り
足
」
が
聞
こ
え
て
く
る
の
に
耳
を
澄
ま
せ
て
い
る
。
そ
ん
な
ち
ょ
っ
と
異
様
な
状

況
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
。
こ
の
句
の
す
ぐ
後
ろ
に
は
〈
深
酔
ひ
の
三
好
達
治
や
土
瓶

蒸
し
〉
と
い
う
句
が
続
く
。
懐
か
し
く
昔
を
偲
ん
で
い
る
気
分
の
中
に
、
こ
の
「
摺
り
足
」

も
聞
こ
え
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

蔓
も
ど
き
ま
ぜ
て
餌
を
お
く
小
鳥
罠 

 
 

 

（
昭
和
五
八
年
） 

 

「
蔓
も
ど
き
」
と
い
う
の
は
「
蔓
梅
擬
（
つ
る
う
め
も
ど
き
）
」
の
別
称
。
秋
に
で
き
る

オ
レ
ン
ジ
色
の
実
が
美
し
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
実
を
ま
ぜ
て
置
く
の
は
、
鮮
や
か
な
オ

レ
ン
ジ
色
の
実
が
小
鳥
の
目
に
止
ま
り
や
す
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
秋
に
渡
っ

て
く
る
小
鳥
が
小
鳥
罠
に
か
か
り
や
す
い
よ
う
に
。「
ま
ぜ
て
」
の
一
語
が
巧
み
だ
と
思
う
。

な
ん
だ
か
恐
ろ
し
く
て
、
で
き
る
な
ら
ば
覚
え
た
く
な
い
句
で
も
あ
る
が
、
不
思
議
な
こ

と
に
こ
の
よ
う
な
句
ほ
ど
印
象
に
残
っ
て
忘
れ
が
た
い
。
人
間
界
に
と
っ
て
の
「
罠
」
に

も
こ
の
よ
う
な
鮮
烈
な
目
晦
ま
し
が
混
ざ
っ
て
い
る
も
の
だ
。 



7 

 

 
風
鳴
つ
て
霧
氷
の
空
の
動
き
を
り 

 
 

 
 

（
昭
和
五
八
年
） 

 

直
前
に
〈
最
上
川
霧
氷
を
つ
ら
ね
流
れ
け
り
〉
が
あ
る
の
で
、
こ
の
句
も
同
じ
場
所
で

詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
風
の
「
音
」
が
鳴
り
な
が
ら
、「
霧
氷
の
空
」
が
動
い
て
い
る
よ

う
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
句
の
味
わ
い
の
深
さ
が
あ
る
。
霧
氷
の
梢
の
動
き
に
伴
っ

て
空
の
揺
れ
動
く
さ
ま
に
、
聴
覚
と
視
覚
が
働
い
て
い
る
の
だ
。
風
は
強
い
が
空
は
青
空

で
は
な
か
ろ
う
か
。 

こ
の
明
る
く
冷
た
い
空
気
に
は
、「
実
生
活
の
上
で
も
思
わ
ぬ
蹉
跌
が
起
き
て
、
無
能
な

私
の
暮
し
に
ま
た
ひ
と
つ
風
霜
の
き
び
し
さ
を
重
ね
た
」
と
い
う
身
辺
の
厳
し
さ
と
同
時

に
、「
拙
稿
「
飯
田
蛇
笏
」
の
連
載
が
続
い
て
年
余
、
私
に
は
こ
の
息
抜
き
の
旅
中
だ
け
が
、

句
を
作
る
場
所
と
時
間
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」（
共
に
句
集
あ
と
が
き
）
と
自
ら
言

う
い
っ
と
き
の
く
つ
ろ
ぎ
が
同
居
し
て
い
よ
う
。 

こ
の
句
を
も
っ
て
第
十
句
集
は
巻
を
閉
じ
る
。
第
一
句
集
『
秋
風
琴
』
の
〈
流
人
墓
地

寒
潮
の
日
の
た
か
か
り
き
〉
か
ら
、
こ
こ
ま
で
四
十
六
年
が
過
ぎ
て
い
る
。
き
び
し
い
半

生
の
果
て
の
、
八
束
の
内
面
風
景
が
そ
の
ま
ま
外
に
現
れ
た
よ
う
な
句
だ
と
思
う
。 

  

        

第
一
〇
句
集
『
風
霜
記
』 


