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其の二十三

　

今
月
号
か
ら
「
木も
め
ん
さ
く

綿
作
と
大や
ま
と
が
す
り

和
絣
」
に
つ

い
て
書
く
こ
と
に
し
ま
す
。
現
在
で
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
化
学
繊
維
が
で
き
る
と
と
も
に
、

木
綿
は
輸
入
品
が
用
い
ら
れ
、
国
内
で
生
産

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、

天
然
繊
維
し
か
な
か
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、

庶
民
の
一
般
的
な
繊
維
と
し
て
、
広
く
生
産

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
特
に
、
大
和
と
河
内
の

生
産
量
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

絣か
す
りは
、「
飛か
す
り白
」
と
も
書
き
ま
す
。
広
い

意
味
で
は
、「
所
々
か
す
っ
た
よ
う
に
文も
ん
よ
う様

を
織
り
出
し
た
織
物
ま
た
は
染
文
様
」（『
広

辞
苑
』）
で
す
。
狭
い
意
味
で
は
、
木
綿
の

糸
を
藍あ
い

で
染
め
て
織
っ
た
布
の
こ
と
を
い

い
、「
大
和
絣
」
は
、
大
和
で
生
産
さ
れ
た

こ
の
絣
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

　
木
綿
が
い
つ
日
本
に
伝
わ
っ
た
か
に
つ
い

て
は
、
10
以
上
の
説
が
あ
り
ま
す
。
最
も
新

し
い
時
期
の
説
で
は
、
１
５
９
６
年
頃
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
１
６
０
３
年

か
ら
始
ま
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
広
く
普
及

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
木
綿
が
伝
来

す
る
以
前
は
、
麻
が
一
般
的
で
し
た
。

　
木
綿
の
花
を
写
真
１
、
実
を
写
真
２
、
実

が
割
れ
て
綿
が
見
え
る
状
態
を
写
真
３
に
示

し
ま
す
。
綿
は
、
３

つ
に
分
か
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に

２
〜
３
個
の
種
子
が

入
っ
て
い
ま
す
。
一

年
草
で
、
春
に
種
を

蒔ま

い
て
、
秋
に
収
穫

し
ま
す
の
で
、
稲
と

ほ
ぼ
同
時
期
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
木
綿
は
、
畑
で

は
な
く
田
に
植
え
ら

れ
ま
し
た
。
こ
れ
を

「
田た
か
た
め
ん
さ
く

方
綿
作
」
と
い

い
ま
す
。

　
写
真
４
は
、
万ま
ん
え
ん延

元
年
（
１
８
６
０
）

の
耕
地
絵
図
で

す
。
緑
色
が
田
方
綿

作
の
耕
地
で
、
黄

色
が
早わ

せ稲
、
無
色

が
中な
か

稲て

（
普
通
の

稲
）
で
す
。「
御
所

町
」「
川か
わ
ひ
が
し東
」「
寺

内
」
と
書
か
れ
た
と
こ
ろ
が
町
場
で
す
。

こ
の
年
の
木
綿
の
作
付
面
積
の
割
合
は
、

26･

８
％
で
す
。
記
録
が
残
っ
て
い
る

文ぶ
ん
せ
い政

12
年
（
１
８
２
９
）
か
ら
明
治
元

年
（
１
８
６
８
）
の
間
で
、
綿
作
の
割

合
が
最
も
多
い
の
は
、
文
政
12
年
の
49･

１
％
で
、
最
も
少
な
い
の
は
慶け
い
お
う応
３
年

（
１
８
６
７
）
の
17･

８
％
で
す
。
幕
末

に
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は

な
く
、
年
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
、
平

均
は
35･

５
％
で
す
。

　

作
付
け
に
つ
い
て
、
米
か
木
綿
か
を

村
で
統
制
し
て
い
た
と
い
う
文
献
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
年
貢
の
一
定
割
合
を

米
で
納
め
る
必
要
が
あ
っ
た
か

ら
で
す
が
、
御
所
町
は
違
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。
田
畑
に
つ
い
て
、

一
筆
ご
と
の
作
付
の
種
類
、
作

柄
を
記
録
し
た
「
内う
ち
み
ち
ょ
う

見
帳
」
が
、

安あ
ん
政せ
い
６
年
（
１
８
５
９
）
か
ら
10

年
分
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

見
ま
す
と
、
規
則
性
が
全
く
み
ら

れ
な
い
よ
う
で
、
各
人
が
自
由
に

決
め
て
い
た
よ
う
で
す
。
大
和
の

幕
府
領
は
、
年
貢
を
全
て
銀
で
納

入
す
る
「
皆か
い
ぎ
ん
の
う

銀
納
」
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
そ
の
要
因
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

木
綿
は
単
位
面
積
あ
た
り
の

収
入
が
多
い
反
面
、
肥
料
に
お
金

が
掛
か
る
の
で
す
。
ま
た
、
木
綿

は
、
干
ば
つ
に
強
く
、
長
雨
に
弱

い
の
で
す
が
、
米
は
、
そ
の
反
対

で
す
。
こ
れ
ら
を
考
慮
し
て
決
め
て
い
た
の
で
し

ょ
う
。

　
収
穫
し
た
木
綿
は
、
ま
ず
、
種
を
分
離
し
ま
す
。

こ
れ
を
綿わ
た
く繰
り
と
い
い
、
種
が
分
離
さ
れ
た
木
綿

を
繰く
り
わ
た綿
と
い
い
ま
す
。
そ
の
繰
綿
を
綿わ
た
ゆ
み弓
で
打
っ

て
繊
維
を
ほ
ぐ
し
ま
す
。
そ
の
作
業
を
綿
打
ち
と

い
い
、
そ
の
製
品
が
打う
ち
わ
た綿
で
す
。
そ
れ
を
紡
い
で

糸
に
し
、
そ
の
後
、
染
め
や
す
い
よ
う
に
、
糸
を

巻
き
直
し
ま
す
。
そ
の
作
業
を
綛か
せ
と
い
い
、
そ
の

糸
を
綛か
せ
い
と糸
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
分

業
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
綛
糸
を
藍
で
染
め
、
そ
れ
を
織
っ
て
、
大
和
絣

に
し
ま
す
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
説

明
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
（
文
責
　
中
井
陽
一
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