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香
道
は
日
本
独
特
の
も
の
で
す
。
我
々

は
普
通
匂
い
を
「
嗅
ぐ
」
と
言
い
ま
す
が
、

香
道
で
は
「
聞
く
」
と
言
い
ま
す
。

　

森
鷗
外
の
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺

書
」
は
、
細
川
家
と
伊
達
家
の
香
木
争
奪

の
史
実
を
元
に
、
書
か
れ
た
小
説
で
す
。

細
川
三
斎
が
、
家
臣
で
あ
る
興
津
弥
五
右

衛
門
と
横
田
清
兵
衛
を
、
茶
事
の
た
め
の

珍
し
い
品
を
買
っ
て
く
る
よ
う
に
と
命
じ

て
長
崎
に
送
り
、
二
人
は
最
高
級
の
伽
羅

を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
香

木
は
非
常
に
高
価
な
の
で
、
横
田
は
本
木

と
末う
ら

木き

の
う
ち
、
質
の
劣
る
末
木
を
買
い

求
め
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
言
う
。

興
津
は
主
の
命
を
守
る
べ
き
だ
と
主
張
し
、

言
い
争
い
が
高
じ
て
横
田
を
切
っ
て
し
ま

う
。
結
局
、
細
川
家
が
本
木
を
、
伊
達
家

が
末
木
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

す
が
、
そ
の
歴
史
的
な
香
木
が
、
蜂
谷
さ

ん
の
家
に
は
伝
わ
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

　

今
日
は
蜂
谷
さ
ん
に
、
香
道
と
は
何
ぞ

や
と
い
う
こ
と
を
、
話
を
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

蜂
谷　

私
の
父
は
、
香
道
志
野
流
の
現
家

元
で
、
そ
の
家
の
長
男
に
生
ま
れ
た
と
こ

ろ
か
ら
、
私
の
全
て
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

い
ま
は
こ
の
香
道
と
い
う
文
化
を
継
承
し

て
、
次
の
世
代
に
残
し
て
い
く
使
命
感
か

ら
、
日
々
稽
古
を
し
て
い
ま
す
。

世
界
中
の
香
り
の
文
化

猪
瀬　

若
い
頃
愛
読
し
て
い
た
、
柳
田
國

男
の
『
明
治
大
正
史 

世
相
篇
』
に
は
、

香
り
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
り
ま
し
た
。

日
本
ア
ル
プ
ス
の
案
内
人
が
「
山
中
に
、

今
日
は
も
う
誰
か
入
っ
て
い
ま
す
ね
」
と
、

匂
い
で
分
か
る
の
だ
と
。
大
正
時
代
に
書

か
れ
た
も
の
で
す
が
、
近
代
化
に
よ
っ
て

失
わ
れ
て
い
く
音
や
香
り
に
つ
い
て
詳
細

に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

第13回シンポジウム報告

五感を研ぎ澄ます
―日本古来の香りと音とは？
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に
は
、
奴
隷
に
香
を
焚
か
せ
て
い
る
ク
レ

オ
パ
ト
ラ
の
絵
が
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

古
代
中
国
に
は
、
最
古
の
漢
字
で
あ
る
甲

骨
文
字
に
「
香
」
が
あ
り
ま
す
。

　

新
約
聖
書
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

が
生
ま
れ
た
と
き
に
、
東
方
の
三
博
士
が

贈
り
物
を
持
っ
て
や
っ
て
き
ま
す
。
一
つ

は
黄
金
。
あ
と
二
つ
は
乳
香
と
没
も
つ
や
く薬

と
い

う
香
料
で
す
。
つ
ま
り
香
料
は
、
黄
金
と

価
値
が
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
没
薬

は
ミ
ル
ラ
と
も
呼
ば
れ
、
ミ
イ
ラ
の
語
源

で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
ミ
イ
ラ
を
作
る

と
き
に
、
防
腐
効
果
が
あ
る
没
薬
を
利
用

し
て
い
た
こ
と
か
ら
で
す
。

　

上
へ
上
へ
と
昇
る
煙
を
、
昔
か
ら
人
は
、

天
と
自
分
た
ち
を
繋
ぐ
も
の
と
見
な
し
て

い
た
よ
う
で
す
。
い
ま
で
も
天
皇
が
即
位

す
る
と
き
に
は
、
神
に
伝
え
る
た
め
に
香

を
焚
き
ま
す
。
ち
な
み
に
神
様
に
も
香
り

が
あ
っ
て
、
高
貴
な
神
様
に
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
、
い
い
香
り
が
す
る
そ
う
で
す
。
ま

た
仏
教
で
は
人
が
亡
く
な
る
と
、
終
日
線

香
を
焚
き
続
け
ま
す
が
、
あ
れ
は
仏
様
の

食
べ
物
な
の
で
、
絶
や
し
て
は
い
け
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
華
経
で
は
、
お
釈

迦
様
が
説
法
す
る
と
き
は
、
言
葉
で
は
な

く
香
り
で
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
て
い
ろ
い
ろ
な
香
文
化
が
流
れ

込
み
、
昇
華
さ
れ
、
最
終
的
な
作
法
と
し

　

江
戸
時
代
に
は
、
現
在
の
青
森
県
に
あ

た
る
南
部
地
方
か
ら
、
現
在
の
大
分
県
に

あ
た
る
豊
後
国
ま
で
、
地
方
大
名
も
み
な

香
道
を
た
し
な
み
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
近

い
と
こ
ろ
で
は
、
江
戸
城
の
大
奥
の
奥
女

中
も
、
志
野
流
の
香
道
を
行
い
ま
し
た
。

当
時
の
日
本
は
鎖
国
の
時
代
で
し
た
が
、

た
く
さ
ん
の
香
木
が
長
崎
の
出
島
に
入
り
、

武
家
で
は
香
木
を
買
い
求
め
て
そ
の
香
り

を
楽
し
ん
で
い
た
の
で
す
。
香
木
を
楽
し

む
た
め
に
は
、
細
か
い
作
法
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
教
え
伝
え
る
の
が
家
元
の
役
目
で
、

五
百
年
間
変
わ
ら
ぬ
か
た
ち
で
、
作
法
を

伝
授
し
て
き
ま
し
た
。

　

香
道
の
稽
古
、
と
は
何
を
す
る
の
か

…
…
ひ
た
す
ら
お
香
を
聞
く
の
で
す
。
香

道
は
口
伝
の
世
界
で
、
書
物
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
、
祖
父
や
父
の
お
香

を
聞
い
て
い
る
姿
を
見
て
、
真
似
て
い
き

ま
す
し
、
む
し
ろ
香
木
が
導
い
て
く
れ
る

世
界
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
香
道
と
い
う

「
道
」
を
一
生
か
け
て
探
究
し
ま
す
。
自

分
を
知
る
と
い
う
こ
と
も
、
香
道
の
探
究

す
る
課
題
の
一
つ
と
考
え
て
、
日
々
香
を

聞
い
て
い
ま
す
。＊

　

こ
こ
で
大
き
く
時
代
を
遡
り
ま
す
が
、

火
を
手
に
入
れ
た
時
代
原
始
時
代
は
、
動

物
た
ち
と
同
じ
く
人
間
に
と
っ
て
も
、
五

感
の
内
で
嗅
覚
が
最
も
重
要
で
し
た
。
現

代
社
会
は
視
覚
や
聴
覚
が
優
位
だ
と
言
わ

れ
ま
す
が
、
人
間
が
自
然
に
身
を
置
い
て

暮
ら
し
た
時
代
に
は
、
敵
と
味
方
を
判
断

し
た
り
、
食
料
と
毒
を
区
別
し
た
り
、
生

き
る
も
死
ぬ
も
嗅
覚
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
か
っ
た
。

　

遥
か
昔
か
ら
、
世
界
中
に
香
り
の
文
化

が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
古
代
エ
ジ
プ
ト

て
極
ま
っ
た
も
の
が
、
香
道
の
「
灰
点

前
」
で
す
。
香
炉
の
灰
の
中
に
火
種
を
埋

め
、
灰
を
山
型
に
整
え
て
、
そ
の
山
の
頂

に
銀
葉
と
い
う
小
さ
な
雲
母
片
を
お
き
、

そ
の
中
央
に
香
木
を
一
片
お
く
の
で
す
。

灰
手
前
は
見
た
目
の
美
し
さ
も
大
事
で
す

が
、
火
種
の
火
加
減
が
重
要
で
す
。
山
の

高
さ
が
一
ミ
リ
高
い
か
低
い
か
で
、
香
り

が
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
灰
点
前
で
は
、

非
常
に
細
や
か
な
作
法
が
要
求
さ
れ
ま
す
。

日
本
独
自
の
香
道
の
誕
生

蜂
谷　

今
日
は
せ
っ
か
く
で
す
の
で
、
会

場
の
皆
さ
ん
に
、
実
際
に
香
木
を
聞
い
て

い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
本
来
で
す
と
、

香
炉
の
正
面
を
外
し
、
ま
た
自
然
界
に
感

謝
す
る
心
持
ち
で
、
戴
い
て
か
ら
香
り
を

聞
き
ま
す
。
で
も
今
日
は
作
法
は
気
に
せ

ず
に
、
香
り
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。　

香
炉
を
水
平
に
扱
う
た
め
に
、
左
手
で
し

っ
か
り
と
持
ち
ま
す
。
右
手
の
親
指
を
香

炉
の
手
前
に
、
香
り
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う

に
器
を
右
手
で
覆
っ
て
、
鼻
を
近
づ
け
ま

す
。
ゆ
っ
く
り
三
回
吸
い
込
ん
で
、
香
り

を
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
香
木
は
薬
で
も
あ

る
の
で
、
ゆ
っ
く
り
体
の
中
に
取
り
入
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
心
身
の
浄
化
に
も
繋
が

猪瀬直樹所長
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っ
て
い
き
ま
す
。

　

日
本
の
香
文
化
は
、
淡
路
島
に
香
木
が

漂
着
し
て
始
ま
り
ま
す
。
推
古
天
皇
三
年

（
西
暦
五
九
五
年
）
の
こ
と
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

平
安
時
代
の
四
百
年
間
は
、
香
道
は
始

ま
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
貴
族
た
ち
に
よ

っ
て
、
香
り
は
と
て
も
大
事
に
さ
れ
ま
し

た
。『
源
氏
物
語
絵
巻
』
に
は
、
光
源
氏

の
衣
装
に
香
り
を
付
け
る
場
面
が
出
て
き

ま
す
が
、
貴
族
一
人
ひ
と
り
に
香
の
レ
シ

ピ
が
あ
り
、
着
物
や
髪
の
毛
、
手
紙
、
居

住
空
間
な
ど
に
独
自
の
香
り
を
焚
き
し
め

た
の
で
す
。
香
木
は
今
も
昔
も
と
て
も
貴

重
な
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
手
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
、
正
し
く
使
用
出
来
る
教

養
を
併
せ
持
つ
地
位
の
人
た
ち
の
ス
テ
イ

タ
ス
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
鎌
倉
時
代
に
は
禅
宗
が
日
本

に
入
っ
て
き
ま
す
。
日
本
の
文
化
の
根
底

に
は
ど
れ
も
、
禅
の
精
神
が
生
き
て
い
ま

す
。
志
野
流
で
も
家
元
継
承
者
は
代
々
、

禅
寺
に
身
を
置
き
ま
す
。
私
も
二
十
代
の

半
ば
に
、
一
年
間
修
業
に
行
き
ま
し
た
。

　

武
士
に
と
っ
て
、
香
木
に
は
穢
れ
を
落

す
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
お
香
を
聞
い
て

い
た
だ
く
と
分
か
り
ま
す
が
、
こ
こ
ろ
が

落
ち
着
き
ま
す
よ
ね
。
武
士
た
ち
は
香
木

を
戦
場
に
持
っ
て
行
き
、「
聞も
ん

香こ
う

」
す
る

こ
と
に
よ
り
、
香
り
と
命
の
儚
さ
を
照
ら

い
ま
す
。
現
在
、
銀
座
や
原
宿
に
も
、
志

野
流
の
教
室
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
お
点

前
は
す
べ
て
、
銀
閣
寺
の
間
取
り
を
元
に

し
て
い
ま
す
。
歩
幅
や
歩
数
、
手
の
動
き
、

全
て
の
作
法
が
銀
閣
寺
で
定
ま
っ
た
も
の

で
、
そ
れ
を
五
百
年
か
け
て
、
洗
練
す
る

よ
う
に
伝
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

志
野
流
の
香
炉
の
灰
の
か
た
ち
に
は
、

陰
陽
五
行
の
考
え
方
が
入
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
こ
の
小
さ
な
香
炉
の
中
に
、
宇
宙

が
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ
の
山
の

頂
き
に
、
自
然
界
の
恵
み
で
あ
る
香
木
を

お
く
。「
聞
香
」
と
言
い
ま
す
が
、
香
道

は
日
常
で
使
用
し
て
い
る
嗅
覚
で
捉
え
る

だ
け
で
な
く
、
自
然
界
、
宇
宙
と
こ
こ
ろ

で
向
き
合
う
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。
中

国
で
は
「
聞
」
と
い
う
漢
字
に
は
、
五
感

で
感
じ
取
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
そ
う
で

す
が
、
時
間
を
か
け
て
稽
古
を
し
て
い
く

と
、
い
ず
れ
香
木
、
自
然
界
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
感
じ
取
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

＊

　

で
は
具
体
的
に
、
香
道
で
は
ど
ん
な
こ

と
を
す
る
の
か
。
普
段
の
お
稽
古
で
は
、

組
香
と
い
う
香
り
当
て
の
遊
び
を
し
た
り

し
ま
す
。

猪
瀬　

香
道
を
極
め
て
い
く
過
程
の
中
に
、

遊
び
の
要
素
も
入
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。

　

源
頼
政
と
い
う
、
鵺
を
退
治
し
た
武
将

し
合
わ
せ
た
り
、
少
し
で
も
疲
弊
し
た
こ

こ
ろ
を
香
り
で
癒
そ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
独
自
の
香
道
が
作
ら
れ
る
要
素
と

し
て
、
も
う
一
つ
加
え
る
と
す
れ
ば
、
日

本
の
風
土
で
す
。
島
国
で
あ
る
日
本
は
、

台
風
や
地
震
、
津
波
に
繰
り
返
し
襲
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
死
生
観
と
、
四

季
の
移
ろ
い
、
そ
れ
ら
全
て
が
相
俟
っ
て
、

仄
か
に
漂
う
香
り
を
道
と
し
て
極
め
る
香

道
が
、
室
町
時
代
に
誕
生
し
ま
す
。

　

誕
生
し
た
場
所
は
、
銀
閣
寺
で
す
。
足

利
義
政
の
元
に
志
野
流
の
初
代
家
元
、
志

野
宗
信
が
仕
え
、
香
道
を
作
り
ま
す
。
そ

れ
か
ら
父
の
代
ま
で
二
十
代
、
作
法
を
変

え
ず
続
い
て
い
ま
す
。

　

京
都
の
銀
閣
寺
に
は
、
志
野
流
の
始
ま

っ
た
部
屋
が
、
改
築
さ
れ
つ
つ
、
残
さ
れ
て

（右から順に）香道の「灰点前」。香炉の灰の中に火種を埋め、灰を山型に整えて、その山の頂に銀葉という小さな雲母片をおき、
その中央に香木を一片おく。

聞香のデモンストレーション
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が
い
ま
す
。
そ
の
源
頼
政
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
、
香
道
の
遊
び
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る

そ
う
で
す
ね
。

蜂
谷　

は
い
。「
菖
蒲
香
」
と
い
う
組
香

で
す
。

　

怪
物
・
鵺
を
退
治
し
た
の
で
、
鳥
羽
院

が
と
て
も
喜
ば
れ
て
、
頼
政
に
褒
美
を
与

え
よ
う
と
。
頼
政
は
、
好
き
な
女
性
と
一

緒
に
な
り
た
い
と
願
い
ま
す
。
そ
の
女
性

は
菖
蒲
御
前
と
い
う
美
し
い
人
な
の
で
す

が
、
鳥
羽
院
の
側
に
い
た
女
性
な
の
で
、

鳥
羽
院
は
何
で
も
褒
美
を
と
ら
せ
る
と
言

い
な
が
ら
、
頼
政
に
い
じ
わ
る
を
す
る
ん

で
す
。
菖
蒲
御
前
と
そ
っ
く
り
の
女
性
を

四
人
並
ば
せ
て
、
本
人
を
当
て
よ
と
い
う

問
題
を
出
し
ま
す
。

猪
瀬　

当
時
は
部
屋
が
暗
く
て
、
男
女
が

明
る
い
場
所
で
会
う
こ
と
が
な
い
か
ら
、

難
し
い
ん
で
す
よ
ね
。

蜂
谷　

自
信
が
な
い
頼
政
は
、
和
歌
で
こ

の
よ
う
に
答
え
ま
す
。「
五
月
雨
に
池
の

ま
こ
も
の
水
ま
し
て
い
つ
れ
菖
蒲
と
引
き

そ
わ
つ
ら
ふ
」。
雨
が
た
く
さ
ん
降
っ
て

き
て
、
水
か
さ
が
増
し
た
た
め
に
花
が
隠

れ
て
し
ま
い
、
真
薦
の
中
か
ら
菖
蒲
を
引

き
当
て
る
こ
と
が
難
し
い
と
。
自
分
の
心

境
と
外
の
情
景
を
、
重
ね
合
わ
せ
て
即
興

で
読
み
ま
し
た
。
芸
は
身
を
助
け
ま
す
、

鳥
羽
院
が
感
心
し
、
こ
の
和
歌
の
お
か
げ

で
、
頼
政
は
菖
蒲
御
前
と
一
緒
に
な
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
元
に
し
た
遊
び
が
、
香
道
に
は
あ
る
の

で
す
。
精
神
性
と
同
時
に
文
学
の
素
養
も

香
道
に
は
必
要
で
、
作
法
だ
け
で
な
く

『
古
今
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
日

本
の
古
典
も
学
び
ま
す
。

香
木
い
ま
む
か
し

蜂
谷　

世
界
中
で
取
れ
る
香
料
に
は
、
ご

存
じ
の
物
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。

料
理
で
使
う
ス
パ
イ
ス
も
あ
り
ま
す
。
桂

皮
（
シ
ナ
モ
ン
）、
丁
子
（
ク
ロ
ー
ブ
）、
大

茴
香
（
ス
タ
ー
ア
ニ
ス
）。
動
物
性
の
香
り

で
は
、
麝
香
（
ム
ス
ク
）
は
有
名
で
す
ね
。

雄
の
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
の
腹
部
に
あ
る
小
さ

な
袋
で
す
が
、
と
て
も
強
い
香
り
で
、
十

数
キ
ロ
先
の
雌
鹿
を
呼
ぶ
と
か
。
そ
れ
か

ら
、
龍
涎
香
（
ア
ン
バ
ー
グ
リ
ス
）
は
、
マ

ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
腸
内
に
で
き
る
結
石
で
、

と
て
も
貴
重
な
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
は
中

国
で
は
全
て
漢
方
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
先

程
話
に
で
て
き
た
伽
羅
で
す
ね
。
白
檀
は

志
野
流
で
は
使
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
沈

香
。
沈
香
の
最
も
ク
オ
リ
テ
ィ
の
高
い
も

の
が
、
伽
羅
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

香
木
は
日
本
で
は
取
れ
ま
せ
ん
。
近
い

と
こ
ろ
で
ベ
ト
ナ
ム
。
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
。
最
近
は
パ
プ
ア

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
で
も
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

イ
ン
ド
ま
で
行
く
と
、
沈
香
や
伽
羅
は
取

れ
ず
、
白
檀
の
み
で
す
。
ア
フ
リ
カ
で
は

香
木
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
が

大
陸
や
海
を
渡
っ
て
、
日
本
に
入
っ
て
き

ま
す
。
経
由
地
は
、
香
港
で
す
。
香
港
は
、

香
木
の
集
積
地
で
し
た
。
香
り
の
よ
い
港

と
い
う
こ
と
で
、
名
付
け
ら
れ
た
の
で
し

ょ
う
か
。

　

香
木
の
分
類
は
「
六
国
五
味
」
と
言
い
、

伽
羅
、
羅ら

国こ
く

、
真ま

南な

賀か

、
真ま

南な

蛮ば
ん

、
佐さ

曾そ

羅ら

、
寸す

聞も
ん

多だ

羅ら

の
六
国
と
、
甘
、
辛
、
酸
、

苦
、
鹹
の
五
味
を
基
準
と
し
ま
す
。
香
木

は
産
地
に
よ
っ
て
香
り
が
違
い
、
六
国
は

ワ
イ
ン
で
言
う
ボ
ル
ド
ー
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ

ュ
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
と
い
っ
た
、
産
地

か
ら
来
る
銘
柄
に
当
た
り
ま
す
。
し
か
し

か
つ
て
は
産
地
で
分
類
し
て
い
た
の
で
す

が
、
最
近
で
は
家
元
が
、
自
分
の
嗅
覚
に

よ
り
香
り
を
分
類
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
何
度
も
何
度
も
香
り
を
聞
い
て
、
一

年
程
か
け
て
こ
れ
は
伽
羅
だ
な
、
こ
れ
は

羅
国
だ
な
、
と
鑑
定
し
ま
す
。

　

香
木
に
は
味
も
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
香

木
に
二
味
、
三
味
あ
る
の
が
普
通
で
す
。

　

そ
し
て
、
六
国
五
味
を
判
定
し
た
の
ち
、

そ
れ
ぞ
れ
の
香
木
に
名
前
を
付
け
ま
す
。

香
り
か
ら
季
節
を
感
じ
た
り
、
風
景
を
想

像
し
た
り
し
て
、
似
つ
か
わ
し
い
和
歌
を

『
古
今
集
』
や
『
新
古
今
集
』
な
ど
か
ら

探
す
の
で
す
。
当
然
、
香
り
と
名
前
は
ぴ

っ
た
り
合
致
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
難

し
い
作
業
で
す
。＊

　

徳
川
家
康
は
、
香
木
の
一
番
の
コ
レ
ク

タ
ー
で
し
た
。
直
接
原
産
国
に
注
文
の
書

状
を
送
り
、
朱
印
船
貿
易
の
中
で
香
木
を

輸
入
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
家
康
が
駿
府

に
隠
居
す
る
際
に
、
水
戸
、
尾
張
、
紀
伊

の
御
三
家
に
分
け
与
え
ま
し
た
。
尾
張
徳

川
家
に
は
三
千
か
ら
四
千
の
香
木
が
あ
り
、

私
の
祖
父
が
昭
和
九
年
に
、
そ
の
全
て
を

鑑
定
し
ま
し
た
。

　

香
木
は
、
竹
紙
に
包
み
、
木
箱
に
入
れ

て
、
温
度
・
湿
度
を
管
理
し
、
五
百
年
、
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千
年
と
香
り
を
保
た
せ
て
い
き
ま
す
。
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
香
り
を
通
し
て
、

歴
史
上
の
武
士
や
貴
族
、
天
皇
た
ち
と
、

会
話
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

猪
瀬　

蜂
谷
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
、
い
ろ
い

ろ
な
香
木
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

香
木
と
い
う
の
は
樹
木
に
菌
が
入
っ
て
、

異
化
作
用
の
よ
う
な
化
学
変
化
が
起
き
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

蜂
谷　

人
間
で
い
う
と
病
気
で
す
ね
。

猪
瀬　

一
本
の
木
で
も
、
一
方
の
側
に
化

学
反
応
が
起
き
て
い
て
、
反
対
側
は
起
こ

っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
香
り
の
高
い
と
こ

ろ
と
、
あ
ま
り
香
り
の
な
い
部
分
が
あ
っ

て
、
本
木
と
末
木
と
で
は
、
全
く
価
値
が

異
な
る
。
森
鷗
外
の
小
説
に
も
、
そ
の
事

実
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

蜂
谷　

自
然
発
生
的
に
枝
が
折
れ
た
り
な

ど
し
た
と
き
に
、
樹
木
は
樹
脂
を
傷
つ
い

た
一
点
に
集
め
る
の
で
す
。
昆
虫
や
バ
ク

テ
リ
ア
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う

に
、
傷
口
の
内
側
に
、
人
間
で
い
う
と
こ

ろ
の
瘡
蓋
を
作
り
ま
す
。
樹
液
で
傷
を
固

め
る
と
そ
の
内
側
に
化
石
化
が
広
が
り
、

う
ま
く
い
く
と
香
木
と
な
る
。

猪
瀬　

例
え
ば
、
伽
羅
の
香
り
は
、
何
と

い
う
言
葉
に
置
き
換
え
た
ら
い
い
の
か
な
。

蜂
谷　

私
た
ち
の
世
界
で
は
「
宮
人
の
如

し
」
と
言
い
ま
す
。
華
や
か
な
香
り
を
指

し
て
い
ま
す
。
香
木
そ
れ
ぞ
れ
に
、
武
士

だ
と
か
、
百
姓
だ
と
か
、
僧
だ
と
か
、
い

ろ
い
ろ
な
言
葉
が
当
て
嵌
め
ら
れ
る
の
で

す
が
、
中
に
は
現
代
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
言

葉
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
真
南
賀
と
い
う

香
木
は
、「
女
の
う
ち
恨
み
た
る
が
如
し
」、

つ
ま
り
、
女
の
怨
み
の
よ
う
な
香
り
だ
と
。

猪
瀬　

人
間
の
内
面
を
通
過
し
た
表
現
で

す
ね
。

　

蜂
谷
さ
ん
の
お
宅
、
志
野
流
家
元
の
屋

敷
は
、
名
古
屋
に
あ
り
ま
す
ね
。
な
ぜ
京

都
の
足
利
義
政
の
と
こ
ろ
で
始
ま
っ
て
い

る
の
に
、
京
都
で
は
な
く
名
古
屋
に
屋
敷

が
あ
る
の
で
す
か
。

蜂
谷　

幕
末
の
十
五
代
目
の
と
き
に
戦
乱

が
あ
っ
て
、
京
都
の
家
が
焼
け
て
し
ま
っ

た
ん
で
す
。

猪
瀬　

蛤
御
門
の
変
で
す
か
。
京
都
の
六

割
が
焼
失
し
ま
す
ね
。
そ
こ
で
志
野
流
の

屋
敷
も
燃
え
て
し
ま
っ
た
と
。

蜂
谷　

い
い
香
り
が
し
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
（
笑
）。
困
っ
て
い
た
と
き

に
、
助
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、
尾
張
徳

川
家
で
、
十
五
代
目
は
名
古
屋
に
引
っ
越

し
ま
し
た
。
私
は
、
二
十
一
代
目
に
な
る

人
間
と
し
て
、
自
分
の
事
業
と
し
て
は
家

を
京
都
に
戻
そ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
ル

ー
ツ
に
身
を
置
く
の
が
、
自
然
だ
と
思
う

の
で
。
そ
れ
を
徳
川
さ
ん
に
話
し
た
ら
、

誰
の
お
か
げ
で
い
ま
が
あ
る
ん
だ
、
と
叱

ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
（
笑
）。

＊

　

冒
頭
で
猪
瀬
さ
ん
よ
り
話
の
あ
っ
た

「
一
木
三
銘
香
」、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
い

い
香
木
な
の
で
、
奪
い
合
い
に
な
り
ま
し

た
。
本
来
は
、
一
つ
の
香
木
が
一
つ
の
存

在
で
す
か
ら
、
割
る
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か

で
す
が
、
そ
れ
を
割
り
、
そ
の
過
程
で
切

腹
事
件
も
起
き
て
い
ま
す
。
細
川
家
が
所

有
す
る
も
の
が
「
白
菊
」、
伊
達
家
の
「
柴

舟
」、
前
田
家
あ
る
い
は
小
堀
遠
州
に
伝

わ
る
「
初
音
」、
も
う
一
つ
、
一
部
分
を
宮

中
に
献
上
し
て
「
藤
袴
」
と
名
付
け
ら
れ
、

「
一
木
四
銘
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
う
し

た
歴
史
的
な
香
木
が
、
現
存
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
私
た
ち
の
世
界
で
一
番
有
名
な

「
蘭ら
ん

奢じ
ゃ

待た
い

」
と
い
う
香
木
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
奈
良
の
正
倉
院
に
秘
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
全
長
は
一
・
五
ｍ
ほ
ど
。
聖
武
天

皇
の
時
代
か
ら
大
事
に
保
管
さ
れ
て
き
た
、

相
当
に
古
い
も
の
で
す
が
、
長
い
歴
史
の

中
で
三
人
だ
け
切
り
取
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
一
四
〇
〇
年
代
に
一
人
、
一
五

〇
〇
年
代
に
一
人
、
一
八
〇
〇
年
代
に
一

人
で
す
。
一
番
右
端
は
、
足
利
義
政
で
す
。

香
道
が
生
ま
れ
た
と
き
の
将
軍
で
す
ね
。

そ
の
真
横
を
切
り
取
っ
た
の
は
、
自
分
も

取
れ
る
ん
だ
ぞ
、
自
分
は
す
ご
い
ん
だ
、

と
周
囲
に
見
せ
つ
け
る
人
…
…
織
田
信
長

で
す
。
そ
の
と
き
志
野
流
の
家
元
も
付
き

従
っ
て
い
て
、
そ
の
由
縁
で
蘭
奢
待
の
一

部
が
当
家
に
も
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
た

だ
ど
こ
に
あ
る
か
は
僕
も
教
え
て
も
ら
っ

て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
一
部
は
徳
川
家
に
献

上
し
て
い
ま
す
。
一
八
〇
〇
年
代
は
明
治

天
皇
で
す
。

　

正
倉
院
は
東
大
寺
に
あ
り
ま
す
。
蘭
奢

待
の
漢
字
を
よ
く
見
る
と
、
東
大
寺
の
文

字
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
か
。

隠
し
文
字
と
い
う
の
で
す
が
、
洒
落
た
遊

び
ご
こ
ろ
で
す
。

自
然
へ
の
感
謝
、 

香
道
の
課
題

蜂
谷　

家
元
の
中
に
、
一
人
だ
け
女
性
が

い
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
一
子
相
伝
で
長

男
が
継
ぎ
ま
す
が
、
十
七
代
目
は
百
枝
と

い
う
女
性
の
家
元
で
す
。

　

家
元
は
普
段
、
寺
社
で
神
様
や
仏
様
に

お
香
を
焚
き
ま
す
。
神
様
用
と
仏
様
用
と

で
は
、
作
法
が
変
わ
り
ま
す
。

　

上
賀
茂
神
社
を
始
め
と
す
る
神
様
に
お

香
を
届
け
る
場
面
で
は
、
口
に
紙
を
挟
み

ま
す
、
そ
れ
は
神
様
に
息
を
吹
き
か
け
て

は
い
け
な
い
か
ら
で
す
。
家
元
は
、
導
服
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＊

　

香
道
に
は
、
例
え
ば
「
松
竹
梅
香
」
と

い
う
遊
び
が
あ
り
ま
す
。
三
つ
の
香
り
を

覚
え
て
、
そ
の
順
番
を
当
て
る
と
い
う
ゲ

ー
ム
で
す
が
、
零
点
の
人
、
一
点
の
人
、

満
点
の
人
は
「
叶
」
と
、
点
数
が
出
て
き

ま
す
。
香
道
に
は
、
書
の
心
得
も
必
要
で

す
し
、
文
学
、
漢
詩
も
勉
強
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
た
だ
、

お
稽
古
は
楽
し
い
で
す
よ
。

　

そ
れ
か
ら
「
源
氏
香
」
と
い
う
、
香
道

の
遊
び
も
あ
り
ま
す
。
図
は
五
十
二
通
り

あ
っ
て
、
源
氏
物
語
五
十
四
帖
の
う
ち
、

「
桐
壷
」
と
「
夢
浮
橋
」
以
外
の
帖
の
名
を

使
っ
た
組
香
で
す
。
五
つ
連
続
し
て
回
っ
て

き
た
香
炉
の
異
同
を
当
て
ま
す
。
例
え
ば
、

五
つ
聞
い
た
と
き
に
、
一
番
目
と
二
番
目

の
香
が
同
じ
で
後
は
異
な
る
と
思
っ
た
ら

「
空
蝉
」
で
す
。
ま
た
全
部
違
う
香
だ
と
思

え
ば
「
帚
木
」。「
末
摘
花
」
は
一
番
目
が

違
い
、
あ
と
は
全
部
同
じ
香
り
の
組
合
せ
。

そ
ん
な
ふ
う
に
、
五
種
の
香
当
て
が
五
十

二
通
り
の
図
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
も
、
志
野
流
の
組
香
の
一
つ
で
す
。

　

香
を
楽
し
む
た
め
の
道
具
も
い
ろ
い
ろ

あ
っ
て
、
例
え
ば
伏
籠
と
い
う
、
香
炉
の

上
に
伏
せ
て
、
上
に
衣
服
を
か
け
、
香
り

を
焚
き
つ
け
る
籠
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か

ら
大
事
な
香
木
を
し
ま
っ
て
お
く
香
箪
笥
。

と
い
う
特
別
な
衣
装
を
着
て
、
特
別
な
道

具
、
特
別
な
作
法
で
香
を
届
け
ま
す
。
こ

の
作
法
は
秘
伝
な
の
で
、
い
ま
は
父
し
か

知
り
ま
せ
ん
。
そ
の
う
ち
私
も
教
え
て
も

ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

志
野
流
に
入
門
す
る
と
、
家
元
か
ら
の

伝
授
が
あ
り
ま
す
。
許
状
と
い
っ
て
、
免

許
状
を
伝
授
さ
れ
な
が
ら
、
ラ
ン
ク
ア
ッ

プ
し
て
い
く
の
で
す
。
志
野
流
で
は
八
伝

ほ
ど
あ
っ
て
、
最
後
は
免
許
皆
伝
で
す
。

年
齢
も
七
十
歳
を
超
え
な
い
と
免
許
皆
伝

と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

志
野
流
の
作
法
は
、
と
て
も
細
か
い
で

す
。
畳
一
目
も
異
な
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

五
百
年
か
け
て
、
美
し
い
た
っ
た
一
つ
の

作
法
を
作
り
上
げ
て
き
た
。
そ
の
完
成
さ

れ
た
作
法
を
目
指
し
て
、
お
弟
子
さ
ん
た

ち
は
稽
古
し
て
い
ま
す
。
た
だ
ロ
ボ
ッ
ト

の
よ
う
に
動
い
て
も
ダ
メ
で
、
一
つ
ひ
と

つ
の
動
き
に
こ
こ
ろ
を
こ
め
な
い
と
、
香

木
に
ば
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
気
持
ち
が
籠

ら
な
い
お
点
前
で
は
、
い
い
香
り
が
し
ま

せ
ん
。
逆
に
心
を
籠
め
た
、
自
然
界
に
感

謝
し
た
お
点
前
は
、
香
木
に
伝
わ
り
い
い

香
り
が
し
て
き
ま
す
。
作
法
は
大
事
で
す

が
、
香
道
は
最
終
的
に
は
テ
ク
ニ
ッ
ク
で

は
な
い
ん
で
す
。
人
と
人
は
心
で
通
じ
合

い
ま
す
が
、
そ
の
波
動
は
香
木
に
も
伝
わ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

香
枕
と
言
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
枕
の
中

に
香
を
入
れ
て
寝
る
の
で
す
が
、
い
い
夢

が
見
ら
れ
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
十
種

香
箱
と
は
、
お
香
の
道
具
が
一
つ
の
箱
の

中
に
全
て
入
っ
て
し
ま
う
道
具
で
す
。
よ

く
知
ら
な
い
人
が
出
し
て
し
ま
う
と
、
二

度
と
入
ら
な
い
、
非
常
に
手
の
込
ん
だ
作

り
で
す
。
ま
た
お
香
の
ゲ
ー
ム
に
使
う
双

六
の
よ
う
な
盤
物
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
香
り
を
当
て
る
と
馬
が
走
り
、

三
馬
身
離
れ
る
と
落
馬
す
る
の
で
す
。
こ

う
い
っ
た
香
道
の
た
め
の
道
具
も
、
そ
れ

ぞ
れ
に
作
法
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

猪
瀬　

よ
く
平
安
時
代
の
物
語
な
ど
に
、

着
物
の
袖
に
香
を
焚
き
し
め
る
、
な
ど
と

出
て
来
る
け
ど
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
仕
組

み
な
の
？

蜂
谷　

袖
香
炉
、
鞠
香
炉
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
大
き
さ
は
野
球
ボ
ー
ル
ぐ
ら

い
で
、
ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
に
な
っ
て
お

り
、
ど
の
む
き
に
転
が
っ
て
も
水
平
が
保

た
れ
ま
す
。
鞠
の
中
に
火
種
と
お
香
を
入

れ
れ
ば
、
風
が
吹
く
た
び
に
ス
ッ
と
い
い

香
り
が
す
る
。
香
水
と
は
全
く
違
う
香
り

で
す
。
こ
う
い
っ
た
技
術
に
は
、
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
も

あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
技
術
を
、
香
炉
に

応
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

猪
瀬　

ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
の
技
術
が
、

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
か
ら
入
っ
て
き
た
と
。

蜂
谷　

と
、
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し

た
技
術
を
、
香
炉
に
応
用
し
た
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。

　

千
鳥
の
香
炉
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

義
政
か
ら
、
時
の
将
軍
た
ち
が
代
々
手
中

に
収
め
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
香
炉
で
す
が
、

秀
吉
の
手
元
に
あ
っ
た
と
き
、
石
川
五
右

衛
門
が
こ
の
香
炉
を
盗
み
に
入
り
ま
す
。

す
る
と
、
香
炉
の
千
鳥
が
鳴
い
て
、
五
右

衛
門
は
捕
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
話

が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
香
炉
も
現
存

し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
志
野
流
の
独
自
の
道
具
に
、

志
野
袋
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
お
香

の
お
点
前
で
は
香
り
が
混
ざ
っ
て
し
ま
う

の
で
、
花
は
飾
り
ま
せ
ん
。
そ
の
代
り
に
、

志
野
袋
に
結
ん
だ
紐
で
、
季
節
の
花
を
か

た
ち
作
り
彩
を
添
え
る
の
で
す
。
梅
、
桜
、

藤
、
葵
、
菖
蒲
、
蓮
、
朝
顔
、
桔
梗
、
菊
、

紅
葉
、
水
仙
、
雪
持
ち
笹
と
十
二
ヶ
月
分

の
、
季
節
に
合
わ
せ
た
紐
の
結
び
方
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
も
五
百
年
間
、
口
伝
で
伝

え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
教
本
な
ど
は
あ

り
ま
せ
ん
。
秘
伝
で
す
が
裏
十
二
ヶ
月
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
伝
授
が
上
っ
て
い
く

と
、
鶴
や
亀
、
免
許
皆
伝
と
な
れ
ば
、
蜻

蛉
の
結
び
方
を
教
わ
り
ま
す
。

＊
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茶
道
の
流
派
は
多
く
、
一
つ
の
流
派
に

十
万
人
ぐ
ら
い
の
人
口
が
あ
り
ま
す
。
華

道
は
さ
ら
に
た
く
さ
ん
の
人
が
嗜
ん
で
い

ま
す
。
茶
道
、
華
道
と
、
香
道
と
の
違
い

は
、
素
材
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

花
も
茶
も
、
日
本
国
内
で
採
取
で
き
る
、

栽
培
で
き
る
、
毎
年
取
れ
る
。
香
木
は
三

重
苦
で
す
ね
。
日
本
で
取
れ
な
い
、
基
本

的
に
栽
培
で
き
な
い
、
で
き
る
ま
で
に
百

年
ぐ
ら
い
か
か
る
。
流
派
も
二
つ
し
か
あ

り
ま
せ
ん
し
、
香
道
人
口
は
志
野
流
だ
け

で
、
二
千
か
ら
三
千
人
程
。
入
門
前
の
人

も
入
れ
れ
ば
、
も
う
少
し
増
え
ま
す
が
、

一
万
人
に
は
届
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
た

だ
、
そ
も
そ
も
人
口
を
増
や
す
こ
と
は
目

的
に
し
て
い
ま
せ
ん
。

猪
瀬　

具
体
的
に
入
門
し
た
い
と
な
っ
た

ら
、
ど
う
や
っ
て
弟
子
に
な
る
方
法
が
あ

る
ん
で
す
か
。

蜂
谷　

東
京
に
は
約
三
〇
個
所
、
全
国
に

は
約
二
〇
〇
個
所
、
海
外
に
は
パ
リ
や
北

京
な
ど
に
教
室
が
あ
り
ま
す
。
興
味
が
あ

る
方
は
、
来
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
が
、
入
門
は
一
生
も
の
な
の
で
、
数
回

お
稽
古
し
た
方
に
、
は
い
ど
う
ぞ
、
と
は

な
り
ま
せ
ん
。
入
門
の
お
願
い
を
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
た
ら
、
家
元
と
と
も
に
一
生
か

け
て
、
香
り
の
道
を
行
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
途
中
で
止
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

＊

　

香
木
は
こ
れ
ま
で
に
人
間
が
取
り
つ
く

し
、
今
は
ア
ラ
ブ
や
中
国
の
方
々
も
欲
し

が
る
の
で
、
ど
ん
ど
ん
希
少
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。

　

香
木
が
な
く
な
っ
た
ら
、
香
道
が
成
り

立
ち
ま
せ
ん
の
で
、
父
は
家
元
で
初
め
て
、

ベ
ト
ナ
ム
で
植
林
を
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
千
本
植
え
て
も
、
全
て
が
香
木
に
は
な

り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
と
は
自
然
に
任
せ
ま

す
。
父
も
私
も
こ
の
世
に
い
な
く
な
っ
て
、

私
の
子
ど
も
か
孫
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら

使
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

先
ほ
ど
、
香
木
は
栽
培
で
き
な
い
と
言

い
ま
し
た
が
、
な
ん
と
最
近
で
は
栽
培
が

試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
間
の
技
術
は
、

日
進
月
歩
で
す
。
香
木
は
中
国
の
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ン
が
、
通
常
百
年
か
か
る
も
の
を
、

十
年
で
作
り
始
め
て
い
ま
す
。
百
年
か
か

っ
た
ら
ビ
ジ
ネ
ス
に
な
ら
な
い
で
す
か
ら

ね
。
香
木
は
海
南
島
や
広
東
省
で
作
り
、

北
京
で
売
ら
れ
ま
す
。
先
日
品
評
会
に
行

き
ま
し
た
が
、
こ
ぶ
し
大
の
人
工
香
木
で
、

三
百
万
円
ほ
ど
で
し
た
。
中
国
に
は
香
を

聞
く
文
化
は
基
本
的
に
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
そ
の
ま
ま
焚
い
た
り
、
漢
方
と
し
て

煎
じ
て
飲
ん
だ
り
、
数
珠
に
仕
立
て
た
り

し
て
使
わ
れ
ま
す
。

　

私
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
世
界
中
に
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い
と
思
い
ま
す
。

祇
園
精
舎
の
鐘
の
声

─
ク
リ
ス
タ
ル
ボ
ウ
ル

猪
瀬　
『
平
家
物
語
』
が
「
祇
園
精
舎
の

鐘
の
声　

諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
」
で
始

ま
る
の
は
、
よ
く
御
存
じ
だ
と
思
い
ま
す

が
、「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
」
と
は
、
ど

う
い
う
音
な
の
か
。

　

祇
園
精
舎
を
江
戸
時
代
初
期
に
、
東
南

ア
ジ
ア
ま
で
探
し
に
行
っ
た
人
が
い
る
ら

し
い
の
で
す
が
、
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
に

行
っ
て
し
ま
っ
て
、
後
で
間
違
い
だ
っ
た

と
分
か
る
。
結
局
、
仏
教
が
伝
来
し
た
イ

ン
ド
に
、
祇
園
精
舎
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と

言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

祇
園
精
舎
と
は
、
僧
侶
が
亡
く
な
る
と

香
り
を
届
け
る
の
が
仕
事
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。
香
り
で
国
と
国
を
繋
げ
た
り
、
人

と
人
を
繋
げ
た
い
と
。

　

ア
ラ
ブ
の
バ
ー
レ
ー
ン
に
は
、
香
木
を

ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
の
か
を
確
か
め

た
く
て
行
っ
て
き
ま
し
た
。
炭
の
上
に
直

接
香
木
を
置
い
て
し
ま
う
の
で
、
高
価
な

香
木
な
の
で
す
が
、
た
だ
煙
い
だ
け
で
し

た
。
今
日
は
、
香
木
は
爪
の
先
ぐ
ら
い
に

小
さ
か
っ
た
で
す
ね
。
香
道
で
は
ま
ず
、

自
然
に
感
謝
す
る
こ
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
だ

め
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
こ
と

を
、
伝
え
に
行
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
近
、
幼
稚
園
に
も
行
き
始
め
ま
し
た
。

で
き
れ
ば
子
ど
も
た
ち
に
、
都
会
は
、
無

機
質
な
匂
い
の
空
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

も
し
く
は
科
学
香
料
が
多
す
ぎ
ま
す
。
柔

軟
剤
の
芳
香
も
強
く
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

天
然
香
料
は
高
価
で
す
の
で
、
そ
れ
だ
け

を
使
う
の
は
無
理
だ
と
思
い
ま
す
が
、
子

ど
も
た
ち
に
、
で
き
る
だ
け
自
然
の
香
り

の
記
憶
を
残
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
話
し
ま
し
た
が
、
本
当
は
私

の
話
よ
り
、
香
木
が
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を

教
え
て
く
れ
ま
す
。
香
道
の
一
番
大
事
な

こ
と
は
、
自
然
界
か
ら
の
声
を
聞
く
こ
と
。

父
、
祖
父
、
も
っ
と
以
前
の
家
元
た
ち
が

繋
い
で
き
た
香
道
を
、
一
生
か
け
て
お
香

を
聞
き
、
し
っ
か
り
受
け
継
い
で
い
き
た

き
に
最
後
に
過
ご
す

場
所
ら
し
い
の
で
す

が
、
鐘
は
よ
く
寺
で

見
か
け
る
梵
鐘
で
は

な
く
、
風
鈴
の
よ
う

な
か
た
ち
を
し
た
水

晶
だ
と
。
水
晶
が
ぶ

つ
か
り
あ
う
音
が
四

方
に
あ
り
、
そ
の
音

色
を
聞
き
な
が
ら
、

自
然
に
溶
け
込
む
よ

う
に
命
が
消
え
て
い
く
、
そ
う
い
う
場
所

が
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。

　

そ
の
音
色
を
い
ま
再
現
す
る
と
し
た
ら
、

こ
の
音
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
ク
リ

ス
タ
ル
ボ
ウ
ル
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
色
と

大
き
さ
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
れ
も
素
材
は

ク
リ
ス
タ
ル
で
、
こ
の
音
を
聞
く
と
、
脳

内
に
ア
ル
フ
ァ
波
が
出
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、
ク
リ
ス
タ
ル
ボ
ウ
ル
奏
者
の

石
塚
さ
ん
に
演
奏
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

石
塚　

い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、

ク
リ
ス
タ
ル
ボ
ウ
ル
は
、
水
晶
を
粉
砕
し
、

器
状
に
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
音
を
聞
く

と
、
ア
ル
フ
ァ
波
が
出
ま
す
。
ア
ル
フ
ァ
波

は
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
受
け
た
り
、
温
泉
に
浸

か
っ
た
り
、
癒
さ
れ
て
い
る
状
態
の
と
き
に

出
て
く
る
脳
波
で
、
早
い
方
は
、
ク
リ
ス
タ

ル
ボ
ウ
ル
を
聞
き
始
め
て
数
十
秒
で
、
こ

の
脳
波
が
出
て
き
ま
す
。
本
当
に
、
あ
っ
と

い
う
間
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
楽
器
で
、
ぐ

っ
す
り
眠
れ
た
り
、
脳
の
疲
れ
が
取
れ
た

り
、
忙
し
い
現
代
人
に
は
ぴ
っ
た
り
で
す
。

　

い
ろ
い
ろ
な
色
が
あ
る
の
は
、
水
晶
に

他
の
鉱
石
が
練
り
込
ま
れ
た
り
、
吹
き
つ

け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
他
の

鉱
石
の
周
波
数
も
、
音
に
乗
り
ま
す
。
パ

ワ
ー
ス
ト
ー
ン
を
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す

が
、
鉱
石
に
よ
っ
て
一
つ
ひ
と
つ
効
果
が

違
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
鉱
石
の
持
つ
波

動
が
、
ク
リ
ス
タ
ル
ボ
ウ
ル
の
音
に
乗
っ

て
く
る
の
で
す
。

　

ボ
ー
ル
ご
と
に
周
波
数
が
違
い
、
体
の

部
位
に
も
そ
れ
ぞ
れ
周
波
数
が
あ
る
の
で
、

尾
骶
骨
の
あ
た
り
、
丹
田
の
あ
た
り
、
胃

の
あ
た
り
、
と
そ
れ
ぞ
れ
の
ボ
ー
ル
ご
と

に
細
か
く
対
応
し
て
い
ま
す
。
叩
い
て
い

石塚麻実氏

クリスタルボウルを奏でる石塚氏
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る
棒
は
マ
レ
ッ
ト
と
い
っ
て
、
山
羊
の
皮

が
な
め
し
て
あ
り
ま
す
。

　

人
間
の
可
聴
域
は
十
六
ヘ
ル
ツ
か
ら
一

万
六
千
ヘ
ル
ツ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
ク
リ

ス
タ
ル
ボ
ウ
ル
か
ら
は
五
万
ヘ
ル
ツ
出
て

い
ま
す
の
で
、
耳
に
聞
こ
え
な
い
細
か
い

周
波
数
に
よ
っ
て
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
り
、

自
己
治
癒
力
を
高
め
た
り
す
る
効
果
が
あ

り
ま
す
。

　

も
と
も
と
エ
ジ
プ
ト
の
壁
画
に
描
か
れ

て
い
た
古
代
の
人
た
ち
が
使
っ
て
い
た
楽

器
を
、
四
十
年
ぐ
ら
い
前
に
現
代
に
甦
ら

せ
た
、
と
い
う
の
が
ク
リ
ス
タ
ル
ボ
ウ
ル

誕
生
の
有
力
な
説
と
な
っ
て
い
ま
す
。
い

つ
も
は
演
奏
を
寝
な
が
ら
聞
い
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
今
日
は
椅
子
に
座
っ
た
状

態
で
は
あ
り
ま
す
が
、
目
を
閉
じ
て
、
寝

て
し
ま
っ
て
も
構
い
ま
せ
ん
の
で
、
リ
ラ

ッ
ク
ス
し
て
聞
い
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

＊

猪
瀬　

今
日
は
「
五
感
を
研
ぎ
澄
ま
す
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行

い
ま
し
た
。
今
、
我
々
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近

代
か
ら
受
け
継
い
だ
社
会
の
中
で
、
た
く

さ
ん
の
も
の
を
失
っ
て
い
っ
て
い
ま
す
。

近
代
と
い
う
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
だ
け
で
物
を

考
え
続
け
て
い
る
と
、
見
失
う
も
の
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
本
来
、
人
間
に
は
も

っ
と
違
う
生
き
方
の
か
た
ち
が
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
私
た
ち
は
、
日
本
独
自
の

文
化
や
思
考
か
ら
離
れ
、
記
憶
喪
失
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
辺
り
を
考
え
直
す
意

味
で
、
蜂
谷
さ
ん
に
は
、
本
来
は
我
々
が

当
た
り
前
に
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な

い
、
香
道
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
し
て
、
石
塚
さ
ん
に
は
、『
平
家

物
語
』
の
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
音
」
を
体

験
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
現
代
社
会
の

中
で
、
沈
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
日
本
文
化

を
、
時
に
は
撹
拌
し
て
み
た
ら
よ
い
と
、

そ
う
思
う
の
で
す
。

（『
週
間
読
書
人
』
二
〇
一
八
年
一一
月
一
六
日
発
行
第
三

二
六
四
号
な
ら
び
に
『
Ｗ
Ｅ
Ｂ
読
書
人
』
よ
り
転
載
）

蜂谷 一枝軒 宗苾（はちや・いっしけん・そうひつ）
志野流香道	21世家元継承者。1975年生まれ。室町時代より20代500年に亘り香道を継承し続けてきた志野流の第20
世家元蜂谷宗玄の嫡男。	2002年より大徳寺530世住持泉田玉堂老大師の下に身を置き、2004年玉堂老大師より軒
号「一枝軒」宗名「宗苾」を拝受、第21世	家元継承者となる。現在は、次期家元として全国教場及び海外教場等で
の教授、幼稚園から大学での講演を開催し、世界各地で	啓蒙活動を行っている。香道という日本独自の香り文化を通
し各国との交流を図り、文化によって世界を繋げるという思いのも	と活動。香道をユネスコの無形文化遺産登録に向け
て。また、稀少になった「香木」を後世に遺していくためベトナムでの植林	活動、それに準ずるエコ活動を『環境道』
と題し講演活動も行っている。平成21年度文化庁海外文化交流使、池坊文化学院講師、フランス調香師協会名誉会員

石塚麻実（いしづか・あさみ）
一般社団法人クリスタルボウル・アカデミー・ジャパン代表理事、クリスタルボウル・アカデミー・ジャパン株式会社代表
取締役
東京都出身。大手企業に就職。役員秘書や人事担当を13年間務めて退職。ハウスクリーニング業の起業を経て、クリス
タルボウル演奏家に。2013年キングレコード(株)よりクリスタルボウル演奏家初のCDメジャーデビュー。2014年、第2弾
CDをリリース。各地の神社仏閣での奉納演奏も得意とする。伊勢神宮や出雲大社での奉納演奏の他、富士吉田新屋
山神社で9年連続奉納演奏。新潟県弥彦神社、湘南江ノ島神社、戸隠神社、沖縄沖宮神社他、多数奉納。女性起業
家としても活躍しており、ビジネスセミナーや法人設立パーティーなどの出演も多数。著書に「聞くだけで脳の疲れがと
れるCDブック」(ダイヤモンド社)

猪瀬直樹（いのせ・なおき）
作家。1946年生まれ。87年『ミカドの肖像』で第18回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。『日本国の研究』で96年度
文藝春秋読者賞受賞。2002年小泉首相より道路公団民営化委員に任命される。07年6月東京都副知事に。12年12月
に東京都知事に就任。13年12月辞任。15年12月に大阪府市特別顧問に就任。代表作に『昭和16年夏の敗戦』『ペル
ソナ三島由紀夫伝』『ピカレスク	太宰治伝』。近著に『救出』『戦争・天皇・国家』『民警』『東京の敵』『国民国家のリア
リズム』（共著）『明治維新で変わらなかった日本の核心』（共著）。

講演者紹介



落合洋一氏
メディアアーティスト、Pixie Dust Technologies Inc. CEO、

筑波大学准教授・学長補佐

司会 猪瀬直樹氏
作家、日本文明研究所所長

日本文明研究所  2018  第14 回  シンポジウム

2020年までは東京オリンピック・パラリンピックが目標としてあるが問題はその先だ。平成後の新時代の
ビジョンを語ろう。メディアアーティストの落合陽一氏と当研究所所長の猪瀬直樹が語り尽くします。

2021年以後の
ニッポンを考える

特別講演

伝統工芸品
紹介サイトのご案内

海外サイト：https://shops.japancivilization.org
日本国内サイト：http://japancivil.shop9.makeshop.jp

所長からのメッセージ
日本文明研究所では、シンポジウムに加え、伝統工芸品の紹介と販売を行って
おります。日本には現在約1200の伝統工芸品があるといわれますが、それらの
生産基盤が衰退しつつあるのが現状です。当研究所は、活動の一環として、全
国の貴重な伝統工芸の品 を々掘り起こし、永 と々受け継がれてきた日本人の匠の
技や美を皆様とともに堪能し、育んでいけることを願っております。

つまみかんざし 山越阿弥陀
（半分タイプ）

山越阿弥陀
（原寸タイプ）

京焼  陶器

日本竹古風京都籠

縅（おどし）サムライ鎧

お問合せ：一般財団法人日本文明研究所〒 150-0031　東京都渋谷区桜丘町24-5　電話：03-5456-8082  Mail：info@japancivilization.org 

	 日時： 2018年12月5日（火） 
19時～21時（18時30分開場予定）

	 会場： 日本経済大学東京渋谷キャンパス246ホール 
（定員100名） 
〒151-0031　東京都渋谷区桜丘町25-17

	 参加費： 2000円（当日、受付にてお支払いください）
	 参加申込先： 下記のサイトよりお申込み下さい。 

http://www.japancivilization.org 
お問い合わせ先　一般財団法人日本文明研究所 
TEL 03-5456-8082

Masato Kato


