
う
ぐ
い
す
よ
　
な
け
よ
な
け
な
け

　
は
る
の
日
を
　
わ
が
い
ほ
に
は
に

き
な
け
　
ど
よ
も
せ

鳥屋平図（春日井正義作） 藤井達吉（昭和30年代）

藤井達吉作　和紙漉き込み「うぐいすよ」

　
和
紙
の
ふ
る
さ
と

　
小
原
地
区
は
、
豊
田
市
北
部
に
位
置
し
、
岐

阜
県
境
で
土
岐
市
、
瑞
浪
市
、
恵
那
市
と
接
す

る
中
山
間
地
に
広
が
る
。
平
成
17
年
度
に
豊
田

市
と
合
併
す
る
前
は
西
加
茂
郡
小
原
村
で
あ
り
、

今
も
一
つ
の
中
学
校
、
三
つ
の
小
学
校
の
学
区

に
分
か
れ
、
人
口
は
約
3
6
0
0
を
数
え
る
。

少
子
高
齢
化
と
相
ま
っ
て
、
今
後
は
更
な
る
過

疎
化
が
心
配
さ
れ
る
地
域
で
あ
る
。

　
小
原
で
は
、
古
く
は
室
町
時
代
か
ら
手
漉す

き

和
紙
が
盛
ん
に
作
ら
れ
て
お
り
、
和
紙
の
原
料

と
な
る
楮
の
育
成
に
適
し
た
土
地
柄
と
し
て
、

凧た
こ

紙が
み

や
番ば

ん

傘が
さ

紙が
み

を
作
る
良
質
な
三
河
森
下
紙
の

産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。
明
治
以
降
の
生

活
様
式
の
変
化
に
よ
り
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和

の
時
代
に
か
け
て
和
紙
の
需
要
が
減
少
し
、
和

紙
生
産
は
日
本
各
地
で
衰
退
し
て
い
く
。
小
原

で
も
紙
を
漉
く
人
は
次
第
に
減
少
し
て
い
く
中
、

小
原
和
紙
を
美
術
工
芸
と
し
て
復
興
さ
せ
た
の

が
、
現
碧
南
市
出
身
の
藤
井
達
吉
で
あ
る
。

　
昭
和
の
初
期
に
は
、
絵
画
・
彫
刻
・
陶
芸
・

漆
芸
・
七
宝
・
紙
工
芸
な
ど
総
合
的
な
芸
術
家

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
達
吉
は
、
図
案
集
出
版

の
た
め
の
和
紙
を
小
原
に
求
め
た
こ
と
が
縁
と

な
り
、
昭
和
7
年
、
9
年
、
11
年
と
3
度
こ
の

地
を
訪
問
す
る
。
小
原
和
紙
に
芸
術
性
を
見
出

し
た
達
吉
は
、
和
紙
を
上
手
に
漉
き
、
製
造
す

る
こ
と
か
ら
色
彩
豊
か
な
和
紙
工
芸
と
し
て
発

展
さ
せ
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
集
ま
っ
た
村

人
に
説
く
。

　
昭
和
20
年
、
太
平
洋
戦
争
の
戦
況
が
悪
化
す

る
と
、
達
吉
は
当
時
住
ん
で
い
た
神
奈
川
県
真

鶴
市
か
ら
疎
開
し
、
鳥
屋
平
（
現
在
の
小
原
地

区
北
大
野
町
ト
ヤ
ガ
平
）
に
て
窯
や
紙
漉
き
場
、

画
室
、
共
同
工
房
な
ど
多
く
の
建
物
を
つ
く
り
、

芸
術
村
の
建
設
を
め
ざ
し
た
。
達
吉
を
慕
う

人
々
が
そ
こ
に
集
ま
り
、
小
原
総
合
芸
術
研
究

会
を
発
足
（
2
年
後
に
解
散
）
さ
せ
、
本
格
的

な
芸
術
村
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
。
そ
の
こ
ろ
か

ら
小
原
和
紙
工
芸
の
指
導
と
制
作
方
法
の
開
発

に
情
熱
を
注
ぎ
、
昭
和
22
年
に
は
達
吉
の
指
導

に
よ
る
作
品
が
日
展
に
出
品
さ
れ
、
入
選
す
る

こ
う
ぞ

と
や
が
ひ
ら

－豊　田－

豊
田
市
立
小
原
中
学
校
長

西
　
﨑
　
　
修

三河の文化を訪ねて
第　113　回

和
紙
工
芸
と
四
季
桜
の
美
が
織
り
成
す
小
原
の
里

　
山
あ
い
に
点
在
す
る
農
村
の
風
景
を
人
々
は
、「
小
原
の
里
」
と
よ
び
、
暮
ら
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
旧
小
原
村
の
時

代
か
ら
、
和
紙
工
芸
や
四
季
桜
と
い
っ
た
地
元
の
人
々
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
有
形
、
無
形
の
文
化
が
数
多
く
点
在

し
て
い
る
。
他
に
は
見
ら
れ
な
い
伝
統
的
な
小
原
の
文
化
に
ふ
れ
て
み
よ
う
と
、
今
も
県
内
外
か
ら
観
光
客
が
集
ま
る
。
小

原
の
里
で
人
々
の
営
み
と
と
も
に
受
け
継
が
れ
、
古
人
の
思
い
を
の
せ
て
現
在
、
そ
し
て
未
来
へ
と
伝
わ
る
和
紙
工
芸
と
、

四
季
桜
に
代
表
さ
れ
る
、
小
原
の
文
化
を
紹
介
す
る
。

「
こ
う
ぞ
打
つ
　
三
拍
子
こ
そ
　
さ
み
し
け
れ
　
小
原
の
里
の
　
雪
の
夕
暮
れ
」
（
藤
井
　
達
吉
）
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山
内
一
生
作
　
和
紙
工
芸
作
品

「
日
月
文
」

四季桜発祥の記念碑（小原北町）

ま
で
の
水
準
に
達
す
る
よ
う
に
な
る
。
鳥
屋
平

に
集
ま
る
小
原
の
若
者
た
ち
に
は
強
い
刺
激
と

な
り
、
し
だ
い
に
達
吉
の
も
と
に
出
入
り
し
、

薫
陶
を
受
け
る
小
原
の
人
々
も
増
え
て
く
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　
彼
ら
は
昭
和
23
年
に
小
原
工
芸
会
を
創
設
し
、

時
に
は
激
高
す
る
達
吉
の
大
変
厳
し
い
指
導
の

下
、
和
紙
工
芸
の
研
究
と
芸
術
性
向
上
に
取
り

組
み
、
や
が
て
は
日
展
で
入
選
す
る
ま
で
に
成

長
し
、
今
日
の
豊
田
小
原
和
紙
工
芸
の
発
展
に

つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

　
藤
井
達
吉
の
教
え
を
直
接
受
け
継
い
だ
安
藤

繁
和
、
小
川
喜
数
、
春
日
井
正
義
、
加
納
俊
治

（
い
ず
れ
も
故
人
）、
山
内
一
生
な
ど
の
工
芸

家
が
、
地
元
で
創
作
に
打
ち
込
み
活
躍
す
る
こ

と
で
、
か
つ
て
三
河
森
下
紙
と
呼
ば
れ
た
小
原

和
紙
は
、「
美
術
工
芸
和
紙
」
と
し
て
芸
術
的

領
域
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
今
で
も
和
紙
工
芸
を
志
す
芸
術
家
が
小
原
に

工
房
を
構
え
、
日
展
等
多
く
の
展
覧
会
に
お
い

て
入
賞
し
、
そ
の
名
を
海
外
に
も
広
め
て
い
る
。

　
小
原
の
和
紙
工
芸
に
つ
い
て
は
、
豊
田
市
の

総
合
施
設
「
和
紙
の
ふ
る
さ
と
」
で
詳
し
く
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
の
「
和
紙
工
芸

館
」
で
は
和
紙
の
原
料
加
工
か
ら
創
作
の
実
際

ま
で
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
、「
展
示
館
」

で
は
創
始
者
の
藤
井
達
吉
と
そ
の
後
継
作
家
の

芸
術
品
の
一
部
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
小
原
地
区
の
小
中
学
校
で
は
、
地
元
の
講
師

を
招
い
て
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
図
工
・
美

術
科
な
ど
で
和
紙
工
芸
に
つ
い
て
調
べ
た
り
、

制
作
に
取
り
組
ん
だ
り
し
て
、
地
域
で
受
け
継

が
れ
て
き
た
小
原
和
紙
を
伝
統
文
化
の
一
つ
と

し
て
学
ん
で
い
る
。

　
四
季
桜
の
里

　
小
原
の
四
季
桜
（
バ
ラ
科
）
は
、
江
戸
時
代

の
文
化
7
年
に
現
小
原
北
町
の
藤
本
玄げ

ん

碩せ
き

（
文

政
13
年
没
）
と
い
う
漢
方
医
が
名
古
屋
方
面
か

ら
苗
を
求
め
て
植
え
た
の
が
親
木
と
な
っ
て
広

ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
親
木
は
明
治

34
年
、
旧
福
原
小
学
校
（
昭
和
53
年
に
小
原
中

部
小
学
校
へ
統
合
）
創
立
の
際
に
藤
本
家
よ
り

運
動
場
へ
移
植
さ
れ
、
見
事
な
樹
勢
を
誇
っ
て

い
た
が
昭
和
9
年
の
室
戸
台
風
に
よ
り
倒
木
と

な
っ
て
し
ま
う
。
枯
死
を
惜
し
む
人
々
に
よ
り
、

そ
の
子
桜
か
ら
分
か
れ
た
孫
桜
の
数
々
が
今
の

小
原
四
季
桜
の
も
と
に
な
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い

る
。

　
普
通
の
桜
は
春
に
一
度
だ
け
花
を
咲
か
せ
る

が
、
四
季
桜
は
1
年
の
間
に
4
月
と
10
〜
12
月

の
2
度
、
花
を
咲
か
せ
る
。
秋
か
ら
冬
咲
き
の

桜
は
珍
し
い
品
種
と
し
て
日
本
各
地
で
も
見
ら

れ
る
が
、
四
季
桜
と
呼
び
、
保
護
し
て
い
る
地

域
は
全
国
で
も
わ
ず
か
で
あ
る
。
夏
以
降
、
少

し
ず
つ
咲
く
花
は
特
に
珍
し
い
。
小
原
で
は
日

露
戦
争
後
の
明
治
39
年
、
出
征
戦
没
者
の
忠
魂

碑
建
立
の
際
に
分
植
さ
れ
た
前
洞
町
の
四
季
桜

が
、
樹
齢
百
年
を
超
え
、
県
の
天
然
記
念
物
に

指
定
さ
れ
る
な
ど
、
今
も
大
切
に
保
護
さ
れ
て

い
る
。

　
旧
小
原
村
で
は
、
四
季
桜
を
昭
和
53
年
に
村

の
木
に
制
定
し
、
村
民
の
手
で
分
植
を
続
け
て

き
た
。
当
時
は
四
季
桜
を
株
分
け
で
増
や
す
方

法
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
増
殖
は

難
し
く
、
わ
ず
か
に
植
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
尾
張
の
園
芸
家
を
招
い
て

接
ぎ
木
等
に
よ
り
増
や
す
な
ど
の
試
行
錯
誤
を

経
て
、
そ
の
後
行
政
、
森
林
組
合
と
の
連
携
な

ど
に
よ
る
研
究
も
進
み
、
挿
し
木
に
よ
る
植
栽

方
法
が
確
立
し
、
各
家
庭
へ
も
配
布
し
て
公
共

施
設
や
山
林
へ
の
植
栽
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。

10
〜
12
月
に
は
各
所
で
満
開
の
四
季
桜
を
見
る

こ
と
が
で
き
、
今
で
は
1
万
本
を
超
え
る
四
季

桜
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
官
民
一
体
と
な

っ
て
整
備
し
て
き
た
、
ふ
れ
あ
い
公
園
、
川
見

町
、
大
洞
町
な
ど
の
公
園
で
は
、
毎
年
四
季
桜

小原ふれあい公園

和紙のふるさと

前洞の四季桜
川見四季桜の里

市場城址

緑の公園

至恵那市

四季桜発祥の地

小原四季桜等の
おもな分布図

四季桜の挿し木を受け継ぐ中学生

川見四季桜の里

そではぎさいもん

小中学生による子供歌舞伎「奥州安達ヶ原三段目袖萩祭文の場」

ま
つ
り
が
盛
大
に
行
わ
れ
、
他
で
は
味
わ
う
こ

と
が
で
き
な
い
、
満
開
の
四
季
桜
と
紅
葉
が
織

り
成
す
景
色
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
小
原
中
学
校
で
は
、
地
区
で
長
年
受
け
継
が

れ
て
き
た
四
季
桜
の
植
栽
を
教
材
と
し
て
取
り

入
れ
、
毎
年
6
月
に
地
域
講
師
の
指
導
に
よ
り
、

1
年
生
で
四
季
桜
の
挿
し
木
を
行
い
、
苗
木
を

育
て
る
活
動
を
続
け
て
い
る
。
大
き
く
な
っ
た

苗
木
は
校
内
の
育
苗
園
に
植
え
替
え
、
3
年
生

ま
で
校
内
で
育
て
、
卒
業
時
に
は
2
メ
ー
ト
ル

近
く
に
伸
び
た
四
季
桜
の
枝
を
持
ち
帰
り
、
自

宅
付
近
に
植
樹
し
て
地
区
の
四
季
桜
を
増
や
す

取
り
組
み
を
続
け
て
い
る
。

　
ま
た
、
平
成
23
年
の
東
日
本
大
震
災
の
復
興

に
取
り
組
む
岩
手
県
陸
前
高
田
市
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
「
桜
ラ
イ
ン
3
1
1
」
に
生
徒
会
が
協
力
し

て
、
津
波
到
達
点
に
桜
を
植
え
、
後
世
に
残
す

た
め
に
、
小
原
四
季
桜
の
苗
木
を
毎
年
送
る
活

動
を
続
け
て
い
る
。

　
受
け
継
が
れ
る
文
化

　
和
紙
工
芸
、
四
季
桜
の
植
栽
の
他
に
も
、
古

く
か
ら
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
小
原

歌
舞
伎
と
俳
句
が
あ
る
。

　
小
原
歌
舞
伎
は
、
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら

地
区
の
神
社
に
舞
台
が
で
き
、
祭
礼
等
で
奉
納

す
る
地
芝
居
と
し
て
始
ま
り
、
娯
楽
が
少
な
い

農
村
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
広
く
親
し
ま

れ
た
と
い
わ
れ
る
。
明
治
中
期
に
は
地
芝
居
を

会
得
し
た
芸
達
者
が
集
ま
る
万
人
講
に
よ
る
上

演
が
人
気
を
集
め
る
が
、
昭
和
30
年
代
に
な
る

と
衰
退
し
途
絶
え
て
い
く
。
し
か
し
、
昭
和
47

年
7
月
、
未
曽
有
の
豪
雨
で
小
原
が
被
災
し
た

こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
小
原
歌
舞
伎
復
興
の
機

運
が
高
ま
り
、
地
元
の
小
原
歌
舞
伎
保
存
会
の

活
動
に
つ
な
が
り
、
現
在
は
市
の
指
定
文
化
財

と
し
て
保
存
継
承
さ
れ
て
い
る
。
年
2
回
の
公

演
に
は
、
子
供
歌
舞
伎
も
あ
り
、
内
外
か
ら
多

く
の
観
客
を
集
め
る
。

　
ま
た
、
小
原
に
お
け
る
俳
句
の
広
が
り
は
、

大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
高
浜
虚

子
に
師
事
し
、
女
流
俳
人
と
し
て
活
躍
し
た
杉

田
久
女
が
小
原
に
住
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
る
。

今
も
杉
田
久
女
を
顕
彰
し
て
、
毎
年
小
中
学
生

も
応
募
す
る
俳
句
大
会
を
催
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
こ
こ
小
原
の
里
に
暮

ら
す
人
々
が
長
年
に
わ
た
っ
て
慈
し
み
、
労
苦

を
い
と
わ
ず
受
け
継
ぐ
こ
と
で
、
有
形
無
形
の

財
産
と
し
て
今
に
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。
先
代

の
人
々
か
ら
現
代
社
会
を
担
う
大
人
へ
、
そ
し

て
未
来
を
見
つ
め
る
子
ど
も
た
ち
へ
と
受
け
継

が
れ
る
強
い
意
志
に
よ
っ
て
は
ぐ
く
ま
れ
、
激

し
く
変
貌
す
る
時
流
の
中
に
あ
っ
て
も
小
原
の

確
か
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
、
過
去
か

ら
未
来
へ
と
織
り
成
す
文
化
の
美
し
さ
を
伝
え

て
い
る
。

〈
資
料
提
供
・
取
材
協
力
〉

・
豊
田
市
和
紙
の
ふ
る
さ
と

・
豊
田
市
郷
土
資
料
館
　
・
小
原
観
光
協
会

・
山
内
一
生
工
房

・
小
原
歌
舞
伎
保
存
会

・
豊
田
市
歌
舞
伎
伝
承
館
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