
白
樺
サ
ロ
ン
の
会
に
つ
い
て

「
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
く
花
の
薫
ふ
が
ご
と
く
今
盛
り
な
り
」

（
万
葉
集
）

遣
唐
使
安
倍
仲
麿
（
あ
べ
の
な
か
ま
ろ
）
が
唐
土
で
詠
じ
た
望
郷
の
歌

「
あ
ま
の
原
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
春
日
な
る
み
か
さ
の
山
に
い
で
し
月
か
も
」

（
古
今
和
歌
集
）

古
都
奈
良
の
地
は
千
年
の
風
雪
を
越
え
て
な
お
そ
の
美
を
歌
う
。

こ
の
廃
都
の
地
を
、
名
画
の
残
欠
が
美
し
い
よ
う
に
う
つ
く
し
い
、
と
志

賀
直
哉
は
言
い
、
旧
居
に
お
け
る
自
身
の
思
索
を
「
手
帖
か
ら
」
に
記
し
て

い
る
。

地
に
、
古
代
の
白
眉
が
優
に
千
年
を
越
え
て
伝
わ
り
、
近
代
に
脱
俗
の
場

所
と
し
て
画
家
や
作
家
が
住
み
着
い
た
。

伝
わ
る
美
の
世
界
は
歴
史
を
超
え
る
普
遍
的
な
人
間
の
意
味
を
、
静
謐
な

そ
の
地
は
、
深
い
思
索
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
。

奈
良
高
畑
に
残
さ
れ
た
有
形
、
無
形
の
こ
の
遺
産
を
継
承
し
て
、
芸
術
、

文
学
、
さ
ら
に
は
文
明
へ
の
思
索
が
刊
行
の
『
り
ず
む
』
に
綴
ら
れ
る
。

思
索
か
ら
人
の
ま
じ
わ
り
へ
、
こ
の
願
い
を
込
め
て
「
白
樺
サ
ロ
ン
の

会
」
と
改
め
て
名
付
け
ら
れ
る
。
会
の
講
座
は
こ
の
ま
じ
わ
り
の
ひ
と
と

き
。た

ぐ
い
ま
れ
な
歴
史
の
地
か
ら
知
の
世
界
へ
・
・
・
し
ず
か
な
時
が
奈
良

に
流
れ
る
。

令
和
四（
二
○
二
二
）年
度

志
賀
直
哉
旧
居
特
別
講
座
（
白
樺
サ
ロ
ン
の
会
）

│
古
都
の
ひ
と
と
き
、
文
学
と
美
・
芸
術
へ
の
願
い
・
・
・
コ
ロ
ナ
禍
を

越
え
て
│

わ
れ
わ
れ
は
、
名
作
を
前
に
し
て
立
ち
去
り
難
く
、
惹
か
れ
ま
す
。
古
都

は
こ
の
美
の
世
界
を
古
年
の
堂
宇
に
織
り
な
し
、
は
る
か
な
時
を
越
え
、
な

お
今
に
在
り
ま
す
。
過
去
の
単
な
る
遺
物
で
は
な
い
芸
術
の
真
の
生
命
に
触

れ
な
が
ら
、
古
（
い
に
し
え
）
に
返
り
、
あ
る
い
は
今
日
に
立
っ
て
、
春
日

の
麓
、
た
ぐ
い
ま
れ
な
古
都
奈
良
の
こ
の
一
画
で
、
文
学
作
品
や
芸
術
の
美

に
つ
い
て
、
以
下
の
演
題
で
お
話
し
た
く
思
い
ま
す
。

６
月
２０
日
（
月
）
１０
時
３０
分
〜
１２
時

「
志
賀
直
哉
の
大
山
の
一
夜
」

呉
谷
充
利
（
相
愛
大
学
名
誉
教
授
）

２５
年
の
歳
月
を
要
し
た
『
暗
夜
行
路
』
が
奈
良
の
旧
居
に
お
い
て
完
成
す

る
。
こ
の
長
編
小
説
は
最
終
章
に
み
ず
か
ら
の
実
体
験
を
綴
る
大
山
の
一
夜

を
描
い
て
お
り
、
志
賀
文
学
に
お
い
て
こ
の
大
山
の
一
夜
の
描
写
は
重
要
な

意
味
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
志
賀
直
哉
が
い
う
リ
ズ
ム
に
着
目
し
、

山
崎
正
和
の
『
リ
ズ
ム
の
哲
学
ノ
ー
ト
』
を
拠
り
所
に
し
な
が
ら
、
そ
の
体

験
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
く
思
い
ま
す
。
こ
の
長
編
に
先
立
つ
「
イ
ヅ
ク

川
」、「
和
解
」
を
通
し
て
、
そ
の
創
作
の
足
取
り
を
辿
っ
て
み
ま
す
。
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８
月
１５
日
（
月
）
１４
時
〜
１５
時
３０
分

「
戦
争
と
美
術
」

平
瀬
礼
太
（
美
術
史
家
・
愛
知
県
美
術
館
）

毎
年
夏
に
は
戦
争
を
振
り
返
る
特
集
や
イ
ベ
ン
ト
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
戦

争
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
認
識
は
共
有
し
得
た
と
し
て
も
、
少
し
ず

つ
風
化
し
て
い
く
現
実
に
抗
え
な
い
も
ど
か
し
さ
も
、
こ
れ
ま
た
毎
年
恒
例

の
よ
う
に
つ
き
ま
と
う
。
こ
の
意
味
で
今
年
は
、
残
念
な
が
ら
も
戦
争
の
リ

ア
リ
テ
ィ
を
強
く
感
じ
つ
つ
、
そ
の
意
味
を
再
考
す
る
に
適
切
な
状
況
に
置

か
れ
て
い
る
。
普
段
は
な
か
な
か
結
び
つ
く
こ
と
の
な
い
、
戦
争
と
美
術
の

つ
な
が
り
を
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。

１０
月
３
日
（
月
）
１４
時
〜
１５
時
３０
分

「
毘
沙
門
天
像
の
成
立
と
展
開
」

佐
藤
有
希
子
（
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授
）

毘
沙
門
天
は
、
イ
ン
ド
古
来
の
神
を
淵
源
と
し
、
仏
教
に
お
け
る
四
天
王

の
一
尊
と
し
て
北
方
守
護
の
職
能
を
担
っ
た
尊
格
で
あ
る
。
四
天
王
の
う
ち

で
最
も
高
位
の
存
在
と
し
て
、
各
時
代
・
地
域
に
お
い
て
天
部
系
尊
格
の
な

か
で
も
、
特
殊
な
信
仰
と
造
像
が
行
わ
れ
た
。

毘
沙
門
天
は
い
か
に
し
て
四
天
王
か
ら
独
立
し
、
信
仰
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
毘
沙
門
天
が
独
立
し
て
信
仰
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
四
天
王
の
な
か
で

も
特
殊
な
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
の
は
、
一
つ
は
「
兜
跋
」
毘
沙
門
と
い
う
異

形
の
姿
、
も
う
一
つ
は
、
毘
沙
門
天
が
手
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
釈
迦
の
遺

骨
、
す
な
わ
ち
「
舎
利
」
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い

る
。
こ
の
仮
説
を
検
証
し
つ
つ
、
毘
沙
門
天
信
仰
が
ア
ジ
ア
か
ら
日
本
へ
広

ま
る
経
緯
と
、
歴
史
を
経
る
に
し
た
が
い
変
容
し
て
い
っ
た
造
形
に
つ
い
て

紹
介
す
る
。

１０
月
１０
日
（
月
）
１０
時
３０
分
〜
１２
時

「
写
実
画
家
・
野
田
弘
志

そ
の
作
品
と
、
目
指
す
「
真
理
」」

深
谷

聡
（
奈
良
県
立
美
術
館
）

奈
良
県
立
美
術
館
で
特
別
展
「
野
田
弘
志

真
理
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
開

催
中
の
写
実
画
家
、
野
田
弘
志
先
生
の
作
品
か
ら
、
西
洋
絵
画
の
伝
統
か
ら

学
び
、
現
代
の
写
実
の
中
で
邁
進
す
る
作
品
の
変
遷
、
そ
し
て
追
い
求
め
る

写
実
の
真
理
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
読
み
解
い
て
い
き
ま
す
。

１１
月
２１
日
（
月
）
１０
時
３０
分
〜
１２
時

「
志
賀
直
哉
「
流
行
感
冒
」
を
読
む
」

吉
川
仁
子
（
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授
）

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
後
、
人
間
と
感
染
症
と
の
闘
い
を
描
い
た
文
学

作
品
の
紹
介
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
志
賀
直
哉
の
「
流
行
感
冒
」
も
そ
の
一
つ

で
、
２
０
２
１
年
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
ド
ラ
マ
化
も
さ
れ
ま
し
た
の
で
ご
存
じ
の

方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
流
行
期
を
描
い
た
こ
の
作
品
は
、

コ
ロ
ナ
に
翻
弄
さ
れ
る
私
た
ち
に
重
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
主
人
公

「
私
」
の
潔
癖
さ
が
よ
く
表
れ
た
作
品
で
す
。
こ
の
作
品
は
当
初
「
流
行
感

冒
と
石
」
と
い
う
題
名
で
し
た
。「
石
」
と
い
う
の
は
主
人
公
「
私
」
の
家

で
働
く
下
女
の
名
前
で
す
。
流
行
感
冒
と
下
女
・
石
を
巡
る
本
作
を
丁
寧
に
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読
み
、
そ
こ
に
表
れ
る
、
感
染
症
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
い
「
私
」
の
潔
癖

な
性
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。「
私
」
は
志
賀
直
哉
に
重

な
る
人
物
で
す
が
、
病
気
を
極
度
に
恐
れ
る
「
私
」
の
、
わ
が
子
に
対
す
る

思
い
に
つ
い
て
も
、
志
賀
の
他
作
品
を
参
照
し
つ
つ
確
認
し
て
み
ま
し
ょ

う
。

１２
月
１９
日
（
月
）
１０
時
３０
分
〜
１２
時

「
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
『
カ
リ
ギ
ュ
ラ
』、
そ
の
意
味
と
演
出
│
│
小
栗

旬
と
菅
田
将
暉
」

東
浦
弘
樹
（
関
西
学
院
大
学
教
授
）

フ
ラ
ン
ス
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
（
１
９
１
３
│

１

９
６
０
）
は
小
説
家
・
哲
学
者
と
し
て
名
高
い
が
、
同
時
に
劇
作
家
で
も
あ

っ
た
。
本
講
座
で
は
２
０
１
９
年
に
栗
山
民
也
演
出
、
菅
田
将
暉
主
演
で
上

演
さ
れ
た
カ
ミ
ュ
の
戯
曲
『
カ
リ
ギ
ュ
ラ
』
を
取
り
上
げ
、
２
０
０
７
年
に

蜷
川
幸
雄
演
出
、
小
栗
旬
主
演
で
上
演
さ
れ
た
『
カ
リ
ギ
ュ
ラ
』
と
の
比
較

も
交
え
つ
つ
、
そ
の
演
出
や
作
品
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

２
０
２
３
年
１
月
１６
日
（
月
）
１０
時
３０
分
〜
１２
時

「
泉
鏡
花
『
薺
』・『
蝶
々
の
目
』
と
そ
の
叙
述
に
つ
い
て
」

西
尾
元
伸
（
帝
塚
山
大
学
准
教
授
）

泉
鏡
花
『
薺
』（
大
正
１０
）・『
蝶
々
の
目
』（
大
正
１０
）
は
、「
斜
向
ひ
」

の
少
女
《
み
ん
み
い
》
を
可
愛
が
る
「
我
児
の
な
い
」
夫
婦
の
姿
を
描
く
作

品
で
す
。
作
品
は
《
圭
吉
》
な
る
人
物
か
ら
作
者
が
聞
い
た
話
と
い
う
形
式

を
と
り
ま
す
が
、
鏡
花
自
身
の
体
験
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
も
の
で
す
。
幻
想
譚
の
多
い
鏡
花
作
品
に
あ
っ
て
、
身
近
な
出
来
事
を

飾
ら
ず
に
と
り
あ
げ
た
数
少
な
い
作
品
と
も
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
作
品
が
書
か
れ
た
の
は
少
女
が
夭
折
し
て
約
二
年
の
時
間
が
経
過
し
た
後

で
し
た
。
今
回
の
講
座
で
は
、
そ
の
叙
述
方
法
に
注
目
し
な
が
ら
、
鏡
花
夫

妻
と
少
女
と
の
交
流
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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編
集
後
記

呉
谷
充
利
「
志
賀
直
哉
「
ナ
イ
ル
の
水
の
一
滴
」│
西
洋
的
な
も
の
、
日
本

的
な
も
の
│
」

本
稿
は
前
号
の
『
り
ず
む
』
第
十
一
号
の
続
編
に
な
っ
て
お
り
、
志
賀
直

哉
の
三
つ
の
作
品
、「
イ
ヅ
ク
川
」『
和
解
』『
暗
夜
行
路
』
を
貫
く
身
体
の

意
味
を
主
題
化
し
、「
ナ
イ
ル
の
水
の
一
滴
」
を
結
実
と
し
て
い
る
。
最
晩

年
、
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
一
文
が
、
鈴
木
大
拙
の
見
方
に
拠
っ
て

い
る
こ
と
を
示
し
な
が
ら
、
著
者
は
、
両
者
の
違
い
を
鈴
木
の
宗
教
的
観
想

に
た
い
す
る
志
賀
の
文
学
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
見
て
、
志
賀
の
文
学
に
み
る
求

道
性
を
西
洋
二
十
世
紀
の
身
体
論
を
交
え
、
東
亜
・
日
本
的
な
身
体
に
い

う
。

吉
川
仁
子
氏
「
志
賀
直
哉
「
佐
々
木
の
場
合
」
と
夏
目
漱
石
『
行
人
』」

夏
目
漱
石
と
志
賀
直
哉
を
め
ぐ
る
論
考
で
あ
る
。「
心
」
の
あ
と
、
漱
石

が
直
哉
に
朝
日
新
聞
の
連
載
を
依
頼
し
た
理
由
に
、
そ
の
高
い
評
価
が
『
留

女
』
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
、
著
者
は
、
志
賀
の
断
念
に
至
る
経
緯

を
当
時
の
書
簡
に
よ
り
な
が
ら
丹
念
に
紐
解
い
て
い
る
。
漱
石
は
、
直
哉
の

連
載
辞
退
に
戸
惑
い
な
が
ら
も
、
作
品
に
対
す
る
つ
よ
い
芸
術
的
信
念
を
見

て
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
も
、
な
お
彼
に
対
す
る
気
持
ち
は
揺
る
が
ず
、
こ

れ
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
志
賀
直
哉
は
、
夏
目
漱
石
へ
の
敬
意
と
謝
意
を
込

め
て
「
佐
々
木
の
場
合
」
を
墓
前
に
捧
げ
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
二
人
に

文
学
者
と
し
て
の
真
の
交
わ
り
を
見
て
、
志
賀
直
哉
「
佐
々
木
の
場
合
」
と

夏
目
漱
石
『
行
人
』
を
主
題
化
し
、
こ
の
二
つ
の
作
品
を
考
察
し
て
い
る
。

臨
場
感
の
伝
わ
る
論
考
で
あ
る
。

と
う
う
ら

東
浦
弘
樹
氏
「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
演
劇
を
超
え
て
│
ジ
ャ
ン＝

ポ
ー
ル
・
サ
ル

ト
ル
の
『
恭
し
き
娼
婦
』│
」

り
ず
む
第
八
号
に
著
者
が
併
読
を
願
う
「
カ
ミ
ュ
研
究
者
が
見
た
サ
ル
ト

ル
の
『
出
口
な
し
』」
が
あ
り
、
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
こ
れ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

の
で
、
再
読
い
た
だ
き
た
い
。
本
稿
は
表
題
の
と
お
り
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を

う
や
う
や

含
ま
な
い
演
劇
論
と
し
て
サ
ル
ト
ル
の
『
恭
し
き
娼
婦
』
を
論
じ
る
。
著
者

の
巧
み
な
解
説
に
よ
っ
て
、
我
々
は
さ
な
が
ら
こ
の
演
目
を
目
の
当
た
り
に

す
る
が
ご
と
く
臨
場
感
に
さ
そ
わ
れ
る
。
著
者
は
「
や
る
せ
な
い
、
救
い
の

な
い
芝
居
で
あ
っ
た
」
と
し
な
が
ら
も
、「
そ
の
や
る
せ
な
さ
、
救
い
の
な

さ
こ
そ
」
が
、「
一
つ
の
芸
術
作
品
に
仕
上
げ
て
い
た
」
と
し
、「
人
間
の
真

実
を
描
く
こ
と
が
芝
居
の
使
命
で
あ
る
な
ら
ば
、
薄
っ
ぺ
ら
な
人
間
の
薄
っ

ぺ
ら
さ
を
描
く
こ
と
も
ま
た
、
人
間
の
真
実
を
描
く
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
」

と
結
ん
で
い
る
。

西
尾
元
伸
氏
「
泉
鏡
花
『
菎
蒻
本
』
小
攷
│
蠟
燭
と
嗅
覚
の
リ
ア
リ
テ
ィ
│
」

に
お
い

こ
ん
に
ゃ
く

蝋
燭
の
香
に
仄
め
か
さ
れ
る
怪
奇
の
世
界
が
泉
鏡
花
『
菎
蒻
本
』
に
描
か

れ
る
。
本
稿
は
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
っ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
幻
想
で
あ

り
な
が
ら
、
そ
の
幻
想
の
世
界
が
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
以
て
迫
る
。
燃
え
さ
し

の
蝋
燭
の
に
お
い
が
こ
の
二
つ
の
世
界
を
つ
な
ぐ
。
著
者
が
「
泉
鏡
花
は
、

― ６４ ―



明
治
四
十
二
年
か
ら
没
年
と
な
る
昭
和
十
四
年
ま
で
番
町
に
暮
ら
し
た
。

『
菎
蒻
本
』（
大
正
２
）
は
、
鏡
花
の
い
わ
ゆ
る
〈
番
町
も
の
〉
と
い
わ
れ
る

作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」
と
す
る
と
お
り
、
実
際
の
東
京
の
地
積
が
こ
の
怪

奇
担
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。「
本
作
が
当
時
の
番
町
の
風
物
を
取
り
込
ん
で

成
立
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
」
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
前
近
代
的
な
怪

異
譚
の
舞
台
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
実
は
極
め
て
現
実
的

な
場
所
で
も
あ
る
」
こ
の
地
に
遺
さ
れ
て
生
け
る
江
戸
の
情
調
の
上
に
生
ま

れ
て
い
よ
う
。
著
者
は
「
前
近
代
的
な
怪
異
を
志
向
す
る
こ
と
は
、
過
去
へ

の
通
廊
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
奇
態
を
伝
え
る
噂
の
言
葉
が
蠟

に
お
ひ

燭
の
「
香
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
得
る
と
き
、
大
正
二
年
で
さ
え
も
怪
異
に
遭

遇
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
作
が
描
き
出
す
の
は
、
そ
う
し
た
怪
異
譚
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
。

平
瀬
礼
太
氏
「
加
島
信
成
、
ま
た
の
名
を
加
島
菱
州
」

平
瀬
氏
に
よ
る
こ
の
論
考
は
、
明
治
期
に
そ
の
名
を
見
る
加
島
信
成
（
別

名
：
加
島
菱
州
）
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
言
で
い
え

ば
こ
の
人
物
は
風
変
わ
り
な
キ
ャ
リ
ア
を
持
つ
「
油
画
師
」
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
画
家
で
あ
り
な
が
ら
「
福
沢
諭
吉
の
提
唱
で

創
立
し
た
実
業
家
社
交
団
体
で
あ
る
交
詢
社
に
入
会
し
て
い
る
」
実
業
家
の

側
面
を
見
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
文
人
画
家
で
あ
り
、
経
済
的
実
業
家
で
も
あ

る
と
い
う
、
一
見
相
い
れ
な
い
こ
の
風
貌
に
著
者
は
戸
惑
う
。
そ
の
手
に
な

る
絵
を
見
な
い
著
者
は
、「
加
島
描
く
と
こ
ろ
の
明
治
初
期
関
西
発
油
彩
画

の
実
物
を
い
く
つ
か
、
き
ち
ん
と
見
て
み
た
い
」
と
結
ぶ
。
私
見
を
交
え
れ

ば
、
そ
れ
は
明
治
と
い
う
時
代
の
偽
ら
ざ
る
一
つ
の
姿
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

（
Ｋ
Ｍ
記
）
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