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本号ではエッセイ集２冊、『蘭におもう』(1977 六興出版)と『竹におもう』(1981 六興出版)を取り上げ

ました。どちらもきれいな題名です。まず、『蘭におもう』を紹介します。 （編集委員 橘雄三）

桜
の
い
さ
ぎ
よ
さ
を
愛
し
た
日
本
人
は
、花
の

香
り
に
め
ざ
め
る
こ
と
が
遅
か
っ
た
よ
う
だ
。政
界

の
流
行
語
で
は
な
い
が
、ミ
ソ
ギ
が
好
き
で
、つ
ね

に
も
の
の
に
お
い
を
落
と
し
て
き
た
こ
と
と
関
係

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。こ
れ
に
対
し
て
中
国
で

は
、薫
陶
、薫
化
、薫
育
と
い
う
用
語
か
ら
も
、ど
こ

く
ん
と
う

か
ら
と
も
な
く
漂
っ
て
く
る
香
り
は
、昔
か
ら
教

育
の
理
想
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

同
文
同
種
意
識
の
陥
穽
を
つ
い
て
、日
中
の
文

か
ん
せ
い

化
を
論
じ
た
香
り
高
い
エ
ッ
セ
イ
集
。

◇

エ
ッ
セ
イ
集
『
蘭
に
お
も
う
』
所
収
38
編
は
、

一
九
七
二
～
七
七
年
の
間
、
毎
日
・
読
売
・
朝

日
な
ど
の
新
聞
、
中
央
公
論
・
小
説
現
代
・
群

像
な
ど
の
雑
誌
、
種
々
全
集
等
添
付
の
月
報
な

ど
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
内
の
一
編
、

「
毎
日
新
聞
」
の
一
九
七
七
年
一
月
七
日
夕
刊

に
掲
載
さ
れ
た
「
蘭
に
お
も
う
」
を
単
行
本
の

題
名
と
し
て
い
ま
す
。

「
蘭
に
お
も
う
」
の
要
旨
は
、
上
述
、
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
の
と
お
り
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
私

(

橘)

は
、

植
物
で
は
蘭
、
動
物
系
の
も
の
で
は
麝
香
が
、

に
お
い
の
世
界
の
両
横
綱
で
、
あ
わ
せ
て
蘭
麝

ら
ん
じ
ゃ

の
香
と
た
た
え
ら
れ
て
き
た
。

と
い
う
記
述
に
反
応
、
渡
辺
は
ま
子
の
「
桑

港
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
」
が
頭
に
浮
び
ま
し
た
。

■
麝
香

ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
の
麝
香
嚢
か
ら
製
し

じ
ゃ
こ
う

じ
ゃ
こ
う
の
う

た
香
。

桑

港
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
ラ
ン
タ
ン
燃
え
て

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

泪
顔
ほ
つ
れ
髪

翡
翠
の
籠
よ

ひ

す

い

か
ご

忘
ら
り
ょ
か

忘
ら
り
ょ
か

蘭
麝
の
か
お
り

君
や
さ
し

夢
の
街

ら
ん
じ
ゃ

チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
恋
の
夜

好
き
な
歌
で
す
。

「毎日新聞」1977.1.7夕刊

徳
間
文
庫
版
『
蘭
に
お
も
う
』
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

「
蘭
に
お
も
う
」

陳
逸
鳴
画
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『蘭におもう』 内容及び補足

目

次

Ⅰ育
つ
も
の

牡
丹
濃
艶
人
心
を
乱
す

蝶
を
着
て
舞
う

蘭
に
お
も
う

門
松
雑
感

鬼
を
驚
か
せ

土
地
婆
の
は
な
し

中
国
の
茶

辻
褄

つ
じ
つ
ま

中
国
の
姓
氏

公
案
も
の

わ
が
四
行
詩

網
羅
す
る
意
欲

六
和
塔
に
水
滸
伝
を
お
も
う

二
十
四
史
の
刊
行
に
つ
い
て

廬
陵
の
曾
先
之

動
揺
す
る
心

旅
の
道
連
れ
魯
迅

魯
迅
の
原
籍
の
こ
と

月
を
う
た
う
毛
主
席

歴
史
を
み
る
毛
主
席

Ⅱ南
京
の
雑
踏
で
考
え
た

日
本
人
と
中
国
人

旅
の
半
ば
に
お
も
う

ー
朧
海
鉄
道
の
車
内
に
て

大
寨
の
こ
と

天
山
を
行
く

達
坂
を
越
え
て

ダ

ワ
ン

喀
什
か
ら
和
田
へ

カ
シ
ュ
ガ
ル

ホ
ー
タ
ン

高
昌
周
辺

異
色
の
高
昌
城

永
泰
公
主
墓
の
ほ
と
り
で

仰
ぎ
み
る
塔

銅
鏡

中
国
古
代
人
と
青
銅
器

漢
代
の
食
生
活

長
沙
Ｔ
字
型
彩
色
帛
画
に
つ
い
て

儒
教
以
前
の
中
国
発
見

ー
長
沙
古
墳
に
お
も
う
ー

臨
沂
西
漢
墓
幻
想

リ

ン
ギ

幻
想
四
世
紀

『
蘭
に
お
も
う
』
冒
頭
の
「
創
作

育
つ
も
の
」

は
、
味
わ
い
深
い
作
品
で
す
。
目
次
で
は
、
た
だ

「
育
つ
も
の
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
本
文
掲
載

箇
所
で
は
「
創
作
」
が
つ
い
て
い
ま
す
。
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
な
の
で
し
ょ
う
。

花
好
き
、
そ
れ
も
、
木
に
咲
く
花
が
好
き
と
い

う
主
人
公
が
、
年
月
か
け
て
木
を
育
て
、
庭
造
り

を
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
数
年
ぶ
り
に
友
人
が

訪
ね
て
行
く
と
、
見
事
な
木
立
の
庭
が
幼
稚
園
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
話
で
す
。
こ
う
い

う
い
い
方
は
大
作
家
に
失
礼
で
す
が
、
起
承
転
結

が
見
事
で
す
。

些
細
な
こ
と
で
す
が
、
作
中
、
興
味
深
い
記
述

が
あ
っ
た
の
で
次
に
あ
げ
ま
す
。

中
国
で
花
を
「
客
」
に
た
と
え
る
こ
と
が
あ
る
。

牡
丹
が
貴
客
、
つ
ま
り
、
や
ん
ご
と
な
い
客
で

あ
り
、
梅
が
さ
っ
ぱ
り
し
た
客
、
清
客
で
あ
り
、

桃
が
妖
客
と
い
わ
れ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
も
、
李

さ
ん
が
説
明
し
て
く
れ
た
。

寒
客
が
臘
梅
、
酔
客
が
木
芙
蓉
、
悪
客
が
曼
陀

ろ
う
ば
い

も

く
ふ
よ
う

ま

ん

だ

羅
華
な
ど
と
い
う
の
は
、
な
に
や
ら
わ
か
る
よ
う

ら

げ

な
気
が
す
る
。(

中
略)

「
含
笑
花
は
ど
ん
な
客
で
す
か
？
」

が
ん
し
ょ
う
か

と
、
訊
い
た
。

こ
の
と
き
、
李
さ
ん
の
顔
色
が
ふ
と
変
わ
っ
た
。

(

な
に
か
気
に
さ
わ
る
こ
と
を
言
っ
た
の
か
な
？)

私
は
不
安
に
な
っ
た
。

し
か
し
李
さ
ん
は
す
ぐ
に
笑
顔
を
浮
か
べ
て
、

「
含
笑
花
は
佞
客
で
す
。
お
も
ね
る
客…

あ
ん
ま

ね
い
き
ゃ
く

り
、
に
お
い
が
強
烈
な
た
め
、
そ
う
名
づ
け
ら
れ

た
の
で
し
ょ
う
」

■
陳
舜
臣
さ
ん
は
、
篠
原
伯
母
野
山
に
自
邸
を
新

築
し
た
と
き
、
庭
に
、
母
親
の
思
い
出
に
連
な
る

含
笑
花
を
植
え
ま
し
た
。
よ
く
髪
に
挿
し
た
り
ハ

ン
カ
チ
に
包
ん
で
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
旅
の
道
連
れ
魯
迅
」
に
杭
州
の
話
が
出
て
き

ま
す
。

西
湖
湖
畔
に
『
楼
外
楼
』
、
『
天
外
天
』
と
い

う
二
軒
の
著
名
な
料
理
店
が
あ
っ
た
。
陳
舜
臣
さ

ん
は
『
楼
外
楼
』
で
蟹
料
理
を
食
べ
、
ふ
と
、
魯

迅
に
『
集
外
集
』
と
い
う
作
品
集
の
あ
る
こ
と
を

思
い
出
す
。
杭
州
は
魯
迅
の
故
郷
、
紹
興
に
近
い

か
ら
、
魯
迅
は
き
っ
と
、
『
集
外
集
』
命
名
の
時
、

蟹
を
た
べ
た
楼
外
楼
や
、
蝦
を
た
べ
た
天
外
天
と

か
に

え
び

い
う
店
名
を
頭
に
思
い
う
か
べ
た
に
ち
が
い
な
い

と
推
測
す
る
。
楽
し
い
文
章
で
す
。

徳間文庫版表紙

「
育
つ
も
の
」
補
足

「
旅
の
道
連
れ
魯
迅
」
補
足

靄にかすむ西湖 編集委員撮影
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「毎日新聞」1979.1.5夕刊

『竹におもう』 内容

竹
を
指
さ
し
て
王
徽
之
は
“
な
ん
ぞ
一
日
も
此
君

お

う

き

し

し

く

ん

無
か
る
べ
け
ん
”
と
言
い
、
蘇
東
坡
は
“
肉
が
無
け

そ

と

う

ば

れ
ば
人
は
痩
せ
竹
が
無
け
れ
ば
人
は
俗
っ
ぽ
く
な
る
”

と
言
っ
た
。
蘭
や
菊
の
香
り
が
高
く
、
梅
は
寒
さ
の

な
か
に
り
り
し
く
花
を
咲
か
せ
、
竹
は
雪
を
負
い
霜

を
懐
に
し
て
も
、
そ
の
青
さ
を
変
え
な
い
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
、
蘭
菊
梅
竹
を
“
四
君
子
”
と
呼
び
、
唐

以
来
、
絵
画
の
テ
ー
マ
に
さ
れ
て
き
た…

。
人
事
か

ら
動
植
物
ま
で
の
森
羅
万
象
に
悠
久
の
文
化
の
根
を

た
ず
ね
る
好
エ
ッ
セ
イ
集
。

■
蘇
東
坡
が
描
く
竹
は
、
見
る
人
に
、
「
ど
う
し
て

節
を
え
が
か
な
い
の
で
す
か
？
」
と
問
わ
れ
る
よ
う

な
竹
で
あ
っ
た
と
い
う
が…

。
左
の
画
像
は
蘇
東
坡

の
「
墨
竹
図
軸
」
。
節
が
な
い
わ
け
で
な
い
。

エ
ッ
セ
イ
集
『
竹
に
お
も
う
』
所
収
34
編
は
、
一
九
六
九
～
七
九

年
の
間
、
毎
日
・
読
売
・
朝
日
な
ど
の
新
聞
、
宝
石
・
小
説
新
潮
・

現
代
・
週
刊
朝
日
な
ど
の
雑
誌
、
種
々
全
集
等
添
付
の
月
報
な
ど
に

掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。

そ
の
内
の
一
編
、
「
毎
日
新
聞
」
の
一
九
七
九
年
一
月
五
日
夕
刊

に
掲
載
さ
れ
た
「
竹
に
お
も
う
」
を
単
行
本
の
題
名
と
し
て
い
ま
す
。

『
竹
に
お
も
う
』
初
出
ほ
か

徳
間
文
庫
版
『
竹
に
お
も
う
』
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

か
ぐ
や
姫
ー
昔
ば
な
し

も
う
一
つ
の
読
み
方

小
説
の
祖
型
『
今
昔
物
語
』

あ
や
し
の
共
感

絶
句
拾
遺

史
記
の
お
も
し
ろ
さ

中
国
史
書
の
な
か
の
日
本

水
滸
伝
と
私

サ
シ
ミ
の
詩

ー
日
中
食
べ
物
比
較
考

味
覚
に
み
る
上
方
と
江
戸

牛
談

孤
仏
と
群
像

泥
中
の
宝

カ
シ
ュ
ガ
ル
賓
館

琉
璃
廠
の
歴
史

名
画
へ
の
挑
戦

ー
中
国
画
家
趙
万
氏
の
秘
密

殷
周
銅
器
の
贋
作
者
た
ち

私
の
原
風
景
・祖
父
の
本

ひ
と
、本
に
会
う

わ
が
家
の
先
祖
・無
断
拝
借

『
三
国
志
』
の
作
者

契
丹
と
茶

訶
梨
勒
の
樹

か

り

ろ

く

石
榴
に
お
も
う

ざ

く

ろ

竹
に
お
も
う

締
め
く
く
れ
な
い
話

枕
中
の
書

最
後
の
晩
餐

江
南
の
味

猫
物
語

史
実
と
小
説

出
発
の
こ
ろ

同
窓
・司
馬
遼
太
郎

一
九
六
四
年
頃
の
こ
と

虱
の
的 目

次
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陳
舜
臣
さ
ん
ご
自
身
の
ル
ー
ツ
に
関
す

る
記
述
は
、
集
英
社
『
陳
舜
臣
中
国
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
25
』
「
天
竺
へ
の
道
」
に
詳
し

い
。
陳
舜
臣
さ
ん
は
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
、

玄
奘
三
蔵(

俗
姓
は
陳)

と
同
じ
で
、
現
在

の
開
封
市
に
近
い
潁
川
だ
と
い
う
の
で
す
。

え
い
せ
ん

『
陳
舜
臣
中
国
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
25
』
の
メ

イ
ン
は
『
新
西
遊
記
』
で
、
『
新
西
遊
記
』

の
初
出
は
『
週
刊
読
売
』
一
九
七
四
年
一

月
五
日
号
～
七
五
年
一
月
四
日
号
で
す
。

そ
し
て
、
『
竹
に
お
も
う
』
「
わ
が
家
の

先
祖
・
無
断
拝
借
」
の
初
出
が
、
『
現
代
』

一
九
七
五
年
八
月
号
で
す
。
従
っ
て
、
こ

の
時
期
、
陳
さ
ん
は
、
自
身
の
ル
ー
ツ
の

こ
と
が
頭
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
わ
が
家
の
先
祖
・
無
断
拝
借
」
か
ら
抜

粋
・
引
用
し
ま
す
。

陳
姓
は
帝
舜
の
末
裔
が
潁
川
の
陳
の
地

し
ゅ
ん

ま
つ
え
い

え
い
せ
ん

に
封
じ
ら
れ
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ご
先
祖

に
あ
や
か
っ
て
舜
と
い
う
字
を
名
前
に
つ

け
た
が
り
、
お
か
げ
で
私
に
は
同
姓
同
名

が
多
い
。

陳
姓
の
遠
祖
は
舜
の
末
裔
だ
が
、
だ
ん

だ
ん
分
家
し
て
、
私
の
と
こ
ろ
の
始
祖
は

後
漢
の
陳
寔
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

し
ょ
く

と
こ
ろ
で
陳
寔
は
後
漢
の
人
、
我
が
家

の
始
祖
と
す
る
の
は
、
か
な
り
あ
や
し
い

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

じ
つ
は
私
の
代
で
三
十
三
世
で
あ
る
と

教
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
せ
い
ぜ

い
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
、
宋
元
に
し
か
行
か

な
い
。
ま
し
て
後
漢
な
ど
、
い
く
ら
勘
定

し
て
も
、
計
算
が
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。

明
治
の
初
期
、
清
国
駐
日
公
使
館
参
賛

と
し
て
五
年
間
日
本
に
勤
務
し
た
黄
遵
憲
、

こ
う
じ
ゅ
ん
け
ん

阿
片
戦
争
か
ら
二
十
年
近
く
た
っ
て
、
当

時
を
よ
ん
だ
清
の
項
兆
麟
、
明
代
の
画
人
・

こ
う
ち
ょ
う
り
ん

詩
人
、
徐
渭
、
清
初
に
日
本
へ
亡
命
・
帰

じ

ょ
い

化
し
た
文
人
朱
舜
水
、
戊
戌
新
政
に
失
敗
、

ぼ
じ
ゅ
つ

日
本
に
亡
命
し
た
の
ち
、
辛
亥
革
命
後
の

母
国
に
帰
っ
た
康
有
為
、
か
つ
て
紅
軍
の

こ
う
ゆ
う
い

総
司
令
で
あ
っ
た
朱
徳
、
明
末
・
清
初
の

画
人
・
文
人
、
八
大
山
人
、
そ
し
て
無
名

は
ち
だ
い
さ
ん
じ
ん

の
一
人
、
一
グ
ル
ー
プ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絶

句
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

こ
の
な
か
で
、
黄
遵
憲
と
八
大
山
人
は
、

陳
さ
ん
思
い
入
れ
の
人
物
で
す
。
特
に
、

八
大
山
人
は
、
『
夢
ざ
め
の
坂
』
で
大
き

く
ス
ト
ー
リ
ー
に
絡
み
ま
す
。

か
ら

八
大
山
人
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る

箇
所
を
引
用
し
ま
す
。

最
近
、
中
国
江
西
省
の
南
昌
市
を
訪
ね

た
。
南
昌
郊
外
の
青
雲
譜
と
い
う
道
館

（
道
教
の
道
場
）
に
、
文
人
で
も
あ
り
画

人
で
も
あ
っ
た
八
大
山
人
が
、
こ
こ
に
二

十
五
年
間
住
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ

の
青
雲
譜
跡
が
、
「
八
大
山
人
記
念
館
」

と
な
っ
て
、
彼
の
書
画
や
関
係
資
料
が
展

示
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
革
以
来
、

そ
こ
は
閉
鎖
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。…

私(

橘)

も
南
昌
へ
は
行
っ
た
の
で
す
が
、

当
時
の
関
心
は
共
産
党
の
八
一
南
昌
起
義

ば
か
り
に
あ
り
、
「
八
大
山
人
紀
念
館
」

へ
向
か
な
か
っ
た
の
は
返
す
返
す
も
残
念
！

陳
さ
ん
は
、
一
九
七
四
年
、
杭
州
を
訪

ね
た
と
き
、
六
和
塔
に
遊
ん
だ
。
六
和
塔

は
、
花
和
尚
魯
智
深
、
豹
子
頭
林
冲
ら
の

か

お

し

ょ
う

ろ

ち

し
ん

ひ
ょ
う
し
と
う
り
ん
ち
ゅ
う

終
焉
の
地
な
の
で
す
。

し
ゅ
う
え
ん

「
水
滸
伝
と
私
」
の
な
か
か
ら
、
特
に
気

す

い
こ
で
ん

に
な
っ
た
箇
所
を
抜
き
出
し
て
み
ま
す
。

水
滸
伝
は
作
者
の
に
お
い
が
薄
く
、
民

衆
の
体
臭
が
濃
く
漂
っ
て
い
る
。
日
本
に

生
ま
れ
育
っ
て
、
故
国
を
胸
中
に
思
慕
し

て
い
た
私
に
と
っ
て
、
水
滸
伝
は
ふ
る
さ

と
の
民
衆
に
接
す
る
、
貴
重
な
よ
す
が
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ふ
だ
ん
着
の
同
胞
。
ー

少
年
の
こ
ろ
か
ら
、
私
が
水
滸
伝
に
た
い

し
て
抱
い
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
親
近
感

で
あ
っ
た
。

武
松
の
虎
退
治
や
連
環
の
計
な
ど
前
半

ぶ
し
ょ
う

の
「
見
せ
場
」
に
く
ら
べ
る
と
、
方
臘
戦

ほ
う
ろ
う

争
は
あ
ま
り
な
じ
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

し
か
し
、
私
は
宋
江
と
方
臘
を
照
ら
し
合

そ
う
こ
う

わ
せ
た
結
末
に
、
小
説
作
家
と
し
て
深
い

興
味
を
お
ぼ
え
る
。

「
わ
が
家
の
先
祖
・無
断
拝
借
」
補
足

『竹におもう』 いくつかの補足

徳間文庫版表紙

「
絶
句
拾
遺
」
補
足

八大山人紀念館
https://travel.qunar.com/より

「
水
滸
伝
と
私
」
補
足

杭州 六和塔
り く わ と う

www.bing.com より


