
萩 

 

池
松 

孝
子 

 

萩
は
東
南
ア
ジ
ア
に
も
自
生
す
る
が
、
日
本
人
の
よ
う
に
萩
の
花
を
愛
で
る
伝
統
を
持
つ
民
族
は

な
い
よ
う
だ
。
公
園
な
ど
比
較
的
身
近
な
所
で
も
目
に
す
る
。
伝
統
的
、
文
化
的
に
親
し
ま
れ
て
き

た
歴
史
か
ら
か
、
と
り
わ
け
寺
社
と
の
取
り
合
わ
せ
が
馴
染
む
よ
う
に
思
う
。
鎌
倉
の
宝
戒
寺
の
白

萩
、
海
蔵
寺
の
参
道
石
段
の
萩
な
ど
何
度
訪
ね
て
も
「
秋
を
迎
え
る
」
喜
び
を
感
じ
る
。 

 

確
か
に
他
の
花
に
比
す
る
と
派
手
で
は
な
い
が
、
厳
し
い
夏
を
終
え
、
秋
に
向
か
う
落
ち
着
い
た

季
節
感
に
合
う
も
の
と
し
て
好
ま
れ
た
よ
う
だ
。
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
感
性
の
根
幹
に
持
つ
日
本

人
な
ら
で
は
だ
。
秋
風
に
揺
れ
る
萩
の
姿
、
咲
き
こ
ぼ
れ
る
よ
う
な
満
開
の
姿
、
さ
ら
に
散
っ
て
地

に
広
が
る
情
景
を
愛
で
る
。 

『
万
葉
集
』
で
も
、
梅
よ
り
も
桜
よ
り
も
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
の
が
萩
で
あ
る
。
確
か
に
秋
の
七

草
で
も
ま
ず
、
最
初
に
萩
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
草
か
ん
む
り
に
秋
、
ま
さ
に
秋
を
代
表
す
る
植
物
だ
。

し
か
し
、
平
安
以
後
の
王
朝
和
歌
で
は
桜
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
万
葉
人
と
王
朝
歌
人
と

の
違
い
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

あ
の
深
い
緑
の
中
か
ら
つ
つ
ま
し
く
の
ぞ
き
見
え
る
小
さ
な
花
。
そ
う
あ
り
な
が
ら
、
次
か
ら
次

へ
と
咲
い
て
い
く
。
し
ん
な
り
と
枝
垂
れ
、
こ
ぼ
れ
ん
ば
か
り
に
花
を
つ
け
た
枝
は
大
き
く
う
ね
っ

て
も
、
そ
の
露
を
こ
ぼ
さ
な
い
。
女
性
に
象
徴
さ
れ
る
た
お
や
か
さ
と
強
さ
を
併
せ
持
つ
萩
の
花
だ
。 

 

白
露
も
こ
ぼ
さ
ぬ
萩
の
う
ね
り
か
な 
 

 
 

 
 

 

芭
蕉 

 

萩
の
花
は
「
鹿
鳴
草
」
と
も
い
わ
れ
る
。
鹿
は
日
が
暮
れ
る
と
里
近
く
に
下
り
て
き
て
、
花
の
咲

い
た
萩
の
草
叢
、
あ
る
い
は
小
さ
な
花
が
一
面
に
散
っ
た
上
に
臥
せ
っ
て
夜
を
明
か
す
。
そ
し
て
ま

た
、
朝
に
な
る
と
山
に
帰
る
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際
の
生
態
は
ど
う
な
の
か
。
萩
の
花
の
時
期
と
牡

鹿
の
鳴
く
時
期
が
一
致
す
る
か
ら
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
あ
の
秋
の
牡
鹿
の
鳴
き
声
は
萩
を
花
嫁

に
得
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
さ
え
あ
る
。 

定
番
と
な
っ
て
い
る
鹿
と
萩
の
取
り
合
わ
せ
、
そ
れ
は
和
歌
の
世
界
だ
け
で
は
な
い
。
尾
形
光
琳

の
「
秋
草
萩
鹿
蒔
絵
」
を
は
じ
め
、
硯
、
貝
合
わ
せ
な
ど
美
術
工
芸
品
の
意
匠
と
し
て
数
多
く
の
名

品
が
今
に
残
っ
て
い
る
。
「
萩
文
化
」
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。 


