
か
ま
ぼ
こ
百
花
繚
乱

座
布
団
を
二
つ
並
べ
た
上
に
横
に
な
っ
て
昼
寝
を
す
る
母

の
後
ろ
姿
を
、
か
ま
ぼ
こ
板
の
裏
に
描
い
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
を
愛
媛
県
西
予
市
立
美
術
館
が
募
集
し
て
い
た
『
全
国

「
か
ま
ぼ
こ
板
の
絵
」
展
覧
会
』
に
送
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、

か
ま
ぼ
こ
の
詰
め
合
わ
せ
が
送
ら
れ
て
き
た
。
ど
う
や
ら
入

選
し
た
よ
う
だ
と
、
大
量
の
か
ま
ぼ
こ
を
見
て
知
っ
た
、
と

い
う
の
は
懐
か
し
い
思
い
出
で
あ
る
。

か
ま
ぼ
こ
板
は
大
抵
ど
こ
に
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ

を
キ
ャ
ン
バ
ス
に
見
立
て
れ
ば
、
誰
で
も
画
家
に
な
れ
る
。

そ
れ
で
展
覧
会
を
開
く
こ
の
美
術
館
の
着
眼
点
は
秀
逸
と
い

う
ほ
か
な
い
。
と
同
時
に
、
日
本
の
各
地
に
は
、
じ
つ
に
多

彩
な
か
ま
ぼ
こ
の
特
産
品
と
そ
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
に
思
い

至
る
。
愛
媛
の
じ
ゃ
こ
天
、
仙
台
の
笹
か
ま
ぼ
こ
、
富
山
の

昆
布
巻
か
ま
ぼ
こ
、
小
田
原
の
小
田
原
か
ま
ぼ
こ
、
関
東
の

は
ん
ぺ
ん
、
石
川
の
カ
ニ
風
味
か
ま
ぼ
こ
と
、
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
。
百
花
繚
乱
の
多
彩
さ
は
、
漁
場
と
四
季
に
よ
っ

て
多
種
多
様
な
魚
が
水
揚
げ
さ
れ
る
、
日
本
の
漁
業
の
特
徴

そ
の
も
の
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

大
阪
で
は
お
馴
染
み
の
練
り
物
を
揚
げ
た
「
て
ん
ぷ
ら
」

が
あ
り
、
そ
れ
と
も
う
一
つ
、
板
付
き
か
ま
ぼ
こ
と
し
て
の

「
焼や

き

板い
た

」
が
あ
る
。
焼
板
は
、
板
の
上
に
載
っ
た
生
地
が
茶

色
く
焼
か
れ
た
か
ま
ぼ
こ
で
、
歯
ご
た
え
の
あ
る
焼
き
目
が

香
ば
し
く
て
美
味
し
い
。
他
の
地
域
で
は
材
料
に
ス
ケ
ト
ウ

ダ
ラ
や
サ
メ
、
カ
レ
イ
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
中
、

大
阪
で
は
ハ
モ
が
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
特
筆
す
べ
き

だ
ろ
う
か
。
魚
が
豊
富
な
「
茅
渟
の
海
」
と
呼
ば
れ
る
大
阪

湾
で
、
と
り
わ
け
多
く
水
揚
げ
さ
れ
る
の
が
ハ
モ
だ
っ
た

［
＊
1
］。
大
阪
は
原
料
魚
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
い
う
利
点
が

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
京
阪
地
域
で
は
、
蒸
し
た
後
に
そ
れ
を
さ
ら
に

焼
く
と
い
う
新
た
な
形
態
が
現
れ
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
焼

板
の
始
ま
り
だ
ろ
う
。
こ
の
「
焼
く
」
と
い
う
加
工
に
は
、

防
腐
と
い
う
重
要
な
効
果
が
あ
る
。
大
阪
、
尼
崎
な
ど
か
ら

京
都
へ
売
り
に
行
く
た
め
に
、
日
持
ち
が
す
る
か
ま
ぼ
こ
が

重
宝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
小
田

原
式
の
蒸
板
と
大
阪
式
の
焼
板
が
、
東
と
西
と
の
明
確
な
特

徴
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
。

か
ま
ぼ
こ
を
め
ぐ
る
商
才
と
ユ
ー
モ
ア

大
阪
は
か
つ
て
、
日
本
有
数
の
か
ま
ぼ
こ
産
地
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
『
蒲
鉾
便
覧
』
に
よ
れ
ば
［
＊
3
］、
1
9
5
1
年
時

点
の
販
売
用
か
ま
ぼ
こ
の
生
産
高
が
全
国
で
最
も
多
か
っ
た

の
が
大
阪
で
、
全
生
産
高
の
約
20
％
を
占
め
て
い
た
。
福
岡
、

愛
知
、
京
都
、
北
海
道
が
そ
れ
に
続
く
。
大
阪
が
日
本
一
の

か
ま
ぼ
こ
産
地
で
あ
っ
た
理
由
は
、
大
阪
湾
の
豊
か
さ
だ
け

で
は
説
明
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
商
都
大
阪
ら
し
く
、
時
代

を
先
駆
け
る
商
才
が
大
阪
の
か
ま
ぼ
こ
生
産
を
変
化
さ
せ
た

次
の
よ
う
な
歴
史
が
あ
っ
た
。

か
ま
ぼ
こ
は
各
地
の
沿
岸
漁
獲
物
に
依
存
し
て
生
産
さ

れ
る
た
め
、
大
量
生
産
と
い
う
よ
り
は
名
物
、
珍
味
と
し

て
の
色
彩
が
強
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
末
期
に
西
洋

式
の
機
船
に
よ
る
漁
業
が
始
ま
り
、
ト
ロ
ー
ル
船
や
底そ

こ

曳び
き

船
が
登
場
す
る
と
、
漁
獲
量
が
飛
躍
的
に
増
加
し
、
そ
の

網
に
グ
チ
と
い
う
魚
が
大
量
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当

時
、
グ
チ
は
見
栄
え
が
悪
く
見
慣
れ
な
い
魚
で
あ
っ
た
た

め
、
一
般
の
食
膳
に
の
ぼ
る
こ
と
は
な
く
、
各
地
の
か
ま

ぼ
こ
業
者
も
目
を
向
け
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
大
阪
の

業
者
が
目
を
付
け
、
か
ま
ぼ
こ
に
加
工
し
、
生
産
量
を

格
段
に
増
や
し
、
大
衆
食
品
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た

［
＊
4
］。
こ
の
商
才
が
、
大
阪
を
全
国
一
位
の
か
ま
ぼ
こ
産
地

焼
板
と
大
阪

焼
板
は
関
東
の
売
り
場
に
は
滅
多
に
置
か
れ
て
い
な
い
。

大
阪
か
ら
関
東
へ
越
し
て
き
た
母
は
、
暮
れ
近
く
に
な
る
と

毎
年
こ
の
時
だ
け
関
東
の
店
頭
に
も
並
ぶ
焼
板
を
買
い
に
出

か
け
る
。
焼
板
が
な
い
と
始
ま
ら
な
い
、
と
言
わ
ん
ば
か
り

に
年
一
回
の
楽
し
み
を
買
い
求
め
る
の
で
あ
る
。
大
阪
に
暮

ら
す
祖
父
は
年
末
に
な
る
と
難
波
へ
足
を
運
び
、
大
き
な
板

の
焼
板
を
た
く
さ
ん
買
っ
て
く
る
の
が
常
だ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
今
回
、
大
阪
に
暮
ら
す
知
人
に
そ
の
話
を
し
て
み
る
と
、

焼
板
と
い
う
呼
び
名
を
知
っ
て
い
る
人
が
少
な
い
こ
と
に
気

が
つ
い
た
。
我
が
家
の
好
み
な
の
か
、
時
代
の
流
れ
な
の
か
、

か
ま
ぼ
こ
も
変
化
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
大
阪
の
胃
袋
に
と
っ
て
「
か
ま
ぼ
こ
」
と
は
、

い
っ
た
い
ど
ん
な
食
べ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ほ
ど
日

本
各
地
で
作
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
か
ま
ぼ
こ
に
関
す
る
書
籍

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
隠
れ
た
名
脇
役
の
実
力
が
、
研
究

者
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
、
か
ま
ぼ
こ
に
関
す
る
手
に
入
る
だ
け
の
書
籍
を
集
め
て

読
ん
で
み
る
こ
と
に
し
た
。

『
蒲
鉾
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
一
書
に
は
、
焼
板
に
つ
い
て

の
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
［
＊
2
］。
焼
板
に
つ
い
て
語
る
に

は
、
ま
ず
、
か
ま
ぼ
こ
の
歴
史
を
ひ
も
と
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
諸
説
あ
る
が
、
元
来
か
ま
ぼ
こ
は
、
魚
の
す
り
身
を

串
に
塗
り
付
け
て
焼
く
竹
輪
の
よ
う
な
形
か
ら
始
ま
り
、
後

に
「
茹
で
る
」
か
「
焼
く
」
か
、
2
種
類
の
加
工
が
普
及
し

た
。
そ
こ
に
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
「
蒸
す
」
と
い
う
調
理

法
が
加
わ
り
、
そ
こ
で
よ
う
や
く
、
私
た
ち
に
馴
染
み
の
あ

る
板
の
上
に
載
せ
て
蒸
し
た
か
ま
ぼ
こ
が
誕
生
す
る
。
江
戸

で
は
こ
の
蒸
し
た
か
ま
ぼ
こ
が
普
及
す
る
一
方
、
焼
い
て
作

る
か
ま
ぼ
こ
が
廃す

た

れ
て
い
っ
た
。

へ
と
押
し
上
げ
た
の
で
あ
る
。
他
の
地
域
が
こ
れ
に
追
随

す
る
と
、
か
ま
ぼ
こ
は
庶
民
の
食
と
し
て
広
く
普
及
し
、

蕎
麦
、
う
ど
ん
、
チ
ャ
ー
ハ
ン
な
ど
に
欠
か
せ
な
い
名
脇

役
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
集
め
た
文
献
の
中
に
、『
か
ま
ぼ
こ
』
と
題

し
た
大
阪
の
中
学
校
教
員
た
ち
の
同
人
誌
が
含
ま
れ
て
い
た

［
＊
5
］。
名
前
の
由
来
は
、
黒
板
を
背
に
し
た
教
員
は
板
を
背

に
し
た
「
か
ま
ぼ
こ
」
と
同
じ
だ
か
ら
。
こ
の
く
だ
り
を
読

ん
で
、
そ
の
ユ
ー
モ
ア
に
思
わ
ず
唸う

な

っ
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
五
類
感
染
症
へ
移
行
し

た
今
、
大
学
で
も
よ
う
や
く
黒
板
を
背
に
し
て
学
生
た
ち
と

話
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
々
、
か
ま
ぼ
こ

で
い
ら
れ
る
こ
と
が
嬉
し
い
。
歯
ご
た
え
の
あ
る
「
焼
板
」

の
よ
う
な
教
員
で
あ
り
た
い
と
願
う
の
は
、
や
は
り
私
が

「
大
阪
の
胃
袋
」
育
ち
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。

ゆ
ざ
わ
・
の
り
こ
　
法
政
大
学
人
間
環
境
学
部
教
授
︒
1
9
7
4
年
︑
大
阪

府
八
尾
市
生
ま
れ
︒
3
歳
で
東
京
︑
千
葉
へ
転
居
し
た
が
︑
祖
父
母
や
両

親
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
食
環
境
に
よ
り
﹁
大
阪
の
胃
袋
﹂
育
ち
を
自

負
︒﹃
7
袋
の
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
︱︱
食
べ
る
を
語
る
︑
胃
袋
の
戦
後
史
﹄

︵
晶
文
社
︶
や
︑﹃
ウ
ン
コ
は
ど
こ
か
ら
来
て
︑
ど
こ
へ
行
く
の
か
︱︱
人
糞

地
理
学
こ
と
は
じ
め
﹄︵
ち
く
ま
新
書
︶︑
近
刊
に
﹃
焼
き
芋
と
ド
ー
ナ
ツ

︱︱
日
米
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
交
流
秘
史
﹄ ︵K

AD
O
KAW

A

︶な
ど
︑
食
や
排

泄
と
い
っ
た
人
間
の
根
源
的
な
生
命
行
動
か
ら
都
市
文
化
を
論
じ
た
話
題

作
を
続
々
発
表
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