
有
目
山

戻
島
原
の
今
昔

(
株
式
会
社
墨
小
倉
取
締
役
専
壱

和
年
高
等
学
校
卒
業

ち
こ
う

知
公
登
紀
子

島
原
は
京
都
に
於
け
る
最
も
古
い

公
許
の
遊
里
で
、
江
戸
の
吉
原
は
全

て
の
施
設
や
街
並
み
、
街
の
名
前
ま

で
島
原
を
模
し
て
作
ら
れ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。

は
じ
め
は
中
京
区
柳
馬
場
二
条
に

あ
っ
て
、
二
条
柳
町
Π
柳
の
廓
と
呼

ば
れ
て
い
た
が
、
京
都
御
所
に
近
か

つ
た
事
と
、
豊
臣
か
ら
徳
川
政
権
へ

の
交
替
が
明
ら
か
に
な
り
二
条
城
の

建
繋
始
め
ら
れ
二
条
通
は
大
手
筋

の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
事

か
ら
幕
府
八
念
の
遊
里
を
残
す
こ
と

は
徳
川
氏
の
政
策
上
不
適
合
と
な

り
、
一
六
0
 
(
慶
長
七
)
年
に
下

京
区
六
条
室
町
に
移
さ
れ
た
。
「
六
条

柳
町
」
、
「
六
条
筋
町
」
と
も
い
わ

れ
た
移
転
先
の
遁
廓
は
繁
栄
し
、
し

だ
い
に
大
規
模
な
も
の
に
な
り
諸
国

に
も
名
を
知
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な

る
。
有
名
な
吉
野
太
夫
は
こ
の
三
筋

町
時
代
の
遊
女
で
灰
屋
紹
益
と
の
結

婚
話
は
今
な
お
語
り
継
が
れ
て
い
る

都
市
化
が
進
む
に
つ
れ
周
辺
に

般
人
が
生
活
す
る
よ
う
に
な
る
と

風
儀
上
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
問
題

が
生
じ
、
ハ
四
(
一
見
、
氷
十
七
)

年
に
現
在
の
地
(
下
京
区
西
新
屋
敷
)

に
三
転
す
る
事
に
な
る
。

当
時
の
島
原
は
葛
野
郡
朱
雀
野
村

と
呼
ば
れ
た
原
野
に
近
い
場
所
だ
っ

た
ら
し
い
が
突
然
の
移
転
で
廓
中
が

大
混
乱
に
な
り
、
仮
家
を
建
て
幕
を

張
っ
て
雨
露
を
し
の
い
だ
光
景
な
ど

゛
)
、

先
年
肥
前
の
国
(
長
崎
県
)
で

力起
き
た
島
原
の
乱
と
類
似
し
、
ま
た

外
界
と
遮
断
さ
れ
た
構
造
が
島
原
城

と
似
て
い
た
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て

島
原
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
し
、
つ

以
後
公
認
歓
楽
街
と
し
て
栄
え

て
い
き
、
お
茶
屋
を
中
心
に
小
問
物

屋
紙
屋
八
百
屋
な
ど
様
々
な
店

が
軒
を
連
ね
十
七
世
紀
末
の
元
禄

の
頃
ま
で
お
お
い
に
発
展
し
た
一

七
六
一
(
宝
暦
十
こ
年
洛
中
洛
外

茶
屋
惣
年
寄
と
い
う
特
権
を
与
え
ら

れ
市
中
の
各
所
に
出
現
す
る
新
地

(
祗
園
、
上
七
軒
な
ど
)
を
配
下
に
し

よ
う
と
す
る
公
認
の
傾
城
町
(
遊
廓
)

、

随
想

と
し
て
の
権
威
に
す
が
っ
て
い
く
よ

、
つ
に
な
る
。

そ
の
中
で
「
角
屋
L
 
は
揚
屋
(
太

夫
や
芸
妓
な
ど
を
一
切
か
か
え
ず
、

置
屋
か
ら
太
火
な
ど
を
呼
ん
で
宴
会

を
催
す
場
)
を
継
承
し
、
今
で
い
う

高
級
料
亭
と
し
て
の
地
位
を
築
い
て

い
く
。
従
っ
て
明
治
以
降
の
公
娼
制

度
の
下
の
遊
所
特
定
地
を
意
味
す
る

遊
廓
L
と
は
本
質
を
異
に
し
、
名
流

貴
顕
の
人
々
が
集
ま
る
サ
ロ
ン
と
し

て
揚
屋
文
化
の
伝
統
を
守
り
通
し
て

い
く
事
に
な
る
。
江
戸
か
ら
鳥
原
に

安
住
し
た
炭
太
祗
や
与
謝
蕪
村
ら
を

中
心
に
俳
諧
を
噛
む
器
人
を
輩
出

し
才
島
原
俳
壇
と
称
さ
れ
る
も
の
が

形
成
さ
れ
た
り
も
す
る
。

島
原
が
歴
史
に
名
を
留
め
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
幕
末
期
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
。
西
郷
隆
盛
や
久
坂
玄
瑞

な
ど
薩
長
士
肥
の
勤
王
志
士
が
軍
用

金
調
達
の
為
に
当
時
の
豪
商
を
招

き
、
会
談
を
し
た
事
や
、
そ
の
勤
王

志
士
を
捜
し
求
め
て
新
撰
組
が
闊
歩

し
た
事
に
ょ
り
明
治
維
新
胎
動
の
地

と
し
て
一
役
を
担
っ
た
か
ら
で
あ
る
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そ
の
後
、
明
治
十
年
頃
の
島
原

は
新
制
度
に
ょ
る
娼
妓
屋
を
中
心
と

す
る
「
遊
廓
」
と
な
り
昭
和
三
十
三

年
の
売
春
防
止
法
の
施
行
ま
で
存
続

す
る
事
に
な
る
。

現
在
の
島
原
は
か
っ
て
の
お
茶
屋

や
娼
妓
屋
な
ど
が
廃
業
し
、
そ
の
地

に
マ
ン
シ
ョ
ン
や
駐
車
場
が
建
設
さ

れ
て
い
る
。
花
街
の
象
徴
で
も
あ
っ

た
歌
鉦
練
場
も
取
り
壊
さ
れ
て
し
ま

今
と
な
っ
て
は
街
並
み
が
保
存

)
、

モさ
れ
て
い
な
い
事
が
残
念
で
あ
る
。

そ
の
中
で
揚
屋
で
あ
っ
た
「
角
屋
L

と
置
屋
で
あ
っ
た
「
輪
違
屋
」
は
今

な
お
現
存
し
角
屋
」
は
「
角
屋
も

て
な
し
の
文
化
美
術
館
」
と
し
て
見

学
が
可
能
で
あ
り
、
「
輪
違
屋
」
は
太

夫
を
有
す
る
置
屋
と
し
て
内
外
の
文

化
人
に
ひ
と
と
き
の
タ
イ
ム
ス
リ
ッ

プ
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
社
交
の
場

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
花
屋
町
通

り
に
面
し
て
建
っ
て
い
る
「
島
原
大

門
」
は
切
妻
作
り
、
本
瓦
葺
の
高
麗

門
で
、
遊
里
に
不
似
合
い
な
厳
め
し

さ
で
今
も
そ
の
姿
を
留
め
、
時
折
訪

れ
る
観
光
客
の
格
好
の
カ
メ
ラ
ス
ポ

ツ
ト
と
な
っ
て
い
る
0

一
六
九
四
年
、
秦
山
は
三
士
歳

の
時
に
士
佐
に
居
住
し
な
が
ら
、
幕

府
天
文
方
役
人
と
し
て
江
戸
で
活
躍

す
る
五
十
六
歳
の
春
海
に
入
門
、
通

信
形
式
で
天
文
暦
学
を
学
び
、
七

年
に
免
許
皆
伝
し
た
彼
は
春

海
と
交
わ
し
た
通
仏
書
簡
を
編
集
、

タ
イ
ト
ル
を
付
し
た
冊
子
と
巻
子
を

作
り
、
天
文
暦
学
の
講
義
録
を

十

冊
ほ
ど
残
し
た
こ
れ
ら
は
通
估
教

江
戸
中
期
に
於
け
る

天
文
暦
学
通
信
教
育

が
語
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

川
和
田
晶
子

(
同
志
社
大
学
大
字
院
文
学
研
究
科

文
化
史
学
専
攻
後
期
課
程
)

し
先
行
研
究
を
越
え
る
発
見
は
な

く
、
既
知
の
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
、

江
戸
中
期
の
社
会
が
必
要
と
し
た
天

文
暦
学
と
学
者
の
研
究
活
動
の
意
義

を
再
構
成
す
る
こ
と
、
そ
し
て
暦
学

が
雑
多
な
宗
教
的
要
素
・
陰
陽
道
を

包
括
す
る
歴
史
を
需
し
な
が
ら
、

科
学
史
分
野
で
適
切
に
評
価
す
る
困

難
に
直
面
し
て
、
研
究
は
行
き
詰
ま

つ
て
い
た
そ
ん
な
時
、
澁
川
春
海

の
高
弟
の
人
で
十
八
世
紀
前
半
を

代
表
す
る
儒
学
者
・
谷
秦
山
の
残
し

た
直
筆
書
簡
が
高
知
県
立
図
書
館
に

存
在
す
る
こ
と
を
知
り
、
一
九
九
五

年
に
私
は
初
め
て
現
地
調
査
を
試
み

ナ

人
生
に
は
不
思
議
な
巡
り
合
わ
せ

が
あ
っ
て
、
そ
の
力
が
人
の
運
命
を

あ
る
方
向
へ
強
く
牽
引
す
る
こ
と
が

あ
る
江
戸
中
期
に
活
躍
し
た
士
佐

藩
の
学
者
・
谷
秦
山
の
残
し
た
書
簡

と
の
出
会
い
が
、
私
の
場
貪
明
治

維
新
期
ま
で
の
日
本
天
文
暦
学
史
を

本
格
的
に
研
究
す
る
、
最
初
の
大
き

な
契
機
に
な
っ
た
。

一
六
八
四
年
に
貞
享
改
暦
を
達
成

し
た
天
文
学
者
・
澁
川
春
海
と
彼
の

事
傍
研
究
を
始
り
日
本
学
士
院
、

国
立
東
京
天
文
台
等
に
残
る
一
次
文

献
を
私
は
過
去
に
調
査
し
た
。
し
か

育
の
開
始
か
ら
修
了
ま
で
、
春
海
が

筆
示
し
た
教
授
内
容
を
記
し
て
い

る
。
そ
れ
ら
に
拠
れ
ば
、
秦
山
は
貞

享
暦
法
の
数
理
潭
天
儀
や
簡
儀
な

ど
天
文
測
量
儀
器
の
扱
い
方
等
、
専

門
技
術
を
修
得
し
た
。
同
時
進
行
で
、

主
要
国
史
文
献
に
現
れ
る
暦
日
干
支

を
検
証
し
て
、
日
本
史
を
年
代
学
的

に
正
確
に
把
握
す
る
学
習
を
行
い
、

暦
日
と
関
係
す
る
陰
陽
道
祭
祀
等
、

東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
伝
統
的
天
文
暦

学
を
体
系
的
に
修
め
た
事
実
が
分
か

つ
て
き
た
そ
し
て
通
信
講
義
の
最

終
段
階
で
、
日
月
食
の
起
こ
る
日
時

と
欠
け
の
割
合
を
算
定
す
る
、
暦
算

の
奥
義
を
理
解
す
る
に
至
っ
た
。

書
面
上
だ
け
で
天
文
暦
学
の
講
義

が
八
年
間
続
い
た
。
二
人
は
そ
れ
ぞ

れ
の
居
住
地
で
弟
子
に
講
義
を
行
う

日
常
生
活
を
送
り
つ
つ
、
学
習
に
集

中
し
た
時
期
に
は
一
日
に
二
、
通

の
書
簡
を
双
方
と
も
が
書
き
送
っ

た
。
秦
山
は
文
面
に
学
習
課
題
の
事

項
を
要
領
よ
く
記
し
、
春
海
は
彼
の

主
張
に
対
し
短
く
て
も
必
ず
コ
メ
ン

ト
し
、
質
問
に
は
的
確
な
応
答
を
朱
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書
し
て
返
信
し
た
実
は
生
前
に

人
の
対
面
が
実
現
し
た
の
は
、
免
許

皆
伝
後
に
秦
山
が
上
京
し
た
一
七

四
年
の
一
力
月
問
の
み
だ
っ
た
。
こ

の
面
授
で
は
、
春
海
の
役
宅
観
測
台

で
の
天
文
観
測
実
習
の
他
に
、
国
家

占
星
術
の
作
法
・
天
文
密
奏
の
極
秘

口
伝
が
行
わ
れ
た

春
海
の
教
授
方
法
に
は
学
ぶ
べ
き

点
が
多
い
。
筆
授
で
は
き
め
細
か
く

学
問
上
の
指
摘
を
h
い
、
私
信
書
簡

を
分
け
て
、
弟
子
と
の
コ
ミ
ユ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
深
め
て
い
る
。
そ
し
て

面
授
で
は
対
面
し
な
け
れ
ぱ
伝
わ
ら

な
い
事
項
を
教
え
て
い
る
。
弟
子
は

面
授
を
受
け
て
、
先
生
が
持
っ
知
識

の
奥
深
さ
を
実
感
し
て
学
問
へ
の
関

心
を
更
に
深
め
る
こ
と
に
な
る
。
秦

山
は
返
信
内
容
を
再
読
し
、
煩
雑
な

手
問
を
惜
し
ま
ず
何
冊
も
講
義
録
を

編
集
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
記
録
を

保
存
し
た
い
本
人
の
意
欲
だ
け
で
な

、

春
海
の
教
授
に
弟
f
を
惹
き
付

くけ
る
要
素
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

ナ

な
い
原
史
料
を
写
真
撮
影
し
て
、
現

像
し
た
テ
キ
ス
ト
を
一
{
子
ず
つ
読
み

解
く
こ
と
は
根
気
と
集
中
力
が
必
要

な
作
業
で
あ
る
。
三
百
年
前
の
天
文

暦
学
調
査
の
目
的
以
外
に
、
直
筆
書

簡
に
現
れ
る
、
時
問
を
越
え
て
伝
わ

る
心
の
交
流
の
ド
ラ
マ
を
知
る
こ
と

に
私
は
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
た
。
か

く
て
私
は
一
九
九
五
年
以
降
、
天
文

暦
学
史
の
古
典
籍
稿
本
や
書
簡
を
翻

刻
す
る
た
め
に
、
全
国
各
地
の
図
書

館
や
資
料
館
を
調
査
す
る
日
々
を
送

り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

恨
み
、
な
ど
と
物
騒
な
昇
宋
を
使

つ
て
申
し
沢
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
強
い

思
い
な
の
た
と
理
解
し
て
ほ
し
い

'
は
少
年
時
代
に
さ
か
の
ぽ
る

東
海
地
方
の
ひ
な
び
た
山
村
で
小

中
学
牛
時
代
を
過
ご
し
た
。
ス
ホ
ー

ツ
が
好
き
で
、
何
と
か
関
わ
り
た
い

と
、
ス
ホ
ー
ツ
記
者
に
な
っ
た
の
だ

゛
、
、

そ
の
芽
は
当
時
か
ら
も
う
あ
っ

力た
あ
こ
が
れ
は
プ
ロ
野
球
選
手
。

し
か
し
、
中
学
で
野
球
に
打
ち
込
む

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
学
校
に
野

球
部
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
過
疎
の

た
め
、
同
級
生
は
二
十
数
人
と
い
う

超
小
規
模
校
だ
っ
た
。
最
低
九
人
も

必
要
な
野
球
部
の
活
動
は
無
理
と
説

明
を
受
け
た
。
選
択
肢
は
剣
道
と
軟

式
テ
ニ
ス
だ
け
。
仕
方
な
く
三
年
問
、

竹
刀
を
振
っ
た
。
そ
の
時
点
で
プ
ロ

野
球
選
手
に
な
る
夢
は
あ
き
ら
め

た
。

資
質
の
問
題
も
あ
る
か
ら
、
野
球

を
し
て
い
た
ら
プ
ロ
に
な
れ
た
、
と

ま
で
は
さ
す
が
に
男
な
い
。
し
か

し
、
や
り
た
い
競
技
を
思
う
存
分
楽

し
め
る
環
境
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
後

の
ス
ホ
ー
ツ
ラ
イ
フ
も
か
な
り
変
わ

つ
て
い
た
の
で
は
、
も
っ
と
充
実
し

て
い
た
か
も
、
と
い
う
悔
し
さ
が
あ

る
。
貧
弱
な
環
境
を
恨
ん
で
し
ま
う
。

そ
こ
で
サ
ッ
カ
ー
だ
0

一
九
九
三
年
、
 
J
リ
ー
グ
が
開
幕

し
、
爆
発
的
な
サ
ッ
カ
ー
プ
ー
ム
が

蝶
」
き
起
こ
っ
た
ブ
ラ
ジ
ル
知
り
の

カ
ズ
が
ゴ
ー
ル
の
た
び
に
ダ
ン
ス
を

踊
る
姿
は
、
プ
ロ
野
球
や
大
相
撲
と

つ
た
既
存
の
プ
ロ
ス
ホ
ー
ツ
と
は

い異
質
の
雰
囲
気
。
新
し
い
娯
楽
の
誕

生
だ
っ
た
。
見
た
目
以
上
に
、
特
に

有
識
者
か
ら
注
目
さ
れ
た
の
は
、
そ

の
理
念
だ
。

学
校
や
会
社
単
位
で
な
く
、
地
域

に
根
ざ
し
た
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
プ
を
作

ろ
う
0
 
そ
う
し
た
理
念
を
ゆ
っ
く
り

国
内
に
広
め
て
定
着
さ
せ
よ
う
と
い

う
J
リ
ー
グ
の
「
百
年
構
想
L
。
こ
ん

な
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
自
分
の
田
舎

に
あ
っ
た
ら
、
選
択
の
幅
が
広
が
っ

て
い
た
だ
ろ
う
。
過
疎
地
で
あ
っ
て

も
、
高
校
生
や
大
人
と
交
じ
っ
て
、

野
球
ど
こ
ろ
か
十
一
人
の
サ
ツ
カ
ー

だ
っ
て
、
十
五
人
の
ラ
グ
ビ
ー
だ
っ

サ
ッ
カ
ー
に
期
待
し
て
い
る
。

年
ほ
ど
前
か
ら
サ
ッ
カ
ー
取
材
の
担

当
と
な
っ
た
か
ら
、
で
は
な
い
。
恨

み
を
晴
ら
す
き
っ
か
け
を
与
え
て
く

れ
そ
う
だ
か
ら
だ

サ
ッ
カ
ー
へ
の
期
待

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
さ
れ
て
い

松
本
行
弘

(
朝
日
新
聞
運
動
部
)

郡
年
大
学
法
学
部
政
治
学
科
卒
業

随
相
山
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て
、
で
き
た
中
学
生
の
自
分
に
は

残
念
な
が
ら
、
そ
ん
な
ク
ラ
ブ
を
作

ろ
う
と
い
う
発
想
は
な
か
っ
た
。

J
リ
ー
グ
以
前
に
も
、
そ
ん
な
ス

ホ
ー
ツ
ク
ラ
プ
を
作
る
試
み
は
あ
っ

た
例
え
ば
、
神
戸
製
鋼
ラ
グ
ビ
ー

会
社
の
傘
の
下
で
、
と
い
う
の

3
0

音で
な
く
、
言
い
方
は
悪
い
が
、
会
社

を
利
用
し
て
自
分
た
ち
の
気
に
入
っ

た
ク
ラ
ブ
を
作
ろ
う
、
と
い
う
雰
囲

気
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
主
体
的
な

姿
勢
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が

り
、
有
望
な
新
人
が
集
ま
り
、
強
さ

に
結
び
つ
い
た
部
分
も
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
企
業
ス
ポ

ー
ツ
の
枠
の
中
で
は
、
限
界
が
あ
っ

た
。
「
神
鋼
に
入
社
し
な
い
と
、
ボ
ク

ら
の
ラ
グ
ビ
ー
が
で
き
な
い
の
で
す

わ
し
。
あ
る
部
員
が
残
念
が
っ
て
ぃ
た

の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

実
際
、
 
J
リ
ー
グ
だ
っ
て
ま
だ
、

親
会
社
に
お
ん
ぶ
に
だ
っ
こ
と
い
う

チ
ー
ム
も
あ
り
、
理
想
が
現
実
と
な

る
に
は
本
当
に
「
百
年
L
 
が
必
要
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
文
部
省
綴
合

型
地
域
ス
ホ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
振
興
策

に
力
を
入
れ
て
い
る
が
、
こ
う
い
う

の
は
下
か
ら
の
盛
り
上
が
り
が
な
い

0

と
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い

サ
ツ
カ
ー
の
人
気
も
す
っ
か
り
落

ち
着
い
た
が
、
日
本
代
表
や
欧
州
に

進
出
し
た
選
手
の
活
躍
で
、
日
本
が

韓
国
と
共
催
す
る
二
0
0
二
年
ワ
ー

ル
ド
カ
ツ
プ
ま
で
は
注
目
を
集
め
続

け
る
だ
ろ
う
理
念
を
背
負
っ
た
サ

ツ
カ
ー
に
は
頑
張
っ
て
も
ら
い
た

ス
ホ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
作
ろ
、
つ

いよ
」
「
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
プ
で
楽
し
も
う

よ
」
と
さ
さ
や
き
続
け
て
ほ
し
い

サ
ツ
カ
ー
か
ら
ほ
か
の
競
技
へ
、
 
J

リ
ー
グ
の
チ
ー
ム
が
あ
る
よ
う
な
大

き
な
街
か
ら
山
村
ま
で
、
伝
わ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
る

よ
、
つ
0

る
「
風
姿
花
傳
」
だ
が
、
こ
の
書
に

は
大
学
教
員
に
教
育
に
つ
ぃ
て
考
え

る
き
っ
か
け
を
与
え
る
指
摘
が
い
く

つ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
採
り

あ
げ
た
い
の
は
、
問
答
條
々
に
展
開

さ
れ
て
い
る
一
節
で
あ
る
。
「
申
樂
」

を
「
講
義
」
に
置
き
換
え
て
「
解
釈
」

し
て
み
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
.
:

教
壇
に
立
つ
に
あ
た
っ
て

問
〕
1
講
義
す
る
に
あ
た
っ
て
、

当
日
教
室
の
学
生
の
様
子
を
う
か
が

う
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

〔
竺
巳
1
こ
れ
は
と
て
も
大
事
な
こ

と
で
す
。
そ
の
日
の
教
室
の
様
子
を

眺
め
れ
ば
、
講
義
が
う
ま
く
い
く
か

い
か
な
い
か
大
体
判
断
で
き
ま
す
。

↓
子
生
が
教
室
に
集
ま
っ
て
い
て

も
ざ
わ
つ
い
て
集
中
で
き
て
い
な
い

と
き
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
と

き
に
は
、
学
生
が
教
員
の
登
壇
を
い

ま
や
遅
し
と
待
ち
か
ね
る
釜
ま
で

待
ち
、
そ
の
時
を
見
計
ら
っ
て
登
壇

し
講
義
を
始
め
れ
ば
、
学
生
は
教
員

に
集
中
し
講
義
は
う
ま
く
進
む
で
し

ー
け
れ
ど
も
な
か
な
か
そ
う
も
い

き
ま
せ
ん
講
義
は
定
刻
に
開
始
し

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
ら
で
す
そ

の
よ
う
な
と
き
に
場
を
静
め
る
の
は

な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
い
つ
も
よ
り
身
振
り
手

振
り
を
使
い
、
声
を
大
き
く
し
た
り
、

あ
る
い
は
あ
ち
こ
ち
動
き
回
っ
た
り

し
て
、
学
生
の
目
を
引
き
つ
け
る
よ

う
に
生
き
生
き
と
振
る
餐
う
と
よ
い

で
し
ょ
う
0

'
の
誠
義
で
は
雰
囲
気
が
全
く

異
な
り
ま
す
。
た
い
て
い
湿
っ
ぽ
く

な
り
ま
す
。
夜
の
講
義
は
い
っ
た
ん

湿
っ
ぽ
く
な
る
と
な
か
な
か
元
に
戻

り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
夜
の
講
義

は
初
め
が
肝
心
で
す
。
き
び
き
び
と

講
義
す
べ
き
で
す
。

1
要
す
る
に
、
陰
と
陽
と
が
調
和

す
る
と
こ
ろ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
肝

心
で
す
。
騒
が
し
い
時
(
陽
)
、
こ
れ

を
静
め
よ
う
と
す
る
試
み
は
陰
に
あ

た
り
ま
す
。
こ
の
試
み
は
受
講
生
が

面
白
い
と
感
じ
る
心
の
元
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
、
夜
の
講
義
で
は
、

き
び
き
び
と
講
義
す
る
。
こ
れ
は
陰

馬
場
圭
太

(
女
子
大
学
現
代
社
会
学
部
助
教
授
)

サ
バ
イ
バ
ル
の
書
と
し
て
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ン
に
読
ま
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
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に
対
し
て
陽
を
も
っ
て
あ
た
る
こ
と

で
す
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
調
和
は

あ
り
得
ず
、
洲
和
し
な
け
れ
ば
成
功

も
あ
り
え
ま
せ
ん
。
成
功
し
な
け
れ

ぱ
面
白
く
も
あ
り
ま
せ
ん
0

1
罫
で
あ
っ
て
も
時
に
よ
り
場
が

陰
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
逆
に
夜

で
あ
っ
て
も
陽
気
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
当
日
教
室
の
受
壁
の
様

子
を
見
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
判
断
す

る
た
め
に
必
要
な
の
で
す
。

#
者
ご
と
に
様
々
で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
私
か
と
く
に
汲
み
上
げ
た
い

の
は
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
究
極
に
控
え

て
い
る
「
而
白
さ
」
で
あ
る
。
学
牛

が
講
義
を
「
師
口
い
し
と
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
か
否
か
、
結
局
は
そ
れ

か
講
義
竪
し
悲
し
の
分
か
れ
目
で

あ
り
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
そ
れ
を
引
き

出
す
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。

ウ
ケ
」
る
講
義
即
ち
「
而
白
い
し

J
義
で
は
な
い
こ
と
は
経
験
則
上
す

ぐ
わ
か
る
が
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う

な
訓
義
が
本
当
に
面
白
い
と
園

え
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
二
叩
化
さ

れ
た
答
え
を
与
え
る
こ
と
は
難
し
い

゛
)
、

必
ず
し
も
そ
の
必
要
は
な
い

力受
剤
生
の
顔
色
を
見
れ
ば
講
義
が

面
白
い
し
か
否
か
は
倒
瞭
然
だ
か

ら
で
あ
る
。

た
だ
、
謝
義
に
は
、
芸
能
と
決
定

ポ
に
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
需
義
で

は
、
内
容
の
性
格
上
、
「
面
訂
さ
」
が

受
け
手
に
対
し
て
即
時
に
は
伝
わ
り

に
く
い
嫌
い
が
あ
る
。
そ
の
場
A
に

は
、
面
白
く
な
く
て
も
受
壁
が
講

義
に
耐
え
う
る
だ
け
の
佑
頼
関
係
を

こ
の
「
解
釈
は
、
ほ
と
ん
ど
創

作
に
近
い
が
、
原
文
に
は
こ
の
「
蠏

釈
L
 
を
受
け
入
れ
る
幅
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
の
幅
は
、
芸
能
と

大
学
教
育
と
の
間
桐
が
非
常
に
近
い

こ
と
を
那
唆
し
て
い
る
。
ち
ま
た
で

大
学
教
員
"
エ
ン
タ
ー
テ
ィ
ナ
ー
説

な
る
も
の
を
可
に
す
る
こ
と
が
あ

る
こ
れ
は
、
定
義
し
だ
い
で
績

解
を
与
え
か
ね
な
い
続
だ
が
、
世

阿
弥
の
申
樂
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
限

り
当
た
っ
て
い
る
と
.
U
え
そ
う
で

あ
る
。「

問
答
を
統
ん
で
感
ず
る
と
こ
ろ

教
員
の
努
力
に
ょ
り
構
築
す
る
ほ
か

な
い
で
あ
ろ
う
。
「
面
白
さ
」
が
学
生

に
伝
わ
っ
て
い
る
か
常
に
不
安
に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
一
年
生
教
員
に
と
っ

て
、
伶
頼
関
係
を
得
る
た
め
の
作
業

は
次
的
に
は
精
神
安
定
剤
と
し
て

機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
、
誰
義
を

よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
た
め
に
は
不

安
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
不
可
欠
な

こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
感
じ

て
い
る

一
九
九
九
年
四
月
よ
り

年
問
、

在
外
研
究
の
機
会
を
与
え
て
頂
ミ

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
、
イ
ー
ス
ト

.

サ
セ
ッ
ク
ス
州
の
ル
イ
ス
と
い
う
上

さ
な
町
で
、
民
衆
音
楽
の
現
状
に
関

す
る
調
査
を
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。

到
着
早
々
、
私
は
町
の
フ
ォ
ー
ク

.

ク
ラ
ブ
を
訪
ね
る
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

フ
ォ
ー
ク
.
ク
ラ
ブ
と
は
、
通
常

週
に
一
回
、
バ
ブ
の
一
室
に
十
八
番

の
歌
と
楽
器
を
挑
え
て
集
い
、
占
く

か
ら
伝
わ
る
民
衆
の
北
晶
を
皆
で
楽

し
む
同
好
会
の
よ
う
な
も
の
で
す
0

こ
こ
に
集
う
民
衆
音
楽
愛
好
家
た
ち

は

フ
ォ
ー
キ
ー
L
 
と
称
さ
れ
、
、
モ

に
四
十
代
後
半
か
ら
六
十
代
と
、
そ

れ
以
上
の
年
齢
層
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
伝
統
的
な
音
楽
を
愛
し
て
や

ま
な
い
こ
れ
ぐ
ら
い
の
世
代
と
な
る

と
顔
ぷ
れ
は
お
察
し
の
通
り
私
の

よ
う
な
有
色
人
種
は
、
ま
る
で
見
当

た
り
ま
せ
ん
。
実
の
と
こ
ろ
、
私
が

ル
イ
ス
の
ク
ラ
プ
に
初
め
て
顔
を
出

し
た
と
き
の
彼
ら
の
表
情
は
、
決
し

て
友
好
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
会
話
を
交
わ
し
、

少
し
ず
つ
う
ち
解
け
て
彼
ら
の
温
か

さ
に
触
れ
る
に
つ
け
、
度
通
じ
合

え
ば
、
と
き
に
お
節
介
な
ほ
ど
世
話

を
や
い
て
く
れ
る
の
が
彼
ら
フ
ォ
ー

キ
ー
な
の
だ
と
い
う
思
い
は
、
日
を

ど
こ
ま
で
も
熱
い

「
フ
ォ
ー
キ
ー
」
た
ち

潟
山
健
一

(
女
f
太
翁
代
社
会
学
部
助
教
授
)

随
想
一
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追
う
毎
に
深
ま
る
ぱ
か
り
で
し
た

ミ
レ
ニ
ア
ム
を
目
前
に
控
え
た
あ

る
夜
の
こ
と
、
ク
ラ
ブ
で
毎
週
顔
を

合
わ
せ
て
い
る
ジ
ョ
ー
ジ
が
お
も
む

ろ
に
、
「
日
本
に
は
い
つ
帰
る
ん
だ

い
」
と
尋
ね
て
き
ま
し
た
。
彼
は
、

私
が
十
年
来
追
い
続
け
て
ぃ
る
民
謡

歌
手
、
ボ
プ
・
コ
ハ
ー
と
そ
の
家
族

た
ち
の
運
転
手
を
務
め
て
ぃ
る
人
物

で
、
そ
れ
ま
で
に
も
ギ
グ
(
小
規
模

な
演
奏
合
の
予
定
な
ど
を
逐
一
教

え
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
「
三
月
の
末

で
す
」
と
答
え
る
と
、
「
じ
ゃ
あ
三
月

一
十
二
日
テ
ル
ス
コ
ウ
ム
村
で
の
ギ

グ
が
幽
取
後
に
な
る
な
」
と
、
、
シ
ョ
ー

ジ
。
「
た
だ
、
あ
れ
は
村
の
組
合
王
催

だ
か
ら
切
符
が
手
に
入
る
か
ど
う

で
も
行
き
た
い
だ
ろ
う
っ
・
小
ノ

、
0

力し
探
っ
て
み
る
よ
」
。

そ
し
て
当
日
時
問
に
は
充
分
余

裕
を
見
て
家
を
出
た
私
で
し
た
が
、

何
と
こ
の
日
に
限
っ
て
暗
が
り
の
小

さ
な
標
識
を
見
落
し
、
道
に
迷
っ
て
、

開
始
時
問
に
少
し
遅
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
会
場
の
前
に
は
、
ジ
ョ
ー
ジ

が
待
っ
て
い
ま
し
た
普
段
か
ら
愛

想
の
良
い
方
で
は
な
い
彼
の
こ
の
時

の
顔
っ
き
は
い
つ
に
も
増
し
て
迫
力

を
帯
び
て
い
ま
し
た
。
私
が
謝
り
始

め
る
が
早
い
か
、
「
家
族
は
ど
う
し

た
今
日
は
家
族
同
伴
じ
ゃ
な
い
と

入
れ
な
い
ぞ
早
く
連
れ
て
来
い
」

と
、
、
シ
ョ
ー
ジ
0
 
確
か
に
切
符
に
は

そ
う
'
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
私

は
そ
れ
ま
で
家
族
を
伴
っ
て
夜
の
ギ

グ
に
出
か
け
た
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ

た
た
め
、
自
分
に
は
関
係
あ
る
ま
い

と
思
っ
て
い
た
の
で
す

と
も
あ
れ
、
彼
に
申
し
訳
な
い
と

い
う
気
持
ち
も
あ
り
、
ま
た
あ
の
形

相
で
こ
、
2
高
わ
れ
て
は
従
わ
ぬ
訳
に

も
い
か
ず
、
私
は
、
真
っ
暗
な
細
い

道
を
車
で
引
き
返
し
、
三
十
分
の
後

妻
と
娘
を
乗
せ
て
村
に
戻
り
ま
し

た
。
、
シ
ョ
ー
ジ
は
ま
だ
外
で
待
っ
て

週
間
ほ
ど
経

い
ま
し
た
。
今
度
は
笑
顔
で
迎
え
て

く
れ
た
彼
が
ド
ア
を
開
い
た
瞬
問
、

会
場
か
ら
大
き
な
拍
手
が
沸
き
起
こ

り
ま
し
た
。
驚
い
て
中
を
覗
く
と
、

五
十
人
ほ
ど
集
っ
た
知
己
の
フ
ォ
ー

キ
ー
た
ち
が
皆
立
ち
上
が
っ
て
こ
ち

ら
を
見
て
い
ま
す
。
私
は
よ
う
や
く

気
づ
き
ま
し
た
こ
れ
が
ギ
グ
で
は

な
く
、
私
た
ち
の
た
め
に
開
か
れ
た
、

送
別
の
宴
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に

三
力
月
問
、
彼
ら
は
私
に
凶
も

告
げ
る
こ
と
な
く
、
た
っ
た
枚
の

偽
の
」
切
符
を
作
っ
て
私
に
手
渡

し
、
こ
の
宴
席
の
準
備
を
し
て
ぃ
た

の
で
し
た
。
妻
に
は
大
き
な
花
束
を
、

娘
に
は
大
好
き
な
イ
ル
カ
の
ぬ
い
ぐ

る
み
を
と
、
私
た
ち
の
テ
ー
ブ
ル
は

沢
山
の
力
ー
ド
や
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
一

杯
に
な
り
ま
し
た
。
樽
ご
と
持
ち
込

ん
だ
ビ
ー
ル
に
各
々
持
ち
寄
っ
た

数
々
の
料
理
私
は
涙
を
こ
ら
え
る

こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
御
礼

の
挨
拶
を
し
な
け
れ
ぱ
と
思
い
な
が

ら
涙
が
止
ま
り
ま
せ
ん
。
暫
く
の
問

コ
ハ
ー
家
の
面
々
が
歌
を
唄
っ
て
場

を
樂
い
で
く
れ
ま
し
た
。
数
曲
聴
い

早
々
、
、
シ
ョ
ー
、
シ
は
、
満
面
の
笑
み

を
浮
か
べ
な
が
ら
切
符
を
渡
し
て
く

れ
ま
し
た
。
初
め
の
頃
は
殆
ど
口
を

利
い
て
く
れ
な
か
っ
た
、
父
ほ
ど
の

年
齢
の
彼
が
骨
を
折
っ
て
く
れ
た
こ

と
に
、
私
は
感
激
し
て
い
ま
し
た

て
ょ
う
や
く
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し

た
私
は
、
立
ち
上
が
っ
て
こ
う
圃
い

ま
し
た
。
「
み
ん
な
し
て
僕
を
垢
し
た

ん
だ
な
。
何
て
奴
ら
だ
。
み
ん
な
大

嫌
い
だ
よ
皆
大
声
を
あ
げ
て
笑

つ
て
い
ま
し
た
。
本
当
に
夢
の
よ
う

な
ひ
と
と
き
で
し
た

調
査
に
際
し
て
、
彼
ら
が
惜
し
み

な
く
協
力
し
て
く
れ
た
こ
と
は
甲
っ

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
そ
の
上
あ
の

よ
う
な
素
晴
ら
し
い
席
ま
で
設
け
て

く
れ
、
何
と
御
礼
を
口
っ
た
ら
よ
い

の
か
分
り
ま
せ
ん
。
あ
の
と
き
の
切

符
は
大
切
に
額
に
入
れ
て
研
究
室
に

飾
っ
て
あ
り
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
熱

い
彼
ら
に
、
改
め
て
心
か
ら
感
謝
の

量
を
述
べ
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思

い
ま
す
本
当
に
あ
り
が
と
う
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近
頃
兀
気
な
日
本
映
画

松
竹
の
大
船
撮
影
所
の
売
却
を
始

め
大
手
映
画
会
社
の
先
h
き
の
不
安

は
今
年
に
入
っ
て
層
募
る
が
、

い

わ
ゆ
る
イ
ン
デ
ィ
ー
ズ
系
は
結
構
.
兀

気
が
よ
い
。
『
ワ
ン
ダ
フ
ル
ラ
イ
フ
』

の
是
枝
裕
和
、
『
M
/
O
T
H
E
R
』

の
諏
訪
敦
彦
、
『
双
生
児
』
の
塚
本
晋

也
、
『
ニ
ン
ゲ
ン
合
格
』
な
ど
の
黒
沢

清
と
若
手
監
督
作
品
肝
並
み
海
外

映
画
祭
で
の
評
価
も
高
く
、
派
手
さ

は
な
い
か
各
人
の
志
倫
さ
が
こ
こ

ち
よ
い
も
の
ば
か
り
だ
。
中
で
も
、

塩
田
明
儒
督
の
『
ど
こ
ま
で
も
い

こ
う
』
の
秀
逸
さ
は
今
最
も
注
目
し

て
い
る

T
V
や
新
聞
で
は
「
功
れ
る
十
七

歳
L
 
の
引
き
起
こ
す
凶
器
罪
鳶

^
に
な
ら
な
い
日
は
な
い
く
ら
い
に

山
崎
敏
昭

分
燮
一
子
校
教
諭
)

連
Π
帳
道
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

決
ま
っ
て
小
学
牛
の
頃
は
い
い
子

だ
っ
た
の
に
何
故
と
い
う
表
現
に

出
く
わ
す
。
彼
ら
に
は
い
っ
た
い
ど

ん
な
小
〕
釜
の
生
活
が
あ
っ
た
の

、
0

自
分
内
身
を
振
り
返
っ
て
み
て

力も
虚
幾
一
や
ら
」
鴇
感
や
ら
も
や

も
や
と
い
っ
は
い
抱
え
て
い
た
局
校

畔
代
に
比
べ
て
、
小
学
生
時
代
は
友

だ
ち
と
遊
ん
で
い
た
校
庭
や
ら
海
な

ど
の
風
景
ぱ
か
り
が
思
い
浮
か
ぶ
。

そ
こ
に
何
が
あ
っ
た
の
か
ぽ
ん
や
り

と
考
え
て
い
る
と
き
に
、
『
ど
こ
ま
で

も
い
こ
う
』
と
い
う
映
画
に
出
会
っ

た
。
何
と
い
う
こ
と
も
な
い
普
通
の

小
田
璽
の
生
活
の
拙
写
に
キ
ラ
リ
と

光
る
も
の
が
あ
る
不
思
議
な
七
十
五

分
の
体
験
で
あ
っ
た
。

ヤ
ク
ル
ト
を
盗
ん
だ
り
、
仲
問
と

連
れ
も
っ
て
ケ
ン
カ
し
た
り
と
や
り

た
い
三
昧
の
悪
ガ
キ
生
活
に
明
け
幕

れ
る
ア
キ
ラ
と
光
一
の
小
学
生
牛

活
そ
ん
な
中
に
も
何
か
今
ま
で
と

遂
っ
た
風
が
吹
い
て
く
る
。
い
つ
の

問
に
か
女
の
子
は
妙
に
グ
ル
ー
プ
化

し
て
男
仲
問
を
冷
た
い
眼
差
し
で
見

0

る
よ
う
に
な
り
、
遊
ん
で
い
れ
ぱ
お

五
い
が
わ
か
り
あ
え
た
二
人
の
関
係

も
微
妙
に
す
れ
違
い
が
生
ま
れ
る

そ
れ
が
何
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い

そ
ん
な
と
き
に
ア
キ
ラ
は
一
人
で
た

た
ず
み
、
ま
た
歩
き
続
け
る
。
団
地

群
の
立
ち
並
ぶ
夕
焼
け
、
川
の
流
れ
、

そ
し
て
ロ
ケ
ッ
ト
花
火
の
は
じ
け
る

音
や
紙
飛
行
機
の
飛
ん
で
い
く
様

イ
そ
こ
に
は
親
と
の
会
話
も
教
師

と
の
学
校
生
活
も
な
く
、
大
人
以
上

に
自
分
を
見
っ
め
、
風
景
を
ぽ
ん
や

り
眺
め
て
い
る
姿
を
同
じ
視
線
で
観

客
は
じ
っ
と
姚
め
る
こ
と
に
な
る

新
し
く
で
き
た
友
だ
ち
が
死
ん
で
い

つ
た
こ
と
驫
し
み
を
ど
う
表
し
て

い
い
か
わ
か
ら
な
い
も
ど
か
し
さ
。

そ
の
と
き
も
観
客
は
そ
っ
と
彼
の
後

ろ
姿
を
眺
め
て
い
る
 
f
ど
も
時
代

の
終
わ
り
、
思
春
期
の
始
ま
り
を
こ

ん
な
ふ
う
に
揣
い
た
映
画
に
出
ム
=
う

の
は
初
め
て
で
、
実
に
新
鮮
な
思
い

査
に
乗
り
出
す
少
年
の
冒
険
物
清
を

描
い
て
も
、
や
は
り
か
つ
て
の
「
教

養
小
説
L
 
と
違
っ
て
少
年
の
か
か
え

た
も
ど
か
し
さ
み
た
い
な
も
の
が
そ

の
基
調
に
あ
り
、
「
大
人
が
思
う
ほ
ど

子
ど
も
は
単
純
じ
ゃ
な
い
ぞ
し
と
つ

き
つ
け
ら
れ
る
思
い
も
す
る
。
今
兀

気
な
日
本
映
画
の
新
鋭
作
家
に
、
こ

ち
ら
が
さ
ら
に
ド
キ
ッ
と
す
る
よ
う

な
切
り
口
で
迫
る
映
像
を
期
待
し
て

い
る
。

一
口
に
少
年
を
揣
く
と
い
っ
て
も

様
々
で
あ
る
。
『
条
武
蔵
野
線
』
(
九

七
年
長
尾
喧
欝
督
)
で
肇
調

00

随
想

た
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frightened and curious of the foreigner

in class, and chattering a、uay in English,

exchanging information they would

never ask each other in Japanese.

Dogwood is a common name for sev・

eral species of smaⅡ trees in the genus

Of the dogwood family (cor・C01'111ιS,

naceae). one of the better known specles

is the aowering dogwood (C01111ιS flo"

ida), which grows natura11y beneath tal'

Ier trees in forests from southern canada

to Florida and west to Kansas and okla・

homa in the usA.1tis a bushy tree with

Oval shaped leaves that are toothed and

Pointy at the tip, growing opposite each
Other on the stem. cornaceae draw large

quantities of waterfrom the ground and
if a branch is cut in the spring, water wi11

drip from the cut. This is the source of

the Japanese c0110quial name for the

tree, hαπα?πiZ1ι凡i.1t is also ca11ed 'Amer'

ica yamaboshi' because of its resem・

blance to the Japanese tree ofthat name.

The c0110quial English name supposedly

Came from the fact that certain skin

diseases of dogs can be cured with the

Use of a brew made flom the bark. The

dog、vood came origina11y to Japan in

1912 as a return gift for the cherry trees

that were given t0 工八lashington, D.C. The

Originaltrees can be seen in Hibiya park

in Tokyo and since thattime the tree has

Spread throughout Japan. This Kyotana・

be friend appears to be a aowering fl0ア'

id4 dogwood, and harbors a litue group

Of green and brown birds ca11ed the
White eye.

INhen second term begins in late sep'

tember and early october, the leaves on

the tree have changed hom bright green

to bri11iant scarlet ; it is among the first

to turn c010r in autumn and one of the

most c010rful-much more so than the

maple to whose c010rs so many thou・

Sands flock in the fa11 Weather. students

return to school refreshed but more

mature from their summer adventures.

The faⅡ term brings the final work and

test of endurance for us aⅡ. Leaves turn

brown and drop to the ground. The

dusters offruit are bright red by Novem'

ber and easy for the birds to find in

Winter. Tesls are written and graded.

、vinter snows may fa11, but already the

dogwood has prepared its blossoms for

the f0110wing spring.1t only awalts our

attendance to begin again its aowery

White display and the cycle of life and

Iearning that it graces.
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HANAMIZUKI:

The Tree outside My

Classroom 、入lindow

Elizabeth HISER
q刈四夕H、11Ⅲ、人学助教授)

In Aprilevery year at Kyotanabe cam・

Pus we begin our classes in awe of the

Cherry blossoms and the chiⅡ of spring

Winds ; but, the tree that marks the onset

Of study and teaching for me is not

Cherry but dogwood. For a few years

now l have been assigned and accepted

With pleasure, a dassroom in building

TC-3 at the far end of the campus near

the dining rooms. This room is on the

Second floor and looks into the hi11Side

below the faculty cafeteria.1t is a pleas・

ant room on the shaded side of the build・

ing that remains cooler on average in

both winter and summer. My year of

Ianguage instruction begins with bare

budding branches, dry hedges and heaps

Of dead leaves outside the 、vindo、v on the

hiⅡ. These are nouust below the 、vindow

On the ground but immediately outside

the windo、V, as the slope begins on the

first floor and rises quickly into fU11,

Pressing view fiⅡing the window with

demanding immediacy on the second

noor where we watch.1t's a humble but

impressive beginning fUⅡ of promise just

as my dasses are.

Before the Golden week break, the tree

buds bursts into large white aal ao、vers

Of four to six petals with notched tips.

Some dogwood are red or pink but this

One remembers and reaectsthe beauty of

Snow. There are no leaves as yet and the

bright white blossoms seem aⅡ the more

Shocking because ofthe winter ground of

grey and brown behind it on the hi11Side

For two or three 、veeks we enjoy the new

brightness and know that more wi11

Come. The nowers are so close to the

Window that one can reach out and come

Within inches of touching them. They

Sway genuy in the breeze and sparkle if

the sun shines.1t is stiⅡ too cold to open

the 、vindow much but the dazzling c010r

is always there to refresh the eye.1n lhe

dass, some take no notice of the display

Oulside, and go about their studies, some

Sleep and miss everything, some day・

dream out the 、vindow and look lhrogh

the flowers to their mind's distraction.

The course has blossomed just as the

tree ; students are beginning to work

Once the blossoms have dropped petal

by petalto the ground, the leaves show

interest in opening. Bright, new green

appears where the blossoms once spread

in 、vhite. A little spring rain mixed with

the warmth of sunshine hastens the

Opening of the leaves. The term is in fU11

force now and there is no time to notice

the large spined leaves drooping in the

heat. The dogwood produces its buds for

the f0110wing year's flowers in midsum・

mer. The sumlner break brings mid・

Summer flower buds at the tips of each

twig. By the time the course reaches

maturity, duste玲 of hard green huit

have also formed. students are more

Confident W北h their course work, 1ess

脇
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