
  

行こ
う
ぞ
う蔵

は
我
に
存
す
　
毀き

誉よ

は
他
人
の
主
張

  

我
に
与
ら
ず
　
我
に
関
せ
ず
に
存
じ
候

　

N
H
K
の
大
河
ド
ラ
マ
「
篤あ
つ

姫ひ
め

」は
予
想
外
の
視

聴
率
を
も
っ
て
終
了
し
ま
し
た
。こ
の
ド
ラ
マ
は
も

と
よ
り
「
篤
姫
」と
「
小
松
帯た
て
わ
き刀

」の
人
間
模
様
を
中

心
に
、西
郷
隆
盛
、勝
海
舟
な
ど
の
歴
史
的
著
名
人
を

配
し
た
と
こ
ろ
に
も
、視
聴
者
を
引
き
寄
せ
る
原
動

力
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、冒
頭
に
掲
示
し
た
難
解
な
言
葉
は
勝
海
舟

と
福
澤
諭
吉
の
人
間
模
様
を
表
し
た
文
章
で
す
。幕

臣
の
一
人
で
あ
っ
た
勝
は
大
政
奉
還
の
後
、世
界
の

大
海
に
船
出
し
た
日
本
丸
の
為
に
、過
去
の
怨お
ん
ね
ん念

を

払ふ
っ
し
ょ
く

拭
し
て
明
治
政
府
の
頭
脳
と
し
て
活
躍
し
て
お
り

ま
し
た
。

　

し
か
し
、こ
れ
を
変
節
と
み
た
福
澤
は
猛
反
発
、勝

の
行
動
を
「
日
和
見
」と
誹
謗
し
、屡し
ば
し
ば々
、手
紙
の
中

で
叱
責
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、福
澤
の
主
張
を
久
し
く
無
視
し
て

き
た
勝
で
し
た
が
、遂
に
業
を
煮
や
し
て
一
通
の
書

状
に
「
吾
が
意
」を
書
き
送
っ
た
の
で
し
た
、そ
れ
が

冒
頭
の
言
葉
で
す
。

　

手
紙
の
趣
旨
は
、『
出
処
進
退
（
行
蔵
）は
自
身
が

決
す
べ
き
も
の
、そ
の
こ
と
を
非
難
す
る
も
、逆
に
誉ほ

め
そ
や
す
の
も
（
毀
誉
）所
詮
、今
の
あ
な
た
の
立
場

が
言
わ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、私
に
は
一
切
関
わ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。』と
い
う
内
容
で
し
た
。

　

新
年
早
々
の
S
c
o
p
e
の
書
き
出
し
に
は
い
さ

さ
か
唐
突
で
す
が
、正
直
に
云
っ
て
、動
乱
の
明
治
維

新
を
乗
り
切
っ
て
い
っ
た
先
人
に
比
べ
、昨
今
の
政

治
に
携
わ
る
人
々
の
「
勇
気
」と
「
信
念
」に
は
大
き

な
隔
た
り
を
感
ず
る
の
は
私
ば
か
り
で
は
な
い
で
し

ょ
う
。

　

若
い
頃
か
ら
私
は
「
怖
い
も
の
知
ら
ず
」一
辺
倒

で
如
何
な
る
権
力
に
も
畏お
そ

れ
る
こ
と
な
く
、そ
の
結

果
、家
族
や
後
援
者
に
迷
惑
を
掛
け
て
ま
い
り
ま
し

た
が
、恐
ら
く
朴ぼ
く
と
つ訥
で
、直
線
思
考
の
こ
の
性
質
は
所

詮
、治
せ
る
代し
ろ
も
の物

で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
ん
な
私
で
す
が
本
年
も
よ
ろ
し
く
ご
後
援
く
だ

さ
い
。

　

平
成
21
年
は
私
達
の
街
に
と
っ
て
は
選
択
の
年
、

3
月
の
市
議
会
選
挙
、7
月
の
知
事
選
挙
、そ
し
て
ダ

ッ
チ
・
ロ
ー
ル
の
ま
ま
に
何
時
、解
散
に
な
る
か
判
ら

な
い
衆
議
院
選
挙
、と
立
て
続
け
の
選
挙
の
年
で
あ

り
ま
す
。

　

明
日
の
幸
せ
に
期
待
し
て
確
か
な
一
票
を
。

    

理
解
出
来
な
い

         

杵き
つ
き築

市
の
雇
用
対
策

　

今
朝
（
12
月
24
日
）の
新
聞
に
も
、大
分
県
の
杵

築
市
の
市
長
が
「
時
の
顔
」と
し
て
登
壇
し
て
お
り

ま
す
。

　

キ
ャ
ノ
ン
工
場
の
大
量
解
雇
に
伴
っ
て
、失
業

し
た
若
者
た
ち
を
臨
時
職
員
と
し
て
、最
長
一
ヶ

月
間
、市
役
所
で
雇
用
す
る
と
の
決
定
に
対
し
、無

条
件
で
拍
手
す
る
日
本
の
報
道
機
関
に
私
は
正
直

に
云
っ
て
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

確
か
に
突
然
解
雇
に
な
っ
た
派
遣
労
働
者
に
は

年
の
瀬
を
迎
え
て
の
失
業
は
も
と
よ
り
気
の
毒
で

す
が
、本
当
に
杵
築
市
の
執
っ
た
選
択
が
正
鵠
を

得
た
も
の
で
し
ょ
う
か
？
寧
ろ
私
に
は
大
き
な
誤

り
で
あ
り
、大
向
う
を
唸
ら
せ
た
い
と
い
う
政
治

家
特
有
の
短
絡
的
発
想
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま

す
。

　

失
業
し
た
青
年
た
ち
に
今
必
要
な
も
の
は
「
就

職
」の
二
文
字
の
み
で
あ
り
ま
す
。恰あ
た
かも

か
つ
て
の

失
業
対
策
労
務
の
如
き
単
純
労
務
と
、月
15
万
円

に
も
満
た
な
い
ア
ル
バ
イ
ト
賃
金
は
、今
の
彼
等

が
従
事
す
べ
き
仕
事
で
し
ょ
う
か
。公
園
の
清
掃

な
ど
「
た
め
に
作
ら
れ
た
業
務
」で
本
来
必
要
な

就
職
活
動
が
で
き
な
け
れ
ば
、本
末
転
倒
の
最
た

る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

　

優
し
い
気
遣
い
が
あ
る
な
ら
、市
民
に
限
っ
て

無
担
保
、無
保
証
で
20
万
円
程
度
、融
資
し
て
「
就

職
活
動
」に
専
念
し
て
い
た
だ
い
て
は
如
何
で
し

ょ
う
か
。

　

更
に
追
伸
す
れ
ば
、譬
え
人
間
関
係
が
希
薄
に

な
っ
た
と
は
い
え
、昔
か
ら
親
、兄
弟
、親
戚
な
ど

「
血
は
水
よ
り
も
濃
い
」の
格
言
が
あ
れ
ば
、頼
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
拾
う
神
」に
出
会
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
今
年
も
右う

顧こ

左さ

眄べ
ん

す
る
こ
と
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
ず
る
道
を
歩
み
ま
す



京
都
知
恩
院
の
山
門
を
救
っ
た
「
伊
伝
」

静
岡
の
歴
史
�

彩 時 記 

お正月過ぎから立春にかけては、一年で一番寒さの厳しい季節。風邪やインフルエンザに負けないよう、健康管理に注意を払いた

いものです。

特に室内の乾燥は、風邪のウイルス蔓延の大きな要因。最近はエアコンと一緒に加湿器を使用している家庭も多いようです。乾燥

防止には加湿器を使うのが一番効果的ですが、プラスアルファの対策としておすすめしたいのが、室内に植物を置くことです。生花

にせよ鉢植えにせよ、植物と水分は必ずワンセットになっていますから、加湿器ほどの効果はなくとも、室内の空気にうるおいが増

えることは期待できます。

それに、きれいな色の花や緑は、何よりも眺める人の心にうるおいを与えてくれます。色が少ない冬枯れの季節だからこそ、身近な

ところに植物を置いて一足早く春を楽しみたいものです。生育が早く栽培が簡単な水栽培の球根なども、この季節のインテリアにぴ

ったりです。春が来るまでもうしばらくの間、生命力あふれる植物たちと一緒に元気に冬を乗り切りましょう。

植物で、冬の部屋と心にうるおいを

　

過
日
、横
内
町
の
来ら

い
こ
う
い
ん

迎
院
（
こ
の
歴
史
シ
リ

ー
ズ
の
冒
頭
で
紹
介
）の
晋

※
し
ん
ざ
ん山

式
が
盛
大
に
開

催
さ
れ
、そ
の
席
上
、静
岡
で
ト
ッ
プ
の
大
地
主

で
あ
る
「
伊
伝
」の
渡
邉
朗
理
事
長
か
ら
、隠
さ

れ
て
き
た
「
伊
伝
」の
歴
史
を
紹
介
さ
れ
ま
し

た
。

　

ど
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
や
経
過
を
辿た

ど

っ

て
、伊
豆
の
松
崎
か
ら
出
た「
伊
伝
」が
呉
服
商
・

両
替
商
を
営
み
な
が
ら
も
、静
岡
市
内
の
広
大

な
商
業
・
住
宅
地
域
を
掌
中
に
し
て
い
っ
た
の

か
、誠
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
が
、こ
こ
で
は

省
か
せ
て
戴
き
、そ
の
祝
賀
の
席
で
知
っ
た「
伊

伝
史
」の
ひ
と
コ
マ
を
書
き
添
え
て
み
ま
す
。

　

大
政
奉
還
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
明
治
政
府

は
、時
を
か
わ
さ
ず
し
て
様
々
な
政
策
や
法
律

を
整
え
た
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、そ
の
一
つ
に

宗
教
政
策
と
し
て
、神
仏
習
合
を
否
定
す
る
と

共
に
、神
道
の
国
教
化
を
め
ざ
し
た
運
動
は
、や

が
て
「
廃は

い
ぶ
つ仏

毀き
し
ゃ
く釈

」の
号
令
と
な
っ
て
、全
国
に

広
ま
り
、各
地
で
寺
院
・
仏
像
の
破
壊
や
僧
侶

の
還げ

ん
ぞ
く俗
強
制
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま

し
た
。

　

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
明
治
２
４
年
、経
済

的
に
困
窮
し
た
浄
土
宗
の
総
本
山
「
知
恩
院
」

の
山
門
（
三
門
）ま
で
も
が
異
国
に
売
却
さ
れ

よ
う
と
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

こ
の
危
機
に
当
っ
て
、六
代
目
伊
豆
屋
伝
八

こ
と
渡
邉
直
道
は
以
前
か
ら
知
恩
院
と
深
い
因

縁
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、こ
の
時
に
も
、東

奔
西
走
し
て
浄
財
を
集
め
、自
ら
も
多
額
な
寄

付
を
し
て
山
門
の
海
外
流
出
を
防
い
だ
と
の
こ

と
で
あ
り
ま
し
た
。そ
の
努
力
に
よ
っ
て
今
日

の
国
宝
「
知
恩
院
」が
存
在
し
て
い
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

※
僧
侶
が
新
た
に
一
寺
の
住
職
と
な
る
式

　
　
徳
川
吉
宗
の
事

　

最
近
読
ん
だ
本
の
中
で
記
憶
に
刻
ま
れ
た
小
さ

な
挿そ
う
わ話

を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

　

私
の
場
合
は
例
に
よ
っ
て
歴
史
本
か
ら
で
す
が
、

15
代
の
徳
川
将
軍
の
中
で
、8
代
徳
川
吉
宗
の
生

涯
は
家
康
と
並
ん
で
誠
に
興
味
の
尽
き
な
い
、ま
た

示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

吉
宗
は
紀
州
藩
の
徳
川
光
貞
の
４
男
と
し
て
生

ま
れ
た
も
の
の
、貧
し
い
経
済
環
境
に
置
か
れ
、成

人
し
て
は
越
前
（
福
井
）の
葛か
ず
の野
藩
主
と
な
っ
た
も

の
の
物
質
的
に
は
常
に
恵
ま
れ
な
い
運
命
を
歩
ま

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

宝
永
3
年
（
1
7
0
6
）紀
州
藩
主
に
迎
え
ら

れ
て
か
ら
の
吉
宗
は
そ
れ
ま
で
の
悲
運
が
逆
転
、享

保
元
年
（
1
7
1
6
）7
代
将
軍
家
継
の
夭よ
う
せ
い逝

に

伴
い
、あ
ろ
う
事
か
8
代
将
軍
に
推す
い
た
い戴
さ
れ
、後
の

世
に
江
戸
3
大
改
革
の
一
つ
と
謳
わ
れ
た
「
享
保

の
改
革
」に
着
手
し
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。

　

将
軍
と
な
っ
た
吉
宗
は
早
速
、「
質
素
倹
約
」を

第
一
と
し
た
財
政
の
再
建
策
を
始
め
新
田
開
発
、

官
僚
制
度
の
改
革
、江
戸
の
町
火
消
し
の
制
度
、

小
石
川
養
生
所
の
設
立
、ま
た
目
安
箱
に
よ
る
庶

民
の
意
見
の
聴
取
や
民
生
の
安
定
な
ど
徹
底
し
た

無
駄
の
排
除
、倹
約
の
推
奨
を
図
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。

　

処
で
、日
本
橋
の
高こ
う
さ
つ札

に
は
「
将
軍
に
直
訴
し
た

い
も
の
は
住
所
・
氏
名
を
記
し
た
上
で
申
せ
」と
書

か
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、沢
山
の
投
書
が
寄
せ
ら

れ
て
い
た
と
の
事
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
中
に
、或
る
軍
学
者
は
「
金
持
ち
が
贅
沢

品
に
散
財
す
る
か
ら
職
人
や
商
人
の
仕
事
が
成
り

立
つ
の
だ
」と
吉
宗
の
奢し
ゃ
し侈
の
禁
止
政
策
を
痛
烈
に

批
判
し
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。こ
の
投
書
の
内
容

は
現
代
用
語
に
置
き
換
え
れ
ば
「
内
需
拡
大
策
」

で
あ
り
、吉
宗
の
改
革
精
神
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立

す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、こ
の
勇
気
あ
る
提
案
に
対

し
、吉
宗
は
賞
を
も
っ
て
こ
れ
を
労ね
ぎ
らっ
た
の
で
あ
り

ま
し
た
。

　

現
代
政
治
も
斯
く
あ
り
た
い
も
の
で
す
。

一
寸
一
言
私
の
雑
記
帳
か
ら


