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立
花
時
勢
粧
「
松
一
色
」　　
　

　

こ
の
絵
図
は
木
版
刷
り
に
彩
色
さ
れ
て

い
る
。
墨
色
だ
け
の
絵
と
比
べ
て
み
る
と
、

苔こ
け

生む

し
た
枝
や
赤
茶
け
た
松
葉
の
微
妙
な

味
わ
い
が
絶
妙
に
彩
色
さ
れ
て
い
る
の
が

わ
か
る
。

　

想
像
だ
が
、
冨ふ

し
ゅ
ん
け
ん

春
軒
仙
溪
が
絵
を
描
き
、

彫
り
師
、
摺す

り

師し

に
よ
っ
て
木
版
刷
り
が
で

き
た
時
点
で
、
絵
師
も
し
く
は
冨
春
軒
本

人
に
よ
っ
て
念
入
り
に
彩
色
が
施
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
。

　

流
祖
の
息
吹
を
感
じ
て
も
ら
い
た
く

て
、
原
寸
大
で
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

３
月
に
立
花
時
勢
粧
３
３
３
年
・
桑
原

専
慶
流
い
け
ば
な
展
を
予
定
し
て
い
る
。

タ
イ
ト
ル
は
「
花
の
芸
術
」。
代
々
の
家

元
が
大
切
に
し
て
き
た
「
花
を
敬
う
心
」

で
皆
さ
ん
と
共
に
花
を
い
け
る
日
を
楽
し

み
に
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

11

花
伝
書
を
見
る

松
の
一
色
（
松
の
一
色
真
：
初
版
）

桑
原
治
郎
兵
衛
（
冨
春
軒
：
初
版
）

松　

苔

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）
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花
伝
書
を
見
る

立
花　

檜
除
真

「
松
の
前
置
」
冨
春
軒

檜　

晒
木　

沢
水
木　

水
仙

松　

苔　

枇
杷　

樫
木

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

立
花
時
勢
粧
「
松
の
前
置
」

　
　
　

　

水
際
の
松
と
中
央
の
晒
木

が
つ
く
る
深
山
幽
谷
の
景
色
。

水
仙
は
仙
人
の
よ
う
で
あ
る
。

檜
の
曲
線
と
沢
水
木
の
直
線

が
絶
妙
。
苔
生む

し
た
小
枝
が

効
い
て
い
る
。　
　
　

仙
溪
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花
伝
書
を
見
る

立
花　

桜
の
一
色

（
初
版
で
は
冨
春
軒
）

桜　

苔
木　

万
年
青　

羊
歯

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

立
花
時
勢
粧
「
桜
の
一
色
」　

　
　

　

ま
る
で
１
本
の
桜
の
大
樹
で
あ
る
。
桜

花
の
間
に
若
葉
が
覗
い
て
い
る
。
山
桜
で

あ
る
。

　

桜
は
諸
花
の
頭
で
あ
り
、
桜
を
尊
美
す

心
を
も
っ
て
立
て
る
た
め
に
は
、
花
の
咲

く
こ
と
の
な
い
草
木
を
あ
し
ら
い
だ
け
に

用
い
る
よ
う
に
し
、
あ
く
ま
で
も
桜
が
主

役
と
な
る
よ
う
な
配
慮
を
も
と
め
て
い

る
。

　

桜
に
は
晒
木
は
使
わ
ず
苔
木
を
添
え
て

い
る
こ
と
も
自
然
を
手
本
に
し
た
表
れ
で

あ
る
。
自
然
の
美
し
さ
を
敬
う
心
を
強
く

感
じ
る
。

　

桜
一
色
は
３
図
あ
り
、
こ
の
絵
が
最
初

に
登
場
す
る
。
初
版
で
は
作
者
は
「
冨
春

軒
」
で
題
は
「
桜
一
色
真
」
と
な
っ
て
い

る
。
後
刷
本
で
は
作
者
名
と
「
真
」
が
削

ら
れ
て
い
る
。

　

立
花
時
勢
粧
３
３
３
年
「
花
の
芸
術
」

展
で
は
桜
一
色
に
挑
む
予
定
だ
。
す
で
に

本
桜
と
い
う
品
種
の
大
枝
を
切
っ
て
開
花

調
整
し
て
く
れ
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
初

め
て
の
桜
一
色
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

仙
溪
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花
伝
書
を
見
る

立
花　

藤
除
真

「
藤
の
心し

ん

」
一
歩
子
（
冨
春
軒
：
初
版
）

藤　

松　

樫　

躑
躅　

柘
植

小
菊　

鳶
尾　

若
葉

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

立
花
時
勢
粧
「
藤
の
真
」

　　
　

　

Ｓ
時
に
上
へ
伸
び
る
藤
蔓

を
真
に
し
た
立
花
。「
秘
曲
の

図
」
の
一
つ
で
、
元
は
冨
春

軒
の
作
で
あ
る
。
若
々
し
い

蔓
の
姿
に
藤
の
命
を
感
じ
る
。

２
色
の
躑つ

つ
じ躅

で
明
る
く
彩
り

を
増
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

仙
溪
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く
れ
て
い
る
人
も
あ
る
が
、
な
ぜ
料

理
以
外
の
事
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
だ
ろ
う
、
と
疑
問
を
持
つ
人
も

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
初
回
の
授
業
で

花
に
触
れ
る
前
に
持
ち
帰
る
よ
う
伝

え
る
と
、
家
に
飾
る
場
所
が
な
い
、

家
ま
で
遠
い
な
ど
理
由
を
探
す
。
花

に
触
れ
た
後
の
表
情
は
変
わ
り
、
授

業
後
、
家
の
玄
関
に
一
輪
だ
け
飾
り

た
い
で
す
。
ト
イ
レ
は
可
愛
そ
う
で

す
か
ね
？
家
ま
で
お
花
を
持
た
せ
る

方
法
は
何
か
あ
り
ま
す
か
？
と
質
問

攻
め
で
あ
る
。
授
業
を
重
ね
る
度
に

そ
ん
な
人
が
増
え
る
の
が
楽
し
み

だ
。

　
お
弟
子
さ
ん
、
生
徒
さ
ん
の
あ
る

が
ま
ま
の
状
態
を
受
け
入
れ
、
そ
こ

か
ら
1
人
1
人
が
そ
れ
ぞ
れ
し
た
い

こ
と
が
で
き
る
た
め
の
お
手
伝
い
を

す
る
。
そ
れ
は
子
供
の
い
け
ば
な
で

も
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
の
ケ
ア
で

あ
っ
て
も
、
変
わ
ら
な
い
一
つ
の
僕

の
背
骨
で
あ
る
。

　
多
忙
で
あ
ろ
う
に
、
疲
労
感
を
隠

し
な
が
ら
先
生
は
、
最
高
の
作
り
笑

い
を
し
て
く
れ
た
。
5
分
ほ
ど
し
か

話
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ

の
5
分
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
で

ア
ル
バ
ム
を
見
て
い
る
よ
う
だ
っ

た
。
来
て
下
さ
っ
た
事
に
対
す
る
感

謝
と
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
会
え
た

事
が
今
の
自
分
を
見
つ
め
直
す
き
っ

か
け
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も

し
た
い
事
を
好
き
放
題
に
や
っ
て
い

き
ま
す
。
ご
来
場
く
だ
さ
り
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
元
気
で
。

花
伝
書
を
見
る

立
花　

芦
除
真

「
草
花
」
僧
光
清
（
冨
春
軒
：
初
版
）

芦あ
し　

薄
す
す
き　

百
合　

芍
し
ゃ
く
や
く薬　

杜
か
き
つ
ば
た若　

小
菊

熊く
ま
ざ
さ笹　

紫し
お
ん苑　

著し
ゃ
が莪

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　

草
花
主
体
の
立
花
で
あ

る
。
葉
を
広
げ
茎
を
伸
ば

し
花
を
咲
か
せ
る
草
花
た

ち
。
自
然
の
息
吹
を
見
つ

め
る
眼
差
し
を
感
じ
る
。

　

花
を
い
け
る
の
は
、
和

歌
や
俳
句
や
詩
に
自
然
の

輝
き
を
詠
み
こ
む
の
に
似

て
い
る
。
肝
心
な
の
は
輝

き
を
感
じ
る
心
。
冨
春
軒

の
い
け
る
花
は
ど
の
花
も

キ
ラ
キ
ラ
輝
い
て
い
る
。

仙
溪
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花
伝
書
を
見
る

砂
の
物　

檜
扇
除の

き
し
ん真

「
草
花
砂
之
物 

草そ
う

」

中
野
氏
（
冨
春
軒
：
初
版
）

檜ひ
お
う
ぎ扇　

芦あ
し　

杜
か
き
つ
ば
た若　

仙せ
ん
の
う翁

花　

百
合　

擬ぎ

ぼ

し
宝
珠　

小
菊　

桔き
き
ょ
う梗

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　

立
花
時
勢
粧
の
百
十
八
あ
る
絵
図
の
一

番
最
後
、
ト
リ
を
飾
る
一
作
。
見
開
き
で

掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
生
き
生
き
と
し

た
躍
動
感
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
絵
図
の
主
役
は
草
花
で
、
植
物
の

溌は
つ

剌ら
つ

と
し
た
生
命
力
を
表
現
し
よ
う
と
し

た
冨
春
軒
仙
溪
の
心
が
読
み
と
れ
る
。

　

右
へ
大
き
く
弧
を
描
き
な
が
ら
伸
び
る

葉
は
何
の
葉
だ
ろ
う
。
ス
ス
キ
の
よ
う
に

も
見
え
る
が
、
葉
の
下
に
や
は
り
長
く
伸

び
た
茎
の
先
に
カ
キ
ツ
バ
タ
の
蕾
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
長
い

葉
も
カ
キ
ツ
バ
タ
の
葉
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

池
の
ほ
と
り
で
雨
風
に
倒
れ
た
カ
キ
ツ

バ
タ
の
花
と
葉
が
、
思
い
の
ほ
か
長
く
伸

び
て
い
て
、
そ
れ
を
な
ん
と
か
生
か
し
た

い
一
心
で
こ
の
砂
の
物
を
立
て
た
の
だ
ろ

う
。
厳
し
い
環
境
に
あ
ら
が
う
植
物
の
姿

を
美
し
い
と
感
じ
、
魅
了
さ
れ
て
い
た
の

だ
と
思
う
。

　
「
一
瓶
の
内
に
一
枝
風
流
な
れ
ば
、
ほ
か

こ
れ
に
あ
ら
そ
い
て
働
き
あ
り
。」
と
「
砂

の
物
草
の
花
形
」
で
述
べ
て
い
る
。

　

普
通
は
上
に
伸
び
る
葉
が
水
面
を
飛
び

越
え
ん
ば
か
り
に
横
へ
伸
び
る
。
そ
の
姿

に
ヒ
オ
ウ
ギ
や
ユ
リ
が
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス

で
配
さ
れ
て
い
る
。
左
下
に
横
倒
し
に
育
っ

た
ユ
リ
が
グ
イ
ッ
と
上
を
向
い
て
い
る
。

よ
く
こ
ん
な
咲
き
方
の
を
見
つ
け
て
き
た

も
の
と
感
心
す
る
。
砂す

な

鉢ば
ち

の
装
飾
ま
で
が

渾こ
ん
ぜ
ん
い
っ
た
い

然
一
体
と
な
っ
て
い
る
。　
　
　

仙
溪
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の
人
が
大
い
に
楽
し
む
い
け
ば
な
。

植
物
を
お
り
曲
げ
た
り
、
花
を
触
る

人
が
自
由
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
植

物
は
苦
し
そ
う
だ
。
生
き
物
の
命
を

使
っ
て
自
己
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ほ
ど
人
は
特
別
な
の
か
と
疑
問

を
持
っ
て
い
る
。

生
活
に
必
要
な
た
め
行
わ
れ
る
利

用
や
、
飾
る
花
と
し
て
の
利
用
に
関

し
て
は
、
脈
々
と
人
の
中
で
続
い
て

ほ
し
い
別
の
文
化
で
あ
る
。

曾
祖
父
の
13
世
家
元
は
新
興
生
け

花
宣
言
を
呈
し
た
う
ち
の
一
人
で
あ

る
が
、
著
書
『
い
け
ば
な
の
四
季
』

で
創
作
的
な
造
形
を
い
け
ば
な
と
は

明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
伝
統
的
な

い
け
ば
な
や
、
現
代
的
な
盛
花
瓶
花

と
創
作
的
造
形
を
混
同
す
る
こ
と
が

い
ち
ば
ん
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
と

著
さ
れ
て
い
る
。

13
世
家
元
に
会
っ
た
こ
と
は
な
い

の
だ
が
、
本
を
通
し
て
、
熱
量
の
あ

る
主
張
や
、
写
真
に
残
っ
て
い
る
花

や
造
形
作
品
を
通
し
て
魅
力
を
感
じ

て
い
る
。
13
世
家
元
の
お
弟
子
さ
ん

に
話
を
伺
う
と
人
と
な
り
が
少
し
ず

つ
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
古
い
本

で
は
あ
る
が
、読
み
ご
た
え
十
分
で
、

今
の
時
代
に
読
ん
で
も
面
白
い
こ
と

に
驚
く
。

（
つ
づ
く
）

花
伝
書
を
見
る

立
花　

荷
葉
（
蓮
）
一
色

桑
原
次
郎
兵
衛

蓮

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　

28
本
の
花
・
実
・
葉
・
巻
葉
が
渾
然
一

体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
立
花
を
立
て
た

桑
原
次
郎
兵
衛
は
初
版
に
お
い
て
冨
春
軒

36
作
に
次
ぐ
16
作
の
絵
図
が
あ
る
。
冨
春

軒
が
自
然
の
面
白
み
に
寄
り
添
う
感
じ
な

の
に
対
し
て
、
次
郎
兵
衛
は
自
然
の
造
形

の
組
み
あ
わ
せ
を
楽
し
ん
で
い
る
感
じ
が

す
る
。
自
然
体
の
冨
春
軒
と
攻
め
の
次
郎

兵
衛
。
二
人
は
ど
ん
な
関
係
な
の
だ
ろ
う
。
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花
伝
書
を
見
る

立り
っ
か花　

松
除の

き
し
ん真

行ぎ
ょ
うの

花
形　

流な
が
し
も
ち
た
て

枝
持
立

富
春
軒

松　

苔　

百
合　

仙せ
ん
の
う翁

花

著し
ゃ
が莪　

木む
く
げ槿　

柘つ

げ植　

嫩わ
か
ば葉

小こ

し

だ
羊
歯　

桔き
き
ょ
う梗

（
立
花
時
勢
粧
・
上
）

　

目
を
引
く
の
は
低
い
出
口
か
ら

立
ち
昇
る
真
と
長
く
横
へ
伸
び
る

流
枝
だ
が
、
真
や
流
枝
に
添
う
百

合
も
か
な
り
長
く
見
せ
て
い
る
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
百
合
を
伸
び

や
か
に
見
せ
た
く
て
こ
の
花
形
が

生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

全
体
を
見
る
と
頭
を
も
た
げ
た

龍
の
よ
う
に
見
え
る
。
百
合
の
花

は
開
か
れ
た
龍
の
手
、
器
は
龍
が

守
る
玉
。
漲

み
な
ぎ

る
生
命
力
を
感
じ
る

不
思
議
な
立
花
で
あ
る
。
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花
伝
書
を
見
る

菊
一
色　

砂
の
物

専
定
寺
（
冨
春
軒
：
初
版
）

菊　

小
菊

  （
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　
「
砂
の
物
」に
も
真
行
草
が
あ
る
。

二
株
立
て
で
、
男
株
と
女
株
に
軽

重
が
な
い
よ
う
に
立
て
、
ど
ち
ら

に
も
正
真
と
前
置
が
あ
る
も
の
を

「
行
の
砂
の
物
」
と
い
う
。

　

こ
の
図
「
菊
一
色
砂
の
物
」
は

男
株
と
女
株
の
軽
重
が
自
由
で
、

二
株
で
あ
っ
て
も
正
真
一
つ
、
前

置
一
つ
な
の
で
「
草
の
砂
の
物
」

で
あ
る
。

　
「
株
立
は
異
曲
風
流
に
意
気
は
づ

み
を
第
一
と
し
て
立
て
る
が
、
と

り
わ
け
草
の
砂
の
物
で
は
、
一
手

珍
し
き
作
意
が
な
け
れ
ば
叶
わ
な

い
。」
と
冨
春
軒
は
書
い
て
い
る
。

　

向
か
っ
て
左
の
株
か
ら
真
の
菊

が
右
側
に
除
い
て
出
て
い
る
。
普

通
な
ら
左
に
除
い
て
出
る
と
こ
ろ

を
逆
に
す
る
こ
と
で
意
外
性
を
生

ん
で
い
る
。「
珍
し
き
作
意
」
で
あ

る
。

　

挿
花
の
神
髄
を
習
得
し
た
上
で
、

定
石
に
こ
だ
わ
ら
な
い
自
由
な
精

神
が
備
わ
っ
て
こ
そ
「
一
手
珍
し

き
作
意
」
は
生
ま
れ
る
。
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花
伝
書
を
見
る

立り
っ
か花　

梅
擬
除の

き
し
ん真

除の
き

心し
ん

の
内
草そ

う

の
花
形

冨
春
軒

梅う
め

擬も
ど
き

　

枇び

わ杷　

菊　

小
菊

熊
笹　

伊
吹　

嫩わ
か

葉ば　

樫か
た

木き

（
立
花
時
勢
粧
・
上
）

　

固
定
観
念
を
払
拭
す
る
か
の

よ
う
に
、
ビ
ワ
の
葉
３
枚
だ
け

で
さ
ら
り
と
胴
を
つ
く
り
、
ウ

メ
モ
ド
キ
の
軽
や
か
さ
に
対
応

さ
せ
て
い
る
。
更
に
ク
マ
ザ
サ

の
茂
み
が
呼
応
す
る
。

　

花
材
の
選
択
と
工
夫
の
妙
味
。
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花
伝
書
を
見
る

立り
っ
か花　

鶏
け
い
と
う
 
す
ぐ
し
ん

頭
直
真

直す
ぐ
し
ん
だ
て

心
立
の
内
草そ

う

の
花
形

桑
原
正
栄

（
冨
春
軒
仙
溪
：
初
版
）

鶏
頭　

柳　

梅
う
め
も
ど
き擬　

菊　

躑つ
つ
じ躅

擬ぎ

ぼ

し
宝
珠　

樫か
た
き木　

檜ひ
お
う
ぎ扇　

伊い
ぶ
き吹

（
立
花
時
勢
粧
・
上
）

　

松
以
外
を
真
（
心
）
に
し
た
直

真
立
花
は
「
直
真
立
・
草
の
花
形
」

に
な
る
。「
直
真
立
草
の
花
形
と
い

う
は
心
に
梅
、
海
棠
、
梅
擬
、
水
木
、

檜
、
鶏
頭
な
ど
の
直
な
る
を
用
い

る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

直
真
立
て
は
法
度
を
守
り
格
式

に
背
か
ず
、
草
木
き
れ
い
に
素
直

な
も
の
を
丈
高
く
幽
玄
に
さ
す
こ

と
を
本
意
と
す
る
。「
人
の
顔
の
よ

う
に
目
の
あ
る
所
に
目
あ
り
、
鼻

あ
る
所
に
鼻
が
あ
る
よ
う
に
」
と

の
古
人
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

　

型
の
中
で
ど
れ
だ

け
草
木
の
個
性
を
引

き
出
せ
る
か
が
問
わ

れ
る
花
形
で
あ
る
。
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花
伝
書
を
見
る

立り
っ
か花　

松ま
つ
の
き
し
ん

除
真

「
南
天
の
胴
」

冨
春
軒

松　
若
松　
伊
吹　
晒
木　
南
天

柘つ

げ植　
小
柏　
小
菊　
著し

ゃ
が莪

（
立
花
時
勢
粧
・
下
）

　

中
段
の
南
天
を
境
に
、
上
段
と
下

段
の
景
色
が
違
う
。
上
段
の
色
が
抑

え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
赤
い
実
が
際

立
っ
て
見
え
る
。

　

上
段
右
上
へ
立
ち
昇
る

の
は
松
の
若
木
だ
ろ
う
か
。

だ
と
す
れ
ば
、
老
松
の
間

に
伸
び
る
若
い
松
の
初
々

し
さ
が
加
わ
る
こ
と
で
、

南
天
の
赤
い
実
り
が
益
々

映
え
て
く
る
。



11

る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
松
竹
梅
を

一
瓶
に
立
て
る
こ
と
も
さ
れ
た
が
、

他
の
草
木
を
ま
じ
え
ず
松
竹
梅
だ

け
で
立
て
る
こ
と
は
古
人
も
指
し

も
ら
し
た
花
形
で
、
真
の
松
竹
梅

と
呼
ぶ
べ
き
か
、
と
書
い
て
い
る
。

　

松
竹
梅
そ
れ
ぞ
れ
に
老
若
の
対

比
が
あ
り
、
変
化
の
あ
る
竹
と
共

花
伝
書
を
見
る

立り
っ
か花　

松ま
つ
の
き
し
ん

除
真

「
松
竹
梅
」

冨
春
軒

老
松　
若
松　

竹　
枯
竹　
熊
笹

紅
梅　
白
梅　
苔
梅

（
立
花
時
勢
粧
・
下
）

　

古
来
よ
り
祝
言
の
花
と
し
て
松
、

竹
、
梅
を
真
に
し
た
三
瓶
を
並
べ

に
力
強
い
生
命
を
感
じ
る
。

　

若
松
の
真
の
勢
い
に
、
未
来
へ

の
願
い
が
託
さ
れ
て
い
る
。
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花
伝
書
を
見
る

立り
っ
か花　

木も
く
れ
ん
の
き
し
ん

蓮
除
真

除
真
の
内
真
の
花
形

冨
春
軒

木も
く
れ
ん蓮　

伊
吹　
松　
柘つ

げ植

躑つ
つ
じ躅　

小
菊　
樫か

た
き木　

枇び

わ杷

著し
ゃ
が莪　

要
か
な
め

（
立
花
時
勢
粧
・
上
）

　

こ
の
立
花
図
に
は
「
近
ご
ろ
出

さ
れ
た
花
伝
書
に
多
く
載
る
花
形
」

で
「
こ
れ
私
の
作
意
に
は
あ
ら
ず
」

と
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　

除
真
の
う
ち
真
の
花
形
は
仏
前

対
の
花
に
必
ず
用
い
る
花
形
な
の

で
出
し
所
や
寸
法
に
定
め
が
あ
る
。

そ
の
た
め
人
に
立
花
を
教
え
る
最

初
の
花
形
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ

え
に
今
で
は
立
花
と
い
え
ば
こ
の

花
形
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
冨
春
軒
は
嘆
い
て
い
る
。

　

昔
の
名
人
は
あ
え
て
扱
い
難
い

真
（
の
枝
）
を
探
し
、
工
夫
を
こ

ら
す
こ
と
で
色
々
な
花
形
を
生
み

出
し
た
。
そ
れ
ら
は
除
真
の
う
ち

行
の
花
形
と
言
い
、
花
に
自
由
を

得
て
様
々
に
景
色
を
変
え
、
人
の

心
を
慰
め
た
と
書
い
て
い
る
。

　

こ
の
木
蓮
の
立
花
は
充
分
に
美

し
い
が
、
立
花
の
醍
醐
味
は
ま
だ

ま
だ
こ
の
先
に
あ
る
の
だ
よ
と
冨

春
軒
は
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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花
伝
書
を
見
る

砂
の
物　

桜
一
色

（
冨
春
軒
：
初
版
）

桜　
万お

も

と
年
青　
伊
吹　
柘つ

げ植

苔
木　
樫か

し　
羊し

だ歯

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　

男
株
と
女
株
の
バ
ラ
ン
ス
に
軽

重
が
な
く
、
ど
ち
ら
の
株
に
も
正

真
と
前
置
が
あ
る
の
で
行
の
砂
の

物
で
あ
る
。
苔こ

け

生む

し
た
太
い
幹
が

両
株
の
土
台
と
な
っ
て
、
躍
動
す

る
桜
の
枝
を
し
っ
か
り
と
支
え
て

い
る
。

　

絵
は
平
面
だ
が
実
際
は
立
体
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
枝
の
出
方
を

思
い
描
い
て
み
よ
う
。

　

左
側
、
男
株
の
苔こ

け

幹み
き

は
か
な
り

大
き
そ
う
だ
。
三
方
に
分
か
れ
た

一
本
の
幹
が
前
方
へ
傾
い
て
出
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
直
上
す
る
幹
は
、

前
か
ら
後
ろ
へ
曲
が
り
、
や
や
後

方
で
立
ち
昇
る
見み

越こ
し

の
役
割
、
そ

の
左
の
幹
は
ぐ
い
っ
と
前
方
へ
力

強
く
出
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

荒
々
し
い
男
株
の
苔
幹
に
対
し

て
女
株
で
は
株
の
中
心
に
真
っ
直

ぐ
立
っ
て
い
る
。
静
と
動
の
対
比

が
面
白
い
。

　

太
い
苔
幹
か
ら
別
れ
出
た
苔
枝

は
ど
ん
な
ふ
う
に
出
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
男
株
で
は
前
に
出
た
太
い

幹
か
ら
左
や
や
前
方
へ
。
女
株
で

は
直
立
し
た
太
い
幹
か
ら
右
や
や

後
方
へ
出
て
い
る
と
見
た
。

　

桜
の
枝
の
立
体
感
も
想
像
し
て

み
よ
う
。
男
株
で
立
ち
昇
る
真し

ん

は

太
い
苔
幹
に
添
う
よ
う
に
一
度
左

前
方
へ
出
て
か
ら
器
の
真
上
へ
戻

る
丸
み
の
あ
る
形
。
そ
の
左
後
方

に
副そ

え

が
、
さ
ら
に
左
後
方
へ
控ひ

か

枝え

が
伸
び
る
。
正

し
ょ
う

真し
ん

の
桜
は
株
の
中

心
に
直
立
し
て
い
る
。

　

女
株
の
請う

け

は
立
派
な
横
枝
だ
。

最
初
は
右
後
ろ
へ
出
て
や
が
て
真

横
へ
伸
び
る
感
じ
か
。
低
く
右
下

に
伸
び
た
流な

が

枝し

は
株
の
後
方
か
ら

横
へ
、
途
中
か
ら
前
へ
、
最
後
は

　

立
花
時
勢
粧
の
絵
図
は
、
実
際

に
立
て
ら
れ
た
も
の
が
描
か
れ
て

い
る
。
そ
の
場
に
自
分
が
居
て
見

て
い
る
と
こ
ろ
を
想
像
し
て
み
よ

う
。

真
横
へ
。
こ
の
後
方
の
請
と
前
方

の
流
枝
で
風
を
抱
き
か
か
え
る
イ

メ
ー
ジ
だ
。
伊
吹
に
も
万
年
青
の

葉
に
も
風
を
感
じ
る
。

　

季
節
毎
に
花
会
を
催
し
て
絵
に

し
た
と
あ
る
が
、
3
作
の
桜
一
色

は
同
じ
時
に
立
て
た
も
の
か
。
立

て
た
時
は
蕾
だ
っ
た
の
か
。
ど
ん

な
場
所
で
立
て
た
の
か
。
多
く
の

人
が
見
た
だ
ろ
う
か
。
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花
伝
書
を
見
る

檜
除の

き
し
ん真

冨
春
軒

檜ひ
の
き

　
芍し

ゃ
く
や
く薬　

松　
要か

な
め　

小
菊

晒
木　
（
苔
木
）

（
立
花
時
勢
粧
・
中　

雑
体
の
図
）

　

ヒ
ノ
キ
が
主
材
で
は
あ
る
が
、

シ
ャ
ク
ヤ
ク
も
主
役
に
見
え
る
。

軽
や
か
に
昇
る
真
と
、
左
下
か
ら

大
き
く
跳
ね
上
が
る
流
枝
、
そ
れ

ら
を
繋
ぐ
胴
の
ヒ
ノ
キ
が
シ
ャ
ク

ヤ
ク
の
た
め
に
舞
台
を
作
っ
て
い

る
か
の
よ
う
だ
。
後
方
の
マ
ツ
が

舞
台
の
格
を
高
め
、
中
央
で
シ
ャ

ク
ヤ
ク
が
舞
を
舞
う
。

　

そ
ん
な
想
像
を
し
て
い
る
と
、

立
花
全
体
が
一
人
の
舞
人
に
も
見

え
て
き
た
。
神か

ぐ
ら
ま
い

楽
舞
の
イ
メ
ー
ジ

だ
。
格
調
高
く
舞
う
姿
に
神
が
宿

る
。





9

花
伝
書
を
見
る

杜
若
一
色　

除
真

桑
原
次
郎
兵
衛

杜か
き
つ
ば
た

若　

河こ
う
ほ
ね骨

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　

手
が
逆
さ
ま
に
付
い
た
不
思
議

な
形
の
器
に
よ
っ
て
、
水
辺
の
花

の
妖
艶
さ
が
増
し
て
見
え
る
。

　

桑
原
次
郎
兵
衛
は
才
気
溢
れ
る

技
量
の
持
ち
主
だ
と
思
う
。
こ
の

器
も
自
分
で
デ
ザ
イ
ン
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

2
色
の
花
色
に
陰
と
陽
が
巧
み

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。



8

花
伝
書
を
見
る

荷
葉（
蓮
）一
色

　（
行
：
初
版
）

冨
春
軒

蓮
　
芦

　
小
菊

  （
立
花
時
勢
粧
・
下

　
秘
曲
の
図
）

　
蓮は

す

池い
け

の
畔

ほ
と
り

に
芦あ

し

や
小
菊
が
生
え

て
い
る
、
そ
ん
な
情
景
が
目
に
浮

か
ぶ
。
破
れ
た
蓮
の
葉
が
、
芦
の

勢
い
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
ど
の
方
向
へ
出
て
い
る
の
か
。

立
体
を
想
像
し
て
い
る
と
時
を
忘

れ
る
。
流
祖
の
時
代
へ
の
タ
イ
ム

ト
ラ
ベ
ル
。



8

花
伝
書
を
見
る

荷
葉
（
蓮
）
一
色　
（
砂
の
物
：

初
版
）

寸
松
軒
（
初
版
：
冨
春
軒
）

蓮　

蒲

  （
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　

横
に
広
い
口
を
も
つ
砂
鉢
に
立

て
る
「
砂
物
」
は
、
お
の
ず
と
横

広
が
り
の
姿
と
な
る
。
こ
の
蓮
一

色
砂
の
物
も
、
ま
る
で
目
の
前
に

蓮
池
が
広
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

男
株
と
女
株
に
軽
重
が
な
く
、

一
株
の
砂
物
を
左
右
に
分
け
広
げ

た
よ
う
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
両

株
の
正
真
、
胴
、
前
置
の
景
色
を

変
え
る
こ
と
で
、
自
然
な
景
色
の

繋
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

　

2
つ
の
株
を
1
つ
に
合
わ
せ
た

姿
を
想
像
し
て
み
て
ほ
し
い
。
正

真
か
ら
前
置
に
か
け
て
の
景
色
に

何
の
不
自
然
さ
も
感
じ
な
い
。

　

脇
役
的
な
存
在
だ
が
、
両
株
の

間
の
後
方
に
見
え
る
巻
葉
が
、
こ

の
砂
の
物
の
要
の
よ
う
に
感
じ
る
。
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花
伝
書
を
見
る

菊
の
一
色
（
行
：
初
版
）

冨
春
軒

菊
　
小
菊

  （
立
花
時
勢
粧
・
下

　
秘
曲
の
図
）

　
一
色
物
に
は
独
特
の
雰
囲
気
が

あ
る
。
過
去
に
見
た
景
色
と
重
な

る
感
じ
。
他
の
立
花
と
比
べ
て
、

よ
り
自
然
な
印
象
を
強
く
受
け
る
。

冨
春
軒
の
一
色
物
は
正
に
そ
こ
に

生
え
て
い
る
よ
う
で
、
人
の
手
を

感
じ
さ
せ
な
い
。

　
そ
う
感
じ
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
ど
の
花
に
も
強
い
個
性

が
も
と
も
と
備
わ
っ
て
い
る
か
ら

だ
ろ
う
。
風
に
倒
れ
て
も
そ
こ
か

ら
立
ち
上
が
る
姿
。土
の
中
に
し
っ

か
り
根
を
張
っ
て
風
に
立
ち
向
か

う
姿
。
そ
う
い
う
ク
セ
の
あ
る
姿

を
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
各
所
に

配
置
し
、
し
か
も
全
体
が
自
然

な
味
わ
い
を
損
な
わ
な
い
。
ど

の
一
色
物
も
、
命
の
輝
き
に
あ

ふ
れ
て
い
る
。



11 10

花
伝
書
を
見
る

紅
葉
一
色

　
砂
の
物

（
冨
春
軒
：
初
版
）

楓か
え
で　

晒
し
ゃ
れ
ぼ
く木

　
伊い

ぶ
き吹

　
柘つ

げ植

苔こ
け
か
ぶ株

  （
立
花
時
勢
粧
・
下

　
秘
曲
の
図
）

　
画
面
の
右
下
、
屈
曲
し
な
が
ら

力
強
く
晒
木
が
の
び
る
。
お
そ
ら

く
伊
吹
（
柏
槙
）
が
風
雨
に
晒
さ

れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
厳
し
い
環
境

を
感
じ
さ
せ
る
。

　
そ
の
晒
木
の
白
さ
が
楓
の
赤
い

葉
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

　
さ
り
げ
な
く
存
在
感
を
発
し
て

い
る
の
が
苔こ

け

生む

し
た
株
で
あ
る
。

彩
色
の
具
合
に
も
よ
る
が
、
こ
の

絵
図
の
場
合
は
切
り
株
と
い
う
よ

り
も
、
苔
生
し
た
岩
の
よ
う
に
も

見
え
、
と
て
も
瑞
々
し
い
。
苔
は

楓
を
育
て
る
水
を
蓄
え
て
い
る
か

の
よ
う
だ
。

　
乾
い
た
晒
木
と
、
苔
に
覆
わ
れ

た
株
の
対
照
が
、
色
づ
く
楓
の
命

の
美
し
さ
を
強
め
て
い
る
。
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花
伝
書
を
見
る

松
一
色

　（
行
：
初
版
）

冨
春
軒

松
　
苔

　
松ま

つ
か
さ毬

  （
立
花
時
勢
粧
・
下

　
秘
曲
の
図
）

　
山
深
く
人
跡
未
踏
の
仙
境
を
行

者
の
如
く
に
分
け
入
っ
て
は
じ
め

て
出
逢
え
る
よ
う
な
景
色
と
で
も

言
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
岩
の

隙
間
に
根
を
張
っ
て
風
雨
に
堪
え

る
松
の
姿
。
ど
れ
も
並
の
松
で
は

な
い
。
様
々
な
個
性
が
混
沌
と
し

つ
つ
調
和
す
る
凄
さ
。
銅
器
の
龍

が
今
に
も
松
樹
の
間
を
縫
っ
て
天

に
昇
っ
て
ゆ
き
そ
う
な
気
配
が
こ

の
松
一
色
に
は
あ
る
。

　
こ
の
図
だ
け
「
冨
春
軒
」
の
名

前
が
草
書
体
に
な
っ
て
い
る
の
は

何
故
だ
ろ
う
。

　
冨
春
軒
が
問
い
か
け
て
く
る
。

「
君
は
自
然
と
一
体
に
な
れ
た
か

い
？
」
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花
伝
書
を
見
る

水
仙
一
色　
（
真
：
初
版
）

冨
春
軒

水
仙　

金
盞
花　

著
莪

  （
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　

自
由
奔
放
な
水
仙
の
姿
。
こ
れ

ら
は
葉
に
針
金
を
通
し
て
形
作
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
元
々

の
姿
で
あ
り
、
自
然
に
曲
が
り
く

ね
っ
た
水
仙
を
集
め
、
役
枝
に
配

す
る
こ
と
で
絶
妙
な
花
形
を
生
み

出
し
て
い
る
。

　

ど
の
水
仙
も
行
儀
の
悪
い
扱
い

が
た
い
姿
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
雪
に
倒
れ
風
に
翻
弄
さ
れ
て

も
葉
を
伸
ば
そ
う
と
す
る
命
の

姿
で
あ
り
、
冨
春
軒
は
そ
う
い

う
も
の
に
自
然
本
来
の
力
と
美

を
見
い
だ
し
て
い
る
。
ま
さ
に

「
花
は
野
に
あ
る
よ
う
に
」
挿

し
て
い
る
。
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