
12月



12 月号
２０１３年

No.６０６

編集発行　京都市中京区六角 烏丸西入　桑原専慶流家元

桑原専慶流

い け ば な



2

冷
た
い
風　
　
　
　
　

仙
溪

　

中
庭
の
山
茶
花
が
い
つ
の
ま
に
か
枝
い
っ

ぱ
い
に
咲
い
て
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
て
い

る
。

　

寒
い
季
節
が
や
っ
て
き
た
。
父
が
亡
く

な
っ
て
一
年
。
振
り
返
る
と
多
く
の
こ
と
が

頭
を
よ
ぎ
る
。
け
れ
ど
も
、
去
年
は
二
度
訪

れ
た
東
北
も
、
今
年
は
一
度
も
行
か
な
か
っ

た
。
東
北
の
冬
は
長
く
厳
し
い
。

　

毎
日
お
風
呂
に
入
れ
て
、
温
か
な
食
事
が

で
き
る
こ
と
を
幸
せ
に
思
う
。
で
き
れ
ば
来

年
は
ま
た
仲
間
と
行
っ
て
き
た
い
。
花
は
人

の
気
持
ち
に
優
し
く
寄
り
添
っ
て
く
れ
る
。

　

畑
を
耕
し
、
収
穫
し
て
暮
ら
し
の
糧
を
得

る
。
漁
を
し
た
り
、
も
の
を
作
っ
た
り
売
っ

た
り
し
て
私
た
ち
は
生
き
て
き
た
。
そ
ん
な

素
朴
な
営
み
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

人
が
増
え
て
い
る
。

　

原
発
事
故
は
あ
る
は
ず
の
な
い
こ
と
だ
っ

た
。
日
本
に
は
54
も
の
原
発
が
あ
り
、
ほ
と

ん
ど
が
都
会
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
つ

く
ら
れ
、
都
市
も
地
方
も
そ
の
現
状
に
甘
ん

じ
て
い
る
。
人
の
欲
が
生
ん
だ
金
融
危
機
の

影
響
も
大
き
い
。
世
界
各
地
の
紛
争
も
絶
え

な
い
。

　

個
人
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
大
き
な
流

れ
に
、
知
ら
ぬ
間
に
押
し
流
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
気
が
す
る
。
し
っ
か
り
足
を
地
に
着

け
て
、
自
分
で
考
え
る
こ
と
を
し
な
い
と
、

お
か
し
な
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
行
か
れ
て
い
る

こ
と
す
ら
気
づ
け
な
い
。

　

温
か
な
部
屋
に
い
て
も
、
冷
た
い
風
の
、

あ
の
つ
ら
さ
痛
さ
を
想
像
し
て
、
自
分
に
で

き
る
こ
と
を
し
て
い
き
た
い
。
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漆
器
の
鉢
に
い
け
る　

　
　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

塗
り
の
器
に
花
を
い
け
る
と
、あ
ら
た
ま
っ

た
感
じ
に
な
る
。作
例
の
大
鉢
は
果
物
を
盛
っ

た
り
し
て
使
っ
て
い
る
が
、
水
仙
や
椿
と
の

相
性
が
い
い
。
梅
擬
の
赤
い
実
も
よ
く
映
る
。

　

花
材　

梅
う
め
も
ど
き擬（
黐も
ち

の
木
科
）

　
　
　
　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

寒
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

溜
塗
大
鉢

赤
い
釉
薬
の
花
器　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

焼
き
物
の
赤
色
は
出
し
に
く
い
色
だ
そ
う

だ
。
金
を
使
う
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
、
そ
う

す
る
と
と
て
も
高
価
な
も
の
に
な
る
。
で
も

ど
う
し
て
も
赤
い
器
に
い
け
た
い
時
が
あ
る
。

こ
の
器
は
無
理
を
言
っ
て
つ
く
っ
て
も
ら
っ

た
も
の
だ
。

　

花
材　

月げ
っ
と
う桃
の
実
（
生し
ょ
う
が姜
科
）

　
　
　
　

薔
薇
二
色
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

赤
色
釉
陶
花
器

白
と
黒
の
器

　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

家
に
は
白
と
黒
の
花
器
が
い
く
つ
か
あ
る

が
、
ど
れ
も
モ
ダ
ン
な
感
じ
の
い
け
ば
な
に

な
る
。
作
例
の
木
瓜
と
椿
を
備
前
焼
に
い
け

た
ら
素
朴
な
印
象
に
な
る
が
、
こ
の
器
だ
と

粋
な
感
じ
が
す
る
。

　

花
材　

木
瓜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

白
椿
（
椿
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
竹
内
眞
三
郎
作
）
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除の
き
し
ん真　

松
の
立
花　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　

  

仙
溪

　

日
本
い
け
ば
な
芸
術
九
州
展
に
松
の
立

花
を
出
品
し
た
の
で
、
会
期
終
了
後
持
ち

帰
っ
て
数
日
後
に
撮
影
し
た
。
一
部
い
け

か
え
て
い
る
が
、
松
や
躑つ
つ
じ躅
は
京
都
と
福

岡
を
新
幹
線
で
往
復
し
た
こ
と
に
な
る
。

長
旅
ご
苦
労
様
だ
っ
た
が
、
福
岡
で
も
京

都
の
家
で
も
、
多
く
の
人
に
見
て
も
ら
え

た
こ
と
が
嬉
し
い
。

　

松
は
古
い
葉
を
掃
除
す
れ
ば
、
付
け
枝

で
も
勢
い
は
保
た
れ
る
。
時
々
霧
を
吹
く

こ
と
で
緑
も
褪あ

せ
に
く
い
。
特
に
立
花
で

松
を
扱
う
場
合
は
、
古
い
葉
の
掃
除
に
時

間
を
か
け
る
。
指
先
が
松
ヤ
ニ
で
真
っ
黒

に
な
る
が
、
全
体
に
引
き
締
ま
っ
た
印
象

に
な
り
、
枝
も
生
き
て
く
る
。

　

先
月
号
で
は
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃

に
立
花
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
を
紹
介
し
た

が
、
も
っ
と
以
前
に
書
か
れ
た
能
や
狂
言

の
中
に
も
立
花
（
あ
る
い
は
立
て
花
）
を

題
材
に
し
た
お
話
は
す
で
に
あ
る
。
能
の

「
半は
じ
と
み蔀

」
や
狂
言
の
「
真し
ん
ば
い奪

」
が
そ
れ
で
、

「
半
蔀
」
に
は
立
花
供
養
が
、「
真
奪
」
に

は
立
花
の
真
の
松
を
探
し
に
出
か
け
る
場

面
が
描
か
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
内
容

か
は
次
号
で
紹
介
し
て
み
た
い
。

　

松
の
立
花
を
立
て
て
い
る
と
、
流
祖
の

活
躍
し
た
江
戸
時
代
前
期
や
、
能
・
狂
言

の
書
か
れ
た
室
町
時
代
と
今
と
が
、
ち
ゃ

ん
と
繋
が
っ
て
い
る
と
感
じ
る
。
古
典
花

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
盛
花
・
投
入
に
も

古い
に
し
えの
精
神
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ

ん
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
い
け
て
い
る
。
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真

見
越
（
後
方
）請

（
や
や
後
方
）

副
（
や
や
後
方
）

控
枝
（
や
や
後
方
）

流
枝
（
や
や
前
方
）

正
真

胴

前
置

花
型　

行
型　

逆
勝
手
左
流
枝

花
器　

天
女
模
様
銅
花
瓶

花
材　

真
・
副
・
請
・
・
・
松

　

正
眞
・
・
・
菊

　

見
越
・
・
・
檜

　

流
枝
・
・
・
晒
木

　

控
枝
・
胴
・
・
・
躑
躅

　

前
置
・
・
・
柘
植
（
花
展
で
は
松
）

　

写
真
で
は
奥
行
き
が
わ
か
り
に
く
い
の

で
、
花
展
出
品
作
の
斜
め
横
か
ら
の
写
真

を
参
考
に
掲
載
し
て
お
き
ま
す
。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

食
卓
の
窓
側
に
は
ガ
ラ
ス
花
瓶
に
残

り
花
を
短
く
い
け
て
い
る
。
ガ
ラ
ス
器

だ
と
水
を
い
つ
も
綺
麗
に
し
て
お
か
な

い
と
い
け
な
い
。
時
々
レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

が
そ
の
水
を
飲
み
に
来
て
、
そ
の
ま
ま

外
を
眺
め
て
い
る
。
日
射
し
に
白
い
毛

が
眩
し
い
ね
。

逆
勝
手
左
流
枝
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西
洋
館
に
秋
を
彩
る

　

桑
原
専
慶
流
関
東
支
部
い
け
ば
な
展
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ウ
ェ
ル
カ
ム
い
け
ば
な

〜
心
地
よ
い
空
間
〜

　

あ
な
た
は
何
の
た
め
に
花
を
い
け
る
の

か
。
と
問
わ
れ
た
ら
何
と
答
え
ま
す
か
。

　
「
自
分
の
美
の
世
界
を
い
け
ば
な
で
表

現
し
た
い
」

　
「
い
け
た
花
が
新
た
な
命
を
ふ
き
こ
ま

れ
て
輝
い
て
く
れ
る
の
が
好
き
」

　
「
と
に
か
く
花
を
い
け
る
と
心
が
お
ち

つ
き
、
豊
か
な
気
持
ち
に
な
れ
る
」

　

た
だ
花
を
い
け
る
と
い
う
こ
と
に
も
、

人
そ
れ
ぞ
れ
に
色
ん
な
思
い
が
あ
る
。

　

ま
た
、「
今
日
は
お
客
様
が
こ
ら
れ
る

か
ら
、
花
屋
さ
ん
で
花
を
買
っ
て
い
け
て

お
こ
う
か
し
ら
」
と
い
う
よ
う
な
素
朴
な

気
持
ち
で
花
を
い
け
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
。訪
れ
た
お
宅
に
花
が
い
け
て
あ
る
と
、

や
は
り
嬉
し
い
。
大
切
に
い
け
ら
れ
た
花

か
ら
ご
主
人
の
も
て
な
し
の
気
持
ち
が
伝

わ
っ
て
く
る
し
、
な
に
よ
り
も
そ
の
部
屋

に
い
る
の
が
心
地
よ
い
。

　

以
前
、
フ
ラ
ン
ス
北
部
の
ノ
ル
マ
ン

デ
ィ
ー
に
大
き
な
風
景
式
庭
園
を
持
つ
貴

族
の
お
宅
に
お
邪
魔
し
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
時
通
さ
れ
た
居
間
に
、
庭
か
ら
切
っ

て
き
た
コ
ブ
シ
の
大
き
な
枝
が
そ
の
ま
ま

の
姿
で
壺
に
い
け
ら
れ
て
あ
っ
た
。
ア
ー

ル
デ
コ
調
の
大
き
な
明
か
り
窓
か
ら
さ
す

光
と
、　

無
数
の
コ
ブ
シ
の
白
い
花
が
強

く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

　

花
が
い
け
て
あ
る
こ
と
で
、
そ
の
場
が

と
て
も
居
心
地
の
い
い
空
間
に
な
る
。
別

の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
花
が
い
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
、
そ
の
場
に
心
地
よ
く
迎
え

ら
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ

る
。
そ
れ
こ
そ
い
け
ば
な
の
大
き
な
魅
力

の
一
つ
だ
と
思
う
の
だ
。

　

関
東
支
部
の
皆
さ
ん
と
横
浜
山
手
に
あ

る
西
洋
館
を
花
で
飾
る
催
し
は
、
今
回
で

4
回
目
に
な
る
。
横
浜
の
佐
藤
慶
真
先
生

が
い
つ
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
花
を
飾
っ
て

こ
ら
れ
た
ご
縁
で
、
２
日
間
の
花
会
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
従
来
の
い
け
ば
な
展

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
来
館
者
を
迎
え

る
花
と
し
て
。

　

今
回
お
世
話
に
な
っ
た
の
は
「
外
交
官

の
家
」
と
呼
ば
れ
る
洋
館
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
総
領
事
や
ト
ル
コ
特
命
全
権
大
使
な

ど
を
つ
と
め
た
明
治
政
府
の
外
交
官
内

田
定
槌
氏
の
邸
宅
で
、
も
と
は
東
京
渋

谷
の
南
平
台
に
明
治
43
年
に
建
て
ら
れ

た
。
設
計
者
は
ア
メ
リ
カ
人
で
立
教
学

校
の
教
師
と
し
て
来
日
、
そ
の
後
建
築

家
と
し
て
活
躍
し
たJ.M

.

ガ
ー
デ
ィ

ナ
ー
。
京
都
の
長
楽
館
（
旧
村
井
別
邸
）

も
ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー
の
設
計
だ
。

　

平
成
9
年
に
横
浜
市
は
、
内
田
定
槌

氏
の
孫
か
ら
こ
の
館
の
寄
贈
を
受
け
、

山
手
イ
タ
リ
ア
山
庭
園
に
移
築
復
元
し

一
般
公
開
し
た
。
同
年
、
国
の
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

驚
か
さ
れ
る
の
は
丁
寧
な
復
元
だ
け

で
な
く
、
室
内
の
家
具
や
調
度
類
も
再

現
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
聞
く
と
こ
ろ

に
よ
る
と
カ
ー
テ
ン
一
つ
と
っ
て
も
、

使
わ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
も
の
を
特
別

に
京
都
の
龍
村
織
物
で
つ
く
っ
て
も
ら
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う
ほ
ど
の
念
の
入
れ
よ
う
だ
っ
た
そ
う

だ
。
ま
さ
に
当
時
の
外
交
官
の
暮
ら
し

を
体
験
で
き
る
よ
う
に
、
と
の
熱
い
思

い
が
こ
も
っ
て
い
る
。

　

特
別
な
思
い
の
こ
も
っ
た
館
内
だ
か

ら
こ
そ
、
家
具
に
は
「
手
を
触
れ
な
い

で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
札
が
置
か
れ
て

い
る
。
無
料
で
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
当
然
だ
。
美
意
識
の
高
い
空

間
を
の
ち
の
ち
ま
で
残
す
た
め
に
、
天

気
の
良
い
日
に
は
太
陽
側
の
窓
に
、
さ

り
げ
な
く
白
い
ロ
ー
ル
ス
ク
リ
ー
ン
を

下
ろ
し
て
廻
り
、
強
い
日
射
し
を
や
わ

ら
げ
る
と
い
う
こ
と
も
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
ん
な
館
内
に
花
が
飾
っ
て
あ
る
と

「
大
事
な
建
物
だ
か
ら
、
気
を
つ
け
な

い
と
」
と
い
う
緊
張
感
よ
り
も
、「
外

交
官
の
家
に
招
か
れ
た
客
人
」
と
い
う

気
分
に
な
る
。
貴
重
な
建
物
を
鑑
賞
す

る
、
と
い
う
よ
う
な
距
離
感
で
は
な
く
、

「
よ
う
こ
そ
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
！
」

と
い
う
温
か
な
気
持
ち
を
感
じ
る
空
間

に
変
わ
る
。

　

館
内
の
花
の
場
所
を
事
前
に
出
品
者
に

割
り
振
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
を
意
識

し
な
が
ら
器
や
敷
物
を
考
え
、
花
を
い
け

て
も
ら
っ
た
。
独
り
よ
が
り
で
な
く
、
来

館
者
を
意
識
し
な
が
ら
い
け
ら
れ
た
花

は
、
ど
の
花
も
部
屋
に
調
和
し
て
い
た
。

数
種
類
の
敷
物
を
持
っ
て
こ
ら
れ
て
、
雰

囲
気
に
合
う
も
の
を
現
場
で
選
ん
だ
り
、

360

度
ど
の
方
向
か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
し
た
り
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、「
よ
う

こ
そ
」
の
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
た
い
け
ば

な
は
い
け
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

最
初
に
書
い
た
が
、
花
を
い
け
る
思
い

は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
い
い
と
思
う
。で
も
、

今
の
世
の
中
に
「
ウ
ェ
ル
カ
ム
な
い
け
ば

な
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
強
く
感
じ

る
。
花
と
花
の
空
間
を
意
識
し
て
、
花
自

体
が
気
持
ち
よ
く
感
じ
て
く
れ
る
よ
う
に

い
け
ら
れ
た
い
け
ば
な
は
、
見
る
人
も
心

地
よ
く
し
て
く
れ
る
。
そ
ん
な
花
の
ま
わ

り
で
は
、
人
と
人
も
心
地
よ
い
関
係
に
な

れ
る
気
が
す
る
。

　

皆
で
心
地
よ
い
空
間
を
つ
く
ろ
う
！

　

暮
ら
し
の
中
に
、
社
会
の
中
に
、
ウ
ェ

ル
カ
ム
い
け
ば
な
を
！
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ワ
タ
ノ
キ　
　
　
　

仙
溪

濃
い
ワ
イ
ン
色
の
パ
フ
ィ
オ
ペ
デ
ィ
ル

ム
と
綿
の
木
を
取
り
合
わ
せ
て
み
た
。
意

外
な
組
み
合
わ
せ
だ
が
、
ど
ち
ら
も
面
白

み
が
あ
り
、
質
感
も
フ
ワ
フ
ワ
と
ツ
ル
ツ

ル
で
互
い
に
補
い
合
っ
て
い
る
。
た
だ
、

緑
が
な
い
の
で
赤
い
ス
プ
レ
ー
バ
ラ
を
加

え
た
。
薔
薇
の
赤
色
が
、
パ
フ
ィ
オ
の
赤

み
と
相
乗
効
果
を
発
揮
し
て
暖
か
み
の
あ

る
い
け
ば
な
に
な
っ
て
い
る
。

　

数
日
後
、
パ
フ
ィ
オ
が
萎
れ
た
の
で
湯

上
げ
し
て
短
く
い
け
た
と
こ
ろ
、
20
日

た
っ
た
今
も
元
気
で
あ
る
。

　

花
材　

綿わ
た

の
木
（
葵
あ
お
い

科
）

　

パ
フ
ィ
オ
ペ
デ
ィ
ル
ム（
蘭
科
）

　
　

ス
プ
レ
ー
薔
薇
（
バ
ラ
科
）

　

花
器　

舟
形
陶
水
盤
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寒
桜　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

草
型　

副
流
し

　

花
器　

胴
花
瓶

　

今
年
の
寒
桜
は
良
い
枝
に
恵
ま
れ
た
。

比
較
的
ね
ば
り
が
あ
り
、
撓
め
や
す
い

枝
で
、
枝
の
締
ま
り
も
い
い
。
あ
る
程
度

の
太
さ
も
あ
り
、
足
元
が
ほ
ぼ
真
っ
直
ぐ

だ
っ
た
。
ち
な
み
に
い
け
ば
な
で
寒
桜
と

呼
ん
で
い
る
の
は
子
福
桜
で
は
な
い
か
と

思
う
。

　

寒
桜
は
晩
秋
か
ら
初
冬
の
枯
淡
な
生
花

の
稽
古
に
欠
か
せ
な
い
。（
薔
薇
科
）

万
年
青　
∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

十
五
葉
二
果

　

花
器　

陶
水
盤

　

正
月
花
の
作
例
。
常
緑
の
葉
と
赤
い
実

が
新
春
を
言
祝
ぐ
。
産
地
で
葉
の
大
小
を

バ
ラ
ン
ス
良
く
組
み
合
わ
せ
て
出
荷
さ
れ

る
。
生
産
者
の
技
量
が
い
け
ば
な
文
化
を

支
え
て
い
る
。（
百
合
科
）

真
内
副
（
露
受
葉
）

立
葉

見
越

副

胴

地
摺
葉

風
囲
い

控

控

実
囲
い

返
し
葉
立
葉

留
（
流
し
葉
）

総
囲
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出
合
い
花　
（
3
）　

櫻
子

サ
ン
バ
と
ポ
イ
ン
セ
チ
ア

サ
ン
バ
と
は
兵
庫
県
で
開
発
さ
れ
た
新

し
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
菊
で
「
ひ
ょ
う
ご
サ

ン
バ
マ
ム
」
と
い
う
。
２
０
０
６
年
か
ら

品
種
改
良
が
続
け
て
こ
ら
れ
た
。

　

サ
ン
バ
の
よ
う
に
華
や
か
な
洋
種
の
菊

で
、
踊
る
花
び
ら
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

私
が
選
ん
だ
の
は
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
・
サ
ン

バ
。
白
の
一
文
字
菊
と
い
っ
て
も
良
い
と

思
う
。

　

京
都
の
花
屋
さ
ん
に
は
今
年
初
デ

ビ
ュ
ー
だ
。
他
に
も
オ
ー
タ
ム
・
サ
ン
バ

や
プ
リ
テ
ィ
・
サ
ン
バ
な
ど
の
色
違
い
が

あ
る
。

ネ
ッ
ト
を
か
け
て
売
ら
れ
て
い
る
の

で
、
ア
ナ
ス
タ
シ
ア
と
同
じ
よ
う
に
よ
く

目
立
つ
。
特
別
扱
い
の
花
だ
が
、
糸
菊
や

嵯
峨
菊
の
よ
う
に
日
本
的
な
菊
と
合
わ
せ

る
の
は
難
し
い
と
思
う
。

　

ポ
イ
ン
セ
チ
ア
も
園
芸
品
種
と
し
て
は

毎
年
ニ
ュ
ー
フ
ェ
イ
ス
が
お
目
見
え
す

る
。

　

あ
れ
こ
れ
悩
ん
だ
末
に
、
ア
ン
テ
ィ
ー

ク
調
の
ガ
ラ
ス
器
に
短
く
並
べ
て
み
た
。

ど
ち
ら
が
主
で
も
従
で
も
な
く
、
花
の
形

の
対
比
と
色
の
対
比
が
は
っ
き
り
し
て
、

意
外
に
い
い
感
じ
。
新
鮮
な
花
型
。

　

ク
リ
ス
マ
ス
の
粉
雪
が
舞
う
中
で
咲
く

二
種
の
花
。

　

花
材　

菊
「
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
・
サ
ン
バ
」

　
（
菊
科
）

　
　

ポ
イ
ン
セ
チ
ア
（
燈と
う
だ
い
ぐ
さ

台
草
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
コ
ン
ポ
ー
ト

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
606
号　

2013
年
12
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
）
桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
二
五
円

 http://w
w

w
.kuw

aharasenkei.com
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出
合
い
花
（
1 5
）　

　
　
　
　
　  

∧
表
紙
の
花
∨
　
仙
溪

　
ア
マ
リ
リ
ス

　
レ
ッ
ク
ス
・
ベ
ゴ
ニ
ア

　

以
前
、
イ
ン
ド
か
ら
持
ち
帰
っ
た
牛
の
置
物
の
背

中
に
、
ガ
ラ
ス
の
酒
杯
を
の
せ
て
い
け
た
の
が
、
ベ

ゴ
ニ
ア
を
い
け
た
最
初
だ
っ
た
。
手
作
り
の
真
鍮
製

の
鞍
で
器
を
固
定
し
た
の
だ
が
、
苦
労
の
甲
斐
あ
っ

て
父
が
た
い
そ
う
褒
め
て
く
れ
た
。

　

牛
に
い
け
た
の
は
ア
イ
ア
ン
ク
ロ
ス
と
い
う
ベ
ゴ

ニ
ア
だ
っ
た
が
、
こ
の
赤
い
ア
マ
リ
リ
ス
の
相
手
に

は
カ
ン
カ
ン
と
い
う
名
前
が
つ
い
て
い
た
。
葉
の
表

面
が
銀
色
に
光
り
、
私
の
手
の
ひ
ら
程
の
大
き
さ
が

あ
る
。

　

ア
イ
ア
ン
ク
ロ
ス
も
カ
ン
カ
ン
も
、
イ
ン
ド
か
ら

ベ
ト
ナ
ム
に
か
け
て
分
布
す
る
ベ
ゴ
ニ
ア
・
レ
ッ
ク

ス
か
ら
の
改
良
品
種
。
ア
マ
リ
リ
ス
は
中
南
米
原
産
。

赤
と
黒
の
ガ
ラ
ス
花
器
は
北
ド
イ
ツ
で
父
が
買
っ
た

も
の
。
こ
の
小
作
に
も
様
々
な
物
語
が
詰
ま
っ
て
い

る
。

　

花
材　

ア
マ
リ
リ
ス
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

レ
ッ
ク
ス
・
ベ
ゴ
ニ
ア

　
　
　
　
「
カ
ン
カ
ン
」（
秋
海
棠
科
）

　

花
器　

赤
黒
ガ
ラ
ス
花
器

寒か
ん
ざ
く
ら

桜
（
子こ

ぶ
く
ざ
く
ら

福
桜
）　

　
　
　
　
　
　
∧
2
頁
の
花
∨  

仙
溪

   

な
ぜ
冬
に
咲
く
桜
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
十
月
桜
、
冬

桜
、子
福
桜
な
ど
、年
に
二
度
咲
く
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

　

一
説
に
は
日
本
の
桜
の
先
祖
と
さ
れ
る
ヒ
マ
ラ
ヤ

ザ
ク
ラ
が
も
と
も
と
秋
に
咲
く
こ
と
か
ら
、
先
祖
返

り
の
現
象
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ヒ
マ
ラ
ヤ
ザ
ク
ラ
の
咲
く
ネ
パ
ー
ル
は
緯
度
的
に
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は
亜
熱
帯
。
冬
の
気
温
は
東
京
よ
り
も
高
い
。
秋
咲

き
で
あ
っ
た
も
の
が
、
日
本
の
厳
し
い
寒
さ
に
耐
え

る
た
め
に
「
休
眠
」
す
る
こ
と
を
身
に
つ
け
、
暖
か

な
春
に
咲
く
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
百
万
年
の
歳

月
を
か
け
て
東
へ
東
へ
と
来
て
く
れ
た
サ
ク
ラ
。
そ

の
中
に
故
郷
を
懐
か
し
ん
で
秋
に
咲
く
も
の
が
あ
っ

て
も
お
か
し
く
な
い
。

　

私
達
は
そ
ん
な
冬
に
咲
く
桜
を
見
て
勇
気
づ
け
ら

れ
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
人
を
励
ま
す
た
め
に
咲

い
て
く
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
人
に
と
っ

て
桜
は
や
は
り
特
別
な
存
在
で
あ
る
。

　

花
材　

寒
桜
・
子
福
桜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

菊
三
種
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
宮
下
善
爾
作
）

白
玉
椿
を
い
け
て
　

　
　
　
　
　
　
∧
3
頁
の
花
∨  

櫻
子

　

今
年
は
庭
の
山
茶
花
や
椿
が
例
年
よ
り
も
早
く
咲

き
始
め
た
。
蔵
の
前
の
山
茶
花
が
大
好
き
で
、
咲
く

時
期
を
い
つ
も
心
待
ち
し
て
い
る
。
蕾
も
早
い
時
期

か
ら
沢
山
つ
け
始
め
て
、
十
月
末
に
は
一
斉
に
咲
き

始
め
た
。
い
つ
も
な
ら
十
一
月
に
入
っ
て
か
ら
先
ず

最
初
の
一
輪
が
開
く
の
だ
が
。

　

昨
年
植
え
た
白
玉
椿
も
同
じ
頃
に
ひ
と
花
咲
い
た
。

椿
の
木
は
庭
に
多
い
の
に
、
今
ま
で
白
玉
椿
が
無
か
っ

た
の
は
不
思
議
な
く
ら
い
。
椿
の
種
類
は
多
い
が
、

葉
が
形
良
く
格
好
も
良
く
て
い
け
や
す
い
椿
は
そ
ん

な
に
多
く
な
い
。
藪
椿
や
白
玉
椿
は
さ
り
気
な
く
足

元
に
収
ま
っ
て
く
れ
る
。

　

台
切
り
デ
ン
フ
ァ
レ
と
若
松
と
取
り
合
わ
せ
た
。

　

花
材　

若
松
（
松
科
）

　
　
　
　

白
玉
椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

デ
ン
フ
ァ
レ
（
蘭
科
）

　

花
器　

陶
花
器
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水
仙
　

　
仙
溪

　

花
形　

行
型

　

花
器　

陶
水
盤

　

天
仙
、地
仙
、水
仙
と
い
う
言
葉
が
あ
っ

て
、
草
花
の
中
で
も
最
も
高
貴
な
感
じ
を

も
つ
花
と
い
わ
れ
る
。
初
冬
十
一
月
よ

り
晩
冬
の
二
月
ま
で
、
初
季
、
盛
季
、
晩

季
の
三
期
に
わ
け
て
挿
法
が
定
ま
っ
て
い

る
。

　

初
季
に
は
花
二
、三
本
程
度
で
葉
組
の

中
に
花
を
低
く
入
れ
、袴
も
低
く
見
せ
る
。

　

十
二
月
に
入
っ
て
盛
季
と
な
り
、
や
や

花
高
く
挿
し
て
五
本
程
度
ま
で
。
花
を
入

れ
な
い
三
枚
組
み
も
加
え
て
七
本
程
度
ま

で
で
い
け
る
。
袴
も
や
や
高
く
見
せ
る
。

　

一
月
下
旬
よ
り
晩
季
。
多
少
乱
れ
の
心

を
あ
ら
わ
し
、
開
花
を
多
く
入
れ
、
三
枚

組
み
の
若
葉
を
少
な
く
入
れ
る
。

　

花
器
の
変
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
適
し

た
花
形
を
つ
く
り
あ
げ
る
。

　

作
例
は
水
仙
五
本
の
生
花
で
、
初
季

か
ら
盛
季
へ
移
る
中
間
と
い
っ
た
花
形
。

十
二
月
中
旬
に
い
け
る
な
ら
、
も
う
少
し

花
の
位
置
を
高
く
い
け
る
。

真

副

留
胴

控
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む
　
⑦

立
花
秘
傳
抄
　
四
　
（
前
号
の
続
き
）

　
十
三
ヶ
條
法
度
の
事

　

大
輪
な
る
花
の
た
ぐ
い
短
く
指
す
こ
と
。

　

葉
の
あ
る
物
を
花
ば
か
り
指
す
こ
と
。

　

花
と
そ
の
葉
と
添
え
た
る
間
に
、
余
の
物
を
指
す
事

　

同
じ
物
を
二
所
に
指
す
事
。
但
し
色
替
わ
り
て
は
苦

し
か
ら
ず
。

　

草
に
て
木
を
つ
つ
み
、
木
に
て
草
を
つ
つ
む
事
。

　

た
け
く
ら
べ
の
事
。（
一
方
除
て
上
る
こ
ず
え
の
同
じ
き

は
苦
し
か
ら
ず
。）

　

枝
葉
の
水
に
つ
か
る
よ
う
な
る
事
。

　

切
枝
と
て
十
文
字
に
見
切
る
事
。

　

本
き
れ
の
事
。

　

指
枝
と
て
面
へ
長
く
出
る
枝
の
事
。

　

壁
枝
と
て
後
ろ
へ
長
く
出
る
枝
葉
の
事
。

　

後
ろ
よ
り
前
へ
ま
わ
る
枝
の
事
。

　

瓶
の
口
よ
り
さ
が
る
枝
葉
の
事
。

　
　
　

以
上

　
古
代
十
ヶ
條
法
度
の
事

　

ぬ
き
と
を
し

　

主
さ
す
枝

　

ふ
く
め
ん
の
枝

　

な
け
き
の
枝

　

見
越
の
枝

　

胴
ぎ
り
の
枝

　

両
頭
の
枝

　

い
だ
く
枝

　

か
さ
な
る
枝

　

引
張
枝

　
　

以
上
古
き
板
書
に
出
た
り

　

右
の
外
三
十
六
ヶ
條
伝
授
の
法
度
有
定
名
目
の
法
度

共
名
付
く

　
立
花
八
戒

　

花
白
衣
に
て
指
事

　

庭
木
み
だ
り
に
所
望
の
事

　

他
流
の
花
を
誹そ
し

る
事

　

主
あ
る
花
形
盗
み
て
指
す
事

　

花
を
指
す
を
後
ろ
に
立
っ
て
見
る
事

　

花
礼
儀
な
く
て
見
る
事

　

人
の
花
率そ
つ
じ爾

に
な
お
す
事

　

心
花
に
あ
ら
ざ
る
事

㋐
同
意
に
て
嫌
う
べ
き
枝
の
事　
　

外
こ
れ
を
略
す

㋐

（
８
頁
へ
つ
づ
く
）
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十
三
ヶ
條
法
度
の
図

①
大
輪
水
ぎ
わ
。

②
葉
の
あ
る
物
を
花
ば
か
り
指
す
。

③
花
と
そ
の
葉
と
添
え
た
る
間
に
、
余
の
物
を
指
す
事

④
同
じ
物
を
二
所
に
指
す
事
。

⑤
草
に
て
木
を
つ
つ
み
、
木
に
て
草
を
つ
つ
む
事
。

⑥
た
け
く
ら
べ
。

⑦
水
に
つ
か
る
枝
。

⑧
十
文
字
。

⑨
も
と
ぎ
れ
。

⑩
む
か
ふ
指
し
。

⑪
壁
枝
。

⑫
後
ろ
よ
り
前
へ
ま
わ
る
枝
。

⑬
瓶
の
口
よ
り
さ
が
る
枝
。

㋑
一
木
一
草
の
中
に
て
た
け
く
ら
べ
苦
し
か
ら
ず
。

㋒
と
も
切
れ
は
苦
し
か
ら
ず
。

①

②

③

④
⑤

⑥

⑥

⑦

⑧

⑩

⑪

⑫

⑬

㋑㋒

⑨
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立
花
十
徳

 　

卑い
や

し
う
し
て
高
位
に
交
じ
る

　

花
に
他
念
無
し

　

衆
人
愛
敬

　

語
ら
ず
友
と
成
る

　

草
木
の
名
を
知
る

　

席
上
常
に
香
ば
し

　

朝
暮
風
流

　

諸
悪
離り
べ
つ別

　

精
魂
養
性

　

事
と
せ
ず
し
て
つ
か
え
仏
縁
あ
り

 

　
立
花
十
体

 　

正
風
体　
　

真
の
花
を
い
う

　

幽ゆ
う
げ
ん玄

体　
　

除
真
立
を
い
う

　

景
け
い
き
ょ
く
て
い

曲
体　
　

砂
の
物
を
い
う

　

野や
た
く沢

体　
　

草
花
立
を
い
う

　

池
中
体　
　

水
草
立
を
い
う

　

山さ
ん
と
う
ゆ
う
そ
う

頭
有
草
体

　

山
下
有ゆ
う
ち
く竹
体

　

枯こ
ぼ
く
ご
う
り
ょ
く

木
強
力
体

　

一い
っ
し
き色
体

　

乱
ら
ん
ぎ
ょ
く曲
体

 　

右
立
花
八
戒
、
十
徳
、
十
体
、
あ
る
師
家
秘
書
を
写

し
て
こ
れ
を
記
す
。

 　

五
節
句
の
花
、
并な

ら

び
に　

十
二
月
に
用
う
べ
き
花
、

目
録
あ
る
と
い
え
ど
、
花
の
盛
り
遅
速
あ
り
て
、
時
節

に
た
が
い
、又
所
に
よ
り
て
、ま
れ
な
る
草
木
も
あ
れ
ば
、

一
応
に
は
定
め
が
た
し
。
と
か
く
そ
の
時
節
相
応
の
花
、

所
々
の
珍
し
き
を
も
っ
て
立
つ
べ
き
な
り
。

 

　
祝
言
に
嫌
う
べ
き
事

 　

一
草
一
木
。
一
花
一
葉
。
六
花
六
葉
。
四
花
四
葉
。

四
草
四
木
。
末
の
と
ま
り
た
る
物
。
枯
れ
た
る
枝
葉
。

苔
晒
木
。
名
の
あ
し
き
物
。
同
釋
教
の
名
あ
る
草
木
を

嫌
う
。

　

茶
会
の
花
な
ら
ば
、
六
花
六
葉
、
四
花
四
葉
、
指
し

て
も
苦
し
か
ら
ず
。
又
貴
人
高
位
よ
り
給
わ
る
花
な
ら

ば
、
一
花
一
葉
に
て
も
立
つ
べ
し
。
花
の
数
多
く
と
も
、

残
さ
ず
指
す
も
の
な
り
。

　

寺
院
の
花
に
は
、釋
教
の
名
あ
る
草
、祝
儀
に
嫌
わ
ず
。

雁
足
な
ど
は
、
古
来
よ
り
嫌
う
。
外
こ
れ
に
な
ぞ
ら
え

て
知
る
べ
し
。

　

立
花
に
か
つ
て
用
い
ざ
る
物
。
香
り
の
あ
し
き
物
、

い
ば
ら
の
た
ぐ
い
、
雑ぞ
う

木
、
雑
草
、
食
物
の
類
い
な
り
。

　

わ
た
ま
し
の
花
に
、
檜
ひ
の
き

と
い
う
名
あ
し
け
れ
ど
、
又

火
の
く
と
云
う
義
理
を
も
っ
て
こ
れ
を
立
て
る
。
又
あ

か
き
花
、
あ
か
き
葉
、
赤
き
実
の
た
ぐ
い
を
、
い
む
と

い
え
ど
も
、
水
木
ば
か
り
は
水
と
云
え
る
名
あ
り
と
て

こ
れ
を
ゆ
る
す
。
火
の
く
と
云
う
も
、
水
木
と
い
う
も
、

む
つ
か
し
け
れ
ば
、
さ
さ
ざ
ら
ん
に
は
し
か
じ
。

　

古
き
花
書
に
云
わ
く
、
婚
礼
の
花
に
は
、
赤
き
花
を

聟む
こ

の
か
た
に
さ
し
、
婦
の
か
た
に
て
は
、
白
き
花
を
指

す
と
い
う
は
、
夫
婦
陰
陽
の
義
に
よ
る
か
。
蓋け
だ

し
赤
き

は
陽よ
う

に
し
て
末
さ
か
え
、
白
は
陰い
ん

に
し
て
不
祝
儀
な
り
。

婚
礼
の
夜
も
色
な
お
し
と
て
、
赤
き
衣
服
を
用
い
る
時

は
、
婦
の
方
と
て
、
赤
き
を
用
い
ざ
る
べ
け
ん
や
。

（　

釋
教
：
釈
教
、釈
迦
の
教
え
、仏
教
。　

蓋け
だ

し
：
ま
さ
し
く
。　

）
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シ
チ
ュ
ー
鍋
に
い
け
て　

櫻
子

　

シ
チ
ュ
ー
の
中
味
が
ブ
ク
ブ
ク
と
煮
え

立
つ
様
な
雰
囲
気
で
青
文
字
や
枯
れ
紫
陽

花
を
い
け
て
み
た
。

　

青
文
字
は
枝
が
折
れ
や
す
く
、
先
が

尖
っ
て
い
て
枝
を
集
め
る
よ
う
に
い
け
る

の
は
難
し
い
。

　

も
っ
と
沢
山
枝
を
買
え
ば
良
か
っ
た
な

と
反
省
。

　

青
文
字
は
早
春
の
頃
花
を
咲
か
せ
る
。

一
つ
の
蕾
の
中
に
３
〜
４
個
の
花
が
内
包

さ
れ
て
い
て
、
咲
き
出
す
と
全
体
が
ボ

リ
ュ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
て
可
愛
ら
し
い
。

　

ク
ス
ノ
キ
科
の
木
な
の
で
良
い
香
り
が

す
る
。
切
り
口
は
山
さ
ん
し
ょ
う椒の
香
り
に
似
て
い

る
よ
う
に
も
思
う
。
種
子
は
辛
い
の
で
、

生し
ょ
う
が姜
の
木
と
も
よ
ば
れ
る
。
木
肌
が
青
い

の
で
青
文
字
な
の
だ
が
、
黒
文
字
よ
り
も

柔
ら
か
い
気
が
す
る
。

　

時
折
よ
く
確
認
せ
ず
に
黒
文
字
の
楊
枝

を
買
う
と
青
っ
ぽ
い
木
肌
の
楊
枝
で
あ
っ

た
り
し
て
要
注
意
！
こ
れ
は
青
文
字
だ
と

思
う
。

シ
チ
ュ
ー
の
中
味
が
冷
め
な
い
様
に
、

暖
か
そ
う
な
シ
ョ
ー
ル
で
包
ん
で
。

　

花
材　

青
文
字
（
楠
科
）

　

紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　
　

薔
薇
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
製
シ
チ
ュ
ー
鍋
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第
65
回
華
道
京
展

テ
ー
マ
「
煌
め
い
て
京
の
花
」

①

②
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③

④

⑤

⑥
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草
木
の
風
興
　

　
仙
溪

　

古
い
花
書
に
「
風
ふ
う
き
ょ
う興

」
と
い
う
言
葉
が

出
て
く
る
。
室
町
時
代
後
期
、
立
て
花
の

名
手
で
あ
っ
た
池
坊
専
応
の
口
伝
を
記
述

し
た
「
池
坊
専
応
口
伝
」
は
、
次
の
よ
う

な
文
章
で
始
ま
る
。

瓶
に
花
を
さ
す
事
、
い
に
し
え
よ
り
あ

る
と
は
き
き
侍
れ
ど
、
そ
れ
は
う
つ
く

し
き
花
を
の
み
賞
し
て
、
草
木
の
風
興

を
も
わ
き
ま
へ
ず
、
只
さ
し
生
け
た
る

計ば
か
りな
り
。

こ
の
一
流
は
野
山
水
辺
を
の
づ
か
ら
な

る
姿
を
居
上
に
あ
ら
は
し
、
花
葉
を
か

ざ
り
、
よ
ろ
し
き
面
か
げ
を
も
と
と
し
、

先
祖
さ
し
初
め
し
よ
り
一
道
世
に
広
ま

り
て
、
都と

ひ鄙
の
も
て
あ
そ
び
と
な
れ
る

也
。

　

こ
の
文
章
の
あ
と
も
、「
絶
景
も
そ
こ
へ

行
か
ね
ば
見
ら
れ
な
い
し
、
絵
を
見
て
も

夏
涼
し
く
は
な
ら
ず
、
秋
に
香
り
が
す
る

わ
け
で
も
な
い
。
庭
に
山
を
築
き
泉
を
引

く
の
に
も
大
変
な
手
間
が
か
か
る
。（
そ
れ

な
の
に
）
僅
か
な
時
間
で
床
に
い
け
ら
れ

た
、
た
だ
少
し
の
水
と
小
さ
な
枝
が
、
奥

山
の
勝
景
を
あ
ら
わ
し
、
風
の
匂
い
ま
で

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ま
さ
に
妙
術
。

草
木
を
見
て
心
を
の
べ
、
春
秋
の
あ
わ
れ

を
思
う
な
ら
、
そ
の
悟
り
の
種
を
得
る
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
立
華
時
勢
粧
」
が
世
に
出
る
の
は
「
専

応
口
伝
」
か
ら
お
よ
そ
百
五
十
年
後
。
そ

の
序
文
で
も
「
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て

高
き
峰
、
深
き
溪た
に

を
小
床
に
縮
む
。
至
ら

ず
し
て
千
里
の
外
の
勝
景
を
み
る
こ
と
、

そ
の
術
、諸
芸
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。」

と
あ
る
。
ま
た
、「
立
花
八
戒
」
の
中
で
は

「
心
花
に
あ
ら
ざ
る
事
」
を
戒
め
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
冨
春
軒
仙
溪
も
、「
草
木
の
風

興
を
も
わ
き
ま
え
ず
只
さ
し
生
け
た
る
ば

か
り
」
で
は
い
け
な
い
と
考
え
て
い
た
に

ち
が
い
な
い
が
、
百
五
十
年
の
間
に
シ
ン

プ
ル
な
立
て
花
は
、
よ
り
複
雑
な
立
花
に

な
り
、
形
式
化
し
て
ゆ
く
中
で
、
今
一
度

自
然
に
目
を
向
け
、「
出
し
ゅ
っ
し
ょ
う
生
の
景
気
」
を

大
切
に
す
べ
き
だ
と
書
い
て
い
る
。

　

風
興
と
い
う
言
葉
は
漢
和
辞
典
に
「
風

趣
興
味
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
味
わ
い

深
い
お
も
む
き
」
と
も
言
い
か
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
か
。

　

自
然
に
目
を
向
け
、
出
生
を
よ
く
理
解

す
る
こ
と
と
同
時
に
、
心
に
留と
ど

め
た
草
木

の
風
興
を
い
け
る
よ
う
に
し
た
い
。

初
冬
の
風
興
　

∧
12
頁
の
花
∨

仙
溪

　

秋
の
木
瓜
、
咲
き
始
め
た
水
仙
、
寒
菊

の
赤
い
葉
。
こ
の
三
種
の
と
り
合
わ
せ
は

過
去
に
も
よ
く
い
け
て
い
る
。
た
だ
丁
寧

に
い
け
る
だ
け
で
、
初
冬
の
風
興
が
感
じ

ら
れ
る
。
ど
ん
な
器
に
い
け
る
か
に
も
よ

る
が
。

　

花
材　

木
瓜
（
薔
薇
科
）

　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　

寒
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
河
井
透
作
）
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ア
ロ
エ
「
不
夜
城
」

　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　
　
　

仙
溪

　

花
材　

ア
ロ
エ
・
不
夜
城
（
百
合
科
）

　
　
　
　

ア
マ
リ
リ
ス
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

枯
紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
宇
野
仁
松
作
）

　

ア
ロ
エ
の
園
芸
品
種
の
一
つ
ア
ロ
エ
・

ノ
ビ
リ
ス
が
不
夜
城
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

キ
ダ
チ
ア
ロ
エ
が
交
配
の
親
に
な
っ
て
い

る
そ
う
だ
。

　

キ
ダ
チ
ア
ロ
エ
は
か
つ
て
「
医
者
い
ら

ず
」
と
呼
ば
れ
て
、
怪
我
や
火
傷
の
民
間

薬
と
し
て
重
宝
な
植
物
で
あ
っ
た
。
私
も

子
供
の
頃
、
外
で
こ
ろ
ん
で
擦
り
剥
い
た

傷
を
治
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
ん
な
利
用
法
を
知
っ
て
い
る
人
も
少
な

く
な
っ
て
き
た
。

　

作
例
の
ア
ロ
エ
は
茎
が
ぐ
に
ゃ
り
と
曲

が
っ
て
い
た
の
で
そ
の
動
き
を
生
か
し

た
。
鉢
か
ら
切
る
の
は
勇
気
が
要
る
の

で
、
こ
こ
一
番
と
い
う
時
に
、
そ
の
価
値

に
相
応
し
い
花
材
を
と
り
合
わ
せ
て
い
け

た
い
。

　

大
輪
深
紅
の
ア
マ
リ
リ
ス
で
温
か
み
と

優
し
さ
を
加
え
、
少
し
青
み
の
残
る
枯
紫

陽
花
が
両
者
の
つ
な
ぎ
役
に
な
っ
て
く
れ

た
。
花
器
は
ど
こ
か
西
洋
的
な
雰
囲
気
を

感
じ
る
宇
野
仁
松
作
の
花
瓶
を
選
ん
だ
。

枯
紫
陽
花
と
ア
ロ
エ
の
根
の
色
が
器
と
同

化
し
て
不
思
議
な
一
体
感
を
感
じ
る
花
に

な
っ
た
。
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桐
と
梅
擬
と
寒
菊

　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　
　
　

仙
溪

　

花
材　

桐
（
桐
科
）

　
　
　
　

梅
う
め
も
ど
き擬（

黐も
ち

の
木
科
）

　
　
　
　

寒
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

紅
彩
釉
花
器
（
宇
野
仁
松
作
）

　

ざ
っ
く
り
と
し
た
季
節
の
投
入
。

　

大
き
な
口
の
器
に
た
っ
ぷ
り
の
水
を
入

れ
、あ
ま
り
背
が
高
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、

奥
行
き
の
あ
る
花
型
に
二
種
の
枝
を
留
め

て
ゆ
く
。
桐
も
梅
擬
も
葉
が
無
い
の
で
葉

の
茂
っ
た
花
を
添
え
る
。
こ
こ
は
敢
え
て

寒
菊
を
選
び
、
黄
色
い
蕾
と
赤
い
実
を
引

き
立
て
た
。

黄
金
の
舟
形
花
器

　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　
　
　

櫻
子

　

花
材　

ネ
リ
ネ
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

槍や
り
け
い
と
う

鶏
頭
（
莧ひ
ゆ

科
）

　
　
　
　

ド
ラ
セ
ナ
（
竜
り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん

舌
蘭
科
）

　

花
器　

金
彩
舟
形
花
器

　

こ
の
舟
形
の
器
は
両
親
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
で
買
っ
て
き
た
も
の
で
、「
花
ふ
た
り

旅
」
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
金
箔
で
装
飾

が
施
さ
れ
た
煌き
ら

び
や
か
な
器
だ
。
軽
い
器

な
の
で
重
た
い
花
材
は
似
合
わ
な
い
。
白

い
ネ
リ
ネ
と
槍
鶏
頭
、
赤
い
縁
取
り
の
ド

ラ
セ
ナ
を
膨
ら
み
の
あ
る
扇
型
に
い
け
て

み
た
。

　

12
月
は
赤
と
白
の
組
み
合
わ
せ
を
モ
ダ

ン
に
い
け
た
く
な
る
。
そ
ん
な
時
の
為
の

器
を
普
段
か
ら
見
つ
け
て
お
き
た
い
。
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

ス
タ
ー
リ
ン
ジ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

櫻
子

　

花
材　

ス
タ
ー
リ
ン
ジ
ア（
フ
ト
モ
モ
科
）

　
　
　
　

ガ
ー
ベ
ラ
2
色
（
菊
科
）

　
　
　
　

ス
テ
ン
レ
ス
玉

　

花
器　

赤
色
ガ
ラ
ス
鉢

　

こ
の
白
い
小
さ
な
玉
は
ス
タ
ー
リ
ン
ジ

ア
と
い
い
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
産
の
フ

ト
モ
モ
科
の
植
物
だ
。
フ
ト
モ
モ
科
と
い

え
ば
ユ
ー
カ
リ
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
他
に

も
ワ
ッ
ク
ス
フ
ラ
ワ
ー
、
ブ
ラ
シ
ノ
キ
、

そ
れ
に
グ
ア
バ
、
フ
ェ
イ
ジ
ョ
ア
と
い
っ

た
果
樹
な
ど
も
フ
ト
モ
モ
科
の
植
物
と
覚

え
て
お
き
た
い
。

　

ス
タ
ー
リ
ン
ジ
ア
は
赤
や
青
に
染
め
ら

れ
た
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
の
こ
と
も
あ
る

が
、
生
の
切
り
枝
は
は
じ
め
て
い
け
た
。

細
い
銀
色
に
も
見
え
る
毛
が
球
形
に
生
え

て
可
愛
ら
し
い
。
赤
と
白
の
ガ
ー
ベ
ラ
の

鉢
を
見
つ
け
た
の
で
、
鉢
か
ら
土
ご
と
は

ず
し
て
ビ
ニ
ー
ル
で
包
み
、
そ
の
ま
ま
花

器
に
入
れ
て
使
っ
た
。
毎
朝
少
量
の
水
を

土
に
染
み
込
ま
せ
て
、
長
く
飾
っ
て
お
け

た
。　
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

㉙

立
花
秘
傳
抄　

一　

　

常と

き

わ

ぎ

磐
木
之
部
（
つ
づ
き
）

　

晒し
ゃ
れ木

　

非
祝
言
。
上
中
下
。

　

晒
木
を
用
い
る
木
八
つ
あ
り
。
楓
か
え
で、
柳
、
松
、
檜
、

梅
擬
（
ほ
そ
き
晒
を
用
い
る
）、
柏
か
し
わ（
同
上
）、
梅
（
口

伝
）、
円い
ぶ
き栢
。

　

晒
木
は
高
山
の
大
木
、
し
か
も
そ
の
性
か
た
く
齢
よ
わ
い

久

し
き
物
は
、
か
な
ら
ず
木
ず
え
晒
木
と
な
る
な
り
。
凡お
よ

そ
晒
木
に
生
を
付
け
ん
と
思
わ
ば
、
必
ず
ま
ず
出
生
を

見
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
能
く
相
応
し
た
る
を
専
一
と
す
。

　

楓
か
え
で、

松
、
檜
、
円
栢
、
右
の
四
木
は
高
山
出
生
の
物

な
れ
ば
、
白
く
よ
く
晒
て
景
気
異
曲
に
す
る
ど
な
る
を

用
う
べ
き
な
り
。

　

梅
擬
、
柏
は
さ
の
み
高
山
の
物
な
ら
ね
ば
、
白
く
晒

す
る
ど
な
る
は
う
つ
ら
ず
。
枝
ほ
そ
く
す
な
お
な
る
を

用
う
べ
き
。
此
の
さ
か
い
よ
く
よ
く
工
夫
な
し
て
立
つ

べ
き
も
の
な
り
。

　

柳
は
幽

ゆ
う
こ
く
が
ん
じ
ょ
う

谷
岸
上
に
生
え
る
物
な
る
ゆ
え
、
白
く
き
れ

い
に
枝
く
る
い
た
る
は
う
つ
ら
ず
。
朽く
ち
き木

の
柳
と
い
え

ば
、
や
わ
ら
か
に
朽
ち
た
る
ご
と
く
な
る
を
よ
し
と
す

（
口
伝
）。

　

梅
の
し
ゃ
れ
は
太
き
を
嫌
ず
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
苔
の

付
て
や
わ
ら
か
な
る
は
景
気
よ
く
う
つ
る
物
な
り
。
是

一
つ
の
習
い
な
り
。

　

晒
木
は
古
法
に
水
際
に
て
見
す
る
事
を
嫌
う
と
い
え

ど
も
、
立
て
様
に
て
く
る
し
か
ら
ず
。

　

苔
　

非
祝
言
。
上
中
下
。
多
識
に
云
う
、
百な
が
き
こ
け

蕊
草
、
艾
よ
つ
の

納こ
け

。
日
本
私
記
、
蘿こ
け

、
蘚こ
け

。
和
名
、
日
影
草
（
木
の

苔
未
詳
）

堀
川
百
首

　

よ
こ
ね
島
下
葉
に
お
ふ
る
さ
か
り
苔
露
か
か
ら
ね

ば
か
わ
く
ま
も
な
し

新
千
冬

　

み
ど
り
な
る
苔
の
む
す
木
も
白
妙
の
雪
ふ
り
に
け

り
天
の
か
ぐ
山

　

古
来
祝
言
の
花
に
苔
を
遣
う
と
い
え
ど
今
様
に
是
を

用
い
ず
。
自
然
と
葉
の
付
き
た
る
木
に
苔
の
付
た
る
は

用
う
べ
き
か
。
枯
れ
て
葉
も
な
く
朽く

ち
て
枝
も
な
き
木

に
、
苔
の
付
た
る
を
祝
言
と
は
い
い
が
た
し
。
立
花
制

法
の
言
葉
に
い
う
、
祝
言
の
花
に
嫌
う
べ
き
物
、
す
え

の
と
ま
り
た
る
物
、
枯
れ
た
る
枝
、
こ
の
言
葉
顕け
ん
ぜ
ん然
な

り
。
和
名
に
日
陰
草
と
あ
れ
ば
目
出
度
き
物
な
り
と
云

え
り
。
大
に
笑
う
べ
し
。
さ
ざ
れ
石
の
巌
い
わ
お
と
な
り
て
苔

の
む
す
ま
で
と
読
め
る
は
あ
れ
ど
も
、
木
に
付
た
る
苔

を
祝
儀
に
読
め
る
証
歌
あ
り
や
覚
束
な
し
。
さ
れ
ば
極

真
立
の
花
に
苔
を
用
い
ざ
る
こ
と
を
、
是
祝
言
に
あ
ら

ざ
る
道
理
必
然
な
り
。

　

苔こ

け木
祝
言
に
あ
ら
ず
と
い
え
ど
、
松
の
一
色
に
は
遣

う
て
苦
し
か
ら
ざ
る
、
口
伝
あ
り
。
あ
る
師
の
云
う
、

た
と
え
ば
貴
人
高
位
の
御
祝
に
饗
き
ょ
う
ぜ
ん膳を

奉
る
に
干
し
た

る
魚
、
死
し
た
る
鳥
、
そ
の
か
た
ち
な
が
ら
も
奉
た
て
ま
つる
と

円
栢
＝
伊
吹
（
柏
槙
、
真
柏
）。

ひ
か
げ

ひ
か
げ
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い
え
ど
、
御
祝
い
の
大た
い
ほ
ん本
に
ひ
か
れ
て
不
祝
儀
と
は
云

い
が
た
し
。
松
の
一
色
も
か
く
の
ご
と
し
。
松
は
祝
言

第
一
の
物
、
そ
の
上
余
木
を
ま
じ
え
ず
立
て
る
時
は
こ

れ
極
々
の
祝
儀
な
る
故
、
苔
を
ま
じ
え
て
も
苦
し
か
ら

ず
と
云
え
り
。
し
か
れ
ど
も
す
こ
し
づ
つ
の
あ
し
ら
い

に
遣
い
て
七
つ
の
大
枝
に
遣
う
こ
と
な
し
。
こ
の
説
の

外
口
伝
あ
り
。

　

追
善
の
立
花
に
苔
晒
木
を
立
て
ざ
る
流
も
あ
り
。
又

立
て
る
流
も
あ
り
。
そ
の
立
て
ざ
る
と
云
う
道
理
い
か

に
と
尋
ね
る
に
、
返
答
ま
ち
ま
ち
な
れ
ど
も
正
理
に
叶

わ
ざ
る
に
よ
り
て
爰こ
こ

に
略
す
。
師
伝
に
云
わ
く
、
百
年

な
い
し
二
、三
百
年
の
追
善
の
立
花
に
は
、
必
ず
松
な

ど
の
老
い
た
る
苔
晒
木
の
年
ふ
り
た
る
気
色
を
瓶
に
う

つ
す
べ
し
と
云
え
り
。
然
る
に
こ
の
教
え
の
心
を
取
り

ち
が
え
て
新
仏
の
追
善
に
は
苔
晒
木
を
立
て
ざ
る
と
心

得
た
る
も
の
か
。
苔
晒
木
は
立
花
第
一
の
荘
厳
と
見
る

時
は
さ
の
み
嫌
う
べ
き
に
あ
ら
ず
。

　

苔
晒
木
を
遣
う
に
習
い
あ
り
。
た
と
え
ば
人
の
子
を

養
っ
て
我
が
子
と
見
る
よ
う
に
育
て
る
心
を
も
っ
て
指

す
べ
し
と
云
え
り
。
さ
れ
ば
鎌
倉
の
栢い
ぶ
き樹
に
熊
野
の
晒

木
、
そ
の
生
所
万
里
へ
だ
つ
と
い
え
ど
瓶
上
に
立
て
合

わ
す
る
に
体
用
和
合
し
て
一
木
の
景
気
を
な
す
。
こ
れ

立
花
の
妙
に
あ
ら
ず
や
。
初
心
巧
者
に
よ
ら
ず
こ
の
さ

か
い
を
よ
く
よ
く
工
夫
し
て
上
手
に
な
る
べ
し
。
花
道

の
楽
た
の
し
みと
す
る
と
こ
ろ
こ
れ
よ
り
外
は
な
し
。

※
参
考
文
献

『
い
け
ば
な
美
術
名
作
集　

第
三
巻　

立
華
時
勢
粧
』

　
（
日
本
華
道
社
刊
）

『
花
道
古
書
集
成　

第
一
期
第
二
巻
』

　
（
大
日
本
華
道
界
刊　

思
文
閣
出
版
刊
）

※
立
花
図
転
載

『
華
道
古
典
名
作
選
集　

立
華
時
勢
粧
』

　
（
思
文
閣
出
版
刊
）

第
七
十
七
図

一
株
砂
物　

西
村
松
庵
（
初
版
で
は
冨
春
軒
）

梅　

苔　

松　

晒　

水
仙　

椿　

著
莪　

嫩

　
「
御
祝
い
の
席
で
は
、
生
き
た
木
に
自
然
に
苔
が
つ
い
て
い
る
も

の
は
良
い
が
、
枯
木
の
苔
は
相
応
し
く
な
い
。
極
真
立
に
も
苔
木

は
用
い
な
い
。
又
、
松
一
色
に
は
あ
し
ら
い
に
使
っ
て
よ
い
。」
と

書
か
れ
て
い
る
。
今
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
ず
に
使
う
が
、
心
得
て

お
き
た
い
。

　

鎌
倉
の
伊
吹
に
、
遠
く
離
れ
た
熊
野
の
晒
木
を
立
て
合
わ
せ
て

一
木
の
景
色
を
つ
く
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
花
道
の
楽
し
さ
が
あ

る
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
後
、苔
木
晒
木
の
解
説
は
ま
だ
続
く
が
、「
立
花
時
勢
粧
・
中
」

よ
り
一
株
砂
物
の
図
を
紹
介
し
て
お
く
。
初
版
で
は
冨
春
軒
作
と

な
っ
て
い
る
。
梅
の
苔
と
松
の
晒
が
花
形
の
要
か
な
め
に
な
っ
て
い
る
。
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第
3 1
回
国
民
文
化
祭
・

あ
い
ち
２
０
１
６

華
道
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　

会
期　

11
月
1
日
㈫
〜
6
日
㈰

　

会
場　

名
古
屋
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
栄

　
（
公
財
）
日
本
い
け
ば
な
芸
術
協
会
・

　

役
員
招
待
出
品　

桑
原
仙
溪

　

花
材　

サ
ン
ス
ベ
リ
ア
・
ア
ル
ボ
レ
ッ

セ
ン
ス
（
竜
り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん

舌
蘭
科
）

　

ア
ロ
エ
・
不
夜
城
（
百
合
科
）

　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
（
里
芋
科
）

　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
の
枯
葉

　

花
器　

陶
大
壺
（
近
藤
豊
作
）

　

今
号
の
表
紙
と
裏
表
紙
の
花
材
を
名
古

屋
で
の
花
展
に
出
品
し
た
。
ど
ち
ら
も
葉

先
が
尖
っ
て
い
る
の
で
扱
い
に
難
儀
し
た

が
、
近
藤
豊
さ
ん
の
ど
っ
し
り
し
た
器
が

し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
く
れ
た
。

　

会
期
中
「
琳
派
４
０
０
年
、
花
遊
び
の

系
譜
」「
い
け
ば
な
の
未
来
」
を
テ
ー
マ

に
記
念
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
っ

た
。

　

合
間
を
縫
っ
て
徳
川
美
術
館
へ
行
っ
て

み
た
が
、
解
説
が
分
か
り
や
す
く
、
江
戸

時
代
の
武
家
文
化
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出

来
た
。
中
で
も
鼓
つ
づ
み
ば
こ箱の
お
囃は
や

し
と
舞ま
い

の
デ

ザ
イ
ン
が
秀
逸
で
し
ば
し
見
入
っ
て
し

ま
っ
た
。
私
に
と
っ
て
貴
重
な
出
逢
い
。

　
（
写
真
①
②
）

②
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立
花
時
勢
粧
の
水
仙
一
色
立
花

仙
溪

　

花
型　

水
仙
一
色
立
花　

行
の
草

　

花
材　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　

寒
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

銅
立
花
瓶

　

撮
影　

水
沢
圭
介

　

京
都
新
聞
に
一
年
間
連
載
さ
れ
る
「
華

の
時
代　

二
条
城
に
い
け
る
」
の
た
め
に

立
て
た
水
仙
の
立
花
。
背
景
は
二
条
城
二

の
丸
御
殿
「
遠
と
お
ざ
む
ら
い
侍
」
勅ち
ょ
く
し使
の
間
に
隣
接

す
る
帳
ち
ょ
う
だ
い
が
ま
え

台
構
。（
11
月
11
日
㈮
夕
刊
掲
載
）

　

ぼ
ん
や
り
見
え
る
障
壁
画
は
菊
で
あ

る
。
狩
野
甚じ
ん
の
じ
ょ
う

之
丞
（
永
徳
の
甥
）
の
作
と

さ
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
撮
影
に
あ
た
り
、「
立
花
時
勢

粧　

下
」
に
あ
る
「
水
仙
一
色
」
3
図
の

う
ち
の
一
つ
を
模
し
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
絵
の
中
の
葉
が
立
体
と
し
て
ど
こ
へ

出
て
い
る
の
か
想
像
し
な
が
ら
だ
っ
た

が
、
ま
さ
に
「
自
由
」
を
得
た
人
の
表
現

だ
な
と
感
じ
た
。

　

教
わ
っ
た
花
型
に
い
け
る
こ
と
は
い
つ

か
で
き
る
。
そ
の
先
の
「
自
由
自
在
」
な

花
を
目
指
そ
う
。

立
花
時
勢
粧
よ
り
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東
寺
・
灌か

ん
じ
ょ
う
い
ん

頂
院

夜や
し
ゃ
じ
ん
り
ゅ
う
ぞ
う

叉
神
立
像　

献
花

這は
い
び
ゃ
く
し
ん

柏
槙
の
生
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

草
型　

副そ
え

流
し

　

花
材　

這
柏
槙
（
檜
科
）

　

花
器　

銅
薄
う
す
ば
た

端

　

弘
法
大
師
空
海
が
彫
っ
た
と
伝
わ
る
夜

赤
芽
柳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

草
型　

留と
め

流
し

　

花
材　

赤
芽
柳
（
柳
科
）

　

花
器　

煤
竹
竹
筒

　

赤
芽
柳
15
本
の
生
花
。
赤
芽
柳
は
日
の

当
た
る
側
と
裏
側
と
で
は
枝
の
色
が
違

う
。
い
け
終
え
た
時
に
飴
色
の
木
肌
が
す

べ
て
こ
ち
ら
を
む
い
て
く
れ
る
と
、
全
体

が
一
体
に
な
っ
て
美
し
い
。

　

作
例
は
枝
の
捌さ
ば

き
に
乱
れ
が
残
る
が
、

多
少
目
を
つ
む
っ
て
花
型
の
参
考
に
掲
載

し
て
お
く
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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ね
こ
ち
ぐ
ら

　

去
年
の
冬
に
戴
い
た
ね
こ
ち
ぐ
ら
。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
は
寒
く
な
る
と
ね
こ
ち

ぐ
ら
の
中
で
丸
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
お
気
に
入
り
の
マ
イ
ホ
ー
ム
。

叉
神
立
像
（
阿あ
ぎ
ょ
う形

と
吽
う
ん
ぎ
ょ
う形）

の
特
別
公
開

に
あ
わ
せ
て
、
京
都
い
け
ば
な
協
会
か
ら

10
名
が
献
花
の
い
け
ば
な
展
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
私
は
両
像
の
間
に
居
ら
れ
た

不
動
明
王
立
像
（
平
安
時
代
）
の
横
に
、

ハ
イ
ビ
ャ
ク
シ
ン
を
銅
器
に
い
け
た
。

　

私
は
は
じ
め
て
夜
叉
神
像
を
拝
ん
だ

が
、
普
段
は
そ
れ
ぞ
れ
専
用
の
お
堂
に
居

ら
れ
る
の
で
、
格
子
の
間
か
ら
拝
ま
れ
る

方
も
多
い
と
聞
く
。
歯
痛
を
治
し
て
下
さ

る
と
も
。

　

夜
叉
神
様
の
全
身
は
蜂
の
巣
穴
が
開
い

て
痛
々
し
い
。
そ
れ
で
も
な
お
見
る
者
に

不
思
議
な
力
を
与
え
て
下
さ
る
。
照
明
に

浮
か
ぶ
お
顔
は
、
想
像
し
て
い
た
よ
り

ず
っ
と
優
し
い
印
象
。
周
囲
の
い
け
ば
な

を
喜
ん
で
下
さ
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
642
号　

2016
年
12
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
四
〇
円
（
消
費
税
込
）       http://w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

サ
ン
ス
ベ
リ
ア
・

ア
ル
ボ
レ
ッ
セ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

サ
ン
ス
ベ
リ
ア
・
ア
ル
ボ
レ
ッ

セ
ン
ス
（
竜
り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん

舌
蘭
科
）

　
　
　
　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
（
里
芋
科
）

　

花
器　

陶
大
壺
（
近
藤
豊
作
）

　

こ
の
観
葉
植
物
は
サ
ン
ス
ベ
リ
ア
の
仲

間
で
、
硬
い
緑
色
の
葉
の
先
端
が
鋭
く

尖
っ
て
い
る
。
ア
ル
ボ
レ
ッ
セ
ン
ス
と
は

「
木
の
よ
う
な
」
と
か
「
木
の
性
質
を
も
っ

た
」
と
い
う
意
味
だ
そ
う
だ
。
い
わ
ゆ
る

「
木き
だ
ち立

サ
ン
ス
ベ
リ
ア
」
で
あ
る
。
名
古

屋
の
花
展
で
、
同
じ
器
に
立
て
て
い
け
た

（
８
頁
）
の
で
合
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
き

た
い
。
花
茎
の
枯
れ
た
も
の
が
で
て
い
た

の
で
傷
め
な
い
よ
う
に
大
事
に
残
し
て
撮

影
し
た
。
朽
ち
た
物
の
持
つ
自
然
味
が
加

わ
る
と
、
植
物
の
経
て
き
た
時
間
に
思
い

を
巡
ら
せ
ら
れ
る
。
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カ
ン
ガ
ル
ー
ポ
ー

　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　
　

櫻
子

　

花
材　

カ
ン
ガ
ル
ー
ポ
ー
２
種

　
　
　
　
　
（
ハ
エ
モ
ド
ル
ム
科
）

　
　
　
　

薔
薇
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
製
鍋
（
林 

聡
江
作
）

　

見
れ
ば
見
る
ほ
ど
不
思
議
な
花
。
先
が

６
つ
に
裂
け
て
い
て
、
細
い
毛
に
覆
わ

れ
た
筒
状
の
花
を
咲
か
せ
る
が
、
カ
ン
ガ

ル
ー
の
前
足
（
ポ
ー
）
に
確
か
に
似
て
い

る
よ
う
な
気
が
す
る
。
カ
ン
ガ
ル
ー
を
近

く
で
見
た
事
が
な
い
の
で
、
な
ん
と
も
い

え
な
い
が
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
産
の
ハ
エ
モ
ド
ル

ム
科
だ
が
、
ハ
エ
モ
ド
ル
ム
と
は
「
血
の

贈
り
物
」
と
い
う
意
味
。
昔
か
ら
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
人
達
が
、
赤
い
地
下
茎
を
食

用
に
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
。
花
色
は
黄

色
だ
け
で
は
な
く
、
赤
、
黒
、
オ
レ
ン
ジ
、

紫
と
多
彩
だ
。
今
回
は
ピ
ン
ク
シ
ル
バ
ー

も
混
ぜ
て
み
た
。
土
鍋
に
い
け
て
暖
か
な

雰
囲
気
に
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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汽
車
ポ
ッ
ポ

　
　
　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　
　

櫻
子

　

花
材　

ヒ
ペ
リ
カ
ム
（
弟お
と
ぎ
り
そ
う

切
草
科
）

　
　
　
　

ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ
ア

　
　
　
　
　
（
ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ
ア
科
）

　
　
　
　

ダ
リ
ア
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
製
機
関
車

　
「
長
ら
く
流
誌
に
続
け
て
き
た
『
ホ
ッ

ホ
チ
ャ
ン
と
ケ
ン
チ
ャ
ン
』
は
、
素
子
と

孫
の
健
一
郎
の
会
話
か
ら
生
ま
れ
た
、
い

わ
ば
『
花
遊
び
』
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
『
花
遊
び
』
を
通
じ
て
、

い
け
ば
な
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
も
ら
い

た
か
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
父
が
本
の
序

文
に
書
い
て
い
る
。
健
ち
ゃ
ん
も
21
才
に

な
っ
た
。
お
友
達
を
相
手
に
先
日
は
じ
め

て
の
稽
古
を
し
て
い
た
が
、
い
け
ば
な
へ

の
興
味
が
深
ま
っ
て
き
た
よ
う
だ
。

　

子
供
の
た
め
に
い
け
る
花
。
そ
ん
な
気

持
を
こ
め
て
焼
き
物
の
機
関
車
に
花
を
い

け
た
。
シ
ュ
ッ
ポ
シ
ュ
ッ
ポ
と
、
童
心
に

帰
っ
て
、
心
は
野
山
を
駆
け
巡
る
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

ロ
イ
ヤ
ル
マ
ッ
カ
ム

　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

躑
躅
（
躑
躅
科
）

　
　
　
　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　
　
　
　
　
（
ロ
イ
ヤ
ル
マ
ッ
カ
ム
窯
）

　

仙
齋
＆
素
子
の
「
花
ふ
た
り
旅
」
オ
ラ

ン
ダ
編
で
、「
野
道
の
お
地
蔵
さ
ん
に
供

え
た
花
の
よ
う
」と
父
が
書
い
て
い
る
が
、

牧
場
の
柵
に
縄
で
括く
く

り
つ
け
て
い
た
の
は

こ
の
花
器
で
あ
る
。
デ
ル
フ
ト
陶
器
の
工

房
の
一
つ
、
マ
ッ
カ
ム
窯
で
作
ら
れ
た
も

の
は
、
現
在
ロ
イ
ヤ
ル
マ
ッ
カ
ム
と
呼
ば

れ
て
い
る
。

　

時
々
、
稽
古
場
の
棚
に
飾
っ
て
い
る

が
、
和
室
の
雰
囲
気
に
も
程
良
く
調
和
し

て
く
れ
る
。
日
本
の
伊
万
里
を
真
似
て
絵

付
け
が
な
さ
れ
た
歴
史
を
持
つ
か
ら
か
も

し
れ
な
い
。マ
ッ
カ
ム
窯
の
歴
史
は
古
く
、

１
５
７
２
年
創
業
だ
そ
う
だ
。

　

は
じ
め
て
和
花
を
い
け
て
み
た
が
、
優

し
く
受
け
止
め
て
く
れ
た
。
初
冬
の
仄ほ
の

か

な
緊
張
感
が
心
地
よ
い
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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シ
ン
フ
ォ
リ
カ
ル
ポ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

櫻
子

　

花
材　

シ
ン
フ
ォ
リ
カ
ル
ポ
ス（
忍
す
い
か
ず
ら冬
科
）

　
　
　
　

ユ
ー
カ
リ
の
蕾（
フ
ト
モ
モ
科
）

　
　
　
　

デ
ン
フ
ァ
レ
（
蘭
科
）

　
　
　
　

ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス
（
百
合
科
）

　

花
器　

鹿
耳
ワ
イ
ン
ク
ー
ラ
ー

　

ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ
の
実
か
な
？
と
思
う

ほ
ど
似
て
い
る
が
、
実
が
密
集
し
て
ブ
ド

ウ
の
よ
う
に
固
ま
っ
て
付
い
て
い
る
。
こ

れ
は
北
ア
メ
リ
カ
原
産
ス
イ
カ
ズ
ラ
科
の

シ
ン
フ
ォ
リ
カ
ル
ポ
ス
と
い
う
名
前
の
木

だ
。
寒
冷
地
で
も
暖
地
で
も
良
く
育
つ
の

で
最
近
よ
く
見
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

白
い
実
の
改
良
種
も
あ
る
が
、
ワ
イ
ン

レ
ッ
ド
色
は
原
種
に
近
い
ら
し
い
。
葉
が

付
い
て
い
て
も
取
り
去
っ
て
い
け
た
方
が

い
い
。
ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス
の
よ
う
な
た
っ

ぷ
り
の
緑
を
添
え
る
事
で
艶
や
か
な
姿
に

な
る
。

　

グ
レ
ー
の
実
に
似
て
い
る
の
は
ユ
ー
カ

リ
・
グ
ロ
ボ
ラ
ス
ベ
リ
ー
の
花
の
蕾
つ
ぼ
み。
ど

ち
ら
も
弧
を
描
く
姿
が
綺
麗
で
取
り
混
ぜ

て
い
け
て
み
た
。
白
い
デ
ン
フ
ァ
レ
を
足

元
に
挿
し
て
、
こ
れ
も
ク
リ
ス
マ
ス
に
飾

ろ
う
か
な
。

カ
ラ
フ
ル
な
い
け
ば
な
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

櫻
子

　

小
学
校
の
音
楽
教
師
を
さ
れ
て
い
る
鈴

木
慶
由
さ
ん
が
、
京
都
市
の
子
供
教
室
案

内
を
利
用
し
て
、
月
一
回
の
こ
ど
も
い
け

ば
な
教
室
（
毎
月
申
込
制
）
を
始
め
て
９

年
目
に
な
る
。
そ
の
初
め
て
の
発
表
会
に

全
面
的
に
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
小

さ
く
て
も
カ
ラ
フ
ル
で
セ
ン
ス
の
良
い
花

会
に
な
っ
た
。
き
っ
と
い
つ
ま
で
も
皆
の

記
憶
に
残
る
こ
と
と
思
う
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

①
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京
都
新
聞
10
月
21
日
㈯
朝
刊
・
京
の
彩
時
記
「
道
を
究
め
る
」
に
櫻
子
副
家

元
の
こ
と
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。（
車
の
広
告
企
画
連
載
と
し
て
）

レ
モ
ン
師
匠

床
の
間
を
拝
見
す
る
レ
モ
ン
師
匠
。

稽
古
中
に
集
ま
っ
て
お
軸
の
絵
の
説
明
を
し

て
い
た
ら
、い
つ
の
間
に
か
特
等
席
に
座
っ
て
、

一
緒
に
話
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。
い
つ
に
な
く

姿
勢
も
い
い
よ
う
な
。
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

㊵

立
花
秘
傳
抄　

二　

　

実
之
部
（
つ
づ
き
）

藜お
も
と蘆

　

祝
言
。
葱そ
う
ぜ
ん苒
、
葱そ
う
え
ん炎
、
老お

も

と
母
草
（
藻
塩
に
有
り
）。

　

老お

も

と
母
草
は
前
置
ば
か
り
に
用
い
て
、
外
に
遣
う
こ

と
な
し
。
花
道
第
一
の
秘
伝
の
物
な
り
。

　

お
も
と
に
指
し
合
わ
せ
ぬ
物
。
草
木
の
実
の
た
ぐ
い
。

同
広
葉
の
た
ぐ
い
。
著
莪
、
水
仙
、
く
ま
ざ
さ
。

　

葉
数
七
枚
九
枚
、
も
し
く
は
十
一
枚
、
半は
ん

に
遣
う
。

常
の
こ
と
な
り
。
又
六
枚
八
枚
十
枚
、
調
ち
ょ
う

に
遣
う
て
も

苦
し
か
ら
ず
。
口
伝
。

　

お
も
と
の
実
一
つ
を
一
株
立
て
と
い
う
。
二
つ
を
二

株
と
云
う
。
葉
つ
か
い
そ
の
外
、
秘
伝
あ
り
。
師
範
な

く
て
は
立
つ
べ
か
ら
ず
。
凡お
よ

そ
そ
の
姿
ば
か
り
を
云
う

時
は
、
葉
組
し
ま
り
た
る
は
幽
玄
な
ら
ず
。
ゆ
る
や
か

第
八
十
七
図

立
花　

柳
除
真　

お
も
と
前
置

冨
春
軒

柳　

梅　

柘
植　

苔　

嫩　

檜　

万
年
青

な
る
時
は
、
く
だ
け
て
勢
い
な
し
。
緩
か
ら
ず
急
な

ら
ず
。
そ
の
さ
か
い
に
至
り
て
は
、
輪り
ん
へ
ん扁
か
輪
た
る

べ
し
。
た
と
え
ま
た
伝
受
し
た
り
と
も
、
執
行
未
熟

の
人
な
ら
ば
、
出
生
玄
妙
の
所
、
瓶
上
に
い
か
で
か

う
つ
さ
ん
や
。

半
＝
奇
数
。　

調
＝
偶
数
。　

執
行
＝
修
行
。　

い
か
で
か
う
つ
さ
ん
や
＝
ど
の
よ
う
に
し
て
う
つ
せ
る
だ
ろ
う
（
い
や
、
う
つ
せ
る
は
ず
が
な
い
）。

※
前
号
の
訂
正
＝
（
７
頁
）
燈ほ
う
づ
き

籠
草

、
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あ
る
師
の
云
う
。
古
代
は
お
も
と
の
前
置
、懇
望
度
々

に
お
よ
び
て
立
て
る
と
い
え
ど
、
座
席
を
え
ら
び
、
床

に
あ
ら
ざ
れ
ば
指
さ
ず
。
立
て
る
所
へ
人
の
来
る
事
を

ゆ
る
さ
ず
。
花
立
て
し
ま
い
水
打
ち
て
、
あ
る
い
は
客
、

亭
主
よ
り
外
、
見
す
る
こ
と
な
し
。
そ
の
後
前
置
を
あ

げ
て
花
台
の
上
に
お
き
、
花
形
ば
か
り
を
残
し
て
、
扨さ
て

あ
ま
ね
く
見
す
る
、
こ
れ
古
法
な
り
。
誠
に
花
道
を
重

ん
じ
、
そ
の
つ
た
え
の
大
切
な
る
こ
と
こ
の
如
し
。
近

代
は
茶
会
の
花
と
も
い
わ
ず
、
相
伝
な
き
人
も
妄み
だ

り
に

こ
れ
を
さ
す
。
道
お
ろ
そ
か
に
す
る
の
い
た
り
、
な
げ

か
し
き
事
な
り
。

通
用
物
之
部　

附
目
録

竹　

　

笹　

　

牡
丹　

藤　

　

小
し
だ　

　

萩　

酴や
ま
ぶ
き・

庭
桜

　

粉て
ま
り
の
は
な

団
花　

小
て
ま
り　

　

米
柳　

　

小
米
花　

黄お
う
ば
い梅　

　

連
れ
ん
ぎ
ょ
う翹　

　

種
み
む
ら
さ
き紫　

つ
る
水
木　

　

え
び
つ
い
ば
ら　

仙
せ
ん
り
ょ
う蓼　

き
じ
の
尾　

　

下
野　

　

荵
し
の
ぶ

矢や
は
づ筈　

　

磐い
わ
な
し梨　

　

が
ん
そ
く

白は
く
ち
ょ
う
げ

丁
花　

　

薔し
ょ
う
び薇　

　

磐
檜
葉

ひ
と
つ
葉　

　

茘れ
い
し枝

　

通
用
物
と
は
出
生
木
に
あ
ら
ず
、
草
に
あ
ら
ざ
る
物

な
り
。竹
ま
ず
通
用
の
第
一
な
り
。藤
こ
れ
に
次
ぐ
。（
本

草
に
つ
る
の
部
に
入
り
、
歌
事
に
草
の
部
に
入
る
）。
つ

る
水
木
、
連
翹
の
た
ぐ
い
も
又
同
じ
。
そ
の
茎
、
木
に

し
て
木
に
あ
ら
ざ
る
は
南
天
、牡
丹
の
た
ぐ
い
な
り
。茎
、

草
の
ご
と
く
し
て
冬
枯
れ
せ
ざ
る
は
山
吹
、
庭
桜
の
類
た
ぐ
い

な
り
。
常
に
山さ
ん
ぼ
く木
に
生
え
混
じ
り
て
、
野
に
生
え
ざ
る

は
小こ

し

だ
羊
歯
、
一
つ
葉
の
た
ぐ
い
な
り
。
た
と
い
末す
え
の
よ代
に

珍
し
き
草
木
出
た
り
と
も
、
右
の
理
を
も
っ
て
立
花
に

用
い
る
も
の
な
り
。

　

立
花
の
上
に
は
木
を
山
と
見
な
し
、
草
を
野
と
詠
め
、

木
は
木
に
つ
づ
き
、
草
は
草
に
つ
づ
き
て
、
縁
の
切
れ

ざ
る
を
第
一
と
す
。
十
三
ケ
条
法
度
に
云
う
。
草
に
て

木
を
包
み
、
木
に
て
草
を
つ
つ
む
と
。
然
る
に
通
用
の

徳
た
る
こ
と
、
木
と
木
と
の
間あ
い

に
立
て
る
時
は
木
と
な

り
、
草
と
草
と
の
中
に
立
て
れ
ば
草
と
な
る
。
こ
れ
重

宝
の
物
な
り
。

　
「
実
の
部
」
の
最
後
は
花
道
第
一
の
秘
伝
の
も
の
、
万お

年も

青と

に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
万
年
青
の
あ
る
立
花
図
は
３

つ
あ
り
、
そ
の
う
ち
２
つ
は
桜
一
色
の
前
置
に
な
っ
て
い
る
。

も
う
1
つ
は
「
立
花
時
勢
粧
・
下
・
秘
曲
の
図
」
の
中
の
「
お

も
と
前
置
」
と
名
が
つ
い
た
第
八
十
七
図
で
あ
る
。

　

万
年
青
に
は
実
の
類
、
広
葉
の
類
を
一
緒
に
使
わ
な
い
こ

と
。
著
莪
、
水
仙
、
熊
笹
も
だ
め
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
は
万
年
青
に
対
す
る
敬
意
の
表
れ
で
あ
る
。
桜
一
色
の

と
こ
ろ
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、
桜
や
万

年
青
を
扱
う
時
の
心
構
え
と
し
て
知
っ
て
お
き
た
い
。

　

第
八
十
七
図
で
は
枝
垂
柳
、
紅
白
の
梅
、
柘つ

げ植
で
主
な
役

枝
を
つ
く
り
、
正
真
と
あ
し
ら
い
に
紅
い
若
葉
と
檜
葉
が
見

え
る
。
落
ち
つ
い
た
風
格
の
中
に
も
命
の
鼓
動
を
感
じ
る
。

そ
の
命
の
大お
お
も
と本
の
よ
う
に
万
年
青
が
水
際
に
座
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
印
象
の
立
花
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
藜お
も
と蘆
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
中
国
名
の
万

年
青
が
使
わ
れ
る
の
は
も
う
少
し
後
に
な
る
。
老
母
草
も
な

る
ほ
ど
と
思
う
名
前
だ
。

　

さ
て
花
材
解
説
は
次
に
「
通
用
物
の
部
」
に
入
る
。

　
「
立
花
の
上
に
は
木
を
山
と
見
な
し
、
草
を
野
と
詠
め
」

　
「
木
は
木
に
つ
づ
き
、
草
は
草
に
つ
づ
き
て
、
縁
の
切
れ
ざ
る

を
第
一
と
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
木
と
草
に
よ
っ
て
山
と
野
の

景
色
を
つ
く
る
よ
う
に
す
る
の
だ
が
、
山
の
景
色
に
も
、
野
の

景
色
に
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
花
材
が
「
通
用
物
」
で
あ
り
、

あ
る
時
は
木
に
な
り
、
あ
る
時
は
草
と
な
っ
て
、
ど
ち
ら
に
も

使
え
る
重
宝
な
も
の
と
し
て
い
る
。
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ヒ
ム
ロ
ス
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

姫ひ
む
ろ
す
ぎ

榁
杉
（
檜
ひ
の
き

科
）

　
　
　
　

ガ
ー
ベ
ラ
（
菊
科
）

　
　
　
　

ス
ト
ッ
ク
（
油あ
ぶ
ら
な菜
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
前
田
安
徳
作
）

　

ク
リ
ス
マ
ス
シ
ー
ズ
ン
に
出
回
る
ヒ
ム

ロ
ス
ギ
。
花
屋
で
は
サ
ツ
マ
ス
ギ
の
名
前

が
つ
い
て
い
る
が
正
し
い
名
前
で
覚
え
て

お
き
た
い
。
ス
ギ
と
名
が
つ
く
が
サ
ワ
ラ

の
園
芸
品
種
で
自
然
分
布
は
な
い
。
漢
字

で
は
姫
榁
杉
あ
る
い
は
檜
榁
杉
。

　

灰
色
が
か
っ
た
葉
の
ふ
わ
ふ
わ
し
た
優

し
い
手
触
り
が
気
に
入
っ
て
い
る
。
相
手

は
ア
マ
リ
リ
ス
や
ガ
ー
ベ
ラ
な
ど
の
は
っ

き
り
と
し
た
色
と
形
の
花
が
い
い
。
そ
し

て
赤
い
敷
物
。
見
つ
け
た
時
に
是
非
と
も

手
に
入
れ
て
お
き
た
い
。

　

心
温
ま
る
ク
リ
ス
マ
ス
を
！
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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赤
い
実
と
紅
葉
の
立
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
型　

立
花　

　

花
材　

雪
柳
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

梅
う
め
も
ど
き擬（
黐も
ち

の
木
科
）

　
　
　
　

伊
吹
（
檜
ひ
の
き

科
）

　
　
　
　

木き
い
ち
ご苺
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

糸
菊
２
種
（
菊
科
）

　
　
　
　

二
輪
菊
２
種
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

園
芸
種
の
梅
擬
は
枝
が
短
く
て
実
が
大

き
い
。
伸
び
や
か
さ
に
欠
け
る
の
で
、
紅

葉
し
た
雪
柳
で
自
然
味
を
補
っ
た
。

　

立
て
て
一
週
間
た
っ
た
と
こ
ろ
で
撮
影

し
た
が
、
菊
が
大
き
く
開
い
て
華
や
か
な

秋
色
の
立
花
に
な
っ
た
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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水
仙
と
小
菊
の
株
分
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
型　

生せ
い
か花　

株
分
け

　

花
材　

水
仙
（
彼ひ
が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

三
島
陶
鉢

　

絵
の
画
題
で
「
歳さ
い
か
ん
さ
ん
ゆ
う

寒
三
友
」
と
は
、松
・

竹
・
梅
、
も
し
く
は
梅
・
水
仙
・
竹
で
あ

る
。ど
れ
も
冬
の
寒
さ
に
耐
え
る
植
物
で
、

節
操
を
曲
げ
な
い
士し
じ
ん人
の
精
神
を
象
徴
す

る
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
士
人
と
は

高
い
教
養
と
徳
を
備
え
た
人
の
こ
と
。

　

水
仙
は
凛
と
し
た
姿
に
い
け
た
い
。
５

本
の
う
ち
花
は
真
・
胴
・
留
に
低
く
入
れ

て
い
る
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

真

副 見
越

正
真

請

流
枝

前
置

控
枝 胴
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
654
号　

2017
年
12
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
四
〇
円
（
消
費
税
込
）       http://w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

ロ
ウ
ヤ
ガ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

老ろ
う
や
が
き

爺
柿
（
柿
の
木
科
）

　
　
　
　

菊
「
色い
ろ
じ
ま
ん

自
慢
」（
菊
科
）

　
　
　
　

ス
プ
レ
ー
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

ロ
ウ
ヤ
ガ
キ
の
立
派
な
枝
が
売
ら
れ
て

い
た
の
で
、
菊
と
投
入
に
し
て
み
た
。
こ

れ
で
も
小
振
り
な
枝
を
選
ん
だ
の
だ
が
、

花
器
が
ひ
っ
く
り
か
え
り
そ
う
な
く
ら
い

重
み
が
あ
る
。
長
く
垂
れ
る
枝
を
上
の
方

か
ら
出
す
た
め
に
仕
掛
け
を
工
夫
し
て
い

る
。

　

艶
や
か
な
花
器
の
質
感
に
ロ
ウ
ヤ
ガ
キ

の
照
り
が
よ
く
似
合
う
。
橙
色
の
ス
プ

レ
ー
ギ
ク
が
実
の
色
に
明
る
さ
を
添
え
、

赤
紫
色
の
新
種
の
菊
が
全
体
の
色
彩
に
鮮

や
か
さ
を
加
え
て
く
れ
た
。

　

ロ
ウ
ヤ
ガ
キ
は
中
国
原
産
で
老ろ
う
あ
が
き

鴉
柿
と

も
書
く
。
別
名
を
衝つ
く
ば
ね
が
き

羽
根
柿
。
こ
の
ロ
ウ

ヤ
ガ
キ
に
は
鋭
い
棘
が
あ
っ
た
が
、
い
け

る
際
に
は
注
意
し
た
い
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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異
国
の
雰
囲
気

　
　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

黒
色
カ
ラ
ー
（
里さ
と
い
も芋
科
）

　
　
　
　

木き
い
ち
ご苺
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

真
鍮
銀
象
嵌
深
鉢

　

こ
の
真
鍮
の
器
は
両
親
が
写
真
集
「
花

ふ
た
り
旅
」
の
中
の
エ
ジ
プ
ト
編
で
使
っ

て
い
る
。
今
回
黒
い
カ
ラ
ー
と
赤
い
薔
薇

を
合
わ
せ
て
み
た
が
よ
く
似
合
う
。
不
思

議
な
異
国
の
雰
囲
気
が
す
る
。
銀
象
嵌
の

模
様
が
い
い
。
手
間
を
掛
け
て
作
ら
れ
た

器
だ
。
両
親
の
思
い
出
と
共
に
大
切
な
器

の
一
つ
だ
。

　横から見た奥行き

フ
エ
ゴ
と
い
う
名
の
菊

　
　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

寒
桜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

　

こ
の
大
輪
菊
の
名
前
は
「
フ
エ
ゴ
」。

赤
と
黄
色
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
見
事

だ
。
花
も
葉
も
強
く
て
美
し
い
。
花
付
き



3

メ
ラ
レ
ウ
カ

　
　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

メ
ラ
レ
ウ
カ
（
フ
ト
モ
モ
科
）

　
　
　
　

胡
蝶
蘭
（
蘭
科
）

　
　
　
　

磯
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

デ
ル
フ
ト
花
瓶

　

こ
の
器
も
「
花
ふ
た
り
旅
」
の
も
の
。

オ
ラ
ン
ダ
編
で
登
場
す
る
デ
ル
フ
ト
花
瓶

だ
。
旅
先
で
器
と
花
を
調
達
し
、
風
景
の

中
に
置
い
て
撮
影
す
る
。
大
変
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
必
要
だ
が
両
親
は
そ
ん
な
旅
を
４

度
繰
り
返
し
て
本
に
し
た
。
お
蔭
で
花
器

の
選
択
肢
が
増
え
た
の
で
、
こ
ん
な
い
け

ば
な
も
生
ま
れ
る
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

　横から見た奥行き

の
い
い
寒
桜
を
合
わ
せ
る
と
、
互
い
に
補

い
合
い
引
き
立
て
合
っ
て
く
れ
た
。
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山さ
ん
し
ゅ
ゆ

茱
萸
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
型　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

山
茱
萸
（
水
木
科
）

　

花
器　

銅
花
器

　

こ
の
山
茱
萸
は
名
古
屋
の
生
徒
さ
ん
が

切
っ
て
き
て
下
さ
っ
た
枝
だ
。
大
き
な
束

を
抱
え
て
新
幹
線
に
乗
っ
て
。
葉
が
い
っ

ぱ
い
付
い
て
い
た
の
を
元
気
そ
う
な
２
枚

だ
け
に
し
た
。
こ
ん
な
い
け
方
が
で
き
る

の
も
生
徒
さ
ん
の
お
蔭
だ
。
た
わ
わ
に
付

い
た
赤
い
実
が
美
し
い
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

レ
モ
ン
だ
よ
り

　

と
き
ど
き
生
徒
さ
ん
を
、
お
出
迎
え
し

て
く
れ
て
い
ま
す
。
と
き
ど
き
で
す
。
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む

立
花
秘
傳
抄　

三　

　

草
之
部
（
つ
づ
き
）

葦あ
し　

祝
言
。
上
中
よ
り
下
ま
で
用
い
る
。

　
初
め
て
生
ず
る
を
葭か

と
云
う
。
蘆ろ

は
未い
ま

だ
秀ひ
い

で
ざ

る
を
云
う
、
成
長
し
た
る
を
葦
と
い
う
。
花
を
蓬ほ
う
の
う蕽

と
云
う
。

　
和
名
、
氷
室
草
。
な
に
は
草
。
さ
さ
れ
草
。

　

古
歌難

波
に
は
あ
し
と
い
う
な
る
ひ
む
ろ
草
代
々
の

た
め
し
に
か
か
る
葉
も
な
し

　
芦
は
出
生
直
な
る
物
な
れ
ど
、
除
心
に
用
い
る
時

は
ふ
と
き
針
が
ね
を
通
し
て
た
む
る
な
り
。
請
、
副

に
は
大
よ
う
に
葉
の
茂
り
た
る
物
、
又
み
き
く
る
い

た
る
物
な
ど
取
り
合
い
よ
し
。
心
の
出
し
所
、
著
莪
、

檜
扇
の
陰
よ
り
や
わ
ら
か
に
出
し
た
る
景
気
面
白

し
。

第
七
十
六
図

二
株
砂
物　

芦
真

谷
久
兵
衛

芦　

松　

晒
木　

苔

杜
若　

夏
は
ぜ　

熊
笹

柘
植　

檜
扇　

竜
胆

52

つ
の
ぐ
む
あ
し
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芦
の
心
は
風
を
も
ち
た
る
景
色
あ
ら
ば
、
瓶
に
の

せ
ざ
る
も
お
か
し
。
葉
長
く
し
お
れ
た
ら
ば
断
ち
つ

く
ろ
い
、
又
し
だ
れ
た
ら
ば
竹
針
に
て
茎
へ
と
ぢ
つ

け
て
よ
し
。

　
芦
は
出
生
し
げ
き
物
な
れ
ば
、
二
本
三
本
を
以
て

心
と
す
。
上
よ
り
遣
い
く
だ
し
て
は
流
枝
に
も
用
い

る
。
或
る
人
の
云
わ
く
、
芦
は
流
枝
ま
で
は
下
げ
用

い
ず
と
、
然
れ
ど
も
出
生
水
辺
の
物
な
れ
ば
、
当
代

専
ら
流
枝
に
用
い
る
。

　

古
歌あ

さ
き
江
に
ね
は
あ
ら
わ
れ
て
流
れ
芦
の
し
ほ

の
み
ち
ひ
に
た
よ
り
ま
ち
け
る

　
芦
を
た
む
れ
ば
茎
く
だ
く
る
物
な
り
。
そ
の
上
を

紙
に
て
巻
き
、
さ
い
さ
い
水
を
か
け
ざ
れ
ば
、
は
や

く
し
ほ
る
る
な
り
。

蒲が
ま　

祝
言
。
上
中
。

　
香
蒲
と
云
い
、
笋
た
け
の
こを

蒲ほ
じ
ゃ
く弱

と
名
づ
く
。
花
の
上
の

黄
粉
を
蒲ほ
お
う黄
と
名
づ
け
、
又
蒲ほ
つ
い槌
と
い
う
。

第
五
十
六
図

立
花　

蒲
除
真

十
二
屋
善
兵
衛

蒲　

夏
は
ぜ　

松　

苔　

杜
若　

柘
植

桔
梗　

熊
笹　

著
莪

　
和
名
、
花
か
つ
み
。

　

古
歌東

路
や
い
か
ほ
の
沼
の
は
な
か
つ
み
か
つ
み
し

人
に
恋
や
わ
た
ら
ん



8

　
蒲
は
先
に
勢
い
な
き
に
よ
り
流
枝
に
用
い
ず
。

　
葉
遣
い
薄
す
す
き
に
同
じ
。
茎
に
付
き
た
る
葉
を
以
て
思

う
よ
う
に
使
う
べ
し
。
な
び
き
あ
し
き
時
は
小
刀
の

む
ね
を
以
て
、
し
ご
く
時
は
自
由
に
靡な
び

く
な
り
。

つ
く
も

　
非
祝
言
。
上
よ
り
中
ま
で
。

　
本
草
綱
目
、
三
さ
ん
り
ょ
う稜。

　
和
名
、
江つ

く

も
浦
草
。
丸
す
げ
。
大
藺
と
も
い
え
り
。

古
代
用
い
ず
と
い
え
ど
も
、
こ
の
こ
ろ
こ
れ
を
立
つ
。

針
金
を
入
れ
て
遣
う
べ
し
。

※
参
考
文
献

　
『
い
け
ば
な
美
術
名
作
集　

第
三
巻　

立
華
時
勢
粧
』

　
『
花
道
古
書
集
成　

第
一
期
第
二
巻
』

※
立
花
図
転
載

　
『
華
道
古
典
名
作
選
集　

立
華
時
勢
粧
』

　

葦あ
し

、
蒲が
ま

、
つ
く
も
と
水
辺
の
植
物
が
続
く
。

　

葦
は
６
作
で
使
わ
れ
、
そ
の
内
4
作
は
葦
の
真し
ん

で
あ
る
。

第
76
図
は
半
ば
朽
ち
か
け
た
松
の
陰
か
ら
葦
や
杜
か
き
つ
ば
た若
が
生
え

で
て
い
る
。
葦
と
松
が
片
方
へ
長
く
伸
び
広
が
る
の
を
、
太

い
晒
木
と
ぐ
い
っ
と
曲
が
っ
た
太
い
松
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ

て
い
る
。
も
は
や
ど
れ
が
請
で
ど
れ
が
流
枝
と
い
っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
自
由
で
絶
妙
な
調
和
が
あ
る
。

　

蒲
は
２
作
で
使
わ
れ
て
い
る
。
第
56
図
は
蒲
の
真し
ん

。
蒲
の

葉
が
上
方
で
伸
び
広
が
っ
て
い
る
の
で
、
他
の
役
所
は
変
化

を
抑
え
て
い
る
が
控
枝
の
苔
木
に
こ
ぶ
し
を
き
か
せ
て
い

る
。

第
三
十
六
図

二
株
砂
物　

太
藺
真

冨
春
軒

太
藺　

芍
薬　

松　

晒
木　

杜
若　

小
菊

著
莪　

嫩

　

第
36
図
は
二
株
砂
物
で
つ
く
も
（
太ふ

と
い藺
）
の
真し
ん

で
あ
る
。
現
在

で
は
真
っ
直
ぐ
な
印
象
の
つ
く
も
だ
が
、
自
然
に
曲
が
っ
た
も
の

を
採
取
し
て
立
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

万お

も

と

年
青　

九
葉
一
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
型　

行
型

　

花
材　

万
年
青
（
百
合
科
）

　

花
器　

三
つ
脚
青
磁
水
盤

　

正
月
花
の
参
考
に
。
葉
の
ふ
ち
に
白
い

斑
の
入
る
都
み
や
こ
の
じ
ょ
う
城
と
呼
ば
れ
る
品
種
。
こ

の
よ
う
な
大
葉
系
の
オ
モ
ト
は
薩
摩
地
方

が
発
祥
の
地
と
さ
れ
る
の
で
薩さ
つ
ま
お
も
と

摩
万
年
青

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
赤
い
実
の
茎
に
は
割

り
箸
を
添
え
て
固
定
し
フ
ロ
ー
ラ
ル
テ
ー

プ
で
巻
い
て
お
く
。

真
立
葉

見
越

副 留流
し
葉

控実
囲
い

胴露
受
葉

風
囲
い

総
囲
い
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水
仙
一
色
立
花　
　

仙
溪

　

花
型　

水
仙
一
色　

直す
ぐ
し
ん真
立
て

　

花
材　

10
頁　

水
仙　

小
菊　

著
莪

　
　
　
　

11
頁　

水
仙　

寒
菊

　

花
器　

陶
花
器
・
銅
花
器

　
「
立
花
時
勢
粧
」
の
絵
図
を
も
と
に
水

仙
一
色
立
花
を
立
て
た
（
10
頁
の
花
）。

葉
先
ま
で
針
金
を
通
し
て
絵
図
と
同
じ
形

に
し
て
み
た
が
、
か
な
り
自
由
奔
放
な
姿

で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
模
倣
で
あ
っ
て
立

花
本
来
の
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
流
祖

の
冨
春
軒
仙
溪
も
「
立
花
秘
傳
抄
」
で
水

仙
の
葉
に
は
針
金
を
通
さ
ず
、
細
い
竹
串

で
出
口
を
撓
め
る
の
み
と
戒
い
ま
し
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち
絵
図
の
流
麗
な
葉
の
動
き
は

元
々
自
然
に
備
わ
っ
た
も
の
で
、
人
工
的

に
形
を
つ
け
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

　

と
は
い
え
私
達
の
手
に
入
る
水
仙
は
素

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
（
10
頁
の
花
）

積雪の後で捻れながら逞
しく育つ水仙。淡路島の
黒岩水仙郷にて。
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横
か
ら
見
た
奥
行
き
（
11
頁
の
花
）

直
な
も
の
ば
か
り
な
の
で
、
そ
う
い
う
水

仙
本
来
の
姿
を
立
て
る
と
11
頁
の
よ
う
に

な
る
が
こ
れ
は
こ
れ
で
良
さ
が
あ
る
。

　

立
て
て
か
ら
運
ぶ
の
に
は
葉
先
ま
で
針

金
が
入
っ
て
い
る
と
安
心
な
の
だ
が
、
出

口
か
ら
先
は
針
金
を
通
さ
ず
に
自
然
の
姿

を
生
か
す
よ
う
に
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
い

つ
か
水
仙
郷
で
見
た
よ
う
な
く
せ
の
あ
る

水
仙
で
、流
祖
の
よ
う
に
立
て
て
み
た
い
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
666
号　

2018
年
12
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
四
〇
円
（
消
費
税
込
）       http://w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

出
逢
い
花
（
34 

）　
　

櫻
子

　

満ど
う
だ
ん
つ
つ
じ

天
星
（
躑つ
つ
じ躅
科
）

　

椿
（
椿
科
）

　
　

花
器　

瑠る

り璃
色
結
晶
釉
花
瓶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
田
五
雲
作
）

　

花
器
の
瑠
璃
色
に
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
の

紅こ
う
よ
う葉
が
映
え
る
。

　

こ
の
器
は
高
さ
20
セ
ン
チ
の
小
さ
な
花

瓶
な
の
だ
が
、
２
種
の
小
枝
を
挿
し
た
だ

け
で
、
素
敵
な
い
け
ば
な
に
な
っ
て
く
れ

た
。

　

こ
の
出
逢
い
花
の
要
か
な
めは
な
ん
と
い
っ
て

も
ツ
バ
キ
の
花
だ
。
こ
れ
か
ら
春
に
か

け
て
様
々
な
種
類
の
ツ
バ
キ
が
咲
く
だ
ろ

う
。
小
さ
な
枝
で
い
い
の
で
、
い
け
て
飾

り
た
く
な
る
。
一
種
で
い
け
る
の
も
い
い

が
、ま
た
新
し
い
出
逢
い
を
楽
し
み
た
い
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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月
桃
の
実
の
い
け
ば
な
と

お
茶

∧
表
紙
の
花
∨

櫻
子

花
材

月げ
っ
と
う桃
の
実
（
生し
ょ
う
が姜
科
）

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

花
器

デ
ル
フ
ト
花
瓶

沖
縄
か
ら
来
た
月
桃
の
実
。
夏
に
は
可

愛
ら
し
い
キ
ャ
ン
デ
ィ
の
様
な
実
に
な
る

の
で
、
稽
古
花
材
と
し
て
良
く
使
う
様
に

な
っ
た
。
緑
、
黄
、
オ
レ
ン
ジ
、
赤
と
色

づ
い
て
最
後
は
薄
茶
色
の
実
と
な
る
。
沖

縄
で
は
と
て
も
身
近
な
シ
ョ
ウ
ガ
科
の
植

物
で
生
活
の
一
部
と
し
て
使
わ
れ
る
。
葉

は
抗
菌
効
果
が
あ
る
の
で
食
物
を
包
ん
だ

り
、
乾
燥
さ
せ
て
虫
除
け
に
も
。
花
は
桃

の
実
の
よ
う
に
可
憐
だ
が
中
々
い
け
る
事

は
出
来
な
い
。
そ
の
花
の
蒸
留
水
は
化
粧

水
に
も
な
る
。

寒
い
日
の
夜
、
月
桃
の
ハ
ー
ブ
テ
ィ
は

身
体
を
温
め
て
く
れ
る
。
ワ
イ
ン
よ
り
も

ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
が
多
く
ノ
ン
カ
フ
ェ
イ

ン
。乾
燥
し
た
実
を
5
分
ほ
ど
煮
出
し
て
、

ピ
リ
ッ
と
し
た
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
お
茶
。
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南
天
と
ピ
ン
ポ
ン
菊

∧
２
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

南
天
（
目め

ぎ木
科
）

ピ
ン
ポ
ン
菊
（
菊
科
）

花
器

方
形
陶
花
瓶
（
宮
下
善
爾
作
）

木
枯
ら
し
に
身
を
震
わ
せ
る
頃
、
南
天

の
赤
い
実
を
見
る
と
、
な
ん
と
な
く
勇
気

づ
け
ら
れ
る
。
寒
さ
も
へ
っ
ち
ゃ
ら
な
濃

緑
の
葉
を
き
り
っ
と
広
げ
た
姿
は
粋い
き

で
あ

る
。
白
と
ピ
ン
ク
の
手
鞠
の
よ
う
な
菊
を

取
り
合
わ
せ
る
と
、
新
鮮
な
感
覚
の
い
け

ば
な
に
な
っ
た
。

バ
ラ
の
実
「
セ
ン
セ
ー
シ
ョ

ナ
ル
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」

∧
３
頁
の
花
∨

櫻
子

花
材

メ
ラ
レ
ウ
カ
（
フ
ト
モ
モ
科
）

薔
薇
の
実
（
薔
薇
科
）

ダ
リ
ア
（
菊
科
）

花
器

ガ
ラ
ス
花
瓶（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）

バ
ラ
の
実
「
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
」
は
一
重
の
濃
い
ピ
ン
ク
の
花

が
咲
い
た
後
の
実
を
鑑
賞
す
る
た
め
に
つ

く
ら
れ
た
品
種
だ
そ
う
だ
。
樹
勢
が
強
い

の
で
栽
培
し
や
す
く
、
今
後
出
荷
も
増
え

て
く
る
だ
ろ
う
。
長
く
飾
っ
た
あ
と
ド
ラ

イ
に
し
て
さ
ら
に
楽
し
め
る
。

実
の
足
元
に
黄
色
の
メ
ラ
レ
ウ
カ
を

た
っ
ぷ
り
加
え
、
同
色
の
ダ
リ
ア
を
覗
か

せ
た
。
赤
い
器
に
い
け
る
と
実
た
ち
が
元

気
に
飛
び
跳
ね
て
見
え
る
。
喜
ん
で
く
れ

て
い
る
よ
う
だ
。

テキスト２６５号
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山さ

ざ

ん

か

茶
花
の
生
花

∧
４
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
型

生
花

行
型

花
材

山
茶
花
（
椿
科
）

花
器

煤す
す

竹だ
け

竹
筒

中
庭
に
植
わ
っ
て
い
る
山
茶
花
と
は
も

う
長
い
付
き
合
い
だ
。
今
年
も
少
し
遅

か
っ
た
が
咲
い
て
く
れ
て
い
る
。
小
学
4

年
生
の
頃
か
ら
家
元
宅
に
住
ま
わ
し
て
も

ら
っ
て
い
る
が
、
年
々
目
の
合
う
回
数
が

増
え
て
き
た
。
一
度
意
識
し
て
し
ま
う
と

何
度
も
見
て
し
ま
う
。

幼
い
頃
は
、
祖
父
が
入
っ
た
後
の
熱
す

ぎ
る
湯
に
浸
か
り
火
照
っ
た
身
体
を
冷
ま

そ
う
と
蔵
の
前
に
腰
を
か
け
、
明
る
す
ぎ

る
夜
空
と
中
庭
を
見
て
過
し
て
い
た
。
湯

冷
め
し
風
邪
を
ひ
く
こ
と
も
あ
っ
た
が
本

当
に
好
き
な
時
間
だ
っ
た
。
熱
す
ぎ
る
お

湯
に
つ
か
る
事
が
身
体
に
と
っ
て
良
く
な

い
こ
と
も
知
り
、
湯
冷
め
を
し
た
ら
風
邪

を
ひ
く
こ
と
も
学
習
し
た
が
、
気
が
つ
く

と
好
き
な
時
間
が
無
く
な
っ
て
い
た
。

今
は
日
の
出
て
い
る
時
間
に
み
る
葉
の

陰
り
が
と
て
も
綺
麗
に
思
え
る
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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平
安
神
宮
献
花
祭

老ろ
う
や
が
き

爺
柿
の
投
入

花
材

老
爺
柿
（
柿
の
木
科
）

臙
脂
色
ピ
ン
ポ
ン
菊
（
菊
科
）

薄
紅
色
糸
菊
（
菊
科
）

黄
色
糸
菊
（
菊
科
）

花
器

柿
色
陶
壺

ロ
ウ
ヤ
ガ
キ
は
中
国
原
産
の
渋
柿
の
一

種
で
、
実
が
黒
く
熟
す
の
を
鴉
か
ら
すに
な
ぞ
ら

え
て
老ろ
う
あ
が
き

鴉
柿
と
呼
ば
れ
、
や
が
て
老ろ
う

爺や

柿が
き

に
。
ツ
ク
バ
ネ
ガ
キ
と
も
呼
ぶ
。

老
爺
柿
の
生
花

花
材

老
爺
柿
（
柿
の
木
科
）

山
茶
花
（
椿
科
）

花
器

銅
花
瓶

ロ
ウ
ヤ
ガ
キ
の
切
り
枝
は
高
価
だ
が
小

さ
な
実
が
愛
ら
し
く
、
実
が
た
わ
わ
に

生な

っ
た
大
き
な
柿
の
木
を
遠
目
に
眺
め
て

い
る
よ
う
な
風
情
が
あ
る
。
ロ
ウ
ヤ
ガ
キ

に
は
先
が
鋭
く
尖
っ
た
小
枝
が
あ
る
の
で

怪
我
を
し
な
い
よ
う
に
注
意
。
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卒
業
旅
行 

パ
リ
・
ベ
ネ
チ
ア

健
一
郎

ベ
ネ
チ
ア
（
英
語
で
は
ベ
ニ
ス
）
で
の

3
日
目
の
朝
、
ド
ラ
キ
ュ
ラ
の
メ
イ
ク
を

し
た
中
学
生
ぐ
ら
い
の
1
人
の
男
の
子
と

す
れ
違
っ
た
。
ア
カ
デ
ミ
ア
橋
の
上
で
マ

ン
ト
を
た
な
び
か
せ
登
校
し
て
い
る
。
あ

あ
、
今
日
は
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
か
。
特
に
何

を
す
る
わ
け
で
も
無
く
予
定
通
り
の
時
間

を
過
ご
す
。
目
的
地
に
着
く
ま
で
に
大
勢

の
学
生
と
す
れ
違
う
が
、
仮
装
を
し
て
い

る
の
は
彼
だ
け
だ
っ
た
。
ど
う
も
彼
は
強

い
心
臓
を
持
っ
て
い
る
み
た
い
だ
。

確
か
去
年
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
は
私
の
一

つ
年
下
の
弟
の
順
之
助
が
高
校
に
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
も
の
の
着
ぐ
る
み
を
き
て
バ
イ
ク

で
学
校
に
行
っ
て
い
た
。
渋
谷
は
仮
装
人

た
ち
で
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
そ
う
だ
が
単

身
で
仮
装
を
し
て
い
る
成
人
男
性
は
京
都

で
は
み
か
け
な
い
。
気
が
盛
り
上
が
っ
て

後
悔
し
て
い
な
け
れ
ば
い
い
の
だ
が
。
あ

の
後
学
校
で
ど
う
な
っ
た
の
か
聞
く
の
を

忘
れ
て
い
た
。

昔
か
ら
な
の
だ
が
、
私
の
弟
は
少
し
変

わ
っ
て
い
る
。
皆
ん
な
が
右
を
向
い
て
い

る
と
き
に
必
死
に
左
を
注
視
し
て
い
る
よ

う
な
や
つ
だ
っ
た
。
端
的
に
い
わ
ば
変
わ

り
者
で
あ
る
。
本
人
は
そ
の
他
大
勢
と
同

じ
く
右
を
向
き
た
い
ら
し
く
日
々
必
死
に

努
力
を
し
て
い
る
。
左
を
向
く
よ
う
そ
そ

の
か
し
て
み
て
も
効
果
は
な
か
っ
た
。
順

之
助
が
小
学
生
の
こ
ろ
発
表
会
に
出
す
た

め
に
描
い
た
、
星
月
夜
に
羽
ば
た
く
コ
ウ

モ
リ
の
絵
は
私
の
お
気
に
入
り
で
あ
る
。

実
際
に
発
表
会
に
足
を
運
ん
だ
母
に
よ
る

と
、
小
学
生
ら
し
い
た
く
さ
ん
の
色
を
使

い
、
キ
ラ
キ
ラ
し
た
絵
を
描
く
中
に
明
ら

か
に
一
つ
だ
け
暗
い
絵
が
あ
り
そ
れ
が
息

子
の
絵
で
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
と
言
っ
て
い

た
。
彼
は
決
し
て
先
生
に
描
か
さ
れ
て
絵

を
描
い
た
事
は
無
か
っ
た
。
周
り
を
見
て

合
わ
せ
よ
う
と
す
る
と
そ
う
は
な
ら
な
い

は
ず
だ
。
周
り
が
見
え
な
く
な
る
ほ
ど
に

一
つ
の
事
だ
け
に
集
中
す
る
と
今
ま
で
そ

の
人
が
経
験
し
た
感
覚
が
研
ぎ
澄
ま
さ

れ
、
そ
の
個
人
の
特
徴
を
持
つ
よ
う
に
な

る
。
今
で
も
た
ま
に
鉛
筆
で
描
い
て
い
る

の
を
見
か
け
る
が
周
囲
の
顔
色
を
伺
う
こ

と
を
覚
え
た
順
之
助
は
大
衆
漫
画
の
模
写

ば
か
り
で
あ
る
。

芸
術
家
は
大
衆
の
模
倣
を
し
た
途
端
に

埋
没
し
て
し
ま
う
。
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

の
有
無
を
論
じ
た
い
の
で
は
無
い
。た
だ
、

い
つ
の
世
で
あ
っ
て
も
世
界
を
変
え
て
き

た
の
は
少
数
派
で
あ
る
事
実
は
明
明
白
白

で
あ
る
。

ベ
ネ
チ
ア
へ
い
く
前
に
パ
リ
に
寄
っ

た
。
パ
リ
に
て
古
典
〜
近
代
ま
で
の
美
術

を
見
て
周
り
、
ベ
ネ
チ
ア
に
て
現
代
の
美

術
を
体
感
す
べ
く
こ
の
二
都
市
に
絞
っ

た
。
無
理
を
し
て
こ
の
歳
で
1
人
で
行
っ

て
い
る
の
は
、
何
度
も
行
き
同
じ
作
品
と

向
き
合
っ
た
と
き
の
自
分
の
進
捗
状
況
の

確
認
の
た
め
で
も
あ
る
が
、
抑
え
き
れ
な

い
好
奇
心
が
強
く
起
因
し
て
い
る
。
興
味

を
持
つ
と
止
ま
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
。

感
性
を
磨
く
た
め
に
美
し
い
も
の
に
囲

ま
れ
、
美
の
感
覚
を
研
ぐ
作
業
を
す
る
た

び
に
日
常
が
日
常
で
な
く
な
る
。
自
分
の

見
る
全
て
の
世
界
を
変
え
る
に
は
、
自
分

が
変
わ
り
さ
え
す
れ
ば
ど
ん
な
も
の
に
も

な
る
。

随
分
な
数
の
作
品
を
見
た
が
、
私
的
に

は
、
賛
嘆
を
強
要
す
る
よ
う
な
崇
高
な
作

品
で
は
な
く
た
だ
純
粋
に
美
し
い
作
品
に

強
く
惹
か
れ
た
。
純
粋
な
美
し
さ
は
私
を

観
想
に
誘
う
。

自
分
と
作
品
を
分
け
隔
て
る
結
界
が
な

い
た
め
、
作
品
の
息
づ
か
い
が
聞
こ
え

る
よ
う
だ
っ
た
。
生
き
生
き
と
し
た
筆
の

タ
ッ
チ
、
堂
々
と
し
た
趣
、
何
を
一
つ
を

と
っ
て
も
そ
れ
は
非
常
に
人
を
惹
き
つ
け

る
強
力
な
引
力
を
持
つ
の
だ
が
そ
の
根
幹

の
節
々
に
愛
情
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
愛

情
は
周
り
ま
わ
っ
て
憎
悪
に
も
な
り
う
る

の
だ
が
、
裸
で
作
品
と
向
き
合
っ
て
い
る

か
の
よ
う
な
感
覚
だ
っ
た
。
あ
れ
ほ
ど
の

作
品
は
偏
愛
の
中
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い

だ
ろ
う
。
決
し
て
周
囲
の
顔
色
を
伺
っ
て

で
き
る
代
物
で
は
な
か
っ
た
。

ベ
ネ
チ
ア
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
作
品
を
み

て
回
っ
て
帰
路
に
つ
く
。
百
人
百
様
に
解

釈
さ
れ
た
作
品
を
消
化
し
き
れ
ず
に
い
た

が
、お
腹
は
空
く
。適
当
な
店
で
ス
パ
ゲ
ッ

テ
ィ
で
も
食
べ
よ
う
と
店
を
覗
く
と
、
小

さ
い
お
化
け
達
が
占
拠
し
て
い
て
よ
く
周

り
を
見
る
と
、
こ
の
辺
り
一
帯
の
お
店
で

ま
と
も
に
食
事
が
で
き
そ
う
に
な
い
。
実

際
に
見
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。
魔
女
や
カ
ボ
チ
ャ
に
扮
し
た
子
供

達
が
店
と
い
う
店
を
一
軒
一
軒
丁
寧
に
カ

ツ
ア
ゲ
す
る
の
を
目ま

の
当
た
り
に
す
る
の

は
。
子
供
が
群
れ
で
店
を
襲
う
姿
は
な
ん

と
も
愛
ら
し
い
。
大
人
数
の
群
れ
で
行
動

す
る
子
供
達
が
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
ほ
ど
に
朝

に
す
れ
違
っ
た
ド
ラ
キ
ュ
ラ
の
男
の
子
が

色
濃
く
想
起
さ
れ
る
。
彼
は
無
事
大
恥
を

か
い
て
い
れ
ば
嬉
し
く
思
う
。

ホテルの近くの運河にて

海運国家として名を馳せたベネチア。複雑な蜘蛛の巣のよ
うに張り巡らされた生活の生命線とでも言うべき運河を背
景に、ベネチアの特産として有名なムラノガラスにデン
ファレを生けた。パリのオランジュリー美術館でクロード・
モネが取り組んだモチーフを自分なりに咀嚼し表現したも
のである。
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夏な
つ
は
ぜ櫨

の
立
花

∧
９
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
型

除の
き

真し
ん

立
花

花
材

夏
櫨
（
躑つ
つ
じ躅

科
）

七な
な

竈か
ま
ど（

薔ば

薇ら

科
）

栗く
り

（
橅ぶ
な

科
）

雪
柳
（
薔
薇
科
）

桔き

梗き
ょ
う（
桔
梗
科
）

小
菊
（
菊
科
）

花
器

陶
花
器

今
年
は
か
き
氷
は
美
味
し
く
な
か
っ
た
。

き
っ
と
冷
夏
の
せ
い
だ
と
思
う
。
あ
ま
り
の
寝

苦
し
さ
に
夜
中
に
目
を
覚
ま
す
こ
と
も
な
く
、

過
ご
し
や
す
い
夏
が
終
わ
っ
た
。
も
う
秋
で
あ

る
。
短
い
短
い
秋
の
到
来
は
年
末
に
む
け
て
ド

タ
バ
タ
と
し
て
い
る
と
途
端
に
終
わ
っ
て
し
ま

う
が
、
そ
の
短
い
時
間
で
自
然
も
冬
に
向
け
て

の
準
備
で
刻
一
刻
と
様
子
を
変
え
る
た
め
、
毎

日
の
観
察
が
楽
し
い
。

こ
の
立
花
は
普
段
の
お
稽
古
の
も
の
に
比
べ

る
と
大
ぶ
り
な
立
花
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も

し
っ
か
り
と
し
た
夏
櫨
だ
っ
た
の
で
落
と
す
葉

も
最
低
限
に
抑
え
た
。
こ
の
荒
ぶ
る
夏
櫨
を
七

竈
が
濃
い
紅
葉
で
請う

け
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

役
目
を
終
え
た
葉
は
散
っ
て
い
く
。
今
年
は
長

い
期
間
、
青
い
葉
が
手
に
入
る
環
境
だ
っ
た
た

め
例
年
と
は
違
っ
た
違
和
感
を
覚
え
る
。
同
じ

毎
年
で
は
な
く
毎
年
少
し
ず
つ
違
う
。
慣
れ
れ

ば
慣
れ
る
ほ
ど
そ
の
違
い
は
分
か
ら
な
く
な
る

の
か
も
知
れ
な
い
が
、
毎
回
を
そ
の
時
を
新
鮮

に
味
わ
う
事
は
大
切
で
あ
る
。
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除
真
立
花

∧
10
頁
の
花
∨

仙
溪

花
型

除の
き
し
ん真

立
花

花
材

躑つ
つ
じ躅
（
躑
躅
科
）

蔓
つ
る
う
め
も
ど
き

梅
擬
（
錦
木
科
）

雪
柳
（
薔
薇
科
）

貝か
い
づ
か
い
ぶ
き

塚
伊
吹
（
檜
科
）

二
輪
菊
（
菊
科
）

小
菊
な
ど
５
種
（
菊
科
）

花
器

広
口
陶
花
器

ツ
ル
ウ
メ
モ
ド
キ

仙
溪

１
９
８
５
年
８
月
下
旬
、「
新
進
い
け

ば
な
作
家
競
作
展
」
に
辻
田
慶
敬
さ
ん
が

出
品
し
た
ツ
ル
ウ
メ
モ
ド
キ
の
生
花
は
今

で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
若
い
実
と
瑞
々
し

い
葉
が
茂
り
、
３
日
間
来
場
者
を
魅
了
し

て
い
た
。
白
リ
ン
ド
ウ
を
根
締
め
に
し
、

ピ
ン
ク
の
デ
ン
フ
ァ
レ
と
の
二
瓶
飾
り

で
、
ツ
ル
ウ
メ
モ
ド
キ
の
葉
色
が
際
立
っ

て
い
た
。

テ
キ
ス
ト
２
６
５
号
よ
り
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蔓
梅
擬
の
生
花

∧
11
頁
の
花
∨

仙
溪

花
型

生
花

草
型

副そ
え

流
し

花
材

蔓
つ
る
う
め
も
ど
き

梅
擬
（
錦
木
科
）

小
菊
（
菊
科
）

花
器

煤す
す
だ
け竹
竹
筒

柔
ら
か
い
蔓
は
途
中
ま
で
互
い
に
か
ら

め
た
り
、
別
の
枝
を
支
え
に
し
た
り
、
ぐ

る
ぐ
る
巻
き
付
け
た
り
し
て
い
る
。

稽
古
で
立
て
た
立
花
を
十
日
後
に
撮
影

し
た
。
緑
色
だ
っ
た
ツ
ル
ウ
メ
モ
ド
キ
の

実
が
弾
け
、
二
輪
菊
が
大
き
く
咲
い
て
き

た
。
請
と
控
枝
は
紅
葉
し
た
キ
イ
チ
ゴ

だ
っ
た
が
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
に
代
え
、
胴
の
糸

菊
も
小
輪
種
に
さ
し
か
え
た
。
あ
れ
こ
れ

工
夫
し
な
が
ら
長
く
楽
し
ん
で
い
る
。
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発
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五
五
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費
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啓け
い
お
う
ざ
く
ら

翁
桜
の
生
花

∧
12
頁
の
花
∨

仙
溪

花
型

生
花

草
型

副
流
し

花
材

啓
翁
桜
（
薔
薇
科
）

花
器

煤す
す
だ
け竹
竹
筒

桜
は
充
分
に
寒
さ
を
感
じ
て
か
ら
で
な

い
と
開
花
し
な
い
。
冬
が
来
る
の
が
早
い

東
北
で
は
、
12
月
に
お
正
月
用
の
ケ
イ
オ

ウ
ザ
ク
ラ
が
出
荷
さ
れ
る
。

新
春
に
一
足
早
い
春
を
楽
し
も
う
と
、

ケ
イ
オ
ウ
ザ
ク
ラ
を
生
花
に
い
け
た
。
部

屋
の
温
も
り
で
蕾
が
ふ
く
ら
ん
で
ゆ
く

と
、
心
も
温
か
く
な
る
。

レ
モ
ン
だ
よ
り

ひ
な
た
ぼ
っ
こ
中
。
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ク
リ
ス
マ
ス

　
　
　
∧
2
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

花
材　

モ
ミ
の
木
（
松
科
）

　
　
　
　

ブ
ル
ー
ア
イ
ス
（
檜
ひ
の
き

科
）

　
　
　
　

手
編
み
の
ツ
リ
ー
オ
ー
ナ
メ
ン
ト

　

花
器　

磁
器
扁
壺

　
「
は
な
あ
そ
び
」
と
題
し
て
菜
月
と
遊

び
心
の
あ
る
い
け
ば
な
を
楽
し
ん
で
い

る
。

　

今
回
は
菜
月
の
作
っ
た
手
編
み
の
オ
ー

ナ
メ
ン
ト
を
、
も
み
の
木
に
合
わ
せ
て
み

た
。
か
ぎ
針
あ
み
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た

と
き
に
、
も
の
の
10
分
程
で
こ
さ
え
て
く

れ
た
。

　

素
材
が
変
わ
り
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た
モ

ミ
の
木
と
北
欧
風
の
人
形
が
よ
く
合
っ
て

い
る
。

三
昆
（
さ
ん
こ
ん
）
　
　

　
　
　 

∧
表
紙
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
材　

榛
は
し
ば
み（
樺か
ば
の
木
科
）

　
　
　
　

菊
「
フ
エ
ゴ
ダ
ー
ク
」（
菊
科
）

　
　
　
　

椿
「
西せ
い
お
う
ぼ

王
母
」（
椿
科
）

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

　
「
三
昆
」
と
は
三
兄
弟
と
い
う
意
味
が

あ
る
ら
し
い
。

　

画
題
に
「
風
月
三
昆
」
と
い
う
の
が
あ

り
、
蓮
、
菊
、
蘭
が
描
か
れ
る
。
ま
た
煎

茶
道
で
は
秋
に
蓮
根
、
菊
、
春
蘭
の
葉
株

の
盛
物
を
画
題
物
と
し
て
床
脇
に
飾
る
。

　
「
風
月
三
昆
」
を
調
べ
て
み
る
と
、
中

国
の
清
の
時
代
の
人
物
の
名
前
、
孟
蘭
、

仲
蓮
、
季
菊
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
あ
っ

た
が
、
も
し
本
当
だ
と
す
る
と
、
自
分
の

子
供
に
、
春
の
蘭
、
夏
の
蓮
、
秋
の
菊
の

字
を
そ
れ
ぞ
れ
付
け
る
な
ん
て
、
な
ん
て

風
流
な
親
だ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
ぞ
れ

の
季
節
に
生
ま
れ
た
の
か
な
。

　

い
け
ば
な
で
は
３
種
類
の
花
材
で
い
け

る
こ
と
が
多
い
。
仲
の
良
い
三
兄
弟
の
よ

う
に
、
互
い
に
助
け
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
も

生
き
生
き
と
見
え
る
よ
う
に
い
け
る
と
、

な
ん
と
も
い
え
な
い
良
さ
を
感
じ
る
。

　

ハ
シ
バ
ミ
は
侘
び
た
風
情
の
あ
る
個
性

的
な
花
材
だ
が
、
金
彩
の
あ
る
土
っ
ぽ
い

花
器
を
選
び
、
金
茶
色
の
大
輪
菊
で
温
か

み
を
補
い
、
椿
の
薄
紅
色
の
花
と
葉
で
艶

や
か
さ
を
加
え
る
と
、
い
い
雰
囲
気
に
調

和
し
て
く
れ
た
。
私
な
り
の
風
月
三
昆
。

　
風
月
三
昆
の
軸
と
花
。
い
け
て
十
日
目
。



3

メ
ラ
レ
ウ
カ
　
　

　
　
　
　
∧
3
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

花
材　

メ
ラ
レ
ウ
カ
（
フ
ト
モ
モ
科
）

　
　
　
　

柏
葉
紫
陽
花
の
葉（
紫
陽
花
科
）

　
　
　
　

ガ
ー
ベ
ラ
（
菊
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
瓶
（
コ
ス
タ
ボ
ダ
）

　

メ
ラ
レ
ウ
カ
を
い
け
る
様
に
な
っ
て

6
、
7
年
に
な
る
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
産
で
ユ
ー
カ
リ
と

同
じ
フ
ト
モ
モ
科
の
樹
木
で
あ
る
。

　

テ
ィ
ー
ツ
リ
ー
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
最

近
で
は
日
本
で
も
暖
か
な
場
所
で
は
育
て

ら
れ
出
荷
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
き
た
。

　

繊
細
な
黄
金
色
の
葉
が
ガ
ー
ベ
ラ
を
柔

ら
か
く
包
み
込
ん
で
く
れ
る
。

　

手
で
葉
を
揉
む
と
爽
や
か
で
清
い
香
り

が
し
て
自
然
の
恵
み
を
感
じ
る
。

　

飾
る
場
所
が
清
潔
な
空
間
に
な
る
様
な

気
が
す
る
。

　

今
年
は
お
稽
古
で
何
度
も
い
け
さ
せ
て

も
ら
え
た
が
、
紅
葉
し
た
木
苺
や
雪
柳
の

よ
う
に
、
秋
を
彩
る
身
近
な
花
材
と
な
る

よ
う
で
嬉
し
い
。
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菊
一
色
　
　

　
　
　
∧
4
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

花
型　

立
花　

菊
一
色　

除の
き

真し
ん

　

花
材　

糸
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

銅
薄う
す

端ば
た

　

園
芸
が
発
達
し
、
自
然
の
勢
い
を
器
に

生
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
花

屋
に
並
ぶ
花
の
ほ
と
ん
ど
が
お
利
口
さ
ん

な
の
だ
。
花
一
輪
ず
つ
の
個
性
が
均
一
化

さ
れ
る
と
個
の
魅
力
を
引
き
出
す
の
が
難

し
い
。
丁
寧
に
育
て
ら
れ
た
菊
で
は
自
然

の
状
況
を
想
像
し
が
た
い
の
だ
。
今
回
は

各
々
が
伸
び
た
い
よ
う
に
伸
び
た
勢
い
の

あ
る
菊
と
一
本
づ
つ
向
き
合
え
た
時
間
に

感
謝
し
て
い
る
。

　

銅
器
に
施
さ
れ
た
絵
は
一
般
庶
民
が

踊
っ
て
い
る
様
を
描
い
た
物
で
あ
ろ
う

か
。
今
ま
で
の
自
分
だ
と
絶
対
選
ば
な

か
っ
た
器
で
あ
る
。
自
然
を
表
現
す
る
身

と
し
て
、
人
の
存
在
を
消
し
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
強
か
っ
た
が
、
今
は
人
が
花
と

在
る
景
色
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
て

い
る
。
人
が
花
と
在
る
あ
た
た
か
さ
が
身

に
染
み
る
の
で
あ
る
。



5

『
魅
力
』　
　
　
　
健
一
郎

　
マ
ス
ク
を
つ
け
る
事
が
日
常
に
な
っ
て

か
ら
、
化
粧
の
時
間
が
減
っ
た
と
よ
く
聞

く
。そ
ん
な
中
私
は
髭
を
伸
ば
し
て
み
た
。

菜
月
の
勧
め
で
あ
る
。私
は
中
学
生
の
頃
、

叔
父
に
買
っ
て
も
ら
っ
た
髭
剃
り
を
毎
日

使
っ
て
い
る
。
伸
ば
し
始
め
て
2
、
3
日

で
鏡
を
み
た
と
き
自
分
の
顔
に
違
和
感
を

感
じ
た
。
髭
に
つ
い
て
は
漠
然
と
、
歳
を

重
ね
90
歳
ぐ
ら
い
に
な
れ
た
時
に
山
で
菜

月
と
暮
ら
す
際
、白
い
顎
髭
だ
け
伸
ば
し
、

仙
人
の
よ
う
な
生
活
が
で
き
た
ら
な
と
考

え
て
い
た
く
ら
い
で
あ
る
。

　
ム
ダ
毛
処
理
と
言
う
言
葉
が
あ
る
。
無

駄
な
毛
、
つ
ま
り
汚
ら
し
く
見
え
る
毛
を

処
理
し
綺
麗
に
見
せ
よ
う
と
す
る
行
為
で

あ
る
。
こ
れ
は
人
の
目
が
あ
る
か
ら
こ
そ

成
り
立
つ
行
為
で
あ
る
。

　
植
物
を
見
る
行
為
、
ま
た
見
せ
る
行
為

と
し
て
発
展
し
て
き
た
い
け
ば
な
。
花
を

生
け
る
と
き
は
多
す
ぎ
る
葉
、
虫
食
い
の

葉
な
ど
を
取
り
除
く
事
で
美
し
く
み
せ

る
。
見
て
い
て
気
持
ち
の
い
い
花
を
生
け

る
こ
と
が
基
本
に
あ
る
。

　
余
計
な
毛
と
は
い
う
も
の
の
、
毛
に
も

役
割
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
服
を
着

る
習
慣
が
な
か
っ
た
時
代
は
体
温
維
持
、

外
界
か
ら
の
刺
激
を
和
ら
げ
る
役
割
が
あ

る
そ
う
だ
。
そ
し
て
現
在
、
残
っ
て
い
る

毛
は
特
に
大
切
な
も
の
を
守
る
た
め
に
生

え
て
い
る
。
葉
っ
ぱ
は
大
切
な
幹
を
、
花

び
ら
は
蕊し

べ
を
守
っ
て
い
る
。
そ
し
て
毛
も

花
び
ら
も
、
独
立
的
な
役
割
も
持
つ
。
髪

の
毛
も
人
を
惹
き
つ
け
る
た
め
の
そ
の
人

の
魅
力
と
な
り
、花
び
ら
を
使
っ
て
虫
や
、

鳥
、
人
を
魅
了
す
る
。

　
つ
ま
り
、
余
計
な
も
の
で
は
断
じ
て
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
役
割
を
持
っ
て
い
る
。

美
し
い
、
美
し
く
な
い
の
物
差
し
、
つ
ま

り
、
み
る
、
み
ら
れ
る
関
係
に
お
い
て
は
、

余
計
な
毛
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
正
確
で

あ
ろ
う
。

　
身
だ
し
な
み
と
、
お
し
ゃ
れ
は
ど
ち
ら

も
、み
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
成
り
立
つ
。

花
を
生
け
る
際
、
花
の
身
だ
し
な
み
を
整

え
る
べ
く
葉
を
整
理
す
る
が
、
触
れ
る
人

の
技
量
に
よ
っ
て
は
魅
力
を
失
っ
て
し
ま

う
事
が
あ
る
。
没
個
性
的
な
花
に
な
っ
て

し
ま
い
、
そ
の
花
で
あ
る
必
要
性
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
一
枚
の
葉
っ
ぱ
単
位
で

の
個
性
を
考
え
る
事
は
ま
だ
難
し
い
が
、

せ
め
て
一
本
一
本
の
花
ご
と
に
、
そ
の
個

性
を
引
き
出
し
、
よ
り
魅
力
的
な
も
の
と

し
て
存
在
し
て
欲
し
い
と
考
え
て
い
る
。

時
に
は
、
私
の
願
望
で
花
に
迷
惑
を
か
け

る
こ
と
も
あ
る
。
お
し
ゃ
れ
は
我
慢
だ
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
身
だ
し
な
み
は
周
り
へ
の
配
慮
で
あ

り
、
お
し
ゃ
れ
は
見
せ
た
い
自
分
を
み
せ

る
こ
と
で
あ
る
。
周
り
へ
の
配
慮
を
考
え

る
こ
と
で
、
あ
る
一
定
の
水
準
以
上
の
清

潔
な
花
を
生
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
性

を
失
わ
ず
に
生
け
る
事
が
難
し
い
の
は
清

潔
さ
を
求
め
、
手
を
加
え
る
ほ
ど
に
そ
の

花
の
元
の
姿
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
か
ら

で
あ
る
。
だ
が
や
は
り
、
忘
れ
な
い
で
お

き
た
い
の
は
、
身
だ
し
な
み
を
整
え
る
事

が
で
き
て
初
め
て
お
し
ゃ
れ
を
す
る
事
が

で
き
る
こ
と
だ
。

　
私
に
と
っ
て
良
い
花
と
は
、
同
じ
種
類

で
あ
ろ
う
と
各
植
物
の
個
性
を
存
分
に
引

き
出
し
、
生
命
力
に
満
ち
溢
れ
、
輝
い
て

い
る
状
態
の
事
を
指
す
。
そ
の
個
性
が
私

に
と
っ
て
苦
手
な
種
類
の
特
性
で
あ
っ
て

も
、
自
分
の
好
み
に
寄
せ
ず
、
そ
の
個
性
、

つ
ま
り
魅
力
を
引
き
出
す
こ
と
で
そ
の
命

が
輝
く
の
で
あ
る
。

　
私
は
植
物
と
向
き
合
う
だ
け
で
な
く
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
人
と
日
々
向
き
合
っ

て
い
る
。
な
ん
と
な
く
自
分
が
今
ま
で
し

て
き
た
事
が
言
語
化
で
き
る
程
に
ま
で
整

理
で
き
、
ス
ッ
キ
リ
と
し
て
い
る
。

　
認
知
機
能
の
低
下
が
著
し
い
利
用
者
を

抑
え
付
け
、
職
員
に
と
っ
て
都
合
の
良
い

1
日
が
過
ぎ
て
い
く
こ
と
に
我
慢
な
ら
な

い
で
い
る
。
各
利
用
者
の
体
に
無
理
が
な

い
範
囲
で
あ
れ
ば
本
人
が
望
み
さ
え
す
れ

ば
、
何
を
し
た
っ
て
い
い
。
職
員
が
押
さ

え
つ
け
な
け
れ
ば
、
利
用
者
は
生
き
生
き

と
し
て
い
る
。
机
の
上
に
椅
子
を
置
い
て

も
良
い
し
、
机
が
持
ち
上
が
ら
な
い
の
な

ら
手
伝
お
う
。
机
が
汚
れ
た
ら
、
消
毒
す

れ
ば
い
い
だ
け
だ
。

　
私
の
1
日
は
利
用
者
と
絶
え
ず
、
い
た

ず
ら
を
し
あ
い
、
注
意
さ
れ
、
不
安
と
向

き
合
い
、
本
人
が
し
た
く
て
も
で
き
な
い

こ
と
を
、
自
分
を
剥
き
出
し
に
し
て
、
お

手
伝
い
を
し
て
い
る
。
介
護
の
こ
と
を
、

で
き
な
く
て
可
哀
想
だ
か
ら
し
て
あ
げ
よ

う
だ
な
ん
て
考
え
た
こ
と
は
な
い
。
間

違
っ
て
も
職
員
が
、
自
己
表
現
を
し
よ
う

と
し
て
い
る
人
の
障
害
に
だ
け
は
な
ら
な

い
で
い
て
欲
し
い
と
強
く
願
う
。
頑
張
り

屋
さ
ん
を
頑
固
な
高
齢
者
と
し
て
見
て
欲

し
く
な
い
。家
族
の
介
護
を
助
け
る
た
め
、

立
ち
上
げ
ら
れ
た
施
設
だ
が
、
施
設
の
目

的
は
利
用
者
の
生
き
る
意
義
を
見
出
し
、

個
々
が
生
き
生
き
と
し
て
最
後
ま
で
生
活

で
き
る
環
境
を
整
え
る
事
が
で
き
た
ら
な

と
考
え
て
い
る
。

　
自
分
の
価
値
観
を
押
し
付
け
た
瞬
間
に

そ
の
人
の
ら
し
さ
は
、
そ
の
人
の
中
に
逃

げ
込
ん
で
し
ま
い
、
表
出
し
な
い
。
そ
の

人
の
奥
に
あ
る
、
ら
し
さ
を
引
き
出
す
。

こ
れ
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
無
い
だ

ろ
う
か
。
安
心
で
き
る
環
境
に
身
を
置
け

ば
自
然
と
取
り
繕
う
必
要
が
無
く
な
る
。

そ
の
人
自
身
が
認
め
ら
れ
た
と
感
じ
た
瞬

間
か
ら
そ
の
人
が
輝
く
。

　
周
り
か
ら
ど
う
思
わ
れ
て
い
よ
う
と
、

生
き
生
き
し
て
い
る
人
は
夢
中
だ
。
生
き

生
き
し
て
い
る
人
の
目
が
大
好
き
で
こ
の

仕
事
を
し
て
い
る
。

　
生
き
生
き
と
生
き
る
こ
と
が
、
最
高
の

一
生
で
あ
る
と
今
は
考
え
て
い
る
。

　
生
き
る
事
は
美
し
い
。

　
一
週
間
程
、
髭
を
伸
ば
し
て
み
た
が
ど

う
も
し
っ
く
り
こ
な
い
。
鏡
に
映
る
自
分

が
汚
ら
し
く
見
え
る
。
叔
母
か
ら
も
、
大

ブ
ー
イ
ン
グ
。「
私
の
前
で
ご
飯
を
食
べ

な
い
で
」と
騒
い
で
い
る
。
菜
月
だ
け
は
、

「
お
じ
さ
ん
み
た
い
で
え
え
や
ん
」と
言
っ

て
く
れ
て
い
る
の
だ
が
、
私
自
身
が
耐
え

き
れ
ず
に
剃
っ
た
。

　
し
か
し
、
道
を
歩
い
て
い
る
と
ど
う
も

髭
が
似
合
う
人
と
す
れ
ち
が
う
。
そ
の
髭

は
丁
寧
に
手
入
れ
さ
れ
、
そ
の
人
の
魅
力

と
な
り
、
静
か
に
そ
こ
に
い
る
。
虫
食
い

葉
が
似
合
う
花
、
ち
ぎ
れ
た
葉
、
奇
形
な

花
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
魅
力
と
さ
え

な
れ
ば
、
あ
る
べ
き
だ
。
む
し
ろ
そ
の
魅

力
を
取
り
除
く
こ
と
で
、
大
き
な
マ
イ
ナ

ス
に
働
く
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
人
に
と
っ

て
似
合
う
、似
合
わ
な
い
の
問
題
で
あ
る
。
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赤
い
実
　
黒
い
種
　
　

　
　
　
　
∧
6
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
材　

梅
う
め
も
ど
き擬（
黐も
ち
の
木
科
）

　
　
　
　

枯か
れ
ひ
ま
わ
り

向
日
葵
（
菊
科
）

　
　
　
　

糸
菊
３
種
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

ウ
メ
モ
ド
キ
の
赤
い
実
に
、
黒
い
種
を

び
っ
し
り
つ
け
た
大
輪
の
枯
ヒ
マ
ワ
リ
を

合
わ
せ
て
み
た
。
赤
、
ピ
ン
ク
、
白
の
イ

ト
ギ
ク
を
加
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
命
が

輝
き
だ
し
た
。

　

枯
ヒ
マ
ワ
リ
は
か
な
り
重
い
。
重
め
の

剣
山
に
太
い
支
柱
を
立
て
て
お
き
、
そ
れ

に
丈
夫
な
針
金
で
ヒ
マ
ワ
リ
の
茎
を
固
定

し
て
い
る
。

　

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

　

健
一
郎
先
生
が
立
て
た
菊
の
立
花

は
、
少
し
手
直
し
し
な
が
ら
2
週
間
以

上
、
玄
関
を
飾
っ
て
い
ま
す
に
ゃ
。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

　

ス
ト
ー
ブ
に
へ
ば
り
つ
い
て
離
れ
ま

せ
ん
。
み
な
さ
ん
も
あ
た
た
か
く
し
て

て
く
だ
さ
い
に
ゃ
。
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初
冬
の
盛
花
　
　

　
　
　
　
∧
7
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
材　

木ぼ

け瓜
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

水す
い
せ
ん仙

（
彼ひ
が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　
　
　
　

寒か
ん
ぎ
く菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
水
盤
（
清
水
美
菜
子
作
）

　

ボ
ケ
は
春
の
花
だ
が
秋
に
も
咲
く
。
秋

か
ら
冬
ま
で
花
を
咲
か
せ
る
の
で
寒か
ん

木ぼ

瓜け

と
も
呼
ば
れ
、
冬
に
咲
く
水
仙
と
時
季
が

少
し
重
な
る
。
同
じ
く
「
寒
」
の
つ
く
カ

ン
ギ
ク
と
の
3
種
で
と
り
合
わ
せ
る
と
、

い
か
に
も
初
冬
の
風
情
が
感
じ
ら
れ
る
。

私
の
好
き
な
と
り
合
わ
せ
だ
。

　

で
も
ボ
ケ
も
カ
ン
ギ
ク
も
少
々
値
が
張

る
。
も
う
少
し
く
だ
け
た
感
じ
に
す
る
な

ら
、
ス
イ
セ
ン
に
ア
カ
メ
ヤ
ナ
ギ
と
バ
ラ

の
組
み
あ
わ
せ
も
オ
ス
ス
メ
だ
。

　

ア
カ
メ
ヤ
ナ
ギ
の
枝
分
か
れ
1
本
。

　

ス
イ
セ
ン
2
本
。

　

バ
ラ
1
本
。

　

レ
モ
ン
リ
ー
フ
少
々
。

　

先
日
、
中
学
校
の
い
け
ば
な
体
験
授
業

で
こ
の
と
り
合
わ
せ
で
教
え
た
が
、
バ
ラ

の
葉
を
大
事
に
広
げ
、
ア
カ
メ
ヤ
ナ
ギ
の

赤
い
側
を
自
分
の
方
へ
向
け
、
ス
イ
セ
ン

が
気
持
ち
良
さ
そ
う
な
場
所
を
考
え
な
が

ら
、
皆
素
敵
な
花
を
い
け
て
く
れ
た
。

　

少
な
い
本
数
で
も
組
み
あ
わ
せ
次
第
で

見
応
え
の
あ
る
花
に
な
る
の
だ
な
あ
と
、

し
み
じ
み
と
感
じ
ら
れ
て
、
私
自
身
と
て

も
貴
重
な
体
験
に
な
っ
た
。
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行こ
う
り
や
な
ぎ

李
柳
　
椿つ

ば
き

　
　
　
　
仙
溪

　

花
型　

生
花
二
種
挿　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

行
李
柳
（
柳
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　

花
器　

煤
竹
竹
筒

　

明
治
時
代
以
降
、
箪た
ん

笥す

が
普
及
す
る
ま

で
は
、
行こ
う

李り

（
籠
の
箱
）
に
服
や
物
を
収

納
し
て
い
た
。
行
李
の
材
料
と
し
て
柳
が

使
わ
れ
た
が
、
柳
細
工
は
２
千
年
前
に
新し

羅ら
ぎ

か
ら
伝
わ
っ
た
そ
う
だ
。

　

奈
良
正
倉
院
御
物
の
中
に
も
「
但
馬
国

産
柳
箱
」
が
あ
る
。
但
馬
国
の
コ
リ
ヤ
ナ

ギ
（
杞
柳
）
で
編
ま
れ
た
杞き

柳
り
ゅ
う

細
工
が

広
ま
っ
て
、
様
々
な
行
李
が
つ
く
ら
れ
利

用
さ
れ
て
、
コ
リ
ヤ
ナ
ギ
は
コ
ウ
リ
ヤ
ナ

ギ
（
行
李
柳
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　

柳
行
李
は
現
在
も
豊
岡
で
つ
く
ら
れ
て

い
る
。
節
の
な
い
細
く
長
い
枝
に
す
る
た

め
に
頻
繁
に
脇
芽
を
摘
ん
で
育
て
、
初
冬

に
刈
り
取
り
、
足
元
に
水
を
絶
や
さ
ず
冬

ご
も
り
を
終
え
た
も
の
が
、
晩
春
に
皮
を

む
か
れ
て
や
っ
と
細
工
の
素
材
に
な
る
。

　

行
李
柳
は
撓た

め
や
す
い
。
い
け
て
い
て

細
工
に
適
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

柳行李　

出典：http://ei4web.yz.yamagata-u.ac.jp/
mogamigawa/life/yanagigouri.html



9

万
年
青
の
生
花
　  

仙
溪

　
万
年
青
（
百
合
科
）

　

常
緑
多
年
草
。
東
海
道
以
西
の
暖
地
の

山
地
の
林
下
に
生
え
る
。

　
「
都
み
や
こ
の
じ
ょ
う
城
（
都
尉
）」
は
大
型
の
葉
に
白

い
覆
輪
の
あ
る
品
種
で
、
江
戸
時
代
か
ら

知
ら
れ
る
薩
摩
お
も
と
の
代
表
品
種
。

　

常
緑
の
葉
と
初
冬
か
ら
赤
く
色
づ
く
実

を
大
切
に
扱
い
上
品
な
姿
に
い
け
る
。

　

実
の
茎
に
添
え
木
を
し
て
お
く
と
長
く

楽
し
め
る
。

九
葉
一
果

十
三
葉
一
果

十
五
葉
二
果

真
内
副
（
露
受
葉
）

立
葉

見
越

副

胴

地
摺
葉
（
親
葉
）

風
囲
い

控

実
囲
い

返
し
葉
（
露
受
葉
）

立
葉

留
（
流
し
葉
）

総
囲
（
風
囲
い
）

真
立
葉

見
越

副

胴
（
露
受
葉
）

風
囲
い

控
（
実
囲
い
）

留
（
流
し
葉
）

総
囲

真
（
露
受
葉
）

立
葉

見
越

副

胴
（
風
囲
い
）

親
葉

控 実
囲
い

中
葉

留
（
流
し
葉
）

総
囲

実
囲
い
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壁
画
に
描
か
れ
た
ハ
ス
と
瓶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
溪

　

仏
教
誕
生
以
前
よ
り
、
古
代
イ
ン
ド

で
は
ハ
ス
を
生
命
そ
の
も
の
の
象
徴
と

し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
や
、
強
い
生

命
力
を
持
つ
聖
樹
に
対
す
る
信
仰
心
が

あ
っ
た
こ
と
を
、
前
号
ま
で
見
て
来
た
。

　

で
は
、
古
代
イ
ン
ド
で
の
ハ
ス
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
仏
教
が
伝
わ
る
中

で
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
だ

ろ
う
。

　

ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
話
で
も
、
ビ
シ
ュ

ヌ
神
の
臍へ
そ

か
ら
生
じ
た
蓮
華
の
上
に
ブ

ラ
フ
マ
ー
が
す
わ
っ
て
宇
宙
を
創
造
し

た
話
が
あ
る
が
、
水
か
ら
生
ま
れ
る
ハ

ス
に
、
無
か
ら
出
現
す
る
世
界
、
宇
宙

を
重
ね
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

何
か
が
ハ
ス
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
は
仏
教
の
経
典
に
も
様
々
な

形
で
引
き
継
が
れ
、ま
た
新
た
な
イ
メ
ー

ジ
も
加
わ
っ
て
行
く
こ
と
と
な
る
の
だ

が
、
詳
し
い
こ
と
は
一
旦
置
い
て
お
き
、

ま
ず
中
国
の
西
の
玄
関
口
、
敦と
ん

煌こ
う

ほ
か

の
壁
画
か
ら
、
い
け
ば
な
の
観
点
で
見

て
絵
の
中
の
ハ
ス
の
気
に
な
る
も
の
を

い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　

大
乗
仏
教
に
お
い
て
出
家
者
の
大
切

な
持
ち
物
の
一
つ
に
水す
い

瓶び
ょ
うが

あ
る
。
菩ぼ

薩さ
つ

が
よ
く
手
に
持
っ
て
い
る
の
も
水
瓶

で
、
修
行
中
で
あ
る
菩
薩
が
持
っ
て
い

る
の
は
頷
け
る
。
図
①
は
菩
薩
が
右
手

に
持
っ
た
水す

い

瓶び
ょ
うに
花
が
挿
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
水
瓶
は
浄
じ
ょ
う

水す
い

や
香こ
う

水ず
い

を
入
れ
る
容
器
な
の
で
、
悪
い
物
が

入
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
花
で
口
に
蓋ふ
た

を

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
（
図
②
）。

は
た
し
て
図
①
の
花
も
蓋
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
花
を
挿
し
た
よ
う
に
見
え
る

ガ
ラ
ス
の
器
を
持
つ
菩
薩
の
絵
（
図
③

④
）
も
あ
る
が
、
古
代
イ
ン
ド
で
は
生

命
の
源
と
し
て
の
水
を
壺
で
表
現
し
、

そ
こ
か
ら
ハ
ス
が
生
ま
れ
出
る
図
像

（
満ま
ん

瓶び
ょ
うと

呼
ば
れ
る
）
も
あ
っ
た
の
で
、

循
環
す
る
生
命
そ
の
も
の
を
表
現
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
ガ
ラ
ス

の
器
と
花
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ

ろ
う
。

大勢至菩薩立像（絹本設色）。敦煌莫高窟。（唐代）。
ペルシャ製の銀製壺のような瓶にハスが挿されている。
出展：https://kknews.cc/culture/5bp4e8l.html

唐の太宗・李世民の五女、李麗質（621 〜 643）の墓の壁
画に、ハスの花を挿した瓶を持つ侍女が描かれている。西
安の北西に位置する昭陵にある。
出展：https://kknews.cc/zh-my/history/5o23jn8.html 　

ガラス碗を手に蓮を養う菩薩。敦煌莫高窟 328 窟壁画。
盛唐（713 〜 765 年）。
出展：https://spc.jst.go.jp/experiences/change/change_1719.
html

ガ
ラ
ス
碗
を
手
に
蓮
を
養
う
菩
薩
。
敦
煌
莫
高
窟 199

窟
壁
画
。
中

唐
（766

～835

年
）。

出
展
：https://kknew

s.cc/culture/5bp4e8l.htm
l

大
乗
仏
教
＝
自
己
救
済
を
主
眼
と
す
る
原
始
仏
教
に
対
し
、
広
く
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
仏
教
思
想
。
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
時
代
に
イ
ン
ド
北
西
部
で
生
ま
れ
、
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
に
広
が
っ
た
。

①

②

③

④
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鹿ろ
く

王お
う

院い
ん

令
和
襖
ふ
す
ま

絵え

五
十
六
面

落
成
記
念
拝
観

　

会
期　

10
月
30
日
㈮
～
11
月
14
日
㈯

　

会
場　

鹿
王
院

　
　

嵐
電
「
鹿
王
院
駅
」
徒
歩
４
分

　

襖
絵
制
作　

藤
井
隆
也

　

テ
キ
ス
トN

o.651

で
も
ご
紹
介
し

た
藤
井
氏
が
56
面
の
襖
絵
を
描
か
れ
た

の
を
見
せ
て
頂
い
た
。

　

鹿
王
院
は
足
利
義
満
ゆ
か
り
の
寺

で
、
舎
利
殿
に
は
源
実
朝
が
宋
か
ら
将

来
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
仏ぶ
つ

牙げ

舎し
ゃ

利り

を
奉

安
す
る
。

　

襖
に
は
藤
井
さ
ん
が
ド
イ
ツ
か
ら
持

ち
帰
っ
た
ナ
ラ
（
楢
）
の
葉
が
一
枚
ず

つ
描
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
そ
れ
ぞ

れ
の
葉
の
命
の
気
配
が
あ
っ
た
。
居
な

が
ら
に
し
て
森
を
感
じ
る
不
思
議
な
体

験
で
あ
っ
た
。

　

今
後
も
襖
絵
は
見
ら
れ
る
そ
う
な
の

で
、
是
非
訪
れ
て
み
て
ほ
し
い
。

「
私
は
56
枚
の
オ
ー
ク
（
ナ
ラ
）
の
落

ち
葉
を
写
し
た
。
そ
の
葉
脈
を
見
れ

る
限
り
注
視
し
た
。
か
つ
て
水
や
養

分
の
通
路
で
あ
っ
た
生
命
活
動
の
証

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
１
枚
１
枚
の
落

ち
葉
を
通
じ
て
行
っ
た
命
と
の
対
話

だ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
地
で
私
と
出
会

い
、
遠
く
日
本
の
鹿
王
院
ま
で
運
ば

れ
た
56
枚
の
落
ち
葉
た
ち
は
、
稀
有

な
運
命
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。」
藤
井
隆
也　

　
（
鹿
王
院
令
和
襖
絵
56
面
落
成
記
念

拝
観
カ
タ
ロ
グ
よ
り
）

仏牙舎利が奉安されている多宝塔
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
690
号　

2020
年
12
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

ア
メ
リ
カ
ハ
ナ
ノ
キ
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
櫻
子

　

花
材　

ア
メ
リ
カ
ハ
ナ
ノ
キ
（
楓
か
え
で

科
）

　
　
　
　

月
桃
の
実
（
生し
ょ
う
が姜
科
）

　
　
　
　

ダ
リ
ア
（
菊
科
）

　

花
器　

銅
打
ち
出
し
壺

　

花
屋
さ
ん
の
庭
で
紅
葉
し
た
ア
メ
リ
カ

ハ
ナ
ノ
キ
を
切
っ
て
も
ら
っ
た
。
ア
メ

リ
カ
北
部
～
カ
ナ
ダ
に
分
布
す
る
落
葉
高

木
。
公
園
や
街
路
に
植
栽
さ
れ
て
い
る
。

別
名
ア
カ
カ
エ
デ
、ベ
ニ
カ
エ
デ
。
早
春
、

葉
よ
り
も
先
に
紅
色
の
花
が
咲
き
、
秋
に

美
し
く
紅
葉
す
る
。

　

赤
い
実
と
花
を
合
わ
せ
て
銅
の
器
に
い

け
た
。

アメリカハナノキの花・葉・実

出展：http://www.forest-akita.jp/data/2017-
jumoku/133-amerikahana/amerikahana.html
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純
白
の
ク
リ
ス
マ
ス

　
　
　 

∧
2
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

花
材　

メ
ラ
レ
ウ
カ

　
　
　
　
　
（
フ
ト
モ
モ
科
）

　
　
　
　

シ
ン
フ
ォ
リ
カ
ル
ポ
ス

　
　
　
　
　
（
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
）

　
　
　
　

ダ
リ
ア
（
菊
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
器

　

メ
ラ
レ
ウ
カ
と
ダ
リ
ア
の
横
に
添

え
て
あ
る
木
は
シ
ン
フ
ォ
リ
カ
ル
ポ

ス
と
い
う
名
の
ス
イ
カ
ズ
ラ
科
の
植

物
。
英
名
は
ス
ノ
ー
ベ
リ
ー
。
秋
の

頃
き
れ
い
な
白
い
実
を
つ
け
る
。
何

度
聞
い
て
も
覚
え
ら
れ
な
い
名
前
だ

が
、
調
べ
て
み
る
と
ギ
リ
シ
ャ
語
で

「
房
状
に
な
っ
て
い
る
果
実
」
と
い
う

意
味
ら
し
い
。
日
本
語
で
は
普
通
す

ぎ
る
意
味
な
の
に
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は

す
ご
く
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
言
葉
に
な

る
。

　

純
白
の
実
が
ク
リ
ス
マ
ス
ら
し
い

雰
囲
気
を
出
し
て
く
れ
る
。

　

最
近
で
は
長
い
期
間
出
荷
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
メ
ラ
レ
ウ
カ
。
足
元

を
よ
く
割
っ
て
い
け
る
と
日
持
ち
し

て
く
れ
て
豊
か
で
し
な
や
か
に
花
を

引
き
た
て
て
く
れ
る
。

　

暖
か
そ
う
な
シ
ョ
ー
ル
を
巻
い
て

あ
げ
た
く
な
っ
た
。
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メ
リ
ー
ク
リ
ス
マ
ス

　
　
　
∧
3
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
材　

ブ
ル
ー
ア
イ
ス
（
檜

ひ
の
き

科
）

　
　
　
　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

ス
プ
レ
ー
薔
薇
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

小
し
ょ
う

雪せ
つ

を
過
ぎ
る
と
風
の
冷
た
さ
に

体
が
こ
わ
ば
る
。
で
も
ク
リ
ス
マ
ス

が
や
っ
て
く
る
と
思
う
と
ウ
キ
ウ
キ

す
る
。
12
月
に
い
け
る
花
に
は
温
も

り
を
感
じ
た
い
。
森
の
針
葉
樹
に
純

白
と
深
紅
の
花
を
添
え
る
と
、
清
ら

か
で
温
か
な
優
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
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初
冬
の
二
瓶
飾
り

∧
4
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

花
型　

生
花　

二に
へ
い
か
ざ

瓶
飾
り

　

花
材　

満
ど
う
だ
ん
つ
つ
じ

天
星
（
躑つ

つ
じ躅

科
）

水
仙
（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　

花
器　

煤す
す

竹だ
け

竹
筒

結
晶
釉
水
盤（
前
田
保
則
作
）

　

ド
ウ
ダ
ン
は
面
で
葉
を
見
る
よ
う

に
生
け
た
。
枝
振
り
も
格
好
が
良
い

が
お
生
花
の
形
に
は
線
が
増
え
、
効

果
的
に
魅
せ
る
こ
と
が
難
し
い
。
ま

だ
咲
く
前
の
水
仙
と
飾
っ
た
。
二
瓶

で
飾
る
と
季
節
の
幅
が
限
定
さ
れ
、

よ
り
今
を
味
わ
う
事
が
で
き
る
。
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十
四
世
の
生
花

5
∧

頁
の
花
∨
　
仙
齋

　

花
型　

生
花　

二に
し
ゅ
ざ

種
挿
し

　

花
材　

桐き
り

（
桐
科
）

満
ど
う
だ
ん
つ
つ
じ

天
星
（
躑

じ

つ
つ

躅
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

以
前
の
テ
キ
ス
ト
で
は
白
黒
写
真

だ
っ
た
の
で
カ
ラ
ー
で
再
掲
載
。
健

一
郎
の
生
花
と
並
べ
て
み
た
。
喜
ぶ

父
が
目
に
浮
か
ぶ
。　
　
　
　

仙
溪
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1 2
3

4
5

6
7

１
副そえ

２
胴どう

３
見み
越こし

４
留とめ

５
真しん
が
こ
い
囲
い

６
真しん

７
控ひか
ええ

◎
又
木
配
り
の
か
け
方

◎
役
枝
を
入
れ
る
順
番
と
位
置

副
胴

見
越

真
囲

真

留 控

１
副 ２

胴

３
見
越５

真
囲

６
真

４
留

７
控

◎
そ
れ
ぞ
れ
撓
め
て
形
を
つ
け
る
。
数
字
は
い
け
る
順
番
。

◎
枝
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
さ
に
切
り
、
足
元
の
葉
を
取
り

除
き
、
木
肌
を
美
し
く
磨
く
。

副

留

若
松
生
花

仙
溪

　

花
型　

生
花　

真
型

　

花
材　

若
松
（
松
科
）

　

花
器　

青
竹
竹
筒

　

今
年
も
そ
ろ
そ
ろ
新
し
い
年
を
迎

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
12
月
の
中

頃
か
ら
お
正
月
花
の
稽
古
が
続
く
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
人
達
は
お

そ
ら
く
花
を
い
け
る
ど
こ
ろ
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
も

稽
古
が
で
き
る
こ
と
に
感
謝
し
よ

う
。

真

◎
横
か
ら
見
た
と
こ
ろ

真
の
先
は
足
元
の
真
上
に
。
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副胴

見
越

真
囲

真

留

　

昨
年
、
宅
配
稽
古
に
添
え
る
た
め

に
若わ

か
ま
つ
 
せ
い
か

松
生
花
の
プ
リ
ン
ト
を
つ
く
っ

た
の
で
、
こ
こ
に
掲
載
し
て
お
く
。

　

飾
る
場
所
に
よ
っ
て
右
勝
手
、
左

勝
手
を
決
め
て
か
ら
い
け
る
こ
と
。

　

竹
筒
（
9
寸
＝
27
セ
ン
チ
）
の
3

倍
と
新
聞
紙
の
幅
が
ほ
ぼ
同
じ
な
の

で
、
新
聞
紙
を
広
げ
た
幅
が
真し

ん

の
水

際
か
ら
の
長
さ
と
な
る
。

　

副そ
え

は
真
の
3
分
の
2
。
留と

め

は
真
の

２
分
の
１
。

　

こ
れ
ら
の
長
さ
に
水
際
か
ら
下
の

長
さ
を
足
し
て
切
る
。

　

諸し
ょ

木ぼ
く

の
中
に
松
の
緑
は
四
季
に
変

わ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら

祝
意
の
生
花
と
し
て
い
け
ら
れ
て
き

た
。
慶
事
の
花
と
し
て
、
神
へ
の
供

え
華
と
し
て
、
清
浄
純
粋
な
心
で
い

け
る
花
で
あ
る
。

　

切
り
立
て
の
清
々
し
い
青
竹
の
筒

に
若
松
７
本
を
「
真し

ん

の
花は

な

型が
た

」
に
い

け
、
水
際
に
紙
を
巻
き
、
金
銀
の
水

引
を
「
と
も
え
結
び
」
に
す
る
。

　

真し
ん

塗ぬ

り
の
蛤

は
ま
ぐ
り
い
た

板
、
ま
た
は
白
木
の

板
を
敷
い
て
飾
り
、
紙
が
濡
れ
な
い

よ
う
に
や
や
少
な
め
に
水
を
は
る
。
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『
言
葉
と
自
然
』　

　
健
一
郎

　
自
分
が
思
う
花
の
楽
し
さ
を
稽
古

で
人
に
伝
え
る
よ
う
に
な
っ
て
3
年

く
ら
い
経
っ
た
。

　
あ
る
お
弟
子
さ
ん
が
生
け
た
菊
の

花
を
拝
見
し
た
。
や
や
前
傾
に
直
立

し
た
菊
の
葉
が
殆
ど
む
し
り
取
ら
れ

て
い
る
。「
葉
を
取
る
の
が
楽
し
く

て
つ
い
取
り
す
ぎ
て
し
ま
い
ま
し

た
。」
と
笑
っ
て
い
る
。
綺
麗
な
目

だ
っ
た
。
花
の
味
わ
い
方
は
そ
れ
ぞ

れ
で
、彼
女
は
自
分
に
素
直
だ
っ
た
。

私
の
花
の
味
わ
い
方
が
拡
張
さ
れ
た

よ
う
に
も
思
う
。
葉
を
取
る
こ
と
に

罪
悪
感
を
感
じ
る
気
持
ち
は
も
ち
ろ

ん
大
切
だ
が
、
そ
れ
は
倫
理
を
通
し

て
感
じ
ら
れ
る
感
情
で
あ
り
、
葉
を

取
る
行
為
の
み
を
考
え
る
と
不
快
な

も
の
で
は
な
い
。

　
私
は
主
と
し
て
、
花
の
美
し
さ
と

生
命
力
を
味
わ
っ
て
い
る
の
か
な
と

自
分
で
は
思
っ
て
い
る
。
個
人
的
に

近
頃
思
う
の
は
、
情
報
で
溢
れ
る
世

界
に
な
っ
て
か
ら
、
み
ん
な
頭
で
考

え
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

人
が
知
っ
て
い
る
範
囲
の
事
な
ら
な

ん
で
も
調
べ
れ
ば
出
て
く
る
。
情
報

を
価
値
に
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
価

値
、
本
質
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
自

分
が
何
を
し
て
い
る
か
わ
か
っ
て
い

な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
も
っ
た
い

な
く
感
じ
る
。
情
報
自
体
に
価
値
は

な
い
。
家
元
が
文
阿
弥
花
伝
書
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
閲
覧
し
て
い
る

の
を
見
て
感
じ
た
。
な
ん
て
い
い
時

代
な
ん
だ
ろ
う
。
知
る
環
境
は
こ
れ

以
上
な
く
整
っ
て
い
る
。
情
報
を
ど

う
使
う
か
で
あ
る
。

　
知
る
環
境
が
今
に
比
べ
て
不
便

だ
っ
た
に
違
い
な
い
室
町
時
代
。
そ

の
時
代
の
人
達
が
真
摯
に
花
に
向
き

合
い
、
悩
み
、
一
つ
の
答
え
と
し
て

記
し
た
も
の
が
花
伝
書
で
あ
り
、
禁

忌
で
あ
っ
た
。
室
町
の
花
伝
書
に
は

禁
忌
が
多
い
と
い
う
。
言
葉
の
響
き

が
悪
い
花
は
特
に
嫌
わ
れ
た
。
紫し

苑お
ん

は
祝
儀
の
席
で
は
死
に
通
じ
る
と
こ

ろ
か
ら
禁
花
に
さ
れ
、
赤
い
花
は

引
っ
越
し
の
際
は
火
を
想
起
す
る
の

で
禁
花
と
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
花

一
つ
一
つ
に
名
前
を
つ
け
意
味
を
考

え
る
。
一
つ
一
つ
の
花
と
向
き
合
っ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

「
古
代
の
呪
術
性
の
な
ご
り
と
も
い

え
る
禁
忌
の
意
識
を
取
り
去
っ
た
の

が
近
世
に
生
ま
れ
た
生
け
花
様
式
で

あ
る
。
そ
れ
は
草
木
花
が
古
代
と
の

血
縁
を
失
い
、
単
な
る
花
材
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」

と
川
瀬
敏
朗
は
述
べ
て
い
る
が
、
あ

る
部
分
で
は
納
得
で
き
る
が
、
あ
る

部
分
で
は
再
考
の
餘
地
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。
観
念
的
に
花
と
向
き
合

い
、
真
摯
で
あ
る
こ
と
は
立
派
な
こ

と
で
あ
る
と
個
人
的
に
考
え
て
い

る
。
そ
の
一
方
で
、
実
踐
的
に
身
體

を
通
じ
て
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
も

大
切
で
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
つ
ま
り
私
は
真
摯
に
花
に
向
き

合
う
姿
勢
が
好
き
な
の
で
あ
る
。
言

語
や
意
味
を
重
視
し
、
脳
を
使
っ
て

考
え
る
観
念
的
解
釈
と
五
感
や
身
體

を
使
っ
て
感
じ
、
そ
の
も
の
の
本
質

と
向
き
合
う
実
踐
的
な
解
釈
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

　
室
町
の
頃
か
ら
花
伝
書
な
ど
で
決

ま
り
事
を
作
る
こ
と
は
、
言
葉
で
論

理
的
に
解
釈
し
た
も
の
で
、
剝
き
出

し
の
自
然
性
や
本
質
は
言
葉
で
伝
え

ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
言
葉
に
し
た
時
、
そ
れ
は
物
事

を
定
義
し
、
観
念
的
に
解
釈
す
る
こ

と
に
な
る
か
ら
だ
。
花
伝
書
で
伝
え

た
い
こ
と
は
決
ま
り
事
そ
の
も
の
で

は
な
い
。
決
ま
り
事
と
し
て
、
本
質

を
人
に
伝
え
る
べ
く
仕
方
な
く
言
語

化
し
、
仕
方
な
く
論
理
で
説
明
し
て

い
る
。
そ
れ
は
人
に
思
い
を
伝
え
る

手
段
が
言
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
言
葉

を
使
用
せ
ず
思
考
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
ソ
ク
ラ
テ

ス
以
降
の
哲
学
者
は
苦
し
む
こ
と
に

な
る
。

　
葉
を
む
し
り
取
る
楽
し
さ
は
、
身

体
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
原
初

的
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
生
花

を
生
け
る
際
に
枝
を
撓た

め
た
り
す
る

の
は
確
か
に
楽
し
い
。
オ
ラ
ン
ウ
ー

タ
ン
は
水
平
で
頑
丈
な
、
身
体
を
預

け
ら
れ
る
木
を
見
つ
け
て
若
い
枝
を

集
め
た
後
、
曲
げ
て
巣
を
楽
し
そ
う

に
作
る
。そ
ん
な
も
の
な
ん
だ
ろ
う
。

人
と
枝
と
の
付
き
合
い
の
長
さ
は

思
っ
て
い
る
以
上
に
長
い
も
の
か
も

し
れ
な
い
。
二
足
歩
行
の
始
ま
り
に

も
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
、
そ
の
中

の
一
つ
に
二
足
歩
行
は
木
の
上
で
始

ま
っ
た
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
外
敵

が
比
較
的
少
な
い
木
の
上
で
の
生
活

を
始
め
た
、
僕
ら
の
先
祖
に
あ
た
る

か
も
し
れ
な
い
生
き
物
た
ち
が
木
と

花
の
中
で
生
活
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
はm

今
私
た
ち
が
花
を
見
て
な

ん
だ
か
感
じ
る
安
心
感
と
つ
な
が
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
物
真
似
に
は
似
せ
な
い
と
い
う
位

が
あ
る
。
物
真
似
を
究
め
そ
の
物
に

ま
こ
と
な
り
き
っ
て
し
ま
え
ば
、
も

う
似
せ
よ
う
と
思
う
心
な
ど
な
い
。

こ
う
な
れ
ば
た
だ
見
せ
場
を
嗜
む
の

み
で
、
花
が
咲
か
な
い
と
い
う
こ
と

が
あ
ろ
う
か
。」

世
阿
弥
の
風
姿
花
伝
か
ら
の
引
用
で

あ
る
。
似
せ
よ
う
と
思
う
心
は
頭
の

中
の
解
釈
で
し
か
な
い
。
そ
の
さ
き

に
理
屈
で
な
く
実
踐
的
に
本
質
と
向

き
合
う
こ
と
で
花
を
咲
か
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
似
せ
な
い
と
い
う
境
地
は
面

白
そ
う
だ
。

　
言
語
、
論
理
と
対
極
に
あ
る
生
命

そ
の
も
の
の
広
が
り
自
然
の
あ
り
の

ま
ま
の
姿
。
言
語
、
論
理
は
人
間
の

脳
が
世
界
を
切
り
取
り
、
論
理
を
抽

出
し
て
、
都
合
よ
く
構
築
し
た
整
っ

た
人
工
物
で
あ
る
か
ら
、
自
然
そ
の

も
の
の
本
質
は
こ
ぼ
れ
落
ち
や
す

い
。
科
学
や
学
問
は
た
だ
ひ
た
す
ら

に
言
葉
と
論
理
の
力
で
世
界
を
分
類

し
、
名
付
け
を
す
る
行
為
と
も
い
え

る
。

　
そ
の
た
め
に
は
剝
き
出
し
の
自
然

や
本
性
に
触
れ
て
い
る
必
要
が
あ

り
、
五
感
の
意
識
の
あ
り
よ
う
が
大

切
で
あ
る
。
言
葉
や
情
報
で
な
く
、

目
の
前
の
花
、
人
そ
の
も
の
を
受
け

入
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　
五
感
の
力
を
鍛
え
る
こ
と
は
あ
り

の
ま
ま
の
自
然
に
反
応
で
き
る
た
め

の
準
備
で
あ
る
。
何
か
不
思
議
な
も

の
を
見
た
時
に
人
は
分
か
ろ
う
と
す

る
が
、
分
か
ろ
う
と
し
て
は
い
け
な

い
。そ
の
も
の
を
受
け
入
れ
る
の
だ
。

言
語
や
論
理
は
「
分
か
る
」
だ
が
、

自
然
の
本
質
は
、
そ
の
も
の
を
「
受

け
入
れ
る
」
の
だ
。
文
章
に
し
て
い

て
今
納
得
し
た
。
す
ご
く
気
持
ち
が

い
い
。

8
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菊
の
立
花∧

表
紙
の
花
∨
　
健
一
郎

　

花
型　

除の
き

真し
ん

立り
っ

花か

　

花
材　

満
ど
う
だ
ん
つ
つ
じ

天
星
（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　

水
仙
（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　

小
菊
4
種
（
菊
科
）

　

寒か
ん
ぎ
く菊

（
菊
科
）

　

花
器　

獅
子
耳
銅
立
花
瓶

　

毎
年
、
菊
の
季
節
を
心
よ
り
楽
し

み
に
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
こ
の

乱
れ
菊
は
特
別
で
あ
る
。
剥む

き
出
し

の
自
然
の
力
を
強
く
感
じ
る
。
今
の

自
分
と
波
長
が
あ
う
。
今
年
も
直じ

か

に

触
れ
る
こ
と
が
出
来
て
嬉
し
く
思
う
。

　

去
年
は
菊
一
色
で
立
て
た
が
、
今

回
は
ド
ウ
ダ
ン
と
水
仙
を
共
に
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
魅

力
を
発
揮
で
き
て
い
る
。

白
そ
う
だ
。

言
語
、
論
理
と
対
極
に
あ
る
生
命

そ
の
も
の
の
広
が
り
自
然
の
あ
り
の

ま
ま
の
姿
。
言
語
、
論
理
は
人
間
の

脳
が
世
界
を
切
り
取
り
、
論
理
を
抽

出
し
て
、
都
合
よ
く
構
築
し
た
整
っ

た
人
工
物
で
あ
る
か
ら
、
自
然
そ
の

も
の
の
本
質
は
こ
ぼ
れ
落
ち
や
す

い
。
科
学
や
学
問
は
た
だ
ひ
た
す
ら

に
言
葉
と
論
理
の
力
で
世
界
を
分
類

し
、
名
付
け
を
す
る
行
為
と
も
い
え

る
。そ

の
た
め
に
は
剝
き
出
し
の
自
然

や
本
性
に
触
れ
て
い
る
必
要
が
あ

り
、
五
感
の
意
識
の
あ
り
よ
う
が
大

切
で
あ
る
。
言
葉
や
情
報
で
な
く
、

目
の
前
の
花
、
人
そ
の
も
の
を
受
け

入
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

五
感
の
力
を
鍛
え
る
こ
と
は
あ
り

の
ま
ま
の
自
然
に
反
応
で
き
る
た
め

の
準
備
で
あ
る
。
何
か
不
思
議
な
も

の
を
見
た
時
に
人
は
分
か
ろ
う
と
す

る
が
、
分
か
ろ
う
と
し
て
は
い
け
な

い
。そ
の
も
の
を
受
け
入
れ
る
の
だ
。

言
語
や
論
理
は
「
分
か
る
」
だ
が
、

自
然
の
本
質
は
、
そ
の
も
の
を
「
受

け
入
れ
る
」
の
だ
。
文
章
に
し
て
い

て
今
納
得
し
た
。
す
ご
く
気
持
ち
が

い
い
。

④

⑤

霧き
り
し
ま
つ
つ
じ

島
躑
躅
の
生
花
　
仙
溪

　
「
紀
の
国
わ
か
や
ま
文
化
祭2021

」

の
「
い
け
ば
な
芸
術
展
」
に
ご
招
待

い
た
だ
き
、
関
西
の
先
生
方
と
共
に

和
歌
山
城
ホ
ー
ル
に
花
を
い
け
て
き

た
。（
11
月
13
日
〜
14
日
）（
写
真
④
⑤
）

　

ガ
ラ
ス
越
し
に
お
城
を
見
る
素
晴

ら
し
い
空
間
で
、
イ
チ
ョ
ウ
の
黄
葉

を
背
景
に
季
節
外
れ
の
ツ
ツ
ジ
の
花

が
映
え
て
い
た
。

　

偶
然
に
も
ツ
ツ
ジ
は
和
歌
山
市
の

花
だ
そ
う
だ
。
ち
な
み
に
和
歌
山
県

の
花
は
ウ
メ
。
お
土
産
に
梅
干
し
を

頂
戴
し
た
。
美
味
し
く
頂
き
ま
し
た
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む
　

立
花
時
勢
粧
　
下

識
語

楽
天
は
竹
の
描
き
が
た
き
を
歌
に
残

し
、
金
岡
は
筆
を
捨
て
松
に
名
づ
く
。

鳴
呼
葉
し
げ
り
枝
重
な
り
景
気
の
微

細
な
る
所
う
つ
し
が
た
き
事
か
。
し
か

は
あ
れ
ど
花
影
の
あ
ら
た
な
る
に
ま
か

せ
て
は
人
を
選
ば
ず
。
こ
こ
に
図
す
る

も
の
な
り
。

辰
の
九
月
日

書
林　

中
野
氏
編
集

63

　

一
昨
年
ま
で
の
5
年
間
で
「
立
華
時
勢
粧
」

を
紹
介
し
た
時
、
こ
の
識
語
（
本
の
由
来
や

年
月
を
記
し
た
も
の
）
を
抜
か
し
て
い
た
の

で
、
こ
こ
に
掲
載
す
る
。

　

楽
天
と
は
中
国
唐
代
中
期
の
詩
人
、
白
居
易

（772~846

）
の
字

あ
ざ
な

。
自
然
や
暮
ら
し
の
中
の

輝
き
を
謳
っ
た
詩
は
日
本
に
も
影
響
を
与
え
、

源
氏
物
語
に
も
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

金
岡
と
は
巨こ

せ

勢の

金か
な

岡お
か

の
こ
と
。
平
安
時
代

前
期
の
絵
師
で
、
熊
野
権
現
の
化
身
と
絵
の

腕
比
べ
を
し
て
負
か
さ
れ
た
「
筆
捨
松
」
の

伝
承
が
あ
る
。

　

こ
の
識
語
も
だ
が
、「
立
花
時
勢
粧
」
に
は

「
種し

ゅ

樹じ
ゅ

郭か
く

槖た
く

駝だ

傳で
ん

」（
テ
キ
ス
ト
６
３
２
参
照
）

な
ど
中
国
、
日
本
の
古
典
か
ら
の
引
用
が
多

い
。
序
文
の
次
の
箇
所
、

さ
れ
ば
瓶
へ
い
じ
ょ
う上

に
南な
ん
ざ
ん山

の
美
を
つ
く
し
、

砂
鉢
に
西
湖
の
風ふ
う
し
ょ
く色

を
う
つ
す
。
ち

か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
高
き
峰
、
深

き
溪た
に

を
小
床
に
縮し
じ

む
。
至
ら
ず
し
て

千ち
さ
と里

の
外
の
勝
景
を
み
る
こ
と
、
そ

の
術
諸
芸
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。

（
立
花
時
勢
粧
序
テ
キ
ス
ト
６
１
２
参
照
）

こ
の
印
象
的
な
部
分
に
あ
る
「
ち
か
ら
を
も

い
れ
ず
し
て
」
は
も
と
も
と
紀
貫
之
に
よ
る

古
今
和
歌
集
の
序
文
に
使
わ
れ
て
い
る
。

や
ま
と
歌
は
、
人
の
心
を
種た

ね

と
し
て
、

万よ
ろ
ずの

言こ
と

の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。
世

の
中
に
あ
る
人
、
事こ

と

業わ
ざ

、
繁し

げ

き
も
の

な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る

も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
、
言
ひ
出

せ
る
な
り
。
花
に
鳴
く
鶯

う
ぐ
い
す、

水
に
住

む
蛙

か
わ
ず

の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生

け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
詠よ

ま
ざ

り
け
る
。

力
を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
を
動
か
し
、

目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
思

は
せ
、
男
女
の
中
を
も
や
は
ら
げ
、

猛た
け

き
武も

の

士の
ふ

の
心
を
も
慰

な
ぐ
さ

む
る
は
歌
な

り
。　

　
　
　
（
古
今
和
歌
集
仮
名
序
の
前
半
部
）

古
今
和
歌
集
も
立
花
時
勢
粧
も
、
前
回
紹
介

し
た
「
文
阿
弥
花
伝
書
」
の
序
文
も
、
自
然

の
輝
き
を
伝
え
る
術
と
し
て
歌
や
立
花
の
素

晴
ら
し
さ
を
語
っ
て
い
る
。

　
「
季
節
の
輝
き
を
表
現
す
る
」
こ
と
が
原
点

な
の
だ
と
教
え
て
く
れ
て
い
る
。

『
立
花
時
勢
粧　

下
』
よ
り

「
文も
ん
あ
み

阿
弥
花
伝
書
」
の
謎
　
　
　

　

前
回
序
文
を
紹
介
し
た
が
、「
文
阿
弥
花
伝

書
（
鹿
王
院
蔵
）」
に
は
謎
め
い
た
所
が
あ
る
。

　

文
阿
弥
は
室
町
時
代
の
「
た
て
花
」
の
名

手
で
足
利
将
軍
に
仕
え
た
同
朋
衆
の
一
人
。

1
，
巻
末
の
年
号
と
日
付
の
謎

　
　

天
承
元
年　

五
月
十
三
日

　

天て
ん

承
し
ょ
う

元
年
は1131

年
、
平
安
時
代
だ
。

5
月
13
日
と
い
う
日
は
巻
3
の
最
後
に
も
「
五ご

節せ
つ

花
の
事
」
と
し
て
「
五
月
十
三
日
竹
」
と

あ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
俗
説
「
竹ち

く

酔す
い

日じ
つ

」
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
日

は
竹
が
酔
っ
て
い
る
の
で
植
え
替
え
に
最
適

な
日
と
さ
れ
た
。

　

天
承
元
年
を
調
べ
て
み
る
と
、
宇
治
に
蟄ち

っ

居き
ょ

し
て
い
た
藤
原
忠た

だ

実ざ
ね

が
鳥と

羽ば

上
皇
に
呼
び

戻
さ
れ
た
年
に
あ
た
る
。

　

常
識
的
に
は
花
伝
書
の
内
容
が
平
安
時
代

の
も
の
と
は
考
え
に
く
い
が
、
な
ぜ
こ
の
年

号
と
日
付
を
敢
え
て
使
っ
た
の
か
。
植
え
替

え
た
竹
が
根
付
き
育
つ
如ご

と

く
、
挿
花
の
極
意

を
伝
授
す
る
意
味
で
花
伝
書
相そ

う

伝で
ん

の
日
付
と

し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
「
五
月
十
三
日
竹
」
以
外
に
も
「
菊
ば
か
り

10

花
伝
書
を
読
む

仙
溪
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立
て
ず
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
他

の
花
伝
書
に
は
無
い
内
容
が
あ
り
興
味
深
い
。

2
，「
花
の
書
」「
紀
貫
之
」「
宇
治
の
宝
蔵
」

　
　
「
玉
津
島
明
神
」

わ
が
朝
に
お
い
て
、
花
の
書
宇
治
の

宝ほ
う

蔵ぞ
う

に
込
め
た
ま
う
よ
り
花
の
書
絶た

え

に
な
り
、
近
来
紀つ

ら

貫ゆ
き

能よ
く

こ
の
事
を
な

げ
き
、
宇
治
に
三
年
お
籠

こ
も
り

候
て
祈

い
の
り

の

時
、
夢む

想そ
う

に
玉た

ま

津つ

嶋し
ま

の
明

み
ょ
う

神じ
ん

へ
祈
申

せ
と
あ
り
け
れ
ば
、
則
ち
籠

こ
も
り

給た
ま

う
と

こ
ろ
に
人に

ん

形ぎ
ょ
うに

あ
ら
わ
れ
て
彼か

の

巻
物

を
賜
る
な
り
。
こ
れ
を
た
づ
ぬ
る
に
、

天
承
元
年
五
月
十
三
日
卯う

の
刻こ

く

な
り
。

　

巻
3
に
右
の
文
章
が
あ
り
「
花
の
書
」
な

る
も
の
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

紀
貫
之
（872~945

）
と
玉
津
島
明
神
の

関
係
は
能
の
「
蟻あ

り

通ど
お
し」

の
中
で
も
語
ら
れ
る
。

紀
の
国
・
和わ

か
の
う
ら

歌
浦
の
玉
津
島
明
神
は
和
歌
の

神
様
で
あ
り
、
貫
之
も
参
詣
し
た
で
あ
ろ
う

こ
と
が
「
貫
之
集
」
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ

の
帰
途
に
和
泉
国
の
蟻
通
明
神
で
詠
ん
だ
歌

を
題
材
に
能
の
「
蟻
通
」
が
つ
く
ら
れ
た
。

　

紀
貫
之
の
書
い
た
「
土
佐
日
記
」
は
和
語

和
文
和
字
に
よ
る
日
記
文
学
の
魁

さ
き
が

け
で
あ
る
。

ま
た
彼
は
古
今
和
歌
集
の
編へ

ん

纂さ
ん

の
あ
と
、
宮

中
の
書
物
を
管
理
す
る
御ご

書し
ょ

所
ど
こ
ろ

預
あ
ず
か
りに

任
ぜ

ら
れ
て
い
る
。
日
本
的
な
る
も
の
を
生
み
出

し
た
紀
貫
之
に
、
宇
治
の
宝
蔵
で
「
花
の
書
」

を
見
つ
け
さ
せ
た
の
に
は
、
何
か
意
味
が
あ

り
そ
う
だ
。

「
花
の
書
」
と
は
い
か
な
る
も
の
を
指
す
の

か
。
古
い
時
代
の
供
花
に
つ
い
て
、
そ
の
挿

法
を
記
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

『文阿弥花伝書・鹿王院蔵』巻 3 の部分。㊨花の書について、㊧五節の花
に五月十三日竹とある。　『特別展 いけばな 歴史を彩る日本の美』（2009）より

玉
津
島
神
社

　

私
も
明
神
様
か
ら
花
道
の
極
意
を
授
か
ろ
う

と
玉
津
島
神
社
を
訪
れ
た
。（
11
月
13
日
）

　

上
古
よ
り
天あ

ま

照
て
ら
す

大お
お

神み
か
みの

妹
神
で
あ
る
稚わ

か

日ひ
る

女め
の

尊み
こ
とを

ご
祭
神
と
す
る
。
ま
た
の
御
名
は
丹に

生う

都つ

比ひ

売め
の

神か
み

で
あ
る
。

　

紀
ノ
川
の
河
口
に
位
置
し
、
潮
の
干
満
差
が

大
き
く
、
満
潮
時
に
は
干ひ

潟が
た

に
点
在
す
る
山
が

海
面
に
玉
の
よ
う
に
浮
か
ぶ
島
と
な
っ
た
そ
う

だ
。
周
辺
は
美
し
く
稚わ

か

い
浜
辺
「
若わ

か

の
浦う

ら

」
と

呼
ば
れ
た
が
、
聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
明あ

か

光の

浦う
ら

と

命
名
、
又
い
つ
し
か
「
和
歌
の
浦
」
と
も
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
る
。
歌
に
多
く
詠
ま
れ
て
お
り
、

衣そ

通
と
お
り

姫
ひ
め
の

尊み
こ
とも

祀ま
つ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

は
和
歌
三
神
の
一
社
と
し
て
崇あ

が

め
ら
れ
て
き
た
。

　

和
歌
山
市
に
は
未
知
の
古
墳
が
多
く
眠
っ
て

い
る
と
聞
く
。「
花
の
書
」
ゆ
か
り
の
玉
津
嶋
明

神
に
つ
い
て
、
ま
す
ま
す
興
味
が
湧
い
て
き
た
。

玉津島神社の北西にある雑賀岬展望台に登った。古の「若の浦」もこんな景色だったのでは。

玉津島神社の紋。玉（宝珠）と菊だろうか。白
波を白菊と見る和歌がこの地で詠まれている。
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い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

季
節
の
輝
き

∧
12
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
材　

衝つ
く
ば
ね

羽
根
（
白

び
ゃ
く
だ
ん檀

科
）

　

烏
か
ら
す
う
り瓜

（
瓜
科
）

　

岡お
か
と
ら
の
お

虎
の
尾
（
桜

さ
く
ら
そ
う草

科
）

　

花
器　

陶
花
器

カ
ラ
ス
ウ
リ
の
愛
ら
し
い
実
は
ま

さ
に
季
節
の
輝
き
だ
。
見
る
と
思
わ

ず
微
笑
ん
で
し
ま
う
。
葉
は
す
ぐ
に

萎し
お

れ
る
の
で
撮
影
直
前
ま
で
水
に
浸つ

け
て
お
い
た
。
オ
カ
ト
ラ
ノ
オ
の
紅

葉
と
ツ
ク
バ
ネ
を
合
わ
せ
る
と
、
と

び
き
り
の
ご
馳
走
に
な
っ
た
。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
。
太
陽
の
あ
た
る
温

か
い
場
所
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
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ロ
ウ
ヤ
ガ
キ  

ロ
ウ
ア
ガ
キ

　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

老ろ
う
や
が
き

鴉
柿
（
柿
の
木
科
）

　
　
　
　

糸
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

木き
い
ち
ご苺

（
薔ば

ら薇
科
）

　

花
器　

手
付
き
木あ

け
び通

籠

　

ロ
ウ
ヤ
ガ
キ
は
中
国
原
産
の
小
さ

な
実
の
柿
で
、
黒
く
熟
す
た
め
鴉か

ら
すの

実
り　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

栗
の
渋
皮
煮
を
頂
戴
し
た
。
鬼
皮

だ
け
を
剥む

き
、
渋
皮
を
美
し
く
残
す

に
は
熟
練
の
技
が
い
る
。
砂
糖
で
煮

る
だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
作
り
方
だ
そ

う
だ
が
、飴
色
の
見
た
目
も
美
し
く
、

柔
ら
か
で
甘
く
て
美
味
し
い
。

　

ち
な
み
に
調
べ
て
み
る
と
植
物
学

上
で
は
鬼
皮
が
果
肉
で
、
渋
皮
は
種

皮
、
そ
の
内
側
が
種
子
に
あ
た
る
の

で
、種
を
食
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

他
に
も
イ
チ
ゴ
は
花
托
が
ふ
く
ら

ん
だ
も
の
で
、
表
面
の
つ
ぶ
つ
ぶ
が

果
実
に
あ
た
る
そ
う
だ
。
一
つ
の
花

に
め
し
べ
が
百
以
上
あ
る
た
め
に
そ

う
な
る
。

　

植
物
が
子
孫
を
残
す
工
夫
は
千
差

万
別
だ
が
、種
子
を
宿
し
た
「
実
り
」

の
姿
は
そ
れ
ぞ
れ
に
美
し
い
。

　

見
て
食
べ
る
こ
と
に
加
え
て
、
い

け
て
実
り
を
味
わ
っ
て
い
る
。
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コ
ガ
ネ
シ
ダ

　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

美び
な
ん
か
ず
ら

男
葛
（
松ま

つ
ぶ
さ房

科
）

　
　
　
　

水
仙
（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　
　
　
　

黄こ
が
ね金

羊し

だ歯
（
岩い

わ
ひ
ば

檜
葉
科
）

　

花
器　

燻
し
赤
花
器

　

小
さ
な
シ
ダ
が
密
生
し
た
鉢
植
を

土
ご
と
ビ
ニ
ー
ル
で
包
ん
で
い
け
て

い
る
。
黄こ

が
ね金
色
と
い
う
よ
り
曙

あ
け
ぼ
の

色

だ
ろ
う
か
。
優
し
い
色
の
繁
み
か
ら

季
節
の
実
と
花
を
覗
か
せ
た
。

字
が
つ
く
。
読
み
は
ロ
ウ
ア
ガ
キ
な

の
だ
が
、
呼
び
や
す
い
ロ
ウ
ヤ
ガ
キ

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
老
爺
柿

と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

色
づ
い
た
木
苺
が
季
節
感
を
深
め

て
く
れ
る
。
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２
種
の
実

　
　
　

∧
４
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

姫ひ
む
ろ
す
ぎ

榁
杉
（
檜

ひ
の
き

科
）

　
　
　
　

七な
な
か
ま
ど竈の

実
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

栴せ
ん
だ
ん檀

の
実
（
栴
檀
科
）

　

花
器　

金
属
花
器

　

ナ
ナ
カ
マ
ド
と
セ
ン
ダ
ン
の
実
と

常
緑
の
ヒ
ム
ロ
ス
ギ
。
実
た
ち
が
主

役
の
い
け
ば
な
。

柊
　
　

∧
５
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

生
花　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

柊
ひ
い
ら
ぎ（

木も
く
せ
い犀

科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

ひ
ー
い
ら
ぎ
飾
ろ
う
、
ふ
ぁ
ら
ら

ら
ら
ー
と
12
月
に
な
る
と
こ
の
メ
ロ

デ
ィ
ー
が
街
を
包
み
込
み
、
ク
リ

ス
マ
ス
色
に
な
っ
た
。
こ
のD

eck 
the H

alls

は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
民
謡

で
あ
る
。
去
年
の
冬
2
人
で
リ
ト

ミ
ッ
ク
※ 

を
受
講
し
て
以
来
こ
の
音
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楽
が
一
年
を
通
し
て
頭
か
ら
離
れ
な

く
な
っ
た
。
季
節
関
係
な
く
頭
で
流

れ
2
人
で
口
ず
さ
む
。
民
謡
独
特
の

中
毒
性
と
リ
ト
ミ
ッ
ク
の
楽
し
さ
が

合
間
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス

ト
誕
生
の
数
百
年
前
、
ケ
ル
ト
の
文

化
で
は
セ
イ
ヨ
ウ
ヒ
イ
ラ
ギ
を
死
と

再
生
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
崇
拝
さ
れ

て
お
り
、
意
味
合
い
は
変
わ
れ
ど
も

ゲ
ル
マ
ン
人
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト

教
に
お
い
て
も
特
別
な
常
緑
樹
で
あ

る
。
日
本
に
お
い
て
も
特
別
な
木
で

古
く
か
ら
柊
の
鋭
い
棘
は
邪
気
を
払

う
と
さ
れ
庭
に
好
ま
れ
て
育
て
ら
れ

て
お
り
、
節
分
で
は
お
馴
染
み
の
樹

木
で
あ
る
。
年
を
取
る
と
葉
は
丸
く

な
る
ら
し
く
家
の
柊
は
そ
れ
で
あ
っ

た
の
だ
が
先
祖
返
り
を
し
て
お
り
、

年
々
棘
が
増
え
て
き
て
い
る
。

　

家
の
庭
の
柊
が
咲
く
と
、
僕
と
妻

は
喜
ぶ
。
2
人
に
と
っ
て
な
ん
だ
か

特
別
な
木
で
あ
る
よ
う
だ
。
枝
振

り
、
艶
の
あ
る
葉
、
花
の
甘
い
香

り
、
魅
力
で
溢
れ
て
い
る
。
妻
と
愛

で
る
好
き
な
木
の
う
ち
の
一
つ
で
あ

る
。
作
例
は
た
ま
た
ま
花
を
付
け
た

柊
を
お
花
屋
さ
ん
で
見
か
け
た
の
で

求
め
た
。
取
り
合
わ
せ
や
様
式
で
は

迷
わ
ず
、
生
花
を
選
択
し
た
。
一
種

で
堂
々
と
し
た
立
ち
枝
と
勢
い
の
あ

る
横
枝
。
そ
れ
ぞ
れ
を
味
わ
い
、
そ

の
魅
力
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
。
良

い
季
節
の
花
で
あ
る
。

※
リ
ト
ミ
ッ
ク
＝
伴
奏
に
あ
わ
せ
て
楽
器
を
演
奏
し
た
り
体
を
動
か
し
た
り
し
て
、
潜
在
的
な
基
礎
能
力
の
発
達
を
促
す
音
楽
教
育
法
。
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梅
擬
の
生
花

　
　
　
　
　
　

∧
６
頁
の
花
∨

　

花
型　

生
花　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

梅う
め
も
ど
き擬（

黐も
ち

の
木
科
）

　

花
器　

銅
薄う

す
ば
た端

　

日
本
い
け
ば
な
芸
術
展
出
品
作

　
　

和
田
慶
千

梅
擬
除
真
立
花

　
　
　
　
　
　

∧
７
頁
の
花
∨

　

花
型　

除の
き
し
ん真

立
花

　

花
材　

梅
擬
（
黐
の
木
科
）

　
　
　
　

松
（
松
科
）

　
　
　
　

伊
吹
（
檜
科
）

　
　
　
　

鼈べ
っ
こ
う
ま
さ
き

甲
柾
木
（
錦に

し
き
ぎ木

科
）

　
　
　
　

見
返
り
草
（
紫し

そ蘇
科
）

　
　
　
　
大
文
字
草
２
種
（
雪
の
下
科
）

　
　
　
　

斑
入
り
紫し

ら
ん蘭

（
蘭
科
）

　
　
　
　

杜ほ
と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

　
　
　
　

寒
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

天
女
紋
銅
花
器

　

日
本
い
け
ば
な
芸
術
展
出
品
作

　
　

桑
原
仙
溪

　

梅
擬
の
生
花
と
立
花
。
実
の
小
さ

な
も
の
は
滅
多
に
い
け
ら
れ
な
い
。

　

折
れ
や
す
い
の
で
、
太
く
て
ひ
ね

た
枝
の
ど
こ
が
生
花
の
真
、
副
、
留

に
な
る
か
の
見
極
め
が
肝
心
だ
。
引
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き
締
ま
っ
た
水
際
が
作
れ
れ
ば
、
水

面
か
ら
立
ち
昇
る
生
花
特
有
の
美
し

さ
が
生
ま
れ
る
。

　

立
花
に
は
梅
擬
の
伸
び
や
か
な
細

枝
を
真
に
立
て
、
松
の
緑
と
季
節
の

草
花
を
取
り
合
わ
せ
た
。
ぐ
る
ぐ
る

と
捻
れ
た
松
を
ど
う
見
せ
る
か
に
悩

ん
だ
が
、
様
々
な
方
向
へ
出
た
花
材

の
調
和
が
立
花
の
見
所
で
あ
り
醍
醐

味
だ
。
多
種
の
花
材
を
調
和
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
立
花
と
い
う
様
式
の

不
思
議
さ
。
そ
れ
を
生
み
出
し
、
自

然
の
妙
味
を
味
わ
い
尽
く
し
た
先
人

は
、
会
得
し
た
物
を
花
伝
書
に
残
し

て
い
る
。
い
け
ば
な
は
今
も
そ
の
延

長
線
上
に
あ
る
。

⬇

⬇⬇

健一郎先生が立てた立花
を一緒に拝見するレモン
とメイ。
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な
ぜ
人
は
花
を
見
て
落
ち

着
く
の
か
　

　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
華
道
家
ら
し
い
花
展
と
イ
ベ
ン
ト

で
目
ま
ぐ
る
し
い
秋
だ
っ
た
。
秋
の

お
花
を
花
屋
で
見
て
展
覧
会
や
デ
モ

ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
生
け
る
の
は

気
持
ち
が
良
い
。
そ
の
裏
で
日
は
一

日
づ
つ
過
ぎ
、
い
つ
の
間
に
か
秋
を

感
じ
る
前
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
焦
燥
感
と
過
ご
し

た
秋
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
自
分

の
願
い
は
御
所
を
散
歩
し
た
い
、
た

だ
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
。
家
が
近
い
と

い
う
理
由
だ
け
で
、
特
に
御
所
で
あ

る
必
要
は
無
い
の
だ
が
、
秋
を
感
じ

ら
れ
る
場
所
、
季
節
、
自
然
に
身
を

投
げ
た
い
と
言
う
思
い
は
日
に
日
に

募
る
。

　
花
を
い
け
る
だ
け
で
は
満
た
さ
れ

て
い
な
い
。
自
分
は
、
自
然
に
身
を

投
げ
、
そ
の
余
韻
の
よ
う
な
も
の
な

の
だ
ろ
う
か
。
自
然
の
場
に
い
ず
と

も
草
木
と
い
ら
れ
る
の
は
。
切
っ
た

方
が
そ
の
花
と
よ
く
向
き
合
え
る
。

そ
れ
は
己
の
未
熟
さ
も
あ
っ
て
だ
ろ

う
。
自
然
の
中
か
ら
帰
っ
て
き
て
初

め
て
自
宅
で
花
を
生
け
ら
れ
る
気
が

す
る
。

　
目
に
見
え
る
と
こ
ろ
以
外
で
も
人

工
的
な
空
間
は
驚
く
ほ
ど
の
勢
い
で

増
え
て
い
る
。SF

の
書
き
出
す
未

来
は
幾
何
学
的
に
合
理
的
に
設
計
さ

れ
た
超
人
工
的
な
空
間
を
思
い
浮
か

べ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
今
は
実
現
し

そ
う
に
も
見
え
る
。

　SF

の
世
界
の
よ
う
な
企
業
は
い

く
つ
か
思
い
浮
か
ぶ
が
、
ア
メ
リ

カ
のA

m
azon

と
い
う
会
社
が
植

物
趣
味
の
建
物
を
作
ろ
う
と
し
て

い
る
ら
し
い
。A

m
azon

は
最
先

端
のA

I

で
最
適
化
し
、
未
来
を
予

測
す
る
会
社
で
そ
の
判
断
が
、
短
期

的
に
は
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
て

も
20
年
後
の
正
解
で
あ
る
か
は
分
か

ら
な
い
ら
し
く
、
最
終
的
な
決
定
は

CEO

の
感
覚
で
あ
る
そ
う
だ
。
予

測
出
来
な
い
こ
と
が
日
常
的
に
起
こ

る
。
そ
し
て
少
し
で
も
正
確
な
答

え
が
出
せ
る
よ
う
精
度
を
上
げ
る
た

め
、Am

azon

は
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア

の
建
物
を
作
ろ
う
と
し
今
注
目
を
集

め
て
い
る
。バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
と
は
、

人
間
は
本
能
的
に
自
然
と
の
つ
な
が

り
を
求
め
る
と
い
う
概
念
で
、
心
身

の
状
態
を
良
い
状
態
に
す
る
た
め
に

は
人
と
の
状
態
も
だ
が
、
自
然
と
の

関
わ
り
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
言

う
考
え
方
で
あ
る
。
絵
画
史
に
お
い

て
風
景
画
は
、
身
の
周
り
か
ら
風
景

が
な
く
な
っ
て
か
ら
お
こ
っ
た
。
人

工
物
で
溢
れ
自
然
の
物
が
な
く
な
っ

た
場
所
に
お
い
て
自
然
が
求
め
ら
れ

る
と
い
う
の
は
自
然
な
流
れ
だ
と
感

じ
る
。

　IT

か
、A
I

化
に
進
む
も
、
つ
ま

る
と
こ
ろ
は
自
分
の
感
覚
で
あ
る
。

そ
れ
を
研
ぎ
澄
ま
さ
せ
る
た
め
に
バ

イ
オ
フ
ィ
リ
ア
の
効
果
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。
経
営
を
す
る
人
の
中
に
も

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
人
の
中
に
も
一
部

の
人
は
木
の
枝
、
灯ど
う

台だ
ん

躑つ
つ

躅じ

な
ど
を

飾
る
人
が
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で

も
最
近
は
観
葉
植
物
に
注
目
が
集

ま
っ
て
い
る
ら
し
い
。
在
宅
で
の
仕

事
や
家
に
い
る
時
間
が
長
く
な
っ
た

こ
と
が
起
因
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

豊
か
な
自
分
が
あ
っ
て
こ
そ
他
の
こ

と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
ビ
ル
や

自
動
車
道
の
街
路
樹
と
い
っ
た
グ

リ
ー
ン
で
は
な
く
、
四
季
と
人
生
の

う
つ
ろ
い
を
感
じ
さ
せ
る
自
然
の
設

計
を
求
め
る
流
れ
に
な
っ
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
。
植
物
を
楽
し
む
人
が
増

え
る
の
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
人
が
い
ま
の
ビ
ル
に
囲
ま
れ
て
生

活
し
て
い
た
時
間
よ
り
、
緑
の
中
で

生
活
し
て
い
た
時
間
の
方
が
長
い
。

建
物
を
創
る
前
ま
で
は
、
緑
の
中
が

安
全
で
敵
が
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
。
そ
の
た
め
落
ち
着
く
の
だ
ろ
う

か
。

　
な
ぜ
人
は
花
を
見
て
落
ち
着
く
の

か
。
自
分
な
り
に
感
じ
た
こ
と
を
つ

ら
つ
ら
と
書
い
て
い
く
。

　
10
万
年
前
の
墓
穴
の
一
つ
か
ら
ム

ス
カ
リ
で
あ
ろ
う
花
粉
が
見
つ
か
っ

た
。
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
。
人
間

の
生
命
と
花
が
初
め
て
結
び
付
け
ら

れ
た
。
花
と
人
間
の
魂
、
霊
魂
と
の

関
係
を
示
し
た
も
の
と
し
て
有
名
で

あ
る
が
、
こ
の
と
き
に
は
花
に
対
し

て
特
別
な
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
と

捉
え
て
良
さ
そ
う
だ
。
そ
れ
よ
り
以

前
の
こ
と
に
つ
い
て
よ
く
考
え
る
。

　
ま
ず
人
以
前
の
話
か
ら
考
え
る
。

木
の
実
を
予
兆
さ
せ
る
も
の
と
し
て

の
花
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。

　
猿
は
食
虫
類
か
ら
進
化
し
て
き

た
。
モ
グ
ラ
や
ヒ
ミ
ズ
の
仲
間
で
、

蟻
と
か
ミ
ミ
ズ
を
食
べ
て
い
た
。
猿

の
祖
先
は
虫
食
い
。
サ
ル
の
祖
先
は

森
の
中
へ
虫
を
求
め
て
入
っ
て
い

き
、
虫
食
い
の
生
活
を
し
て
い
た
。

虫
食
い
も
一
括
り
に
は
で
き
な
い
。

逃
げ
足
の
早
い
甲
虫
や
蛾が

を
食
べ
る

猿
、
幼
虫
を
捕
ま
え
る
の
が
得
意
な

猿
に
別
れ
た
。
そ
し
て
強
い
種
が
幼

虫
を
食
べ
ら
れ
る
下
層
部
を
占
拠
し

た
。
追
い
や
ら
れ
た
甲
虫
を
食
べ
る

猿
は
や
が
て
、
果
物
を
食
べ
る
よ
う

に
な
り
、
さ
ら
に
追
い
や
ら
れ
た
猿

は
葉
っ
ぱ
を
食
べ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
葉
は
果
物
の
2
倍
の
タ
ン
パ
ク

質
を
含
有
し
て
い
る
。
よ
っ
て
オ
ラ

ン
ウ
ー
タ
ン
や
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の

よ
う
に
大
型
化
し
、
肉
を
食
べ
る
ヒ

ト
と
な
っ
た
。
負
け
る
が
勝
ち
と
は

こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
生
存
競
争

に
負
け
、
新
し
い
食
生
を
探
し
続
け

た
結
果
で
あ
る
。
負
け
て
果
物
を
食

べ
る
種
類
の
身
体
が
大
き
く
な
っ
て

い
っ
た
。

　
そ
し
て
果
物
や
葉
を
食
べ
る
種
類

は
頭
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
動
く

も
の
に
本
能
的
に
反
射
で
捕
ま
え
て

虫
を
食
べ
る
種
に
比
べ
、
ど
こ
に
ど

ん
な
木
が
あ
り
、
ど
の
季
節
に
そ
の

実
が
な
る
の
か
。
そ
の
実
は
い
つ
で

き
る
の
か
。
ど
う
や
ら
花
の
後
に
実

が
で
き
る
ら
し
い
と
発
見
し
た
種
は

そ
う
で
な
い
種
に
比
べ
有
利
だ
っ
た

に
違
い
な
い
。
そ
の
頃
か
ら
、
花
の
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状
態
や
葉
の
状
態
、
植
物
に
強
い
関

心
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
測

し
て
い
る
。
記
憶
力
、
認
知
能
力
が

上
昇
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
よ
く
お
弟
子
さ
ん
や
、
い
け
ば
な

体
験
を
し
て
い
る
人
は
お
稽
古
の
お

花
に
対
し
て
「
美
味
し
そ
う
。
食
べ

ら
れ
ま
す
か
？
」
と
実み

物
は
も
ち
ろ

ん
花
に
対
し
て
も
多
く
の
質
問
が
あ

る
。
葉
に
対
し
て
は
ま
だ
な
い
。
赤

ち
ゃ
ん
や
小
動
物
に
対
し
て
、
食
べ

て
し
ま
い
た
い
く
ら
い
可
愛
い
。
と

い
う
の
も
綺
麗
な
も
の
に
対
し
て
抱

く
気
持
ち
と
い
う
意
味
で
は
何
か
関

係
が
あ
り
そ
う
だ
。
理
屈
な
し
に
花

と
向
き
合
う
、
没
頭
し
た
大
人
や
子

供
と
話
し
て
い
る
時
間
は
豊
か
で
多

く
の
発
見
が
あ
る
。

　
鳥
類
も
虫
や
、
果
実
が
主
で
葉
っ

ぱ
を
食
べ
る
も
の
は
極
め
て
少
な

い
。
猿
は
ラ
イ
バ
ル
が
多
く
、
葉
っ

ぱ
を
食
べ
る
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が

植
物
は
葉
を
食
べ
ら
れ
る
想
定
を
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
、
食
べ
ら
れ
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
に
毒
の
あ
る
も

の
が
多
い
。
そ
こ
で
猿
は
恐
る
恐
る

つ
ま
み
食
い
を
す
る
。
一
つ
の
毒
を

集
中
さ
せ
な
い
毒
の
分
散
で
あ
る
。

マ
ハ
レ
と
い
う
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
は
、360

種
く
ら
い
の
食

物
メ
ニ
ュ
ー
を
持
っ
て
い
る
。
日
本

猿
で
あ
っ
て
も
だ
い
た
い100

種
は

食
べ
る
そ
う
だ
。
我
々
も
色
々
と
食

べ
て
い
る
が
、
種
類
数
で
は
到
底
敵

わ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
猿
は
毒
の
も

の
を
見
つ
け
る
と
、
学
習
し
、
そ
れ

を
子
供
に
伝
え
る
の
だ
が
、
私
は
そ

れ
を
文
化
の
芽
生
え
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
そ
れ
ぞ
れ
の
種

の
生
活
が
少
し
ず
つ
発
展
し
今
の

自
分
の
生
活
が
あ
る
と
い
う
認
識
を

持
っ
て
い
る
。
虫
を
食
べ
て
い
た
頃

と
比
べ
て
自
分
の
今
の
生
活
が
優
れ

て
い
る
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
不
思

議
と
そ
う
で
も
な
い
。

　
夕
食
後
妻
の
菜
月
と
部
屋
で
音
楽

を
流
し
聴
い
て
い
る
の
だ
が
、
最
近

は
録
音
さ
れ
た
自
然
の
音
を
聞
い
て

い
る
。
な
ん
て
滑
稽
な
こ
と
だ
と
自

分
で
は
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
や
め

ら
れ
な
い
。
虚う
つ
ろだ
と
は
わ
か
っ
て
い

て
も
心
地
が
い
い
。
読
書
や
作
業
が

捗は
か
どる

。
雨
の
日
は
何
も
か
け
ず
に
雨

の
音
を
2
人
で
聞
く
の
が
楽
し
み
で

あ
る
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
は
荘
厳
で
落
ち

着
か
な
い
が
、
音
楽
を
聴
く
事
が
目

的
の
場
合
は
最
高
で
あ
る
。
ジ
ャ
ズ

は
心
地
い
い
音
が
会
話
に
弾
み
を
つ

け
る
。聞
こ
え
て
い
て
も
意
識
せ
ず
、

そ
っ
と
そ
ば
に
あ
る
音
を
最
近
は
好

ん
で
い
る
。
菜
月
と
昨
日
も
鴨
川
を

歩
い
て
き
た
。
他
愛
も
な
い
話
を
し

な
が
ら
空
気
を
吸
う
時
間
が
か
け
が

え
な
く
心
地
良
い
。
結
局
な
ぜ
落
ち

着
く
か
は
、
分
か
ら
な
い
。

新世代いけばな展　11/4 〜 6　立誠ガーデン・ヒューリック京都

いけばなインターナショナル神戸 11 月例会　11/11　神戸倶楽部

①②

③
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蝦
夷
松
の
立
花

　

∧
表
紙
の
花
∨

　

花
型　

直す
ぐ
し
ん真

立
花

　

花
材　

蝦え
ぞ
ま
つ

夷
松
（
松
科
）

　
　
　
　

蝦
夷
竜り

ん
ど
う胆

（
竜
胆
科
）

蔓つ
る
う
め
も
ど
き

梅
擬
（
錦
木
科
）

　
　
　
　

栂つ
が

（
松
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

檜
（
檜
科
）

　
　
　
　

鎌か
ま
つ
か柄

（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

乱
れ
菊
２
種
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
器（
清
水
六
兵
衛
作
）

　

日
本
い
け
ば
な
芸
術
展
出
品
作

　
　

上
野
淳
泉　

桑
原
健
一
郎

　
　

山
本
慶
智　

大
野
慶
友

　
　

杉
浦
慶
弥

　

最
高
の
お
花
を
最
高
の
器
で
最
高

の
人
達
と
生
け
込
み
。
五
人
席
の
内

の
1
人
と
し
て
立
花
を
立
て
ま
し

た
。
蝦
夷
松
を
主
に
蝦
夷
竜
胆
が
顔

を
の
ぞ
か
せ
、
様
々
な
花
が
顔
を
の

ぞ
か
せ
る
。
毎
朝
の
水
替
え
、
手
直

し
も
楽
し
く
良
い
状
態
を
ご
覧
頂
け

た
。こ
の
立
花
が
出
来
上
が
っ
た
時
、

下
山
を
し
た
時
の
満
足
感
に
近
い
も

の
を
感
じ
た
。
気
持
ち
い
い
山
歩
き

だ
っ
た
。

健
一
郎

『
仙
齋
彩
歳
』
と

『
ホ
ッ
ホ
チ
ャ
ン
と
ケ
ン
チ
ャ
ン
』

　

を
ネ
ッ
ト
で
い
つ
で
も

　

父
の
「
仙
齋
彩
歳
」
と
母
の

「
ホ
ッ
ホ
チ
ャ
ン
と
ケ
ン
チ
ャ

ン
」。
こ
の
2
冊
の
本
に
は
両
親

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
詰
ま
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
12
月
で
父
が
亡
く
な
り

10
年
と
な
る
節
目
に
、
こ
れ
ら
2

冊
の
内
容
も
い
つ
で
も
誰
で
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
公
開
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

　

ふ
と
し
た
時
に
思
い
出
し
て
い

た
だ
き
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど

で
両
親
の
言
葉
に
再
び
触
れ
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。　

仙
溪

　
『
仙
齋
彩
歳
』『
ホ
ッ
ホ
チ
ャ
ン
と

ケ
ン
チ
ャ
ン
』『
テ
キ
ス
ト
50
年
分
』

ほ
か
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
↓https://www.

kuwaharasenkei.net
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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
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
714
号
　
2022
年
12
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行
　
　
定
価
五
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　
い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

枯
れ
ヒ
マ
ワ
リ

　
　
　
　
　
　

∧
12
頁
の
花
∨

　

花
材　

枯
れ
向ひ

ま
わ
り

日
葵
３
種（
菊
科
）

　
　
　
　

芭ば
し
ょ
う蕉

の
枯
葉
（
芭
蕉
科
）

　
　
　
　

薔ば

ら薇
２
種
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

木き
い
ち
ご苺

（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
近
藤
豊
作
）

　

日
本
い
け
ば
な
芸
術
展
出
品
作

　
　

横
田
慶
重　

米
山
慶
嘉

　
　

川
瀬
慶
裕

　

枯
れ
ヒ
マ
ワ
リ
と
呼
ば
れ
る
け
れ

ど
、
無
数
の
実
り
が
詰
ま
っ
た
そ
の

顔
は
艶
や
か
で
美
し
い
。
そ
の
美
し

さ
を
知
っ
て
い
る
栽
培
家
に
よ
っ
て

種
が
欠
け
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う
に
大
切

に
梱
包
さ
れ
、
乾
い
た
茎
に
は
添
え

木
ま
で
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
う
い
え
ば
、
３
月
の
流
展
で
私

が
い
け
た
桜
は
と
て
も
大
き
な
枝

で
、
束
を
解ほ

ど

く
と
数
百
箇
所
の
小
枝

が
丁
寧
に
紐ひ

も

で
絞し

ぼ

ら
れ
て
い
た
。
気

の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
だ
。
こ
の

老
桜
を
ど
れ
ほ
ど
大
切
に
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
と
想
像
し
な
が
ら
い
け
て

い
た
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
桜
の
立
花

を
立
て
終
え
て
い
た
。

　

い
け
る
花
を
届
け
て
く
れ
た
人
の

こ
と
を
思
う
こ
と
で
、
そ
の
花
へ
の

思
い
は
よ
り
深
く
な
る
。
い
け
ば
な

は
外
見
的
に
は
花
と
器
の
世
界
だ

が
、
そ
こ
に
は
多
く
の
人
の
思
い
が

加
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
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