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路
地　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　
「
路
地
を
通
っ
て
く
る
間
に
気
持
ち
が

切
り
替
わ
り
ま
す
」
と
お
弟
子
さ
ん
に
よ

く
云
わ
れ
る
。
三
十
㍍
の
石
畳
に
水
を

打
っ
て
お
迎
え
を
す
る
の
だ
が
、
そ
の
ご

褒
美
に
爽
や
か
な
風
が
吹
き
抜
け
て
行

く
。
水
ま
き
は
迎
え
る
側
も
心
地
よ
い
。

　

花
材　

七
竈
（
薔ば

ら薇
科
）

　

芍
薬
（
牡ぼ

た
ん丹

科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
清
水
美
菜
子
作
）

掛
け
花　
∧
２
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

ア
ス
チ
ル
ベ
の
和
名
は
升し

ょ
う
ま麻

、泡
盛
草
。

こ
の
仲
間
は
東
ア
ジ
ア
と
北
ア
メ
リ
カ
に

分
布
し
、
日
本
に
も
泡あ

わ
も
り
し
ょ
う
ま

盛
升
麻
が
自
生
す

る
。泡
の
よ
う
な
可
愛
ら
し
い
花
で
あ
る
。

　

玄
関
の
掛
け
花
は
季
節
の
花
を
小
さ
く

い
け
て
い
る
。
前
へ
低
く
出
す
の
が
ポ
イ

ン
ト
。
写
真
は
あ
え
て
横
か
ら
写
し
た
。

　

花
材　

ベ
ル
鉄
線
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　
　

ア
ス
チ
ル
ベ
（
雪
の
下
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
清
水
美
菜
子
作
）

玄
関
花　
∧
３
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

ビ
バ
ー
ナ
ム
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ル
は
和
名

を
西せ

い
よ
う
て
ま
り
か
ん
ぼ
く

洋
手
鞠
肝
木
と
い
う
。
ビ
バ
ー
ナ
ム

は
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
・
莢が

ま
ず
み蒾

属
の
総
称
で
あ
る
。

　

玄
関
の
間ま

に
は
少
し
大
き
め
の
花
を
い

け
て
い
る
。
こ
の
朱
塗
り
の
円
卓
は
、
季

節
を
感
じ
つ
つ
華
や
い
だ
雰
囲
気
の
花
が

似
合
う
。

　

花
材　

カ
ラ
ー
四
種　
（
里
芋
科
）

　
　

ス
ノ
ー
ボ
ー
ル
（
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
）

　

花
器　

カ
ッ
ト
ガ
ラ
ス
花
器
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テ
キ
ス
ト
六
〇
〇
号

　
「
桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
」

第
一
号
は
一
九
六
二
年
十
月
に
発
行
さ

れ
、
今
回
で
六
〇
〇
号
に
な
る
。
十
二
ヶ

月
で
割
る
と
五
〇
年
だ
が
、
都
合
に
よ

り
発
行
で
き
な
か
っ
た
月
が
あ
る
の
で

五
十
一
年
目
。
表
紙
の
「
テ
キ
ス
ト
」
の

題
字
は
日
本
画
家
の
由ゆ

り
も
と
　
い
ず
る

里
本
出
氏
の
字
で

あ
る
。
祖
父
か
ら
父
と
母
へ
、
父
と
母
か

ら
私
と
櫻
子
へ
引
き
継
い
で
き
た
。

　

祖
父
の
「
テ
キ
ス
ト
」
は
そ
の
内
容
も

変
幻
自
在
で
、
花
道
の
心
得
を
丁
寧
に
解

説
し
、
い
け
ば
な
に
ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る

こ
と
を
な
ん
と
か
伝
え
る
た
め
の
様
々
な

工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
丁
度
「
い
け
ば

な
の
四
季
」
と
い
う
花
道
入
門
書
の
出
版

と
同
時
進
行
で
内
容
の
充
実
に
腐
心
さ
れ

て
い
た
の
だ
と
思
う
。
と
き
に
は
ま
だ
小

さ
か
っ
た
櫻
子
の
墨
絵
も
カ
ッ
ト
画
に

使
っ
て
あ
っ
て
楽
し
い
。

　

父
と
母
の
「
テ
キ
ス
ト
」
は
二
人
が
そ

れ
ぞ
れ
に
花
を
い
け
、
文
章
は
す
べ
て
父

が
書
い
て
い
た
。
母
は
い
つ
も
次
の
テ
キ

ス
ト
で
い
け
る
花
を
考
え
て
い
た
し
、
父

の
文
章
に
は
父
の
哲
学
が
込
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
一
部
は
「
ホ
ッ
ホ
チ
ャ
ン

と
ケ
ン
チ
ャ
ン
」「
冨
春
軒
三
代
」
そ
し

て
「
仙
齋
彩
歳
」
と
い
う
本
に
な
っ
た
。

　

今
は
私
た
ち
の
番
で
あ
る
。
写
真
で
は

伝
わ
ら
な
い
立
体
感
を
ど
の
よ
う
に
伝
え

る
か
。い
け
ば
な
の
い
け
方
だ
け
で
な
く
、

そ
の
周
辺
の
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
も
加

え
て
。
い
け
ば
な
の
普
及
を
見
据
え
た
内

容
を
。
な
ど
、
や
り
た
い
こ
と
は
多
い
。

今
後
共
応
援
を
お
願
い
し
ま
す
。
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花
菖
蒲

　

花
型　

行
型　

五
花
九
葉

　

花
器　

陶
水
盤
（
竹
内
眞
三
郎
作
）

　

花
菖
蒲
の
見
頃
は
六
月
前
半
か
ら
中
旬

だ
ろ
う
か
。
端
午
の
節
句
の
頃
は
ま
だ
本

来
の
時
季
で
は
な
い
の
で
、
早
咲
き
品
種

の
み
が
出
ま
わ
る
が
、
花
菖
蒲
の
品
種
は

現
存
す
る
も
の
で
二
千
種
と
い
わ
れ
て
い

る
。
と
て
つ
も
な
く
多
く
の
品
種
が
つ
く

ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
。
日
本
全
国
に
約

二
百
の
花
菖
蒲
園
が
あ
る
そ
う
な
の
で
、

季
節
に
は
花
見
に
で
か
け
た
い
。

　

東
京
の
明
治
神
宮
（
百
五
十
種
）、
大

阪
の
城
北
公
園（
二
百
五
十
種
）に
は
行
っ

た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
心
に
残

る
も
の
が
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
古
典
い
け
ば
な
で
は
葉は

ぐ
み組

と
い

う
も
の
が
あ
り
、
花
菖
蒲
は
葉
株
を
い
っ

た
ん
は
ず
し
て
か
ら
重
ね
合
わ
せ
て
美
し

い
姿
に
形
作
る
。
最
初
は
な
か
な
か
葉
が

く
っ
つ
か
な
い
が
、
稽
古
を
重
ね
る
と
こ

つ
が
つ
か
め
る
よ
う
に
な
る
。

　

う
ま
く
葉
組
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

く
る
と
、
葉
が
の
び
て
ゆ
く
過
程
に
思
い

を
馳
せ
る
余
裕
も
で
き
る
。
外
側
の
短
い

葉
を
親
葉
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
短
い
葉
が
最

初
に
生
ま
れ
て
そ
の
中
か
ら
次
の
葉
が
伸

び
、
順
々
に
中
か
ら
生
ま
れ
た
葉
が
前
の

葉
を
追
い
抜
い
て
高
く
伸
び
て
い
く
。
つ

ま
り
順
に
支
え
あ
い
な
が
ら
ど
ん
ど
ん
背

を
の
ば
す
の
だ
。
そ
し
て
葉
先
は
互
い
に

向
き
合
っ
て
い
る
。
な
ん
だ
か
と
て
も
素

敵
な
関
係
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
植
物
の

「
出

し
ゅ
っ
し
ょ
う

生
」
に
は
植
物
の
生
き
様
が
見
え
る
。
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副

胴

真

留
控 留

の
沈
み

副
の
沈
み

真
囲

内
副

花
菖
蒲　

五
花
九
葉

　

花
の
位
置
や
葉
組
の
形
は
一
例
で
あ
り
、
必
ず
こ
の
よ
う
に
す
る
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。
作
例
で
は
花
を
高
い
と
こ
ろ
だ
け
に
使
い
印
象
的
な
花
型
に
し
た
。

ビ
ッ
グ
イ
シ
ュ
ー
日
本
版

「
生
き
残
り
の
し
く
み
」

　
春
、
植
物
の
生
き
方
に
学
ぶ

　

月
に
二
回
、
京
都
の
三
条
大
橋
東
詰

で
「
ビ
ッ
グ
イ
シ
ュ
ー
日
本
版
」
を
買
う

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。「
ビ
ッ
グ
イ

シ
ュ
ー
」
は
書
店
で
は
な
く
路
上
の
販
売

員
さ
ん
か
ら
買
う
。
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立

支
援
の
た
め
に
一
九
九
一
年
に
イ
ギ
リ
ス

で
発
行
が
始
ま
っ
た
も
の
で
、
代
金
の
半

額
強
が
販
売
員
の
収
入
に
な
る
。
日
本
で

も
二
〇
〇
三
年
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
支
援
の
気
持
ち
も
あ
る
が
、

中
身
が
い
い
の
も
購
入
理
由
の
一
つ
だ
。

経
済
学
者
の
浜
矩
子
氏
と
作
家
の
雨
宮
処

凛
氏
の
コ
ラ
ム
が
好
き
だ
。
映
画
俳
優
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
内

容
。
そ
し
て
特
集
記
事
の
中
に
は
今
の
時

代
と
向
き
合
う
内
容
の
も
の
が
多
い
。

　

四
月
一
日
号
の
特
集
は
表
題
の
よ
う
な

植
物
に
ま
つ
わ
る
あ
れ
こ
れ
で
、
大
変
興

味
深
か
っ
た
の
で
一
部
を
こ
こ
で
紹
介
し

て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
は
じ
め
に
生
物
学
者
の
田
中
修
氏

（
甲
南
大
学
理
工
学
部
教
授
）か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
。

　　
「
植
物
た
ち
は
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
に

で
も
い
ま
す
。
で
も
、
見
飽
き
る
と
い
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
も
悪
い
こ
と
は

し
な
い
し
、
嫌
な
こ
と
も
言
い
ま
せ
ん
。

そ
の
上
、
と
き
と
し
て
、
喜
び
や
感
動
を

与
え
て
く
れ
ま
す
。」

　
「
そ
ん
な
植
物
た
ち
は
、
私
た
ち
と
同

じ
生
き
物
で
あ
り
、同
じ
し
く
み
で
生
き
、

同
じ
悩
み
を
も
ち
、
そ
の
悩
み
を
解
く
た

め
に
毎
日
が
ん
ば
っ
て
努
力
し
て
い
る
の

で
す
。」

　
「
植
物
た
ち
は
、
そ
の
祖
先
が
海
か
ら

上
陸
し
て
以
来
、
約
四
億
年
間
を
生
き
抜

い
て
き
て
い
ま
す
。
生
き
る
た
め
に
巧
み

な
し
く
み
を
工
夫
し
、
不
都
合
な
環
境
に

耐
え
、
逆
境
を
は
ね
返
し
て
き
ま
し
た
。」

　
「
で
す
か
ら
、
そ
の
生
き
方
に
は
、
私

た
ち
が
励
ま
し
勇
気
づ
け
ら
れ
る
こ
と

や
、
慰
め
癒
さ
れ
る
こ
と
や
、
新
し
い
意

欲
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
多
く

あ
る
は
ず
で
す
。」

　

ワ
ク
ワ
ク
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
い

か
。
内
容
は
次
の
六
つ
の
章
に
分
か
れ
て

い
る
。

　

一
章　
「
自
力
で
生
き
ら
れ
る
植
物
。

そ
し
て
す
べ
て
の
動
物
を
養
う
」

　

二
章　
「
病
気
へ
の
生
き
残
り
戦
略
。

多
様
な
子
孫
を
残
す
こ
と
。」

　

三
章　
「
毒
に
よ
る
護
身
術
」　

体
内
に

独
自
の
毒
を
も
つ
植
物
た
ち

　

四
章　
「
太
陽
の
光
と
た
た
か
う
」　

ア

ン
ト
シ
ア
ニ
ン
と
カ
ロ
テ
ン
で
装

う

　

五
章　
「
逆
境
を
生
き
の
び
る
術
」　

変
幻
自
在
、
た
く
ま
し
い
植
物
の
生

き
方

　

六
章　
「
命
を
次
代
に
つ
な
ぐ
多
様
な

工
夫
」　

タ
ネ
、
自
家
受
精
、
ハ
カ

ラ
メ
、
地
下
茎

　

で
は
一
章
か
ら
順
に
内
容
の
一
部
を
紹

介
し
た
い
。

自
力
で
生
き
ら
れ
る
植
物
。
そ
し
て

す
べ
て
の
動
物
を
養
う

　

四
十
億
年
前
、
地
球
上
の
最
初
の
生
命

は
、
海
の
中
に
何
億
年
も
か
か
っ
て
貯
め

ら
れ
て
い
っ
た
ス
ー
プ
の
よ
う
な
栄
養
物

を
食
べ
て
生
き
て
い
た
、
つ
ま
り
動
物
的

な
生
き
方
を
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
や
が
て
栄
養
物
は
食
べ
つ
く

さ
れ
て
生
命
が
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
た

時
に
、
そ
れ
を
救
っ
た
の
が
植
物
の
祖
先

だ
っ
た
。
食
糧
が
な
い
の
な
ら
自
分
で
つ

く
ろ
う
、
と
い
う
植
物
的
な
生
き
方
が
出

て
き
た
の
だ
。

　

そ
の
後
、
海
の
中
の
一
番
上
層
に
い
た

緑
藻
類
が
波
で
打
ち
上
げ
ら
れ
て
、
陸

上
で
生
活
を
は
じ
め
た
の
が
約
四
億
年
前

で
、
動
物
も
そ
れ
を
追
っ
て
約
三
億
年
前

に
陸
に
あ
が
っ
て
き
た
。

　

植
物
た
ち
は
根
か
ら
吸
っ
た
水
と
空
気

中
の
二
酸
化
炭
素
を
材
料
に
、
太
陽
の
光

を
使
っ
て
自
分
の
葉
っ
ぱ
で
ブ
ド
ウ
糖
や

デ
ン
プ
ン
を
つ
く
る
。
そ
し
て
窒
素
と
い

う
養
分
を
地
中
か
ら
取
り
込
ん
で
ア
ミ
ノ

酸
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
、

自
分
に
必
要
な
タ
ン
パ
ク
質
、
脂
肪
、
ビ

タ
ミ
ン
な
ど
も
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
歩
も
動
か
ず
し
て
、
自
分
自
身
で
必
要

な
栄
養
を
す
べ
て
つ
く
り
出
す
能
力
を
備

え
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
私
た
ち
動
物
か
ら

見
れ
ば
魔
法
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　
（
次
号
で
も
続
け
て
紹
介
し
ま
す
）



6

↘

↘
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京
都
新
聞
４
月
28
日
㈰
に
掲
載
さ
れ
た

「『
日
本
人
の
忘
れ
も
の
』
第
2
部
44
」
の

紙
面
よ
り
転
載
。（
カ
ラ
ー
面
）

↘

↘
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富
士
山　

∧
９
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

こ
の
花
器
の
銘
は
「
タ
ワ
ー
」
で
、
私

が
勝
手
に
富
士
山
の
花
器
と
呼
ん
で
い

る
。
こ
の
花
を
い
け
た
数
日
後
、
富
士
山

が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
た
の
は
偶
然
で
あ
る
。

冠
雪
も
溶
け
ゆ
く
六
月
の
小
品
。

　

花
材　

猿
さ
る
と
り
い
ば
ら

捕
茨
（
百
合
科
）

　

鉄て
っ
せ
ん線

二
種
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

花
器　

陶
細
口
花
器（
竹
内
眞
三
郎
作
）
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臼
の
上　

∧
10
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

４
頁
と
９
頁
は
二
階
の
稽
古
場
の
板
床

と
縁
側
で
あ
る
。
普
段
は
稽
古
の
見
本
を

飾
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
神
聖
な
稽
古
場

な
の
で
少
し
緊
張
し
て
見
て
頂
い
て
い
る

こ
と
と
思
う
。稽
古
場
は
花
道
の
道
場
だ
。

　

稽
古
を
終
え
て
一
階
へ
下
り
る
と
少
し

ほ
っ
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
時
は
家

の
花
を
ゆ
っ
く
り
見
て
帰
っ
て
ほ
し
い
。

10
頁
の
よ
う
に
玄
関
の
臼う

す

の
上
に
も
時
々

花
を
い
け
て
い
る
。
い
つ
も
は
写
真
の
左

側
が
正
面
に
な
る
よ
う
に
い
け
て
い
る

が
、
こ
こ
に
い
け
る
花
は
後
ろ
側
に
も
気

を
遣
う
。
ま
わ
り
の
空
間
に
呼
応
す
る
よ

う
に
心
が
け
て
い
る
。

　

花
材　

黄き
そ
け
い

素
馨　
（
木も

く
せ
い犀

科
）

　

百
合
「
ス
イ
ー
ト
メ
モ
リ
ー
」

　
（
百
合
科
）

　
　

撫
子　
（
撫
子
科
）

　

花
器　

青
白
磁
花
器
（
宮
永
東
山
作
）

庭
の
テ
ー
ブ
ル

　

∧
11
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

父
と
母
は
玄
関
前
の
こ
の
空
間
で
時
々

朝
ご
飯
を
食
べ
て
い
た
。
た
っ
ぷ
り
の
紅

茶
と
イ
ギ
リ
ス
パ
ン
。
表
通
り
か
ら
深
く

入
っ
て
い
る
の
で
閑し

ず

か
な
の
だ
。
庭
の
花

の
蜜
や
虫
を
食
べ
に
鳥
た
ち
も
よ
く
や
っ
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て
く
る
。
草
む
ら
の
中
は
レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

の
昼
寝
場
所
に
も
な
っ
て
い
る
。
レ
モ
ン

ち
ゃ
ん
は
昨
夏
か
ら
居
る
猫
で
あ
る
。
前

の
ゴ
ン
チ
ャ
ン
は
シ
ャ
イ
な
猫
だ
っ
た

が
、
レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
は
人
な
つ
っ
こ
い
。

た
ま
に
稽
古
場
に
や
っ
て
く
る
の
を
ど
う

し
た
も
の
か
思
案
中
。

　

以
前
の
テ
キ
ス
ト
で
も
甥
っ
子
た
ち
の

作
っ
た
猫
と
一
緒
に
こ
の
場
所
で
薔
薇
を

い
け
た
こ
と
が
あ
る
。
花
は
折
々
の
記
憶

を
色
彩
豊
か
に
し
て
く
れ
る
。

　

花
材　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　

紫あ
じ
さ
い

陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
器
（
ク
リ
シ
ー
製
）

水
を
感
じ
る　

　

∧
12
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

た
と
え
水
が
見
え
な
く
て
も
、
い
け
ば

な
の
水
は
と
て
も
大
切
で
あ
る
。
花
に
し

て
み
れ
ば
、
い
つ
も
き
れ
い
な
水
を
吸
っ

て
い
た
い
に
き
ま
っ
て
い
る
。
花
の
水
を

い
つ
も
き
れ
い
に
し
て
い
る
人
に
は
、
い

い
花
が
い
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
花
の
気
持

ち
に
な
れ
る
か
ら
。
そ
れ
は
も
て
な
し
の

気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
か
ら
。

　

美
し
い
水
を
感
じ
る
花
が
い
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
ろ
う
。

　

花
材　

バ
ン
ダ
二
種
（
蘭
科
）

　
　

レ
ー
ス
フ
ラ
ワ
ー
（
芹せ

り

科
）

　

花
器　

彩
泥
玉
型
花
器（
宮
下
善
爾
作
）
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こ
れ
か
ら
の
い
け
ば
な

　

京
都
新
聞
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
に

も
書
い
た
こ
と
だ
が
、
自
然
の
恵
み
を
受

け
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
、

先
人
が
培
っ
て
き
た
自
然
と
の
関
わ
り
方

を
「
学
び
磨
い
て
生
か
し
伝
え
る
」
こ
と

の
大
切
さ
を
痛
感
し
て
い
る
。
私
達
は
自

然
に
生
か
さ
れ
て
豊
か
な
心
を
養
っ
て
き

た
の
だ
。

　

私
が
小
さ
い
頃
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
自
然
と
の
関
わ
り
方
を

沢
山
知
っ
て
い
た
。
今
で
も
友
人
の
中
に

は
子
供
と
一
緒
に
山
菜
を
摘
ん
で
食
べ
る

楽
し
み
を
知
っ
て
い
た
り
、
草
で
笛
を
器

用
に
作
れ
た
り
す
る
の
が
い
る
が
、
そ
う

い
う
経
験
こ
そ
豊
か
な
こ
と
だ
と
思
う
。

　

あ
る
小
学
校
で
は
校
長
先
生
自
ら
校
庭

に
で
き
た
実
を
も
い
で
食
べ
、
子
供
達

が
こ
っ
そ
り
真
似
を
す
る
よ
う
に
し
て
い

る
。
随
分
植
物
へ
の
関
心
が
高
く
な
っ
て

き
た
そ
う
だ
。素
敵
な
校
長
先
生
で
あ
る
。

　

植
物
の
中
に
は
毒
を
も
つ
も
の
も
あ
る

の
で
関
わ
り
方
を
間
違
う
と
ひ
ど
い
目
に

遭
う
が
、
昔
か
ら
の
自
然
と
の
関
わ
り
方

に
は
知
恵
が
い
っ
ぱ
い
つ
ま
っ
て
い
る
。

食
べ
る
こ
と
、
遊
ぶ
こ
と
、
薬
に
す
る
こ

と
、
も
の
を
つ
く
る
こ
と
、
芸
術
を
生
み

出
す
こ
と
、
そ
し
て
い
け
る
こ
と
。

　

い
け
ば
な
は
植
物
と
の
関
わ
り
を
深
め

る
だ
け
で
な
く
、
い
け
る
喜
び
や
も
て
な

す
楽
し
み
が
あ
る
。
い
い
い
け
ば
な
は
心

地
よ
い
「
和
」
を
生
ん
で
く
れ
る
。
人
と

人
と
の
心
を
つ
な
い
で
く
れ
る
。
そ
う
い

う
こ
と
も
い
け
ば
な
の
大
切
な
役
割
だ
と

思
う
。

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
600
号　
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年
6
月
1
日
発
行
（
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）
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出
合
い
花
（
9
）

　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨ 　

 

仙
溪

　

花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲

　

紫あ

じ

さ

い

陽
花

　

槍
の
穂
先
の
よ
う
な
蕾
が
、
ゆ
っ
く
り

と
ほ
こ
ろ
び
、
羽
を
ひ
ろ
げ
る
よ
う
に
花

が
開
い
た
。
花
を
い
け
る
楽
し
み
は
、
そ

ん
な
瞬
間
に
あ
る
。

　

白
い
花
菖
蒲
の
と
な
り
に
は
、
外
国
育

ち
の
赤
み
の
強
い
紫
陽
花
が
、
水
を
ふ
く

ん
で
咲
い
て
い
る
。
紫
陽
花
に
花
菖
蒲
。

一
見
普
通
の
組
み
あ
わ
せ
だ
が
、
と
っ

て
お
き
の
器
に
シ
ン
プ
ル
に
出
合
わ
せ
る

と
、
眩
し
く
輝
き
だ
し
た
。
い
け
ば
な
は

面
白
い
。
も
の
云
わ
ぬ
花
が
、
周
囲
に
生

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
つ
。
た
っ
た
一
本
と

一
輪
の
出
合
い
な
の
に
。

　

花
材　

花
菖
蒲
（
菖
蒲
科
）

　
　
　
　

紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　

花
器　

金
彩
ガ
ラ
ス
花
器

　
　
　
　
　
（
ウ
ル
リ
カ
・
バ
リ
ー
ン
作
）

太
藺　

芍
薬

　
　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨ 　

 

仙
溪

　

花
型　

株
分
け
生
花

　
　
　
　

主
株　

太
藺
（
蚊
帳
吊
草
科
）

　
　
　
　

子
株　

撫
子
（
撫
子
科
）

　

花
器　

青
磁
水
盤

    

太
藺
の
細
い
線
が
揃
う
こ
と
で
生
ま
れ

る
造
形
美
は
、
他
の
も
の
で
は
つ
く
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
太
藺
の
生
花
で
気
を
遣

う
の
は
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
茎
の
線
が
交
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叉
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
太
藺
だ
け

で
は
地
味
な
の
で
、
季
節
の
花
と
株
分
け

に
す
る
こ
と
が
多
い
。
撫
子
を
子
株
に
い

け
た
。

　

右
の
写
真
の
子
株
は
「
剣

け
ん
ざ
ん
の
よ
そ
お
い

山
の
粧
」
と

い
う
芍
薬
で
、
葉
が
小
さ
く
締
ま
っ
て
い

て
子
株
に
丁
度
い
い
。
蕾
は
小
さ
い
が
、

咲
く
と
大
き
な
玉
状
に
な
る
。

　

床
の
間
に
花
菖
蒲
の
軸
を
掛
け
て
飾
っ

た
。
花
の
絵
の
軸
を
掛
け
て
花
を
い
け
る

こ
と
は
あ
ま
り
な
い
が
、
水
も
の
の
太
藺

と
陸
も
の
の
芍
薬
に
、
水
辺
の
花
菖
蒲
が

加
わ
る
と
趣
が
増
す
。

七
竈　

鉄
線

　
　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨ 　

 

仙
溪

　

花
型　

二
瓶
飾
り

　
　
　
　

主
瓶　

七
な
な
か
ま
ど竈

（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

副
瓶　

鉄
線
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

花
器　

染
付
花
瓶
（
加
藤
巌
作
）

　
　
　
　

三
つ
足
水
盤

　

鉄
線
の
生
花
に
は
支
柱
が
わ
り
の
枝
が

要
る
。
七
竈
を
い
け
た
あ
と
の
残
り
枝
を

使
っ
た
。
鉄
線
は
足
元
を
よ
く
解ほ

ぐ

し
て
お

く
。
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花
菖
蒲
二
種

∧
4
頁
の
花
∨

仙
溪

　

花
菖
蒲
の
開
花
は
六
月
、
北
海
道
か
ら

九
州
ま
で
、
全
国
各
地
の
花
菖
蒲
園
で
色

と
り
ど
り
の
花
を
水
辺
で
咲
か
せ
る
。
江

戸
時
代
か
ら
品
種
が
増
え
て
、
現
在
で
は

二
千
種
も
あ
る
そ
う
だ
。
葉
と
と
も
に
勢

い
よ
く
い
け
た
い
。

　

花
材　

花
菖
蒲
二
種
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　

ラ
イ
ラ
ッ
ク
（
木も

く
せ
い犀

科
）

　

花
器　

方
形
金
三
日
月
文
花
器
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

②

　
「
立
華
時
勢
粧
」
は
次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
立
花
時
勢
粧　

上
・
中
・
下
」　　
（
３
冊
）

　
「
立
花
秘
伝
抄　

一　

〜　

五
」　　
（
５
冊
）

　
「
立
花
時
勢
粧　

上
・
中
・
下
」
に
は
１
１
８
の
立
花
図
が
収
め
ら
れ
、

花
形
真
行
草
の
説
明
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
立
花
秘
伝
抄　

一
・
二
・
三
」
は
立
花
に
使
わ
れ
る
花
材
解
説
だ
が
、

立
花
で
の
扱
い
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
立
花
秘
伝
抄　

四
・
五
」
は
立
花
の
基
本
や
心
得
な
ど
、
最
も
大
切

な
こ
と
が
ら
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。

　

で
は
ま
ず
「
立
花
時
勢
粧　

上
」
よ
り
「
立
華
時
勢
粧
序
」「
真
行

草
の
図
」「
除
心
真
行
草
の
事
」「
砂
物
真
行
草
の
事
」
に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
を
紹
介
す
る
。（
文
中
の
句
読
点
は
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
筆

者
が
加
え
た
。）

立
花
時
勢
粧　

上

　

立
華
時
勢
粧
序

　

お
よ
そ
瓶
に
花
を
立
て
楽
し
み
と
な
す
わ
ざ
、
も
ろ

こ
し
に
も
あ
り
と
聞
け
ど
、
法
を
定
め
掟
を
守
り
て
指

す
事
な
し
。
和
朝
に
は
昔
日　
　
　
　

こ
の
道
に
長
じ
、

東
山
音
羽
の
桜
に
苔
む
し
を
そ
が
せ
、
西
谷
や
高
雄
の

紅
葉
に
は
晒さ

れ

木
を
削
ら
せ
、
あ
る
は
小
し
だ
の
み
ど
り

を
夏
ば
せ
に
映
し
、
あ
る
は
か
る
か
や
の
お
ぼ
つ
か
な

く
水
仙
の
ざ
れ
た
る
も
お
か
し
く
、
お
の
れ
お
の
れ
が

出
生
直
ち
に
か
ん
が
み
、
う
つ
り
行
く
自
然
の
気け

し
き色

を

瓶
に
う
つ
し
て
、
翫

も
て
あ
そび

た
ま
い
し
よ
り
、
代
々
の
楽
と

な
り
に
た
り
。
そ
の
風
景
の
た
え
な
る
に
い
た
り
て
は
、

春
の
山
の
笑え

め

る
顔

か
ん
ば
せに

詞
こ
と
ば

の
花
の
こ
と
ぶ
き
を
立
て
、
あ

る
じ
の
目
を
よ
ろ
こ
ば
せ
、
秋
の
山
の
愁

う
れ
え

た
る
形
に
、

第
一
図

立
花　

松
直
真

真
の
花
形

松　

竹　

梅　

檜　

柘
植　

伊
吹　

水
仙

熊
笹　

ひ
さ
か
き　

枇
杷
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な
き
人
の
作さ

ぜ
ん善

を
追
う
て
仏
の
道
う
と
か
ら
ず
。
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
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
。

い
で
や
こ
の
道
に
名
あ
る
人
。
く
れ
竹
の
よ
よ
に
絶
え

せ
ず
、
松
が
枝
の
お
り
お
り
に
出
て
、
形さ

ま体
め
づ
ら
な

る
風
俗
を
立
て
初
め
し
よ
り
、
瓶
の
下
水
を
味
ふ
る
も

の
数あ

ま
た多

に
な
り
き
て
、
予
も
又
花
に
遊
ぶ
こ
と
久
し
く
。

且
つ
は
た
つ
き
な
き
山
路
に
た
ど
り
、
か
つ
は
し
る
べ

な
き
野
辺
に
迷
い
、
好
め
る
を
友
と
し
、
優ま

さ

る
る
を
師

と
し
て
、
多
問
多
聞
を
恥
じ
ず
。
そ
れ
よ
り
こ
の
か
た

諸
師
の
秘
伝
と
諸
書
奥
義
と
、
鍛
錬
つ
く
し
て
、
新
た

に
風
体
を
指
し
出
せ
り
。
然し

か

れ
ど
も
古
法
の
格
式
草
木

の
出
生
、
も
と
よ
り
背
く
こ
と
な
し
。
今
こ
こ
に
図
す

る
所
の
百
二
十
瓶
四
時
の
景
物
に
随

し
た
がい

て
、
会
を
な
し
、

諸
人
庭
に
沓く

つ

い
れ
し
席
の
花
形
な
り
。
こ
れ
人
の
目
だ

つ
べ
き
色
も
な
く
、
心
と
ど
む
べ
き
ふ
し
も
侍
ら
ね
ど
、

よ
し
や
笑

わ
ら
い
ぐ
さ草

。
四
方
に
は
び
こ
り
、
根
ざ
し
の
か
れ
ぬ

よ
す
が
と
も
な
ら
な
む
か
し
と
、
名
付
く
る
に
時
勢
粧

の
字
を
仮
り
用
い
る
も
の
な
り
。

　

貞
享
五
年
弥
生
日

　

真
行
草
の
図

　

儒
書
に
云
う
、
真
は
人
の
正
し
く
立
つ
が
如
く
、
行
は
人
の

行
く
が
如
く
、
草
は
人
の
走
る
が
如
し
。
立
花
な
お
そ
の
意
義

を
も
っ
て
こ
れ
を
名
る
も
の
乎
。

　

瓶
に
花
を
立
る
に
真
行
草
の
三
つ
あ
り
。
古
書
に
序

発
急
の
花
と
い
え
り
。
古
人
松
を
切
り
花
を
折
っ
て
瓶

第
二
図

立
花　

松
除
真

行
の
花
形

松　

柳　

梅　

柘
植　

伊
吹　

椿　

熊
笹

枇
杷　

檜　

小
柏　

嫩



88

に
む
か
う
よ
り
、
ま
ず
真
の
花
形
を
あ
ら
わ
し
、
そ
れ

よ
り
真
を
行
に
や
つ
し
、
行
よ
り
草
の
花
形
を
出
し
て
、

七
つ
の
枝
を
定
め
、
ま
た
そ
の
ほ
か
数あ

ま
た多

の
な
ら
い
を

立
つ
。
万
木
千
草
の
出

し
ゅ
っ
し
ょ
う

生
を
か
ん
が
み
、
一
草
一
木
に

立
様
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
野
山
水
辺
お
の
づ
か
ら
な
る

景け
い
き気

を
居
所
に
写
し
て
楽
と
す
。
今
こ
こ
に
三
瓶
を
図

し
て
初
学
の
教

お
し
え

と
す
。
立
様
口
伝
外
に
し
る
す
も
の
な

り
。

　
　
　

真
の
花
形
（
第
一
図
）

　
　
　

行
の
花
形
（
第
二
図
）

　
　
　

草
の
花
形
（
第
三
図
）

　

右
真
行
草
の
三
瓶
、
古
人
の
法
式
を
守
り
、
代
々
指

し
来
る
所
に
、
中
頃
名
師
鍛
錬
工
夫
の
妙
用
よ
り
そ
の

一
を
又
三
つ
に
わ
け
て
、
真
に
三
品
、
行
に
三
品
、
草

に
三
品
、
九
品
の
花
形
を
出
す
。
然し

か

れ
ど
も
秘
し
て
代

に
伝
え
ず
。
ま
れ
に
相
伝
す
る
人
あ
り
て
真
を
立
れ
ど

も
行
を
立
る
事
か
た
く
、
行
を
指
せ
ど
も
草
の
花
形
指

こ
と
難
し
。
ま
し
て
九
品
の
花
形
こ
と
ご
と
く
得
る
人

は
な
か
る
べ
し
。
さ
れ
ば
古
人
の
い
わ
く
、
あ
る
時
の

花
形
は
如
来
の
ご
と
く
、
菩
薩
の
ご
と
く
、
金
剛
力
士

の
ご
と
く
な
る
べ
し
と
い
え
り
。
花
道
の
み
に
か
ぎ
ら

ず
、
諸
道
諸
芸
も
か
く
ぞ
有
る
べ
き
。
伝
え
聞
く
、
高

野
大
師
は
筆
の
道
に
通
達
ま
し
ま
し
て
、
皮
肉
骨
の
三

筆
を
ふ
る
い
給
い
し
に
よ
り
て
、
和
国
第
一
の
筆
妙
な

り
と
云
え
り
。
立
花
真
行
草
も
又
か
わ
る
所
あ
る
ま
じ

や
。
今
こ
こ
に
図
す
る
所
の
九
品
の
花
形
、
秘
伝
た
り

と
い
え
ど
も
世
に
ひ
ろ
む
る
も
の
な
り
。
立
様
口
伝
外

に
し
る
し
ぬ
。

第
三
図

一
株
砂
物　

松
真

草
の
花
形

松　

蔓
梅
擬　

伊
吹　

晒　

柘
植　

嫩　

樫
木　

熊
笹　

菊

※
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
）
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【　

テ
キ
ス
ト
６
１
１
号　

訂
正　

】

（
５
ペ
ー
ジ
1
段
25
行
目
）

　

除
心
真
行
草
の
事

　

除
心
立
の
内
真
の
花
形
（
一
図
）

　

同
　
行
の
花
形　

請
上
り
立（
一
図
）

カ
ラ
ー
と
ア
ジ
サ
イ

　

∧
９
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

カ
ラ
ー
（
オ
レ
ン
ジ
、
黄
色
）

紫あ
じ
さ
い

陽
花
（
紫
色
、
白
色
）

　

花
器　

カ
ッ
ト
ガ
ラ
ス
花
器
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【

記
録

】

桑
原
専
慶
流
静
和
会

花
の
と
き
め
き

い
け
ば
な
展

会
期

3
月
30
日
㈰

会
場

玉
島
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

出
品

静
和
会
会
員

（
写
真
①
）

京
都
女
流
京
華
会

会
期

5
月
18
日
㈰
〜
19
日
㈪

会
場

き
ら
っ
都
プ
ラ
ザ

（
写
真
②
）

生
花
奉
納

吉
備
真
備
公
奉
賛
茶
会
（
岡
山
）

会
期

5
月
4
日
㈰

会
場

ま
き
び
公
園

献
花

対
の
立
花

小
野
京
苑

（
11
頁
・
写
真
③
）

平
安
神
宮
献
花
会
（
京
都
）

会
期

5
月
10
日
㈯
〜
11
日
㈰

会
場

平
安
神
宮

額
殿

（
11
頁
・
写
真
④
）

京
都
新
聞
連
載

「
暮
ら
し
に
映
え
る
京
の
焼
き
も
の
」

桑
原
櫻
子

5
月
23
日
㈮

絵
付
け
の
器

（
毎
月
第
４
金
曜
夕
刊
）

初
夏
の
山

∧
10
頁
の
花
∨

櫻
子

　

花
材　

裏
白
の
木
（
薔
薇
科
）

　

ス
イ
ー
ト
メ
モ
リ
ー（
百
合
科
）

　
　

撫
子
（
撫
子
科
）

　

花
器　

染
付
花
器

い
ば
ら
二
種

∧
11
頁
の
花
∨

櫻
子

　

花
材　

難な
に
わ
い
ば
ら

波
茨
（
薔
薇
科
）

　

浜は
ま
な
す

茄
子
（
薔
薇
科
）

　
　

ア
ス
チ
ル
ベ
（
雪
の
下
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
瓶

最
近
の
趣
味
は
虫
捕
り
だ
そ
う
で
す
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
612
号　

2014
年
6
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

芦
屋
の
花
屋
さ
ん　

櫻
子 

　

Ｊ
Ｒ
芦
屋
駅
の
近
く
に
、
芦
屋
マ
ダ
ム
御
用

達
の
素
敵
な
花
屋
さ
ん
が
あ
る
。
三
ヶ
月
に
一

度
は
こ
ち
ら
の
歯
医
者
さ
ん
に
通
っ
て
い
る
の

で
、
こ
の
花
屋
さ
ん
に
立
ち
寄
る
の
を
楽
し
み

に
し
て
い
る
。

　

小
さ
な
お
店
に
所
狭
し
と
枝
も
の
、
花
、
観

葉
植
物
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
買
う
よ
り

も
何
時
ま
で
も
眺
め
て
い
た
い
お
店
な
の
だ
。

　

店
内
の
中
央
に
は
白
〜
ピ
ン
ク
〜
紫
色
に
か

け
て
の
花
が
盛
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
、
裏
に
回

る
と
黄
色
か
ら
オ
レ
ン
ジ
の
花
が
鮮
や
か
に
飾

ら
れ
て
い
る
。
大
き
な
枝
は
そ
れ
ら
の
花
々
の

上
で
広
が
り
、
窮
屈
に
括
ら
れ
て
い
な
い
。

　

綺
麗
に
見
せ
る
コ
ツ
と
セ
ン
ス
が
有
る
の
だ

と
思
う
。

　

観
葉
植
物
や
多
肉
植
物
な
ど
も
数
は
少
な
い

が
、
見
た
こ
と
も
な
い
様
な
珍
し
い
物
が
多
い
。

そ
れ
ら
全
て
が
鉢
の
ま
ま
で
売
ら
れ
て
い
な

い
。
ベ
ル
ギ
ー
や
フ
ラ
ン
ス
の
焼
き
も
の
に
入

れ
ら
れ
て
い
る
。

　

今
日
は
ユ
ー
フ
ォ
ル
ビ
ア
・
オ
ン
コ
ク
ラ
ー

タ
と
い
う
ト
ウ
ダ
イ
グ
サ
科
の
植
物
を
買
っ
て

帰
っ
た
。
茎
が
棒
状
に
伸
び
る
の
が
本
来
の
姿

な
の
に
、
左
の
茎
は
石
化
し
て
珊
瑚
の
よ
う
な

形
を
し
て
い
る
。
植
物
が
石
化
す
る
理
由
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
が
、
ち
ょ
っ
と
ふ
て
く
さ
れ
た

様
に
も
見
え
る
。

　

そ
う
い
え
ば
最
近
石
化
し
て
い
る
花
（
鶏
頭

や
ア
ン
ス
リ
ウ
ム
の
花
の
部
分
な
ど
）
を
好
ん

で
い
け
て
い
る
。

　

ユ
ー
フ
ォ
ル
ビ
ア
は
育
て
た
い
の
で
、
根
付

き
の
ま
ま
深
い
鉢
に
入
れ
、
ゼ
ラ
ニ
ウ
ム
と
取

り
合
わ
せ
た
。
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こ
の
度
、
縁
あ
っ
て
陶
芸
・
美
術
作
家
の
近
藤
髙
弘
さ
ん
と
、

当
流
副
家
元
の
桑
原
櫻
子
と
の
二
人
展
を
「
冨
春
軒
」
で
開
催
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

近
藤
さ
ん
は
京
都
清
水
で
磁
器
の
染
付
で
人
間
国
宝
と
な
ら
れ

た
近
藤
悠
三
氏
の
孫
に
あ
た
り
、
伯
父
様
の
近
藤
豊
氏
の
死
去
を

機
に
陶
芸
の
道
に
入
ら
れ
た
。
制
作
に
あ
た
っ
て
は
「
水
」
を
常

に
意
識
さ
れ
て
、
水
滴
を
表
し
た
「
銀
滴
」
シ
リ
ー
ズ
で
独
自
の

境
地
を
開
拓
し
て
こ
ら
れ
た
。

　

櫻
子
は
京
都
で
３
３
０
年
の
歴
史
を
も
つ
花
道
・
桑
原
専
慶
流

の
14
世
家
元
の
長
女
と
し
て
、
幼
少
よ
り
花
の
道
に
携
わ
る
一
方

で
、
料
理
研
究
家
と
し
て
の
顔
も
も
ち
、
自
然
の
恵
み
と
美
し
さ

を
伝
え
る
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　

今
回
の
「
水
生
華
」
で
は
、
近
藤
さ
ん
の
「
水
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
作
品
群
が
、
和
の
暮
ら
し
の
中
で
ど
ん
な
反
応
を
見
せ
て
く

れ
る
の
か
、
そ
こ
に
「
華
」
が
加
わ
る
こ
と
で
何
が
生
ま
れ
る
の

か
を
体
感
す
る
中
で
、
ア
ー
ト
に
つ
い
て
、
花
道
に
つ
い
て
、
深

く
考
え
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
「
水
生
華
」
の
余
韻
を
今
後
に
生
か
す
た
め
、
写
真
と
文
章
で

記
録
に
留
め
た
い
と
思
う
。

「
水す

い
し
ょ
う
か

生
華
」
特
集

水
の
町
家
に
　
風
を
感
じ
て
　
　
　

　

会
場
と
な
っ
た
「
冨
春
軒
」
は
花
道
の
道
場
で
あ
り
、
花
道

家
元
の
住
居
で
も
あ
る
。
祖
父
の
代
で
花
を
養
う
細
長
い
水
溜

が
土
間
に
つ
く
ら
れ
、父
と
母
の
代
で
水
溜
は
３
つ
に
増
え
て
、

季
節
の
葉
や
花
を
浮
か
べ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

今
回
、
近
藤
髙
弘
さ
ん
は
こ
の
家
を
「
水
の
町
家
」
と
表
現

し
て
く
だ
さ
っ
た
。
日
頃
と
く
に
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

言
わ
れ
て
み
る
と
「
水
」
を
生
か
し
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
に

気
付
く
。
母
が
う
る
さ
く
花
の
水
換
え
の
大
切
さ
を
言
っ
て
く

「 水 生 華 」
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れ
て
い
た
こ
と
も
、「
水
の
町
家
」
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
と

も
思
う
。

　

二
階
の
上
段
の
間
は
一
尺
だ
け
高
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
が

タ
イ
ト
ル
「
水
生
華
」
の
舞
台
に
な
っ
た
。
氷
の
よ
う
な
、
雪

の
よ
う
な
作
品
を
近
藤
さ
ん
が
配
置
し
て
い
く
。「
僕
の
作
品

を
水
だ
と
思
っ
て
花
を
い
け
て
く
だ
さ
い
」
と
の
投
げ
か
け
に

応
え
て
、
季
節
の
自
然
を
櫻
子
が
い
け
て
い
く
。

　

そ
し
て
「
水
の
器
」
と
花
た
ち
が
明
か
り
に
浮
か
び
上
が
る
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
近
藤
さ
ん
の
推
薦
で
、
現
代
ア
ー
ト

の
旗
手
の
一
人
、
大お

お
ふ
ね
ま
こ
と

舩
真
言
さ
ん
に
も
協
力
を
お
願
い
し
、
一

階
の
２
つ
の
床
の
間
に
大
舩
さ
ん
の
絵
が
加
わ
っ
た
。

　

表
紙
掲
載
の
絵
は
深
い
青
色
に
縦
に
白
い
筋
、
９
頁
の
絵
は

淡
い
青
色
に
ぼ
ん
や
り
と
横
に
白
い
帯
。
事
前
に
床
の
間
を
見

に
来
ら
れ
て
描
い
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
、
材
料
は
天
然
岩
絵

具
で
あ
る
。
空
間
に
も
近
藤
さ
ん
の
器
に
も
ぴ
た
り
と
調
和
し

て
い
た
。

　

そ
の
床
の
間
に
櫻
子
が
花
を
い
け
た
瞬
間
、
見
て
い
た
大
舩

さ
ん
は
「
風
」
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
と
、
後
で
教
え
て
下

さ
っ
た
。
そ
ん
な
風
を
自
分
の
作
品
に
も
吹
か
せ
た
い
と
。

　
「
命
は
水
か
ら
生
ま
れ
い
ず
る
」
水
か
ら
生
ま
れ
い
ず
る
華
。

水
生
華
。
近
藤
さ
ん
の
水
の
表
現
は
、
水
の
町
家
を
潤
し
、
櫻

子
の
生
け
た
花
た
ち
は
、
水
を
得
た
命
の
美
し
さ
を
見
せ
て
、

人
の
心
に
風
を
送
っ
て
く
れ
た
。
家
と
器
と
花
と
絵
と
が
心
地

よ
く
響
き
合
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
桑
原
専
慶
流
十
五
世
家
元
　
桑
原
仙
溪

「
水
生
華
」　

桑
原
櫻
子
×
近
藤
髙
弘

　

日
時
：
5
月
9
日
㈯
・
10
日
㈰　

11
時
〜
17
時

　

場
所
：
冨
春
軒
［
桑
原
専
慶
流
家
元
宅
］

　

入
場
料
：
５
０
０
円

近 藤 髙 弘 　ガラス・インスタレーション　　桑 原 櫻 子 　花：黄
おうごんいたやかえで

金板屋楓　鉄線数種　八
はっかくれん

角蓮　白花敦
あつもりそう

盛草
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水
生
華

桑原櫻子
S a k u r a k o  K u w a h a r a

×
近藤髙弘

T a k a h i r o  K o n d ō

京都国際現代芸術祭2015　関連イベント

S u i s y ō k a

京
の
く
ら
し
の
中
に
い
き
づ
く
、
日
本
人
の
自
然
観
と
美
意
識
。

伝
統
と
ア
ー
ト
の
融
合
を
「
冨
春
軒
」
の
空
間
に
て
ご
体
感
く
だ
さ
い
。

�
e perspective on nature and aesthetics of Japanese living the K

yoto life.
W

e hope you experience the fusion of tradition and art at “Fushunken”

命
は
水
か
ら
生
ま
れ
い
ず
る

Life Em
erges from

 W
ater

主催＝桑原専慶流
後援＝ PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭 2015

Organizer ＝ Kuwahara Senkei School
Sponsored ＝ Parasophia: 

Kyoto International Festival of Contemporary Culture 2015

近 藤 髙 弘 　坐像：Reduction - 滝 -　　桑 原 櫻 子 　花：乙女百合　　屏風：山田古香筆　「赤
せきへき

壁の賦
ふ

　前編」
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近
藤
髙
弘　

器
：M

ist

」　　

桑
原
櫻
子　

花
：
有
馬
の
馬
の
鈴
草　

階
段
を
上
が
っ
た
二
階
、
上
段
の
間
が
「
水
生
華
」
の
舞
台
に
。　

瞑
想
　
（
４
頁
）

　

玄
関
の
間
で
迎
え
る
の
は
、
滝
に
打
た
れ
て

瞑
想
す
る
坐
像
。
組
ま
れ
た
手
の
上
で
可
憐
に

咲
く
乙
女
百
合
。
震
災
と
原
発
事
故
を
経
て
、

人
と
自
然
と
の
関
わ
り
を
問
い
直
す
近
藤
さ
ん

自
身
の
姿
に
、
東
北
ゆ
か
り
の
花
が
寄
り
添
う
。

　

屏
風
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
中
国
・
宋
代
の

詩
人
、
蘇そ

し
ょ
く軾

（
蘇そ

と
う
ば

東
坡
）
が
、
長
江
の
戦
場
趾

を
訪
れ
、
人
の
儚

は
か
な

さ
愚
か
さ
と
、
自
然
の
雄
大

さ
を
対
峙
さ
せ
た
韻
文
。

　

文
字
の
滝
の
前
で
、
人
と
花
と
が
一
つ
に
な

る
。
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Tradition and Modernity: “Suishoka (Water, 
Life, and Flowers)”

Takahiro Kondo, ceramic artist

Kyoto often makes me feel and consider its deep and 
essential traditions that have been passed down for 
generations. Such an encounter with traditions is 
very inspiring for me, as I am always seeking new 
and modern ways of expression, and it drives and 
motivates me to create art standing face-to-face 
with each key element of such traditions. While it 
is often said that Kyoto is a city of “traditions and 
innovations” , I believe that innovations only come 
from authentic traditions that live on in the historical 
city and not from those that appear to be traditional 
on the surface.   

It was two years ago that I first visited Fushunken, 
the house of Mr. Kuwahara, the Grand Master of 
the Kuwahara Senkei School of Ikebana. After going 
back and forth along the Rokkaku Street, I finally 
found and entered Fushunken’ s front gate. I walked 
down a long and narrow path, when suddenly, I saw 
flowers floating in a small stone pond glowing in the 
sunlight. At that moment, it felt as if my entire body 
was taken into a completely different dimension. I 
was also impressed by the greenness of maple leaves 
in another pond near the front door, and I instantly 
thought that this place is a “Machiya of Water” . I 
was also amazed by the inside of the Machiya where 
the space and atmosphere were created meticulously 
with fine materials including lamps and shades of 
discerning taste, and flowers in vases of different 
materials, colors and shapes. When I saw the 
upstairs salon used as a room for learning Ikebana, I 
thought that “the students here must be very lucky 
to have the opportunity to learn Ikebana in such a 
place.”  

At the age of 25, I left the company employment in 
Tokyo and decided to start my career as a ceramic 
artist, driven by the shocking death of my uncle 
Yutaka Kondo (ceramic artist) who took his own life. 
Up until then, I was an athlete, a  table tennis player, 
and had little interest in art, and it was only when I 
came back to Kyoto that I started learning ceramics 
and art from the beginning. It was around the age 
of 30 when I acquired the minimal standard of the 
basic ceramic skills and techniques I needed for my 
work. However, I had been struggling for a long time 
to find my own unique theme for my art. Around 
1994, when Kyoto commemorated the 1,200th 
anniversary of its foundation, I came up with the 
idea of “fusing contradictory elements” inspired by 
the city of Kyoto where old and new elements are 
all mixed and combined. Then, I began to create my 
artworks with the keyword of “representation of 

water born from fire (kiln) through earth” , based 
on the image of fire and its opposite, water, which 
are both essential elements of ceramics. Since then, 
I have been working on various expressions of water 
using glass and Gintekisai (silver mist overglaze), my 
original patented technique.  
 
When Mr. Kuwahara asked me if we could create 
some kind of exhibition at Fushunken, it was easy 
for me, whose main theme is water, to visualize the 
installation of artworks in this Machiya. Accordingly, 
we collaborated to create this exhibition and 
demonstration of Ikebana (Hanademae) with the 
concept of “Suishoka (Water, Life, and Flowers)” . 
This event was also a part of “PARASOPHIA: Kyoto 
International Festival of Contemporary Culture 
2015” the first international art festival in Kyoto, 
and was held on the last day of the art festival. I 
believe we have succeeded in presenting some of the 
interesting aspects unique to Kyoto where tradition 
and modernity integrate. The number of foreign 
tourists visiting Kyoto continues to rise every year, 
and I think that it will become increasingly important 
to introduce our culture through the presentation of 
Japanese aesthetics and sensibility from Kyoto to the 
world. 

The devastating earthquake that hit Japan in 2011 
made us, the Japanese people, reconsider our way of 
living and the relationship between nature and the 
human. In our hectic daily lives, we sometimes forget 
about simple and natural things such as a flower 
(life) living in water. However, there is sometimes 
a brief moment where you realize that nature, body 
and soul have become as one; for instance, when you 
are arranging flowers in a vase, or for me, when I am 
working with clay and fire. I want to cherish such 
momentary feeling and let them permeate every cell 
of my body.
　

T a k a h i r o  K o n d o
1994 Kyoto City Emerging Artist Award.
2002 supported by Japanese Ministry of Culture grant 
for overseas study.
Public Collections
Metropolitan Museum of Art,N.Y.
National Museums of Scotland,Edinburgh etc.

S a k u r a k o  K u w a h a r a
Born in Kyoto as the first daughter of the Grand Master 
of Kuwahara Senkei School whose history dates back 
to the 17th century, Sakurako has learned Ikebana 
since the age of six. 
Currently, teaching Ikebana as the Vice Grand Master, 
she also runs the cooking salon “Cherry Kitchen” .

翻訳：佐藤美奈子
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伝 統 と 現 代 　 　 　 　 　 　 　 　 近 藤 髙 弘

　京都は、深く本質的な伝統が脈々と流れていると体感
することがある。現代の新たな表現を模索してきた私に
とって、それは、とても刺激的な出会いであり、そこか
らその重要な要素のモノやコトと対峙しながら、制作へ
と向かう意欲へと駆り立てられることがある。　京都が、

「伝統と革新」の都とよく言われるが、うわべだけの伝統
的なものではなく、本当の伝統が息づいているからこそ、
革新が生まれるのだと思っている。

　さて、ご縁があって桑原さんと知り合い、2 年前に初め
て冨春軒におじゃまさせていただいた。六角通りで何度
か入り口を通り過ごしてしまい、やっと見つけて長い路
地を入っていくと、パッと光がさし水のはられた石囲い
の中に迎え花が浮かべてあった。その瞬間、私はまった
く異次元の世界に引き込まれたような感覚が身体に走っ
たのを記憶している。そして、次に中玄関でも水の中に
沈められた楓が青々としているのが、また印象的でその
時、ここは「水の町屋だ」と思った。家の中にも、様々
な花器に花が生けられ、またセンスの良い照明器具など、
細部にこだわった素材や空間造りがされている町家に驚
くとともに、２階大広間が、お花のお稽古場になってい
ることを見せてもらって、「ああ、ここでお稽古される生
徒さんたちは、なんて幸せなことだろう」と、思った。

　私は、叔父（陶芸家・近藤豊）の自死の衝撃で、２５
歳の時に東京の会社を退職して、この道に進むことを決
めた。スポーツ選手（卓球）だった私は、若い時は美術
にはほとんど興味がなく、京都に戻ってから陶器やアー
トのことなど一から学ぶこととなった。３０歳を過ぎ
てようやく、何とか基本的な技術は身に付き始めたが、
個人作家としてどのようなテーマで自分独自の作品を
作っていくのかという暗中模索が続いていた。ちょうど

１９９４年京都が建都１２００年の年を迎えるころ、古
いモノと新しいモノが混然一体となっている京都の町を
客観的に捉えることで、「相反する要素を融合する」とい
うテーマが生まれ、その後、焼きモノの重要な要素であ
る「火」と対極にある「水」をイメージし、「土を媒介に
火（窯）の中から生まれる水の表象」というキーワード
を素に、作品を制作するようになった。そこから、銀滴
彩のオリジナル技法（特許取得）やガラスなど水をテー
マに様々な表現を試みている。

　桑原さんから、この冨春軒で「何か展覧が出来ません
か」という打診をいただいた時、水をテーマにしてきた
私にとって、それは、直ぐにこの町家での展示イメージ
が拡がり、今回の「水生華」というコンセプトも生まれ、
コラボレーションの展覧会と華手前というイベントが実
現した。丁度、京都国際現代芸術祭２０１５「パラソフィ
ア」という京都で初めての国際アート展が開催されてい
る、その最終日に合わせての関連イベントということに
も連携でき、京都でしかできない伝統と現代が融合する
面白さの一端を提示できたのではないかと思っている。
　年々、京都には多くの海外からの観光客が増え続けて
いるが、京都から日本人の美意識や感性を世界に伝える
ことは、今後益々重要な文化発信となるであろう。

　２０１１年３・１１の災害と事故を経験した我々日本
人は、改めて自らの生き方や自然と人間の関係を考えさ
せられる大きなきっかけとなった。「水」に生きる華（い
のち）という当たり前の事に、つい日常に追われて忘れ
てしまうことも多いが、たとえば、花を生けるという行
為や時間、私であれば、土や火に向き合って制作してい
るときに、ふっと立ち現れる自然と身体と魂の一体感の
余韻に気が付くときがある。そんな瞬間の感覚を大切に
して、その一瞬を自らの細胞の中に染みわたらせたいも
のである。
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近 藤 髙 弘 　器：銀滴彩器　　桑 原 櫻 子 　花：薔薇　板屋楓　　大 舩 真 言 　絵：「STILL WAVE #7」

華
手
前

　

近
藤
さ
ん
の
銀ぎ

ん
て
き
わ
ん

滴
碗
を
使
っ
た
少

人
数
で
の
茶
会
を
行
っ
て
、
櫻
子
に

よ
る
華
手
前
を
ご
覧
頂
い
た
。

　

水
を
打
っ
た
路
地
を
入
り
、
庭
を

め
で
て
お
茶
室
へ
。
は
り
つ
め
た
空

気
の
中
に
、
亭
主
が
花
を
切
る
鋏
の

音
が
心
地
よ
く
響
く
。
季
節
の
花
の

み
ず
み
ず
し
さ
が
、
部
屋
の
空
気
を

優
し
く
し
て
く
れ
る
。

　

謙
虚
な
心
で
、
精
一
杯
の
も
て
な

し
の
演
出
を
。
亭
主
の
気
持
ち
を
花

が
か
わ
り
に
伝
え
て
く
れ
る
。
な
に

よ
り
も
花
を
い
け
た
櫻
子
が
感
動
し

て
い
た
。
花
道
の
本
質
に
触
れ
た
の

だ
ろ
う
。

　

櫻
子
が
選
ん
だ
花
は
朱と

き
し
ゃ
く
や
く

鷺
芍
薬
と

斑ふ
い
り
ば

入
葉
の
紫し

ら
ん蘭

。
折
り
鶴
に
似
た
器

に
乗
っ
て
空
を
飛
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

　

お
茶
は
冷
煎
茶
。
使
わ
れ
た
水
は

近
藤
さ
ん
が
大
峰
山
か
ら
持
ち
帰
っ

て
下
さ
っ
た
「
ご
ろ
ご
ろ
水
」。
菓
子

は
「
青せ

い
よ
う洋

」
青
山
洋ひ

ろ

子
さ
ん
が
こ
の

日
の
た
め
に
作
っ
た
「
潤

う
る
む

」。
丁
寧
に

削
ら
れ
た
青
竹
の
楊
枝
を
添
え
て
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
624
号　

2015
年
6
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

近
藤
髙
弘　
「
雫

し
ず
く

」　　

桑
原
櫻
子　

花
：
金

き
ん
ぐ
さ
り鎖　

∧
表
紙
の
写
真
∨

　

近
藤
髙
弘　

器
：
氷

ひ
ょ
う
れ
つ裂

　

桑
原
櫻
子　

花
：
薔
薇
二
種

　

大
舩
真
言　

絵
：crevasse

水
生
華
を
終
え
て
　
　
櫻
子

　

近
藤
さ
ん
の
銀ぎ

ん
て
き
わ
ん

滴
碗
を
初
め
て
拝
見

し
て
手
に
取
っ
た
時
、
零こ

ぼ

れ
落
ち
る
様

な
水
滴
が
表
現
さ
れ
た
美
し
き
器
に
驚

き
ま
し
た
。

　

自
然
が
生
み
出
す
一
瞬
の
造
形
の
よ

う
な
姿
が
銀
の
滴

し
ず
く

と
な
っ
て
表
れ
、
焼

き
も
の
と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
ま
で
に
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な

作
品
で
し
た
。

　

ガ
ラ
ス
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
溶

け
て
い
く
氷
に
見
立
て
た
作
品
で
し
た
。

　

儚
は
か
な

く
溶
け
て
追
い
か
け
て
も
追
い
か

け
て
も
消
え
て
い
く
美
し
い
雪
の
結
晶
。

　

ど
ん
な
花
が
似
合
う
か
し
ら
。

　

こ
の
器
の
よ
う
に
繊
細
で
、
出
逢
う

事
の
少
な
い
特
別
な
花
。
敬
意
と
愛
情

を
込
め
て
い
け
た
い
と
思
う
。

　

ず
っ
と
想
い
描
い
て
い
た
夢
を
実
現

出
来
た
三
日
間
で
し
た
。

　

氷
こ
お
り

達
に
包
ま
れ
て
、
木
や
花
達
が
し

な
や
か
に
力
強
く
咲
い
て
く
れ
ま
し
た
。

　

水
生
華
に
関
わ
っ
て
下
さ
っ
た
方
々

の
想
い
が
、
花
と
器
と
家
を
生
き
生
き

と
輝
や
か
せ
た
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。



6 月号
２０１６年

No.６３６

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

大お
お
や
ま
れ
ん
げ

山
蓮
華

　
　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　
　

櫻
子

　

大
山
蓮
華
は
山
に
咲
く
蓮
に
似
た
白
い
花

で
、
奈
良
の
大
峰
山
系
な
ど
の
自
生
地
で
は

国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
５

～
７
月
の
梅
雨
時
期
に
開
花
す
る
。
深
山
の

林
間
に
野
生
し
簡
単
に
は
見
る
事
が
出
来
な

い
の
で
「
天
女
花
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

枝
は
分
岐
し
幹
は
直
立
し
な
い
。

　

花
は
横
を
向
い
て
咲
く
。
同
じ
モ
ク
レ
ン

科
の
木
蓮
や
朴
の
木
は
大
き
な
花
が
真
上
を

向
い
て
咲
く
の
に
、
こ
の
花
は
不
思
議
だ
。

蜜
を
出
し
て
蝶
や
蜂
を
お
び
き
寄
せ
る
よ
う

な
事
は
し
な
い
ら
し
い
。
そ
の
か
わ
り
白
く

可
憐
な
姿
と
素
晴
ら
し
い
香
り
だ
け
で
、
虫

も
人
も
と
り
こ
に
な
る
。

　

こ
の
花
は
花
屋
で
買
い
求
め
た
の
だ
が
、

多
分
中
国
原
産
の
園
芸
種
で
、
ホ
オ
ノ
キ
と

オ
オ
ヤ
マ
レ
ン
ゲ
の
雑
種
で
あ
っ
た
ウ
ケ
ザ

キ
オ
オ
ヤ
マ
レ
ン
ゲ
だ
と
思
う
。
ホ
オ
ノ
キ

に
似
て
葉
が
大
き
く
成
長
が
早
い
の
で
出
荷

で
き
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
一
年
に
一
度

出
逢
え
る
か
ど
う
か
の
花
。
無
垢
な
美
し
さ

を
鉄
線
と
合
わ
せ
て
み
た
。

岐
阜
花
フ
ェ
ス
タ
記
念
公
園
に
て

横
向
き
の
花
を
上
に
向
け
て
撮
っ
た
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裏う
ら
じ
ろ白

の
木

　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　
　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

草
の
花
型　

副
流
し

　

花
材　

裏
白
の
木
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

三
つ
足
青
磁
水
盤

　

裏
白
の
木
は
山や

ま
な
し梨

、
銀ぎ

ん
ば葉

な
ど
と
呼
ば

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
初
夏
の
葉
が
ひ
ろ

が
っ
て
し
ま
う
前
と
、
秋
の
赤
い
実
が
花

材
と
な
る
。
太
い
枝
は
折
れ
や
す
い
の
で

注
意
す
る
。

花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲
と
紫あ

じ

さ

い

陽
花

　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　
　

櫻
子

　

花
材　

花
菖
蒲
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　

花
器　

カ
ッ
ト
ガ
ラ
ス
・
コ
ン
ポ
ー
ト

　

大
き
な
ガ
ラ
ス
花
器
に
立
て
た
沢
山
の

白
い
花
菖
蒲
。
大
輪
ピ
ン
ク
の
紫
陽
花
と

の
色
と
量
感
の
バ
ラ
ン
ス
を
楽
し
ん
だ
。

美
女
二
人
と
貴
公
子
達
？
。

真
（
序
）

副
（
破
）

留
（
急
）
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横
に
生
ず
る
は
横
に

　

主
材　

五さ
つ
き
ば
い

月
梅
（
梅ば

い
か
う
つ
ぎ

花
空
木
）

　
　
　
　
　
（ 

紫あ
じ
さ
い

陽
花
科 

以
前
は 

雪
の
下
科
）

　

副
材　

芍
し
ゃ
く
や
く薬

２
種
（
牡
丹
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　　

３
２
８
年
前
に
流
祖
が
書
い
た
「
立
花
秘
傳
抄
五
」

（
立
華
時
勢
粧
八
巻
の
内
の
一
つ
）
の
中
に
、「
我
が

心
草
木
に
ま
か
せ
て
念
慮
な
く
、
植た

つ

に
生
ず
る
は
植た

つ

に
、
横
に
生
ず
る
は
横
に
遣つ

か

う
時
は
、
草
木
自
然
の

体
顕あ

ら

わ
な
る
べ
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は

立
花
に
限
ら
ず
、
生
花
、
投
入
、
盛
花
に
も
等
し
く

当
て
は
ま
る
、
言
わ
ば
い
け
ば
な
の
基
本
中
の
基
本

理
念
で
あ
る
。

　

上
の
写
真
は
、
横
へ
長
く
伸
び
た
五さ

つ
き
ば
い

月
梅
の
枝
を

そ
の
ま
ま
生
か
し
て
、
大
輪
の
芍
薬
２
本
を
添
わ
せ

た
シ
ン
プ
ル
な
投
入
。
五
月
梅
は
足
元
を
割
り
、
皮

を
削
っ
て
い
け
る
。
芍
薬
の
葉
が
自
然
に
ひ
ろ
が
る

よ
う
に
、
い
け
て
か
ら
葉
を
さ
ば
く
。
花
が
い
き
い

き
し
て
見
え
る
こ
と
が
ま
ず
大
切
。
こ
れ
か
ら
の
季

節
は
切
り
口
を
時
々
切
り
直
す
こ
と
。
花
器
の
内
側

の
ぬ
め
り
も
拭
き
取
っ
て
、
新
鮮
な
水
で
い
け
直
す

と
少
し
で
も
長
く
楽
し
め
る
。

真

副 留

胴

中
間

投
入
垂
体
副そ

え

主
型
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①　五月梅の長く湾曲した枝を副の位置に挿し入れる。
五月梅は低木だが、いける前に水切りをすること。さら
に足元の皮を削り、切り口を割っておく。

②　胴の位置に枝分かれした五月梅を加えて水際の景色
をつくる。次に留の位置に芍薬を挿す。花瓶に花を挿す
ときは前へ傾けて出すものからいけると留まりやすい。

③　中間の位置に２本目の芍薬を挿したところ。芍薬は
葉に霧を吹き、別の花瓶などで水揚げをしておいて、さっ
と挿すようにする。最後に真の位置に五月梅をのぞかせ
て奥行きをつくる。（４頁の花）

④　右横から見た奥行き。

真

副

留

胴

中
間

花器の高さと幅の
合計の約 1.5 倍

水際

そ
れ
ぞ
れ
の
長
さ
。
主
枝
の
長
さ
は
、
花
器
の
高
さ
と
幅

を
足
し
た
長
さ
の
1.5
～
２
倍
を
目
安
に
し
て
、
水
の
中
の

深
さ
を
加
え
て
切
る
。

副

胴

留

中
間

真

中
間

胴

留
副
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

㉓

立
花
秘
傳
抄　

一　

　

常
磐
木
之
部
（
つ
づ
き
）

　

松
の
一
色
は
祝
言
第
一
の
花
に
し
て
、
又
一
色
の
そ

の
一
つ
な
り
。
移わ

た
ま
し徒

の
時
か
な
ら
ず
こ
の
花
を
指
す
。

近
代
初
心
の
人
、
相
伝
よ
く
し
て
み
だ
り
に
こ
れ
を
指

す
大
き
に
お
そ
る
べ
し
。
た
と
い
少
々
伝
授
し
た
り
と

も
、
年
来
の
巧
者
に
あ
ら
ず
は
松
の
景
気
の
妙
な
る
と

こ
ろ
瓶
上
に
う
つ
し
が
た
し
。
た
と
え
ば
筆
道
を
よ
く

相
伝
し
た
り
と
も
、
手
習
い
の
錬
磨
な
き
時
は
文
字
の

か
た
ち
悪
し
き
が
ご
と
し
。
松
の
一
色
は
四
季
と
も
に

立
て
る
と
い
え
ど
、
菊
漸よ

う
やく

終
わ
る
よ
り
紅
梅
や
や

咲
く
こ
ろ
ま
で
こ
そ
松
の
一
色
は
面
白
け
れ
。
さ
れ
ば

神
無
月
時
雨
に
そ
め
ぬ
松
と
は
い
え
ど
、
か
つ
は
葉
も

き
ば
み
霜
に
い
た
み
雪
に
う
づ
も
れ
て
、
替
わ
り
た
る

葉
色
も
い
づ
る
は
、
山
も
あ
ら
わ
に
峰
も
さ
び
し
き
こ

ろ
な
る
べ
し
。
い
で
や
こ
の
こ
ろ
の
人
の
春
の
末
よ
り

秋
の
半
ば
ま
で
変
わ
ら
ぬ
色
の
松
一
木
瓶
に
あ
つ
め
て

一
色
と
な
す
、
何
の
面
白
き
こ
と
か
あ
ら
ん
。
松
は
色

ど
り
第
一
に
し
て
む
つ
か
し
き
物
な
り
と
古
人
も
云
え

り
。

　

松
に
苔
晒
木
を
付
け
る
時
は
、
体
用
よ
く
和
合
し
て

一
木
の
気
色
を
う
つ
す
べ
し
。
こ
れ
立
花
の
肝
要
と
す

る
所
な
り
。
晒
木
は
高
山
の
物
な
れ
ば
、
松
の
気
色
も

年
ふ
り
枝
た
れ
て
、
陰か

げ

た
か
き
心
を
指
す
べ
し
。
若
松

み
ど
り
松
に
は
用よ

う
し
ゃ捨

あ
る
べ
し
。

い
で
や
＝
い
や
は
や
（
不
満
の
気
持
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
）

第
百
九
図

立
花　

松
一
色　

桑
原
治
郎
兵
衛
（
初
版
で
は
冨
春
軒
）

松　

苔

松
の
一
色
真
の
花
形

※
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
）
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第
百
十
図

立
花　

松
一
色　

冨
春
軒

松　

苔　

松
毬

松
の
一
色
行
の
花
形

第
百
十
一
図

二
株
砂
物　

松
一
色　

（
初
版
で
は
冨
春
軒
）

松　

晒　

苔　

松
毬

松
の
一
色
砂
の
物

　
「
立
花
秘
傳
抄
」
の
花
材
解
説
部
分
は
、「
木
」
の
字
の
成
り
立
ち
の

説
明
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
は
立
花
を
立
て
る
心
得
と
し
て
、
草
木
の
目

に
見
え
る
姿
だ
け
で
な
く
、
自
然
の
生
い
立
ち
そ
の
も
の
に
思
い
を

致
す
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
と
思
う
。
そ
し
て
先
ず
は
「
松
」。

全
１
１
８
図
の
う
ち
の
８
５
図
に
松
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

い
か
に
松
が
大
事
な
も
の
か
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
に
松
一
色
立
花
、
砂
の
物
の
図
を
載
せ
て
お
く
が
、
木
版
刷
り

に
手
彩
色
で
様
々
な
色
が
松
葉
に
塗
り
分
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
同
じ

緑
の
松
だ
け
で
立
て
た
の
で
は
何
も
面
白
く
な
い
の
だ
よ
と
、
文
中
に

も
書
か
れ
て
い
る
。
立
花
の
奥
深
さ
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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山
帰
来
の
根　
　
　
　
　

仙
溪

　

流
展
（
岡
山
）
出
品
作

　

花
材　

山
帰
来
（
猿
捕
茨
）
の
根

　
　
　
　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム　

ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス

　

花
器　

銀
織
部
花
器
（
柳
原
睦
夫
作
）

　

こ
の
骨
の
よ
う
な
も
の
は
猿
捕
茨
の
根
を
晒
し
た

も
の
で
、
こ
の
よ
う
に
地
中
に
あ
っ
て
普
段
目
に
す

る
こ
と
の
な
い
も
の
も
、
い
け
ば
な
で
は
い
け
る
こ

と
が
あ
る
。
地
中
に
あ
っ
て
も
植
物
の
造
形
の
一
部
。

美
し
く
使
っ
て
他
に
は
無
い
雰
囲
気
を
出
せ
る
か
ど

う
か
。
宇
宙
的
な
花
器
で
星
雲
の
よ
う
に
。

ネ
オ
レ
ゲ
リ
ア
・
フ
ァ
イ
ア
ー
ボ
ー

ル
（
レ
ッ
ド
パ
ウ
ワ
ウ
）　
　

櫻
子

　

流
展
（
岡
山
）
出
品
作

　

花
材　

ネ
オ
レ
ゲ
リ
ア
・
フ
ァ
イ
ア
ー
ボ
ー
ル

　
　
　
　

ア
マ
リ
リ
ス　

オ
ン
シ
ジ
ウ
ム

　
　
　
　

ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス

　

花
器　

条
文
扁
壺
（
竹
内
真
三
郎
作
）

　

こ
の
ネ
オ
レ
ゲ
リ
ア
・
フ
ァ
イ
ア
ー
ボ
ー
ル
は
鉢

植
か
ら
出
た
一
本
の
茎
の
ま
ま
を
い
け
て
い
る
。
花

器
か
ら
出
し
た
支
柱
に
根
ご
と
フ
ェ
ル
ト
で
く
る
ん

で
留
め
た
。
水
や
り
は
葉
の
中
心
に
霧
を
吹
く
。
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岡
山
県
本
部
主
催

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
展

テ
ー
マ
：
Ｅ
Ｎ
Ｎ

　

共
催
：
倉
敷
市
文
化
連
盟

　

後
援
：
岡
山
県
文
化
連
盟
、
岡
山
市
、

倉
敷
市
、
倉
敷
市
教
育
委
員
会
、

山
陽
新
聞
社
、
桑
原
専
慶
流
家
元

　

会
期　

4
月
20
日
㈬
～
25
日
㈪

　

会
場　

岡
山
天
満
屋

　

出
品　

前
・
後
期　

合
計

180
名

　

今
回
の
会
場
構
成
は
役
員
の
先
生
方

に
よ
る
発
案
で
、
気
持
ち
よ
く
鑑
賞
で

き
る
と
大
変
好
評
だ
っ
た
。
会
場
中
央

に
吊
ら
れ
た
ス
ク
リ
ー
ン
の
間
か
ら
、

そ
の
奥
の
花
席
や
人
が
見
え
る
風
通
し

の
良
い
レ
イ
ア
ウ
ト
。
苑
、縁
、艶
、様
々

な
Ｅ
Ｎ
Ｎ
を
テ
ー
マ
に
し
た
大
作
の
見

応
え
あ
る
花
席
と
、
中
作
、
小
作
、
掛

け
花
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
さ
れ
、
静

か
な
生
花
コ
ー
ナ
ー
も
気
品
が
あ
り
、

桑
原
専
慶
流
の
多
様
な
い
け
ば
な
を
楽

し
ん
で
い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
う
。

　

会
場
入
口
前
の
「
み
ど
り
の
広
場
」

に
て
花
手
前
、
呈
茶
、
雅
楽
演
奏
、
箏

曲
コ
ン
サ
ー
ト
が
あ
り
、
多
彩
な
内
容

の
花
展
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
入
口
に
熊
本
地
震
義
援
金
箱

を
設
置
。
来
場
者
・
出
品
者
に
協
力
を

お
願
い
し
、
集
ま
っ
た
お
金
を
赤
十
字

を
通
し
て
寄
付
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
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会
期
中
に
鳳
雅
会
に
よ
る
雅
楽
演
奏

と
三
鈴
会
の
皆
さ
ん
に
よ
る
箏
曲
コ
ン

サ
ー
ト
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
た
。
演

者
の
方
々
に
も
い
け
ば
な
を
ゆ
っ
く
り

ご
覧
い
た
だ
け
た
の
で
、
今
後
こ
の
ご

縁
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
き
ま
す
よ
う
に
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
636
号　

2016
年
6
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

ネ
オ
レ
ゲ
リ
ア　
　
　

櫻
子

　

花
材　

ネ
オ
レ
ゲ
リ
ア
・
ア
ネ
ッ
ク
ス

　
　
　
　
　
（
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
科
）

　
　
　
　

胡
蝶
蘭
（
蘭
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
器

　

胡
蝶
蘭
と
取
り
合
わ
せ
て
い
る
の
は
ネ
オ

レ
ゲ
リ
ア
。
熱
帯
か
ら
亜
熱
帯
ア
メ
リ
カ
に

分
布
す
る
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
科
の
着
生
植
物
。

薄
い
ピ
ン
ク
色
に
色
づ
い
て
い
る
の
で
花
の

よ
う
だ
が
、
硬
い
葉
が
こ
の
様
な
形
を
作
っ

て
い
る
。
花
は
株
中
心
の
筒
部
分
に
咲
く
が
、

あ
ま
り
目
立
た
な
い
の
で
葉
が
花
の
代
わ
り

を
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

４
月
の
岡
山
で
の
流
展
で
も
ネ
オ
レ
ゲ
リ

ア
・
レ
ッ
ド
パ
ウ
ワ
ウ
と
ア
マ
リ
リ
ス
の
投

げ
入
れ
を
い
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の

ネ
オ
レ
ゲ
リ
ア
の
花
は
赤
紫
色
の
子
株
を
沢

山
付
け
た
形
で
面
白
く
、
変
化
が
つ
け
や
す

か
っ
た
。
エ
ア
ー
プ
ラ
ン
ツ
に
近
い
の
で
、

水
に
浸
け
な
く
て
も
良
い
が
、
中
心
部
の
筒

に
水
を
溜
め
る
よ
う
に
与
え
る
。
も
と
も
と

真
上
を
向
い
て
い
る
植
物
な
の
で
、
前
に
向

け
て
い
け
る
事
は
溜
め
込
ん
だ
水
が
こ
ぼ
れ

て
し
ま
う
か
ら
、
迷
惑
な
事
だ
ろ
う
な
と
思

い
な
が
ら
霧
吹
き
で
朝
晩
水
を
や
り
続
け
た
。

　

花
会
の
間
は
寝
て
も
覚
め
て
も
花
の
ご
機

嫌
を
伺
い
そ
の
変
化
を
眺
め
る
事
ば
か
り
だ
。

　

胡
蝶
蘭
も
流
展
が
終
わ
っ
て
か
ら
松
村
先

生
か
ら
頂
戴
し
た
。
岡
山
産
の
切
り
た
て
の

花
だ
っ
た
の
で
、
京
都
に
持
っ
て
帰
ら
せ
て

い
た
だ
い
た
。
60
℃
程
の
お
湯
の
中
で
水
切

り
し
て
も
と
通
り
に
。
一
ヶ
月
以
上
も
の
間

美
し
く
元
気
で
嬉
し
か
っ
た
。

　

岡
山
流
展
の
思
い
出
に
何
度
も
浸
り
な
が

ら
こ
の
花
を
見
つ
め
て
い
る
。
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表
紙
の
花
の
解
説
は
9
頁

宝
鐸
草

∧
２
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

七
な
な
か
ま
ど竈

（
薔
薇
科
）

ス
イ
ー
ト
メ
モ
リ
ー（
百
合
科
）

宝
ほ
う
ち
ゃ
く
そ
う

鐸
草
（
百
合
科
）

花
器

ガ
ラ
ス
花
瓶

庭
の
ホ
ウ
チ
ャ
ク
ソ
ウ
が
年
々
逞
し
く

育
っ
て
い
る
。
４
月
末
頃
の
花
の
盛
り
に

数
本
切
っ
て
写
真
に
撮
っ
た
。

赤
い
ガ
ラ
ス
花
器
に
、
ナ
ナ
カ
マ
ド
の

若
い
翠
と
ホ
ウ
チ
ャ
ク
ソ
ウ
の
優
し
い
み

ど
り
、
百
合
の
や
や
濃
い
緑
が
重
な
っ
て

清
々
し
い
。
薄
紅
色
の
花
色
と
花
器
の
透

明
な
赤
が
、
み
ど
り
の
濃
淡
を
一
層
引
き

立
て
て
く
れ
て
い
る
。

ホ
ウ
チ
ャ
ク
ソ
ウ
は
花
の
後
に
実
が
膨

ら
ん
で
や
が
て
黒
く
色
付
く
。
ま
た
違
う

と
り
合
わ
せ
で
楽
し
も
う
と
思
う
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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ラ
イ
ラ
ッ
ク

∧
３
頁
の
花
∨

櫻
子

花
材

ラ
イ
ラ
ッ
ク
（
木
犀
科
）

薔
薇
（
薔
薇
科
）

花
器

ガ
ラ
ス
花
器

（
チ
ェ
コ
・
モ
ゼ
ー
ル
）

ラ
イ
ラ
ッ
ク
（
リ
ラ
）
は
水
揚
げ
の
難

し
い
花
だ
が
、
優
し
い
花
色
と
甘
い
香

り
が
大
好
き
な
の
で
、
皮
を
削
り
足
元
を

割
っ
て
短
く
い
け
、
少
し
で
も
長
く
楽
し

み
た
い
。
黄
バ
ラ
の
潑は

つ
ら
つ剌

と
し
た
鮮
や
か

さ
が
加
わ
る
こ
と
で
、
初
夏
の
生
命
の
輝

き
が
感
じ
ら
れ
る
。

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

㉟

立
花
秘
傳
抄

二

花
之
部
（
つ
づ
き
）

桃
祝
言
。
上
中
下
。
苔
晒
木
つ
け
ず
。

時じ
ち
ん珍

曰い
わ

く
。
桃
の
性
、
花
早
く
、
子み

繁し
げ

し
、
故ゆ

え

に

字じ 

木も
く
ち
ょ
う

兆
に
従

し
た
がう

、
十
億
を
兆

ち
ょ
うと

曰い

う
、
そ
の
多
き
を

言
う
。

異
名

仙せ
ん
ぼ
く木

招
し
ょ
う
き
ゃ
く

客

不ふ
ご
ん言

和
名

八
千
代
草

八
重
桃

緋ひ
と
う桃

白
桃

源

平
桃

西
王
母
。

古
歌人

来
や
と
ま
や
の
軒
端
の
柴
が
き
に
立
ち
か
く

れ
た
る
姫
も
も
の
は
な

の
む
人
や
千
代
を
か
く
ら
ん
御み

き
こ
ぐ
さ

酒
古
草
叶
齢よ

わ
いの

こ
こ
ろ
な
り
せ
ば

あ
か
ね
さ
す
色
こ
そ
ま
か
へ
日ひ

の
も
と本

の
む
ろ
ふ
の

け
も
も
花
さ
か
り
か
も

桃
の
木こ

つ
き
、
枝
ぶ
り
す
な
お
に
し
て
は
た
ら
き
な

く
、
挫
に
苔
晒
木
を
付
け
ざ
る
古
法
な
る
故
、
替
わ
り

た
る
花
形
も
出
来
ざ
る
物
な
れ
ど
、
松

ま
つ
ひ
の
き檜

の
風
流
な
る

を
あ
し
ら
う
べ
し
。
立
て
よ
う
梅
に
同
じ
。

海か
い
ど
う棠祝

言
。
上
中
下
。
苔
晒
木
付
け
ず
。

李り

賛
皇
集
に
曰
く
。
花
木
、
海か

い

を
以も

っ

て
名
と
為す

る

者
悉

こ
と
ご
とく

従
う
、
海

か
い
じ
ょ
う
き
た
れ
り

上
来

海
棠
こ
れ
な
り
。
立

て
様
梅
に
同
じ
。

異
名

海
紅
花

海か
い
ど
う
り

棠
梨
。

梨
の
花

祝
言
。
上
中
下
。
苔
晒
木
付
け
ず
。

異
名

玉
ぎ
ょ
く
に
ゅ
う

乳

鵞が

り梨

和
名
詳

つ
ま
び
ら
かな

ら
ず
。

辛こ

ぶ

し
夷
木

非
祝
言
。
上
中
下
。
苔
晒
木
付
け
ず
。

木こ
ふ
し筆

。

非
祝
言
証
歌

打
ち
捨
て
て
手
を
に
ぎ
り
た
る
こ
ぶ
し
の
木
心

せ
ば
き
を
な
げ
く
こ
ろ
哉
。

杏
あ
ん
ずの

花
祝
言
。
上
中
下
。
苔
晒
木
用
い
ず
。

異
名

金き
ん
き
ょ
う
か

杏
花

甜て
ん
ば
い
か

梅
花

古
歌い

か
に
し
て
に
ほ
ひ
そ
め
け
ん
日
の
も
と
の
我

が
国
な
ら
ぬ
か
ら
も
も
の
花

も
ろ
こ
し
の
吉
野
の
山
に
咲
き
も
せ
て
お
の
が

名
し
ら
ぬ
か
ら
も
も
の
花

百さ
る
す
べ
り

日
紅

祝
言
。
上
中
下
。
苔
晒
木
用
い
ず
。

異
名

紫し

び

か
薇
花

猴こ
う
し
だ
つ

刺
脱

蘇す
お
う
の
は
な

枋
花

祝
言
。
上
中
下
。
苔
晒
木
用
い
ず
。

右
の
五
木
立
て
様
梅
に
同
じ
。

木も
く
れ
ん
げ

蓮
花

非
祝
言
。
上
中
。

異
名

鬼き
ま
ん
じ
ゅ
う

饅
頭
。

か
ら
も
も
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第
四
十
九
図

立
花

桃
除
真

山
本
四
郎
左
衛
門

桃

山
吹

伊
吹

晒
木

柘
植

馬
酔
木

枇
杷

著
莪

※
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
）

桜
、
梅
と
続
い
て
次
は
桃
。
桃
の
木
は
枝
ぶ
り
が
素
直
な
の
で
、

松
や
檜
の
風
流
な
も
の
を
あ
し
ら
う
と
い
い
と
書
か
れ
て
い
る
。

桃
は
第
四
十
九
図
に
見
ら
れ
、
真
と
請
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、

ど
ち
ら
も
素
直
に
伸
び
上
が
る
姿
な
の
で
、
変
化
の
あ
る
伊
吹
を

流
枝
に
す
る
こ
と
で
、
花
形
に
面
白
み
を
加
え
て
い
る
。

桃
の
桃
色
と
山
吹
の
黄
色
に
、
春
の
華
や
ぎ
を
感
じ
る
。

立
花
図
に
は
他
に
第
七
図
で
白
木
蓮
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、

再
掲
載
と
な
る
が
紹
介
し
て
お
く
。
赤
い
躑
躅
が
白
い
木
蓮
に
華

や
ぎ
を
与
え
、
非
常
に
大
き
な
枇
杷
の
葉
を
あ
し
ら
い
に
使
う
こ

と
で
、
整
然
と
し
た
花
形
に
躍
動
感
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
大
き

な
枇
杷
の
葉
先
は
黄
色
く
彩
色
さ
れ
て
い
て
、
花
形
の
要

か
な
め

と
し
て

の
風
格
を
感
じ
る
。

第
七
図

立
花

木
蓮
除
真

除
真
立
の
内
真
の
花
形

冨
春
軒

木
蓮

伊
吹

松

柘
植

躑
躅

小
菊

樫
木

枇
杷

著
莪

要
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フ
リ
チ
ラ
リ
ア

∧
表
紙
の
花
∨

櫻
子

花
材

フ
リ
チ
ラ
リ
ア
（
百
合
科
）

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
（
里
芋
科
）

ア
ロ
カ
シ
ア
（
里
芋
科
）

ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス
（
百
合
科
）

花
器

ガ
ラ
ス
大
鉢
（
近
藤
高
弘
作
）

フ
リ
チ
ラ
リ
ア
は
黒
百
合
や
貝
母
百
合

の
仲
間
で
、
イ
ラ
ン
、
ト
ル
コ
、
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
な
ど
に
分
布
す
る
多
年
草
。
頭

頂
部
に
小
葉
が
集
ま
っ
て
つ
く
品
種
が
一

般
的
だ
が
、
写
真
の
フ
リ
チ
ラ
リ
ア
の
先

端
に
小
葉
は
な
い
。
調
べ
る
と
、
頭
に
小

葉
の
あ
る
の
が
イ
ン
ペ
リ
ア
ス
、
今
回
い

け
た
の
は
ペ
ル
シ
カ
と
い
う
品
種
の
よ
う

だ
。
茎
が
太
く
丈
夫
で
存
在
感
が
あ
る
。

大
輪
の
お
ば
け
ア
ン
ス
や
、
大
き
な
ア
ロ

カ
シ
ア
の
葉
と
い
け
て
も
、
そ
れ
ら
に
負

け
て
い
な
い
。
茎
に
動
き
も
あ
る
の
で
、

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
と
共
に
ゆ
っ
た
り
と
立

て
、足
元
は
ア
ロ
カ
シ
ア
で
引
き
締
め
た
。

最
後
に
ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス
で
水
際
を
整

え
る
。

卯
の
花

∧
９
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

卯
の
花
（
雪
の
下
科
）

芍
薬
（
牡
丹
科
）

花
器

赤
茶
色
釉
陶
壺

花
屋
で
は
ウ
ノ
ハ
ナ
（
卯
の
花
）
の
名

前
で
売
ら
れ
て
い
た
が
、
ウ
ノ
ハ
ナ
は
ウ

ツ
ギ
（
空
木
）
の
別
名
。
こ
の
小
さ
な
花

は
ヒ
メ
ウ
ツ
ギ
だ
ろ
う
か
、
は
じ
め
て
い

け
る
花
材
だ
。
ご
ま
粒
ほ
ど
の
白
い
蕾
が

穂
に
な
っ
て
枝
に
び
っ
し
り
つ
い
て
い

る
。
枝
は
猫
の
尻
尾
の
よ
う
に
し
な
や
か

に
弧
を
描
い
て
伸
び
て
い
る
。
枝
の
動
き

を
生
か
し
て
、
空
い
た
空
間
に
シ
ン
プ
ル

に
芍
薬
だ
け
を
覗
か
せ
た
。
白
い
小
さ
な

花
の
連
な
り
と
、馥
郁
と
し
た
桃
色
の
花
。

面
白
い
調
和
が
生
ま
れ
た
。

表
紙
の
花

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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赤
と
白
の
ユ
リ

∧
10
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

ハ
ン
ギ
ン
グ
ヘ
レ
コ
ニ
ア

（
芭
蕉
科
）

百
合
２
種
（
百
合
科
）

花
器

網
目
文
陶
花
器

（
竹
内
眞
三
郎
作
）

ワ
イ
ン
レ
ッ
ド
色
と
純
白
の
大
輪
の
ユ

リ
。
少
し
前
ま
で
は
こ
ん
な
色
使
い
を
し

よ
う
と
思
っ
て
も
で
き
な
か
っ
た
。
こ
ん

な
見
事
な
花
を
つ
く
る
人
が
い
る
こ
と
に

感
謝
で
あ
る
。
毛
の
生
え
た
ハ
ン
ギ
ン
グ

ヘ
レ
コ
ニ
ア
と
も
よ
く
合
っ
て
い
る
。
器

に
は
敢
え
て
色
の
無
い
も
の
を
選
ん
で
、

花
の
色
を
際
立
た
せ
た
。

花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲
の
生
花

∧
11
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

花
菖
蒲
（
菖あ

や
め蒲

科
）

花
型

行
型

花
器

黒
波
文
金
彩
陶
水
盤

（
竹
内
眞
三
郎
作
）

東
京
の
花
展
で
ジ
ャ
ー
マ
ン
ア
イ
リ
ス

の
生
花
を
い
け
た
こ
の
器
に
、
今
度
は
白

花
の
花
菖
蒲
を
い
け
て
み
た
。
形
も
模
様

も
モ
ダ
ン
な
器
な
の
に
、
葉
組
の
生
花
が

よ
く
映
る
。

花
は
真
、
内う

ち
ぞ
え添

、
副そ

え

、
胴
、
留と

め

に
入
れ
、

葉
組
の
み
の
副
沈
み
と
控
を
加
え
て
、
七

体
で
い
け
て
い
る
。
花
菖
蒲
の
生
花
に
は

い
い
花
と
、
そ
れ
以
上
に
い
い
葉
が
必
要

で
あ
る
。
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レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

賀
茂
川
の
河
原
で
保
護
さ
れ
た
レ
モ
ン

ち
ゃ
ん
が
家
に
来
て
５
年
に
な
る
。
人
見

知
り
を
し
な
い
穏
や
か
な
性
格
な
の
で
、

彼
に
会
う
の
を
楽
し
み
に
稽
古
に
来
ら
れ

る
人
も
少
な
く
な
い
。
時
々
生
徒
さ
ん
に

混
じ
っ
て
話
し
を
聞
い
て
い
た
り
す
る
。

【

記
録

】

月
刊 

茶
の
間 

２
０
１
７
初
夏
号

今
、
あ
な
た
に
会
い
た
い

京
を
継
ぐ
ひ
と
伝
え
る
ひ
と

桑
原
櫻
子
さ
ん
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
648
号

2017
年
6
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

宮
下
先
生
の
器

仙
溪

花
材

金
き
ん
ぐ
さ
り鎖

（
豆
科
）

宿
根
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
（
豆
科
）

花
器

彩
泥
陶
扁
壺

（
宮
下
善
爾
作
）

器
の
底
は
菱
形
で
、
左
右
の
角
か
ら
は

緩
や
か
な
Ｓ
字
を
描
い
て
立
ち
上
が
り
、

前
後
の
角
か
ら
は
直
線
が
垂
直
に
昇
っ
て

ゆ
く
。
ど
う
す
れ
ば
こ
ん
な
形
が
つ
く
れ

る
ん
だ
ろ
う
。
幾
層
に
も
重
な
る
彩
泥
の

グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
は
、
彼
方
ま
で
続
く
山

の
連
な
り
を
縦
に
切
り
取
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
器
を
作
ら
れ
た
宮
下
善
爾
氏
が
他

界
さ
れ
て
５
年
に
な
る
。
宮
下
先
生
（
と

私
達
は
呼
ん
で
い
る
）
は
も
う
居
ら
れ
な

い
け
れ
ど
、
こ
う
し
て
先
生
の
器
に
花
を

い
け
る
こ
と
は
で
き
る
訳
で
、
そ
う
す
る

と
何
だ
か
す
ぐ
傍
に
先
生
が
い
る
よ
う
な

気
が
し
て
、
変
な
花
で
も
い
け
よ
う
も
の

な
ら
、
辛
口
の
批
評
を
さ
れ
そ
う
で
緊
張

し
て
し
ま
う
。

魂
を
込
め
て
作
ら
れ
た
も
の
に
は
、
作

り
手
の
気
が
宿
る
の
だ
ろ
う
。
い
い
器
に

は
不
思
議
な
力
が
あ
る
。

今
回
、
東
京
の
花
展
で
使
っ
て
い
た
だ

い
た
が
、
黄
色
い
キ
ン
グ
サ
リ
が
見
事
に

よ
く
合
っ
て
い
て
評
判
が
と
て
も
良
か
っ

た
。
宮
下
先
生
も
き
っ
と
喜
ん
で
下
さ
る

だ
ろ
う
。
テ
キ
ス
ト
用
に
少
し
と
り
合
わ

せ
を
変
え
て
、
再
び
キ
ン
グ
サ
リ
を
い
け

て
撮
影
し
た
。

金
色
に
輝
く
空
か
ら
、
仙
人
が
雲
に

乗
っ
て
お
り
て
く
る
、そ
ん
な
感
じ
の
花
。
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ラ
イ
ラ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
∧
2
頁
の
花
∨

　
櫻
子

　

花
材　

ラ
イ
ラ
ッ
ク
（
木も

く
せ
い犀

科
）

　
　
　
　

ア
マ
リ
リ
ス
（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　
　
　
　

フ
ィ
ロ
デ
ン
ド
ロ
ン
・
レ
モ
ン

ラ
イ
ム
（
里
芋
科
）

　

花
器　

オ
レ
ン
ジ
色
ガ
ラ
ス
花
器

　

ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
花
弁
の
一
つ
一
つ
は
小

さ
い
の
に
、
穂
の
様
に
集
ま
っ
て
咲
く
姿

を
見
る
と
心
が
と
て
も
豊
か
に
な
る
。
色

も
綺
麗
で
甘
く
て
上
品
な
香
り
、
家
族
が

好
き
だ
っ
た
花
だ
け
に
こ
の
季
節
は
必
ず

い
け
て
飾
り
た
い
。

　

切
り
花
の
ラ
イ
ラ
ッ
ク
は
一
本
立
ち
で

売
ら
れ
る
事
が
多
い
の
で
、
花
型
が
単
調

に
な
り
や
す
い
。
た
っ
ぷ
り
と
厚
み
の
あ

る
花
姿
に
な
る
よ
う
に
い
け
て
ゆ
く
。

　

水
あ
げ
が
悪
い
の
で
、
ま
ず
足
元
の
皮

を
削
り
、
さ
ら
に
割
っ
て
中
心
の
髄ず

い

を
ハ

サ
ミ
で
削
り
出
す
。
そ
う
し
て
い
け
る
と

良
く
日
持
ち
し
て
く
れ
る
。

　

バ
ラ
と
合
わ
せ
る
事
の
多
い
ラ
イ
ラ
ッ

ク
だ
が
、
細
く
て
品
の
良
い
ア
マ
リ
リ
ス

と
い
け
た
。
レ
モ
ン
ラ
イ
ム
の
葉
を
添
え

て
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き



3

食
卓
の
花

　
　
　
　
　
　
∧
3
頁
の
花
∨

　
櫻
子

　

花
材　

縞し
ま
ふ
と
い

太
藺
（
蚊か

や
つ
り
ぐ
さ

帳
吊
草
科
）

　
　
　
　

満
ど
う
だ
ん
つ
つ
じ

天
星
（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　
　
　
　

都
忘
れ
２
種
（
菊
科
）

　

花
器　

カ
ッ
ト
ガ
ラ
ス
舟
形
花
器

　

ど
こ
か
ら
見
て
も
綺
麗
な
食
卓
の
花
。

シ
マ
フ
ト
イ
が
軽
や
か
で
涼
し
そ
う
。
長

く
い
け
て
も
お
料
理
の
邪
魔
を
し
な
い
よ

う
に
控
え
め
に
。
四
方
正
面
で
。

　横から見た奥行き

レ
モ
ン
だ
よ
り

　

友
達
の
こ
と
を
プ
ー
ち
ゃ
ん
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
ま
し
た
。（
右
が
プ
ー
ち
ゃ
ん
）
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姫ひ
め
う
つ
ぎ

空
木
と
ベ
ル
鉄て

っ
せ
ん線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
櫻
子

　

花
材　

姫
空
木
（
雪
の
下
科
）

　
　
　
　

ベ
ル
鉄
線
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

花
器　

丸
紋
染
付
花
瓶

　

野
に
咲
く
小
さ
な
花
を
摘
ん
で
帰
り
た

い
、
そ
ん
な
気
分
に
さ
せ
て
く
れ
る
野や

し
ゅ趣

の
あ
る
可
愛
ら
し
い
花
材
に
出
合
う
と
、

つ
い
買
っ
て
し
ま
う
。
ピ
ン
ク
の
ヒ
メ
ウ

ツ
ギ
や
ベ
ル
テ
ッ
セ
ン
も
そ
ん
な
花
の
一

つ
だ
。

　

ウ
ツ
ギ
は
茎
の
中
心
が
空
洞
な
こ
と
か

ら
空
木
と
名
が
付
い
た
。
ウ
ノ
ハ
ナ
（
卯

の
花
）
と
も
呼
ば
れ
、
卯
の
花
月
と
は
陰

暦
の
４
月
の
こ
と
。
今
の
５
月
に
あ
た

り
、
丁
度
ウ
ツ
ギ
が
い
っ
せ
い
に
咲
き
始

め
る
。
ウ
ツ
ギ
の
名
が
つ
い
た
植
物
は
多

い
。
あ
る
種
の
ウ
ツ
ギ
は
材
質
が
固
く
て

木き
く
ぎ釘

の
材
料
に
な
る
。
花
器
の
桐
箱
の
木

釘
に
使
わ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

幾
何
学
模
様
の
染
付
花
瓶
で
、
全
体
に

抑
揚
を
与
え
て
い
る
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲
と
紫あ

じ

さ

い

陽
花

　
　
　
　
　
　
∧
表
紙
の
花
∨

　
櫻
子

　

花
材　

花
菖
蒲
２
種
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
の
葉（
菖
蒲
科
）

　
　
　
　

紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　

花
器　

オ
レ
ン
ジ
色
ガ
ラ
ス
花
器

　

今
年
は
花
菖
蒲
の
季
節
が
早
く
や
っ
て

き
た
様
な
気
が
す
る
。
4
月
末
に
は
早
咲

き
の
薄
紫
色
に
加
え
て
白
や
濃
紫
色
も
売

ら
れ
、華
や
か
な
お
節
句
を
迎
え
ら
れ
た
。

　

茎
が
太
い
も
の
は
殆
ど
3
番
目
ま
で
咲

い
て
く
れ
た
。
萎
れ
た
花
の
隣
に
次
の
花

が
出
て
く
る
の
は
嬉
し
い
も
の
だ
。

　

勢
い
あ
る
葉
は
オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
だ
。
ピ

ン
ク
の
ア
ジ
サ
イ
を
足
元
に
集
め
る
と
、

オ
レ
ン
ジ
色
の
花
器
と
一
体
に
な
っ
て
く

れ
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

　
㊻

立
花
秘
傳
抄

　
二

　

　
通
用
物
之
部
（
つ
づ
き
）

　

小
し
だ

　

祝
言
。
水
ぎ
わ
。

　

小こ

し

だ
貫
衆
（
多
識
）。
虎し

だ巻
（
同
上
）。
歯し

だ朶
（
同
上
）。

　

小
し
だ
通
用
に
立
て
る
。
道
理
い
か
ん
と
云
う
に
、

出
生
小
草
に
し
て
四
時
し
ぼ
ま
ず
。
春
若
葉
を
生
ず

と
い
え
ど
、
古
葉
お
ち
ず
し
て
下
葉
よ
り
次
第
に
枯

れ
る
。
常
に
山
木
岸が

ん
と
う頭

に
は
え
ま
じ
り
て
、
郊こ

う
や野

沢

辺
に
生
ぜ
ず
。
こ
れ
草
に
し
て
木
に
ま
じ
ゆ
る
の
道

理
顕
然
な
り
。
し
か
ら
ば
何
ぞ
草
に
ま
じ
ゆ
る
や
。

い
わ
く
、
出
生
も
と
草
な
る
ゆ
え
こ
れ
を
ゆ
る
す
。

古
来
の
法
な
り
。

　

小
歯
朶
は
三
ケ
の
前
置
の
そ
の
一
つ
に
し
て
、
秘
伝

あ
ま
た
あ
り
。
今
度
に
記
し
が
た
し
。

　

小
し
だ
は
立
花
第
一
の
た
す
け
に
し
て
四
時
用
ゆ
る

に
、
す
る
ど
な
る
苔
晒
木
を
よ
く
や
わ
ら
げ
、
黄つ

げ楊
引

第
八
十
八
図

立
花　

晒
木
直
真

小
し
だ
前
置　

桑
原
次
郎
兵
衛

晒
木　

伊
吹　

梅
擬　

松　

苔　

柘
植　

小
羊
歯

躑
躅　

嫩　

柏　

樫
木

　
「
小
し
だ
前
置
」
は
「
お
も
と
」「
小
し
だ
」「
松
」
の
「
三

ケ
の
前
置
」
の
一
つ
で
、「
立
花
時
勢
粧
下
・
秘
曲
の
図
」
の

中
の
第
八
十
八
図
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　

小
羊
歯
は
立
花
第
一
の
助
け
と
な
っ
て
四
季
に
使
い
、
苔

木
や
晒
木
の
鋭
さ
を
和
ら
げ
、
強こ

わ
ご
わ々

し
い
柘つ

げ植
や
松
の
艶つ

や

と

な
り
、
窮
屈
な
水
際
を
く
つ
ろ
が
せ
、
だ
ら
し
な
さ
を
引
き

締
め
て
く
れ
る
。
木
に
も
草
に
も
相
性
が
い
い
優
れ
も
の
と

し
て
い
る
。
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松
の
こ
わ
ご
わ
し
き
に
は
つ
や
と
な
り
、
水
ぎ
わ
し
ま

り
た
る
に
優ゆ

う

を
あ
ら
せ
、
く
だ
け
た
る
を
か
た
く
な

し
、
裏
の
白
き
は
下
草
の
色
を
切
り
、
木
に
あ
い
、
草

に
よ
ろ
し
く
、
水
ぎ
わ
に
指
さ
で
叶
わ
ず
は
小
し
だ
な

り
。
東
国
の
か
た
に
は
小
し
だ
の
な
き
里
も
あ
る
と
き

け
ば
、
水
ぎ
わ
こ
そ
と
お
も
い
や
り
待
る
。

　

前
置
に
は
七
枚
九
枚
お
よ
び
十
一
枚
ま
で
用
う
べ

し
。
常
の
水
ぎ
わ
に
は
、
二
枚
三
枚
遣
う
て
意
気
は
づ

み
を
専
ら
に
指
す
流
も
あ
り
。
又
五
枚
七
枚
遣
う
て
、

自
然
体
を
専
ら
に
指
す
流
も
あ
り
。
そ
の
変
わ
り
あ
り

と
い
え
ど
も
、
妙
所
一
に
し
て
修
練
な
く
て
は
指
し
得

が
た
し
。

　

小
し
だ
と
く
ま
笹
と
両
方
に
指
す
時
は
、
小
歯
朶
表

な
ら
ば
く
ま
ざ
さ
裏
葉
を
見
す
べ
し
。
景
気
同
意
な
る

事
を
嫌
う
。

　

し
だ
火
に
て
よ
く
た
ま
る
も
の
な
り
。
葉
三
枚
遣
う

時
は
一
本
に
一
枚
二
枚
ず
つ
付
け
て
遣
う
べ
し
。
五
枚

七
枚
も
又
こ
の
如
し
。
裏
表
共
に
葉
の
な
び
き
を
見
て
、

さ
か
し
ま
に
な
ら
ぬ
様
に
遣
う
べ
し
。

　

萩
　

祝
言
。
上
中
。

　

順
和
名
、
茅ぼ

う

の
字
を
用
う
。

　

和
名
、
月
見
草
。
鹿し

か
な鳴

草
。
玉
見
草
。
秋あ

き
ち遅

草
。

　

天
智
天
皇

け
ふ
や
か
て
露
も
色
有
初
見
草
き
の
う
の
夢
の

萩
と
お
も
へ
は

　

花
尽
異
名

花
咲
は
つ
れ
な
き
人
も
紅
染
草
色
に
め
て
つ
る

け
ふ
や
と
ふ
ら
ん

　

藻
塩
草
に
顕
昭
法
師
の
云
う
、
万
の
草
は
枯
れ
て
、

春
よ
り
も
え
出
て
花
も
さ
く
に
、
古
枝
に
葉
も
め
ぐ

み
花
も
咲
、
そ
れ
を
木
萩
と
い
う
。
万
葉
集
に
真ま

は
ぎ萩

と
書
き
て
木
の
部
に
入
た
り
（
下
略
）。
こ
れ
通
用

の
証
文
な
り
。

　

通
用
の
証
歌

宮
城
野
の
露
も
い
ろ
あ
る
古
枝
草
此
年
の
秋
も

花
は
さ
き
け
り

　

酴
や
ま
ぶ
き釄

　

祝
言
。
上
中
心
に
な
ら
ず
。

　

順
和
名
草
の
部
に
入
。

　

異
名
、
棣て
い
と
う
か

棠
花
。
地ぢ
と
う
か

棠
花
。

　

和
名
、
か
が
み
草
。
面
影
草
。

　

古
歌古

里
の
面
影
草
の
夕
は
え
や
と
め
し
か
か
見
の

名
残
な
ら
ま
し

　

同
お
も
か
け
を
た
か
い
に
と
め
し
鏡
草
忘
れ
衣
の

形
見
な
ら
ま
し

　

多
識
曰
く
、
款か

ん
と
う冬

は
蕗ふ

き

の
薹と

う

の
事
な
り
。
し
か
れ

ど
も
古
人
万
葉
集
中
に
お
お
く
山
吹
を
詠
し
て
款
冬

の
字
を
用
い
る
。
又
朗
詠
集
こ
れ
に
同
じ
。
あ
や
ま

り
な
り
と
ぞ
。

　

庭
桜

　

祝
言
。
上
中
。

　

心
に
な
ら
ず
。
本
草
綱
目
、
朱
桜
。
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※
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
）

　

粉て
ま
り
の
は
な

団
花

　

祝
言
。
上
中
。
心
に
な
ら
ず
。
玉

ぎ
ょ
く
し
ゅ
う
か

繡
花

　

小
手
ま
り

　

同
前
。

　

米
こ
め
や
な
ぎ柳

　

祝
言
。
上
中
。
心
に
な
ら
ず
。

　

小
米
花

　

同
前
。

　

黄
梅

　

祝
言
上
中
。
心
に
も
用
い
る
。

　

連
翹

　

上
（
右
）
に
同
じ
。

第
三
十
七
図

立
花　

黄
梅
除
真

東
湖
軒
（
初
版
は
冨
春
軒
）

黄
梅　

水
仙　

柘
植　

椿　

梅　

ひ
さ
か
き　

苔

　

第
三
十
七
図
は
真
に
黄お

う
ば
い梅

の
枝
垂
れ
が
大
胆
に
使
わ
れ
て

い
る
。
副
の
個
性
的
な
紅
梅
と
の
対
比
で
、
黄
梅
を
よ
り
優

美
に
見
せ
て
い
る
。
花
材
の
個
性
を
存
分
に
生
か
す
工
夫
を

感
じ
る
。
冨
春
軒
が
大
切
に
し
た
「
自
由
」
が
こ
こ
に
あ
る
。



9

キ
ャ
ス
ケ
ー
ド
タ
イ
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
溪

　

花
材　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

キ
ャ
ス
ケ
ー
ド
・
シ
ン
ビ
ジ
ウ

ム
（
蘭
科
）

　
　
　
　

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
・
ス
プ
レ
ン
ゲ

リ
ー
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
加
藤
敏
雄
作
）

　

こ
の
枝
垂
れ
た
蘭
は
、
キ
ャ
ス
ケ
ー
ド

タ
イ
プ
の
シ
ン
ビ
ジ
ウ
ム
で
、
途
中
で
曲

が
っ
た
長
い
茎
に
10
輪
ほ
ど
の
花
が
程
良

い
間
隔
に
つ
い
て
い
る
。
な
ん
と
も
優
美

な
姿
で
あ
る
。

　

キ
ャ
ス
ケ
ー
ド
（
カ
ス
ケ
ー
ド
）
と
は

階
段
状
に
連
続
す
る
滝
を
意
味
し
、
滝

状
に
垂
れ
た
姿
を
表
す
言
葉
に
な
っ
て
い

る
。
花
嫁
が
手
に
持
つ
の
は
キ
ャ
ス
ケ
ー

ド
・
ブ
ー
ケ
。
懸け

ん
が
い
ぎ
く

崖
菊
も
キ
ャ
ス
ケ
ー
ド

タ
イ
プ
と
訳
さ
れ
る
。

　

蘭
の
色
が
引
き
立
つ
よ
う
に
青
い
花
器

を
選
び
、
大
輪
咲
き
の
赤
バ
ラ
を
合
わ
せ

て
、ス
プ
レ
ン
ゲ
リ
ー
で
両
者
を
繋つ

な

げ
た
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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受う
け
ざ
き
お
お
や
ま
れ
ん
げ

咲
大
山
蓮
華

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
溪

　

花
材　

受
咲
大
山
蓮
華
（
木も

く
れ
ん蓮

科
）

　
　
　
　

姫
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

青
白
磁
花
瓶
（
市
川
博
一
作
）

　

め
っ
た
に
い
け
ら
れ
な
い
花
材
に
オ
オ

ヤ
マ
レ
ン
ゲ
が
あ
る
。
奈
良
県
南
部
の
大お

お

峰み
ね

山さ
ん

に
自
生
し
、
香
り
の
良
い
白
い
花
を

横
向
き
も
し
く
は
下
向
き
に
咲
か
せ
る
落

葉
低
木
。花
の
大
き
さ
は
５
〜
10
セ
ン
チ
。

水
揚
げ
が
難
し
く
、
お
茶
席
で
小
さ
く
一

種
い
け
に
さ
れ
る
貴
重
な
花
だ
。

　

も
う
少
し
大
型
の
花
が
上
向
き
に
咲
く

の
は
ウ
ケ
ザ
キ
オ
オ
ヤ
マ
レ
ン
ゲ
で
あ

る
。こ
ち
ら
は
中
国
原
産
の
落
葉
高
木
で
、

ホ
オ
ノ
キ
（
朴
木
）
と
オ
オ
ヤ
マ
レ
ン
ゲ

の
雑
種
だ
そ
う
だ
が
、
稀
に
い
け
ば
な
花

材
と
し
て
オ
オ
ヤ
マ
レ
ン
ゲ
の
名
前
で
売

ら
れ
て
い
る
。

　

作
例
は
太
枝
だ
っ
た
の
で
長
く
保
っ
て

く
れ
て
、
後
ろ
に
見
え
る
蕾
も
咲
い
て
く

れ
た
。
一
種
で
は
寂
し
い
の
で
、
姫
百
合

を
と
り
合
わ
せ
、
深
山
の
香
り
を
楽
し
ん

だ
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

華け
ま
ん
そ
う

鬘
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
溪

　

花
材　

ク
レ
マ
チ
ス
・
エ
レ
ガ
フ
ミ
ナ

（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　
　
　
　

華け
ま
ん
そ
う

鬘
草
（
罌け

し粟
科
）

　

花
器　

銀
彩
陶
花
器
（
森
野
泰
明
作
）

　

ケ
マ
ン
ソ
ウ
は
中
国
原
産
の
多
年
草
。

花
の
形
が
団う

ち
わ扇

の
形
を
し
た
仏
堂
の
荘
厳

具
、
華け

ま
ん鬘

に
似
る
こ
と
か
ら
名
前
が
つ
い

た
。
で
も
、
別
名
の
タ
イ
ツ
リ
ソ
ウ
（
鯛

釣
草
）
の
名
前
の
方
が
馴
染
み
深
い
か
も

し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
濃
い
紫
色
小
輪
の
テ
ッ
セ
ン
は

ク
レ
マ
チ
ス
・
エ
レ
ガ
フ
ミ
ナ
。
繊
細
な

茎
の
先
に
次
々
に
花
を
咲
か
せ
る
、
エ
レ

ガ
ン
ト
な
花
だ
。

　

銀
色
の
滝
の
よ
う
な
、
爽
や
か
な
瑞
々

し
さ
を
感
じ
る
森
野
さ
ん
の
小
品
花
器

に
、
こ
の
２
種
の
花
を
挿
し
た
。
ど
ち
ら

も
普
段
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
花
同
士
。

こ
う
い
う
粋
な
器
が
似
合
う
。
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

七な
な
か
ま
ど

竈
の
生
花

　

　
仙
溪

　

花
型　

草そ
う

型　

副そ
え
な
が流

し

　

花
材　

七
竈
（
薔ば

ら薇
科
）

　

花
器　

雲
藍
條
文
花
器（
森
野
泰
明
作
）

　

こ
の
花
器
に
水
を
張
る
と
、
山
深
い
谷

川
の
、
心
地
よ
い
風
が
吹
い
て
く
る
よ
う

に
感
じ
る
。
そ
の
心
地
よ
い
水
面
を
見
せ

る
い
け
方
が
生
花
で
あ
り
、
立
花
で
あ
る

と
も
云
え
る
。
ナ
ナ
カ
マ
ド
の
若
葉
の

清
々
し
さ
が
器
に
映
え
る
。

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
660
号　

2018
年
6
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
）
桑
原
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物
の
こ
こ
ろ

仙
溪

昔
、
年
配
の
お
弟
子
さ
ん
に
「
物
に
も

心
が
あ
る
ん
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と

が
あ
る
。
京
都
で
袋
物
を
扱
う
店
を
さ
れ

て
い
て
、
手
作
り
の
物
へ
の
こ
だ
わ
り
を

持
た
れ
て
い
た
。
作
り
手
の
心
が
物
に
移

り
、
そ
こ
へ
使
う
人
の
心
も
重
な
っ
て
い

く
と
。

そ
の
人
の
お
孫
さ
ん
が
先
日
お
越
し
に

な
っ
て
美
し
い
竹
籠
を
頂
戴
し
た
。
お
祖

母
さ
ま
が
生
前
愛
用
さ
れ
て
い
た
と
の
こ

と
。
と
て
も
上
品
な
籠
花
入
れ
で
あ
る
。

作
者
は
丹た

ん
ば
さ
さ
や
ま

波
篠
山
の
箕み

の
う
ら浦

竹
甫
さ
ん

（1934

〜2010

）。
田
辺
一
竹
斎
さ
ん
に

師
事
し
て
技
術
を
習
得
、
篠
山
特
産
の
雲

紋
竹
を
活
用
し
た
竹
工
芸
作
家
と
し
て
活

躍
さ
れ
、
そ
の
技
術
は
篠
山
市
の
無
形
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

丹
波
篠
山
の
竹
は
竹
細
工
に
向
い
て
い

る
。
固
す
ぎ
ず
柔
ら
か
す
ぎ
ず
。
固
い
と

折
れ
る
し
、
柔
ら
か
い
と
虫
が
食
う
。
そ

ん
な
地
元
の
特
性
を
生
か
し
た
竹
籠
づ
く

り
に
情
熱
を
注
い
だ
箕
浦
さ
ん
。
き
っ
と

そ
の
箕
浦
さ
ん
の
人
物
に
惚
れ
込
ん
で
手

に
入
れ
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
そ
ん

な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
眺
め
て
い
る
と
、

籠
に
対
す
る
愛
着
が
増
し
て
き
た
。

籠
を
思
い
な
が
ら
花
屋
に
行
く
と
、
3

色
の
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
が
目
に
と
ま
っ
た
。

季
節
の
品
格
を
備
え
た
花
だ
が
、
過
去
に

籠
に
い
け
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
籠
の
心

が
私
に
作
用
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
な
と

不
思
議
に
思
う
。
竹
籠
を
入
れ
た
桐
箱
に

は
「
花は

な
か
ご籃

」
と
書
か
れ
て
い
た
。
雅
な
心

が
名
前
に
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。

〈

表
紙
の
花
の
解
説
は
5
頁

〉
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花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲

卯う

の
花

∧
2
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

花
菖
蒲
（
菖あ

や
め蒲

科
）

卯う

の
花
（
雪
の
下
科
）

花
器

手
付
花は

な
か
ご籃

（
箕
浦
竹
甫
作
）

水
盤
で
い
け
る
こ
と
が
多
い
ハ
ナ
シ
ョ

ウ
ブ
だ
が
、
籠
に
上
品
に
納
ま
っ
て
く
れ

た
。

オ
ウ
ゴ
ン
ミ
ズ
キ

∧
3
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

黄お
う
ご
ん
ば
と
さ
み
ず
き

金
葉
土
佐
水
木
（
満ま

ん
さ
く作

科
）

芍
し
ゃ
く
や
く薬

（
牡ぼ

た
ん丹

科
）

ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス
（
百
合
科
）

花
器

面
取
陶
花
瓶

色
彩
は
花
色
だ
け
で
は
な
い
。
葉
色
の

美
し
さ
も
い
け
ば
な
の
大
切
な
要
素
だ
。
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南
天
若
葉
の
立
花

健
一
郎

『
や
っ
て
み
な
は
れ
』
家
元
は
何
を
提

案
し
て
も
首
を
縦
に
し
か
振
ら
な
い
。
道

徳
的
に
間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
何
を
し
て

も
い
い
家
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
、
こ
こ
数

年
で
初
め
て
首
を
横
に
振
っ
た
提
案
が
、

こ
の
南
天
の
新
芽
を
使
っ
た
立
花
で
あ

る
。
確
か
に
南
天
は
冬
を
代
表
す
る
花
の

１
つ
で
正
月
に
よ
く
使
わ
れ
る
。
赤
い
実

が
愛
ら
し
い
。
花
の
命
を
大
事
に
思
っ
た

上
で
最
高
に
美
し
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
お
花

を
摘
み
取
り
器
に
生
け
る
。
そ
の
た
め
む

や
み
や
た
ら
に
花
を
生
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

植
物
に
は
旬

し
ゅ
んが

あ
り
、
ど
の
時
期
が
一

番
美
し
い
の
か
も
幼
い
頃
か
ら
教
え
ら
れ

て
き
た
。
南
天
の
旬
は
冬
だ
と
分
か
っ
て

い
な
が
ら
も
新
芽
の
青
々
と
し
た
南
天
を

眺
め
て
い
る
と
、
そ
れ
は
大
層
魅
力
的
に

見
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
最
近
物
事
の
見
方
が
変
わ
っ
て
き

た
。
花
の
旬
と
い
う
概
念
が
あ
や
ふ
や
に

な
っ
て
き
た
。
ど
の
瞬
間
を
切
り
取
っ
て

も
、
そ
の
時
に
し
か
な
い
美
し
さ
が
あ
る

と
思
っ
て
し
ま
う
。
発
芽
し
た
時
の
愛
ら

し
さ
、
青
々
と
し
た
新
芽
、
花
が
咲
き
、

枯
れ
、
老
木
に
な
っ
て
さ
え
も
魅
力
は
存

在
し
続
け
る
。そ
れ
ぞ
れ
が
全
て
美
し
く
、

好
み
は
あ
れ
ど
、
そ
の
美
し
さ
に
差
は
な

い
。ど

の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
れ
、
花
の
命
を

摘
み
取
り
、
人
間
が
綺
麗
だ
と
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
器
に
再
現
す
る
「
華
道
家
」。
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横から見た奥行き

そ
れ
は
神
様
の
よ
う
に
も
思
え
る
し
悪
魔

の
よ
う
に
も
思
え
る
。
少
し
で
も
花
の
事

を
正
確
に
知
り
、
敬
意
を
表
す
事
は
必
要

最
低
限
の
花
に
対
す
る
礼
節
で
も
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
れ
も
人
間
側
の
都
合
な
の
だ

が
。一

方
で
、
植
物
が
生
物
界
を
支
配
し
て

い
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
地
球
上
の

生
物
量
（
バ
イ
オ
マ
ス
）
の
内
、99.5%

〜99.9

％
は
植
物
の
細
胞
が
占
め
て
い

る
ら
し
い
。
地
面
、
空
気
、
太
陽
だ
け
で

生
活
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
常
に
捕
食
者

た
ち
か
ら
狙
わ
れ
て
い
た
た
め
に
、
リ
ス

ク
を
分
散
し
て
お
り
、
ど
の
部
分
を
食
べ

ら
れ
て
も
死
を
迎
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

植
物
の
死
の
曖
昧
さ
に
は
い
つ
も
頭
を
悩

ま
さ
せ
ら
れ
る
。
種
に
よ
っ
て
は
様
々
な

虫
や
動
物
た
ち
を
手
玉
に
取
り
花
粉
を
運

ば
さ
せ
て
い
る
。
い
つ
か
ら
か
、
こ
の
虫

や
動
物
の
中
に
人
間
と
い
う
生
き
物
が
含

ま
れ
て
い
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
人
間

に
気
に
入
ら
れ
た
種
の
繁
栄
は
人
間
が
滅

ば
な
い
限
り
保
証
さ
れ
て
い
る
。

人
と
植
物
の
関
わ
り
は
複
雑
だ
が
、

『
や
っ
て
み
な
は
れ
』
と
い
う
魔
法
の
言

葉
で
、
私
は
い
つ
し
か
い
け
ば
な
の
世
界

に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
花

を
敬
う
気
持
ち
も
次
第
に
強
く
な
っ
て
き

た
。
私
と
植
物
の
関
わ
り
は
、
よ
り
広
く

よ
り
深
く
な
っ
て
ゆ
く
。

黄き
ば
な
か
い
う

花
海
芋

大お
お
で
ま
り

手
毬

∧
表
紙
の
花
∨

櫻
子

花
材

黄
花
海
芋
（
里さ

と
い
も芋

科
）

大
手
毬
（
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
）

ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス
（
百
合
科
）

花
器

ガ
ラ
ス
鉢

ア
ン
テ
ィ
ー
ク
ピ
ン
ク
の
オ
オ
デ
マ
リ

と
赤
い
ガ
ラ
ス
器
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
。

新
緑
の
立
花

∧
4
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
型

除の
き
し
ん真

立
花

花
材

南
天
（
目め

ぎ木
科
）

五さ
つ
き
ば
い

月
梅
（
雪
の
下
科
）

大お
お
で
ま
り

手
毬
（
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
）

貝か
い
づ
か
い
ぶ
き

塚
伊
吹
（
檜

ひ
の
き

科
）

杜
か
き
つ
ば
た若

（
菖あ

や
め蒲

科
）

花
器

陶
花
器
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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
）

菊
祝
言
。
心し
ん

に
用
い
ず
。
大
輪
は
上
よ
り
中
ま
で
。

中
輪
は
中
よ
り
水
際
ま
で
。
小
輪
は
水
際
ば
か
り
。

菊
の
字じ
も
と本
鞠き
く

に
作
り
鞠
に
従
う
。
鞠き
く

は
窮
き
ゅ
う
な
り
。

秋
に
至
り
て
万
花
窮き
ゅ
う
じ
ん
尽
す
故
之
を
菊
と
曰
う
。

異
名
、
隠い
ん
く
ん
し

君
子
。
紫し
き
ゅ
う毬
。

和
名
、
か
わ
ら
よ
も
ぎ
。
百
夜
草
。
契
草
（
古
事

を
以
て
名
づ
く
）。
菊
あ
き
し
べ
く
さ

草
。
星
見
草
。

承そ
が
ぎ
く

和
菊
と
云
う
は
黄
菊
な
り
。
こ
れ
菊
の
正
色
な

る
ゆ
え
帝
愛
し
給
う
と
ぞ
。

蔵
玉
集

長
月
の
九
日
に
咲
い
な
で
草
花
は
八
重
に
て
よ

ろ
ず
代
や
経
ん

浅
ち
ふ
も
ま
し
ろ
草
葉
も
か
る
る
ま
て
野
に
の

こ
り
け
る
秋
し
べ
の
花

名
に
し
あ
ふ
あ
つ
ま
の
野
べ
の
こ
か
ね
草
こ
れ

58

第
百
三
図

立
花

菊
一
色

菊
の
一
色
真

桑
原
次
郎
兵
衛

菊

小
菊

窮
尽
＝
き
わ
ま
る

（
心
に
用
い
ず
＝
菊
一
色
以
外
で
は
真
に
用
い
な
い
と
い
う
意
味
か
？
）

き
わ
ま
り
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も
み
つ
き
の
数
に
つ
ま
ま
し

一
色
の
心し
ん

は
ふ
と
く
葉
茂
り
枝
多
き
を
よ
し
と

す
。
大
輪
の
菊
に
は
ま
れ
な
る
物
ゆ
え
、
古
来
中
菊

を
ゆ
る
し
て
今
も
指
す
こ
と
に
こ
そ
。
然
れ
ど
も
大

輪
小
輪
上
下
相
そ
む
き
、
出
生
の
景
気
う
つ
ら
ず
。

当
流
こ
れ
を
用
い
ず
。

一
色
を
立
て
る
時
、
流
枝
に
な
る
菊
ま
れ
な
る
物

な
り
。
胴
作
り
に
は
葉
菊
と
て
猩
し
ょ
う
じ
ょ
う々、

加か
が
こ
う

賀
紅
、
大

津
物
ぐ
る
い
、
な
ど
の
花
さ
か
ぬ
葉
ば
か
り
の
茂
り

た
る
を
用
い
る
。
こ
れ
を
し
か
み
葉
と
も
云
う
。

菊
の
一
色
、
近
代
は
初
心
の
人
も
み
だ
り
に
こ
れ

を
指
す
。
誠
に
似
た
る
事
の
似
ぬ
事
な
り
。
た
と
え

裏
菊
を
さ
し
た
り
と
も
、
い
か
な
る
道
理
あ
る
と
云

う
事
を
知
べ
か
ら
ず
。
又
道
理
を
知
り
た
り
と
も
一

瓶
の
菊
、
こ
と
ご
と
く
意
気
は
づ
み
、
色
、
つ
や
、

う
つ
り
よ
く
、
大
中
小
花
の
品
々
を
わ
か
ち
、
一
種

一
種
の
色
ど
り
よ
く
、
う
す
か
ら
ず
、
あ
つ
か
ら
ず
、

し
か
も
花
形
風
流
に
指
し
得
る
事
か
た
か
る
べ
し
。

惣
て
一
色
物
は
、
師
伝
と
修
練
と
の
二
つ
か
け
て
は

第
百
四
図

立
花

菊
一
色

菊
の
一
色
行

冨
春
軒

菊

小
菊
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叶
う
べ
か
ら
ず
。

一
種
の
菊
を
請
、
副
に
両
方
へ
遣
う
時
、
縁
の
つ

づ
け
様
口
伝
あ
り
。

菊
の
葉
遣
い
綺
麗
に
見
せ
ん
と
て
、
一
枚
一
枚
糸

も
て
く
く
り
つ
く
ろ
い
た
る
は
、
さ
ぞ
や
造
作
な
ら

め
と
見
る
目
も
い
と
く
る
し
。
名
あ
る
人
の
せ
ざ
る

こ
と
な
り
。

菊
は
花
よ
り
葉
の
能よ

し
を
賞
翫
と
す
。
葉
し
お
れ

た
ら
ば
一
夜
さ
か
し
ま
に
井
に
釣
る
べ
し
。
茎
に
ゆ

が
み
あ
ら
ば
火
に
て
た
め
、
或
い
は
竹
を
結
い
そ
え
、

横
へ
出
す
は
針
金
を
用
い
る
。
小
菊
は
紙
を
ま
き
て

そ
の
上
を
た
む
る
。

第
百
五
図

立
花

菊
一
色

菊
の
一
色
砂
の
物

專
定
寺
（
初
版
は
冨
春
軒
）

菊

小
菊

※
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
）
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葉は
ら
ん蘭

生
花

∧
9
頁
の
花
∨

仙
溪

花
型

生
花

行
型

花
材

縞
葉
蘭
（
百
合
科
）

花
器

陶
花
器

レ
モ
ン
だ
よ
り

新
聞
を
読
む
邪
魔
を
す
る
の
が
好
き
。

真
真
の
重
ね
葉

見
越

真
囲副

胴

総
囲

留

控



日
本
い
け
ば
な
芸
術
中
部
展

テ
ー

マ

函笑
な
歴
史
へ
の
夢」

会
期

4
月
10
日
困
1
15
日
同

会
場

松
坂
屋
名
古
屋
店

⑤
 

④
 

⑥

11
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初
夏
の
杜か

き
つ
ば
た若

生
花

健
一
郎

花
型

生
花

三
花
五
葉

行
型

花
材

杜
若
（
菖あ

や
め蒲

科
）

花
器

祥
し
ょ
ん
ず
い瑞

染
付
水
盤

こ
の
生
花
を
い
け
た
後
で
、
大
田
神

社
の
沢
に
群
生
す
る
杜
若
を
見
に
行
っ

た
。
緑
の
中
に
浮
か
ぶ
紫
色
。
花
の
格
を

見
せ
つ
け
ら
れ
た
。
そ
の
姿
は
尾
形
光
琳

の
『
燕か

き
つ
ば
た

子
花
図
屏
風
』
を
彷
彿
と
さ
せ
た
。

光
琳
は
杜
若
と
ど
れ
だ
け
の
時
間
向
き

合
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
杜
若
の
格
を
よ

く
よ
く
表
現
で
き
て
い
る
と
感
心
す
る
。

先
日
、
生
ま
れ
て
初
め
て
絵
を
描
き
た

く
な
っ
た
。
バ
イ
ク
で
京
都
北
部
の
美
山

へ
行
っ
た
時
、
見
た
景
色
を
絵
に
起
こ
し

て
み
た
い
と
思
っ
た
の
だ
。
奥
の
方
か
ら

山
の
谷
に
沿
っ
て
川
が
流
れ
、
目
の
前
に

は
藤
が
こ
れ
で
も
か
と
い
う
く
ら
い
に
咲

き
そ
ろ
い
、
大
木
は
藤
に
生
気
を
吸
い
取

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
若
い
青あ

お
も
み
じ

紅
葉
が
一

面
に
咲
い
て
い
た
。
写
真
で
は
無
駄
な
情

報
が
多
す
ぎ
る
。
私
が
意
識
し
て
い
る
と

こ
ろ
だ
け
写
す
な
ん
て
都
合
の
い
い
こ
と

は
で
き
な
い
。
墨
で
山
水
画
に
し
よ
う
と

も
す
る
が
、
頭
の
中
だ
け
で
手
が
動
か
な

い
。
頭
の
中
の
絵
は
私
の
独
り
占
め
で
あ

る
。
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2

二
瓶
飾
り

　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

二
瓶
飾
り

　

花
材　

七
な
な
か
ま
ど竈

（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

芍
し
ゃ
く
や
く薬

（
牡ぼ

た
ん丹

科
）

　

花
器　

陶
鉢
一
対
（
フ
ラ
ン
ス
製
）

　

過
去
の
「
テ
キ
ス
ト
」
で
は
白
黒
写
真

だ
っ
た
の
で
、
カ
ラ
ー
で
再
掲
載
。

　

株
分
け
や
二
重
切
り
、
二
瓶
飾
り
な
ど

は
、
枝
も
の
と
草
花
の
と
り
合
わ
せ
を
楽

し
め
て
、
季
節
を
感
じ
る
生
花
に
な
る
。

　
（
２
０
１
２
年
６
月　

５
８
８
号
よ
り
）

深
山
の
宝
石

　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

山
や
ま
し
ゃ
く
や
く

芍
薬
（
牡
丹
科
）

　
　
　
　

撫な
で
し
こ子

（
撫
子
科
）

　
　
　
　

紅べ
に
し
だ

羊
歯
（
雄お

し

だ
羊
歯
科
）

　

花
器　

陶
鉢

　

ヤ
マ
シ
ャ
ク
ヤ
ク
は
山
の
奥
深
く
で
白

く
輝
く
宝
石
の
よ
う
な
花
だ
。
そ
っ
と
薄

紅
色
の
ナ
デ
シ
コ
を
添
え
た
。



3

好
き
な
器

　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

黒
蝋
梅
（
蝋ろ

う
ば
い梅

科
）

　
　
　
　

透
か
し
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

耳
付
陶
花
瓶

　

十
三
世
家
元
〜
十
五
世
家
元
が
集
め
た

花
器
は
、
全
部
合
わ
せ
る
と
５
０
０
程
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の

代
の
家
元
に
は
特
色
が
あ
り
、
自
ず
と
使

う
花
器
の
種
類
も
違
っ
て
く
る
。
自
分
の

欲
し
い
花
器
も
あ
る
が
、
今
は
家
に
あ
る

も
の
を
使
っ
て
い
る
。
ど
う
も
私
が
惹
か

れ
る
花
器
は
十
三
世
の
も
の
を
選
ぶ
傾
向

が
あ
る
み
た
い
だ
。
原
始
的
な
雰
囲
気
を

ま
と
っ
た
不
思
議
な
オ
ー
ラ
が
堪
ら
な
く

気
に
入
っ
て
い
る
。
花
と
組
み
合
わ
せ
る

と
ま
た
い
い
表
情
に
な
る
。
ク
ロ
ロ
ウ
バ

イ
の
暴
れ
枝
は
納
得
い
く
よ
う
に
入
る
と

気
持
ち
が
い
い
。

健
一
郎
の
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム ken161022 

　
動
画
で
花
の
生
け
方
を
解

説
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
覗
い

て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
ス
マ
ホ
の
カ
メ
ラ
で
読
取
り
→



4

真
っ
赤
な
バ
ラ

　
　
　
　

∧
４
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

コ
ア
ラ
フ
ァ
ン（
蚊か

や
つ
り
ぐ
さ

帳
吊
草
科
）

　
　
　
　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

ア
リ
ウ
ム
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
テ
ィ

　
　
　
　
（
百
合
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
瓶

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
産
の
コ
ア
ラ
フ
ァ

ン
と
中
東
原
産
の
ア
リ
ウ
ム
・
シ
ュ
ー
ベ

ル
テ
ィ
を
赤
い
バ
ラ
が
繋
ぐ
。
世
界
を
つ

な
ぐ
熱
き
心
。

綺麗になった石畳を歩くレモンちゃんとバラ。



5

『
無
限
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　
祖
父
と
は
よ
く
考
え
た
。
無
限
っ
て
な

ん
だ
ろ
う
。宇
宙
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
。死
っ

て
な
ん
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
無
限
に
つ

い
て
考
え
て
い
る
時
は
、ワ
ク
ワ
ク
し
た
。

祖
父
は
幼
い
こ
ろ
に
夢
で
見
た
無
限
の
針

山
に
囲
ま
れ
た
時
の
恐
怖
が
忘
れ
ら
れ
な

い
と
よ
く
話
し
て
く
れ
た
。
私
は
な
ぜ
そ

の
針
の
山
が
無
限
だ
と
分
か
っ
た
の
か
と

い
う
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
話
を
聞
い
て
い

た
。
そ
の
疑
問
を
ぶ
つ
け
る
と
祖
父
は
嬉

し
そ
う
に
話
を
広
げ
て
く
れ
る
。

　

無
限
と
は
？
ま
ず
数
を
数
え
て
み
る
。

一
、十
、百
、千
、万
・
・
・
無
量
大
数
。
今

は
全
て
言
え
な
い
が
当
時
は
よ
く
位
を
数

え
て
い
た
。
な
ぜ
数
字
は
こ
こ
で
終
わ
る

の
だ
ろ
う
、
続
き
が
知
り
た
く
な
る
。
9

と
い
う
数
字
を
い
く
ら
並
べ
て
も
無
限
に

は
到
底
追
い
つ
け
そ
う
に
な
い
。
人
に
は

必
要
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
数
字
で
は
表

せ
な
い
。

　
小
学
生
の
頃
に
太
陽
の
事
が
気
に
な
り

調
べ
て
い
た
。
そ
こ
で
太
陽
は
2
千
𥝱じ

ょ
ト

ン
の
体
重
だ
と
い
う
事
を
知
り
、
銀
河
系

が
た
く
さ
ん
あ
る
事
を
知
り
、
宇
宙
の

始
ま
り
で
あ
る
ビ
ッ
グ
バ
ン
を
知
っ
た
。

ビ
ッ
グ
バ
ン
の
説
に
よ
れ
ば
今
も
宇
宙
は

無
限
に
広
が
り
続
け
て
い
る
ら
し
い
。
ど

こ
を
広
が
っ
て
い
る
の
か
も
、
ど
こ
に
向

か
っ
て
広
が
っ
て
い
る
の
か
も
チ
ン
プ
ン

カ
ン
プ
ン
だ
。

　
私
は
、
夢
で
は
な
く
、
現
実
で
無
限
を

感
じ
て
い
た
。
私
が
祖
父
の
家
に
住
む

よ
う
に
な
っ
て
間
も
な
い
頃
、
夜
の
1
人

で
の
ト
イ
レ
が
怖
か
っ
た
。
階
段
を
降

り
、
廊
下
を
渡
っ
て
ト
イ
レ
に
行
く
の
だ

が
、
廊
下
は
途
中
で
切
れ
て
一
度
敷し

き

瓦
が
わ
ら

の
上
を
歩
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
に
簀す
の

子こ

の
上
を
通
る
の
が
怖
か
っ
た
。
簀
子
の

奥
に
見
え
る
床
下
の
空
洞
が
怖
か
っ
た
の

で
あ
る
。
何
も
か
も
を
吸
い
込
ん
で
し
ま

い
そ
う
な
黒
色
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
何
も

か
も
を
吸
い
込
ん
で
し
ま
う
黒
色
に
私
は

無
限
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
不
気

味
で
あ
り
、
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
え
な

か
っ
た
。
日
中
に
比
べ
、
視
覚
情
報
が
極

端
に
制
限
さ
れ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
日
本

家
屋
独
特
の
不
気
味
さ
と
あ
い
ま
っ
て
怖

さ
が
増
幅
さ
れ
た
。
今
で
は
そ
の
簀
子
は

取
り
外
さ
れ
、
離
れ
た
廊
下
は
一
つ
に
つ

な
が
っ
て
ス
ロ
ー
プ
に
な
り
、
昔
の
雰
囲

気
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
無
限
っ
て
何
だ
ろ
う
。
人
類
の
頭
を
悩

ま
さ
せ
て
い
る
こ
の
大
問
題
を
2
人
で
解

決
す
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
。
分
か
ら
な

い
と
い
う
事
が
分
か
っ
た
。
大
発
見
で
あ

る
。
分
か
ら
な
い
と
い
う
事
が
分
か
る
ま

で
は
、
な
ん
で
考
え
て
い
た
の
か
、
つ
い

に
は
何
を
考
え
て
い
た
か
分
か
ら
な
く
な

る
始
末
で
、
頭
が
ぼ
ー
っ
と
し
て
な
ん
だ

か
退
屈
に
な
る
。

　

無
限
の
な
か
に
は
ワ
ク
ワ
ク
と
退
屈
、

恐
怖
が
あ
る
よ
う
だ
。
無
限
は
考
え
始
め

る
と
き
に
は
ワ
ク
ワ
ク
し
、
考
え
る
と
退

屈
、
自
分
ご
と
に
な
る
と
恐
怖
を
感
じ
る

ら
し
い
。

　
分
か
ら
な
い
と
い
う
事
が
分
か
っ
て
か

ら
は
、
何
が
分
か
っ
て
い
る
の
か
を
確
認

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
無
限
が
わ
か
ら
な

い
の
で
、
何
が
あ
る
の
か
考
え
た
。
ま
ず

私
は
こ
こ
に
い
る
。
私
が
こ
こ
に
い
る
と

い
う
証
拠
は
？
自
分
だ
と
認
知
し
て
い
る

脳
が
自
分
な
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
自
分
は

脳
で
あ
る
と
自
分
に
は
分
か
る
の
だ
ろ

う
。
本
当
に
自
分
は
存
在
し
て
い
る
の
か

と
不
安
に
な
る
。ほ
ら
、ま
た
頭
が
ぼ
ー
っ

と
し
て
き
た
。

　
知
ら
な
い
こ
と
は
不
安
で
あ
る
。
認
知

症
の
人
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
怖
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
覚
え
が
な
い
場
所
に
な
ぜ
自

分
が
い
る
か
。
想
像
し
て
み
て
欲
し
い
。

目
を
覚
し
た
ら
知
ら
な
い
人
だ
ら
け
の
世

界
を
。
娘
が
中
学
校
か
ら
帰
っ
て
く
る
は

ず
だ
っ
た
の
に
そ
の
娘
は
孫
を
連
れ
て
面

会
に
来
て
い
る
。
娘
が
い
う
に
は
も
う
す

ぐ
１
０
０
歳
に
な
る
ら
し
い
。
さ
っ
き
お

昼
ご
飯
を
食
べ
た
は
ず
な
の
に
、
お
昼
ご

飯
を
配
っ
て
く
れ
る
お
兄
さ
ん
が
い
れ
ば

不
審
に
も
思
う
だ
ろ
う
。
そ
の
状
況
を
受

け
入
れ
ら
れ
ず
に
人
に
原
因
を
求
め
、
怒

る
人
。
自
分
の
中
に
原
因
を
探
し
、
解
決

し
よ
う
と
す
る
人
が
い
る
。
ど
ち
ら
に
も

根
本
に
は
知
ら
な
い
こ
と
へ
の
不
安
が
あ

る
。
私
が
想
像
す
る
に
無
限
の
不
安
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
も
の
を
考
え
よ
う
に
も

自
分
で
考
え
て
い
る
自
分
と
現
実
の
差
が

大
き
す
ぎ
る
の
だ
。
相
手
の
心
の
不
安
を

想
像
す
る
事
が
で
き
れ
ば
、
怒
っ
て
い
る

人
と
向
き
合
う
の
で
は
な
く
、
不
安
な
人

と
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
の
で
会
話
へ
の

態
度
も
違
っ
て
く
る
。

　
分
か
ら
な
い
も
の
は
怖
い
。
地
震
、雷
、

台
風
、
洪
水
な
ど
自
然
現
象
に
も
怖
い
も

の
が
沢
山
あ
る
。
人
間
が
理
解
で
き
て
い

な
い
も
の
は
怖
い
も
の
で
あ
る
。
今
で
こ

そ
科
学
が
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
て
く
れ

る
も
の
も
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
未
知
の
こ

と
も
多
い
。
分
か
ら
な
い
も
の
が
突
然
出

て
く
る
と
、
大
慌
て
で
あ
る
。
何
と
か
し

て
原
因
を
つ
き
と
め
よ
と
し
た
が
分
か
ら

な
い
。分
か
ら
な
い
こ
と
は
恐
怖
で
あ
る
。

物
事
を
筋
道
立
て
て
説
明
で
き
な
い
不
思

議
な
物
事
を
説
明
す
る
の
に
、
地
震
の
ナ

マ
ズ
、
風
神
、
妖
怪
、
宗
教
な
ど
が
生
ま

れ
た
わ
け
だ
。
こ
れ
ら
の
中
に
安
ら
ぎ
を

見
つ
け
る
こ
と
は
、
自
分
の
恐
れ
と
向
き

合
う
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
死
後
に
起
こ
る
こ
と
や
、
死

後
の
世
界
な
ど
、
恐
れ
に
関
す
る
質
問
に

答
え
る
た
め
の
何
か
を
持
っ
て
い
る
と
、

そ
れ
は
死
へ
の
恐
れ
の
助
け
に
な
る
。
答

え
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
中

で
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

自
分
の
恐
れ
を
無
視
す
る
の
で
は
な
く
、

向
き
合
え
る
程
度
に
ぼ
か
し
を
入
れ
た
も

の
で
あ
る
。
だ
が
私
は
、
そ
の
場
に
自
分

が
身
を
置
き
、
体
験
し
な
け
れ
ば
納
得
で

き
な
い
。
言
葉
で
表
現
で
き
て
し
ま
え
る

も
の
だ
と
は
、
到
底
思
え
な
い
か
ら
だ
。

　
怖
い
に
は
2
種
類
あ
る
。
生
命
の
存
在

が
揺
る
が
さ
れ
た
と
き
の
恐
怖
。
も
う

一
つ
の
恐
怖
は
自
ら
が
頭
の
中
で
思
考
に

よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
る
恐
怖
で
あ
る
。
恐

怖
に
よ
っ
て
心
拍
数
が
増
加
し
、
血
の
気

が
引
き
、
震
え
や
発
汗
な
ど
と
い
っ
た
反

応
を
体
は
示
す
。
そ
れ
に
引
き
換
え
、
思

考
に
よ
り
感
じ
る
恐
怖
は
、
生
命
の
危
機

と
は
少
し
遠
い
た
め
か
、
相
当
の
物
で
な

け
れ
ば
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
恐
怖
を
感

じ
ら
れ
る
と
い
う
事
は
、
考
え
ら
れ
る
生

物
に
し
か
で
き
な
い
事
で
あ
る
。

　

考
え
る
事
で
怖
く
な
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
私
は
贅
沢
で
あ
る
と
考
え
る
。

ブ
ジ
ャ
デ　
　
　
　
　

健
一
郎

　

先
月
の
私
の
文
中
に
「
ブ
ジ
ャ
デ
」
と

い
う
の
が
あ
っ
て
、「
デ
ジ
ャ
ブ
」
の
間

違
い
？
と
思
わ
れ
た
方
も
多
か
っ
た
の
で

は
。説
明
不
足
で
し
た
の
で
補
足
し
ま
す
。

　
「
デ
ジ
ャ
ブ
」
は
既
視
感
の
こ
と
で
、

一
度
も
体
験
し
た
こ
と
が
な
い
の
に
、
す

で
に
ど
こ
か
で
体
験
し
た
こ
と
の
よ
う
に

感
じ
る
こ
と
で
す
が
、「
ブ
ジ
ャ
デ
」
は

そ
の
反
対
の
こ
と
を
表
す
造
語
で
す
。
何

度
も
体
験
し
て
い
る
の
に
初
め
て
の
よ
う

に
新
鮮
に
感
じ
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。
で

き
る
だ
け
ブ
ジ
ャ
デ
を
意
識
し
て
、
色
ん

な
事
に
気
づ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。



6

絵
巻
に
見
る
挿
花 　
　

仙
溪

　
『
慕ぼ

帰き

絵え

詞こ
と
ば』

と
『
春か

す

日が

権ご
ん

現げ
ん

験げ
ん

記き

絵え

』
で
、
鎌
倉
末
か
ら
室
町
初

期
の
お
も
に
仏
門
で
の
挿そ

う

花か

の
様

子
を
見
て
き
た
が
、
も
う
少
し
時

代
を
遡

さ
か
の
ぼ

っ
て
み
よ
う
。

 出典：『続日本の絵巻８華厳宗祖師絵伝』中央公論社

老若の僧たちに金
こん

剛
ごう

三
ざん

昧
まい

経
きょう

について講義する元
がん

暁
ぎょう

（617 〜
686）。後方の壇には青いガラスの瓶に花が挿してあり隣
に香炉が置かれている。仏の崇高な教えに浸り、真理を深
く悟るための道案内として、香を焚き花瓶に花を挿してい
るように感じられる。

 出典：『続日本の絵巻８華厳宗祖師絵伝』中央公論社

新
しら

羅
ぎ

の学僧、義
ぎ

湘
しょう

（625 〜 702）は船で唐
とう

へ渡り、長安をめざす。ここには義湘が途中で立ち寄っ
た長者の屋敷の様子が描かれている。深く仏教に帰

き

依
え

しているのだろう、机には経典が置か
れている。侍

じ

女
じょ

が花を挿した花瓶を持っているが、花瓶の口の形が花の形をしているところは、
図③の花瓶と同じである。この絵の右には、長者の娘・善

ぜん

妙
みょう

が、義湘に恋慕の思いを告げる
ところが描かれている。
絵巻では、恋心を深い信仰心に昇華させた善妙が、自ら海に身を投げて龍となり、新羅へ戻
る義湘の船を守るというドラマチックな場面がつづく。

①

②
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 出典：『続日本の絵巻８華厳宗祖師絵伝』中央公論社

唐で学び、新羅に戻った義
ぎ

湘
しょう

が、浮石山寺にとどまって華
け

厳
ごん

の教えを広めるため講
こう

説
せつ

して
いる場面。ハスの花と葉が幾本も挿された花瓶は白磁だろうか。他にも供えるための切り
花を手に持つ女性が二人。一方は籠のようで、一方はガラスの鉢に見える。華厳経は４世
紀頃インドでまとめられ、その後中国の杜順（557 〜 641）が華厳宗を開いた。日本では
義湘たちの後に唐で学んだ新羅の僧、審祥（生没不明）が 736 年に招かれて華厳経の講義
をし、感動した聖武天皇は東大寺に大仏を造ることになる。今も東大寺は華厳宗を伝えて
いる。そもそも華厳という名前には「花で荘厳された教え」という意味が込められている。

『
華け

ご
ん
し
ゅ
う
そ
し
え
で
ん

厳
宗
祖
師
絵
伝
』

　

鎌
倉
初
期
の
建
永
元
年
（
１
２
０
６
）
に
京
都
栂と

が

尾の
お

の
地
に
高こ

う

山ざ
ん

寺じ

を
建
て
た
明

み
ょ
う

恵え

上
し
ょ
う

人に
ん

高こ
う

弁べ
ん

（
１
１
７
３

〜
１
２
３
２
）
が
華け

厳ご
ん

宗し
ゅ
うを

広
め
た
い
一
心
で
描
い
た

と
さ
れ
る
。
朝
鮮
半
島
、
新し

羅ら
ぎ

国
の
華
厳
宗
の
祖そ

師し

で

あ
る
義ぎ

湘し
ょ
うと

元が
ん

暁ぎ
ょ
うの

物
語
絵
巻
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
も
異
国
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
寺
院
に
お
け

る
挿
花
の
様
子
が
窺

う
か
が

え
る
。

　

図
①
に
は
青
い
ガ
ラ
ス
瓶
に
花
が
挿
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
横
に
香
炉
も
見
え
る
。
場
所
は
新
羅
。

　

図
②
の
場
面
は
中
国
（
唐
）
の
と
あ
る
港
町
に
あ
る

長
者
の
屋
敷
。
女
主
人
の
前
に
侍
女
が
花
を
挿
し
た
花

瓶
を
指
し
出
す
。
机
に
は
盆
石
と
香
炉
も
置
か
れ
て
い

る
。

　

図
③
は
立
派
な
お
堂
で
の
講
説
に
人
々
が
集
ま
る
場

面
。
お
堂
の
正
面
に
蓮
の
花
と
葉
が
挿
さ
れ
た
一
対
の

花
瓶
と
香
炉
が
置
か
れ
、
女
人
が
供
花
を
捧さ

さ

げ
持
っ
て

い
る
。
場
所
は
新
羅
の
浮
石
山
寺
。

　

明
恵
上
人
自
身
は
唐
へ
の
留
学
を
果
た
せ
な
か
っ
た

た
め
、
上
人
が
実
際
に
見
て
き
た
わ
け
で
は
無
い
が
、

こ
れ
だ
け
の
描
写
の
元
と
な
る
知
識
は
持
ち
合
わ
せ
て

い
た
と
推
察
す
る
。
少
な
く
と
も
明
恵
上
人
の
時
代
の

彼か

の
地
の
描
写
と
思
っ
て
見
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　

古
代
の
中
国
や
朝
鮮
に
お
い
て
、
挿
花
が
ど
の
様
で

③
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 出典：https://benrido.co.jp/wp-content/uploads/2014/07/nenbutu.gif

バショウの葉を光背に、釈迦如来のポーズでハスの葉にカ
エルが座る。前机の花瓶に３本のハスの花が立てられてい
る。ガラス瓶だろうか。茎が透けているようにも見える。
一つ気になるのは、前後の場面を見ても香炉が描かれてい
ないこと。蓮の花の香りが代わりになるという心だろう
か。又はこのような形式もあったのか。ひょっとして型に
こだわり心を忘れることへの諷刺か。識者の解説をお願い
したい。

あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
い
け
ば
な
が
生
ま
れ
る
背

景
を
想
像
す
る
上
で
の
手
が
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
室

町
時
代
の
「
立
て
花
」
誕
生
の
瞬
間
に
思
い
を
馳
せ
る

に
は
、
祈
り
の
場
に
お
け
る
花
に
つ
い
て
、
そ
の
ル
ー

ツ
を
知
っ
て
お
き
た
い
。

『
鳥ち

ょ
う
じ
ゅ
う
じ
ん
ぶ
つ
ぎ
が

獣
人
物
戯
画
』

　

さ
て
、
明
恵
上
人
が
建
て
た
高
山
寺
に
は
『
鳥
獣
人

物
戯
画
』
も
流る

転て
ん

の
末
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
蛙

か
え
る

や
兎

う
さ
ぎ

が

滑こ
っ

稽け
い

に
描
か
れ
た
絵
巻
だ
が
、
こ
こ
に
も
挿
花
の
描
写

が
見
え
る
（
図
④
）。

　
『
鳥
獣
人
物
戯
画
』
は
鳥と

羽ば

僧そ
う

正
じ
ょ
う

覚か
く

猷ゆ
う

（
１
０
５
３

〜
１
１
４
０
）
ほ
か
数
名
に
よ
っ
て
平
安
時
代
末
期
か

ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
描
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

平
安
末
期
に
は
、
仏
の
前
に
蓮
の
花
を
挿
し
た
花
瓶

を
供
え
る
こ
と
が
仏
事
の
決
ま
り
事
で
あ
っ
た
こ
と
が

想
像
で
き
る
。

　

６
世
紀
に
仏
教
が
伝
え
ら
れ
て
後
、
多
く
の
僧
が
仏

ほ
と
け

の
教
え
を
学
び
に
大
陸
を
訪
れ
、
様
々
な
文
化
を
持
ち

帰
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
少
し
ず
つ
根
付
き
、
又
す
こ

し
ず
つ
変
化
も
し
た
だ
ろ
う
が
、
元
々
の
大
陸
で
の
挿

花
が
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
も
う
少
し
探
っ
て
み

た
い
。

出典：『日本の絵巻６鳥獣人物戯画』中央公論社

カエルがハスの蕾をうやうやしく捧げ持つ。猿僧正への供
物だろうか。ハスの茎には念珠が掛けられている。
仏教においてハスの花は特別な存在なのだ。

④

⑤
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タ
ニ
ワ
タ
リ

デ
ン
フ
ァ
レ

　
　
　
　

∧
９
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　

花
材　

谷
渡
り
（
茶ち

ゃ
せ
ん
し
だ

筅
羊
歯
科
）

　
　
　
　

デ
ン
フ
ァ
レ
（
蘭
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

タ
ニ
ワ
タ
リ
は
大
中
小
と
、
大
き
さ
を

と
り
ま
ぜ
て
使
う
こ
と
で
生せ

い

花か

に
な
る
。

　

た
だ
し
、
葉
が
大
き
く
て
足
元
も
太
く

な
る
の
で
、
一
種
で
い
け
て
も
、
よ
ほ
ど

特
徴
の
あ
る
器
で
あ
れ
ば
面
白
い
生
花
と

な
る
だ
ろ
う
が
、
普
通
の
器
に
い
け
て
も

一
種
だ
け
で
は
万
年
青
や
葉
蘭
の
よ
う
な

キ
リ
ッ
と
し
た
風
格
を
表
現
し
に
く
い
。

　

家
で
い
け
て
飾
る
な
ら
、
南
国
の
鮮
や

か
な
ラ
ン
と
株
分
け
に
す
る
と
い
い
だ
ろ

う
。
ラ
ン
の
色
と
タ
ニ
ワ
タ
リ
の
緑
が
互

い
に
引
き
立
て
合
っ
て
く
れ
る
。
少
し
大

き
め
の
水
盤
が
い
い
。
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近
況　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

4
月
か
ら
稽
古
を
お
休
み
に
し
て
い
ま
し
た

が
、
5
月
は
花
に
プ
リ
ン
ト
を
添
え
て
お
届
け

し
、
自
宅
で
自
主
稽
古
を
す
る
こ
と
に
挑
戦
し

て
い
た
だ
い
て
ま
す
。
い
け
た
花
の
写
真
を

メ
ー
ル
や
手
紙
で
送
っ
て
も
ら
い
批
評
を
お
返

し
す
る
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
初
め
て
の
試
み
を

新
鮮
な
感
じ
で
楽
し
ん
で
下
さ
っ
て
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
自
粛
中
に
家
族
総
出
で
家
の
路
地
の

石
を
洗
い
ま
し
た
。
黒
い
小
石
（
那
智
黒
）
は

表
面
は
綺
麗
で
も
、
そ
の
下
は
泥
が
い
っ
ぱ

い
。
す
べ
て
の
小
石
を
集
め
て
溝
を
タ
ワ
シ
で

磨
き
、
小
石
は
バ
ケ
ツ
で
ピ
カ
ピ
カ
に
洗
っ
て

元
に
も
ど
し
ま
し
た
。
苦
労
し
た
あ
と
の
清
々

し
さ
と
充
実
感
を
味
わ
っ
て
い
ま
す
。

雲
の
よ
う
に

　
　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

茴
う
い
き
ょ
う香

（
芹せ

り

科
）

　
　
　
　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

ス
モ
ー
ク
・
グ
ラ
ス
（
稲
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
瓶

　
　
　
　
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
製
）

　

バ
ラ
の
名
前
は
ド
ル
テ
ェ
ヴ
ィ
ー
タ
。
直
訳

は
「
甘
い
生
活
」
だ
が
、「
幸
せ
な
日
々
」
と
も
。

優
し
い
雲
の
よ
う
に
ふ
ん
わ
り
い
け
た
。
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野
山
の
風
情

　
　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

竹
島
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

鉄
線
（
金
鳳
花
科
）

　
　
　
　

釣
鐘
鉄
線
（
金
鳳
花
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
宇
野
三
吾
作
）

　

タ
ケ
シ
マ
ユ
リ
は
竹
島
で
咲
い
て
い
た

百
合
な
の
で
名
付
け
ら
れ
た
。
領
土
問
題

に
な
っ
て
い
る
竹
島
で
は
な
く
、
韓
国
の

東
１
４
０
キ
ロ
に
あ
る
火
山
島
で
、
韓
国

名
を
ウ
ル
ル
ン
ド
（
鬱う

つ

陵
り
ょ
う

島と
う

）
と
い
う
。

今
は
韓
国
の
領
土
で
、
野
生
植
物
の
宝
庫

だ
そ
う
だ
。

　

タ
ケ
シ
マ
ユ
リ
に
は
独
特
の
個
性
が
あ

る
。
ラ
グ
ビ
ー
ボ
ー
ル
の
よ
う
な
蕾
。
鮮

や
か
な
色
の
肉
厚
の
花
弁
。
輪
生
す
る

葉
。
一
本
で
も
絵
に
な
っ
て
く
れ
る
花
だ

が
、
一
本
で
そ
の
ま
ま
い
け
る
に
は
丈
が

長
い
。

　

と
り
合
わ
せ
る
相
手
に
悩
む
花
だ
が
、

野
山
の
風
情
を
感
じ
る
花
材
が
よ
く
似
合

う
。
枝
な
ら
ナ
ツ
ハ
ゼ
や
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
。

花
な
ら
作
例
の
よ
う
に
テ
ッ
セ
ン
を
多
種

で
合
わ
せ
る
の
も
意
外
に
よ
く
合
う
。

　

花
の
相
性
は
実
際
合
わ
せ
て
み
な
い
と

わ
か
ら
な
い
。
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出
逢
い
花
（
39
）　
　

仙
溪

　

笹
百
合
（
百
合
科
）

　

紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　
　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
瓶

　
　
　
　
　
（
イ
ス
ラ
エ
ル
製
）

　

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
で
各
地
の
行

事
が
中
止
に
な
っ
て
い
る
。
京
都
で
は
葵

祭
の
行
列
も
祇
園
祭
の
巡
行
も
な
く
な
っ

た
。６
月
の
三さ

い

枝く
さ

祭
り
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

奈
良
の
三
輪
山
に
咲
く
笹
百
合
を
集
め

て
罇そ

ん

と
缶ほ
と
ぎと
呼
ば
れ
る
酒
樽
を
飾
り
、
神

前
に
供
え
る
疫
病
除
け
の
祭
典
で
、
大お
お

神み
わ

神じ
ん

社じ
ゃ
の
摂せ
っ

社し
ゃ
、
率い
さ

川か
わ

神じ
ん

社じ
ゃ
で
行
わ
れ
る
。

平
安
時
代
の
律
令
の
注
釈
書
『
令
り
ょ
う
の

義ぎ

解げ

』

に
も
記
さ
れ
て
い
る
歴
史
あ
る
神
事
だ
。

お
や
、
罇そ
ん
や
缶ほ
と
ぎと
い
う
古
代
の
酒
樽
に
花

を
飾
る
？
な
に
や
ら
い
け
ば
な
の
ル
ー
ツ

を
感
じ
る
で
は
な
い
か
。

　

私
た
ち
が
花
を
い
け
る
背
景
に
は
長
い

歴
史
が
あ
る
。
先
人
達
が
花
へ
託
し
た
思

い
を
共
有
し
た
い
。

　

写
真
の
青
い
大だ

い

理り

石せ
き

模
様
の
ガ
ラ
ス
花

瓶
。
手
か
ら
す
る
っ
と
す
べ
っ
て
落
と
し

て
し
ま
い
そ
う
な
ほ
ど
軽
く
て
薄
い
。
で

も
水
を
入
れ
る
と
し
っ
か
り
立
っ
て
く
れ

る
の
で
、
一
輪
挿
し
や
出
逢
い
花
の
器
に

ぴ
っ
た
り
だ
。

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
684
号　

2020
年
6
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
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流
家
元
発
行　
　

定
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込
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w
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初
夏
の
杜
若

　
　
　

 

∧
2
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

行
型　

三
花
七
葉

　

花
材　

杜
か
き
つ
ば
た若

（
菖あ

や
め蒲

科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

初
夏
の
カ
キ
ツ
バ
タ
は
花
を
葉
よ

り
も
高
く
し
て
、
葉
に
も
動
き
を
つ

け
、
生
き
生
き
と
し
た
姿
に
い
け
た

い
。
花
は
真
、
胴
、
留
に
。
い
け
終

え
た
ら
小
石
で
剣
山
を
隠
し
て
水
を

足
す
。真し

ん

副そ
え

胴ど
う

留と
め

控ひ
か
え

留と
め

の
沈
み

副そ
え

の
沈
み

真し
ん

副そ
え

胴ど
う 留と

め
控ひ

か
え

留と
め

の
沈
み

副そ
え

の
沈
み
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初
夏
を
生
け
る

　
　

  

∧
3
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

い
ろ
は
紅も

み
じ葉

　
　
　
　
　
（
楓
科
・
ム
ク
ロ
ジ
科
）

　
　
　
　

芍
し
ゃ
く
や
く薬

（
牡ぼ

た
ん丹

科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

青
楓
。
夏
の
風
物
詩
で
あ
る
。
遅

咲
き
の
桜
が
出
る
頃
に
葉
を
少
し
ず

つ
硬
く
す
る
。
拳

こ
ぶ
し

を
握
り
し
め
た
状

態
か
ら
少
し
ず
つ
手
を
広
げ
て
い
く
。

　

大
ぶ
り
の
豪
華
な
芍
薬
と
取
り
合

わ
せ
た
。
返
り
枝
で
楓
は
撓た

め
が
き

か
な
い
た
め
素
直
に
そ
の
ま
ま
立
て

て
、
幹
を
見
せ
ず
葉
を
よ
く
見
せ
た
。

　

光
に
照
ら
さ
れ
る
と
葉
の
良
さ
が

際
立
つ
。
芍
薬
の
葉
、
楓
の
葉
ど
ち

ら
も
み
ず
み
ず
し
く
沢
山
の
緑
の
中

に
花
が
浮
き
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う

だ
。
水
色
の
背
景
が
表
現
に
広
が
り

を
持
た
せ
て
く
れ
て
い
る
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き



4

山
野
草
の
立
花

　
　

  

∧
4
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

除の
き
し
ん
り
っ
か

真
立
花

　

花
材　

京き
ょ
う
か
の
こ

鹿
の
子
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

夏な
つ
は
ぜ櫨

（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　
　
　
　

山や
ま
あ
じ
さ
い

紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　
　
　
　

下し
も
つ
け野

（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

晒
し
ゃ
れ
ぼ
く木　

　
　

　

花
器　

黒
釉
陶
花
瓶

　

季
節
の
草
花
を
主
材
に
し
た
立
花
。

　

夏
山
で
出
逢
っ
た
草
木
の
記
憶
を

た
ど
っ
て
立
て
た
。

　

ナ
ツ
ハ
ゼ
を
い
け
る
と
き
、
登
山

の
途
中
で
実
を
見
つ
け
て
食
べ
た
こ

と
を
思
い
出
す
。
酸
っ
ぱ
さ
が
疲
れ

を
吹
き
飛
ば
し
て
く
れ
た
。
尾
根

筋
の
風
通
し
の
い
い
心
地
よ
い
場
所

だ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
木
々
が
山
歩
き
を
励

ま
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
奥
山
の
開

け
た
場
所
に
咲
く
花
た
ち
に
感
動
す

る
。

　

そ
ん
な
気
分
が
伝
わ
り
ま
す
よ
う

に
。

真し
ん

副そ
え

胴ど
う

控ひ
か
え枝

内う
ち

見み

越こ
し

正
真

請う
け

流な
が
し枝

前ま
え
お
き置

し
ょ
う
し
ん



5

裏
白
の
木　

芍
薬

　
　

  

∧
5
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　

花
材　

裏う
ら
じ
ろ
の
き

白
の
木
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

芍
し
ゃ
く
や
く薬

（
牡ぼ

た
ん丹

科
）

　

花
器　

松
し
ょ
う
じ
ゅ
て
ん
も
く

樹
天
目
深
鉢

　
　
　
　
　
（
木
村
盛
康
作
）

　

鎌
倉
時
代
、
中
国
の
天
目
山
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
黒
褐
色
の
茶
碗
が
「
天

目
茶
碗
」
と
呼
ば
れ
た
。
窯
変
天
目

や
油
滴
天
目
が
有
名
だ
が
、
京
都
の

陶
芸
家
、
木
村
盛
康
氏
は
苦
心
の
末

に
松
の
木
肌
の
よ
う
な
模
様
を
生
み

出
し「
松
樹
天
目
」と
名
付
け
ら
れ
た
。

　

そ
の
松
樹
天
目
の
大
鉢
に
、
山
の

木
と
里
の
花
を
株
分
け
で
い
け
る
。

花
た
ち
も
気
持
ち
よ
さ
そ
う
だ
。
平

然
と
草
木
の
命
を
受
け
止
め
て
く
れ

る
懐

ふ
と
こ
ろの

深
い
器
。
私
に
心
地
よ
い
緊

張
を
与
え
て
く
れ
る
、
こ
こ
一
番
の

大
切
な
存
在
。
い
い
器
だ
。

真し
ん

副そ
え

胴ど
う

留と
め

控ひ
か
え

真し
ん

副そ
え

留と
め

主
株

子
株



6

大
山
蓮
華
を
生
け
る

　
　
　
　

∧
6
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

大お
お
や
ま
れ
ん
げ

山
蓮
華
（
木も

く
れ
ん蓮

科
）

　
　
　
　

鉄て
っ
せ
ん線

（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

花
器　

青せ
い

瓷じ

花
瓶
（
清
水
卯
一
作
）

　

緊
張
感
の
あ
る
お
花
を
生
け
る
と
き
は
相

応
の
器
で
生
け
た
い
。
飾
る
と
部
屋
の
香
り

が
大
山
蓮
華
に
支
配
さ
れ
た
。
家
の
中
で
広

が
る
香
り
は
人
を
惹ひ

き
つ
け
る
。
香
り
が
弱

く
な
る
と
花
は
散
る
。
ほ
ん
の
数
日
で
あ
っ

た
が
楽
し
ま
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

大お
お

峰み
ね

山さ
ん

に
自
生
し
て
い
る
の
で
季
節
に
な

る
と
ど
ん
な
景
色
が
広
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
楽
し
み
で
あ
る
。

　

鉄
線
の
濃
い
紫
が
大
山
蓮
華
に
対
し
て
い

さ
さ
か
強
い
気
が
す
る
が
、
お
互
い
の
良
さ

が
際
立
つ
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き



7

酢す

の

き

の
木
、
夏な

つ
は
ぜ櫨

。

　
　

 　
　

 

∧
7
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

夏な
つ
は
ぜ櫨

（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　
　
　
　

鉄
砲
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

撫な
で
し
こ子

（
撫
子
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
宮
下
善
爾
作
）

　

ナ
ツ
ハ
ゼ
は
ス
ノ
キ
属
。
葉
や
実
が
酸
っ

ぱ
い
木
な
の
で
ス
ノ
キ
。
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
も

ス
ノ
キ
属
だ
。
ス
ノ
キ
、
ウ
ス
ノ
キ
、
ナ
ツ

ハ
ゼ
、
オ
オ
バ
ス
ノ
キ
等
が
夏
櫨
の
名
前
で

切
り
枝
に
な
る
。
ユ
リ
と
ナ
デ
シ
コ
を
合
わ

せ
て
自
然
調
に
い
け
た
。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
と
白
い
ダ
リ
ア
。
き
れ
い
だ
な
。



8

『
笑
み
』　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
で
の
生
活

が
楽
し
く
て
仕
方
が
な
い
。
そ
ん

な
日
常
で
た
く
さ
ん
の
発
見
を
よ

く
す
る
。

　
笑
い
は
生
き
る
活
力
で
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
つ
く
づ
く
思
う
。

笑
う
こ
と
で
気
分
が
晴
れ
、
何
か

し
て
み
よ
う
か
な
と
な
る
。
日
常

で
ち
ょ
っ
と
し
た
笑
い
で
い
い
。

利
用
者
さ
ん
と
生
活
を
し
て
2
年

ほ
ど
に
な
る
が
笑
い
を
無
意
識
的

に
仕
掛
け
て
し
ま
う
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
記
憶
が
繋
が
ら
ず
、
目
の
前
で

不
可
解
な
こ
と
ば
か
り
起
こ
る
世

界
に
生
き
て
い
る
利
用
者
さ
ん
は

い
っ
た
い
ど
ん
な
気
持
ち
で
い
る

ん
だ
ろ
う
。
僕
に
は
未
知
の
世
界

だ
が
、
そ
れ
で
も
想
像
す
る
こ
と

は
で
き
る
。
自
分
の
時
間
だ
け
が

止
ま
っ
て
い
て
周
り
は
動
い
て
い

る
状
況
で
あ
る
。
講
義
中
に
寝
て

い
た
と
こ
ろ
を
、
先
生
に
「
こ
の

問
題
を
解
い
て
み
ろ
」
と
言
わ
れ

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
説
明
を

聞
い
て
い
な
か
っ
た
の
に
解
け
る

は
ず
も
な
い
。
だ
が
周
り
の
人
た

ち
は
確
か
に
話
を
理
解
し
て
い

る
。
僕
な
ら
何
だ
か
わ
か
ら
な
い

が
周
り
に
話
だ
け
合
わ
せ
て
お

き
、
間
に
合
わ
な
い
現
実
に
自
分

を
取
り
繕つ

く
ろう

だ
ろ
う
。
そ
ん
な
不

安
な
人
に
安
心
感
を
持
っ
て
い
て

ほ
し
い
。
な
ん
だ
か
、
こ
こ
に
い

た
ら
落
ち
着
く
な
。
悪
く
は
な
い

な
。
と
感
じ
て
も
ら
え
る
こ
と
を

目
標
に
し
て
い
る
。

　
笑
い
を
つ
く
る
た
め
に
は
ま
ず

土
台
が
必
要
だ
。安
心
感
で
あ
る
。

つ
ま
り
笑
顔
だ
。
笑
顔
は
敵
意
が

な
い
事
を
相
手
に
示
し
共
感
を
示

す
。
多
民
族
国
家
の
ア
メ
リ
カ
で

は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
な
ど
で
顔
を
合

わ
せ
た
時H
i

と
声
を
出
し
て
笑

顔
を
作
る
の
は
素
性
の
分
か
ら
な

い
相
手
の
警
戒
心
を
解
き
、
そ
の

場
を
安
全
な
空
気
に
す
る
た
め
で

あ
る
。
こ
れ
は
故
意
に
安
心
感
を

つ
く
る
笑
顔
で
あ
る
。
自
分
の
笑

顔
が
良
い
笑
顔
だ
と
相
手
の
笑
顔

も
良
く
な
る
。
安
心
感
が
笑
い
の

根
底
を
つ
く
る
。
緊
張
し
て
い
た

り
、
怯
え
て
い
る
と
上
手
く
笑
え

な
い
こ
と
を
考
え
る
と
何
と
な
く

想
像
で
き
る
。
無
理
し
て
作
っ
た

笑
顔
が
相
手
に
伝
わ
る
と
不
信
感

に
変
わ
っ
て
し
ま
う
。

　
安
心
感
が
な
い
と
笑
い
に
繋
が

ら
な
い
の
は
不
審
者
に
く
す
ぐ
ら

れ
て
も
笑
い
に
繋
が
ら
な
い
事
を

考
え
る
と
想
像
し
や
す
い
。

　
ま
ず
安
心
感
を
つ
く
る
。
そ
う

す
る
と
僕
が
そ
ば
に
い
る
事
を
許

さ
れ
る
。
そ
し
て
次
は
安
心
感
を

笑
い
に
変
え
て
い
く
。

　
笑
い
に
は
大
き
く
分
け
て
2
種

類
あ
る
。
言
葉
の
笑
い
と
動
作
の

笑
い
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
る
笑
い

で
笑
う
に
は
あ
る
程
度
の
認
知
能

力
が
残
さ
れ
て
い
な
い
と
難
し

い
。
な
の
で
主
に
動
き
に
よ
る
笑

い
に
言
葉
を
少
し
付
け
足
す
よ
う

な
形
で
笑
い
を
作
っ
て
い
く
。

　
ま
ず
初
め
に
、
笑
い
を
共
有
し

た
い
相
手
が
、
会
話
の
中
で
使
う

言
葉
に
注
目
す
る
。
人
は
言
葉
に

よ
っ
て
思
考
す
る
。
言
葉
が
そ
の

人
な
の
だ
。
言
葉
は
そ
の
人
の
世

界
の
区
切
り
方
で
あ
る
。
そ
の
人

の
世
界
が
ど
ん
な
世
界
で
生
き
て

い
る
か
の
参
考
に
な
る
。
そ
し
て

そ
の
人
の
興
味
関
心
に
気
が
つ

く
。
も
ち
ろ
ん
完
全
に
そ
の
人
を

解
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
側
に
寄

る
イ
メ
ー
ジ
だ
。
相
手
の
理
解
し

や
す
い
言
葉
を
相
手
の
思
っ
て
い

る
意
味
で
使
う
。
こ
の
際
、
言
葉

の
本
当
の
意
味
は
ど
う
で
も
良

い
。
私
も
難
し
い
話
を
さ
れ
た
ら

分
か
ら
な
い
し
、
緊
張
す
る
。
ま

ず
相
手
の
使
う
言
葉
や
語ご

彙い

を
あ

る
程
度
把
握
し
、
そ
の
人
の
世
界

に
入
り
込
む
。
利
用
者
さ
ん
の
世

界
は
大
雑
把
で
物
と
物
の
区
切
り

が
朧

お
ぼ
ろ

気げ

で
ぼ
や
ぼ
や
し
て
い
る
。

そ
の
人
に
寄
り
添
う
と
そ
の
人
は

自
然
と
笑
う
。
そ
し
て
事
あ
る
ご

と
に
お
ど
け
て
冗
談
を
言
い
合
っ

て
い
る
。

　
動
き
の
笑
い
は
喜
劇
映
画
の

チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

と
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
動
き

の
不
調
和
が
笑
い
を
生
む
。
コ
ミ

カ
ル
な
動
き
で
不
調
和
を
作
り
出

す
。
例
え
ば
、
介
護
を
し
て
い
た

職
員
が
、
次
の
瞬
間
に
車
椅
子
に

乗
っ
て
現
れ
た
ら
、
さ
っ
き
ま
で

の
行
動
と
の
不
調
和
と
安
心
感
が

あ
い
ま
っ
て
笑
い
に
つ
な
が
る
。

　
こ
こ
最
近
、
笑
い
方
が
変
わ
っ

た
。
引
き
笑
い
を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
菜
月
に
指
摘
さ
れ
て
き

が
つ
い
た
の
だ
が
、そ
れ
は
多
分
、

無
意
識
で
相
手
に
笑
っ
て
い
ま
す

と
い
う
サ
イ
ン
を
誇
張
し
た
形
な

の
で
は
無
い
だ
ろ
う
か
？

　
た
だ
毎
日
が
笑
う
だ
け
で
終
わ

る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
も

な
い
。
不
安
な
気
持
ち
を
抑
え
つ

け
て
表
出
さ
せ
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
ず
っ
と
笑
っ
て
い
る
世
界
も

不
気
味
だ
ろ
う
。
何
も
な
い
隙
間

の
時
間
、
瞬
間
、
瞬
間
の
何
で
も

な
い
時
間
を
笑
顔
に
し
た
い
。

　
道
路
を
歩
き
す
れ
違
う
人
の
マ

ス
ク
で
隠
れ
て
い
る
が
、
そ
の
人

の
笑
う
顔
を
想
像
す
る
事
が
あ

る
。
気
難
し
そ
う
な
人
も
、
怖
そ

う
な
人
も
笑
う
と
い
い
顔
に
な

る
。
常
に
自
分
を
整
え
て
い
る
と

あ
る
程
度
の
余
裕
が
で
き
て
き

た
。
自
分
で
整
え
て
い
る
つ
も
り

だ
が
、
身
近
な
人
が
整
え
て
く
れ

て
い
る
の
に
気
が
つ
い
て
い
な
い

だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
。

　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
働
く
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
人
が
好
き
に
な
っ

た
。
悪
い
と
こ
ろ
も
良
い
と
こ
ろ

も
全
部
ひ
っ
く
る
め
た
あ
り
の
ま

ま
の
そ
の
人
が
好
き
だ
。そ
し
て
、

そ
の
人
は
そ
の
人
ら
し
く
生
き

生
き
と
し
て
い
る
事
が
気
持
ち
よ

い
。

8
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梅
雨
空
の
パ
ラ
ソ
ル

　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ベ
ル
鉄て

っ
せ
ん線

（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

毬い
が
ぐ
り
す
げ

栗
菅
（
蚊か

や
つ
り
ぐ
さ

帳
吊
草
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
器
（
ベ
ネ
チ
ア
）

　

小
さ
く
て
も
キ
リ
リ
と
し
た
姿
で

咲
く
ベ
ル
鉄
線
。
大
輪
の
鉄
線
に
も

負
け
な
い
く
ら
い
の
存
在
感
が
あ

る
。
ガ
ラ
ス
器
に
い
け
て
庭
で
育
て

た
イ
ガ
グ
リ
ス
ゲ
を
添
え
る
と
優
し

い
洋
風
の
雰
囲
気
に
。

　

き
ら
き
ら
光
る
水
た
ま
り
。
赤
い

レ
イ
ン
シ
ュ
ー
ズ
を
は
い
た
幼
な
子

が
パ
ラ
ソ
ル
を
持
っ
て
遊
ぶ
風
に
も

見
え
て
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き

の
で
は
無
い
だ
ろ
う
か
？

た
だ
毎
日
が
笑
う
だ
け
で
終
わ

る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
も

な
い
。
不
安
な
気
持
ち
を
抑
え
つ

け
て
表
出
さ
せ
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
ず
っ
と
笑
っ
て
い
る
世
界
も

不
気
味
だ
ろ
う
。
何
も
な
い
隙
間

の
時
間
、
瞬
間
、
瞬
間
の
何
で
も

な
い
時
間
を
笑
顔
に
し
た
い
。

道
路
を
歩
き
す
れ
違
う
人
の
マ

ス
ク
で
隠
れ
て
い
る
が
、
そ
の
人

の
笑
う
顔
を
想
像
す
る
事
が
あ

る
。
気
難
し
そ
う
な
人
も
、
怖
そ

う
な
人
も
笑
う
と
い
い
顔
に
な

る
。
常
に
自
分
を
整
え
て
い
る
と

あ
る
程
度
の
余
裕
が
で
き
て
き

た
。
自
分
で
整
え
て
い
る
つ
も
り

だ
が
、
身
近
な
人
が
整
え
て
く
れ

て
い
る
の
に
気
が
つ
い
て
い
な
い

だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
。

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
働
く
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
人
が
好
き
に
な
っ

た
。
悪
い
と
こ
ろ
も
良
い
と
こ
ろ

も
全
部
ひ
っ
く
る
め
た
あ
り
の
ま

ま
の
そ
の
人
が
好
き
だ
。そ
し
て
、

そ
の
人
は
そ
の
人
ら
し
く
生
き

生
き
と
し
て
い
る
事
が
気
持
ち
よ

い
。
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生
命
を
生
み
出
す
豊
穣
の
壺　
　
　

プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ

仙
溪

　

花
と
器
の
図
像
を
時
代
を
遡
っ
て
探
す
う
ち
、

古
代
イ
ン
ド
の
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
（
満ま

ん

瓶び
ょ
う）

に

た
ど
り
着
い
た
。
そ
れ
は
ど
う
や
ら
宇
宙
、
生

命
の
母
胎
の
イ
メ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
た
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

仏
教
が
起
こ
り
、
釈し

ゃ

迦か

の
教
え
を
伝
え
継
ぐ

た
め
に
遺
骨
を
納
め
た
仏ぶ

っ

塔と
う

（
ス
ト
ゥ
ー
パ
）

が
各
地
に
つ
く
ら
れ
た
が
、
仏
塔
は
釈
迦
の
墓

と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
迷
い
の
世
界
を
抜
け

出
し
た
悟
り
の
境
地
そ
の
も
の
で
あ
り
、
万
物

が
生
ず
る
源
（
卵
）
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
よ

う
だ
。
ゆ
え
に
そ
の
装
飾
に
は
溢あ

ふ

れ
出
る
生
命

を
表
し
た
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も

特
に
大
切
な
の
が
壺
か
ら
ハ
ス
が
生
ま
れ
出
る

文
様
、
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
で
あ
っ
た
。

イ
ン
ド
文
化
省
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
サ
イ
ト
で

紀
元
前
２
世
紀
の
仏
塔
の
装
飾
文
様
を
閲
覧
で

き
る
。
生
き
生
き
と
し
た
動
物
や
植
物
が
石
に

刻
ま
れ
て
い
る
。
ど
の
文
様
も
躍
動
感
が
あ
り
、

デ
ザ
イ
ン
的
に
も
素
晴
ら
し
い
の
で
一
部
を
転

載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
（
③

④
⑤
㉒
）
は
他
に
も
8
つ
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

特
に
大
切
な
文
様
な
の
だ
ろ
う
。

　

壺
か
ら
命
が
湧
き
出
る
。
命
の
水
が
湧
き
出

る
。
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
に
は
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

紀元前３世紀にアショーカ王が建てた仏塔が中央インドのサーンチーに現存している。紀元前
2 世紀以降に増築や玉垣・塔門が追加された。図②〜⑯㉒は第 2 仏塔の玉垣の装飾文様の一部。

③④⑤㉒は壺からハスが生まれ出る文様でプルナ・カラサ（満瓶）と呼ばれる。蕾、開花、葉
が彫られ、⑤には鳥も。
②は亀の口からハスが出ているが、左ページの絵㉑とイメージが重なる。よく見ると熱帯スイ
レンも混じっているように見える。㉑の青いスイレンの球根はまるで壺のようだ。
⑥はマカラ（インド神話に登場する怪魚）。⑦は象。⑧は孔雀。⑨は羽根のあるライオンか。
⑩から⑭はハスの様々な文様。デザインセンス抜群だ。⑮はハスの周りを２種の蔓が蛇のよう
に絡み合う。⑯のハスの周りはトリシューラと呼ばれる三叉文様。三宝（仏、法、僧）を表す。

出展：②〜⑯㉒  https://vmis.in/ArchiveCategories/collection_by_category/1049

①

②

③

④

⑤

⑦

⑧

⑨

⑩

⑫

⑬

⑭

⑮

⑥⑪⑯

サーンチーの第 2 仏塔。石の玉垣に様々
な文様が彫られている。

出展：①⑰  https://www.greatmirror.com/
index.cfm?navid=748

玉垣（欄
らん

楯
じゅん

・ベディカ）
　　↓　

さ
か
の
ぼ
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写
真
⑰
は
紀
元
前
3
世
紀
に
仏
教
に
帰き

依え

し

た
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
各
地
に
建
て
た
大
き
な
石

柱
の
先
端
部
で
、
獅
子
の
下
に
あ
る
の
は
ハ
ス

の
花
（
開
花
し
て
反
り
返
る
姿
）
と
さ
れ
て
い

る
が
、
水
が
壺
か
ら
溢
れ
出
て
い
る
様
に
も
見

え
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
プ
ル
ナ
・
カ
ラ

サ
か
ら
湧
き
出
る
水
が
漲

み
な
ぎ

る
生
命
を
支
え
養
う

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
王
が
感
銘
を
受
け
た
釈
迦

の
教
え
を
、
湧
き
出
る
水
で
表
現
し
た
の
で
は
。

　

さ
て
古
代
の
仏
塔
に
も
ど
ろ
う
。
表
面
の
装

飾
は
剥は

が
れ
て
い
る
が
、
そ
の
装
飾
石
板
（
⑱
）

で
仏
塔
の
様
子
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
プ
ル
ナ
・

カ
ラ
サ
が
ぐ
る
り
と
取
り
巻
き
（
⑲
）、
中
央
下

に
も
一
対
の
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
が
見
え
る
（
⑳
）。

実
際
の
仏
塔
入
口
に
も
石
の
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ

が
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
気
が
つ
い
た
。
以
前
紹
介
し
た
東
大

寺
大
仏
開
眼
供
養
の
一
対
の
供く

花げ

も
プ
ル
ナ
・

カ
ラ
サ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
㉔
）。
そ
の

時
導ど

う

師し

を
務
め
た
の
は
来
日
中
の
イ
ン
ド
僧
・

菩ぼ

提だ
い

僊せ
ん

那な

（
ボ
ー
デ
ィ
セ
ー
ナ
）
で
あ
る
。
彼

の
指
導
で
器
を
作
り
ハ
ス
の
造
花
を
立
て
て
一

対
の
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
が
で
き
あ
が
る
。
盧る

舎し
ゃ

那な

仏ぶ
つ

の
前
に
置
か
れ
、
大
仏
殿
に
命
を
吹
き
込

む
。
生
命
を
生
み
出
す
水
が
満
た
さ
れ
た
豊
穣

の
壺
か
ら
花
が
咲
き
散
華
す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
。

　

あ
く
ま
で
も
私
の
想
像
で
あ
る
。

⑰⑱

⑲⑳

㉑㉒㉓㉔

⑱インド南部アマラーヴァティー出土の装飾石板で実際の仏塔が想像できる。部分拡大するとあちらこちらにプルナ・カラサが（⑲⑳）。
出展：⑱⑲⑳  https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1880-0709-79　（大英博物館の公式サイト）

供花のルーツを探していて古代インドのプルナ・カラサに行き着いた。それは溢れ出る生命の象徴としての壺でありハスであった。

㉑熱帯睡蓮（エジプトロータス）出展：「花の王国 1 園芸植物」荒俣宏著／平凡社。㉒サーンチー第２仏塔の玉垣装飾。㉓アマラーヴァティー出土の仏
塔装飾石板の部分。出展：https://vmis.in/ArchiveCategories/gallery?search=amaravati　㉔「東大寺大仏縁起絵巻」大仏開眼供養の供花。出典：https://
www.wikiwand.com/ja/ 東大寺盧舎那仏像

アショーカ王石柱頭部
（サーンチー博物館）

↓

↓

↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓
↓
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
696
号　

2021
年
6
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

ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
季
節

　
　
　

∧
12
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ラ
イ
ラ
ッ
ク
（
木も

く
せ
い犀

科
）

　
　
　
　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

ユ
ー
カ
リ
（
フ
ト
モ
モ
科
）

　

花
器　

カ
ッ
ト
ガ
ラ
ス 

コ
ン
ポ
ー
ト

　

待
ち
遠
し
い
ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
花
が

咲
く
季
節
。
日
本
で
は
北
海
道
や
信

州
の
高
原
で
育
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
街
路
樹
と
し
て
も
よ
く
植
え
ら
れ

て
い
る
。

　

甘
い
香
り
を
持
ち
ハ
ー
ト
型
の
葉

と
た
っ
ぷ
り
と
し
た
房
咲
き
に
咲
く

華
や
か
で
可
愛
い
花
、
紫
や
ピ
ン
ク
、

白
の
お
し
ゃ
れ
な
色
。
大
好
き
な
花
。

6
月
だ
け
の
限
定
品
。

　

切
り
花
と
し
て
届
く
ラ
イ
ラ
ッ
ク

が
も
う
少
し
日
持
ち
し
て
く
れ
れ
ば

嬉
し
い
の
だ
が
。

　

出
来
る
限
り
の
水
あ
げ
を
し
て
深ふ

か

水み
ず

の
パ
ン
チ
ボ
ウ
ル
に
い
け
る
。
き

れ
い
な
バ
ラ
と
取
り
合
わ
せ
た
。

　

ラ
イ
ラ
ッ
ク
が
機
嫌
を
損
ね
な
い

よ
う
気
分
良
く
咲
い
て
も
ら
い
た
い

と
願
う
。
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八
角
蓮
の
花

∧
表
紙
の
花
∨

健
一
郎

花
材

金
き
ん
く
さ
り鎖

（
豆
科
）

八は
っ
か
く
れ
ん

角
蓮
（
目め

ぎ木
科
）

花
器

青
白
花
器
（
吉
川
充
作
）

虫
が
好
み
そ
う
な
香
り
、
人
が
苦

手
と
す
る
匂
い
が
し
た
。
足
元
を
見

る
と
八
角
蓮
の
葉
が
光
っ
て
い
る
。

よ
く
見
て
み
る
と
お
花
が
咲
い
て
い

た
。
花
の
珍
し
さ
と
そ
の
匂
い
で
人

を
惹
き
つ
け
て
い
た
。
八
角
蓮
の
相

手
を
探
し
て
い
る
と
お
花
屋
さ
ん
か

ら
キ
ン
ク
サ
リ
が
あ
り
ま
す
と
の
こ

と
。
よ
く
合
う
取
り
合
わ
せ
だ
と

思
っ
て
い
る
。
格
調
高
く
仕
上
が
っ

た
。
獣
足
の
花
器
は
イ
ン
ド
系
の
神

様
を
想
起
さ
せ
る
。

流
木
を
使
う

∧
2
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

裏う
ら
じ
ろ
の
き

白
の
木
（
薔ば

ら薇
科
）

躑つ
つ
じ躅

（
躑
躅
科
）

鉄
線
２
色
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

流
り
ゅ
う
ぼ
く木
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た
っ
ぷ
り
と

∧
3
頁
の
花
∨

櫻
子

花
材

花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲
（
菖あ

や
め蒲

科
）

撫な
で
し
こ子

（
撫
子
科
）

花
器

カ
ッ
ト
ガ
ラ
ス
鉢

縁
あ
っ
て
沢
山
の
花
菖
蒲
が
や
っ

て
き
た
の
で
、
大
き
な
ガ
ラ
ス
鉢
に

た
っ
ぷ
り
と
い
け
て
玄
関
に
飾
っ

た
。
四
方
か
ら
見
え
る
こ
と
を
意
識

し
て
い
け
て
い
る
。
ど
の
花
も
一
斉

に
咲
い
て
く
れ
て
感
謝
。

花
器

銅
立
花
瓶

流
木
に
足
を
つ
け
て
器
に
さ
し
て

お
き
、
季
節
の
木
や
花
を
加
え
て
自

然
な
景
色
を
つ
く
っ
て
み
た
。
流
木

の
重
み
に
つ
り
あ
っ
た
安
定
の
良
い

銅
器
に
い
け
る
。
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鼈べ
っ
こ
う
ま
さ
き

甲
柾
木
の
生
花

∧
4
頁
の
花
∨

仙
溪

花
型

行
型

花
材

鼈べ
っ
こ
う
ま
さ
き

甲
柾
木

花
器

煤す
す
だ
け竹

竹
筒

マ
サ
キ
は
常
緑
低
木
で
日
本
列
島

に
広
く
分
布
し
て
い
る
。葉
の
大
小
、

葉
色
や
そ
の
濃
淡
、
斑
入
り
な
ど
い

く
つ
か
の
品
種
が
あ
る
。

マ
サ
キ
、
オ
オ
サ
カ
ベ
ッ
コ
ウ
マ

サ
キ
、
キ
ン
マ
サ
キ
、
ナ
カ
フ
キ
ン

マ
サ
キ
、
ギ
ン
マ
サ
キ
、
オ
ウ
ゴ
ン

マ
サ
キ
な
ど
が
緑
化
植
物
と
し
て
公

園
に
植
え
ら
れ
た
り
生
け
垣
に
使
わ

れ
て
い
る
。

い
け
ば
な
で
は
ク
ロ
ヒ
メ
マ
サ
キ

や
ベ
ッ
コ
ウ
マ
サ
キ
を
生
花
に
い
け

る
が
、
ベ
ッ
コ
ウ
マ
サ
キ
は
明
る
い

緑
と
黄
色
が
美
し
い
の
で
、
生
花
に

い
け
た
残
り
枝
を
盛
花
や
投
入
、
一

輪
挿
し
に
利
用
で
き
る
。

写
真
の
ベ
ッ
コ
ウ
マ
サ
キ
は
伸
び

た
細
枝
を
生
か
し
て
い
け
た
が
、
手

に
し
た
枝
に
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
る
な

ら
、
そ
れ
を
生
か
せ
ば
い
い
。
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ピ
ュ
ア
ホ
ル
ン

∧
５
頁
の
花
∨

仙
溪

花
型

真し
ん

型

二
種
挿
し

花
材

鉄
砲
百
合
（
百
合
科
）

ス
プ
レ
ー
薔ば

ら薇（
薔
薇
科
）

花
器

陶
水
盤
（
伊
藤
典
哲
作
）

4
月
に
稽
古
の
見
本
で
い
け
た
も

の
だ
が
、
ユ
リ
の
季
節
の
生
花
と
し

て
参
考
に
載
せ
て
お
く
。

テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ
を
真
、
見
越
、
真

囲
、
副
、
胴
に
立
て
、
ス
プ
レ
ー
バ

ラ
を
留
と
控
に
加
え
た
。

ユ
リ
は
ピ
ュ
ア
ホ
ル
ン
と
い
う
品

種
で
、
よ
く
締
ま
っ
た
葉
が
び
っ
し

り
つ
き
、
小
ぶ
り
の
花
は
と
て
も
良

い
香
り
が
し
た
。
ユ
リ
も
バ
ラ
も
撓

め
ず
に
い
け
て
い
る
。
剣
山
に
さ
す

位
置
を
工
夫
し
て
、
足
元
を
で
き
る

だ
け
細
く
見
せ
て
い
る
。

蕾
の
時
の
姿
は
先
月
号
の
レ
モ
ン

ち
ゃ
ん
の
写
真
で
見
て
も
ら
え
る
。

花
が
咲
き
そ
ろ
っ
た
あ
と
茶
色
く
枯

れ
る
ま
で
、
葉
は
ず
っ
と
美
し
か
っ

た
。
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一
輪
挿
し

∧
6
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
材

小
鬼
百
合
（
百
合
科
）

金き
ん
と
ら
の
お

虎
の
尾（
金
虎
の
尾
科
）

花
器

陶
花
瓶
（
崔
龍
煕
作
）

お
花
屋
さ
ん
に
は
茶
花
用
に
鉢
で

珍
し
い
花
が
置
い
て
あ
る
。
そ
れ
を

眺
め
て
い
る
の
が
好
き
だ
が
、
生
け

る
と
な
る
と
相
手
を
探
す
の
が
難
し

い
。
今
回
似
合
い
の
2
鉢
を
見
つ
け

た
。
い
い
季
節
で
あ
る
。
魅
せ
た
い

も
の
が
写
っ
て
い
る
。

花
の
勢
い

∧
7
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
材

黄き
そ
け
い

素
馨
（
木も

く
せ
い犀

科
）

ア
リ
ウ
ム
・
ギ
ガ
ン
チ
ウ

ム
（
百
合
科
）

紅べ
に
ば
な花

（
菊
科
）

花
器

陶
花
瓶

ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム
と
紅
花
の
花
の
形
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に
目
が
い
く
。
似
た
形
の
花
を
取
り

合
わ
せ
る
と
形
の
違
い
に
目
が
い
か

な
く
な
る
。
そ
の
質
感
の
違
い
を
み

る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
似

た
植
物
に
よ
る
調
和
で
は
な
く
競
い

合
っ
て
い
る
様
に
私
は
感
じ
て
い

る
。
ベ
ニ
バ
ナ
と
ソ
ケ
イ
で
生
け
る

予
定
だ
っ
た
が
ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム
が
入

る
と
勢
い
が
増
し
た
。
夏
の
匂
い
が

す
る
。

レ
モ
ン
が
注
意
し
て
く
れ
て
る
の

か
、
花
に
い
た
ず
ら
し
な
く
な
っ
て

き
た
メ
イ
ち
ゃ
ん
で
す
。







『
義
祖
母
と
の
散
歩
』

健
一
郎

隠
居
し
て
山
に
暮
ら
し
た
い
と
ふ

と
し
た
時
に
思
う
。
隠
居
生
活
の
先

輩
で
あ
る
祖
父
母
の
お
宅
に
遊
び
に

い
っ
た
。
山
に
囲
ま
れ
た
家
か
ら
見

下
ろ
す
と
川
が
流
れ
て
い
る
。
楓
が

目
を
引
く
。
そ
の
足
元
に
は
躑つ

つ

躅じ

が

咲
い
て
お
り
、
大
き
な
台
風
が
来
る

前
ま
で
は
藤
の
花
が
一
面
に
咲
い
て

い
た
そ
う
。
ゆ
っ
た
り
と
川
の
音
が

生
活
の
中
に
あ
る
。
山
の
香
り
を
楽

し
ん
で
い
る
と
、
川
の
上
流
へ
向
か

う
よ
う
、
カ
ワ
セ
ミ
が
驚
く
ほ
ど
の

速
度
で
通
り
過
ぎ
た
。
義
祖
父
母
に

よ
る
と
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
遊
び
に
来
る

そ
う
だ
。
昼
か
ら
肉
が
大
好
き
な
義

祖
父
と
競
う
よ
う
に
す
き
焼
き
を
食

べ
、
妻
と
義
祖
父
は
川
の
音
を
聞
き

な
が
ら
ウ
ト
ウ
ト
と
昼
寝
。
私
と
義

祖
母
は
山
へ
散
歩
す
る
。
数
十
秒
歩

け
ば
森
の
中
。
外
来
種
の
植
物
を
薙な

ぎ
倒
し
、
大
き
な
枝
、
大
き
な
石
を

端
へ
ど
か
し
な
が
ら
、
や
わ
ら
か
く

歩
い
て
い
く
。

そ
の
光
景
が
後
か
ら
見
て
い
る
僕

に
は
、
山
を
整
え
て
い
る
よ
う
に
見

え
た
。
義
祖
母
が
山
の
一
部
で
あ
る

よ
う
だ
。
鳥
が
蜜
を
運
ぶ
が
ご
と
く

自
然
な
行
為
に
み
え
た
。
そ
れ
は
僕

が
人
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
人
で
な

く
と
も
そ
う
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
て
い
る
。
自
然
と
人
と

の
付
き
合
い
は
長
い
。
原
始
的
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
濃
密
な
付
き
合
い
が

あ
っ
た
。
家
に
お
米
が
届
く
現
場
さ

え
見
て
い
な
い
僕
は
自
然
と
の
付
き

合
い
が
非
常
に
薄
い
例
だ
ろ
う
。

都
市
に
お
い
て
整
え
る
と
は
自
然

物
を
な
く
す
こ
と
。
人
の
住
む
街
に

す
る
こ
と
。
西
洋
の
庭
園
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
人
工
的
な
幾
何
学
的
な
形

を
楽
し
む
庭
園
と
比
べ
、
日
本
の
庭

園
は
自
然
美
を
表
す
。
い
け
ば
な
に

お
い
て
も
、
個
人
的
に
好
き
で
は
な

い
が
、
人
の
解
釈
に
あ
て
は
め
た
幾

何
学
的
特
徴
に
着
目
し
て
楽
し
む
物

と
、
植
物
そ
の
も
の
の
魅
力
に
着
目

し
て
楽
し
む
も
の
が
あ
る
。
い
ず
れ

の
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
自
然
そ

の
ま
ま
で
は
な
い
。「
手
入
れ
」
と

は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
は
自

然
を
看
る（
世
話
を
す
る
）事
に
よ
っ

て
、
返
っ
て
自
然
を
内
か
ら
従
わ
せ

る
特
徴
を
持
つ
と
も
言
え
る
。

都
市
化
さ
れ
た
環
境
に
慣
れ
た
人

の
原
則
と
し
て
都
市
の
中
に
自
然
を

置
く
こ
と
を
酷
く
嫌
う
。
こ
こ
で
の

自
然
は
手
入
れ
さ
れ
て
い
な
い
あ
り

の
ま
ま
の
野
生
で
あ
る
。
昆
虫
が
い

る
と
驚
き
、
土
が
見
え
て
い
る
と
驚

く
。
日
常
の
髭ひ

げ

剃そ

り
や
、
化
粧
も
自

然
か
ら
の
距
離
の
と
り
方
の
一
つ
で

あ
る
。
全
て
が
人
に
よ
っ
て
意
識
的

に
作
ら
れ
た
も
の
の
な
か
で
生
活
し

て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー
も
こ
の

視
点
で
見
て
み
る
と
面
白
い
。
街
路

樹
や
庭
は
人
が
看
る
こ
と
で
管
理
さ

れ
て
い
る
。
死
体
が
あ
る
と
驚
く
。

人
の
死
は
人
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
。

死
ぬ
前
に
病
気
で
病
院
に
隔
離
、
亡

く
な
る
と
大
急
ぎ
で
火
葬
場
に
持
っ

て
行
く
。
そ
ん
な
環
境
で
育
っ
た
人

達
に
死
生
観
を
も
て
と
い
っ
て
も
妄

想
で
し
か
な
い
。

い
け
ば
な
は
芸
術
の
中
で
も
自
然

と
の
関
わ
り
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ

る
。
都
市
化
す
る
前
の
ヒ
ト
に
返
す

装
置
と
し
て
あ
り
続
け
る
の
か
も
し

れ
な
い
。そ
の
時
間
が
大
切
で
あ
る
。

整
理
整
頓
さ
れ
た
無
機
質
な
部
屋
に

花
を
置
く
と
場
の
空
気
が
変
わ
る
。

生
き
物
と
し
て
の
安
心
感
が
そ
こ
に

あ
る
。

義
祖
母
は
立
派
な
杉
の
木
に
手
を

合
わ
せ
拝
む
。
僕
も
御
所
に
お
気
に

入
り
の
楠く

す

木の
き

が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
拝
む
対
象
で
は
な
く
、
友
達
の
よ

う
な
感
覚
で
い
る
。
木
に
登
り
、
寝

転
ぶ
。
幼
い
頃
は
楓
の
木
に
登
り
、

時
を
過
ご
し
て
い
た
。
圧
倒
さ
れ
る

よ
う
な
木
を
見
つ
け
る
と
立
ち
尽
く

す
。
撫
で
た
く
な
る
時
も
、
抱
く
時

も
あ
る
。
記
憶
し
て
い
る
初
め
の
木

登
り
は
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
の

木
登
り
だ
っ
た
。
当
時
幼
稚
園
児

だ
っ
た
僕
よ
り
年
上
の
子
供
が
登
っ

て
い
る
の
を
見
て
自
分
も
登
り
た
く

な
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
一
面
、

緑
の
芝
生
が
整
え
ら
れ
て
い
て
、
木

が
綺
麗
に
見
え
た
。
家
の
近
く
の
公

園
で
は
地
面
が
砂
だ
っ
た
か
ら
か
、

木
の
幹
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
ほ
ど
の
魅
力

を
感
じ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
母

い
わ
く
「
あ
ん
た
は
サ
ル
み
た
い

や
っ
た
で
」
と
。
よ
っ
ぽ
ど
木
登
り

が
上
手
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
上
手
な

例
え
で
あ
る
。
木
と
自
分
の
関
係
は

少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
る
。
今
で
も

よ
く
木
に
登
る
こ
と
は
あ
る
が
、
こ

こ
最
近
、
手
を
か
ざ
し
た
り
、
抱
く

と
い
う
行
為
が
追
加
さ
れ
た
。
木
を

味
わ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
話
を
聞

く
感
覚
に
近
い
。
触
診
と
も
似
て
い

る
が
少
し
違
う
。
木
と
戯た

わ
むれ

合
う
時

も
あ
れ
ば
共
に
時
を
過
ご
す
時
も
あ

る
。
拝
む
行
為
は
木
が
あ
る
感
謝
の

念
が
そ
う
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

自
分
が
歳
を
重
ね
た
時
、
手
を
合

わ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
木
が
見
つ
け
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
木
で
は
な
く
自

分
の
在
り
方
に
よ
る
物
だ
と
考
え
て

い
る
。
義
祖
母
を
見
て
い
る
と
感
謝

の
気
持
ち
が
体
表
へ
溢
れ
出
て
い
る

よ
う
だ
。
ま
だ
ま
だ
背
中
は
遠
い
。

義
祖
母
は
話
し
な
が
ら
慣
れ
た
手

つ
き
、
足
取
り
で
山
の
中
へ
入
っ

て
い
く
。
妻
の
兄
妹
は
幼
少
期
こ
の

山
で
育
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
オ
ラ
ン

ウ
ー
タ
ン
に
似
て
い
る
と
は
思
っ
て

い
た
が
合
点
が
い
っ
た
。
最
近
、
義

祖
母
は
口
笛
を
吹
き
な
が
ら
歩
く
そ

う
。
ウ
グ
イ
ス
の
鳴
き
真ま

似ね

を
2
人

で
し
な
が
ら
川
に
沿
っ
て
散
策
。
口

笛
の
音
に
ウ
グ
イ
ス
が
返
事
し
て
く

れ
る
。
山
の
中
に
は
僕
た
ち
以
外
に

人
は
い
な
い
。
あ
る
程
度
中
へ
入
る

と
風
合
い
が
変
わ
っ
た
鳴
き
声
が
聞

こ
え
た
。「
こ
こ
か
ら
は
別
の
鳥
の

縄
張
り
で
す
。」
と
案
内
し
て
く
れ

た
。
モ
ズ
の
縄
張
り
だ
。
様
々
な
鳴

き
真
似
で
遊
ん
で
く
れ
る
。
モ
ズ
は

他
の
鳥
の
鳴
き
真
似
を
す
る
面
白
い

鳥
だ
。
僕
が
続
い
て
鳴
き
真
似
を
す

る
と
、
ま
た
違
う
鳴
き
方
で
先
導
し

て
く
れ
る
。
様
々
な
鳴
き
声
で
遊
ん

だ
。
足
元
を
見
る
と
茶
色
の
カ
エ
ル

が
川
の
水
を
浴
び
な
が
ら
羽
虫
を

食
べ
て
い
る
。「
昔
は
蛇
が
い
て
ん

け
ど
。」
と
義
祖
母
、
な
る
ほ
ど
こ

の
カ
エ
ル
は
平
和
に
慣
れ
て
い
そ
う

な
体て

い

た
ら
く
な
わ
け
だ
。
整
え
ら
れ

た
道
を
除
け
ば
そ
こ
に
は
自
然
が
広

が
っ
て
い
た
。
こ
の
自
然
の
中
で
は

僕
は
と
て
も
定
住
で
き
そ
う
に
は
な

い
。
た
ま
に
遊
び
に
く
る
く
ら
い
が

ち
ょ
う
ど
い
い
の
だ
ろ
う
。
義
祖
母

と
僕
の
事
を
ウ
グ
イ
ス
が
家
に
帰
る

ま
で
見
送
っ
て
く
れ
た
。
僕
と
自
然

の
距
離
で
あ
る
。
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い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

ク
ル
ク
マ∧

12
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

ク
ル
ク
マ
・
シ
ャ
ロ
ー
ム

（
生
姜
科
）

透
か
し
百
合
（
百
合
科
）

モ
ン
ス
テ
ラ
（
里
芋
科
）

花
器

陶
花
器

ク
ル
ク
マ
は
夏
の
い
け
ば
な
に
重

宝
す
る
。
イ
ン
ド
や
タ
イ
の
熱
帯
の

花
な
の
で
暑
さ
に
強
い
。
ハ
ス
の
花

の
よ
う
な
も
の
か
ら
タ
テ
に
長
く
積

み
重
な
っ
た
も
の
ま
で
種
類
も
多

い
。
花
を
守
る
白
や
ピ
ン
ク
の
包
葉

が
美
し
い
。
子
供
を
護
る
お
母
さ
ん

の
よ
う
な
花
だ
。
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