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ヒ
マ
ワ
リ
と
ズ
ッ
キ
ー
ニ

　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨ 　

 

櫻
子

　

ま
ん
丸
の
ズ
ッ
キ
ー
ニ
は
賀
茂
茄
子
や
ト
マ

ト
と
同
じ
よ
う
に
、
し
ば
ら
く
食
卓
に
飾
っ
て

眺
め
て
い
る
。

　

向ひ
ま
わ
り

日
葵
は
日
本
で
は
食
用
油
く
ら
い
し
か
知

ら
れ
て
い
な
い
が
、
中
国
で
は
お
茶
を
飲
み
な

が
ら
向
日
葵
の
種
を
食
べ
る
。
殻
を
割
る
の
が

面
倒
だ
し
、
中
身
も
少
な
い
の
で
苦
手
だ
な
と

思
っ
て
い
た
が
、
実
は
す
ご
い
健
康
食
品
な
の

だ
。
ビ
タ
ミ
ン
Ｅ
、
鉄
分
、
亜
鉛
他
多
く
の
栄

養
素
が
含
ま
れ
る
。
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
下
げ

高
血
圧
や
貧
血
を
防
ぎ
若
返
り
の
効
果
も
あ
る
。

　

ズ
ッ
キ
ー
ニ
は
ペ
ポ
カ
ボ
チ
ャ
の
仲
間
。
こ

ち
ら
も
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
や
食
物
繊
維
を
多
く
含
む
。

鑑
賞
し
て
も
お
料
理
し
て
も
元
気
一
杯
の
夏
の

花
と
野
菜
。

　

花
材　

向
日
葵
（
菊
科
）

　
　
　
　

柏
の
斑
入
り
葉
（
山ぶ

な
毛
欅
科
）

　
　
　
　

ズ
ッ
キ
ー
ニ
（
瓜う

り

科
）

　
　
　
　

粟
（
稲
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
器

下
向
き
に
咲
く
内
気
な
花

　
　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨ 　

 

櫻
子

　

以
前
は
ア
リ
ウ
ム
の
仲
間
に
分
類
さ
れ
て
い

た
が
、
今
は
百
合
科
で
、
ネ
ク
タ
ロ
ス
コ
ル
ド
ゥ

ム
・
シ
ク
ラ
ム
と
い
う
学
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

買
っ
た
時
か
ら
花
が
枝
垂
れ
て
い
て
、
上
を
向

い
た
！
と
思
っ
た
ら
、
花
が
枯
れ
て
い
た
。
花

が
終
わ
る
と
上
を
向
く
の
だ
。
不
思
議
な
花
だ
っ

た
。
夏
は
ガ
ラ
ス
器
に
い
け
る
事
が
多
い
。
花

茎
が
花
器
の
下
ま
で
着
か
な
い
よ
う
に
浅
く
挿
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し
て
、
ガ
ラ
ス
越
し
に
茎
を
見
え
に
く
く
し
て

い
る
。

　

夜
に
水
温
が
上
が
っ
て
花
が
萎
れ
て
し
ま
う

事
が
多
い
の
で
、
夕
飯
の
片
ず
け
を
し
な
が
ら

水
を
替
え
る
事
に
し
て
い
る
。
朝
起
き
て
花
が

き
れ
い
だ
と
気
持
ち
が
い
い
か
ら
。

　

花
材　

ネ
ク
タ
ロ
ス
コ
ル
ド
ゥ
ム
・
シ
ク
ラ

　
　
　
　

ム
（
百
合
科
）

　
　
　
　

ト
ル
コ
桔
梗
二
種
（
竜
胆
科
）

　
　
　
　

デ
ィ
フ
ェ
ン
バ
キ
ア
（
里
芋
科
）

　

花
器　

紺
色
ガ
ラ
ス
花
瓶

エ
レ
ガ
フ
ミ
ナ

　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨ 　

 

櫻
子

　

今
年
初
め
て
出
会
っ
た
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
・

エ
レ
ガ
フ
ミ
ナ
。
ク
レ
マ
チ
ス
の
仲
間
で
あ
る
。

と
て
も
優
し
く
し
な
や
か
で
、
ワ
イ
ン
デ
ィ
キ
ャ

ン
タ
に
飾
っ
た
。
暑
い
部
屋
で
も
時
折
通
り
ぬ

け
る
風
に
揺
れ
な
が
ら
、
長
持
ち
し
て
く
れ
た
。

　

北
半
球
の
温
暖
な
地
域
に
は
原
種
が
約

３
０
０
種
は
あ
る
ク
レ
マ
チ
ス
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
ク

レ
マ
チ
ス
属
）。
そ
の
中
で
「
鉄
線
（
中
国
名
・

鉄
線
蓮
）」
と
呼
ば
れ
る
の
は
中
国
原
産
の
一
種

だ
け
な
の
に
、
つ
い
何
で
も
テ
ッ
セ
ン
と
呼
ん

で
し
ま
う
。
改
良
種
で
あ
っ
て
も
野
生
の
よ
う

な
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
フ

ラ
ン
ス
の
個
人
の
庭
で
作
例
に
似
た
小
さ
な
花

の
ク
レ
マ
チ
ス
が
石
壁
に
這
わ
せ
て
育
て
ら
れ

て
い
る
の
が
美
し
か
っ
た
。

　

花
材　

ク
レ
マ
チ
ス
・
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
・

　
　
　
　

エ
レ
ガ
フ
ミ
ナ
（
金
鳳
花
科
）

　
　
　
　

ア
ガ
パ
ン
サ
ス
（
百
合
科
）

　
　
　
　

野
葡
萄
（
葡
萄
科
）

　

花
器　

ワ
イ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ン
タ
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苔こ
け
ぼ
く木　

晒し
ゃ
れ
ぼ
く木　

　
　
　

仙
溪

　

父
が
い
け
ば
な
展
に
出
品
し
て
き
た
立
花
や

生
花
に
は
、
苔
が
び
っ
し
り
と
つ
い
た
古
木
を

好
ん
で
使
っ
て
い
た
。
冬
の
苔
梅
は
特
に
好
き

だ
っ
た
よ
う
だ
。
苔
む
し
た
枝
自
体
、
な
か
な

か
手
に
入
ら
な
い
花
材
で
あ
る
が
、
深
い
味
わ

い
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一

本
筋
の
通
っ
た
凛
と
し
た
風
格
の
よ
う
な
も

の
。
父
の
求
め
て
い
た
も
の
も
そ
う
い
う
も
の

だ
っ
た
と
思
う
。

　

苔
梅
な
ど
を
い
け
た
あ
と
は
、
花
が
終
わ
っ

て
も
捨
て
ず
に
残
し
て
い
る
。
盛
花
に
覗
か
せ

た
り
、
組
み
直
し
て
立
花
に
使
っ
た
り
、
蔓
も

の
を
い
け
る
と
き
の
土
台
と
し
て
使
え
る
。

　

ま
た
晒
木
も
残
し
て
あ
る
。
主
に
立
花
に
使

う
た
め
だ
が
、
盛
花
や
投
入
に
加
え
る
と
、
重

厚
な
雰
囲
気
や
自
然
の
妙
味
を
表
現
で
き
る
の

で
、
見
つ
け
た
ら
大
事
に
持
っ
て
お
か
れ
る
と

い
い
。

　

盛
花
や
投
入
に
晒
木
を
混
ぜ
る
場
合
、
重
量

の
バ
ラ
ン
ス
に
気
を
つ
け
る
こ
と
。
そ
の
ま
ま

器
に
い
け
る
の
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と
し
た

支
柱
を
つ
け
て
い
け
る
。
晒
木
を
う
ま
く
使
い

こ
な
せ
る
か
ど
う
か
は
、
重
さ
に
見
合
っ
た
仕

掛
け
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

　

作
例
で
は
短
い
晒
木
を
水
際
に
見
せ
て
、
上

に
山
苔
を
の
せ
て
い
る
。
本
来
な
ら
朽
木
を
使

い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
で
も
深
山
の
空
気

を
感
じ
ら
れ
る
。
苔
に
は
霧
を
吹
い
て
飾
る
。

　

花
材　

夏な
つ
は
ぜ櫨

（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　
　
　
　

京
鹿
の
子
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

蛍
袋
（
竜り

ん
ど
う胆

科
）

　
　
　
　

晒
木
・
山
苔

　

花
器　

か
い
ら
ぎ
釉
水
盤
（
木
村
盛
伸
作
）
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①　晒木に棒（作例では割り箸を使用している）をつけて
（作例では太針金で括り付けた）剣山にとめる。重さによっ
てはねじ釘で固定したり、棒を２本つけたりすればいい。

②　夏櫨を低く前へ出す。

③　晒木の仕掛けが隠れるように、水際に夏櫨を加える。
後方にも夏櫨を低く入れて奥行きをつくる。

④　京鹿の子を左前と右後ろへ立てたところ。空いたとこ
ろに蛍袋をのぞかせる。晒木はそのままでもいいが、作
例では山苔をのせて霧を吹いた。（４頁の花）

副

胴

真

留

控

中
間

副

胴

真

留

控 中
間

中
間

中
間

右
横
か
ら
見
た
と
こ
ろ

盛
花
斜
体
留
主
型　
（
逆
勝
手
）　

胴

留

真

中
間
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【　

記
録　

】

京
都
い
け
ば
な
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
２
０
１
３

今
年
か
ら
京
都
市
と
京
都
市
芸
術
文

化
協
会
の
主
催
に
よ
る
新
し
い
い
け
ば

な
イ
ベ
ン
ト
が
は
じ
ま
っ
た
。
い
け
ば

な
展
と
新
た
な
情
報
発
信
を
す
る
。

　

一
回
目
は
「
六
月
六
日
は
い
け
ば
な

の
日
」
の
ピ
ー
ア
ー
ル
を
兼
ね
て
、
花

菖
蒲
花
会
、
お
稽
古
は
じ
め
い
け
ば
な

体
験
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
内
容
で

開
催
さ
れ
、
花
会
に
は
桑
原
専
慶
流
か

ら
三
名
が
立
花
、
生
花
、
現
代
花
を
出

品
し
た
。

　

三
十
四
流
派
そ
れ
ぞ
れ
の
違
っ
た
花

の
見
せ
方
が
あ
り
、
特
に
古
典
花
で
は

流
派
に
よ
る
葉
組
の
違
い
を
観
る
事
が

で
き
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
華
道
以
外
に
も

狂
言
の
茂
山
千
五
郎
氏
、
尺
八
の
倉
橋

容
堂
氏
、
ピ
ア
ノ
の
髙
木
千
寿
子
氏
が

加
わ
っ
て
「
伝
え
る
」
こ
と
の
伝
統
と

工
夫
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
い

た
。

　

ま
た
基
調
講
演
は
国
際
日
本
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
の
村
井
康
彦
氏

が
中
世
の
文
化
の
活
力
に
つ
い
て
お
話

く
だ
さ
り
、「
い
け
ば
な
が
文
化
醸
成

の
た
め
の
集
い
の
場
を
つ
く
る
」
と

い
う
考
え
方
を
提
案
し
て
い
た
だ
い

た
。
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【　

記
録　

】

日
本
い
け
ば
な
芸
術
展
（
東
京
）

　

会
期　

5
月
24
日
㈮
〜
25
日
㈯

　

会
場　

日
本
橋
高
島
屋

　

出
品　

桑
原
仙
溪　
　

　

花
型　

除
真
立
花

　

花
材　

真　
　

松

　
　
　
　

正
真　

紫
蘭
（
桃
色
、
黄
色
）

ビ
ッ
グ
イ
シ
ュ
ー
日
本
版

「
生
き
残
り
の
し
く
み
」
②

　

植
物
が
動
物
を
養
っ
て
い
る
、
と
い
っ

て
も
食
べ
つ
く
さ
れ
て
は
困
る
の
で
、
植

物
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
工
夫
を
し
て
自
己

防
衛
を
し
て
い
る
。「
渋
み
」「
辛
み
」「
苦

み
」「
え
ぐ
み
」「
酸
み
」
な
ど
も
そ
の
自

己
防
衛
の
現
れ
だ
。

　

例
え
ば
柿
の
実
は
中
の
タ
ネ
が
で
き
あ

が
る
ま
で
虫
や
鳥
に
は
食
べ
ら
れ
な
い
よ

う
に
「
渋
み
」
を
も
っ
て
い
る
。
や
が
て

タ
ネ
が
で
き
る
と
「
渋
み
」
は
無
く
な
っ

て
甘
く
な
る
。

　
「
タ
デ
食
う
虫
も
好
き
好
き
」
と
い
う

よ
う
に
、
た
と
え
辛
い
タ
デ
を
好
ん
で
食

べ
る
虫
が
い
る
と
し
て
も
、
植
物
も
動
物

も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
棲
み
分
け
を
し
て
好

み
を
分
散
す
る
こ
と
で
生
き
て
い
け
る
の

だ
。

　
「
競
争
し
た
ら
ど
ち
ら
か
が
滅
ん
で
し

ま
う
。
生
物
は
ち
ょ
っ
と
だ
け
で
も
嗜
好

が
違
う
と
、
ど
こ
か
で
生
き
て
い
け
る
ん

で
す
よ
。」（
田
中
修
先
生
）

病
気
へ
の
生
き
残
り
戦
略

多
様
な
子
孫
を
残
す
こ
と

　

桜
餅
の
甘
い
香
り
の
も
と
は
、
虫
を
撃

退
す
る
た
め
に
サ
ク
ラ
が
用
意
し
た
ク
マ

リ
ン
と
い
う
物
質
で
あ
る
。
サ
ク
ラ
の
葉

に
は
ク
マ
リ
ン
に
な
る
前
の
物
質
と
触
媒

に
な
る
物
質
が
別
々
に
存
在
し
て
い
て
、

虫
が
か
じ
る
こ
と
で
こ
の
二
つ
の
物
質
が

出
合
い
、
反
応
が
進
ん
で
や
が
て
香
り
が

で
て
く
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

　

他
に
も
ク
ス
ノ
キ
の
葉
を
傷
つ
け
る
と

芳
香
を
放
つ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。（
防
虫
剤
に
利
用
→
樟し

ょ
う
の
う

脳
）

　

ま
た
マ
ツ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
針
葉
樹
は

カ
ビ
や
病
原
菌
を
遠
ざ
け
る
た
め
に
香
り

を
放
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
爽
や

か
な
香
り
と
し
て
感
じ
て
「
森
林
浴
」
を

楽
し
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
植
物
が
放

つ
香
り
は
総
称
と
し
て
「
フ
ィ
ト
ン
チ
ッ

ド
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
「
植
物
は
突
然
変
異
を
繰
り
返
し
、
こ

こ
ま
で
進
化
し
て
き
た
。
あ
る
植
物
の
原

産
地
を
調
べ
る
と
、
そ
の
種
が
生
き
ら
れ

る
ぎ
り
ぎ
り
の
環
境
で
あ
る
こ
と
が
多

い
。
ヒ
ノ
キ
も
あ
の
香
り
を
出
し
た
か
ら

原
産
地
で
生
き
残
っ
て
こ
ら
れ
た
ん
だ
と

思
う
。
そ
の
後
人
間
が
あ
ち
こ
ち
に
移
植

し
て
増
え
た
わ
け
で
す
。」（
田
中
先
生
）

　

さ
ら
に
植
物
は
怪
我
を
す
る
と
か
さ
ぶ

た
を
つ
く
っ
て
身
を
守
る
。
バ
ナ
ナ
や
リ

ン
ゴ
を
切
る
と
表
面
が
褐
色
に
変
わ
る
の

も
そ
の
一
つ
で
、
こ
れ
は
も
と
も
と
紫
外

線
の
害
を
消
す
た
め
に
植
物
の
中
に
あ
る

ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
が
酸
素
と
反
応
し
て
固

ま
っ
た
も
の
。

　

タ
ラ
ヨ
ウ
（
別
名
・
ハ
ガ
キ
ノ
キ
）
の

葉
に
釘
な
ど
の
尖
っ
た
も
の
で
文
字
を
書

く
と
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
く
っ
き
り
と

黒
く
浮
き
上
が
っ
て
く
る
の
も
同
じ
原
理

だ
。

　

植
物
に
と
っ
て
多
様
な
子
孫
を
残
す
こ

と
が
病
気
に
対
す
る
最
大
の
生
き
残
り
戦

略
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
い
ろ
ん
な
知
恵

を
し
ぼ
っ
て
き
た
。（
次
号
へ
つ
づ
く
）

　
　
　
　

副　
　

晒
木

　
　
　
　

請　
　

五
葉
松

　
　
　
　

見
越　

晒
木

　
　
　
　

控
枝　

松

　
　
　
　

流
枝　

晒
木

　
　
　
　

胴　
　

燕
尾
仙
翁　

晒
木

　
　
　
　

前
置　

松
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平
籠
に
い
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　

 　

櫻
子

　

穂
咲
七
竈
が
出
回
る
と
祇
園
祭
も
近
い

な
ぁ
と
感
じ
る
。
夏
の
草
花
を
い
け
る
時

に
足
元
に
使
っ
た
り
、
花
型
に
広
が
り
を

感
じ
さ
せ
る
に
は
必
ず
添
え
た
い
と
思

う
。

　

ま
ん
丸
の
小
さ
な
蕾
が
、
ぱ
っ
と
咲
い

て
綿
帽
子
の
よ
う
な
真
っ
白
の
塊
に
な

る
。
七
竈
に
葉
が
似
て
い
る
の
で
こ
の
名

前
が
つ
い
た
。
七
竈
と
は
同
じ
バ
ラ
科
で

あ
っ
て
も
属
は
違
う
。
木
で
は
あ
っ
て
も

涼
し
げ
で
軽
い
の
で
籠
花
に
も
良
く
似
合

う
。

　

白
竹
の
平
籠
に
矢や

は
ず
す
す
き

筈
薄
、
桔
梗
、
撫
子

と
取
り
合
わ
せ
た
。
穂
咲
七
竈
を
足
元
に

添
え
る
と
、
左
右
に
長
く
横
張
り
の
花
型

に
い
け
る
事
が
出
来
る
。
そ
う
す
る
事
で

他
の
草
花
も
伸
び
や
か
で
生
き
生
き
と
し

た
姿
に
な
り
、
そ
れ
で
い
て
軽
や
か
で
あ

る
。
夏
は
風
通
し
の
良
い
花
を
い
け
た
い

と
思
う
。

　

花
材　

矢
筈
薄
（
稲
科
）

　
　
　
　

穂
咲
七
竈
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

撫
子
（
撫
子
科
）

　
　
　
　

桔
梗
（
桔
梗
科
）

　

花
器　

白
竹
平
籠

∧
6
頁
の
花
∨

∧
8
頁
の
花
∨

副

胴

真

請

控
枝 流

枝前
置

正
真見

越

副

胴

真

請

控
枝 流

枝
前
置

正
真

見
越
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黄き
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲  

 　
　
　
　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

 

仙
溪

　

初
め
て
海
外
で
い
け
ば
な
を
披
露
し
た
時
に
い
け

た
の
が
黄
菖
蒲
の
生
花
だ
っ
た
。
ド
イ
ツ
・
デ
ュ
ッ

セ
ル
ド
ル
フ
郊
外
に
つ
く
ら
れ
た
日
本
庭
園
の
池
で

咲
い
て
い
た
の
を
切
ら
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
大
き
な

長
い
葉
で
な
ん
と
か
葉
組
も
で
き
て
、
ほ
っ
と
し
た

の
を
覚
え
て
い
る
。

　

西
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
分
布
す
る
黄
菖
蒲

が
日
本
に
来
た
の
は
明
治
頃
だ
そ
う
で
、
今
で
は
全

国
の
水
辺
に
野
生
し
て
い
る
帰
化
植
物
で
あ
る
。

　

京
都
の
深
泥
ヶ
池
で
も
見
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

こ
こ
に
は
貴
重
な
在
来
植
物
が
多
い
の
で
駆
逐
さ
れ

な
い
か
少
し
心
配
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
花
菖
蒲
や
杜
若
に
は
無
か
っ
た
黄
色
の

花
は
人
目
を
引
く
。
珍
し
く
花
屋
で
売
ら
れ
て
い
た

の
で
同
じ
水
辺
の
植
物
で
あ
る
半は

ん
げ
し
ょ
う

夏
生
を
と
り
合
わ

せ
、
薊

あ
ざ
み

で
色
を
加
え
た
。
黄
菖
蒲
の
花
に
は
花
菖
蒲

ほ
ど
の
強
さ
は
な
い
が
、
優
し
い
印
象
を
う
け
る
。

　

花
材　

黄
菖
蒲　
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

半
夏
生
（
蕺
ど
く
だ
み

科
）

　
　
　
　

薊
（
菊
科
）

　

花
器　

長
方
形
陶
水
盤
（
伊
藤
典
哲
作
）

ジ
ュ
ー
ン
ベ
リ
ー

 　
　
　
　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨ 　

 

仙
溪

　

花
型　

二
瓶
飾
り

　
　

主
瓶　

草
型
副
流
し

　
　
　
　
　

ジ
ュ
ー
ン
ベ
リ
ー
（
薔
薇
科
）

　
　

副
瓶　

行
型

　
　
　
　
　

ミ
ニ
薔
薇
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　
　
　
　

ガ
ラ
ス
小
鉢



11

　

日
本
の
中
南
部
、
四
国
、
九
州
に
分
布
す
る
ザ
イ

フ
リ
ボ
ク
（
采
振
り
木
）
は
シ
デ
ザ
ク
ラ
の
別
名
が

あ
り
、
四
〜
五
月
に
白
く
て
や
や
細
長
い
五
弁
花
が

咲
い
た
あ
と
実
が
で
き
て
熟
す
と
食
べ
ら
れ
る
。

　

ザ
イ
フ
リ
ボ
ク
の
仲
間
で
北
米
原
産
の
ア
メ
リ
カ

ザ
イ
フ
リ
ボ
ク
は
ジ
ュ
ー
ン
ベ
リ
ー
と
呼
ば
れ
、
近

年
果
樹
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
き
て
い
る
ら
し
い
。

　

花
屋
で
ジ
ュ
ー
ン
ベ
リ
ー
の
名
前
で
赤
い
実
の
つ

い
た
枝
が
売
ら
れ
て
い
た
の
で
、
生
花
に
い
け
て
み

た
。は
じ
め
て
い
け
た
の
だ
が
、葉
の
水
揚
げ
も
よ
く
、

こ
れ
か
ら
花
材
と
し
て
出
ま
わ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
。
一
種
で
は
物
足
り
な
い
の
で
、
ミ
ニ
薔
薇
を
と

り
合
わ
せ
て
二
瓶
飾
り
に
し
た
。

ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム

ホ
ワ
イ
ト
ス
ネ
ー
ク 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

∧
12
頁
の
花
∨　
　

仙
溪

　

葱
坊
主
を
二
種
類
使
っ
た
。
ど
ち
ら
も
立
派
な
球

状
に
無
数
の
花
が
伸
び
出
て
き
て
い
る
。

　

鮮
や
か
な
紫
色
は
お
な
じ
み
の
ア
リ
ウ
ム
・
ギ
ガ

ン
チ
ウ
ム
で
、
茎
の
曲
が
っ
た
白
っ
ぽ
い
方
が
ア
リ

ウ
ム
・
ホ
ワ
イ
ト
ス
ネ
ー
ク
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

こ
の
二
種
の
強
さ
に
負
け
な
い
花
に
赤
い
大
輪
の

百
合
を
選
ん
だ
。
品
種
名
は
ビ
ビ
ア
ナ
で
、
二
本
で

こ
れ
だ
け
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
る
。

　

こ
の
花
器
は
口
が
広
い
の
で
大
き
め
の
丸
剣
山
を

底
に
入
れ
て
い
け
て
い
る
。
ア
リ
ウ
ム
は
剣
山
に
さ

し
て
、
百
合
は
投
入
式
に
い
け
た
。

　

花
材　

ア
リ
ウ
ム
・
ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム
（
百
合
科
）

　
　
　
　

ア
リ
ウ
ム
・
ホ
ワ
イ
ト
ス
ネ
ー
ク（
百
合
科
）

　
　
　
　

百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

広
口
陶
花
瓶
（
前
田
保
則
作
）
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グ
ラ
ン
ド
マ
ス
タ
ー

　
「
グ
ラ
ン
ド
マ
ス
タ
ー
」
と
い
う
映
画

を
観
た
。
近
代
の
中
国
武
術
継
承
者
た
ち

が
ど
の
よ
う
に
生
き
た
か
が
描
か
れ
て
い

る
。
ぐ
つ
ぐ
つ
と
煮
え
る
蛇
の
ス
ー
プ
を

前
に
し
て
、
火
に
新
た
な
薪
を
入
れ
る
か

ど
う
か
を
語
り
な
が
ら
、
武
術
界
の
舵
取

り
を
話
し
合
う
と
こ
ろ
が
面
白
か
っ
た
。

火
が
強
い
と
焦
が
し
て
し
ま
う
し
、
弱
い

と
本
来
の
味
が
で
な
い
。
武
術
の
神
髄
を

伝
承
す
る
た
め
に
、
新
し
い
息
吹
を
加
え

る
こ
と
が
良
い
選
択
な
の
か
ど
う
か
、
武

術
界
の
ト
ッ
プ
は
苦
悩
す
る
。

　

中
国
武
術
の
門
派
は
四
百
以
上
あ
る
そ

う
だ
が
、
そ
の
中
の
一
つ
詠
春
拳
の
継
承

者
の
一
人
、
葉
問
（
イ
ッ
プ
マ
ン
）
が
映

画
で
は
中
心
的
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
詠

春
拳
は
中
国
南
部
に
伝
わ
る
武
術
で
、
技

の
型
は
「
小
念
頭
」「
尋
橋
」「
標
指
」
の

わ
ず
か
に
三
つ
。
こ
の
基
本
を
修
練
す
る

こ
と
で
自
然
に
体
が
反
応
し
て
相
手
の
攻

撃
を
防
御
す
る
。

　

い
け
ば
な
は
武
術
の
よ
う
な
戦
い
で
は

な
い
の
で
比
べ
る
の
は
お
か
し
い
が
、
稽

古
を
重
ね
て
技
と
心
を
体
得
す
る
こ
と

や
、
そ
の
神
髄
を
身
に
つ
け
て
次
へ
伝
え

る
こ
と
に
悩
む
の
は
同
じ
だ
と
感
じ
た
。

　

い
け
ば
な
に
と
っ
て
「
こ
の
三
つ
の
こ

と
を
身
に
つ
け
よ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の

は
何
だ
ろ
う
。
い
ろ
ん
な
こ
と
が
思
い
浮

か
ぶ
が
、
つ
き
つ
め
て
い
え
ば
次
の
三
つ

を
探
求
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

　
「
心
」
と

　
「
技
」
と

　
「
美
の
感
覚
」。

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
601
号　

2013
年
7
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
二
五
円       http://w

w
w

.kuw
aharasenkei.com
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被
災
地
へ 

仙
溪 

５
月
の
末
に
、
２
年
ぶ
り
に
被
災
地
を
訪
れ

た
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
仲
間
３
人
で
訪
れ
た
の
は
前
回

と
同
じ
宮
城
県
気
仙
沼
市
の
２
カ
所
の
仮
設
住

宅
。
今
回
も
現
地
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
お

世
話
に
な
り
、
当
日
は
会
場
が
い
っ
ぱ
い
に
な

る
賑
わ
い
に
な
っ
た
。
前
回
の
訪
問
を
覚
え
て

い
て
下
さ
っ
た
人
も
多
か
っ
た
。

「
お
花
は
人
気
が
あ
り
ま
す
ね
」。
孤
独
に
な

ら
な
い
よ
う
に
と
、
イ
ベ
ン
ト
参
加
を
呼
び
か

け
て
も
、
い
つ
も
そ
ん
な
に
多
く
集
ま
っ
て
く

だ
さ
ら
な
い
と
の
こ
と
。

「
あ
と
２
年
は
仮
設
暮
ら
し
な
の
」。
集
団
移

転
の
候
補
地
は
決
ま
っ
た
も
の
の
、
建
設
待
ち

状
態
だ
そ
う
だ
。「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
決
ま
っ

た
お
か
げ
で
、
い
つ
に
な
る
こ
と
や
ら
」「
巨

大
な
防
潮
堤
が
で
き
ち
ゃ
う
と
海
と
の
関
わ
り

が
絶
た
れ
て
し
ま
う
」
お
花
の
後
の
雑
談
に
花

が
咲
く
。「
帰
っ
た
ら
皆
に
伝
え
ま
す
！
」

過
去
に
何
度
も
津
波
災
害
を
経
験
し
た
三
陸

沿
岸
。
気
仙
沼
に
あ
る
リ
ア
ス
・
ア
ー
ク
美
術

館
で
は
、「
東
日
本
大
震
災
の
記
録
と
津
波
の

災
害
史
」
と
い
う
常
設
展
示
で
、
悲
惨
な
現
実

を
記
録
、
検
証
し
、
現
場
か
ら
未
来
に
向
け
て

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
い
る
。
同
名
の
図

録
（
８
０
０
円
）
は
郵
送
で
購
入
可
能
。

「
人
間
だ
け
を
自
然
か
ら
切
り
離
し
て
は
い

け
な
い
。
人
類
は
自
然
を
畏
れ
敬
い
、
自
然
の

リ
ズ
ム
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
生
き
て
き
た
は
ず

だ
。
そ
の
永
い
時
間
の
蓄
積
を
再
認
す
る
必
要

が
あ
る
。」
図
録
よ
り
。
こ
こ
に
編
ま
れ
た
一

言
一
言
が
胸
を
打
つ
。
多
く
の
人
と
共
感
で
き

れ
ば
と
思
う
。
私
た
ち
の
未
来
の
た
め
に
。
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花
の
御お

わ座
す
場
所 

∧
表
紙
の
花
∨ 

 

仙
溪 

花
の
お
わ
す
場
所
を
ど
う
つ
く
る
か
。

そ
ん
な
テ
ー
マ
で
花
を
い
け
て
み
た
。
主

役
の
花
を
自
分
に
置
き
か
え
て
、
ま
わ
り

に
居
心
地
の
い
い
景
色
を
つ
く
る
。
見
た

こ
と
の
無
い
よ
う
な
景
色
が
で
き
れ
ば
な

お
い
い
。
大
自
然
は
決
し
て
単
調
で
は
な

く
、
千
変
万
化
だ
。
自
分
の
記
憶
の
引
き

出
し
を
頼
り
に
、
い
け
ば
な
に
「
自
由
」

を
得
よ
う
。

花
材

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
の
葉（
菖あ

や
め蒲

科
）

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
二
色（
里
芋
科
）

花
器

ガ
ラ
ス
水
盤
（
岩
田
糸
子
作
）

市
松
模
様
の
器 

∧
2
頁
の
花
∨ 

 

櫻
子 

お
や
つ
を
い
れ
て
お
き
た
く
な
る
器
。

色
と
り
ど
り
の
飴
の
か
わ
り
に
、
３
色

の
蛍

ほ
た
る
ぶ
く
ろ

袋
を
い
け
た
。

花
材

珍ち
ん
し
ば
い

至
梅
（
薔ば

ら薇
科
）

蛍
袋
三
色
（
胡
麻
の
葉
草
科
）

花
器

釉
彩
市
松
蓋
物（
横
山
武
司
作
）

撫
子
が
主
役 

∧
3
頁
の
花
∨ 

 

櫻
子 

た
っ
た
一
本
の
撫
子
だ
け
ど
、
配
色
と

花
形
次
第
で
主
役
に
で
き
る
。

花
材

猿
さ
る
と
り
い
ば
ら

捕
茨
（
百
合
科
）

撫な
で
し
こ子

（
撫
子
科
）

紫あ
じ
さ
い

陽
花
「
紅

く
れ
な
い」（

紫
陽
花
科
）

花
器

澱
青
釉
紫
紅
斑
花
瓶

（
宮
下
善
爾
作
）
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葉
蘭

七
葉

仙
溪

花
型

草
の
花
型

副
流
し

花
器

白
竹
竹
筒

生
花
の
中
で
も
最
も
基
本
的
な
形
式
を

そ
な
え
て
い
る
「
葉
蘭
」
は
、
緑
の
葉
を

あ
つ
め
て
形
を
作
り
、
そ
の
造
形
の
美
し

さ
を
見
る
い
け
ば
な
で
あ
り
、
華
麗
な
花

の
美
し
さ
よ
り
も
、
静
寂
な
内
面
美
を
見

る
い
け
ば
な
と
い
え
る
。

単
純
な
葉
の
組
み
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
、

均
衡
の
よ
く
と
れ
た
流
麗
な
花
形
を
造
り

上
げ
、
そ
こ
に
高
雅
な
品
格
を
も
と
め
よ

う
と
す
る
。
徹
底
し
た
技
術
の
修
練
に

よ
っ
て
素
朴
な
材
料
の
中
か
ら
美
を
み
つ

け
出
す
こ
の
生
花
は
、誇
張
し
て
い
え
ば
、

「
禅
」
の
こ
こ
ろ
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
。

（
以
上
、
専
溪
生
花
百
事
よ
り
抜
粋
）

以
前
は
大
、
中
、
小
の
葉
を
組
ん
で
売

ら
れ
て
い
た
が
、
最
近
で
は
大
き
な
葉
し

か
売
ら
れ
て
い
な
い
。
中
葉
、
小
葉
は
家

の
庭
か
ら
切
っ
て
い
け
て
い
る
。

真

真
囲

胴

副
控

留

総
囲
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む

③

立
花
時
勢
粧

上

（
前
号
の
続
き
）

直
心
立
の
内
真
の
花
形
（
第
四
図
）

直
心
立
の
内
行
の
花
形
（
第
五
図
）

直
心
立
の
内
草
の
花
形
（
第
六
図
）

除
心
真
行
草
の
事

除の
き
し
ん心

の
内
真
の
花
形
と
云
う
は
、
直す

ぐ
し
ん心

立
て
を
や
つ

し
て
、
心
を
横
へ
の
き
、
梢

こ
ず
え

の
上
へ
回か

え

し
て
、
除
心
と

も
正
心
立
と
も
名
付
け
た
り
。
副そ

え

、
請う

け

、
見み

こ
し越

、
流な

が
し枝

、

前ま
え
お
き置

、
長
短
高
下
の
出
し
所
、
直
心
立
と
か
わ
る
事
な

き
事
は
、
古
来
仏
前
対
の
花
に
か
な
ら
ず
用
い
来
る
花

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

（ここでは解説文がないので、上の 3 図は「立花秘伝抄 五」の「極真立」で掲載します。）
第六図 第五図 第四図



77

形
な
る
ゆ
へ
。
卓

し
ょ
く、

香こ
う
ろ炉

、
鶴
亀
の
荘か

ざ
り厳

、
定
法
あ
る

に
ま
か
せ
、
立
花
も
こ
れ
に
随

し
た
が

い
て
、
流
枝
、
前
置
の

長
さ
、
そ
の
外
寸
法
法
式
あ
る
事
な
り
。
然
る
に
常
の

花
に
も
そ
の
式
法
を
守
り
て
人
に
お
し
ゆ
る
の
初
め
と

す
る
よ
り
、
あ
ま
ね
く
立
花
の
風
俗
と
な
れ
る
も
の
な

り
。

除
心
立
の
内
真
の
花
形
（
第
七
図
）

除の
き
し
ん真

の
内
行
の
花
と
云
う
は
、
前
の
花
形
を
や
つ
し

て
、
異
曲
さ
ま
ざ
ま
に
し
ん
を
く
る
は
せ
。
六
つ
の
大

枝
の
長
短
高
下
、
心
に
随

し
た
が

い
て
、
く
る
い
た
る
時
は
、

花
形
風
流
に
て
、
ひ
と
き
わ
花か

れ
い麗

に
見
所
お
お
く
、
作

意
も
働
き
て
、
お
の
ず
か
ら
珍
し
き
姿
も
出
来
る
な

り
。
往
昔
の
す注

１

き
人
む
つ
か
し
く
あ
し
ら
い
か
た
き
心

を
あ
つ
め
、
鍛
錬
工
夫
を
な
し
、
い
ろ
い
ろ
の
花
形

を
指
し
初
め
て
、
代
の
た注

２

の
し
み
へ
と
な
す
。
所い

わ
ゆ
る謂

、

水み
ず
ぎ
わ
の
き

際
除
の
し
ん
、
請う

け
な
が
し
た
て

流
枝
立
、
中な

か
な
が
し
た
て

流
枝
立
、
左ひ

だ
り
な
が
し
た
て

流
枝
立
、

内う
ち
ぞ
え
た
て

副
立
、
流な

が
し枝

持も
ち

の
花
、
こ
れ
を
行注

３

の
花
形
と
い
う
。

こ
の
心

こ
こ
ろ

を
も
っ
て
見
る
時
は
、
古注

４

来
花
に
自
由
を
な
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
の
景
気
を
か
え
、
人
の
心
を
な
ぐ
さ
む

る
の
使
と
す
る
も
の
な
り
。
然
る
に
田注

５

舎
に
は
定
法
に

か
か
わ
り
て
、
自
由
を
指
し
得
る
事
な
し
。
今
こ
こ
に

図
し
て
そ
の
風
体
を
知
ら
し
む
る
も
の
な
り
。
こ
れ
私

の
作
意
に
は
あ
ら
ず
。
近

ち
か
ご
ろ来

ひ注
６

と
の
版
行
せ
し
む
る
の

書
に
多
く
こ
れ
あ
る
所
な
り
。

除
心
の
内
行
の
花
形

請
上
り
立
（
第
八
図
）

同

水
際
除

請
上
り
立
（
第
九
図
）

同

流
枝
持
立
（
第
十
図
、
第
十
一
図
）

同

内
副
立
（
第
十
二
図
、
第
十
三
図
）

同

請
流
枝
立
（
第
十
四
図
、
第
十
五
図
）

同

中
流
枝
立
（
第
十
六
図
、
第
十
七
図
）

同

左
流
枝
（
第
十
八
図
、
第
十
九
図
）

第
八
図

立
花

松
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形
請
上
り
立

桑
原
次
郎
兵

衛
こ
れ
を
立
つ

松

梅

柳

柘
植

樫
木

椿

嫩

注
１
〜
６

初
版
本
で
は
次
の
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
１ 

名
師

２ 
お
し
え

３ 

名
目
の

４ 

古
人

５ 

近
代
は

６ 

名
師
の 
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除
心
の
う
ち
草そ

う

の
花
形
と
云
う
は
、
行
の
花
形
よ
り

指
出
し
て
心
の
除の

け
よ
う様

定
相
な
く
、
草
木
自
然
の
形
を
そ

の
ま
ま
に
、
さ
の
み
細
工
に
か
か
わ
ら
ず
、
或

あ
る
い

は
直
ぐ

或
は
斜

な
な
め

に
、
請う

け

、
副そ

え

、
流
枝
、
前
置
そ
の
外
の
大
枝
も

ま
た
か
く
の
如
く
。
長
短
高
下
の
定
法
を
離
れ
、
請
な

ふ
し
て
請
を
あ
し
ら
い
、
副
な
ふ
し
て
副
を
も
た
せ
、

六
つ
の
枝
、
あ
り
と
思
え
ば
な
く
、
な
き
か
と
お
も
え

ば
忽こ

つ
ぜ
ん然

と
有
り
て
、
一
枝
も
欠
く
る
事
な
く
、
出
生
に

背そ
む

か
ず
、
法
度
を
も
れ
ず
、
花
形
円
満
に
し
て
、
し
か

も
意
気
あ
り
発は

づ
み生

あ
り
艶つ

や

あ
り
色
あ
る
を
、
草
の
花
形

と
い
う
。
こ
れ
格か

く

を
離
れ
て
格
に
あ
い
、
習
を
捨
て
習

に
か
な
う
手し

ゅ
だ
ん段

な
り
。
さ
れ
ば
古
代
の
名
師
工
夫
を
な

し
、
心
を
く
だ
き
て
、
自
得
の
妙
手
よ
り
、
指
し
出
し

た
る
形
に
し
て
、
立
花
の
骨こ

つ
ず
い髄

こ
れ
な
る
べ
し
。
近
代

の
人
、
こ
の
花
形
を
指
し
得
ん
こ
と
を
願
え
ど
も
、
従

来
の
手
癖
離
れ
が
た
く
、
又
は
七
の
法
式
に
自じ

ば
く縛

せ
ら

れ
て
、
い
つ
も
同
じ
花
形
の
み
に
て
、
過
ぎ
行
く
こ
と
。

例
え
ば
鋳い

が
た型

を
も
っ
て
瓶
を
鋳い

る
に
、
出
来
不
出
来
あ

る
と
い
え
ど
、
瓶
の
形
は
変
わ
る
事
な
き
が
ご
と
し
。

名
人
の
花
と
云
う
は
、
十と

た
び
は
た
た
び

度
二
十
度
指
す
と
い
え
ど
も

珍
し
き
一
手
あ
ら
ず
と
い
う
事
な
し
。
さ
れ
ば
真
行
の

花
は
指
し
得
る
と
も
、
草
の
花
形
に
い
た
り
て
は
、
指

す
人
ま
れ
な
り
。
師
を
尋
ね
域

さ
か
い

に
至
ら
ず
ん
ば
、
こ
の

妙
を
得
が
た
か
る
べ
し
。
仮
に
図
を
し
る
し
て
爰こ

こ

に
書

を
略
し
ぬ
。

除
真
の
内
草
の
花
形
（
第
二
十
図
〜
第
三
十
図
）

※
省
略
し
た
絵
図
は
後
の
関
連
項
目
の
と
こ
ろ
で
掲
載
予
定
。

第
二
十
図

立
花

梅
除
真

除
真
の
内
草
の
花
形

桑
原
次
郎
兵
衛

梅

松

柳

椿

水
仙

枇
杷

※
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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ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト 

仙
溪 

表
紙
と
こ
の
頁
の
い
け
ば
な
は
、
あ
え

て
中
央
に
低
く
花
を
い
け
て
い
る
。

群
生
の
中
で
キ
ラ
リ
と
光
る
花
、
そ
ん

な
印
象
の
い
け
ば
な
で
あ
る
。

い
け
ば
な
に
お
い
て
は
、「
間
」
が
重

要
に
な
る
が
、
花
形
の
中
央
に
縦
長
の
隙

間
を
つ
く
る
と
、
不
思
議
な
風
の
通
り
道

が
生
ま
れ
る
。

立
花
の
花
形
に
「
二
つ
真
」
と
い
う
の

が
あ
る
。「
立
花
時
勢
粧
」
に
も
一
作
絵

図
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
水
面
ま
で

真
っ
直
ぐ
に
空
い
た
隙
間
の
緊
張
感
が
伝

わ
っ
て
く
る
。

そ
の
解
説
は
先
に
掲
載
す
る
が
、「
隙

間
を
ど
う
生
か
す
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

花
を
い
け
て
み
る
の
は
面
白
い
。

目
に
は
見
え
な
い
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

が
、
舞
台
中
央
の
花
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

て
い
る
。

花
材

縞し
ま
ふ
と
い

太
藺
（
蚊か

や
つ
り
ぐ
さ

帳
吊
草
科
）

紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

百
合
（
百
合
科
）

花
器

カ
ッ
ト
ガ
ラ
ス
水
盤
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11

ブ
ル
ー
レ
ー
ス
フ
ラ
ワ
ー

∧
10
頁
の
花
∨

仙
溪

赤
い
葉
脈
の
カ
ラ
ジ
ウ
ム
が
決
め
手
。

花
材

ト
ル
コ
桔
梗
（
竜
胆
科
）

ブ
ル
ー
レ
ー
ス
フ
ラ
ワ
ー

（
芹
科
）

カ
ラ
ジ
ウ
ム
（
里
芋
科
）

花
器

桃
花
瓷
壺
（
木
村
展
之
作
）

ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー

∧
11
頁
の
花
∨

櫻
子

向
日
葵
の
黄
色
と
、
花
器
の
モ
ザ
イ
ク

柄
に
あ
る
黄
色
と
の
関
連
性
が
面
白
い
。

花
材

ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
（
漆
科
）

向ひ
ま
わ
り

日
葵
（
菊
科
）

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
の
葉（
里
芋
科
）

花
器

石
垣
手
花
入
（
森
俊
次
作
）



12

出
合
い
花
（
1 0
） 

 

櫻
子

薔
薇

フ
ラ
ン
ネ
ル
フ
ラ
ワ
ー

家
元
が
は
じ
め
た
「
出
合
い
花
」
だ
が
、

い
ざ
い
け
て
み
る
と
な
か
な
か
難
し
い
。

「
テ
キ
ス
ト
」
の
た
め
に
写
真
撮
り
を
す

る
以
上
、
普
通
の
一
輪
挿
し
で
は
だ
め
だ

と
思
う
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

た
っ
た
二
本
の
い
け
ば
な
な
の
に
、
と

て
も
奥
が
深
い
。

新
鮮
な
出
合
い
。

と
っ
て
お
き
の
器
え
ら
び
。

こ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
を
ク
リ
ア
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

で
も
、
日
常
の
中
で
、
た
と
え
ば
来
客

前
に
急
い
で
花
の
い
け
か
え
を
し
て
い
る

よ
う
な
時
に
、
い
い
感
じ
の
出
合
い
花
を

自
然
に
い
け
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
そ
ん

な
時
に
は
、「
新
鮮
な
季
節
の
花
を
、
洒

落
た
器
に
」と
考
え
な
が
ら
い
け
て
い
る
。

「
出
合
い
花
」
に
は
い
け
ば
な
の
エ
ッ

セ
ン
ス
が
凝
縮
し
て
い
る
と
思
う
の
で
、

是
非
み
な
さ
ん
に
も
挑
戦
し
て
み
て
ほ
し

い
。
新
た
な
発
見
が
き
っ
と
あ
る
。

大
好
き
な
イ
ブ
ピ
ア
ッ
チ
ェ
と
い
う
薔

薇
に
、
優
し
い
フ
ラ
ン
ネ
ル
フ
ラ
ワ
ー
。

あ
ま
り
考
え
す
ぎ
ず
に
、
本
能
的
に
好
き

な
花
を
組
み
合
わ
せ
て
み
た
。

花
材

薔ば

ら薇
「
イ
ブ
ピ
ア
ッ
チ
ェ
」

（
薔
薇
科
）

フ
ラ
ン
ネ
ル
フ
ラ
ワ
ー

（
芹
科
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
産
）

花
器

結
晶
釉
細
口
花
瓶

（
前
田
保
則
作
）

嫩
？

 

仙
溪

「
立
華
時
勢
粧
」
の
紹
介
も
３
回
目
と

な
っ
た
が
、
読
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
現
代
語
訳
に
す
る
と
原
文
の
雰

囲
気
が
伝
わ
ら
な
い
の
で
、
あ
え
て
元
の

言
い
回
し
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。
少
々
読

み
づ
ら
い
か
も
し
れ
な
い
が
ご
容
赦
を
。

絵
図
の
横
に
示
し
た
花
材
名
に
つ
い
て

は
、『
い
け
ば
な
美
術
名
作
集

第
三
巻

立
華
時
勢
粧
』（
日
本
華
道
社
刊
）
を
参

考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

そ
の
中
に
「
嫩
」
と
い
う
花
材
名
が
何

度
も
出
て
く
る
。
は
じ
め
て
見
る
字
で
調

べ
て
み
る
と
、

【
嫩
】
［
音
］
ド
ン

ノ
ン

［
訓
］
わ
か
・
い

《
意
味
》
若
い
。
若
く
て
柔
ら
か
い
。

と
あ
っ
た
。
嫩
葉
は
若
葉
の
こ
と
。
柔
ら

か
な
枝
を
加
え
る
こ
と
で
、
立
花
を
生
き

生
き
と
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

鳥
の
囀

さ
え
ずり

に
耳
を
欹

そ
ば
だて

る
の
図
。

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
613
号

2014
年
7
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
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出
逢
い
花
（
2 0
）　
　

レ
オ
ン
ト
キ
ー
ル
・
オ
バ
レ
イ

　
　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

レ
オ
ン
ト
キ
ー
ル
と
は「
ラ
イ
オ
ン
の
手
」

と
い
う
意
味
だ
そ
う
だ
。
こ
の
花
の
蕾
を
写

真
で
見
た
が
、
確
か
に
ラ
イ
オ
ン
の
手
に
見

え
る
。

　

南
米
原
産
で
ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ
ア
の
仲
間

だ
が
、
地
面
を
這
う
か
、
も
し
く
は
蔓
で
育

つ
。
作
例
の
レ
オ
ン
ト
キ
ー
ル
は
湾
曲
し
た

太
い
茎
の
先
に
、
深
紅
の
花
が
球
状
に
集

ま
っ
て
咲
い
て
い
た
。

　

さ
て
、
何
と
い
け
よ
う
か
。
実
が
で
き
た

ば
か
り
の
山さ

ん
き
ら
い

帰
来
は
、
明
る
い
緑
色
の
葉
が

初う
い
う
い々

し
い
。
見
た
瞬
間
に
出
逢
わ
せ
た
く

な
っ
た
。

　

今
回
も
敢あ

え
て
水
際
が
見
え
る
よ
う
に
い

け
て
み
た
が
、
不
思
議
な
一
体
感
が
生
ま
れ

て
く
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が

は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。
互
い
に
１
本
ず

つ
の
出
逢
い
花
な
ら
で
は
の
面
白
さ
だ
と
思

う
。

　

花
材　

レ
オ
ン
ト
キ
ー
ル
・
オ
バ
レ
イ

　
　
　
　
（
百
合
科
・
彼
岸
花
科
・
ア
ル
ス

　
　
　
　

ト
ロ
メ
リ
ア
科
）

　
　
　
　

山
帰
来
（
百
合
科
）

　

花
器　

濃
青
色
陶
花
瓶
（
谷
口
良
三
作
）

え
ん
ど
う
豆

ベ
ル
鉄
線

　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

2
頁
の
写
真
は
５
月
初
旬
の
撮
影
で
、
え
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ん
ど
う
豆
の
園
芸
種
だ
と
思
う
が
、
宿
根
ス

イ
ー
ト
ピ
ー
も
こ
の
よ
う
に
い
け
ら
れ
る
。

　

春
の
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
が
一
年
草
で
、
そ
の

花
だ
け
が
出
荷
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
初
夏

に
蔓
の
ま
ま
出
荷
さ
れ
る
多
年
草
の
ス
イ
ー

ト
ピ
ー
を
宿
根
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
、
ま
た
は
サ

マ
ー
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
と
呼
ん
で
い
る
。

　

枯
枝
を
固
定
し
て
お
い
て
、
豆
の
蔓
を
か

ら
ま
せ
、
ベ
ル
鉄
線
を
根
締
め
に
加
え
る
。

　

花
型　

二
種
挿
し　

草
型　

副
流
し　

　

花
材　

宿
根
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
（
豆
科
）

　
　
　
　

ベ
ル
鉄
線
（
金
鳳
花
科
）

　

花
器　

盃
型
ガ
ラ
ス
花
器

立
花
研
修
会
の
花

　
　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

燈ど
う
だ
ん
つ
つ
じ

台
躑
躅　

真
・
請

　

土
佐
水
木　

副

　

躑つ
つ
じ躅　

見
越

　

芍
し
ゃ
く
や
く薬　

正
真

　

紫あ
じ
さ
い

陽
花　

控
枝
・
胴

　

鳴な
る
こ
ゆ
り

子
百
合　

流
枝
・
前
置

　

擬ぎ

ぼ

し
宝
珠　

大
葉
か
こ
い

　

撫な
で
し
こ子　

あ
し
ら
い

真

正
真副

控
枝

見
越 請

流
枝

胴

前
置
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

⑬

立
花
秘
傳
抄　

五

　
（
除
真
）
草
の
花
形
立
様
の
事

　

草
の
花
の
立
よ
う
と
云
う
は
、
前
の
六
つ
の
花
形
を
、

よ
く
よ
く
修
練
し
て
後
、
か
れ
こ
れ
を
か
よ
わ
し
ま
じ

え
て
、
或
は
直
心
立
に
し
て
、
流
枝
立
あ
り
、
或
は
請

あ
が
り
立
に
し
て
、
左
流
枝
あ
り
、
内
副
に
し
て
、
流

枝
持
あ
り
、
水
際
除
に
し
て
、
中
流
枝
立
と
、
さ
ま
ざ

ま
に
作
意
を
め
ぐ
ら
し
、
日
々
に
新
た
に
、
瓶
ご
と
に

あ
ら
た
に
し
て
、
七
つ
の
枝
よ
く
そ
な
え
、
法
度
指
し

合
い
、
古
法
を
背
か
ず
立
て
る
な
り
。

　

初
心
の
内
は
、
花
形
か
ゆ
る
こ
と
成
し
が
た
し
。
こ

れ
を
名
付
け
て
、
い
ろ
は
立
、
板
木
花
と
て
嫌
う
な
り
。

た
と
え
ば
古
歌
を
吟
じ
て
、
楽
と
せ
ん
よ
り
は
、
秀
歌

を
詠
む
に
は
し
か
じ
。

　
（
・・
し
か
じ
＝
・・
に
及
ぶ
ま
い
。・・
に
ま
さ
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。）

　

立
花
時
勢
粧
上
に
は
11
作
の
除
真
草
の
花
形
図
が
あ
る
（
す
で
に

テ
キ
ス
ト
６
１
３
号
で
1
作
を
掲
載
）。
そ
の
内
こ
こ
で
は
冨
春
軒
作

の
2
作
を
掲
載
す
る
。
枝
や
花
、
葉
や
実
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚

を
読
み
取
っ
て
ほ
し
い
。第

三
十
図

立
花　

梅
擬
除
真

除
心
の
内
草
の
花
形　

冨
春
軒

梅
擬　

柏　

菊　

小
菊　

椿　

熊
笹　

伊
吹

嫩　

樫
木

第
二
十
一
図

立
花　

松
除
真

除
心
の
内
草
の
花
形　

冨
春
軒

松　

梅　

苔　

椿　

柘
植　

水
仙　

伊
吹

晒
木　

枇
杷　

嫩　

著
莪



日
本
い
け
ば
な
芸
術
中
国
展

会
期　

5
月
20
日
㈬
〜
25
日
㈪

会
場　

そ
ご
う
広
島
店

③④

⑤

⑥

⑦⑧⑨



日
本
い
け
ば
な
芸
術
中
国
展

会
期　

5
月
20
日
㈬
〜
25
日
㈪

会
場　

そ
ご
う
広
島
店

①②

③
④

⑤⑥⑦



①

②
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七
竈
生
花　

仙
溪

日
本
い
け
ば
な
芸
術　

中
国
展
出
品
作

花
型　

生
花　

二
種
挿
し

花
材　

七
な
な
か
ま
ど竈　

鉄
線

花
器　

御お
す
な
や
き

砂
焼
花
器

　

私
と
上
野
淳
泉
先
生
（
日
本
い
け
ば
な

芸
術
協
会
・
特
別
参
与
）
は
広
島
の
「
御

砂
焼
」
に
花
を
い
け
た
。

　

御
砂
焼
は
宮
島
焼
と
も
神し

ん
し
ゃ砂

焼
と
も
い

い
、
古
く
か
ら
厳

い
つ
く
し
ま島

神
社
参
拝
の
際
の
縁

起
物
と
し
て
焼
か
れ
て
き
た
。
宮
島
の
砂

を
粘
土
に
混
ぜ
て
焼
か
れ
る
。

　

私
が
お
借
り
し
た
の
は
直
径
が
30
㌢
も

あ
る
大
き
な
器
で
、
今
回
の
花
展
の
た
め

に
特
別
に
作
ら
れ
た
も
の
。
事
前
に
器
の

写
真
を
見
て
何
を
い
け
よ
う
か
考
え
た
。

　

花
フ
ジ
さ
ん
が
用
意
し
て
く
れ
た
の
は

見
事
な
七
竈
。
写
真
の
水
際
で
直
径
10
㌢

近
く
あ
る
。
家
で
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
ま
で

さ
ば
き
、
新
幹
線
で
な
ん
と
か
広
島
へ
。

花
器
に
お
さ
め
る
の
に
手
こ
ず
っ
た
け
れ

ど
、
ピ
タ
ッ
と
立
っ
て
く
れ
た
。

　

御
砂
焼
が
気
に
入
っ
た
の
か
、
た
っ
ぷ

り
の
水
が
気
に
入
っ
た
の
か
、
七
竈
は
元

気
に
葉
を
ひ
ろ
げ
て
く
れ
た
。
逞
し
く
屈

曲
し
た
幹
に
は
、
過
去
に
ど
ん
な
ド
ラ
マ

が
あ
っ
た
の
か
。

　

桑
原
専
慶
流
か
ら
は
23
名
の
出
品
だ
っ

た
が
、
岡
山
の
先
生
方
の
「
い
い
花
を
い

け
よ
う
」
と
い
う
意
気
込
み
が
嬉
し
か
っ

た
。
い
ろ
ん
な
意
味
で
、
思
い
出
に
残
る

素
晴
ら
し
い
経
験
と
な
っ
た
こ
と
に
感
謝

し
て
い
る
。
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季
節
の
洋
と
和

櫻
子

カ
ッ
ト
ガ
ラ
ス
に
い
け
る

∧
10
頁
の
花
∨

　

花
材　

向ひ
ま
わ
り

日
葵
（
菊
科
）

　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
（
里
芋
科
）

　

ヒ
ペ
リ
カ
ム
（
弟お

と
ぎ
り
そ
う

切
草
科
）

　

花
器　

カ
ッ
ト
ガ
ラ
ス
花
瓶

宗
全
籠
に
い
け
る∧

11
頁
の
花
∨

　

花
材　

竹
島
百
合
（
百
合
科
）

　

珍ち
ん
し
ば
い

至
梅
（
薔
薇
科
）

　

下し
も
つ
け野

（
薔
薇
科
）

　

岡
虎
の
尾
（
桜
草
科
）

　

花
器　

宗そ
う
ぜ
ん
か
ご

全
籠
手
な
し

　

10
頁
の
ガ
ラ
ス
花
瓶
は
口
が
広
く
、
厚
み

が
あ
っ
て
か
な
り
重
い
。
こ
の
ガ
ラ
ス
花
瓶

も
11
頁
の
籠
も
、
ど
ち
ら
も
夏
む
き
の
涼
を

感
じ
る
器
だ
が
、
一
方
は
重
量
が
あ
り
、
一

方
は
軽
い
の
で
、
お
の
ず
と
い
け
る
花
も
そ

れ
な
り
の
も
の
を
選
び
た
い
。

　

ガ
ラ
ス
花
瓶
に
は
ア
ク
リ
ル
の
石
を
入

れ
、
剣
山
を
使
っ
て
重
厚
な
感
じ
に
い
け
て

い
る
。
大
好
き
な
八
重
咲
き
の
向
日
葵
を
主

材
に
、
臙
脂
色
の
ア
ン
ス
リ
ウ
ム
と
赤
い
実

が
可
愛
い
ヒ
ペ
リ
カ
ム
。
色
の
組
み
あ
わ
せ

を
楽
し
ん
だ
。
さ
ら
に
、
明
る
い
緑
色
を
加

え
た
く
て
、
ア
ク
リ
ル
製
の
ラ
ン
チ
ョ
ン

マ
ッ
ト
を
敷
い
て
い
る
。

　

宗そ
う
ぜ
ん全

籠
は
江
戸
時
代
前
期
の
茶
人
、
久ひ

さ

田だ

宗
全
が
作
っ
た
置お

き
か
ご籠

で
、
本
来
は
篠し

の

の
手
が
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付
い
て
い
る
。
籠
の
中
で
は
安
定
が
い
い
方

な
の
で
、
竹
島
百
合
も
し
っ
か
り
受
け
止
め

て
く
れ
る
。
そ
の
足
元
に
は
軽
や
か
な
珍
至

梅
、
下
野
、
岡
虎
の
尾
を
選
ん
だ
。
籠
の
雰

囲
気
に
合
わ
せ
て
野
趣
を
感
じ
る
花
で
統
一

し
て
い
る
。

　

両
方
の
写
真
を
見
比
べ
て
み
る
。
花
器
は

そ
の
ま
ま
で
、
左
右
の
頁
の
花
だ
け
を
入
れ

替
え
た
と
こ
ろ
を
想
像
し
て
み
る
と
、
ど
ち

ら
も
微
妙
な
違
和
感
を
感
じ
て
し
ま
う
。
重

量
的
な
バ
ラ
ン
ス
だ
け
で
は
な
く
て
、
自
分

が
表
現
し
た
い
雰
囲
気
と
の
違
和
感
。

　

表
現
し
た
い
も
の
が
何
な
の
か
が
は
っ
き

り
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
あ
っ
た
器
を
選
ぶ

べ
き
だ
し
、
花
材
の
と
り
合
わ
せ
も
そ
れ
に

随し
た
がえ

ば
い
い
。
洋
花
・
和
花
と
い
う
区
別
よ

り
も
、
花
の
風
情
を
統
一
す
る
こ
と
を
心
が

け
た
い
と
思
う
。な
か
な
か
難
し
い
け
れ
ど
、

と
て
も
大
切
な
こ
と
。

レ
モ
ン
だ
よ
り

寝
場
所
は
ど
こ
で
も
い
い
わ
け
で
は
な
い

ら
し
い
。
彼
な
り
の
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
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年
7
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
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日
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専
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込
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竹
取
物
語　

仙
溪　

　

ピ
ン
ク
の
カ
ン
パ
ニ
ュ
ラ
が
あ
ま
り
に
可
愛
か
っ

た
の
で
、
庭
の
篠し

の
だ
け竹

で
囲
む
よ
う
に
い
け
て
、
か
ぐ

や
姫
み
た
い
だ
な
ぁ
と
一
人
悦え

つ

に
入い

っ
て
い
る
。

　

光
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
な
ピ
ュ
ア
な
花
で
あ
る
。

蛍
袋
に
感
じ
る
野
の
風
情
と
は
違
う
、
は
つ
ら
つ
と

し
た
美
し
さ
。
青
い
ガ
ラ
ス
花
器
に
い
け
る
と
、
宇

宙
空
間
で
咲
い
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
雰
囲
気
を
こ

わ
さ
な
い
よ
う
に
、
篠
竹
の
い
け
方
を
工
夫
し
て
い

る
。

　

花
材　

カ
ン
パ
ニ
ュ
ラ
（
桔
梗
科
）

　
　

篠
竹
（
稲
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
器

事
故
か
ら
４
年
４
ヶ
月　
　

仙
溪

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
で
き
る
人
は
是
非
「
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
・
ハ
ー
ト
」
と
い
う
短
編
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
映
画
を
見
て
ほ
し
い
。
私
は
Ｙ
ｏ
ｕ
・
Ｔ
ｕ
ｂ

ｅ
で
見
つ
け
て
見
る
事
が
で
き
た
。

　

１
９
８
６
年
に
起
こ
っ
た
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発

事
故
が
子
ど
も
た
ち
に
与
え
た
放
射
能
被
害
の
実
態

を
、
事
故
発
生
か
ら
16
年
後
に
描
き
、
２
０
０
３
年

米
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
短
編
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
部
門
で

オ
ス
カ
ー
を
受
賞
し
て
い
る
。
約
40
分
、
日
本
語
の

字
幕
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
い
う
話
を
い
き
な
り
日
常
の
中
で
す
る
の
は

難
し
い
の
で
、
こ
こ
に
書
か
せ
て
頂
い
た
。
ネ
ッ
ト

の
世
界
に
は
妖
し
げ
な
情
報
が
散
乱
し
て
い
る
が
、

監
督
の
マ
リ
ア
ン
・
デ
レ
オ
さ
ん
に
深
い
人
間
愛
を

感
じ
た
の
で
、
私
は
こ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
見

た
こ
と
が
現
実
な
の
だ
と
信
じ
て
い
る
。
情
報
の
見

き
わ
め
に
、
発
信
者
の
人
柄
は
重
要
な
判
断
材
料
だ

と
思
っ
て
い
る
。
人
を
思
い
や
る
心
を
感
じ
る
か
ど

う
か
。
見
て
感
じ
て
、
共
に
考
え
た
い
。
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フ
ァ
ー
ン
（
シ
ダ
類
）

　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　
　

櫻
子

　

花
材　

デ
ィ
サ
３
種
（
蘭
科
）

　
　
　
　

ア
ン
ブ
レ
ラ
・
フ
ァ
ー
ン

　
　
　
　
　
（
羊し

だ歯
科
）

　
　
　
　

擬
宝
珠
（
百
合
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
鉢

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
は
ユ
ー
カ
リ
、
プ

ロ
テ
ア
や
ピ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
、
リ
ュ
カ
デ

ン
ド
ロ
ン
、
カ
ン
ガ
ル
ー
ポ
ー
の
よ
う
な

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
固
有
の
花
で
あ
る
ワ
イ

ル
ド
フ
ラ
ワ
ー
が
あ
り
、
普
段
の
お
稽
古

に
も
よ
く
い
け
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

又
最
近
で
は
ユ
ニ
ー
ク
な
グ
リ
ー
ン
の
種

類
も
増
え
て
き
た
。

　

フ
ァ
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
シ
ダ
類
は
原
生

林
の
高
木
の
下
に
一
面
に
広
が
る
よ
う
に

自
生
し
て
い
る
。

　

今
回
初
め
て
使
っ
た
ア
ン
ブ
レ
ラ

フ
ァ
ー
ン
は
輪
生
の
広
が
り
を
持
つ
シ
ダ

で
、
日
本
の
山
野
草
に
も
よ
く
似
合
う
。

そ
し
て
大
変
強
い
の
で
二
ヶ
月
以
上
も
取

り
合
わ
せ
を
替
え
て
飾
っ
て
楽
し
ん
だ
。

　

南
ア
フ
リ
カ
に
自
生
す
る
デ
ィ
サ
と
い

う
名
前
の
蘭
の
花
。
こ
れ
も
海
外
か
ら
輸

入
さ
れ
た
も
の
。
日
本
で
の
栽
培
は
と
て

も
難
し
い
ら
し
い
。
斑
入
り
擬
宝
珠
を
加

え
て
三
種
で
い
け
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
違

和
感
無
く
馴
染
ん
で
い
る
。
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山
の
風
情

　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　
　

仙
溪

　

花
材　

猿
さ
る
と
り
い
ば
ら

捕
茨
（
百
合
科
）

　
　
　
　

百
合
「
セ
ラ
ダ
」（
百
合
科
）

　
　
　
　

山や
ま
あ
じ
さ
い

紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　
　
　
　

下し
も
つ
け野

（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

こ
の
黄
色
の
百
合
は
セ
ラ
ダ
と
い
う
名

だ
が
、
一
輪
咲
き
に
仕
立
て
ら
れ
て
野
の

風
情
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
、
山
野
草
を
と

り
合
わ
せ
て
投な

げ
い
れ入

に
し
た
。
猿
捕
茨
に
は

棘
が
あ
る
が
、
こ
の
枝
に
は
無
か
っ
た
。

南
の
方
の
浜

は
ま
さ
る
と
り
い
ば
ら

猿
捕
茨
は
棘
が
無
い
の
で
、

掛
け
合
わ
せ
て
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

品
種
改
良
さ
れ
た
花
材
と
い
っ
て
も
、
こ

れ
ら
の
よ
う
な
山
の
風
情
を
感
じ
る
物
が

手
に
入
る
の
は
嬉
し
い
。

パ
イ
ナ
ッ
プ
ル

　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　
　

櫻
子

　

花
材　

パ
イ
ナ
ッ
プ
ル

　
　
　
　
　
（
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
科
）

　
　
　
　

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
（
菖
蒲
科
）

　
　
　
　

薔
薇
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

赤
色
ガ
ラ
ス
鉢

　

形
は
松
笠
に
、
味
は
リ
ン
ゴ
に
似
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
パ
イ
ン
と
ア
ッ
プ
ル
で
パ

イ
ナ
ッ
プ
ル
だ
そ
う
だ
。
美
容
と
健
康
に

良
い
栄
養
素
が
多
く
含
ま
れ
て
、
夏
バ
テ

に
も
効
果
的
。
そ
ん
な
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
に

感
謝
を
こ
め
て
同
系
色
の
薔
薇
と
盛
花
に

し
た
。
オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
を
エ
ネ
ル
ギ
ッ

シ
ュ
に
広
げ
て
。
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夏な
つ
は
ぜ櫨　

姫
百
合　
　
　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

二
瓶
飾
り

　

主
瓶　

　
　

花
材　

夏
櫨
（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　
　

花
器　

白
竹
竹
筒

　

副
瓶

　
　

花
材　

姫
百
合
（
百
合
科
）

　
　

花
器　

青
白
磁
水
盤

　

夏な
つ
は
ぜ櫨

の
名
前
の
由
来
は
、
夏
の
内
か
ら

櫨は
ぜ

の
よ
う
に
葉
が
色
づ
く
と
こ
ろ
か
ら
来

て
い
る
。

　

さ
て
、こ
の
櫨は

ぜ

と
は
ど
ん
な
木
だ
ろ
う
。

ハ
ゼ
ノ
キ
は
漆
科
の
落
葉
樹
で
、
そ
の
果

実
が
木も

く
ろ
う蝋

の
原
料
に
さ
れ
る
。
安
土
桃
山

時
代
末
の
１
５
９
１
年
に
中
国
南
部
か

ら
種
子
が
輸
入
さ
れ
た
の
が
最
初
で
、
江

戸
時
代
の
蝋ろ

う

燭そ
く

の
普
及
に
一
躍
買
っ
て
き

た
。
九
州
の
島
原
藩
で
は
ハ
ゼ
ノ
キ
栽
培

に
力
を
入
れ
て
木
蝋
が
特
産
品
と
な
り
、

現
在
も
製
造
さ
れ
て
い
る
。

　

ハ
ゼ
ノ
キ
が
日
本
に
入
る
前
か
ら
、
日

本
に
自
生
す
る
漆

う
る
し

科
の
多
く
を
ハ
ゼ
と
呼

ん
で
い
た
よ
う
だ
。
蝋ろ

う

を
採
っ
た
り
、
樹

皮
が
染
料
に
さ
れ
た
り
、
弓
の
材
料
と

な
っ
た
り
、
も
ち
ろ
ん
漆
を
採
っ
た
り
。

そ
し
て
秋
に
は
ほ
と
ん
ど
が
見
事
に
紅
葉

す
る
。
万
葉
集
に
も
一
首
、
梔は

じ
ゆ
み弓

の
名
前

で
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

夏
櫨
の
こ
と
を
書
く
つ
も
り
が
脇
道
へ

そ
れ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
花
の
名
前
を

調
べ
る
内
に
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
へ
辿
り
着

く
の
も
、
い
け
ば
な
の
楽
し
み
の
一
つ
で

あ
る
。
是
非
皆
さ
ん
も
。
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

㉔

立
花
秘
傳
抄　

一　

　

常
磐
木
之
部
（
つ
づ
き
）

　

檜

　
　

祝
言
に
用
い
る
。
苔
晒
共
に
付
く
。
上
に
ば
か
り
、

中
に
ば
か
り
、
下
ば
か
り
も
使
う
。
こ
れ
よ
り
奥

上
中
下
と
有
る
は
請
、
副
、
見
越
、
流
枝
、
控
に

立
て
る
な
り
。
前
置
に
は
大
木
の
類
は
用
い
ず
。

　

訓
蒙
図
彙
に
檜
を
図
し
て
こ
れ
栢
と
名
づ
く
。
本
草

綱
目
に
云
う
、
栢
は
側
栢
な
り
。
数
種
有
る
と
云
々
。

順
和
名
集
の
側
栢
日
本
の
白
檀
と
云
々
。
未
だ
詳

つ
ま
び
らら

か

に
あ
ら
ず
。

　

和
名　

さ
ひ　

富と
み

草　

幸
さ
い
わ
い

草

　

天
智
天
皇
花
尽
異
名

　
　

大
内
や
名
も
む
ら
さ
き
の
み
つ
ま
草
家
作
り
え
の

か
け
そ
久
し
き

　

蔵
玉
集

　
　

此
時
は
四
方
も
八
角
も
お
さ
ま
り
て
四
ツ
ま
草
に

も
花
は
咲
け
り

　

古
今

　
　

こ
の
殿
は
む
へ
も
富
け
り
さ
き
草
の
み
つ
は
四
ツ

は
に
殿
作
り
し
て

　

地
は
え
檜
と
云
う
は
実
植
に
し
て
漸

よ
う
や

く
五
尺
に
た
ら

ず
。出
生
直
な
る
ゆ
え
、正
心
に
用
い
る
は
こ
の
檜
な
り
。

　

し
よ
ろ
檜
と
云
う
は
、
若
木
の
小
枝
な
る
ゆ
え
、
横

へ
は
遣
え
ど
も
正
心
に
用
い
ず
。
こ
れ
立
花
第
一
の
賞

木
に
て
、
副
、
見
越
、
つ
や
、
あ
し
ら
い
に
指
し
て
叶

わ
ざ
る
よ
う
に
い
ま
も
古
風
に
は
こ
れ
を
用
い
る
。
当

代
は
初
心
の
物
に
し
て
さ
の
み
好
ま
ず
。
さ
り
な
が
ら

上
手
の
檜
つ
か
い
は
下
手
の
美
花
に
は
ま
さ
る
べ
し
。

よ
く
よ
く
心
を
付
て
新
た
に
指
す
べ
き
な
り
。

　

板
檜
こ
れ
も
小
木
に
し
て
葉
の
う
ら
お
も
て
な
く
ひ

ら
め
に
か
さ
な
り
あ
り
て
、
葉
先
丸
く
白
檀
の
葉
の
ご

と
く
な
り
。
自
然
に
立
ち
た
る
木こ

ず
え末

あ
ら
ば
正
心
に
も

用
う
べ
き
。
か
こ
い
、
つ
や
、
ね
じ
め
な
ど
に
当
代
専

ら
之
を
用
い
る
。
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檜
し
ん
は
大
木
の
枝
を
切
り
て
葉
つ
き
よ
く
、
木
つ

き
面
白
を
用
い
る
な
り
。
小
木
に
は
ま
れ
な
る
物
な
り
。

ま
ず
し
ん
に
は
た
ら
き
あ
る
時
は
そ
の
勢
い
を
流
枝
、

或
い
は
請
に
も
た
せ
、
板
檜
、
し
よ
ろ
檜
な
ん
ど
の
小

枝
を
も
っ
て
水
際
へ
あ
し
ら
い
く
だ
し
、
一
所
一
所
に

は
た
ら
き
を
付
け
、
又
一
瓶
の
内
の
檜
を
つ
か
ね
て
一

木
と
な
し
て
見
る
時
、
た
が
い
に
和
合
し
て
景
気
面
白

よ
う
に
指
す
べ
き
な
り
。
檜
は
花
も
咲
か
ず
葉
も
見
事

な
ら
ず
と
い
え
ど
、
立
花
の
上
に
て
は
第
一
の
景
物
と

す
。
初
心
巧
者
の
わ
か
ち
は
檜
に
て
よ
く
あ
ら
わ
る
る

物
な
り
。

　

柏
か
し
わ

　
　

祝
言
に
用
い
る
。

　
　

上
段
中
段
苔
付
け
ず
。

　
　

晒
木
は
成
る
程
ほ
そ
き
を
用
い
る
。

　
　

心
、
請
、
副
、
控
枝
。

　
　

流
枝
に
な
ら
ず
。

　
　

葉
は
水
際
ま
で
さ
げ
ず
。

　

本
草
綱
目
に
云
う
、
檞か

い　

唐
韻
云
柏　

藻
塩
草
、
な

ら
の
広
葉　

葉
広
柏　

青
柏

　

秋
柏

　
　

わ
く
ら
葉
祝
言
に
嫌
う
。

　
　

病
葉
と
か
き
て
、
赤
き
は
の
虫
の
き
し
り
て
朽
ち

た
る
を
云
う
。　

　

柏
は
大
木
な
り
と
い
え
ど
、
こ
れ
古
法
な
り
。
然
る

に
近
代
あ
ま
ね
く
太
き
を
用
い
る
は
出
生
を
知
ら
ざ
る

故
な
り
。
あ
る
師
の
云
う
、
柏
の
晒
木
は
細
き
枝
の
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
皮
の
残
り
た
る
こ
そ
、
同
木
の
景
気
も
う

つ
り
て
面
白
き
物
な
り
と
云
え
り
。

第
八
十
三
図

立
花　

檜
除
真

左
草
の
対
の
花　

寺
田
八
郎
兵
衛

檜　

苔　

梅
擬　

松　

菊　

小
菊

熊
笹　

柘
植　

嫩　

檜
扇

　

広
葉
の
類
一
瓶
に
一
色
な
ら
で
は
指
さ
ず
。柏
、枇
杷
、

紫
苑
、
ぎ
ぼ
う
し
、
だ
ん
と
く
、
う
こ
ん
草
、
朴
の
葉
、

の
よ
う
な
類
な
り
。

　

柏
の
大
葉
水
打
つ
時
は
、
葉
し
だ
れ
て
花
の
ぐ
あ
い

ち
が
う
物
な
り
。
茎
を
枝
に
結
び
つ
け
て
遣
う
べ
し
。

ま
た
よ
く
水
を
あ
げ
さ
せ
ん
と
な
ら
ば
、
枝
の
皮
目
を

一
方
削
っ
て
水
へ
入
る
べ
し
。

　

テ
キ
ス
ト
６
１
５
号
で
掲
載
し
た

立
花
図
の
一
つ
に
檜
を
真
に
使
っ
た

立
花
が
あ
っ
た
の
で
、
再
び
紹
介
し

て
お
く
。



師
範
会
研
修
会

「
立
花
講
座
」

　

会
期　

6
月
12
日
㈰

　

会
場　

京
都
ブ
ラ
イ
ト
ン
ホ
テ
ル

　

講
師　

桑
原
仙
溪

　

季
節
の
花
材
で
立
花
を
一
か
ら
立
て

る
と
こ
ろ
を
見
て
も
ら
い
、「
役
枝
の

名
称
」「
橐た

く
だ駝

さ
ん
の
教
え
」「
立
花
十
徳
」

に
つ
い
て
解
説
し
た
。

除
心
立
花

花
材夏

櫨　

笹
百
合　

珍
至
梅　

躑
躅

姫
百
合　

岡
虎
の
尾　

紫
先
代
萩

穂
咲
下
野　

釣
鐘
鉄
線　

羊
歯

花
器　

青
瓷
花
瓶
（
木
村
展
之
作
）

こ
の
立
花
は
「
い
け
ば
な
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
出
品
し
た
も
の
を
元

に
一
部
花
を
か
え
て
立
て
た
も
の
で
、

丁
度
、
笹
百
合
の
時
季
だ
っ
た
の
で
、

山
で
笹
百
合
に
出
逢
っ
た
時
の
感
動
を

も
と
に
、
山
の
草
木
を
集
め
て
立
て
て

い
る
。水
色
の
器
に
白
、薄
桃
色
、桃
色
、

紫
色
、
黄
色
の
花
が
優
し
く
乗
っ
た
。

同
志
社
大
学
通
信

Ｏ
ｎ
ｅ　
ｐ
ｕ
ｒ
ｐ
ｏ
ｓ
ｅ　

１
８
７

〜
同
志
社
人
訪
問
〜

　
　

桑
原
仙
溪
さ
ん
に
聞
く

　

現
役
大
学
生
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答

え
て
、
私
の
い
け
ば
な
観
を
記
事
に
し

て
い
た
だ
い
た
。

　
「
花
と
無
心
に
向
か
い
合
う
こ
と
の

素
晴
ら
し
さ
を
、
一
人
で
も
多
く
の
人

に
伝
え
、
日
本
が
培
っ
て
き
た
自
然
を

慈
し
む
心
を
よ
み
が
え
ら
せ
高
め
て
い

く
。
そ
れ
が
い
け
ば
な
の
家
元
の
務
め

だ
。」※

こ
の
冊
子
を
ご
希
望
の
方
は
家
元

事
務
局
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
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沢さ
わ
ふ
た
ぎ

蓋
木
の
立
花　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

日
本
い
け
ば
な
芸
術
展
出
品
（
５
月
）

　

花
型　

除の
き
し
ん真

立
花　

下げ
だ
ん
の
き

段
除　

　

花
材　

沢
蓋
木
（
灰
の
木
科
）

　
　
　
　

躑つ
つ
じ躅

（
躑
躅
科
）

　
　
　
　

杜
か
き
つ
ば
た若

（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

武む
さ
し
あ
ぶ
み

蔵
鐙
（
里
芋
科
）

　

花
器　

龍
耳
銅
花
瓶

　

沢
蓋
木
は
名
前
の
ご
と
く
渓
流
を
覆
う
よ
う
に
枝

を
伸
ば
す
木
だ
。
初
夏
に
白
い
花
を
咲
か
せ
る
。
花

フ
ジ
さ
ん
の
山
の
畑
に
も
小
川
の
土
手
に
植
え
ら
れ

て
い
て
、
晩
夏
に
訪
れ
た
時
に
は
瑠
璃
色
の
実
が
沢

山
つ
い
て
い
た
。

　

日
本
、
朝
鮮
半
島
、
中
国
に
分
布
す
る
落
葉
低
木

で
、
灰
の
木
科
、
灰
の
木
属
の
植
物
。
灰
の
木
の
名

前
は
、
木
を
燃
や
し
た
灰
が
染
料
の
媒
染
剤
と
さ
れ

た
こ
と
か
ら
来
て
い
る
。
木
に
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
が
多

く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、
染
料
の
色
の
発
色
や
定

着
に
役
立
つ
そ
う
だ
。
現
在
の
み
ょ
う
ば
ん
に
代
わ

る
も
の
だ
っ
た
。
昔
は
こ
う
い
う
灰
を
専
門
に
作
る

人
が
い
て
、
植
物
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
現

在
で
も
陶
芸
家
の
中
に
は
様
々
な
木
の
灰
で
釉
薬
を

研
究
さ
れ
て
い
る
人
も
お
ら
れ
る
。
植
物
は
灰
に

な
っ
て
も
人
の
役
に
立
っ
て
い
る
の
だ
。
た
だ
し
環

境
が
汚
染
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
育
っ
た
樹
木
は
、
灰
の

利
用
も
で
き
な
く
な
る
が
。

　

さ
て
、
苔
む
し
た
沢
蓋
木
の
枯
木
を
、
そ
の
曲
が

り
や
枝
付
き
を
生
か
し
な
が
ら
立
て
た
の
だ
が
、
真

の
出
口
が
低
い
花
型
に
な
っ
た
。
山
中
の
沢
に
杜

か
き
つ
ば
た若

が
咲
き
、
躑つ

つ
じ躅

が
彩
り
を
添
え
て
い
る
。
テ
ン
ナ
ン

シ
ョ
ウ
の
仲
間
の
武む

さ
し
あ
ぶ
み

蔵
鐙
を
の
ぞ
か
せ
る
と
、
深
山

の
景
色
が
で
き
あ
が
っ
た
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
637
号　

2016
年
7
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
）
桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
四
〇
円
（
消
費
税
込
）

 http://w
w

w
.kuw

aharasenkei.com

出
逢
い
花
（
30
）　
　
　

仙
溪

　

満ど
う
だ
ん
つ
つ
じ

天
星
（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　

木む
く
げ槿

（
葵
あ
お
い

科
）

花
器　

陶
製
鉢
カ
バ
ー
（
ベ
ル
ギ
ー
）

　

湯
呑
み
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
実
は

鉢
カ
バ
ー
。
植
木
鉢
を
部
屋
の
中
に
飾
り

た
い
と
き
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
容
器
の
ま

ま
で
は
味
気
な
い
。
そ
ん
な
時
の
カ
バ
ー

と
し
て
大
小
い
ろ
い
ろ
な
形
で
売
ら
れ
て

い
た
。
ベ
ル
ギ
ー
製
で
、
黒
陶
に
鮮
や
か

な
色
の
釉
薬
が
か
け
ら
れ
、
貫

か
ん
に
ゅ
う入

が
ア
ク

セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。

　

ミ
ニ
鉢
植
用
の
器
を
二
つ
購
入
し
た
時

か
ら
、
水
が
入
れ
ら
れ
る
な
ら
、
対
で
花

を
い
け
よ
う
と
決
め
て
い
た
。
ど
ん
な
花

を
出
逢
わ
せ
よ
う
か
、
そ
ん
な
気
持
に
さ

せ
て
も
ら
え
る
の
は
、
き
っ
と
器
の
力
だ

と
思
う
。
食
卓
や
窓
辺
に
飾
る
よ
う
な
気

楽
な
花
が
似
合
う
器
。
一
輪
の
花
で
も
お

洒
落
に
飾
れ
る
、
そ
ん
な
器
に
最
近
は
目

が
行
っ
て
し
ま
う
。

　

ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
は
大
き
な
枝
か
ら
小

さ
な
小
さ
な
小
枝
ま
で
、
器
の
大
き
さ
に

合
わ
せ
て
ど
ん
な
大
き
さ
に
も
い
け
ら
れ

る
重
宝
な
枝
だ
。
小
さ
く
い
け
る
と
風

か
ざ
ぐ
る
ま車

の
よ
う
な
葉
の
姿
が
よ
く
わ
か
る
。
グ

レ
ー
の
釉
薬
の
方
に
翠

み
ど
りを

い
け
て
、
赤
い

方
に
は
底そ

こ
べ
に紅

の
ム
ク
ゲ
を
一
本
、
器
の
口

に
乗
る
よ
う
に
い
け
た
。
緑
色
の
背
景
に

置
く
と
、
白
と
赤
が
爽
や
か
に
薫
る
。
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七
夕
飾
り

　
　
　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　
　

櫻
子

　

花
材　

笹
（
稲
科
）

　
　
　
　

鳴
子
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

姫
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

桔
梗
（
桔
梗
科
）

　

花
器　

濃
茶
色
陶
花
瓶

　

七
夕
飾
り
は
短
冊
に
願
い
事
を
書
い
て

笹
に
飾
る
行
事
で
、
五
節
句
の
ひ
と
つ
。

桃
の
節
句
や
端
午
の
節
句
の
よ
う
に
祝
う

行
事
で
は
な
い
が
、
そ
の
時
々
の
季
節
の

行
事
を
大
切
に
し
て
き
た
日
本
ら
し
い
習

慣
だ
と
思
う
。

　

家
の
南
側
の
壁
を
き
れ
い
に
直
し
、
笹

を
植
え
た
ら
良
く
繁
っ
て
く
れ
て
い
る
。

そ
れ
以
来
、
笹
を
い
け
る
事
が
多
く
な
っ

た
。
姫
百
合
や
桔
梗
の
花
も
、
笹
と
い
け

る
と
、
七
夕
の
星
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

白
斑ふ

が
多
く
て
珍
し
い
ナ
ル
コ
ユ
リ
は

ま
る
で
Ｍ
ｉ
ｌ
ｋ
ｙ　

Ｗ
ａ
ｙ
（
天
の

川
）。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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広
口
花
瓶
に
い
け
る　

　
　
　
　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

美
白
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

胡
蝶
蘭
（
蘭
科
）

　
　
　
　

バ
ン
ダ
（
蘭
科
）

　
　
　
　

ク
テ
ナ
ン
テ（
ク
ズ
ウ
コ
ン
科
）

　

花
器　

デ
ル
フ
ト
花
瓶

　

口
の
広
い
花
瓶
は
、中
に
剣
山
を
入
れ
、

支
柱
を
4
本
立
て
て
十
文
字
配
り
を
固
定

し
て
お
く
と
い
け
や
す
い
。

　

お
祝
い
の
い
け
ば
な
の
参
考
に
、
白
い

百
合
と
、
ピ
ン
ク
の
二
種
類
の
蘭
の
と
り

合
わ
せ
で
い
け
て
み
た
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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①

②

③

師
範
会
総
会
・
研
修
会

　

会
期　

5
月
21
日
㈰

　

会
場　

京
都
ブ
ラ
イ
ト
ン
ホ
テ
ル

　

総
会
の
後
の
家
元
と
副
家
元
に
よ
る

自
由
花
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で

は
、
初
夏
の
花
材
の
い
け
方
を
解
説
し

た
が
、
特
に
「
花
器
」
の
重
要
性
に
つ

い
て
お
話
し
た
。
家
庭
で
楽
し
む
時
も
、

ハ
レ
の
場
に
い
け
る
時
も
、
花
器
の
選

び
方
に
よ
っ
て
、
花
の
表
情
が
随
分
変

わ
る
。
手
間
を
お
し
ま
ず
、
仕
掛
け
を

工
夫
す
る
こ
と
で
、
特
別
な
器
を
さ
ら

に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。

対
の
ガ
ラ
ス
花
器
に
い
け
る　
　

仙
溪　

　

花
材　

花
菖
蒲
２
色　

紫
陽
花
３
種

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
器
２
瓶
（
チ
ェ
コ
・
モ
ゼ
ー
ル
）

緑
と
紺
と
金
の
花
器
に
い
け
る　
　

櫻
子　

　

花
材　

黄き
ば
な
そ
け
い

花
素
馨　

ラ
イ
ラ
ッ
ク　

薔
薇

　

花
器　

角
形
陶
花
瓶
（
フ
ラ
ン
ス
に
て
購
入
）
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④

花
材　

芭
蕉
の
葉　

ヘ
レ
コ
ニ
ア

モ
ン
ス
テ
ラ
大
小

グ
ズ
マ
ニ
ア

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

あ
る
夜
、
野
良
猫
と
ケ
ン
カ
し
て
お

し
り
を
負
傷
。
そ
の
後
、
舐な

め
壊こ

わ

し
て

傷
口
が
ひ
ろ
が
り
獣
医
さ
ん
へ
。
傷
が

ふ
さ
が
る
ま
で
、
顔
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
カ

ラ
ー
と
い
う
も
の
を
装
着
せ
ね
ば
な
ら

な
く
な
り
ま
し
た
。
お
か
げ
で
傷
も
小

さ
く
な
っ
て
き
ま
し
た
よ
。
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

㊱

立
花
秘
傳
抄　

二　

　

花
之
部
（
つ
づ
き
）

　

椿

　
　

祝
言
。
下
段
。

　
　

海
石
榴
。

　

本
草
綱
木
（
目
の
ま
ち
が
い
）
に
山
茶
花
と
い
え
る
日

本
の
椿
な
り
。
格か

く
こ
ろ
ん

古
論
に
曰
く
。
一
稔
紅 

千
葉
紅 
千

葉
白
。
こ
の
外ほ

か

勝あ

げ
て
計か

ぞ

う
べ
か
ら
ず
。

古
歌川

上
の 

つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら
に 

見
れ
と
も
あ
か

ぬ 

と
せ
の
春
か
な

か
ぎ
り
な
き 

は
こ
や
の
山
は
幾
と
せ
か 

し
ら
玉
椿

し
ら
す
行
く
す
え
。

　

椿
古
方
に
城
中
、
又
得
道
の
祝
い
に
立
て
ず
。
そ
の

ゆ
え
は
、
花
お
ち
や
す
き
物
な
れ
ば
、
落
ち
る
と
い
う

言
葉
を
い
む
故
な
り
。
す
べ
て
草
木
の
花
、
ち
る
、
し

ぼ
む
、
落
花
、
皆
不
吉
の
言
葉
あ
る
時
は
、
椿
に
限
り

た
る
も
覚
束
な
し
。
但
し
幾
日
あ
り
て
も
落
ち
ざ
る
様

に
細
工
し
て
、
立
て
る
と
き
は
、
苦
し
か
る
ま
じ
。

　

椿
は
大
木
に
し
て
し
か
も
大
輪
な
る
花
、
水
ぎ
わ
に

指
す
こ
と
法
度
に
背
き
、
出
生
に
た
が
う
こ
と
は
い
か

に
ぞ
や
。
一
説
に
云
う
。
椿
は
近
代
は
や
り
出
て
、
一

輪
二
輪
だ
に
も
大
切
の
花
な
る
故
、
木
を
お
し
み
て
長

く
切
る
こ
と
な
し
。
故

う
つ
り
ゆ
くに

水
ぎ
わ
ば
か
り
に
、
遣
い

な
ら
わ
せ
り
と
云
え
り
。
然
れ
ど
も
椿
の
み
に
限
ら
ず
、

木む
く
げ槿

、
長
春
、
花
柘ざ

く
ろ榴

、
ケ
様
の
た
ぐ
い
古
来
よ
り
水

ぎ
わ
に
指
す
時
は
、
前
の
説せ

つ

用
い
が
た
し
。
或
る
師
の

曰
く
。
惣
じ
て
草
木
の
景
気
高
木
と
い
え
ど
、
高
く
指

し
て
あ
し
き
あ
り
。
大
輪
と
い
え
ど
ひ
く
く
指
し
て
面

白
く
あ
り
。
椿
、
長
春
、
木
槿
な
ど
は
前
置
、
水
ぎ
わ

に
谷
を
か
ま
え
、
洞ほ

ら

を
作
り
て
、
二
三
花
ほ
の
か
に
立

て
た
る
こ
そ
、
気け

し
き色

も
お
か
し
く
勢
い
有
る
と
い
え
り
。

誠
に
古
人
花
道
を
鍛
錬
し
て
、
法
を
さ
だ
め
給
う
、
そ

の
道
理
尤

も
っ
と
も

奇
な
る
か
な
。

　

椿
は
早
咲
き
、
冬
の
内
、
春
、
残
花
、
四
色
の
指
し

様
あ
り
。
又
花
五
輪
三
輪
指
す
と
も
、
花
こ
と
ご
と
く

は
た
ら
き
有
り
て
、
よ
く
み
ゆ
る
用
に
指
す
べ
き
な
り
。

然
れ
ど
も
三
輪
遣
う
時
、
一
輪
か
く
れ
る
は
苦
し
か
ら

ず
。
二
輪
か
く
る
る
を
嫌き

ら

う
。

　

椿
は
葉
を
も
ぎ
て
、
外
の
葉
の
見
事
な
る
を
、
借
り

て
立
て
る
な
り
。
若
ば
え
へ
は
、
胴
ま
で
あ
げ
て
も
苦

し
か
ら
ず
。

　

赤
き
椿
、
白
き
椿
、
一
瓶
に
遣
う
時
は
、
二
所
に
わ

け
て
指
す
べ
き
な
り
。
も
し
一
所
に
立
て
る
こ
と
あ
ら

ば
、
白
き
は
白
き
、
赤
き
は
赤
き
と
、
花
の
縁
、
混
乱

せ
ざ
る
よ
う
に
立
つ
べ
し
。

　

椿
は
前
置
に
か
ぎ
ら
ず
、
三
輪
、
又
は
五
輪
と
も
指

す
時
は
、
胴
作
り
、
前
置
、
ゆ
る
や
か
に
、
或
い
は
、

流
枝
、
控
枝
の
前
を
く
つ
ろ
げ
置
き
、
松
、
黄つ

げ楊
の
木

陰
よ
り
、
物
に
さ
わ
り
な
く
、
あ
り
あ
り
と
、
見
え
る

よ
う
に
指
す
べ
き
な
り
。
初
学
の
時
は
、
花
形
く
つ
ろ

が
ず
、
水
ぎ
わ
せ
ま
る
ゆ
え
、
大
輪
な
る
花
遣
う
に
、

自
由
な
ら
ず
。
よ
く
よ
く
、
工
夫
を
な
し
て
指
す
べ
き

な
り
。

勝あ

げ
て
計か

ぞ

う
べ
か
ら
ず
＝
い
ち
い
ち
数
え
上
げ
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
。　

ケ
様
の
＝
こ
の
よ
う
な
。
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椿
を
前
置
に
用
い
る
に
、
浮ふ

ち
ん沈

の
二
つ
あ
り
。
花
う

く
時
は
よ
わ
く
、
し
づ
む
時
は
、
幽
玄
な
ら
ず
。
且
つ

外
の
草
木
を
も
、
前
置
に
遣
う
時
、
こ
の
事
あ
れ
ど
も
、

椿
に
至
り
て
は
、
専
ら
肝
要
と
す
。

　

椿
の
葉
に
樫
木
の
葉
を
借
り
用
い
る
時
、
二
三
枚
は

く
る
し
か
ら
ず
。
花
と
借
り
葉
と
よ
く
景
気
う
つ
る
よ

う
に
指
す
べ
き
な
り
。

　

む
く
げ
の
花
に
、
椿
の
葉
を
か
り
て
、
椿
の
花
と
見

る
人
も
あ
り
、
木
槿
の
花
と
云
う
人
も
あ
り
、
古
来
そ

の
論
あ
る
と
い
え
ど
、
立
花
に
借
葉
と
云
う
こ
と
あ
れ

ど
、
借
り
花
と
云
う
名
目
な
し
。
古い

に
し
え昔

は
お
も
と
に
、

ほ
う
づ
き
を
借
り
、
天

て
ん
な
ん
し
ょ
う

南
星
の
実
を
借
る
と
い
え
ど
、

当
代
こ
れ
を
大
き
に
嫌
う
。
む
く
げ
は
、
葉
し
お
れ
や

す
き
ゆ
え
、
椿
の
葉
を
仮
り
来
た
れ
り
。
む
く
げ
は
、

夏
の
景
物
な
る
を
、
し
い
て
椿
と
見
な
さ
ん
は
無
下
の

事
な
り
。

　

山さ
ざ
ん
か

茶
花

　
　

椿
に
同
じ
。

う
く 

し
づ
む

第
二
十
二
図

立
花　

梅
除
真

除
真
の
内
草
の
花
形　

桑
原
半
兵
衛

梅　

苔　

黄
梅　

松　

檜　

椿

柘
植　

枇
杷　

伊
吹　

水
仙

※
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
）

※
立
花
図
転
載

『
華
道
古
典
名
作
選
集　

立
華
時
勢
粧
』

　
（
思
文
閣
出
版
刊
）

　

椿
（
も
し
く
は
山
茶
花
）
は
33
の
絵
図
に
見
ら
れ
る
が
、
す
べ

て
前
置
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
下
段
の
扱
い
で
あ
る
。
そ
し
て
ど
の
絵

図
の
椿
も
存
在
感
が
あ
り
、
窮
屈
な
感
じ
は
し
な
い
。

　

第
二
十
二
図
で
は
前
置
に
赤
椿
が
使
わ
れ
て
い
る
。
梅
は
紅
梅

で
、
そ
の
楚
（
す
わ
え
・
ず
わ
え
）
が
真
に
な
っ
て
い
る
。
水
仙

の
白
い
花
が
の
ぞ
き
、
副
に
は
黄
花
の
枝
垂
れ
枝
が
春
の
兆
し
を

感
じ
さ
せ
て
い
る
が
、
山
吹
で
は
季
が
合
わ
な
い
し
、
連
翹
で
も

早
す
ぎ
る
。
黄お

う
ば
い梅

も
し
く
は
雲う

ん
な
ん
お
う
ば
い

南
黄
梅
で
あ
ろ
う
か
。
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―
京
都
は
「
い
け
ば
な
発
祥
の
地
」
と
言

わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
京
都
で
い
け
ば
な
が
生

ま
れ
、
そ
の
魅
力
が
衰
え
ず
に
続
い
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
？

■
門
川
大
作
・
京
都
市
長　

京
都
の
歴
史

は
精
神
文
化
と
物
質
文
化
が
融
合
し
、
心

と
物
が
刺
激
を
与
え
合
っ
て
進
化
し
て
き

ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
人
々
の
絆
や
自
然

と
の
共
生
や
宗
教
的
情
操
が
あ
り
ま
す
。

い
け
ば
な
も
、
お
供
え
す
る
供
花
が
原
点

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
、
世
界
の

人
々
が
花
を
愛
で
、
お
茶
を
愛
し
、
香
り

を
楽
し
み
ま
す
が
、
京
都
に
生
ま
れ
日
本

で
発
展
し
て
き
た
、
い
け
ば
な
も
お
茶
も

香
も
哲
学
に
ま
で
進
化
さ
せ
た
の
は
京
都

で
す
。「
は
ん
な
り
」
と
い
う
言
葉
は
、

そ
も
そ
も
は
「
花
あ
り
」
で
す
。
花
と
人

間
の
生
き
方
、
暮
ら
し
の
美
学
と
哲
学
を

融
合
さ
せ
、
花
に
よ
り
人
を
育
て
て
き
た

歴
史
や
街
づ
く
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を

大
丸
さ
ん
が
応
援
し
続
け
て
こ
ら
れ
た
の

が
、
こ
の
華
道
京
展
で
し
ょ
う
。
33
も
の

流
派
が
仲
良
く
切
磋
琢
磨
し
連
携
す
る
の

が
、
京
都
の
す
ご
さ
で
す
ね
。

■
桑
原
仙
溪
・
京
都
い
け
ば
な
協
会
会
長

　

日
本
文
化
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
の
が
、

な
ぜ
京
都
だ
っ
た
か
と
考
え
る
と
、
三
方

山
に
囲
ま
れ
て
手
の
届
く
所
に
自
然
が
あ

る
こ
と
。
さ
ら
に
公
家
文
化
へ
の
憧
れ
が

い
ろ
ん
な
文
化
を
育
む
背
景
に
な
っ
た
。

風
流
を
愛
で
る
雅
の
心
が
京
都
の
文
化
の

象
徴
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
美
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
強
い

気
持
ち
を
持
つ
人
が
多
く
い
た
こ
と
。
室

町
の
足
利
将
軍
、
利
休
、
光
悦
、
宗
達
ら

の
よ
う
に
。
近
く
映
画
「
花
戦
さ
」
が
公

開
さ
れ
ま
す
が
、
新
た
な
美
を
生
み
出
そ

う
と
し
て
い
た
時
代
の
空
気
を
感
じ
ら
れ

る
の
で
は
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
い
け
ば

な
は
生
き
て
い
る
自
然
と
一
緒
に
作
る
芸

術
、
文
化
、
美
で
す
。
そ
れ
ら
が
す
べ
て

の
文
化
、
芸
術
に
つ
な
が
り
、
影
響
を
与

え
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
京
都
に

文
化
庁
が
移
転
し
ま
す
。

■
丹
羽
亨
・
大
丸
京
都
店
長　

こ
の
華
道

京
展
は
昭
和
25
年
に
ス
タ
ー
ト
し
、
大
丸

は
昭
和
36
年
か
ら
関
わ
り
半
世
紀
や
ら
せ

て
頂
い
て
い
ま
す
。
大
丸
は
今
年
で
創
業

３
０
０
周
年
。
１
７
１
７
年
、
伏
見
で
当

時
は
小
さ
な
呉
服
商
だ
っ
た
の
で
す
が
、

徐
々
に
い
ろ
ん
な
も
の
を
取
り
扱
い
百
貨

店
と
な
る
中
で
「
物
」
だ
け
で
な
く
「
事
」

に
も
重
き
を
置
き
、
文
化
や
芸
術
を
お
客

様
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

使
命
が
出
て
き
た
。
京
都
は
い
け
ば
な
発

祥
の
地
で
あ
り
、
こ
の
華
道
京
展
を
ど
う

し
て
も
や
り
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
徐
々
に
参
加
す
る
流
派
を
広
げ
て
頂

い
た
。
全
国
の
百
貨
店
で
華
道
展
は
い
ろ

い
ろ
や
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
33
流
派
も
そ

ろ
う
の
は
な
か
な
か
な
い
で
す
。

■
門
川　

絶
対
な
い
で
す
ね
。
日
本
の
華

道
の
最
高
峰
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

■
丹
羽　

33
流
派
の
方
た
ち
が
切
磋
琢
磨

し
お
客
様
を
楽
し
ま
せ
て
頂
い
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
も
文
化
、
芸
術
の
中
心
地
で
あ

る
京
都
に
お
い
て
、
大
丸
京
都
店
は
こ
う

い
う
事
業
に
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
。
文

化
庁
が
京
都
に
来
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

一
層
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

 

―
い
け
ば
な
の
未
来
や
可
能
性
に
つ
い
て

ど
う
お
考
え
で
す
か
？

■
丹
羽　

寺
社
仏
閣
が
京
都
ほ
ど
多
い
都

市
は
、
世
界
で
も
稀
で
す
。
そ
の
信
仰
の

中
で
お
花
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き

た
。
い
け
ば
な
は
人
に
安
ら
ぎ
を
与
え
ま

す
。
京
都
は
世
界
で
も
尊
敬
さ
れ
る
街
で

す
。
来
店
さ
れ
る
外
国
の
方
が
増
え
て
い

ま
す
が
、
物
だ
け
で
な
く
芸
術
や
文
化
に

も
興
味
を
持
た
れ
て
い
る
。
今
後
も
京
都

の
文
化
の
良
さ
を
世
界
の
方
々
に
紹
介
で

き
る
よ
う
、
微
力
な
が
ら
貢
献
で
き
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。

■
桑
原　

今
年
の
正
月
か
ら
大
丸
京
都
店

で
は
、
ダ
ウ
ン
症
の
書
家
と
画
家
に
よ
る

「
共
に
生
き
る
展
」
が
開
か
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
は
共
に
生
き
る
こ
と
が

大
事
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
先
日
、
染
織
家

の
志
村
ふ
く
み
さ
ん
が
自
然
を
尊
ぶ
気
持

ち
と
自
然
の
恵
み
に
感
謝
す
る
心
を
育
て

る
仕
事
し
て
い
き
た
い
、
と
言
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
い
け
ば
な
も
そ
う

で
す
。
花
を
選
び
、
器
を
選
ぶ
時
に
感
じ

る
の
は
、人
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

最
初
は
苦
手
な
人
同
士
で
も
段
々
と
気
持

ち
が
通
じ
合
う
。
い
け
ば
な
も
回
を
重
ね

て
い
る
と
、
花
の
方
か
ら
心
を
開
い
て
く

れ
る
。
自
然
と
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
を
、

人
と
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
に
つ
な
い
で
頂

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
社
会
で
い
け
ば
な

を
生
か
す
場
を
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
作
っ

て
い
き
た
い
。
ド
イ
ツ
で
花
を
生
け
て
い

る
と
、
言
葉
の
通
じ
な
い
人
た
ち
と
も
花

を
通
じ
て
心
を
通
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
東
北
の
被
災
地
で
も
一
緒
に

花
を
生
け
て
い
る
中
で
打
ち
解
け
る
こ
と

が
で
き
た
。
お
花
は
そ
う
い
う
力
が
あ
り

ま
す
。

■
門
川　

世
界
を
見
る
と
、
争
い
や
環
境

破
壊
な
ど
心
を
痛
め
る
問
題
が
あ
り
ま

す
。
日
本
人
が
大
事
に
し
て
き
た
心
を
再

認
識
せ
ね
ば
と
思
い
ま
す
。
自
然
を
尊
び

自
然
に
感
謝
す
る
。
人
も
自
然
と
共
に
絆

を
大
切
に
生
き
る
。
よ
く
京
都
の
お
勧
め

の
観
光
の
場
所
は
、
と
聞
か
れ
る
と
、
京

都
の
街
で
は
ど
こ
で
も
御
地
蔵
さ
ん
が
ま

つ
ら
れ
て
い
て
、
き
れ
い
な
水
と
生
花
が

お
供
え
し
て
あ
る
、
と
言
っ
て
紹
介
し
ま

す
。
世
界
に
宗
教
都
市
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
が
、
街
の
至
る
と
こ
ろ
に
御
地
蔵
さ

ん
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
街
は
他
に

あ
り
ま
せ
ん
ね
。
日
本
の
文
化
の
す
ご
さ

は
暮
ら
し
の
中
、
衣
食
住
と
地
域
社
会
の

中
に
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
は
上

流
階
級
の
も
の
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
明
治
維
新
の
頃
に
日
本
の
識
字
率
は

9
割
を
超
え
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
5

割
。
日
本
は
、
暮
ら
し
の
中
に
文
化
が
あ

り
、
字
を
教
え
た
。
花
も
教
え
、
長
屋
の

小
さ
な
家
で
も
花
を
生
け
る
場
所
が
暮
ら

し
の
中
に
あ
っ
た
。
で
も
床
の
間
が
な
く

な
っ
た
り
し
て
、
花
を
生
け
る
所
が
な
く

な
っ
て
き
た
。
家
の
中
に
花
を
生
け
る
場

所
を
復
活
さ
せ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
、
と

思
っ
て
い
ま
す
。

―
今
回
の
華
道
京
展
は
、
大
丸
創
業

３
０
０
周
年
を
記
念
し
て
特
別
展
示
も
あ

る
の
で
す
ね
。

■
丹
羽　

大
丸
は
創
業
者
の
「
先
義
後

利
」
と
い
う
言
葉
を
社
是
と
し
て
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
の
本
質
を
も
う

一
度
見
極
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
顧

客
第
一
主
義
と
社
会
的
貢
献
の
意
味
を
噛

み
し
め
て
、
京
都
の
方
々
に
支
持
さ
れ
て

何
と
か
３
０
０
年
や
っ
て
き
た
。
何
か
恩

返
し
、
貢
献
が
で
き
な
い
か
と
い
う
思
い

が
ご
ざ
い
ま
す
。
大
丸
の
３
０
０
周
年
の

テ
ー
マ
は
「
不
易
流
行
」
で
す
。
芭
蕉
の

俳
諧
の
理
念
で
、
古
い
歴
史
の
中
に
も
新

し
さ
を
取
り
入
れ
て
い
く
と
い
う
意
味
だ

と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
い
け
ば
な
に

も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
を
テ
ー
マ
に
打
ち
出
し
な
が
ら
、
68
回

目
の
華
道
京
展
を
華
々
し
く
開
催
す
る
と

と
も
に
、
今
後
も
京
都
の
た
め
に
頑
張
っ

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

大
丸
創
業
３
０
０
周
年
記
念
鼎
談

「
京
都
の
文
化
と
い
け
ば
な
」

※
京
都
新
聞
情
報
サ
イ
ト
「
こ
と
し
る
べ
」
よ
り
写
真
と
文
を
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

※
「
第
68
回 

華
道
京
展
‐
風
・
流　

FU
-RYU

‐
」
を
主
催
す
る
京
都
市
の
門
川
大
作
市
長
、
京
都
い
け
ば
な
協
会
の
桑
原
仙
溪
会
長
と
大
丸
京
都
店
の
丹
羽
亨
店
長
が
同
展
や
い
け
ば
な
、
京
都
の
文
化
・
芸
術
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
。（
３
／
29
）
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七な
な
か
ま
ど
竈
の
生
花

　
　
　
　

∧
9
頁
の
花
∨　
　

仙
溪

　

花
型　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

七
竈
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

銅
製
手
付
花
器

　

よ
く
葉
の
茂
っ
た
太
枝
1
本
を
捌さ

ば

い
て

い
け
た
。
足
元
の
太
い
と
こ
ろ
を
最
初
に

入
れ
、そ
の
後
ろ
か
ら
枝
を
出
し
て
ゆ
く
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

映
画
「
花
戦
さ
」

　

映
画
「
花
戦
さ
」
は
も
う
ご
覧
に
な
っ

た
だ
ろ
う
か
。
池
坊
専
好
（
初
代
）
が
主

人
公
と
な
っ
て
、千
利
休
や
豊
臣
秀
吉
と
、

い
け
ば
な
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

た
か
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

映
画
の
中
で
は
、「
立
花
」
を
中
心
に
、

様
々
な
花
を
い
け
る
シ
ー
ン
を
観
る
こ
と

が
で
き
る
。
当
時
の
人
達
が
ど
ん
な
ふ
う

に
花
を
い
け
て
い
た
か
、
と
り
わ
け
専
好

が
花
を
い
け
る
心
の
あ
り
よ
う
が
、
ひ
し

ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

専
好
は
野
村
萬
斎
さ
ん
が
演
じ
て
い

る
。
佐
藤
浩
市
の
利
休
と
の
会
話
が
特
に

印
象
に
残
っ
た
。
ま
だ
の
方
は
是
非
。
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太
陽
が
い
っ
ぱ
い

∧
表
紙
の
花
∨　
　

仙
溪

　

花
材　

ヘ
リ
コ
ニ
ア
・
プ
シ
ッ
タ
コ
ル

ム
（
里
芋
科
）

　

向
日
葵
（
菊
科
）

　
　

ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス
（
百
合
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
鉢

　

最
近
の
ヒ
マ
ワ
リ
は
俯

う
つ
むか

な
い
も
の
が

多
く
、
前
方
へ
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ミ

リ
オ
ク
ラ
ダ
ス
で
ヒ
マ
ワ
リ
を
支
え
た
。横から見た奥行き
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木
瓜
の
立
花　
∧
10
頁
の
花
∨

　

京
華
会
・
朝
倉
慶
佐
出
品
作

　

花
材　

木ぼ

け瓜
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

杜
か
き
つ
ば
た若

（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

下し
も
つ
け野

２
種
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

松
（
松
科
）

　
　
　
　

イ
ボ
タ
ノ
キ
（
木も

く
せ
い犀

科
）

　

花
器　

銅
立
花
瓶

　

太
い
見
事
な
木
瓜
で
あ
る
。
朝
倉
先
生

が
出
品
さ
れ
て
い
た
時
は
、
薄
紅
色
の
花

が
賑
や
か
に
咲
い
て
い
た
。
撤
花
後
、
花

は
落
ち
て
し
ま
っ
た
が
、
写
真
に
撮
ら
せ

て
い
た
だ
い
た
。
真
か
ら
分
か
れ
出
た
副

の
下
が
り
枝
と
、
右
側
に
張
り
出
た
請
の

枝
が
、絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
作
っ
て
い
る
。

鉄
砲
百
合
の
立
花

　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　
　

仙
溪

　

花
材　

鉄
砲
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

ト
ル
コ
桔
梗
３
色
（
竜り

ん
ど
う胆

科
）

　
　
　
　

カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
２
色

　
　
　
　
　
（
撫
子
科
）

　
　
　
　

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
の
葉（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

鳴
子
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

ス
モ
ー
ク
グ
ラ
ス
（
稲
科
）

　

花
器　

白
黒
陶
花
瓶

　

草
花
だ
け
で
立
て
た
立
花
。
洋
花
で

あ
っ
て
も
、
同
じ
よ
う
な
環
境
に
咲
く
植

物
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
自
然
な
趣
の
立

花
に
な
る
。
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ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
と
祭
り
寿
司　

  

櫻
子

　

花
材　

ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
（
漆

う
る
し

科
）

　
　
　
　

柏か
し
わ
ば
あ
じ
さ
い

葉
紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　
　
　
　

レ
ナ
ン
セ
ラ
（
蘭
科
）

　

花
器　

練
り
込
み
陶
花
器

　

梅
雨
に
入
る
少
し
前
に
な
る
と
ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
が
咲
き
始
め
る
。

不
稔
花
（
種
を
結
ば
な
い
花
）
の
軸
部
分
（
花
柄
）
が
長
く
伸
び
て
羽

毛
の
よ
う
に
な
っ
た
時
が
一
番
の
見
頃
と
な
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
原
産
地
で
乾
燥
気
味
を
好
む
の
で
、
日

本
の
梅
雨
時
分
に
咲
く
の
は
迷
惑
だ
ろ
う
。
雨
の
中
で
は
な
か
な
か
爽

や
か
な
羽
毛
に
な
り
に
く
い
と
思
う
。

　

岡
山
の
お
弟
子
さ
ん
も
庭
に
ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
を
育
て
て
お
ら
れ

る
。
風
通
し
と
日
当
た
り
の
良
い
場
所
に
植
え
て
お
ら
れ
る
の
で
、
の

び
の
び
育
っ
て
い
る
。

　

６
月
の
中
旬
に
は
、
ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
を
主
材
に
し
た
お
稽
古
を
、

も
う
２
年
通
し
て
さ
せ
て
も
ら
え
て
い
る
。
庭
の
木
を
切
る
と
、
新
鮮

で
枝
ぶ
り
も
選
べ
て
、
何
よ
り
も
き
れ
い
な
葉
が
付
い
て
き
て
、
活
き

活
き
と
し
た
い
け
ば
な
に
な
る
の
が
有
り
難
い
。
切
る
と
き
に
樹
液
が

出
る
が
、
松
ヤ
ニ
の
よ
う
な
香
り
が
す
る
。
ウ
ル
シ
科
の
木
だ
が
、
か

ぶ
れ
な
い
よ
う
だ
。

　

今
年
の
お
稽
古
は
切
り
た
て
の
ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
に
紫
陽
花
や
エ
レ

ム
ル
ス
、
ギ
ガ
チ
ン
ウ
ム
な
ど
、
カ
ラ
フ
ル
な
花
を
一
本
ず
つ
合
わ
せ

て
み
た
。
ふ
わ
ふ
わ
し
た
雲
の
中
に
、
初
夏
の
花
が
気
持
ち
良
く
咲
い

て
い
る
よ
う
な
花
に
な
っ
た
。
ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
に
は
明
る
く
て
派
手

な
花
が
合
う
よ
う
に
思
う
。

　

い
け
終
わ
っ
て
鑑
賞
し
た
後
は
、
家
で

作
ら
れ
た
祭
寿
司
で
も
て
な
し
て
下
さ
る
。

ち
ら
し
寿
司
の
上
に
モ
ガ
イ
や
エ
ビ
、
サ

ゴ
シ
な
ど
、
岡
山
な
ら
で
は
の
具
が
１
０

種
以
上
盛
ら
れ
る
。
京
都
の
地
味
な
ち
ら

し
寿
司
と
は
違
う
な
〜
と
い
つ
も
感
激
し

て
頂
戴
し
て
い
る
。

　

来
年
も
又
ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
が
の
び
の

び
と
育
っ
て
く
れ
ま
す
様
に
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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い け ば な
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竹
島
百
合

　
　
　
　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

夏な
つ
は
ぜ櫨

（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　
　
　
　

竹た
け
し
ま
ゆ
り

島
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

撫な
で
し
こ子

（
撫
子
科
）

　

花
器　

手
付
竹
製
バ
ス
ケ
ッ
ト

　

子
供
の
頃
、
母
と
市
場
へ
行
く
時
は
こ

ん
な
買
い
物
籠
だ
っ
た
。
今
は
季
節
の
草

木
を
ざ
っ
く
り
い
け
て
楽
し
ん
で
い
る
。

爽
や
か
な
初
夏
の
籠
花
。

ケ
ン
チ
ャ
ン

　
「
６
月
６
日
は
い
け
ば
な
の
日
」
と
は
、

何
事
も
６
才
の
そ
の
日
に
稽
古
を
始
め
る

と
い
い
と
い
う
故
事
か
ら
き
て
い
る
が
、

甥
の
健
一
郎
（
ケ
ン
チ
ャ
ン
）
が
素
子
先

生
（
ホ
ッ
ホ
チ
ャ
ン
）
に
い
け
ば
な
を
習

い
だ
し
た
の
は
３
才
だ
っ
た
。
毎
週
月
曜

日
の
夜
、
お
弟
子
さ
ん
達
に
混
ざ
っ
て
花

を
い
け
て
い
た
。
そ
の
間
「
テ
キ
ス
ト
」

に
連
載
さ
れ
た
「
ホ
ッ
ホ
チ
ャ
ン
と
ケ
ン

チ
ャ
ン
」
の
頁
も
、
皆
さ
ん
楽
し
み
に
し

て
下
さ
っ
て
い
た
。

　

そ
の
彼
も
こ
の
秋
に
は
22
才
に
な
る
。

ス
ポ
ー
ツ
が
好
き
な
好
青
年
。
家
で
は
女

性
軍
に
よ
く
怒
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
ん
な

こ
と
で
は
へ
こ
た
れ
な
い
。
明
る
く
優
し

い
の
が
取
り
柄
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て

近
頃
、
自
分
に
と
っ
て
の
「
い
け
ば
な
」

を
見
つ
め
な
お
し
て
い
る
よ
う
だ
。
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

ア
メ
リ
カ
手
毬
下
野

∧
３
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ア
メ
リ
カ
手
毬
下
野（
薔
薇
科
）

　
　

向
日
葵
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
水
指

　

生
活
雑
貨
を
扱
う
店
で
大
き
な
水
指
を

買
っ
た
。
安
定
が
よ
く
、
実
に
な
り
始
め

た
ア
メ
リ
カ
テ
マ
リ
シ
モ
ツ
ケ
も
大
き
な

枝
を
伸
び
伸
び
挿
せ
る
。
ヒ
マ
ワ
リ
２
種

を
合
わ
せ
る
と
同
系
色
の
濃
淡
が
美
し
い

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

。
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ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー

∧
３
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
（
漆

う
る
し

科
）

　
　

薔
薇
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

ヘ
レ
ン
ド
窯
花
器

　

ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
は
小
さ
な
花
が
咲
い

た
あ
と
、結
実
す
る
の
は
ほ
ん
の
僅
か
で
、

殆
ど
の
花
は
散
っ
た
後
花
柄
を
煙

け
む
り

状
に
伸

ば
し
て
実
を
守
る
よ
う
に
取
り
囲
み
、
や

が
て
実
と
共
に
風
に
乗
っ
て
飛
ん
で
行

く
。
子
孫
を
残
す
と
い
う
目
的
の
た
め
、

そ
れ
ぞ
れ
が
役
割
を
し
っ
か
り
こ
な
し
て

い
る
。

　

そ
ん
な
事
を
知
る
と
、
ス
モ
ー
ク
ツ

リ
ー
が
愛い

と

お
し
く
よ
り
美
し
く
見
え
て
く

る
。
そ
の
美
し
さ
を
長
く
保
っ
て
ほ
し
い

か
ら
、
水
揚
げ
を
充
分
に
す
る
よ
う
に
し

て
い
る
。
水
の
中
で
足
元
を
切
る
。
足
元

を
割
っ
て
お
く
。
足
元
の
皮
を
削
る
。
い

け
た
後
も
時
々
は
切
り
直
す
。

　

ピ
ン
ク
の
バ
ラ
と
赤
い
ス
モ
ー
ク
ツ

リ
ー
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
名
窯
、
ヘ
レ
ン
ド

に
い
け
る
と
、気
分
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
貴
族
。

　

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　

㊼

立
花
秘
傳
抄　

二　

　

通
用
物
之
部
（
つ
づ
き
）

　

み
む
ら
さ
き

　

祝
言
上
中
。
心
に
も
用
い
る
。

　

つ
る
水
木

　

祝
言
上
中
。
心
に
用
い
る
。

　

え
び
つ
い
ば
ら

　

非
祝
言
。
水
ぎ
わ
。

　

仙
せ
ん
り
ょ
う蓼

　

祝
言
。
水
ぎ
わ
。

　

下
野

　

祝
言
水
ぎ
わ
よ
り
中
迄
上
る
。

　

き
じ
の
尾

　

祝
言
。
水
ぎ
わ
。

　

藤
が
使
わ
れ
た
立
花
図
５
つ
の
う
ち
残
り
２
つ
を
紹
介
し
て
お

く
。
第
六
十
図
の
真
の
松
の
異
形
さ
に
は
目
を
見
張
る
。
こ
ん
な

に
曲
が
っ
た
松
が
本
当
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
さ
え
思
う
が
、

実
際
の
自
然
は
変
化
に
富
ん
で
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
姿

の
松
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
草
木
自
然
の
形
を
そ
の
ま
ま
に
」
使

い
、
役
枝
や
あ
し
ら
い
を
工
夫
し
て
呼
応
さ
せ
、
そ
れ
に
ぴ
っ
た

り
の
器
で
受
け
止
め
て
い
る
。
中
か
ら
仙
人
が
出
て
き
そ
う
だ
。

第
六
十
図

立
花　

松
除
真

西
村
松
庵

松　

藤　

苔　

伊
吹　

柘
植　

躑
躅　

小
羊
歯　

嫩
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し
の
ぶ

　

非
祝
言
。
水
ぎ
わ
。

　

矢や
は
ず筈

　

祝
言
。
水
ぎ
わ
。

　

磐い
わ
な
し梨

　

非
祝
言
。
水
ぎ
わ
。

　

が
ん
そ
く

　

非
祝
言
。
水
ぎ
わ
。

　

白は
く
ち
ょ
う
げ

丁
花

　

水
ぎ
わ
。

　

岩い
わ
ひ
ば

檜
葉

　

祝
言
。
水
ぎ
わ
。
巻い

わ
ひ
ば栢

（
多
識
）。

　

異
名
、
万
歳
。
豹

ひ
ょ
う
そ
く足

。
長
生
不
死
草
と
云
う
。

　

ひ
と
つ
ば

　

非
祝
言
。
い
わ
か
し
は
。
石せ

き
い葦

。

　

第
六
十
三
図
は
苔
の
つ
い
た
枯
れ
松
の
真
が
立
ち
昇
り
、
内
副

に
松
と
そ
れ
に
絡
ま
る
藤
の
花
が
美
し
く
優
し
い
曲
線
を
見
せ
て

い
る
。
超
然
と
し
た
六
十
図
と
比
べ
て
み
る
と
面
白
い
。

　

次
頁
に
通
用
物
の
竹
の
項
目
に
続
い
て
書
か
れ
て
あ
っ
た
熊
笹

が
使
わ
れ
た
二
株
砂
物
（
第
三
十
八
図
）
を
載
せ
て
お
く
。
特
徴

の
あ
る
砂
鉢
に
腰
低
く
丁
寧
に
つ
く
ら
れ
た
風
景
。
自
然
の
息
吹

を
見
つ
め
る
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
る
。

第
六
十
三
図

立
花　

苔
除
真

服
部
三
郎
右
門

藤　

苔　

松　

躑
躅　

柘
植　

著
莪
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茘れ
い
し枝

　

祝
言
。
水
ぎ
わ
。
五
色
の
物
あ
り
。
砂
の
物
ば
か

り
に
用
う
べ
し
。

　

薔し
ょ
う
び薇

　

祝
言
。
水
ぎ
わ
。
順
和
名
集
に
波
々
良
、
草
の
部

に
入
。

　

本
草
綱
目
に
云
う
、
こ
の
草
蔓
柔
ら
か
く
墻
に
依

り
援
け
ら
れ
て
生
ず
、
故
に
墻
靡
と
な
づ
く
と
云
々
。

立
て
様
、
椿
に
同
じ
。

　

右
通
用
の
出
生
、
和
漢
の
証
文
明
ら
か
な
り
。
通

用
に
二
義
あ
り
、
出
生
と
景
気
と
な
り
。
藤
、
竹
、

牡
丹
、
萩
、
南
天
の
類
は
出
生
の
通
用
な
り
。
景
気

の
通
用
と
云
う
は
、
小
し
だ
、
忍

し
の
ぶ、

き
じ
の
尾
の
類

は
山
草
に
し
て
、
常
に
木
に
ま
じ
わ
り
生
え
る
ゆ
え
、

景
気
を
以
て
通
用
と
す
。
こ
の
類
数あ

ま
た多

あ
り
。
な
ぞ

ら
え
て
知
る
べ
し
。

立
花
秘
傳
抄
二
の
終

※
参
考
文
献

　
『
い
け
ば
な
美
術
名
作
集　

第
三
巻　

立
華
時
勢
粧
』（
日
本

華
道
社
刊
）

　
『
花
道
古
書
集
成　

第
一
期
第
二
巻
』（
大
日
本
華
道
界
刊

思
文
閣
出
版
刊
）

※
立
花
図
転
載

　
『
華
道
古
典
名
作
選
集　

立
華
時
勢
粧
』（
思
文
閣
出
版
刊
）

第
三
十
八
図

二
株
砂
物　

伊
吹
真

桑
原
次
郎
兵
衛

伊
吹　

梅　

苔　

水
仙　

嫩　

椿　

熊
笹
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ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

ア
リ
ウ
ム
・
ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム　

　
（
百
合
科
）

　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
（
里
芋
科
）

　
　

モ
ン
ス
テ
ラ
（
里
芋
科
）

　

花
器　

結
晶
釉
深
鉢
（
前
田
保
則
作
）

　

よ
く
あ
る
と
り
合
わ
せ
だ
が
、
器
の
高

さ
を
利
用
し
て
モ
ン
ス
テ
ラ
を
前
面
に
出

し
、
ア
ン
ス
リ
ウ
ム
の
茎
を
葉
の
後
ろ
に

隠
す
よ
う
に
い
け
る
こ
と
で
、
花
が
浮
い

て
い
る
よ
う
に
い
け
て
み
た
。
紫
の
玉
が

水
色
の
器
に
映
え
る
。
器
の
丸
い
結
晶
模

様
が
隠
し
味
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

レ
モ
ン
だ
よ
り

　

頭
を
な
で
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

16

京
都
新
聞
６
月

日
㈯
朝
刊
（
カ
ラ
ー
）
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京
都
い
け
ば
な
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
２
０
１
８

　

∧
9
頁
上
の
花
∨　

桑
原
仙
溪

　

花
材　

太
藺
（
蚊
帳
吊
草
科
）

　

ゴ
ー
ル
デ
ン
コ
コ
椰
子　

　
（
椰
子
科
）

　

ア
ラ
ン
セ
ラ
（
蘭
科
）

　

糸
芭
蕉
枯
葉
（
芭
蕉
科
）

　

モ
ン
ス
テ
ラ
（
里
芋
科
）

　

花
器　

陶
大
水
盤
（
ザ
ー
ル
バ
ー
グ
作
）

　

∧
9
頁
下
の
花
∨　

秋
山
慶
淑

　

花
材　

ス
ト
レ
リ
チ
ア
（
芭
蕉
科
）

　
　

ニ
ュ
ー
サ
イ
ラ
ン
（
竜
舌
蘭
科
）

　

花
器　

白
黒
陶
花
器
（
竹
内
眞
三
郎
作
）

　
「
す
こ
い
ゾ
！
い
け
ば
な　

華
道
家
に

よ
る
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
と
題
し
て
、
花

展
に
加
え
て
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ

た
。
大
先
生
も
若
手
も
、
い
け
ば
な
の
魅

力
を
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
は
同
じ
。
そ

し
て
ア
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
自
分
達
の
経

験
値
も
上
が
る
。
ご
来
場
の
皆
さ
ん
が
い

け
ば
な
を
始
め
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
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日
本
い
け
ば
な
芸
術
特
別

企
画
i n
彩
の
国
さ
い
た
ま

　

金
沢
21
世
紀
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
特

別
企
画
展
か
ら
8
年
ぶ
り
に
、
様
々
な
イ

ベ
ン
ト
を
盛
り
込
ん
だ
展
覧
会
が
さ
い
た

ま
市
の
埼
玉
会
館
で
行
わ
れ
た
。

　

立
花
、
生
花
、
投
入
、
盛
花
な
ど
の
様

式
ご
と
の
展
示
や
、
実
、
葉
、
根
な
ど
花

材
ご
と
の
会
場
構
成
に
な
っ
て
い
て
、
観

る
人
に
い
け
ば
な
を
色
ん
な
角
度
か
ら

知
っ
て
も
ら
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
た
。

　

ま
た
、
杜
若
の
葉
組
や
三
管
筒
の
生
花

な
ど
の
実
演
を
じ
っ
く
り
と
解
説
つ
き

で
見
る
事
が
出
来
た
り
、
私
達
花
道
家
に

と
っ
て
も
大
変
貴
重
な
勉
強
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。（
写
真
①
）

養護学校の生徒達と、女子
サッカー選手のいけばな体
験の様子が会場で常時上映
されていた。（写真②③）

①②

③
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裏
白
の
木

 

彩
の
国
さ
い
た
ま
出
品
作

　
　
　
　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

草
型

　

花
材　

裏
白
の
木
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト（
宇
野
仁
松
作
）

　

裏
白
の
木
の
緑
白
色
の
葉
色
が
会
場
で

人
目
を
引
い
て
い
た
。

　

古
典
い
け
ば
な
は
型
が
決
ま
っ
て
い
る

が
、
そ
の
中
で
花
材
の
個
性
を
ど
う
生
か

す
か
が
問
わ
れ
る
。
厳
し
い
自
然
の
中
で

育
っ
た
逞
し
い
枝
に
は
風
格
が
備
わ
る
。

そ
れ
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
型
に
は
め
る

の
が
難
し
か
っ
た
。

ア
ガ
パ
ン
サ
ス

　
　
　
　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花

　

花
材　

ア
ガ
パ
ン
サ
ス
（
彼
岸
花
科
）

　

花
器　

ブ
ル
ー
ガ
ラ
ス
花
器

　
　
　
　

 （
バ
ー
テ
ィ
ル
・
バ
リ
ー
ン
作
）

　

ア
ガ
パ
ン
サ
ス
の
花
は
型
通
り
に
配
置

す
る
と
葉
と
重
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
胴

と
留
の
代
わ
り
に
真
囲
と
控
に
入
れ
て
い

る
。
青
い
ガ
ラ
ス
花
器
と
合
っ
て
い
る
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
661
号　

2018
年
7
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

陶
の
ラ
ン
プ

　
　
　
　
　
　
　

素
溪
（
健
一
郎
）

　

花
材　

グ
ズ
マ
ニ
ア
・
デ
ィ
ス
テ
ィ
フ
ロ
ー

ラ
（
ア
ナ
ナ
ス
科
）

　
　
　
　

モ
ン
ス
テ
ラ
（
里
芋
科
）

　

花
器　

サ
ボ
テ
ン
型
陶
製
ラ
ン
プ

　

私
、『
ホ
ッ
ホ
チ
ャ
ン
と
ケ
ン
チ
ャ
ン
』
の

ち
っ
ち
ゃ
か
っ
た
ケ
ン
チ
ャ
ン
は
昨
秋
21
歳

に
な
り
ま
し
た
。

　

最
近
、「
花
あ
そ
び
」
と
題
し
て
様
々
な
も

の
と
生
け
花
を
掛
け
合
わ
せ
て
、
現
代
に
お

け
る
新
し
い
い
け
ば
な
の
あ
り
方
を
模
索
し

て
い
ま
す
。

　

祖
父
と
祖
母
の
花
あ
そ
び
は
、
私
の
身
の

回
り
に
あ
る
好
き
な
物
を
使
っ
て
花
と
掛
け

合
わ
せ
て
い
く
も
の
で
し
た
。
幼
く
花
に
さ

ほ
ど
興
味
の
な
い
私
の
目
か
ら
見
て
も
目
を

引
く
も
の
が
あ
り
、
花
に
興
味
を
持
っ
た
こ

と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

生
け
花
に
興
味
の
な
い
方
に
も
、
私
と
同

じ
よ
う
に
花
以
外
の
入
り
口
か
ら
で
も
い
い

の
で
、
生
け
花
の
道
に
巻
き
込
ん
で
行
き
た

い
と
最
近
強
く
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

自
分
な
り
の
解
釈
で
様
々
な
も
の
と
生
け
花

を
掛
け
合
わ
せ
る
事
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

　

写
真
は
友
人
が
作
っ
た
陶
の
ラ
ン
プ
で
す
。

明
か
り
の
代
わ
り
に
花
で
命
を
吹
き
込
み
ま

し
た
。

インスタグラム
（@ken161022）

↑
いけばな写真を

  投稿しています！
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流り
ゅ
う
し
か
い

枝
会
の
河こ

う
ほ
ね骨

仙
溪

倉
敷
の
上
野
淳
泉
先
生
宅
で
の
「
流
枝

会
」
に
健
一
郎
が
初
参
加
し
て
、
河
骨
の

立
花
を
習
っ
て
き
た
。
実
は
私
が
流
枝
会

で
初
め
て
教
え
て
頂
い
た
の
も
河
骨
だ
っ

た
。
35
年
前
の
テ
キ
ス
ト
２
５
３
号
に
そ

の
時
の
様
子
を
書
い
て
い
る
。

今
回
、
私
も
一
緒
に
上
野
先
生
の
指
導

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
達
２
人
に

と
っ
て
、
大
切
な
一
日
に
な
っ
た
。

午前９時半には皆さん立て終えるほどの手早さ。おにぎりと豚汁をご馳走さまでした！
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ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム

∧
2
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

ア
リ
ウ
ム
・
ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム（
百

合
科
）

グ
ロ
リ
オ
サ
（
百
合
科
）

ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ
ア
（
・
・
科
）

花
器

ガ
ラ
ス
花
瓶（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）

赤
と
白
で
紫
の
鮮
や
か
さ
が
増
し
た
。

ヘ
リ
コ
ニ
ア∧

3
頁
の
花
∨

櫻
子

花
材

ヘ
リ
コ
ニ
ア
（
芭
蕉

ば
し
ょ
う

科
）

向ひ
ま
わ
り

日
葵
（
菊
科
）

ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
（
漆

う
る
し

科
）

花
器

ガ
ラ
ス
花
瓶（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）

ヘ
リ
コ
ニ
ア
の
名
前
は
ギ
リ
シ
ア
神
話

の
芸
術
と
学
問
の
女
神
ム
ー
サ
が
住
む

「
ヘ
リ
コ
ン
山
」
に
因
む
。
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檜ひ
お
う
ぎ扇

の
生
花

仙
溪

花
型

生
花

行
型

花
材

檜
扇
（
菖あ

や
め蒲

科
）

花
器

練
込
陶
水
盤

「
古こ

ご
し
ゅ
う
い

語
拾
遺
」
の
中
に
、
ヒ
オ
ウ
ギ

の
古
名
「
烏

か
ら
す
お
う
ぎ

扇
」
が
出
て
く
る
。
昔
、

神
代
に
大お

お
と
こ
ぬ
し
の
か
み

地
主
神
が
田
を
つ
く
る
際

に
、
御み

ど
し
の
か
み

歳
神
の
怒
り
に
よ
っ
て
苗
葉
が

枯
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
祟た

た

り
を
去
ら

せ
る
方
法
の
一
つ
に
「
烏
扇
を
以も

っ

て
扇

げ
」
と
告
げ
ら
れ
、
そ
の
と
お
り
に
し

て
苗
葉
は
茂
り
、
年
穀
も
豊
か
に
実
っ

た
、
と
い
う
内
容
だ
。
風
を
お
こ
せ
る

姿
形
と
、
花
の
あ
と
に
で
き
る
漆
黒
の

実
（
射ぬ

ば
た
ま

干
玉
）
に
神
秘
の
力
を
感
じ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
貴
族
が
厄
除
け
魔
除
け
の

た
め
に
、
烏
扇
に
似
せ
て
作
っ
た
も
の

を
身
に
つ
け
て
い
よ
う
と
し
た
の
が
檜

の
板
で
作
っ
た
檜
扇
な
の
だ
と
思
う
。

だ
と
す
る
と
こ
の
花
が
あ
っ
た
か
ら

扇
子
や
扇
が
生
ま
れ
た
と
も
言
え
る
。

京
都
の
祇
園
祭
に
は
昔
か
ら
ヒ
オ
ウ

ギ
を
い
け
る
習
わ
し
が
あ
る
の
も
、
疫

病
退
散
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の

だ
と
納
得
が
ゆ
く
。
平
安
を
願
っ
て
ヒ

オ
ウ
ギ
の
生
花
を
い
け
た
。
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二
足
の
草わ

ら
じ鞋

健
一
郎

今
年
の
５
月
か
ら
も
う
一
足
草わ

ら
じ鞋

を
履は

く
こ
と
に
し
た
。
一
足
目
は
い
け
ば
な
の

先
生
。
二
足
目
は
介
護
の
職
員
だ
。
融
通

の
き
く
非
常
勤
で
雇
っ
て
も
ら
っ
て
い

る
。
一
足
目
を
よ
り
追
求
す
る
た
め
の
二

足
目
の
草
鞋
だ
。

花
と
向
き
合
う
時
に
よ
く
考
え
て
し
ま

う
テ
ー
マ
が
２
つ
あ
る
。「
美
」と「
命
」だ
。

お
花
と
向
き
合
っ
た
時
に
感
じ
る
感
情

の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
「
美
し
い
」
と
い

う
言
葉
。
美
し
い
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
。
よ

く
考
え
て
み
る
と
こ
の
言
葉
の
あ
や
ふ
や

さ
に
気
づ
く
。
綺
麗
な
だ
け
で
は
美
し
い

と
言
え
な
い
。
可
愛
ら
し
い
だ
け
で
も
美

し
く
は
な
い
。
漲

み
な
ぎる

生
命
感
だ
け
で
も
な

い
。
様
々
な
感
情
が
幾
重
に
も
重
な
り

合
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
感
情
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
花
の
美
し
さ
を
存
分
に
引
き
出

せ
る
華
道
家
に
な
り
た
い
と
考
え
て
い
る

私
は
、
美
し
い
と
は
何
か
と
い
う
疑
問
に

ぶ
つ
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
美
を

知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
り
あ
え
ず

美
と
身
体
で
向
き
合
っ
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
ま
ず
初
め
に
美
し
い
と
さ
れ
て
い

る
も
の
を
片
っ
端
か
ら
体
感
す
る
事
に
し

た
。
オ
ペ
ラ
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
っ
た
り

建
築
物
、
絵
画
な
ど
沢
山
の
洗
練
さ
れ
た

綺
麗
な
も
の
の
中
に
身
を
置
い
た
。
そ
の

中
で
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
各
分
野
の

洗
練
さ
れ
た
作
品
は
、
あ
る
一
定
の
レ
ベ

ル
を
超
え
た
も
の
は
素
人
目
に
見
て
も
素

晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
然

と
向
き
合
っ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
多
い
。
全
て
の
も
の
は
元
を
辿
る
と
ほ

と
ん
ど
全
て
が
自
然
の
物
に
帰
着
す
る
。

陶
芸
で
も
そ
う
だ
。
土
、
水
、
火
と
真
剣

に
向
き
合
っ
た
方
の
作
品
に
は
他
に
は
無

い
凄す

ご

み
を
感
じ
る
。
人
為
的
な
作
為
が
見

え
透
い
た
作
品
は
ど
こ
か
凄
み
に
欠
け

る
。
作
品
に
飽
き
の
来
な
い
豊
か
な
奥
行

き
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
的
な

作
為
が
見
え
透
い
た
作
品
よ
り
も
よ
り
、

自
然
ら
し
い
作
品
の
方
が
飽
き
の
来
な
い

豊
か
な
奥
行
き
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

幼
い
頃
よ
り
綺
麗
な
も
の
に
囲
ま
れ
て

育
っ
た
私
は
自
分
の
美
的
感
覚
を
持
っ
て

は
い
る
が
、汚
い
物
へ
の
耐
性
は
皆
無
だ
。

副
家
元
曰
く
、
食
事
中
に
一
言
で
も
汚

い
言
葉
を
誰
か
が
発
し
て
し
ま
う
だ
け
で

食
欲
が
失
せ
て
し
ま
う
子
供
だ
っ
た
ら
し

い
。
で
も
介
護
の
現
場
で
は
そ
ん
な
こ
と

は
言
っ
て
ら
れ
な
い
。
ご
家
族
が
諸
事
情

で
世
話
で
き
な
く
な
っ
た
高
齢
者
の
生
活

の
手
助
け
を
す
る
の
だ
が
、
今
ま
で
の
人

生
の
中
で
一
番
人
間
と
い
う
も
の
に
向
き

合
え
て
い
る
。
綺
麗
な
も
の
を
見
て
培
っ

た
美
的
感
性
だ
け
で
は
厚
み
が
無
く
、
美

と
い
う
も
の
と
真
摯
に
向
き
合
え
て
い
な

い
と
感
じ
て
い
る
。
美
を
大
き
く
捉
え
る

こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。

２
つ
目
の
テ
ー
マ
が
「
命
」
で
あ
る
。

高
齢
の
方
を
対
象
と
し
て
い
る
だ
け
あ
っ

て
命
と
向
き
合
う
時
間
が
多
い
。
幼
い
頃

か
ら
死
に
つ
い
て
は
祖
父
と
議
論
を
し
て

い
た
事
も
あ
り
好
き
な
時
間
で
も
あ
る
。

だ
が
何
度
考
え
て
も
死
が
謎
だ
と
い
う
事

が
分
か
る
だ
け
だ
。
生
け
花
を
し
て
い
る

と
幾
度
と
な
く
命
と
向
き
合
わ
さ
せ
ら
れ

る
。
命
と
い
う
物
が
少
し
で
も
分
か
れ
ば

自
分
の
作
品
に
大
き
な
影
響
が
与
え
ら
れ

そ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
ど
こ
か
根

源
的
な
美
し
さ
が
引
き
出
せ
る
か
も
し
れ

な
い
と
睨に

ら

ん
で
い
る
。

「
美
」
と
「
命
」
の
観
点
か
ら
介
護
職

の
魅
力
に
つ
い
て
話
し
て
き
た
が
、
介
護

職
の
魅
力
は
こ
れ
で
収
ま
り
き
ら
な
い
。

介
護
職
員
の
方
達
の
人
柄
の
良
さ
も
魅
力

の
一
つ
だ
。
介
護
業
界
の
人
達
の
ホ
ス
ピ

タ
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る
行
動
と
笑
顔
に
は
い

つ
も
驚
か
さ
せ
ら
れ
る
。
相
手
に
対
す
る

気
遣
い
、
配
慮
、
全
て
が
高
い
次
元
で
な

さ
れ
て
お
り
、
息
を
吐
く
よ
う
に
人
を
承

認
す
る
。
そ
し
て
、
尊
老
の
方
と
接
す
る

機
会
が
多
い
こ
と
も
魅
力
だ
。
長
い
人
生

を
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
方
達
の
幾
度
と
な
い

忘
却
に
さ
ら
さ
れ
、
風
化
さ
れ
た
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
は
少
な

く
な
い
は
ず
だ
。
こ
れ
だ
け
書
い
て
も
ま

だ
ま
だ
書
き
き
れ
な
い
ほ
ど
楽
し
い
職
で

は
あ
る
。

ど
う
い
う
風
の
吹
き
回
し
か
、
弟
の
順

之
助
も
介
護
の
職
に
つ
く
ら
し
い
。
家
の

大
人
3
人
は
認
知
症
な
っ
た
ら
手
厚
い
ケ

ア
を
し
て
も
ら
え
る
と
喜
ん
で
い
る
。

杜か
き
つ
ば
た

若
と
河こ

う
ほ
ね骨

の
立
花

∧
表
紙
の
花
∨

健
一
郎

花
型

立
花

杜
若
一
色

除
真

花
材

杜
若
（
菖あ

や
め蒲

科
）

河
骨
（
睡す

い
れ
ん蓮

科
）

花
器

陶
花
器

先
月
の
お
生
花
に
続
き
今
回
は
杜
若
の

立
花
を
立
て
た
。
ま
だ
ま
だ
拙

つ
た
ない

立
花
だ

が
、
自
分
の
力
は
出
し
切
れ
て
い
る
の
で

そ
ん
な
に
悲
観
的
で
も
な
い
。
む
し
ろ
満

足
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ

最
近
大
切
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
一
つ

あ
る
。
花
と
の
思
い
出
だ
。
数
あ
る
花
と

自
分
だ
け
の
思
い
出
を
作
っ
て
い
く
。
今

回
の
杜
若
は
、
大
田
神
社
に
行
き
写
真
を

撮
っ
て
そ
の
後
５
月
末
ま
で
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
待
ち
受
け
画
面
に
し
た(

右
の

写
真
）。

河
骨
は
岡
山
の
池
で
朝
早
く
か
ら
採
取

す
る
所
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
後
、
岡

山
の
先
生
と
立
花
を
立
て
た
。
蓮
根
農
家

さ
ん
の
作
業
着
の
よ
う
な
格
好
で
泥
の
中

に
入
っ
て
行
か
れ
る
様
を
間
近
で
見
る
こ

と
が
で
き
た
。
切
り
た
て
の
河
骨
を
バ
ケ

ツ
に
分
け
る
作
業
を
手
伝
わ
さ
せ
て
も

ら
っ
て
い
た
が
、
泥
の
中
か
ら
香
る
河
骨

の
匂
い
が
凄
く
心
地
よ
く
、
泥
の
匂
い
も

意
外
と
嫌
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
だ

ま
だ
思
い
出
の
あ
る
花
は
少
な
い
が
、
こ

れ
か
ら
長
い
時
間
を
か
け
て
少
し
づ
つ
一

つ
一
つ
の
花
と
の
特
別
な
思
い
出
が
あ
る

上
で
生
け
る
花
は
、
一
味
違
う
も
の
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

斜
め
横
か
ら
見
た
奥
行
き
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む

立
花
秘
傳
抄

三

草
之
部
（
つ
づ
き
）

寒
菊祝

言
。
水
際
。

霜
見
草
。
秋
無
草
。
残
り
草
。

蔵
玉
集

幾
代
へ
し
松
の
木
陰
の
霜
見
草
う
へ
け
る
と
き

を
た
れ
も
知
ら
ね
は

水
仙
一
色
の
前
置
に
必
ず
用
い
る
。
口
伝
。

わ
れ
も
こ
う

祝
言
。
上
中
。

か
る
か
や

祝
言
。
上
中
。

こ
の
二
草
を
通
用
に
遣
う
は
誤
な
り
。

お
ほ
な
こ
か
草
か
る
岡
の
か
る
か
や
は
し
た
お

れ
に
け
り
し
と
ろ
も
と
ろ
に

59

第
五
十
七
図

立
花

松
除
真

圓
音

松

菊

小
菊

梅
擬

晒
木

柘
植

柏

熊
笹

嫩

こ
の
ふ
た
草
は
、
花
も
咲
か
ず
冬
も
な
け
れ
ど
、
た

お
や
か
に
幽
美
に
し
て
名
高
き
草
な
れ
ば
、
木
に
あ

し
ら
い
、
草
に
ま
ぜ
て
つ
や
と
な
り
、
色
と
成
り
て

景
気
面
白
き
草
な
り
。
指
す
人
よ
く
よ
く
心
を
付
く

べ
し
。
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粟
祝
言
。
上
中
。

食
物
は
立
花
に
嫌
う
と
い
え
ど
、
粟
は
や
さ
し
き

物
に
し
て
古
来
草
花
立
て
な
ど
に
用
い
る
。
常
の
花

に
は
さ
の
み
好
む
べ
か
ら
ず
。

古
歌ち

は
や
ふ
る
神
の
や
し
ろ
の
な
か
り
せ
は
春
日

の
野
へ
に
粟
ま
か
ま
し
を

駒
つ
な
ぎ

祝
言
。
水
際
。

異
名
、
狼ろ
う
げ牙

。

沢
き
き
ょ
う

祝
言
。
水
際
。

か
よ
う
の
出
生
ひ
く
く
横
へ
ば
か
り
は
ゆ
る
物

は
、
水
際
に
よ
こ
へ
ば
か
り
長
く
出
し
て
も
苦
し
か

ら
ず
。

花
材
解
説
も
あ
と
少
し
と
な
っ
た
の
で
、
掲
載
で
き
て
い
な
い

立
花
図
を
紹
介
し
て
い
く
。
第
五
十
七
図
は
お
も
に
松
と
菊
と
柏

で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
控
枝
の
松
の
太
さ
が
目
を
引
く
。

第
八
十
九
図
は
「
立
花
時
勢
粧
・
下

秘
曲
の
図
」
の
内
の
「
松

の
前
置
」
の
立
花
図
で
あ
る
。
葉
の
短
い
、
い
わ
ゆ
る
良
く
締
ま
っ

た
松
を
水
際
だ
け
に
使
い
、
中
段
か
ら
上
は
檜
の
世
界
と
な
っ
て

い
る
。
松
の
後
ろ
に
広
が
る
幽
玄
の
世
界
と
い
う
趣

お
も
む
きで

あ
る
。
こ

こ
で
も
控
枝
（
定
位
置
と
は
逆
側
）
が
い
い
味
を
出
し
て
い
る
。

立
花
時
勢
粧
の
立
花
図
に
は
、
控
枝
に
重
点
を
置
い
た
も
の
が
少

な
か
ら
ず
あ
る
。
作
者
の
意
図
を
想
像
す
る
の
が
楽
し
い
。

第
八
十
九
図

立
花

檜
除
真

（
松
の
前
置
）
冨
春
軒

檜

晒
木

沢
水
木

水
仙

松

苔

枇
杷

樫
木
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水
生
植
物

仙
溪

花
材

太
藺
（
蚊か

や
つ
り
ぐ
さ

帳
吊
草
科
）

糸
芭
蕉
（
芭
蕉
科
）

ア
ラ
ン
セ
ラ
（
蘭
科
）

花
器

陶
水
盤

畳
を
編
む
材
料
と
な
る
イ
グ
サ
科
の
イ

グ
サ
（
藺
草
）
も
、
そ
の
イ
グ
サ
に
似
る

カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
の
フ
ト
イ
（
太
藺
）
も

水
生
植
物
で
あ
る
。

水
中
や
水
辺
に
生
え
る
水
生
植
物
は
、

そ
の
生
育
環
境
に
よ
り
５
つ
に
分
類
さ
れ

て
い
る
。

湿
地
植
物
：
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
、イ
グ
サ
、

サ
ワ
ギ
キ
ョ
ウ
、
サ
ギ
ソ
ウ
な
ど
。

抽
水
植
物
：
ア
シ
、
ガ
マ
、
ハ
ス
、
フ

ト
イ
、
カ
キ
ツ
バ
タ
、
ミ
ズ
ア
オ
イ
な
ど
。

浮
葉
植
物
：
ス
イ
レ
ン
、
ア
サ
ザ
、
ヒ

シ
な
ど
。

浮
遊
植
物
：
ホ
テ
イ
ア
オ
イ
、
ウ
キ
ク

サ
な
ど
。

沈
水
植
物
：
バ
イ
カ
モ
、
ク
ロ
モ
、
セ

キ
シ
ョ
ウ
モ
な
ど
。

イ
グ
サ
以
外
に
も
フ
ト
イ
や
ガ
マ
は
編

ん
で
筵

む
し
ろや

敷
物
に
、
ア
シ
は
簾

す
だ
れに

利
用
さ

れ
て
き
た
。
ハ
ス
の
蓮
根
や
ヒ
シ
の
実
は

食
用
に
。
水
生
植
物
と
人
と
の
関
わ
り
は

多
岐
に
わ
た
る
。
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ホ
ワ
イ
ト
レ
ー
ス
フ
ラ
ワ
ー

仙
溪

花
材

ニ
ュ
ー
サ
イ
ラ
ン（
竜

り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん

舌
蘭
科
）

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

レ
ー
ス
フ
ラ
ワ
ー
（
芹せ

り

科
）

花
器

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

ホ
ワ
イ
ト
レ
ー
ス
フ
ラ
ワ
ー
は
地
中
海

沿
岸
原
産
の
初
夏
の
花
だ
。
日
本
の
セ
リ

科
植
物
と
よ
く
似
て
い
る
。
夏
の
い
け
ば

な
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
。

乞き
こ
う
で
ん

巧
奠
と
カ
ジ
ノ
キ

キ
イ
チ
ゴ
の
名
前
で
出
回
っ
て
い
る
植

物
は
正
確
に
は
カ
ジ
イ
チ
ゴ
と
い
う
名
前

で
あ
る
。
バ
ラ
科
キ
イ
チ
ゴ
属
の
落
葉
低

木
で
お
も
に
西
日
本
に
分
布
し
温
暖
な
気

候
を
好
む
。
白
い
花
が
咲
い
た
あ
と
に
で

き
る
オ
レ
ン
ジ
色
の
実
は
食
べ
ら
れ
る
。

漢
字
で
は
「
梶
苺
」
ま
た
は
「
構
苺
」

と
書
く
が
、
ク
ワ
科
の
カ
ジ
ノ
キ
に
葉
が

似
て
い
る
の
で
こ
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
。

カ
ジ
ノ
キ
は
古
代
か
ら
神
木
と
し
て
尊

ば
れ
、
神
事
の
供
え
物
の
敷
物
に
使
わ
れ

た
。
樹
皮
は
コ
ウ
ゾ
と
同
様
に
製
紙
原
料

と
な
る
。

中
国
の
「
乞
巧
奠
」
と
い
う
行
事
が
奈
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レ
モ
ン
だ
よ
り

猫
目
線
で
撮
影
中
の
健
一
郎
。

良
時
代
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
。
牽

け
ん
ぎ
ゅ
う牛

・
織

し
ょ
く

女じ
ょ

の
二
星
が
天
の
川
を
渡
っ
て
逢
う
陰
暦

7
月
7
日
に
、
手
芸
・
裁
縫
な
ど
の
技
巧

上
達
を
祈
る
。
こ
の
時
、
カ
ジ
ノ
キ
の
葉

に
願
い
を
書
い
て
、
七た

な
ば
た夕

飾
り
の
短
冊
と

し
て
使
わ
れ
た
。

カ
ジ
イ
チ
ゴ
に
古
来
の
伝
承
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
歴
史
に
縁

ゆ
か
りの

あ
る
カ
ジ

ノ
キ
に
因ち

な

ん
で
、
技
巧
上
達
を
願
い
な
が

ら
い
け
る
の
も
一
興
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

木き
い
ち
ご苺

と
薔ば

ら薇∧
11
頁
の
花
∨

仙
溪

花
型

生
花

株
分
け

花
材

木
苺
「
構

か
じ
い
ち
ご苺

」（
薔
薇
科
）

薔
薇
（
薔
薇
科
）

花
器

小
判
型
陶
水
盤

近
年
、
カ
ジ
イ
チ
ゴ
の
栽
培
が
増
え
て

き
た
よ
う
に
感
じ
る
。
枝
を
選
べ
ば
生
花

に
で
き
る
し
、
夏
の
暑
さ
に
も
強
い
の
が

有
難
い
。
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パ
イ
ナ
ッ
プ
ル

櫻
子

花
材

ミ
ニ
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
（
パ
イ

ナ
ッ
プ
ル
科
）

グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
（
菖あ

や
め蒲

科
）

ア
ロ
カ
シ
ア
（
里
芋
科
）

花
器

ガ
ラ
ス
鉢

パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
に
は
ブ
ロ
メ
ラ
イ
ン
と

い
う
タ
ン
パ
ク
質
分
解
酵
素
が
含
ま
れ
て

い
て
、
食
後
に
食
べ
る
と
消
化
を
助
け
て

く
れ
る
。
ま
た
、
ま
る
ご
と
買
っ
た
時
に

残
っ
た
芯
は
、
刻
ん
で
肉
と
漬
け
込
む
と

固
い
ス
テ
ー
キ
が
柔
ら
か
く
な
っ
て
く
れ

る
の
で
役
立
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
へ
の
親
し
み
を

込
め
て
、
優
し
い
ピ
ン
ク
色
の
グ
ラ
ジ
オ

ラ
ス
と
、
個
性
的
な
ア
ロ
カ
シ
ア
の
葉
を

と
り
合
わ
せ
、
青
い
ガ
ラ
ス
の
器
に
い
け

た
。
見
て
い
る
と
元
気
を
も
ら
え
る
、
そ

ん
な
盛
花
。
ア
ロ
カ
シ
ア
の
茎
は
見
た
目

よ
り
弱
い
の
で
、
太
め
の
針
金
を
添
わ
せ

て
茶
色
の
フ
ロ
ー
ラ
ル
テ
ー
プ
で
巻
い
て

お
く
。
場
合
に
よ
っ
て
は
葉
裏
に
も
針
金

を
這
わ
せ
て
お
く
と
い
い
。
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路
地
に
い
け
る

　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

健
一
郎

　

背
景　

冨
春
軒
の
路
地

　

花
材　

大お
お
や
ま
れ
ん
げ

山
蓮
華
（
木も

く
れ
ん蓮

科
）

　
　
　
　

鞍く
ら
ま
ご
け

馬
苔
（
岩い

わ
ひ
ば

檜
葉
科
）

　

花
器　

弥
生
土
器

　

一
家
総
出
で
露
地
の
砂
利
を
磨
く
大
掃

除
を
し
た
。
20
年
ほ
ど
前
に
大
工
の
人
達

に
依
頼
し
て
以
来
と
の
事
。
家
族
全
員
が

ま
と
ま
っ
て
掃
除
で
き
た
事
に
感
謝
し
て

い
る
。
石
畳
に
水
を
打
つ
と
ピ
ン
と
空
気

が
引
き
締
ま
る
。
今
ま
で
で
き
て
い
な

か
っ
た
面
倒
な
事
、
そ
し
て
基
盤
を
固
め

る
た
め
に
時
間
を
使
う
事
が
で
き
た
。
何

が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
の
が
世
の
常
で

は
あ
る
が
、
あ
る
程
度
の
事
は
受
け
流
せ

る
よ
う
備
え
て
お
く
。

　

写
真
の
土
器
は
去
年
の
7
月
25
日
に
東

寺
で
購
入
し
た
も
の
だ
。
原
始
的
な
植
物

と
合
わ
せ
た
か
っ
た
の
だ
が
、
花
に
巡
り

合
う
機
会
が
な
く
一
年
ほ
ど
経
っ
て
し

ま
っ
た
。
咲
く
前
の
大
山
蓮
華
と
水
を
多

分
に
含
ん
だ
光
る
シ
ダ
に
弥や

生よ
い

の
土
器
が

よ
く
似
合
う
。

初
夏
の
香
り

　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

深み
や
ま
な
ん
て
ん

山
南
天
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

杜
か
き
つ
ば
た若

（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

笹
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

フ
ラ
ン
ス
製
青
練
込
陶
鉢

　

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
。

　

カ
キ
ツ
バ
タ
の
雅
な
色
と
、
サ
サ
ユ
リ

の
優
し
い
色
は
、
白
黒
写
真
で
は
伝
わ
ら

な
い
。

　

こ
の
サ
サ
ユ
リ
は
奈
良
の
知
人
が
種
か

ら
育
て
た
も
の
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
時

聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
サ
サ
ユ
リ
は

生
育
が
非
常
に
遅
く
、
一
年
目
は
一
枚
葉

が
や
っ
と
発
芽
す
る
だ
け
で
、
開
花
に
は

７
〜
８
年
か
か
る
そ
う
だ
。

　

私
た
ち
が
い
け
る
花
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
ド
ラ
マ
が
あ
る
と
思
う
と
、愛
お
し
く
、

大
切
に
し
な
け
れ
ば
と
思
う
。

　

四
季
咲
き
の
カ
キ
ツ
バ
タ
と
軽
や
か
な

ミ
ヤ
マ
ナ
ン
テ
ン
を
と
り
合
わ
せ
た
。

　

高
さ
を
抑
え
て
、
枝
の
広
が
り
を
印
象

的
に
見
せ
た
。

　
（
２
０
０
６
年
7
月　

５
１
７
号
よ
り
）

蔓つ
る

を
い
け
る

　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

熊
く
ま
や
な
ぎ柳

（
黒

く
ろ
う
め
も
ど
き

梅
擬
科
）

　
　
　
　

薊
あ
ざ
み（

菊
科
）

　
　
　
　

京き
ょ
う
が
の
こ

鹿
の
子
（
薔
薇
科
）
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撫な
で
し
こ子

（
撫
子
科
）

　
　
　
　

鳴な
る
こ
ゆ
り

子
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
木
村
展
之
作
）

　

ク
マ
ヤ
ナ
ギ
は
日
本
の
山
地
に
生
え
る

落
葉
つ
る
性
木
本
で
、
ク
ロ
ガ
ネ
カ
ヅ
ラ

の
別
名
が
あ
る
。
つ
る
の
先
の
房
は
、
去

年
咲
い
た
花
の
あ
と
に
で
き
た
実
で
あ

る
。
地
味
な
花
材
な
の
で
明
る
い
野
の
花

を
合
わ
せ
た
。

　

ク
マ
ヤ
ナ
ギ
は
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
で
い
け

に
く
い
。
細
め
の
背
の
高
い
花
器
が
い
け

や
す
そ
う
だ
が
、
あ
え
て
口
の
広
い
花
器

に
い
け
て
み
た
。

　

花
器
に
写
真
の
よ
う
な
仕
掛
け
を
入
れ

て
お
き
、
つ
る
に
も
長
い
棒
を
固
定
し
て

い
け
て
い
る
。
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
の
が
難

し
い
が
、
重
み
の
あ
る
つ
る
を
軽
や
か
に

見
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
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こ
こ
ろ
は
異
国
へ

　
　
　
　

∧
４
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム
（
百
合
科
）

　
　
　
　

煙
の
木
（
漆

う
る
し

科
）

　
　
　
　

レ
リ
ア
（
蘭ら

ん

科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
宮
本
博
作
）

　

今
年
も
又
新
鮮
な
ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
を

い
け
る
事
が
出
来
た
。
岡
山
へ
は
行
け
て

い
な
い
け
れ
ど
、
お
弟
子
さ
ん
が
箱
詰
め

に
し
て
送
っ
て
下
さ
っ
た
。
日
当
た
り
が

良
く
風
通
し
の
良
い
お
庭
で
、
手
入
れ
を

し
て
大
切
に
育
て
て
お
ら
れ
る
の
で
、
年

毎
に
大
き
く
豊
か
に
ス
モ
ー
ク
し
て
い
る

よ
う
だ
。

　

毎
年
お
稽
古
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
が
楽

し
み
で
、
薔ば

薇ら

や
向ひ

日ま
わ

葵り

、
柏

か
し
わ

葉ば

紫あ

陽じ

花さ
い

な
ど
季
節
の
花
を
取
り
合
わ
せ
て
い
る
。

今
回
は
ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム
と
、
カ
ト
レ
ア
に

似
た
レ
リ
ア
と
い
う
細
く
て
繊
細
な
蘭
と

合
わ
せ
て
み
た
。

　

赤
い
花
器
に
モ
ロ
ッ
コ
刺
繍
の
敷
物

で
、
異
国
に
い
る
様
。
今
は
何
処
に
も
行

け
な
い
け
れ
ど
、
こ
ん
な
風
に
楽
し
ん
で

い
る
。



5

『
ニ
セ
モ
ノ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　
確
か
、
先
々
月
の
テ
キ
ス
ト
で
、
ホ
ン

モ
ノ
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
。
大
雑

把
に
要
約
す
る
と
、
あ
ま
り
難
し
く
考
え

ず
に
頭
を
空
っ
ぽ
に
し
て
物
事
と
向
き
合

う
と
本
物
の
作
品
の
本
質
が
見
え
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
話
だ
っ
た
。
こ
の
考
え

に
は
、
作
品
に
本
物
と
偽
物
が
あ
る
と
い

う
考
え
方
が
根
底
に
流
れ
て
い
る
わ
け
だ

が
、
今
回
は
日
本
の
偽
物
と
も
思
わ
れ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
、
面
白
い
文
化
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

偽
物
と
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
っ
た
が
、

ど
う
も
世
界
か
ら
見
る
と
珍
し
い
文
化
が

あ
る
。「
写
し
」と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
写

し
は
模
倣
で
あ
っ
て
創
造
で
は
な
い
。」

「
単
な
る
コ
ピ
ー
だ
。」「
盗
作
と
ど
う
違

う
の
か
。」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

私
は
ど
う
い
っ
た
意
識
で
先
人
と
の
作
品

と
向
き
合
っ
た
か
の
違
い
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
そ
の
意
識
を
大
き
く
分
け
る
と

「
盗
作
」「
学
ぶ
写
し
」「
残
す
写
し
」「
祈

る
写
し
」
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。

　
こ
の
意
識
の
中
で
一
つ
だ
け
悪
い
印
象

を
持
つ
恐
れ
が
あ
る
の
が
、「
盗
作
」
で

あ
る
。他
人
の
作
品
を
精
巧
に
写
し
と
り
、

自
分
の
印
を
押
し
、
自
分
の
物
と
し
て
の

販
売
や
、
名
の
あ
る
人
の
サ
イ
ン
を
し
て

の
販
売
等
は
は
許
し
難
い
が
、
ビ
ジ
ネ
ス

と
し
て
は
大
成
功
だ
と
言
え
る
事
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
盗
作
と
ま
で
は
言
わ
な
い

が
、
中
国
か
ら
の
焼
き
物
を
日
本
で
写
し

て
輸
出
し
て
い
た
事
実
は
存
在
す
る
。
だ

が
、
そ
の
技
術
が
発
展
し
、
新
し
い
ア
イ

デ
ィ
ア
が
生
ま
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
風
靡

す
る
様
な
磁
器
が
生
ま
れ
た
事
実
を
見
る

と
、
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
も
な
い
よ
う
で

あ
る
。
写
す
と
い
う
行
為
は
あ
ら
ゆ
る
と

こ
ろ
で
文
化
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
る
。

　
盗
作
に
引
き
換
え
、
誰
も
が
経
験
す
る

の
が
「
学
ぶ
写
し
」
で
あ
る
。
学
ぶ
の
語

源
が
真
似
ぶ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
様
に
、

写
す
事
は
効
率
的
に
学
び
を
得
る
事
が
で

き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
人
は
真
似
の

連
続
で
出
来
る
こ
と
を
増
や
し
て
い
る
。

学
ぶ
写
し
は
世
界
共
通
で
、
あ
ら
ゆ
る

巨
匠
達
も
真
似
る
こ
と
で
そ
の
基
礎
を
作

り
、
そ
こ
に
自
身
の
経
験
を
擦
り
あ
わ
せ

て
い
く
こ
と
で
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
作
り

出
し
て
い
っ
た
。

　
写
し
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
衝
突
す
る

の
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
問
題
で
あ
る
。
本
当

の
意
味
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
存
在
し
得
る
の

だ
ろ
う
か
。
写
し
の
上
に
な
い
オ
リ
ジ
ナ

ル
を
私
は
知
ら
な
い
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
と

思
え
る
作
品
は
何
を
写
し
た
の
か
が
分
か

ら
な
い
だ
け
で
、
写
し
な
の
で
は
と
考
え

て
い
る
。
た
だ
、
複
雑
で
専
門
的
な
物
を

写
し
た
場
合
は
何
を
写
し
た
か
は
分
か
り

づ
ら
く
、
写
し
を
読
み
解
く
に
は
多
く
の

知
識
が
必
要
な
だ
け
だ
。私
た
ち
の
脳
が
、

今
ま
で
培
っ
て
き
た
知
識
で
し
か
物
事
を

考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
そ
の
作
品
は
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
は
あ
り
得
な

い
。
過
去
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
物
事
は

生
ま
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
は
今
ま
で

培
っ
た
知
識
で
想
像
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
ひ
と
つ
の
絵
は
写
し
で
あ

り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
の
で
あ
る
。
自
然
を

表
現
し
た
絵
は
、
自
然
を
写
し
た
も
の
に

は
違
い
な
い
が
、
自
然
そ
の
も
の
と
描
か

れ
た
も
の
は
当
然
、
同
一
で
は
な
い
。
そ

し
て
既
に
あ
る
絵
を
写
し
た
場
合
に
お
い

て
も
、
写
し
た
絵
は
様
式
、
技
法
や
表
現

に
様
々
な
要
素
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
成
り

立
っ
て
お
り
、写
し
た
絵
は
同
一
で
な
い
。

つ
ま
り
、
絵
に
は
独
創
性
が
あ
る
だ
け
と

も
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
残
す
写
し
」
は
形
の
復
元
や
、
保
存

の
た
め
、
先
人
の
意
思
、
心
を
残
す
写
し

で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
ぶ
た
め
の
写
し
と

似
通
っ
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
国
宝
、

重
要
文
化
財
の
復
元
、
保
存
な
ど
が
こ
れ

に
あ
た
る
。
こ
こ
で
は
精
巧
に
写
す
事
が

求
め
ら
れ
、
本
物
と
同
じ
だ
け
の
質
を
要

求
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
も
、
壊
れ
て
は
い

け
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
器
の
か
わ
り
に
写

し
の
作
品
を
使
用
し
、
そ
こ
に
本
歌
を
見

て
取
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
。

　
江
戸
時
代
の
陶
工
達
は
、
偉
大
な
陶
芸

家
（
乾
山
）
の
写
し
を
巧
み
に
で
き
る

か
と
い
う
事
が
評
価
の
基
準
に
な
っ
て
い

た
。
本
物
も
大
切
に
し
て
い
た
が
、
そ
れ

以
上
に
「
形か

た
ち」

を
重
視
し
て
い
た
。
写
す

伝
統
で
あ
る
。「
モ
ノ
」
は
い
つ
か
消
え

て
無
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、「
形
」
は
本

物
の
精
神
が
宿
る
依よ

り

代し
ろ

で
あ
る
か
ら
だ
。

つ
ま
り
、
本
物
の
形
を
真
似
し
て
も
う
一

度
つ
く
り
直
す
事
で
、
心
は
永
遠
に
受
け

継
が
れ
て
い
く
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。

仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
る
時
に
似
て
い
る
。

仏
壇
を
通
し
て
、
そ
の
向
こ
う
側
を
見
て

取
る
の
だ
。

　
エ
ジ
プ
ト
の
絵
画
は
二
千
五
百
年
間
進

化
し
な
か
っ
た
。
た
だ
求
め
ら
れ
て
い
る

正
解
を
描
く
事
が
求
め
ら
れ
、
変
化
を
期

待
を
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
は
写
実
的

に
見
た
ま
ま
を
描
き
起
こ
す
能
力
で
は
な

く
、
形
式
を
通
し
て
同
じ
心
を
伝
え
た

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
精
神
性
を
受
け
継
ぐ
国
に
、
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
ー
が
重
視
さ
れ
る
思
想
が
海
外
か

ら
入
っ
て
く
る
と
、
写
し
は
た
だ
複
製
を

制
作
す
る
行
為
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
特
許
権
な
ど
の
法
律
が
整
備

さ
れ
て
い
く
事
で
写
し
を
作
る
の
に
制
約

が
生
ま
れ
、
偽
物
作
り
が
し
づ
ら
い
環
境

に
整
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
精
神
性
の

継
承
に
大
き
な
亀
裂
が
入
っ
た
事
に
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
、こ
う
い
っ
た
、

倫
理
思
想
の
変
遷
の
ふ
る
い
に
文
化
は
耐

え
抜
く
事
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
残
っ

た
も
の
が
文
化
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
そ

れ
ま
で
な
の
だ
が
。

　
最
後
に
「
祈
る
写
し
」
と
い
う
も
の
を

紹
介
し
た
い
。
祈
る
写
し
と
は
、
写
経
や

写
仏
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
祈
り
と
い
う
行

為
を
通
じ
て
か
、
行
為
が
先
な
の
か
は
分

か
ら
な
い
が
、
移
す
事
を
通
じ
て
祈
り
を

す
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
写
す
事

が
目
的
で
は
な
く
、
祈
る
た
め
に
写
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
４
、５
月
号

に
掲
載
の
絵
巻
『
慕
帰
絵
詞
』
の
模
写
は

鈴
木
空
如
に
よ
る
も
の
だ
が
、
鈴
木
空
如

は
法
隆
寺
の
金
堂
壁
画
を
模
写
し
た
こ
と

で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
一
人
娘
を
五
歳
で

亡
く
し
、
金
堂
壁
画
の
模
写
に
の
め
り
込

ん
だ
ら
し
い
。
1
人
で
蝋
燭
の
炎
だ
け
で

描
き
き
っ
た
彼
を
想
像
す
る
に
、
人
の
た

め
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

祈
る
よ
う
に
描
い
て
い
た
と
想
像
し
て
し

ま
う
。

　

絵
図
を
模
倣
し
て
立
花
を
立
て
る
と
、

そ
の
行
為
を
通
し
て
流
祖
の
こ
と
を
あ
れ

や
こ
れ
や
と
考
え
て
し
ま
う
。
学
ぶ
た
め

に
写
す
行
為
は
、
祈
り
に
も
似
た
感
情
を

起
こ
さ
せ
、
そ
れ
は
や
が
て
残
す
た
め
の

写
し
と
な
る
。
そ
し
て
、
盗
作
さ
れ
る
ほ

ど
の
物
に
な
れ
ば
良
い
な
と
思
え
る
。

　
継
承
さ
れ
た
形
を
理
解
し
、
現
代
の
空

気
を
持
っ
た
物
を
生
み
出
す
。
芸
能
と
し

て
の
創
造
性
は
、
写
す
こ
と
を
通
し
て
過

去
の
表
現
を
理
解
し
、
そ
こ
に
現
代
的
な

解
釈
を
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
の

表
現
と
な
る
。
そ
し
て
写
し
の
連
続
が
伝

統
で
あ
り
、
文
化
、
生
命
の
継
承
な
の
で

あ
る
。
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仏
教
遺
跡
に
見
る
花
と
瓶　
　
　

 　
　

仙
溪

　

イ
ン
ド
→
中
国
→
日
本
と
い
う
仏
教
伝
来
の
流
れ
の

中
で
、
花
と
器
に
つ
い
て
探
っ
て
み
よ
う
。

　

イ
ン
ド
の
ア
ジ
ャ
ン
タ
石せ

っ

窟く
つ

寺
院
に
は
６
世
紀
頃
の

極
彩
色
壁
画
が
残
る
。
日
本
に
現
存
す
る
最
古
の
仏
教

絵
画
で
あ
る
法
隆
寺
金
堂
壁
画
（
奈
良
県
斑い

か

鳩る
が

町
・
７

世
紀
末
）
は
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
の
壁
画
を
模も

し
た
も
の
と

イ
ン
ド
、ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
寺
院
は
虎
狩
り
に
来
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
っ
て
１
８
１
９
年
に
発
見
さ
れ
た
。
紀
元
前
１
世
紀
〜
紀
元
後
２
世
紀
と
、５
世
紀
後
半
〜
６
世
紀
に
開
窟
さ
れ
た
僧
堂
と
祠
堂（
仏

塔
を
ま
つ
る
）
か
ら
な
る
仏
教
窟
。
図
①
②
は
第
１
窟
（
６
世
紀
頃
）
の
蓮
華
手
菩
薩
（
図
①
）
と
金
剛
手
菩
薩
（
図
②
）。
図
③
は
第
11
窟
の
蓮
華
手
菩
薩
。

出典：http://kuradashieigakan.com/con34ajanta/ajanta3.htm

出典：http://double-dolphin.blogspot.com/2015/12/photography-inside-ajanta-caves-
tips-and-tricks.html

出典：https://www.ana.co.jp/travelandlife/feature/original/vol122/ の
説
が
あ
る
。（
様
式
的
に
は
中
国
敦と

ん

煌こ
う

の
莫ば

っ

高こ
う

窟く
つ

な
ど

に
み
ら
れ
る
初し

ょ

唐と
う

絵
画
の
影
響
を
受
け
て
い
る
）

　

そ
も
そ
も
イ
ン
ド
に
お
け
る
祈
り
の
場
で
は
、
花
は

器
に
挿
す
の
で
は
な
く
、
香
り
の
良
い
花
を
摘
ん
で
糸

で
綴
っ
た
り
、
器
に
盛
っ
た
り
散
ら
し
た
り
し
て
供
え

ら
れ
る
。
良
い
香
り
に
は
悪
を
遠
ざ
け
る
力
が
あ
る
。

図
②
で
も
菩
薩
の
左
後
ろ
で
蓮は

す

（
も
し
く
は
睡す

い

蓮れ
ん

）
の

花
を
盛
っ
た
盆
を
持
つ
人
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

泥
の
中
か
ら
伸
び
て
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
蓮
や
睡

蓮
は
、
仏
教
に
お
い
て
は
悟さ

と

り
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
。

図
①
の
菩
薩
も
、
悟
り
を
得
た
者
の
証

あ
か
し

と
し
て
蓮
（
も

し
く
は
睡
蓮
）
の
花
を
手
に
持
っ
て
い
る
。

　

図
③
の
菩
薩
は
２
種
類
の
花
を
持
っ
て
い
る
。
詳
し

く
は
不
明
だ
が
、
大
き
い
方
は
白
花
の
熱
帯
睡
蓮
か
。

小
さ
い
方
は
丸
い
白
色
５
弁
花
で
、
同
じ
く
熱
帯
の
水

生
植
物
で
は
な
い
か
と
思
う
。
様
々
な
花
に
、
悟
り
の

開
花
を
託
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

①

②

③



7

中
国
山
西
省
大
同
市
の
西
方
に
あ
る
雲
崗
石
窟
は
５
世
紀
後
半
の
石
窟
寺
院
。
第
18
窟

の
弟
子
像
は
左
手
に
水
瓶
、
右
手
に
花
を
持
つ
（
図
④
）。

　

イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
仏
教
は
各
地
に
広
ま
っ
て
行
く
。

　

そ
も
そ
も
イ
ン
ド
で
は
釈し

ゃ

迦か

の
入

に
ゅ
う

滅め
つ

後
、
長
い
間
仏

像
は
造
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
紀
元
後
１
０
０
年
前
後
に
、

北
イ
ン
ド
の
マ
ト
ゥ
ラ
ー
と
イ
ン
ド
北
西
の
王
国
ガ
ン

ダ
ー
ラ
で
、
最
初
の
仏
像
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
美
術
の
影
響
を
受
け
て
い
た
中

央
ア
ジ
ア
の
民
が
、
す
で
に
仏
教
の
栄
え
て
い
た
こ
の

地
域
を
治
め
た
こ
と
で
、
仏
教
の
内
容
が
仏
像
と
し
て

造
形
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。

　　

図
④
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
出
土
し
た
２
〜
３
世
紀
の

菩ぼ

薩さ
つ

像
で
手
に
水す

い

瓶び
ょ
うを

持
っ
て
い
る
。
菩
薩
と
は
更
な

出典：http://arts.fgs.org.tw/fgs_arts/tw/pic_image_show.php?arg=
FxFCWeoCwwZ5LqpsJgnd9EtatR38Zg

出典：http://avantdoublier.blogspot.com/search/label/ 仏教
美術 ?updated-max=2014-09-26T05:02:00%2B09:00&max-
results=20&start=15&by-date=false

弥
勒
菩
薩
坐
像　

２
〜
３
世
紀　

ガ
ン
ダ
ー
ラ
出
土　

松
岡
美
術
館
蔵
（
仏
教
の
来
た

道
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
探
検
の
旅
展
図
録
よ
り
）

る
悟
り
を
得
る
た
め
に
修
行
し
て
い
る
人
を
さ
す
の
だ

が
、
こ
の
像
は
未
来
で
仏
に
な
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
た

弥み

勒ろ
く

菩
薩
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
弥
勒
に
は
慈

い
つ
く

し
み
と

い
う
意
味
が
あ
る
そ
う
だ
。
優
し
い
お
顔
で
あ
る
。

　

さ
て
、
水
瓶
は
修
行
者
の
大
切
な
持
ち
物
で
あ
り
、

中
の
浄

じ
ょ
う

水す
い

や
香こ

う

水ず
い

を
清
ら
か
に
保
つ
た
め
に
、
花
や
木

で
瓶
の
口
に
栓せ

ん

を
し
た
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　

釈
迦
の
弟
子
が
水す

い

瓶び
ょ
うと

花
を
持
つ
姿
で
彫
ら
れ
た
像

も
、
中
国
の
雲
崗
石
窟
に
残
っ
て
い
る
（
５
世
紀
後
半

図
⑤
）。

　

良
い
香
り
の
す
る
水
と
良
い
香
り
の
す
る
花
を
持
っ

て
、
釈
迦
の
教
え
を
広
め
歩
く
弟
子
達
の
姿
が
目
に
浮

か
ぶ
。
水
も
花
も
修
業
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、

ま
た
釈
迦
の
教
え
に
よ
っ
て
人
々
の
苦
し
み
を
和
ら
げ

る
た
め
の
大
切
な
役
割
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

こ
の
水
瓶
も
し
く
は
花
を
持
つ
姿
は
、
多
く
の
菩
薩

像
に
見
ら
れ
る
が
、
中
に
は
手
に
持
っ
た
水
瓶
に
花
が

挿
さ
れ
た
像
も
現
れ
る
。

　

イ
ン
ド
で
は
花
だ
け
を
摘
ん
で
供
え
て
い
た
も
の
が
、

い
つ
し
か
花
瓶
に
花
を
挿
し
て
供
え
る
よ
う
に
な
っ
た

の
に
は
、
気
候
と
植
生
の
違
い
も
関
係
し
た
と
考
え
ら

④

⑤



8

れ
る
。
今
も
イ
ン
ド
の
女
性
は
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
髪
飾
り

を
好
ん
で
身
に
つ
け
て
い
る
が
、
花
は
摘つ

む
も
の
で
、

花
も
そ
れ
に
応
え
る
強
さ
を
持
っ
て
い
る
。
中
国
や
日

本
の
花
と
は
性
質
が
異
な
る
。

　

仏
教
は
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
敦と

ん

煌こ
う

へ
と

伝
わ
り
、
中
国
に
広
ま
る
こ
と
に
な
る
。
敦
煌
は
中
国

の
西
の
玄
関
口
。
東
西
交
易
の
要よ

う

衝し
ょ
うと

し
て
栄
え
た
砂

漠
の
オ
ア
シ
ス
だ
。

　

図
⑥
は
敦
煌
・
莫ば

っ

高こ
う

窟く
つ

の
壁
画
で
あ
る
。
左
手
に
水

瓶
を
持
つ
観
音
菩
薩
で
、
煌

き
ら
び

び
や
か
な
天て

ん

蓋が
い

や
瓔よ

う

珞ら
く

が

目
を
引
く
。

　

消
え
て
分
か
ら
な
い
が
、
右
手
に
は
蓮れ

ん

華げ

を
持
っ
て

い
る
と
想
像
し
た
い
。
や
が
て
悟
り
を
求
め
る
心
の
象

徴
と
し
て
、
慈
愛
に
満
ち
た
導
き
の
顕

あ
ら
わ

れ
と
し
て
、
水す

い

瓶び
ょ
うに

蓮
華
が
立
て
ら
れ
て
、
日
本
の
供く

花げ

と
な
り
、
い

け
ば
な
へ
と
繋
が
っ
て
行
く
。
そ
ん
な
こ
と
を
空
想
し

て
い
る
。

出典：http://avantdoublier.blogspot.com/search/label/ 敦煌 ?updated-max=2012-12-
18T05:02:00%2B09:00&max-results=20&start=30&by-date=false

敦
煌
莫
高
窟
第
４
５
窟
南
壁
中
央
壁
画
。
盛
唐
・
開
元
年
間
（
７
１
３
〜
７
４
１
年
）。
水
瓶
を
持
つ
観
音
菩
薩
。
右
手

に
も
何
か
持
っ
て
い
た
の
か
は
消
え
て
い
て
分
か
ら
な
い
が
、
蓮
華
が
持
た
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

　

観
音
菩
薩
立
像
？
オ
ベ
リ
ス
ク
？
ロ
ケ
ッ
ト
？

　

い
え
い
え
、
レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
で
す
。

撮
影
：
髙
田
菜
月

⑥
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グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス

　
　
　

∧
９
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

生
花　

行
型

　

花
材　

グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　

花
器　

陶
鉢
一
対
（
フ
ラ
ン
ス
製
）

　

グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
は
江
戸
時
代
の
終
わ
り

に
オ
ラ
ン
ダ
人
が
持
ち
込
ん
で
き
た
植
物

で
、「
阿お

蘭ら
ん

陀だ

菖あ
や

蒲め

」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

園
芸
品
種
の
生
産
が
盛
ん
で
、
白
、
ピ
ン

ク
、
赤
、
オ
レ
ン
ジ
、
黄
色
、
紫
や
、
青

に
近
い
色
の
品
種
ま
で
も
あ
る
。
今
は
年

中
花
屋
で
売
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
旬
の

グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
は
し
っ
か
り
と
し
て
お

り
、
勢
い
が
あ
る
。

　

生せ
い

花か

と
し
て
は
杜

か
き
つ

若ば
た

な
ど
と
同
じ
く
菖あ

や

蒲め

科
の
植
物
と
し
て
葉は

組ぐ
み

を
行
な
う
。
花

屋
で
選
ぶ
と
き
は
花
は
勿
論
の
事
、
葉
に

気
を
配
り
た
い
。
花
屋
さ
ん
で
は
よ
り
綺

麗
に
見
せ
る
た
め
に
、
黄
色
く
な
っ
た
葉

先
を
上う

手ま

く
切
っ
て
あ
る
の
で
、
よ
く
注

意
し
て
見
な
い
と
自
然
な
葉
先
な
の
か
切

ら
れ
た
も
の
な
の
か
分
か
ら
な
い
。
葉
先

に
気
を
つ
け
て
花
を
選
び
た
い
。

　

真し
ん

を
少
し
高
く
伸
び
や
か
に
し
た
の
で

控ひ
か
えも

丈
を
長
く
し
、
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ

て
い
る
。
副そ

え

の
蕾
が
良
い
ア
ク
セ
ン
ト
に

な
っ
て
い
て
い
る
。
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器
と
花
の
相
性

　
　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

宮み
や
ぎ
の
は
ぎ

城
野
萩
（
豆
科
）

　
　
　
　

斑
入
り
の
笹
（
稲
科
）

　

花
器　

陶
偏
壺
（
吉
川
充
作
）

　

庭
の
ハ
ギ
を
一
風
変
わ
っ
た
器
に
い
け

て
み
る
と
、と
て
も
良
く
合
っ
て
く
れ
た
。

個
性
の
強
い
器
は
、
か
え
っ
て
野
に
咲
く

花
と
相
性
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
外

見
は
怖
そ
う
で
も
、繊
細
な
心
の
持
ち
主
。

そ
ん
な
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
良
さ
が
滲に

じ

み
出

る
。

野の
か
ん
ぞ
う

萱
草

　
　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

草そ
う

型　

副そ
え

流
し

　

花
材　

野
萱
草
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

立
派
な
ノ
カ
ン
ゾ
ウ
が
手
に
入
っ
た
。

写
真
の
よ
う
な
状
態
で
、
葉
と
花
が
株
の

ま
ま
切
ら
れ
て
葉
で
括く

く

っ
て
あ
っ
た
。
解ほ

ど
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く
と
そ
の
ま
ま
で
格
好
が
い
い
の
で
、
ま

ず
紫
陽
花
と
合
わ
せ
て
伸
び
や
か
に
投
入

に
い
け
た
。（
12
頁
の
花
）

　

数
日
飾
っ
た
あ
と
で
、
今
度
は
ノ
カ
ン

ゾ
ウ
一
種
で
生
花
に
い
け
て
み
た
。
初
め

て
い
け
た
が
、
葉
の
ね
じ
れ
具
合
が
い
い

味
を
出
し
て
く
れ
る
。
数
輪
あ
っ
た
蕾
も

順
に
最
後
ま
で
咲
い
て
く
れ
た
。
葉
先
か

ら
黄
色
く
な
っ
て
く
る
が
、
程
良
く
ア
ク

セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。

　

カ
ン
ゾ
ウ
に
は
一
重
咲
き
の
ノ
カ
ン
ゾ

ウ
と
、
八
重
咲
き
の
ヤ
ブ
カ
ン
ゾ
ウ
が
あ

る
。
人
家
に
よ
く
植
え
ら
れ
て
、
若
芽
と

花
の
蕾
は
食
用
に
な
る
。
食
べ
る
と
憂
い

を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
、
ワ

ス
レ
グ
サ
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

い
つ
か
、
稽
古
で
普
通
に
い
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
れ
ば
嬉
し
い
。

カ
ン
ゾ
ウ
の
葉
で
括
ら
れ
て
い
た
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
685
号　

2020
年
7
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

玄
関
に
い
け
る

　

∧
12
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

背
景　

冨
春
軒
の
玄
関

　

花
材　

野の
か
ん
ぞ
う

萱
草
（
百
合
科
）

　

紫あ
じ
さ
い

陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

オ
ン
ラ
イ
ン
展
覧
会
に
こ
の
写
真
で
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
展
覧
会
場
に
来

て
頂
け
な
い
分
、
会
場
で
は
で
き
な
い
見

せ
方
が
で
き
る
な
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
展
覧

会
を
す
る
意
味
も
あ
る
と
思
う
。

　

是
非
、左
記
の
サ
イ
ト
を
ご
覧
下
さ
い
。
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出
逢
い
花
（
41 

）　
　

　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

檜ひ
お
う
ぎ扇

（
菖あ

や
め蒲

科
）

　

木む
く
げ槿

（
葵

あ
お
い

科
）

　
　
花
器

　
染
付
花
瓶

　
鉢
植
の
ヒ
オ
ウ
ギ
に
庭
の
ム
ク
ゲ
を
添

檜ひ
お
う
ぎ扇　

　
　
　
　
　

仙
溪

　
扇
の
よ
う
な
姿
に
葉
を
つ
け
る
ヒ

オ
ウ
ギ
は
、
古

い
に
し
えよ

り
悪
い
物
を
追
い

払
う
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

私
の
想
像
だ
が
、
身
に
つ
け
る
厄
除

け
の
道
具
と
し
て
ヒ
オ
ウ
ギ
に
似
せ

て
作
っ
た
の
が
檜
扇
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
お
雛
様
が
持
た
れ
て
い

る
ヒ
ノ
キ
の
薄
板
を
綴
り
合
わ
せ
た

あ
の
扇
だ
。
そ
れ
ま
で
は
ヒ
オ
ウ
ギ

の
古
名
「
カ
ラ
ス
オ
ウ
ギ
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
の
が
、
そ
れ
以
後
ヒ
オ
ウ

ギ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）

　
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
檜
扇
を

元
に
考
案
さ
れ
た
紙か

み

扇お
う
ぎや

扇せ
ん

子す

も
、

植
物
の
ヒ
オ
ウ
ギ
ゆ
か
り
の
も
の
と

な
る
。
人
と
自
然
の
関
わ
り
を
感
じ

て
い
る
。

　
今
年
も
ヒ
オ
ウ
ギ
の
季
節
が
や
っ

て
き
た
。
力
強
く
晴
れ
や
か
な
姿
に

生
け
た
い
。
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ヒ
オ
ウ
ギ
の
生
花

　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

仙
溪

　
花
型

　
生
花

　
行
型

　
花
材

　
檜ひ

お
う
ぎ扇

（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
花
器

　
陶
水
盤

　
ヒ
オ
ウ
ギ
の
姿
を
生
か
す
こ
と
。

加
え
る
葉
は
で
き
る
だ
け
少
な
く
自

然
に
。

え
た
。染
付
の
花
瓶
に
爽
や
か
に
映
え
る
。

真し
ん

副そ
え

胴ど
う

留と
め

控ひ
か
え



4

カ
ジ
ノ
キ
の
葉

　
　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　

櫻
子

　
花
材

　
梶か

じ

の
木
（
桑く

わ

科
）

　
　
　
　
蛍

ほ
た
る
ぶ
く
ろ

袋
（
桔き

き
ょ
う梗

科
）

　
花
器

　
角
形
染
付
花
瓶

　
古
代
か
ら
カ
ジ
ノ
キ
は
神
に
捧
げ
る
神

木
と
し
て
尊
ば
れ
て
、
神
社
の
境
内
な
ど

に
多
く
植
え
ら
れ
て
い
た
。
カ
ジ
ノ
キ
の

繊
維
か
ら
紙
や
布
を
作
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
も
と
は
裁
縫
の
上
達
を
願
う
行
事
で

も
あ
っ
た
七
夕
に
縁
が
深
い
。「
天
の
川

へ
渡
る
船
の
梶か

じ

と
な
っ
て
願
い
が
叶
え
ら

れ
る
」
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
今
日
で
は

短
冊
に
願
い
を
書
い
て
笹
に
結
ぶ
風
習
と

な
る
。

　
庭
で
カ
ジ
ノ
キ
を
小
さ
な
苗
木
か
ら
育

て
て
い
る
。
夏
に
な
り
葉
が
大
き
く
な
る

と
複
雑
な
形
に
変
わ
っ
て
い
く
の
が
楽
し

い
。
伸
び
た
枝
を
少
し
だ
け
も
ら
っ
て
ホ

タ
ル
ブ
ク
ロ
と
飾
っ
た
。

庭
の
祇
園
守
り
（
木む

く
げ槿

）
と
カ
ジ
の

浮
か
し
花
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思
い
出
の
器

　
　

∧
5
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　
花
材

　
接に

わ
と
こ

骨
木
（
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
）

　
花
器

　
陶
扁
壺
（
テ
ィ
ム
作
）

　
私
た
ち
の
結
婚
の
知
ら
せ
を
聞
い

た
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
純
子
さ
ん
が

企
画
し
て
下
さ
っ
て
、
お
祝
い
の
品

が
海
を
渡
っ
て
届
い
た
。
そ
れ
は
初

め
て
見
た
器
で
は
な
か
っ
た
。
テ
ィ

ム
さ
ん
の
庭
の
西
洋
ニ
ワ
ト
コ
、
ス

ス
キ
、
百
合
で
お
花
を
生
け
た
あ
の

器
で
あ
っ
た
。

　
日
本
の
ニ
ワ
ト
コ
を
の
び
の
び
と

生
け
た
。
彼
の
日
本
的
趣
向
も
あ
い

ま
っ
て
良
い
器
だ
。
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自
然
の
動
き

　
　
　

∧
6
頁
の
花
∨　

仙
溪

　
花
材

　
斑ふ

い入
り
黄お

う
ば
い梅

（
木も

く
せ
い犀

科
）

　
　
　
　
ク
レ
マ
チ
ス
「
エ
レ
ガ
フ

ミ
ナ
」（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　
　
　
　
斑
入
り
甘あ

ま
ど
こ
ろ

野
老
（
百
合
科
）

　
花
器

　
鉄
枠
付
赤
ガ
ラ
ス
花
瓶

　
春
に
黄
色
い
花
を
咲
か
せ
る
オ
ウ

バ
イ
は
半
蔓
性
の
落
葉
低
木
で
、
ソ

ケ
イ
の
仲
間
な
の
で
、
葉
の
感
じ
が

ソ
ケ
イ
に
よ
く
似
て
い
る
。

　
明
る
い
斑
入
り
の
オ
ウ
バ
イ
を
枝

姿
が
生
か
せ
る
よ
う
に
背
の
高
い
花

器
に
い
け
、
ク
レ
マ
チ
ス
・
エ
レ
ガ

フ
ミ
ナ
を
絡
ま
せ
た
。

　
ど
ち
ら
も
自
由
な
動
き
が
あ
る
の

で
、
花
が
行
き
た
そ
う
な
方
向
に
挿

し
て
ゆ
く
。

　
偶
然
生
ま
れ
る
新
鮮
な
美
し
さ
。

　
斑
入
り
の
ア
マ
ド
コ
ロ
で
明
る
さ

を
加
え
た
。
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煙け
む
りの

木

　
　
　
　

∧
7
頁
の
花
∨　

櫻
子

　
花
材

　
煙

け
む
り

の
木
（
ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
）

　（
漆

う
る
し

科
）

　
　
　
　
カ
ラ
ー
5
種
（
里さ

と
い
も芋

科
）

　
花
器

　
ガ
ラ
ス
鉢

　
涼
し
く
て
陽
当
た
り
の
良
い
レ
ス
ト
ラ

ン
の
中
庭
に
不
思
議
な
木
が
あ
っ
た
。
近

づ
く
と
フ
ワ
フ
ワ
し
た
雲
の
中
に
入
り
込

む
よ
う
な
感
じ
。
い
い
香
り
が
し
て
柔
ら

か
く
包
ま
れ
る
よ
う
だ
っ
た
。

　
初
め
て
ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
を
見
た
の
は

ド
イ
ツ
だ
っ
た
。
ず
い
ぶ
ん
昔
の
事
な
の

で
レ
ス
ト
ラ
ン
の
名
前
も
思
い
だ
せ
な
い

け
れ
ど
、
一
緒
に
い
た
ド
イ
ツ
の
友
人
が

ド
イ
ツ
語
名
で
教
え
て
く
れ
た
。
難
し
く

て
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
意
味
は

カ
ツ
ラ
の
木
。ウ
ィ
ッ
グ
の
事
ら
し
い
が
、

日
本
は
煙
だ
し
、
国
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん

見
方
が
違
う
の
だ
。

　
ス
モ
ー
ク
し
て
と
て
も
き
れ
い
な
花
と

な
る
。
カ
ラ
フ
ル
な
カ
ラ
ー
を
集
め
て
夢

の
よ
う
な
思
い
出
の
花
に
。
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『
か
わ
い
い
』　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
家
に
レ
モ
ン
の
友
達
を
迎
え
る

こ
と
に
な
っ
た
。
名
前
は
メ
イ
と

言
う
。
猫
ア
レ
ル
ギ
ー
の
菜
月
と

い
つ
も
一
緒
に
い
る
。
活
動
的
で

よ
く
食
べ
る
。
菜
月
は
言
う
。
か

わ
い
い
と
。
千
度
か
わ
い
い
と
言

う
の
で
、
か
わ
い
い
を
日
頃
に
比

べ
意
識
し
た
1
ヶ
月
に
な
っ
た
。

　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
働
い
て
い

る
と
そ
の
言
葉
は
よ
く
聞
く
。
利

用
者
さ
ん
が
利
用
者
さ
ん
に
言
う

場
合
も
あ
る
が
主
に
職
員
が
利
用

者
さ
ん
に
対
し
て
使
う
場
合
が
多

い
。僕
が
ひ
ね
く
れ
て
い
る
の
か
、

こ
の
か
わ
い
い
は
、
聞
こ
え
る
た

び
に
癪
に
触
る
。

　
私
た
ち
は
人
間
の
赤
ち
ゃ
ん
だ

け
で
な
く
、
幼
い
動
物
に
対
し
て

も
、自
然
と
注
意
が
い
く
そ
う
だ
。

そ
う
い
っ
た
属
性
を
持
つ
個
体
は

周
囲
か
ら
攻
撃
さ
れ
ず
に
保
護
を

受
け
や
す
く
な
る
と
い
う
利
点
が

あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
対
象

に
対
し
て
、
敵
意
を
抱
く
要
素
や

威
圧
的
な
要
素
が
な
く
、
笑
顔
や

丸
み
、
色
と
い
っ
た
要
素
を
手
が

か
り
と
し
な
が
ら
、
自
分
と
の
関

係
性
を
意
識
的
、
無
意
識
的
に
評

価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
か
わ

い
い
」感
情
は
生
ま
れ
る
そ
う
だ
。

な
る
ほ
ど
と
納
得
を
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
れ
は
幼
い
個
体
に
当
て

は
ま
り
や
す
い
が
年
齢
関
係
な
く

条
件
を
満
た
す
と
「
か
わ
い
い
」

と
言
う
感
情
は
生
ま
れ
る
の
だ
ろ

う
。

　
私
の
気
に
触
る
可
愛
い
に
つ
い

て
少
し
考
え
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
原
因
は
職
員
が
利
用
者
さ
ん

を
守
る
べ
き
存
在
と
し
て
考
え
る

こ
と
に
よ
り
得
る
安
心
感
が
影
響

し
て
で
て
き
た
「
か
わ
い
い
」
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
他
と
比
較
し
た

上
で
の
「
か
わ
い
い
」
と
言
う
評

価
だ
と
言
う
こ
と
に
も
気
が
つ
い

た
。
幼
児
扱
い
す
る
職
員
も
嫌
い

だ
し
、
幼
児
を
幼
児
と
し
て
接
す

る
人
も
好
き
で
な
い
。
利
用
者
さ

ん
で
も
幼
児
で
も
な
く
〇
〇
さ
ん

で
あ
る
。
一
様
に
接
す
る
こ
と
は

正
し
い
の
か
と
い
つ
も
思
う
。
雑

な
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
は
個
を
疎お

ろ
そか
に

す
る
。
少
な
く
と
も
〇
〇
さ
ん
と

は
向
き
合
え
て
い
な
い
。

　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
利
用
者
さ

ん
と
関
わ
り
一
年
が
経
っ
た
頃
か

ら
、
ふ
れ
あ
い
の
中
で
単
発
的
に

ド
キ
ド
キ
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
れ
を
今
は
そ
の
人
の
尊
さ
や
、

存
在
の
輝
き
に
対
す
る
私
の
心
の

反
応
だ
と
感
じ
て
い
る
が
、
そ
の

時
は
言
葉
に
し
よ
う
が
な
か
っ

た
。
今
も
言
葉
に
で
き
る
ほ
ど
解

釈
で
き
て
い
る
気
持
ち
で
は
な

い
。
そ
の
ド
キ
ド
キ
に
可
愛
い
と

思
う
気
持
ち
も
含
ま
れ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
可
愛
さ

は
そ
の
人
が
生
き
生
き
と
す
る
こ

と
で
発
露
す
る
。
自
分
の
少
し
の

補
助
が
、
そ
の
人
を
取
り
戻
す
。

あ
る
い
は
新
し
い
そ
の
人
に
な
る

瞬
間
が
好
き
で
日
々
関
わ
っ
て
い

る
。
自
尊
心
の
回
復
が
生
き
生
き

す
る
こ
と
と
、
大
き
な
繋
が
り
を

持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
あ
り
の
ま

ま
の
自
分
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

た
人
は
強
い
。

　「
み
ん
な
が
こ
っ
ち
見
て
っ
て

言
っ
て
い
る
目
が
か
わ
い
い
。」

と
僕
が
勝
手
に
仰あ

お

い
で
い
る
介
護

の
師
匠
は
言
っ
て
い
た
。
感
度
が

高
い
師
匠
は
い
つ
も
ド
キ
ド
キ
し

て
い
て
忙
し
そ
う
だ
。
私
は
ま

だ
、
そ
こ
ま
で
感
じ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
の
人
が
生
き
生
き
と

し
た
瞬
間
に
し
か
そ
の
気
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
己
を
閉

ざ
し
た
利
用
者
さ
ん
は
、
そ
の
人

に
と
っ
て
、
こ
ち
ら
が
安
心
で
き

る
存
在
に
な
る
と
、「
私
は
こ
こ

に
い
る
ん
だ
よ
。」
と
言
う
声
が

聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら

の
話
は
利
用
者
さ
ん
が
特
別
な
も

の
で
な
く
、
誰
に
対
し
て
も
そ
う

い
っ
た
感
情
を
持
つ
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

　「
私
な
、
ア
ホ
で
勉
強
が
出
来

ひ
ん
か
っ
た
か
ら
な
、
先
生
の
動

き
と
か
見
て
真
似
し
た
り
絵
描
い

た
り
し
て
て
ん
。
今
も
人
に
は
す

ご
い
興
味
が
あ
っ
て
、
カ
フ
ェ
と

か
に
座
っ
て
1
時
間
で
も
2
時
間

で
も
街
見
て
に
や
け
て
ん
ね
ん
」

と
話
を
師
匠
か
ら
聞
い
た
と
き
、

感
度
の
高
さ
に
愕
然
と
し
た
。
生

粋
の
観
察
者
で
あ
る
。
師
匠
ほ
ど

介
護
の
仕
事
が
似
合
う
人
は
い
な

い
だ
ろ
う
。
私
は
そ
の
観
察
眼
が

欲
し
い
。

　
か
わ
い
い
と
い
う
比
較
可
能
な

次
元
を
超
え
て
絶
対
的
な
存
在
に

な
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
各
個

人
の
問
題
か
と
思
っ
て
い
た
が
、

見
る
人
の
感
度
次
第
な
の
だ
と
今

は
考
え
て
い
る
。
ド
キ
ド
キ
し
て

い
る
時
間
が
一
秒
で
も
増
え
る
よ

う
に
観
察
の
ス
キ
ル
を
磨
く
し
か

な
い
。
あ
る
の
だ
か
ら
見
え
る
は

ず
だ
。

レ
モ
ン
と
メ
イ
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夏
に
実
を
生
け
る

∧
表
紙
の
花
∨　

健
一
郎

　
花
材

　
オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
実
と
葉

　
透す

か
し
百
合
（
百
合
科
）

　
花
器

　
方
形
陶
コ
ン
ポ
ー
ト

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
の
実
と
赤
黒
の
ス

カ
シ
ユ
リ
の
2
種
で
生
け
た
。
夏
ら

し
い
花
に
な
っ
た
。
生
け
て
み
る
と

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
の
実
の
重
さ
に
気
づ

く
。
古
い
葉
か
ら
黄
色
く
な
り
、
若

い
葉
は
ま
だ
緑
を
保
っ
て
い
る
。

　
黄
色
く
な
っ
た
葉
は
少
し
倒
れ
、

実
が
浮
き
出
て
く
る
。
背
景
の
色
、

器
と
も
に
強
い
色
を
選
ん
だ
が
個
人

的
に
は
納
得
い
く
作
品
に
仕
上
が
っ

た
。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

　「
な
ん
の
葉
か
に
ゃ
？
」

①

② い
け
ば
な
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

会
場
風
景
（
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
）

く
れ
な
い

健
一
郎

　
花
材

　
土と

さ
み
ず
き

佐
水
木
（
満ま

ん
さ
く作

科
）

　
紫あ

じ
さ
い

陽
花
「
紅

く
れ
な
い」（

紫
陽
花
科
）

　
花
器

　
陶
鉢
（
フ
ラ
ン
ス
）

（
い
け
ば
な
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

出
品
作

　
写
真
①
）

　
ト
サ
ミ
ズ
キ
に
ア
ジ
サ
イ
。
季
節

の
勢
い
あ
る
花
を
勢
い
の
ま
ま
に
生

け
た
。
白
か
ら
だ
ん
だ
ん
色
づ
い
て

い
く
紅

く
れ
な
いと

い
う
ヤ
マ
ア
ジ
サ
イ
だ
が

上
品
な
紅
色
が
好
み
だ
。
花
展
の
花

は
や
は
り
気
持
ち
が
良
い
。
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プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
の
今
と
昔

仙
溪

　
花
と
器
の
図
像
を
探
る
う
ち
に
古
代
イ
ン

ド
の
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
（
満
瓶
）
に
た
ど
り

着
い
た
が
、
そ
れ
は
「
豊
か
さ
と
溢
れ
る
生

命
力
」
を
象
徴
し
て
い
た
。

　
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
私
達
が
器
に
花
を
い

け
た
時
に
「
命
の
輝
き
」「
生
命
の
神
秘
」
の

よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
と
、
深
い
と
こ

ろ
で
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
手
に
し
た
花
を
生
か
そ
う
と
無
心
に
な
っ

肩から川を出す神「エンキ」が山に足をかけて
いる。円筒印章の印影。前 2300 年。大英博物館。
出展：図④⑤⑥ https://www.britishmuseum.org/
collection/object/W_1891-0509-2553

て
生
け
る
こ
と
は
、
イ
ン
ド
哲
学
的
に
言
え
ば

「
小
宇
宙
（
個
人
）
と
大
宇
宙
（
宇
宙
）
の
関
係
」

を
体
感
し
、
そ
れ
を
形
に
し
て
い
る
と
も
言

い
換
え
ら
れ
る
。

イ
ン
ド
で
は
今
も
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
は
大

切
な
ア
イ
テ
ム
だ
。
古
典
的
な
イ
ン
ド
芸
術

の
8
つ
の
縁
起
の
良
い
シ
ン
ボ
ル
の
1
つ
で

あ
り
、
人
生
の
充
足
と
繁
栄
を
象
徴
し
て
い

る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
家
庭
で
は
伝
統
的
に

儀
式
や
結
婚
、
出
産
に
関
連
す
る
祭
典
に
お

い
て
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
壺
か
ら
生
え
出
る
ハ
ス
で
は
な

く
、
水
を
入
れ
た
壺
に
マ
ン
ゴ
ー
の
葉
を
入

れ
、
そ
の
上
に
コ
コ
ナ
ッ
ツ
が
置
か
れ
、
花

の
供
物
が
ト
ッ
ピ
ン
グ
さ
れ
る
（
図
①
②
）。

　
壺
は
地
球
、
子
宮
、
個
人
、
信
者
の
心
に

た
と
え
ら
れ
、
水
は
生
命
を
生
み
出
す
創
造

的
な
力
と
見
な
さ
れ
、
マ
ン
ゴ
ー
の
葉
は
愛

の
神
カ
ー
マ
を
表
す
豊
か
さ
の
象
徴
で
あ
り
、

と
き
に
は
五
感
を
表
す
。
換
金
作
物
の
コ
コ

ナ
ッ
ツ
は
繁
栄
と
豊
か
さ
、
深
い
意
味
で
は

神
の
頭
ま
た
は
意
識
を
象
徴
す
る
。
そ
の
固

い
殻
は
人
に
寛
容
さ
を
与
え
、
成
功
を
達
成

す
る
た
め
に
一
生
懸
命
働
く
よ
う
に
促
す
。

コ
コ
ナ
ッ
ツ
は
ま
た
、
寺
院
の
神
の
前
で
砕

か
れ
、
魂
が
エ
ゴ
の
殻
か
ら
抜
け
出
す
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　
プ
ル
ナ
カ
ラ
サ
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神

話
の
5
つ
の
原
始
的
な
要
素
と
も
関
連
付
け

ら
れ
る
。
壺
の
広
い
下
部
は
「
地
」、
広
が
っ

た
中
央
部
は
「
水
」、上
部
ま
た
は
首
は
「
火
」、

口
は「
風
」を
表
し
、
コ
コ
ナ
ッ
ツ
と
マ
ン
ゴ
ー

の
葉
は
「
虚
空
」
を
表
し
て
い
る
。

　
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
に
よ
っ
て
人
は
世
界
と

繋
が
り
、
条
件
付
き
の
存
在
か
ら
解
放
さ
れ

る
。

　（
参
考
：
「The Conceptual, Cultural and Artistic 

Significance of Purna-Kalasa and its U
se in H

indu 

and M
uslim

 Architecture of the Subcontinent

」

N
aela Aam

ir 

（U
niversity of the Punjab, Lahore, 

Pakistan. 

））

　
古
代
イ
ン
ド
の
研
究
者
、
ア
グ
ラ
ワ
ラ
博

士
の
「
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
」
に
関
す
る
書
物
（
図

③
）
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

　「
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
は
最
も
初
期
の
時
代
か

ら
神
秘
的
な
生
命
力
の
目
に
見
え
る
象
徴
と

し
て
、
ま
た
美
と
縁
起
の
良
い
装
飾
的
な
モ

チ
ー
フ
と
し
て
人
気
が
あ
り
、
イ
ン
ド
文
明

の
時
代
を
通
し
て
存
在
し
て
き
た
。」

　「
崇
拝
や
儀
式
に
お
い
て
神
ま
た
は
ゲ
ス
ト

に
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
を
提
供
す
る
と
い
う
イ

ン
ド
の
普
遍
的
な
慣
習
が
あ
る
。」

古
い
時
代
の
叙
事
詩
に
、
王
妃
が
通
る
道

を
金
や
銀
の
壺
に
ハ
ス
を
挿
し
て
飾
っ
た
と

い
う
記
述
も
あ
る
そ
う
だ
。

　
そ
し
て
こ
の
本
の
巻
末
に
は
補
足
と
し
て
、

プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
の
起
源
を
考
え
る
上
で
、

現在のプルナ・カラサ。ヒンドゥーの祭典で重
要な意味を持つ。出展　図①：https://www.wordzz.
com/kalash/。図②：https://www.nithyananda.org/photo-
gallery/nithyananda-diary-7th-august-2013-photos#gsc.
tab=0

「Purna Kalasa or The Vase of Plenty」 
Prithvi K. Agrawala 著。

①②

③

④
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エンキが王座に座り、肩から流れ出る川に魚が見える。高さ 3.9cm。
前 2250 年。大英博物館。
出展：https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1911-0408-7

円筒印章（シリンダー・シール）は円筒形の石の表面に図像を彫り、粘土板に回転さ
せて押印する。「Adda 」の印章。左から狩猟神、イシュタル、太陽神、エンキ、ウシム。
高さ 3.9cm。前 2300 年。シッパル (?)。大英博物館。

円筒印章印影

ひざまずく 4 人の英雄。うち 1 人の頭に水が湧き出る壺
が見られる。前 2220 〜 2159 年。アッカド、メソポタミ
ア。高さ 2.8 cm。メトロポリタン美術館。出展：https://
smarthistory.org/cylinder-seals/

「アッカド王シャル・カリ・シャリ」の印影。2 人の英雄が水が湧き
出る壺を持つ。スイギュウのいるインダスと、メソポタミアが交流し
ていたことが読みとれる。高さ 3.9cm。前 2217 〜 2193 年。ルーヴ
ル美術館。出展：https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010147030

⑪ ラガシュの王子グデア。農業の女神ゲシュティンアンナに捧げるための、水が
湧き出る壺を持つ。前 2120 年頃。ルーブル美術館。⑫ 水の流れに魚が見える。
出展：図⑪⑫ https://collections.louvre.fr/en/recherche?q=Gudea

無限の水が流れ出る壺を示す石灰岩の記念碑の
一部。グデアの時代。大英博物館。出展：https://
www.britishmuseum.org/collection/search?agent=Gudea
この図像はグデア以前、アッカド王国時代から
見られる（図⑧⑨）

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
「
水
が
溢
れ
出
る
壺
」
が

紹
介
さ
れ
て
い
た
（
図
⑩
）。「
グ
デ
ア
の
ビ
ー

カ
ー
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
グ
デ
ア
は
紀
元
前
22
世
紀
頃
、
ア
ッ
カ
ド
王

国
滅
亡
後
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
南
部
ラ
ガ
シ
ュ

の
支
配
者
で
、
神
に
祈
る
グ
デ
ア
自
身
の
石

像
が
多
く
見
つ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
水

が
溢
れ
出
る
壺
を
持
っ
た
も
の
も
あ
る
の
だ

が
（
図
⑪
⑫
）、
そ
も
そ
も
こ
の
水
の
表
現
は

シ
ュ
メ
ー
ル
神
話
に
登
場
す
る
水
の
神
「
エ

ン
キ
」
の
図
像
に
見
ら
れ
る
。

　
紀
元
前
23
世
紀
の
円
筒
印
章
（
円
筒
形
の

ハ
ン
コ
）
に
、
肩
か
ら
川
が
湧
き
出
る
エ
ン

キ
の
姿
が
彫
ら
れ
て
い
る
（
図
④
⑤
⑥
⑦
）。

　「
エ
ン
キ
」
に
は
「
地
の
王
」
と
い
う
意
味

が
あ
る
そ
う
で
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
源
と
解

釈
す
る
と
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
プ
ル
ナ
・
カ

ラ
サ
と
の
繋
が
り
も
感
じ
ら
れ
る
。

　
太
古
か
ら
の
清
烈
な
水
の
流
れ
。
人
は
水

に
豊
か
な
生
命
力
の
源
を
感
じ
と
り
、
壺
と

花
の
造
形
を
生
ん
だ
。
過
去
に
自
然
と
人
の

関
係
か
ら
様
々
な
美
が
創
造
さ
れ
て
き
た
。

　
い
け
ば
な
も
そ
の
一
つ
な
の
だ
と
思
う
。

※
こ
の
ペ
ー
ジ
の
図
は
古
い
時
代
か
ら
順
番
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

⑤⑥

⑦

⑧

⑩⑪

⑨

⑫
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
697
号

　
2021
年
7
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

ボ
ッ
グ
ウ
ッ
ド　
　

仙
溪

　
花
材

　
芭ば

し
ょ
う蕉

の
枯か

れ
は葉

（
芭
蕉
科
）

　
　
　
　
エ
ン
シ
ク
リ
ア
・
ア
デ
ノ

カ
ウ
ラ
（
蘭ら

ん

科
）

　
　
　
　
ア
ロ
エ
「
不
夜
城
」（
ア
ロ

エ
科
・
ユ
リ
科
）

　
　
　
　
ボ
ッ
グ
ウ
ッ
ド

　
花
器

　
陶
花
器
（
篠
原
雅
士
作
）

　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
泥
炭
層
に
埋
も

れ
て
い
た
オ
ー
ク
の
木
片
「
ボ
ッ
グ

ウ
ッ
ド
（
埋
も
れ
木
）」。
長
い
年
月

を
か
け
て
自
然
が
つ
く
っ
た
色
艶
に

は
深
い
魅
力
が
あ
る
。

　
華
道
創
心
流
家
元
の
作
ら
れ
る
黒

釉
掛
け
流
し
の
花
器
が
こ
の
木
片
に

合
う
と
思
っ
た
。
器
に
の
せ
る
と
木

片
が
生
き
生
き
し
だ
す
。
芭
蕉
の
枯

葉
も
違
和
感
が
な
い
。
あ
と
は
個
性

的
な
蘭
の
花
が
あ
れ
ば
充
分
だ
。
蘭

に
葉
が
無
か
っ
た
の
で
小
さ
な
ア
ロ

エ
を
覗
か
せ
た
。

　（
い
け
ば
な
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

出
品
作
）
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檜ひ
お
う
ぎ扇

∧
2
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生せ
い
か花　

株
分
け

　

花
材　

檜
扇
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

古
来
そ
の
姿
と
漆
黒
の
実
に
よ
っ

て
烏

か
ら
す
お
う
ぎ

扇
と
呼
ば
れ
、
扇あ

お

ぐ
風
で
疫
病

を
退
散
さ
せ
た
。
檜
扇
と
呼
ぶ
今
も

祇
園
祭
に
は
疫
病
退
散
の
願
い
を
こ

め
て
い
け
ら
れ
て
い
る
。
今
年
は
３

年
ぶ
り
に
山
鉾
巡
行
が
行
わ
れ
る
。

ヒオウギの実

（ヌバタマ）
https://beyond-ecophobia.
com/belamcanda-chinensis/
amp/上から見た奥行
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ト
ル
コ
桔き
き
ょ
う梗

撫な
で
し
こ子

∧
3
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　

花
材　

ト
ル
コ
桔
梗
（
竜り

ん
ど
う胆

科
）

美
女
撫
子
（
撫
子
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

手
毬
の
よ
う
な
花
は
ビ
ジ
ョ
ナ
デ

シ
コ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〜
ロ
シ
ア
西

部
に
自
生
す
る
多
年
草
。
ヒ
ゲ
ナ
デ

シ
コ
と
も
、
何
故
か
ア
メ
リ
カ
ナ
デ

シ
コ
と
も
呼
ば
れ
る
。
ト
ル
コ
キ

キ
ョ
ウ
は
ア
メ
リ
カ
原
産
。
こ
れ
ら

を
株
分
け
で
い
け
て
床
の
間
に
飾

り
、
ブ
ル
ー
が
鮮
や
か
な
ト
ル
コ
の

細
密
画
を
掛
け
た
。

　

こ
の
花
た
ち
の
よ
う
に
世
界
の
国

ど
う
し
が
よ
り
良
い
関
係
を
築
け
ま

す
よ
う
に
。
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お
と
ぎ
話
の
よ
う
な

　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

デ
ル
フ
ィ
ニ
ウ
ム

　
　
　
　
　
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　
　
　
　

茴
う
い
き
ょ
う香

（
芹せ

り

科
）

　
　
　
　

カ
ン
パ
ニ
ュ
ラ（
桔き

き
ょ
う梗

科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
フ
ラ
ン
ス
製
）

　

こ
の
立
派
な
デ
ル
フ
ィ
ニ
ウ
ム
の

故
郷
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
中
央
ア
ジ

ア
に
か
け
て
の
山
岳
地
帯
だ
そ
う

だ
。
冷
涼
な
高
地
の
草
原
湿
地
に
咲

く
姿
は
さ
ぞ
幻
想
的
だ
ろ
う
。

　

地
中
海
沿
岸
原
産
の
ウ
イ
キ
ョ
ウ

と
カ
ン
パ
ニ
ュ
ラ
を
合
わ
せ
、
金
の

三
日
月
模
様
の
器
に
い
け
た
。
不
思

議
な
花
た
ち
が
咲
く
お
と
ぎ
話
の
よ

う
な
い
け
ば
な
に
な
っ
た
。
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ニ
ュ
ー
サ
イ
ラ
ン

　
　
　

∧
5
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

ニ
ュ
ー
サ
イ
ラ
ン
２
種

　
　
　
　
　
（
竜

り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん

舌
蘭
科
）

　
　
　
　

鉄
砲
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

ト
ル
コ
桔き

き
ょ
う梗

（
竜り

ん
ど
う胆

科
）

　

花
器　

陶
水
盤
（
伊
藤
典
哲
作
）

　

び
わ
湖
大
津
館
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

ガ
ー
デ
ン
で
ニ
ュ
ー
サ
イ
ラ
ン
の
花

を
見
つ
け
た
。真
っ
直
ぐ
に
伸
び
て
、

天
に
昇
ら
ん
と
す
る
龍
の
よ
う
だ
。

い
け
る
時
も
葉
の
勢
い
を
生
か
し
た

い
。
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笹
百
合

　
　

∧
6
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

笹
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

土と
さ
み
ず
き

佐
水
木
（
満ま

ん
さ
く作

科
）

　

花
器　

白
釉
陶
花
器（
崔
龍
煕
作
）

夏
に
な
ら
な
い
と
百
合
は
生
け
な

い
。
年
中
花
屋
に
置
か
れ
て
い
る

が
、
生
活
の
景
色
と
あ
ま
り
に
も
か

け
離
れ
す
ぎ
て
い
て
季
節
以
外
の
百

合
に
対
し
て
強
い
違
和
感
を
持
っ
て

い
る
。

　

栽
培
さ
れ
て
い
る
花
の
場
合
、
花

屋
に
並
ぶ
時
期
が
早
い
こ
と
が
あ
る

が
、
で
き
る
だ
け
そ
の
時
の
花
を
そ

の
時
に
生
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

い
つ
も
今
の
季
節
を
楽
し
ん
で
い

る
。
こ
の
笹
百
合
と
取
り
合
わ
せ
た

の
は
生
け
た
季
節
に
飛
び
切
り
綺
麗

だ
っ
た
土
佐
水
木
。
気
に
入
っ
て
い

る
器
に
生
け
た
。

初
夏
の
砂
物

　
　

∧
7
頁
の
花
∨　

健
一
郎
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花
型　

砂
の
物

　

花
材　

花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

野の
か
ん
ぞ
う

萱
草
（
百
合
科
）

　
　
　
　

太ふ
と
い藺

（
蚊か

や
つ
り
ぐ
さ

帳
吊
草
科
）

　
　
　
　

蛍
ほ
た
る
ぶ
く
ろ

袋
（
桔き

き
ょ
う梗

科
）

　
　
　
　

土と
さ
み
ず
き

佐
水
木
（
満ま

ん
さ
く作

科
）

　
　
　
　

河こ
う
ほ
ね骨

（
睡す

い
れ
ん蓮

科
）

　
　
　
　

擬ぎ

ぼ

し
宝
珠
（
百
合
科
）
晒

し
ゃ
れ
ぼ
く木

　

花
器　

陶
砂
鉢

　

こ
の
花
を
撮
影
し
た
次
の
日
に
妻

と
蛍
を
見
に
行
っ
た
。

　

こ
の
立
花
を
見
る
と
さ
ま
ざ
ま
な

事
を
思
い
出
す
。
子
供
の
い
け
ば
な

や
学
生
達
と
生
け
た
フ
ト
イ
、
妻
と

見
に
行
っ
た
花
菖
蒲
、
蛍
の
側
で
咲

い
て
い
た
蛍
袋
、
滋
賀
の
平

だ
い
ら
い
け池

付
近

で
見
た
野の

か
ん
ぞ
う

萱
草
、
河こ

う
ほ
ね骨

は
今
年
初
め

て
自
分
の
稽
古
で
生
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
花
屋
さ
ん
、
産
地
の
農
家

さ
ん
の
協
力
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ

る
。
全
て
今
年
の
体
験
で
あ
る
。

　

少
し
ず
つ
そ
の
花
の
イ
メ
ー
ジ
が

強
く
な
っ
て
い
く
。
面
白
い
砂
物
が

出
来
上
が
っ
た
。
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『
お
花
の
倫
理

　（
復
興
い
け
ば
な
宣
言
）』　

　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
倫
理
と
は
「
人
と
し
て
守
り
行
う

べ
き
道
」
と
あ
る
。

　
人
は
変
わ
り
続
け
る
。
す
る
と
倫

理
も
変
わ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
26
年

ほ
ど
み
て
き
た
が
、
そ
の
時
間
だ
け

で
も
倫
理
の
移
り
変
わ
り
を
眺
め
て

い
て
興
味
深
く
感
じ
て
い
る
。

　
近
頃
イ
ル
カ
シ
ョ
ー
の
廃
止
の

ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
て
い
た
。
楽
し
み

に
し
て
い
た
の
に
残
念
だ
と
の
事
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
、
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
頃
か
ら
王
侯
貴
族
が
、
戦
利
品

と
し
て
収
集
し
動
物
を
持
ち
帰
っ
て

見
せ
た
の
が
サ
ー
カ
ス
の
始
ま
り
と

さ
れ
て
い
る
。
獅
子
は
王
と
共
に
描

か
れ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
。
程
な

く
し
て
サ
ー
カ
ス
が
誕
生
し
楽
し
ま

れ
て
き
た
。
家
畜
化
に
も
成
功
し
、

人
は
増
え
た
。
家
畜
の
在
り
方
な
ど

人
と
動
物
の
関
係
が
見
直
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
久
し
い
。
人
が
広
い
視
野

を
獲
得
し
て
い
く
た
び
に
倫
理
は
上

書
き
さ
れ
て
い
く
。
今
動
物
と
人
間

の
関
係
が
も
う
一
度
見
直
し
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。

　
学
生
時
代
、
北
海
道
の
登
別
の
熊

牧
場
で
熊
に
向
か
っ
て
魚
を
投
げ
る

事
が
で
き
な
か
っ
た
。
周
り
の
観
光

客
は
、
可
愛
い
と
い
い
、
熊
の
群
れ

に
向
か
っ
て
上
か
ら
魚
を
口
へ
め
が

け
て
投
げ
て
喜
ん
で
い
る
。
口
か
ら

外
れ
た
魚
に
は
見
向
き
も
し
な
い
。

私
は
餌
の
購
入
を
拒
否
し
た
が
、
同

伴
し
て
い
た
友
人
が
一
つ
魚
を
分
け

て
く
れ
た
。
人
が
動
物
へ
魚
を
与
え

る
と
い
う
図
式
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ

つ
け
ら
れ
た
様
な
気
分
だ
。
数
メ
ー

ト
ル
離
れ
た
熊
に
魚
を
遠
く
へ
投

げ
、
歩
く
よ
う
促
す
が
、
口
に
上
手

に
投
げ
ら
れ
た
魚
し
か
口
に
し
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
熊
牧
場
は
餌
や
り

体
験
で
観
光
客
を
惹
き
つ
け
て
い
る

の
だ
が
、
熊
の
研
究
、
保
護
、
観
察
、

熊
と
人
の
共
生
す
る
た
め
の
方
法
を

知
る
た
め
に
始
ま
り
、
今
で
も
そ
れ

は
変
わ
ら
な
い
。
餌
や
り
体
験
で
人

が
惹
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
個
人
的

に
情
け
な
く
思
っ
て
い
る
。

　
こ
ど
も
の
い
け
ば
な
で
フ
ト
イ
、

バ
ラ
、
ナ
ル
コ
ユ
リ
で
お
稽
古
を
し

た
。
好
奇
心
の
強
い
彼
は
フ
ト
イ
を

曲
げ
て
剣
山
に
刺
し
て
い
た
。
母
親

は
私
の
顔
を
見
て
申
し
訳
な
さ
そ
う

な
表
情
を
し
て
い
る
が
彼
を
見
守
っ

て
い
る
。
母
親
曰
く
、
他
流
派
の
お

花
で
そ
の
様
な
お
花
が
あ
り
、
や
っ

て
み
た
の
だ
そ
う
だ
。
私
は
彼
に
聞

い
て
み
た
。「
薔
薇
は
曲
げ
な
か
っ

た
の
で
す
か
？
」
可
哀
想
だ
か
ら
曲

げ
な
い
と
の
こ
と
。
フ
ト
イ
は
可
哀

想
で
は
な
い
の
か
と
尋
ね
る
と
可
哀

想
だ
と
言
う
。
好
奇
心
で
お
花
に
対

し
て
失
礼
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た

の
だ
と
落
ち
込
ん
で
い
た
。
無
意
識

で
な
く
、
意
識
的
に
人
が
変
わ
る
こ

と
で
自
分
を
変
え
る
こ
と
に
つ
い
て

話
し
た
。
先
生
の
前
の
自
分
と
母
親

の
前
の
自
分
。
ち
ょ
っ
か
い
を
出
し

て
い
い
相
手
と
出
し
て
は
い
け
な
い

相
手
の
違
い
。
彼
は
い
じ
め
の
問
題

も
無
意
識
な
決
め
つ
け
が
原
因
で
あ

る
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
そ
れ
が

合
っ
て
い
る
か
は
と
も
か
く
、
考
え

る
こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
て
い
る
。

　
推
察
す
る
に
、
彼
は
自
分
と
向
き

合
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て

僕
は
花
と
向
き
合
う
こ
と
を
伝
え
た

い
と
、
再
認
識
し
た
。
だ
が
そ
れ
は

そ
の
花
の
向
こ
う
側
の
自
分
と
向
き

合
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
も

考
え
て
い
る
。

　
芸
術
の
世
界
で
は
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
が
大
切
だ
と
さ
れ
る
。
自
分
を

出
そ
う
と
す
る
事
は
自
然
な
事
だ

が
、
私
は
、
無
理
し
て
作
っ
た
オ
リ

ジ
ナ
ル
だ
と
主
張
す
る
作
品
の
浅
薄

さ
が
い
け
ば
な
に
限
ら
ず
苦
手
だ
。

い
け
ば
な
の
場
合
に
お
い
て
も
、
無

理
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
が
良
い
。
同
じ

思
い
を
持
っ
た
人
が
い
た
と
し
て
も

個
人
の
差
は
表
出
す
る
。
花
が
一
本

一
本
違
う
か
ら
だ
。
同
じ
作
品
に
見

え
た
と
し
た
ら
そ
れ
は
見
る
人
の
力

量
不
足
だ
。
各
個
人
が
感
じ
た
花
の

魅
力
を
引
き
出
す
の
は
人
で
あ
る
。

　
動
植
物
を
か
わ
い
い
と
い
い
愛
で

て
い
る
人
は
よ
く
見
か
け
る
が
、
可

愛
が
る
こ
と
と
そ
の
生
き
物
が
い
い

状
態
で
あ
る
か
は
全
く
別
の
話
で
あ

る
。
私
は
い
い
状
態
で
あ
る
事
を
前

提
と
し
て
い
る
。
可
愛
ら
し
い
フ
ト

イ
を
折
り
曲
げ
る
こ
と
は
フ
ト
イ
に

と
っ
て
い
い
状
態
で
は
な
い
し
、
過

度
に
撫
で
ら
れ
す
ぎ
た
犬
は
ス
ト
レ

ス
を
抱
え
て
い
る
。

　
生
け
る
花
と
し
て
花
が
あ
る
場
合

に
、
葉
の
一
枚
、
枝
の
線
ま
で
に
魅

力
を
感
じ
、
そ
の
姿
を
生
か
し
き
る

い
け
ば
な
を
伝
え
た
い
。

　
切
花
に
な
っ
た
時
点
で
花
は
死
ん

で
い
る
の
で
何
を
し
て
も
い
い
と

考
え
、
シ
ン
プ
ル
な
葉
、
茎
を
面
白

く
し
よ
う
と
そ
の
人
ら
し
さ
を
花
で

引
き
出
そ
う
と
す
る
の
は
好
み
で
な

い
。
過
度
に
人
の
目
を
気
に
し
て
お

花
を
生
け
て
ほ
し
く
な
い
。
過
度
な

傾
倒
は
大
切
な
も
の
を
見
え
な
く
さ

せ
る
。
花
の
気
持
ち
を
考
え
ず
、
そ

の
人
の
個
性
を
大
い
に
尊
重
し
て
そ

の
人
が
大
い
に
楽
し
む
い
け
ば
な
。

植
物
を
お
り
曲
げ
た
り
、
花
を
触
る

人
が
自
由
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
植

物
は
苦
し
そ
う
だ
。
生
き
物
の
命
を

使
っ
て
自
己
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ほ
ど
人
は
特
別
な
の
か
と
疑
問

を
持
っ
て
い
る
。

　
生
活
に
必
要
な
た
め
行
わ
れ
る
利

用
や
、
飾
る
花
と
し
て
の
利
用
に
関

し
て
は
、
脈
々
と
人
の
中
で
続
い
て

ほ
し
い
別
の
文
化
で
あ
る
。

　
曾
祖
父
の
13
世
家
元
は
新
興
生
け

花
宣
言
を
呈
し
た
う
ち
の
一
人
で
あ

る
が
、
著
書
『
い
け
ば
な
の
四
季
』

で
創
作
的
な
造
形
を
い
け
ば
な
と
は

明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
伝
統
的
な

い
け
ば
な
や
、
現
代
的
な
盛
花
瓶
花

と
創
作
的
造
形
を
混
同
す
る
こ
と
が

い
ち
ば
ん
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
と

著
さ
れ
て
い
る
。

　
13
世
家
元
に
会
っ
た
こ
と
は
な
い

の
だ
が
、
本
を
通
し
て
、
熱
量
の
あ

る
主
張
や
、
写
真
に
残
っ
て
い
る
花

や
造
形
作
品
を
通
し
て
魅
力
を
感
じ

て
い
る
。
13
世
家
元
の
お
弟
子
さ
ん

に
話
を
伺
う
と
人
と
な
り
が
少
し
ず

つ
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
古
い
本

で
は
あ
る
が
、読
み
ご
た
え
十
分
で
、

今
の
時
代
に
読
ん
で
も
面
白
い
こ
と

に
驚
く
。
　
　
　
　
　
　（
つ
づ
く
）
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の
人
が
大
い
に
楽
し
む
い
け
ば
な
。

植
物
を
お
り
曲
げ
た
り
、
花
を
触
る

人
が
自
由
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
植

物
は
苦
し
そ
う
だ
。
生
き
物
の
命
を

使
っ
て
自
己
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ほ
ど
人
は
特
別
な
の
か
と
疑
問

を
持
っ
て
い
る
。

　
生
活
に
必
要
な
た
め
行
わ
れ
る
利

用
や
、
飾
る
花
と
し
て
の
利
用
に
関

し
て
は
、
脈
々
と
人
の
中
で
続
い
て

ほ
し
い
別
の
文
化
で
あ
る
。

　
曾
祖
父
の
13
世
家
元
は
新
興
生
け

花
宣
言
を
呈
し
た
う
ち
の
一
人
で
あ

る
が
、
著
書
『
い
け
ば
な
の
四
季
』

で
創
作
的
な
造
形
を
い
け
ば
な
と
は

明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
伝
統
的
な

い
け
ば
な
や
、
現
代
的
な
盛
花
瓶
花

と
創
作
的
造
形
を
混
同
す
る
こ
と
が

い
ち
ば
ん
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
と

著
さ
れ
て
い
る
。

　
13
世
家
元
に
会
っ
た
こ
と
は
な
い

の
だ
が
、
本
を
通
し
て
、
熱
量
の
あ

る
主
張
や
、
写
真
に
残
っ
て
い
る
花

や
造
形
作
品
を
通
し
て
魅
力
を
感
じ

て
い
る
。
13
世
家
元
の
お
弟
子
さ
ん

に
話
を
伺
う
と
人
と
な
り
が
少
し
ず

つ
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
古
い
本

で
は
あ
る
が
、読
み
ご
た
え
十
分
で
、

今
の
時
代
に
読
ん
で
も
面
白
い
こ
と

に
驚
く
。
　
　
　
　
　
　（
つ
づ
く
）

花
伝
書
を
見
る

立
花　

荷
葉
（
蓮
）
一
色

桑
原
次
郎
兵
衛

蓮

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　

28
本
の
花
・
実
・
葉
・
巻
葉
が
渾
然
一

体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
立
花
を
立
て
た

桑
原
次
郎
兵
衛
は
初
版
に
お
い
て
冨
春
軒

36
作
に
次
ぐ
16
作
の
絵
図
が
あ
る
。
冨
春

軒
が
自
然
の
面
白
み
に
寄
り
添
う
感
じ
な

の
に
対
し
て
、
次
郎
兵
衛
は
自
然
の
造
形

の
組
み
あ
わ
せ
を
楽
し
ん
で
い
る
感
じ
が

す
る
。
自
然
体
の
冨
春
軒
と
攻
め
の
次
郎

兵
衛
。
二
人
は
ど
ん
な
関
係
な
の
だ
ろ
う
。

流
展
の
立
花
時
勢
粧
解
説

パ
ネ
ル
で
作
者
と
作
品
数

に
間
違
い
が
あ
り
ま
し
た

の
で
訂
正
し
ま
す
。

正
：
冨
春
軒
仙
溪 

18
（
36
）
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河こ
う
ほ
ね骨
の
生
花

　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

生せ
い
か花　

行
ぎ
ょ
う

型

　

花
材　

河
骨
（
睡す

い
れ
ん蓮

科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
器
（
コ
ス
タ
ボ

ダ
）

　

可
愛
ら
し
い
。
葉
の
質
感
が
そ
う

思
わ
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
、
生
え
て

い
る
様
だ
ろ
う
か
。
小
さ
な
花
か
ら

だ
ろ
う
か
。
切
り
花
に
な
っ
た
際
の

儚
さ
だ
ろ
う
か
。
個
人
的
に
は
水
生

植
物
の
中
で
一
番
自
分
に
近
い
波
長

を
感
じ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
水
を
見

せ
る
べ
く
小
さ
な
ガ
ラ
ス
の
器
に
一

種
で
生
け
た
。

し
い
が
、
そ
の
も
の
の
良
さ
を
引

き
出
せ
た
と
思
う
。
器
は
薔
薇
の

歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
小
川

欣
二
さ
ん
の
も
の
を
。
奥
田
薔
薇

園
さ
ん
の
薔
薇
は
香
り
が
良
く
、

幾
度
嗅
い
だ
か
わ
か
ら
な
い
。
香

る
赤
い
薔
薇
は
珍
し
い
と
の
こ

と
。
1
ヶ
月
後
の
今
も
蕾
が
咲
き

部
屋
で
楽
し
ん
で
い
る
。

薔
薇
の
生
花
（
写
真
㊧
） 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　

薔
薇
の
枝
振
り
が
好
き
な
の

で
、
枝
振
り
を
見
せ
や
す
い
お
生

花
の
様
式
を
借
り
て
生
け
た
。
暴

れ
た
薔
薇
を
手
当
た
り
次
第
に

貰
っ
た
の
は
い
い
が
、
生
け
る
の

に
一
苦
労
す
る
。
生
か
す
の
が
難

「
花
の
芸
術
２
０
２
２
」
作
品
集

　
　

立
花
時
勢
粧
解
説
付
き

　
　

Ａ
４
版　

１
２
８
頁

　
　

３
３
０
０
円
（
税
込
）

立
花
時
勢
粧
３
３
３
年
、「
花
の
芸
術
」

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
展
の
作
品
集
を

つ
く
り
ま
し
た
。

ご
希
望
の
方
は
家
元
事
務
局
へ
。　
　

（
０
７
５  

２
２
１  

２
９
５
０
）
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い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

水
辺
の
二
友

　
　

∧
12
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

河こ
う
ほ
ね骨

（
睡す

い
れ
ん蓮

科
）

　

花
器　

手
付
八
角
銅
花
器

　

花
菖
蒲
と
河
骨
。
お
生
花
で
取
り

合
わ
せ
て
も
良
い
が
、
一
輪
ず
つ
勢

い
の
あ
る
も
の
を
出
逢
わ
せ
た
。
小

品
の
花
で
は
あ
る
が
、
手
つ
き
の
銅

の
器
が
品
よ
く
合
っ
て
い
る
。

　

メ
イ
ち
ゃ
ん
は
木
登
り
が
大
好
き
。

で
も
下
り
ら
れ
ず
助
け
を
呼
び
ま
す
。
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