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感
受
性　

　

仙
溪

　

い
け
ば
な
と
料
理
の
共
通
点
は
い
ろ
い

ろ
あ
る
が
、
自
身
の
感
受
性
を
豊
か
に
さ

せ
る
と
い
う
点
も
大
き
い
。
櫻
子
に
よ
れ

ば
、
料
理
を
続
け
て
い
る
と
、
し
だ
い
に

食
材
や
調
味
料
の
特
性
が
わ
か
る
よ
う
に

な
り
、
そ
れ
ら
を
生
か
す
工
夫
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
し
、
い
け
ば
な
も
一

緒
よ
、
と
の
こ
と
。

　

な
ん
で
も
そ
う
だ
が
、
気
持
ち
を
込
め

て
何
度
も
何
度
も
続
け
て
い
る
と
、
は

じ
め
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
わ
か
ら
な

か
っ
た
こ
と
が
、
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
自
分
と
い

う
器
が
、
だ
ん
だ
ん
と
豊
か
に
な
っ
て
ゆ

く
感
覚
と
い
っ
て
も
い
い
。

　

い
け
ば
な
や
料
理
は
感
受
性
を
豊
か
に

さ
せ
て
く
れ
る
上
に
、
ま
わ
り
の
人
も
し

あ
わ
せ
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
美
味
し

い
料
理
や
心
の
こ
も
っ
た
い
け
ば
な
は
、

「
和
み
」
を
生
ん
で
く
れ
る
。

　

そ
ん
な
花
や
料
理
が
つ
く
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、自
然
に
「
大
切
な
も
の
は
何
か
」

も
見
え
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て

い
る
。
季
節
の
う
つ
ろ
い
を
肌
で
感
じ
な

が
ら
、
さ
さ
や
か
で
も
、
そ
の
時
季
の
花

や
食
材
を
味
わ
う
こ
と
が
と
て
も
豊
か
な

こ
と
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
く

る
。

　

た
だ
お
腹
が
ふ
く
れ
れ
ば
い
い
と
か
、

な
ん
で
も
い
い
か
ら
生
け
て
お
け
と
い
う

の
で
は
な
く
て
、
一
手
間
を
惜
し
ま
な
い

暮
ら
し
を
心
が
け
た
い
。
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鳳
凰
の
舞
い
降
り
る
木　　

仙
溪

　

子
供
の
頃
は
祖
父
母
と
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ

り
、
正
月
に
は
親
戚
が
大
勢
や
っ
て
き
た
。
父
や

伯
父
た
ち
は
「
お
い
ち
ょ
か
ぶ
」
や
「
は
な
ふ
だ
」

で
遊
ん
で
い
た
記
憶
が
あ
る
。
花
札
の
絵
柄
に
は

季
節
の
花
や
動
物
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中

の
一
つ
に
「
桐
に
鳳
凰
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

　

鳳
凰
は
中
国
に
伝
わ
る
四
つ
の
霊
獣
（
四
霊
）、

す
な
わ
ち
麒
麟
、
鳳
凰
、
霊
亀
、
応
龍
の
一
つ
で
、

平
安
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
麒

麟
は
信
義
、
霊
亀
は
吉
兆
を
予
知
し
、
応
龍
は
変

幻
を
表
す
。

　

平
安
を
表
す
鳳
凰
は
霊
泉
の
み
を
呑
み
、
竹
の

実
の
み
を
食
べ
、
梧
桐
の
木
に
し
か
留
ま
ら
な
い
。

こ
の
梧
桐
は
ア
オ
ギ
リ
の
こ
と
だ
が
、
古
代
の

日
本
で
い
つ
し
か
キ
リ
に
置
き
か
え
ら
れ
た
ら
し

い
。
ア
オ
ギ
リ
の
花
は
白
く
て
繊
細
、
キ
リ
の
花

は
紫
色
で
力
強
く
上
に
立
つ
。　

　

作
例
で
桐
の
つ
ぼ
み
に
と
り
合
わ
せ
た
菊
は
、

「
シ
ェ
イ
ク
」
と
い
う
名
の
新
品
種
で
、
ド
ー
ナ

ツ
の
よ
う
な
不
思
議
な
形
を
し
て
い
る
。
ピ
ン
ク

の
ピ
ン
ポ
ン
菊
と
と
も
に
鳳
凰
を
連
想
す
る
に
相

応
し
い
玄
妙
な
美
し
さ
を
感
じ
て
い
け
て
み
た
。

伸
び
や
か
な
葉
の
広
が
り
を
生
か
し
て
、
十
分
な

奥
行
き
を
つ
く
っ
て
い
け
て
い
る
。
皆
さ
ん
の
平

安
を
祈
っ
て
。

　

花
材　

桐（
胡
麻
の
葉
草
科
）　

菊
三
種（
菊
科
）

　

花
器　

黒
色
釉
水
盤
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冬
の
彩
り　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

葉
牡
丹
は
冬
の
花
壇
も
彩
る
ア
ブ
ラ
ナ
科
の
植
物
で

キ
ャ
ベ
ツ
の
仲
間
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
産
の
「
ケ
ー
ル

kale

」
と
呼
ば
れ
る
結
球
に
な
ら
な
い
キ
ャ
ベ
ツ
が
祖
先
で

あ
る
。
中
心
の
葉
の
色
が
ピ
ン
ク
→
白
→
グ
リ
ー
ン
と
変

化
し
、
ま
る
で
薔
薇
の
花
の
よ
う
。
春
先
に
は
黄
色
の
花

が
咲
く
の
だ
が
、
葉
だ
け
で
充
分
美
し
い
。
お
正
月
は
松

や
梅
の
足
元
に
押
し
込
め
ら
れ
て
窮
屈
そ
う
に
飾
ら
れ
て

い
る
葉
牡
丹
が
気
の
毒
だ
が
、
私
は
い
つ
も
ス
イ
ト
ピ
ー

や
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
と
飾
り
た
い
と
思
う
。
今
年
は
切
れ
葉

で
縮
緬
状
の
葉
牡
丹
を
多
く
見
か
け
た
。
山
羊
型
の
ト
ル

コ
水
差
し
に
も
と
て
も
よ
く
似
合
う
。

　

花
材　

葉
牡
丹
（
油
菜
科
）

　
　

オ
ン
シ
ジ
ウ
ム
（
蘭
科
）

　
　

ス
イ
ー
ト
ピ
ー
（
豆
科
）

　

花
器　

山
羊
型
陶
水
差
し
（
ト
ル
コ
製
）

森
の
宝
石　

∧
２
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

バ
ン
ダ
も
、
エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
も
蘭
の
中
で
は
と
て
も

好
き
で
良
く
い
け
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
。
昨
年
秋
の
日
本

い
け
ば
な
芸
術
展
で
は
根
付
き
の
バ
ン
ダ
を
コ
ウ
モ
リ
蘭

に
絡
ま
せ
た
。
バ
ン
ダ
と
い
う
名
前
は
「
ま
と
わ
り
つ
く
」

と
い
う
意
味
な
の
で
木
や
枯
れ
た
羊
歯
に
絡
み
つ
く
よ
う

に
い
け
る
の
も
違
和
感
が
な
か
っ
た
。
根
は
と
て
も
空
気

を
好
む
性
質
な
の
で
、
霧
を
少
し
吹
く
程
度
で
乾
燥
し
た

会
場
で
も
元
気
で
有
り
難
か
っ
た
。
エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
は

カ
ト
レ
ア
の
近
縁
種
で
エ
ピ(
上)
と
デ
ン
ド
ロ
ン(

樹
木)

で
樹
の
上
に
着
生
す
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
エ
ピ
デ
ン

ド
ラ
ム
も
バ
ン
ダ
も
野
生
の
姿
を
見
た
事
は
な
い
が
、
名

前
か
ら
読
み
取
れ
る
雰
囲
気
を
大
切
に
し
て
い
る
。

　

花
材　

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
（
蘭
科
）

　

バ
ン
ダ
（
蘭
科
）

　
　

カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
撫
子
科
）

　

花
器　

洋
陶
器
（
ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー
ル
）

花
の
進
歩

　

∧
３
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

紅
葉
の
ヒ
ペ
リ
カ
ム
が
珍
し
く
て
ピ
ン
ク
カ
ラ
ー
、
赤

薔
薇
と
取
り
合
わ
せ
た
。
昨
年
の
11
月
下
旬
の
花
で
あ
る
。

赤
薔
薇
は
一
輪
だ
け
。
そ
れ
で
充
分
な
く
ら
い
花
も
茎
も

葉
も
し
っ
か
り
し
て
い
て
、
ヒ
ペ
リ
カ
ム
の
紅
葉
に
負
け

て
い
な
い
。
本
数
が
少
な
く
て
も
花
の
向
き
を
考
え
て
い

け
る
と
良
い
。
秋
の
日
本
い
け
ば
な
芸
術
展
で
も
横
田
慶

重
先
生
が
い
け
ら
れ
た
花
は
、
仏
手
柑
に
三
本
の
赤
薔
薇

と
胡
蝶
蘭
を
取
り
あ
わ
せ
て
お
ら
れ
た
。
昔
の
赤
薔
薇
な

ら
10
本
は
い
け
な
い
と
強
さ
が
な
か
っ
た
が
、
今
の
赤
薔

薇
は
強
く
丈
夫
で
栽
培
技
術
の
進
歩
に
驚
く
ば
か
り
で
あ

る
。

　

花
材　

ヒ
ペ
リ
カ
ム
（
弟
切
草
科
）

　

カ
ラ
ー
（
里
芋
科
）

　
　

薔
薇
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト
（
前
田
保
則
作
）
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

⑧

立
花
秘
傳
抄　

四　
（
前
号
の
続
き
）

立
花
細
工
の
事

　

或
人
の
云
、
立
花
は
山
木
野
草
の
お
の
づ
か
ら
な
る

景
気
を
瓶
に
う
つ
す
を
至
極
と
す
。
然
る
に
木
を
ね
ぢ
、

草
を
た
め
て
立
て
る
事
い
か
が
ぞ
や
。
さ
れ
ば
木
を
ね

ぢ
、
草
を
た
む
る
は
、
お
の
づ
か
ら
な
る
す
が
た
を
う

つ
さ
ん
が
た
め
也
。
細
工
を
し
て
も
細
工
と
見
え
ざ
る

よ
う
に
す
る
時
は
、
細
工
に
あ
ら
ず
。

　

ゆ
が
み
た
る
見
木
を
直
に
な
さ
ん
と
思
わ
ば
、
内
よ

り
鋸
に
て
七
分
切
り
、
三
分
残
し
て
く
さ
び
を
か
ふ
時

は
、
曲
が
り
た
る
も
の
も
す
ぐ
に
な
り
、
す
ぐ
な
る
物

も
曲
が
る
な
り
。
木
の
お
れ
や
す
き
物
は
、
火
に
あ
ぶ

り
て
せ
ん
を
か
ふ
べ
し
。

　

心
の
除の
き

き
わ
よ
り
込
入
り
ま
で
を
、
節
も
ゆ
が
み
も

な
き
よ
う
に
能よ

く
け
づ
る
べ
し
。
正
心
、副
、請
、流
枝
、

控
枝
、
同
前
に
削
り
て
、
少
し
も
す
き
ま
な
き
よ
う
に

立
て
合
わ
せ
る
時
は
、
花
き
れ
い
に
出
来
、
か
こ
い
も

入
れ
ず
、
水
ぎ
わ
も
ほ
そ
く
な
り
て
、
下
草
自
由
に
つ

か
わ
る
る
物
な
り
。

　

松
の
葉
は
ふ
の
り
を
引
き
、
わ
ら
に
て
ま
き
て
、
葉

を
ふ
せ
遣
う
と
い
え
ど
さ
の
み
好
ま
ず
。

　

明
日
の
花
な
ら
ば
、松
、い
ぶ
き
、黄
楊
、枇
杷
な
ど
は
、

葉
も
見
木
も
一
夜
水
に
つ
け
て
用
い
る
時
は
葉
色
か
わ

ら
ず
。

　

見
木
に
枯
れ
枝
、
節
な
ど
有
る
と
も
、
あ
ま
り
き
れ

い
に
け
づ
る
べ
か
ら
ず
。
出
生
の
景
気
う
す
る
な
り
。

　

万
よ
ろ
ず
の
小
枝
は
油
火
に
て
や
き
、
ね
ぢ
た
め
に
し
て
水

へ
入
れ
て
能
く
ひ
や
す
。
あ
た
た
ま
り
有
る
時
は
、
た

め
も
ど
る
也
。

　

草
の
や
わ
ら
か
に
ほ
そ
き
を
た
む
る
は
、
心
こ
こ
ろ
を
し
づ

め
手
の
内
に
て
た
む
る
。
心
い
そ
ぐ
時
は
、
か
な
ら
ず

折
る
な
り
。

　

晒
木
、
常
は
瓦
の
屋
根
に
置
く
べ
し
。
苔
は
板
家
の

日
影
に
置
く
べ
し
。
少
し
の
間
は
紙
に
て
巻
き
置
く
べ

し
。
晒
木
色
の
あ
し
く
な
る
は
、
あ
く
を
煎
じ
て
洗
い
、

炎
天
に
ほ
す
べ
し
。

　

松
の
つ
ぎ
め
見
ゆ
る
時
は
、
松
や
に
を
も
っ
て
つ
く

ろ
い
、
又
蠟
に
て
も
つ
く
ろ
う
。
又
松
の
葉
あ
か
く
な

さ
ん
と
思
わ
ば
、
す
お
う
を
せ
ん
じ
て
染
め
る
と
い
え

ど
、
さ
の
み
好
む
べ
か
ら
ず
。

　

針
金
を
や
わ
ら
か
に
な
さ
ん
と
お
も
わ
ば
火
に
入
れ

て
や
く
べ
し
、
そ
れ
を
ま
た
か
た
く
な
さ
ん
と
思
わ
ば

小
刀
の
む
ね
に
て
し
ご
く
べ
し
。
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草
木
水
あ
ぐ
る
事

　

蓮
、
こ
う
ほ
ね
、
水
あ
お
い
は
茎
を
結
び
置
い
て
そ

の
下
よ
り
切
る
べ
し
。

　

紫
藤
は
夜
半
に
切
っ
て
水
深
く
い
け
置
く
べ
し
。
又

藤
は
切
る
と
そ
の
ま
ま
遣
う
べ
き
葉
ば
か
り
を
の
こ

し
、
残
り
は
も
ぎ
て
い
く
る
な
り
。
又
根
を
た
た
き
ひ

し
ぎ
て
酒
に
つ
く
る
。
白
藤
は
水
あ
げ
や
す
し
。
花
、

物
に
さ
わ
れ
ば
色
あ
し
く
な
る
な
り
。

　

竹
ほ
そ
き
は
早
く
枯
れ
る
。
三
年
四
年
竹
を
よ
し
と

す
。
又
切
っ
て
根
を
や
く
べ
し
。
又
上
の
節
を
ぬ
き
て

水
を
入
れ
る
。
笹
し
お
れ
た
る
時
は
酒
を
吹
く
。

　

竹
草
は
夕
に
切
っ
て
よ
し
。
仙
翁
花
、
雁
緋
は
日ひ
ざ
か
り盛

に
切
っ
て
よ
し
。
水
を
か
く
れ
ば
か
え
っ
て
し
お
る
る
。

一
切
の
花
、
充
分
に
開
き
た
ら
ば
水
を
は
な
し
て
箱
に

入
れ
て
よ
し
。
杜
若
、
芍
薬
、
菊
な
ど
五
里
十
里
の
遠

方
へ
遣
わ
す
に
、
箱
に
入
れ
て
よ
し
。
水
木
、
梅
も
ど

き
は
、
切
っ
て
は
や
く
葉
を
と
ら
ざ
れ
ば
実
し
お
る
る

な
り
。
室
咲
き
の
花
の
た
ぐ
い
か
な
ら
ず
水
を
か
く
べ

か
ら
ず
。

花
瓶
の
事

　

瓶
は
仏
在
世
に
舎
利
仏
、
土
器
を
二
つ
取
り
合
わ
せ
、

諸
花
を
生
け
た
る
故
、
瓶
の
字
、
瓦
に
併
せ
る
と
書
く

と
云
え
り
。

　

花
瓶
図
を
考
え
る
に
、
唐
に
花
瓶
と
名
付
く
る
物
な

し
。
今
日
本
に
用
い
る
所
、
唐
の
酒
器
な
り
。
古
代
は

花
形
ち
い
さ
き
ゆ
え
に
、
瓶
も
ち
い
さ
く
、
近
代
は
花

お
お
き
な
れ
ば
瓶
も
又
大
き
な
り
。
込
入
り
の
ふ
と
き

を
用
ゆ
れ
ば
、
水
ぎ
わ
ほ
そ
く
指
し
よ
き
な
り
。

　

古
代
よ
り
耳
口
、
菱
、
角
花
瓶
の
あ
し
ら
い
と
て
、

角
又
は
耳
の
上
へ
下
草
を
出
し
か
く
す
事
を
嫌
う
な

り
。

　

草
の
心
に
は
花
瓶
ち
い
さ
く
、
木
の
心
に
は
大
き
な

る
を
用
う
べ
し
。

　

夏
の
花
に
は
瓶
に
水
う
つ
事
有
り
。
但
し
地
文
あ
る

に
は
う
つ
べ
か
ら
ず
。

　

貴
人
よ
り
花
瓶
出
さ
る
る
時
、
焼
き
物
又
は
か
ら
物

な
ら
ば
ふ
と
き
心
、
お
も
き
晒
木
苔
を
用
う
べ
か
ら
ず
。

花
も
か
ろ
く
立
て
る
。
是
を
花
瓶
あ
し
ら
い
と
云
う
。

　

耳
の
な
き
角
花
瓶
な
ら
ば
、
角
を
前
へ
取
る
べ
し
。

　

床
に
花
台
を
な
お
さ
ば
、
前
後
は
畳
の
目
を
か
ぞ
え
、

横
は
た
た
み
の
筋
を
見
合
う
。
真
中
は
懸
物
の
折
釘
を
、

定
法
に
し
て
花
台
を
な
お
し
、
さ
て
花
瓶
を
お
く
べ
し
。

　

近
代
は
花
瓶
風
流
を
つ
く
す
。
古
代
は
瓶
に
景
多
き

時
は
、
花
に
心
う
す
し
と
て
地
紋
あ
る
だ
に
是
を
嫌
う
。

誠
に
花
に
大
切
な
る
心
、
さ
も
あ
る
べ
き
事
な
り
。
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石
化
柳　

薔
薇　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
形　

草
型　

副
流
し　

二
種
挿
し

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト
（
柳
原
睦
夫
）

　

陶
芸
作
家
、
柳
原
睦
夫
さ
ん
の
作
る
器

は
と
て
も
モ
ダ
ン
で
、
そ
の
た
め
普
段
は

い
け
る
機
会
を
失
し
て
い
る
が
、
こ
こ
ぞ

と
い
う
時
の
た
め
に
と
っ
て
あ
る
。
石
化

柳
に
菊
や
椿
の
根
締
め
な
ら
自
然
調
の
器

を
選
ぶ
が
、深
紅
の
薔
薇
を
選
ん
だ
の
で
、

こ
の
器
に
し
た
。

　

石
化
柳
に
赤
薔
薇
は
よ
く
映
る
。
帯
化

し
た
力
強
い
造
形
美
が
モ
ダ
ン
に
見
え

る
。
上
質
の
薔
薇
は
撓
め
て
も
長
く
も
っ

て
く
れ
た
。

　

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
を
手
な
ず
け
る
副
家
元

と
、
レ
モ
ン
師
匠
の
○
○
の
家
元
。



10

水
仙
一
色　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
形　

立
花　

真
の
花
形

　

花
器　

陶
花
器

　

立
花
研
修
会
で
立
て
た
直
真
の
水
仙
一

色
立
花
。
九
つ
の
役
枝
だ
け
で
、
や
や
小

振
り
に
立
て
た
。
受
筒
は
著
莪
の
葉
で
隠

し
て
い
る
。

　

あ
し
ら
い
の
葉
を
加
え
て
、
も
っ
と
厚

み
の
あ
る
花
形
に
す
る
な
ら
青
銅
の
立
花

瓶
を
選
ぶ
と
こ
ろ
だ
が
、
素
朴
で
身
近
な

立
花
な
の
で
、
オ
ラ
ン
ダ
の
陶
芸
家
か
ら

い
た
だ
い
た
焼
き
物
の
器
を
選
ん
だ
。

　

ザ
ー
ル
バ
ー
グ
さ
ん
と
は
一
九
八
八
年

に
ド
イ
ツ
で
お
会
い
し
て
以
来
の
お
つ
き

あ
い
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
デ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
さ
ん

の
キ
ク
ス
ク
ー
ル
い
け
ば
な
合
宿
特
別
講

師
と
し
て
家
族
み
ん
な
で
行
っ
た
と
き

に
、
生
徒
さ
ん
の
い
け
る
器
の
ほ
と
ん
ど

は
彼
が
つ
く
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

　

父
の
立
花
が
好
き
だ
っ
た
デ
ビ
ッ
ド
ソ

ン
さ
ん
。
彼
女
の
い
け
ば
な
を
支
え
た

ザ
ー
ル
バ
ー
グ
さ
ん
も
古
典
花
に
関
心
が

強
く
、
そ
の
水
際
の
美
し
さ
も
よ
く
理
解

さ
れ
て
い
る
。
数
年
前
に
奥
様
と
日
本
に

来
ら
れ
た
時
に
、こ
の
器
を
い
た
だ
い
た
。

毎
月
テ
キ
ス
ト
を
贈
呈
し
て
い
る
の
で
、

喜
ん
で
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
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赤
芽
柳　

椿　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
形　

行
型　

二
種
挿
し

　

花
器　

銅
器

　

右
ペ
ー
ジ
の
立
花
の
器
と
は
対
照
的
な

胴
製
の
器
。
十
三
世
の「
専
溪
生
花
百
事
」

の
中
で
は
、
金
茶
の
二
輪
菊
を
草
型
留
流

し
に
い
け
て
お
ら
れ
る
。
中
国
古
代
の
祭

器
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
装
飾
が
施
さ
れ
て

い
て
環
の
耳
が
つ
い
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト

で
も
め
っ
た
に
使
っ
た
こ
と
の
な
い
器
だ

が
、
力
強
い
赤
芽
柳
を
受
け
止
め
て
く
れ

る
器
を
考
え
た
と
き
に
、
ふ
と
こ
の
器
を

思
い
出
し
た
。

　

今
号
の
「
立
華
時
勢
粧
」
解
説
で
、「
花

瓶
の
事
」
の
中
に
「
貴
人
よ
り
花
瓶
出
さ

る
る
時
、
焼
き
物
又
は
か
ら
物
な
ら
ば
ふ

と
き
心
、
お
も
き
晒
木
苔
を
用
う
べ
か
ら

ず
。
花
も
か
ろ
く
立
て
る
。
是
を
花
瓶
あ

し
ら
い
と
云
う
」
と
あ
る
。
貴
人
の
器
は

大
切
に
扱
う
べ
し
と
い
う
戒
め
と
、
器
と

花
材
の
調
和
（
軽
重
、
品
格
な
ど
を
そ
ろ

え
る
）
に
配
慮
せ
よ
と
の
教
え
で
あ
る
。

他
に
も
興
味
深
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る
。

　

根
締
め
に
選
ん
だ
椿
の
色
が
気
に
入
っ

て
い
る
。
薮
椿
ほ
ど
濃
く
は
な
く
、
西
王

母
ほ
ど
薄
く
な
い
、
ち
ょ
う
ど
頃
合
い
の

色
が
、
赤
芽
柳
の
赤
色
と
黒
々
と
し
た
銅

器
の
色
の
つ
な
ぎ
役
に
ぴ
っ
た
り
だ
。

　

器
と
花
材
の
選
択
は
と
て
も
奥
が
深

い
。
い
ろ
い
ろ
と
試
し
て
み
な
が
ら
、
お

気
に
入
り
の
組
み
あ
わ
せ
を
、
自
分
の
引

き
出
し
に
し
ま
っ
て
ゆ
け
ば
い
い
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
619
号　

2015
年
1
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
合
い
花
（
1 6
）　

　
　
　
　
　

		　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

千
両

　

シ
ク
ラ
メ
ン

　

い
け
ば
な
の
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
の
一
つ
は
、

季
節
の
輝
き
を
身
近
に
楽
し
め
る
こ
と
だ
。
出

合
い
花
を
い
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、
あ
ら
た
め

て
小
さ
な
花
の
輝
き
に
気
付
く
こ
と
が
多
く

な
っ
た
。

　

写
真
の
シ
ク
ラ
メ
ン
に
は
「
シ
ュ
ー
テ
ィ
ン

グ
・
ス
タ
ー
」
と
い
う
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

珍
し
い
品
種
な
の
で
値
段
も
そ
れ
な
り
の
も
の

だ
っ
た
が
、
鉢
は
陶
器
の
深
鉢
に
入
れ
て
ダ
イ

ニ
ン
グ
に
飾
っ
て
楽
し
み
、
時
々
花
と
葉
を
切
っ

て
い
け
て
二
重
に
楽
し
ん
で
い
る
。

　

大
輪
で
花
茎
も
長
い
の
で
、
小
さ
な
器
な
ら

そ
の
ま
ま
い
け
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
、
新

春
の
出
合
い
花
で
も
あ
る
の
で
、
竹
ひ
ご
と
小

枝
を
使
っ
て
、
器
か
ら
立
ち
上
が
る
よ
う
に
し

て
み
た
。
ど
の
よ
う
に
し
て
あ
る
か
は
ご
想
像

く
だ
さ
い
。

　

シ
ク
ラ
メ
ン
は
桜
草
科
・
シ
ク
ラ
メ
ン
属
の

多
年
草
で
、
花
期
は
秋
か
ら
春
。
地
中
海
沿
岸

の
涼
し
い
雨
期
に
咲
く
花
だ
。
名
前
は
「
螺
旋
」

に
由
来
す
る
が
、
こ
れ
は
受
粉
後
の
花
茎
が
ぜ

ん
ま
い
の
よ
う
に
く
る
く
る
と
丸
く
な
る
と
こ

ろ
か
ら
。
花
弁
は
蝶
が
舞
っ
て
い
る
よ
う
に
も

見
え
る
。

　

千
両
は
庭
か
ら
小
枝
を
一
枝
切
っ
て
い
け
た
。

千
両
科
・
千
両
属
の
常
緑
小
低
木
で
東
ア
ジ
ア

か
ら
イ
ン
ド
に
分
布
す
る
。
赤
い
実
が
喜
ば
れ
、

ま
た
縁
起
が
い
い
名
前
な
の
で
正
月
の
大
切
な

花
材
に
な
っ
て
い
る
。

　

日
本
の
冬
を
彩
る
和
洋
の
組
み
あ
わ
せ
。
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蘊う
ん
お
う奥

と
は　
　
　
　

仙
溪

　
「
蘊う
ん
ち
く蓄
を
傾
け
る
」
と
い
う
言
い
方
が
あ

る
。
持
っ
て
い
る
知
識
や
技
能
を
精
一
杯

発
揮
す
る
と
い
う
意
味
だ
が
、「
蘊
」
に
は
、

積
む
・
蓄
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
こ
の

蘊
に
奥
を
つ
け
た
「
蘊う
ん
お
う奥

」
と
い
う
言
葉
は

ご
存
知
だ
ろ
う
か
。「
学
問
、
技
芸
な
ど
の

最
も
奥
深
い
と
こ
ろ
」
を
表
す
熟
語
だ
。
芸

の
蘊
奥
を
極
め
る
、
な
ど
と
い
う
よ
う
に
使

わ
れ
る
。「
う
ん
お
う
」
又
は
「
う
ん
の
う
」

と
読
む
。

　

先
月
の
テ
キ
ス
ト
に
、
何
で
も
長
く
続
け

る
と
、
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
見
え
る
よ
う

に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
た

が
、
花
の
奥
義
を
極
め
、
多
く
の
お
弟
子
さ

ん
達
に
慕
わ
れ
る
よ
う
に
な
ら
れ
た
大
師
範

の
先
生
方
は
、
ま
さ
に
様
々
な
こ
と
を
体
得

さ
れ
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
ご
自
身
の
内
に
積

み
重
な
っ
て
、
素
晴
ら
し
い
知
識
や
技
能
の

蓄
え
を
お
持
ち
だ
。

　

そ
ん
な
大
師
範
に
は
、
し
か
る
べ
き
役
職

に
お
就
き
頂
い
て
、
私
が
道
に
迷
っ
た
時
に

教
え
を
請
い
た
い
と
の
思
い
で
、
こ
の
度
、

家
元
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
数
名
の
先
生
方

に
「
華
老
」
位
に
就
い
て
い
た
だ
く
こ
と

に
し
た
。
そ
し
て
そ
の
委
嘱
状
に
、「
蘊
奥
」

の
発
揮
を
願
う
一
文
が
あ
る
。
技
術
や
知
識

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
豊
か
な
お
人
柄
も
見

習
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

先
日
は
岡
山
で
の
総
会
・
新
年
会
で
華
老

の
授
与
式
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
先
生
の
お
人
柄
を
感
じ
る
、
素
敵
な

ご
挨
拶
を
し
て
い
た
だ
き
、
胸
が
熱
く
な
っ

た
。
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華
老
の
先
生
方　
（
敬
称
略
）

　

上
野　

淳
泉　
（
岡
山
）

　

竹
中　

慶
敏　
（
京
都
）

　

小
野　

静
泉　
（
岡
山
）

　

武
田　

慶
園　
（
徳
島
）

　

長
谷
川
慶
賀　
（
大
阪
）

こ
の
度
、
次
の
先
生
方
に
、

華
老
に
ご
就
任
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

山
本　

竹
泉　
（
岡
山
）

　

竹
内　

慶
陶　
（
京
都
）

　

岩
沢　

雅
芳　
（
岡
山
）

　

横
田　

慶
重　
（
京
都
）

　

鈴
木　

秀
映　
（
岡
山
）

　

和
田　

慶
千　
（
大
阪
）

　

室
山　

粋
声　
（
岡
山
）

　

尾
﨑　

慶
和　
（
徳
島
）

　

今
月
号
で
紹
介
し
た
「
立
華
時
勢
粧
」
の

中
に
は
、
い
け
ば
な
を
習
う
心
得
に
つ
い
て

「
事
と
理
」
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
辞

書
を
見
る
と
「
事
」
は
も
の
ご
と
の
事
物
・

事
象
の
こ
と
、「
理
」
は
そ
の
背
後
に
あ
る

真
理
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
い
け
方

を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
専
念
し
、
上
手
に

な
っ
た
ら
「
ど
ん
な
花
を
い
け
る
か
」
を
考

え
よ
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。

　

華
老
の
先
生
方
の
花
は
い
け
方
は
も
ち
ろ

ん
上
手
い
う
え
に
、
皆
さ
ん
独
特
の
雰
囲
気

が
に
じ
み
出
て
い
る
。「
事
理
不
二
の
境
に

至
り
て
花
に
自
由
を
得
べ
し
」
な
の
だ
。
父

も
ま
さ
に
自
由
を
得
た
花
を
い
け
て
い
た
。

私
も
そ
こ
を
目
指
し
た
い
。
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真

正
真

副

控
枝

見
越

請

流
枝

胴

前
置

牡ぼ
た
ん丹

と
雪
柳　
　
　

仙
溪

　
「
こ
の
深
い
紺
色
の
器
に
は
、
薄
紅
色

が
鮮
や
か
な
、
こ
の
牡
丹
が
い
い
と
思

う
の
。
雪
柳
と
二
種
で
ど
う
か
な
」
と
、

副
家
元
が
花
屋
で
そ
こ
ま
で
決
め
て
く

れ
て
い
た
。
今
回
は
花
器
あ
り
き
で
、
合

う
花
を
考
え
る
と
い
う
決
め
方
。
私
が
い

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

い
け
な
が
ら
と
て
も
自
然
な
組
み
あ

わ
せ
だ
と
思
っ
た
。
雪
柳
を
一
方
に
集

め
て
、牡
丹
を
そ
っ
と
挿
し
た
だ
け
だ
が
、

静
と
動
、
軽
重
の
対
比
を
楽
し
み
な
が
ら

い
け
た
。

　

花
材　

牡
丹
（
牡
丹
科
）

　
　
　
　

雪
柳
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

線
刻
陶
花
瓶（
竹
内
真
三
郎
作
）

水
仙
一
色
立
花　
　

仙
溪

　

先
月
の
テ
キ
ス
ト
に
掲
載
し
た
水
仙

一
色
立
花
は
、
直す
ぐ
し
ん真

立
て
と
云
っ
て
真
が

直
立
し
て
い
る
。
も
し
真
が
左
に
除の

く
と

除の
き
し
ん真
立
て
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
の
真

の
水
仙
は
右
の
葉
が
左
の
葉
よ
り
も
高

く
な
る
。
よ
っ
て
直
真
立
て
の
真
の
水

仙
も
右
を
高
く
す
べ
き
な
の
に
、
逆
に

左
を
高
く
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
今
後
、

皆
さ
ん
が
混
乱
し
な
い
よ
う
に
、
絵
に
描

い
て
訂
正
し
ま
す
。

　　

水
仙
一
色
立
花　

　
　

直
真
立　

真
の
花
形

　
　

真
、
副
、
請
、
見
越
、
正
真
、
控
枝
、

　
　

流
枝
、
胴
・
・
・
水
仙

　
　

前
置
・
・
・
小
菊
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真

正
真

副

控
枝

見
越

請

流
枝

胴

前
置

真

正
真

副

控
枝

見
越

請

流
枝

胴

前
置

真

正
真

副

控
枝

見
越

請

流
枝

胴

前
置

臘ろ
う
ば
い梅

の
立
花　

　
　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

挿
花　

中
道
慶
清

　
「
冨
春
軒
初
春
の
会
」
で
、
も
て
な
し
の
花
と
し
て
立
て

た
三
つ
の
立
花
を
解
説
す
る
。

　

こ
の
真
、
請
、
見
越
の
臘
梅
は
一
本
の
幹
か
ら
出
た
分

か
れ
枝
を
そ
の
ま
ま
花
形
に
取
り
込
ん
で
あ
る
。
立
派
な

臘
梅
で
、
撓
め
る
と
折
れ
て
し
ま
う
。
本
来
の
見
越
は
請

側
の
後
ろ
に
出
る
の
だ
が
、
真
側
の
後
ろ
に
出
て
い
た
枝

を
生
か
し
て
残
し
、
本
来
の
見
越
の
出
口
に
松
を
覗
か
せ

て
い
る
。
臘
梅
が
際
立
つ
よ
う
に
、
他
の
役
枝
は
軽
く
つ

く
ら
れ
て
い
る
。

　

花
材　

臘
梅
（
臘
梅
科
）

　
　
　
　

松
（
松
科
）

　
　
　
　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

枇び

わ杷
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

天
女
模
様
銅
花
瓶

老
松
の
立
花　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

真
と
請
の
老
松
の
バ
ラ
ン
ス
が
見
所
。
真
の
松
は
直
真

の
よ
う
に
直
立
し
、
上
の
方
で
右
に
除
い
て
か
ら
大
き
く

左
へ
出
た
枝
だ
っ
た
の
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
。
自
分
と
し

て
は
直
真
と
し
て
立
て
て
い
る
。
松
の
緑
と
木ぼ

け瓜
の
朱
色

は
相
性
が
い
い
。
金き
ん
め
い
ち
く

明
竹
を
見
越
の
下
に
あ
し
ら
う
こ
と

で
、
新
年
を
言こ
と
ほ祝

ぐ
気
持
を
添
え
た
。

　

花
材　

老
松
（
松
科
）

　
　
　
　

木
瓜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

枝
垂
柳
（
柳
科
）

　
　
　
　

金
明
竹
（
稲
科
）

　
　
　
　

菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

銀
芽
柳
（
柳
科
）

　
　
　
　

枇
杷
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

銅
花
瓶

雲う
ん
り
ゅ
う
ば
い

龍
梅
の
立
花

　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

挿
花　

阪
本
慶
純

　

雲
竜
梅
は
と
て
も
香
り
が
い
い
。
玄
関
の
間
に
松
の
立

花
、
そ
の
右
の
間
の
床
に
臘
梅
、
左
の
間
の
床
に
雲
竜
梅

を
飾
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
初
春
の
香
り
を
楽
し
ん
で
頂

け
た
と
思
う
。
床
の
大
き
さ
に
あ
わ
せ
て
、
雲
竜
梅
の
立

花
は
小
さ
め
に
立
て
て
あ
る
。「
萬
ば
ん
ざ
い
じ
ゅ
に
し
て
こ
う

歳
寿
而
康
」
の
書
の
軸

を
掛
け
て
そ
の
前
に
飾
っ
た
が
、
字
を
隠
さ
ず
、
よ
く
調

和
し
て
い
た
。
松
の
立
花
は
金
屏
風
の
前
、
臘
梅
の
立
花

は
金
地
に
波
模
様
の
舞
扇
の
軸
の
横
に
飾
っ
た
。

　

真
が
右
に
張
っ
て
い
る
の
で
、
流
枝
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ

て
い
る

　

花
材　

雲
竜
梅
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

寿
こ
と
ぶ
き
ま
つ
松
（
松
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

ア
イ
リ
ス
（
菖あ
や
め蒲

科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

銅
立
花
瓶
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

⑨

立
花
秘
傳
抄　

四　
（
前
号
の
続
き
）

　

込
の
事

　

込
の
高
さ
、
冬
は
瓶
の
口
よ
り
二
分
ひ
く
く
切
る
べ

し
。夏
は
三
分
、草
花
に
水
を
よ
く
あ
げ
ん
が
た
め
な
り
。

ふ
と
き
物
さ
す
時
は
、
少
し
や
わ
ら
か
に
し
め
、
ほ
そ

き
物
に
は
か
た
く
結
う
べ
し
。
緩
急
の
境
、
よ
く
わ
き

ま
う
べ
し
。

　

わ
ら
の
は
か
ま
を
と
り
、
真ま
ん
な
か中
よ
り
二
つ
に
切
り
、

切
り
口
を
上
に
な
し
、結
い
目
の
上
を
、つ
よ
く
打
っ
て
、

つ
よ
く
し
む
べ
し
。

　

床
前
の
事

　

立
花
、
初
め
て
の
方
へ
立
て
に
行
く
時
は
、
床
見
申

度
よ
し
、
兼
ね
て
い
い
つ
か
わ
し
、
方
丈
書
院
、
仏
前
、

床
の
高
さ
広
さ
、
奥
行
き
左
明
か
り
、
右
あ
か
り
を
、

よ
く
見
立
て
、
懸
け
も
の
か
け
さ
せ
、
い
か
な
る
祝
儀
、

又
は
客
の
名
字
を
も
尋
ね
て
、
万
よ
ろ
ず

指
し
合
い
な
き
様
に

指
す
べ
き
な
り
。

　

床
ぶ
ち
高
く
は
、
花
台
ひ
く
く
。
お
と
し
か
け
よ
り
、

心
は
ひ
く
く
。
前
置
、
流
枝
、
床
ぶ
ち
よ
り
、
前
へ
出

す
べ
か
ら
ず
。
後
ろ
へ
枝
葉
さ
わ
ら
ず
。
横
は
張
付
へ

か
ま
わ
ず
。
床
ふ
か
く
は
、
花
形
ま
ろ
く
、
床
浅
く
は
、

花
形
ひ
ら
め
に
指
す
べ
き
な
り
。

　

掛
字
、
懸
絵
、
よ
く
見
ゆ
る
様
に
、
花
形
取
り
組
む

べ
し
。
名
印
の
所
か
く
す
事
大
き
に
嫌
う
。
又
懸
物
あ

し
ら
い
が
た
き
時
は
、
砂
の
物
を
用
う
べ
し
。

　

床
の
張
付
、
人
形
生
類
の
た
ぐ
い
な
ら
ば
、
同
心
得

有
る
べ
し
。

　

掛
絵
、
草
木
に
て
風
を
も
ち
た
る
気
色
あ
ら
ば
、
立

花
に
も
、
そ
の
風
を
請
け
て
も
た
す
べ
し
と
云
え
り
。

　

い
ま
だ
懸
物
見
ざ
る
方
へ
行
く
な
ら
ば
、
心
を
二
本

こ
し
ら
え
て
行
く
べ
し
。
又
柳
梅
も
ど
き
な
ど
の
、
葉

の
な
き
物
を
用
意
す
べ
し
。

　

大
床
に
、
三
瓶
立
て
る
時
は
、
中
は
当
季
の
花
を
、

心
に
用
う
べ
し
。

　

掛
物
、
三
幅
対
、
四
幅
対
の
時
、
二
瓶
又
三
瓶
の
お

き
よ
う
有
り
。

　

絵
を
請
け
て
指
す
花
、
天
神
に
梅
、
観
音
に
柳
、
達

磨
に
芦
、
龍
に
松
、
虎
に
竹
、
獅
子
に
牡
丹
、
ほ
か
こ

れ
に
な
ぞ
ら
え
て
、
作
意
有
る
べ
し
。

　

上
座
の
方
へ
、
流
枝
を
出
し
、
請
に
珍
花
を
指
す
。

古
来
の
法
な
り
。
然
れ
ど
も
上
は
心
よ
り
、
下
は
水
ぎ

わ
に
至
る
ま
で
、
客
賞
翫
と
、
意
得
て
指
す
時
は
、
花

形
風
流
に
、
作
意
多
く
、
あ
ら
た
な
る
を
、
珍
花
と
い

う
べ
し
。
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下
指
の
事

　

客
花
な
ら
ば
、
下し
た
ざ
し指
よ
く
い
た
す
べ
し
。
昼
の
客
な

ら
ば
、朝
に
行
き
、朝
の
客
な
ら
ば
、夕
よ
り
指
す
べ
し
。

花
お
そ
く
、
客
来
る
を
待
つ
時
節
に
は
、
亭
主
気
遣
う

も
の
な
り
。

　

下
指
は
、
十
の
内
七
八
分
ほ
ど
し
て
、
根
じ
め
あ
し

ら
い
な
ん
ど
を
、
残
す
べ
し
。
亭
主
方
、
見
物
あ
る
時
、

あ
ま
り
無
造
作
な
る
も
興
な
き
も
の
な
り
。

　

客
花
に
は
、
草
花
に
限
ら
ず
、
充
分
に
盛
り
な
る
を

用
い
る
べ
か
ら
ず
。
前
か
た
よ
り
、
中
び
ら
き
を
立
て

置
き
、
客
来
の
時
分
、
よ
く
ひ
ら
く
よ
う
に
心
得
べ
し
。

　

立
花
見
様
の
事

　

花
を
見
る
に
、
礼
儀
を
以
て
し
、
さ
て
床
前
五
尺
ば

か
り
に
寄
せ
居
て
、
先
ず
心
、
正
心
、
副
、
請
、
見
越
、

流
枝
等
の
、
大
枝
の
取
り
組
み
を
、
能
く
見
て
、
又
左

右
へ
礼
儀
を
の
べ
、
そ
の
後
床
前
へ
近
く
よ
り
、
胴
、

前
置
、
水
ぎ
わ
の
、
こ
ま
や
か
な
る
所
を
見
る
べ
し
、

か
な
ら
ず
、
水
ぎ
わ
、
又
は
う
し
ろ
を
の
ぞ
き
見
る
べ

か
ら
ず
。

　

初
心
の
花
な
り
と
も
、
か
る
が
る
し
く
見
て
立
つ
べ

か
ら
ず
。
指
し
合
い
法
度
有
る
と
も
、
不
審
打
つ
べ
か

ら
ず
。
亭
主
所
望
す
る
と
も
、
率
爾
に
、
直
す
べ
か
ら

ず
。
上
手
の
花
な
り
と
い
え
ど
、
悪
し
き
所
な
き
に
あ

ら
ず
。
初
心
の
花
な
れ
ど
も
、
又
よ
き
所
あ
ら
ず
と
い

う
事
な
し
。
そ
の
よ
き
所
を
見
覚
え
、
悪
し
き
所
を
見

過
ご
す
べ
し
。
世
人
花
を
見
て
、
あ
し
き
所
を
か
た
れ

ど
も
、
よ
き
所
を
語
ら
ず
。
そ
の
心
花
に
あ
ら
ざ
る
が

ゆ
え
な
り
。

　

立
花
習
い
よ
う
の
事

　

花
を
習
う
に
、
先
ず
直
心
立
を
よ
く
指
し
覚
え
、
又

除
心
、
行
草
九
品
の
花
形
、
次
第
に
修
練
す
べ
し
。
凡お
よ

そ
事じ

理り

の
二
つ
有
り
。
初
学
の
時
は
、
事わ
ざ

を
先
に
し
て

理
を
後
に
す
べ
し
、
瓶
数
重
ね
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
、

指
し
合
い
法
度
を
除の
ぞ

く
べ
し
。
中
此
に
至
り
て
は
、
事

理
両
輪
の
ご
と
く
す
べ
し
。
上
手
に
な
り
て
は
、
事
を

捨
て
、
理
を
工
夫
す
べ
し
。
然
る
時
は
、
事
理
不
二
の

境さ
か
いに
至
り
て
、
花
に
自
由
を
得
べ
し
。

　

師
に
花
の
直
し
を
請
け
る
時
は
、
瓶
の
水
七
八
分
に

入
れ
置
き
、
下
草
を
用
意
し
て
相
待
つ
時
、
師
来
た
り

て
、
褒
美
す
る
事
有
れ
ど
も
直
し
を
乞
う
べ
し
。
一
手

な
お
る
時
、今
一
手
と
し
い
て
乞
う
べ
し
。師
の
法
に
て
、

二
手
よ
り
は
な
お
さ
ず
。
尋
ね
る
事
あ
ら
ば
、
人
な
き

所
に
て
問
う
べ
し
。
又
は
師
家
に
あ
ゆ
み
を
は
こ
び
て
、

そ
の
執
心
を
あ
ら
わ
さ
ざ
れ
ば
、
師
お
し
え
ざ
る
物
な

り
。

　

伝
授
と
云
う
は
、
道
の
尊
敬
、
芸
の
奥
義
な
り
。
か

る
が
る
し
く
、
人
に
語
る
事
を
な
さ
ず
。
金
も
用
い
ざ

れ
ば
、
瓦
石
に
同
じ
。
た
と
え
ば
伝
授
し
た
り
と
も
、

修
行
未
熟
な
ら
ば
、
何
の
益
か
あ
ら
ん
。
師
印
可
す
と

い
う
は
、事
理
相
応
の
時
節
を
待
っ
て
、こ
れ
を
ゆ
る
す
。

　

初
学
の
時
は
、
下
草
多
く
、
花
形
あ
つ
く
、
出
物
ゆ

る
や
か
に
指
す
べ
し
。巧
者
に
な
る
ほ
ど
、花
き
れ
い
に
、

小
体
に
な
る
も
の
な
り
。
世
人
こ
こ
に
止
ま
り
て
、
よ

し
と
お
も
う
。
こ
れ
い
ま
だ
上
手
の
位
に
あ
ら
ず
。
必

ず
き
れ
い
に
な
づ
む
べ
か
ら
ず
。

　

一
瓶
の
床
花
は
、花
形
や
さ
し
く
、手
つ
ま
細
や
か
に
、

見
所
お
お
き
を
よ
し
と
す
。
会
の
花
は
、
花
形
風
流
に
、

目
に
立
つ
よ
う
に
指
す
べ
き
な
り
。
上
手
の
花
は
、
下

草
多
か
ら
ず
し
て
景
多
し
。
こ
れ
を
薄
う
て
厚
し
と
い

う
。
下
手
の
花
は
、
下
草
多
く
見
所
な
き
を
、
あ
つ
う

て
う
す
し
と
名
づ
く
。

　

立
花
秘
傳
抄
の
四　

終
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冨
春
軒
初
春
の
会　
会
期　

1
月
16
日
㈮
・
17
日
㈯
・
18
日
㈰　

冨
春
軒
家
元
宅　

①
花
点
前　

②
祝
宴

春
の
声　

　
　
　
　
　
　

∧
9
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

枯
葉
の
間
か
ら
春
の
花
た
ち
が
顔
を
出

し
は
じ
め
る
。
頭
上
の
木
々
に
葉
が
茂
る

ま
で
に
、
葉
を
伸
ば
し
花
を
咲
か
せ
る
。

温
も
り
は
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
。
春
の
声

に
耳
を
澄
ま
そ
う
。

　

花
材　

鶯
う
ぐ
い
す
か
ぐ
ら

神
楽　
（
忍
す
い
か
ず
ら冬
科
）

　
　
　
　

喇ら
っ
ぱ叭
水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

ス
イ
ー
ト
ピ
ー
（
豆
科
）

　

花
器　

金
彩
舟
形
陶
花
器

京
都
駅
新
春
の
い
け
ば
な

　
　
　
　
　
　
　

写
真
④　

仙
溪

　

駅
前
広
場
に
年
末
か
ら
７
日
間
飾
っ
た

い
け
ば
な
。
赤
い
薔
薇
は
サ
ム
ラ
イ
と
い

う
品
種
の
特
級
品
で
、
和
歌
山
の
生
産
者

の
も
の
。作
り
手
の
愛
が
つ
ま
っ
て
い
る
。

　

花
材　

臘ろ
う
ば
い梅

（
臘
梅
科
）

　
　
　
　

老
松
（
松
科
）

　
　
　
　

薔
薇
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

千
両
（
千
両
科
）

　

花
器　

彩
泥
陶
花
器
（
宮
下
善
爾
作
）

④
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花
の
見
方　
　
　
　

仙
溪

　
「
立
華
時
勢
粧
」に
は「
立
花
見
様
の
事
」

と
し
て
、
人
が
立
て
た
立
花
を
拝
見
す
る

と
き
の
心
得
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
招
か
れ
た
家
の
床
の
間
に
立
花

が
立
て
ら
れ
て
あ
る
と
し
て
、
ど
の
よ
う

に
拝
見
す
れ
ば
よ
い
か
が
詳
し
く
書
か
れ

て
い
る
。
現
代
で
は
そ
の
よ
う
な
機
会
は

希
に
な
っ
た
が
、
心
得
と
し
て
覚
え
て
お

こ
う
。
立
花
は
手
間
を
か
け
て
立
て
る
の

だ
か
ら
、拝
見
に
も
礼
儀
を
つ
く
し
た
い
。

　

ま
た
「
世
人
花
を
見
て
、
あ
し
き
所
を

語
れ
ど
も
、
よ
き
所
を
語
ら
ず
。
そ
の
心

花
に
あ
ら
ざ
る
が
ゆ
え
な
り
」
と
も
書
か

れ
て
い
る
。
初
心
者
の
花
で
も
何
か
い
い

所
を
探
す
よ
う
に
し
な
さ
い
、
見
つ
け
た

い
い
所
を
覚
え
て
お
き
な
さ
い
と
教
え
て

い
る
。

　

花
の
道
を
極
め
、
花
か
ら
何
か
を
得
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
他
人
の
花
の
批
判
ば

か
り
し
て
い
る
よ
う
で
は
だ
め
で
す
よ
、

と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
お
弟
子
さ
ん
が

い
け
た
花
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
新
た
な

発
見
が
で
き
る
よ
う
な
、
大
き
な
器
を
持

ち
ま
し
ょ
う
。

黄
色
に
紫
を
そ
え
る　

　
　
　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

黄
色
と
紫
色
は
反
対
色
で
、
黄
色
は

若
々
し
い
明
る
さ
、
紫
色
は
大
人
び
た
高

貴
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
作
例
で
は
緑
色

と
黄
色
の
構
成
に
、
鮮
や
か
な
紫
色
を
ポ

イ
ン
ト
で
加
え
て
色
彩
を
ひ
き
し
め
て
い



11

る
。

　

リ
ュ
ー
コ
コ
リ
ネ
（
レ
ウ
コ
コ
リ
ネ
）

は
南
米
チ
リ
の
ア
ン
デ
ス
地
方
に
分
布
す

る
百
合
科
・
リ
ュ
ー
コ
コ
リ
ネ
属
の
多
年

草
。
切
り
花
で
も
い
く
つ
か
の
花
色
が
あ

る
が
、
紫
の
花
色
が
多
い
。
ほ
の
か
に
良

い
香
り
が
あ
る
。

　

花
材　

ミ
モ
ザ
（
豆
科
）

　
　
　
　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
百
合
科
）

　
　
　
　

リ
ュ
ー
コ
コ
リ
ネ
（
百
合
科
）

　

花
器　

結
晶
釉
水
盤
（
前
田
保
則
作
）

器
か
ら
花
を
選
ぶ　

　
　
　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

こ
の
花
も
、
４
ペ
ー
ジ
の
花
も
、
自
宅

で
の
新
年
会
で
部
屋
の
設
え
と
し
て
い
け

た
花
で
、
ど
ち
ら
も
は
じ
め
に
花
器
が
決

ま
っ
て
い
て
、
花
器
に
合
う
花
を
考
え
て

い
け
て
い
る
。
い
つ
も
「
テ
キ
ス
ト
」
の

花
は
、
花
を
は
じ
め
に
選
ん
で
か
ら
花
器

を
考
え
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
花
器
が

決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
花
選
び
の
勉

強
に
な
る
と
思
う
。

　

緑
と
し
て
使
っ
た
ブ
プ
レ
ウ
ル
ム
は
、

和
名
を
ツ
キ
ヌ
キ
サ
イ
コ
（
突
抜
紫
胡
）

と
い
う
。
芹せ
り

科
・
三み
し
ま
さ
い
こ

島
紫
胡
属
（
ブ
プ
レ

ウ
ル
ム
属
）
の
一
年
草
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

原
産
。
優
し
い
緑
色
と
、
ユ
ニ
ー
ク
な
姿

が
初
春
の
清
々
し
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ

た
。

　

花
材　

カ
ト
レ
ア
（
蘭
科
）

　
　
　
　

シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
（
蘭
科
）

　
　
　
　

ブ
プ
レ
ウ
ル
ム
（
芹
科
）

　

花
器　

耳
付
陶
花
瓶（
竹
内
真
三
郎
作
）
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
620
号　

2015
年
2
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

楽
し
く
な
る
器　
　

櫻
子

　

器
を
買
い
に
街
に
出
ま
し
ょ
う
。

　

私
が
器
を
探
す
と
き
、
何
の
た
め
に
花
を

い
け
る
か
に
よ
っ
て
、見
方
を
変
え
て
い
る
。

花
展
用
な
の
か
、テ
キ
ス
ト
撮
り
の
た
め
か
、

料
理
教
室
の
テ
ー
ブ
ル
飾
り
か
。
飾
る
場
所

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
似

合
う
器
を
探
す
。

　

春
ら
し
い
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
と
菜
の
花

を
い
け
た
器
は
、
私
の
イ
タ
リ
ア
ン
・
レ
ッ

ド
の
キ
ッ
チ
ン
で
よ
く
使
っ
て
い
る
。
ど
ん

な
色
の
花
で
も
モ
ダ
ン
に
飾
る
こ
と
が
で

き
る
の
と
、摩
天
楼
の
よ
う
な
形
が
楽
し
い
。

　

花
材　

ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
（
金
鳳
花
科
）

　
　

菜
の
花
（
油
菜
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
伯
耆
葉
子
作
）
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金
魚
草
の
秘
密

∧
表
紙
の
花
∨

櫻
子

今
年
も
寒
い
頃
か
ら
立
派
な
金
魚
草
が

売
ら
れ
て
い
た
。
小
、
中
く
ら
い
の
丈
の

花
は
花
壇
に
植
え
ら
れ
て
い
る
が
、
大
き

い
も
の
は
切
り
花
に
向
い
て
い
る
ら
し
く

色
も
多
彩
に
な
っ
て
き
た
。
地
中
海
沿

岸
（
南
欧
～
北
ア
フ
リ
カ
）
の
園
芸
種
の

花
で
本
来
は
５
月
頃
が
咲
く
季
節
だ
と
思

う
。日

本
や
中
国
で
は
金
魚
草
だ
が
、
ア
メ

リ
カ
で
は
噛
み
つ
く
龍
、
ギ
リ
シ
ア
で
は

鼻
の
よ
う
な
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
狼
の
口
と

い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る
。
古
代
の
文
明
で

は
霊
的
な
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
庭
に
植

え
る
と
災
い
か
ら
守
ら
れ
、
食
べ
る
と
若

さ
と
美
し
さ
を
取
り
戻
す
と
か
！
。
エ

デ
ィ
プ
ル
フ
ラ
ワ
ー
と
し
て
良
く
料
理
に

添
え
ら
れ
て
い
る
金
魚
草
だ
が
、
そ
う
と

知
っ
て
は
い
て
も
食
べ
よ
う
と
は
思
わ
な

い
。花

材

金
魚
草
（
胡
麻
の
葉
草
科
）

小
手
毬
（
薔
薇
科
）

ド
ラ
セ
ナ
（
竜
舌
蘭
科
）

花
器

ペ
ル
シ
ャ
花
瓶

生
花
二
作

仙
溪

∧
２
頁
の
花
∨

木
瓜

椿

花
型

草
型

副
流
し

二
種
挿
し

花
器

紫
紅
彩
花
瓶

幾
左
田
昌
宏
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∧
３
頁
の
花
∨

啓
翁
桜

花
型

草
型

副
流
し

花
器

天
女
模
様
赤
胴
花
瓶

こ
の
二
作
の
生
花
の
花
器
は
、
ど
ち
ら

も
十
三
世
家
元
ゆ
か
り
の
も
の
だ
。

昨
年
の
春
に
京
都
青
窯
会
の
皆
さ
ん
と

一
緒
に
イ
ベ
ン
ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

時
、
そ
の
懇
親
の
場
に
幾き

さ

だ
左
田
昌
宏
さ
ん

も
来
て
お
ら
れ
た
。
京
都
陶
雅
会
の
西
岡

隆
一
さ
ん
と
共
に
家
元
宅
に
来
ら
れ
た
こ

と
を
、
つ
い
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
お
話

く
だ
さ
っ
た
。

「
こ
ん
な
形
の
で
け
へ
ん
か
」
と
、

十
三
世
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
、
同
じ
形

を
い
く
つ
か
作
ら
れ
た
そ
う
だ
。
下
し
も
か
ぶ
ら蕪の

か
た
ち
、
繊
細
な
口
の
つ
く
り
に
、
作
り

手
の
高
い
技
量
と
品
格
を
感
じ
る
。「
あ

の
頃
と
に
か
く
ど
ん
な
形
の
を
つ
く
っ
た

ら
え
え
ん
か
わ
か
ら
ん
か
ら
」
と
云
っ

て
お
ら
れ
た
が
、「
え
え
も
ん
作
り
た
い
、

面
白
い
も
ん
作
り
た
い
」
と
い
う
気
持
が

人
を
出
会
わ
せ
る
の
だ
な
と
思
う
。
ど
ん

な
世
界
で
も
、
こ
の
気
持
が
な
い
と
い
い

も
の
は
生
ま
れ
な
い
の
だ
。

そ
し
て
こ
の
銅
器
も
十
三
世
が
デ
ザ
イ

ン
し
た
一
点
物
。
口
の
広
が
り
が
、
立

花
や
生
花
の
水
際
を
美
し
く
見
せ
て
く
れ

る
。
片
側
で
天
女
が
笛
を
吹
き
、
反
対
側

で
は
舞
い
踊
る
。
表
面
は
部
分
的
に
赤
み

が
か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
赤
い
漆
を
焼

き
付
け
て
あ
る
の
だ
。

こ
れ
ら
の
器
に
花
を
い
け
さ
せ
て
も
ら

え
る
こ
と
に
、
感
謝
し
て
い
る
。
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啓
翁
桜
一
色
の
立
花仙

溪

花
型

除
真
立
花

行
の
花
形

「
請
上
り
立
」

花
材

啓
翁
桜
（
真

副

見
越

請

流
枝

控
枝
）

ア
イ
リ
ス
（
正
真
）

松
（
胴
）
椿
（
前
置
）

花
器

陶
花
瓶

昨
年
3
月
の
立
花
研
修
会
で
立
て
た
立

花
。「
行
の
花
型
、
請う
け
あ
が上

り
立た
て

」
と
い
う

花
形
で
、
請
の
出
口
を
基
本
よ
り
も
高
く

し
て
い
る
。
竹
な
ど
の
下
へ
な
び
く
よ
う

な
枝
を
請
に
す
る
た
め
の
花
形
で
、
桜
の

枝
が
川
面
に
枝
を
伸
ば
す
光
景
を
思
い
描

い
て
、
請
の
枝
先
を
下
へ
さ
げ
て
い
る
。

写
真
で
見
る
と
、
も
う
少
し
請
の
出
口

に
近
い
と
こ
ろ
で
撓
め
て
、
ビ
ュ
ン
と
下

へ
さ
げ
て
も
よ
か
っ
た
。
そ
れ
と
流
枝
の

出
口
が
高
す
ぎ
た
。
太
い
幹
を
加
え
れ
ば

よ
か
っ
た
、
な
ど
と
反
省
点
が
あ
れ
こ
れ

見
え
て
く
る
。

本
来
、
桜
一
色
の
立
花
に
は
他
の
花
を

混
ぜ
な
い
こ
と
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
啓

翁
桜
の
よ
う
に
華
奢
な
枝
の
場
合
は
花
を

添
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

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

⑩

立
花
秘
傳
抄

五

九
品
の
花
形
立
様
の
事

極
真
立

極
真
の
立
花
は
、
祝
言
第
一
に
し
て
、
心し
ん

若
松
の
す

ぐ
な
る
に
、
枝
三
段
五
段
を
用
ゆ
。
心
の
高
さ
瓶
に
二

長た
け

半
。
又
は
一
長
半
。
古
来
の
説
同
じ
か
ら
ず
。
近
代

は
三み
つ
ぐ
そ
く

具
足
、さ
ま
ざ
ま
に
替
わ
り
、定
法
な
き
に
似
た
り
。

然
れ
ど
も
蝋ろ
う
そ
く燭
立
て
の
高
さ
に
隨
し
た
が
い
て
、
立
様
口
伝
あ

り
。
大
か
た
仏
前
の
様
子
、
三
具
足
の
大
小
に
し
た
が

い
て
、
時
に
よ
ろ
し
く
立
つ
べ
き
な
り
。

心
か
く
し
は
、
禿
か
む
ろ

松
、
芍
薬
、
菊
な
ど
の
、
か
た
ち

丸
き
物
。
心
に
取
り
あ
い
て
、
副
を
付
く
る
に
、
た
よ

り
あ
り
。
ほ
そ
き
物
は
、
心
の
み
き
ほ
そ
き
ゆ
へ
、
取

り
合
い
あ
し
き
な
り
。
草
木
に
か
ぎ
ら
ず
、
出
生
直す
ぐ

な

る
物
、
皆
心
か
く
し
に
用
ゆ
。
一
の
枝
と
、
心
か
く
し

と
の
間
、
一
寸
二
寸
、
花
形
の
大
小
に
よ
り
て
あ
く
る

な
り
。
心
か
く
し
は
心
の
前
を
守
り
て
、
心
に
勢
い
を

あ
ら
す
る
役
の
物
な
り
。

副
は
心
か
く
し
の
本
よ
り
、
物
に
た
よ
ら
せ
て
、
し

だ
れ
た
る
も
の
。
又
は
や
わ
ら
か
な
る
物
を
用
う
べ
し
。

心
の
松
の
こ
わ
ご
わ
し
き
に
、
取
り
合
い
よ
ろ
し
き
が

た
め
な
り
。
こ
れ
花
形
の
右
の
方
を
守
り
て
、
心
を
そ

だ
て
た
る
物
な
り
。
右
へ
出
る
物
、
副
よ
り
長
き
は
あ

る
べ
か
ら
ず
。

第
四
図

立
花

松
直
真

直
心
立
の
内
真
の
花
形

桑
原
正
栄

松

蔓
梅
擬

菊

檜

柘
植

杜
若

檜
扇

樫
木

小
菊

夏
は
ぜ

柏
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請
は
神
前
に
て
は
、
影
向
の
枝
と
い
い
、
仏
前
に
て

は
手
向
と
い
う
。
か
な
ら
ず
時
の
珍
花
を
用
い
、
出
生

上
へ
き
お
い
た
る
物
を
用
ゆ
。
副
の
し
だ
れ
た
る
物
と

の
取
り
合
い
な
り
。出
し
所
は
、副
と
流
枝
と
を
見
合
い
、

そ
の
真
中
ほ
ど
よ
り
出
す
な
り
。
左
へ
出
る
物
、
請
よ

り
長
く
出
る
物
な
し
。
こ
れ
花
形
の
左
の
上
を
、
よ
く

ま
も
る
道
具
な
り
。

見
越
は
、
心
か
く
し
の
後
ろ
よ
り
、
木
高
く
立
ち
の

ぼ
せ
て
、
請
の
方
へ
な
び
か
す
。
見
越
は
心
の
後
ろ
を

守
っ
て
、
心
の
勢
を
つ
よ
く
な
す
物
な
り
。
後
ろ
へ
出

る
物
、
こ
れ
よ
り
長
き
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。

流
枝
は
松
に
か
ぎ
り
た
る
物
な
り
。
煙
が
へ
し
と
も
、

香
炉
の
ぞ
き
と
も
名
づ
く
。
瓶
の
口
二
寸
ほ
ど
上
、
後

ろ
角
よ
り
一
文
字
に
出
し
て
、
葉
先
を
香
炉
の
真
中
に

て
と
む
る
な
り
。
心
す
ぐ
に
、
副
な
び
き
、
請
、
き
ほ

い
た
る
に
よ
り
、
流
枝
を
一
文
字
に
指
す
。
こ
れ
上
の

枝
の
取
り
合
い
よ
ろ
し
き
が
た
め
な
り
。
一
瓶
の
内
流

枝
よ
り
ひ
く
く
出
す
物
な
く
、
又
水
ぎ
わ
に
て
こ
れ
よ

り
長
き
物
あ
る
べ
か
ら
ず
。

前
置
の
出
口
、
流
枝
と
同
前
。
胴
よ
り
の
う
つ
り
を

請
け
て
、
左
右
へ
か
た
よ
ら
ず
、
真ま
む
き向
に
た
て
、
瓶
の

口
を
か
く
さ
ず
、
前
へ
出
る
物
、
こ
れ
よ
り
長
き
は
有

る
べ
か
ら
ず
。
た
だ
し
見
越
と
、
前
置
と
は
、
前
後
の

釣
り
合
い
な
り
。

胴
作
り
と
は
、
心
か
く
し
の
下
よ
り
、
前
置
の
上
ま

で
を
云
う
。
こ
れ
七
つ
の
道
具
の
外
に
し
て
、
花
形
の

中
央
を
守
り
、
七
つ
の
枝
を
、
よ
く
養
い
そ
だ
つ
る
物

な
り
。

第
五
図

立
花

松
直
真

直
心
立
の
内
行
の
花
形

桑
原
正
栄

松

薄

躑
躅

杜
若

柘
植

要

小
菊

枇
杷



77

控
枝
は
、
七
つ
の
枝
の
外
な
り
。
出
し
所
は
、
請
と

流
枝
と
の
真
中
よ
り
出
す
。
請
の
方
お
も
き
時
は
、
お

も
き
も
の
を
用
い
、
か
る
き
時
は
、
か
る
き
を
用
ゆ
。

こ
れ
左
右
の
軽
重
を
は
か
る
物
な
り
。

直
心
立
は
、
祝
言
第
一
の
花
な
る
故
、
仏
前
に
立
て

る
と
い
え
ど
、
六
花
六
葉
、
四
花
四
葉
、
四
草
四
木
、

雑
木
雑
草
、
そ
の
外
祝
言
に
あ
ら
ざ
る
法
度
を
守
り
、

花
形
の
格
式
す
こ
し
も
背
か
ず
、
草
木
き
れ
い
に
す
な

お
な
る
を
用
い
、
長
高
く
、
幽
玄
に
指
す
を
本
意
と
す

る
な
り
。
古
人
曰
く
、
真
の
花
形
と
云
う
は
、
た
と
え

ば
人
の
面
の
ご
と
し
。
目
の
有
る
所
に
目
有
り
、
鼻
有

る
所
に
は
な
の
つ
き
た
る
よ
う
に
、
い
つ
も
か
わ
ら
ぬ

様
に
さ
す
べ
し
と
い
え
り
。

直
心
立
の
花
に
は
、
後
ろ
に
草
を
遣
わ
ず
。
草
ど
め

を
流
枝
控
枝
の
後
ろ
に
て
と
む
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
を

山
後
に
野
を
見
る
と
て
、
嫌
う
な
り
。

直
心
立
、
行
の
花
形
と
云
う
は
、
心
は
笠
松
な
り
。

流
枝
は
松
を
用
ゆ
。
七
つ
の
枝
の
出
所
、
前
に
同
じ
。

胴
前
置
は
、
す
こ
し
く
る
わ
せ
て
も
く
る
し
か
ら
ず
。

同
草
の
花
形
と
い
う
は
、心
に
梅
、海
棠
、梅
も
ど
き
、

水
木
、
檜
、
鶏
頭
な
ど
の
直
な
る
を
用
ゆ
。
七
つ
の
枝
、

出
し
所
前
に
同
じ
。
草
の
心
の
時
は
、
見
越
、
流
枝
、

前
置
草
に
て
も
苦
し
か
ら
ず
。
惣す
べ

て
心
松
な
ら
ざ
る
を
、

草
の
花
形
と
名
付
く
。

【

注
記

】

極
真
立
と
は
直
真
立
の
う
ち
真
の
花
形
の
こ
と
。

こ
こ
で
の
七
つ
道
具
の
解
説
は
、
極
真
立
に
限
っ
て

の
約
束
事
が
含
ま
れ
て
い
る
点
に
注
意
。

第
六
図

立
花

鶏
頭
直
真

直
心
立
の
内
草
の
花
形

冨
春
軒
仙
溪

鶏
頭

柳

梅
擬

菊

夏
は
ぜ

擬
宝
珠

樫
木

檜
扇

伊
吹
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ポ
ピ
ー

櫻
子

今
年
は
立
春
を
過
ぎ
て
も
寒
い
日
が
多

く
、
花
屋
さ
ん
に
並
ぶ
春
の
花
達
も
咲

く
ま
で
は
し
ば
ら
く
時
間
が
か
か
っ
た
よ

う
。
固
い
つ
ぼ
み
の
ポ
ピ
ー
は
最
初
は
下

向
き
で
頼
り
な
さ
げ
。
水
切
り
し
て
暖
か

い
部
屋
に
置
い
て
お
く
と
、
く
っ
と
顔
を

上
げ
て
蕾
が
二
つ
に
割
れ
、
あ
っ
と
い
う

間
に
大
き
な
花
が
咲
い
て
き
た
。

こ
の
瞬
間
が
楽
し
く
て
春
は
必
ず
ポ

ビ
ー
を
い
け
て
い
る
。
少
し
細
か
っ
た
の

で
、
連
翹
と
取
り
合
わ
せ
た
。
枝
も
の
と

合
わ
せ
る
事
は
珍
し
い
が
、
連
翹
の
優

し
い
線
が
ポ
ビ
ー
の
動
き
を
助
け
て
く
れ

る
。ス

イ
ス
の
公
園
で
澄
み
き
っ
た
青
空
の

下
、
光
を
集
め
た
よ
う
に
咲
く
連
翹
と
初

夏
の
小
麦
畑
で
し
っ
か
り
と
力
強
く
咲
く

ヒ
ナ
ゲ
シ
の
花
は
、
今
で
も
は
っ
き
り
と

目
に
浮
か
ぶ
。

花
材

ポ
ピ
ー
（
罌け

し粟
科
）

連
れ
ん
ぎ
ょ
う翹（
木も
く
せ
い犀
科
）

ス
イ
ー
ト
ピ
ー
（
豆
科
）

花
器

白
磁
花
瓶
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山さ
ん
し
ゅ
ゆ

茱
萸
の
投
入

∧
10
頁
の
花
∨

仙
溪

枝
を
二
種
に
花
一
種
の
と
り
合
わ
せ
。

春
の
花
木
は
葉
が
な
い
の
で
、
椿
を
添

え
て
水
際
に
繁
み
を
つ
く
る
こ
と
が
あ

る
。
添
え
る
花
は
菊
、
ア
イ
リ
ス
、
透
し

百
合
、
鉄
砲
百
合
な
ど
、
和
の
雰
囲
気
に

合
う
も
の
が
い
い
。

花
材

山
茱
萸
（
水
木
科
）

椿
（
椿
科
）

菊
（
菊
科
）

花
器

赤
茶
釉
陶
花
瓶

波
紋
の
器∧

11
頁
の
花
∨

仙
溪

広
々
と
し
た
麦
畑
。
春
の
風
で
穂
が
波

打
つ
。
こ
の
器
の
表
面
の
模
様
も
、
目
に

は
見
え
な
い
風
を
、
目
に
見
え
る
形
に
し

た
か
の
よ
う
な
流
れ
だ
。

宮
永
東
山
氏
の
器
は
、
幾
何
学
的
な
面

と
面
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
で
き
て
い
る
。

そ
の
面
の
表
に
も
ま
た
幾
何
学
模
様
の
連

続
が
ぐ
る
り
と
一
周
す
る
。
硬
い
質
感
と

柔
ら
か
な
フ
ォ
ル
ム
。
不
思
議
な
器
だ
。

ま
だ
冷
た
さ
を
含
ん
だ
春
一
番
の
風
に

目
を
覚
ま
し
た
花
た
ち
。
そ
ん
な
テ
ー
マ

で
い
け
て
み
た
。
ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ
ア
を

低
く
い
け
て
、
野
の
花
の
よ
う
に
見
せ
て

い
る
。

花
材

青
麦
（
稲
科
）

矢
車
菊
（
菊
科
）

ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ
ア（
彼
岸
花
科
）

花
器

五
面
青
白
磁
壺

宮
永
東
山
作
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被
曝
対
策

仙
溪

2
月
24
日
、
東
京
電
力
の
発
表
に
よ
る

と
、
福
島
第
一
原
発
か
ら
高
濃
度
の
放
射

性
物
質
を
含
む
水
が
海
に
漏
れ
続
け
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
も
昨

年
4
月
に
把
握
し
な
が
ら
公
表
せ
ず
、
対

策
も
し
て
い
な
い
。
流
れ
出
続
け
て
い
る

も
の
に
は
、
体
内
に
取
り
込
む
こ
と
で
体

を
蝕
む
大
変
危
険
な
核
種
が
含
ま
れ
て
い

る
。そ

ろ
そ
ろ
私
達
は
本
来
知
ら
さ
れ
る
べ

き
危
険
に
つ
い
て
、
隠
さ
れ
て
い
る
の
で

は
と
疑
っ
て
か
か
っ
た
ほ
う
が
い
い
よ
う

だ
。
自
分
達
の
身
は
自
分
達
で
守
る
、
そ

の
た
め
に
情
報
交
換
が
大
切
に
な
っ
て
く

る
。心

配
し
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
の
だ
が
、

命
あ
っ
て
の
物
種
で
あ
る
。放
射
能
の（
正

し
い
）
知
識
を
身
に
つ
け
て
、
そ
の
対
策

を
講
じ
つ
つ
、
元
気
は
つ
ら
つ
で
！
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
621
号

2015
年
3
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
合
い
花
（
1 7
）

仙
溪

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

ガ
ー
ベ
ラ

朝
は
私
が
コ
ー
ヒ
ー
を
い
れ
る
。
愛
用

の
マ
グ
カ
ッ
プ
は
、
仙
齋
＆
素
子
か
ら
の

プ
レ
ゼ
ン
ト
で
、
櫻
子
は
赤
色
、
私
は
青

色
だ
。
か
れ
こ
れ
20
年
間
お
世
話
に
な
っ

て
い
る
。

シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
の
男
性
が
三
日
月
に
腰

掛
け
て
、
赤
い
ハ
ー
ト
を
持
つ
絵
は
、
い

か
に
も
父
が
好
み
そ
う
だ
。
書
斎
に
い
て

も
、
こ
の
絵
の
よ
う
に
心
は
自
由
に
飛
び

回
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

出
合
い
花
で
一
度
い
け
て
み
た
か
っ
た

の
が
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
と
ガ
ー
ベ
ラ
だ
。

ど
ち
ら
も
種
類
が
豊
富
な
の
で
、
い
ろ
ん

な
組
み
あ
わ
せ
が
楽
し
め
る
。
い
け
る
器

は
、
お
気
に
入
り
の
マ
グ
カ
ッ
プ
に
ど
う

ぞ
。花

材

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
百
合
科
）

ガ
ー
ベ
ラ
（
菊
科
）

花
器

マ
グ
カ
ッ
プ
＆
プ
レ
ー
ト

レ
モ
ン
だ
よ
り

干え

と支
に
ち
な
ん
で
。
メ
～
ェ
。



4 月号
２０１５年

No.６２２

編集発行　京都市中京区六角 烏丸西入　桑原専慶流家元

桑原専慶流

い け ば な



2

貝ば
い
も母　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

貝
母
は
漢
名
で
、中
国
原
産
の
多
年
草
。

球
根
が
漢
方
薬
に
さ
れ
る
。
和
名
で
は
ア

ミ
ガ
サ
ユ
リ
と
も
呼
ば
れ
、
花
の
内
側
に

網
状
の
模
様
が
あ
る
。
球
根
は
二
枚
貝
の

よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。

　

父
の
文
章
と
い
け
ば
な
を
纏ま
と

め
た
「
仙

齋
彩
歳
」
に
は
初
夏
に
い
け
ら
れ
た
貝
母

の
実
と
仙せ
ん
の
う翁
、
鳴
子
百
合
（
野
生
種
）
の

投
入
が
お
さ
ま
っ
て
い
る
（
71
頁
）。
６

枚
の
プ
ロ
ペ
ラ
の
よ
う
な
実
の
面
白
さ

と
、
繊
細
な
葉
の
枯
れ
色
は
、
い
か
に
も

父
好
み
の
不
思
議
な
美
し
さ
が
あ
る
。

　

仙
翁
は
撫な
で
し
こ子
科
に
属
し
て
い
る
。
記
憶

の
中
か
ら
父
の
花
が
作
用
し
た
の
か
分
か

ら
な
い
が
、
春
の
貝
母
に
は
撫
子
と
鳴
子

百
合
を
選
ん
で
い
た
。
父
は
白
黒
の
陶
花

瓶
に
い
け
て
い
た
が
、
私
は
軽
や
か
な
漆

器
に
い
け
て
剣
山
を
苔
で
隠
し
て
み
た
。

漆
器
に
花
を
い
け
る
と
、
特
別
な
感
じ
が

す
る
。
上
品
な
金
彩
の
花
模
様
、
底
面
の

朱
色
が
優
し
さ
を
添
え
て
く
れ
る
。

　

花
材　

貝
母
（
百
合
科
）

　
　
　
　

撫
子
（
撫
子
科
）

　
　
　
　

鳴
子
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

金
彩
高
台
漆
器

ウ
ロ
コ
文
様
の
花
瓶

　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

使
い
に
く
い
花
器
と
い
う
の
が
あ
る
。

で
も
と
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
は
独
特
の
雰

囲
気
を
出
し
て
く
れ
る
花
器
。
こ
の
鱗
文

様
の
花
瓶
も
そ
の
一
つ
で
、
高
さ
が
44
㌢
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も
あ
る
。

　

家
に
飾
っ
て
い
た
シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
の
鉢

植
。
長
く
伸
び
た
葉
は
光
沢
が
あ
り
魅
力

的
だ
。
思
い
切
っ
て
花
３
本
と
葉
10
枚
を

切
り
と
り
、
グ
ロ
リ
オ
サ
を
合
わ
せ
て
鱗

文
様
の
花
瓶
に
い
け
て
み
た
。

　

花
器
の
派
手
さ
に
対
し
て
、
花
の
強
さ

と
シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
の
葉
の
広
が
り
が
、
ほ

ど
よ
く
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
く
れ
た
。

　

花
材　

シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
（
蘭
科
）

　
　
　
　

グ
ロ
リ
オ
サ
（
百
合
科
）

　

花
器　

鱗
文
様
陶
花
瓶

ガ
イ
ラ
ル
デ
ィ
ア

　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
屋
で
「
こ
れ
は
ル
ド
ベ
キ
ア
？
」
と

聞
く
と「
そ
れ
は
ガ
イ
ラ
ル
デ
ィ
ア
で
す
」

と
教
え
て
く
れ
た
。
ど
ち
ら
も
北
ア
メ
リ

カ
原
産
の
初
夏
か
ら
秋
ま
で
咲
き
続
け
る

多
年
草
。
ル
ド
ベ
キ
ア
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

人
の
、
ガ
イ
ラ
ル
デ
ィ
ア
は
フ
ラ
ン
ス
人

の
名
前
に
由
来
す
る
。
明
治
時
代
に
渡
来

し
て
い
る
。

　

品
種
に
よ
り
天て
ん
に
ん
ぎ
く

人
菊
、
大お
お
て
ん
に
ん
ぎ
く

天
人
菊
と
い

う
和
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
花
弁
の
色

が
先
端
で
切
り
替
わ
る
不
思
議
な
花
だ
。

　

は
じ
め
て
い
け
る
花
な
の
で
、
相
手
の

選
択
に
迷
っ
た
け
れ
ど
、
同
じ
色
が
虹
の

よ
う
に
入
る
ア
イ
リ
ス
を
選
ん
で
、
白
黒

の
器
に
い
け
る
と
、
優
し
い
暖
か
み
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
る
花
に
な
っ
た
。

　

花
材　

ア
イ
リ
ス
（
菖あ
や
め蒲
科
）

　
　
　
　

ガ
イ
ラ
ル
デ
ィ
ア
（
菊
科
）

　

花
器　

印
花
文
陶
花
器
（
近
藤
豊
作
）
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檀だ
ん
こ
う
ば
い

香
梅　
　
　
　
　

仙
溪

　

春
の
花
木
の
中
で
、
枝
を
切
っ
た
時
に

仄ほ
の

か
に
良
い
香
り
が
す
る
も
の
が
あ
る
。

辛こ
ぶ
し夷
な
ど
の
木も
く
れ
ん蓮
科
の
仲
間
と
、
青
文
字

な
ど
の
楠
く
す
の
き

科
の
仲
間
が
そ
う
だ
。
楠
科

の
黒ク
ロ
モ
ジ

文
字
を
削
っ
て
、
和
菓
子
を
食
べ
る

と
き
の
楊よ
う
じ枝
に
使
わ
れ
る
の
も
、
材
に
香

り
が
あ
る
た
め
だ
。

　

檀
香
梅
も
楠
科
・
黒
文
字
属
の
小
高
木

で
、
木
に
香
り
が
る
こ
と
か
ら
、
ビ
ャ
ク

ダ
ン
の
漢
名
で
あ
る
檀
香
の
字
が
あ
て
ら

れ
て
い
る
。

　

関
東
以
西
の
暖
地
の
山
地
に
分
布
し
、

３
月
下
旬
か
ら
４
月
に
葉
の
出
る
前
に
開

花
す
る
の
で
、
山
の
中
で
よ
く
目
立
つ
。

　

飴
色
の
花
器
に
檀
香
梅
を
い
け
、
鮮
や

か
な
赤
椿
で
水
際
を
ひ
き
し
め
、
さ
て
花

を
何
に
し
よ
う
か
。

　

早
春
の
和
の
草
花
は
、
落
ち
葉
の
間
か

ら
顔
を
出
す
小
さ
な
花
が
ほ
と
ん
ど
で
、

背
の
高
い
草
花
は
限
ら
れ
て
い
る
。
貝
母

や
黒
百
合
は
、
芍
薬
な
ど
が
出
る
ま
で
の

間
の
貴
重
な
和
花
だ
。

　

そ
ん
な
思
い
を
察
し
て
か
、
近
年
、
黒

百
合
の
切
り
花
が
出
回
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
お
そ
ら
く
京
都
だ
か
ら
と
い
う
こ

と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
有
難
い
こ

と
と
感
謝
し
て
い
る
。

　

花
材　

檀
香
梅
（
楠
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

黒
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
扁
壺
（
林
平
八
郎
作
）
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

⑪

立
花
秘
傳
抄　

五　
（
つ
づ
き
）

　
　

除
心
真
の
花
形
立
よ
う
の
事

　

除
真
の
真
の
花
形
と
云
う
は
、
心
の
ゆ
が
み
た
る
計

り
に
て
、
大
枝
の
出
し
所
、
さ
の
み
直
心
立
と
替
わ
る

事
な
し
。図
に
し
る
し
て
こ
こ
に
略
す
。先
ず
心
を
立
て
、

そ
の
次
に
正
心
を
立
て
、
副
を
付
け
、
見
越
、
請
、
流
枝
、

胴
、
前
置
、
控
枝
と
、
次
第
に
指
す
べ
し
。
行
草
の
花

形
に
至
り
て
は
前
後
有
り
。

　
　
（
除
心
真
の
花
形
図
は
テ
キ
ス
ト

613
号
6
頁
参
照
）

　
　

除
心
行
の
花
形
立
様
の
事

　

左
流
枝
の
立
様
と
云
う
は
、
心
の
梢
、
請
の
方
へ
行

き
過
ぎ
た
る
時
は
、
副
の
方
か
る
き
に
よ
り
、
そ
の
時

は
左
の
方
へ
流
枝
を
付
け
か
え
、
心
と
張
り
合
い
す
る

な
り
。
又
心
に
草
な
ど
の
か
ろ
き
物
を
立
て
、
請
に
お

第
十
図

立
花　

松
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形　

流
枝
持
立　

冨
春
軒

松　

苔　

百
合　

仙
翁
花　

著
莪　

木
槿

柘
植　

嫩　

小
羊
歯　

桔
梗

第
十
八
図

立
花　

松
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形　

左
流
枝　

筑
摩
九
郎
右
衛
門

松　

晒　

要　

柏　

杜
若　

百
合　

柘
植

樫
木　

野
春
菊　

著
莪

左
流
枝

流
枝
持
立



66

も
き
物
を
立
て
る
時
も
、
左
へ
流
枝
を
取
り
て
、
請
と

張
り
合
わ
せ
て
、
軽
重
な
き
よ
う
に
立
て
る
な
り
。

　

流
枝
持
の
立
様
と
云
う
は
、
心
の
梢
、
瓶
に
の
せ
ず
、

副
の
か
た
を
お
も
く
な
し
、
請
に
か
る
き
物
を
立
て
、

扨さ
て

流
枝
は
長
く
、
お
も
き
物
を
用
い
て
、
心
と
張
り
合

い
す
る
な
り
。
但
し
心
よ
り
流
枝
へ
の
う
つ
り
、
心
得

あ
り
。

　

中
流
枝
立
と
云
う
は
、
請
の
出
所
高
く
、
流
枝
と
の

間
遠
き
時
は
中
よ
り
流
す
な
り
。
又
心
の
除
、
副
の
出

所
、
控
枝
の
ふ
り
に
よ
り
て
、
中
よ
り
も
な
が
す
な
り
。

あ
し
ら
い
口
伝
有
り
。

　

請
流
枝
立
は
、
心
し
だ
れ
物
か
、
又
は
心
の
枝
、
請

の
上
へ
さ
が
り
、
請
を
高
く
出
す
事
な
ら
ざ
る
時
は
、

請
を
ひ
く
く
指
し
、
そ
の
下
枝
を
長
く
出
し
て
、
流
枝

を
か
ね
る
な
り
。
さ
れ
ば
一
本
を
以
て
、
請
と
流
枝
を

第
十
六
図

立
花　

萱
草
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形　

中
流
枝
立　

寺
田
清
左
衛
門

萱
草　

苔　

松　

桔
梗　

樫
木　

小
菊

紫
苑　

著
莪　

要

第
十
四
図

立
花　

梅
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形　

請
流
枝
立　

西
村
松
庵

梅　

苔　

檜　

水
仙　

千
両　

伊
吹　

樫
木

枇
杷　

嫩

中
流
枝
立

請
流
枝
立



77

も
た
す
る
ゆ
え
、
請
流
枝
立
と
名
づ
く
。
あ
し
ら
い
に

口
伝
。

　

内
副
立
と
云
う
は
、
副
の
付
く
べ
き
所
に
枝
有
り
、

或
い
は
自
然
と
副
を
持
ち
た
る
心
有
り
、
或
い
は
み
き

異
曲
に
狂
い
て
、
副
の
つ
か
ざ
る
心
に
は
、
心
の
内
よ

り
副
を
付
け
る
な
り
。
あ
し
ら
い
口
伝
。

　

請
あ
が
り
立
と
云
う
は
、
心
の
除
ひ
く
く
、
水
ぎ
わ

よ
り
五
六
寸
上
に
て
の
け
た
る
時
は
、
請
に
は
し
だ
れ

た
る
物
を
用
い
て
、
正
心
の
も
と
よ
り
出
す
べ
し
。
柳

薄
花
づ
る
、
連
翹
の
た
ぐ
い
な
り
。
あ
し
ら
い
口
伝
。

　

請
正
心
立
と
云
う
は
、
心
水
ぎ
わ
よ
り
除
た
る
時
は
、

請
あ
が
り
と
て
竹
を
立
て
、
笹
に
て
請
を
も
た
せ
、
竹

に
て
正
心
を
あ
し
ら
う
故
、
請
正
心
立
と
名
づ
く
。
し

か
れ
ど
も
、
請
あ
し
ら
い
有
り
、
正
心
あ
し
ら
い
有
る

べ
し
。
笹
の
し
だ
れ
な
が
き
時
は
、
流
枝
に
心
得
有
り
。

第
九
図

立
花　

松
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形　

水
際
除
・
請
上
り
立
（
請
正
心
立
）

　

中
野
五
郎
左
衛
門

松　

梅　

竹　

水
仙　

柘
植　

ひ
さ
か
き　

樫
木　

枇
杷

第
十
二
図

立
花　

松
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形　

内
副
立　

中
野
小
左
衛
門

松　

菊　

小
菊　

梅
擬　

晒　

樫
木　

嫩

沢
桔
梗

内
副
立

水
際
除

請
上
り
立

（
請
正
心
立
）
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小
作

出
逢
い
花
（
1 8
）　
　

仙
溪

　

プ
ロ
テ
ア
ア
イ
ビ
ー

　

薔
薇

　

プ
ロ
テ
ア
と
い
え
ば
、
キ
ン
グ
・
プ
ロ

テ
ア
の
よ
う
に
、
大
き
く
て
重
量
の
あ
る

花
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
が
、
作
例
の
よ
う
な

華
奢
な
仲
間
も
あ
っ
た
の
だ
。
花
屋
で
は

プ
ロ
テ
ア
・
ア
イ
ビ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

プ
ロ
テ
ア
の
名
前
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の

神
プ
ロ
テ
ウ
ス
か
ら
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

変
身
す
る
能
力
を
も
つ
海
神
だ
が
、
南
ア

フ
リ
カ
か
ら
熱
帯
ア
フ
リ
カ
に
百
十
五
種

類
の
プ
ロ
テ
ア
の
仲
間
が
分
布
し
て
い
る

と
の
こ
と
な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
小
型
種

が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

花
弁
に
見
え
る
薄
紅
色
の
総
苞
片
に
は

白
い
毛
が
は
え
て
い
て
、
な
ん
と
も
優
し

い
感
じ
で
あ
る
。
こ
の
優
し
さ
を
更
に
膨

ら
ま
せ
る
よ
う
な
花
は
、
と
考
え
て
深
紅

の
薔
薇
を
出
逢
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

　

先
日
、
相
田
み
つ
を
さ
ん
を
特
集
し
た

テ
レ
ビ
番
組
で
、

　
「
感
動
が
人
間
を
動
か
し
、
出
逢
い
が

人
間
を
変
え
て
ゆ
く
ん
だ
な
ぁ
」

と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
。
私
達
が
花
を
と

り
合
わ
せ
る
の
は
、
客
観
的
に
は
「
出
合

い
」
だ
け
れ
ど
、花
に
と
っ
て
は
ど
う
か
、

い
け
た
花
と
そ
の
花
を
見
る
人
と
の
関
係

は
ど
う
か
な
ど
と
考
え
る
と
、「
出
逢
い
」

の
字
を
使
う
の
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。

　

常
日
頃
、
温
か
な
愛
を
感
じ
る
い
け
ば

な
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
愛
情
を

も
っ
て
大
切
に
い
け
る
と
、
花
は
そ
れ
に

こ
た
え
て
く
れ
る
。あ
ら
た
な
出
逢
い
を
。
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京
の
冬
の
旅
協
賛

京
都
名
流
い
け
ば
な
展

河
津
桜
の
生
花　

　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

2
月
中
旬
か
ら
3
月
中
旬
に
か
け
て
、

一
足
早
く
春
爛
漫
の
桜
花
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
の
が
河
津
桜
だ
。
も
と
も
と
伊

豆
半
島
の
河
津
に
咲
い
て
い
た
早
咲
き
種

だ
が
、
今
年
は
各
地
で
咲
い
た
話
し
を
聞

い
た
。
染
井
吉
野
の
先
発
隊
み
た
い
な
ポ

ジ
シ
ョ
ン
だ
ろ
う
か
。

　

は
じ
め
て
生
花
に
い
け
た
が
、
枝
は
折

れ
や
す
い
。
切
り
枝
の
場
合
、
自
然
開
花

よ
り
も
花
色
は
薄
く
な
る
。

①

②
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大
日
如
来
さ
ま
に
花
を　
　

仙
溪

　

京
都
東
山
花
灯
路
に
紫
木
蓮
の
生
花
を
い
け
た
。

場
所
は
清
水
寺
の
参
道
に
あ
る
眞
福
寺
で
、
通
り
に

面
し
た
大
日
堂
で
は
、
大
日
如
来
座
像
を
拝
む
こ
と

が
出
来
る
。
こ
の
如
来
様
は
岩
手
県
陸
前
髙
田
の
松

で
で
き
て
い
る
。
７
万
本
以
上
あ
っ
た
松
原
が
津
波

で
消
失
し
、
１
本
だ
け
残
っ
た
あ
の
場
所
だ
。
沖
へ

流
さ
れ
た
内
の
７
０
０
本
が
岸
に
も
ど
っ
た
そ
う
だ

が
、
鎮
魂
と
復
興
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
、
大
日
如

来
像
と
な
っ
た
。

　

い
け
込
み
は
偶
然
に
も
東
日
本
大
震
災
か
ら
４
年

目
の
３
月
11
日
。
被
災
地
へ
の
思
い
を
込
め
て
、
お

祈
り
を
さ
せ
て
頂
い
た
。

③
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
622
号　

2015
年
4
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

華
道
人
口　

　

仙
溪

　

こ
こ
数
年
、
い
け
ば
な
人
口
が
減
っ
て
き

た
、
と
い
う
話
し
を
よ
く
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
原
因
の
一
番
目
に
は
、
い
け
ば
な

に
魅
力
を
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

　

多
く
の
人
は
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
花

が
い
け
ら
れ
て
い
る
の
を
ど
れ
だ
け
目
に
し

て
い
る
だ
ろ
う
。
家
に
花
を
飾
る
場
所
が
無

い
と
も
よ
く
耳
に
す
る
。
花
を
い
け
な
い
家

庭
で
暮
ら
し
て
い
る
人
は
、
い
っ
た
い
ど
こ

で
い
け
ば
な
に
触
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

今
で
も
質
の
高
い
料
理
屋
に
は
気
の
利
い

た
花
が
い
け
ら
れ
て
い
る
し
、
オ
フ
ィ
ス
ビ

ル
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
花
が
い
け
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
も
無
く
は
無
い
。
か
な
り
減
っ
て

は
き
た
け
れ
ど
、
店
舗
の
ウ
イ
ン
ド
ー
で
い

つ
も
気
に
な
る
花
が
い
け
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
る
に
は
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
そ
ん
な
花
に
足
を
止
め
る
人
は

希
な
よ
う
だ
。み
ん
な
心
に
余
裕
が
な
く
な
っ

て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
け
ば
な
に
魅
力
を

感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
の
は
、
魅
力
あ

る
い
け
ば
な
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
魅
力
を
感
じ
る

余
裕
が
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　

科
学
技
術
の
進
歩
と
共
に
、
人
の
暮
ら
し

も
せ
わ
し
な
く
な
っ
て
き
た
。
便
利
な
も
の

が
つ
く
ら
れ
る
と
、
時
間
を
か
け
て
じ
っ
く

り
つ
く
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
手
塩
に
か
け

て
と
か
、
丹
精
こ
め
て
と
か
い
う
価
値
観
が

忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方

で
は
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
う
人
も
増
え

つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
思
う
。

　

さ
て
、
華
道
人
口
を
増
や
す
に
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
自
分
自
身
が
い
け
ば
な

に
興
味
を
も
ち
は
じ
め
た
時
の
事
を
思
い
出

し
て
み
る
。
ウ
ィ
ン
ド
ー
の
一
輪
挿
し
に
目

が
い
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
い
け
ば
な
を

見
る
目
が
変
わ
っ
た
の
は
、
父
が
い
け
た
花

を
見
て
「
こ
ん
な
ん
い
け
ら
れ
た
ら
い
い
な
」

と
思
っ
た
時
か
ら
だ
っ
た
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
い
け
ば
な
復
興
の
き
っ

か
け
は
、
人
と
い
け
ば
な
の
「
出
逢
い
」
が

鍵
に
な
る
と
云
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
花
道
人

ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
周
囲
の
人
に
そ
の
出
逢

い
を
提
供
す
れ
ば
い
い
。
肝
心
な
の
は
そ
の

出
逢
い
が
心
の
こ
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
番
は
や
は
り
誰
か
に
い
け
ば
な
を
教
え
て

あ
げ
る
の
が
い
い
。
職
場
に
花
を
い
け
る
と

か
、
最
新
の
ツ
ー
ル
を
駆
使
し
て
花
の
写
真

を
多
く
の
人
に
見
て
も
ら
う
、
な
ん
て
こ
と

も
あ
り
だ
。

　

こ
こ
で
も
や
は
り
「
感
動
が
人
間
を
動
か

し
、
出
逢
い
が
人
間
を
変
え
て
ゆ
く
ん
だ

な
ぁ
」
で
あ
る
。

ネ
リ
ネ
三
色

∧
12
頁
の
花
∨　

櫻
子

ネ
リ
ネ
の
赤
、
白
、
ピ
ン
ク
は
好
き
な
配

色
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
量
に
よ
っ
て
印
象

が
違
っ
て
く
る
。
雪
柳
が
加
わ
る
こ
と
で
、

強
い
赤
色
が
可
愛
く
感
じ
ら
れ
る
。
ポ
ト
ス

の
緑
の
濃
淡
も
気
に
入
っ
て
い
る
。

　

花
材　

ネ
リ
ネ
三
色
（
彼
岸
花
科
）

　

雪
柳
（
薔
薇
科
）

　
　

ポ
ト
ス
・
ラ
イ
ム
（
里
芋
科
）

　

花
器　

赤
色
ガ
ラ
ス
鉢
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緑
か
ら
白
へ

∧
表
紙
の
花
∨

櫻
子

紫あ
じ
さ
い

陽
花
に
も
近
い
植
物
で
、
日
本
の
山

野
に
み
ら
れ
る
ガ
マ
ズ
ミ
や
大お
お
で
ま
り

手
毬
の

仲
間
で
あ
る
ビ
バ
ー
ナ
ム
・
ス
ノ
ー
ボ
ー

ル
。
ビ
バ
ー
ナ
ム
に
は
他
に
も
種
類
が
あ

る
が
、
葉
の
先
が
３
つ
に
裂
け
て
い
る
の

が
ス
ノ
ー
ボ
ー
ル
。

咲
き
か
け
の
つ
ぼ
み
の
頃
は
若
草
色
の

花
の
固
ま
り
だ
が
、
真
っ
白
へ
と
変
わ
っ

て
い
く
。柔
ら
か
く
て
フ
ワ
フ
ワ
の
花
で
、

姿
も
優
し
い
の
で
出
逢
え
る
こ
の
季
節
が

待
ち
遠
し
い
。

水
揚
げ
は
良
く
な
い
の
で
、
ラ
イ
ラ
ッ

ク
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
足
元
を
削
っ
て
よ

く
割
り
、
水
切
り
し
て
た
っ
ぷ
り
の
水
に

つ
け
る
事
。
花
が
下
向
き
だ
が
、
ち
ゃ
ん

と
元
気
に
咲
い
て
い
る
。
最
後
は
本
当
に

雪
の
玉
の
よ
う
に
な
っ
て
、
は
ら
は
ら
と

花
び
ら
を
散
ら
す
。
紫
陽
花
よ
り
も
繊
細

で
頼
り
な
い
け
れ
ど
や
っ
ぱ
り
好
き
。
オ

ラ
ン
ダ
製
の
ガ
ラ
ス
器
に
バ
ン
ダ
と
取
り

合
わ
せ
た
。

花
材

ビ
バ
ー
ナ
ム
（
忍
す
い
か
ず
ら冬
科
）

バ
ン
ダ
（
蘭
科
）

花
器

淡
紅
紫
色
ガ
ラ
ス
花
瓶

ラ
イ
ラ
ッ
ク

∧
２
頁
の
花
∨

櫻
子

四
月
末
に
岡
山
の
桑
原
専
慶
流
展
に
行

く
と
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
ラ
イ
ラ
ッ

ク
を
い
け
て
お
ら
れ
る
。
庭
に
咲
い
た
ラ

イ
ラ
ッ
ク
を
切
っ
て
こ
ら
れ
る
の
で
、
大
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き
く
伸
び
や
か
で
良
い
香
り
。
い
つ
も
羨

ま
し
く
拝
見
し
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
産
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
も

よ
く
庭
に
植
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス

語
で
は
リ
ラ
。
シ
ャ
ン
ソ
ン
に
も
「
白
い

リ
ラ
の
咲
く
頃
」
が
あ
り
、
宝
塚
歌
劇
の

「
菫
す
み
れの
花
咲
く
頃
」は
こ
の
曲
が
元
に
な
っ

て
い
る
そ
う
だ
。

ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
お
世
話
に
な
っ

た
方
の
庭
に
は
ラ
イ
ラ
ッ
ク
と
と
も
に
薔

薇
や
蔓
薔
薇
も
必
ず
植
え
ら
れ
て
い
た
。

と
も
に
芳か
ぐ

し
い
初
夏
の
花
だ
。

花
材

ラ
イ
ラ
ッ
ク
（
木も
く
せ
い犀

科
）

薔
薇
２
種
（
薔
薇
科
）

花
器

青
色
ガ
ラ
ス
花
器

ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ
ア
４
色

∧
３
頁
の
花
∨

仙
溪

は
じ
め
て
ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ
ア
を
見
た

と
き
の
印
象
は
「
鬼
の
パ
ン
ツ
」
だ
っ
た
。

花
弁
の
縞
々
模
様
は
虎
を
連
想
さ
せ
る
。

昆
虫
は
こ
の
模
様
を
目
印
に
し
て
蜜
を

吸
い
に
来
る
。
こ
の
よ
う
な
模
様
を
蜜
み
つ
ひ
ょ
う標

と
云
う
そ
う
だ
。
こ
こ
に
蜜
が
あ
り
ま
す

よ
と
い
う
サ
イ
ン
の
役
目
だ
が
、
言
い
か

え
れ
ば
蜜
屋
の
看
板
。
客
の
昆
虫
に
蜜
を

提
供
し
、
か
わ
り
に
花
粉
を
運
ん
で
も
ら

う
約
束
が
で
き
て
い
る
。

作
例
は
、
ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ
ア
を
カ

ラ
ー
の
足
元
に
低
く
集
め
て
、
水
辺
の
サ

ツ
キ
の
よ
う
な
感
じ
に
い
け
て
み
た
。

花
材

カ
ラ
ー
（
里
芋
科
）

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
葉
（
菖あ
や
め蒲
科
）

ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ
ア（
百
合
科
）

花
器

紺
色
釉
陶
鉢
（
フ
ラ
ン
ス
製
）
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初
夏
籠
花

櫻
子

宝
ほ
う
ち
ゃ
く
そ
う

鐸
草
を
庭
か
ら
切
っ
て
き
た
。
鳴
子

百
合
に
似
た
花
の
付
き
方
で
、
百
合
科
・

稚ち

ご

ゆ

り

児
百
合
属
の
多
年
草
。水
揚
げ
も
い
い
。

花
屋
で
初
夏
の
草
木
を
買
い
足
し
て
籠

に
い
け
た
。
白
い
小
さ
な
花
は
姫ひ
め
う
つ
ぎ

空
木
。

花
が
２
本
立
つ
の
は
二ふ
た
り
し
ず
か

人
静
。
淡
紫
色
は

都
忘
れ
。
野
に
咲
く
姿
を
想
像
し
な
が
ら

い
け
る
の
は
楽
し
い
。
繊
細
な
籠
花
生
け

に
は
優
し
い
風
情
の
花
が
似
合
う
。
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第
十
一
図

立
花

梅
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形

流
枝
持
立

桑
原
次
郎
兵
衛

梅

枇
杷

松

柳

柘
植

千
両

椿

水
仙

嫩

狗
子
柳

流
枝
持
立

立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む

⑫

立
花
秘
傳
抄

五

除
心
行
の
花
形
立
様
の
事
（
つ
づ
き
）

先
に
紹
介
し
た
七
つ
の
除
真
（
除
心
）
行
の
花
形
図
（
テ
キ
ス
ト

６
１
３
号
、６
２
２
号
）は「
立
花
時
勢
粧

上
」か
ら
引
用
し
て
い
る
。

「
立
花
秘
傳
抄

五
」
の
文
章
に
あ
わ
せ
て
絵
図
を
紹
介
し
て
き
た
が
、

「
立
花
時
勢
粧

上
」
に
は
さ
ら
に
五
点
の
除
真
行
の
花
形
図
が
あ
る

の
で
こ
こ
に
掲
載
し
て
お
く
。

除
真
行
の
花
形
に
は
特
徴
の
あ
る
花
形
が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
、
原

文
の
順
番
に
、
絵
図
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
解
説
し
て
み
よ
う
。

左ひ
だ
り
な
が
し

流
枝

真
の
梢
こ
ず
えが
請
の
方
へ
ゆ
き
す
ぎ
た
場
合
、副
の
方
が
軽
く
な
る
た
め
、

左
の
方
（
真
・
副
の
方
）
へ
流
枝
を
つ
け
か
え
て
、
真
と
張
り
合
い
を

も
た
せ
る
。

ま
た
、
真
に
草
な
ど
の
軽
い
も
の
を
立
て
て
、
請
に
重
い
も
の
を
立

て
る
時
も
、
左
に
流
枝
を
出
し
て
請
と
張
り
合
わ
せ
る
。

前
号
の
第
十
八
図
で
は
松
の
真
が
中
心
よ
り
も
右
へ
伸
び
て
い
て
、

さ
ら
に
見
越
、
請
と
も
に
右
へ
大
き
く
出
て
い
る
た
め
、
流
枝
は
松
を

左
流
枝
立

第
十
九
図

立
花

薄
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形

左
流
枝
立

林
昌

薄

菊

松

梅
擬

熊
笹

柘
植

小
菊

夏
は
ぜ

小
柏

著
莪
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第
十
五
図

立
花

柳
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形

請
流
枝
立

谷
久
兵
衛

柳

梅

松

千
両

柘
植

嫩

枇
杷

水
仙

狗
子
柳

請
流
枝
立

第
十
七
図

立
花

松
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形

中
流
枝
立

寺
田
八
郎
兵
衛

松

晒

百
合

枇
杷

柘
植

紫
陽
花

要

小
菊

檜
扇

中
流
枝
立

左
に
低
く
長
く
出
す
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
。

今
号
の
第
十
九
図
は
逆
勝
手
で
、
右
に
立
ち
上
が
っ
た
薄
す
す
きの
真
に
対

し
て
、
請
に
は
重
み
の
あ
る
松
を
立
て
て
い
る
。
請
の
松
は
枝
先
が
中

心
近
く
へ
も
ど
っ
て
真
の
軽
さ
に
配
慮
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
流
枝
の

松
を
真
側
（
逆
勝
手
な
の
で
右
方
）
へ
長
く
出
し
て
左
右
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
っ
て
い
る
。

文
章
に
は
左
流
枝
に
し
た
場
合
の
控
枝
の
扱
い
に
つ
い
て
書
か
れ
て

い
な
い
。流
枝
と
交
換
で
請
の
下
に
出
す
の
が
一
般
的
な
考
え
方
だ
が
、

も
と
も
と
控
枝
は
七
つ
道
具
（
七
つ
の
役
枝
）
か
ら
は
外
れ
て
お
り
、

控
枝
の
無
い
花
形
も
あ
っ
て
よ
い
と
も
書
か
れ
て
い
る
（
後
に
紹
介
す

る
立
花
名
目
の
解
説
よ
り
）
こ
と
か
ら
し
て
も
、
臨
機
応
変
に
考
え
れ

ば
い
い
だ
ろ
う
。

流な
が
し
も
ち
た
て

枝
持
立

真
の
梢
を
花
瓶
の
真
上
に
の
せ
な
い
（
中
心
へ
も
ど
さ
な
い
）
た
め

に
、
副
の
方
が
重
く
な
っ
て
請
に
軽
い
も
の
を
立
て
た
場
合
、
流
枝
に

重
い
も
の
を
長
く
出
し
て
真
と
張
り
合
い
を
持
た
せ
る
。

前
号
の
第
十
図
で
は
松
の
真
に
対
し
て
松
と
苔
木
の
流
枝
、
今
号
の

第
十
一
図
で
は
梅
の
真
に
対
し
て
流
枝
に
は
梅
を
伸
ば
し
、
さ
ら
に
柘

植
と
松
を
添
わ
せ
て
い
る
。

中な
か
な
が
し
だ
て

流
枝
立

中
流
枝
立
と
は
、
請
の
出
口
が
高
い
時
に
、
流
枝
を
中な
か
ほ
ど程
か
ら
出
す

花
形
で
、
真
の
除の
き

、
副
の
出
所
、
控
枝
の
ふ
り
に
よ
っ
て
も
中
程
か
ら
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流
枝
を
出
す
。

前
号
第
十
六
図
で
は
お
そ
ら
く
色
彩
的
な
考
慮
が
な
さ
れ
て
、
萱か
ん
ぞ
う草

の
真
と
見
越
に
対
し
て
、請
の
桔
梗
を
高
い
と
こ
ろ
か
ら
出
し
て
い
る
。

請
の
下
が
大
き
く
空
く
の
で
、
流
枝
の
松
を
胴
の
中
程
か
ら
出
し
て
枝

先
を
下
げ
て
い
る
。

今
号
第
十
七
図
で
は
、
真
の
形
と
、
水
際
か
ら
う
け
る
よ
う
に
出
た

控
枝
に
あ
わ
せ
て
、
控
枝
の
出
口
よ
り
も
高
く
、
請
の
す
ぐ
下
か
ら
流

枝
を
出
し
て
い
る
。

請う
け
な
が
し
だ
て

流
枝
立

真
が
枝
垂
れ
る
も
の
だ
っ
た
り
、
真
の
枝
が
請
の
上
へ
下
が
っ
て
い

て
請
を
高
く
出
せ
な
い
時
、
請
を
低
く
さ
し
て
、
そ
の
下
枝
を
長
く
出

す
こ
と
で
流
枝
も
兼
ね
さ
せ
る
。
こ
れ
を
請
流
枝
立
と
云
う
。

前
号
第
十
四
図
で
は
檜
ひ
の
き、
今
号
第
十
五
図
で
は
松
が
そ
れ
ぞ
れ
請
と

流
枝
を
兼
ね
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
下
に
晒
木
や
水
仙
の
葉
を
水
際
か

ら
あ
し
ら
い
と
し
て
加
え
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。

内う
ち
ぞ
え
だ
て

副
立

本
来
の
副
の
位
置
に
副
を
出
す
の
が
困
難
な
時
、
真
の
内
側
に
副
を

つ
け
る
。

前
号
第
十
二
図
で
は
真
の
松
が
一
度
外
側
へ
下
が
っ
て
か
ら
立
ち

上
っ
て
い
る
た
め
、
副
は
真
の
内
側
に
梅
擬
を
出
し
て
い
る
。

今
号
第
十
三
図
で
は
真
の
松
の
分
か
れ
枝
が
前
へ
枝
垂
れ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
を
生
か
す
た
め
に
副
は
内
側
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
副

は
大
き
く
中
心
を
越
え
て
請
の
外
側
へ
な
び
か
せ
た
特
徴
あ
る
形
で
面

白
い
。水み

ず
ぎ
わ
の
き

際
除

真
が
水
際
近
く
か
ら
除
く
。（
文
中
に
特
に
説
明
は
な
い
。）

請う
け
あ
が
り
だ
て

上
り
立

真
が
低
い
位
置
か
ら
除の

く
時
、
請
に
は
枝
垂
れ
る
も
の
を
正
心
の
元

か
ら
出
す
。

６
１
３
号
に
掲
載
し
た
八
図
も
請
上
り
立
で
あ
る
。
真
の
出
所
は
高

い
が
、
梢
が
請
の
方
へ
張
り
出
し
て
い
る
の
で
、
請
に
枝
垂
れ
る
も
の

を
立
て
て
い
る
。
逆
に
副
は
上
へ
は
ね
あ
げ
て
あ
る
。

請
う
け
し
ょ
う
し
ん
だ
て

正
心
立

水
際
除
の
真
で
、
請
上
り
と
し
て
竹
を
立
て
た
場
合
に
は
、
中
心
に

立
て
た
竹
を
正
心
と
見
な
し
、
請
正
心
立
と
呼
ぶ
。

前
号
の
九
図
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
竹
の
前
に
正
心
あ
し
ら
い
と
し
て

水
仙
が
入
っ
て
い
る
。
大
き
く
垂
れ
た
笹
の
内
側
に
流
枝
が
う
ま
く
お

さ
ま
り
、
副
の
梅
が
立
ち
上
り
、
控
枝
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
本
来
の

請
の
位
置
に
梅
の
あ
し
ら
い
が
の
ぞ
く
。

第
十
三
図

立
花

松
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形

内
副
立

中
野
宗
左
衛
門

松

苔

梅
擬

菊

伊
吹

柘
植

小
菊

檜
扇

樫
木

狗
子
柳

内
副
立

※絵図の番号は原本の掲載順による。
※参考文献
『いけばな美術名作集 第三巻 立華時勢粧』（日本華道社刊）
『花道古書集成 第一期第二巻』（大日本華道界刊 思文閣出版刊）
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第 66 回 華道京展 「粋
すい

  いけばな美のかたち」   4 月 16 日㈭〜 21 日㈫ 大丸ミュージアム〈京都〉



10

カ エ デ の 見 分 け 方
９頁の楓

かえで

は、日頃イタヤカエデと呼んでいるが、正確にはハウチワカエデだと思う。
そこでカエデの識別方法として、葉の形とその名前を参考に紹介する。

林田 甫
はじめ

様のホームページ「カエデともみじ」より転載
http://mohsho.image.coocan.jp/report7.html
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真

正
真

副

控
枝

見
越 請

流
枝

胴

前
置

真

副

控

見
越

胴

留

総
囲

華
道
京
展

仙
溪

笠
松
真
の
立
花
（
前
期
）

真
の
枝
は
直
立
し
た
笠
松
の
下
に
左
右

に
枝
が
で
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
生
か

し
て
大
き
な
真
と
し
、
下
半
分
に
残
り
の

役
枝
を
配
し
た
。
松
と
石
楠
花
だ
け
で
立

て
た
立
花
。
花
器
は
銅
立
花
瓶
。

七
竈
の
生
花
（
後
期
）

大
き
な
蛇
の
目
に
大
き
な
又
木
を
使

用
。
自
然
の
曲
が
り
を
生
か
し
た
真
に
他

の
枝
を
添
わ
せ
て
い
る
。
花
器
は
阪
野
鳳

洋
作
の
陶
深
鉢
で
岩
の
よ
う
な
口
辺
の
つ

く
り
に
自
然
美
を
感
じ
る
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
623
号

2015
年
5
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
（
1 9
）

仙
溪

雪
餅
草

美
女
撫
子

雪
「
お
い
ら
の
頭
と
あ
ん
た
の
頭
と
、
色

が
よ
く
似
て
ま
す
ね
ぇ
」

美
「
あ
た
し
の
方
が
い
い
色
だ
わ
。
で
も

あ
な
た
の
白
い
縦
縞
は
い
か
し
て
る
」

雪
「
い
や
ー
嬉
し
い
な
ぁ
、
自
分
で
も
気

に
入
っ
て
ん
だ
じ
つ
は
。
お
い
ら
の
仲

間
は
み
ん
な
よ
く
似
て
る
も
ん
だ
か
ら
、

ち
ょ
っ
と
個
性
的
に
し
と
か
な
い
と
ね
」

美「
首
の
あ
た
り
は
ピ
ン
ス
ト
ラ
イ
プ
ね
、

オ
シ
ャ
レ
だ
わ
〜
」

今
月
の
出
逢
い
花
は
雪ゆ
き
も
ち
そ
う

餅
草
の
相
手
を

探
す
う
ち
に
、
こ
の
珍
し
い
撫
子
に
出

逢
っ
た
。
土
っ
ぽ
い
器
に
立
て
る
と
、
二

人
（
二
本
）
で
岩
風
呂
に
つ
か
っ
て
い
る

よ
う
で
、勝
手
に
会
話
を
想
像
し
て
み
た
。

雪
餅
草
は
三
重
、
奈
良
、
四
国
に
分
布

す
る
里
芋
科
・
天
て
ん
な
ん
し
ょ
う

南
星
属
の
多
年
草
で
、

肉に
く
す
い
か
じ
ょ

穂
花
序
の
先
が
白
く
膨
ら
ん
で
、
餅
を

の
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
切
り
花
に

し
て
も
水
揚
げ
が
い
い
。

こ
の
撫
子
の
品
種
名
は
ブ
レ
ア
ン
サ

ス
・
ク
イ
ー
ン
。
美び
じ
ょ
な
で
し
こ

女
撫
子
（
別
名
、

髭ひ
げ
な
で
し
こ

撫
子
）
の
園
芸
品
種
で
あ
る
。
美
女
撫

子
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
産
だ
が
、
ア
メ
リ
カ

経
由
で
日
本
に
来
た
た
め
ア
メ
リ
カ
撫
子

と
も
呼
ぶ
そ
う
だ
。
な
ん
と
も
や
や
こ
し

い
。
最
近
よ
く
見
か
け
る
緑
の
苔
玉
の
よ

う
な
手て
ま
り
そ
う

毬
草
も
美
女
撫
子
の
改
良
品
種
。

見
知
ら
ぬ
男
女
の
混
浴
の
よ
う
に
も
見

え
て
く
る
。
格
好
つ
け
つ
つ
緊
張
す
る
雪

餅
草
と
、
の
ん
び
り
寛
く
つ
ろぐ
美
女
撫
子
。
花

た
ち
の
会
話
を
想
像
す
る
の
も
楽
し
い
。

花
材

雪
餅
草
（
里
芋
科
）

美
女
撫
子
「
ブ
レ
ア
ン
サ
ス
・

ク
イ
ー
ン
」（
撫
子
科
）

花
器

焼
締
花
瓶

レ
モ
ン
だ
よ
り

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
は
花
を
い
け
て
い
る

と
、
じ
っ
と
横
で
見
て
い
た
り
す
る
。
な

に
か
大
切
な
も
の
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る

の
か
、
い
け
た
花
を
倒
す
こ
と
は
今
の
と

こ
ろ
な
い
。

家
の
出
入
り
は
自
由
だ
が
敷
地
か
ら
外

へ
は
出
な
い
（
お
そ
ら
く
）。
ま
れ
に
路

地
の
先
ま
で
つ
い
て
く
る
時
も
、
外
へ
は

決
し
て
出
な
い
し
、
大
概
は
写
真
の
位
置

で
ス
ト
ッ
プ
。
忘
れ
も
の
を
取
り
に
帰
る

と
ま
だ
じ
っ
と
見
て
い
た
り
す
る
。
外
出

か
ら
帰
っ
た
時
に
足
音
に
気
付
い
て
出
迎

え
に
き
て
く
れ
た
り
す
る
と
、
も
う
、
あ

れ
で
す
な
、
嬉
し
い
も
ん
で
す
。
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こ
の
度
、
縁
あ
っ
て
陶
芸
・
美
術
作
家
の
近
藤
髙
弘
さ
ん
と
、

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

せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

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

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

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

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

境
地
を
開
拓
し
て
こ
ら
れ
た
。

　

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

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

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

を
伝
え
る
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　

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

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

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

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

く
考
え
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

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

記
録
に
留
め
た
い
と
思
う
。

「
水す

い
し
ょ
う
か

生
華
」
特
集

水
の
町
家
に
　
風
を
感
じ
て
　
　
　

　

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

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

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

季
節
の
葉
や
花
を
浮
か
べ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

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

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

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

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

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

も
思
う
。

　

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

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

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

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

応
え
て
、
季
節
の
自
然
を
櫻
子
が
い
け
て
い
く
。

　

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

　

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

の
旗
手
の
一
人
、
大お

お
ふ
ね
ま
こ
と

舩
真
言
さ
ん
に
も
協
力
を
お
願
い
し
、
一

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

　

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

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

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

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

て
い
た
。

　

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

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

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

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

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

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

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

よ
く
響
き
合
っ
た
。

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

「
水
生
華
」　

桑
原
櫻
子
×
近
藤
髙
弘

　

日
時
：
5
月
9
日
㈯
・
10
日
㈰　

11
時
〜
17
時

　

場
所
：
冨
春
軒
［
桑
原
専
慶
流
家
元
宅
］

　

入
場
料
：
５
０
０
円

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

金板屋楓　鉄線数種　八
はっかくれん

角蓮　白花敦
あつもりそう

盛草
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水
生
華

桑原櫻子
S a k u r a k o  K u w a h a r a

×
近藤髙弘

T a k a h i r o  K o n d ō

京都国際現代芸術祭2015　関連イベント

S u i s y ō k a

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

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

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

yoto life.
W

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

命
は
水
か
ら
生
ま
れ
い
ず
る

Life Em
erges from

 W
ater

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

Organizer ＝ Kuwahara Senkei School
Sponsored ＝ Parasophia: 

Kyoto International Festival of Contemporary Culture 2015

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

壁の賦
ふ

　前編」
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近
藤
髙
弘　

器
：M

ist

」　　

桑
原
櫻
子　

花
：
有
馬
の
馬
の
鈴
草　

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

瞑
想
　
（
４
頁
）

　

玄
関
の
間
で
迎
え
る
の
は
、
滝
に
打
た
れ
て

瞑
想
す
る
坐
像
。
組
ま
れ
た
手
の
上
で
可
憐
に

咲
く
乙
女
百
合
。
震
災
と
原
発
事
故
を
経
て
、

人
と
自
然
と
の
関
わ
り
を
問
い
直
す
近
藤
さ
ん

自
身
の
姿
に
、
東
北
ゆ
か
り
の
花
が
寄
り
添
う
。

　

屏
風
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
中
国
・
宋
代
の

詩
人
、
蘇そ

し
ょ
く軾
（
蘇そ
と
う
ば

東
坡
）
が
、
長
江
の
戦
場
趾

を
訪
れ
、
人
の
儚

は
か
な

さ
愚
か
さ
と
、
自
然
の
雄
大

さ
を
対
峙
さ
せ
た
韻
文
。

　

文
字
の
滝
の
前
で
、
人
と
花
と
が
一
つ
に
な

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

Takahiro Kondo, ceramic artist

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

華
手
前

　

近
藤
さ
ん
の
銀ぎ
ん
て
き
わ
ん

滴
碗
を
使
っ
た
少

人
数
で
の
茶
会
を
行
っ
て
、
櫻
子
に

よ
る
華
手
前
を
ご
覧
頂
い
た
。

　

水
を
打
っ
た
路
地
を
入
り
、
庭
を

め
で
て
お
茶
室
へ
。
は
り
つ
め
た
空

気
の
中
に
、
亭
主
が
花
を
切
る
鋏
の

音
が
心
地
よ
く
響
く
。
季
節
の
花
の

み
ず
み
ず
し
さ
が
、
部
屋
の
空
気
を

優
し
く
し
て
く
れ
る
。

　

謙
虚
な
心
で
、
精
一
杯
の
も
て
な

し
の
演
出
を
。
亭
主
の
気
持
ち
を
花

が
か
わ
り
に
伝
え
て
く
れ
る
。
な
に

よ
り
も
花
を
い
け
た
櫻
子
が
感
動
し

て
い
た
。
花
道
の
本
質
に
触
れ
た
の

だ
ろ
う
。

　

櫻
子
が
選
ん
だ
花
は
朱と

き
し
ゃ
く
や
く

鷺
芍
薬
と

斑ふ
い
り
ば

入
葉
の
紫し
ら
ん蘭
。
折
り
鶴
に
似
た
器

に
乗
っ
て
空
を
飛
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

　

お
茶
は
冷
煎
茶
。
使
わ
れ
た
水
は

近
藤
さ
ん
が
大
峰
山
か
ら
持
ち
帰
っ

て
下
さ
っ
た
「
ご
ろ
ご
ろ
水
」。
菓
子

は
「
青せ

い
よ
う洋

」
青
山
洋ひ
ろ

子
さ
ん
が
こ
の

日
の
た
め
に
作
っ
た
「
潤

う
る
む
」。
丁
寧
に

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

2015
年
6
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

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

w
w

.kuw
aharasenkei.com

近
藤
髙
弘　
「
雫
し
ず
く
」　　

桑
原
櫻
子　

花
：
金
き
ん
ぐ
さ
り鎖　

∧
表
紙
の
写
真
∨

　

近
藤
髙
弘　

器
：
氷
ひ
ょ
う
れ
つ裂

　

桑
原
櫻
子　

花
：
薔
薇
二
種

　

大
舩
真
言　

絵
：crevasse

水
生
華
を
終
え
て
　
　
櫻
子

　

近
藤
さ
ん
の
銀ぎ
ん
て
き
わ
ん

滴
碗
を
初
め
て
拝
見

し
て
手
に
取
っ
た
時
、
零こ

ぼ

れ
落
ち
る
様

な
水
滴
が
表
現
さ
れ
た
美
し
き
器
に
驚

き
ま
し
た
。

　

自
然
が
生
み
出
す
一
瞬
の
造
形
の
よ

う
な
姿
が
銀
の
滴

し
ず
く

と
な
っ
て
表
れ
、
焼

き
も
の
と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
ま
で
に
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な

作
品
で
し
た
。

　

ガ
ラ
ス
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
溶

け
て
い
く
氷
に
見
立
て
た
作
品
で
し
た
。

　

儚
は
か
な

く
溶
け
て
追
い
か
け
て
も
追
い
か

け
て
も
消
え
て
い
く
美
し
い
雪
の
結
晶
。

　

ど
ん
な
花
が
似
合
う
か
し
ら
。

　

こ
の
器
の
よ
う
に
繊
細
で
、
出
逢
う

事
の
少
な
い
特
別
な
花
。
敬
意
と
愛
情

を
込
め
て
い
け
た
い
と
思
う
。

　

ず
っ
と
想
い
描
い
て
い
た
夢
を
実
現

出
来
た
三
日
間
で
し
た
。

　

氷
こ
お
り

達
に
包
ま
れ
て
、
木
や
花
達
が
し

な
や
か
に
力
強
く
咲
い
て
く
れ
ま
し
た
。

　

水
生
華
に
関
わ
っ
て
下
さ
っ
た
方
々

の
想
い
が
、
花
と
器
と
家
を
生
き
生
き

と
輝
や
か
せ
た
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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い け ば な



2

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
625
号　

2015
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

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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為
朝
百
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　
「
立
華
時
勢
粧
」
に
は
花
材
に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
さ

れ
て
い
て
、
そ
の
中
に
為た
め
と
も
ゆ
り

朝
百
合
も
出
て
く
る
。
そ
こ

に
は
「
為
朝
百
合
。
鬼
ゆ
り
に
対
し
て
名
付
く
。
富
士

ゆ
り
と
も
、
う
た
ゆ
り
と
も
所
に
替
わ
り
て
名
異
な
る

な
り
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
為
朝
と
は
平
安
時
代
末
期

の
武
将
、
源
み
な
も
と
の
た
め
と
も

為
朝
の
こ
と
。
鬼
に
も
勝
る
鎮ち
ん
ぜ
い
は
ち
ろ
う

西
八
郎

為た
め
と
も朝
の
勇
ま
し
さ
に
あ
や
か
っ
た
命
名
だ
ろ
う
か
。

　

現
在
の
植
物
図
鑑
で
調
べ
る
と
、
タ
メ
ト
モ
ユ
リ
は

伊
豆
諸
島
に
咲
く
サ
ク
ユ
リ
の
こ
と
と
あ
る
。
と
て
も

大
き
く
咲
く
百
合
で
白
色
大
輪
の
カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
の
母

種
ら
し
い
。
源
為
朝
は
伊
豆
に
縁
が
あ
る
た
め
そ
う
呼

ば
れ
て
る
。

　

し
か
し
、
現
在
京
都
で
為
朝
百
合
と
呼
ん
で
い
る
の

は
サ
ク
ユ
リ
で
は
な
く
て
表
紙
に
い
け
た
百
合
を
さ
す
。

黄
色
い
帯
に
赤
い
斑
点
は
ヤ
マ
ユ
リ
に
似
て
い
る
。
お

そ
ら
く
古
く
か
ら
ヤ
マ
ユ
リ
の
一
種
を
京
都
周
辺
で
栽

培
し
、
為
朝
百
合
と
呼
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
百

合
の
美
し
さ
と
風
格
は
、
人
気
絶
大
な
人
物
の
名
を
つ

け
る
の
に
相
応
し
い
と
思
う
。

　

為
朝
百
合
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
二
つ
の
百
合
。
豪
傑

の
武
勇
伝
を
語
り
継
ぐ
と
い
う
こ
と
も
、
今
で
は
な
く

な
り
つ
つ
あ
る
け
れ
ど
、
花
を
通
し
て
古
い
に
し
えの
時
代
の
空

気
を
想
像
す
る
の
は
面
白
い
。
い
つ
か
伊
豆
諸
島
の
為

朝
百
合
に
も
会
い
に
行
っ
て
み
た
い
。

　

花
材　

梅ば
い
か
つ
つ
じ

花
躑
躅
（
躑つ
つ
じ躅

科
）

　
　
　
　

為
朝
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

唐か
ら
い
と
そ
う

糸
草
（
薔ば

ら薇
科
）

　

花
器　

飴
色
釉
花
瓶
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ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
は
夏
櫨
と
同
じ
躑
躅
科
・
酢
の
木
属

の
低
木
で
、
原
産
地
は
北
ア
メ
リ
カ
。
近
年
、
果
樹
と

し
て
日
本
で
も
栽
培
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。

　

私
も
数
年
前
に
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
狩
り
を
し
た
こ
と

が
あ
る
。熟
し
た
果
実
を
夢
中
で
集
め
る
の
は
楽
し
か
っ

た
が
、
上
を
向
い
て
採
る
の
で
、
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い

て
も
鼻
の
頭
が
日
焼
け
し
て
暫
し
ば
らく
痛
か
っ
た
。

　

撓た
わ

わ
に
稔
っ
た
実
は
と
て
も
健
康
的
で
、
太
陽
の
よ

う
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ピ
ン
ク
の
薔
薇
と
よ
く
似
合
っ
て

い
る
。
ト
ル
コ
で
買
っ
た
ブ
ル
ー
の
絵
柄
の
花
瓶
に
も

ピ
タ
リ
と
の
っ
た
。
赤
紫
色
の
ア
ン
ス
リ
ウ
ム
を
加
え

て
、
実
が
熟
し
た
色
を
想
像
し
て
楽
し
ん
で
い
る
。

　

花
材　

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
（
躑つ
つ
じ躅
科
）

　
　
　
　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
（
里
芋
科
）

　
　
　
　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

ト
ル
コ
花
文
陶
花
瓶

ギ
ョ
リ
ュ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

ギ
ョ
リ
ュ
ウ
は
中
国
原
産
の
落
葉
小
高
木
で
、
檉
柳

ま
た
は
御
柳
と
書
く
。
春
と
秋
に
桃
色
の
小
さ
な
花
を

枝
先
に
沢
山
咲
か
せ
、
そ
の
あ
と
の
実
が
裂
け
る
と
白

い
綿
毛
で
種
が
風
に
飛
ん
で
い
く
。
乾
燥
地
で
も
育
つ

そ
う
だ
。

　

漢
の
武
帝
の
宮
殿
に
も
栽
培
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
、

そ
う
聞
く
と
妖
艶
な
雰
囲
気
に
も
見
え
て
く
る
。
ギ
ョ

リ
ュ
ウ
が
雲
で
、
洋
種
山
牛
蒡
が
龍
に
見
え
て
き
た
。

　

花
材　

ギ
ョ
リ
ュ
ウ
（
科
）

　
　
　
　

洋
種
山
牛
蒡
（
科
）

　
　
　
　

ト
ル
コ
桔
梗
（
竜
胆
科
）

　

花
器　

コ
ス
タ
ボ
ダ
赤
色
ガ
ラ
ス
花
瓶
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出
逢
い
花
（
2 1
）　
　

仙
溪

　

棕
櫚
竹

　

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム

　

家
の
茶
室
の
前
庭
に
棕し
ゅ
ろ
ち
く

櫚
竹
が
植
わ
っ
て

い
る
。
竹
と
名
が
つ
く
が
竹
の
仲
間
で
は
な

く
、椰
子
の
仲
間
。
中
国
南
部
か
ら
ラ
オ
ス
、

タ
イ
の
原
産
で
、
耐
寒
性
が
比
較
的
強
い
の

で
、
日
本
の
庭
に
も
植
え
ら
れ
た
り
、
室
内

用
の
鉢
植
に
さ
れ
て
い
る
。

　

棕
櫚
竹
の
仲
間
に
観
音
竹
も
あ
る
が
、
葉

の
広
い
も
の
を
観
音
竹
、
細
い
も
の
を
棕
櫚

竹
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

午
後
の
僅
か
な
時
間
、
棕
櫚
竹
の
う
し
ろ

の
塀
に
影
が
映
る
と
き
が
あ
る
。
涼
し
げ
な

葉
影
が
風
で
キ
ラ
キ
ラ
と
揺
れ
る
。

　

さ
て
棕
櫚
竹
の
傷
み
の
無
い
葉
を
一
枚
。

ど
ん
な
花
を
合
わ
そ
う
か
。
日
本
の
夏
草
で

は
し
っ
く
り
こ
な
い
。
や
は
り
南
国
の
花
が

似
合
う
だ
ろ
う
。
で
も
ア
ン
ス
リ
ウ
ム
は
よ

く
使
う
し
、
と
い
う
こ
と
で
見
つ
け
た
の
が

小
振
り
の
エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
。
花
屋
の
棚
で

「
私
は
ど
う
で
す
か
？
」
と
声
を
か
け
て
く

れ
た
の
で
、
大
事
に
連
れ
て
帰
っ
た
。

　

さ
て
お
次
は
器
。
以
前
、
南
の
島
で
感
じ

た
木
陰
の
風
の
心
地
よ
さ
を
思
い
浮
か
べ

て
、
白
い
器
に
し
ぼ
る
。
完
成
度
の
高
い
形

よ
り
も
、自
由
さ
を
感
じ
る
形
。
と
考
え
て
、

こ
の
花
器
を
選
ん
だ
。
胴
が
少
し
窪
ん
で
い

て
、
点
線
と
実
線
で
輪
が
描
か
れ
、
中
心
に

十
文
字
の
絵
柄
。
私
に
は
環
か
ん
し
ょ
う礁の
中
で
泳
ぐ

海
亀
に
見
え
て
き
た
。

　

花
材　

棕
櫚
竹
（
椰
子
科
）

　
　
　
　

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
（
蘭
科
）

　

花
器　

白
釉
陶
扁
壺
（
八
木
一
夫
作
）
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第
六
十
一
図

一
株
砂
物　

松
真

中
野
小
左
衛
門

松　

晒
木　

杜
若　

薄　

夏
は
ぜ　

柘
植　

樫
木　

檜
扇

真
の
砂
の
物

立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

⑭

立
花
秘
傳
抄　

五　

　
　

砂
の
物
真
行
草

　

株
立
を
真
の
砂
の
物
と
名
づ
く
。
心
ふ
と
き
を
よ
し

と
す
。
苔
晒
木
、
異
曲
に
、
景
気
す
さ
ま
じ
く
、
七
つ

の
枝
、
意
気
は
づ
み
あ
り
て
、
勢
い
つ
よ
く
、
株
よ
く

見
ゆ
る
を
、
第
一
と
す
る
故
、
株
立
と
も
名
づ
く
。
生

を
後
よ
り
付
け
、
前
置
を
か
る
く
、
胴
作
り
を
用
い
ざ

る
も
、
皆
こ
れ
株
を
よ
く
見
せ
ん
が
た
め
な
り
。

　

同
じ
く
軽
き
心
は
高
く
、
重
き
心
は
低
く
、
請
は
苔

晒
木
の
ふ
と
き
を
短
く
、
流
枝
は
長
く
出
し
て
、
心
と

張
り
合
い
、
控
枝
は
請
の
勢
い
を
請
け
て
、
は
づ
み
面

白
く
、
下
草
し
げ
き
は
、
花
形
は
づ
ま
ず
、
さ
る
に
よ
っ

て
、
軽
き
を
賞
翫
す
。
株
立
は
下
木
下
草
に
至
る
ま
で

一
風
あ
る
物
を
え
ら
び
、
花
形
す
る
ど
に
見
ゆ
る
を
専

ら
と
す
。
或
師
古
詩
を
引
い
て
、

　

連
峰　

天
を
去
る
こ
と　

尺
に
盈み

た
ず

　
　
枯
松
　
倒さ
か

し
ま
に
掛か
か

っ
て
　
絶
壁
に
倚よ

る

こ
の
句
の
心
を
も
っ
て
、
花
形
趣
向
す
べ
し
と
云
え
り
。

　

心
の
高
さ
三
尺
あ
る
時
は
、
横
の
ひ
ろ
さ
六
尺
。
或

は
心
の
高
さ
に
二
長
半
、
又
は
鉢
に
双
倍
と
も
云
え
り
。

鉢
の
大
き
さ
、
一
尺
よ
り
一
尺
五
寸
ま
で
を
、
小
砂
の

物
と
い
い
、
一
間
床
に
用
ゆ
。
一
尺
五
寸
よ
り
二
尺
五

寸
ま
で
を
、
中
砂
と
云
い
て
、
二
間
床
に
相
応
す
。
こ

れ
よ
り
次
第
に
大
き
な
る
を
大
砂
と
云
う
。

〔
出
典
〕 

李
白
「
蜀
道
難
」

こ
の
「
砂
の
物
真
行
草
」
の
文
に
添
え
ら
れ
て
い
る
図
に
つ
い

て
は
、
テ
キ
ス
ト
６
１
４
号
「
立
花
時
勢
粧
・
上
、
砂
物
真
行

草
の
事
」
で
す
で
に
掲
載
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
「
立
花

時
勢
粧
・
中
」
よ
り
三
つ
の
砂
物
図
を
選
ん
で
紹
介
す
る
。



66

　

砂す
な
ず
り摺
の
株
（
水
た
た
き
と
も
云
う
）
と
云
う
は
、
水

よ
り
二
三
分
ほ
ど
出
る
よ
う
に
、
上
を
一
文
字
に
切
り
、

請
の
方
お
も
き
時
は
、
副
の
方
に
す
え
、
副
の
方
お
も

き
時
は
、
請
の
方
に
置
い
て
、
一
瓶
の
軽
重
を
は
か
る

物
な
り
。
二
株
砂
同
前
。
但
し
本
株
に
縁
を
は
な
れ
ず
、

う
つ
り
お
も
し
ろ
く
立
て
る
を
習
い
と
す
。

　

前
置
の
水
ぎ
わ
は
、
幹
を
一
所
に
よ
せ
、
ば
ら
ば
ら

に
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
株
に
引
き
付
け
て
立
て
る
を
、
能よ

く
寄
る
と
名
付
け
て
、
古
代
よ
り
専
ら
に
す
る
所
な
り
。

　

立
花
は
遠
山
の
気
色
、
株
立
は
目
前
の
景
気
に
て
、

枝
葉
つ
く
ろ
わ
ず
、
み
き
け
ず
ら
ず
、
自
然
の
奇
麗
を

用
ゆ
。
古
人
云
う
、
松
の
古
葉
、
梅
の
枯
枝
、
そ
の
ま

ま
見
る
こ
そ
面
白
き
に
、
初
心
の
人
は
、
切
り
と
り
つ

く
ろ
い
な
ど
す
る
は
、
無
下
の
事
な
り
と
ぞ
。

　

行
の
砂
の
物
立
て
よ
う
は
、
二
株
に
し
て
、
一
方
へ

は
心
、
正
心
、
見
越
、
副
、
前
置
、
こ
れ
を
男
株
と
い
う
。

一
方
へ
は
請
、
流
枝
、
正
心
、
前
置
、
こ
れ
を
女
株
と

云
う
。
株
二
つ
立
て
る
時
は
、
正
心
二
つ
、
前
置
二
つ

用
う
べ
し
。
こ
れ
二
つ
真
の
格
式
に
な
ぞ
ら
え
た
る
物

な
り
。
然
る
時
は
両
方
の
株
、
軽
重
な
き
よ
う
に
立
て

る
を
専
ら
と
す
。

　

同
一
方
の
株
苔
な
ら
ば
、
一
方
は
晒
木
を
用
ゆ
。
一

方
直
に
立
た
ら
ば
、
一
方
は
斜
に
な
し
、
一
方
自
然
ど

ま
り
な
ら
ば
、一
方
は
一
文
字
に
切
る
べ
し
。長
短
高
下
、

圓
方
曲
直
と
、
同
意
な
ら
ざ
る
よ
う
に
取
り
組
む
べ
し
。

第
六
十
七
図

二
株
砂
物　

伊
吹
真

中
野
五
郎
左
衛
門

伊
吹　

晒
木　

松　

苔　

杜
若　

百
合

小
羊
歯　

柘
植　

要　

檜
扇

行
の
砂
の
物
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前
置
一
方
木
な
ら
ば
、
一
方
草
を
用
い
、
一
方
あ
ざ

や
か
な
る
物
な
ら
ば
、
一
方
は
こ
ま
や
か
な
る
物
、
や

わ
ら
か
な
る
物
に
は
か
た
き
物
、
白
き
物
に
は
赤
き
物

と
、
心
得
て
指
す
べ
し
。
正
心
も
又
か
く
の
ご
と
し
口

伝
。

　

草
の
砂
と
云
う
は
、
株
二
つ
な
れ
ど
も
、
正
心
ひ
と

つ
、
前
置
ひ
と
つ
な
り
。
こ
れ
常
の
立
花
の
法
式
、
七

つ
枝
の
名
目
に
し
た
が
う
故
な
り
。
女
株
男
株
、
さ
の

み
軽
重
に
か
か
わ
ら
ず
、
心
の
方
か
ろ
き
時
は
、
請
の

方
よ
り
あ
し
ら
い
、
請
の
方
か
ろ
き
時
は
、
心
の
方
よ

り
あ
し
ら
い
、
花
形
一
面
に
つ
か
ね
て
見
る
時
、
釣
り

合
い
よ
く
、
片
落
ち
な
き
を
、
草
の
砂
の
物
と
云
う
。

古
来
用
い
る
の
花
形
に
し
て
、
近
代
板
行
の
図
に
、
あ

ま
た
し
る
す
所
な
り
。

　

株
立
は
、
異
曲
風
流
に
、
意
気
は
づ
み
を
第
一
と
立

て
る
と
い
え
ど
、
と
り
わ
け
、
草
に
か
ぎ
り
て
、
一
手

珍
し
き
作
意
な
く
て
は
叶
わ
ざ
る
も
の
か
。
あ
る
師
古

詩
を
引
き
て
云
う

　

江
翻

ひ
る
が
えり

石
走
り
て
雲
気
流
る

　
　

幹
は
雷
雨
を
排
し
て
猶な

お
力
争
す

こ
の
句
の
心
を
よ
く
味
わ
っ
て
取
り
組
む
べ
し
。
一
瓶

の
内
に
一
枝
風
流
な
れ
ば
、
ほ
か
こ
れ
に
あ
ら
そ
い
て

働
き
あ
り
。
さ
れ
ば
む
つ
か
し
く
あ
し
ら
い
が
た
き
枝

に
こ
そ
、
初
心
巧
者
の
わ
か
ち
も
知
れ
、
又
は
珍
し
き

花
形
も
指
し
出
し
て
、
人
の
手
本
と
も
な
る
べ
き
と
云

え
り
。

【
テ
キ
ス
ト
６
１
８
号　

内
容
の
訂
正
】

　

立
花
十
徳
（
の
1 0
行
目
）

 　

事つ
か

え
ず
し
て
仏
縁
あ
り

〔
出
典
〕
杜
甫
「
楠
樹
為
風
雨
所
拔
嘆
」（
楠
樹
風
雨
の
抜
く
所
と
為
る
の
嘆
き
）

第
三
十
六
図

二
株
砂
物　

太
藺
真

冨
春
軒

太
藺　

芍
薬　

松　

晒
木　

杜
若　

小
菊

著
莪　

嫩

草
の
砂
の
物
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貝
塚
伊
吹　
　
　
　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

草
型　

留
流
し

　

花
器　

煤
竹
竹
筒

　

貝
塚
伊
吹
は
檜
ひ
の
き

科
の
常
緑
樹
で
、
伊
吹

の
変
種
。
伊
吹
の
葉
先
が
針
状
に
尖
る

の
に
対
し
て
、
貝
塚
伊
吹
は
葉
先
が
丸
い

の
で
、
触
っ
て
も
痛
く
な
い
。
大
阪
府

貝
塚
市
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
ら
し

い
が
、
貝
塚
市
尊
光
寺
に
は
推
定
樹
齢

４
０
０
年
の
貝
塚
伊
吹
が
あ
り
、
市
の
天

然
記
念
物
に
な
っ
て
い
る
。

　

貝
塚
伊
吹
は
撓
め
や
す
い
の
で
、
生
花

の
基
本
を
身
に
つ
け
る
に
は
も
っ
て
こ
い

の
花
材
だ
。
し
か
し
、
春
の
開
花
時
期
は

避
け
た
方
が
い
い
。
枝
一
面
に
雄
花
が
つ

い
て
い
る
。

　

作
例
は
留
流
し
の
花
型
で
、
副
と
同
じ

く
ら
い
の
長
さ
に
留
を
つ
く
っ
て
い
る
。

副
の
枝
先
を
上
げ
て
、
長
く
伸
ば
し
た
留

を
際
立
た
せ
る
。

真

副

留
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雪
柳　

二
輪
菊　
　
　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　
　
　
　

主
株　

草
型　

副
流
し

　
　
　
　

子
株　

真
型　

　

花
器　

飴
色
釉
水
盤

　

株
分
け
の
生
花
の
く
だ
け
た
雰
囲
気
が

好
き
だ
。
二
種
類
の
花
材
の
組
み
あ
わ
せ

を
考
え
る
の
も
楽
し
い
し
、
な
に
よ
り
広

い
水
面
が
気
持
ち
い
い
。
剣
山
で
い
け
た

あ
と
、
小
石
で
隠
し
て
水
を
は
る
と
、
水

際
の
美
し
さ
が
際
立
っ
て
く
る
。

　

季
節
の
枝
と
草
花
の
と
り
合
わ
せ
が
一

般
的
だ
が
、背
の
高
い
草
花
と
低
い
草
花
、

観
葉
植
物
だ
け
の
組
み
あ
わ
せ
、
同
じ
花

の
色
違
い
な
ど
、
自
分
で
考
え
て
工
夫
す

る
面
白
さ
が
あ
る
。

　

花
型
は
ど
ち
ら
か
片
方
に
動
き
を
つ
く

る
よ
う
に
し
て
、
も
う
片
方
で
そ
の
動
き

を
受
け
止
め
る
。
静
と
動
の
対
比
が
見
所

と
な
る
。

　

た
と
え
教
わ
っ
て
い
な
い
組
み
あ
わ
せ

で
も
い
い
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
株
分
け
生
花

を
い
け
て
み
て
ほ
し
い
。
い
い
感
じ
に
い

け
ら
れ
た
ら
写
真
に
撮
っ
て
お
こ
う
。
見

せ
て
頂
け
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま

す
。真

副

留
真

副

留

主
株 子

株
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縞
薄　

女
郎
花　

桔
梗

　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

三
種
挿
し

　

花
器　

小
判
型
陶
水
盤（
伊
藤
典
哲
作
）

　

涼
を
感
じ
る
生
花
の
作
例
。
縞
し
ま
す
す
き薄は
薄

の
中
で
は
比
較
的
な
が
も
ち
す
る
。
水

盤
に
足
元
を
そ
ろ
え
て
立
て
る
だ
け
で
、

清
々
し
い
空
間
が
生
ま
れ
る
。

　

薄
の
葉
は
左
右
に
広
が
る
の
で
、
前
後

に
葉
が
く
る
よ
う
に
茎
を
大
き
く
撓
め
て

真
と
し
、
副
や
胴
に
は
片
側
だ
け
の
葉
に

し
た
も
の
を
挿
し
て
い
る
。
た
だ
、
実
際

に
は
な
か
な
か
難
し
い
。
納
得
の
い
く
姿

に
な
る
よ
う
に
、
葉
さ
ば
き
の
加
減
を
そ

の
都
度
工
夫
す
る
。
葉
を
整
理
し
す
ぎ
る

と
ギ
ス
ギ
ス
す
る
し
、
残
し
す
ぎ
る
と
生

花
に
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
作
例
で
は
３

本
の
縞
薄
を
使
っ
て
い
る
。

真

副 留
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
626
号　

2015
年
8
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

花
摘
み　
　
　
　
　

櫻
子

　

少
し
で
も
涼
を
感
じ
る
よ
う
に
と
、
白
竹

の
平
籠
に
い
け
て
み
た
。
タ
ニ
ワ
タ
リ
ノ
キ

と
ミ
ヤ
マ
ナ
ル
コ
ユ
リ
で
緑
の
繁
み
を
つ

く
っ
て
、
そ
の
間
か
ら
小
さ
な
花
た
ち
を
覗

か
せ
る
。
籠
に
野
菜
を
盛
る
よ
う
な
感
覚
で

い
け
て
み
た
。
こ
ん
な
野
の
花
を
集
め
た
よ

う
な
い
け
ば
な
も
好
き
な
の
だ
。

　

最
近
、
庭
木
や
花
の
手
入
れ
を
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。米
の
磨
ぎ
汁
も
活
用
し
て
い
る
。

庭
の
草
花
が
元
気
に
伸
び
る
と
、
玄
関
の
掛

け
花
な
ど
に
い
け
た
り
で
き
る
の
で
嬉
し

い
。

　

野
の
花
を
摘
む
楽
し
さ
は
、
太
古
か
ら
の

遺
伝
子
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
摘
み
草
料
理
が
人
気
が
あ
る

の
も
頷
う
な
ずけ
る
。
自
然
の
中
で
宝
探
し
を
し
て

い
る
よ
う
な
感
覚
。
そ
れ
に
よ
っ
て
心
と
体

が
よ
ろ
こ
ぶ
感
覚
を
、
私
達
は
き
っ
と
生
ま

れ
た
時
か
ら
持
っ
て
い
る
の
だ
。

　

作
例
の
タ
ニ
ワ
タ
リ
ノ
キ
も
、
数
年
前
に

岡
山
の
先
生
が
庭
か
ら
切
っ
て
い
け
て
お

ら
れ
た
の
で
初
め
て
知
っ
た
花
だ
。
不
思
議

な
白
い
球
形
の
花
だ
が
、
も
と
は
南
国
の
谷

間
や
湿
地
の
植
物
と
の
こ
と
。
今
回
は
花
屋

に
売
ら
れ
て
い
た
。
他
の
花
も
、
花
屋
さ
ん

で
目
に
付
い
た
花
た
ち
。
こ
れ
も
私
の
花
摘

み
。

　

花
材　

姫
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

姫
金
魚
草
（
胡ご
ま
の
は
ぐ
さ

麻
の
葉
草
科
）

　
　
　
　

谷た
に
わ
た
り
の
き

渡
の
木
（
茜
あ
か
ね

科
）

　
　
　
　

深
山
鳴
子
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

赤あ
か
ば
な
か
せ
ん
そ
う

花
歌
仙
草
（
菊
科
）

　

花
器　

楕
円
形
平
籠
（
公
長
齋
小
菅
）
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竹
と
月
と
人
と
い
け
ば
な

　

岡
山
の
夏
の
研
修
会
で
は
、
か
ぐ
や
姫
の

物
語
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
舞
台
に
花
を
い
け
た
。

（
８
〜
９
頁
に
関
連
記
事
）

　
「
竹
取
物
語
」
は
日
本
最
古
の
物
語
と
云
わ

れ
て
い
る
が
、
か
ぐ
や
姫
が
竹
か
ら
生
ま
れ

た
こ
と
と
、
最
後
に
月
へ
帰
る
と
い
う
奇
想

天
外
な
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
は
、「
自
然
回
帰
」

と
い
う
テ
ー
マ
を
感
じ
る
。

　

富
や
権
力
か
ら
の
誘
い
を
か
た
く
な
に
断

り
つ
づ
け
る
か
ぐ
や
姫
‥
‥
。
そ
う
い
え

ば
、
中
国
に
そ
ん
な
話
が
あ
っ
た
。
紀
元
頃

の
厳げ
ん
こ
う光
（
厳げ
ん
し
り
ょ
う

子
陵
）
の
逸
話
だ
。
後
漢
の
皇

帝
と
な
っ
た
旧
友
光こ
う
ぶ
て
い

武
帝
か
ら
の
手
厚
い
誘

い
を
一
蹴
し
、
富
春
山
で
自
然
に
囲
ま
れ
た

無む
よ
く
て
ん
た
ん

欲
恬
淡
の
暮
ら
し
を
貫
い
た
。

　

厳
光
の
よ
う
に
、
山
里
で
畑
を
耕
し
、
富

春
江
に
釣
り
糸
を
垂
れ
る
、
そ
う
い
う
自
然

な
営
み
こ
そ
尊
い
こ
と
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、

人
は
私
利
私
欲
を
捨
て
去
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、

現
実
は
混
沌
と
し
て
い
く
も
の
だ
。
そ
ん
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
。

　

と
も
あ
れ
、
竹
と
月
を
印
象
的
に
扱
っ
て

い
る
点
で
、
竹
取
物
語
は
鮮
や
か
に
際
立
っ

て
い
る
。
竹
と
月
に
象
徴
さ
れ
た「
自
然
」と
、

人
の
営
み
と
を
対
峙
さ
せ
る
。
そ
ん
な
着
想

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

私
達
は
竹
や
月
と
人
と
の
関
わ
り
を
ど
れ

だ
け
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
竹
細
工
は
化
学

製
品
に
替
わ
り
、
月
の
暦
を
使
わ
な
く
な
っ

て
久
し
い
。
人
と
自
然
の
繋
が
り
を
感
じ
と

る
ア
ン
テ
ナ
を
無
く
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
。

そ
ん
な
ア
ン
テ
ナ
を
育
て
る
こ
と
も
、
い
け

ば
な
の
役
割
だ
と
思
う
。
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紅べ
に
ま
ん
さ
く

満
作
と
白
い
蘭

　
　
　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

徳
島
県
内
の
洋
蘭
園
で
つ
く
ら
れ
た
新
品
種
。

東
洋
的
な
風
情
を
感
じ
た
の
で
、
季
節
の
枝
と
合

わ
せ
て
み
た
。
花
器
の
銀
彩
と
白
い
蘭
、
金
彩
と

葉
の
色
づ
き
が
そ
れ
ぞ
れ
調
和
し
て
く
れ
た
。

　

花
材　

丸
葉
の
木
・
紅
満
作
（
満
作
科
）

　
　
　
　

蘭
「
ホ
ワ
イ
ト
・
フ
ェ
ア
リ
ー
」（
蘭
科
）

　
　
　
　

鶏
頭
（
莧ひ
ゆ

科
）

　

花
器　

黒
地
金
銀
彩
陶
花
器

七な
な
か
ま
ど

竈
と
藤ふ

じ
ば
か
ま袴

　
　
　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

自
然
の
色
彩
の
な
ん
と
美
し
い
こ
と
か
。
紅こ
う
よ
う葉

花
材
を
手
に
す
る
よ
ろ
こ
び
は
、
こ
の
季
節
な
ら

で
は
の
も
の
だ
。
黄
、
橙
、
赤
が
重
な
り
合
い
、

広
が
っ
て
行
く
。
色
の
切
れ
間
に
、
藤
袴
を
香か
お

ら

せ
た
。

　

花
材　

七
竈
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

藤
袴
（
菊
科
）

　

花
器　

紺
色
釉
陶
花
瓶

柴し
ば
ぐ
り栗
と
鉄
砲
百
合

　
　
　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

櫻
子

　
「
美
白
」
と
い
う
鉄
砲
百
合
は
蕾
が
雪
の
よ
う

に
白
く
、
不
思
議
な
存
在
感
が
あ
る
。
栗
の
枝
を

広
げ
、
野
の
花
と
挿
す
と
、
草
木
を
照
ら
す
月
光

の
よ
う
に
見
え
て
き
た
。

　

花
材　

柴
栗
（
山ぶ

な
毛
欅
科
）

　
　
　
　

鉄
砲
百
合
「
美
白
」（
百
合
科
）

　
　
　
　

金
水
引
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

ポ
リ
ゴ
ナ
ム
の
赤
花
（
蓼
科
）

　

花
器　

青
色
釉
陶
花
瓶
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七な
な
か
ま
ど

竈
の
立
花

　
　
　
　
　

∧
４
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

立
花　

除
真
（
行
形
）

　
　
　
　
　

七
竈
（
真
・
副
・
見
越
・
請
・

　
　
　
　
　
　

流
枝
・
胴
）

　
　
　
　
　

百
合
（
正
心
）

　
　
　
　
　

木
苺
（
胴
・
前
置
）

　
　
　
　
　

晒
木
（
控
枝
）

　
　
　
　
　

桔
梗
二
色
（
あ
し
ら
い
）

　

花
器　

天
女
模
様
銅
花
器

　

山
で
は
青
々
と
茂
る
木
の
一
部
が
紅
葉

し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
情
景
を

思
い
描
い
て
立
て
た
。
百
合
の
臙
脂
色
が

全
体
を
引
き
締
め
て
い
る
。

刈か
る
か
や萱　

紫
む
ら
さ
き
ひ
よ
ど
り
じ
ょ
う
ご

鵯
上
戸

　
　
　
　
　

∧
５
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　
　

主
株　

行
型　

刈
萱
（
稲
科
）

　
　

子
株　

草
型　

紫
鵯
上
戸（
茄な

す子
科
）

　

花
器　

脚
付
角
水
盤
（
伊
藤
典
哲
作
）

　

珍
し
く
鵯
上
戸
の
花
と
実
が
切
り
花
で

売
ら
れ
て
い
た
。丈
夫
な
茎
だ
っ
た
の
で
、

そ
の
ま
ま
剣
山
に
さ
し
て
い
る
。
鵯
上
戸

は
白
花
だ
が
、
こ
れ
は
薄
紫
色
を
し
て
い

た
。
ま
だ
実
は
青
い
。
以
前
山
道
で
見
つ

け
た
こ
と
が
あ
る
が
、
山
の
冷
た
い
空
気

の
中
で
赤
く
色
づ
い
た
丸
い
実
は
、
宝
石

の
よ
う
に
美
し
か
っ
た
。

　

黄
色
く
な
り
か
け
た
刈
萱
は
、
ざ
っ
く

り
と
生
花
の
バ
ラ
ン
ス
に
お
さ
め
、
子
株

の
長
く
下
が
っ
た
副
に
対
し
て
、
主
株
の

真
に
は
厚
み
を
つ
け
て
い
る
。
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

⑮

立
花
秘
傳
抄　

五　

　
　

地
取
の
事

　

一
株
の
地
取
は
左
右
か
た
よ
り
な
く
、
前
を
広
く
後

を
せ
ま
く
取
る
べ
し
。
一
株
の
鉢
あ
ま
り
と
い
う
は
花

形
の
図
に
こ
れ
あ
り
。

　

二
株
は
鉢
の
足
の
外
つ
ら
を
定
法
に
し
て
、
株
を
立

つ
べ
き
と
云
え
り
。
然
れ
ど
も
鉢
に
替
わ
り
あ
る
時
は
、

一
応
に
さ
だ
め
が
た
し
。

　

鉢
の
横
ぶ
ち
よ
り
、
株
ま
で
の
間
、
両
方
三
寸
あ
け

る
時
は
、中
の
あ
き
六
寸
あ
け
て
よ
し
。株
大
小
あ
り
て
、

中
の
あ
き
片
せ
ば
有
時
は
、
水
ぎ
わ
の
あ
し
ら
い
に
て
、

等
分
に
立
て
な
お
す
べ
し
。
か
な
ら
ず
両
方
の
あ
き
不

同
な
き
よ
う
に
立
て
る
を
よ
し
と
す
。

　

床
正
面
あ
か
り
な
ら
ば
、
流
枝
の
方
を
少
し
奥
へ
入

れ
て
株
を
立
つ
べ
し
。
口
伝
。

　

床
横
あ
か
り
な
ら
ば
、
い
づ
れ
に
て
も
明
か
り
の
方

の
株
を
奥
へ
入
れ
て
立
つ
べ
し
。
口
伝
。

　

古
代
の
地
取
は
、
下げ

す
い
た

子
板
一
枚
、
両
株
共
に
、
上
よ

り
か
す
が
い
に
て
打
ち
付
け
る
に
よ
り
、
地
取
自
由
な

ら
ず
。
こ
の
ご
ろ
は
鉢
の
底
の
広
さ
二
尺
あ
る
時
は
、

下
子
板
一
尺
七
八
寸
な
ど
に
切
り
、
男
株
を
立
て
ん
と

お
も
う
所
に
墨
打
を
し
て
株
を
す
え
、
板
の
う
ら
よ
り

釘
を
二
所
ば
か
り
打
ち
付
く
る
な
り
。
女
株
は
ま
た
別
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の
板
の
小
さ
き
に
右
の
如
く
打
ち
つ
け
、
男
株
の
板
の

上
へ
女
株
の
板
を
重
ね
、
自
由
自
在
に
ゆ
づ
り
合
い
、

地
取
り
片
よ
り
な
き
よ
う
に
取
り
組
み
、
さ
て
上
の
板

よ
り
下
の
板
へ
釘
を
二
所
ば
か
り
打
つ
な
り
。
流
枝
、

控
枝
も
同
所
な
り
。
ま
た
株
へ
そ
の
ま
ま
打
ち
つ
け
て

も
よ
し
。

　

お
よ
そ
込こ
み

の
高
さ
は
鉢
の
口
よ
り
、
六
分
ほ
ど
下
に

て
、
並
ぶ
べ
し
。
砂
の
厚
さ
三
分
、
水
の
深
さ
三
分
ば

か
り
。
さ
り
な
が
ら
水
の
深
き
は
涼
し
げ
な
し
。

　

込
は
鉢
中
に
高た
か
び
く低
な
く
、
一
面
に
押
し
合
わ
せ
、
す

こ
し
も
す
き
ま
な
く
、
さ
て
砂
を
入
れ
水
を
入
れ
て
、

下
木
下
草
を
さ
す
べ
き
な
り
。

　

株
の
前
後
、
草
木
し
げ
く
さ
す
所
は
、
大
き
な
る
込

の
堅
か
ら
ず
柔
ら
か
な
ら
ざ
る
を
、
株
へ
引
き
付
け
て

お
く
べ
し
。
又
砂
の
物
に
盆
石
を
立
て
ま
ぜ
る
事
。
古

来
よ
り
の
法は
っ
と度
な
り
。

　

草
花
の
砂
の
物
は
、
地
取
り
を
能
く
し
て
、
込
を
大

き
に
結
び
、
そ
の
真
ん
中
に
立
串
を
強
く
立
て
、
重
き

草
は
串
に
結
び
つ
け
、
軽
き
草
は
込
に
指
す
な
り
。

　

違
棚
の
下
の
砂
の
物
は
棚
の
く
み
よ
う
に
し
た
が

い
、
心
の
梢
を
棚
下
の
間
あ
き
の
方
へ
入
れ
、
棚
板
の

角
へ
枝
葉
さ
わ
ら
ざ
る
よ
う
に
よ
け
て
指
す
べ
し
。
上

下
左
右
前
後
物
に
あ
た
ら
ず
、
ゆ
る
や
か
な
る
を
よ
し

と
す
。

　

大
砂
の
物
、
三
間
四
間
は
、
松
、

檜
、
柏
樹
、
梅
、
水
木
な
ど
の
大
木

を
用
ゆ
と
い
え
ど
、
五
間
七
間
に
至

り
て
は
松
の
一
色
な
ら
で
は
成
し
が

た
し
。取
り
組
み
よ
う
図
の
ご
と
し
。

小
道
具
は
心
、
請
の
幹
へ
打
ち
つ
け

る
。
砂
は
板
を
敷
い
て
そ
の
上
に
蒔ま

く
な
り
。

（　

法
度
：
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と　

）
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花
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
i n
倉
敷
）

竹
取
物
語　
　
　
　
　

櫻
子

　

今
日
は
皆
さ
ん
を
い
け
ば
な
で
竹
取
物

語
の
世
界
へ
お
連
れ
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
「
竹
取
物
語
」
は
文
章
と
い
う
よ
り
も
、

絵
と
し
て
お
ぼ
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

最
初
の
竹
林
の
中
で
翁
が
パ
ァ
ー
と
光

る
竹
を
見
つ
け
る
場
面
。

　

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
、
月
の
世
界
の
御

使
い
が
降
り
て
き
て
、
か
ぐ
や
姫
が
の

ぼ
っ
て
い
く
場
面
。
絢
爛
豪
華
。
に
し
き

絵
の
よ
う
な
。
印
象
に
残
り
ま
す
よ
ね
。

　

子
供
の
こ
ろ
絵
本
で
読
ん
で
、
そ
の
美

し
い
場
面
に
ほ
れ
ぼ
れ
し
た
と
い
う
方
も

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
舞
台
で
は
竹
の
大
き
な
提
灯
に
グ
ロ

リ
オ
ー
サ
の
あ
か
り
が
灯
っ
て
い
き
ま

す
。
百
合
の
仲
間
の
花
で
す
が
、
ま
る
で

か
が
り
火
の
よ
う
に
舞
台
を
照
ら
し
て
く

れ
ま
す
。

　

そ
し
て
竹
林
に
は
夏
の
美
し
い
も
み
じ

が
生
け
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

　

緑
の
濃
淡
、
波
打
つ
竹
林
の
美
し
さ
。

風
を
感
じ
る
よ
う
に
。
竹
林
に
翁
が
入
っ

て
行
く
様
子
を
皆
さ
ん
に
も
感
じ
て
い
た

だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

　

桑
原
専
慶
流
に
も
竹
の
翁
の
よ
う
な
方

が
居
て
、
綺
麗
な
こ
の
竹
を
切
っ
て
き
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
竹
を
い
つ
も
大
切
に

扱
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
ん
な
提
灯
の

形
や
窓
の
開
い
た
竹
を
作
る
事
が
出
来
ら

れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
い
つ
も
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
「
竹
取
物
語
」
は
、
仮
名
文
字
で
書
か

れ
た
日
本
最
古
の
物
語
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

成
立
は
9
世
紀
終
わ
り
か
ら
10
世
紀
は

じ
め
と
さ
れ
ま
す
が
、
正
確
な
成
立
年
も

作
者
も
、
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
漢
文
や
和
歌
や
仏
教
の
知
識
が

な
い
と
書
け
な
い
文
章
で
す
か
ら
、
作
者

は
か
な
り
身
分
の
高
い
教
養
人
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
か
ぐ
や
姫
が
帝
の
求
婚
を
は
ね

の
け
て
し
ま
う
な
ど
反
体
制
的
な
内
容
が

強
い
で
す
か
ら
、
当
時
権
力
を
握
っ
て
い

た
藤
原
氏
方
の
人
間
で
は
な
く
、
た
と
え

ば
僧
侶
な
ど
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
「
竹
取
物
語
」
の
お
話
は
大
き
く
三
部

に
分
か
れ
ま
す
。

　

第
一
部
で
は
、
翁
が
山
奥
で
か
ぐ
や
姫

を
見
つ
け
、
育
て
る
。
3
か
月
で
大
き
く

な
っ
て
、
き
れ
い
な
娘
さ
ん
に
な
る
と
こ

ろ
ま
で
。

　

第
二
部
は
、
貴
族
た
ち
の
求
婚
で
す
。

な
ん
と
美
し
い
、
私
と
結
婚
し
て
く
だ
さ

い
。
迫
る
５
人
の
貴
族
に
、
か
ぐ
や
姫
は

無
理
難
題
を
押
し
付
け
ま
す
。

　

無
理
難
題
を
押
し
付
け
ら
れ
た
貴
族
た

ち
、
あ
る
者
は
ニ
セ
モ
ノ
を
作
ら
せ
、
あ

る
者
は
金
に
ま
か
せ
て
中
国
の
商
人
か
ら

取
り
寄
せ
、
あ
る
者
は
途
中
で
懲
り
て

ほ
っ
ぽ
り
出
し
…

　

い
ず
れ
も
う
ま
く
い
か
ず
、
結
婚
は
で

き
ま
せ
ん
。

　

第
三
部
で
は
、
い
よ
い
よ
か
ぐ
や
姫
の

う
わ
さ
が
帝
の
耳
に
届
き
ま
す
。

　

そ
ん
な
に
美
し
い
娘
が
い
る
の
か
。
ぜ

ひ
妻
に
迎
え
た
い
と
い
っ
て
く
る
。
し
か

し
、
か
ぐ
や
姫
は
帝
の
求
婚
も
拒
否
。

　

最
後
は
御
使
い
が
迎
え
に
来
て
、
か
ぐ

や
姫
は
昇
天
し
、
月
の
世
界
に
帰
っ
て
行

く
と
い
う
、
お
な
じ
み
の
筋
書
き
で
す
。

　

今
舞
台
の
中
央
で
は
翁
が
白
く
輝
く
竹

を
見
つ
け
た
時
の
情
景
を
シ
マ
ア
シ
と
ダ

ン
チ
ク
で
印
象
的
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

　

翁
は
野
や
山
に
出
か
け
て
は
竹
を
取
っ

て
き
て
色
ん
な
道
具
を
作
っ
て
い
ま
し

た
。

　

笠
、
竿さ
お

、
笊ざ
る

、
籠
、
筆
、
箱
、
筒
、
箸
、

筍
は
料
理
の
た
め
に
。
そ
の
他
簾す
だ
れ、

篩
ふ
る
い、 

簪か
ん
ざ
し、
皆
さ
ん
、
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
か
、

こ
れ
ら
の
漢
字
は
全
て
竹
か
ん
む
り
の
字

で
す
。
今
日
演
奏
し
て
下
さ
っ
て
い
る
箏こ
と

も
竹
か
ん
む
り
が
つ
い
て
い
ま
す
。
竹
と

縁
が
深
い
の
で
す
。

　

そ
れ
程
竹
を
熟
知
し
て
大
切
に
し
て
こ

ら
れ
た
翁
だ
か
ら
こ
そ
、
か
ぐ
や
姫
に
出

逢
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
源
氏
物
語
」
に
は
「
竹
取
物
語
」
の

影
響
が
強
く
う
か
が
え
ま
す
。

　

源
氏
物
語
は
平
安
時
代
半
ば
に
書
か
れ

た
物
語
で
す
。

　
「
源
氏
物
語
」17
帖「
絵
合
」の
章
で
は
、

竹
取
物
語
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ど
ん
な
風
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

か
？
そ
し
て
ど
ん
な
場
面
で
し
ょ
う
か
？

　

絵
合
わ
せ
と
は
、
宮
中
の
お
遊
び
と
し

て
左
右
の
チ
ー
ム
に
分
か
れ
て
、
互
い
に

絵
を
見
せ
あ
い
ま
す
。
平
安
時
代
に
貴
族

の
間
で
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
優

劣
を
競
う
わ
け
で
す
。

　

冷
泉
帝
は
絵
を
好
み
梅
壺
の
女に
ょ
う
ご御
の
絵

を
愛
好
し
ま
し
た
。
梅
壺
の
女
御
と
は
、

光
源
氏
の
養
女
で
冷
泉
帝
の
寵
愛
を
受
け

て
お
ら
れ
ま
す
が
、
先
に
女
御
と
し
て
お

ら
れ
た
権
中
納
言
の
娘
の
弘こ
き
で
ん

徽
殿
の
女
御

も
ラ
イ
バ
ル
で
す
。
帝
の
寵
愛
は
、
ど
ち

ら
も
甲
乙
つ
け
難
い
の
で
す
。

　

親
で
あ
る
光
源
氏
と
権
中
納
言
の
見
守

る
中
、
両
陣
営
に
よ
る
帝
の
前
で
の
絵
合

わ
せ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
場
面
に
「
竹
取
物
語
」
の
絵
巻
物

が
出
て
き
ま
す
。

　
「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
祖
な
る『
竹

取
の
翁
』」
と
紹
介
さ
れ
ま
す
。

　

唐
か
ら
に
し
き錦の
縁
が
つ
け
ら
れ
て
あ
っ
て
、
赤

紫
の
表
紙
、
紫し
た
ん檀

の
軸
で
上
品
な
絵
巻
物

で
す
。

　

絵
巻
物
を
鑑
賞
し
な
が
ら
互
い
が
批
評

し
あ
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
意
地
悪
な
感
じ

で
す
。
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

　
「
竹
取
の
老
人
と
同
じ
よ
う
に
古
く

な
っ
た
小
説
で
は
あ
っ
て
も
、
思
い
あ

が
っ
た
主
人
公
の
赫か
ぐ
や
ひ
め

耶
姫
の
性
格
に
人
間

の
理
想
の
最
高
の
も
の
が
暗
示
さ
れ
て
い

て
よ
い
の
で
す
。
卑ひ
き
ん近
（
俗
っ
ぽ
い
事
）

な
こ
と
ば
か
り
が
お
も
し
ろ
い
人
に
は
わ

か
ら
な
い
で
し
ょ
う
が
」

と
あ
る
方
が
言
わ
れ
ま
す
と
、別
の
方
が
、

「
赫
耶
姫
の
の
ぼ
っ
た
天
の
世
界
と
い
う

も
の
は
空
想
で
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
こ

の
世
の
生
活
の
写
し
て
あ
る
と
こ
ろ
は
あ

ま
り
に
庶
民
的
す
ぎ
て
美
し
い
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
貴
族
は
多
く
出
て
く
る
の

に
宮
廷
の
描
写
な
ど
は
す
こ
し
も
な
い
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
赫
耶
姫
は
竹
取
の
翁

の
一
つ
の
家
を
照
す
だ
け
の
光
し
か
な

か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
貴
族
の
若
者
が
大

金
で
買
っ
た
毛
皮
が
め
ら
め
ら
と
焼
け
た

と
書
い
て
あ
っ
た
り
、
に
せ
物
を
も
っ
て

来
て
ご
ま
か
そ
う
と
し
た
り
と
不
愉
快
な

事
ば
か
り
で
す
。」

こ
ん
な
事
を
言
い
合
い
な
が
ら
い
つ
ま
で

も
中
々
勝
負
が
決
ま
り
ま
せ
ん
。

　

結
局
最
後
は
光
源
氏
の
出
し
た
絵
に
誰

も
が
息
を
飲
み
ま
し
た
。
須
磨
の
風
景
が

描
か
れ
た
そ
の
絵
に
は
、
源
氏
が
過
ご
し

た
侘
び
住
ま
い
や
海
の
様
子
が
余
す
所
な

く
表
さ
れ
、
趣
深
い
歌
ま
で
添
え
ら
れ
て

い
た
。

　

そ
れ
ま
で
に
出
さ
れ
た
絵
の
こ
と
は
全

て
忘
れ
去
り
、
人
々
は
、
こ
の
絵
に
心
を

奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

絵
合
わ
せ
は
、光
源
氏
の
勝
利
と
な
り
、

敗
れ
た
権
中
納
言
は
、
娘
に
対
す
る
帝
の

寵
愛
が
損
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
危

惧
す
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　

千
年
以
上
前
に
書
か
れ
た
長
編
小
説
の

源
氏
物
語
に
も
こ
の
よ
う
な
形
で
現
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
ん
な
風
に
竹
取
物
語
は
そ
の
後
の
日

本
文
学
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま

す
。

　

皆
さ
ん
に
も
か
ぐ
や
姫
が
見
え
て
こ
ら

れ
ま
し
た
か
？
…
輝
く
光
の
よ
う
な
も

の
が
見
え
て
こ
ら
れ
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
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岡
山
県
本
部
主
催　

花
フ
ォ
ー
ラ
ム

　

花  

Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ  

音  

Ｏ
Ｔ
Ｏ　

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

　
　

会
期
：
7
月
12
日
㈰　

会
場
：
ラ
イ
フ
パ
ー
ク
倉
敷

　
　

花
：
桑
原
仙
溪
・
桑
原
櫻
子　

箏
曲
：
山
路
み
ほ

　
　

入
場
者
：
２
６
０
名　

公
開
い
け
ば
な
教
室
：
20
名
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オ
ク
ラ
と
パ
ニ
カ
ム

　
　
　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

オ
ク
ラ
は
ア
フ
リ
カ
原
産
の
多
年
草
だ

が
、
寒
さ
に
弱
い
た
め
日
本
で
は
一
年
草

と
し
て
栽
培
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
オ
ク
ラ

は
英
名
。
パ
ニ
カ
ム
は
黍き
び

属
に
つ
け
ら
れ

た
名
前
で
、
ア
メ
リ
カ
原
産
の
い
く
つ
か

の
品
種
が
切
り
花
に
な
っ
て
い
る
。
脇
役

と
し
て
と
り
合
わ
せ
に
加
え
る
と
、
季
節

の
風
情
が
深
ま
る
感
じ
が
す
る
。

　

赤
い
オ
ク
ラ
を
パ
ニ
カ
ム
の
中
に
立
て

る
と
、
優
し
い
表
情
に
な
っ
て
く
れ
た
。

　

花
材　

オ
ク
ラ
（
葵
あ
お
い

科
）

　
　
　
　

パ
ニ
カ
ム
（
稲
科
）

　
　
　
　

薔
薇
「
カ
ル
ピ
デ
ュ
ー
ム
」

　
　
　
　
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

ト
ル
コ
ブ
ル
ー
手
付
陶
花
器

蔓つ
る
う
め
も
ど
き

梅
擬
と
鶏け

い
と
う頭

　
　
　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

器
の
装
飾
は
シ
ン
プ
ル
な
も
の
を
好
ん

で
使
っ
て
い
る
。
例
え
ば
白
黒
と
か
。
そ

し
て
模
様
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
自
然
を

モ
チ
ー
フ
に
し
つ
つ
、
抽
象
的
な
デ
ザ
イ

ン
の
方
が
花
を
い
け
や
す
い
。

　

雨
上
が
り
の
庭
。
蜘
蛛
の
糸
に
水
滴
が

い
っ
ぱ
い
つ
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
作

例
の
花
器
の
デ
ザ
イ
ン
は
ま
さ
に
そ
ん
な

感
じ
だ
。
自
然
の
輝
き
を
感
じ
る
器
は
、

い
け
ば
な
の
趣
を
深
め
て
く
れ
る
。　

　

花
材　

蔓
梅
擬
（
錦
木
科
）

　
　
　
　

鶏
頭
二
色
（
莧ひ
ゆ

科
）

　
　
　
　

女お
み
な
え
し

郎
花
（
女
郎
花
科
）

　

花
器　

白
黒
陶
花
瓶
（
近
藤
豊
作
）
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
627
号　

2015
年
9
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

月
の
暦こ

よ
み

と
太
陽
の
暦　
　

　

今
年
の
中
秋
の
名
月
は
9
月
27
日
だ
そ
う
だ
。
ち

な
み
に
来
年
は
9
月
15
日
、
再
来
年
は
10
月
4
日

と
年
に
よ
っ
て
違
う
。
旧
暦
の
8
月
15
日
が
新
暦

の
い
つ
に
当
た
る
か
と
い
う
こ
と
。

　

現
在
の
太た
い
よ
う
れ
き

陽
暦
に
代
わ
る
前
の
太た
い
い
ん
た
い
よ
う
れ
き

陰
太
陽
暦
（
太

陰
＝
月
）
で
は
、
月
が
見
え
な
く
な
る
新
月
か
ら

各
月
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
毎
月
の
3

日
頃
に
は
、
ま
さ
に
三
日
月
が
で
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
と
て
も
分
か
り
や
す
い
。
満
月
は
15
日
頃
。

　

旧
暦
で
は
７
、８
、９
月
が
秋
な
の
で
、
中
秋
す
な

わ
ち
8
月
の
満
月
を
中
秋
の
名
月
と
呼
ぶ
。
8
月

15
日
の
月
を
十
五
夜
、
9
月
13
日
の
月
を
十
三
夜

と
呼
ん
で
、
ど
ち
ら
も
月
見
を
し
て
月
に
供
え
物

を
し
て
い
た
。
十
五
夜
は
芋
名
月
、
十
三
夜
は
栗

名
月
、
豆
名
月
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

一
方
で
、
太
陽
黄
経
の
角
度
を
元
に
し
た
二
十
四

節
気
も
あ
っ
て
、
秋
分
の
日
は
そ
の
一
つ
。
旧
暦

で
は
毎
年
日
が
変
わ
り
、
新
暦
で
は
毎
年
ほ
ぼ
同

じ
日
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
旧
暦
と
新
暦
を
比
べ
る
と
、
旧
暦
の
ほ
う

が
自
然
に
添
っ
た
暮
ら
し
が
で
き
そ
う
な
気
が
す

る
が
ど
う
だ
ろ
う
。
作
物
の
収
穫
も
月
の
満
ち
欠

け
に
あ
わ
せ
て
い
た
と
聞
く
。
そ
の
あ
た
り
の
こ

と
を
一
度
調
べ
て
書
い
て
み
た
い
。

出
逢
い
花
（
22
）　
　
　
　

仙
溪

　

山や
ま
し
ゃ
く
や
く

芍
薬
の
実
（
牡ぼ
た
ん丹
科
）

　

唐か
ら
ま
つ
そ
う

松
草
（
金き
ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

ど
ち
ら
も
山
の
宝
と
も
い
う
べ
き
植
物
。
強
烈

な
印
象
の
山
芍
薬
の
実
に
、
粉
雪
の
よ
う
な
繊
細

さ
を
感
じ
る
唐
松
草
。
谷
川
の
水
流
の
よ
う
な
造

形
の
花
器
に
挿
す
と
、
奥
山
へ
通
じ
る
秘
密
の
扉

が
開
い
て
、
向
こ
う
か
ら
微そ
よ
か
ぜ風
が
吹
い
て
き
た
。
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菊　

萩は
ぎ

　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　

花
材　

主
株　

菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

子
株　

萩
（
豆
科
）

　

花
器　

粉こ
び
き引
陶
花
器
（
伊
藤
典
哲
作
）

　

家
庭
画
報
10
月
号
に
、
櫻
子
が
二
色
の

豆
を
使
っ
た
豆
ご
飯
を
紹
介
し
て
い
る

が
、
そ
れ
に
は
「
萩
ご
飯
」
の
名
前
が
つ

け
ら
れ
て
い
る
。
緑
と
赤
の
豆
色
を
、
萩

の
葉
と
花
に
な
ぞ
ら
え
て
の
命
名
だ
が
、

心
躍
る
楽
し
い
名
付
け
方
だ
と
思
う
。

　

萩
は
古
来
よ
り
日
本
人
に
愛
さ
れ
て
き

た
。
万
葉
集
に
一
番
多
く
詠
ま
れ
て
い
る

し
、
美
術
・
工
芸
に
も
好
ん
で
描
か
れ
て

い
る
。

　

菊
の
生
花
は
撓
め
る
技
術
が
難
し
く
、

敬
遠
さ
れ
る
人
が
多
い
が
、
一
株
に
こ
だ

わ
ら
な
い
で
、
あ
っ
さ
り
と
し
た
株
分
け

に
し
て
、
と
り
合
わ
せ
る
花
と
の
季
節
の

色
彩
を
楽
し
む
気
持
で
い
け
て
み
て
は
ど

う
だ
ろ
う
。

　

作
例
で
は
同
色
異
種
の
花
で
上
品
に
ま

と
め
た
が
、
萩
に
対
し
て
菊
が
や
や
重
く

見
え
る
。
小
菊
や
嵯
峨
菊
の
ほ
う
が
バ
ラ

ン
ス
が
良
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

真

真副

副

留

留

主
株

子
株
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籠
花

　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

秋
の
草
花
が
出
揃
う
頃
に
な
る
と
籠
に

花
を
い
け
た
く
な
る
。

　

掛
花
も
投
げ
入
れ
も
籠
に
代
わ
り
、
又

果
物
や
南
瓜
、
さ
つ
ま
芋
も
暫
く
籠
盛
り

に
し
て
眺
め
て
い
る
。

　

こ
の
竹
籠
は
昔
か
ら
家
に
あ
る
も
の
だ

が
、
唐と
う
じ
ん
か
さ
か
ご
は
な
い
れ

人
笠
籠
花
入
と
い
う
籠
に
似
て
い

る
。
韓
国
の
人
が
か
ぶ
る
帽
子
を
逆
に
し

た
よ
う
な
形
か
ら
唐
人
笠
と
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
籠
に
は
蔓つ
る

の
手
が
付
い
て
い
る
の

で
固
苦
し
く
な
く
ど
ん
な
花
で
も
気
軽
に

飾
っ
て
い
る
。
前
方
に
や
や
傾
い
て
い
る

よ
う
な
形
で
口
元
に
も
た
っ
ぷ
り
の
葉
を

添
え
ら
れ
る
。

　

秋
し
ゅ
う
め
い
ぎ
く

明
菊
と
鳥
と
り
か
ぶ
と兜、
ど
ち
ら
も
綺
麗
に
咲

く
時
季
の
短
い
季
節
の
花
だ
。
紅
葉
し
始

め
た
楓
を
添
え
た
。

　

花
材　

秋
明
菊
（
金
鳳
花
科
）

　
　
　
　

鳥
兜
（
金
鳳
花
科
）

　
　
　
　

楓
（
楓
科
）

　

花
器　

手
付
唐
人
笠
籠

出
逢
い
花
（
23
）　
　
　
　

　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

糸い
と
ば
し
ょ
う

芭
蕉
の
枯
葉
（
芭
蕉
科
）

　

ア
ス
コ
セ
ン
ダ
（
蘭
科
）

　

植
物
が
枯
れ
た
姿
も
味
わ
い
深
い
。

　

た
ま
た
ま
花
屋
で
、
い
い
感
じ
に
枯
れ

た
糸
芭
蕉
の
葉
を
見
つ
け
た
の
で
、
深
紅

の
蘭
と
出
逢
い
花
に
し
て
み
た
。

　

こ
の
赤
い
蘭
の
名
前
は
ア
ス
コ
セ
ン

ダ
。
洋
蘭
に
詳
し
い
方
は
ご
存
知
と
思
う

が
、
私
は
は
じ
め
て
名
前
を
知
っ
た
。
ア

ス
コ
セ
ン
ダ
と
い
う
蘭
は
、
バ
ン
ダ
と
ア

ス
コ
セ
ン
ト
ラ
ム
の
交
配
で
生
ま
れ
た
蘭

で
、
多
く
の
品
種
が
あ
る
ら
し
い
。
小
型

の
バ
ン
ダ
と
い
う
と
こ
ろ
だ
が
、
花
数
が

多
い
の
で
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
大
変
人
気

が
あ
り
、
庭
の
木
に
ぶ
ら
下
げ
て
育
て
て

い
る
そ
う
だ
。

　

枯
れ
た
花
材
に
は
み
ず
み
ず
し
さ
を
加

え
る
よ
う
に
相
手
を
選
ぶ
と
い
い
。
そ

う
す
る
こ
と
で
お
互
い
の
存
在
感
が
際
立

つ
。

　

さ
て
、
器
を
ど
う
し
た
も
の
か
。
南
国

を
連
想
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
、
そ
れ
で

い
て
枯
葉
の
フ
ォ
ル
ム
と
響
き
合
う
よ
う

な
器
は
な
い
も
の
か
。
と
、
ぶ
つ
ぶ
つ
云

い
な
が
ら
探
す
。
漸
よ
う
やく
一
つ
引
っ
張
り
出

し
て
き
た
。

◆
横
か
ら
見
た
、
い
け
ば
な
の
奥
行
き
。
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真
副

留
胴

中
間

控

基
本
花
型
に
い
け
る

　

主
材　

檜
扇
の
実
（
菖
蒲
科
）

　

副
材　

薔
薇　
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

ピ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
（
ヤ
マ
モ
ガ

　
　
　
　

シ
科
）

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

　　

盛
花
の
基
本
花
型
に
は
立
体
と
斜
体
が

あ
り
、
主
材
の
姿
が
立
ち
上
る
場
合
は
立

体
型
に
、
横
へ
ひ
ろ
が
る
場
合
は
斜
体
型

に
い
け
る
。

　

主
材
に
選
ん
だ
檜
扇
の
実
は
立
体
・
斜

体
ど
ち
ら
に
も
い
け
ら
れ
る
花
材
だ
が
、

一
本
し
か
な
い
場
合
は
立
体
型
が
い
い
だ

ろ
う
。

立
体
副
主
型

◎
剣
山
の
主
要
部
分
の
説
明

　

そ
れ
ぞ
れ
の
役
枝
を
剣
山
に
挿
す
場

合
、
位
置
と
方
向
は
、
お
よ
そ
左
の
図
の

よ
う
に
な
る
。



5

①　

主
材
の
檜
扇
の
実
を
、
い
け
あ
が
り
を
想
像
し
て
、
副
の

位
置
に
立
て
る
。
立
ち
姿
に
見
え
る
向
き
を
探
し
て
、
や
や
前

傾
さ
せ
て
い
る
。

②　

す
ぐ
後
ろ
に
薔
薇
を
立
て
る
。
真
の
位
置
。

③　

副
の
足
元
か
ら
前
方
へ
出
る
よ
う
に
、
胴
の
薔
薇
を
出
す
。

写
真
で
は
短
く
見
え
る
が
、
実
際
に
は
真
の
薔
薇
よ
り
も
長
い
。

④　

留
の
位
置
に
薔
薇
を
入
れ
て
水
際
を
と
と
の
え
、
そ
の
後
ろ

の
中
間
に
ピ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
覗
か
せ
た
と
こ
ろ
。
さ
ら
に
中
間

に
ピ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
、
控
に
檜
扇
の
実
を
見
せ
て
、
奥
行
き
を
つ

く
る
。（
４
頁
の
花
）

副

真

胴

留

中
間

真

副

留
胴 中

間

控

中
間

花
器
の
幅
と
高
さ
の
1.7
倍

横から見たところ。

真

副

留

胴

中
間

控

それぞれの長さ。主材の長さは、花器の幅と高さを足した長さの1.5
〜２倍を目安にして、水の中の深さを加えて切る。

水際
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

⑯

立
花
秘
傳
抄　

五　

　
　

立
花
名
目　
並
び
に　

訓
解

　
　
　

心し
ん

の
事

　

一
瓶
の
内
、
高
く
直す
ぐ

な
る
を
心し
ん

と
名
付
け
る
こ
と
は

儒じ
ゅ
け家

の
中
心
、
仏
者
の
花か
し
ん心

と
云
う
よ
り
出
た
り
。
さ

る
に
よ
っ
て
極
真
立
に
は
心
直す
ぐ

に
か
た
よ
ら
ざ
る
を
本

意
と
す
。
そ
れ
よ
り
相あ
い
お
い
じ
ん

生
心
、
合
あ
わ
せ
じ
ん心、
二
つ
真
、
直す
ぐ
じ
ん心
、

除の
き
じ
ん心
、右
五
ケ
の
心
を
定
め
て
、こ
の
外
心
の
名
目
な
し
。

　

心
は
君き
み

の
ご
と
く
。
六
の
枝
は
臣
の
ご
と
し
。
心
は

位
有
り
て
、
幽
玄
な
る
を
用
う
べ
し
。
六
の
枝
は
勢
い

つ
よ
く
、
働
き
あ
る
を
専
ら
と
す
。
こ
れ
君く
ん
し
ん臣

合
体
の

意
な
り
。

　

古
人
の
云
く
。
心し
ん

は
こ
と
た
ら
ぬ
様よ
う

な
る
を
よ
し
と

す
。
た
と
え
ば
上
の
句
、
鶯
う
ぐ
い
すの

聲こ
え

な
か
り
せ
ば
雪
き
え

ぬ
、
下
の
句
、
山
さ
と
い
か
に
春
を
し
ら
ま
し
、
と
読

む
る
が
如
く
、
下
句
に
て
上
の
句
を
よ
く
こ
と
は
り
、

一
首
の
す
が
た
よ
ろ
し
き
よ
う
に
、
立
花
も
意
得
て
指

す
べ
き
と
云
え
り
。
又
云
う
、
た
と
え
ば
猿
楽
の
能
を

す
る
に
、
笛
、
鼓
、
太
鼓
を
も
っ
て
、
太
夫
一
人
を
お

も
し
ろ
う
見
す
る
よ
う
に
、
は
や
す
と
い
え
ど
、
つ
つ

み
は
鼓
、
笛
は
ふ
え
、
一
ぶ
ん
一
ぶ
ん
の
面
白
所
を
な

す
が
ご
と
く
、
立
花
六
の
枝
も
、
よ
く
心
を
生そ

だ
て立

て
、

お
の
れ
お
の
れ
が
働
き
あ
る
べ
し
。

　

心
の
み
き
ふ
と
く
、
葉
あ
つ
き
は
賤い
や

し
。
枝
左
右
へ

長
き
は
、
請
副
は
た
ら
か
ず
、
苔
、
晒し
ゃ
れ木

の
重
き
は
低

く
立
て
、
梅
、
柳
の
か
る
き
は
高
く
、
枝
な
き
心
は
瓶

に
の
ら
で
も
苦
し
か
ら
ず
。
除の
き

高
き
は
、
胴
長
く
て
古

流
な
り
。
遠
く
よ
り
見
る
心
は
、
葉
の
茂
り
た
る
を
用

う
べ
し
。

　

梅
は
冬
の
内
は
心し

ん

に
立
て
ず
。
柳
は
初
冬
よ
り
立
て

初そ
む

る
。
一
本
立
て
も
苦
し
か
ら
ず
と
い
え
ど
、
河
柳
を

あ
し
ら
う
。
河
柳
の
心
は
か
な
ら
ず
水
際
へ
ぬ
く
べ
し
。

藤
の
心
は
、
松
の
み
き
狂
い
、
老
い
た
る
風
情
よ
し
。

南
天
に
は
風
を
も
た
せ
、
薄
す
す
き

は
陰
陽
の
葉
を
見
せ
、
緑

松
に
は
古
葉
を
の
こ
し
、
竹
の
心
は
葉
先
床
の
角
へ
な

び
か
せ
、
水
際
に
て
節
を
見
す
る
。
ほ
か
之
を
略
す
。

口
伝
。

　
直す
ぐ

心
は
成
る
程
真ま
っ
す
ぐ直
な
る
を
よ
し
と
す
。
除の
き

心
は
梢
こ
ず
え

正
心
の
上
へ
も
ど
し
て
立
て
る
。
常
の
事
な
り
。
行
草

の
花
形
に
至
り
て
は
、
梢
瓶
に
の
ら
で
も
苦
し
か
ら
ず
。

或
い
は
み
き
異い
き
ょ
く曲

に
、
す
わ
り
が
た
き
心
な
ら
ば
、
ま

ず
瓶
に
立
て
置
き
、
さ
て
立
ち
の
き
て
真
横
か
ら
見
る

に
、梢
正
心
の
と
お
り
に
あ
た
ら
ば
、必
ず
す
わ
る
べ
し
。

　

方
丈
、
客
殿
、
書
院
、
仏
前
の
広
き
所
に
て
は
、
ま

ず
心
を
立
て
置
き
、
二
三
間
後
へ
よ
り
て
、
心
の
す
わ

り
を
見
る
べ
し
。
近
く
居
て
立
る
と
、
遠
く
よ
り
見
る

と
は
、
ち
が
い
あ
る
も
の
な
り
。
さ
て
大
枝
を
取
り
組

み
て
、
又
前
の
ご
と
く
、
立
ち
の
き
て
見
る
べ
し
。

（ 心 ＝ 真 ）



8

同
志
社
大
学
文
学
部
・
社
会
学

部  

父
母
会
講
演

　

会
期　

7
月
18
日
㈯

　

会
場　

同
志
社
大
学
良
心
館

　

講
演　
「
心
の
花
」
桑
原
仙
溪

　

講
演
内
容
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

　

い
け
ば
な
の
大
切
な
要
素
を
3
つ
あ

げ
て
み
ま
し
ょ
う
。「
自
然
の
息
吹
を

敬
う
心
」「
花
色
に
心
を
遊
ば
せ
て
」「
新

た
な
出
合
い
を
楽
し
む
」。
自
然
を
敬

い
、
そ
の
命
を
い
か
す
た
め
の
型
の
習

得
。
心
の
中
に
刻
み
こ
ま
れ
た
色
を
、

花
色
で
表
現
す
る
。
舞
台
の
演
出
家
や

指
揮
者
の
よ
う
に
、
新
た
な
出
合
い
で

花
の
ド
ラ
マ
を
生
み
だ
す
。
花
と
器
、

花
と
人
、
人
と
人
と
の
出
逢
い
を
つ
く

る
。
そ
ん
な
多
様
な
奥
深
さ
を
も
っ
て

い
る
の
が
い
け
ば
な
な
の
で
す
。

　

私
は
ず
っ
と
心
の
花
と
は
何
か
を
問

い
続
け
て
い
ま
す
。
２
０
１
１
年
５
月

に
安
中
の
教
会
で
献
花
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
時
や
、
ド
イ
ツ
で
花
を
い
け
た
時

に
感
じ
た
も
の
、
感
じ
て
も
ら
っ
た
も

の
が
、
心
の
花
で
は
な
い
か
な
と
感
じ

て
い
ま
す
。
私
は
幸
い
、
花
を
通
じ
て

心
を
伝
え
ら
れ
る
い
い
仕
事
に
就
い
て

い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
感
謝
し
、
た
く

さ
ん
の
人
た
ち
と
花
を
通
じ
た
心
の
つ

な
が
り
が
で
き
ま
す
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。

花
展
の
い
け
ば
な
に
つ
い
て

　

５
月
下
旬
に
広
島
で
開
催
さ
れ
た
日
本
い

け
ば
な
芸
術
中
国
展
に
は
、
当
流
か
ら
18
作

の
い
け
ば
な
が
出
品
さ
れ
、
ど
の
出
品
作
も

気
迫
の
こ
も
っ
た
良
い
花
だ
っ
た
。
岡
山
の

先
生
方
の
熱
意
に
感
謝
し
て
い
る
。

　　

い
け
ば
な
展
は
晴
れ
の
舞
台
。
大
き
な
花

展
と
な
る
と
尚な

お
さ
ら更
だ
。
立
花
大
作
に
は
締
ま
っ

た
松
葉
を
使
っ
て
い
た
が
、
自
分
で
松
を
育

て
て
お
ら
れ
る
そ
う
だ
。

　

今
回
、
花
材
の
運
搬
に
も
気
を
遣
わ
れ
た
。

ト
ラ
ッ
ク
輸
送
だ
と
花
が
い
た
む
の
で
、
大

型
バ
ス
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
、
出
品
者
と
共

に
花
材
を
積
ん
で
会
場
へ
運
ぶ
念
の
入
れ
よ

う
だ
。

　

い
け
た
後
の
花
の
世
話
も
大
切
。
会
場
か

ら
す
ぐ
の
ホ
テ
ル
に
泊
ま
り
込
み
、
朝
夕
の

手
直
し
を
欠
か
さ
な
い
。
そ
の
際
の
予
備
花

材
も
充
分
に
用
意
さ
れ
て
い
た
。

　

先
の
テ
キ
ス
ト
で
白
黒
写
真
を
掲
載
し
た

が
、
も
う
一
度
カ
ラ
ー
写
真
で
現
代
花
に
つ

い
て
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

　

花
展
に
立
花
や
生
花
と
い
う
古
典
花
で
は

な
く
、
現
代
花
を
出
品
す
る
場
合
、
お
よ
そ

次
の
よ
う
な
方
向
性
が
あ
る
と
思
う
。

㈠
山
里
水
の
自
然
を
い
け
る

　

写
真
①
〜
③
。

　

季
節
の
和わ

の
花
材
で
、
自
然
の
風
情
や
景

色
を
表
現
す
る
い
け
ば
な
。

㈡
特
殊
な
花
材
を
い
か
す

　

写
真
④
〜
⑥
。

　

普
段
い
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
特
別
な

花
材
や
、
と
っ
て
お
き
の
枯
れ
物
な
ど
を
使
っ

て
、
そ
れ
を
い
か
す
と
り
合
わ
せ
と
花
形
を

工
夫
す
る
。

㈢
色
彩
を
重
視
し
た
自
由
な
発
想

　

写
真
⑦
〜
⑫
。

　

特
殊
な
花
材
で
な
く
て
も
、
そ
の
も
の
の

色
彩
を
際
立
た
せ
る
と
り
合
わ
せ
や
い
け
方

を
考
え
る
。
お
も
い
き
っ
て
数
多
く
い
け
た

り
、
同
系
色
の
濃
淡
を
集
め
た
り
、
反
対
色

を
ア
ク
セ
ン
ト
に
し
た
り
。

　

以
上
の
他
に
も
熱
帯
な
ど
他
国
の
自
然
を

表
現
し
た
り
、
自
由
な
い
け
方
が
あ
っ
て
い

い
が
、
お
よ
そ
こ
の
三
つ
の
う
ち
の
ど
れ
で

い
く
か
を
最
初
に
選
ん
で
、
あ
と
は
、
出
し

た
い
雰
囲
気
、
色
彩
、
使
い
た
い
花
材
、
使

い
た
い
花
器
、
や
っ
て
み
た
い
い
け
方
な
ど

を
考
え
て
い
く
。

　

と
り
合
わ
せ
る
花
材
が
多
す
ぎ
る
と
、
か

え
っ
て
主
張
の
な
い
花
に
な
る
の
で
注
意
し

た
い
。
要
は
表
現
の
的ま
と

を
絞
る
こ
と
。

　

そ
し
て
会
場
に
い
け
た
と
こ
ろ
を
想
像
し

て
み
る
。
敷
物
で
色
を
加
え
た
り
、
敷
板
が

必
要
か
ど
う
か
も
考
え
る
。
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◆
山
里
水
の
自
然
を
い
け
る

◆
特
殊
な
花
材
を
い
か
す

◆
色
彩
を
重
視
し
た
自
由
な
発
想
の
い
け
ば
な

①②①

④⑤⑥

⑦⑧⑨

⑩⑪⑫
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コ
ス
モ
ス　
　
　
　

櫻
子

　

今
で
は
日
本
の
秋
を
彩
る
花
の
一
つ
に

な
っ
た
コ
ス
モ
ス
。
で
も
、
元
を
辿
る
と

メ
キ
シ
コ
の
植
物
だ
。
メ
キ
シ
コ
原
産
の

花
に
は
ほ
か
に
も
ダ
リ
ア
、
ポ
イ
ン
セ
チ

ア
な
ど
が
馴
染
み
深
い
。

　

メ
キ
シ
コ
と
い
う
と
熱
く
て
乾
燥
し
た

イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
が
、
首
都
メ
キ
シ
コ
シ

テ
ィ
ー
の
標
高
は
二
千
メ
ー
ト
ル
以
上
あ

り
、
昼
と
夜
の
温
度
差
が
大
き
い
。
コ
ス

モ
ス
は
雨
季
か
ら
乾
季
へ
変
わ
る
９
月
か

ら
10
月
に
咲
く
野
の
花
だ
。

　

マ
リ
ア
ッ
チ
の
ギ
タ
ー
演
奏
の
よ
う

に
、
情
熱
的
に
コ
ス
モ
ス
を
い
け
て
み
る

の
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
回
は
日

本
の
里
の
風
景
に
溶
け
込
ん
だ
花
と
し
て

い
け
て
み
た
。
た
だ
し
和
花
と
上
下
に
分

け
て
、
印
象
的
に
見
え
る
よ
う
に
し
た
。

　

花
材　

コ
ス
モ
ス
（
菊
科
）

　
　
　
　

雪
柳
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

桔
梗
（
桔
梗
科
）

　
　
　
　

ピ
ン
ポ
ン
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

条
文
陶
花
瓶

◆
横
か
ら
見
た
、
い
け
ば
な
の
奥
行
き
。
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◆
横
か
ら
見
た
、
い
け
ば
な
の
奥
行
き
。

ネ
リ
ネ　

ア
ナ
ベ
ル　

櫻
子

　

ア
ナ
ベ
ル
は
北
ア
メ
リ
カ
原
産
の
ア
メ

リ
カ
ノ
リ
ノ
キ
の
園
芸
種
。
白
い
装
飾
花

が
半
球
状
に
咲
い
た
あ
と
、
作
例
の
よ
う

に
緑
色
に
変
わ
っ
て
枝
に
残
る
。
ち
な
み

に
カ
シ
ワ
バ
ア
ジ
サ
イ
も
同
じ
北
ア
メ
リ

カ
原
産
。ま
た
、花
序
の
大
き
な
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
ア
ジ
サ
イ
（
ミ
ナ
ヅ
キ
）
は
東
ア
ジ
ア

原
産
の
ノ
リ
ウ
ツ
ギ
の
園
芸
種
だ
。

　

ネ
リ
ネ
は
南
ア
フ
リ
カ
原
産
の
球
根
植

物
で
、
日
本
や
中
国
に
分
布
す
る
彼
岸

花
や
リ
コ
リ
ス
と
同
じ
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
科
だ

が
、
属
は
異
な
る
。

　

私
達
は
現
在
、
昔
よ
り
も
多
く
の
花
を

あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
い
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
の
原
種
の
生

態
や
、
栽
培
の
ご
苦
労
を
知
っ
て
お
き
た

い
と
思
う
。
そ
れ
が
一
つ
一
つ
の
花
へ
の

愛
着
に
つ
な
が
る
。

　

ネ
リ
ネ
の
茎
も
生
か
す
よ
う
に
シ
ン
プ

ル
な
構
成
に
し
て
み
た
。

　

花
材　

ネ
リ
ネ
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

ア
ナ
ベ
ル
（
紫あ
じ
さ
い

陽
花
科
）

　

花
器　

角
柱
陶
花
瓶
（
宮
下
善
爾
作
）
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
628
号　

2015
年
10
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

レ
モ
ン
だ
よ
り

　
「
人
間
っ
て
花
を
切
っ
た
り
挿
し
た
り
、

不
思
議
な
生
き
物
だ
に
ゃ
〜
」

◆
横
か
ら
見
た
、
い
け
ば
な
の
奥
行
き
。

パ
ン
パ
ス
と
プ
ロ
テ
ア　

仙
溪

　

南
米
の
パ
ン
パ
ス
と
南
ア
フ
リ
カ
の
プ

ロ
テ
ア
を
出
逢
わ
せ
た
。
ど
ち
ら
も
未
知

の
大
地
に
根
を
下
ろ
す
、
野
生
の
強
さ
を

感
じ
る
。

　

イ
ン
カ
の
よ
う
な
模
様
が
刻
ま
れ
た
花

器
に
い
け
る
と
、
太
古
の
地
球
の
鼓
動
が

聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。

　

花
材　

パ
ン
パ
ス
・
グ
ラ
ス
（
稲
科
）

　
　
　
　

キ
ン
グ
・
プ
ロ
テ
ア
（
ヤ
マ
モ

　
　
　
　

ガ
シ
科
）

　
　
　
　

煙
の
木
の
葉
（
漆
科
）

　

花
器　

飴
色
釉
花
器
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◆
横
か
ら
見
た
、
い
け
ば
な
の
奥
行
き
。

ぶ
ら
さ
が
る

　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　
　

櫻
子

　

春
に
は
美
し
い
花
の
房
を
下
げ
て
い
た

藤ふ
じ

も
、
秋
に
な
る
と
剽
ひ
ょ
う
き
ん軽な
長
細
い
実
が

蔓
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
。
藤
棚
で
あ
れ

ば
、
さ
し
ず
め
自
然
の
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
、

で
は
な
い
に
し
て
も
、
見
て
い
て
楽
し
い

気
分
に
な
る
。

　

と
は
云
え
、
こ
れ
だ
け
沢
山
ぶ
ら
さ

が
っ
た
枝
を
い
け
る
の
は
容
易
で
は
な

い
。
重
量
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
つ
つ
も
、
花

は
前
方
へ
出
す
こ
と
で
、
藤
の
実
の
ボ

リ
ュ
ー
ム
に
負
け
な
い
奥
行
き
を
つ
く

る
。

　

取
り
合
わ
せ
に
は
４
色
の
ピ
ン
ポ
ン
菊

を
選
び
、
藤
色
の
杜
ほ
と
と
ぎ
す鵑を
た
し
た
。
藤
の

実
に
カ
ラ
フ
ル
な
ピ
ン
ポ
ン
菊
が
よ
く
似

合
っ
て
い
る
。

　

花
材　

藤
の
実
（
豆
科
）

　
　
　
　

ピ
ン
ポ
ン
菊
４
色
（
菊
科
）

　
　
　
　

杜
ほ
と
と
ぎ
す鵑（
百
合
科
）

　

花
器　

市
松
模
様
陶
花
瓶
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◆
横
か
ら
見
た
、
い
け
ば
な
の
奥
行
き
。

赤
芽
柳

　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

草
型　

留
流
し

　

花
器　

耳
付
銅
花
瓶

　

赤
芽
柳
は
別
名
を
フ
リ
ソ
デ
ヤ
ナ
ギ

（
振
袖
柳
）
と
も
呼
ば
れ
、
花
芽
が
大
き

く
な
っ
て
、
赤
い
芽
鱗
片
が
落
ち
た
あ
と

の
花
穂
は
い
か
に
も
春
ら
し
い
。

　

し
か
し
、
生
花
に
い
け
る
な
ら
、
ま
だ

花
芽
が
小
さ
く
て
固
い
初
冬
が
い
い
。

　

日
の
当
た
る
側
、
い
わ
ゆ
る
日ひ
お
も
て表
は
、

枝
肌
も
花
芽
も
赤
み
が
強
い
の
で
、
日
表

の
側
が
手
前
に
な
る
よ
う
に
い
け
る
。

　

本
数
多
く
い
け
る
な
ら
、
銅
器
が
よ
く

似
合
う
。

し
な
り
の
美

　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　
　

櫻
子

　

頭
こ
う
べを

垂
れ
る
稲
穂
を
見
る
と
、
自
然
の

恵
み
に
感
謝
の
気
持
ち
が
湧
い
て
き
て
、

心
の
中
で
こ
ち
ら
も
頭
を
下
げ
て
い
る
。

今
年
も
新
米
の
季
節
が
や
っ
て
き
た
。

　

こ
の
時
期
、
花
屋
に
も
少
量
の
黒
米
が

売
ら
れ
る
。
赤あ
か
ま
い米
や
黒く
ろ
ま
い米
は
古
代
米
と
名

付
け
ら
れ
て
か
ら
栽
培
が
増
え
て
き
た
そ

う
だ
。
い
け
ば
な
で
も
独
特
の
存
在
感
が

出
せ
る
花
材
だ
と
思
う
。

　

私
達
の
命
の
糧か
て

、
そ
の
元
の
姿
を
愛め

で

る
こ
と
も
ま
た
、
心
の
糧
と
な
っ
て
、
よ

り
深
く
自
然
と
の
関
わ
り
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

相
手
に
は
、
同
じ
く
し
な
る
姿
の
上
じ
ょ
う
ろ
う臈

杜ほ
と
と
ぎ
す
鵑
に
、大
輪
の
ピ
ン
ク
の
菊
を
選
ん
だ
。

垢あ
か
ぬ
け抜
け
た
華
や
か
さ
と
可
愛
さ
を
兼
ね
備

え
た
菊
は
、
恵
み
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
。

　

花
材　

上
じ
ょ
う
ろ
う
ほ
と
と
ぎ
す

臈
杜
鵑
（
百
合
科
）

　
　
　
　

黒
米
（
稲
科
）

　
　
　
　

菊
「
飛ひ

だ騨
マ
ム
」（
菊
科
）

　

花
器　

籠
花
入
（
桑
原
健
一
郎
作
）

真
（
序
）

副
（
破
）

留
（
急
）
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真
副

留胴

中
間

控

基
本
花
型
に
い
け
る

　

主
材　

紫
む
ら
さ
き
し
き
ぶ

式
部
（
紫し

そ蘇
科
）

　
　
　
　
　
　
　

※
熊く
ま
つ
づ
ら葛
科
か
ら
移
動

　

副
材　

竜り
ん
ど
う胆
（
竜
胆
科
）

　
　
　
　

木き
い
ち
ご苺
（
薔ば

ら薇
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　　

紫
む
ら
さ
き
し
き
ぶ

式
部
に
は
枝
が
直
立
す
る
も
の
と
横

へ
伸
び
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
の
性
質

に
あ
わ
せ
て
花
型
を
考
え
る
。
作
例
の
枝

は
横
へ
し
な
る
よ
う
な
枝
振
り
だ
っ
た
の

で
、
斜
体
型
を
選
ん
だ
。

　

一
本
の
枝
か
ら
に
十
本
以
上
の
長
い
小

枝
が
出
て
い
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
大
き
す

ぎ
る
た
め
、
小
枝
を
切
り
離
し
て
い
け
て

い
る
。

　

紫
式
部
の
実
に
は
茂
っ
た
葉
を
合
わ
せ

た
い
。
秋
色
に
色
付
き
は
じ
め
た
木
苺

（
構か
じ

苺い
ち
ご）
は
よ
く
映
る
。
白
色
と
青
紫
色

の
し
ぼ
り
の
竜
胆
で
、
彩
り
を
深
め
た
。

斜
体
副
主
型

◎
剣
山
の
主
要
部
分
の
説
明

　

そ
れ
ぞ
れ
の
役
枝
を
剣
山
に
挿
す
場

合
、
位
置
と
方
向
は
、
お
よ
そ
左
の
図
の

よ
う
に
な
る
。

真

副

留

胴

中
間

控

中
間真副

留

胴
控

中
間

横
か
ら
見
た
と
こ
ろ
。
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①　主材の紫式部の実を、いけあがりを想像して、
副の位置に５本ほどさす。先まで実がない枝は適当
に途中で切り縮めているが、自然な切り方を工夫す
る。

②　真の位置にも紫式部の実を一本立てて奥行きを
つける。胴の位置に木苺を出す。副の伸びを引き立
てつつ、水際を整える。同じく胴に紫式部の実も一
本加えて、奥行きをつくる。

③　中間の位置に竜胆を低めにさす。やや前傾させ
ている。

④　留の位置に木苺を加えたところ。
　中間にもう一本竜胆を立て、竜胆の脇枝と木苺の
下枝を控の位置に加える。（４頁の花）

副

真

胴

中
間

留

真

副

留
胴

中
間

控

中
間

胴

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

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

深
さ
を
加
え
て
切
る
。

水
際

花
器
の
幅
と
高
さ
の
2.2
倍

　

花
材
の
量
感
に
よ
っ
て
、
バ
ラ
ン
ス
の
良

い
長
さ
を
考
え
る
。

　

花
材
が
細
い
場
合
は
少
し
長
め
に
す
る
。
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

⑰

立
花
秘
傳
抄　

五　

　
　

立
花
名
目　
並
び
に　

訓
解
（
つ
づ
き
）

　
　
　

正し
ょ
う
し
ん心
の
事

　

直す
ぐ
じ
ん
だ
て

心
立
の
時
は
、
心
の
前
に
立
つ
る
に
よ
り
、
心
か

く
し
と
名
付
く
。
除の
き
じ
ん心
の
時
は
直
な
る
も
の
一
瓶
の
う

ち
こ
れ
よ
り
外
に
あ
ら
ざ
る
に
よ
り
、
正
心
と
名
付
く
。

ま
た
小
し
ょ
う
し
ん心と
か
く
時
は
直
心
の
大だ
い

に
か
わ
り
て
す
な
お

な
る
を
立
つ
る
心
こ
こ
ろな
り
。

　

正
心
の
高
さ
は
、
松
じ
ん
四
尺
あ
る
時
は
、
禿
か
む
ろ
ま
つ松

二

尺
に
立
つ
べ
し
。
こ
れ
定
法
な
り
。
梅
、
柳
な
ど
の
細

き
物
な
ら
ば
、
高
く
指
す
べ
し
。
ま
た
心し
ん

に
梅
、
柳
な

ど
を
立
つ
る
時
は
、
右
の
格
を
以
て
、
正
心
よ
ろ
し
く

立
つ
べ
き
な
り
。

　

除の
き
じ
ん心
の
正
心
は
心
の
前
よ
り
立
つ
る
流
も
あ
り
。
ま

た
後
ろ
よ
り
立
つ
る
流
も
あ
り
。
前
よ
り
立
つ
る
時
は
、

花
形
丸
く
、後
ろ
よ
り
立
つ
る
時
は
、花
形
ひ
ら
め
な
り
。

さ
れ
ば
花
形
に
し
た
が
い
、
時
に
よ
ろ
し
く
立
つ
べ
き

な
り
。

　

心
少
し
除の
き

た
ら
ば
正
心
ほ
そ
き
も
の
を
用
ゆ
べ
し
。

広
く
の
き
た
ら
ば
、
大
輪
な
る
も
の
を
用
ゆ
べ
し
。
心し
ん

の
幹
ふ
と
き
に
は
柔
ら
か
な
る
も
の
、
草く
さ

の
心し
ん

に
は
草く
さ

を
用
い
、
水
仙
、
杜
か
き
つ
ば
た若
は
花
よ
り
葉
を
高
く
、
紫し
お
ん苑
、

萱か
ん
ぞ
う草

は
下
に
葉
を
あ
し
ら
う
。
南
天
、
わ
く
ら
、
か
な

め
の
正
心
に
は
口
伝
あ
り
。
つ
つ
じ
は
下
へ
つ
か
い
さ

げ
、
引
き
松
は
正
心
に
用
い
ず
。
檜
ひ
の
きは
地ぢ

ば生
え
を
用
い
、

薄
は
穂
を
用
ゆ
。
草
木
に
か
ぎ
ら
ず
出
生
の
直す
ぐ

な
る
も

の
、
み
な
正
心
に
用
ゆ
べ
し
。

　
　
　

副そ
え

の
事

　

副
を
古
代
は
露つ
ゆ
う
け請

と
名
づ
く
。
云い

う
こ
こ
ろ
は
外
の

枝
よ
り
高
く
、
心
の
葉は
か
げ陰

に
の
ぼ
せ
て
、
松
の
雫
を
請う
け

る
と
云
う
心
こ
こ
ろ

な
り
。
然
る
に
中
頃
よ
り
副
と
云
う
。
心し
ん

に
し
た
し
く
副
の
ぼ
す
る
と
云
う
義
な
り
。
た
と
え
ば

大た
い
し
ょ
う
ぐ
ん

将
軍
に
副
ふ
く
し
ょ
う
ぐ
ん

将
軍
あ
る
が
如
く
、
一
方
の
花
形
を
守
り
、

心
に
勢
い
あ
ら
す
る
は
、
副そ
え

の
役や
く

な
る
べ
し
。

　

副
は
や
わ
ら
か
に
、
し
だ
れ
る
も
の
を
よ
し
と
す
。

心
す
こ
し
の
き
た
ら
ば
、
直す

ぐ
な
る
も
の
を
立
て
副そ
う

べ

し
。
広
く
の
き
た
ら
ば
、
な
び
き
た
る
も
の
、
葉
の
な

き
も
の
に
は
茂し
げ

り
た
る
も
の
、
水
ぎ
わ
の
き
に
は
き
お

い
た
る
も
の
、
幹
狂く
る

い
た
る
に
は
内
副
に
立
つ
べ
し
。

松
の
副
は
細
く
や
わ
ら
か
な
る
を
用
ゆ
べ
し
。
或
は
大

葉
一
枚
に
て
副
を
あ
し
ら
う
も
あ
り
。

　

上
手
の
副
を
付
る
と
云
う
は
、
心し
ん

に
そ
う
べ
き
枝
葉

を
よ
く
見
定
め
、
出
生
の
か
た
ち
に
ま
か
せ
、
念ね
ん
り
ょ慮
を

入
れ
ず
し
て
、
そ
の
ま
ま
副そ
え

る
時
は
、
自
然
の
景
気
う

つ
り
て
お
も
し
ろ
し
。
初
心
の
人
は
草
を
た
め
、
木
を

ゆ
が
め
、
執
着
の
こ
こ
ろ
を
以
て
、
強
い
て
副
う
る
に

よ
り
、
立
て
て
後
ま
で
、
思し
り
ょ
ふ
ん
べ
つ

慮
分
別
の
と
こ
ろ
花
に
あ

ら
わ
れ
て
、
つ
た
な
く
覚
ゆ
る
な
り
。
巧こ
う
し
ゃ者

は
こ
の
域
さ
か
い

を
よ
く
よ
く
工
夫
す
べ
し
。

　

師
語
を
作
り
て
、
副
を
付
る
こ
と
を
教
ゆ
。
副
う
て

副
わ
ざ
れ
、
除
い
て
除
か
ざ
れ
。
誠
に
こ
れ
中
庸
の
道

理
に
し
て
、
添
い
す
ぎ
た
る
時
は
い
や
し
く
、
除
き
す

ぎ
た
る
時
は
、
う
つ
り
あ
し
き
な
り
。
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請う
け

の
事

　

請
と
名
の
る
事
、
心
の
勢
い
を
請う
け

持
つ
と
い
う
義
な

り
。
心し
ん

お
も
き
時
は
請
お
も
く
、
心
か
ろ
き
時
は
請
か

ろ
し
。
副
し
だ
れ
た
る
も
の
な
ら
ば
、
請
は
き
お
い
た

る
も
の
、
副
き
お
い
た
る
物
な
ら
ば
、
請
は
し
だ
れ
た

る
も
の
。
心
、
副
、
直
な
る
も
の
な
ら
ば
、
請
は
風
流

に
狂
い
た
る
も
の
。
竹
の
請
に
は
習
い
あ
り
。

　

請
は
心
に
次
い
で
の
大
枝
に
て
、
専
ら
賞
翫
す
る
枝

な
れ
ば
時
の
珍
花
を
用
ゆ
べ
し
。

　
　
　

見み
こ
し越

の
事

　

見
越
と
名
付
く
る
は
、
山
を
見
越
し
て
高こ
う
ぼ
く木

の
梢
を

眺
め
る
心
こ
こ
ろ

な
り
。
さ
れ
ば
庭
前
に
山
を
作
る
に
、
見
越

あ
る
が
如
し
。
さ
る
に
よ
っ
て
、
小
木
高
草
を
用
い
ず
。

　

見
越
と
前
置
は
前
後
の
釣
り
合
い
に
て
、
前
置
お
も

き
時
は
見
越
お
も
く
、
前
置
短
く
出
る
時
は
、
見
越
も

ま
た
心し
ん

に
そ
え
て
立
つ
べ
し
。

　

除
心
の
見
越
は
、
さ
の
み
左
右
高
下
を
き
ら
は
ず
。

正
心
こ
は
き
も
の
な
ら
ば
見
越
や
わ
ら
か
に
、
正
心
色い
ろ

な
く
細
き
も
の
な
ら
ば
見
越
は
花
や
か
に
、
大
手
な
る

も
の
を
指
す
べ
し
。

　

藤
、
南
天
な
ど
の
し
だ
れ
た
る
も
の
、
見
越
に
用
い

る
時
は
、
兼
ね
て
見
越
所
を
広
く
あ
け
置
き
、
幽ゆ
う
げ
ん
て
い

玄
体

に
な
び
か
し
て
指
す
べ
し
。
梅
、
水
木
の
細
き
も
の
は
、

正
心
よ
り
高
く
立
つ
べ
し
。

　
　
　

流な
が
し枝
の
事

　

流
枝
と
云
う
は
、
水
ぎ
わ
低
く
横
へ
長
く
流
る
る
景

色
あ
る
ゆ
え
、
流
枝
と
名
づ
く
。
ま
た
長
枝
と
も
書
く

べ
し
。
一
瓶
の
内
ひ
く
く
出
す
も
の
、
流
枝
を
定
法
と

し
て
立
て
る
。
こ
れ
水
ぎ
わ
の
習
い
な
り
。

　　

草
木
の
横
へ
は
え
出
る
も
の
、
い
づ
れ
も
流
枝
に
用

ゆ
。
し
か
れ
ど
も
葉は
さ
き先
勢
い
な
き
も
の
は
用
い
ず
。
広

葉
の
た
ぐ
い
な
ら
ず
。
梅
の
ず
わ
ひ
心
得
あ
り
。
苔
晒

木
の
流
枝
は
、
い
か
に
も
細
き
を
用
ゆ
。

　

流
枝
の
出
口
、
き
つ
く
り
と
出
す
べ
か
ら
ず
。
本も
と

に

て
き
お
い
、
中
に
て
沈
み
、
す
え
に
て
あ
が
る
様
に
指

す
べ
し
。
出
口
は
花
葉
を
以
て
あ
し
ら
い
か
け
、
い
や

し
か
ら
ぬ
様
に
出
す
べ
し
。                                                                                                  

　

流
枝
は
心し
ん

と
見
合
わ
せ
、
副
と
見
合
わ
せ
、
控
枝
と

見
合
わ
せ
て
、
胴
前
よ
り
の
う
つ
り
を
第
一
と
す
。

　

流
枝
は
瓶
の
後
ろ
隅す
み

よ
り
出
し
て
、
梢
を
前
へ
ふ
ら

す
。
然
れ
ど
も
前
置
よ
り
前
へ
は
出
す
べ
か
ら
ず
。
瓶

の
口
よ
り
梢
こ
ず
え

さ
が
る
事
を
嫌
う
。
請
と
流
枝
の
梢
、
同

じ
き
を
嫌
う
。
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◆
斜
め
前
か
ら
見
た
奥
行
き
。

松
の
立
花　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

松　

あ
ら
ら
ぎ　

木ぼ

け瓜　

糸
菊

　
　
　
　

晒
木　

小
菊
「
赤
頭
巾
」

　
　
　
　

毬
い
が
ぐ
り
ま
ゆ
み

栗
檀

　

花
器　

銅
立
花
瓶

真

胴

流
枝

請

正
真

見
越

控
枝

前
置

副
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◆
横
か
ら
見
た
と
こ
ろ
。

生
花

 

葉
蘭
九
葉　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
型　

行
型

　

花
器　

煤
竹
竹
筒

　

九
月
の
家
元
研
究
会
で
は
、
葉
蘭
九
葉

の
生
花
を
稽
古
し
た
。
テ
キ
ス
ト
６
１
３

号
、
６
１
６
号
に
も
葉
蘭
の
解
説
が
あ
る

の
で
見
返
し
て
ほ
し
い
。
出
し
ゅ
っ
し
ょ
う
生
や
独
特

の
深
み
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

　

葉
蘭
の
生
花
は
数
多
く
活
け
な
れ
る
こ

と
が
大
切
で
、
巧
み
な
葉
づ
か
い
の
技
巧

を
自
ら
体
得
し
て
、
自
ら
が
そ
の
技
法
を

開
拓
し
て
ゆ
く
よ
う
な
研
究
態
度
が
な
い

と
、
美
し
い
花
形
は
作
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
れ
は
方
法
を
知
る
こ
と
で
は
な
く

て
、
自
ら
が
切
り
ひ
ら
く
よ
う
な
技
術
の

生
花
で
あ
る
。
理
解
す
れ
ば
意
外
に
簡
単

な
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す

る
熱
意
と
努
力
が
最
も
必
要
な
生
花
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
（「
専
溪
生
花
百
事
」よ
り
抜
粋
）

真
（
序
）副

（
破
）

留
（
急
）
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◆
横
か
ら
見
た
、
立
花
の
奥
行
き
。

立
花

 

丸ま
る
ば葉

の
木
（
紅べ

に
ま
ん
さ
く

満
作
）　
仙
溪

　

花
型　

行
の
真

　

花
材　

丸
葉
の
木　

檜ひ
お
う
ぎ扇
の
実

　
　
　
　

杜
ほ
と
と
ぎ
す鵑　

薮や
ぶ
さ
ん
ざ
し

山
査
子　

竜り
ん
ど
う胆

　
　
　
　

糸
菊　

嵯
峨
菊
（
園
芸
種
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

丸
葉
の
木
の
紅
葉
を
真
、
請
、
控
枝
に

使
っ
て
い
る
。
稽
古
で
立
て
た
初
歩
的
な

立
て
方
だ
が
、
秋
ら
し
い
色
彩
の
立
花
だ

と
思
う
。

真

胴 流
枝

請
正
真

見
越

控
枝

前
置

副
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
629
号　

2015
年
11
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
（
24
）　
　

仙
溪

　

野の
い
ば
ら茨
の
実
（
薔ば

ら薇
科
）

　

鶏け
い
と
う頭

（
莧ひ
ゆ

科
）

　

赤
い
実
に
赤
い
花
を
出
逢
わ
せ
て
、
黒

い
器
に
い
け
て
み
た
。

　

撮
影
の
あ
と
、
床
の
間
に
飾
っ
た
が
、

水
辺
の
黒
い
杭
に
留
ま
る
鳥
の
絵
の
軸
と

ぴ
っ
た
り
合
っ
て
い
た
。
い
い
出
逢
い
が

生
ま
れ
た
と
き
は
、
素
直
に
嬉
し
い
。

　

花
器　

黒
釉
陶
花
器

陰
陽
五
行

　

現
在
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
旧
暦
（
太
陰

太
陽
暦
）
に
興
味
を
持
つ
と
、
陰
陽
五
行

思
想
に
ゆ
き
つ
い
た
。
日
本
文
化
に
携
わ

る
者
と
し
て
、
そ
ん
な
も
の
も
っ
と
早
く

に
知
っ
て
お
け
、
と
お
し
か
り
を
受
け
そ

う
だ
。

　

今
、
吉
野
裕
子
著
「
陰
陽
五
行
と
日
本

の
民
俗
」
を
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
だ
。
ま

だ
最
初
の
数
ペ
ー
ジ
だ
が
、と
て
も
難
解
。

で
も
非
常
に
面
白
い
。
古
代
の
中
国
で
生

ま
れ
た
哲
学
だ
が
、
天
地
の
は
じ
ま
り
も

陰
と
陽
で
説
明
で
き
、
木
・
火
・
土
・
金
・

水
の
五
元
素
（
五
気
）
の
作
用
と
循
環
、

す
な
わ
ち
五
行
に
よ
っ
て
、
万
物
が
生
成

さ
れ
、
自
然
界
が
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
も
の
。

　

要
す
る
に
陰
陽
五
行
の
法
則
を
知
っ
て

い
る
と
、
自
然
の
こ
と
が
ス
ト
ン
と
理
解

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
修
め
る
価
値
は
非
常
に
高
い
。
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