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二
〇
二
〇
年
・
令
和
二
年

庚
子
（
か
の
え 

ね
）

　

二
〇
二
〇
年
は
子ね

年
。
干え

支と

で
言
え
ば

「
庚

か
の
え

子ね

」
の
年
だ
。

　
「
庚こ

う

」
は
十じ

っ

干か
ん

の
七
番
目
に
当
た
り
、

植
物
の
成
長
が
止
ま
っ
て
新
た
な
形
に
変

化
し
よ
う
と
す
る
状
態
を
さ
す
。
庚
は
更

に
通
じ
、
改
ま
る
、
入
れ
替
る
と
い
う
意

味
を
持
つ
。

　
「
子し

」
は
十

じ
ゅ
う

二に

支し

の
一
番
目
で
、
土
中

で
発
芽
し
た
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
。
子
の
字

は
頭
の
大
き
な
赤
ち
ゃ
ん
を
象

か
た
ど

っ
て
い

る
。

　
「
五
行
」
で
言
う
と
庚
は
「
金
」、
子
は

「
水
」
に
あ
た
り
、
こ
の
二
つ
は
「
金ご

ん

生
し
ょ
う

水す
い

」
と
い
う
互
い
を
生
か
す
「
相そ

う

生じ
ょ
う」

と

い
う
関
係
と
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
「
納な

っ

音ち
ん

」
と
い
う
物
差
し
で
見

る
と
、
今
年
と
来
年
は
「
壁へ

き

上
じ
ょ
う

土ど

」
と

い
う
年
に
あ
た
り
、「
頑
固
な
ま
で
の
不

動
の
精
神
力
を
持
ち
、
物
事
を
や
り
遂
げ

て
い
く
」
そ
ん
な
年
で
も
あ
る
。

　

自
分
の
中
に
秘
め
た
志

こ
こ
ろ
ざ
しが

あ
る
な
ら
、

今
ま
で
で
き
っ
こ
な
い
と
思
っ
て
い
た
こ

と
で
も
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
つ
も
り
で

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
る
。
そ
ん
な
新
た
な

出
発
の
年
に
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

　
「
立
花
時
勢
粧
」
が
一
六
八
八
年
に
世

に
出
て
、来
年
で
三
百
三
十
三
年
に
な
る
。

流
派
の
皆
さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
て
、
十
年

ぶ
り
に
京
都
で
花
展
を
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。今
年
は
そ
の
準
備
も
し
な
け
れ
ば
。

健
康
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
、
充
実
し
た

一
年
と
な
り
ま
す
よ
う
に
。
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黒く
ろ
ば
な
ろ
う
ば
い

花
蝋
梅
の
黄お

う
よ
う葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

櫻
子

　

花
材　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

シ
ク
ラ
メ
ン
（
桜
草
科
）

　
　
　
　

黒
花
蝋
梅
（
蝋
梅
科
）

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

　

シ
ク
ラ
メ
ン
は
地
中
海
地
方
の
11
月
か

ら
３
月
の
花
。
水
仙
も
地
中
海
沿
岸
が
原

産
地
な
の
で
、
こ
ん
な
ふ
う
に
一
緒
に
咲

い
て
い
る
か
も
。
周
り
に
は
色
づ
い
た
落

ち
葉
が
敷
き
つ
も
り
大
地
を
温
め
て
く
れ

て
い
る
。
そ
ん
な
想
像
を
し
な
が
ら
い
け

た
。

　

ク
ロ
バ
ナ
ロ
ウ
バ
イ
は
ア
メ
リ
カ
原
産

で
初
夏
に
咲
く
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
の
花
は

良
い
香
り
が
す
る
。
葉
に
は
光
沢
が
あ
り

美
し
く
黄
葉
す
る
。

　横から見た奥行き

不
思
議
な
力　
　
　

櫻
子

　

表
紙
の
花
の
器
と
干え

支と

の
置
物
は
ど
ち

ら
も
鈴
木
健
司
作
だ
が
、
そ
う
と
は
知
ら

ず
に
選
ん
で
使
い
後
で
気
が
つ
い
て
び
っ

く
り
。
過
去
に
一
度
も
い
け
た
こ
と
の
な

い
器
な
の
に
。
き
っ
と
器
が
私
を
呼
ん
だ

の
だ
。
そ
の
干
支
と
一
緒
に
い
け
て
と
。

私
に
と
っ
て
特
別
な
出
逢
い
に
な
っ
た
。
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横から見た奥行き

年
賀
の
い
け
ば
な　
∧
表
紙
の
花
∨　
　

櫻
子

　

花
材　

松
（
松
科
）

　
　
　
　

梅
う
め
も
ど
き擬

「
ウ
ィ
ン
タ
ー
ベ
リ
ー
」（
黐も

ち

の
木
科
）

　
　
　
　

水
引
草
の
紅
葉
（
蓼た

で

科
）

　
　
　
　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
鈴
木
健
司
作
）

　

干え

支と　

俵
の
鼠

ね
ず
み（

陶
・
鈴
木
健
司
作
）

　

新
年
の
お
祝
い
と
ご
挨
拶
の
気
持
ち
を
込
め
た
い
け
ば

な
で
す
。
ウ
ィ
ン
タ
ー
ベ
リ
ー
は
ア
メ
リ
カ
原
産
。
明
る

く
生
命
力
溢
れ
る
赤
い
実
か
ら
元
気
を
も
ら
え
ま
す
。
松

と
水
仙
を
取
り
合
わ
せ
て
、
色
づ
い
た
葉
を
繋つ

な

ぎ
役
に
。

横から見た奥行き

バ
ン
ダ
と
水
仙
？　
∧
２
頁
の
花
∨　
　

仙
溪

　

花
材　

バ
ン
ダ
（
蘭ら

ん

科
）

　
　
　
　

実
さ
ね
か
ず
ら葛

・
美び

な
ん
か
ず
ら

男
葛
（
松ま

つ
ぶ
さ房

科
）

　
　
　
　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

水
仙
に
バ
ン
ダ
だ
け
で
は
少
し
「
？
」
だ
が
、
ビ
ナ
ン

カ
ズ
ラ
が
加
わ
る
と
不
思
議
に
し
っ
く
り
と
お
さ
ま
っ
て

く
れ
た
。
こ
の
３
者
の
ど
れ
か
が
１
つ
欠
け
て
も
何
か
物

足
り
な
い
。
表
紙
か
ら
２
頁
に
か
け
て
、
副
家
元
は
４
種
、

私
は
３
種
、
健
一
郎
は
２
種
。
そ
れ
ぞ
れ
の
器
の
選
択
も

含
め
て
、
３
作
の
対
比
が
気
に
入
っ
て
い
る
。

横から見た奥行き

椿　

水
仙　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　
　

健
一
郎

　

花
材　

薮
や
ぶ
つ
ば
き椿

（
椿
科
）

　
　
　
　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

椿
に
水
仙
。
実
際
に
見
た
景
色
で
は
無
い
が
し
っ
く
り

と
く
る
取
り
合
わ
せ
で
あ
る
。
水
仙
を
生
け
る
際
と
も
に

取
り
合
わ
せ
る
花
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
水
仙

の
格
に
み
あ
う
ほ
ど
の
相
手
を
見
つ
け
る
事
が
難
し
い
の

だ
。
格
の
見
合
わ
な
い
花
と
生
け
て
し
ま
う
と
た
ち
ま
ち

に
花
の
魅
力
が
互
い
に
発
揮
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。



師
範
会
研
修
会

「
寒

か
ん
　
ざ
く
ら

桜
の
生
花
」

　

会
期　

11
月
24
日
㈰

　

会
場　

六
角
会
館

　

参
加　

46
名

　

あ
ま
り
生せ

い

花か

を
稽
古
し
て
い
な
い
人

も
参
加
す
る
研
修
会
の
花
材
に
し
て
は
、

寒
桜
は
難
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

ゆ
っ
く
り
丁
寧
に
枝
を
撓た

め
て
、
と
に
か

く
な
ん
と
か
三
本
で
形
に
し
て
も
ら
っ

た
。

　

誰
で
も
は
じ
め
か
ら
父
の
絵
の
よ
う
に

い
け
ら
れ
は
し
な
い
。
ま
ず
は
少
な
い

本
数
で
、
基
本
の
形
、
役
枝
の
出
口
の
高

さ
、
枝
の
撓
め
方
、
ど
う
す
れ
ば
足
元
を

揃
え
ら
れ
る
か
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
肝

心
だ
。

　

寒
桜
と
呼
ん
で
い
る
切
り
枝
に
は
い
く

つ
か
の
品
種
が
あ
る
が
、「
子
福
桜
」
が

多
い
よ
う
だ
。
コ
フ
ク
ザ
ク
ラ
は
中
国
原

産
の
シ
ナ
ミ
ザ
ク
ラ
と
日
本
の
サ
ク
ラ

（
コ
ヒ
ガ
ン
又
は
エ
ド
ヒ
ガ
ン
又
は
ジ
ュ

ウ
ガ
ツ
ザ
ク
ラ
）
と
の
高
配
品
種
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
小
輪
の
八
重
咲
き
で
、
花

に
は
雌
し
べ
が
複
数
あ
っ
て
花
一
輪
に
二

〜
三
個
の
サ
ク
ラ
ン
ボ
が
で
き
る
。
そ
の

こ
と
が
子
宝
に
通
じ
る
と
し
て
子
福
桜
と

名
が
付
い
た
。

　

秋
か
ら
冬
に
少
し
花
を
咲
か
せ
、
春
に

は
再
び
多
く
の
花
が
咲
く
。

　

ち
な
み
に
十
月
桜
は
八
重
ま
た
は
半
八

重
で
蕾
は
ピ
ン
ク
色
。
冬
桜
は
白
色
一
重

の
花
が
咲
く
の
で
見
分
け
る
目
安
に
。
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第八十五図　　テキスト No.675第二十九図　　テキスト No.657

第百四図　　テキスト No.672

第十六図　　テキスト No.622・668第五十四図　　テキスト No.639

第七十三図　　テキスト No.653

第二十六図　　テキスト No.663

第六十三図　　テキスト No.661

第九図　　テキスト No.622

第八十一図　　テキスト No.615・638

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

立
花
時
勢
粧
の
器
　
③

　

図
①　

瓢
ひ
ょ
う

箪た
ん

　

瓢
箪
は
古
来
よ
り
縁
起
の
良
い
も
の

と
さ
れ
て
き
た
。
第
八
十
五
図
は
冨
春

軒
の
合

あ
わ
せ

真じ
ん

の
立
花
。
合
真
は
婚
礼
の
席

で
立
て
る
特
別
な
様
式
で
、
そ
れ
に
相

応
し
い
器
と
い
え
る
。

　

図
②　

藤
の
花

　

第
十
六
図
の
立
花
は
萱か

ん

草ぞ
う

の
真
。

　

図
③　

紐ひ
も

　

宝
袋
を
模

か
た
ど

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
第
八
十
二
図
（
テ
キ
ス
ト
６
1
５
）

と
「
行

ぎ
ょ
う

の
対つ

い

の
花
」
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　

図
④
〜
⑩　

様
々
な
形
の
耳

　

図
⑥
の
器
は
第
三
十
九
図
（
テ
キ
ス

ト
６
６
２
）
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　

図
⑦
の
器
は
「
耳
口
」
と
呼
ば
れ
る
。

帯
状
の
耳
が
器
の
口
の
端
か
ら
出
て
腰

に
繋
が
る
。

　

図
⑧
は
器
の
形
も
耳
の
形
も
独
特
で

あ
る
。
第
六
十
三
図
「
苔
松
に
藤
」
の

作
者
は
服
部
三
郎
右
門
と
な
っ
て
い
る

が
、
初
版
で
は
作
者
が
書
か
れ
て
い
な

い
。
第
九
十
図
「
竹
の
胴
」（
テ
キ
ス

ト
６
５
６
）
と
第
九
十
八
図
「
杜
若
一

色
の
行

ぎ
ょ
う

」（
テ
キ
ス
ト
６
６
３
）
に
も

同
じ
器
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら

も
桑
原
次
郎
兵
衛
作
。
次
郎
兵
衛
好
み

の
器
と
い
え
る
か
。

　
図
⑨
は
冨
春
軒
作
の
「
菊
一
色
の

行ぎ
ょ
う」。
珍
し
い
耳
の
形
で
あ
る
。

　

図
⑩
は
鐶か

ん

耳
。「
鐶
」
は
金
属
の
輪
。

遊
鐶
と
不
遊
鐶
が
あ
る
。
図
⑩
は
遊
鐶
。
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「
星
景
写
真
」

　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　

小
豆
島
で
一
泊
し
た
日
の
夕
食
後
、
星

系
写
真
を
撮
る
べ
く
、
旅
館
の
前
の
砂
浜

で
寝
転
が
っ
て
い
た
。
写
真
は
光
の
芸
術

だ
。
そ
の
場
に
あ
る
光
を
集
め
、
像
に
起

こ
す
。
太
陽
が
沈
む
と
暗
く
な
る
た
め
、

光
を
集
め
る
時
間
が
長
く
な
る
。
シ
ャ
ッ

タ
ー
を
切
っ
て
か
ら
、
下
り
る
ま
で
に
時

間
が
か
か
る
の
だ
。
そ
の
た
め
日
中
に
写

真
を
撮
る
よ
り
も
多
く
の
時
間
が
い
る
。

そ
う
し
て
長
い
時
間
を
か
け
て
光
を
集
め

る
の
で
目
視
で
き
な
い
星
で
さ
え
も
像
と

し
て
残
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
な
か
思

う
よ
う
な
写
真
を
撮
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
あ
ー
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と

言
い
な
が
ら
模
索
し
て
る
の
が
楽
し
い
。

京
都
の
町
中
か
ら
眺
め
る
夜
空
も
悪
く
は

な
い
が
、
灯
り
の
な
い
自
然
と
近
い
場
所

で
満
喫
す
る
夜
景
は
や
は
り
格
別
だ
。

　

カ
メ
ラ
を
買
う
ま
で
は
た
だ
眺
め
て
い

る
だ
け
だ
っ
た
が
、
実
像
と
し
て
残
し
、

思
い
出
す
装
置
と
し
て
充
分
な
活
躍
を
す

る
だ
け
で
な
く
、
ど
の
よ
う
に
撮
る
か
考

え
る
の
も
面
白
い
。
星
を
山
と
撮
る
の
も

い
い
し
、
星
だ
け
で
撮
る
の
も
い
い
。
何

を
フ
レ
ー
ム
の
中
に
入
れ
、
何
を
ど
こ
に

配
置
す
る
か
。
写
真
は
個
人
の
意
図
が
出

来
栄
え
を
大
き
く
左
右
す
る
。
絵
画
と
違

い
オ
ー
ラ
ま
で
表
現
す
る
こ
と
は
な
か
な

か
難
し
く
、
記
憶
の
中
の
写
し
た
も
の
と

実
物
と
の
差
異
に
驚
く
事
も
し
ば
し
ば
だ

が
、
一
瞬
よ
り
も
早
く
、
像
が
撮
れ
る
の

が
い
い
。
絵
画
だ
と
一
晩
に
１
０
０
枚
も

描
い
て
い
る
と
寝
る
時
間
が
無
く
な
っ
て

し
ま
う
。

　

立
っ
て
空
を
見
て
い
る
と
首
が
痛
く
な

る
の
で
寝
っ
転
が
る
と
心
ゆ
く
ま
で
星
の

世
界
に
浸
れ
る
。
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
少

し
ず
つ
星
の
数
が
増
え
て
い
く
。
暗
闇
に

目
が
慣
れ
る
の
か
、
闇
が
深
ま
っ
て
い
る

の
か
、
あ
る
い
は
両
方
と
も
な
の
か
は
分

か
ら
な
い
。
何
も
考
え
ず
た
だ
ひ
た
す
ら

に
感
じ
る
。
波
の
音
、月
の
ク
レ
ー
タ
ー
、

雲
の
動
き
、
潮
の
匂
い
。
幼
い
頃
か
ら
な

ぜ
か
星
を
見
る
の
が
好
き
だ
っ
た
。
だ
が

星
好
き
を
公
言
す
る
人
と
話
し
て
も
な
ぜ

か
話
し
は
合
わ
な
い
。
星
に
詳
し
い
人
達

は
、
見
え
る
星
を
指
差
し
て
名
前
を
言
い

当
て
た
り
、
先
人
が
繋つ

な

い
で
名
付
け
た
星

の
説
明
を
僕
に
し
て
く
れ
る
が
、
僕
に
は

何
の
関
係
も
な
い
。
僕
は
星
の
名
を
覚
え

る
気
も
、
星
を
繋
ぐ
気
も
一
切
な
い
。
た

だ
見
て
い
る
の
が
い
い
の
だ
。

　

意
識
し
て
自
然
を
感
じ
と
り
に
行
こ
う

と
す
る
と
、
ど
う
も
肩
透
か
し
に
合
う
よ

う
だ
。
波
の
音
を
理
屈
で
解
釈
す
る
行
為

は
、
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
る
事
象
を
集

計
し
分
析
し
よ
う
と
試
み
る
事
で
あ
る
。

分
か
ら
な
い
事
が
多
す
ぎ
る
が
故
に
考
え

て
い
る
事
も
楽
し
く
て
好
き
だ
が
、
自
然

を
感
じ
ら
れ
る
か
と
言
う
と
そ
う
で
も
な

い
。
自
然
の
事
を
集
計
し
分
析
し
よ
う
と

す
れ
ば
す
る
程
自
然
か
ら
は
離
れ
て
し
ま

う
。
意
識
し
て
自
然
を
能
動
的
に
受
信
し

に
行
く
行
為
で
感
じ
る
自
然
は
、
ど
こ
か

期
待
、
あ
る
い
は
、
見
返
り
を
求
め
て
し

ま
っ
て
い
る
の
か
自
分
の
中
に
残
る
も
の

は
少
な
い
。

　

た
だ
そ
こ
に
い
る
事
が
大
切
な
の
だ
。

見
返
り
を
求
め
ず
純
粋
無
垢
な
心
で
、
頭

の
中
を
空
っ
ぽ
に
し
て
呼
吸
を
す
る
事
も

忘
れ
た
時
に
自
然
が
心
の
中
に
染
み
渡

り
、
心
を
満
た
し
て
く
れ
る
。

　

自
然
は
い
つ
で
も
身
の
丈
に
合
っ
た
気

づ
き
し
か
教
え
て
は
く
れ
な
い
。
よ
り
知

見
を
得
よ
う
と
前
の
め
り
に
な
っ
て
も
決

し
て
解
釈
し
得
な
い
。
追
い
か
け
て
も
、

追
い
か
け
て
も
、
追
い
つ
け
な
い
の
は
僕

も
自
然
の
一
部
で
あ
る
か
ら
だ
。
だ
が
そ

れ
は
追
い
か
け
る
事
を
止
め
る
理
由
と
し

て
は
あ
ま
り
に
も
脆
弱
す
ぎ
る
。

　家元の帰りを待つレモンちゃん。
　健一郎撮影。
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姫ひ
め
な
ん
て
ん

南
天
と
水
仙

　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

姫
南
天
（
目め

ぎ木
科
）

　
　
　
　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
小
川
欣
二
作
）

　

ヒ
メ
ナ
ン
テ
ン
は
中
国
原
産
。
ナ
ン
テ

ン
よ
り
も
葉
が
小
さ
く
締
ま
っ
て
い
る
の

で
優
し
い
印
象
を
受
け
る
。
実
が
な
り
に

く
く
、
葉
を
楽
し
む
花
材
だ
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

水
仙
対
決　
　
　
　

仙
溪

　

今
月
号
は
健
一
郎
の
発
案
で
全
作
に
ス

イ
セ
ン
を
必
ず
使
う
こ
と
に
し
た
。
そ
れ

な
ら
「
立
花
時
勢
粧
」
の
絵
の
よ
う
な
暴あ

ば

れ
た
ス
イ
セ
ン
も
い
け
て
み
た
い
ね
と
い

う
こ
と
で
特
別
に
お
願
い
し
て
取
り
寄
せ

て
も
ら
っ
た
。
普
段
は
出
荷
し
な
い
よ
う

な
ひ
ね
た
ス
イ
セ
ン
。
生
産
者
も
ど
ん
な

花
に
な
る
の
か
是
非
い
け
た
花
を
見
て
み

た
い
と
の
こ
と
。
こ
ち
ら
の
欲
す
る
自
然

の
姿
を
同
じ
よ
う
に
思
い
描
い
て
も
ら
え

る
ま
で
、
地
道
な
リ
ク
エ
ス
ト
を
続
け
た

い
。
な
ん
だ
か
面
白
く
な
っ
て
き
た
。
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除の
き
し
ん真

立
花

　

水
仙
一
色　
　
　

仙
溪

　

花
材　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

寒
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

著し
ゃ
が莪

の
葉
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　

花
器　

銅
立
花
瓶

　

健
一
郎
が
卒
論
の
テ
ー
マ
に
「
立
花
時

勢
粧
」
を
選
び
、
江
戸
時
代
前
期
、
型
を

重
ん
じ
る
立
花
に
異い

を
唱と

な

え
て
、
流
祖
が

後
世
に
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
検
証
し

て
く
れ
た
。

　

い
け
ば
な
で
は
ま
ず
初
め
に
型
通
り
に

い
け
る
こ
と
を
目
指
す
け
れ
ど
、
型
と
技

術
が
身
に
つ
い
た
先
に
は
志

こ
こ
ろ
ざ
しし

だ
い
で

も
っ
と
奥
の
深
い
自
然
の
妙

み
ょ
うを

表
現
で
き

る
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
。「
植
物
が
本

来
持
っ
て
い
る
も
の
を
損
な
わ
な
い
よ
う

に
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
自
ず
と
花
に

自
由
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
」。
流
祖

が
一
番
伝
え
た
か
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
で

は
な
か
っ
た
か
。

　

今
回
、
水
仙
の
葉
に
針
金
を
通
さ
な
い

で
立
花
を
立
て
た
が
、
針
金
を
通
し
た
葉

と
は
明
ら
か
に
表
情
が
違
う
。
い
き
い
き

し
て
い
る
の
だ
。
い
け
た
後
も
よ
く
保も

っ

て
く
れ
る
。
大
切
な
事
を
流
祖
に
教
え
て

も
ら
っ
た
。

　横から見た奥行き
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素
直
な
水
仙
を
自
然
に
あ
る
風
合
い
に
生
け
る

の
だ
が
、
そ
の
花
は
ど
ん
な
に
き
れ
い
に
生
け

ら
れ
た
と
し
て
も
人
が
作
っ
た
自
然
で
あ
る
事

実
は
変
わ
り
な
い
。

　

い
け
ば
な
に
お
い
て
の
匿と

く

名め
い

化か

は
必
須
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
い
か
に
そ
の
作
品
か
ら
自

分
の
匂
い
、
影
す
ら
も
消
し
、
本
来
の
美
し
さ

を
見
出
し
、
引
き
出
せ
る
よ
う
に
励
ん
で
い
る
。

人
が
い
け
て
い
る
以
上
は
絶
対
に
不
可
能
な
事

だ
が
、
限
り
な
く
匂
い
を
ゼ
ロ
に
近
づ
け
る
事

は
で
き
る
は
ず
だ
。
今
回
の
立
花
の
挑
戦
も
そ

の
一
環
で
あ
る
。
お
花
屋
さ
ん
に
特
別
に
頼
ん

で
も
ら
っ
た
面
白
い
葉
は
、
針
金
を
使
わ
ず
し

て
自
然
の
は
み
出
し
も
の
を
表
現
で
き
る
の
だ

か
ら
こ
れ
以
上
嬉
し
い
事
は
な
い
。

　

花
を
野
菜
に
例
え
る
と
分
か
り
や
す
い
か
も

し
れ
な
い
。
最
近
、
奇
形
と
呼
ば
れ
る
野
菜
達

が
見
直
さ
れ
、
ス
ー
パ
ー
に
並
ぶ
事
が
増
え
て

き
た
。
も
し
そ
の
奇
形
を
生
か
し
た
料
理
屋
さ

ん
が
あ
れ
ば
行
っ
て
み
た
い
も
の
だ
。
規
格
品

の
規
定
か
ら
も
れ
た
野
菜
の
み
を
使
っ
た
「
奇

形
の
野
菜
レ
ス
ト
ラ
ン
」
絶
対
に
流
行
る
は
ず

だ
。

　斜め横から見た奥行き

水
仙
一
色 

二
株
砂
物  

健
一
郎

　

花
材　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

寒
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

著し
ゃ
が莪

の
葉
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　

花
器　

銅
砂
鉢

　

こ
の
立
花
は
灘な

だ

黒く
ろ

岩い
わ

水
仙
郷
の
景
色
を
再
現

し
た
も
の
で
あ
る
。
自
然
を
一
つ
の
器
に
再
現

す
る
事
は
、
私
に
と
っ
て
花
と
の
理
想
の
付
き

合
い
方
で
あ
る
。
地
に
根
を
張
っ
て
い
る
姿
を

知
ら
ず
し
て
い
け
る
花
は
ど
こ
か
物
寂
し
い
。

い
け
ば
な
と
向
き
合
っ
て
い
る
と
自
然
に
身
に

つ
い
た
考
え
方
だ
。
自
然
界
と
人
間
界
の
橋
渡

し
的
存
在
で
あ
れ
れ
ば
な
と
思
う
。
将
来
確
実

に
人
工
物
で
埋
め
ら
れ
て
い
く
都
市
に
お
け
る

拠よ

り
所
に
で
も
な
れ
ば
と
も
考
え
て
い
る
。

　

水
仙
郷
の
水
仙
を
初
め
て
見
た
時
の
衝
撃
は

今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
標
高
６
０
８
ｍ
の
諭ゆ

鶴づ
る

羽は

山
系
か
ら
海
を
臨
む
45
度
の
急
傾
斜
7
ヘ

ク
タ
ー
ル
に
わ
た
っ
て
５
０
０
万
本
も
の
野
生

の
水
仙
達
。
八
重
咲
き
の
水
仙
、
大
き
す
ぎ
る

袴は
か
まか

ら
爪つ

め

だ
け
出
し
た
葉
。
お
花
屋
さ
ん
で
は

決
し
て
見
る
事
が
で
き
な
い
う
ね
っ
た
数
数
の

葉
か
ら
は
物
語
を
想
像
す
る
こ
と
も
可
能
で
、

そ
の
土
地
の
性
質
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
事

だ
っ
て
で
き
そ
う
だ
。
水
仙
に
限
っ
た
話
で
は

な
い
が
、
自
然
光
で
見
る
植
物
の
な
ん
と
美
し

い
事
か
。
燦
燦
と
お
日
様
の
光
を
受
け
、
透
き

通
る
葉
や
花
の
美
し
さ
に
改
め
て
驚
嘆
し
た
。

　

普
段
は
水
仙
の
立
花
を
立
て
る
際
は
葉
の
先

ま
で
ほ
と
ん
ど
全
て
の
葉
に
細
い
針
金
を
通
す

事
で
形
を
作
っ
て
い
た
。
針
金
を
用
い
る
事
で
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
679
号　

2020
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
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

水
仙　

木
瓜　
　
　

健
一
郎

　

花
型　

生
花
二
種
挿
し　

草
型

　

花
材　

木ぼ

け瓜
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　

花
器　

煤
竹
竹
筒

　

特
別
好
き
な
花
は
木
瓜
と
水
仙
だ
。
こ

の
２
つ
の
花
に
は
と
び
っ
き
り
の
思
い
入

れ
が
あ
る
。
こ
の
２
つ
の
植
物
が
い
け
ば

な
以
外
の
事
に
没
頭
し
て
い
た
時
間
も
、

い
け
ば
な
を
忘
れ
さ
せ
な
い
で
い
て
く
れ

た
。
木
瓜
は
い
く
ら
頭
で
考
え
よ
う
が
思

い
つ
き
も
し
な
い
よ
う
な
格
好
の
い
い

枝
、
荒
々
し
い
ト
ゲ
。
そ
れ
に
お
よ
そ
似

つ
か
わ
し
く
な
い
優
し
い
色
形
を
し
た
花

の
ギ
ャ
ッ
プ
に
は
そ
の
時
々
の
私
を
驚
か

し
続
け
て
く
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
根
締
め
に
し
て
い
る
水
仙
も
木

瓜
に
劣
ら
ず
の
魅
力
が
あ
る
。
愛
く
る
し

い
花
を
咲
か
せ
、
な
ん
と
も
形
容
し
難
い

い
い
香
り
を
放
つ
。
そ
の
優
美
な
匂
い
に

花
瓶
を
落
と
し
そ
う
に
な
る
程
だ
。

　

好
き
な
も
の
と
好
き
な
も
の
が
合
わ
さ

る
と
も
っ
と
好
き
な
も
の
に
な
る
事
は
必

至
で
あ
る
。
な
ど
と
極
論
を
言
う
つ
も
り

は
無
い
が
良
い
組
み
合
わ
せ
で
は
あ
る
と

思
う
。
両
者
共
に
複
雑
な
魅
力
を
持
つ
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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小
手
毬　

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム

　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　
　

健
一
郎

　

花
材　

小
手
毬
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
（
蘭
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
近
藤
豊
作
）

　

新
年
会
の
日
に
床
の
間
に
飾
ら
さ
せ
て

も
ら
っ
た
投
げ
入
れ
で
す
。
古
典
の
お
花

が
多
い
家
に
彩
を
副
え
る
べ
く
生
け
た
。

　

立
派
な
小
手
鞠
だ
っ
た
の
で
伸
び
伸
び

と
小
手
鞠
の
思
う
が
ま
ま
に
器
に
い
れ
翌

日
の
新
年
会
の
日
に
は
水
を
7
セ
ン
チ
ほ

ど
飲
み
、
賑
や
か
に
咲
い
て
く
れ
た
。

　

小
手
鞠
の
み
だ
と
新
春
の
色
が
出
な

い
の
で
4
色
の
エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
と
共

に
。
前
の
景
色
は
葉
の
状
態
が
よ
く
、
綺

麗
だ
っ
た
の
で
エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
の
葉
で

作
っ
た
。
投
げ
入
れ
の
特
徴
の
う
ち
の
一

つ
で
あ
る
軽
や
か
な
花
に
仕
上
が
っ
た
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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五
葉
松
の
立
花

　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　
　

山
本
慶
智

　

花
材　

五
葉
松
（
松
科
）　

南
天
（
目め

ぎ木
科
）

　
　
　
　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）　

椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

紅べ
に
つ
げ

柘
植
（
柘
植
科
）　

石
化
柳
（
柳
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）　

葉
蘭
（
百
合
科
）

　

花
器　

天
女
文
銅
花
瓶

　

南
天
の
紅
い
小
葉
が
胴ど

う

で
良
く
効
い
て
い
る
。

蝋ろ
う
ば
い梅

の
立
花

　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　
　

仙
溪

　

花
材　

蝋
梅
（
蝋
梅
科
）　

松
（
松
科
）

　
　
　
　

菊
（
菊
科
）　

椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

枇び

わ杷
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

遊
鐶
耳
竹
節
銅
立
花
瓶

　

流な
が

枝し

の
日じ

っ

光こ
う

椿
が
華
や
ぎ
を
添
え
て
い
る
。

横から見た奥行き横から見た奥行き



4

ラ
ッ
パ
ズ
イ
セ
ン
の
白
花

　
　
　
　

∧
４
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

喇ら
っ
ぱ叭

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
百
合
科
）

　
　
　
　

ス
ノ
ー
フ
レ
ー
ク（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

丸
葉
ル
ス
カ
ス
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

新
年
を
迎
え
て
お
正
月
が
過
ぎ
、
休
ん

で
い
た
花
市
場
が
稼
動
し
だ
す
と
、
一
斉

に
春
の
切
り
花
た
ち
が
花
屋
に
並
ぶ
。
ナ

ノ
ハ
ナ
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
、
ラ
ッ
パ
ズ
イ

セ
ン
、
フ
リ
ー
ジ
ア
、
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
。

近
頃
は
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
や
コ
デ
マ
リ
な
ど
の

春
の
花
木
も
手
に
入
る
。
家
の
外
は
木
枯

ら
し
が
吹
い
て
い
て
も
、
家
の
中
は
冬
の

花
と
春
の
花
が
季
節
を
超
え
て
共
存
し
て

い
る
。

　

丁
度
今
の
季
節
を
感
じ
る
花
も
い
い

し
、
季
節
の
先
取
り
の
花
も
い
い
。

　

白
い
ラ
ッ
パ
ス
イ
セ
ン
に
白
い
ス
ノ
ー

フ
レ
ー
ク
。
同
じ
色
の
花
を
２
種
類
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
は
あ
ま
り
し
な
い
が
、
い

け
て
み
る
と
花
色
が
印
象
深
く
な
っ
て
く

れ
た
。
花
色
の
組
み
合
わ
せ
を
工
夫
で
き

る
の
も
、
春
な
ら
で
は
の
楽
し
み
。
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冨
春
軒
初
春
の
会　

１
月
18
日
・
19
日　

　

自
宅
で
の
新
年
会
も
６
回
目
に
な
る
。
流
派
の
先
生
と

私
で
立
花
を
立
て
て
お
迎
え
し
、
副
家
元
が
料
理
屋
と
共

に
細
や
か
に
祝
宴
を
演
出
し
て
く
れ
て
い
る
。
今
回
か
ら

健
一
郎
も
投
入
を
い
け
、
立
花
を
手
伝
い
、
花
手
前
の
介
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添
を
担
当
し
て
く
れ
た
。

　

花
手
前
で
い
け
る
生せ

い

花か

も
毎
年
変
え
て

き
た
。
若
松
と
千
両
、
若
松
と
椿
、
梅
、

水
仙
、
万
年
青
、
今
年
は
や
や
遅
め
の
会

期
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
雪
柳
と
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
で
春
の
兆
し
を
感
じ
て
も
ら
っ

た
。

　

お
琴
の
演
奏
は
鹿
野
慶
正
さ
ん
、
花
手

前
の
介
添
は
谷
岡
慶
彩
さ
ん
に
も
担
当
し

て
も
ら
っ
た
。

　

福
引
き
は
花
九
、
花
政
、
花
フ
ジ
か
ら

の
寄
せ
植
え
や
、
公
長
斎
小
菅
さ
ん
か
ら

の
籠
花
生
け
と
花
、
市
川
博
一
さ
ん
の
青

白
磁
花
生
け
と
花
、
花
手
前
の
花
と
筒
、

そ
し
て
私
が
描
い
た
色
紙
が
景
品
に
。

　

は
り
清
さ
ん
の
京
料
理
、
紫
野
源
水
さ

ん
の
和
菓
子
、
美
味
し
い
日
本
酒
、
は
ず

む
会
話
、
私
に
と
っ
て
は
至
福
の
二
日
間

だ
っ
た
。

　

今
年
も
い
い
仕
事
が
で
き
ま
す
よ
う

に
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪
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「
美
味
し
い
食
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　

生
け
花
の
活
動
と
同
時
に
、
生
け
花
を

よ
り
根
本
か
ら
捉
え
る
目
を
養
う
べ
く
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（
認
知
症
対
応
型
生
活
介

護
）
で
働
い
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

で
は
職
員
の
手
料
理
を
利
用
者
に
振
る
舞

う
事
に
な
っ
て
い
る
。
職
員
を
含
め
11
人

分
ほ
ど
の
一
汁
三
菜
を
2
時
間
で
調
理
、

盛
り
付
け
、
配
膳
す
る
と
い
う
も
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
利
用
者
さ
ん
の
対
応
と
並
行
し

て
の
調
理
な
の
で
２
時
間
丸
々
使
う
事
が

出
来
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
間
を
か
け
、

こ
だ
わ
り
を
持
ち
自
分
の
引
き
出
し
た
い

味
を
少
し
で
も
出
し
た
い
の
だ
が
、
利
用

者
の
方
を
お
待
た
せ
す
る
わ
け
に
も
い
か

な
い
の
で
、
あ
る
程
度
で
見
切
り
を
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

時
間
を
か
け
ら
れ
な
い
の
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
1
日
3
回
の
食
事
は
利
用
者
の
方

か
ら
し
て
み
れ
ば
、
私
達
と
は
比
べ
物
に

な
ら
な
い
く
ら
い
の
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
で

あ
る
。
利
用
者
の
方
の
期
待
も
大
き
い
。

少
し
で
も
見
栄
え
を
良
く
し
よ
う
と
色
を

出
し
て
み
た
り
、
盛
り
付
け
方
ひ
と
つ
で

も
工
夫
す
る
と
ご
飯
は
美
味
し
く
な
る
。

心
臓
が
悪
い
方
に
は
塩
分
を
控
え
た
中
で

美
味
し
い
も
の
を
、
糖
尿
病
の
方
に
は
糖

質
を
控
え
た
中
で
お
い
し
い
も
の
を
、
味

覚
の
低
下
が
見
ら
れ
る
方
に
は
味
が
口
の

中
に
残
り
、
味
わ
え
る
よ
う
餡あ

ん

掛か

け
に

し
、
嚥え

ん

下か

機
能
が
低
下
さ
れ
て
い
る
方
に

は
ム
ー
ス
食
を
提
供
す
る
わ
け
だ
が
、
こ

の
方
達
は
、
後
、
何
回
食
事
を
す
る
事
が

出
来
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
最
後
の
食
事

に
な
る
か
も
と
考
え
る
と
2
時
間
と
言
う

時
間
は
あ
ま
り
に
も
短
す
ぎ
る
。

　

食
べ
る
事
は
生
き
る
事
で
あ
る
。
生
命

維
持
の
た
め
に
最
も
基
礎
的
な
事
で
あ

り
、
こ
れ
を
無
く
し
て
生
き
る
事
は
で
き

な
い
。
何
か
の
原
因
で
食
べ
る
事
が
で
き

な
く
な
る
と
途
端
に
衰
弱
し
痩
せ
細
り
、

亡
く
な
ら
れ
る
方
達
を
見
送
っ
て
き
た
。

食
事
が
あ
ま
り
進
ま
な
い
方
に
は
色
々
な

方
法
で
食
べ
て
も
ら
お
う
と
試
み
る
。
目

の
前
で
大
き
な
口
で
笑
顔
い
っ
ぱ
い
で
美

味
し
そ
う
に
食
べ
て
み
た
り
、
最
初
の
一

口
を
口
ま
で
運
び
、
美
味
し
い
も
の
だ
と

認
知
し
て
も
ら
う
事
で
次
の
一
口
に
繋

が
っ
た
り
と
、い
く
つ
か
の
作
戦
が
あ
る
。

美
味
し
い
も
の
を
食
べ
て
い
る
時
の
姿
は

好
い
。
ソ
ー
ス
の
つ
い
た
お
皿
を
舐
め
た

り
と
反
応
も
飾
り
気
が
な
く
純
粋
な
食
事

は
好
例
で
あ
る
。

　

お
昼
ご
飯
だ
け
で
も
週
4
日
ほ
ど
こ
し

ら
え
て
い
る
と
、
少
し
ず
つ
コ
ツ
と
い
う

も
の
が
分
か
っ
て
く
る
。
ど
れ
ぐ
ら
い
の

量
の
み
り
ん
で
甘
さ
、
照
り
が
出
て
く
る

と
か
餡
掛
け
の
ト
ロ
ミ
の
容
量
も
見
当
が

つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
味
見
を
繰
り
返
し

て
作
っ
て
い
る
と
、
自
分
の
好
み
の
味
に

近
づ
け
よ
う
と
酒
を
足
し
た
り
、
砂
糖
を

足
し
て
調
節
し
よ
う
と
す
る
。
理
想
の
味

の
イ
メ
ー
ジ
が
定
ま
っ
て
い
な
い
と
何
と

も
形
容
し
難
い
ボ
ヤ
け
た
味
に
な
っ
て
し

ま
う
。
和
洋
中
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
を
作
っ
て

も
質
の
高
い
調
理
を
こ
し
ら
え
る
人
が
い

る
。
面
白
い
事
に
そ
の
料
理
の
全
て
に
そ

の
人
ら
し
さ
は
や
は
り
感
じ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
そ
の
人
が
料
理

を
作
る
際
に
掲
げ
る
理
想
の
具
体
さ
、
質

の
高
さ
は
滲に

じ

み
出
る
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。

　
「
生
涯
に
わ
た
っ
て
自
分
の
好
き
な
も

の
を
食
べ
続
け
ら
れ
た
ら
良
い
な
。」
と

幼
い
頃
祖
父
と
よ
く
話
し
て
い
た
。
朝
6

時
ご
ろ
に
目
が
覚
め
、
台
所
の
近
く
を
通

る
と
物
音
が
聞
こ
え
た
。
朝
8
時
か
ら
の

2
人
で
の
朝
食
の
用
意
を
し
て
い
る
後
ろ

姿
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
登
校
時
間
の
ギ
リ

ギ
リ
に
起
き
、
半
分
寝
て
い
る
状
態
で
食

べ
て
い
た
朝
ご
は
ん
が
出
来
る
ま
で
の
過

程
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
大
好
き
な

ピ
ラ
フ
と
ベ
ー
コ
ン
と
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル

エ
ッ
グ
、
ジ
ャ
ー
マ
ン
ポ
テ
ト
を
教
え
て

も
ら
っ
た
。
今
で
も
家
で
作
っ
て
食
べ
る

と
祖
父
が
ま
だ
隣
に
い
る
か
の
よ
う
だ
。

そ
の
人
が
作
っ
た
味
を
引
き
継
ぐ
と
そ
の

人
の
存
在
が
あ
り
あ
り
と
思
い
出
さ
せ
ら

れ
る
。
そ
れ
は
夢
で
見
る
そ
の
人
よ
り
も

現
実
味
が
あ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

副
家
元
が
作
る
ご
飯
は
2
時
間
か
ら
長

い
時
は
3
時
間
か
け
て
い
る
こ
と
も
あ

る
。
次
の
日
が
忙
し
け
れ
ば
夕
食
後
に
次

の
日
の
下
ご
し
ら
え
を
し
て
い
る
。
家
元

と
2
人
で
す
る
食
器
洗
い
の
時
間
も
入
れ

る
と
家
族
で
食
事
を
す
る
と
い
う
行
為
の

た
め
に
使
っ
て
い
る
時
間
は
多
い
方
だ
と

思
う
。
そ
の
時
間
が
家
族
一
人
一
人
の
心

の
豊
か
さ
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

　

お
腹
を
満
た
す
だ
け
な
ら
手
段
を
選
ば

な
け
れ
ば
も
の
の
5
分
で
満
た
す
事
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
多
く
の
人
は
学
び
、
娯
楽

を
楽
し
み
、
友
達
と
出
か
け
た
り
と
忙
し

す
ぎ
て
毎
日
の
食
事
の
重
要
度
、
優
先
度

が
下
が
っ
て
し
ま
う
。
で
も
、
た
と
え
自

分
1
人
で
の
食
事
の
時
で
あ
っ
て
も
、
美

味
し
く
食
べ
る
た
め
の
努
力
を
し
て
い
る

と
、
常
に
心
身
と
も
に
満
た
さ
れ
て
い
る

状
態
に
な
れ
る
。
そ
し
て
自
分
が
満
た
さ

れ
る
と
初
め
て
人
に
働
き
か
け
る
余
裕
が

生
ま
れ
る
。

　

今
は
副
家
元
の
料
理
を
少
し
ず
つ
教
え

て
も
ら
っ
て
い
る
。
塊

か
た
ま
り

肉に
く

の
焼
き
方
や
、

お
せ
ち
料
理
、
日
常
的
な
家
庭
料
理
ま
で

自
分
の
好
き
な
も
の
を
少
し
ず
つ
覚
え
る

よ
う
に
し
て
い
る
。
調
理
の
過
程
を
知
っ

て
か
ら
食
べ
た
味
は
、
今
ま
で
の
料
理
と

は
違
う
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
味
の
複
雑

さ
を
理
解
し
た
く
な
っ
た
の
だ
。

　

あ
る
人
が
言
っ
た
。「
名
作
と
は
無
限

の
お
金
を
出
そ
う
と
、
無
限
の
時
間
を
か

け
よ
う
が
真
似
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」

　

知
ら
な
い
人
、
あ
る
い
は
機
械
が
作
っ

た
失
敗
の
な
い
誰
の
口
に
で
も
あ
う
よ
う

作
ら
れ
た
食
品
を
食
べ
る
よ
り
、
大
切
な

人
を
思
っ
て
情
が
込
め
ら
れ
た
家
の
味
は

各
家
ご
と
の
名
作
で
あ
る
。

　

毎
日
家
に
帰
り
「
た
だ
い
ま
帰
り
ま
し

た
！
」
の
一
言
の
前
に
、
今
日
の
晩
ご
飯

を
聞
く
習
慣
は
な
く
な
り
そ
う
に
な
い
。

手
作
り
の
お
重

じ
ゅ
うで

迎
え
る
お
正
月
。
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満ま
ん
さ
く作

の
生
花

　
　
　
　

∧
９
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生せ
い

花か　

草そ
う

型　

副そ
え

流
し

　

花
材　

満
作
（
満
作
科
）

　

花
器　

饕と
う

餮て
つ

文
獣
耳
銅
花
瓶

　

枝
い
っ
ぱ
い
に
黄
色
い
花
が
咲
い
て
い

る
。
太
枝
の
立
派
な
マ
ン
サ
ク
が
手
に

入
っ
た
の
で
生
花
に
い
け
た
。
ほ
の
か
に

甘
い
香
り
が
あ
り
、
花
も
大
き
め
な
の
で

シ
ナ
マ
ン
サ
ク
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

早
春
、
ほ
か
の
花
に
先
立
っ
て
「
ま
ず

咲
く
」
こ
と
か
ら
マ
ン
サ
ク
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
一
つ
の
花
に
は

黄
色
い
細
長
い
花
弁
が
４
枚
出
る
が
、
数

個
か
た
ま
っ
て
咲
く
の
で
も
っ
と
多
く
あ

る
よ
う
に
見
え
る
。

　

冷
た
い
山
の
中
で
満
開
の
マ
ン
サ
ク
に

出
会
っ
て
み
た
い
。
き
っ
と
心
を
奪
わ
れ

る
に
違
い
な
い
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き



10

京
都
嵐
山
花
灯
路
２
０
１
９

い
け
ば
な
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド

　
　
　
　

∧
９
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

会
期　

12
月
18
日
〜
22
日

　

会
場　

二
尊
院
門
前

　

花
材　

ビ
ロ
ウ
（
椰
子
科
）

　
　
　
　

グ
ロ
リ
オ
サ
（
百
合
科
）

　
　
　
　

コ
ニ
フ
ァ
ー
・
ブ
ル
ー
ア
イ
ス

（
檜

ひ
の
き

科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
市
川
博
一
作
）

ジ
ャ
パ
ン
ス
ピ
リ
ッ
ツ
in

京
都
２
０
２
０

　
　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

会
期　

12
月
29
日
〜
1
月
5
日

　

会
場　

ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
京
都
前

　
　
　
　
　
（
京
都
駅
ビ
ル
２
階
）

　

花
型　

生
花　

二
種
挿
し

　

花
材　

蝋
梅
（
蝋
梅
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
阪
野
鳳
洋
作
）

檳び
ろ
う榔

の
枯
葉　
　
　
　

仙
溪

　

ビ
ロ
ウ
は
椰
子
の
仲
間
で
東
ア
ジ
ア
の

亜
熱
帯
の
海
岸
付
近
に
自
生
す
る
。
葉
が

掌
状
に
広
が
り
、
葉
先
は
細
か
く
裂
け
て
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垂
れ
下
が
る
。
枯
れ
て
も
撥
水
性
が
あ
る

た
め
屋
根
や
笠
の
材
料
に
さ
れ
る
。
沖
縄

で
は
ク
バ
と
呼
ば
れ
、
今
で
も
ク
バ
笠
が

作
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ビ
ロ
ウ
は
平
安
時
代
、
大
変
神

聖
視
さ
れ
た
植
物
で
、
上
皇
以
下
、
四
位

以
上
の
上
級
貴
族
が
乗
る
車
は
こ
の
ビ
ロ

ウ
の
葉
を
裂
い
て
編
ん
だ
も
の
で
覆
っ
た

檳び

榔ろ
う

毛げ
の

車く
る
まで

あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
天
皇
の
即
位
式
の
前
に
禊
ぎ
祓

い
の
た
め
に
こ
も
る
百

ひ
ゃ
く

子し

帳ち
ょ
うと

い
う
仮
屋

は
頂
上
が
ビ
ロ
ウ
の
葉
で
覆
わ
れ
る
。
ビ

ロ
ウ
の
葉
は
風
を
お
こ
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
、
邪
気
を
払
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
。

　

そ
ん
な
謂い

わ

れ
が
あ
る
と
は
知
ら
ず
に
二

尊
院
の
門
前
に
い
け
た
の
だ
が
、
な
ん
と

も
相ふ

さ
わ応

し
い
選
択
だ
っ
た
と
感
じ
入
っ
て

い
る
。

レ
モ
ン
だ
よ
り

　

一
緒
に
ス
ヤ
ス
ヤ
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
680
号　

2020
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
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

連れ
ん
ぎ
ょ
う
翹
と
百
合　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

連
翹
（
木も

く
せ
い犀

科
）

　
　
　
　

透
か
し
百
合
２
種
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

百
合
は
本
来
夏
の
花
だ
が
、
園
芸
品
種

が
ほ
ぼ
一
年
中
花
屋
で
売
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
現
代
で
は
、
夏
以
外
で
あ
っ
て
も

花
色
の
選
び
方
と
い
け
方
に
よ
っ
て
、
良

い
取
り
合
わ
せ
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

　

作
例
の
２
色
の
ス
カ
シ
ユ
リ
も
そ
れ
ぞ

れ
に
い
い
表
情
を
見
せ
て
く
れ
て
い
る
。

　

園
芸
化
さ
れ
た
花
に
は
野
の
花
の
よ
う

な
風
情
は
な
い
け
れ
ど
、
溌は

つ

剌ら
つ

と
し
た
明

る
さ
が
あ
る
。
自
然
の
景
色
を
思
わ
せ
る

よ
う
な
い
け
ば
な
に
は
向
か
な
い
が
、
現

代
的
な
雰
囲
気
の
い
け
ば
な
で
持
ち
味
を

生
か
し
た
い
。

　

レ
ン
ギ
ョ
ウ
と
ス
カ
シ
ユ
リ
が
作
る
黄

色
の
輝
き
の
中
で
、
も
う
一
方
の
ス
カ
シ

ユ
リ
の
臙え

ん

脂じ

色
と
葉
の
緑
色
が
際
立
つ
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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桜
と
躑つ

つ
じ躅

の
立
花

　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

桜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

躑
躅
（
躑
躅
科
）

　
　
　
　

松
（
松
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

都
み
や
こ
わ
す忘

れ
（
菊
科
）

　

花
器　

銅
立
花
瓶

　

白
い
花
が
清
ら
か
な
印
象
の
サ
ク
ラ
で

辛こ
ぶ
し夷　

ア
イ
リ
ス　

椿

　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

辛
夷
（
木も

く
れ
ん蓮

科
）

　
　
　
　

ア
イ
リ
ス
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　

花
器　

魚
文
陶
花
瓶

　

コ
ブ
シ
の
枝
を
切
る
と
ほ
の
か
に
良
い

香
り
が
し
た
。
何
度
も
経
験
し
て
い
る
は

ず
な
の
に
毎
回
新
鮮
な
驚
き
を
感
じ
る
。

そ
し
て
手
に
し
た
枝
に
愛
着
を
覚
え
る
。

そ
ん
な
こ
と
も
私
が
花
を
い
け
る
理
由
の

一
つ
な
の
だ
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

出
逢
い
花
（
36
）

　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

河か
わ
づ
ざ
く
ら

津
桜
（
薔ば

ら薇
科
）

　

橘
た
ち
ば
な（

蜜み
か
ん柑

科
）

　
　

花
器　

織
部
徳
利
（
東
田
茂
正
作
）

　

雛ひ
な

飾
り
の
桜
と
橘
の
イ
メ
ー
ジ
。
タ
チ

バ
ナ
は
寒
暖
の
別
な
く
常
に
生
い
茂
る
の

で
「 

長
寿
瑞
祥
」
の
願
い
を
こ
め
て
。

サ
コ
ン
ノ
サ
ク
ラ
ウ
コ
ン
ノ
タ
チ
バ
ナ
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き

あ
る
。
葉
は
未
だ
出
て
い
な
い
の
で
マ
ツ

で
緑
を
添
え
、
紅
い
ツ
ツ
ジ
と
ツ
バ
キ
で

赤
み
を
加
え
た
。蕾
だ
っ
た
桜
は
満
開
に
。

京
都
の
春
の
山
景
色
。
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5

節
分
の
豆
ま
き

　
　

∧
４
頁
上
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

蝋ろ
う
ば
い梅

（
蝋
梅
科
）

　
　
　
　

台
杉
（
杉
科
）

　

花
器　

面
取
り
焼
締
花
瓶

　
「
お
兄
さ
ん
、
豆
！
！
！
」
誰
よ
り
も

通
る
大
き
な
声
で
真
っ
赤
な
服
を
き
て
厚

か
ま
し
く
大
き
な
エ
コ
バ
ッ
ク
の
口
を
広

げ
て
い
る
副
家
元
が
上
か
ら
よ
く
見
え

る
。
福
を
受
け
る
に
は
あ
る
程
度
、
主
体

的
な
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

廬ろ
さ
ん
じ

山
寺
の
節
分
会
は
鬼
踊
り
が
有
名

で
、毎
年
楽
し
み
に
し
て
い
る
人
が
多
い
。

豆
を
貰
う
立
場
か
ら
、
福
を
ま
く
人
に
な

ら
さ
せ
て
も
ら
え
た
が
、
素
直
に
福
の
お

裾
分
け
を
で
き
た
と
思
う
。
大
き
す
ぎ
る

器
に
入
っ
た
溢
れ
出
さ
ん
ば
か
り
に
頂
い

た
福
を
受
け
渡
せ
た
。
福
の
仕
組
み
に
つ

い
て
詳
し
い
訳
で
は
な
い
が
、
不
思
議
な

こ
と
に
ど
れ
だ
け
福
を
ま
い
て
も
、
福
は

無
く
な
ら
な
い
仕
組
み
ら
し
い
。

　　

1
人
が
伸
ば
す
手
に
そ
の
家
族
分
の
豆

を
欲
し
て
い
る
の
と
す
る
の
な
ら
ば
、
そ

の
会
場
は
五
倍
に
も
多
く
の
人
が
手
を
伸

ば
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な

い
。　

　

そ
ん
な
今
年
の
節
分
に
合
わ
せ
、
花
遊

び
と
称
し
て
手
先
の
器
用
な
知
り
合
い
に

こ
し
ら
え
て
も
ら
っ
た
切
り
絵
の
鬼
と
共

に
花
を
生
け
た
。
ヘ
ラ
で
ぶ
っ
た
切
っ
た

無
骨
な
花
器
に
蝋
梅
の
枝
振
り
、
枯
れ
た

ダ
イ
ス
ギ
が
合
っ
て
い
る
。
鬼
は
ど
ん
な

所
に
住
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。

菜
の
花
×
て
ん
と
う
虫

　
　

∧
４
頁
下
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

菜
の
花
（
油あ

ぶ
ら
な菜

科
）

　
　
　
　

手
作
り
の
て
ん
と
う
虫

　

花
器　

陶
花
器

　

去
年
に
見
た
春
の
景
色
を
花
と
器
で
表

現
し
た
。
実
際
に
見
た
て
ん
と
う
虫
は
一

匹
だ
っ
た
が
、サ
イ
ズ
と
共
に
誇
張
し
た
。

日
常
の
小
さ
な
発
見
を
た
だ
の
気
づ
き
だ

け
で
終
わ
ら
せ
る
の
は
少
し
も
っ
た
い
な

い
。
ど
れ
ほ
ど
の
火
に
な
る
か
わ
か
ら
な

い
が
、
空
気
を
送
り
込
み
、
火
種
を
大
き

く
し
な
け
れ
ば
、す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
い
、

火
も
消
え
て
し
ま
う
。

　

ナ
ノ
ハ
ナ
は
咲
い
て
し
ま
う
と
葉
が
頼

り
な
く
な
る
の
で
若
い
ナ
ノ
ハ
ナ
も
混
ぜ

て
生
け
る
と
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
出
る
。
花
遊

び
を
す
る
際
に
細
工
を
頼
ん
で
い
る
知
り

合
い
に
自
分
の
構
想
を
相
談
す
る
と
い
つ

も
ア
イ
デ
ィ
ア
を
く
れ
る
。
全
て
自
分
で

考
え
抜
い
た
作
品
も
楽
し
い
が
、
複
数
人

で
作
る
作
品
は
新
鮮
さ
に
長た

け
て
い
る
。

廬
山
寺
の
追つ

い
な
し
き

儺
式
鬼お

に
ほ
う
ら
く

法
楽
で
、
は
な
と
健
一
郎
が
豆
ま
き
役
を
さ
せ
て
頂
い
た
。（
写
真
撮
影
：
上
＝
髙
田
菜
月　

下
＝
桑
原
櫻
子
）
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「
ど
う
も
、
は
じ
め
ま
し

て
。
一
緒
に
お
風
呂
に
入

り
ま
し
ょ
う
か
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　
「
ど
う
も
、
は
じ
め
ま
し
て
。
一
緒
に

お
風
呂
に
入
り
ま
し
ょ
う
か
。」

　

見
ず
知
ら
ず
20
や
そ
こ
ら
の
兄
ち
ゃ
ん

に
、こ
ん
な
事
を
突
然
言
わ
れ
て
「
は
い
、

御
一
緒
に
」
と
答
え
る
人
は
い
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
でYES

を
引

き
出
す
力
が
介
護
に
は
必
要
で
あ
る
。
認

知
症
の
方
の
介
護
が
つ
く
づ
く
楽
し
い
と

思
え
る
。
初
め
ま
し
て
の
人
と
違
和
感
無

く
お
風
呂
に
入
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
心
を
接

近
さ
せ
、
お
風
呂
に
ま
で
入
る
と
い
う
の

だ
か
ら
。

　

見
ず
知
ら
ず
の
人
と
お
風
呂
に
入
る
な

ん
て
経
験
は
今
ま
で
は
な
か
っ
た
。
排
泄

と
入
浴
。
た
だ
で
さ
え
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

性
が
高
く
、
手
伝
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
た

め
ら
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
自
我
が

芽
生
え
る
前
の
赤
ち
ゃ
ん
の
排
泄
、
入
浴

行
為
と
は
違
い
、
以
前
ま
で
は
1
人
で
で

き
て
い
た
事
が
難
し
く
な
り
、
羞
恥
心
を

覚
え
て
し
ま
っ
た
人
か
ら
す
れ
ば
、
人
に

手
伝
っ
て
も
ら
う
の
は
ど
れ
程
の
辱

は
ず
か
しめ

な

の
だ
ろ
う
。

　

肉
体
的
な
介
護
は
少
し
の
ミ
ス
が
大
き

な
ケ
ガ
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
の
で
気
を
使

う
が
、
あ
る
程
度
の
答
え
や
マ
ニ
ュ
ア
ル

は
用
意
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
心
の
ケ
ア

は
十
人
十
色
で
、
正
解
も
な
い
。
お
ま
け

に
そ
の
日
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
声
の
掛

け
方
も
変
わ
る
。

　

お
風
呂
に
入
る
だ
け
な
ら
ま
だ
良
い
か

も
し
れ
な
い
。
も
し
仮
に
、
排
泄
の
失
敗

を
し
て
い
た
と
す
る
。
ト
イ
レ
、
浴
室
に

い
く
と
自
分
の
失
敗
を
露
呈
す
る
事
に
な

る
の
で
、
絶
対
に
便
所
に
も
浴
室
に
も
行

き
た
く
な
い
は
ず
だ
。
浴
室
へ
行
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
事
は
分
か
っ
て
は
い
て

も
、
羞
恥
心
が
勝
る
。
も
し
、
無
理
や
り

連
れ
て
行
か
れ
よ
う
も
の
な
ら
ば
強
い
拒

否
を
す
る
は
ず
だ
。
暴
言
を
働
く
人
も
い

れ
ば
暴
力
で
感
情
を
吐
き
出
す
人
も
い

る
。僕
も
間
違
い
な
く
そ
う
す
る
だ
ろ
う
。

　

排
泄
の
失
敗
は
、
放
っ
て
お
く
と
病
気

に
も
つ
な
が
る
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
気
持

ち
が
悪
い
。気
分
も
沈
ん
で
く
る
は
ず
だ
。

瞬
間
的
に
そ
の
人
の
懐
に
入
り
羞
恥
心
を

緩
和
さ
せ
注
意
を
他
の
事
柄
に
移
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

産
声
を
あ
げ
て
か
ら
身
体
的
に
で
き
る

事
が
少
し
ず
つ
増
え
て
い
き
、
や
が
て
身

体
は
下
り
坂
に
向
か
っ
て
い
く
。
若
い
う

ち
に
身
体
を
鍛
え
て
お
く
と
、
身
体
能
力

の
低
下
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
、
身
体
を
動
か
す
こ
と
は
大
切
だ
。
歳

を
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
体
の
衰
え
に
抗

う
事
は
難
し
く
な
る
。

　

近
頃
、
人
間
は
そ
ん
な
に
体
を
動
か
さ

な
く
て
も
生
活
す
る
事
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
今
や
座
っ
て
い
る
だ
け
で
世
界

中
を
飛
び
回
れ
る
時
代
な
の
だ
。
石
器
時

代
の
祖
先
達
が
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
で
人
々
が

懸
命
に
走
っ
て
い
る
光
景
を
目
に
し
た

ら
、
な
ん
て
お
か
し
な
事
を
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
と
驚
か
れ
る
に
違
い
な
い
。
猿

か
ら
ヒ
ト
へ
の
境
目
は
分
か
ら
な
い
が
、

7
万
年
前
の
認
知
革
命
以
降
、
ヒ
ト
に
認

知
能
力
の
劇
的
な
変
化
が
起
こ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。
周
り
の
環
境
に
合
わ
せ
て

生
き
る
道
で
は
な
く
、
周
り
の
環
境
を
変

え
る
発
想
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

い
つ
か
ら
だ
ろ
う
。
ヒ
ト
が
動
く
事
を

は
じ
め
に
面
倒
だ
と
考
え
た
の
は
。
お
肉

を
狩
り
に
行
く
時
代
か
ら
買
い
に
行
く
時

代
に
な
っ
た
の
は
。
現
代
は
肉
体
の
負
担

を
減
ら
す
た
め
の
工
夫
の
結
晶
で
あ
る
街

や
文
化
。
祖
先
達
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
地

球
の
直
線
上
で
生
活
を
し
て
い
る
。

　　

今
あ
る
便
利
は
、
祖
先
の
面
倒
臭
い
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
。
生
ま
れ
た
時
か
ら
そ

こ
に
あ
っ
た
物
の
作
り
方
も
直
し
方
も
僕

は
知
ら
な
い
。
そ
の
せ
い
か
、
自
動
車
よ

り
も
自
転
車
ぐ
ら
い
の
方
が
好
き
な
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
僕
は
外
れ
た
自
転
車

の
チ
ェ
ー
ン
を
な
ん
と
か
取
り
付
け
る
く

ら
い
の
能
力
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い

の
だ
が
。

　

肉
体
に
引
き
換
え
、
脳
は
使
え
ば
使
う

ほ
ど
、
発
達
し
て
い
き
衰
え
る
こ
と
は
無

い
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
脳
を
鍛
え
よ

う
と
考
え
る
の
だ
が
、
脳
に
障
害
が
起
こ

れ
ば
、
低
下
の
一
途
を
辿
る
の
で
あ
る
。

例
の
一
つ
に
認
知
症
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
脳
細
胞
の
死
滅
や
活
動
の
低
下
に
よ

り
、
認
知
機
能
に
障
害
が
起
き
、
理
解
力

や
判
断
能
力
に
も
大
き
く
影
響
し
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

　　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
認
知
症
の
利
用
者

の
方
達
と
生
活
し
て
い
る
と
、
認
知
機
能

に
障
害
が
あ
る
事
は
確
か
だ
が
、
も
っ
と

根
源
的
な
、
そ
の
人
が
ど
う
生
き
て
き
た

か
と
い
う
物
が
分
か
り
や
す
い
形
で
存
在

し
て
い
る
。
常
に
人
に
感
謝
し
て
生
き
て

い
る
人
、
異
性
に
気
が
あ
る
人
、
自
分
が

心
地
よ
く
過
ご
し
て
い
れ
ば
い
い
人
、
愛

情
深
い
人
、
せ
っ
か
ち
な
人
で
あ
っ
た
り

と
、
取
り
繕
い
の
な
い
純
粋
な
姿
を
目
の

当
た
り
に
で
き
る
。
面
会
に
来
ら
れ
た
子

供
に
そ
の
片
鱗
が
垣
間
見
え
た
時
に
は
、

遺
伝
と
い
う
物
を
自
分
が
発
見
し
た
よ
う

で
少
し
嬉
し
く
も
感
じ
る
。
自
分
が
認
知

症
に
な
る
姿
を
考
え
る
事
は
自
分
が
何
者

か
考
え
る
作
業
で
も
あ
る
。
優
劣
こ
そ
な

い
が
成
績
発
表
の
よ
う
な
物
な
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

僕
よ
り
4
倍
生
き
た
人
達
と
生
活
す
る

こ
の
仕
事
は
、
い
つ
も
新
し
い
価
値
観
、

自
分
と
の
発
見
で
溢
れ
て
い
る
。
そ
の
理

由
は
利
用
者
と
の
心
の
距
離
で
あ
る
。
家

族
で
す
ら
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
所
に
ま
で
心
を
接
近
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
隠
し
事
な
ん
て
な
い
。

　

よ
く
自
分
の
考
え
て
い
る
事
の
相
談
を

す
る
事
も
、
さ
れ
る
事
も
あ
る
。
美
に
つ

い
て
尋
ね
る
と
、
美
人
で
あ
る
事
と
答
え

る
人
。
美
し
い
心
で
あ
る
と
答
え
る
人
。

美
人
で
あ
る
と
答
え
た
方
に
、「
も
し
意

地
悪
な
美
人
さ
ん
が
い
た
ら
そ
れ
は
美
人

で
す
か
？
」
と
尋
ね
る
と
そ
れ
は
「
美
人

じ
ゃ
な
い
」
と
答
え
る
。
手
を
繋
い
で
散

歩
し
て
い
る
と
、
答
え
が
出
な
い
ま
ま
帰

設
す
る
事
に
な
る
。

　

話
を
し
て
い
る
中
で
も
、
年
齢
の
た
め

か
や
は
り
生
死
に
関
わ
る
話
が
多
い
。
死

を
目
前
に
し
た
人
の
言
葉
に
は
や
は
り
、

重
み
が
あ
る
。
死
の
体
験
談
を
聞
く
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
私
と
比
べ
る
と
死
に
近

く
、
当
事
者
意
識
が
強
い
方
の
話
は
具
体

的
で
あ
る
。

　

真
正
面
か
ら
そ
の
人
を
知
り
受
け
と

め
、
そ
の
人
の
顔
色
、
仕
草
か
ら
心
情
を

で
き
る
だ
け
正
確
な
感
情
を
想
像
し
、
適

し
た
ケ
ア
を
で
き
た
ら
な
と
考
え
て
い

る
。

　

こ
の
力
を
磨
い
た
そ
の
先
に
物
を
話
さ

ぬ
植
物
の
声
を
聞
き
、
そ
の
特
徴
を
理
解

し
、
そ
の
姿
を
よ
り
美
し
さ
を
引
き
出
す

事
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
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立
花
時
勢
粧
の
器
　
④

　
「
立
花
秘
傳
抄 

四
・
花
瓶
の
事
」（
テ

キ
ス
ト
６
１
９
参
照
）
に
は

「
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
。」

と
述
べ
ら
れ
て
い
て
「
唐

も
ろ
こ
しの

器
」
の
絵

が
添
え
ら
れ
て
い
る（
図
①
）。
そ
こ
で
、

立
花
瓶
の
ル
ー
ツ
と
も
い
え
る
中
国
の

青
銅
器
の
歴
史
を
み
て
み
よ
う
。

　

青
銅
と
は
銅
と
錫す

ず

の
合
金
で
、
中
国

で
は
紀
元
前3100

年
頃
に
石
器
時
代

か
ら
青
銅
器
時
代
に
移
行
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
紀
元
前1600

年
頃
に

殷い
ん

（
商
）
王
朝
が
成
立
し
て
か
ら
は
、

徐
々
に
青
銅
の
鋳

ち
ゅ
う

造ぞ
う

技
術
が
発
達
し
、

そ
の
後
の
周

し
ゅ
う

、
春
秋
時
代
ま
で
（
紀
元

前400

年
頃
）
が
青
銅
器
時
代
に
相
当

す
る
。

　

殷い
ん

や
周

し
ゅ
う

の
時
代
、
青
銅
は
貴
重
な

金
属
で
、
王
や
貴
族
が
権
力
の
象
徴

と
し
て
主
に
祭さ

い

祀し

の
器
物
を
青
銅
で

作
っ
た
。
宗そ

う

廟び
ょ
うに

酒
を
供
え
る
た
め
の

「
尊そ

ん

」
も
青
銅
で
多
く
作
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
表
面
に
邪
気
を
払
い
神
霊
と

の
交
信
の
場
に
相
応
し
い
畏
怖
を
抱
か

せ
る
獣
面
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
の
も

特
徴
的
で
あ
る
。

　

時
代
は
下
っ
て
日
本
の
江
戸
時
代
前

期
に
出
版
さ
れ
た
百
科
事
典
「
訓き

ん

蒙も
う

図ず

彙い

」
に
も
「
尊そ

ん

」
や
「
觚こ

」
な
ど
中
国

伝
来
の
器
物
が
絵
入
り
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
（
図
②
）。
初
期
の
立た

て
花は

な

は
そ

れ
ら
中
国
の
青
銅
器
に
立
て
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
尊そ

ん

や
觚こ

と
い
っ

た
口
の
広
が
っ
た
酒
器
を
選
ん
だ
の
は

何
故
だ
ろ
う
。
今
で
は
水
際
の
美
し
さ

の
た
め
と
理
由
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
広
口
の
器
に
敢
え
て
花
を
立

て
た
最
初
の
思
い
が
ど
ん
な
も
の
だ
っ

①

訓き
ん

蒙も
う

図ず

彙い

中
村
惕
斎
に
よ
っ
て
寛
文
6
年
（1666

年
）
に
著

あ
ら
わ

さ

れ
た
図
入
り
百
科
事
典
（
類
書
）。
全
20
巻
。

天
文
・
地
理
・
居
処
・
人
物
・
身
体
・
衣
服
・
宝
貨
・
器
用
・

畜
獣
・
禽
鳥
・
龍
魚
・
蟲
介
・
米
穀
・
菜
蔬
・
果
蔬
・
樹
竹
・

花
草
を
絵
と
文
で
紹
介
し
て
い
る
。

た
の
か
。
も
し
か
す
る
と
、
中
国
で
古

代
か
ら
神
霊
と
の
交
信
に
使
わ
れ
た
祭

祀
用
の
酒
器
を
使
う
こ
と
に
意
味
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

立り
っ

花か

よ
り
も
以
前
。
立た

て
花は

な

が
生
ま

れ
た
と
き
、
な
ぜ
広
口
の
器
だ
っ
た
の

か
、
な
ぜ
藁わ

ら

の
束
に
立
て
た
の
か
。
立

花
の
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た

い
。

②

図
②
：
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
転
載
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饕と
う
て
つ
も
ん

餮
文
の
青
銅
器

　
　
　
　

∧
９
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

草そ
う

型　

留と
め

流
し

　

花
材　

山さ
ん
し
ゅ
ゆ

茱
萸
（
水
木
科
）

　

花
器　

獣
耳
饕と

う

餮て
つ

文
銅
花
瓶

　

古
代
中
国
の
王
朝
、
殷い

ん

・
周

し
ゅ
うの

時
代
の

彝い

器き

（
宗そ

う

廟び
ょ
うに

供
え
る
祭さ

い

器き

で
祭さ

い

祀し

用
の

青
銅
器
の
総
称
）
に
は
、
虎
を
見
開
き
に

し
た
よ
う
な
文も

ん

様よ
う

「
饕と

う

餮て
つ

文も
ん

」
が
多
く
見

ら
れ
る
。
こ
の
睨
み
つ
け
る
よ
う
な
図
像

に
は
、
邪
悪
を
避
け
て
墓
所
を
守
護
す
る

願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

サ
ン
シ
ュ
ユ
の
枝
先
に
は
生
命
の
勢
い

を
感
じ
る
。
植
物
の
力
強
さ
美
し
さ
を
表

現
す
る
い
け
ば
な
は
、
悪
を
は
ね
の
け
る

清
ら
か
な
力
の
象
徴
で
も
あ
る
と
思
う
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き

白川静
しずか

「新訂 字統」より引用
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桃
の
古
木

　
　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

桃
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

ア
イ
リ
ス
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　

花
器　

銅
花
器

　

切
り
花
の
桃
は
「
矢
口
」
と
い
う
品
種

黄
花
の
金
魚
草

　
　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

木き
い
ち
ご苺

（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

金
魚
草
（
胡ご

ま
の
は
ぐ
さ

麻
の
葉
草
科
）

　
　
　
　

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

　

キ
ン
ギ
ョ
ソ
ウ
に
は
い
ろ
ん
な
色
が
あ

る
。
色
や
大
き
さ
で
と
り
合
わ
せ
る
相
手

も
変
わ
る
。
鮮
や
か
な
黄
色
の
キ
ン
ギ
ョ

ソ
ウ
は
春
の
緑
と
相
性
が
い
い
。
白
い

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
も
キ
イ
チ
ゴ
の
蕾
も
、
キ

ン
ギ
ョ
ソ
ウ
と
一
緒
に
上
へ
上
へ
と
伸
び

よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

が
主
で
、
産
地
で
何
度
も
枝
切
り
す
る
う

ち
に
幹
は
太
く
ご
つ
ご
つ
と
し
て
く
る
。

珍
し
く
幹
ご
と
売
ら
れ
て
い
た
の
で
重
量

の
あ
る
銅
器
で
い
け
た
。
長
年
、
若
枝
を

提
供
し
て
く
れ
た
親
幹
へ
の
敬
意
を
込
め

て
、
艶
や
か
な
葉
の
純
白
の
八
重
椿
を
添

え
た
。

レ
モ
ン
だ
よ
り

　

エ
ジ
プ
ト
の
猫
の
女
神
「
バ
ス
テ
ト
」

と
一
緒
に
。



12

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
681
号　

2020
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
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

山さ
ん
し
ゅ
ゆ

茱
萸
の
立
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　

花
材　

山
茱
萸
（
水
木
科
）

　
　
　
　

松
（
松
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
大
谷
焼
）

　

一
本
の
山
茱
萸
の
木
を
立
花
と
い
う
様

式
を
借
り
て
立
て
た
。
理
想
の
型
は
ま
だ

頭
に
な
い
。 

 

　

そ
の
時
の
枝
ぶ
り
や
花
の
つ
き
方
を
み

て
、
良
い
と
思
っ
た
ら
、
良
い
と
思
っ
た

通
り
に
生
け
る
。 

 

　

役
枝
一
つ
一
つ
を
考
え
な
が
ら
ゆ
っ
く

り
と
枝
ど
り
を
す
る
。
バ
ラ
ン
ス
を
見
な

が
ら
ゆ
っ
く
り
と
。
喜
び
で
あ
る
。
時
間

が
か
か
れ
ば
か
か
る
ほ
ど
そ
の
花
の
近
く

に
居
れ
る
か
の
よ
う
だ
。
ゆ
っ
く
り
と
自

分
の
呼
吸
を
山
茱
萸
の
呼
吸
に
合
わ
せ
て

い
く
。
切
り
花
に
な
っ
た
山
茱
萸
の
息
を

吹
き
返
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
。
ま
だ
ま
だ

一
本
の
木
の
迫
力
に
も
、遠
く
及
ば
な
い
。

切
り
花
を
根
付
き
の
大
木
に
も
見
せ
る
事

が
で
き
る
か
が
、
花
を
触
る
者
と
し
て
の

技
量
の
見
せ
所
で
あ
る
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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薇ぜ
ん
ま
いと

豆
の
花

　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

薇
（
薇
科
）

　
　
　
　

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
（
蘭
科
）

　
　
　
　

豆
の
花
（
豆
科
）

　

花
器　

赤
ガ
ラ
ス
コ
ン
ポ
ー
ト

　

こ
の
花
を
い
け
た
の
は
3
月
初
旬
で
、

丁
度
沖
縄
か
ら
ゼ
ン
マ
イ
が
届
い
た
と
こ

ろ
だ
っ
た
。
花
屋
の
バ
ケ
ツ
に
入
っ
て
い

る
と
目
立
た
な
い
の
だ
が
、
飾
っ
て
み
る

と
小
さ
く
巻
い
た
若
芽
が
可
愛
ら
し
く

て
、
一
気
に
春
ら
し
い
花
に
な
っ
た
。
柔

ら
か
く
て
ひ
弱
そ
う
に
見
え
た
マ
メ
ノ
ハ

ナ
も
添
え
木
を
し
て
い
け
る
と
ぐ
ん
ぐ
ん

成
長
し
て
く
れ
て
い
る
。

　

毎
日
花
か
ら
元
気
を
も
ら
っ
て
い
る
。

色
合
わ
せ

　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

山や
ま
ぶ
き吹

（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

紫し
ら
ん蘭

（
蘭
科
）

　

花
器　

環
耳
陶
花
瓶（
竹
内
眞
三
郎
作
）

　

色
合
わ
せ
も
生
け
花
を
す
る
上
で
大
切

な
要
素
の
う
ち
の
一
つ
。
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紫
蘭
は
自
然
の
葉
を
生
か
し
て
。
し
ゃ

ん
と
し
て
若
々
し
く
凛
々
し
い
印
象
を
受

け
る
。
副
家
元
が
選
ん
で
く
れ
た
敷
物
で

印
象
が
変
わ
る
。

若
い
青
さ

　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

本
桜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

椿
「
月
の
輪
」（
椿
科
）

　
　
　
　

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
の
葉（
菖あ

や
め蒲

科
）

　

花
器　

紺
釉
陶
鉢

　

本
桜
と
椿
の
２
種
だ
け
で
も
格
好
は
良

い
が
、
オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
を
出
逢
わ
せ
て
。

若
い
青
さ
が
ま
も
な
く
訪
れ
る
季
節
を
思

わ
せ
る
。
本
桜
と
オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
が
競
い

合
う
様
。
立
派
な
本
桜
だ
っ
た
の
で
勢
い

を
出
し
、
椿
で
留
め
る
。
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ド
ラ
セ
ナ

　
　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ド
ラ
セ
ナ
・
ソ
ン
グ
オ
ブ
イ
ン

デ
ィ
ア
（
竜

り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん

舌
蘭
科
）

　
　
　
　

カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
撫な

で
し
こ子

科
）

　
　
　
　

ス
イ
ー
ト
ピ
ー
（
豆
科
）

　

花
器　

陶
鉢

　

ド
ラ
セ
ナ
・
ソ
ン
グ
オ
ブ
イ
ン
デ
ィ
ア

の
フ
サ
フ
サ
し
た
豪
華
な
葉
。
足
元
隠
し

に
と
り
あ
え
ず
入
れ
る
の
で
は
な
く
て
、

主
役
に
見
せ
た
い
と
思
う
。

　

大
輪
深
紅
の
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
茎
も

太
く
て
存
在
感
が
あ
る
。
純
白
の
ス
イ
ー

ト
ピ
ー
で
メ
リ
ハ
リ
が
つ
い
た
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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『
選
択
力
』

　

稲
が
伝
わ
り
、
食
物
の
貯
蔵
が
可
能
に

な
り
、
動
物
を
家
畜
化
す
る
。
食
に
困
ら

な
く
な
る
と
物
の
交
換
が
盛
ん
に
な
り
、

生
産
性
が
上
が
る
と
物
の
選
択
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

物
が
あ
り
す
ぎ
る
時
代
と
言
わ
れ
て
か

ら
長
い
月
日
が
経
っ
た
。
何
が
何
だ
か
わ

か
ら
な
い
機
能
が
沢
山
つ
い
た
機
械
で
物

が
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
。
酷
い
も
の
に
な

る
と
何
を
す
る
為
の
機
械
だ
っ
た
か
、
分

か
ら
な
い
製
品
で
さ
え
あ
る
ほ
ど
に
。

　

そ
こ
ま
で
こ
だ
わ
り
が
な
い
も
の
に
対

し
て
質
問
を
さ
れ
る
と
困
る
。
使
え
た
ら

い
い
の
だ
。
店
員
さ
ん
は
僕
に
少
し
で
も

あ
っ
た
物
を
提
案
し
た
く
、
多
く
の
質
問

を
投
げ
か
け
て
く
る
。
店
員
さ
ん
に
は
悪

い
気
が
な
い
の
は
十
分
承
知
だ
。
だ
か
ら

店
員
さ
ん
の
顔
は
イ
キ
イ
キ
と
し
て
い

る
。
僕
が
「
必
要
最
低
限
の
機
能
が
使
え

た
ら
充
分
で
す
。
と
り
あ
え
ず
こ
れ
を
下

さ
い
。」
な
ん
て
と
て
も
言
え
な
い
。
店

員
さ
ん
が
好
き
で
そ
の
職
業
に
つ
い
て
い

た
と
す
る
と
、少
し
悪
い
気
が
す
る
の
だ
。

　

生
活
を
よ
り
便
利
に
し
よ
う
と
物
を
買

う
。
い
つ
か
使
う
か
も
し
れ
な
い
機
能
は

絶
対
に
使
わ
な
い
機
能
だ
。
多
機
能
は
本

質
の
性
能
を
曇
ら
せ
る
。
あ
れ
ば
便
利
な

物
は
、
無
く
て
も
た
い
し
て
困
ら
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
同
じ
用
途
の
も
の
は
一

つ
だ
け
で
良
い
ん
で
す
よ
と
言
わ
れ
た
こ

と
が
あ
る
。
飲
み
物
を
飲
む
と
い
う
用
途

に
必
要
な
の
は
住
人
の
数
だ
け
の
コ
ッ
プ

だ
け
で
良
い
と
い
う
の
だ
。
単
純
明
快
で

好
き
な
考
え
方
で
は
あ
る
が
、少
し
違
う
。

僕
の
「
好
み
」
が
こ
の
考
え
方
に
歯
止
め

を
か
け
る
。人
そ
れ
ぞ
れ
好
み
は
あ
る
が
、

そ
の
飲
み
物
が
1
番
美
味
し
い
形
態
の
器

は
確
か
に
存
在
す
る
。
湯
飲
み
に
入
っ
た

水
な
ん
て
飲
み
た
く
な
い
。

　

朝
の
コ
ー
ヒ
ー
を
お
気
に
入
り
の
湯
飲

み
で
飲
む
。
湯
飲
み
な
の
だ
が
、
何
故
か

コ
ー
ヒ
ー
を
入
れ
て
し
ま
う
。
他
の
ど
の

コ
ッ
プ
で
飲
む
よ
り
美
味
し
い
の
だ
。
少

し
余
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
を
ミ
ル
ク
で
割
っ
て

飲
む
時
は
、
洗
い
物
が
増
え
よ
う
が
大
好

き
な
青
磁
の
マ
グ
で
頂
く
。
な
ぜ
な
ら
ば

マ
グ
で
飲
む
ミ
ル
ク
コ
ー
ヒ
ー
の
方
が
美

味
し
い
か
ら
だ
。
液
体
が
漏
れ
な
け
れ
ば

何
で
飲
ん
で
も
い
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ

れ
が
良
い
の
だ
。同
じ
物
を
食
べ
る
に
も
、

飲
む
に
も
器
が
変
わ
る
だ
け
で
味
が
確
か

に
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
。食
べ
る
だ
け
、

飲
む
だ
け
だ
が
、
自
分
に
も
た
ら
さ
れ
る

効
果
を
鑑

か
ん
がみ

れ
ば
一
度
身
の
回
り
の
も
を

自
分
が
本
当
に
好
き
で
使
っ
て
い
る
か
を

考
え
る
価
値
は
お
お
い
に
あ
る
。

　

新
し
い
湯
飲
み
を
買
う
と
す
る
。
材
質

や
価
格
帯
も
様
々
で
選
択
肢
の
多
さ
に
圧

倒
さ
れ
、
選
び
き
れ
な
い
。
そ
こ
で
そ
の

選
択
を
助
け
て
く
れ
た
の
が
、
Ｔ
Ｖ
の
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
や
新
聞
な
ど
の
広
告
で
あ
っ

た
。
数
多
く
の
選
択
肢
の
中
か
ら
そ
の
商

品
の
印
象
を
良
く
さ
せ
る
働
き
が
あ
り
、

他
の
物
と
は
違
う
特
別
な
も
の
に
な
る
。

　

果
た
し
て
そ
れ
は
本
当
に
自
分
が
好
き

で
選
ん
だ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ネ
ッ
ト
で
買
い
物
を
す
る
と
き
に
、「
あ

な
た
に
お
す
す
め
の
商
品
」
が
表
示
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
Ａ
Ｉ
が
、
検
索

履
歴
や
購
買
履
歴
な
ど
を
参
照
し
て
、
数

多
く
の
商
品
の
中
か
ら
、
お
す
す
め
の
商

品
を
提
示
し
て
く
れ
る
も
の
だ
。
消
費
者

は
こ
の
「
お
す
す
め
の
商
品
」
の
お
か
げ

で
、
膨
大
な
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
の
中
か
ら
商

品
を
選
ぶ
必
要
が
な
く
、
機
械
が
勝
手
に

選
ん
で
き
た
も
の
の
可
否
を
判
断
す
る
だ

け
で
よ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
選
ぶ
こ
と
を
や
め
た
人
た

ち
は
、
自
分
の
知
り
合
い
や
ネ
ッ
ト
で
活

躍
す
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
（
影
響
力
の

強
い
人
）
の
口
コ
ミ
に
信
頼
を
寄
せ
て
い

る
。

　

テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
に
演
出
効
果
が
あ
る
こ
と

は
、
す
で
に
多
く
の
消
費
者
が
認
知
し
て

い
る
。
だ
か
ら
信
頼
す
る
友
人
や
口
コ
ミ

を
信
じ
て
物
を
買
う
。
こ
う
し
た
購
買
方

法
は
、「
自
分
の
感
覚
だ
け
で
選
ん
で
失

敗
し
た
く
な
い
」「
選
ぶ
時
間
が
も
っ
た

い
な
い
」「
み
ん
な
が
い
い
と
言
っ
て
い

る
も
の
が
欲
し
い
」
な
ど
と
い
っ
た
欲
求

が
強
い
か
ら
で
あ
る
。

　

人
の
感
覚
で
選
ば
れ
た
商
品
に
囲
ま
れ

て
豊
か
さ
は
、
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

こ
こ
最
近
、強
い
同
調
圧
力
の
せ
い
で
、

自
己
の
表
現
が
億
劫
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

人
に
流
さ
れ
や
す
い
自
分
を
誰
し
も
が
感

じ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
同
調

圧
力
に
立
ち
向
か
う
た
め
の
武
器
が
い
わ

ゆ
る
イ
チ
ャ
モ
ン
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
声
を
大
に
し
て
イ
チ
ャ
モ
ン
を
つ
け

ら
れ
た
の
な
ら
大
し
た
も
の
だ
が
、
小
さ

い
声
、
心
の
中
で
呟
い
て
も
い
い
。

　

物
事
を
否
定
す
る
力
は
自
分
の
中
に
芯

が
な
く
と
も
で
き
る
。
わ
が
ま
ま
に
な
れ

ば
い
い
の
だ
。
そ
し
て
少
し
ず
つ
培
わ
れ

た
自
分
が
、
何
が
好
き
で
何
が
嫌
か
を
軸

に
否
定
す
る
。
上う

わ

辺べ

で
人
に
合
わ
せ
続
け

自
分
を
見
失
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
も
っ
た
い

な
い
事
は
な
い
。

　

自
分
の
決
め
た
、
大
き
か
ろ
う
が
小
さ

か
ろ
う
が
選
択
の
一
つ
一
つ
が
自
分
の
未

来
を
限
定
さ
せ
て
い
く
。　
　
　
　
　

　

よ
く
登
場
す
る
手
先
の
器
用
な
知
り
合

い
は
、
会
う
た
び
に
仕
事
の
愚
痴
ば
か
り

を
言
う
人
だ
っ
た
。
嫌
な
仕
事
な
ら
放
っ

て
し
ま
え
ば
良
い
の
に
と
い
う
誰
で
も
で

き
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
み
た
。
や
り
た

く
も
無
い
仕
事
を
し
て
い
る
意
味
が
僕
に

は
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
あ

る
。
そ
の
後
彼
女
は
自
分
で
仕
事
を
辞
め

た
。
今
は
自
分
の
好
き
な
仕
事
を
し
て
い

る
。
指
輪
作
り
の
仕
事
だ
。
人
間
関
係
の

話
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ど
ん
な
指
輪
を
作

り
た
い
、
こ
ん
な
作
業
が
楽
し
い
、
こ
ん

な
面
白
い
お
客
さ
ん
が
き
は
っ
て
ん
で
、

と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
話
を
聞
い
て
い
て
も

退
屈
し
な
く
な
っ
た
。

　

い
つ
住
む
場
所
を
変
え
て
も
い
い
。
い

つ
仕
事
を
変
え
て
も
い
い
。
嫌
な
事
を
し

て
い
る
人
が
い
る
と
言
う
が
そ
れ
は
そ
の

人
の
選
択
で
あ
る
。
新
し
い
事
を
す
る
リ

ス
ク
を
お
そ
れ
、
居
心
地
の
悪
い
場
所
に

留
ま
り
続
け
て
い
る
の
だ
。
変
わ
ら
な
い

こ
と
も
リ
ス
ク
で
あ
る
事
を
忘
れ
て
は
い

け
な
い
。

　

自
分
で
決
め
た
事
は
全
て
、
自
分
の
お

か
げ
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
失
敗
を
し
て
も
人

の
せ
い
に
で
き
な
い
た
め
、
結
果
を
受
け

止
め
新
し
い
選
択
を
す
れ
ば
い
い
だ
け

だ
。

　　
「
選
ぶ
力
」
は
選
ぶ
物
が
ど
ん
ど
ん
と

増
え
て
い
く
今
の
時
代
に
は
必
ず
求
め
ら

れ
る
力
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
大
概
の

も
の
は
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
。
何
を
選
ぶ

か
で
あ
る
。「
こ
れ
で
い
い
」
か
ら
、「
こ

れ
が
い
い
」
に
変
え
る
だ
け
の
簡
単
な
話

で
あ
る
。
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『
慕ぼ

き
え
こ
と
ば

帰
絵
詞
』

　

室
町
時
代
初
期
に
描
か
れ
た
『
慕ぼ

帰き

絵え

詞こ
と
ば』（

１
３
５
１
年
）
に
は
、
当
時
の
僧
侶

の
暮
ら
し
ぶ
り
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
『
慕
帰
絵
詞
』
は
浄
土
真
宗
の
開
祖
親

鸞
の
曾
孫
に
あ
た
る
覚
如
（
１
２
７
１
〜

１
３
５
１
）
の
伝
記
絵
巻
。
西
本
願
寺
に

伝
わ
る
貴
重
な
絵
巻
だ
が
、
大
正
時
代
に

模
写
さ
れ
た
も
の
が
『
慕
帰
繪
々
詞
』
と

し
て
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
で
公
開
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
誰
で
も
見
る
事
が
で
き
る
の
で
、
絵
の

 『慕帰繪々詞　巻 1』より　　覚如 13 歳、延暦寺の宰相法印宗澄に天台を学ぶ。

『慕帰繪々詞　巻 3』より　　奈良興福寺一乗院にて法相を学び 17 歳で出家・受戒ののち行寛に学ぶ。

細
部
ま
で
つ
ぶ
さ
に
確
認
で
き
る
。

　

絵
巻
の
人
物
一
人
一
人
の
仕
草
や
表
情

の
豊
か
さ
に
思
わ
ず
見
入
っ
て
し
ま
う
。

衣
服
、
食
事
、
住
ま
い
、
遊
び
、
行
事
、

風
俗
が
描
か
れ
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南

北
朝
頃
の
様
子
を
リ
ア
ル
に
伺
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
い
け
ば
な
の
歴
史
か
ら
見
る
と
、

最
古
の
花
伝
書
と
さ
れ
る
『
花か

王お
う

以
来
の

花
伝
書
』
が
１
４
８
６
年
と
さ
れ
る
の
で
、

そ
れ
よ
り
１
３
０
年
以
上
前
の
描
写
と
し

て
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。（
た
だ
し
慕
帰

絵
詞
巻
１
、
巻
７
は
足
利
義
満
の
時
代
に

紛
失
し
、
１
４
８
２
年
に
作
り
直
さ
れ
て

い
る
の
で
、
制
作
年
代
に
よ
る
描
写
の
違

い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）

　

巻
８
に
は
京
都
大
原
の
勝
林
院
が
描
か

れ
、
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
の
前
机
に
枝
を

挿
し
た
一
対
の
華け

瓶び
ょ
うが

見
え
る
。（
図
⑧
⑨
）

①

②③

④

⑤
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国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
慕
帰
繪
々
詞
10
巻
』
鈴
木
空
如
・
松
浦
翠
苑
模　

よ
り
転
載
→

 『慕帰繪々詞　巻 5』より　　歌会を催し打聞（歌を書き留める）をして歌集「閑窓集」をつくる（正和 4 年）。

 『慕帰繪々詞　巻 8』より　　貞和 2 年、大原の勝林院五坊を尋ねる。

⑥

⑦

⑧

⑨

　

今
で
も
阿
弥
陀
如
来
に
供
え
る
華
瓶
に

は
香
木
と
し
て
の
樒

し
き
み

の
枝
を
挿
す
が
、
こ

れ
は
そ
の
昔
、
瓶
の
中
の
浄
水
を
清
ら
か

に
保
つ
意
味
で
花
や
香
木
で
器
の
口
に
蓋

を
し
た
の
が
起
源
だ
そ
う
だ
。

　

巻
5
の
歌
会
で
は
板
の
間
の
奥
に
３
幅

の
軸
が
掛
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
に
一

対
の
花
瓶
と
香
炉
が
敷
板
に
置
か
れ
て
い

る
。
真
ん
中
の
軸
は
歌か

聖せ
い

柿
本
人
麻
呂
だ

ろ
う
。
広
口
の
花
瓶
に
生
け
ら
れ
て
い
る

の
は
高こ

う

野や

槙ま
き

か
。（
図
⑥
⑦
）

　

巻
１
と
巻
３
に
は
盆
石
や
箱
庭
が
描
か

れ
て
い
る
（
図
①
③
④
⑤
）。

　

台
の
上
に
自
然
の
景
色
を
再
現
す
る
飾

り
物
は
平
安
時
代
に
「
州す

浜は
ま

」
と
呼
ば
れ

貴
族
の
間
で
流
行
し
た
。
盆
石
、
盆
景
、

盆
栽
の
起
源
は
中
国
だ
が
、
石
や
植
物
で

神
聖
な
空
間
を
作
ろ
う
と
す
る
行
為
は
、

そ
の
後
の
い
け
ば
な
誕
生
に
繋
が
っ
て
い

る
と
思
う
。

　

図
②
の
床
の
間
に
は
塗
の
台
の
上
に
青

磁
の
鉢
に
紅
白
の
花
と
細
い
葉
が
見
え
る
。

は
た
し
て
い
け
ら
れ
た
も
の
か
鉢
植
か
。

こ
の
巻
１
は
紛
失
し
た
の
ち
１
４
８
２
年

に
描
き
直
さ
れ
て
い
る
。
書
き
直
さ
れ
た

頃
に
は
こ
の
よ
う
な
床
と
床
飾
り
が
あ
っ

た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。（
つ
づ
く
）
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上か
み
ご
り
ょ
う
じ
ん
じ
ゃ

御
霊
神
社
の
鳶い

ち
は
つ尾

　

昨
年
の
5
月
5
日
に
上
御
霊
神
社
へ
イ

チ
ハ
ツ
を
見
に
行
っ
た
。
今
、
切
り
花
で

イ
チ
ハ
ツ
と
呼
ば
れ
て
い
る
ニ
オ
イ
イ
リ

ス
で
は
な
く
、本
来
の
イ
チ
ハ
ツ
の
方
だ
。

　

上
御
霊
神
社
は
相
国
寺
の
北
に
位
置

し
、
古
く
は
鴨
川
か
ら
別
れ
た
川
が
境
内

を
通
っ
て
御
所
へ
繋
が
っ
て
い
て
、
神
社

の
堀
に
カ
キ
ツ
バ
タ
が
群
生
し
て
い
た
そ

う
だ
。
神
社
の
近
く
に
尾
形
光
琳
の
屋
敷

が
あ
っ
た
そ
う
で
、
そ
の
当
時
こ
の
地
で

燕か
き

子つ

花ば
た

を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
。

　

昭
和
初
期
に
川
が
な
く
な
り
堀
の
水
も

干
上
が
っ
て
カ
キ
ツ
バ
タ
が
消
え
て
し

ま
っ
た
の
を
憂
い
、
20
年
ほ
ど
前
に
近
隣

の
氏
子
有
志
に
よ
っ
て
乾
燥
に
強
い
イ
チ

ハ
ツ
が
植
え
ら
れ
、
往
時
を
偲
ぶ
景
色
を

蘇
ら
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

現
在
の
イ
チ
ハ
ツ
の
景
観
は
、
氏
子
の

皆
さ
ん
に
よ
る
「
い
ち
は
つ
の
会
」
に

よ
っ
て
植
え
替
え
な
ど
の
日
頃
の
お
世
話

に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

　

イ
チ
ハ
ツ
は
古
来
、
厄
除
け
、
火
除
け
、

風
除
け
の
植
物
と
し
て
茅
葺
き
屋
根
の
棟

に
植
え
ら
れ
、
災
厄
か
ら
家
を
守
っ
て
く

れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
古

い
に
し
えの

花
の
文

化
を
伝
え
る
こ
と
、
花
を
大
切
に
育
て
る

こ
と
は
環
境
に
も
人
の
心
に
と
っ
て
も
良

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
花
を
い
け

る
私
た
ち
こ
そ
大
切
に
し
て
い
た
い
。

イ
チ
ハ
ツ
（
鳶
尾
）

イ
チ
ハ
ツ
は
中
国
原
産
の
ア
ヤ
メ
科
の

多
年
草
。
日
本
に
い
つ
頃
来
た
の
か
は
っ

き
り
し
な
い
が
、
平
安
時
代
の
医
学
書

『
医
心
方
』
に
鳶
尾
・
和
名
古こ

也や

須す

久ぐ

佐さ

の
記
載
が
あ
る
。『
立
華
時
勢
粧
』
で
は

シ
ャ
ガ
の
仮
葉
、
カ
キ
ツ
バ
タ
の
仮
花
と

し
て
一い

ち

八は
つ

を
使
う
と
書
か
れ
て
い
る
。
葉

は
シ
ャ
ガ
に
似
て
い
て
、
花
は
カ
キ
ツ
バ

タ
に
似
る
。

　

乾
燥
や
暑
さ
寒
さ
に
強
い
イ
チ
ハ
ツ
は

か
つ
て
茅か

や

葺ぶ
き

屋
根
の
棟む

ね

押
さ
え
と
し
て
植

え
ら
れ
た
。
大
風
か
ら
屋
根
を
守
る
役
目

で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
植
物
学
者
ロ
バ
ー

ト
・
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
も
『
幕
末
日
本
探
訪

記　

江
戸
と
北
京
』（
１
８
６
３
年
）の「
神

奈
川
の
宿
場
風
景
」
の
中
で
「
茅
葺
き
屋

根
の
背
に
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
イ
チ
ハ
ツ

が
生
え
て
い
た
」
と
描
写
し
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
や

北
欧
の
田
舎
に
残
る
草く

さ

葺ぶ
き

屋
根
の
家
に

は
、
日
本
の
イ
チ
ハ
ツ
と
同
じ
よ
う
に
、

ジ
ャ
ー
マ
ン
ア
イ
リ
ス
が
植
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
あ
る
。
洋
の
東
西
で
同
じ
よ
う

に
屋
根
に
咲
く
ア
ヤ
メ
の
仲
間
。
な
ん
と

も
不
思
議
で
面
白
い
。



9

ニ
オ
イ
イ
リ
ス
の
生
花

　

∧
9
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

行
型　

三
花
五
葉

　

花
材　

ニ
オ
イ
イ
リ
ス
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

春
の
早
い
内
か
ら
楽
し
め
る
ア
ヤ
メ
科

の
葉
組
も
の
に
ニ
オ
イ
イ
リ
ス
が
あ
る
。

花
屋
で
は
（
シ
ロ
バ
ナ
）
イ
チ
ハ
ツ
の
名

で
売
ら
れ
る
が
イ
チ
ハ
ツ
で
は
な
く
、
地

中
海
沿
岸
原
産
の
ジ
ャ
ー
マ
ン
ア
イ
リ
ス

の
仲
間
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
の
時

代
か
ら
香
水
に
使
わ
れ
た
植
物
だ
。

　

イ
リ
ス
（
ア
イ
リ
ス
）
は
ギ
リ
シ
ャ
語

の
「
虹
」
か
ら
付
け
ら
れ
た
名
前
。
一

日
も
早
く
災
い
が
去
っ
て
明
る
い
日
が
差

し
、
虹
が
出
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き

上
御
霊
神
社
の
イ
チ
ハ
ツ
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桜
の
立
花

　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

除
真
立
花　

桜
一
色

　

花
材　

啓
翁
桜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

松
（
松
科
）

　
　
　
　

五
葉
松
（
松
科
）

　

花
器　

天
女
文
銅
器

　

や
っ
と
立
て
ら
れ
た
桜
一
色
。
撮
影
し

て
現
像
さ
れ
た
途
端
に
手
を
加
え
た
く
な

る
。
毎
日
自
分
の
目
が
更
新
さ
れ
て
い
る

か
ら
だ
ろ
う
か
。
花
を
生
け
て
も
生
け
て

も
先
が
見
え
な
い
。

　

こ
れ
だ
け
綺
麗
に
咲
い
て
く
れ
た
啓
翁

桜
は
、
一
ヶ
月
ほ
ど
楽
し
ま
さ
せ
て
く
れ

た
。
流な

が

枝し

は
皮
一
枚
で
繋
が
っ
て
い
た
だ

け
だ
が
最
後
ま
で
保
っ
て
く
れ
た
。
凄
ま

じ
い
生
命
力
で
あ
る
。
お
気
に
入
り
の
天

女
の
器
に
。

連れ
ん
ぎ
ょ
う
翹
の
生
花

　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

草
型　

真
流
し

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

　

花
材　

連
翹
（
木も

く
せ
い犀

科
）

　

花
器　

狂
き
ょ
う

言げ
ん

文も
ん

銅
薄う

す

端ば
た

　

連
翹
の
枝
を
50
本
以
上
の
中
か
ら
選
ん

だ
5
本
。
1
番
初
め
に
選
ん
だ
枝
は
も
ち

ろ
ん
真し

ん

で
あ
る
。
50
本
の
中
か
ら
、
似
た

よ
う
な
枝
が
２
本
あ
っ
た
。
２
本
と
も
使

う
と
珍
し
い
枝
で
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
１
本
が
際
立
つ
よ
う
に
枝
を
選
ん

だ
。
留と

め

が
少
し
高
い
が
、
全
体
で
見
る
と

バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
。
連
翹
の
黄
色

が
薄
端
の
銅
器
に
よ
く
合
う
。
枝
の
中
は

空
洞
な
の
で
心
し
て
撓た

め
る
事
。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
と
蕗ふ

き
の
と
う

の
薹
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
682
号　

2020
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
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

出
逢
い
花
（
37
）　
　

仙
溪

　

三み
つ
ま
た椏

（
沈じ

ん
ち
ょ
う
げ

丁
花
科
）

　

黒
百
合
（
百
合
科
）

　
　

花
器　

志し

野の

花
入
（
野
中
春
清
作
）

　

人
が
魂
を
込
め
て
も
の
を
作
る
と
、

作
っ
た
も
の
に
魂
が
宿
る
。
そ
ん
な
こ
と

を
感
じ
る
年
齢
に
な
っ
て
き
た
。
中
で
も

や
き
も
の
は
最
終
的
に
火
に
よ
っ
て
命
が

吹
き
込
ま
れ
る
点
で
特
別
だ
と
思
う
。

　

こ
の
小
さ
な
志
野
花
入
も
何
か
を
持
っ

て
い
る
。
最
初
に
見
た
時
に
そ
う
感
じ
た

が
、
実
際
に
花
を
い
け
て
み
て
ま
す
ま
す

好
き
に
な
っ
た
。
玄
関
の
掛
花
に
し
て
庭

の
フ
キ
ノ
ト
ウ
や
ツ
バ
キ
を
い
け
て
楽
し

ん
で
い
る
が
、
何
気
な
く
挿
し
た
だ
け
で

も
雰
囲
気
の
あ
る
花
に
な
っ
て
く
れ
る
。

　

ミ
ツ
マ
タ
は
中
国
原
産
の
落
葉
低
木
で

和
紙
の
原
料
と
な
る
。
柿
本
人
麻
呂
の
歌

に
「
三さ

き

枝く
さ

」
の
名
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
が

ミ
ツ
マ
タ
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
三

つ
に
分
か
れ
た
小
枝
に
可
愛
い
花
が
咲
い

て
い
る
。
ク
ロ
ユ
リ
を
出
逢
わ
せ
る
と
、

互
い
の
花
色
が
際
立
っ
た
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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芹せ
り

の
花

　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

レ
ー
ス
フ
ラ
ワ
ー

　
　
　
　
「
ダ
ウ
カ
ス
ボ
ル
ド
ー
」（
芹せ

り

科
）

　
　
　
　

胡
蝶
蘭
３
種
（
蘭
科
）

　

花
器　

レ
ー
ス
ガ
ラ
ス
花
瓶

　

軽
く
て
柔
ら
か
い
レ
ー
ス
フ
ラ
ワ
ー

「
ダ
ウ
カ
ス
ボ
ル
ド
ー
」
中
々
見
か
け
な

い
珍
し
い
色
の
花
。
大
切
に
し
て
い
る

レ
ー
ス
グ
ラ
ス
の
器
に
飾
っ
た
。
こ
の
花

器
に
花
を
飾
る
と
花
全
体
が
貴
婦
人
の
様

な
雰
囲
気
に
な
る
。
コ
チ
ョ
ウ
ラ
ン
も
特

別
な
も
の
を
取
り
合
わ
せ
て
。
足
元
を
ク

ロ
ス
さ
せ
て
器
の
中
の
茎
を
見
せ
な
い
様

に
し
て
い
け
て
い
る
。

白
牡
丹

　
　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

牡ぼ
た
ん丹

（
牡
丹
科
）

　
　
　
　

薊
あ
ざ
み（

菊
科
）

　
　
　
　

八は
っ
か
く
れ
ん

角
蓮
（
目め

ぎ木
科
）

　

花
器　

煤す
す

竹だ
け

手
付
籠

　

今
日
咲
き
ま
し
た
！
と
い
う
と
こ
ろ
を

ぱ
っ
と
切
ら
せ
て
も
ら
っ
て
ハ
ッ
カ
ク
レ

ン
と
ア
ザ
ミ
を
取
り
合
わ
せ
た
籠
花
。
ボ



3

タ
ン
の
花
が
大
輪
過
ぎ
て
挿
す
場
所
が

中
々
決
ま
ら
な
か
っ
た
。
ス
ト
レ
ス
を
感

じ
さ
せ
な
い
様
に
気
を
遣
い
な
が
ら
‥
。

２
種
類
の
白
い
花

　
　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

虫む
し
か
り狩

（
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
）

　
　
　
　

芍
し
ゃ
く
や
く薬

「
皐さ

つ
き月

」（
牡
丹
科
）

　
　
　
　

白
花
撫な

で
し
こ子

（
撫
子
科
）

　

花
器　

耳
付
陶
花
瓶

　

い
け
る
こ
と
で
心
が
野
山
を
駆
け
巡

る
。
ム
シ
カ
リ
も
そ
ん
な
枝
の
一
つ
だ
。

山
の
清
ら
か
な
空
気
や
溌
剌
と
し
た
生
命

を
感
じ
る
。
シ
ャ
ク
ヤ
ク
や
ナ
デ
シ
コ
も

出
始
め
た
。
白
い
花
が
２
種
類
に
な
っ
た

が
、
か
え
っ
て
白
色
に
思
い
が
込
め
ら
れ

た
よ
う
に
思
う
。



4

柔
ら
か
な
み
ど
り

　
　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

裏
白
の
木
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

透
し
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

都
忘
れ
（
菊
科
）

　

花
器　

葉
文
陶
花
瓶
（
伊
藤
典
哲
作
）

　

桜
が
散
り
、新
緑
の
季
節
を
迎
え
る
と
、

様
々
な
緑
が
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。

ウ
ラ
ジ
ロ
ノ
キ
の
葉
の
緑
白
色
は
柔
ら
か

で
優
し
い
。
若
葉
の
出
始
め
の
頃
に
い
け

る
の
で
、
シ
ャ
ク
ヤ
ク
や
バ
ラ
な
ど
葉
の

茂
っ
た
花
と
取
り
合
わ
せ
た
い
。

　

淡
い
ピ
ン
ク
の
ス
カ
シ
ユ
リ
と
紫
色
の

ミ
ヤ
コ
ワ
ス
レ
を
合
わ
せ
た
。
撮
影
の
あ

と
百
合
の
花
が
大
き
く
咲
く
と
い
さ
さ
か

バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
な
っ
た
の
で
、
百
合
は

短
く
生
け
直
し
た
。
い
け
ば
な
は
臨
機
応

変
に
楽
し
め
ば
い
い
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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京
都
文
化
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

2
0

1
6

-2
0

2
0

 V
o

l.4

く
ら
し
の
文
化
を
楽
し
む

　

〜
華
道
〜

　

桑
原
専
慶
流
十
五
世
家
元

　

桑
原
仙
溪

　

自
然
の
美
し
さ
を
器
に
凝
縮
す
る

　

そ
れ
が
い
け
ば
な
の
魅
力

　

自
然
の
美
し
さ
を
切
り
取
っ
て
器
に
入

れ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
新
し
い
命
が
芽
生

え
、
新
た
な
物
語
を
語
り
始
め
る
。
器
の

中
の
花
一
輪
が
、
ま
る
で
マ
ジ
ッ
ク
の
よ

う
に
自
然
の
真
理
を
物
語
る
。
そ
れ
が
い

け
ば
な
の
魅
力
で
す
。

　

そ
も
そ
も
「
花
を
生
け
る
」
と
い
う
文

化
は
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
日
本
で
日
本
的

な
も
の
に
進
化
を
遂
げ
ま
し
た
。
そ
の
成

り
立
ち
に
は
、
自
然
を
依
り
代
と
し
て
崇

拝
す
る
樹
木
信
仰
な
ど
、
日
本
人
が
培
っ

て
き
た
自
然
を
敬
う
心
、
自
然
に
対
し
て

神
秘
的
な
魅
力
を
感
じ
る
独
自
の
感
性
が

影
響
し
て
い
ま
す
。
中
で
も
桑
原
専
慶
流

は
、
元
禄
時
代
（
十
七
世
紀
）、
桑
原
冨

春
軒
仙
溪
に
よ
っ
て
京
都
で
創
流
さ
れ
ま

し
た
。
立
花
の
名
手
だ
っ
た
流
祖
の
仙

溪
は
、「
型
」
が
重
視
さ
れ
た
当
時
の
い

け
ば
な
の
潮
流
に
対
し
、
枠
に
は
ま
ら

な
い
自
由
な
気
風
を
大
切
に
し
ま
し
た
。

１
６
８
８
（
元
禄
元
）
年
に
仙
溪
が
著

あ
ら
わし

た
「
立
花
時
勢
粧
」
と
い
う
８
巻
か
ら
な

る
花
伝
書
は
そ
の
後
の
華
道
の
歴
史
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

自
然
の
美
し
さ
を
器
に
凝
縮
し
て
表
現

す
る
の
が
立
花
の
醍
醐
味
。
桑
原
専
慶
流

で
は
、
代
々
植
物
の
持
ち
味
を
生
か
す
こ

と
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
流
祖
の
自
由
闊

達
な
気
風
を
受
け
継
ぎ
、
新
し
い
い
け
ば

な
の
創
造
に
も
挑
戦
し
続
け
て
き
ま
し

た
。
十
五
世
家
元
を
継
い
だ
私
も
、
花
を

大
切
に
思
い
、「
ど
う
し
た
ら
そ
の
花
を

生
か
せ
る
か
」
と
考
え
な
が
ら
花
と
向
き

合
っ
て
い
ま
す
。

　

心
を
込
め
て
生
け
た
花
が

　

人
と
人
の
心
を
結
び
つ
け
る

　

い
け
ば
な
の
最
も
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ

は
、「
和
」
を
作
り
出
せ
る
と
こ
ろ
に
あ

る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
無
機
質
な
部

屋
で
も
花
が
一
輪
飾
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
、
こ
こ
ろ
に
気
持
ち
良
い
風
が
吹
き
抜

け
、
そ
の
場
の
空
気
が
ふ
わ
り
と
柔
ら
か

く
な
る
。
誰
し
も
そ
ん
な
経
験
を
し
た
こ

と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た

だ
き
れ
い
に
見
せ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
切
な
の
は
、
自
然
を

敬
う
気
持
ち
、
花
を
大
切
に
生
か
す
心
を

持
っ
て
生
け
る
こ
と
。
そ
う
し
て
自
然
と

心
を
通
わ
せ
て
き
た
日
本
人
の
心
の
あ
り

様
が
、
そ
の
場
に
「
和
」
を
も
た
ら
す
。

そ
う
し
た
力
が
い
け
ば
な
に
は
あ
り
ま

す
。

　

た
と
え
言
葉
の
通
じ
な
い
相
手
と
も
、

い
け
ば
な
を
通
じ
て
心
を
通
わ
せ
ら
れ
る

か
ら
不
思
議
で
す
。
私
自
身
、
海
外
で
い

け
ば
な
を
披
露
す
る
中
で
、
幾
度
も
そ
ん

な
経
験
を
し
て
き
ま
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル

化
が
進
む
現
代
こ
そ
、
世
界
の
人
々
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
、「
和
」
を

も
っ
て
世
界
と
つ
な
が
る
上
で
、
い
け
ば

な
が
大
き
な
役
割
を
果
た
せ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

千
年
以
上
も
の
間
都
だ
っ
た
京
都
に

は
、
全
国
か
ら
質
の
高
い
モ
ノ
や
技
術
が

結
集
し
、豊
か
な
文
化
が
育
ま
れ
ま
し
た
。

そ
う
し
た
多
様
な
文
化
が
出
合
っ
て
化
学

反
応
を
起
こ
し
、
新
た
な
文
化
が
創
造
さ

れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
私
の
若
い

頃
に
も
異
分
野
交
流
を
通
じ
て
自
己
研
鑽

す
る
機
会
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、

今
の
時
代
は
、
そ
う
し
た
機
会
も
心
の
余

裕
も
減
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま

す
。
豊
か
な
文
化
も
そ
の
担
い
手
で
あ
る

一
般
市
民
の
方
々
の
心
が
豊
か
で
な
け
れ

ば
次
代
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

京
都
が
多
様
な
文
化
が
混
ざ
り
合
い
、
未

来
に
新
た
な
文
化
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
て
ほ
し
い
。
私
も
い
け
ば
な
を
通
じ

て
そ
れ
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

「
京
都
文
化
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委

員
会
」
発
行
の
情
報
誌
よ
り
内
容
転
載
。
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国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
慕
帰
繪
々
詞
10
巻
』
鈴
木
空
如
・
松
浦
翠
苑  

模　

よ
り
転
載  

→

 『慕帰繪々詞　巻８』より　　貞和４年（1348 年）春、桜を花瓶にたて置き、善如と覚如が互いに歌を贈り合う。

 『慕帰繪々詞　巻９』より　　善照尼の墓参で西山久遠寺へ。

『
慕ぼ

き
え
こ
と
ば

帰
絵
詞
』
つ
づ
き　
　
　

仙
溪

　
『
慕
帰
絵
詞
』（
１
３
５
１
年
）
に
は
鎌

倉
時
代
末
期
か
ら
室
町
時
代
初
期
（
南
北

朝
頃
）
の
様
子
が
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い

る
の
で
、
そ
の
当
時
、
花
を
い
け
る
こ
と

が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
か
を
窺
い

知
る
手
が
か
り
に
な
る
。

　

巻
８
で
は
、
青
磁
の
大
き
な
花
瓶
に
姿

美
し
く
一
本
の
立
派
な
桜
が
い
け
ら
れ
て

い
る
（
①
②
）。
覚
如
の
孫
（
の
ち
の
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
第
４
世
宗
主  

善
如
）
が
、

自
分
の
数
え
年
16
歳
と
な
る
日
、
外
の
強

い
風
で
散
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
桜
を
少
し

で
も
長
く
見
て
い
た
い
と
手
折
っ
て
部
屋

に
い
け
た
も
の
だ
。
そ
の
美
し
さ
に
見
入

る
祖
父
の
覚
如
。
歌
の
中
で
「
立
て
置
く

花
」と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

卓し
ょ
くの

後
ろ
は
板
戸
で
、
軸
を
外
し
て
花
を

真
ん
中
に
置
い
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

　

続
い
て
巻
９
か
ら
は
二
つ
の
場
面
を
紹

介
し
て
お
こ
う
。
一
つ
は
貞
和
６
年
正
月

21
日
、
13
歳
の
若
さ
で
病
没
し
た
光
長
（
覚

如
の
孫
、
善
如
の
弟
）
の
初
七
日
法ほ

う

会え

の

場
面
。
縁え

ん

先さ
き

に
青
竹
を
立
て
た
台
に
置
か

れ
た
盆
栽
が
３
つ
並
ん
で
い
る
。
正
月
の

設
え
か
、も
し
く
は
法
会
の
演
出
か
（
③
⑤
）

　

ま
た
、
同
年
２
月
の
桜
の
季
節
、
後
室

善ぜ
ん

照
し
ょ
う

尼に

の
墓
所
に
詣も

う

で
る
覚
如
。
経

き
ょ
う

木ぎ

の
裏
に
恋
慕
の
情
を
歌
に
詠
む
場
面
で

は
、
手
折
っ
た
桜
を
手
に
持
つ
若
い
僧
の

姿
が
（
④
⑥
）。
お
墓
に
供
え
る
花
か
、
は

た
ま
た
覚
如
を
慰
め
る
心
遣
い
の
一
枝
か
。

手
に
持
つ
枝
を
こ
の
後
ど
う
す
る
の
か
。

６
７
０
年
前
の
こ
の
瞬
間
に
思
い
を
馳
せ

る
の
も
一
興
で
あ
る
。

 『慕帰繪々詞　巻９』より　　貞和６年１月、光長初七日の法会。

①

②

③④

⑤⑥

。
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国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
春
日
権
現
験
記
20
軸
』
板
橋
貫
雄
模
写　

よ
り
転
載
→

⑦

⑧

⑨

⑩

『
春か

す

日が

権ご
ん

現げ
ん

験げ
ん

記き

絵え

』　

仙
溪

　

鎌
倉
時
代
後
期
の
『
春
日
権
現
験
記
絵
』

（
１
３
０
９
年
）
も
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
で
模
写
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
左
大
臣
・

西さ
い

園お
ん

寺じ

公き
ん

衡ひ
ら

が
藤
原
氏
一
門
の
繁
栄
を
祈

願
す
る
た
め
に
春か

す

日が

明
み
ょ
う

神じ
ん

か
ら
受
け
た
加

護
と
霊
験
を
綴
っ
た
絵
巻
物
で
、
当
時
の

習
俗
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

８
世
紀
か
ら
の
春
日
明
神
に
纏ま

つ

わ
る

様
々
な
出
来
事
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、

中
で
も
奈
良
興
福
寺
で
行
わ
れ
た
維ゆ

い

摩ま

会え

の
描
写
（
⑦
⑧
）
が
興
味
深
い
（
１
１
５
９

年
？
）。
講
堂
の
三
尊
仏
の
前
卓
に
は
華け

び
ょ
う瓶

に
立
て
た
花
が
供
え
ら
れ
、
ま
た
老
僧
と

菩
薩
が
向
き
合
う
そ
の
前
に
も
同
じ
華
瓶

が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
菩
薩
像

は
手
に
花
を
持
っ
て
ま
さ
に
今
花
を
挿
そ

う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
で
は

な
い
か
。（
巻
11
）

　

巻
15
に
は
、
部
屋
の
隅
に
紅
葉
し
た
楓

の
枝
が
挿
さ
れ
た
青
磁
の
花か

瓶び
ん

が
見
え
る
。

時
は
元げ

ん

仁に
ん

元
年
（
１
２
２
４
年
）
11
月
、

夢
の
中
に
鹿
が
現
れ
て
病
が
癒い

え
、
大
切

な
仏
事
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
僧
の
話

だ
。
鹿
は
春
日
明
神
の
使
い
で
あ
り
象
徴

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
目
を
引
く
の

は
花
瓶
に
挿
し
た
楓
だ
。

　

遡
さ
か
の
ぼ

っ
て
描
か
れ
た
絵
巻
の
描
写
は
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
を
正
確
に
描
い
て
い
な
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
後
期

に
ど
の
よ
う
に
花
瓶
に
花
が
挿
さ
れ
て
い

た
か
を
考
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

 『春日権現験記　巻 11』より　　

 『春日権現験記　巻 15』より　　



8

『
ホ
ン
モ
ノ
』　
　
　
　

健
一
郎

　

た
く
さ
ん
の
ホ
ン
モ
ノ
に
出
逢
う
べ
く

始
ま
っ
た
パ
リ
の
美
術
館
巡
り
。
そ
の
中

で
も
1
番
の
人
気
を
誇
っ
て
い
た
の
は
や

は
り
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の

『
ラ
・
ジ
ョ
コ
ン
ダ
』(
モ
ナ
・
リ
ザ) 

で

あ
っ
た
。
開
館
直
後
、
閉
館
間
際
で
な
い

限
り
ゆ
っ
く
り
と
眺
め
る
事
は
難
し
い
だ

ろ
う
。
次
か
ら
次
に
人
が
流
れ
こ
む
。
だ

が
一
つ
だ
け
作
品
よ
り
も
気
に
な
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
流
れ
が
異
様
に
速
い
事
だ
。

ほ
と
ん
ど
の
人
達
は
写
真
を
撮
り
さ
え
す

れ
ば
、
次
の
絵
を
見
に
行
く
。
ベ
ル
ト
コ

ン
ベ
ア
ー
の
作
業
員
の
よ
う
に
事
務
的
な

作
業
に
も
見
え
た
。
絵
の
写
真
を
次
か
ら

次
へ
と
撮
っ
て
い
く
姿
は
冷
た
か
っ
た
。

ス
マ
ホ
の
中
の
モ
ナ
リ
ザ
は
ど
れ
ほ
ど
の

価
値
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

 　

ネ
ッ
ト
上
で
検
索
し
た
画
像
の
方
が
、

よ
ほ
ど
画
質
が
い
い
だ
ろ
う
。
拡
大
印
刷

で
も
す
れ
ば
原
寸
大
、
原
寸
以
上
の
迫
力

で
名
画
の
鑑
賞
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
そ
ん
な
こ
と
は
誰
も
し
な
い
こ
と
を

誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
や
は
り
本
物
で
あ

る
事
が
大
切
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
写

真
だ
け
撮
る
姿
を
見
て
い
る
と
、
そ
こ
に

本
物
が
あ
る
意
味
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

　

目
の
前
に
本
物
の
モ
ナ
リ
ザ
が
あ
る
。

本
当
に
本
物
で
あ
る
。
本
物
を
見
る
た
め

に
パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
に
人
が
集
ま
る
。
こ

れ
は
事
実
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
長
蛇
の

列
に
並
ん
だ
り
は
し
な
い
。
本
物
の
モ
ナ

リ
ザ
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
に
違
い
な

い
。
だ
が
、
実
際
に
本
物
を
目
の
前
に
す

る
と
「
本
物
だ
。」
と
言
い
、写
真
を
撮
る
。

写
真
を
撮
れ
ば
す
ぐ
に
次
の
作
品
を
見
に

行
く
。
あ
ま
り
に
も
あ
っ
さ
り
と
し
す
ぎ

て
い
な
い
か
。
な
ぜ
こ
こ
ま
で
き
た
の
だ

ろ
う
。
疑
問
を
抱
か
さ
せ
ら
れ
た
。

　

同
じ
よ
う
な
事
は
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
で

も
見
る
事
が
で
き
た
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の

ラ
イ
ブ
で
の
演
奏
の
撮
影
で
手
一
杯
。
自

分
で
撮
っ
た
と
い
う
事
実
は
確
か
に
残
る

が
、
そ
の
場
で
得
ら
れ
る
体
験
と
し
て
は

乏
し
く
思
う
。
雰
囲
気
を
楽
し
む
程
度
に

考
え
て
い
た
な
ら
ば
充
分
だ
が
、
ス
マ
ホ

を
カ
バ
ン
に
し
ま
い
自
分
の
目
と
耳
で
生

で
確
か
め
る
方
が
い
い
。
同
じ
体
験
は
2

度
と
味
わ
う
事
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。

　

ホ
ン
モ
ノ
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
。
ホ
ン
モ

ノ
に
つ
い
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
述
べ
て
い
る
。
ホ
ン
モ
ノ
は
唯
一
絶
対

で
あ
り
、
他
に
変
わ
り
が
無
い
も
の
の
事

で
あ
る
。
や
り
直
し
の
き
か
な
い
1
回
限

り
の
経
験
が
持
つ
価
値
の
こ
と
を
い
う
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
れ
を
ア
ウ
ラ（
オ
ー
ラ
）

と
名
付
け
た
。
も
の
一
つ
一
つ
が
持
っ
て

い
る
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
何
か
に
名
前

を
つ
け
た
わ
け
で
あ
る
。

　

本
物
の
作
品
を
見
る
た
め
に
は
本
質
に

近
づ
け
る
よ
う
に
い
く
つ
か
の
方
法
で
ア

プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
く
。
私
の
中
で
は
作

品
の
鑑
賞
に
3
種
類
あ
る
。「
鑑
賞
者
の

期
待
」を
ベ
ー
ス
に
し
た
鑑
賞
方
法
と「
鑑

賞
者
側
の
知
識
」
を
ベ
ー
ス
に
し
た
鑑
賞

方
法
と
「
作
品
が
持
つ
オ
ー
ラ
」
を
ベ
ー

ス
に
し
た
鑑
賞
方
法
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

自
分
の
頭
で
創
り
出
し
た
物
で
あ
る
が
違

い
が
あ
る
。

　
「
鑑
賞
者
の
期
待
」
を
ベ
ー
ス
に
し
た

鑑
賞
方
法
は
、
そ
の
作
品
と
の
単
純
接
触

頻
度
、
つ
ま
り
そ
の
作
品
の
こ
と
を
見
た

回
数
や
、
口
コ
ミ
の
影
響
が
大
き
い
。
教

科
書
や
、
プ
リ
ン
ト
Ｔ
シ
ャ
ツ
で
作
品
を

見
た
と
覚
え
て
い
る
人
、
そ
の
作
品
を
見

た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
人

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
凄
い
と
い
う
事
が

頭
に
何
度
も
刷
り
込
ま
れ
、
凄
い
も
の
が

そ
こ
に
あ
る
ん
だ
と
い
う
期
待
が
作
品
の

価
値
を
上
げ
る
。
有
名
な
作
品
ほ
ど
出
会

え
た
時
の
衝
撃
が
大
き
く
、
そ
の
作
品
が

そ
こ
に
あ
る
事
だ
け
で
満
足
し
て
し
ま
う

事
に
な
る
。
存
在
へ
の
感
謝
、
有
り
難
み

は
究
極
の
形
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
そ
の

も
の
に
対
し
て
好
奇
心
を
向
け
れ
ば
も
う

一
つ
踏
み
込
ん
だ
鑑
賞
法
に
な
る
。
有
名

す
ぎ
る
作
品
を
目
に
す
れ
ば
そ
う
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
。

 　
「
鑑
賞
者
側
の
知
識
」
を
ベ
ー
ス
に
し

た
鑑
賞
方
法
は
そ
れ
ま
で
の
鑑
賞
者
の
知

識
と
多
少
の
感
覚
的
経
験
に
よ
っ
て
成
り

立
つ
。
作
品
で
は
な
く
自
分
の
頭
が
主
体

で
あ
る
。
知
識
は
人
に
よ
り
個
人
差
が
あ

る
。
作
者
の
素
性
を
知
っ
て
い
る
人
や
、

著
書
を
読
ん
だ
人
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
・
知

識
を
基
盤
に
し
て
作
品
を
鑑
賞
す
る
方
法

で
あ
る
。
作
品
よ
り
も
横
に
書
い
て
あ
る

説
明
を
熟
読
し
作
品
は
サ
ラ
ッ
と
見
て
次

の
作
品
を
観
に
行
く
。
こ
の
鑑
賞
方
法
は

歴
史
的
文
脈
の
中
で
捉
え
る
の
も
、
そ
の

作
者
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
も
複
合
的

に
鑑
賞
し
て
も
楽
し
い
。

　
「
作
品
が
持
つ
オ
ー
ラ
」
を
ベ
ー
ス
に

し
た
鑑
賞
方
法
は
、
一
切
の
先
入
観
（
知

識
）
を
捨
て
て
た
だ
感
じ
る
こ
と
に
徹
す

る
。
自
身
の
感
覚
的
経
験
に
基
づ
い
て
、

作
品
か
ら
感
じ
る
オ
ー
ラ
は
、
自
分
の
等

身
大
で
あ
り
、
作
品
が
語
り
か
け
て
く
る

の
で
あ
る
。

　

期
待
を
ベ
ー
ス
に
し
た
鑑
賞
は
そ
の
作

品
を
見
る
事
に
期
待
を
膨
ら
ま
さ
せ
れ
ば

い
い
。
知
識
を
ベ
ー
ス
に
し
た
鑑
賞
は
知

識
を
磨
け
ば
よ
い
。
そ
れ
に
引
き
換
え
、

作
品
の
オ
ー
ラ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
鑑
賞
は

そ
の
作
品
に
の
め
り
込
む
力
が
必
要
と
な

る
。
有
名
な
作
品
を
ま
る
で
初
め
て
見
た

か
の
よ
う
に
反
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
。
ブ
ジ
ャ
デ
の
能
力
が
必
要
な
の
で

あ
る
。
ブ
ジ
ャ
デ
と
は
、
何
度
も
体
験
し

て
い
る
事
を
初
め
て
の
よ
う
に
新
鮮
に
感

じ
る
事
で
あ
る
。
い
つ
も
と
同
じ
道
を
何

気
な
く
歩
い
て
い
る
よ
う
で
も
、
常
に
新

し
い
発
見
は
な
い
か
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
て

い
る
か
ど
う
か
で
も
あ
る
。

　

知
識
や
経
験
を
た
く
さ
ん
積
ん
で
く
る

と
自
分
が
何
で
も
い
ろ
い
ろ
知
っ
て
い

る
気
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
驕お

ご

り
に

な
っ
て
、謙
虚
に
学
ぶ
姿
勢
が
な
く
な
り
、

学
び
を
や
め
て
し
ま
う
。
自
分
は
何
で
も

知
っ
て
い
る
つ
も
り
に
な
っ
て
、
人
の
こ

と
を
勝
手
に
思
い
込
み
で
判
断
し
た
り
、

決
め
つ
け
を
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
う
。
有
名
な
作
品
を
見
た
時
に
、
分

か
っ
た
気
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
る

の
だ
。
知
っ
て
し
ま
う
と
知
ら
な
い
フ
リ

を
す
る
事
が
難
し
い
が
言
う
な
れ
ば
幼
児

化
で
あ
る
。
知
る
前
に
戻
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
は
頭
で
理
解
で
き
た
と
し

て
も
実
行
に
移
す
事
は
難
し
い
。
で
も
近

づ
く
事
は
で
き
る
。幸
い
私
の
場
合
、日
々

介
護
の
仕
事
で
認
知
症
の
人
た
ち
と
時
間

を
共
に
し
て
い
る
こ
と
で
気
づ
か
せ
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
何
度

も
見
た
は
ず
の
も
の
を
、
す
で
に
体
験
し

た
は
ず
の
こ
と
を
、
毎
回
初
め
て
見
た
り

体
験
す
る
事
に
な
る
。
言
葉
に
よ
る
意
志

の
疎
通
が
可
能
な
の
で
質
問
を
投
げ
か
け

る
と
、
そ
こ
に
は
た
く
さ
ん
の
発
見
が
あ

り
、
観
念
に
囚
わ
れ
ず
に
物
事
を
み
る
ヒ

ン
ト
の
よ
う
な
物
で
溢
れ
て
い
る
。

　

知
っ
た
う
え
で
見
る
の
と
知
ら
な
い
状

態
で
見
る
の
と
で
は
、
衝
撃
や
感
動
の
度

合
い
は
ど
ち
ら
が
大
き
い
の
だ
ろ
う
。
知

ら
な
い
で
見
た
時
に
そ
の
凄
さ
に
気
が
つ

け
る
だ
ろ
う
か
。
物
質
が
持
つ
声
に
な
ら

な
い
声
を
聞
け
る
力
を
磨
く
と
、
刺
激
の

少
な
く
な
っ
た
日
常
を
非
日
常
に
変
え
ら

れ
る
。

　

と
は
い
っ
て
も
ホ
ン
モ
ノ
が
何
か
す
ら

分
か
ら
な
い
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
あ

る
。
何
を
何
の
た
め
に
考
え
て
い
た
の
か

も
分
か
ら
な
い
始
末
で
あ
る
。
た
だ
、
ホ

ン
モ
ノ
と
出
逢
っ
た
時
に
、
ホ
ン
モ
ノ
を

味
わ
え
る
自
分
で
い
た
い
と
は
思
っ
て
い

る
。

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン 

＝ 

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
、
思
想
家
。
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五
穀
豊
穣

　

∧
９
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

稲
穂
（
稲
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　
（
テ
ィ
ム
・
コ
プ
シ
ー
作
）

　

フ
ェ
ル
ト
の
ネ
ズ
ミ

　

家
元
が
納
屋
の
掃
除
を
し
て
い
た
時
に

出
て
き
た
、
立
花
の
込こ

み

藁わ
ら

用
に
残
し
て

あ
っ
た
稲い

な

藁わ
ら

の
、
稲い

な

穂ほ

の
部
分
を
使
っ
て

い
け
た
一
作
。
年
末
で
も
な
い
の
に
毎
日

の
よ
う
に
大
掃
除
を
一
家
で
し
て
い
る
。

古
い
ア
ル
バ
ム
を
見
つ
け
た
り
、
先
代
、

小
原
流　

月
刊
誌
「
挿
花
」
４
月
号

〜
家
元
対
談
〜

　

小
原
宏
貴
さ
ん

　

＋

　

桑
原
健
一
郎

　

小
原
流
家
元
の
小
原
宏
貴
氏
は
昭
和
63
年
に
生
ま

れ
、
6
歳
に
し
て
五
世
家
元
を
継
承
。
日
本
の
伝
統
文

化
で
あ
る
「
い
け
ば
な
」
の
普
及
と
、
芸
術
家
と
し
て

国
内
外
の
活
動
に
力
を
注
が
れ
て
い
る
。

　

桑
原
専
慶
流
「
テ
キ
ス
ト
」
に
載
る
健
一
郎
の
文
章

を
毎
号
楽
し
み
に
し
て
下
さ
っ
て
い
て
、
小
原
流
月
刊

誌
で
の
対
談
相
手
に
指
名
し
て
い
た
だ
い
た
。

先
々
代
の
写
真
な
ん
か
を
見
て
い
る
と
点

で
の
自
分
で
は
な
く
歴
史
と
い
う
線
の
延

長
線
上
に
自
分
が
い
る
事
を
強
く
感
じ

る
。
今
ま
で
に
な
い
ほ
ど
の
時
間
を
与
え

ら
れ
今
ま
で
に
な
い
ほ
ど
自
分
と
向
き
合

え
て
い
る
。
今
後
無
い
で
あ
ろ
う
こ
れ
だ

け
の
時
間
に
感
謝
を
し
、
し
た
い
事
を
し

て
い
る
。

　

フ
ェ
ル
ト
の
ネ
ズ
ミ
は
手
先
の
器
用
な

知
り
合
い
に
お
願
い
し
て
、
こ
し
ら
え
て

も
ら
っ
た
。
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２
種
か
３
種
か

　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

七
な
な
か
ま
ど竈

（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

薔
薇
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

ア
ネ
モ
ネ
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

花
器　

結
晶
釉
鉢
（
前
田
保
則
作
）

　

花
展
向
き
の
太
い
ナ
ナ
カ
マ
ド
の
枝
。

最
初
は
バ
ラ
と
２
種
で
い
け
よ
う
と
思
っ

た
が
、
ど
う
も
物
足
り
な
い
。
ナ
ナ
カ
マ

ド
を
小
さ
く
使
え
ば
２
種
で
も
良
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
立
派
な
枝
を
生
か
そ

う
と
す
る
と
、
バ
ラ
だ
け
で
は
つ
り
合
わ

な
い
。
悩
ん
だ
末
に
赤
い
大
輪
の
ア
ネ
モ

ネ
を
添
え
る
こ
と
に
し
た
。
あ
く
ま
で
も

脇
役
と
し
て
の
ア
ネ
モ
ネ
だ
。
意
外
と
上

手
く
効
い
て
く
れ
た
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き

太
藺
と
髭
撫
子
の
生
花

　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

株
分
け

　

花
材　

太ふ
と
い藺

（
蚊か

や
つ
り
ぐ
さ

帳
吊
草
科
）
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

　
「
み
な
さ
ん
、
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
ま

け
に
ゃ
い
で
！
」

　
　
　
　

髭ひ
げ

撫
子
（
撫
子
科
）

　

花
器　

小
判
型
陶
水
盤

　

水
物
の
中
で
太
藺
は
手
に
入
れ
や
す

い
。
水
物
の
植
物
は
生
け
方
が
特
殊
な
物

が
多
い
が
、
太
藺
の
お
生
花
は
几
帳
面
さ

を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
得
意
で

は
無
い
の
だ
が
茎
、穂
を
一
本
一
本
選
び
、

調
節
す
る
の
は
楽
し
い
時
間
で
あ
る
。

集
え
る
尊
さ

　

感
染
症
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
今
し
ば

ら
く
は
稽
古
や
花
展
な
ど
で
皆
さ
ん
と
集

う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、「
テ
キ
ス
ト
」

が
少
し
で
も
励
み
に
な
り
ま
す
よ
う
に
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
683
号　

2020
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
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

出
逢
い
花
（
38
）　
　

仙
溪

　

赤あ
か
ば
な
や
ぐ
る
ま
そ
う

花
矢
車
草
（
雪
の
下
科
）

　

紅べ

に

し

だ

羊
歯
（
雄お

し

だ
羊
歯
科
）

　
　

花
器　

雲う
ん

紋も
ん

竹ち
く

花は
な

籃か
ご（

箕
浦
竹
甫
作
）

　

深
山
の
谷
沿
い
や
林
床
の
湿
気
の
あ
る

と
こ
ろ
に
生
え
る
ヤ
グ
ル
マ
ソ
ウ
。
矢
車

に
似
た
葉
と
白
い
小
さ
な
花
が
集
ま
っ
て

咲
く
。
そ
の
仲
間
の
ア
カ
バ
ナ
ヤ
グ
ル
マ

ソ
ウ
は
中
国
原
産
と
思
わ
れ
る
。
ヤ
グ
ル

マ
ソ
ウ
の
英
名
ロ
ジ
ャ
ー
シ
ア
で
呼
ば
れ

る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。
葉
は
矢
車
型
で

は
な
い
が
、
こ
ち
ら
も
し
っ
と
り
と
し
た

森
の
湿
り
気
を
感
じ
る
。

　

こ
の
珍
し
い
客
人
（
花
だ
け
ど
）
を
美

し
い
籠
で
迎
え
て
庭
の
シ
ダ
で
も
て
な

す
。
居
心
地
は
い
か
が
で
す
か
？

　

こ
の
籠
は
丹
波
篠
山
の
雲う

ん

紋も
ん

竹ち
く

で
編
ま

れ
て
い
る
。
竹
の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
る
雲

の
よ
う
な
模
様
が
生
か
さ
れ
て
、
籠
に
繊

細
な
品
格
を
与
え
て
い
る
。
山
野
草
の
軽

や
か
さ
に
花
籠
が
よ
く
似
合
う
。

横から見た奥行き
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二
瓶
飾
り

　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

二
瓶
飾
り

　

花
材　

七
な
な
か
ま
ど竈

（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

芍
し
ゃ
く
や
く薬

（
牡ぼ

た
ん丹

科
）

　

花
器　

陶
鉢
一
対
（
フ
ラ
ン
ス
製
）

　

過
去
の
「
テ
キ
ス
ト
」
で
は
白
黒
写
真

だ
っ
た
の
で
、
カ
ラ
ー
で
再
掲
載
。

　

株
分
け
や
二
重
切
り
、
二
瓶
飾
り
な
ど

は
、
枝
も
の
と
草
花
の
と
り
合
わ
せ
を
楽

し
め
て
、
季
節
を
感
じ
る
生
花
に
な
る
。

　
（
２
０
１
２
年
６
月　

５
８
８
号
よ
り
）

深
山
の
宝
石

　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

山
や
ま
し
ゃ
く
や
く

芍
薬
（
牡
丹
科
）

　
　
　
　

撫な
で
し
こ子

（
撫
子
科
）

　
　
　
　

紅べ
に
し
だ

羊
歯
（
雄お

し

だ
羊
歯
科
）

　

花
器　

陶
鉢

　

ヤ
マ
シ
ャ
ク
ヤ
ク
は
山
の
奥
深
く
で
白

く
輝
く
宝
石
の
よ
う
な
花
だ
。
そ
っ
と
薄

紅
色
の
ナ
デ
シ
コ
を
添
え
た
。



3

好
き
な
器

　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

黒
蝋
梅
（
蝋ろ

う
ば
い梅

科
）

　
　
　
　

透
か
し
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

耳
付
陶
花
瓶

　

十
三
世
家
元
〜
十
五
世
家
元
が
集
め
た

花
器
は
、
全
部
合
わ
せ
る
と
５
０
０
程
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の

代
の
家
元
に
は
特
色
が
あ
り
、
自
ず
と
使

う
花
器
の
種
類
も
違
っ
て
く
る
。
自
分
の

欲
し
い
花
器
も
あ
る
が
、
今
は
家
に
あ
る

も
の
を
使
っ
て
い
る
。
ど
う
も
私
が
惹
か

れ
る
花
器
は
十
三
世
の
も
の
を
選
ぶ
傾
向

が
あ
る
み
た
い
だ
。
原
始
的
な
雰
囲
気
を

ま
と
っ
た
不
思
議
な
オ
ー
ラ
が
堪
ら
な
く

気
に
入
っ
て
い
る
。
花
と
組
み
合
わ
せ
る

と
ま
た
い
い
表
情
に
な
る
。
ク
ロ
ロ
ウ
バ

イ
の
暴
れ
枝
は
納
得
い
く
よ
う
に
入
る
と

気
持
ち
が
い
い
。

健
一
郎
の
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム ken161022 

　
動
画
で
花
の
生
け
方
を
解

説
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
覗
い

て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
ス
マ
ホ
の
カ
メ
ラ
で
読
取
り
→
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真
っ
赤
な
バ
ラ

　
　
　
　

∧
４
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

コ
ア
ラ
フ
ァ
ン（
蚊か

や
つ
り
ぐ
さ

帳
吊
草
科
）

　
　
　
　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

ア
リ
ウ
ム
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
テ
ィ

　
　
　
　
（
百
合
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
瓶

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
産
の
コ
ア
ラ
フ
ァ

ン
と
中
東
原
産
の
ア
リ
ウ
ム
・
シ
ュ
ー
ベ

ル
テ
ィ
を
赤
い
バ
ラ
が
繋
ぐ
。
世
界
を
つ

な
ぐ
熱
き
心
。

綺麗になった石畳を歩くレモンちゃんとバラ。
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『
無
限
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　
祖
父
と
は
よ
く
考
え
た
。
無
限
っ
て
な

ん
だ
ろ
う
。宇
宙
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
。死
っ

て
な
ん
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
無
限
に
つ

い
て
考
え
て
い
る
時
は
、ワ
ク
ワ
ク
し
た
。

祖
父
は
幼
い
こ
ろ
に
夢
で
見
た
無
限
の
針

山
に
囲
ま
れ
た
時
の
恐
怖
が
忘
れ
ら
れ
な

い
と
よ
く
話
し
て
く
れ
た
。
私
は
な
ぜ
そ

の
針
の
山
が
無
限
だ
と
分
か
っ
た
の
か
と

い
う
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
話
を
聞
い
て
い

た
。
そ
の
疑
問
を
ぶ
つ
け
る
と
祖
父
は
嬉

し
そ
う
に
話
を
広
げ
て
く
れ
る
。

　

無
限
と
は
？
ま
ず
数
を
数
え
て
み
る
。

一
、十
、百
、千
、万
・
・
・
無
量
大
数
。
今

は
全
て
言
え
な
い
が
当
時
は
よ
く
位
を
数

え
て
い
た
。
な
ぜ
数
字
は
こ
こ
で
終
わ
る

の
だ
ろ
う
、
続
き
が
知
り
た
く
な
る
。
9

と
い
う
数
字
を
い
く
ら
並
べ
て
も
無
限
に

は
到
底
追
い
つ
け
そ
う
に
な
い
。
人
に
は

必
要
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
数
字
で
は
表

せ
な
い
。

　
小
学
生
の
頃
に
太
陽
の
事
が
気
に
な
り

調
べ
て
い
た
。
そ
こ
で
太
陽
は
2
千
𥝱じ

ょ
ト

ン
の
体
重
だ
と
い
う
事
を
知
り
、
銀
河
系

が
た
く
さ
ん
あ
る
事
を
知
り
、
宇
宙
の

始
ま
り
で
あ
る
ビ
ッ
グ
バ
ン
を
知
っ
た
。

ビ
ッ
グ
バ
ン
の
説
に
よ
れ
ば
今
も
宇
宙
は

無
限
に
広
が
り
続
け
て
い
る
ら
し
い
。
ど

こ
を
広
が
っ
て
い
る
の
か
も
、
ど
こ
に
向

か
っ
て
広
が
っ
て
い
る
の
か
も
チ
ン
プ
ン

カ
ン
プ
ン
だ
。

　
私
は
、
夢
で
は
な
く
、
現
実
で
無
限
を

感
じ
て
い
た
。
私
が
祖
父
の
家
に
住
む

よ
う
に
な
っ
て
間
も
な
い
頃
、
夜
の
1
人

で
の
ト
イ
レ
が
怖
か
っ
た
。
階
段
を
降

り
、
廊
下
を
渡
っ
て
ト
イ
レ
に
行
く
の
だ

が
、
廊
下
は
途
中
で
切
れ
て
一
度
敷し

き

瓦
が
わ
ら

の
上
を
歩
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
に
簀す
の

子こ

の
上
を
通
る
の
が
怖
か
っ
た
。
簀
子
の

奥
に
見
え
る
床
下
の
空
洞
が
怖
か
っ
た
の

で
あ
る
。
何
も
か
も
を
吸
い
込
ん
で
し
ま

い
そ
う
な
黒
色
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
何
も

か
も
を
吸
い
込
ん
で
し
ま
う
黒
色
に
私
は

無
限
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
不
気

味
で
あ
り
、
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
え
な

か
っ
た
。
日
中
に
比
べ
、
視
覚
情
報
が
極

端
に
制
限
さ
れ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
日
本

家
屋
独
特
の
不
気
味
さ
と
あ
い
ま
っ
て
怖

さ
が
増
幅
さ
れ
た
。
今
で
は
そ
の
簀
子
は

取
り
外
さ
れ
、
離
れ
た
廊
下
は
一
つ
に
つ

な
が
っ
て
ス
ロ
ー
プ
に
な
り
、
昔
の
雰
囲

気
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
無
限
っ
て
何
だ
ろ
う
。
人
類
の
頭
を
悩

ま
さ
せ
て
い
る
こ
の
大
問
題
を
2
人
で
解

決
す
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
。
分
か
ら
な

い
と
い
う
事
が
分
か
っ
た
。
大
発
見
で
あ

る
。
分
か
ら
な
い
と
い
う
事
が
分
か
る
ま

で
は
、
な
ん
で
考
え
て
い
た
の
か
、
つ
い

に
は
何
を
考
え
て
い
た
か
分
か
ら
な
く
な

る
始
末
で
、
頭
が
ぼ
ー
っ
と
し
て
な
ん
だ

か
退
屈
に
な
る
。

　

無
限
の
な
か
に
は
ワ
ク
ワ
ク
と
退
屈
、

恐
怖
が
あ
る
よ
う
だ
。
無
限
は
考
え
始
め

る
と
き
に
は
ワ
ク
ワ
ク
し
、
考
え
る
と
退

屈
、
自
分
ご
と
に
な
る
と
恐
怖
を
感
じ
る

ら
し
い
。

　
分
か
ら
な
い
と
い
う
事
が
分
か
っ
て
か

ら
は
、
何
が
分
か
っ
て
い
る
の
か
を
確
認

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
無
限
が
わ
か
ら
な

い
の
で
、
何
が
あ
る
の
か
考
え
た
。
ま
ず

私
は
こ
こ
に
い
る
。
私
が
こ
こ
に
い
る
と

い
う
証
拠
は
？
自
分
だ
と
認
知
し
て
い
る

脳
が
自
分
な
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
自
分
は

脳
で
あ
る
と
自
分
に
は
分
か
る
の
だ
ろ

う
。
本
当
に
自
分
は
存
在
し
て
い
る
の
か

と
不
安
に
な
る
。ほ
ら
、ま
た
頭
が
ぼ
ー
っ

と
し
て
き
た
。

　
知
ら
な
い
こ
と
は
不
安
で
あ
る
。
認
知

症
の
人
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
怖
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
覚
え
が
な
い
場
所
に
な
ぜ
自

分
が
い
る
か
。
想
像
し
て
み
て
欲
し
い
。

目
を
覚
し
た
ら
知
ら
な
い
人
だ
ら
け
の
世

界
を
。
娘
が
中
学
校
か
ら
帰
っ
て
く
る
は

ず
だ
っ
た
の
に
そ
の
娘
は
孫
を
連
れ
て
面

会
に
来
て
い
る
。
娘
が
い
う
に
は
も
う
す

ぐ
１
０
０
歳
に
な
る
ら
し
い
。
さ
っ
き
お

昼
ご
飯
を
食
べ
た
は
ず
な
の
に
、
お
昼
ご

飯
を
配
っ
て
く
れ
る
お
兄
さ
ん
が
い
れ
ば

不
審
に
も
思
う
だ
ろ
う
。
そ
の
状
況
を
受

け
入
れ
ら
れ
ず
に
人
に
原
因
を
求
め
、
怒

る
人
。
自
分
の
中
に
原
因
を
探
し
、
解
決

し
よ
う
と
す
る
人
が
い
る
。
ど
ち
ら
に
も

根
本
に
は
知
ら
な
い
こ
と
へ
の
不
安
が
あ

る
。
私
が
想
像
す
る
に
無
限
の
不
安
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
も
の
を
考
え
よ
う
に
も

自
分
で
考
え
て
い
る
自
分
と
現
実
の
差
が

大
き
す
ぎ
る
の
だ
。
相
手
の
心
の
不
安
を

想
像
す
る
事
が
で
き
れ
ば
、
怒
っ
て
い
る

人
と
向
き
合
う
の
で
は
な
く
、
不
安
な
人

と
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
の
で
会
話
へ
の

態
度
も
違
っ
て
く
る
。

　
分
か
ら
な
い
も
の
は
怖
い
。
地
震
、雷
、

台
風
、
洪
水
な
ど
自
然
現
象
に
も
怖
い
も

の
が
沢
山
あ
る
。
人
間
が
理
解
で
き
て
い

な
い
も
の
は
怖
い
も
の
で
あ
る
。
今
で
こ

そ
科
学
が
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
て
く
れ

る
も
の
も
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
未
知
の
こ

と
も
多
い
。
分
か
ら
な
い
も
の
が
突
然
出

て
く
る
と
、
大
慌
て
で
あ
る
。
何
と
か
し

て
原
因
を
つ
き
と
め
よ
と
し
た
が
分
か
ら

な
い
。分
か
ら
な
い
こ
と
は
恐
怖
で
あ
る
。

物
事
を
筋
道
立
て
て
説
明
で
き
な
い
不
思

議
な
物
事
を
説
明
す
る
の
に
、
地
震
の
ナ

マ
ズ
、
風
神
、
妖
怪
、
宗
教
な
ど
が
生
ま

れ
た
わ
け
だ
。
こ
れ
ら
の
中
に
安
ら
ぎ
を

見
つ
け
る
こ
と
は
、
自
分
の
恐
れ
と
向
き

合
う
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
死
後
に
起
こ
る
こ
と
や
、
死

後
の
世
界
な
ど
、
恐
れ
に
関
す
る
質
問
に

答
え
る
た
め
の
何
か
を
持
っ
て
い
る
と
、

そ
れ
は
死
へ
の
恐
れ
の
助
け
に
な
る
。
答

え
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
中

で
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

自
分
の
恐
れ
を
無
視
す
る
の
で
は
な
く
、

向
き
合
え
る
程
度
に
ぼ
か
し
を
入
れ
た
も

の
で
あ
る
。
だ
が
私
は
、
そ
の
場
に
自
分

が
身
を
置
き
、
体
験
し
な
け
れ
ば
納
得
で

き
な
い
。
言
葉
で
表
現
で
き
て
し
ま
え
る

も
の
だ
と
は
、
到
底
思
え
な
い
か
ら
だ
。

　
怖
い
に
は
2
種
類
あ
る
。
生
命
の
存
在

が
揺
る
が
さ
れ
た
と
き
の
恐
怖
。
も
う

一
つ
の
恐
怖
は
自
ら
が
頭
の
中
で
思
考
に

よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
る
恐
怖
で
あ
る
。
恐

怖
に
よ
っ
て
心
拍
数
が
増
加
し
、
血
の
気

が
引
き
、
震
え
や
発
汗
な
ど
と
い
っ
た
反

応
を
体
は
示
す
。
そ
れ
に
引
き
換
え
、
思

考
に
よ
り
感
じ
る
恐
怖
は
、
生
命
の
危
機

と
は
少
し
遠
い
た
め
か
、
相
当
の
物
で
な

け
れ
ば
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
恐
怖
を
感

じ
ら
れ
る
と
い
う
事
は
、
考
え
ら
れ
る
生

物
に
し
か
で
き
な
い
事
で
あ
る
。

　

考
え
る
事
で
怖
く
な
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
私
は
贅
沢
で
あ
る
と
考
え
る
。

ブ
ジ
ャ
デ　
　
　
　
　

健
一
郎

　

先
月
の
私
の
文
中
に
「
ブ
ジ
ャ
デ
」
と

い
う
の
が
あ
っ
て
、「
デ
ジ
ャ
ブ
」
の
間

違
い
？
と
思
わ
れ
た
方
も
多
か
っ
た
の
で

は
。説
明
不
足
で
し
た
の
で
補
足
し
ま
す
。

　
「
デ
ジ
ャ
ブ
」
は
既
視
感
の
こ
と
で
、

一
度
も
体
験
し
た
こ
と
が
な
い
の
に
、
す

で
に
ど
こ
か
で
体
験
し
た
こ
と
の
よ
う
に

感
じ
る
こ
と
で
す
が
、「
ブ
ジ
ャ
デ
」
は

そ
の
反
対
の
こ
と
を
表
す
造
語
で
す
。
何

度
も
体
験
し
て
い
る
の
に
初
め
て
の
よ
う

に
新
鮮
に
感
じ
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。
で

き
る
だ
け
ブ
ジ
ャ
デ
を
意
識
し
て
、
色
ん

な
事
に
気
づ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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絵
巻
に
見
る
挿
花 　
　

仙
溪

　
『
慕ぼ

帰き

絵え

詞こ
と
ば』

と
『
春か

す

日が

権ご
ん

現げ
ん

験げ
ん

記き

絵え

』
で
、
鎌
倉
末
か
ら
室
町
初

期
の
お
も
に
仏
門
で
の
挿そ

う

花か

の
様

子
を
見
て
き
た
が
、
も
う
少
し
時

代
を
遡

さ
か
の
ぼ

っ
て
み
よ
う
。

 出典：『続日本の絵巻８華厳宗祖師絵伝』中央公論社

老若の僧たちに金
こん

剛
ごう

三
ざん

昧
まい

経
きょう

について講義する元
がん

暁
ぎょう

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

 出典：『続日本の絵巻８華厳宗祖師絵伝』中央公論社

新
しら

羅
ぎ

の学僧、義
ぎ

湘
しょう

（625 〜 702）は船で唐
とう

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

き

依
え

しているのだろう、机には経典が置か
れている。侍

じ

女
じょ

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

ぜん

妙
みょう

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

①

②
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 出典：『続日本の絵巻８華厳宗祖師絵伝』中央公論社

唐で学び、新羅に戻った義
ぎ

湘
しょう

が、浮石山寺にとどまって華
け

厳
ごん

の教えを広めるため講
こう

説
せつ

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

『
華け
ご
ん
し
ゅ
う
そ
し
え
で
ん

厳
宗
祖
師
絵
伝
』

　

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

が

尾の
お

の
地
に
高こ

う

山ざ
ん

寺じ

を
建
て
た
明

み
ょ
う

恵え

上
し
ょ
う

人に
ん

高こ
う

弁べ
ん

（
１
１
７
３

〜
１
２
３
２
）
が
華け

厳ご
ん

宗し
ゅ
うを

広
め
た
い
一
心
で
描
い
た

と
さ
れ
る
。
朝
鮮
半
島
、
新し

羅ら
ぎ

国
の
華
厳
宗
の
祖そ

師し

で

あ
る
義ぎ

湘し
ょ
うと

元が
ん

暁ぎ
ょ
うの

物
語
絵
巻
で
あ
る
。

　

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

る
挿
花
の
様
子
が
窺

う
か
が

え
る
。

　

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

そ
の
横
に
香
炉
も
見
え
る
。
場
所
は
新
羅
。

　

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

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

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

る
。

　

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

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

花
瓶
と
香
炉
が
置
か
れ
、
女
人
が
供
花
を
捧さ

さ

げ
持
っ
て

い
る
。
場
所
は
新
羅
の
浮
石
山
寺
。

　

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

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

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

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

彼か

の
地
の
描
写
と
思
っ
て
見
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　

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

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

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

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

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

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

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

ツ
を
知
っ
て
お
き
た
い
。

『
鳥ち
ょ
う
じ
ゅ
う
じ
ん
ぶ
つ
ぎ
が

獣
人
物
戯
画
』

　

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

物
戯
画
』
も
流る

転て
ん

の
末
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
蛙

か
え
る

や
兎

う
さ
ぎ

が

滑こ
っ

稽け
い

に
描
か
れ
た
絵
巻
だ
が
、
こ
こ
に
も
挿
花
の
描
写

が
見
え
る
（
図
④
）。

　
『
鳥
獣
人
物
戯
画
』
は
鳥と

羽ば

僧そ
う

正
じ
ょ
う

覚か
く

猷ゆ
う

（
１
０
５
３

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

ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
描
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

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

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

想
像
で
き
る
。

　

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

ほ
と
け

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

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

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

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

た
い
。

出典：『日本の絵巻６鳥獣人物戯画』中央公論社

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

④

⑤
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タ
ニ
ワ
タ
リ

デ
ン
フ
ァ
レ

　
　
　
　

∧
９
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　

花
材　

谷
渡
り
（
茶ち

ゃ
せ
ん
し
だ

筅
羊
歯
科
）

　
　
　
　

デ
ン
フ
ァ
レ
（
蘭
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

タ
ニ
ワ
タ
リ
は
大
中
小
と
、
大
き
さ
を

と
り
ま
ぜ
て
使
う
こ
と
で
生せ

い

花か

に
な
る
。

　

た
だ
し
、
葉
が
大
き
く
て
足
元
も
太
く

な
る
の
で
、
一
種
で
い
け
て
も
、
よ
ほ
ど

特
徴
の
あ
る
器
で
あ
れ
ば
面
白
い
生
花
と

な
る
だ
ろ
う
が
、
普
通
の
器
に
い
け
て
も

一
種
だ
け
で
は
万
年
青
や
葉
蘭
の
よ
う
な

キ
リ
ッ
と
し
た
風
格
を
表
現
し
に
く
い
。

　

家
で
い
け
て
飾
る
な
ら
、
南
国
の
鮮
や

か
な
ラ
ン
と
株
分
け
に
す
る
と
い
い
だ
ろ

う
。
ラ
ン
の
色
と
タ
ニ
ワ
タ
リ
の
緑
が
互

い
に
引
き
立
て
合
っ
て
く
れ
る
。
少
し
大

き
め
の
水
盤
が
い
い
。
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近
況　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

4
月
か
ら
稽
古
を
お
休
み
に
し
て
い
ま
し
た

が
、
5
月
は
花
に
プ
リ
ン
ト
を
添
え
て
お
届
け

し
、
自
宅
で
自
主
稽
古
を
す
る
こ
と
に
挑
戦
し

て
い
た
だ
い
て
ま
す
。
い
け
た
花
の
写
真
を

メ
ー
ル
や
手
紙
で
送
っ
て
も
ら
い
批
評
を
お
返

し
す
る
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
初
め
て
の
試
み
を

新
鮮
な
感
じ
で
楽
し
ん
で
下
さ
っ
て
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
自
粛
中
に
家
族
総
出
で
家
の
路
地
の

石
を
洗
い
ま
し
た
。
黒
い
小
石
（
那
智
黒
）
は

表
面
は
綺
麗
で
も
、
そ
の
下
は
泥
が
い
っ
ぱ

い
。
す
べ
て
の
小
石
を
集
め
て
溝
を
タ
ワ
シ
で

磨
き
、
小
石
は
バ
ケ
ツ
で
ピ
カ
ピ
カ
に
洗
っ
て

元
に
も
ど
し
ま
し
た
。
苦
労
し
た
あ
と
の
清
々

し
さ
と
充
実
感
を
味
わ
っ
て
い
ま
す
。

雲
の
よ
う
に

　
　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

茴
う
い
き
ょ
う香

（
芹せ

り

科
）

　
　
　
　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

ス
モ
ー
ク
・
グ
ラ
ス
（
稲
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
瓶

　
　
　
　
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
製
）

　

バ
ラ
の
名
前
は
ド
ル
テ
ェ
ヴ
ィ
ー
タ
。
直
訳

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

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

　
　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

竹
島
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

鉄
線
（
金
鳳
花
科
）

　
　
　
　

釣
鐘
鉄
線
（
金
鳳
花
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
宇
野
三
吾
作
）

　

タ
ケ
シ
マ
ユ
リ
は
竹
島
で
咲
い
て
い
た

百
合
な
の
で
名
付
け
ら
れ
た
。
領
土
問
題

に
な
っ
て
い
る
竹
島
で
は
な
く
、
韓
国
の

東
１
４
０
キ
ロ
に
あ
る
火
山
島
で
、
韓
国

名
を
ウ
ル
ル
ン
ド
（
鬱う

つ

陵
り
ょ
う

島と
う

）
と
い
う
。

今
は
韓
国
の
領
土
で
、
野
生
植
物
の
宝
庫

だ
そ
う
だ
。

　

タ
ケ
シ
マ
ユ
リ
に
は
独
特
の
個
性
が
あ

る
。
ラ
グ
ビ
ー
ボ
ー
ル
の
よ
う
な
蕾
。
鮮

や
か
な
色
の
肉
厚
の
花
弁
。
輪
生
す
る

葉
。
一
本
で
も
絵
に
な
っ
て
く
れ
る
花
だ

が
、
一
本
で
そ
の
ま
ま
い
け
る
に
は
丈
が

長
い
。

　

と
り
合
わ
せ
る
相
手
に
悩
む
花
だ
が
、

野
山
の
風
情
を
感
じ
る
花
材
が
よ
く
似
合

う
。
枝
な
ら
ナ
ツ
ハ
ゼ
や
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
。

花
な
ら
作
例
の
よ
う
に
テ
ッ
セ
ン
を
多
種

で
合
わ
せ
る
の
も
意
外
に
よ
く
合
う
。

　

花
の
相
性
は
実
際
合
わ
せ
て
み
な
い
と

わ
か
ら
な
い
。



12

出
逢
い
花
（
39
）　
　

仙
溪

　

笹
百
合
（
百
合
科
）

　

紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　
　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
瓶

　
　
　
　
　
（
イ
ス
ラ
エ
ル
製
）

　

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
で
各
地
の
行

事
が
中
止
に
な
っ
て
い
る
。
京
都
で
は
葵

祭
の
行
列
も
祇
園
祭
の
巡
行
も
な
く
な
っ

た
。６
月
の
三さ

い

枝く
さ

祭
り
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

奈
良
の
三
輪
山
に
咲
く
笹
百
合
を
集
め

て
罇そ

ん

と
缶ほ
と
ぎと
呼
ば
れ
る
酒
樽
を
飾
り
、
神

前
に
供
え
る
疫
病
除
け
の
祭
典
で
、
大お
お

神み
わ

神じ
ん

社じ
ゃ
の
摂せ
っ

社し
ゃ
、
率い
さ

川か
わ

神じ
ん

社じ
ゃ
で
行
わ
れ
る
。

平
安
時
代
の
律
令
の
注
釈
書
『
令
り
ょ
う
の

義ぎ

解げ

』

に
も
記
さ
れ
て
い
る
歴
史
あ
る
神
事
だ
。

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

を
飾
る
？
な
に
や
ら
い
け
ば
な
の
ル
ー
ツ

を
感
じ
る
で
は
な
い
か
。

　

私
た
ち
が
花
を
い
け
る
背
景
に
は
長
い

歴
史
が
あ
る
。
先
人
達
が
花
へ
託
し
た
思

い
を
共
有
し
た
い
。

　

写
真
の
青
い
大だ

い

理り

石せ
き

模
様
の
ガ
ラ
ス
花

瓶
。
手
か
ら
す
る
っ
と
す
べ
っ
て
落
と
し

て
し
ま
い
そ
う
な
ほ
ど
軽
く
て
薄
い
。
で

も
水
を
入
れ
る
と
し
っ
か
り
立
っ
て
く
れ

る
の
で
、
一
輪
挿
し
や
出
逢
い
花
の
器
に

ぴ
っ
た
り
だ
。

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
684
号　

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

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏



7 月号
２０２０年

No.６８５

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
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路
地
に
い
け
る

　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

健
一
郎

　

背
景　

冨
春
軒
の
路
地

　

花
材　

大お
お
や
ま
れ
ん
げ

山
蓮
華
（
木も

く
れ
ん蓮

科
）

　
　
　
　

鞍く
ら
ま
ご
け

馬
苔
（
岩い

わ
ひ
ば

檜
葉
科
）

　

花
器　

弥
生
土
器

　

一
家
総
出
で
露
地
の
砂
利
を
磨
く
大
掃

除
を
し
た
。
20
年
ほ
ど
前
に
大
工
の
人
達

に
依
頼
し
て
以
来
と
の
事
。
家
族
全
員
が

ま
と
ま
っ
て
掃
除
で
き
た
事
に
感
謝
し
て

い
る
。
石
畳
に
水
を
打
つ
と
ピ
ン
と
空
気

が
引
き
締
ま
る
。
今
ま
で
で
き
て
い
な

か
っ
た
面
倒
な
事
、
そ
し
て
基
盤
を
固
め

る
た
め
に
時
間
を
使
う
事
が
で
き
た
。
何

が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
の
が
世
の
常
で

は
あ
る
が
、
あ
る
程
度
の
事
は
受
け
流
せ

る
よ
う
備
え
て
お
く
。

　

写
真
の
土
器
は
去
年
の
7
月
25
日
に
東

寺
で
購
入
し
た
も
の
だ
。
原
始
的
な
植
物

と
合
わ
せ
た
か
っ
た
の
だ
が
、
花
に
巡
り

合
う
機
会
が
な
く
一
年
ほ
ど
経
っ
て
し

ま
っ
た
。
咲
く
前
の
大
山
蓮
華
と
水
を
多

分
に
含
ん
だ
光
る
シ
ダ
に
弥や

生よ
い

の
土
器
が

よ
く
似
合
う
。

初
夏
の
香
り

　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

深み
や
ま
な
ん
て
ん

山
南
天
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

杜
か
き
つ
ば
た若

（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

笹
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

フ
ラ
ン
ス
製
青
練
込
陶
鉢

　

過
去
の
「
テ
キ
ス
ト
」
で
は
白
黒
写
真

だ
っ
た
の
で
、
カ
ラ
ー
で
再
掲
載
。

　

カ
キ
ツ
バ
タ
の
雅
な
色
と
、
サ
サ
ユ
リ

の
優
し
い
色
は
、
白
黒
写
真
で
は
伝
わ
ら

な
い
。

　

こ
の
サ
サ
ユ
リ
は
奈
良
の
知
人
が
種
か

ら
育
て
た
も
の
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
時

聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
サ
サ
ユ
リ
は

生
育
が
非
常
に
遅
く
、
一
年
目
は
一
枚
葉

が
や
っ
と
発
芽
す
る
だ
け
で
、
開
花
に
は

７
〜
８
年
か
か
る
そ
う
だ
。

　

私
た
ち
が
い
け
る
花
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
ド
ラ
マ
が
あ
る
と
思
う
と
、愛
お
し
く
、

大
切
に
し
な
け
れ
ば
と
思
う
。

　

四
季
咲
き
の
カ
キ
ツ
バ
タ
と
軽
や
か
な

ミ
ヤ
マ
ナ
ン
テ
ン
を
と
り
合
わ
せ
た
。

　

高
さ
を
抑
え
て
、
枝
の
広
が
り
を
印
象

的
に
見
せ
た
。

　
（
２
０
０
６
年
7
月　

５
１
７
号
よ
り
）

蔓つ
る

を
い
け
る

　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

熊
く
ま
や
な
ぎ柳

（
黒

く
ろ
う
め
も
ど
き

梅
擬
科
）

　
　
　
　

薊
あ
ざ
み（

菊
科
）

　
　
　
　

京き
ょ
う
が
の
こ

鹿
の
子
（
薔
薇
科
）
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撫な
で
し
こ子

（
撫
子
科
）

　
　
　
　

鳴な
る
こ
ゆ
り

子
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
木
村
展
之
作
）

　

ク
マ
ヤ
ナ
ギ
は
日
本
の
山
地
に
生
え
る

落
葉
つ
る
性
木
本
で
、
ク
ロ
ガ
ネ
カ
ヅ
ラ

の
別
名
が
あ
る
。
つ
る
の
先
の
房
は
、
去

年
咲
い
た
花
の
あ
と
に
で
き
た
実
で
あ

る
。
地
味
な
花
材
な
の
で
明
る
い
野
の
花

を
合
わ
せ
た
。

　

ク
マ
ヤ
ナ
ギ
は
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
で
い
け

に
く
い
。
細
め
の
背
の
高
い
花
器
が
い
け

や
す
そ
う
だ
が
、
あ
え
て
口
の
広
い
花
器

に
い
け
て
み
た
。

　

花
器
に
写
真
の
よ
う
な
仕
掛
け
を
入
れ

て
お
き
、
つ
る
に
も
長
い
棒
を
固
定
し
て

い
け
て
い
る
。
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
の
が
難

し
い
が
、
重
み
の
あ
る
つ
る
を
軽
や
か
に

見
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
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こ
こ
ろ
は
異
国
へ

　
　
　
　

∧
４
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム
（
百
合
科
）

　
　
　
　

煙
の
木
（
漆

う
る
し

科
）

　
　
　
　

レ
リ
ア
（
蘭ら

ん

科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
宮
本
博
作
）

　

今
年
も
又
新
鮮
な
ス
モ
ー
ク
ツ
リ
ー
を

い
け
る
事
が
出
来
た
。
岡
山
へ
は
行
け
て

い
な
い
け
れ
ど
、
お
弟
子
さ
ん
が
箱
詰
め

に
し
て
送
っ
て
下
さ
っ
た
。
日
当
た
り
が

良
く
風
通
し
の
良
い
お
庭
で
、
手
入
れ
を

し
て
大
切
に
育
て
て
お
ら
れ
る
の
で
、
年

毎
に
大
き
く
豊
か
に
ス
モ
ー
ク
し
て
い
る

よ
う
だ
。

　

毎
年
お
稽
古
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
が
楽

し
み
で
、
薔ば

薇ら

や
向ひ

日ま
わ

葵り

、
柏

か
し
わ

葉ば

紫あ

陽じ

花さ
い

な
ど
季
節
の
花
を
取
り
合
わ
せ
て
い
る
。

今
回
は
ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム
と
、
カ
ト
レ
ア
に

似
た
レ
リ
ア
と
い
う
細
く
て
繊
細
な
蘭
と

合
わ
せ
て
み
た
。

　

赤
い
花
器
に
モ
ロ
ッ
コ
刺
繍
の
敷
物

で
、
異
国
に
い
る
様
。
今
は
何
処
に
も
行

け
な
い
け
れ
ど
、
こ
ん
な
風
に
楽
し
ん
で

い
る
。
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『
ニ
セ
モ
ノ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　
確
か
、
先
々
月
の
テ
キ
ス
ト
で
、
ホ
ン

モ
ノ
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
。
大
雑

把
に
要
約
す
る
と
、
あ
ま
り
難
し
く
考
え

ず
に
頭
を
空
っ
ぽ
に
し
て
物
事
と
向
き
合

う
と
本
物
の
作
品
の
本
質
が
見
え
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
話
だ
っ
た
。
こ
の
考
え

に
は
、
作
品
に
本
物
と
偽
物
が
あ
る
と
い

う
考
え
方
が
根
底
に
流
れ
て
い
る
わ
け
だ

が
、
今
回
は
日
本
の
偽
物
と
も
思
わ
れ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
、
面
白
い
文
化
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

偽
物
と
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
っ
た
が
、

ど
う
も
世
界
か
ら
見
る
と
珍
し
い
文
化
が

あ
る
。「
写
し
」と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
写

し
は
模
倣
で
あ
っ
て
創
造
で
は
な
い
。」

「
単
な
る
コ
ピ
ー
だ
。」「
盗
作
と
ど
う
違

う
の
か
。」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

私
は
ど
う
い
っ
た
意
識
で
先
人
と
の
作
品

と
向
き
合
っ
た
か
の
違
い
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
そ
の
意
識
を
大
き
く
分
け
る
と

「
盗
作
」「
学
ぶ
写
し
」「
残
す
写
し
」「
祈

る
写
し
」
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。

　
こ
の
意
識
の
中
で
一
つ
だ
け
悪
い
印
象

を
持
つ
恐
れ
が
あ
る
の
が
、「
盗
作
」
で

あ
る
。他
人
の
作
品
を
精
巧
に
写
し
と
り
、

自
分
の
印
を
押
し
、
自
分
の
物
と
し
て
の

販
売
や
、
名
の
あ
る
人
の
サ
イ
ン
を
し
て

の
販
売
等
は
は
許
し
難
い
が
、
ビ
ジ
ネ
ス

と
し
て
は
大
成
功
だ
と
言
え
る
事
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
盗
作
と
ま
で
は
言
わ
な
い

が
、
中
国
か
ら
の
焼
き
物
を
日
本
で
写
し

て
輸
出
し
て
い
た
事
実
は
存
在
す
る
。
だ

が
、
そ
の
技
術
が
発
展
し
、
新
し
い
ア
イ

デ
ィ
ア
が
生
ま
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
風
靡

す
る
様
な
磁
器
が
生
ま
れ
た
事
実
を
見
る

と
、
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
も
な
い
よ
う
で

あ
る
。
写
す
と
い
う
行
為
は
あ
ら
ゆ
る
と

こ
ろ
で
文
化
の
発
展
に
貢
献
し
て
い
る
。

　
盗
作
に
引
き
換
え
、
誰
も
が
経
験
す
る

の
が
「
学
ぶ
写
し
」
で
あ
る
。
学
ぶ
の
語

源
が
真
似
ぶ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
様
に
、

写
す
事
は
効
率
的
に
学
び
を
得
る
事
が
で

き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
人
は
真
似
の

連
続
で
出
来
る
こ
と
を
増
や
し
て
い
る
。

学
ぶ
写
し
は
世
界
共
通
で
、
あ
ら
ゆ
る

巨
匠
達
も
真
似
る
こ
と
で
そ
の
基
礎
を
作

り
、
そ
こ
に
自
身
の
経
験
を
擦
り
あ
わ
せ

て
い
く
こ
と
で
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
作
り

出
し
て
い
っ
た
。

　
写
し
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
衝
突
す
る

の
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
問
題
で
あ
る
。
本
当

の
意
味
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
存
在
し
得
る
の

だ
ろ
う
か
。
写
し
の
上
に
な
い
オ
リ
ジ
ナ

ル
を
私
は
知
ら
な
い
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
と

思
え
る
作
品
は
何
を
写
し
た
の
か
が
分
か

ら
な
い
だ
け
で
、
写
し
な
の
で
は
と
考
え

て
い
る
。
た
だ
、
複
雑
で
専
門
的
な
物
を

写
し
た
場
合
は
何
を
写
し
た
か
は
分
か
り

づ
ら
く
、
写
し
を
読
み
解
く
に
は
多
く
の

知
識
が
必
要
な
だ
け
だ
。私
た
ち
の
脳
が
、

今
ま
で
培
っ
て
き
た
知
識
で
し
か
物
事
を

考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
そ
の
作
品
は
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
は
あ
り
得
な

い
。
過
去
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
物
事
は

生
ま
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
は
今
ま
で

培
っ
た
知
識
で
想
像
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
ひ
と
つ
の
絵
は
写
し
で
あ

り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
の
で
あ
る
。
自
然
を

表
現
し
た
絵
は
、
自
然
を
写
し
た
も
の
に

は
違
い
な
い
が
、
自
然
そ
の
も
の
と
描
か

れ
た
も
の
は
当
然
、
同
一
で
は
な
い
。
そ

し
て
既
に
あ
る
絵
を
写
し
た
場
合
に
お
い

て
も
、
写
し
た
絵
は
様
式
、
技
法
や
表
現

に
様
々
な
要
素
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
成
り

立
っ
て
お
り
、写
し
た
絵
は
同
一
で
な
い
。

つ
ま
り
、
絵
に
は
独
創
性
が
あ
る
だ
け
と

も
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
残
す
写
し
」
は
形
の
復
元
や
、
保
存

の
た
め
、
先
人
の
意
思
、
心
を
残
す
写
し

で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
ぶ
た
め
の
写
し
と

似
通
っ
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
国
宝
、

重
要
文
化
財
の
復
元
、
保
存
な
ど
が
こ
れ

に
あ
た
る
。
こ
こ
で
は
精
巧
に
写
す
事
が

求
め
ら
れ
、
本
物
と
同
じ
だ
け
の
質
を
要

求
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
も
、
壊
れ
て
は
い

け
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
器
の
か
わ
り
に
写

し
の
作
品
を
使
用
し
、
そ
こ
に
本
歌
を
見

て
取
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
。

　
江
戸
時
代
の
陶
工
達
は
、
偉
大
な
陶
芸

家
（
乾
山
）
の
写
し
を
巧
み
に
で
き
る

か
と
い
う
事
が
評
価
の
基
準
に
な
っ
て
い

た
。
本
物
も
大
切
に
し
て
い
た
が
、
そ
れ

以
上
に
「
形か

た
ち」

を
重
視
し
て
い
た
。
写
す

伝
統
で
あ
る
。「
モ
ノ
」
は
い
つ
か
消
え

て
無
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、「
形
」
は
本

物
の
精
神
が
宿
る
依よ

り

代し
ろ

で
あ
る
か
ら
だ
。

つ
ま
り
、
本
物
の
形
を
真
似
し
て
も
う
一

度
つ
く
り
直
す
事
で
、
心
は
永
遠
に
受
け

継
が
れ
て
い
く
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。

仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
る
時
に
似
て
い
る
。

仏
壇
を
通
し
て
、
そ
の
向
こ
う
側
を
見
て

取
る
の
だ
。

　
エ
ジ
プ
ト
の
絵
画
は
二
千
五
百
年
間
進

化
し
な
か
っ
た
。
た
だ
求
め
ら
れ
て
い
る

正
解
を
描
く
事
が
求
め
ら
れ
、
変
化
を
期

待
を
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
は
写
実
的

に
見
た
ま
ま
を
描
き
起
こ
す
能
力
で
は
な

く
、
形
式
を
通
し
て
同
じ
心
を
伝
え
た

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
精
神
性
を
受
け
継
ぐ
国
に
、
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
ー
が
重
視
さ
れ
る
思
想
が
海
外
か

ら
入
っ
て
く
る
と
、
写
し
は
た
だ
複
製
を

制
作
す
る
行
為
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
特
許
権
な
ど
の
法
律
が
整
備

さ
れ
て
い
く
事
で
写
し
を
作
る
の
に
制
約

が
生
ま
れ
、
偽
物
作
り
が
し
づ
ら
い
環
境

に
整
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
精
神
性
の

継
承
に
大
き
な
亀
裂
が
入
っ
た
事
に
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
、こ
う
い
っ
た
、

倫
理
思
想
の
変
遷
の
ふ
る
い
に
文
化
は
耐

え
抜
く
事
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
残
っ

た
も
の
が
文
化
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
そ

れ
ま
で
な
の
だ
が
。

　
最
後
に
「
祈
る
写
し
」
と
い
う
も
の
を

紹
介
し
た
い
。
祈
る
写
し
と
は
、
写
経
や

写
仏
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
祈
り
と
い
う
行

為
を
通
じ
て
か
、
行
為
が
先
な
の
か
は
分

か
ら
な
い
が
、
移
す
事
を
通
じ
て
祈
り
を

す
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
写
す
事

が
目
的
で
は
な
く
、
祈
る
た
め
に
写
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
４
、５
月
号

に
掲
載
の
絵
巻
『
慕
帰
絵
詞
』
の
模
写
は

鈴
木
空
如
に
よ
る
も
の
だ
が
、
鈴
木
空
如

は
法
隆
寺
の
金
堂
壁
画
を
模
写
し
た
こ
と

で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
一
人
娘
を
五
歳
で

亡
く
し
、
金
堂
壁
画
の
模
写
に
の
め
り
込

ん
だ
ら
し
い
。
1
人
で
蝋
燭
の
炎
だ
け
で

描
き
き
っ
た
彼
を
想
像
す
る
に
、
人
の
た

め
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

祈
る
よ
う
に
描
い
て
い
た
と
想
像
し
て
し

ま
う
。

　

絵
図
を
模
倣
し
て
立
花
を
立
て
る
と
、

そ
の
行
為
を
通
し
て
流
祖
の
こ
と
を
あ
れ

や
こ
れ
や
と
考
え
て
し
ま
う
。
学
ぶ
た
め

に
写
す
行
為
は
、
祈
り
に
も
似
た
感
情
を

起
こ
さ
せ
、
そ
れ
は
や
が
て
残
す
た
め
の

写
し
と
な
る
。
そ
し
て
、
盗
作
さ
れ
る
ほ

ど
の
物
に
な
れ
ば
良
い
な
と
思
え
る
。

　
継
承
さ
れ
た
形
を
理
解
し
、
現
代
の
空

気
を
持
っ
た
物
を
生
み
出
す
。
芸
能
と
し

て
の
創
造
性
は
、
写
す
こ
と
を
通
し
て
過

去
の
表
現
を
理
解
し
、
そ
こ
に
現
代
的
な

解
釈
を
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
の

表
現
と
な
る
。
そ
し
て
写
し
の
連
続
が
伝

統
で
あ
り
、
文
化
、
生
命
の
継
承
な
の
で

あ
る
。
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仏
教
遺
跡
に
見
る
花
と
瓶　
　
　

 　
　

仙
溪

　

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

中
で
、
花
と
器
に
つ
い
て
探
っ
て
み
よ
う
。

　

イ
ン
ド
の
ア
ジ
ャ
ン
タ
石せ

っ

窟く
つ

寺
院
に
は
６
世
紀
頃
の

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

絵
画
で
あ
る
法
隆
寺
金
堂
壁
画
（
奈
良
県
斑い

か

鳩る
が

町
・
７

世
紀
末
）
は
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
の
壁
画
を
模も

し
た
も
の
と

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

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

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

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

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

ん

煌こ
う

の
莫ば

っ

高こ
う

窟く
つ

な
ど

に
み
ら
れ
る
初し

ょ

唐と
う

絵
画
の
影
響
を
受
け
て
い
る
）

　

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

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

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

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

図
②
で
も
菩
薩
の
左
後
ろ
で
蓮は

す

（
も
し
く
は
睡す

い

蓮れ
ん

）
の

花
を
盛
っ
た
盆
を
持
つ
人
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

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

蓮
は
、
仏
教
に
お
い
て
は
悟さ

と

り
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
。

図
①
の
菩
薩
も
、
悟
り
を
得
た
者
の
証

あ
か
し

と
し
て
蓮
（
も

し
く
は
睡
蓮
）
の
花
を
手
に
持
っ
て
い
る
。

　

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

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

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

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

開
花
を
託
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

①

②

③
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中
国
山
西
省
大
同
市
の
西
方
に
あ
る
雲
崗
石
窟
は
５
世
紀
後
半
の
石
窟
寺
院
。
第
18
窟

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

　

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

　

そ
も
そ
も
イ
ン
ド
で
は
釈し

ゃ

迦か

の
入

に
ゅ
う

滅め
つ

後
、
長
い
間
仏

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

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

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

　

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

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

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

造
形
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。

　　

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

菩ぼ

薩さ
つ

像
で
手
に
水す

い

瓶び
ょ
うを

持
っ
て
い
る
。
菩
薩
と
は
更
な

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

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

弥
勒
菩
薩
坐
像　

２
〜
３
世
紀　

ガ
ン
ダ
ー
ラ
出
土　

松
岡
美
術
館
蔵
（
仏
教
の
来
た

道
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
探
検
の
旅
展
図
録
よ
り
）

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

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

弥み

勒ろ
く

菩
薩
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
弥
勒
に
は
慈

い
つ
く

し
み
と

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

　

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

中
の
浄

じ
ょ
う

水す
い

や
香こ

う

水ず
い

を
清
ら
か
に
保
つ
た
め
に
、
花
や
木

で
瓶
の
口
に
栓せ

ん

を
し
た
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　

釈
迦
の
弟
子
が
水す

い

瓶び
ょ
うと

花
を
持
つ
姿
で
彫
ら
れ
た
像

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

図
⑤
）。

　

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

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

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

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

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

か
。

　

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

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

挿
さ
れ
た
像
も
現
れ
る
。

　

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

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

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

④

⑤
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れ
る
。
今
も
イ
ン
ド
の
女
性
は
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
髪
飾
り

を
好
ん
で
身
に
つ
け
て
い
る
が
、
花
は
摘つ

む
も
の
で
、

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

本
の
花
と
は
性
質
が
異
な
る
。

　

仏
教
は
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
敦と

ん

煌こ
う

へ
と

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

の
西
の
玄
関
口
。
東
西
交
易
の
要よ

う

衝し
ょ
うと

し
て
栄
え
た
砂

漠
の
オ
ア
シ
ス
だ
。

　

図
⑥
は
敦
煌
・
莫ば

っ

高こ
う

窟く
つ

の
壁
画
で
あ
る
。
左
手
に
水

瓶
を
持
つ
観
音
菩
薩
で
、
煌

き
ら
び

び
や
か
な
天て

ん

蓋が
い

や
瓔よ

う

珞ら
く

が

目
を
引
く
。

　

消
え
て
分
か
ら
な
い
が
、
右
手
に
は
蓮れ

ん

華げ

を
持
っ
て

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

徴
と
し
て
、
慈
愛
に
満
ち
た
導
き
の
顕

あ
ら
わ

れ
と
し
て
、
水す

い

瓶び
ょ
うに

蓮
華
が
立
て
ら
れ
て
、
日
本
の
供く

花げ

と
な
り
、
い

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

て
い
る
。

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

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

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

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

　

観
音
菩
薩
立
像
？
オ
ベ
リ
ス
ク
？
ロ
ケ
ッ
ト
？

　

い
え
い
え
、
レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
で
す
。

撮
影
：
髙
田
菜
月

⑥
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グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス

　
　
　

∧
９
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

生
花　

行
型

　

花
材　

グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　

花
器　

陶
鉢
一
対
（
フ
ラ
ン
ス
製
）

　

グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
は
江
戸
時
代
の
終
わ
り

に
オ
ラ
ン
ダ
人
が
持
ち
込
ん
で
き
た
植
物

で
、「
阿お

蘭ら
ん

陀だ

菖あ
や

蒲め

」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

園
芸
品
種
の
生
産
が
盛
ん
で
、
白
、
ピ
ン

ク
、
赤
、
オ
レ
ン
ジ
、
黄
色
、
紫
や
、
青

に
近
い
色
の
品
種
ま
で
も
あ
る
。
今
は
年

中
花
屋
で
売
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
旬
の

グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
は
し
っ
か
り
と
し
て
お

り
、
勢
い
が
あ
る
。

　

生せ
い

花か

と
し
て
は
杜

か
き
つ

若ば
た

な
ど
と
同
じ
く
菖あ

や

蒲め

科
の
植
物
と
し
て
葉は

組ぐ
み

を
行
な
う
。
花

屋
で
選
ぶ
と
き
は
花
は
勿
論
の
事
、
葉
に

気
を
配
り
た
い
。
花
屋
さ
ん
で
は
よ
り
綺

麗
に
見
せ
る
た
め
に
、
黄
色
く
な
っ
た
葉

先
を
上う

手ま

く
切
っ
て
あ
る
の
で
、
よ
く
注

意
し
て
見
な
い
と
自
然
な
葉
先
な
の
か
切

ら
れ
た
も
の
な
の
か
分
か
ら
な
い
。
葉
先

に
気
を
つ
け
て
花
を
選
び
た
い
。

　

真し
ん

を
少
し
高
く
伸
び
や
か
に
し
た
の
で

控ひ
か
えも

丈
を
長
く
し
、
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ

て
い
る
。
副そ

え

の
蕾
が
良
い
ア
ク
セ
ン
ト
に

な
っ
て
い
て
い
る
。
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器
と
花
の
相
性

　
　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

宮み
や
ぎ
の
は
ぎ

城
野
萩
（
豆
科
）

　
　
　
　

斑
入
り
の
笹
（
稲
科
）

　

花
器　

陶
偏
壺
（
吉
川
充
作
）

　

庭
の
ハ
ギ
を
一
風
変
わ
っ
た
器
に
い
け

て
み
る
と
、と
て
も
良
く
合
っ
て
く
れ
た
。

個
性
の
強
い
器
は
、
か
え
っ
て
野
に
咲
く

花
と
相
性
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
外

見
は
怖
そ
う
で
も
、繊
細
な
心
の
持
ち
主
。

そ
ん
な
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
良
さ
が
滲に

じ

み
出

る
。

野の
か
ん
ぞ
う

萱
草

　
　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

草そ
う

型　

副そ
え

流
し

　

花
材　

野
萱
草
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

立
派
な
ノ
カ
ン
ゾ
ウ
が
手
に
入
っ
た
。

写
真
の
よ
う
な
状
態
で
、
葉
と
花
が
株
の

ま
ま
切
ら
れ
て
葉
で
括く

く

っ
て
あ
っ
た
。
解ほ

ど
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く
と
そ
の
ま
ま
で
格
好
が
い
い
の
で
、
ま

ず
紫
陽
花
と
合
わ
せ
て
伸
び
や
か
に
投
入

に
い
け
た
。（
12
頁
の
花
）

　

数
日
飾
っ
た
あ
と
で
、
今
度
は
ノ
カ
ン

ゾ
ウ
一
種
で
生
花
に
い
け
て
み
た
。
初
め

て
い
け
た
が
、
葉
の
ね
じ
れ
具
合
が
い
い

味
を
出
し
て
く
れ
る
。
数
輪
あ
っ
た
蕾
も

順
に
最
後
ま
で
咲
い
て
く
れ
た
。
葉
先
か

ら
黄
色
く
な
っ
て
く
る
が
、
程
良
く
ア
ク

セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。

　

カ
ン
ゾ
ウ
に
は
一
重
咲
き
の
ノ
カ
ン
ゾ

ウ
と
、
八
重
咲
き
の
ヤ
ブ
カ
ン
ゾ
ウ
が
あ

る
。
人
家
に
よ
く
植
え
ら
れ
て
、
若
芽
と

花
の
蕾
は
食
用
に
な
る
。
食
べ
る
と
憂
い

を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
、
ワ

ス
レ
グ
サ
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

い
つ
か
、
稽
古
で
普
通
に
い
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
れ
ば
嬉
し
い
。

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

2020
年
7
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
）
桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
五
〇
円
（
消
費
税
込
）

 w
w

w
.kuw

aharasenkei.com
　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

玄
関
に
い
け
る

　

∧
12
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

背
景　

冨
春
軒
の
玄
関

　

花
材　

野の
か
ん
ぞ
う

萱
草
（
百
合
科
）

　

紫あ
じ
さ
い

陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

オ
ン
ラ
イ
ン
展
覧
会
に
こ
の
写
真
で
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
展
覧
会
場
に
来

て
頂
け
な
い
分
、
会
場
で
は
で
き
な
い
見

せ
方
が
で
き
る
な
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
展
覧

会
を
す
る
意
味
も
あ
る
と
思
う
。

　

是
非
、左
記
の
サ
イ
ト
を
ご
覧
下
さ
い
。
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鉄て
っ
せ
ん線
の
生
花

　
　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

鉄
線
３
色
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　
　
　
　

苔こ
け
ぼ
く木

　

花
器　

耳
付
コ
ン
ポ
ー
ト
（
宇
野
仁
松
作
）

　

テ
ッ
セ
ン
は
自
立
し
な
い
の
で
扱
い
が

花
と
器　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

こ
の
と
こ
ろ
、
い
け
ば
な
誕
生
以
前
の

花
と
器
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。

　

偶
然
見
つ
け
た
石
窟
内
部
の
写
真
に
は

花
瓶
に
蓮
の
花
と
葉
が
生
き
生
き
と
挿
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
石
窟
が

造
ら
れ
た
の
は
５
２
７
年
。
先
祖
と
と
も

に
未
来
で
の
幸
せ
を
強
く
願
う
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
（
8
〜
9
頁
）。

　

仏
前
に
香
を
焚
き
、
香
水
を
か
け
、
香

花
を
散
ら
す
祈
り
の
姿
が
、
イ
ン
ド
か
ら

ガ
ン
ダ
ー
ラ
、
敦と

ん

煌こ
う

、
中
国
へ
と
伝
わ
る

中
で
、「
人
の
思
い
」
が
加
わ
っ
て
、
い

つ
し
か
花
と
器
を
出
逢
わ
せ
た
の
だ
と
想

像
し
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
か
ら
伝
わ
っ
た
蓮
に
対
す
る
清

浄
な
イ
メ
ー
ジ
と
、
中
国
で
先
祖
を
尊
ぶ

象
徴
の
祭
器
と
が
重
な
り
合
い
、
最
初
は

花
を
散
ら
す
代
わ
り
に
空か

ら

の
器
に
花
を
入

れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
香
水
と
花
を
共

に
供
え
る
こ
と
を
思
い
つ
き
、
器
に
水
を

満
た
し
て
花
を
挿
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

い
け
ば
な
誕
生
の
背
景
に
、
壮
大
な
人

類
の
ロ
マ
ン
を
感
じ
て
い
る
。
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温
帯
に
育
つ
バ
シ
ョ
ウ

　
　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

糸い
と
ば
し
ょ
う

芭
蕉
（
芭
蕉
科
）

　
　
　
　

鉄
砲
百
合「
新
美
白
」（
百
合
科
）

　
　
　
　

紫あ
じ
さ
い

陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　

花
器　

染
付
深
鉢

　

こ
ん
な
に
大
き
な
葉
を
見
る
と
、
さ
ぞ

か
し
暑
い
地
方
か
ら
来
た
の
か
と
思
っ
て

し
ま
う
。

　

こ
の
イ
ト
バ
シ
ョ
ウ
は
別
名
リ
ュ
ウ

キ
ュ
ウ
バ
シ
ョ
ウ
で
、
繊
維
を
取
る
た
め

に
沖
縄
で
多
く
育
て
ら
れ
て
き
た
。
バ
ナ

ナ
は
熱
帯
性
だ
が
、
イ
ト
バ
シ
ョ
ウ
は
温

帯
性
な
の
で
京
都
で
も
よ
く
見
か
け
る
。

　

白
い
ユ
リ
と
ア
ジ
サ
イ
を
合
わ
せ
た
。

染
付
け
の
大
鉢
に
い
け
る
と
花
の
藍
色
と

馴
染
ん
で
と
て
も
涼
し
そ
う
。

難
し
い
。
け
れ
ど
も
頼
れ
る
場
所
を
与
え

る
と
、
生
き
生
き
と
咲
い
て
く
れ
る
強
さ

を
持
っ
て
い
る
。

　

苔
木
を
土
台
に
し
て
テ
ッ
セ
ン
を
も
た

せ
か
け
な
が
ら
生せ

い

花か

に
し
た
。
父
か
ら
教

わ
っ
た
私
の
好
き
な
い
け
方
だ
。

　

苔
木
の
風
格
も
生
か
せ
る
器
を
選
ん
だ
。
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朝ち
ょ
う
せ
ん
ま
き

鮮
槙
の
生
花

　
　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

行
型

　

花
材　

朝
鮮
槙
（
犬い

ぬ
が
や榧

科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
伊
藤
典
哲
作
）

　

8
月
に
い
け
る
生せ

い

花か

と
い
え
ば
チ
ョ
ウ

セ
ン
マ
キ
で
、長
持
ち
す
る
の
が
有
難
い
。

チ
ョ
ウ
セ
ン
マ
キ
は
イ
ヌ
ガ
ヤ
の
変
種
か

ら
作
り
出
さ
れ
た
園
芸
品
種
で
、
日
本
に

も
朝
鮮
半
島
に
も
自
生
は
無
い
。
日
本
固

有
の
栽
培
品
種
だ
そ
う
だ
。

横から見た奥行き

真

副

留控

胴

総
囲

見
越

真
副

留

控

胴総
囲

見
越

真

副

留

控

胴

見越

１
／
２

２
／
３

１
／
８

新聞紙

１ ０

そ
れ
ぞ
れ
の
枝
の
長
さ
は
左
図
の
よ
う
に

新
聞
紙
を
基
準
に
す
る
と
い
い
。

竹
筒
の
中
の
部
分

｝

又
木
配
り
の

か
け
方
と

役
枝
の
場
所

◎
行
の
花
型

総囲
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河こ
う
ほ
ね骨

の
株
分
け
生
花

　
　
　
　

∧
5
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

株
分
け
生
花

　

花
材　

河
骨
（
睡す

い
れ
ん蓮

科
）

　

花
器　

足
付
陶
水
盤
（
伊
藤
典
哲
作
）

　

コ
ウ
ホ
ネ
は
池
や
沼
、
流
れ
の
ゆ
る
い

小
川
な
ど
の
や
や
浅
い
水
底
か
ら
生
え

る
。
泥
の
中
で
横
に
伸
び
る
白
い
根
茎
を

白
骨
に
見
立
て
た
名
前
だ
。
黄
色
い
花
が

水
辺
の
妖
精
の
よ
う
に
咲
く
。

　

コ
ウ
ホ
ネ
は
必
ず
水
揚
げ
ポ
ン
プ
で
水

を
注
入
し
て
か
ら
い
け
る
が
、
長
く
は
も

た
な
い
。
そ
れ
で
も
い
け
た
く
な
る
魅
力

が
あ
る
。

　
　

河
骨
の
水
揚
げ

真

真

副

副

留

留

控

胴
総
囲

見
越

子こ

株か
ぶ

主お
も

株か
ぶ
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涼
や
か
な
器

　
　
　
　

∧
6
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

葉は
う
ち
わ
か
え
で

団
扇
楓
（
楓
科
）

　
　
　
　

透
か
し
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

ベ
ル
鉄
線
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

花
器　

青
白
磁
花
瓶
（
市
川
博
一
作
）

　

涼
を
感
じ
る
花
材
に
は
フ
ト
イ
、
ア
レ

カ
ヤ
シ
な
ど
の
よ
う
に
、
風
が
抜
け
て
い

く
よ
う
な
も
の
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
爽
や

か
な
緑
の
葉
を
み
ず
み
ず
し
く
い
け
る
の

も
い
い
。

　

そ
し
て
、
涼
し
げ
な
風
を
感
じ
る
よ
う

に
い
け
た
い
。

　

作
例
で
は
、
ま
ず
見
る
か
ら
に
涼
や
か

な
器
を
選
ん
で
い
る
。
青
白
磁
の
器
は
夏

に
こ
そ
使
い
た
い
。
淡
い
水
色
の
表
面
は

雪
解
け
水
を
連
想
さ
せ
る
。
明
る
い
緑
の

葉
が
良
く
映
え
る
。

　

ま
ず
カ
エ
デ
の
青
葉
を
広
げ
、
ベ
ル

テ
ッ
セ
ン
を
風
を
感
じ
る
よ
う
に
前
へ
出

す
。
そ
こ
へ
、
鮮
や
か
な
黄
色
の
ス
カ
シ

ユ
リ
を
覗
か
せ
た
。
ス
カ
シ
ユ
リ
の
強
さ

が
加
わ
る
こ
と
で
、
カ
エ
デ
が
軽
や
か
見

え
て
く
れ
る
。

　

花は
な
い
か
だ

筏
と
イ
ガ
グ
リ
ス
ゲ

　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

花
筏
（
花
筏
科
）

　
　
　
　

毬い
が
ぐ
り
す
げ

栗
菅
（
蚊か

や
つ
り
ぐ
さ

帳
吊
草
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
清
水
美
菜
子
作
）

　

ど
ち
ら
も
個
性
的
な
花
で
あ
る
。
ハ
ナ

イ
カ
ダ
は
花
の
真
ん
中
あ
た
り
に
花
を
つ

け
、
実
に
な
る
と
写
真
の
よ
う
に
な
る
。

一
度
見
た
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
珍
し
い
植
物

で
あ
る
。

　

イ
ガ
グ
リ
ス
ゲ
は
北
米
原
産
で
ト
ゲ
ト

ゲ
の
実
と
真
っ
直
ぐ
に
伸
び
て
い
る
葉
と

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
魅
力
的
で
あ
る
。

　

ヒ
マ
ワ
リ
を
花
屋
さ
ん
に
買
い
に
行
っ

た
は
ず
だ
っ
た
が
、
こ
の
2
つ
の
鉢
を

持
っ
て
帰
っ
て
き
た
。
想
定
外
の
幸
運
な

誤
算
で
あ
る
。
2
種
で
も
よ
か
っ
た
の
だ

が
、
桔
梗
を
添
え
る
と
緑
が
際
立
つ
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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水
面
を
見
せ
る

　
　
　
　

∧
7
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

姫ひ
め
ひ
お
う
ぎ
ず
い
せ
ん

檜
扇
水
仙
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

洋よ
う
し
ゅ
や
ま
ご
ぼ
う

種
山
牛
蒡
（
山
牛
蒡
科
）

　

花
器　

陶
深
鉢
（
ド
マ
ー
ニ
製
）

　

ヒ
メ
ヒ
オ
ウ
ギ
ズ
イ
セ
ン
（
ヒ
メ
ヒ
オ

ウ
ギ
と
も
呼
ん
で
い
る
）
は
南
ア
フ
リ
カ

原
産
の
多
年
草
。
学
名
は
ク
ロ
コ
ス
ミ
ア

で
、
明
治
の
中
頃
に
日
本
に
入
っ
た
そ
う

だ
が
、
性
質
が
強
い
の
で
各
地
で
野
生
化

し
て
い
る
ら
し
い
。

　

ち
な
み
に
同
じ
く
南
ア
フ
リ
カ
原
産

で
、
ワ
ト
ソ
ニ
ア
と
い
う
植
物
が
ヒ
オ
ウ

ギ
ズ
イ
セ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
混
同

し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。

　

立
派
な
ヒ
メ
ヒ
オ
ウ
ギ
ズ
イ
セ
ン
が
手

に
入
っ
た
の
で
、
ヨ
ウ
シ
ュ
ヤ
マ
ゴ
ボ
ウ

（
ア
メ
リ
カ
ヤ
マ
ゴ
ボ
ウ
と
も
呼
ぶ
）
と

２
種
で
い
け
た
。

　

こ
の
器
は
鉢
カ
バ
ー
で
、
小
さ
な
バ
ケ

ツ
を
置
い
た
上
に
黒
い
フ
ェ
ル
ト
を
巻
い

た
板
を
乗
せ
、
そ
の
上
に
剣
山
を
置
い
て

い
け
て
い
る
。
い
け
た
後
も
剣
山
を
フ
ェ

ル
ト
で
隠
す
と
、
水
面
を
美
し
く
見
せ
ら

れ
る
。
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仏
教
遺
跡
に
見
る
花
と
瓶　

②　
　

 　
　

仙
溪

　

中
国
地
域
へ
の
最
初
の
仏
教
伝
来
は
１
世
紀
頃
だ
が
、

本
格
的
に
広
ま
る
の
は
４
世
紀
以
降
で
、
５
世
紀
の
南

北
朝
の
時
代
に
は
南
北
と
も
に
多
く
の
仏
教
寺
院
を
建

て
、
龍

り
ゅ
う

門も
ん

や
雲う

ん

崗こ
う

な
ど
の
石せ

っ

窟く
つ

寺じ

院い
ん

も
つ
く
ら
れ
た
。

　

６
世
紀
に
入
る
と
内
乱
に
よ
る
廃
仏
廃
寺
の
苦
難
の

時
を
経
た
後
、
中
国
統
一
を
果
た
し
た
隋ず

い

の
文
帝
は
新

た
に
仏
教
で
国
を
治
め
る
べ
く
中
国
全
土
に
舎し

ゃ

利り

塔と
う

を

中
国
、
洛
陽
の
南
方
に
あ
る
龍
門
石
窟
は
南
北
朝
時
代
の
５
世
紀
末
か
ら
４
０
０
年
に
わ

た
っ
て
造
営
さ
れ
、
約
10
万
体
の
仏
像
が
あ
る
。
北
魏
の
孝
明
帝
の
時
代
に
造
ら
れ
た
皇こ

う

甫ほ

公こ
う

窟く
つ

（
５
２
７
年
完
成
）
に
は
、
花
瓶
（
？
）
に
蓮
の
花
と
葉
が
立
て
ら
れ
た
浮
彫
が
。

器
の
下
に
も
茎
の
足
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
る
。
空
中
を
漂
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

 

出典：http://art.ifeng.com/2017/0731/3363934.shtml

出典：http://art.ifeng.com/2017/0731/3363934.shtml

出典：https://kknews.cc/zh-cn/travel/rr9394n.html

建
て
た
。
ま
た
こ
の
時
代
に
多
く
の
宗
派
も
誕
生
す
る
。

　

そ
し
て
７
世
紀
、
唐
の
時
代
。
仏
教
が
国
に
よ
る
制

限
を
受
け
る
中
、
国
禁
を
破
っ
て
玄げ

ん

奘
じ
ょ
う

三さ
ん

蔵ぞ
う

が
イ
ン
ド

（
天て

ん

竺じ
く

）
へ
旅
に
出
て
多
く
の
仏
典
を
請

し
ょ
う

来ら
い

し
た
こ
と
が

そ
の
後
の
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
基
盤
と
な
っ
た
。

　

日
本
に
は
５
３
８
年
（
５
５
２
年
説
も
あ
る
）
に
百く

済だ
ら

の
聖せ

い

明め
い

王
か
ら
欽き

ん

明め
い

天
皇
に
仏
像
な
ど
が
贈
ら
れ
た

の
が
最
初
の
仏
教
伝
来
と
さ
れ
て
い
る
。

皇こ
う

甫ほ

公こ
う

窟く
つ

は
北
朝
・
北ほ

く

魏ぎ

の
孝こ

う

明め
い

帝て
い

（
在
位
５
１
５
〜
５
２
８
）
と
そ
の
皇
后
の
つ
く
っ
た
一
対
洞
窟
。

壁
面
に
は
多
数
の
仏ぶ

つ

龕が
ん

を
う
が
ち
、
三
尊
仏
、
小
仏
、
飛
天
、
眷け

ん

族ぞ
く

（
皇
帝
の
一
族
）
な
ど
が
彫
ら
れ
て
、

全
体
で
一
つ
の
物
語
を
見
て
い
る
よ
う
だ
（
図
②
）。
図
③
は
蓮
の
花
を
持
っ
て
進
む
皇
族
た
ち
か
。

①

②

③
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出典：https://www.wikiwand.com/ja/ 東大寺盧舎那仏像

出典：http://avantdoublier.blogspot.
com/2014/09/blog-post_26.html

　

そ
の
２
０
０
年
後
、
華け

厳ご
ん

経き
ょ
う（

仏
教
経
典
の
一
つ
）

に
感
銘
を
受
け
た
聖
武
天
皇
が
、
東
大
寺
大
仏
開
眼
供

養
を
果
た
す
。

　

そ
も
そ
も
釈

し
ゃ
く

尊そ
ん

の
悟
り
は
一
つ
で
も
、
教
え
を
請こ

う

相
手
に
合
わ
せ
て
様
々
に
発
せ
ら
れ
た
言
葉
が
、
弟
子

達
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
口こ

う

承し
ょ
うさ

れ
、
の
ち
に
多
く
の
経

き
ょ
う

典て
ん

と
な
っ
た
。
そ
し
て
各
地
に
伝
わ
る
過
程
に
お
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
的
な
背
景
に
よ
っ
て
、
微
妙
に

受
け
止
め
方
や
表
現
の
仕
方
は
変
化
す
る
。

　

中
国
に
お
い
て
も
、
朝
鮮
、
日
本
に
お
い
て
も
、
仏

教
伝
来
は
在
野
の
信
仰
、
思
想
、
慣
習
と
の
せ
め
ぎ
合

い
と
融
合
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
う
ち
に
、
あ
る
画
像
に
目
が
釘く

ぎ

付づ

け
と
な
っ
た
。
な
ん
と
花
瓶
に
蓮は

す

が
生
け
ら
れ
た
レ

リ
ー
フ
が
６
世
紀
初
頭
の
中
国
石
窟
に
！
（
図
①
）。

　

色
々
調
べ
る
と
、
す
で
に
古
代
イ
ン
ド
で
、
命
の
源
泉

で
あ
る
水
が
貯
え
ら
れ
た
壺
か
ら
蓮
が
生
え
出
る
「
満ま

ん

瓶び
ょ
う」

と
呼
ば
れ
る
装
飾
文
が
あ
り
、
宇
宙
の
生
成
、
豊

穣
多
産
を
現
す
そ
う
だ
。

　

図
①
の
器
は
「
尊そ

ん

」
に
似
て
い
る
。
尊
は
古
代
中
国

で
歴
代
の
王
が
祖
先
の
廟

び
ょ
う

に
酒
を
供
え
た
祭
器
で
あ
る

こ
と
を
思
え
ば
、
蓮
の
咲
く
天
界
に
先
祖
と
共
に
再
生

し
、
一
族
の
繁
栄
を
願
う
気
持
ち
が
読
み
取
れ
る
。

　

こ
の
蓮
を
挿
し
た
（
よ
う
に
見
え
る
）
図
像
は
、
法

隆
寺
金こ

ん

堂ど
う

天
井
等
の
装
飾
や
（
図
⑤
）、
東
大
寺
大
仏
開

眼
供
養
の
花け

瓶び
ょ
う（

図
⑥
⑦
）
な
ど
に
繋
が
っ
て
い
る
よ

う
で
、
や
が
て
日
本
の
い
け
ば
な
へ
と
結
び
つ
く
痕
跡

の
一
つ
を
発
見
し
た
思
い
で
い
る
。

出典：http://art.ifeng.
com/2017/0731/3363934.shtml

奈
良
の
華
厳
宗
大
本
山
東
大
寺
に
伝
わ
る
「
東
大
寺
大
仏
縁
起
絵
巻
」（
１
５
３
６
年
）
は
３
巻
か
ら
な
り
、

東
大
寺
の
創
建
、
大
仏
の
鋳
造
、
開
眼
供
養
や
鎌
倉
時
代
の
再
建
の
様
子
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。

開か
い

眼げ
ん

供
養
の
場
面
に
は
蓮
の
花
と
葉
（
の
造
花
）
が
挿
さ
れ
た
一
対
の
金
銅
の
花け

瓶び
ょ
うを

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
５
２
年
４
月
９
日
の
様
子
だ
が
、
太
陽
暦
で
い
う
と
５
月
26
日
で
、
ハ
ス
の
開
花
に
は
一
月
早
い
。

出典：https://www.wikiwand.com/ja/ 東大寺盧舎那仏像

い
ろ
い
ろ
な
開
花
の
状
態
が
彫
り
分
け
ら
れ
て
い
る
。

中
央
の
蓮
の
花
に
は
火か

焔え
ん

宝ほ
う

珠じ
ゅ

の
よ
う
な
中
に
小
さ
な

仏ほ
と
けが

乗
っ
て
い
る
。

法
隆
寺
金
堂
西
の
間
天
蓋
内
部
の
火
炎
宝
珠
を
戴
く
蓮
唐
草
文
。

国
宝
法
隆
寺
金
堂
展
図
録
よ
り
。

④

⑤

⑥

⑦
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『
こ
だ
わ
り
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
私
に
は
最
強
の
家
元
に
な
る
と
い
う
大

き
な
目
標
が
あ
る
の
だ
が
、
日
を
追
う
ご

と
に
課
題
が
増
え
続
け
、
た
だ
で
さ
え
遠

か
っ
た
最
強
の
家
元
が
ど
ん
ど
ん
離
れ
て

い
く
。
い
や
、
私
と
理
想
像
の
距
離
を
測

り
違
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
明
確
な
定

義
が
し
っ
か
り
と
し
て
い
な
い
こ
と
が
、

最
強
の
家
元
に
な
る
事
を
難
し
く
さ
せ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
答
え

の
な
い
目
標
は
私
を
楽
し
く
さ
せ
る
。

　
私
が
思
い
描
く
最
強
の
家
元
は
誰
か
に

頼
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
自
分
さ

え
納
得
で
き
れ
ば
い
い
。
つ
ま
り
、
拘こ

だ
わる

事
が
で
き
る
。
自
己
満
足
の
よ
う
な
も
の

で
自
分
が
納
得
で
き
る
ま
で
花
と
向
き
合

え
る
こ
と
が
出
来
た
ら
い
い
。
そ
し
て
そ

の
向
き
合
う
姿
勢
を
い
け
ば
な
教
室
を
通

し
て
伝
え
て
い
る
。
こ
ん
な
幸
せ
で
有
難

い
事
は
そ
う
そ
う
な
い
が
、
果
た
し
て
お

弟
子
さ
ん
が
何
を
得
た
い
の
か
が
未
だ
に

よ
く
分
か
ら
な
い
で
い
る
。
私
の
個
人
の

欲
望
が
満
た
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
気
が
し

て
い
る
。

　　
生
け
花
を
教
え
る
に
あ
た
り
、
い
け
ば

な
と
は
何
か
と
い
う
事
を
考
え
る
よ
う
に

し
て
い
る
。
現
代
、
過
去
、
こ
れ
か
ら
の

い
け
ば
な
の
解
釈
、
美
術
的
な
、
芸
術
的

な
位
置
づ
け
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
何

か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
何
か
に
専
門
的
な

人
と
話
す
と
、
い
け
ば
な
を
知
ら
な
い
人

の
方
が
詳
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
時

も
あ
る
。
花
を
生
け
る
こ
と
に
専
念
す
る

と
、
花
を
人
に
伝
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。
専
門
的
な
事
を
知

ら
な
い
人
に
教
え
る
に
は
他
の
知
識
が
ふ

ん
だ
ん
に
い
る
ら
し
い
。
偏
愛
と
も
と
れ

る
、
こ
だ
わ
り
の
あ
る
狭
い
世
界
観
は
人

に
は
理
解
し
が
た
い
。

　
い
け
ば
な
以
外
の
事
に
も
興
味
が
あ

り
、
調
べ
物
を
し
て
い
る
と
、
い
け
ば
な

に
つ
い
て
の
考
え
が
深
ま
る
こ
と
が
よ
く

あ
る
。
ふ
と
し
た
偶
然
を
き
っ
か
け
に
、

い
け
ば
な
に
つ
い
て
よ
り
本
質
に
迫
っ
た

気
に
な
る
の
だ
。

　
花
と
向
き
合
っ
て
い
る
時
だ
け
が
花
と

向
き
合
っ
て
い
る
時
間
で
は
な
い
。
花
を

意
識
し
て
他
の
物
事
と
向
き
合
う
と
何
を

し
て
い
て
も
花
と
向
き
合
っ
て
い
る
事
に

な
る
の
だ
。
花
だ
け
と
向
き
合
っ
て
い
る

と
き
に
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
花
の
姿

が
発
見
で
き
る
。
一
時
的
で
は
あ
る
が
、

こ
だ
わ
り
か
ら
の
解
放
と
言
う
こ
と
も
で

き
る
。

　
こ
ん
な
僕
も
23
に
し
て
結
婚
を
し
た
い

人
が
見
つ
か
り
、
相
手
の
承
諾
を
無
事
、

得
ら
れ
た
の
で
結
婚
を
し
た
。
入
籍
を
す

る
前
に
近
所
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
借
り
て
そ

こ
で
し
ば
ら
く
生
活
を
し
て
い
た
。
両
家

と
も
に
少
な
く
と
も
2
、
3
年
か
ら
10
年

は
2
人
だ
け
で
生
活
を
し
て
い
く
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
私
の
わ
が
ま

ま
に
よ
り
5
ヶ
月
で
家
元
宅
で
暮
ら
す
事

に
な
っ
た
。
春
か
ら
2
人
で
暮
ら
し
始
め

夏
中
に
自
分
達
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
退
居
を

し
た
わ
け
で
あ
る
。
二
世
帯
で
の
生
活
を

承
認
し
て
く
れ
た
事
に
は
感
謝
し
き
れ
な

い
。

　
僕
の
中
で
常
に
考
え
て
い
な
い
と
い
け

な
い
問
題
が
あ
る
。
妻
と
自
分
の
時
間
の

バ
ラ
ン
ス
だ
。
最
強
の
家
元
に
な
る
た
め

の
時
間
を
欲
す
れ
ば
欲
す
る
ほ
ど
に
妻
と

の
時
間
は
無
く
な
っ
て
い
く
。
最
強
の
家

元
で
あ
る
前
に
桑
原
健
一
郎
で
あ
る
。

　
妻
と
い
る
日
常
の
延
長
線
上
に
最
強
の

家
元
が
あ
る
事
を
自
覚
し
て
も
、
妻
と
見

つ
め
合
っ
て
い
る
だ
け
で
は
何
も
起
こ
ら

な
い
。
自じ

己こ

研け
ん

鑽さ
ん
に
使
う
時
間
も
大
好
き

な
時
間
な
の
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
よ
う
意

識
を
し
て
い
る
。
家
族
は
人
間
が
社
会
生

活
を
送
る
上
で
一
番
小
さ
く
、
各
個
人
を

形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
が
不
安
定

な
状
態
で
人
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
自
分
を
満
た
す
事
か
ら
社
会
と
の

つ
な
が
り
は
ス
タ
ー
ト
す
る
の
だ
。

　
日
常
の
積
み
重
ね
が
個
人
を
形
成
す
る

こ
と
を
考
え
る
と
日
々
を
ど
う
過
ご
す
か

が
大
切
な
わ
け
で
あ
る
。
妻
と
の
時
間
は

毎
日
が
楽
し
い
。

　
妻
と
一
緒
に
住
む
前
か
ら
分
か
っ
て
は

い
た
が
、
い
や
、
こ
こ
ま
で
あ
ろ
う
事
と

は
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
お
互

い
に
我が

が
な
ん
と
強
い
事
か
。
5
ヶ
月
の

間
に
2
人
で
茶
碗
や
箸は

し
す
ら
決
め
ら
れ
な

か
っ
た
。
お
互
い
に
全
く
譲ゆ

ず
ら
な
い
。
お

互
い
の
正
し
い
、
好
み
を
曲
げ
な
い
。
ま

あ
、
折
れ
ら
れ
て
も
張
り
合
い
が
な
い
の

だ
が
…
。
家
元
宅
で
晩
御
飯
を
食
べ
て
い

た
こ
と
も
原
因
と
し
て
あ
る
が
、
方
々
を

歩
き
回
っ
て
も
、
2
人
共
が
納
得
で
き
そ

う
な
も
の
は
置
い
て
い
な
か
っ
た
。
家
元

宅
で
暮
ら
す
2
人
の
部
屋
の
フ
ロ
ー
リ
ン

グ
は
取
っ
組
み
合
い
の
喧
嘩
で
決
ま
り
、

キ
ャ
ン
セ
ル
を
し
た
新
婚
旅
行
は
行
き
先

を
決
め
る
だ
け
で
1
ヶ
月
程
も
め
た
。

　
そ
ん
な
中
で
も
互
い
に
肉
へ
の
執
着
心

は
特
に
強
い
。
一
緒
に
食
べ
て
い
る
時
は

お
互
い
に
肉
に
集
中
し
て
い
る
が
、
彼
女

の
量
以
上
の
肉
を
食
べ
る
私
を
否
定
し
て

く
る
。
彼
女
は
私
の
皿
の
お
肉
を
食
べ
る

ほ
ど
の
胃
袋
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
初
め
の
方
は
大
き
な
声
で
食
事

の
妨
害
を
し
て
く
る
が
、
疲
れ
て
静
か
に

な
っ
た
な
と
横
に
目
を
や
る
と
お
肉
を
食

べ
る
私
を
睨
ん
で
い
る
の
だ
。
こ
ん
な
楽

し
い
時
間
は
な
い
。
大
き
な
こ
と
だ
け
で

な
く
小
さ
な
こ
と
一
つ
一
つ
で
日
々
言
い

合
い
を
し
て
い
る
。

　
こ
だ
わ
り
と
は
そ
の
人
が
今
ま
で
生
き

て
き
た
生
活
の
積
み
重
ね
で
あ
り
、
そ
の

人
ら
し
さ
の
集
積
で
あ
る
。
他
人
の
評
価

や
目
を
気
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分

の
中
に
し
か
な
い
も
の
だ
。

　
お
互
い
が
く
だ
ら
な
い
事
に
ま
で
こ
だ

わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
相
手
に
対
し
て

不
満
が
生
ま
れ
る
。
た
だ
、
相
手
に
対
し

て
持
つ
そ
の
不
満
が
、
具
体
的
で
あ
る
た

め
、
そ
の
都
度
話
し
合
う
事
で
、
優
れ
た

意
見
に
従
う
事
に
し
て
い
る
。
相
手
を
想

う
気
持
ち
が
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
相
手

へ
の
否
定
を
可
能
に
し
て
い
る
。

　
同
情
や
共
感
を
す
る
だ
け
の
夫
婦
像
は

私
の
理
想
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

生
い
立
ち
、
経
験
の
異
な
っ
た
相
手
に
対

し
て
知
ら
な
い
で
決
め
つ
け
、
思
い
込
ん

で
し
ま
う
事
は
非
常
に
も
っ
た
い
な
い
。

表
面
的
な
同
情
の
共
感
で
は
な
く
、
違
っ

た
境
遇
の
相
手
に
想
い
を
馳は

せ
、
考
え
、

理
解
し
よ
う
と
す
る
事
で
自
分
の
世
界
が

広
が
っ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
を
そ
う
さ

せ
る
の
は
相
手
へ
の
好
奇
心
で
あ
る
。

　
私
が
、
家
元
に
な
っ
た
時
に
、
同
情
や

共
感
し
か
し
な
い
人
が
隣
に
い
る
と
、
自

分
を
俯ふ

瞰か
ん
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
ず
に
ど

ん
ど
ん
独
り
よ
が
り
の
作
品
、
人
格
に

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
の
事
を
考
え

る
と
背
筋
が
ゾ
ッ
と
す
る
。
私
の
行
く
道

の
選
択
肢
を
広
げ
、
間
違
っ
て
い
た
ら
強

引
に
で
も
良
い
方
向
へ
引
っ
張
っ
て
く
れ

る
人
が
横
に
い
れ
ば
安
心
だ
。
私
に
客
観

的
な
視
点
を
忘
れ
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、

私
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
て
く
れ
る
存
在

が
い
て
く
れ
る
事
は
非
常
に
心
強
い
。
願

わ
く
は
、
お
互
い
に
違
う
事
に
興
味
を
持

ち
、
背
中
合
わ
せ
で
広
い
視
野
を
持
っ
て

お
互
い
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
補
え
る
よ

う
な
関
係
で
あ
り
、
こ
だ
わ
り
か
ら
解
放

さ
れ
、
究
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
最
強
の

夫
婦
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
互
い
に
別
世

界
に
専
門
性
を
帯
び
た
先
に
何
か
が
起
こ

る
と
考
え
て
い
る
。
2
人
が
納
得
で
き
る

も
の
、
認
め
合
う
も
の
が
で
き
る
も
の
は

や
は
り
、
特
別
な
気
が
す
る
。

　
円
と
円
の
重
な
り
の
限
り
な
く
点
に
近

い
楕
円
の
共
通
項
で
知
り
合
っ
た
私
た

ち
は
相
手
の
知
ら
な
い
世
界
を
知
っ
て
い

る
。
相
手
か
ら
聞
く
話
の
全
て
が
新
鮮
で

勘
違
い
も
よ
く
起
こ
る
が
、
間
違
い
な
く

僕
の
人
生
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
と
確
信

し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
周
り
く
ど
く
話
し

た
が
結
婚
し
た
理
由
は
妻
が
た
だ
横
に
い

て
く
れ
る
事
が
嬉
し
か
っ
た
か
ら
だ
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
686
号　

2020
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
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

為な

せ
る
業わ

ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

七
な
な
か
ま
ど竈

（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

風
ふ
う
せ
ん
か
ず
ら

船
葛
（
無む

く
ろ
じ

患
子
科
）

　
　
　
　

夏な
つ
は
ぜ櫨

（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

フ
ウ
セ
ン
カ
ズ
ラ
は
ム
ク
ロ
ジ
科
の
蔓つ

る

性せ
い

植
し
ょ
く

物ぶ
つ

。
熱
帯
の
植
物
で
、
夏
に
小
さ

な
白
い
花
を
咲
か
せ
、
風
船
状
の
実
が
蔓つ

る

か
ら
ぶ
ら
下
が
っ
て
愛
ら
し
い
。
こ
の
実

が
熟
す
と
中
の
種
に
は
ハ
ー
ト
型
の
白
い

模
様
が
現
れ
る
。

　

ム
ク
ロ
ジ
科
の
ム
ク
ロ
ジ
は
以
前
に
テ

キ
ス
ト
６
３
０
号
で
い
け
て
い
る
。
黒
い

実
は
数じ

ゅ

珠ず

や
羽
子
板
の
羽
に
も
使
わ
れ
、

果
皮
は
石
鹸
に
な
る
植
物
な
の
で
名
前
を

覚
え
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
こ
の
フ
ウ
セ
ン
カ
ズ
ラ
を
い
け

る
に
は
蔓
を
掛
け
る
枝
が
要い

る
。

　

ナ
ツ
ハ
ゼ
に
フ
ウ
セ
ン
カ
ズ
ラ
を
絡か

ら

ま

せ
、
早
く
に
紅
葉
し
た
ナ
ナ
カ
マ
ド
を
合

わ
せ
た
。

　

夏
の
緑
と
秋
の
紅

く
れ
な
い。

こ
の
よ
う
な
花
材

が
花
屋
に
売
ら
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
の

文
化
の
為な

せ
る
業わ

ざ

だ
と
感
謝
し
て
い
る
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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2

草く
さ
あ
じ
さ
い

紫
陽
花

　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

狗え
の
こ
ろ
ぐ
さ

尾
草
（
稲
科
）

　
　
　
　

草
紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　
　
　
　

鉄て
っ
せ
ん線

（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

花
器　

金
属
装
飾
陶
器
（
モ
ロ
ッ
コ
製
）

　

ク
サ
ア
ジ
サ
イ
は
ア
ジ
サ
イ
に
似
て
い
る
が
、

草
で
あ
る
事
に
由
来
し
て
こ
の
名
前
に
な
っ
た

よ
う
だ
。
葉
も
互
い
違
い
に
生
え
て
い
て
ア
ジ

サ
イ
と
は
趣
き
が
違
っ
て
い
る
。

　

控
え
め
な
ク
サ
ア
ジ
サ
イ
だ
が
、
一
輪
添
え

た
だ
け
で
花
全
体
が
優
し
く
な
る
。

　

ブ
ド
ウ
や
エ
ノ
コ
ロ
グ
サ
と
取
り
合
せ
て
秋

が
早
く
訪
れ
る
事
を
願
う
。

心
の
情
景
を
い
け
る

　
　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

紐ひ
も
け
い
と
う

鶏
頭
（
莧ひ
ゆ

科
）

　
　
　
　

鶏け
い
と
う頭

（
莧
科
）

　
　
　
　

沢お
も
だ
か瀉

（
沢
瀉
科
）

　

花
器　

十
角
青
色
ガ
ラ
ス
水
盤

　

以
前
、
黄
色
く
な
っ
た
オ
モ
ダ
カ
の
葉
に
水

辺
の
草
花
を
と
り
あ
わ
せ
て
い
け
た
こ
と
が
あ

る
（
テ
キ
ス
ト
２
０
１
１
年
10
月
号
）。
そ
の
花



3

初
秋
の
立
花

　
　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

除の
き

真し
ん

立り
っ

花か

　

花
材　

梅ば
い
か
つ
つ
じ

花
躑
躅
（
躑つ
つ
じ躅

科
）

　
　
　
　

薮や
ぶ
さ
ん
ざ
し

山
査
子
（
雪
の
下
科
）

　
　
　
　

雪
柳
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

檜ひ
お
う
ぎ扇

の
実
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

鶏け
い
と
う頭

（
莧ひ
ゆ

科
）

　
　
　
　

竜り
ん
ど
う胆

（
竜
胆
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
広
口
花
瓶

　

夏
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
色
づ
き
始
め
た
葉
や

実
物
が
花
屋
に
出
て
く
る
。

　

真し
ん

、
副そ

え

に
使
っ
た
バ
イ
カ
ツ
ツ
ジ
も
艶つ

や

の
あ

る
葉
が
赤
く
な
り
始
め
て
い
る
。
ヤ
ブ
サ
ン
ザ

シ
の
実
は
こ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
赤
く
な
っ
て
ゆ

く
。
秋
風
そ
よ
ぐ
季
節
も
も
う
す
ぐ
だ
。

　

ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
で
厚
み
を
加
え
て
い
る
。

と
文
章
を
父
・
仙
齋
が
褒ほ

め
て
く
れ
た
。
キ
ツ

ネ
の
家
族
が
楽
し
げ
に
遊
ぶ
様
子
を
想
像
し
て

い
け
た
の
だ
が
、
私
に
と
っ
て
、
何
か
を
つ
か

ん
だ
大
切
な
１
作
と
な
っ
た
。
花
と
器
で
、
借

り
物
で
な
い
自
分
の
心
の
情
景
を
形
に
で
き
る
。

そ
ん
な
い
け
ば
な
が
大
好
き
だ
。



4

春
を
生
け
る

　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　

花
材　

ユ
ー
カ
リ
（
フ
ト
モ
モ
科
）

　
　
　
　

ピ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
（
ヤ
マ
モ
ガ
シ
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

ピ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
は
南
ア
フ
リ
カ
を
代

表
す
る
花
だ
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で

品
種
改
良
を
し
て
お
り
、
そ
れ
が
日
本
に

や
っ
て
く
る
。
冬
を
終
え
て
春
を
迎
え
る

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
花
た
ち
を
、
日
本
で

生
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
た
り
前
に
な

り
つ
つ
あ
る
が
、
不
思
議
な
出
来
事
で
あ

る
。
花
屋
で
は
、
春
と
秋
が
混
在
し
て
い

る
。
同
時
刻
に
二
つ
の
季
節
が
地
球
に
あ

る
と
思
う
と
胸
が
弾
む
。
環
境
の
数
だ
け

生
物
の
多
様
性
が
あ
る
。
そ
の
環
境
に
馴

染
む
よ
う
進
化
を
遂
げ
る
ほ
ど
に
帯
び
る

特
徴
を
愛
で
て
い
た
い
。

　

ユ
ー
カ
リ
本
来
の
撓た

わ

み
を
生
か
し
足
を

交
差
さ
せ
て
固
定
す
る
。
ピ
ン
ク
ッ
シ
ョ

ン
は
葉
が
悪
く
な
り
や
す
い
の
で
葉
に
注

意
し
て
選
び
た
い
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き



5

唐と

う

ご

ま

胡
麻
と
鶏け

い
と
う頭

　
　
　
　

∧
5
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　

花
材　

唐
胡
麻
（
燈と
う
だ
い
ぐ
さ

台
草
科
）

　
　
　
　

鶏
頭
２
種
（
莧ひ
ゆ

科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

ト
ウ
ゴ
マ
の
大
き
な
葉
、
小
さ
な
葉
。

微
妙
に
色
合
い
が
違
う
葉
に
、
赤
く
細
い

葉
脈
が
伸
び
る
。
あ
ま
り
保
ち
は
良
く
な

い
が
、
貴
重
な
傷
み
の
な
い
葉
は
、
見
て

い
る
だ
け
で
心
地
よ
い
気
分
に
な
っ
て
く

る
。状
態
の
良
い
ト
ウ
ゴ
マ
だ
っ
た
の
で
、

ケ
イ
ト
ウ
と
生
花
に
い
け
た
。

お稽古もマスク着用でおねがいにゃ。
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風
に
揺
れ
る

　
　
　
　

∧
６
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

矢や
は
ず
す
す
き

筈
薄
（
稲
科
）

　
　
　
　

グ
ロ
リ
オ
サ
（
百
合
科
）

　
　
　
　

九く
が
い
そ
う

蓋
草
（
胡ご

ま
の
は
ぐ
さ

麻
の
葉
草
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

野
生
の
グ
ロ
リ
オ
サ
を
イ
ン
ド
で
見
た

こ
と
が
あ
る
。
女
性
の
奉
仕
団
体
の
メ
ン

バ
ー
と
し
て
、
そ
の
国
際
大
会
が
イ
ン
ド

で
あ
り
、
現
地
を
バ
ス
で
移
動
し
て
い
る

時
だ
っ
た
。
空
き
地
の
草
む
ら
に
赤
い
花

が
咲
い
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
真
っ
赤

な
グ
ロ
リ
オ
サ
だ
っ
た
。

　

グ
ロ
リ
オ
サ
は
熱
帯
ア
ジ
ア
お
よ
び
ア

フ
リ
カ
原
産
の
多
年
草
。
和
名
は
キ
ツ
ネ

ユ
リ
で
、
ユ
リ
科
ま
た
は
イ
ヌ
サ
フ
ラ
ン

科
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　

グ
ロ
リ
オ
サ
は
体
を
支
え
る
た
め
に
、

葉
の
先
を
伸
ば
し
て
他
の
草
の
茎
な
ど
に

巻
き
付
く
。
炎
の
よ
う
な
花
の
姿
も
独
特

だ
が
、
葉
先
の
ク
ル
ク
ル
も
愛
ら
し
い
。

　

イ
ン
ド
の
草
む
ら
で
見
た
イ
メ
ー
ジ
で

グ
ロ
リ
オ
サ
を
い
け
て
み
た
。

　

グ
ロ
リ
オ
サ
の
葉
を
丁
寧
に
残
し
、
ヤ

ハ
ズ
ス
ス
キ
と
投
入
に
す
る
と
、
野
原
で

他
の
草
を
頼
り
に
、
風
に
揺
れ
な
が
ら
咲

い
て
い
た
赤
い
花
と
重
な
る
。
色
の
効
か

し
に
薄
紫
の
ク
ガ
イ
ソ
ウ
を
加
え
た
。



7

コ
ボ
ウ
ズ
オ
ト
ギ
リ

　
　
　
　
　
　

∧
7
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ヒ
ペ
リ
カ
ム
（
弟お

と
ぎ
り
そ
う

切
草
科
）

　
　
　
　

ガ
ー
ベ
ラ
３
色
（
菊
科
）

　

花
器　

デ
ル
フ
ト
陶
花
瓶

　

ヒ
ペ
リ
カ
ム
は
赤
い
実
を
小
さ
な
お
坊

様
に
見
立
て
て
、
コ
ボ
ウ
ズ
オ
ト
ギ
リ
と

も
呼
ば
れ
る
。

　

赤
い
敷
物
は
灼
熱
の
大
地
。
そ
こ
に
涼

し
げ
な
青
い
絵
付
け
の
花
瓶
を
置
く
。
器

の
模
様
を
雲
と
見
れ
ば
、
雲
海
を
下
に
見

る
天
上
界
に
咲
く
光
の
花
と
修
行
僧
の
イ

メ
ー
ジ
に
、
と
は
大
袈
裟
か
。

　

以
前
、
イ
ン
ド
の
高
地
に
あ
る
ヒ
ン

ズ
ー
教
の
聖
地
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

聖
な
る
山
の
宿
坊
に
各
地
か
ら
巡
礼
者
が

何
日
も
か
け
て
集
ま
っ
て
く
る
。
そ
し
て

皆
、
決
ま
っ
て
頭
を
丸
め
る
。
乳
飲
み
子

も
含
め
て
家
族
全
員
だ
。
私
達
を
運
ん
で

く
れ
た
運
転
手
も
翌
朝
丸
坊
主
で
現
れ

た
。
こ
の
地
で
坊
主
頭
に
な
る
こ
と
が
長

年
の
夢
だ
っ
た
と
目
を
輝
か
せ
て
教
え
て

く
れ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
、
こ
の
花
の
写

真
を
眺
め
て
い
て
思
い
出
し
た
。
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伸
び
や
か
な
ヒ
ペ
リ
カ
ム

　
　
　

∧
８
頁
下
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ヒ
ペ
リ
カ
ム
（
弟
切
草
科
）

　
　
　
　

向
日
葵
（
菊
科
）

　

花
器　

金
属
装
飾
陶
器（
モ
ロ
ッ
コ
製
）

　

ヒ
マ
ワ
リ
を
低
く
、
ヒ
ペ
リ
カ
ム
を
高

く
す
る
と
、
ヒ
ペ
リ
カ
ム
の
動
き
が
生
き

て
く
る
。

『
小し

ょ
う
さ
く作
の
着
眼
点
』

ヒ
マ
ワ
リ
に
表
情
を

　
　

∧
８
頁
上
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

ヒ
ペ
リ
カ
ム
（
弟
切
草
科
）

　
　
　
　

向ひ
ま
わ
り

日
葵
（
菊
科
）

　

花
器　

金
属
装
飾
陶
器（
モ
ロ
ッ
コ
製
）

　
「
小
品
花
は
普
段
魅
せ
る
事
が
で
き
な

い
植
物
の
姿
を
魅
せ
る
と
い
い
」
家
元
の

言
葉
で
あ
る
。
ま
ず
、
ヒ
マ
ワ
リ
と
向
き

合
っ
た
。
回
し
な
が
ら
見
る
と
な
ん
と
後

姿
の
綺
麗
な
こ
と
か
。
横
姿
の
ヒ
マ
ワ

リ
、
枯
れ
た
ヒ
マ
ワ
リ
、
花
弁
が
散
っ
た

ヒ
マ
ワ
リ
は
大
好
き
だ
っ
た
が
、
後
ろ
姿

に
こ
こ
ま
で
惹
か
れ
る
と
は
思
っ
て
も
み

な
か
っ
た
。
一
番
立
派
な
ヒ
マ
ワ
リ
を
長

く
控
枝
に
置
い
た
。

　

モ
ロ
ッ
コ
の
器
に
モ
ロ
ッ
コ
料
理
の

「
ク
ス
ク
ス
」を
盛
り
付
け
る
イ
メ
ー
ジ
で
。

横から見た奥行き
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『
口く

ち
ぐ
せ癖

』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
3
年
ほ
ど
ラ
ー
メ
ン
屋
さ
ん
で
ア
ル
バ

イ
ト
を
し
て
い
た
。
ラ
ー
メ
ン
屋
さ
ん
で

人
気
の
あ
る
ラ
ー
メ
ン
屋
だ
が
、
そ
ん
な

に
美
味
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
丁
寧
な
接

客
を
す
る
ラ
ー
メ
ン
屋
で
、
お
客
さ
ん
へ

の
配
慮
が
行
き
届
い
て
い
る
の
が
特
徴
で

あ
る
。
だ
が
22
時
以
降
に
な
る
と
愛
想
の

良
い
女
性
従
業
員
は
い
な
く
な
り
、
夜
中

の
3
時
ま
で
は
気
分
に
ム
ラ
の
あ
る
男
だ

け
の
ラ
ー
メ
ン
屋
さ
ん
に
な
っ
て
し
ま

う
。

　
私
が
働
い
て
い
た
時
間
帯
は
22
時
か
ら

3
時
で
、
忙
し
い
日
が
多
か
っ
た
。
夜
中

の
1
時
か
ら
閉
店
の
3
時
ま
で
に
か
け
て

は
従
業
員
の
疲
労
が
ピ
ー
ク
に
な
っ
て
く

る
。「
し
ん
ど
い
」「
疲
れ
た
」「
な
ん
で

ラ
ー
メ
ン
作
ら
な
あ
か
ん
ね
ん
。」
ラ
ー

メ
ン
屋
で
店
員
さ
ん
か
ら
一
番
聞
き
た
く

な
い
言
葉
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
、
頭
の
ネ

ジ
が
足
り
て
い
な
い
僕
は
何
に
対
し
て
も

「
ち
ょ
ろ
い
っ
す
わ
」
と
い
う
の
が
従
業

員
同
士
で
の
会
話
の
口
癖
で
、
周
り
に
流

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
接
し
た
い
よ

う
に
お
客
さ
ん
と
お
話
を
し
て
い
た
。

　「
ち
ょ
ろ
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ま
り

に
も
特
徴
的
だ
っ
た
た
め
、
私
を
か
ら
か

う
よ
う
に
み
ん
な
が
真
似
を
し
て
い
っ

た
。「
ち
ょ
ろ
い
」
と
い
う
話
言
葉
は
、

余
裕
が
あ
り
ま
す
よ
。
と
い
う
意
味
で

使
っ
て
い
る
。
ち
ょ
ろ
い
と
言
っ
て
い
る

と
、
一
日
中
笑
顔
の
絶
え
な
い
感
じ
の
い

い
店
に
な
っ
た
。
ラ
ー
メ
ン
屋
の
バ
ッ
ク

ヤ
ー
ド
で
話
す
従
業
員
同
士
の
会
話
の
第

一
声
が
「
ち
ょ
ろ
い
」
に
変
わ
っ
て
い
く
。

ラ
ー
メ
ン
を
こ
ぼ
し
て
も
、「
ち
ょ
ろ
い
っ

て
、
す
ぐ
持
っ
て
い
っ
た
ら
良
い
や
ん
。」

　
従
業
員
同
士
で
癖
の
よ
う
に
ち
ょ
ろ
い

と
言
い
続
け
て
い
る
と
、
ち
ょ
ろ
い
が
先

行
し
、後
に
続
く
言
葉
が
絞
ら
れ
て
く
る
。

ち
ょ
ろ
い
と
い
う
言
葉
は
、
ラ
ー
メ
ン
が

こ
ぼ
れ
た
事
と
向
き
合
う
の
で
は
な
く
、

ど
の
よ
う
に
次
行
動
す
る
の
か
を
考
え
さ

せ
る
。
時
に
は
な
ん
で
も
軽
視
す
る
悪
ふ

ざ
け
の
よ
う
な
雰
囲
気
に
な
り
そ
う
な
時

も
あ
っ
た
が
、
楽
し
く
ア
ル
バ
イ
ト
を
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
ち
ょ
ろ
い
と
言
っ
て

し
ま
う
と
な
ん
で
も
出
来
そ
う
な
気
が
す

る
。
世
の
中
を
な
め
て
い
た
大
学
生
の
口

癖
が
ラ
ー
メ
ン
屋
の
雰
囲
気
を
少
し
だ
け

変
え
た
の
だ
。

　
口
癖
が
人
生
を
大
き
く
左
右
す
る
と

言
っ
た
ら
言
い
過
ぎ
に
な
っ
て
し
ま
う
の

だ
ろ
う
か
。

　
言
葉
が
及
ぼ
す
人
へ
の
効
果
、
人
へ
の

効
果
を
考
え
る
上
で
面
白
い
話
が
あ
る
。

「
五
体
不
満
足
」
の
乙
武
洋
匡
さ
ん
は
四

肢
欠
損
の
状
態
で
生
ま
れ
た
。
乙
武
洋
匡

さ
ん
は
母
親
に
愛
さ
れ
、「
あ
な
た
は
な

ん
で
も
で
き
る
の
よ
。」
と
言
わ
れ
続
け

て
育
っ
た
そ
う
だ
。
赤
ん
坊
が
「
私
に
は

出
来
な
い
」
と
思
い
込
む
わ
け
も
な
く
、

そ
の
ま
ま
の
自
分
を
受
け
入
れ
、
自
信
を

つ
け
た
。
母
親
の
言
葉
（
愛
情
）
を
多
分

に
受
け
て
育
っ
た
の
で
あ
る
。
話
を
聞
け

ば
聞
く
ほ
ど
、
自
信
に
満
ち
溢
れ
て
キ
ラ

キ
ラ
と
し
た
乙
竹
さ
ん
に
し
か
な
り
よ
う

が
無
か
っ
た
よ
う
に
す
ら
思
え
て
く
る
。

  

人
は
言
葉
に
よ
っ
て
思
考
す
る
。
そ
の

人
を
取
り
囲
む
言
葉
が
そ
の
人
で
あ
る
。

自
分
の
周
り
の
言
葉
が
ど
ん
な
言
葉
で
で

き
て
い
る
の
か
、
人
へ
伝
え
る
言
葉
は
そ

の
人
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
人
を
形
づ

く
る
。

　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護
）
で
は
非
言
語
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
も
ち
ろ
ん
大
切
だ
が
、
言

語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
効
果

も
人
間
関
係
の
構
築
の
上
で
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
る
。

　
職
員
が
利
用
者
に
対
し
て
言
葉
に
よ
っ

て
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
に
あ

る
の
だ
が
、
私
が
働
い
て
い
て
驚
い
た
の

は
、利
用
者
が
職
員
を
動
か
す
力
で
あ
る
。

今
は
お
お
む
こ
う
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
目
の
前

で
の
出
来
事
と
全
力
で
向
き
合
う
。「
先

生
（
職
員
）
は
日
本
一
や
！
！
」「
こ
こ

で
頂
く
ご
飯
は
み
ん
な
美
味
し
い
。」「
私
、

幸
せ
や
。」
ト
イ
レ
、
入
浴
の
際
に
は
、

必
死
に
抵
抗
す
る
が
、
人
間
ら
し
く
て
い

い
と
誰
も
が
思
わ
さ
せ
ら
れ
る
。
事
が
終

わ
る
と
、「
ほ
ん
ま
、
お
お
き
に
。
ご
め

ん
な
。」
言
葉
が
彼
女
の
全
て
で
あ
っ
た

と
思
う
ほ
ど
に
、
深
い
感
情
を
込
め
た
言

葉
だ
っ
た
。す
べ
て
の
職
員
だ
け
で
な
く
、

他
の
利
用
者
か
ら
も
気
を
か
け
ら
れ
て
お

り
、
私
の
働
い
て
い
る
フ
ロ
ア
の
中
心
に

い
つ
で
も
い
た
。

　
私
達
は
言
葉
に
よ
っ
て
し
か
思
考
で
き

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
言
葉
を
使
わ
ず
し
て

思
考
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
達
は
言

葉
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
自
分
の
言
葉
で

し
か
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
私
は
恵
ま
れ
て
い
る
。
沢
山
の
素
敵
な

言
葉
を
浴
び
て
育
っ
た
。
自
分
で
言
葉
を

選
択
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
言
葉
を

選
ぶ
事
が
で
き
な
い
が
、
言
葉
を
選
ぶ
事

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
後
を
選

ぶ
事
が
で
き
る
。

　
私
は
問
題
に
直
面
し
た
時
の
口
癖
は
あ

る
程
度
限
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。
そ
れ
は
問
題
が
起
こ
っ
た
時
、
と
っ

さ
に
出
て
し
ま
う
言
葉
の
こ
と
で
あ
る
。

問
題
に
直
面
し
た
時
に
そ
の
人
が
で
る
。

余
裕
が
無
く
な
り
、
純
な
姿
が
垣
間
見
え

る
。

　
そ
も
そ
も
問
題
と
は
、
自
分
の
理
想
と

現
実
の
差
で
あ
る
。
そ
し
て
解
決
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
自
分
の
問
題
の
み
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
解
決

出
来
な
い
問
題
は
他
人
の
問
題
の
み
だ
。

他
人
の
問
題
で
頭
を
悩
ま
せ
る
ほ
ど
大
変

な
こ
と
は
な
い
。
他
人
の
問
題
を
自
分
が

問
題
に
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
自
分
の
問
題
は
解
決
し
易
い
。
問
題
に

対
し
て
柔
軟
に
自
分
が
変
わ
る
こ
と
で
そ

の
問
題
は
解
決
す
る
。
問
題
と
出
会
っ
た

時
の
自
分
の
反
応
次
第
で
問
題
は
大
き
く

も
小
さ
く
も
な
る
。
問
題
だ
と
思
わ
な
け

れ
ば
問
題
で
す
ら
な
い
。
問
題
の
区
別
、

問
題
へ
の
反
応
、
問
題
へ
の
対
応
の
サ
イ

ク
ル
が
自
分
を
形
作
る
。

　　
今
の
私
の
口
癖
は
今
、
２
つ
あ
る
。
1

つ
目
は
「
余
裕
で
す
よ
」
で
あ
る
。
大
学

生
の
頃
と
変
わ
ら
な
い
。
私
は
解
決
が
困

難
な
問
題
と
向
き
合
っ
た
か
も
知
れ
な
い

が
、
余
裕
だ
と
思
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た

の
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
余
裕
と
い
う

と
、
そ
れ
が
解
決
で
き
る
と
勘
違
い
す
る

こ
と
が
で
き
、
次
の
瞬
間
に
は
解
決
す
る

た
め
に
頭
が
動
き
始
め
て
い
る
。
口
癖
に

な
り
、
反
射
的
に
出
て
し
ま
う
、
こ
の
言

葉
に
後
押
し
さ
れ
て
興
味
の
あ
る
こ
と
を

な
ん
で
も
や
っ
て
し
ま
う
。

　　
2
つ
目
は
「
最
強
の
家
元
」
で
あ
る
。

何
年
か
言
っ
て
い
る
と
家
族
か
ら
心
配
を

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
強
の
家
元
や

ね
ん
ろ
？
自
分
ば
っ
か
り
お
肉
食
べ
て
ん

と
人
に
あ
げ
や
！
！
」「
最
強
の
家
元
や
っ

た
ら
朝
ゴ
ミ
出
す
ね
ん
で
！
」「
最
強
の

家
元
〜
食
器
拭
き
し
て
！
」
い
い
よ
う
に

使
わ
れ
て
い
る
気
が
し
な
く
も
な
い
が
、

こ
の
積
み
重
ね
が
、
最
強
の
家
元
に
な
る

た
め
に
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
最
強
の

家
元
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
な
ら
さ
せ

て
も
ら
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
今
一
度
、
自
分
の
使
っ
て
い
る
言
葉
を

考
え
る
の
も
面
白
い
か
も
知
れ
な
い
。
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古
代
イ
ン
ド
の
蓮は
す

の
イ
メ
ー
ジ　
　
　
　

仙
溪

　

ハ
ス
（
蓮
）
は
「
泥
よ
り
出
で
て
泥
に
染
ま
ら
ず
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ス
は
清
浄
と
不
浄
が
混
在
す

る
中
に
お
け
る
悟さ

と

り
の
象
徴
と
い
う
清
ら
か
な
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
仏
教
が
伝
わ
っ
て
ゆ
く
過
程

で
、
ハ
ス
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
を
探
っ

て
み
よ
う
。

　

ま
ず
は
イ
ン
ド
の
古
代
遺
跡
に
ハ
ス
が
登
場
す
る
。

釈し
ゃ

迦か

の
死
を
「
涅ね

槃は
ん

」
と
い
う
が
、
涅
槃
と
は
あ
ら
ゆ

る
煩ぼ

ん

悩の
う

が
消
滅
し
、
苦
し
み
を
離
れ
た
安
ら
ぎ
の
境
地
、

悟
り
の
世
界
の
こ
と
を
さ
す
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
涅

槃
の
象
徴
と
し
て
、
釈
迦
の
遺
骨
（
舎し

ゃ

利り

）
を
祀ま

つ

る
ス

ト
ゥ
ー
パ
（
舎し

ゃ

利り

塔と
う

）
を
建
て
、信
仰
の
拠よ

り
所
と
し
た
。

　

ス
ト
ゥ
ー
パ
は
丸
い
鉢
を
伏
せ
た
形
を
し
て
い
て
、

そ
こ
に
納
め
ら
れ
た
舎
利
は
「
種
子
」、
そ
れ
を
覆お

お

う
覆ふ

く

鉢ば
ち

は
「
子
宮
」
や
「
卵
」
と
同
一
視
さ
れ
、
万
物
が
生

ず
る
宇
宙
の
始
原
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
。

　

ス
ト
ゥ
ー
パ
の
周
囲
は
石
の
門
や
玉た

ま

垣が
き

で
囲
わ
れ
、
そ

れ
ら
に
釈
迦
に
ま
つ
わ
る
物
語
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
力
強
い
生
命
力
を
表
現
し
た
様
々
な
装
飾
も
彫
ら
れ

て
い
る
の
だ
が
、
煩
悩
の
無
い
生
命
の
輝
き
そ
の
も
の

と
し
て
、
ハ
ス
の
模
様
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　

ハ
ス
は
水
か
ら
生
ま
れ
次
々
に
花
を
咲
か
せ
、
そ
の

地
下
茎
は
水
面
下
で
網
の
よ
う
に
伸
び
広
が
る
。
根
茎

を
二
股
に
枝
分
か
れ
さ
せ
な
が
ら
節
々
か
ら
葉
や
花
を

生
じ
る
ハ
ス
の
生
命
力
に
、
古
代
イ
ン
ド
人
は
魅
了
さ

れ
た
。

　

図
①
の
浮
彫
は
蕾
、
開
花
、
実
、
葉
が
生
き
生
き
と

表
現
さ
れ
て
、
ま
る
で
蓮は

す

一い
っ

色し
き

の
い
け
ば
な
の
よ
う
だ
。

し
か
し
こ
の
丸
い
壺
は
生
命
が
生
ま
れ
る
根
源
と
し
て

の
「
水
」
の
表
現
で
あ
っ
て
花
器
で
は
な
い
。
壺
に
満

た
さ
れ
た
水
か
ら
ハ
ス
が
生
え
出
る
様
子
を
表
し
て
い

る
。
古
代
イ
ン
ド
で
大
層
好
ま
れ
た
誕
生
と
生
成
の
模

様
で
「
満ま

ん

瓶び
ょ
う（

プ
ー
ル
ナ
・
ガ
タ
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ハ
ス
の
茎
を
波
状
に
表
し
て
、
節
々
か
ら
枝

分
か
れ
し
な
が
ら
花
、
葉
、
水
鳥
な
ど
で
埋
め
尽
く
す

「
蓮れ

ん

華げ

蔓つ
る

草く
さ

」
は
、
生
成
と
増
殖
を
象
徴
す
る
重
要
な
装

飾
文
で
あ
る
。（
図
②
③
）

　

イ
ン
ド
に
お
け
る
誕
生
、
生
成
、
増
殖
の
象
徴
と
し

て
の
ハ
ス
は
、
や
が
て
中
央
ア
ジ
ア
や
中
国
で
は
別
の

意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

参
考
図
書
：
『
仏
教
美
術
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
』

　
　
　
　
　
　
　

宮
治
昭
著
（
吉
川
弘
文
館
）

出典：『仏教美術のイコノロジー』宮治昭
（吉川弘文館）

出典：『仏教美術のイコノロジー』宮治昭
（吉川弘文館）

出典：『仏教美術のイコノロジー』
宮治昭（吉川弘文館）

壺
に
満
た
さ
れ
た
生
命
の
根
源
と
し
て
の
「
水
」
か

ら
ハ
ス
が
生
え
出
る
様
子
。
誕
生
と
生
成
の
模
様
で

「
満
瓶
（
プ
ー
ル
ナ
・
ガ
タ
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

バ
ー
ル
フ
ト
遺
跡
（
イ
ン
ド
中
部
）。

丸
い
壺
か
ら
出
る
蓮
華
蔓
草
が
、
中
央
の
開
花
し
た
蓮

華
を
一
周
し
て
い
る
。ハ
ス
の
花
は
太
陽
の
花
で
あ
り
、

生
命
の
花
で
あ
り
、
増
殖
の
花
で
あ
る
。

バ
ー
ル
フ
ト
遺
跡
（
カ
ル
カ
ッ
タ
・
イ
ン
ド
博
物
館
）。

マ
カ
ラ
（
イ
ン
ド
神
話
に
登
場
す
る
怪
魚
）
の
口
か
ら
発

出
す
る
蓮
華
蔓
草
。
サ
ー
ン
チ
ー
遺
跡
、
第
一
塔
東
門
。

①

③

②
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『
桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
』　　

　

50
年
分
公
開
（
１
９
６
２
年
〜
２
０
１
２
年
）

　
　

※ 
京
都
市
文
化
芸
術
活
動
緊
急
奨
励
金
対
象
事
業

　
桑
原
専
慶
流
『
テ
キ
ス
ト
』
は
13
世
家
元
が
昭
和
37
年
10
月
か
ら
月

刊
誌
と
し
て
発
行
を
始
め
、
58
年
間
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
度
、『
テ

キ
ス
ト
』
50
年
分
の
生
け
花
写
真
と
解
説
、随
筆
を
デ
ジ
タ
ル
保
存
し
、

公
開
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
繋
が
っ
て
い
れ
ば
、

パ
ソ
コ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
、
ス
マ
ホ
で
自
由
に
閲
覧
で
き
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
様
々
な
活
動
が
制
限
さ
れ

る
中
、
ゆ
っ
く
り
過
去
を
振
り
返
る
余
裕
が
生
ま
れ
て
実
現
で
き
ま
し

た
。
ぜ
ひ
と
も
気
軽
に
ペ
ー
ジ
を
捲め

く

っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　（
パ
ソ
コ
ン
で
は
ア
ド
レ
ス
を
入
力
し
て
下
さ
い
）
↓https://kuwaharasenkei. jp/tekisuto/

本棚から本を選んでください。年別と月別の2種類の本棚があります。

　↑　パソコンで見た１９６２年の『テキスト№１』。本のページをめくるようにご覧いただけます。　

どこを開いていても最初のＰ 2 に戻れるボタン（画面上部にあります）
本棚に戻れるボタン（Ｐ 2 上部にあります）

スマートフォンの縦向けの場合、
1 ページずつご覧いただけます。
スマホやタブレットでは、下の
ＱＲコードをカメラで読み込ん
でください。

←

※『
テ
キ
ス
ト
』
の
デ
ジ
タ
ル
公
開
に
あ

た
り
、
公
開
す
る
内
容
を
、
生
け
花
写

真
と
そ
の
解
説
、
い
け
ば
な
に
関
す
る

随
筆
、
家
元
関
連
記
事
の
み
と
し
ま
し

た
。

個
人
情
報
に
配
慮
し
、
集
合
写
真
や
出

品
記
録
、
師
範
者
名
、
出
品
者
名
な
ど

は
公
開
し
て
い
ま
せ
ん
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
687
号　

2020
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
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

同
系
色
の
組
み
合
わ
せ

　
　
　
　

∧
12
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

ビ
バ
ー
ナ
ム
の
実
（
忍
す
い
か
ず
ら冬

科
）

　
　
　
　

透
か
し
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
瓶

　
　
　
　
　
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
製
）

　

テ
キ
ス
ト
２
０
０
３
年
10
月
号
に
母

（
ホ
ッ
ホ
チ
ャ
ン
）
が
ビ
バ
ー
ナ
ム
の
赤

い
実
を
い
け
て
い
る
が
、
そ
の
時
の
今
に

も
落
ち
そ
う
な
よ
く
熟
し
た
艶
や
か
な
実

を
今
も
時
々
思
い
出
す
。
プ
リ
ッ
と
熟
れ

た
実
に
は
葉
が
無
か
っ
た
の
で
、
紅
葉
し

た
ナ
ナ
カ
マ
ド
を
と
り
合
わ
せ
て
い
た
。

父
・
仙
齋
が
自
動
車
の
切
り
絵
を
貼
っ
た

山
を
つ
く
っ
て
、
秋
山
へ
モ
ミ
ジ
狩
り
に

ゆ
く
文
章
を
添
え
て
い
る
。
ホ
ッ
ホ
チ
ャ

ン
と
ケ
ン
チ
ャ
ン
の
会
話
か
ら
生
ま
れ
た

「
花
遊
び
」
の
一
つ
だ
。

　

今
で
は
そ
の
ケ
ン
チ
ャ
ン
が
、
ナ
ッ

チ
ャ
ン
と
一
緒
に
花
遊
び
を
引
き
継
い

で
、
２
年
前
か
ら
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
に
写

真
を
載
せ
て
い
る
。
彼
ら
と
同
世
代
の
若

者
に
も
花
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い

と
の
思
い
で
、
毎
回
工
夫
を
凝
ら
し
て
い

る
の
で
、
次
は
ど
ん
な
風
に
な
る
の
か
楽

し
み
に
し
て
い
る
。

　

上
の
作
例
は
実
の
色
と
ユ
リ
の
色
、
ガ

ラ
ス
花
器
の
色
の
繋
が
り
が
色
彩
的
効
果

を
生
ん
で
い
る
。
同
系
色
の
濃
淡
の
組
み

合
わ
せ
。
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足
で
生
け
る

　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

矢
筈
薄
（
稲
科
）

　
　
　
　

女
郎
花
（
女
郎
花
科
）

　
　
　
　

秋
海
棠
（
秋
海
棠
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

滝
を
見
に
行
く
と
、
シ
ュ
ウ
カ
イ
ド
ウ

と
出
会
う
。
小
さ
な
滝
の
時
に
は
出
会
わ

な
い
。荘
厳
な
滝
の
時
の
み
に
出
会
え
る
。

　

シ
ュ
ウ
カ
イ
ド
ウ
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い

ら
っ
し
ゃ
る
時
は
大
き
な
ど
ん
な
に
大
き

な
滝
な
の
だ
ろ
う
と
想
像
が
膨
ら
む
。
日

が
当
た
り
す
ぎ
ず
湿
度
の
高
い
所
が
好
き

み
た
い
だ
。
あ
ま
り
水
が
多
す
ぎ
る
所
も

好
ま
な
い
よ
う
で
、
ピ
ン
ク
色
の
花
が
虫

や
私
を
惹
き
つ
け
る
。

　

一
つ
一
つ
の
自
然
体
験
が
足
で
花
を
生

け
る
事
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
足
が
軽
い

う
ち
に
方
々
を
見
て
回
る
つ
も
り
だ
。

　

矢
筈
ス
ス
キ
と
女
郎
花
、
花
器
、
バ
ッ

ク
紙
、
自
分
の
経
験
に
基
づ
い
た
世
界
観

を
あ
る
程
度
表
現
す
る
事
が
で
き
た
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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蜀も
ろ
こ
し黍　

竜り
ん
ど
う胆

　
　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

二
種
挿
し

　

花
材　

蜀
黍
（
稲
科
）

　
　
　
　

竜
胆
（
竜
胆
科
）

　

花
器　

飴
色
釉
陶
水
盤

　
　
　
　
　
（
２
０
１
２
年
10
月
号
よ
り
）

　

葉
つ
き
の
モ
ロ
コ
シ
５
本
と
竜
胆
４
本

の
生
花
。
こ
ん
な
モ
ロ
コ
シ
は
最
近
お
目

に
か
か
れ
な
い
。

紫し
お
ん苑

　
　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

真
の
花
型

　

花
材　

紫
苑
（
菊
科
）

　

花
器　

燻
い
ぶ
し

焼や
き

陶
水
盤
（
矢
野
款
一
作
）

　
　
　
　
　
（
２
０
０
８
年
10
月
号
よ
り
）

　

紫
苑
の
葉
９
枚
と
花
３
本
の
生
花
。
花

は
真
、
胴
、
控
に
。
初
秋
の
花
材
と
し
て

復
活
し
て
ほ
し
い
。

真

副

留

真

副

留



4

重ち
ょ
う
よ
う

陽
の
節
供

　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

生
花　

真
の
花
型

　

花
材　

菊
（
菊
科
）

　

花
器　

煤す
す

竹だ
け

竹
筒

　

9
月
９
日
に
京
都
市
内
の
あ
る
お
寺
で

長
寿
祈
願
の
た
め
、
菊
の
花
と
と
も
に
能

が
奉
納
さ
れ
た
の
を
見
学
し
て
き
た
。

　

菊
の
季
節
に
は
一
ヶ
月
ほ
ど
早
く
、
生

の
蕾
の
一
輪
菊
と
、
立
派
な
造
花
の
糸
菊

が
奉
納
さ
れ
て
い
た
。

　

旧
暦
と
新
暦
。
生
活
し
て
い
る
と
食
い

違
い
が
顕け

ん

著ち
ょ

に
現
れ
る
。
自
然
の
サ
イ
ク

ル
の
一
部
と
な
り
人
間
が
生
活
を
営
ん
で

い
た
時
代
を
羨

う
ら
やま

し
く
思
う
。

　

写
真
の
菊
も
蕾
だ
っ
た
た
め
、
七
本
生

け
て
も
ス
ッ
キ
リ
と
入
っ
て
い
る
。
こ
れ

か
ら
始
ま
る
菊
の
季
節
を
謳お

う

歌か

し
た
い
。

真

副

留
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鈴
バ
ラ

　
　
　
　

∧
5
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

鈴す
ず
ば
ら

薔
薇
の
実
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

薔
薇
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

ス
プ
レ
ー
薔
薇
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　
「
ス
ズ
バ
ラ
」
は
流
通
名
で
、
昭
和
52

年
か
ら
北
海
道
深
川
市
の
特
産
品
と
し
て

栽
培
、
出
荷
さ
れ
て
い
る
。

　

ロ
サ
・
セ
テ
ィ
ゲ
ラ
（
北
米
原
産
）

　

ロ
サ
・
グ
ラ
ウ
カ
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
産
）

で
あ
る
ら
し
い
。

　　

ロ
サ
・
セ
テ
ィ
ゲ
ラ
は
北
米
の
ネ
イ

テ
ィ
ブ
・
ロ
ー
ズ
で
、「
大
草
原
の
宝
石
」

と
か
「
大
草
原
の
つ
る
バ
ラ
」
と
呼
ば
れ

る
野
生
の
バ
ラ
で
あ
る
。

　

ロ
サ
・
グ
ラ
ウ
カ
の
葉
は
紫
が
か
っ
た

灰
色
で
、
カ
ラ
ー
リ
ー
フ
と
し
て
ガ
ー
デ

ニ
ン
グ
に
人
気
が
あ
る
。
バ
ラ
の
原
種
の

一
つ
で
、
山
岳
地
帯
の
ワ
イ
ル
ド･

ロ
ー

ズ
だ
。

　

大
き
く
艶
や
か
な
赤
い
実
を
見
て
い
る

と
、
野
生
の
逞

た
く
まし

さ
、
自
然
の
雄
大
さ
を

感
じ
る
。
バ
ラ
の
実
に
２
種
類
の
バ
ラ
を

合
わ
せ
た
。

ロサ・グラウカ

出 典 ： h t t p s : / /
hokkaido-life.info/
rose20160618.html

ロサ・セティゲラ

出 典：https://www.
prair iemoon.com/
rosa-setigera-illinois-
rose-prairie-moon-
nursery.html
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木き

さ

さ

げ

大
角
豆

　
　
　
　

∧
6
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

秋こ
す
も
す桜

（
菊
科
）

　
　
　
　

木
大
角
豆
（
凌

の
う
ぜ
ん
か
ず
ら

霄
花
科
）

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

　

近
所
の
公
園
に
キ
サ
サ
ゲ
の
木
が
あ

る
。
初
夏
に
淡
黄
色
の
花
を
穂
状
に
つ

け
、
秋
に
大
き
な
葉
が
散
っ
た
あ
と
、
サ

サ
ゲ
の
よ
う
な
細
長
い
実
が
冬
の
間
ぶ
ら

下
が
っ
て
い
る
。
こ
の
実
が
裂
け
る
と
中

か
ら
綿
毛
の
生
え
た
種
が
風
で
飛
ん
で
行

く
。
中
国
原
産
の
落
葉
高
木
で
、
日
本
に

は
古
く
に
渡
来
し
て
い
る
。

　

風
に
揺
れ
る
コ
ス
モ
ス
の
優
し
い
花
色

が
、
キ
サ
サ
ゲ
に
寄
り
添
う
。

出典：https://blog.goo.
ne.jp/koizumi-masato/
e/0e7fefac6834ba77d
85f79a71de44097

出典：https://
midori7614.
exblog.
jp/18171111/

キササゲの花キササゲの実
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ビ
キ
ー
ニ
ョ
と
い
う
唐
辛
子

　
　
　
　

∧
7
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

丸
葉
の
木
（
満
作
科
）

　
　
　
　

ビ
キ
ー
ニ
ョ
（
茄
子
科
）

　
　
　
　

蘭
「
グ
ラ
マ
ト
フ
ィ
ラ
ム
」

　
　
　
　
　
（
蘭
科
）

　

花
器　

角
形
陶
花
瓶

　

ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
来
た
フ
ル
ー
テ
ィ
な
ト

ウ
ガ
ラ
シ
と
い
わ
れ
る
「
ビ
キ
ー
ニ
ョ
」

を
八
百
屋
さ
ん
で
な
く
、
花
屋
さ
ん
で
見

つ
け
た
。
赤
、
橙
色
、
黄
色
で
プ
チ
ト
マ

ト
の
よ
う
な
実
が
枝
分
か
れ
し
て
ぶ
ら
下

が
っ
て
い
る
。
ユ
ニ
ー
ク
で
可
愛
い
沢
山

の
ト
ウ
ガ
ラ
シ
を
紅
葉
の
丸
葉
の
木
と
投

入
れ
に
。「
グ
ラ
マ
ト
フ
ィ
ラ
ム
」
は
夏

か
ら
秋
に
咲
く
蘭
の
花
。
ほ
っ
そ
り
と
長

く
軽
や
か
で
、
瑞
々
し
い
翡
翠
色
が
秋
の

実
り
に
潤
い
を
与
え
て
く
れ
る
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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「
Ｔ
Ｈ
Ｅ　

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
」

　
　

文
化
を
知
る
。

　
　
　

世
界
を
変
え
る
。

京
都
な
ら
で
は
の
視
点
で
、
文
化
を

知
り
、
未
来
を
考
え
、
育
て
る
。

メ
デ
ィ
ア
・
サ
ロ
ン
・
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
を
柱
と
す
る
、
文
化
・

ア
ー
ト
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
。

　

京
都
新
聞
社
の
新
事
業
と
し
て
、
今
年

6
月
か
ら
始
ま
っ
た
デ
ジ
タ
ル
情
報
サ
イ

ト
「
Ｔ
Ｈ
Ｅ　

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
」
の
取
材
を

受
け
、
い
け
ば
な
へ
の
思
い
を
お
話
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
花
と
協
力
し
て
、
何
か
人
を
ほ
っ
と

さ
せ
る
空
間
を
作
る
の
が
、
い
け
ば
な

の
究
極
の
姿
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
花

を
敬
う
気
持
ち
が
な
い
い
け
ば
な
は
、

僕
は
い
い
と
は
思
わ
な
い
。」

　

文
化
の
力
を
未
来
に
生
か
す
た
め
の
ユ

ニ
ー
ク
な
サ
イ
ト
で
す
。
是
非
一
度
、
覗

い
て
見
て
く
だ
さ
い
。

『
Ｔ
Ｈ
Ｅ　

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ

　

文
化
の
未
来
時
評  

＃
5

　
　

制
御
か
ら
尊
敬
へ
』
→

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
協
力

　
　

桑
原
仙
溪

下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
ス
マ
ホ
で
読
み
取
る

と
サ
イ
ト
に
行
け
ま
す
。

掛
け
花　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

ベ
ル
鉄
線
２
種

　
　
　
　
　
（
金
鳳
花
科
）

　

花
器　

志し

の野
花は

な
い
れ入

　
　
　
　
　
（
野
中
春
清
作
）

　

９
月
２
日
に
撮
っ
た
玄
関
の
掛

け
花
。
上
向
き
に
咲
く
ピ
ン
ク
色

と
下
向
き
に
咲
く
濃
い
青
紫
色
の

ベ
ル
テ
ッ
セ
ン
。

　

器
は
志
野
の
小
さ
な
壺
だ
が
、

品
が
あ
り
形
も
優
れ
て
い
て
、
花

た
ち
を
水
切
り
し
て
、
無
造
作
に

す
っ
と
口
に
挿
す
と
、
そ
れ
だ
け

で
自
然
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
る
。

い
け
た
花
が
生
き
生
き
と
し
て
く

る
不
思
議
な
器
だ
。

ヒオウギの実とレモンちゃん。

鉢植の檜扇が７月から９月末ま
で咲き続け、実もできました。
このあと漆黒の種「ぬばたま」
ができるのが楽しみです。
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花
を
飾
る
場
所　
　
　

仙
溪

　

花
材　

糸
芭
蕉
（
芭
蕉
科
）

　

モ
ン
ス
テ
ラ
（
里
芋
科
）

　
　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
（
里
芋
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
鉢

　

私
の
家
で
は
仕
事
柄
、
常
に
ど
こ
か

に
花
が
い
け
て
あ
る
。
稽
古
の
見
本
に

い
け
た
花
や
「
テ
キ
ス
ト
」
の
撮
影
で

い
け
た
花
が
あ
る
時
は
、
あ
ち
こ
ち
に

花
を
飾
っ
て
い
る
。
少
し
多
す
ぎ
る
か

な
と
思
っ
て
も
、
置
き
方
を
工
夫
し
て
、

稽
古
に
来
ら
れ
た
時
に
で
き
る
だ
け
見

て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

下
の
写
真
は
も
と
も
と
茶
室
と
し
て

建
て
ら
れ
た
部
屋
な
の
だ
が
、
本
来
の

目
的
に
は
あ
ま
り
使
わ
な
い
こ
と
も
あ

り
、
朱
塗
り
の
大
き
な
円
卓
を
置
い
て

常
に
花
を
飾
っ
て
い
る
。
お
客
様
に
は

別
の
座
敷
に
ご
案
内
す
る
の
で
、
こ
の

部
屋
は
ほ
ぼ
花
の
た
め
の
部
屋
に
な
っ

て
い
る
。

　

改
め
て
考
え
る
と
、
な
ん
と
贅
沢
な

こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
ゆ
っ
た
り
し
た

空
間
だ
か
ら
こ
そ
感
じ
ら
れ
る
も
の
も

あ
る
は
ず
だ
。
花
が
居
心
地
良
く
飾
ら

れ
て
い
る
と
、
こ
ち
ら
の
心
も
心
地
よ

い
。
シ
ン
プ
ル
な
こ
と
だ
け
れ
ど
、
い

け
ば
な
と
は
そ
ん
な
も
の
な
ん
だ
と
思

う
。

　

こ
ま
め
に
水
を
入
れ
替
え
、悪
く
な
っ

た
花
や
葉
を
整
理
し
、
新
鮮
な
花
を
加

え
る
と
再
び
輝
き
出
す
か
ら
不
思
議
だ
。
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古
代
イ
ン
ド
の
聖
樹
信
仰　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

仏
教
が
イ
ン
ド
か
ら
ガ
ン
ダ
ー
ラ
、
中
央
ア
ジ
ア

（
敦と

ん

煌こ
う

）
を
経
て
中
国
へ
伝
わ
り
、
そ
の
後
日
本
に
来
る

ま
で
に
、
ハ
ス
（
蓮
）
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ

う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
。

　

そ
う
す
れ
ば
仏ぶ

つ

前ぜ
ん

供く

花げ

の
ル
ー
ツ
に
辿た

ど

り
着
き
、
花

瓶
に
花
を
挿
す
行
為
の
は
じ
ま
り
の
一
つ
を
見
つ
け
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
も
そ
も
イ
ン
ド
で
は
植
物
に
対
し
て
ど
ん
な
思
い

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

仏
教
が
生
ま
れ
た
古
代
イ
ン
ド
で
は
、
ま
ず
樹
木
に

対
し
て
特
別
な
思
い
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

い
っ
た
ん
葉
を
落
と
し
て
死
ん
で
も
再
び
葉
を
つ
け

て
生
き
返
る
と
こ
ろ
に
、
神
秘
的
な
生
命
力
、
尽
き
る

こ
と
の
な
い
創
造
力
を
感
じ
取
っ
て
い
た
。

　

そ
し
て
繁
殖
力
の
旺
盛
な
特
定
の
樹
木
が
聖
樹
と
し

て
崇
拝
さ
れ
た
。

　

写
真
①
は
生
命
の
樹「
如
意
樹
」を
表
す
柱
頭
彫
刻
で
、

中
イ
ン
ド
の
ベ
ー
ス
ナ
ガ
ル
で
発
見
さ
れ
た
紀
元
前
２

世
紀
頃
の
も
の
。
バ
ン
ヤ
ン
樹（
ベ
ン
ガ
ル
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
）

の
枝
か
ら
財
布
や
果
実
、
蓮
な
ど
が
垂
れ
下
が
る
。
願

い
の
も
の
を
与
え
て
く
れ
る
樹
だ
。

　

古
代
イ
ン
ド
で
は
も
と
も
と
聖
樹
に
対
す
る
民
間
信

仰
が
あ
り
、
人
々
が
行
っ
て
い
た
供
養
の
仕
方
「
焼
香
」

「
燃ね

ん

燈と
う

」「
散さ

ん

華げ

」「
伎ぎ

楽が
く

」
な
ど
が
、
そ
の
ま
ま
仏
教
に

お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
詳
し
く
云
え
ば
、
香
・
華
・
塗ず

香こ
う

・
燃ね

ん

燈と
う

・

幢ど
う

幡ば
ん

・
傘さ

ん

蓋が
い

・
五
指
印
（
掌
印
）・
音
楽
・
右う

繞に
ょ
う（

右
周

り
）
な
ど
の
供
養
法
は
、
聖
樹
（
の
祠

ほ
こ
ら

）
に
対
し
て
行
っ

て
い
た
も
の
が
、
舎
利
を
納
め
た
仏
塔
（
ス
ト
ゥ
ー
パ
）

に
対
し
て
も
同
様
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

初
期
の
仏
教
美
術
に
お
い
て
釈
迦
の
伝
記
を
彫
る
時

に
、
釈
迦
は
釈
迦
の
居
場
所
で
あ
る
樹
木
で
表
現
さ
れ

て
い
た
（
写
真
②
）。
釈
迦
の
生
涯
と
関
係
の
深
い
聖
樹

で
釈
迦
の
存
在
を
表
す
こ
と
で
、
誕
生
、
成
長
、
増
殖
、

死
滅
、
再
生
と
い
う
生
命
の
循
環
を
つ
か
さ
ど
る
宇
宙

の
真
理
を
悟
っ
た
釈
迦
と
聖
樹
を
重
ね
た
の
だ
ろ
う
。

　

仏
教
の
根
底
に
古
代
か
ら
続
く
イ
ン
ド
の
聖
樹
信
仰

が
あ
る
こ
と
は
、
今
日
の
私
達
の
い
け
ば
な
と
も
深
い

と
こ
ろ
で
繋
が
っ
て
い
る
気
が
す
る
。

　

聖
樹
の
元
で
は
人
も
動
物
も
植
物
も
平
等
に
そ
の
恵

み
を
授
か
る
。
人
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
共
に
あ

り
、
そ
の
長お

さ

と
し
て
の
樹
木
を
畏い

怖ふ

し
尊
ぶ
心
は
、
私

達
が
花
を
い
け
る
と
き
に
も
持
っ
て
い
た
い
思
う
。

　

い
つ
か
、
ど
こ
か
で
、
古
代
イ
ン
ド
の
聖
樹
信
仰
に

影
響
を
受
け
て
、
植
物
に
対
す
る
尊
厳
の
心
か
ら
、
水

の
入
っ
た
器
に
花
を
挿
し
た
僧
侶
が
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

イ
ン
ド
人
の
植
物
に
対
す
る
思
い
に
学
ぶ
の
も
、
今

の
私
達
に
と
っ
て
、
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

カルカッタ・インド博物館入口の如意樹
出典：http://kosoken.blogspot.com/2015/01/blog-
post_20.html

エーラパトラ竜王の礼拝
紀元前１世紀初　バールフット出土
インド博物館蔵
聖樹と台座で釈迦（ブッダ）を表して
いる。
出典：https://www.waseda.jp/flas/rilas/assets/
uploads/2016/10/Rilas04_291-301_Tadashi-
TANABE.pdf

①

②
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『
生
き
る
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
な
ん
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
自
分
の
意
思
で
生
ま
れ
て
き
た
く
て

生
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
の
役
に

立
ち
生
き
る
事
が
有
意
義
な
人
生
な
の
だ

ろ
う
か
。
人
が
生
き
る
事
に
意
味
な
ど
な

く
、
次
へ
と
命
の
バ
ト
ン
を
つ
な
ぐ
事
が

生
き
物
と
し
て
正
し
い
事
な
の
だ
ろ
う

か
。

　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
へ
入
る
ま
で
は
社
会

の
中
の
自
分
を
意
識
し
自
分
を
鍛
え
、
人

に
何
か
を
伝
え
る
事
が
意
味
の
あ
る
事
だ

と
思
い
込
ん
で
い
た
。

　
勘
違
い
を
恐
れ
ず
に
告
白
す
る
。
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
働
い
て
感
じ
た
事
で
あ

る
。
利
用
者
が
生
き
て
い
る
の
は
家
族
の

思
い
の
お
か
げ
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。

今
ま
で
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
だ
っ
た
人

が
脳
に
障
害
を
負
い
、
姿
形
は
同
じ
だ
が

変
わ
っ
て
し
ま
い
、
自
分
と
い
う
存
在
か

ら
最
も
近
し
い
肉
親
を
守
る
行
為
、
社
会

的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
義
務
で
あ
り
、
責

任
感
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
と
な
ん
と
な
く

思
っ
て
い
た
。

　
そ
し
て
、
人
を
死
な
す
事
が
で
き
な
い

発
達
し
す
ぎ
た
現
代
医
療
に
つ
い
て
目
を

向
け
て
い
た
。
利
用
者
の
存
在
が
職
員
の

雇
用
を
生
み
、
社
会
を
刺
激
し
生
産
活
動

を
促
し
て
い
る
が
、
利
用
者
自
身
が
主
体

的
に
何
か
を
生
産
す
る
こ
と
は
な
い
。

　「
私
い
つ
ま
で
生
き
る
ん
や
ろ
？
私
も

う
充
分
、
生
か
さ
せ
て
も
ら
っ
て
ん
」
年

齢
的
な
こ
と
も
あ
り
死
に
つ
い
て
日
常
的

に
考
え
る
利
用
者
は
多
い
。
今
ま
で
自
分

の
身
の
回
り
の
こ
と
が
当
た
り
前
に
で

き
、
子
供
を
育
て
た
ほ
ど
の
人
が
、
少
し

ず
つ
で
き
る
事
が
減
っ
て
い
き
、
他
人
の

助
け
な
し
に
生
活
す
る
事
が
難
し
く
な
る

こ
と
は
、
自
尊
心
を
大
き
く
傷
つ
け
る
。

自
分
の
存
在
意
義
を
何
度
も
何
度
も
考
え

る
が
、
無
く
な
っ
た
自
信
が
そ
れ
を
生
み

出
し
に
く
く
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
な
の
で
介
助
中
に
「
堪
忍
ね
、
こ
ん

な
事
ま
で
し
て
も
ら
っ
て
。」
と
お
話
が

あ
れ
ば
、
私
は
「
順
番
で
す
よ
。」
と
答

え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　
一
年
同
じ
場
所
で
過
ご
す
う
ち
に
利
用

者
と
日
々
を
過
ご
す
う
ち
に
抱
く
感
情
に

変
化
が
私
に
現
れ
始
め
た
。
特
別
な
感
情

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
毎
日
そ
こ
に
利

用
者
の
方
が
い
る
事
が
私
を
嬉
し
く
さ
せ

た
の
だ
。
存
在
が
こ
れ
程
あ
り
が
た
く
素

敵
な
も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な

い
。
人
を
素
直
に
認
め
る
事
が
で
き
た
と

同
時
に
自
分
と
人
の
間
に
あ
っ
た
境
界
線

の
よ
う
な
も
の
が
な
く
な
っ
て
い
く
感
覚

と
で
も
言
お
う
か
。
摩
訶
不
思
議
な
体
験

を
し
た
。
き
っ
か
け
は
分
か
ら
な
い
。
お

そ
ら
く
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
の
日
々
の
積

み
重
ね
が
そ
う
さ
せ
た
事
だ
け
は
確
か
で

あ
る
。

　
相
手
の
存
在
を
認
め
る
事
が
で
き
る

と
、
自
分
の
事
も
許
せ
た
。
何
故
な
ら
ば

相
手
へ
の
言
葉
の
根
底
は
自
分
へ
の
言
葉

と
同
じ
で
あ
る
か
ら
だ
。
何
も
し
て
い
な

い
、
た
だ
い
る
だ
け
の
自
分
を
許
す
事
が

で
き
た
。
相
手
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
自

分
に
対
し
て
も
「
〜
し
て
く
れ
て
あ
り
が

と
う
。」
で
は
な
く
「
居
て
く
れ
て
在
り

難
う
。」
自
然
と
そ
ん
な
気
持
ち
が
湧
き

出
た
。

　
人
に
価
値
を
届
け
る
事
が
人
生
の
意
義

で
あ
る
と
、
自
分
の
価
値
を
社
会
の
中
に

し
か
見
い
だ
せ
ず
に
い
た
の
で
あ
る
。
必

死
に
価
値
の
あ
る
自
分
に
な
ろ
う
と
自
分

を
取
り
繕
っ
て
い
る
事
に
気
が
つ
い
た
。

例
え
ば
読
書
が
そ
う
で
あ
る
。
興
味
は
な

い
が
必
要
そ
う
な
本
を
買
っ
て
も
、
そ
れ

は
私
に
は
必
要
な
い
。
今
、
自
分
の
本
棚

は
自
信
の
な
さ
の
現
れ
で
は
な
く
、
趣
味

の
現
れ
だ
と
自
信
を
持
っ
て
言
う
事
が
で

き
る
。

　
お
弟
子
さ
ん
か
ら
「
先
生
の
生
き
甲
斐

は
な
ん
で
す
か
？
」
と
質
問
を
受
け
た
。

恥
ず
か
し
く
て
声
を
出
す
の
に
数
秒
か

か
っ
た
が
自
然
と
口
か
ら
出
た
答
え
だ
。

「
生
き
て
い
る
事
が
生
き
甲
斐
で
す
。」

今年の夏の自然体験。滝に打たれてみた。
衝動を大切に、したい事をする。　健一郎

　　　　　　　　　　　　　（撮影：菜月）
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
688
号　

2020
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
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

鍋
に
い
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

パ
ン
パ
ス
グ
ラ
ス
（
稲
科
）

　
　
　
　

竹た
け
に
ぐ
さ

似
草
（
芥け

し子
科
）

　
　
　
　

ダ
リ
ア
２
種
（
菊
科
）

　

花
器　

ホ
ー
ロ
ー
鍋
（
ル
ク
ル
ー
ゼ
）

　

使
っ
た
あ
と
汚
れ
を
落
と
せ
る
な
ら
、
食

器
や
鍋
に
も
花
を
い
け
ら
れ
る
。
こ
の
オ
レ

ン
ジ
色
の
鍋
は
家
族
団だ

ん

欒ら
ん

の
象
徴
だ
。
秋
ら

し
い
穂
を
２
種
類
に
、
鮮
や
か
な
色
の
ダ
リ

ア
を
い
け
る
と
、
和な

ご

や
か
な
会
話
が
聞
こ
え

て
き
そ
う
だ
。

　

料
理
と
い
け
ば
な
は
共
通
点
が
多
い
。
ど

ち
ら
も
自
然
か
ら
の
恵
み
を
扱
う
こ
と
。
そ

の
鮮
度
が
大
切
な
こ
と
。
素
材
を
生
か
す
技

術
が
必
要
な
こ
と
。
器
と
の
調
和
が
大
切
な

こ
と
。
季
節
を
味
わ
い
、
心
を
豊
か
に
し
て

く
れ
る
こ
と
。
他
に
も
色
々
あ
り
そ
う
だ
。

　

で
は
違
い
は
何
だ
ろ
う
。
料
理
の
よ
う
に

人
の
胃
袋
を
心
地
よ
く
満
た
す
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
い
け
ば
な
は
い
け
て
い
る
時
も
、

い
け
た
後
も
、
花
と
の
対
話
が
楽
し
め
る
。

　

こ
れ
か
ら
花
の
保
ち
が
良
く
な
っ
て
い
く
。

い
け
た
後
の
花
と
の
対
話
を
楽
し
み
た
い
。



11 月号
２０２０年

No.６８９

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

タ
カ
サ
ゴ
ユ
リ
の
実

　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

梅ば
い
か
つ
つ
じ

花
躑
躅
（
躑つ
つ
じ躅

科
）

　
　
　
　

高た
か
さ
ご
ゆ
り

砂
百
合
の
実
（
百
合
科
）

　
　
　
　

鶏け
い
と
う頭

２
色
（
莧
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　
　

高
砂
百
合
は
種
子
を
多
く
つ
け
、
風

に
運
ば
れ
て
広
が
っ
て
い
く
。
高
速
道
路

で
高
知
の
牧
野
植
物
園
へ
行
っ
た
際
に
、

大
勢
で
私
を
迎
え
入
れ
て
く
れ
た
。

　

花
の
季
節
が
終
わ
る
と
実
に
な
り
、
意

識
し
な
け
れ
ば
見
つ
け
る
事
が
で
き
な
い

が
、
ふ
と
し
た
時
に
道
端
で
も
出
会
う
事

が
あ
る
。

　

花
を
終
え
た
実
と
、
葉
の
役
割
を
終
え

た
梅
花
躑
躅
に
、
盛
り
の
鶏
頭
が
よ
く
映う

つ

る
。

出典：https:// ユリ .net/ ユリ - 品種
/ タカサゴユリとは？ .html

タカサゴユリの花



3

シ
ロ
シ
キ
ブ
の
実

　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

桜
子

　

花
材　

白
し
ろ
み
の
こ
む
ら
さ
き

実
小
紫 

　
　
　
　
　

 （
熊
く
ま
つ
づ
ら葛

科
・
紫し

そ蘇
科
）

　
　
　
　

杜ほ
と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

　
　
　
　

水み
ず
ひ
き
そ
う

引
草
（
蓼た
で

科
）

　

花
器　

手
付
籠

　

小
さ
な
白
い
実
が
美
し
い
。

　

シ
ロ
シ
キ
ブ
と
呼
ん
で
い
る
が
、
シ
ロ

ミ
ノ
コ
ム
ラ
サ
キ
が
正
確
な
名
前
ら
し

い
。
繊
細
な
枝
に
沢
山
の
実
が
で
き
て
い

る
。

　

白
花
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
加
え
る
と
、
白

い
実
と
白
い
花
が
白
さ
を
競
い
合
っ
て

い
る
よ
う
に
も
、
互
い
に
助
け
合
い
讃た

た

え

合
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

赤
い
花
の
ミ
ズ
ヒ
キ
ソ
ウ
が
優
し
く
寄

り
添
う
。

出典：https://www.ootk.net/
cgi/shikihtml/shiki_818.htm

シロミノコムラサキの花

（
表
紙
の
花
の
解
説
は
９
頁
）



4

ツ
ル
ウ
メ
モ
ド
キ
の
実

　
　
　
　

∧
４
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

蔓
つ
る
う
め
も
ど
き

梅
擬
（
錦に
し
き
ぎ木

科
）

　
　
　
　

糸
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

上じ
ょ
う
ろ
う
ほ
と
と
ぎ
す

臈
杜
鵑
草
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
市
川
博
一
作
）

　

い
け
た
後
で
も
刻
々
と
変
化
す
る
実
も

の
花
材
が
あ
る
。
ヒ
オ
ウ
ギ
や
ツ
ル
ウ
メ

モ
ド
キ
の
実
は
、
し
ば
ら
く
す
る
と
弾
け

て
中
か
ら
艶
や
か
な
種
子
が
顔
を
出
す

が
、
そ
の
自
然
の
色
の
な
ん
と
美
し
い
こ

と
か
。

　

ツ
ル
ウ
メ
モ
ド
キ
と
ジ
ョ
ウ
ロ
ウ
ホ
ト

ト
ギ
ス
の
鮮
や
か
な
出
会
い
。

出典：https://plaza.rakuten.co.jp/okada1952/
diary/201505120000/

ツルウメモドキの花。雌花㊨、と雄花㊧



5

ロ
ー
ゼ
ル
の
実

　
　
　
　

∧
５
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

ロ
ー
ゼ
ル
（
葵
あ
お
い

科
）

　
　
　
　

菊
２
種
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

ロ
ー
ゼ
ル
は
赤
い
大
き
な
蕾

つ
ぼ
みに

見
え
る

が
、
中
に
は
既
に
実
が
で
き
て
い
る
。
珍

し
く
枝
先
に
葉
と
小
さ
な
蕾
が
残
っ
て
い

た
の
で
、
多
め
に
買
い
求
め
て
秋
色
の
菊

を
合
わ
せ
て
い
け
て
み
た
。
葉
の
水
揚
げ

も
良
い
の
で
、
今
後
も
葉
付
き
で
出
て
く

る
の
を
期
待
し
て
い
る
。

　

今
月
号
の
実
物
花
材
に
は
花
の
写
真
を

添
え
て
い
る
。意
外
と
知
ら
な
い
花
の
姿
。

花
を
見
て
か
ら
実
を
見
る
と
、
実
も
の
花

材
へ
の
愛
着
が
増
し
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ

に
個
性
的
で
貴
重
な
実
た
ち
と
出
逢
え
る

楽
し
み
。
秋
の
い
け
ば
な
の
醍
醐
味
。出典：https://www.toukagen.

com/?pid=126322305

ローゼルの花



6

キ
ミ
ズ
ミ
の
実

　
　
　
　

∧
６
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

黄き

み

ず

み

実
酸
実
の
実
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　
　
　
　
　
（
２
０
０
９
年
11
月
号
よ
り
）

　

以
前
、
ウ
ラ
ジ
ロ
ノ
キ
の
実
と
し
て
白

黒
写
真
で
掲
載
し
た
も
の
。
い
け
た
後
す

こ
し
橙
色
に
色
づ
い
て
き
た
と
書
い
て
い

る
が
、
ウ
ラ
ジ
ロ
ノ
キ
の
実
は
赤
く
熟
す

の
で
、
も
と
も
と
黄
色
く
熟
す
キ
ミ
ズ
ミ

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
確
信
は
な
い
が

今
回
は
キ
ミ
ズ
ミ
と
し
て
お
く
。

　

キ
ミ
ズ
ミ
は
リ
ン
ゴ
属
。
ウ
ラ
ジ
ロ
ノ

キ
は
ア
ズ
キ
ナ
シ
属
。
似
た
実
の
で
き
る

木
は
他
に
も
色
々
あ
る
。

出典：http://www.okadanouen.com/
zukan/kimizumi.html

キミズミの花

出典：http://hanasan.dreamlog.jp/
archives/52106298.html

ウラジロノキの花



7

タ
マ
ミ
ズ
キ
の
実

　
　
　
　

∧
７
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

玉た
ま
み
ず
き

水
木
の
実
（
黐も
ち
の
木
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
清
水
保
孝
作
）

　
　
　
　
　
（
２
０
１
２
年
11
月
号
よ
り
）

　

タ
マ
ミ
ズ
キ
は
ウ
メ
モ
ド
キ
と
同
じ
モ

チ
ノ
キ
科
の
落
葉
樹
で
、
静
岡
か
ら
南
西

諸
島
に
分
布
す
る
高
木
で
あ
る
。

　

ウ
メ
モ
ド
キ
よ
り
小
さ
な
実
は
、
や
や

く
す
ん
だ
赤
色
。

　

直
立
し
た
幹
か
ら
横
枝
が
階
段
状
に
出

て
広
が
る
樹
形
が
ミ
ズ
キ
に
似
る
が
ミ
ズ

キ
の
仲
間
で
は
な
い
。

　

雌し
ゆ
う
い
し
ゅ

雄
異
株
（
雌め

木ぎ

と
雄お

木ぎ

が
あ
る
）
な

の
で
両
方
の
花
の
写
真
を
載
せ
て
お
く
。

モ
チ
ノ
キ
科
に
は
雌
雄
異
株
の
木
が
多
い

が
、
中
に
は
雌
木
だ
け
で
も
結
実
す
る
も

の
も
あ
る
そ
う
だ
。

出典：https://matsue-hana.
com/hana/tamamizuki.html

タマミズキの花。雌花㊨、と雄花㊧。

出典：https://www.digital-
museum.hiroshima-u.ac.jp/~main/
index.php/ タマミズキ



8

立
花

　
　
　

∧
８
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

直す
ぐ
し
ん
り
っ
か

真
立
花

　

花
材　

薄
す
す
き（

稲
科
）

　
　
　
　

糸
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

吾わ
れ
も
こ
う

亦
紅
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

丸
葉
の
木
（
満ま

ん
さ
く作

科
）

　
　
　
　

山
や
ま
し
ゃ
く
や
く

芍
薬
の
実
（
牡ぼ

た
ん丹

科
）

　
　
　
　

杜ほ
と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

　
　
　
　

葉
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

竜り
ん
ど
う胆

２
色
（
竜
胆
科
）

　
　
　
　

二
輪
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

梅ば
い
か
つ
つ
じ

花
躑
躅
（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　
　
　
　

檜ひ
お
う
ぎ扇

の
実
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

野
の
花
の
種
類
が
一
番
多
い
恵
ま
れ
て

い
る
時
だ
っ
た
。
こ
の
秋
を
立
花
に
ふ
ん

だ
ん
に
詰
め
込
ん
だ
。

　

枝
物
は
丸
葉
の
木
と
梅
花
躑
躅
の
み
で

あ
る
が
、
草
花
に
説
得
力
が
出
て
い
る
。

翌
日
に
薄

す
す
き

の
葉
は
巻
い
て
し
ま
っ
た
為
、

生
け
替
え
な
が
ら
楽
し
ん
で
い
る
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き



9

石ざ
く
ろ榴　

　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

石
榴
の
実
（
禊み
そ
は
ぎ萩

科
）

　

菊
（
菊
科
）

　

薮や
ぶ
ま
お

苧
麻
（
刺い
ら
く
さ草

科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

倉
敷
の
叔
母
宅
に
て
ザ
ク
ロ
の
実
を
採

ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
今
年
は
沢
山
実
が

な
っ
た
の
で
、
持
っ
て
帰
っ
て
も
良
い
と

の
事
。
お
弟
子
さ
ん
に
手
伝
っ
て
も
ら
い

艶つ
や

々つ
や

の
真
っ
赤
な
実
が
付
い
た
重
た
い
枝

を
切
り
落
と
し
た
。大
切
に
持
ち
帰
っ
て
、

花
火
の
様
に
咲
く
キ
ク
、
花
が
密
に
咲
く

ヤ
ブ
マ
オ
と
取
り
合
わ
せ
た
。
思
い
が
け

な
い
花
に
も
出
会
え
て
、心
に
残
る
１
作
。

出典：https://mirusiru.jp/nature/flower/zakuro

ザクロの蕾と花と花のあと　　　ザクロの花

『
溶
け
る
』　

　
健
一
郎

　
自
分
と
人
と
の
境
界
が
溶
け
て
な
く

な
っ
て
い
く
。
私
は
こ
の
世
界
の
一
部
で

は
な
い
。
全
て
が
渾こ

ん

然ぜ
ん

一
体
と
化
し
て
い

る
。

桜
と
バ
ー
ド
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
。
鳥
の
元
気

に
振
り
回
さ
れ
る
。
　
　

水
中
を
泳
ぐ
。自
分
と
水
の
境
界
が
曖
昧
。

夏
の
砂
浜
。
じ
り
じ
り
太
陽
を
受
け
る
。

苔
で
ゴ
ロ
ゴ
ロ
。
こ
こ
か
ら
動
け
な
い
。

岩
に
ぴ
っ
た
り
。
何
故
か
落
ち
着
く
。

山
頂
に
て
瞑
想
。自
分
を
無
く
し
て
い
く
。

雨
で
び
し
ょ
び
し
ょ
。傘
は
置
い
て
き
た
。

空
か
ら
落
ち
る
。体
が
無
く
な
っ
た
よ
う
。

雪
中
に
溺お

ぼ
れ
る
。
身
体
の
熱
を
と
ら
れ
私

も
ひ
ん
や
り
。

花
を
生
け
る
。
花
と
お
し
ゃ
べ
り
。

　
頭
を
使
っ
て
物
を
感
じ
取
ろ
う
と
す
る

行
為
は
難
し
い
。
何
も
考
え
ず
、
身
体
を

放
っ
ぽ
り
出
す
方
が
、
想
像
を
超
え
る
体

験
が
可
能
で
あ
る
。

　
大
自
然
は
ど
う
感
じ
て
い
る
か
分
か
ら

な
い
が
少
な
く
と
も
私
は
相
手
と
溶
け
込

む
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。

　
花
と
話
し
な
が
ら
花
を
生
け
る
の
は
楽

し
い
が
、
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
い
く
と

花
と
一
体
に
な
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
に
は
大
自
然
に
溶
け
る
練
習

が
も
う
少
し
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
今
の
自
然
の
一
部
で
あ
る
切
り
花
に

溶
け
込
む
よ
う
に
な
る
に
は
、
今
感
じ
て

い
る
「
溶
け
る
」
と
言
う
感
覚
を
研
ぐ
必

要
が
あ
る
。
単
純
な
も
の
ほ
ど
自
分
を
溶

か
し
難
い
。
頭
で
わ
か
っ
て
し
ま
い
、
言

葉
に
出
来
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
言
葉
を
超

え
た
雄
大
さ
を
花
か
ら
感
じ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。

　
私
は
自
宅
の
庭
を
眺
め
る
こ
と
は
で
き

て
も
、
ま
だ
、
溶
け
込
む
こ
と
は
で
き
な

い
。
何
か
に
夢
中
に
な
っ
た
時
、
自
分
へ

の
意
識
が
消
え
、
自
分
で
な
く
な
る
。

　
少
し
で
も
自
分
が
の
こ
っ
て
い
る
と
、

対
象
物
の
全
て
を
感
じ
ら
れ
な
い
。
感
じ

る
と
は
、
私
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
る
感
覚

で
は
あ
る
の
だ
が
、
で
き
る
だ
け
そ
の
ま

ま
の
そ
れ
を
私
で
感
じ
て
い
た
い
。
自
分

を
無
く
し
た
だ
け
何
か
が
入
っ
て
く
る
。

　
音
楽
に
体
を
ゆ
ら
す
。
不
快

と
快
の
間
を
彷さ

ま

徨よ

う
ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
の
音
、
身
体
を
解
放
す
る

と
、
苦
手
な
音
が
無
く
な
っ
て

い
く
。
心
臓
に
直
接
響
く
バ
ス

ド
ラ
ム
。
バ
ス
ド
ラ
ム
で
心
臓

が
動
い
て
い
る
の
か
と
感
じ

る
。

　「
閑し

ず
かさ
や
　
岩
に
染
み
入
る

　
蝉
の
声
」　
芭
蕉
の
有
名
な

句
で
あ
る
。
蝉
の
声
だ
け
を
聞

き
、蝉
を
見
た
わ
け
で
も
な
く
、

本
人
が
そ
こ
に
い
る
だ
け
で
も

な
い
。
主
題
が
ぼ
か
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
閑
さ
が
主
題
な

わ
け
で
も
な
く
、
岩
も
、
蝉
の

声
も
主
題
で
は
な
い
。
そ
の
空

間
を
詠
ん
だ
句
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
そ
こ
に
自
分
は
存
在
し
て
い
る
よ

う
で
存
在
せ
ず
、
自
分
が
溶
け
込
ん
だ
状

態
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
　

　
芭
蕉
は
全
国
各
地
を
歩
き
回
り
、
そ
の

地
、
そ
の
地
に
て
自
分
を
溶
か
し
歩
い
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
妄
想
も
広
が
る
。

だ
が
、
芭
蕉
は
ス
カ
イ
ダ
イ
ビ
ン
グ
を
も

ス
キ
ュ
ー
バ
ー
ダ
イ
ビ
ン
グ
も
し
て
い
な

か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
日
本
か
ら
外
に
は
出

て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
私
は
今
生
き
て
い
る
こ
の
時
代
を
感
じ

き
り
た
い
。
世
界
と
私
の
輪
郭
線
を
ボ
カ

し
て
い
け
た
ら
な
と
考
え
て
い
る
。

但馬で日帰りでのスカイダイビング
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信仰を集める樹齢140年のインドボダイジュ。ブッダガヤのマハボディ寺院。
出典：https://tricycle.org/magazine/bodhi-tree-tlc/

出典：https://china.desertcart.com/
products/139063302-pmw-peepal-tree-
fruit-powder-sacred-fig-raavi-100-gloose-
packed-loose-pa

出典：https://astrotalk.com/
astrology-blog/why-is-peepal-tree-
worshipped/

サーンチー遺跡のレリーフ。紀元前 3 世紀にアショーカ王がブッダガヤに
建てた寺院とボダイジュ。西暦 1 世紀。
出典：https://www.wikiwand.com/en/Bodhi_Tree

インドボダイジュ
学名：Ficus religiosa　
英名：bodhi tree　pippala tree
クワ科・イチジク属の高木。樹皮や根皮などを薬用とする。

仏ぶ
っ
だ陀

ゆ
か
り
の
三さ
ん
せ
い
じ
ゅ

聖
樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

イ
ン
ド
の
聖
樹
（
聖
木
）
に
は
ど
の
よ

う
な
木
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
仏
教
と
ゆ
か

り
の
あ
る
木
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　

お
釈
迦
様
の
生
涯
と
深
く
関
わ
り
の
あ

る
木
は
次
の
3
つ
。

　

菩ぼ
だ
い
じ
ゅ

提
樹　
　

イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ

　

沙さ
ら
そ
う
じ
ゅ

羅
双
樹　

サ
ラ
ノ
キ

　

無む
ゆ
う
じ
ゅ

憂
樹　
　

ム
ユ
ウ
ジ
ュ

　

釈
迦
は
長
い
遍
歴
と
苦
行
の
末
に
、
ウ

ル
ヴ
ェ
ー
ラ
村
（
今
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
）
で

一
本
の
イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
の
下
に
座
し
、

49
日
間
瞑め

い

想そ
う

し
て
真
の
悟さ

と

り
「
菩ぼ

提だ
い

」
を

得
た
。

　

太
古
よ
り
イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
は
大
切

な
樹
木
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
イ
ン
ダ
ス
文

明
の
遺
跡
か
ら
、
そ
の
葉
が
描
か
れ
た
陶

器
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
葉
、
樹
皮
、
根

に
様
々
な
薬
効
が
あ
り
、
ヒ
ン
ズ
ー
の
主

要
な
三
神
が
棲す

む
木
で
も
あ
る
。

　

イ
ン
ド
の
国
樹
に
な
っ
て
い
る
く
ら
い

大
切
な
木
な
の
だ
。

　

ク
ワ
科
イ
チ
ヂ
ク
属
の
高
木
で
、
花
は

見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
枝
に
直
接
小
さ
な

実
が
で
き
る
。
ハ
ー
ト
型
の
葉
が
風
に
パ

タ
パ
タ
と
揺
れ
る
音
が
な
ん
と
も
心
地
よ

い
そ
う
だ
が
、
釈
迦
も
そ
ん
な
音
を
聞
き

な
が
ら
瞑
想
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

中
国
、
日
本
で
こ
の
木
は
育
た
な
い
。

代
わ
り
に
シ
ナ
ノ
キ
科
の
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
が

寺
院
に
植
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
中

国
原
産
の
落
葉
高
木
で
、
日
本
に
は
栄
西

禅
師
が
宋
か
ら
種
子
を
持
ち
帰
っ
た
。

　

釈
迦
は
45
年
の
間
、
数
百
キ
ロ
の
道
を

何
度
も
行
き
来
し
て
説
法
を
続
け
、
80
歳

で
亡
く
な
る
。
終
焉
の
地
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ

の
川
辺
に
あ
る
２
本
の
サ
ラ
ノ
キ
の
下
で

儀式で使用された陶器のハート
型の葉模様。 B.C.2600–2450。
出典：https://ja.wikipedia.org/
wiki/ インダス文明 #/media/
ファイル :Ceremonial_Vessel_
LACMA_AC1997.93.1.jpg
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涅槃。ガンダーラ、ロリヤン・タンガイ遺跡。２〜３世紀。
インド博物館（カルカッタ）。
出典：https://www.pinterest.jp/
pin/389772542744921786/?nic_v2=1a2bOOxfl

㊤と㊦㊧  出典：https://www.yamakei-online.com/yama-ya/
detail.php?id=677

出典：http://www.flowersofindia.net/
catalog/slides/Sal.html

サラノキ
学名：Shorea robusta　
英名：Sal tree
フタバガキ科・サラノキ属
の高木。3 月頃、葉の生え
替わりと共に、淡いクリー
ム色の小さな 5 弁花が無数
に咲く。花には芳香がある。

釈
迦
が
息
を
引
き
取
る
と
、
サ
ラ
ノ
キ
は

時
な
ら
ぬ
花
を
満
開
に
咲
か
せ
、
釈
迦
の

体
の
上
に
そ
の
花
を
降
り
注
い
だ
と
い
う
。

　

サ
ラ
ノ
キ
は
フ
タ
バ
ガ
キ
科
の
高
木
で
、

材
は
堅
く
て
耐
久
性
が
あ
り
、
様
々
に
利

用
さ
れ
て
い
る
。
落
ち
葉
は
草
の
茎
で
綴

り
合
わ
せ
て
丸
い
葉
皿
と
し
て
使
わ
れ
る
。

　

幹
か
ら
採
れ
る
樹
脂
（
ド
ゥ
ー
ナ
ー
）

は
様
々
に
利
用
さ
れ
、
燃
や
し
て
出
る
良

い
匂
い
の
煙
は
病
原
菌
を
殺
し
て
辺
り
を

浄
化
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
春

に
咲
く
花
に
も
芳
香
が
あ
る
。
釈
迦
が
こ

の
木
の
下
を
選
ん
だ
の
も
な
ん
と
な
く
わ

か
る
気
が
す
る
。

　

日
本
で
は
ツ
バ
キ
科
の
ナ
ツ
ツ
バ
キ
や

ヒ
メ
シ
ャ
ラ
が
沙
羅
双
樹
と
し
て
植
え
ら

れ
て
い
る
。

　

ム
ユ
ウ
ジ
ュ
は
イ
ン
ド
で
ア
シ
ョ
ー
カ

と
呼
ば
れ
る
が
、「
ア
（
無
い
）」「
シ
ョ
ー

カ
（
悲
し
み
）」
か
ら
無
憂
樹
の
字
が
当
て

ら
れ
た
。
釈
迦
の
母
マ
ー
ヤ
ー
が
ル
ン
ビ

ニ
ー
の
園
で
こ
の
木
を
つ
か
も
う
と
し
た

と
き
に
、右
脇
か
ら
男
の
子（
の
ち
の
釈
迦
）

が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

伝
承
に
よ
る
と
誕
生
し
て
す
ぐ
に
七
歩

あ
ゆ
み
、
自
ら
偉
大
な
る
こ
と
を
獅し

子し

吼く

し
、
温
冷
二
水
に
よ
っ
て
身
を
清
め
ら
れ

た
（
灌
水
）
と
あ
り
、
そ
の
様
子
は
の
ち

に
石
に
彫
ら
れ
、
仏
伝
の
ワ
ン
シ
ー
ン
と

し
て
今
に
伝
わ
る
。

　

ム
ユ
ウ
ジ
ュ
は
マ
メ
科
の
常
緑
小
高
木

で
、
春
の
暖
か
さ
を
象
徴
す
る
よ
う
な
黄

色
か
ら
赤
色
の
花
を
咲
か
せ
る
。
釈
迦
が

世
に
現
れ
る
場
所
に
ふ
さ
わ
し
い
、
優
し

い
葉
と
温
か
な
花
色
を
備
え
て
い
る
。

釈迦誕生。ガンダーラ、ロリヤン・タ
ンガイ出土。２〜３世紀。インド博物館。
出典：https://www.pinterest.cl/pin/
AX08l5eKMSm7yu8uWT-JzMV1xyS8-
Mt049tKRfOXxzzWLUXoRwCOLJs/?nic_
v2=1a2bOOxfl

出典：https://explorepharma.files.wordpress.
com/2010/10/ashoka.jpg

出典：http://medicinplants.blogspot.
com/2008/08/ashoka-tree-sorrowless-tree.html

ムユウジュ
学名：Saraca asoca　
英名：Asoka tree,　Sorrowless tree
マメ科・ムユウジュ属。細長い葉
の常緑小高木。3 月頃に美しいオ
レンジ色の花（萼）が咲く。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
689
号　

2020
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
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

ヤ
マ
シ
ャ
ク
ヤ
ク
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　

花
型　

生
花

　

花
材　

山
や
ま
し
ゃ
く
や
く

芍
薬
の
実
（
牡
丹
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

一
度
見
た
ら
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
山
芍
薬
。
山
芍
薬

独
特
の
赤
と
深
い
紺
色
が
何
と
も
愛
ら
し

い
。

　

盛
花
や
投
げ
入
れ
で
生
け
る
事
は
あ
っ

て
も
一
種
で
生
花
に
す
る
事
は
珍
し
い
。

菊
と
株
分
け
で
生
け
る
予
定
だ
っ
た
が
、

山
芍
薬
の
は
ち
き
れ
ん
ば
か
り
の
個
性
を

中
和
さ
せ
る
こ
と
が
も
っ
た
い
な
く
感
じ

た
。

　

不ぶ

恰か
っ

好こ
う

で
土つ

ち

味あ
じ

を
感
じ
さ
せ
る
器
に
山

芍
薬
の
個
性
が
あ
っ
て
い
る
。
葉
が
綺
麗

な
状
態
で
残
っ
て
い
る
こ
と
は
珍
し
く
、

真し
ん

の
葉
は
あ
え
て
一
つ
も
落
と
さ
ず
に
生

け
た
。
留と

め

に
も
う
少
し
葉
が
あ
れ
ば
と
思

う
が
自
然
に
対
し
て
自
分
が
何
を
で
き
る

わ
け
で
も
な
く
、あ
り
の
ま
ま
に
生
け
た
。

出典：https://akagishizenen.jp/blog/ ヤマ
シャクヤクが見ごろです！ /

ヤマシャクヤクの花
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ク
リ
ス
マ
ス

　
　
　
∧
2
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

花
材　

モ
ミ
の
木
（
松
科
）

　
　
　
　

ブ
ル
ー
ア
イ
ス
（
檜
ひ
の
き

科
）

　
　
　
　

手
編
み
の
ツ
リ
ー
オ
ー
ナ
メ
ン
ト

　

花
器　

磁
器
扁
壺

　
「
は
な
あ
そ
び
」
と
題
し
て
菜
月
と
遊

び
心
の
あ
る
い
け
ば
な
を
楽
し
ん
で
い

る
。

　

今
回
は
菜
月
の
作
っ
た
手
編
み
の
オ
ー

ナ
メ
ン
ト
を
、
も
み
の
木
に
合
わ
せ
て
み

た
。
か
ぎ
針
あ
み
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た

と
き
に
、
も
の
の
10
分
程
で
こ
さ
え
て
く

れ
た
。

　

素
材
が
変
わ
り
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た
モ

ミ
の
木
と
北
欧
風
の
人
形
が
よ
く
合
っ
て

い
る
。

三
昆
（
さ
ん
こ
ん
）
　
　

　
　
　 

∧
表
紙
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
材　

榛
は
し
ば
み（
樺か
ば
の
木
科
）

　
　
　
　

菊
「
フ
エ
ゴ
ダ
ー
ク
」（
菊
科
）

　
　
　
　

椿
「
西せ

い
お
う
ぼ

王
母
」（
椿
科
）

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

　
「
三
昆
」
と
は
三
兄
弟
と
い
う
意
味
が

あ
る
ら
し
い
。

　

画
題
に
「
風
月
三
昆
」
と
い
う
の
が
あ

り
、
蓮
、
菊
、
蘭
が
描
か
れ
る
。
ま
た
煎

茶
道
で
は
秋
に
蓮
根
、
菊
、
春
蘭
の
葉
株

の
盛
物
を
画
題
物
と
し
て
床
脇
に
飾
る
。

　
「
風
月
三
昆
」
を
調
べ
て
み
る
と
、
中

国
の
清
の
時
代
の
人
物
の
名
前
、
孟
蘭
、

仲
蓮
、
季
菊
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
あ
っ

た
が
、
も
し
本
当
だ
と
す
る
と
、
自
分
の

子
供
に
、
春
の
蘭
、
夏
の
蓮
、
秋
の
菊
の

字
を
そ
れ
ぞ
れ
付
け
る
な
ん
て
、
な
ん
て

風
流
な
親
だ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
ぞ
れ

の
季
節
に
生
ま
れ
た
の
か
な
。

　

い
け
ば
な
で
は
３
種
類
の
花
材
で
い
け

る
こ
と
が
多
い
。
仲
の
良
い
三
兄
弟
の
よ

う
に
、
互
い
に
助
け
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
も

生
き
生
き
と
見
え
る
よ
う
に
い
け
る
と
、

な
ん
と
も
い
え
な
い
良
さ
を
感
じ
る
。

　

ハ
シ
バ
ミ
は
侘
び
た
風
情
の
あ
る
個
性

的
な
花
材
だ
が
、
金
彩
の
あ
る
土
っ
ぽ
い

花
器
を
選
び
、
金
茶
色
の
大
輪
菊
で
温
か

み
を
補
い
、
椿
の
薄
紅
色
の
花
と
葉
で
艶

や
か
さ
を
加
え
る
と
、
い
い
雰
囲
気
に
調

和
し
て
く
れ
た
。
私
な
り
の
風
月
三
昆
。

　
風
月
三
昆
の
軸
と
花
。
い
け
て
十
日
目
。



3

メ
ラ
レ
ウ
カ
　
　

　
　
　
　
∧
3
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

花
材　

メ
ラ
レ
ウ
カ
（
フ
ト
モ
モ
科
）

　
　
　
　

柏
葉
紫
陽
花
の
葉（
紫
陽
花
科
）

　
　
　
　

ガ
ー
ベ
ラ
（
菊
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
瓶
（
コ
ス
タ
ボ
ダ
）

　

メ
ラ
レ
ウ
カ
を
い
け
る
様
に
な
っ
て

6
、
7
年
に
な
る
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
産
で
ユ
ー
カ
リ
と

同
じ
フ
ト
モ
モ
科
の
樹
木
で
あ
る
。

　

テ
ィ
ー
ツ
リ
ー
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
最

近
で
は
日
本
で
も
暖
か
な
場
所
で
は
育
て

ら
れ
出
荷
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
き
た
。

　

繊
細
な
黄
金
色
の
葉
が
ガ
ー
ベ
ラ
を
柔

ら
か
く
包
み
込
ん
で
く
れ
る
。

　

手
で
葉
を
揉
む
と
爽
や
か
で
清
い
香
り

が
し
て
自
然
の
恵
み
を
感
じ
る
。

　

飾
る
場
所
が
清
潔
な
空
間
に
な
る
様
な

気
が
す
る
。

　

今
年
は
お
稽
古
で
何
度
も
い
け
さ
せ
て

も
ら
え
た
が
、
紅
葉
し
た
木
苺
や
雪
柳
の

よ
う
に
、
秋
を
彩
る
身
近
な
花
材
と
な
る

よ
う
で
嬉
し
い
。



4

菊
一
色
　
　

　
　
　
∧
4
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

花
型　

立
花　

菊
一
色　

除の
き

真し
ん

　

花
材　

糸
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

銅
薄う

す

端ば
た

　

園
芸
が
発
達
し
、
自
然
の
勢
い
を
器
に

生
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
花

屋
に
並
ぶ
花
の
ほ
と
ん
ど
が
お
利
口
さ
ん

な
の
だ
。
花
一
輪
ず
つ
の
個
性
が
均
一
化

さ
れ
る
と
個
の
魅
力
を
引
き
出
す
の
が
難

し
い
。
丁
寧
に
育
て
ら
れ
た
菊
で
は
自
然

の
状
況
を
想
像
し
が
た
い
の
だ
。
今
回
は

各
々
が
伸
び
た
い
よ
う
に
伸
び
た
勢
い
の

あ
る
菊
と
一
本
づ
つ
向
き
合
え
た
時
間
に

感
謝
し
て
い
る
。

　

銅
器
に
施
さ
れ
た
絵
は
一
般
庶
民
が

踊
っ
て
い
る
様
を
描
い
た
物
で
あ
ろ
う

か
。
今
ま
で
の
自
分
だ
と
絶
対
選
ば
な

か
っ
た
器
で
あ
る
。
自
然
を
表
現
す
る
身

と
し
て
、
人
の
存
在
を
消
し
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
強
か
っ
た
が
、
今
は
人
が
花
と

在
る
景
色
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
て

い
る
。
人
が
花
と
在
る
あ
た
た
か
さ
が
身

に
染
み
る
の
で
あ
る
。



5

『
魅
力
』　
　
　
　
健
一
郎

　
マ
ス
ク
を
つ
け
る
事
が
日
常
に
な
っ
て

か
ら
、
化
粧
の
時
間
が
減
っ
た
と
よ
く
聞

く
。そ
ん
な
中
私
は
髭
を
伸
ば
し
て
み
た
。

菜
月
の
勧
め
で
あ
る
。私
は
中
学
生
の
頃
、

叔
父
に
買
っ
て
も
ら
っ
た
髭
剃
り
を
毎
日

使
っ
て
い
る
。
伸
ば
し
始
め
て
2
、
3
日

で
鏡
を
み
た
と
き
自
分
の
顔
に
違
和
感
を

感
じ
た
。
髭
に
つ
い
て
は
漠
然
と
、
歳
を

重
ね
90
歳
ぐ
ら
い
に
な
れ
た
時
に
山
で
菜

月
と
暮
ら
す
際
、白
い
顎
髭
だ
け
伸
ば
し
、

仙
人
の
よ
う
な
生
活
が
で
き
た
ら
な
と
考

え
て
い
た
く
ら
い
で
あ
る
。

　
ム
ダ
毛
処
理
と
言
う
言
葉
が
あ
る
。
無

駄
な
毛
、
つ
ま
り
汚
ら
し
く
見
え
る
毛
を

処
理
し
綺
麗
に
見
せ
よ
う
と
す
る
行
為
で

あ
る
。
こ
れ
は
人
の
目
が
あ
る
か
ら
こ
そ

成
り
立
つ
行
為
で
あ
る
。

　
植
物
を
見
る
行
為
、
ま
た
見
せ
る
行
為

と
し
て
発
展
し
て
き
た
い
け
ば
な
。
花
を

生
け
る
と
き
は
多
す
ぎ
る
葉
、
虫
食
い
の

葉
な
ど
を
取
り
除
く
事
で
美
し
く
み
せ

る
。
見
て
い
て
気
持
ち
の
い
い
花
を
生
け

る
こ
と
が
基
本
に
あ
る
。

　
余
計
な
毛
と
は
い
う
も
の
の
、
毛
に
も

役
割
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
服
を
着

る
習
慣
が
な
か
っ
た
時
代
は
体
温
維
持
、

外
界
か
ら
の
刺
激
を
和
ら
げ
る
役
割
が
あ

る
そ
う
だ
。
そ
し
て
現
在
、
残
っ
て
い
る

毛
は
特
に
大
切
な
も
の
を
守
る
た
め
に
生

え
て
い
る
。
葉
っ
ぱ
は
大
切
な
幹
を
、
花

び
ら
は
蕊し

べ
を
守
っ
て
い
る
。
そ
し
て
毛
も

花
び
ら
も
、
独
立
的
な
役
割
も
持
つ
。
髪

の
毛
も
人
を
惹
き
つ
け
る
た
め
の
そ
の
人

の
魅
力
と
な
り
、花
び
ら
を
使
っ
て
虫
や
、

鳥
、
人
を
魅
了
す
る
。

　
つ
ま
り
、
余
計
な
も
の
で
は
断
じ
て
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
役
割
を
持
っ
て
い
る
。

美
し
い
、
美
し
く
な
い
の
物
差
し
、
つ
ま

り
、
み
る
、
み
ら
れ
る
関
係
に
お
い
て
は
、

余
計
な
毛
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
正
確
で

あ
ろ
う
。

　
身
だ
し
な
み
と
、
お
し
ゃ
れ
は
ど
ち
ら

も
、み
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
成
り
立
つ
。

花
を
生
け
る
際
、
花
の
身
だ
し
な
み
を
整

え
る
べ
く
葉
を
整
理
す
る
が
、
触
れ
る
人

の
技
量
に
よ
っ
て
は
魅
力
を
失
っ
て
し
ま

う
事
が
あ
る
。
没
個
性
的
な
花
に
な
っ
て

し
ま
い
、
そ
の
花
で
あ
る
必
要
性
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
一
枚
の
葉
っ
ぱ
単
位
で

の
個
性
を
考
え
る
事
は
ま
だ
難
し
い
が
、

せ
め
て
一
本
一
本
の
花
ご
と
に
、
そ
の
個

性
を
引
き
出
し
、
よ
り
魅
力
的
な
も
の
と

し
て
存
在
し
て
欲
し
い
と
考
え
て
い
る
。

時
に
は
、
私
の
願
望
で
花
に
迷
惑
を
か
け

る
こ
と
も
あ
る
。
お
し
ゃ
れ
は
我
慢
だ
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
身
だ
し
な
み
は
周
り
へ
の
配
慮
で
あ

り
、
お
し
ゃ
れ
は
見
せ
た
い
自
分
を
み
せ

る
こ
と
で
あ
る
。
周
り
へ
の
配
慮
を
考
え

る
こ
と
で
、
あ
る
一
定
の
水
準
以
上
の
清

潔
な
花
を
生
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
性

を
失
わ
ず
に
生
け
る
事
が
難
し
い
の
は
清

潔
さ
を
求
め
、
手
を
加
え
る
ほ
ど
に
そ
の

花
の
元
の
姿
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
か
ら

で
あ
る
。
だ
が
や
は
り
、
忘
れ
な
い
で
お

き
た
い
の
は
、
身
だ
し
な
み
を
整
え
る
事

が
で
き
て
初
め
て
お
し
ゃ
れ
を
す
る
事
が

で
き
る
こ
と
だ
。

　
私
に
と
っ
て
良
い
花
と
は
、
同
じ
種
類

で
あ
ろ
う
と
各
植
物
の
個
性
を
存
分
に
引

き
出
し
、
生
命
力
に
満
ち
溢
れ
、
輝
い
て

い
る
状
態
の
事
を
指
す
。
そ
の
個
性
が
私

に
と
っ
て
苦
手
な
種
類
の
特
性
で
あ
っ
て

も
、
自
分
の
好
み
に
寄
せ
ず
、
そ
の
個
性
、

つ
ま
り
魅
力
を
引
き
出
す
こ
と
で
そ
の
命

が
輝
く
の
で
あ
る
。

　
私
は
植
物
と
向
き
合
う
だ
け
で
な
く
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
人
と
日
々
向
き
合
っ

て
い
る
。
な
ん
と
な
く
自
分
が
今
ま
で
し

て
き
た
事
が
言
語
化
で
き
る
程
に
ま
で
整

理
で
き
、
ス
ッ
キ
リ
と
し
て
い
る
。

　
認
知
機
能
の
低
下
が
著
し
い
利
用
者
を

抑
え
付
け
、
職
員
に
と
っ
て
都
合
の
良
い

1
日
が
過
ぎ
て
い
く
こ
と
に
我
慢
な
ら
な

い
で
い
る
。
各
利
用
者
の
体
に
無
理
が
な

い
範
囲
で
あ
れ
ば
本
人
が
望
み
さ
え
す
れ

ば
、
何
を
し
た
っ
て
い
い
。
職
員
が
押
さ

え
つ
け
な
け
れ
ば
、
利
用
者
は
生
き
生
き

と
し
て
い
る
。
机
の
上
に
椅
子
を
置
い
て

も
良
い
し
、
机
が
持
ち
上
が
ら
な
い
の
な

ら
手
伝
お
う
。
机
が
汚
れ
た
ら
、
消
毒
す

れ
ば
い
い
だ
け
だ
。

　
私
の
1
日
は
利
用
者
と
絶
え
ず
、
い
た

ず
ら
を
し
あ
い
、
注
意
さ
れ
、
不
安
と
向

き
合
い
、
本
人
が
し
た
く
て
も
で
き
な
い

こ
と
を
、
自
分
を
剥
き
出
し
に
し
て
、
お

手
伝
い
を
し
て
い
る
。
介
護
の
こ
と
を
、

で
き
な
く
て
可
哀
想
だ
か
ら
し
て
あ
げ
よ

う
だ
な
ん
て
考
え
た
こ
と
は
な
い
。
間

違
っ
て
も
職
員
が
、
自
己
表
現
を
し
よ
う

と
し
て
い
る
人
の
障
害
に
だ
け
は
な
ら
な

い
で
い
て
欲
し
い
と
強
く
願
う
。
頑
張
り

屋
さ
ん
を
頑
固
な
高
齢
者
と
し
て
見
て
欲

し
く
な
い
。家
族
の
介
護
を
助
け
る
た
め
、

立
ち
上
げ
ら
れ
た
施
設
だ
が
、
施
設
の
目

的
は
利
用
者
の
生
き
る
意
義
を
見
出
し
、

個
々
が
生
き
生
き
と
し
て
最
後
ま
で
生
活

で
き
る
環
境
を
整
え
る
事
が
で
き
た
ら
な

と
考
え
て
い
る
。

　
自
分
の
価
値
観
を
押
し
付
け
た
瞬
間
に

そ
の
人
の
ら
し
さ
は
、
そ
の
人
の
中
に
逃

げ
込
ん
で
し
ま
い
、
表
出
し
な
い
。
そ
の

人
の
奥
に
あ
る
、
ら
し
さ
を
引
き
出
す
。

こ
れ
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
無
い
だ

ろ
う
か
。
安
心
で
き
る
環
境
に
身
を
置
け

ば
自
然
と
取
り
繕
う
必
要
が
無
く
な
る
。

そ
の
人
自
身
が
認
め
ら
れ
た
と
感
じ
た
瞬

間
か
ら
そ
の
人
が
輝
く
。

　
周
り
か
ら
ど
う
思
わ
れ
て
い
よ
う
と
、

生
き
生
き
し
て
い
る
人
は
夢
中
だ
。
生
き

生
き
し
て
い
る
人
の
目
が
大
好
き
で
こ
の

仕
事
を
し
て
い
る
。

　
生
き
生
き
と
生
き
る
こ
と
が
、
最
高
の

一
生
で
あ
る
と
今
は
考
え
て
い
る
。

　
生
き
る
事
は
美
し
い
。

　
一
週
間
程
、
髭
を
伸
ば
し
て
み
た
が
ど

う
も
し
っ
く
り
こ
な
い
。
鏡
に
映
る
自
分

が
汚
ら
し
く
見
え
る
。
叔
母
か
ら
も
、
大

ブ
ー
イ
ン
グ
。「
私
の
前
で
ご
飯
を
食
べ

な
い
で
」と
騒
い
で
い
る
。
菜
月
だ
け
は
、

「
お
じ
さ
ん
み
た
い
で
え
え
や
ん
」と
言
っ

て
く
れ
て
い
る
の
だ
が
、
私
自
身
が
耐
え

き
れ
ず
に
剃
っ
た
。

　
し
か
し
、
道
を
歩
い
て
い
る
と
ど
う
も

髭
が
似
合
う
人
と
す
れ
ち
が
う
。
そ
の
髭

は
丁
寧
に
手
入
れ
さ
れ
、
そ
の
人
の
魅
力

と
な
り
、
静
か
に
そ
こ
に
い
る
。
虫
食
い

葉
が
似
合
う
花
、
ち
ぎ
れ
た
葉
、
奇
形
な

花
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
魅
力
と
さ
え

な
れ
ば
、
あ
る
べ
き
だ
。
む
し
ろ
そ
の
魅

力
を
取
り
除
く
こ
と
で
、
大
き
な
マ
イ
ナ

ス
に
働
く
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
人
に
と
っ

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

　
　
　
　
∧
6
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
材　

梅
う
め
も
ど
き擬

（
黐も
ち
の
木
科
）

　
　
　
　

枯か
れ
ひ
ま
わ
り

向
日
葵
（
菊
科
）

　
　
　
　

糸
菊
３
種
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

ウ
メ
モ
ド
キ
の
赤
い
実
に
、
黒
い
種
を

び
っ
し
り
つ
け
た
大
輪
の
枯
ヒ
マ
ワ
リ
を

合
わ
せ
て
み
た
。
赤
、
ピ
ン
ク
、
白
の
イ

ト
ギ
ク
を
加
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
命
が

輝
き
だ
し
た
。

　

枯
ヒ
マ
ワ
リ
は
か
な
り
重
い
。
重
め
の

剣
山
に
太
い
支
柱
を
立
て
て
お
き
、
そ
れ

に
丈
夫
な
針
金
で
ヒ
マ
ワ
リ
の
茎
を
固
定

し
て
い
る
。

　

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

　

健
一
郎
先
生
が
立
て
た
菊
の
立
花

は
、
少
し
手
直
し
し
な
が
ら
2
週
間
以

上
、
玄
関
を
飾
っ
て
い
ま
す
に
ゃ
。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

　

ス
ト
ー
ブ
に
へ
ば
り
つ
い
て
離
れ
ま

せ
ん
。
み
な
さ
ん
も
あ
た
た
か
く
し
て

て
く
だ
さ
い
に
ゃ
。
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初
冬
の
盛
花
　
　

　
　
　
　
∧
7
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
材　

木ぼ

け瓜
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

水す
い
せ
ん仙

（
彼ひ
が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　
　
　
　

寒か
ん
ぎ
く菊

（
菊
科
）

　

花
器　

陶
水
盤
（
清
水
美
菜
子
作
）

　

ボ
ケ
は
春
の
花
だ
が
秋
に
も
咲
く
。
秋

か
ら
冬
ま
で
花
を
咲
か
せ
る
の
で
寒か

ん

木ぼ

瓜け

と
も
呼
ば
れ
、
冬
に
咲
く
水
仙
と
時
季
が

少
し
重
な
る
。
同
じ
く
「
寒
」
の
つ
く
カ

ン
ギ
ク
と
の
3
種
で
と
り
合
わ
せ
る
と
、

い
か
に
も
初
冬
の
風
情
が
感
じ
ら
れ
る
。

私
の
好
き
な
と
り
合
わ
せ
だ
。

　

で
も
ボ
ケ
も
カ
ン
ギ
ク
も
少
々
値
が
張

る
。
も
う
少
し
く
だ
け
た
感
じ
に
す
る
な

ら
、
ス
イ
セ
ン
に
ア
カ
メ
ヤ
ナ
ギ
と
バ
ラ

の
組
み
あ
わ
せ
も
オ
ス
ス
メ
だ
。

　

ア
カ
メ
ヤ
ナ
ギ
の
枝
分
か
れ
1
本
。

　

ス
イ
セ
ン
2
本
。

　

バ
ラ
1
本
。

　

レ
モ
ン
リ
ー
フ
少
々
。

　

先
日
、
中
学
校
の
い
け
ば
な
体
験
授
業

で
こ
の
と
り
合
わ
せ
で
教
え
た
が
、
バ
ラ

の
葉
を
大
事
に
広
げ
、
ア
カ
メ
ヤ
ナ
ギ
の

赤
い
側
を
自
分
の
方
へ
向
け
、
ス
イ
セ
ン

が
気
持
ち
良
さ
そ
う
な
場
所
を
考
え
な
が

ら
、
皆
素
敵
な
花
を
い
け
て
く
れ
た
。

　

少
な
い
本
数
で
も
組
み
あ
わ
せ
次
第
で

見
応
え
の
あ
る
花
に
な
る
の
だ
な
あ
と
、

し
み
じ
み
と
感
じ
ら
れ
て
、
私
自
身
と
て

も
貴
重
な
体
験
に
な
っ
た
。
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行こ
う
り
や
な
ぎ

李
柳
　
椿つ

ば
き

　
　
　
　
仙
溪

　

花
型　

生
花
二
種
挿　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

行
李
柳
（
柳
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　

花
器　

煤
竹
竹
筒

　

明
治
時
代
以
降
、
箪た

ん

笥す

が
普
及
す
る
ま

で
は
、
行こ

う

李り

（
籠
の
箱
）
に
服
や
物
を
収

納
し
て
い
た
。
行
李
の
材
料
と
し
て
柳
が

使
わ
れ
た
が
、
柳
細
工
は
２
千
年
前
に
新し

羅ら
ぎ

か
ら
伝
わ
っ
た
そ
う
だ
。

　

奈
良
正
倉
院
御
物
の
中
に
も
「
但
馬
国

産
柳
箱
」
が
あ
る
。
但
馬
国
の
コ
リ
ヤ
ナ

ギ
（
杞
柳
）
で
編
ま
れ
た
杞き

柳
り
ゅ
う

細
工
が

広
ま
っ
て
、
様
々
な
行
李
が
つ
く
ら
れ
利

用
さ
れ
て
、
コ
リ
ヤ
ナ
ギ
は
コ
ウ
リ
ヤ
ナ

ギ
（
行
李
柳
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　

柳
行
李
は
現
在
も
豊
岡
で
つ
く
ら
れ
て

い
る
。
節
の
な
い
細
く
長
い
枝
に
す
る
た

め
に
頻
繁
に
脇
芽
を
摘
ん
で
育
て
、
初
冬

に
刈
り
取
り
、
足
元
に
水
を
絶
や
さ
ず
冬

ご
も
り
を
終
え
た
も
の
が
、
晩
春
に
皮
を

む
か
れ
て
や
っ
と
細
工
の
素
材
に
な
る
。

　

行
李
柳
は
撓た

め
や
す
い
。
い
け
て
い
て

細
工
に
適
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

柳行李　

出典：http://ei4web.yz.yamagata-u.ac.jp/
mogamigawa/life/yanagigouri.html
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万
年
青
の
生
花
　  

仙
溪

　
万
年
青
（
百
合
科
）

　

常
緑
多
年
草
。
東
海
道
以
西
の
暖
地
の

山
地
の
林
下
に
生
え
る
。

　
「
都

み
や
こ
の
じ
ょ
う

城
（
都
尉
）」
は
大
型
の
葉
に
白

い
覆
輪
の
あ
る
品
種
で
、
江
戸
時
代
か
ら

知
ら
れ
る
薩
摩
お
も
と
の
代
表
品
種
。

　

常
緑
の
葉
と
初
冬
か
ら
赤
く
色
づ
く
実

を
大
切
に
扱
い
上
品
な
姿
に
い
け
る
。

　

実
の
茎
に
添
え
木
を
し
て
お
く
と
長
く

楽
し
め
る
。

九
葉
一
果

十
三
葉
一
果

十
五
葉
二
果

真
内
副
（
露
受
葉
）

立
葉

見
越

副

胴

地
摺
葉
（
親
葉
）

風
囲
い

控

実
囲
い

返
し
葉
（
露
受
葉
）

立
葉

留
（
流
し
葉
）

総
囲
（
風
囲
い
）

真
立
葉

見
越

副

胴
（
露
受
葉
）

風
囲
い

控
（
実
囲
い
）

留
（
流
し
葉
）

総
囲

真
（
露
受
葉
）

立
葉

見
越

副

胴
（
風
囲
い
）

親
葉

控 実
囲
い

中
葉

留
（
流
し
葉
）

総
囲

実
囲
い
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壁
画
に
描
か
れ
た
ハ
ス
と
瓶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
溪

　

仏
教
誕
生
以
前
よ
り
、
古
代
イ
ン
ド

で
は
ハ
ス
を
生
命
そ
の
も
の
の
象
徴
と

し
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
や
、
強
い
生

命
力
を
持
つ
聖
樹
に
対
す
る
信
仰
心
が

あ
っ
た
こ
と
を
、
前
号
ま
で
見
て
来
た
。

　

で
は
、
古
代
イ
ン
ド
で
の
ハ
ス
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
仏
教
が
伝
わ
る
中

で
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
だ

ろ
う
。

　

ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
話
で
も
、
ビ
シ
ュ

ヌ
神
の
臍へ

そ

か
ら
生
じ
た
蓮
華
の
上
に
ブ

ラ
フ
マ
ー
が
す
わ
っ
て
宇
宙
を
創
造
し

た
話
が
あ
る
が
、
水
か
ら
生
ま
れ
る
ハ

ス
に
、
無
か
ら
出
現
す
る
世
界
、
宇
宙

を
重
ね
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

何
か
が
ハ
ス
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
は
仏
教
の
経
典
に
も
様
々
な

形
で
引
き
継
が
れ
、ま
た
新
た
な
イ
メ
ー

ジ
も
加
わ
っ
て
行
く
こ
と
と
な
る
の
だ

が
、
詳
し
い
こ
と
は
一
旦
置
い
て
お
き
、

ま
ず
中
国
の
西
の
玄
関
口
、
敦と

ん

煌こ
う

ほ
か

の
壁
画
か
ら
、
い
け
ば
な
の
観
点
で
見

て
絵
の
中
の
ハ
ス
の
気
に
な
る
も
の
を

い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　

大
乗
仏
教
に
お
い
て
出
家
者
の
大
切

な
持
ち
物
の
一
つ
に
水す

い

瓶び
ょ
うが

あ
る
。
菩ぼ

薩さ
つ

が
よ
く
手
に
持
っ
て
い
る
の
も
水
瓶

で
、
修
行
中
で
あ
る
菩
薩
が
持
っ
て
い

る
の
は
頷
け
る
。
図
①
は
菩
薩
が
右
手

に
持
っ
た
水す

い

瓶び
ょ
うに

花
が
挿
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
水
瓶
は
浄

じ
ょ
う

水す
い

や
香こ

う

水ず
い

を
入
れ
る
容
器
な
の
で
、
悪
い
物
が

入
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
花
で
口
に
蓋ふ

た

を

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
（
図
②
）。

は
た
し
て
図
①
の
花
も
蓋
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
花
を
挿
し
た
よ
う
に
見
え
る

ガ
ラ
ス
の
器
を
持
つ
菩
薩
の
絵
（
図
③

④
）
も
あ
る
が
、
古
代
イ
ン
ド
で
は
生

命
の
源
と
し
て
の
水
を
壺
で
表
現
し
、

そ
こ
か
ら
ハ
ス
が
生
ま
れ
出
る
図
像

（
満ま

ん

瓶び
ょ
うと

呼
ば
れ
る
）
も
あ
っ
た
の
で
、

循
環
す
る
生
命
そ
の
も
の
を
表
現
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
ガ
ラ
ス

の
器
と
花
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ

ろ
う
。

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

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

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

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

窟
壁
画
。
中

唐
（766

～835

年
）。

出
展
：https://kknew

s.cc/culture/5bp4e8l.htm
l

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

①

②

③

④
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鹿ろ
く

王お
う

院い
ん

令
和
襖
ふ
す
ま

絵え

五
十
六
面

落
成
記
念
拝
観

　

会
期　

10
月
30
日
㈮
～
11
月
14
日
㈯

　

会
場　

鹿
王
院

　
　

嵐
電
「
鹿
王
院
駅
」
徒
歩
４
分

　

襖
絵
制
作　

藤
井
隆
也

　

テ
キ
ス
トN

o.651

で
も
ご
紹
介
し

た
藤
井
氏
が
56
面
の
襖
絵
を
描
か
れ
た

の
を
見
せ
て
頂
い
た
。

　

鹿
王
院
は
足
利
義
満
ゆ
か
り
の
寺

で
、
舎
利
殿
に
は
源
実
朝
が
宋
か
ら
将

来
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
仏ぶ

つ

牙げ

舎し
ゃ

利り

を
奉

安
す
る
。

　

襖
に
は
藤
井
さ
ん
が
ド
イ
ツ
か
ら
持

ち
帰
っ
た
ナ
ラ
（
楢
）
の
葉
が
一
枚
ず

つ
描
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
そ
れ
ぞ

れ
の
葉
の
命
の
気
配
が
あ
っ
た
。
居
な

が
ら
に
し
て
森
を
感
じ
る
不
思
議
な
体

験
で
あ
っ
た
。

　

今
後
も
襖
絵
は
見
ら
れ
る
そ
う
な
の

で
、
是
非
訪
れ
て
み
て
ほ
し
い
。

「
私
は
56
枚
の
オ
ー
ク
（
ナ
ラ
）
の
落

ち
葉
を
写
し
た
。
そ
の
葉
脈
を
見
れ

る
限
り
注
視
し
た
。
か
つ
て
水
や
養

分
の
通
路
で
あ
っ
た
生
命
活
動
の
証

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
１
枚
１
枚
の
落

ち
葉
を
通
じ
て
行
っ
た
命
と
の
対
話

だ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
地
で
私
と
出
会

い
、
遠
く
日
本
の
鹿
王
院
ま
で
運
ば

れ
た
56
枚
の
落
ち
葉
た
ち
は
、
稀
有

な
運
命
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。」
藤
井
隆
也　

　
（
鹿
王
院
令
和
襖
絵
56
面
落
成
記
念

拝
観
カ
タ
ロ
グ
よ
り
）

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

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

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

ア
メ
リ
カ
ハ
ナ
ノ
キ
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
櫻
子

　

花
材　

ア
メ
リ
カ
ハ
ナ
ノ
キ
（
楓
か
え
で

科
）

　
　
　
　

月
桃
の
実
（
生し
ょ
う
が姜

科
）

　
　
　
　

ダ
リ
ア
（
菊
科
）

　

花
器　

銅
打
ち
出
し
壺

　

花
屋
さ
ん
の
庭
で
紅
葉
し
た
ア
メ
リ
カ

ハ
ナ
ノ
キ
を
切
っ
て
も
ら
っ
た
。
ア
メ

リ
カ
北
部
～
カ
ナ
ダ
に
分
布
す
る
落
葉
高

木
。
公
園
や
街
路
に
植
栽
さ
れ
て
い
る
。

別
名
ア
カ
カ
エ
デ
、ベ
ニ
カ
エ
デ
。
早
春
、

葉
よ
り
も
先
に
紅
色
の
花
が
咲
き
、
秋
に

美
し
く
紅
葉
す
る
。

　

赤
い
実
と
花
を
合
わ
せ
て
銅
の
器
に
い

け
た
。

アメリカハナノキの花・葉・実

出展：http://www.forest-akita.jp/data/2017-
jumoku/133-amerikahana/amerikahana.html
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