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二
〇
二
三
年

令
和
五
年

癸
卯
（
み
ず
の
と
　
う
）

　

二
〇
二
三
年
は
卯う

年ど
し

。
干え

支と

の

「
癸み

ず
の
と
う卯」
に
あ
た
る
。

　
「
癸
」
は
10
段
階
の
最
後
。
次
の
生

命
を
育
む
準
備
が
完
了
し
た
状
態
。
水

の
弟
と
は
陰
陽
五
行
説
の
「
水
の
陰
」

の
こ
と
で
小
寒
、
閑
静
、
渋
滞
を
表
す
。

　
「
卯
」
は
12
段
階
の
4
番
目
。
草
木

が
地
面
を
お
お
う
状
態
。
陰
陽
五
行
説

で
は
「
木
の
陰
」
に
あ
た
り
、
控
え
め

に
成
長
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　
「
癸
」
と
「
卯
」
は
「
水す

い

生し
ょ
う

木ぼ
く

」
と

い
う
水
が
木
を
育
む
「
相そ

う

生じ
ょ
う」
の
組
み

あ
わ
せ
な
の
で
、
寒
さ
が
緩
ん
で
萌
芽

を
促
す
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
納な

っ

音ち
ん

」
と
い
う
物
差
に
よ
る
と
「
癸

卯
」
は
昨
年
の
「
壬

み
ず
の
え

寅と
ら

」
と
同
じ
「
金

箔
金
」で
、鍛
錬
す
れ
ば
も
と
も
と
持
っ

て
い
る
金
の
資
質
が
磨
か
れ
て
力
を
発

揮
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

京
都
で
は
中
学
校
い
け
ば
な
体
験
教

室
が
全
校
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
生
徒
達
が
花
を
大
切
に
い
け
て
い

る
姿
を
見
る
と
、
い
け
ば
な
が
持
っ
て

い
る
本
来
の
力
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　

花
の
い
の
ち
が
人
の
資
質
を
磨
く
。

謹賀新年
皆様のご健康とご多幸をお祈り致します
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白
文
字
　
　
∧
2
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
材　

白
文
字（
楠
科
）  

水
仙（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

ア
ス
タ
ー
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

シ
ロ
モ
ジ
は
ハ
タ
ウ
コ
ン
と
も
呼
ば
れ
花

は
ア
オ
モ
ジ
や
ク
ロ
モ
ジ
に
似
る
。
枝
は
と

て
も
硬
い
た
め
器
の
外
で
剣
山
に
と
め
て
か

ら
い
け
た
。
ア
ス
タ
ー
は
別
名
エ
ゾ
ギ
ク
。

赤
花
の
品
種
は
水
仙
に
よ
く
似
合
う
。

バ
ラ
の
実
と
薔
薇

　
　
　
　
　
∧
3
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

花
材　

薔ば

ら薇
の
実
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

薔
薇
数
種
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

バ
ラ
園
か
ら
届
い
た
バ
ラ
は
つ
る
性
の
も

の
が
多
い
。
バ
ラ
の
実
に
か
ら
ま
せ
な
が
ら

少
し
こ
ち
ら
を
向
い
て
微
笑
ん
で
く
れ
て
い

る
様
だ
。
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寒
椿
　
　
　
　
　
　
仙
溪

　

先
月
か
ら
家
族
が
一
人
増
え
た
。

名
前
は
「
柊

し
ゅ
う

介す
け

」
と
つ
け
ら
れ
た
。

良
い
名
だ
。
ヒ
イ
ラ
ギ
の
白
い
小
さ

な
花
は
秋
の
庭
に
甘
い
香
り
で
そ
の

存
在
を
知
ら
せ
て
く
れ
て
い
た
。
そ

の
香
り
は
彼
の
誕
生
を
心
待
ち
に
し

た
日
々
と
重
な
る
。

　

中
庭
の
ヒ
イ
ラ
ギ
の
横
で
、
紅
白

の
カ
ン
ツ
バ
キ
が
彼
の
誕
生
を
祝
っ

て
く
れ
て
い
る
。

　

11
月
中
頃
か
ら
1
月
に
か
け
て
、

中
庭
に
咲
く
紅
白
の
カ
ン
ツ
バ
キ
。

秋
か
ら
咲
い
て
花
び
ら
が
1
枚
ず
つ

散
る
の
で
サ
ザ
ン
カ
と
呼
ぶ
こ
と
も

で
き
る
が
、
本
来
の
名
前
は
サ
ザ
ン

カ
と
ツ
バ
キ
の
交
雑
種
で
あ
る
カ
ン

ツ
バ
キ
「
シ
シ
ガ
シ
ラ
」
で
あ
る
。

　

獅
子
頭
は
獅
子
舞
の
獅
子
の
頭
の

こ
と
で
邪
気
を
追
い
払
う
力
が
あ
る

と
さ
れ
る
。
柊
介
ち
ゃ
ん
の
す
こ
や

か
な
成
長
を
願
う
。
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寒
椿
の
生
花 

2
作  

仙
溪

　

花
型　

草
型　

留
流
し
（
４
頁
）

　
　
　
　

草
型　

副
流
し
（
５
頁
）

　

花
材　

寒
椿
（
椿
科
）

　

花
器　

銅
花
瓶
（
４
、
5
頁
）

　

赤
花
の
カ
ン
ツ
バ
キ
（
も
し
く
は

タ
チ
カ
ン
ツ
バ
キ
）
の
大
き
な
枝
を

数
本
買
っ
て
生
花
を
２
作
い
け
た
。

赤
茶
け
た
葉
色
が
季
節
を
感
じ
さ
せ

る
。
５
頁
の
「
副
流
し
」
は
苔
の
付

い
た
太
い
幹
で
景
色
を
つ
く
っ
た
。

４
頁
の
「
留
流
し
」
は
長
い
横
枝
を

留
に
生
か
し
、
庭
の
白
花
カ
ン
ツ
バ

キ
を
切
っ
て
留
の
沈
み
と
控
に
加
え

て
い
る
。

　

色
と
形
の
違
う
銅
器
に
い
け
た

が
、
ど
ち
ら
も
安
定
が
良
く
又
配
り

が
し
っ
か
り
か
け
ら
れ
て
い
け
や
す

い
。
と
て
も
重
宝
し
て
い
る
。

横
か
ら
見
た
奥
行
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白
玉
椿
の
生
花

　
　
∧
6
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

花
型　

行
型

　

花
材　

白
玉
椿
（
椿
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

11
月
に
テ
キ
ス
ト
を
創
刊
か
ら
今

ま
で
も
う
一
度
読
み
直
し
た
。
白
玉

椿
は
曽
祖
父
の
お
気
に
入
り
の
花

だ
っ
た
そ
う
で
、
そ
れ
は
文
章
、
写

真
か
ら
十
分
に
伝
わ
る
。
白
玉
椿
の

品
や
、
奥
深
さ
に
魅
了
さ
れ
て
い
た

の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
曽

祖
父
の
白
玉
椿
の
生
花
は
他
の
生
花

と
比
べ
て
も
特
別
な
雰
囲
気
を
醸
し

て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

　

私
も
白
玉
椿
の
生
花
を
生
け
て
写

真
に
撮
っ
て
も
ら
っ
た
。

　

孫
で
あ
る
私
の
母
は
、
そ
ん
な
祖

父
が
椿
を
生
け
る
時
の
モ
ノ
マ
ネ
を

よ
く
し
て
い
た
ら
し
く
、
40
年
ぶ
り

に
私
に
も
そ
の
姿
を
見
せ
て
く
れ

た
。
椿
を
撓た

め
る
と
き
に
唇
を
尖
ら

せ
る
ら
し
い
。
そ
ん
な
昔
話
を
し
な

が
ら
、
再
び
私
は
母
親
と
一
緒
に
白

玉
椿
の
生
花
を
生
け
て
楽
し
ん
で
い

た
。
先
祖
か
ら
脈
々
と
受
け
継
が
れ

る
伝
統
と
も
言
う
バ
ト
ン
の
一
部
を

預
か
っ
た
気
が
し
て
い
る
。
焦
ら
ず

ゆ
っ
く
り
と
お
花
を
味
わ
っ
て
い
き

た
い
。



7

柊
南
天
胴
の
立
花

　
　
∧
7
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

花
型　

除の
き
し
ん真

立
花

　

花
材　

白
玉
椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

若
松
（
松
科
）

　
　
　
　

寒
桜
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

柊
ひ
い
ら
ぎ
な
ん
て
ん

南
天
（
目
木
科
）

　
　
　
　

伊
吹
（
檜
科
）

　
　
　
　

寒
桜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

肥
後
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

流
祖
の
立
花
の
中
に
は
「
古
人
も

挿
し
も
ら
し
た
る
花
形
」
と
し
て
新

た
に
立
て
た
挑
戦
的
な
も
の
が
い
く

つ
か
あ
る
。「
南
天
胴
」
も
そ
の
一

つ
だ
。
そ
こ
か
ら
着
想
を
得
て
は
い

る
が
、
自
分
な
り
に
草
木
の
赴
く
ま

ま
立
て
て
み
た
。

　

他
の
役
枝
に
柊
南
天
を
配
し
て
も

と
は
思
う
が
な
か
な
か
請
な
ど
に
あ

う
も
の
は
な
い
。

　

常
緑
の
植
物
中
心
に
と
り
あ
わ

せ
、
柊
南
天
の
葉
の
色
を
生
か
そ
う

と
し
た
。



1 2
月
の
薔
薇
と
若
松

　
　
∧
表
紙
の
花
∨
　
櫻
子

　

花
材　

若
松
の
脇
枝
（
松
科
）

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

オ
ン
シ
ジ
ウ
ム
（
蘭
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
ト
ル
コ
）

　

京
都
お
く
だ
バ
ラ
園
か
ら
は
冬
に

も
い
ろ
ん
な
バ
ラ
が
届
け
ら
れ
た
。

返
り
咲
き
や
四
季
咲
き
の
バ
ラ
。
見

事
な
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
香
り
の

よ
い
赤
バ
ラ
に
は
1
本
の
茎
に
4
〜

5
輪
も
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
て
い
る

の
に
、
し
な
や
か
で
折
れ
る
事
は
な

い
。
ク
リ
ス
マ
ス
か
ら
新
年
に
か
け

て
華
や
か
に
エ
レ
ガ
ン
ト
に
咲
い
て

く
れ
た
。

カンツバキとメイちゃん。　　　家元とレモン師匠。お花拝見！
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立
華
時
勢
粧
を
読
む

　

仙
溪

　

立
華
時
勢
粧
の
立
花
秘
傳
抄
に
は
和

歌
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
て
花
の
異
名
※

を
知
る
事
が
出
来
る
。
松
、
竹
、
梅
で

流
祖
が
選
ん
だ
歌
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

松
　

蔵
玉
集

大
内
や
百は
く
し
き敷

山
の
初は

つ
よ
ぐ
さ

代
草
※
い
く
と

し
人
の
な
れ
て
そ
ゆ
ら
ん

　

同
春
の
野
や
雪
げ
の
沢
の
延ひ
き
ま
ぐ
さ

喜
草
※
花

咲
き
に
け
り
雪
に
お
わ
れ
て

神
山
の
ふ
も
と
に
植
え
る
千ち

世よ

見み

草ぐ
さ

※
う
え
お
き
て
こ
そ
御み

つ
ぎ
も
の

調
物
な
れ

竹
　

通
用
の
證
歌

木
に
も
あ
ら
ず
草
に
も
あ
ら
ぬ
竹
の

よ
の
は
し
に
我
が
身
は
成
り
ぬ
べ
き

な
り

古
歌秋

風
は
ま
ど
な
る
竹
に
か
よ
ふ
な
り

河か
わ
た
ま
ぐ
さ

玉
草
※
を
な
に
と
い
ふ
べ
き

月
に
き
く
夕ゆ

う
た
ま
ぐ
さ

玉
草
※
の
秋
風
に
音
は

い
つ
頃
寝
覚
め
と
は
ま
し

梅
古
歌万

代
に
咲
る
な
か
に
も
初は
つ
な
ぐ
さ

名
草
※
春

を
ま
た
で
や
花
を
見
る
ら
ん

深
山
に
は
見
雪
ふ
る
ら
し
難
波
人
浦

風
し
ほ
る
香か
ば
え
ぐ
さ

栄
草
※
か
な

山
里
の
軒
端
に
さ
け
る
風か

ざ
み
ぐ
さ

見
草
※
色

を
も
香
を
も
誰
見
は
や
さ
ん

　
「
蔵ぞ
う

玉ぎ
ょ
く

集し
ゅ
う」と
は
室
町
時
代
の
歌
学
書
で
、

草
木
・
鳥
獣
・
十
二
月
の
異
名
な
ど
を
詠
ん

だ
歌
を
集
め
て
解
説
を
加
え
た
も
の
。
連
歌

の
参
考
辞
書
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
前
に

は
「
莫ば
く

伝で
ん

抄し
ょ
う」

が
あ
っ
た
。

　
「
蔵
玉
集
」
は
二
条
良よ
し

基も
と

（1320

〜

1388

）
が
、「
莫
伝
抄
」
は
源
み
な
も
と
の
と
し
よ
り

俊
頼
（1055

〜1129

）
が
ま
と
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

源
俊
頼
は
平
安
時
代
後
期
の
貴
族
、
歌
人

で
、
歌
論
書
「
俊
頼
髄ず
い
の
う脳
」
は
の
ち
の
歌
人

に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

二
条
良
基
は
南
北
朝
時
代
の
公
家
、歌
人
、

連
歌
の
大
成
者
と
さ
れ
て
い
る
。

連れ
ん
が歌

と
は
日
本
古
来
に
普
及
し
た
伝
統
的

な
詩
形
の
一
種
で
、
短
歌
の
上か
み

の
句
（
前ま
え

句く

）
5
・
7
・
5
に
別
の
人
が
下し
も

の
句
（
付つ
け

句く

）
7
・
7
を
即
興
的
に
詠
ん
で
完
成
さ
せ

る
短
連
歌
と
、
発ほ
っ

句く

5
・
7
・
5
と
脇わ
き

句く

7
・
7
を
交
互
に
複
数
人
で
詠
み
連
ね
て
い

く
長
連
歌
が
あ
る
。

　

先
日
、
南
座
で
の
顔
見
世
歌
舞
伎
興
行
に

片
岡
仁
左
衛
門
さ
ん
が
出
演
さ
れ
た
の
で
見

に
行
っ
た
が
、
仁
左
衛
門
演
じ
る
元
平ひ
ら

戸ど

藩

主
、
松ま
つ

浦う
ら

鎮し
げ

信の
ぶ

侯
は
連
歌
が
好
き
で
、
歌
の

師
匠
・
宝
井
其き

角か
く

を
屋
敷
に
呼
ん
で
家
臣
と

連
歌
の
勉
強
会
の
よ
う
な
も
の
を
す
る
場
面

が
あ
っ
た
。

64

　

時
は
元
禄
15
年
12
月
14
日
、
赤あ
こ
う
ろ
う
し

穂
浪
士
に

よ
る
吉き
ら
て
い

良
亭
討
ち
入
り
の
日
の
設
定
。
松
浦

侯
は
赤
穂
浪
士
が
仇あ
だ
う討

ち
す
る
様
子
も
無
く

1
年
が
経
つ
不
甲
斐
な
さ
に
苛
立
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、
其
角
か
ら
赤
穂
浪
士
と
の
昨
日
の

風
流
な
や
り
と
り
を
聞
き
、
ち
ょ
う
ど
そ
の

時
聞
こ
え
て
き
た
陣
太
鼓
の
打
ち
方
か
ら
討

ち
入
り
を
悟
り
、
自
分
も
助
太
刀
に
向
か
お

う
と
す
る
。
松
浦
侯
の
喜
怒
哀
楽
の
表
情
に

ど
っ
と
場
内
が
沸
い
て
い
た
。

　

こ
の
歌
舞
伎
の
鍵
と
な
る
の
が
連
歌
と
陣

太
鼓
だ
。
前
日
に
赤
穂
浪
士
の
一
人
、
大
高

源
吾
が
其
角
と
の
会
話
の
中
で
、

「
年
の
瀬
や　

川
の
流
れ
と　

人
の
身
は
」

と
其
角
が
言
っ
た
あ
と
を
受
け
て

「
明
日
待
た
る
る　

そ
の
宝
船
」

と
源
吾
が
返
し
た
こ
と
を
聞
い
た
松
浦
侯
。

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
思
案
し
て
い
た
と

こ
ろ
に
聞
こ
え
て
き
た
陣
太
鼓
。「
バ
ン
、

ド
ン
ド
ン
ド
ン
ド
ン
ド
ン
ド
ン
」
そ
れ
は
ま

さ
に
自
分
が
学
ん
だ
山や
ま

鹿が

流り
ゅ
うの

太
鼓
で
あ

り
、
同
門
に
大
石
内
蔵
助
が
い
た
こ
と
を
思

い
出
す
。
そ
し
て
打
ち
手
は
内
蔵
助
と
確
信

し
狂
喜
す
る
。

　

話
が
立
花
時
勢
粧
か
ら
逸
れ
た
が
、
冨
春

軒
が
花
材
解
説
に
選
ん
だ
歌
に
「
蔵
玉
集
」

と
い
う
連
歌
の
辞
書
か
ら
の
引
用
が
あ
る
の

は
、
自
ら
も
連
歌
を
嗜た
し
なん
で
い
た
の
だ
と
思

う
。
前
句
に
対
し
即
興
で
機
知
に
富
ん
だ
付

句
を
詠
む
の
は
、
個
性
あ
る
枝
や
花
を
自
在

に
合
わ
せ
て
立
て
る
立
花
と
似
て
い
る
。
ど

ち
ら
も
そ
の
時
代
の
風
流
な
の
だ
。

歌
舞
伎
「
松
浦
の
太
鼓
」
の
一
場
面　
　

出
典
：
こ
ん
ぴ
ら
歌
舞
伎
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
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南
天
の
立
花

　
　
　
∧
4
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
型　

除の
き
し
ん真

立
花

　

花
材　

南
天
（
目め

ぎ木
科
）

　
　
　
　

若
松
（
松
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

躑つ
つ
じ躅

（
躑
躅
科
）

　
　
　
　

水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

寒
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

枇び

わ杷
（
薔ば

ら薇
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

先
月
号
の
立
花
図
に
刺
激
を
受
け

て
、南
天
と
若
松
の
対
比
を
試
み
た
。

　

胴
に
南
天
を
使
わ
な
か
っ
た
の
で

見
越
の
若
松
が
目
立
っ
て
感
じ
る

が
、
新
春
ら
し
い
立
花
と
な
っ
た
。

庭
の
侘
助
椿
が
い
い
味
を
出
し
て
く

れ
て
い
る
。

　

立
花
時
勢
粧
の
絵
図
を
何
度
も
見

比
べ
て
い
る
と
、
立
て
た
人
の
力
量

に
違
い
が
あ
る
の
が
わ
か
る
。

　

流
祖
の
花
は
自
然
の
妙
を
味
わ
い

尽
く
し
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
そ
し

て
個
性
的
な
そ
れ
ら
の
枝
や
花
が
つ

く
る
世
界
感
が
凄
い
。
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る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
松
竹
梅
を

一
瓶
に
立
て
る
こ
と
も
さ
れ
た
が
、

他
の
草
木
を
ま
じ
え
ず
松
竹
梅
だ

け
で
立
て
る
こ
と
は
古
人
も
指
し

も
ら
し
た
花
形
で
、
真
の
松
竹
梅

と
呼
ぶ
べ
き
か
、
と
書
い
て
い
る
。

　

松
竹
梅
そ
れ
ぞ
れ
に
老
若
の
対

比
が
あ
り
、
変
化
の
あ
る
竹
と
共

花
伝
書
を
見
る

立り
っ
か花　

松ま
つ
の
き
し
ん

除
真

「
松
竹
梅
」

冨
春
軒

老
松　
若
松　

竹　
枯
竹　
熊
笹

紅
梅　
白
梅　
苔
梅

（
立
花
時
勢
粧
・
下
）

　

古
来
よ
り
祝
言
の
花
と
し
て
松
、

竹
、
梅
を
真
に
し
た
三
瓶
を
並
べ

に
力
強
い
生
命
を
感
じ
る
。

　

若
松
の
真
の
勢
い
に
、
未
来
へ

の
願
い
が
託
さ
れ
て
い
る
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
715
号

　
2023
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

良
い
季
節
　
　
　
　
健
一
郎

　

花
型　

草そ
う

型　

留
流
し

　

花
材　

寒
桜
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

薮
椿
（
椿
科
）

　

花
器　

銅
薄う

す
ば
た端

　

季
節
を
生
け
る
こ
と
、
味
わ
う
こ

と
が
一
番
の
贅
沢
で
あ
る
と
思
っ
て

い
る
。
出
産
を
目
前
に
妻
は
毎
日
御

所
を
最
低
一
万
歩
以
上
歩
い
た
。
私

が
お
供
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ

た
。「
あ
そ
こ
め
っ
ち
ゃ
赤
い
！
」「
あ

そ
こ
め
っ
ち
ゃ
黄
色
い
！
」
と
楓
や

紅
葉
の
葉
を
目
指
し
て
歩
い
て
い

た
。
銀
杏
の
大
木
は
少
し
づ
つ
色
を

濃
く
し
て
い
き
、
ゆ
っ
く
り
と
葉
を

落
と
し
て
い
く
。
一
週
間
以
上
も
通

い
詰
め
る
と
そ
の
様
子
が
良
く
わ
か

る
。

　

落
ち
葉
を
蹴
飛
ば
し
な
が
ら
、
寝

転
び
な
が
ら
、
木
に
ぶ
ら
下
が
り
、

登
り
な
が
ら
歩
い
て
い
く
。
一
つ
一

つ
を
味
わ
い
な
が
ら
歩
い
て
い
く
。

妻
は
そ
れ
を
笑
い
な
が
ら
写
真
に
収

め
た
り
、
落
ち
葉
を
集
め
て
き
て
く

れ
る
。
26
歳
児
の
世
話
は
手
が
か
か

る
そ
う
で
あ
る
。
遊
び
疲
れ
帰
路
に

つ
く
と
、
一
本
の
桜
と
出
会
っ
た
。

静
か
に
強
く
咲
い
て
い
た
。
足
を
止

め
寝
転
ぶ
。
こ
れ
で
し
ば
ら
く
は
二

人
き
り
で
の
行
楽
は
休
止
に
な
ろ

う
。
こ
れ
か
ら
は
柊
介
と
三
人
で
季

節
と
の
豊
か
な
出
会
い
を
味
わ
っ
て

い
き
た
い
。



2 月号

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

No. 716

２０２３ 年



2

い
ち
ご
狩
り

　
　  

∧
2
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

花
材　

冬
苺
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

雪
柳
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

備
前
焼
花
器

　

妻
の
菜
月
と
よ
く
い
ち
ご
狩
り
に

出
か
け
た
。
3
年
前
に
は
そ
の
思
い

出
を
生
け
た
花
遊
び
を
し
た
事
も

あ
っ
た
。
幼
い
頃
よ
り
い
ち
ご
が
好

き
で
、
親
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
ず
、

い
ま
だ
に
2
人
で
苺
を
取
り
合
っ
て

い
る
。

　

山
に
出
か
け
る
と
菜
月
は
よ
く
、

蛇へ
び
い
ち
ご
苺
、
木き

い
ち
ご苺
、
冬ふ

ゆ
い
ち
ご苺な
ど
を
見
つ
け

る
。
僕
が
肩
車
し
て
な
ん
と
か
も
ぎ

取
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

冬
苺
は
他
の
苺
と
比
較
し
て
早
く

結
実
す
る
。
少
し
早
く
に
咲
い
た
雪

柳
と
取
り
合
わ
せ
た
。見
て
楽
し
み
、

食
べ
て
、
生
け
て
楽
し
む
。

花
の
出
逢
い
と

　
そ
の
バ
ラ
ン
ス

　
　
　  

∧
表
紙
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
材　

シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
（
蘭
科
）

　
　
　
　

葉
牡
丹
（
油
菜
科
）

　

花
器　

フ
ラ
ン
ス
製
陶
鉢

　

い
け
ば
な
の
良
し
悪
し
は
、
花
が

い
か
に
生
き
生
き
し
て
い
る
か
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
の
よ
う
に

見
え
る
た
め
に
は
個
々
の
花
を
生
か

す
技
術
を
磨
く
一
方
で
、
花
た
ち
に

そ
の
内
な
る
魅
力
を
発
揮
さ
せ
る
た

め
の
出
逢
い
を
工
夫
す
る
こ
と
が
鍵

と
な
る
。

　

飴
色
の
シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
に
白
い
ハ

ボ
タ
ン
を
組
み
あ
わ
せ
て
緑
色
の
鉢

に
い
け
る
と
、
花
た
ち
が
勢
い
よ
く

輝
き
だ
し
た
。

　

こ
こ
に
別
の
花
を
加
え
る
必
要
は

な
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
量
も
丁
度

い
い
バ
ラ
ン
ス
だ
。

　

暫
く
し
て
ハ
ボ
タ
ン
が
大
き
く

な
っ
た
ら
、
シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
の
葉
を

足
す
と
い
い
。
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蘭
の
実

　
　     

∧
3
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

花
材　

熨の
し
ら
ん

斗
蘭
（
蘭
科
）

　
　
　
　

喇ら
っ
ぱ
す
い
せ
ん

叭
水
仙
（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　
　
　
　

ス
イ
ー
ト
ピ
ー
（
豆
科
）

　

花
器　

ド
イ
ツ
製
ガ
ラ
ス
花
器

　

珍
し
い
蘭
の
実
を
葉
と
と
も
に
い

た
だ
い
た
。
ノ
シ
ラ
ン
だ
と
思
う
。

ノ
シ
ラ
ン
は
キ
ジ
カ
ク
シ
科
ジ
ャ
ノ

ヒ
ゲ
属
の
多
年
草
で
暖
地
に
分
布
す

る
。
ジ
ャ
ノ
ヒ
ゲ
と
同
じ
く
庭
の
下

草
に
さ
れ
る
そ
う
だ
。
緑
色
の
実
は

濃
い
青
色
に
熟
す
。

　

球
根
の
ま
ま
売
ら
れ
て
い
た
可
愛

い
ラ
ッ
パ
ス
イ
セ
ン
に
は
「
テ
タ

テ
ー
ト
」
と
い
う
名
前
が
つ
い
て
い

た
。
フ
ラ
ン
ス
語  tête à tête

（
頭

と
頭
）
は
頭
を
寄
せ
あ
っ
て
な
い

し
ょ
話
を
す
る
こ
と
を
言
う
。

　

蘭
の
実
に
合
わ
せ
て
小
さ
く
い
け

る
と
、
話
し
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う

だ
。
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啓け
い
お
う
ざ
く
ら

翁
桜
の
生
花

　     

　
∧
4
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
型　

生
花　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

啓
翁
桜
（
薔ば

ら薇
科
）

　

花
器　

煤す
す
だ
け竹

竹
筒

　

ケ
イ
オ
ウ
ザ
ク
ラ
は
固
い
蕾
で
い

け
て
も
必
ず
咲
い
て
く
れ
る
。
比
較

的
撓た

め
や
す
い
の
で
生
花
で
い
け
る

こ
と
も
多
い
。
逞
し
く
、頼
も
し
い
、

と
て
も
有
難
い
存
在
だ
。

　

と
は
い
え
、
撓
め
る
時
は
「
花
が

咲
き
ま
す
よ
う
に
」
と
祈
る
気
持
ち

が
大
事
だ
。
花
が
咲
い
て
こ
そ
の
い

け
ば
な
で
あ
る
。

啓
翁
桜
の
立
花

　     

　
∧
5
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
型　

除
真
立
花

　

花
材　

啓
翁
桜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

伊
吹
（
檜
科
）

　
　
　
　

金き
ん
ぱ
こ
で
ま
り

葉
小
手
毬
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

満
作
（
満
作
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）



5

　
　
　
　

都
忘
れ
（
菊
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

鳴な
る
こ
ゆ
り

子
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

銅
立
花
瓶

　

昨
春
の
立
花
研
究
会
で
立
て
た
立

花
。
花
屋
で
手
に
入
る
素
直
な
枝
で

面
白
み
の
あ
る
花
形
を
作
る
の
は
難

し
い
。
控
枝
の
イ
ブ
キ
（
ビ
ャ
ク
シ

ン
）
が
い
い
味
を
出
し
て
く
れ
た
。

控
枝

真

副 見
越 請正

真

流
枝胴

前
置
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蝋ろ
う
ば
い梅

の
季
節
　
　  

健
一
郎

　

花
材　

蝋
梅
（
蝋
梅
科
）

　
　
　
　

レ
リ
ア
（
蘭
科
）

　
　
　
　

菜
の
花
（
油
菜
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

家
元
の
取
り
合
わ
せ
た
お
花
を
い

け
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
自
分
で
は
で

き
な
い
取
り
合
わ
せ
だ
が
、
気
に

入
っ
て
い
る
。
苦
心
し
た
が
見
せ
た

い
と
こ
ろ
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き

た
。
蝋
梅
の
実
の
殻
が
珍
し
く
、
落

ち
て
も
枝
に
引
っ
掛
け
飾
っ
て
い

た
。

　

よ
く
僕
が
見
に
い
く
、
早
咲
き
の

梅
と
同
じ
く
ら
い
の
季
節
に
、
蝋
梅

は
御
所
で
咲
い
て
い
る
。
寝
転
が
っ

て
澄
ん
だ
冬
の
空
と
香
り
と
色
を
楽

し
む
。
数
年
前
に
、
琵
琶
湖
で
見
た

大
き
な
蝋
梅
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
空

と
湖
に
よ
く
映
り
堂
々
と
し
て
い

た
。
妻
の
家
族
と
出
か
け
た
時
だ
っ

た
。
義
兄
の
操
縦
す
る
ド
ロ
ー
ン
を

目
が
け
て
走
っ
た
。
息
が
切
れ
る
と

大
き
く
息
を
吸
う
。
こ
れ
ほ
ど
蝋
梅

を
吸
っ
た
日
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

い
い
香
り
だ
。
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水み
ず
ぎ
わ
の
き

際
除
の
立
花

　  

　
∧
7
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

花
型　

除
真
立
花　

　
　
　
　
「
水
際
除
」

　

花
材　

松
（
松
科
）

　
　
　
　

彼
岸
桜
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

金き
ん
ぱ
こ
で
ま
り

葉
小
手
毬
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

伊
吹
（
檜

ひ
の
き

科
）

　
　
　
　

児こ
の
て
が
し
わ

手
柏
（
檜
科
）

　
　
　
　

紫む
ら
さ
き
は
な
な

花
菜
（
油
菜
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

鳴な
る
こ
ゆ
り

子
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

遠
景
に
春
の
息
吹
を
感
じ
る
立
花

に
な
っ
た
。
胴
に
ひ
ょ
こ
っ
と
除
く

芽
吹
き
も
可
愛
ら
し
い
。
立
花
で
な

く
て
も
表
現
は
で
き
る
が
、
昔
か
ら

こ
の
よ
う
に
草
木
を
味
わ
い
、
季
節

を
思
っ
て
い
た
と
考
え
る
と
感
慨
深

く
い
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
あ
り
た

い
も
の
だ
。
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自
分
と
自
分

　
健
一
郎

　
12
月
7
日
午
前
1
時
59
分
に
そ
れ

は
そ
れ
は
元
気
な
産
声
が
。

　
こ
の
ご
時
世
に
幸
運
に
も
奇
跡
の

瞬
間
に
立
ち
会
う
事
が
で
き
た
。
夫

婦
共
に
様
々
な
治
療
を
受
け
、
産
ま

れ
た
待
望
の
我
が
子
で
あ
る
。
特
に

妻
と
柊
介
は
本
当
に
よ
く
頑
張
っ
て

く
れ
た
。

　
子
供
が
産
ま
れ
る
と
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
で
は
意
識
し
て
い
た
、
自
分

が
環
境
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
家
庭

内
で
も
強
く
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

産
前
は
全
く
気
に
も
な
ら
な
か
っ
た

事
を
問
題
だ
と
捉
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
が
変
化
で
あ
る
。

　
私
は
最
大
限
、
自
分
自
身
を
大
切

に
し
、
可
愛
が
り
、
甘
や
か
し
て
き

た
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
の
だ
が
、
そ

れ
以
上
の
事
を
し
た
い
と
思
え
る
人

が
現
れ
た
。
十
分
に
自
分
が
満
た
さ

れ
て
い
た
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
ま

だ
先
に
続
く
道
は
あ
っ
た
の
だ
と
驚

い
て
い
る
。
不
思
議
で
あ
る
。

　
人
か
ら
見
ら
れ
た
自
分
を
想
像
す

る
事
は
あ
っ
た
が
、
子
供
が
産
ま
れ

る
と
明
確
に
見
せ
た
い
自
分
で
も
あ

る
事
に
気
が
つ
い
た
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
な
り
た
い
自
分
で
も
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
僕
は
こ
の
ま
ま
の
僕
で
い

る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

　
日
本
で
は
、
不
思
議
な
事
に
自
分

を
指
す
言
葉
が
相
手
を
指
す
こ
と

に
も
な
る
事
が
あ
る
。
自
分
と
い
う

言
葉
や
、
僕
は
、
私
は
と
い
う
言
葉

も
相
手
に
も
自
分
に
も
使
う
も
の
の

一
例
で
あ
る
。
英
語
で
あ
れ
ば
「I

」

「you
」
で
は
っ
き
り
と
別
れ
て
お
り

相
手
の
こ
と
を
「I

」
と
呼
ぶ
人
は

い
な
い
。
人
を
思
う
お
も
て
な
し
の

文
化
と
も
関
わ
っ
て
い
る
の
か
な
と

想
像
も
膨
ら
む
。
自
分
が
さ
れ
て
嬉

し
い
事
を
人
に
し
な
さ
い
と
い
う
教

育
も
よ
く
聞
く
が
関
係
が
あ
り
そ
う

だ
。

　
色
に
し
て
も
そ
う
い
っ
た
曖
昧
な

領
域
が
あ
る
よ
う
だ
。
具
体
例
と

し
て
は
、
信
号
機
の
青
色
は
、
緑
色

だ
が
、
法
律
で
も
青
色
と
表
記
さ
れ

て
い
る
ら
し
い
。
青
菜
も
葉
っ
ぱ
は

緑
色
な
の
に
も
関
わ
ら
ず
青
色
と
い

う
。
赤
黒
白
以
外
の
色
は
古
代
か
ら

平
安
時
代
頃
ま
で
「
あ
お
」
色
と
総

称
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
あ
る

仮
説
に
よ
る
と
、
固
定
し
て
い
な
い

変
化
す
る
あ
ら
ゆ
る
色
は
あ
お
色

だ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
日
本
語
の
、

日
本
の
風
土
の
あ
や
ふ
や
さ
が
僕
は

好
き
だ
。
自
分
も
相
手
も
、
自
然
も

関
係
な
く
全
て
が
溶
け
た
よ
う
に
あ

や
ふ
や
な
世
界
が
。
心
地
が
よ
さ
そ

う
で
あ
る
。

　
漢
字
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
を

使
い
、
ロ
ー
マ
字
を
使
い
、
年
末
に

な
る
と
お
墓
参
り
、
ク
リ
ス
マ
ス
、

除
夜
の
鐘
、
年
が
明
け
る
と
初
詣
、

お
年
玉
を
こ
な
す
日
本
人
が
否
定
的

に
捉
え
ら
れ
る
事
も
あ
る
が
人
と
人

の
繋
が
り
が
強
く
な
り
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
世
界
が
狭
く
な
っ
た
今
、

私
個
人
の
感
想
と
し
て
は
悪
い
気
は

し
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を

勝
手
な
解
釈
で
生
活
の
中
に
落
と
し

込
み
日
々
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に

見
え
る
。

　
お
花
に
触
れ
た
こ
と
の
な
い
人

が
、お
花
に
触
れ
、お
花
を
家
に
持
っ

て
帰
っ
て
も
ら
え
る
イ
ベ
ン
ト
の
機

会
を
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
る
。
お
花

で
な
く
と
も
、
お
茶
で
も
和
歌
も
い

い
。
そ
の
国
の
季
節
と
風
土
と
共
に

育
ま
れ
、
時
代
と
共
に
変
化
し
続
け

な
が
ら
残
り
続
け
る
も
の
に
関
心
が

あ
る
。
特
に
衣
食
住
は
見
て
い
て
面

白
い
。
季
節
と
共
に
あ
り
、
様
々
な

工
夫
や
遊
び
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ

の
断
片
を
少
し
で
も
人
に
伝
え
て
い

る
う
ち
に
、
将
来
は
季
節
と
共
に
あ

る
よ
う
な
人
達
と
共
に
過
ご
す
事
が

で
き
た
ら
良
い
な
と
夢
を
見
て
い

る
。
一
日
を
味
わ
い
な
が
ら
丁
寧
に

生
き
て
い
く
こ
と
が
時
代
を
追
う
ご

と
に
難
し
く
な
る
気
が
し
て
い
る

が
、
そ
れ
で
は
寂
し
い
気
が
す
る
。

　「
忘も

う
こ
り
た

己
利
他
」
と
は
、
自
分
を
忘

れ
て
他
人
の
た
め
に
つ
く
す
こ
と
を

い
う
。「
己
を
忘
れ
て
他
を
利
す
る

は
、
慈
悲
の
究
極
な
り
」
と
最
澄
は

述
べ
て
い
る
。
海
の
大
き
さ
を
身
を

も
っ
て
体
感
で
き
る
か
と
言
わ
れ
れ

ば
難
し
い
の
と
似
て
い
る
気
が
す

る
。
そ
れ
だ
け
の
精
神
を
是
非
と
も

身
に
つ
け
た
い
の
だ
が
、
こ
う
言
っ

て
い
る
間
は
ま
だ
そ
の
道
は
遠
く
、

険
し
そ
う
で
あ
る
。
己
を
無
く
す
事

は
他
と
溶
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
無

い
だ
ろ
う
か
。
私
自
身
が
追
求
し
た

く
思
っ
て
い
る
、
花
と
溶
け
る
と
い

う
テ
ー
マ
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
く

る
。

　
己
を
忘
れ
る
ほ
ど
自
分
を
満
た
せ

ば
、
他
を
利
す
る
心
が
芽
生
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
が
良
い

状
態
で
い
な
け
れ
ば
そ
の
環
境
を
、

人
を
、
花
を
生
か
す
こ
と
は
到
底
で

き
な
い
。こ
れ
か
ら
も
自
分
を
整
え
、

大
切
に
し
続
け
て
い
き
、
自
分
が
そ

の
環
境
、
季
節
に
抱
か
れ
な
が
ら
在

り
続
け
、
そ
の
実
体
験
を
人
に
伝
え

た
く
思
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
自
分
と

環
境
の
区
切
り
は
無
い
。

　
自
分
が
在
る
と
言
う
事
は
曖
昧
で

不
確
か
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な

い
。レ

モ
ン
も
一
緒
に
健
一
郎
先
生

の
立
花
を
拝
見
。
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花
伝
書
を
見
る

立り
っ
か花　

木も
く
れ
ん
の
き
し
ん

蓮
除
真

除
真
の
内
真
の
花
形

冨
春
軒

木も
く
れ
ん蓮　
伊
吹　
松　
柘つ

げ植

躑つ
つ
じ躅　

小
菊　
樫か
た
き木　

枇び

わ杷

著し
ゃ
が莪　

要
か
な
め

（
立
花
時
勢
粧
・
上
）

　

こ
の
立
花
図
に
は
「
近
ご
ろ
出

さ
れ
た
花
伝
書
に
多
く
載
る
花
形
」

で
「
こ
れ
私
の
作
意
に
は
あ
ら
ず
」

と
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　

除
真
の
う
ち
真
の
花
形
は
仏
前

対
の
花
に
必
ず
用
い
る
花
形
な
の

で
出
し
所
や
寸
法
に
定
め
が
あ
る
。

そ
の
た
め
人
に
立
花
を
教
え
る
最

初
の
花
形
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ

え
に
今
で
は
立
花
と
い
え
ば
こ
の

花
形
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
冨
春
軒
は
嘆
い
て
い
る
。

　

昔
の
名
人
は
あ
え
て
扱
い
難
い

真
（
の
枝
）
を
探
し
、
工
夫
を
こ

ら
す
こ
と
で
色
々
な
花
形
を
生
み

出
し
た
。
そ
れ
ら
は
除
真
の
う
ち

行
の
花
形
と
言
い
、
花
に
自
由
を

得
て
様
々
に
景
色
を
変
え
、
人
の

心
を
慰
め
た
と
書
い
て
い
る
。

　

こ
の
木
蓮
の
立
花
は
充
分
に
美

し
い
が
、
立
花
の
醍
醐
味
は
ま
だ

ま
だ
こ
の
先
に
あ
る
の
だ
よ
と
冨

春
軒
は
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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神
の
柱
・
壱い

き岐
島

　
　
　
　
　
　  　
仙
溪

　

正
月
明
け
に
「
天
と
地
を
繋
ぐ

神
の
柱
」
の
名
を
も
つ
島
を
訪
れ

て
神
社
巡
り
を
し
て
き
た
。

　

対
馬
と
と
も
に
古
く
か
ら
大
陸

と
の
交
易
の
拠
点
と
し
て
栄
え
た

壱
岐
島
（
長
崎
県
）。
中
国
の
歴
史

書
三
国
志
（
３
世
紀
）
の
『
魏ぎ

し志
』

倭わ
じ
ん
で
ん

人
伝
に
も
「
一い
き
こ
く

支
国
」
の
名
で

登
場
す
る
。『
古
事
記
』
の
国
生
み

神
話
で
は
５
番
目
に
生
ま
れ
、神
々

が
行
き
来
す
る
た
め
の
天
と
地
を

内
う ち め

海湾の小島神社。潮が引いたときだけ渡れる。祭神は素
すさのおのみこと

戔嗚命。

繋
ぐ
柱
「
天あ
め
の
ひ
と
つ
ば
し
ら

比
登
都
柱
」
で
あ
る

と
記
さ
れ
て
い
る
島
だ
。
島
内
に

は150

社
以
上
も
由
緒
あ
る
神
社

が
点
在
し
、280

基
の
古
墳
に
加

え
て
弥
生
時
代
の
遺
跡
も
発
掘
さ

れ
て
い
る
。

　

南
北
17
キ
ロ
、
東
西
14
キ
ロ
の

小
さ
な
島
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
食

材
が
島
内
で
賄
え
る
。
海
産
物
、

農
産
物
、
畜
産
や
養
鶏
、
養
殖
に

よ
っ
て
自
給
自
足
が
可
能
な
恵
ま

れ
た
島
だ
。
想
像
す
る
に
太
古
よ

り
交
易
の
拠
点
で
あ
る
と
共
に
、

豊
か
な
自
然
の
恵
み
を
も
た
ら
す

神
へ
の
祈
り
の
場
で
も
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

　

し
か
し
人
や
物
が
行
き
来
す
る

場
所
は
平
和
な
時
代
は
い
い
が
、

隣
国
が
領
土
を
広
げ
よ
う
と
し
た

シマカンギクとクロツバキ。
猿に見える「猿岩」は壱岐
島誕生の神話によると島を
繋ぎ留めた 8 本の柱の一つ。

過疎化で空いた畑ではバナナ栽培が。
無農薬で皮まで美味しく食べられる。

潮が引くと天然の牡
か き

蠣も現れる。島
のおばさんが身を採り集めていた。

島内のしめ縄にはヤツデの葉が。ヤツデ
には魔除けの力があるためか。

白沙八幡神社の鎮守の森は神秘的。写真
は威厳あるイヌマキの巨木。
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場
合
は
侵
略
の
犠
牲
に
も
な
る
。

壱
岐
に
は
女
真
族
に
よ
る
刀と

い伊

の
入に
ゅ
う
こ
う寇
（1019

）
と
元げ
ん
こ
う
し
ゅ
う
ら
い

寇
襲
来

（1247

・1281
）
に
よ
っ
て
蹂
じ
ゅ
う
り
ん躙

さ
れ
た
苦
し
み
の
歴
史
が
あ
る
。

　

し
か
し
現
在
は
自
然
の
恵
み
に

支
え
ら
れ
た
穏
や
か
な
島
だ
。
神

へ
の
祈
り
は
今
も
引
き
継
が
れ
、

現
職
の
神
職
の
み
で
行
わ
れ
る
壱

岐
神か
ぐ
ら楽
は
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
島

中
の
神
社
で
奉
納
さ
れ
て
い
る
そ

う
だ
。

　

今
回
の
旅
で
は
壱
岐
の
食
材
を

堪
能
し
た
。
ク
ロ
ア
ワ
ビ
、
サ
ザ

エ
、ク
エ
、ノ
ド
グ
ロ
、ミ
ズ
イ
カ
、

壱
岐
牛
、
マ
マ
な
か
せ
（
ト
マ
ト
）

な
ど
な
ど
。
麦
焼
酎
は
壱
岐
発
祥

だ
そ
う
だ
。
最
近
で
は
地
ビ
ー
ル

や
バ
ナ
ナ
栽
培
も
始
ま
っ
て
い
る
。

　

訪
れ
た
幾
つ
か
の
神
社
で
は
感

謝
と
と
も
に
願
い
事
も
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
断
崖
で
強
風
を
、
砂

浜
で
穏
や
か
な
波
を
、
鎮
守
の
森

で
巨
木
を
体
感
し
た
こ
と
も
、
神

の
柱
の
島
を
印
象
深
く
さ
せ
る
。

　

目
に
見
え
な
い
ゆ
え
に
畏お
そ

れ
、

目
に
見
え
な
い
ゆ
え
に
敬う
や
まう
。
神

と
は
そ
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

命
を
育
む
自
然
の
大
い
な
る
力
に

神
を
感
じ
る
。
自
然
の
恵
み
に
感

謝
し
尊
ぶ
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
い

た
い
。
壱
岐
島
は
神
を
感
じ
る
島

で
あ
り
続
け
て
欲
し
い
。

奈良・平安朝よりの白沙八幡神社、祭神は神
じんぐう

功皇后、応神天皇他。拝殿は
平戸藩主・松浦鎮

しげのぶ

信が寄進した 36 歌仙図に因んだ絵で埋め尽くされている。

島の東端、左京鼻から玄界灘を見る。壱岐島誕生の神話で島を繋ぎ留めた「折れ柱」の一つ「観音柱」が荒波に洗われる。
海の向こうには宗像大社の境内地であり「神宿る島」沖ノ島がある。

先月号で紹介した松浦鎮信縁
ゆかり

の地。これも何かのご縁
えん

。
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桑
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テ
キ
ス
ト
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い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

い
け
な
お
し

　
　     

∧
12
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

花
材　

白
文
字
（
楠

く
す
の
き

科
）

　
　
　
　

桜さ
く
ら
そ
う草（

桜
草
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

先
月
号
で
水
仙
と
い
け
た
シ
ロ
モ

ジ
が
一
ヶ
月
た
っ
て
も
元
気
な
の

で
、
短
く
し
て
サ
ク
ラ
ソ
ウ
と
い
け

な
お
し
て
み
た
。
固
か
っ
た
花
の
蕾

も
膨
ら
ん
で
、
数
カ
所
咲
き
始
め
て

い
る
。

　

さ
ら
に
2
週
間
が
経
ち
、
ほ
と
ん

ど
の
花
が
咲
い
て
く
れ
た
（
左
の
写

真
）。
毎
日
私
た
ち
の
暮
ら
し
と
共

に
い
て
く
れ
る
。
小
さ
な
花
た
ち
が

健け
な

気げ

で
愛い

と

お
し
い
。
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春
の
花
木
の
投
げ
入
れ

　
　  

∧
表
紙
の
花
∨
　
健
一
郎

　

連れ
ん
ぎ
ょ
う翹（

木も
く
せ
い犀

科
）

　

雪
柳
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　

ベ
ネ
チ
ア
ン
・
レ
ー
ス
グ
ラ
ス

　

花
が
密
に
つ
い
て
い
る
連
翹
を
雪

柳
と
共
に
か
ろ
や
か
に
生
け
た
。
良

き
春
の
出
会
い
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
紙

と
器
の
選
択
で
自
分
が
引
き
出
し
た

い
植
物
の
魅
力
を
よ
り
分
か
り
や
す

い
形
で
現
す
こ
と
が
で
き
た
。
い
け

ば
な
に
限
ら
ず
だ
が
、
構
成
す
る
要

素
一
つ
一
つ
の
こ
だ
わ
り
が
一
つ
の

世
界
観
を
作
り
上
げ
る
。

可
憐
な
風
情

　
　  

∧
2
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

ス
カ
ビ
オ
サ
（
松ま

つ
む
し
そ
う

虫
草
科
）

　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
百
合
科
）

　
　

マ
イ
セ
ン
花
瓶

　

ス
カ
ビ
オ
サ
は
葉
の
無
い
場
合
が

多
い
が
、
花
弁
が
複
雑
で
微
妙
な
色

合
い
が
あ
り
、
細
い
茎
は
針
金
の
よ
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う
。
た
と
え
葉
を
添
え
な
く
て
も
充

分
に
綺
麗
で
瑞
々
し
い
。
華き

ゃ
し
ゃ奢

な
花

器
に
い
け
た
な
ら
、
そ
れ
だ
け
で
満

足
し
て
し
ま
う
花
だ
け
ど
、
作
例
で

は
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
を
添
え
た
。

枝
の
形
に
あ
わ
せ
る

　
　  

∧
3
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

小こ
で
ま
り

手
毬
（
薔ば

ら薇
科
）

　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
百
合
科
）

　
　

陶
花
瓶
（
谷
口
良
三
作
）

　

コ
デ
マ
リ
の
足
元
に
Ｔ
字
配
り
を

し
て
お
く
と
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
が
い

け
や
す
く
な
る
。
コ
デ
マ
リ
の
枝
振

り
は
千
差
万
別
。
上
下
二
段
に
出
し

て
、
そ
の
姿
に
合
わ
せ
て
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
を
い
け
て
ゆ
く
。
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サ
イ
ズ
を
あ
わ
せ
て

　
　  

∧
4
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

木き
い
ち
ご苺

（
薔ば

薇ら

科
）

　

ヒ
ヤ
シ
ン
ス
（
キ
ジ
カ
ク
シ
科
）

　
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
キ
ャ
ン
ド
ル（
豆
科
）

　
　

陶
花
瓶
（
崔
龍
煕
作
）

　

足
元
に
咲
く
小
さ
な
花
を
２
種
出

合
わ
せ
て
、
芽
吹
き
始
め
た
枝
を
足

し
、
小
ぶ
り
の
器
に
い
け
た
。
キ
イ

チ
ゴ
の
若
葉
が
広
が
り
、
花
は
ど
ち

ら
も
ぐ
ん
ぐ
ん
伸
び
て
く
る
。
ヒ
ヤ

シ
ン
ス
の
甘
い
香
り
も
楽
し
め
る
。

頼
も
し
い
繁
み

　
　  

∧
5
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

雪
柳
（
薔
薇
科
）

　

ア
マ
リ
リ
ス
（
彼
岸
花
科
）

　

金き
ん
せ
ん
か

盞
花
（
菊
科
）

　
　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

　

キ
ン
セ
ン
カ
は
あ
ま
り
い
け
て
こ
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な
か
っ
た
が
丁
寧
に
扱
う
こ
と
で
豊

か
な
緑
と
鮮
や
か
な
花
色
を
楽
し
め

る
。
時
々
全
体
を
水
で
洗
い
、
い
け

な
お
す
と
元
気
で
い
て
く
れ
る
。

　

ア
マ
リ
リ
ス
と
も
仲
が
良
さ
そ
う

だ
。
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
の
白
い
花
が
爽
や

か
に
広
が
る
。

レ
モ
ン
と
メ
イ

一
緒
に
お
花
見
よ
う
よ
！



6

陽
光
桜
の
生
花

　
　  

∧
6
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

陽よ
う
こ
う
ざ
く
ら

光
桜
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　

天
女
文
銅
花
瓶

　
　

生
花　

草
型　

副
流
し

　

お
気
に
入
り
の
天
女
の
器
に
桜
の

生
花
を
生
け
た
。
毎
年
必
ず
咲
い
て

き
た
桜
だ
が
、
今
年
も
咲
く
の
か
と

心
配
に
な
る
時
が
あ
る
。
2
月
の
初

め
頃
か
ら
気
に
す
る
よ
う
に
な
る
。

よ
っ
ぽ
ど
の
こ
と
が
無
け
れ
ば
そ
う

は
な
ら
な
い
の
だ
が
そ
ん
な
不
安
を

時
々
抱
く
。
咲
い
た
時
は
毎
年
心
が

動
く
。
特
別
な
お
花
で
あ
る
。

　

柊
介
が
家
に
来
て
く
れ
た
日
か
ら

睡
眠
環
境
が
変
わ
っ
た
か
ら
か
、
最

近
、
夢
を
よ
く
み
る
よ
う
に
な
っ

た
。
今
の
所
毎
度
お
花
が
登
場
す
る

の
だ
が
、
へ
ん
て
こ
な
夢
ば
か
り
で

あ
る
。
一
説
に
よ
る
と
夢
は
モ
ノ
ク

ロ
で
あ
る
ら
し
い
が
、
花
が
夢
に
登

場
す
る
と
、
ど
う
も
夢
は
カ
ラ
ー
な

の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て

し
ま
う
。
断
片
し
か
思
い
出
せ
な
い

こ
と
が
多
い
が
、
大
概
は
気
分
の
良

い
夢
で
目
が
覚
め
る
。

　

今
年
も
無
事
綺
麗
に
桜
が
咲
い
て

く
れ
た
。
や
れ
や
れ
で
あ
る
。
ま
た

同
じ
心
配
を
春
前
に
は
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
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ア
マ
リ
リ
ス
の
生
花

　
　  

∧
7
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

ア
マ
リ
リ
ス
（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　
　

陶
鉢

　
　

生
花　

行
型

　

ア
マ
リ
リ
ス
は
中
南
米
、
西
イ
ン

ド
諸
島
原
産
で
約
90
種
の
原
種
が
あ

る
そ
う
だ
。
切
り
花
で
よ
く
い
け
ら

れ
る
の
は
写
真
の
品
種
だ
が
、
濃
赤

色
や
ピ
ン
ク
、
純
白
、
絞
り
、
八
重

咲
き
、
剣
弁
、
丸
弁
な
ど
の
品
種
も

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
雰
囲
気
を

持
っ
て
い
る
。

　

ア
マ
リ
リ
ス
の
魅
力
は
長
い
茎
と

力
強
い
花
の
姿
に
あ
る
。
珍
し
い
品

種
は
花
だ
け
で
売
ら
れ
て
い
て
、
ア

マ
リ
リ
ス
の
立
ち
姿
に
何
を
合
わ
せ

る
か
を
考
え
る
の
が
楽
し
い
。

　

球
根
か
ら
出
る
葉
は
株
の
内
側
か

ら
次
々
と
生
ま
れ
、
花
は
古
い
葉
と

新
し
い
葉
の
間
か
ら
伸
び
出
る
。
生

花
で
い
け
る
時
に
は
花
を
後
方
に
立

て
、
葉
は
そ
の
前
に
挿
す
。

　

い
け
た
時
は
真
っ
直
ぐ
だ
っ
た
葉

が
少
し
反そ

っ
て
き
て
、
花
も
咲
い
て

い
い
感
じ
に
な
っ
て
き
た
。
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花
伝
書
を
見
る

砂
の
物　

桜
一
色

（
冨
春
軒
：
初
版
）

桜　
万お

も

と
年
青　
伊
吹　
柘つ

げ植

苔
木　
樫か
し　

羊し

だ歯

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　

男
株
と
女
株
の
バ
ラ
ン
ス
に
軽

重
が
な
く
、
ど
ち
ら
の
株
に
も
正

真
と
前
置
が
あ
る
の
で
行
の
砂
の

物
で
あ
る
。
苔こ
け

生む

し
た
太
い
幹
が

両
株
の
土
台
と
な
っ
て
、
躍
動
す

る
桜
の
枝
を
し
っ
か
り
と
支
え
て

い
る
。

　

絵
は
平
面
だ
が
実
際
は
立
体
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
枝
の
出
方
を

思
い
描
い
て
み
よ
う
。

　

左
側
、
男
株
の
苔こ
け

幹み
き

は
か
な
り

大
き
そ
う
だ
。
三
方
に
分
か
れ
た

一
本
の
幹
が
前
方
へ
傾
い
て
出
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
直
上
す
る
幹
は
、

前
か
ら
後
ろ
へ
曲
が
り
、
や
や
後

方
で
立
ち
昇
る
見み

越こ
し

の
役
割
、
そ

の
左
の
幹
は
ぐ
い
っ
と
前
方
へ
力

強
く
出
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

荒
々
し
い
男
株
の
苔
幹
に
対
し

て
女
株
で
は
株
の
中
心
に
真
っ
直

ぐ
立
っ
て
い
る
。
静
と
動
の
対
比

が
面
白
い
。

　

太
い
苔
幹
か
ら
別
れ
出
た
苔
枝

は
ど
ん
な
ふ
う
に
出
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
男
株
で
は
前
に
出
た
太
い

幹
か
ら
左
や
や
前
方
へ
。
女
株
で

は
直
立
し
た
太
い
幹
か
ら
右
や
や

後
方
へ
出
て
い
る
と
見
た
。

　

桜
の
枝
の
立
体
感
も
想
像
し
て

み
よ
う
。
男
株
で
立
ち
昇
る
真し
ん

は

太
い
苔
幹
に
添
う
よ
う
に
一
度
左

前
方
へ
出
て
か
ら
器
の
真
上
へ
戻

る
丸
み
の
あ
る
形
。
そ
の
左
後
方

に
副そ
え

が
、
さ
ら
に
左
後
方
へ
控ひ
か

枝え

が
伸
び
る
。
正
し
ょ
う

真し
ん

の
桜
は
株
の
中

心
に
直
立
し
て
い
る
。

　

女
株
の
請う
け

は
立
派
な
横
枝
だ
。

最
初
は
右
後
ろ
へ
出
て
や
が
て
真

横
へ
伸
び
る
感
じ
か
。
低
く
右
下

に
伸
び
た
流な
が

枝し

は
株
の
後
方
か
ら

横
へ
、
途
中
か
ら
前
へ
、
最
後
は

真
横
へ
。
こ
の
後
方
の
請
と
前
方

の
流
枝
で
風
を
抱
き
か
か
え
る
イ

メ
ー
ジ
だ
。
伊
吹
に
も
万
年
青
の

葉
に
も
風
を
感
じ
る
。
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立
花
時
勢
粧
の
絵
図
は
、
実
際

に
立
て
ら
れ
た
も
の
が
描
か
れ
て

い
る
。
そ
の
場
に
自
分
が
居
て
見

て
い
る
と
こ
ろ
を
想
像
し
て
み
よ

う
。

　

季
節
毎
に
花
会
を
催
し
て
絵
に

し
た
と
あ
る
が
、
3
作
の
桜
一
色

は
同
じ
時
に
立
て
た
も
の
か
。
立

て
た
時
は
蕾
だ
っ
た
の
か
。
ど
ん

な
場
所
で
立
て
た
の
か
。
多
く
の

人
が
見
た
だ
ろ
う
か
。
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い
け
ば
な
は
最
先
端
！

　
　
　
　
　
　  　
仙
溪

　

い
け
ば
な
本
来
の
魅
力
と
は
何

だ
ろ
う
。

　

昨
年
3
月
の
流
展
「
花
の
芸
術
」

い
け
ば
な
展
で
は
大
き
な
手
応
え

を
得
ら
れ
た
。コ
ロ
ナ
禍
の
中
だ
っ

た
の
で
入
場
者
は
少
な
か
っ
た
け

れ
ど
、「
花
が
生
き
生
き
し
て
見
え

る
」
空
間
づ
く
り
に
こ
だ
わ
っ
た

お
陰
で
、
い
け
ば
な
が
本
来
持
っ

て
い
る
力
を
今
ま
で
以
上
に
効
果

的
に
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き

た
。

　

い
け
ば
な
の
魅
力
っ
て
何
で
す

か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
の
答
え
に

は
色
ん
な
こ
と
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、

最
近
特
に
感
じ
て
い
る
の
は

　

自
然
の
命
を
活
か
す
芸
術

と
い
う
こ
と
。
シ
ン
プ
ル
だ
け
ど

と
て
も
大
切
な
、い
け
ば
な
が
持
っ

て
い
る
最
大
の
特
徴
だ
と
思
う
。

　

先
月
、
他
流
の
先
生
方
と
企
画

し
た
勉
強
会
で
講
師
を
招
い
て
お

話
を
聞
い
た
。
テ
ー
マ
は
「
反
集

中
」。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
ミ
ラ
ツ
ク
」

代
表
の
西
村
勇
哉
さ
ん
は
様
々
な

職
種
・
領
域
を
超
え
て
事
業
創
出

や
研
究
開
発
を
支
援
す
る
お
仕
事

を
さ
れ
て
い
る
が
、
い
け
ば
な
を

客
観
視
し
た
お
話
を
聞
く
こ
と
が

出
来
た
。

　

お
話
の
多
く
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
過
去
・
現
在
・
未
来
に
つ
い
て
。

過
去
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
予
期
せ

ぬ
出
会
い
や
発
見
が
鍵
と
な
っ
て

生
ま
れ
て
き
た
が
、
新
し
い
も
の

を
創
造
し
た
人
達
に
共
通
す
る
の

は
柔
ら
か
な
思
考
の
持
ち
主
で
あ

る
こ
と
。
そ
の
柔
ら
か
な
思
考
は

身
体
感
覚
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

く
、
微
妙
な
違
い
や
変
化
を
感
じ

取
れ
、
我が

を
通
す
こ
と
を
せ
ず
周

囲
の
変
化
を
受
け
入
れ
る
柔
軟
さ

を
持
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
も
の

を
育
む
の
に
い
け
ば
な
は
と
て
も

効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
お
話
だ
っ
た
。

　

花
を
い
け
る
時
、
ま
ず
何
も
考

え
ず
手
に
し
た
花
を
器
に
ス
ッ
と

入
れ
て
器
と
花
の
映
り
を
確
か
め

る
事
が
あ
る
が
、
そ
ん
な
時
、
花

が
意
外
な
一
面
を
見
せ
て
く
れ
た

り
す
る
。今
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ

た
も
の
を
偶
然
に
見
つ
け
る
感
じ
。

　

こ
う
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が

強
い
時
よ
り
も
、
花
に
ど
こ
に
い

き
た
い
か
を
尋
ね
な
が
ら
い
け
た

ほ
う
が
良
い
花
に
な
る
事
も
あ
る
。

花
に
ゆ
だ
ね
る
感
覚
。

　

考
え
る
こ
と
よ
り
も
感
じ
る
こ

と
を
優
先
す
る
柔
ら
か
な
思
考
が
、

未
知
の
美
を
引
き
寄
せ
て
い
る
の

だ
と
思
う
。

　

花
の
命
を
相
手
に
し
て
、
花
と

一
緒
に
心
地
よ
い
場
を
つ
く
る
い

け
ば
な
は
、
花
に
新
た
な
輝
き
を

与
え
る
一
方
で
、
い
け
る
過
程
で
、

い
け
た
後
も
、
花
が
人
に
何
ら
か

の
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

い
け
る
側
が
花
の
命
を
感
じ
と

り
、
そ
の
個
性
を
器
の
上
で
活
か

す
こ
と
が
で
き
た
時
。
器
と
花
の

絶
妙
な
出
逢
い
を
つ
く
れ
た
時
。

い
け
た
花
が
そ
の
場
の
空
気
を
生

き
生
き
と
変
化
さ
せ
た
時
。
い
け

ば
な
の
力
、
花
本
来
の
力
、
自
然

の
力
を
感
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
体

験
は
人
の
感
性
を
豊
か
に
す
る
。

　

固
定
観
念
に
囚と
ら

わ
れ
ず
、
多
様

な
も
の
を
受
け
入
れ
る
柔
ら
か
な

感
性
が
、
世
の
中
を
よ
り
良
く
す

る
気
付
き
や
発
見
、
出
合
い
を
生

ん
で
き
た
。
い
け
ば
な
は
異
な
る

個
性
を
持
つ
花
々
の
命
に
触
れ
る

こ
と
で
、
柔
ら
か
な
感
性
を
養
う

の
に
役
立
つ
。

　

願
わ
く
ば
、
こ
れ
か
ら
未
来
を

切
り
開
い
て
い
こ
う
と
す
る
人
に

は
是
非
と
も
い
け
ば
な
を
体
験
し

て
ほ
し
い
。無
心
に
花
と
向
き
あ
っ

て
い
る
と
新
た
な
気
付
き
が
き
っ

と
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
根
本
に
は

互
い
の
命
を
大
切
に
す
る
心
が
育

ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
。

「
自
然
の
命
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
、
身
体
感
覚
の
新
た
な
発

掘
に
な
る
点
で
、
い
け
ば
な
は

最
先
端
で
す
よ
！
」
西
村
勇
哉

22 人の起業家、経営者、研究者
が多彩な視点から世界の見方を語
る。

「反集中」とは、見ようとする
ものごとの輪郭をはっきりさ
せるために、その輪郭の外側
を意識するアプローチ。

『反集中』特設サイ
トで 22 編全ての記
事を無料で読める。

花をいけることは
花のいのちとふれあうこと

いのちの手ざわりが
ひとの感性をはぐくむ

『反集中』ＮＰＯ法人ミラツク編

2,970 円
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声
と
言
葉
の
あ
い
だ

　
健
一
郎

柊
し
ゅ
う

介す
け
は
よ
く
泣
き
、
少
し
ず
つ
笑

い
、
微
妙
な
顔
も
す
る
。
よ
く
話
す

よ
う
に
な
っ
た
。
と
い
う
よ
り
は
、

声
を
自
分
の
感
情
に
合
わ
せ
て
出
そ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
柊

介
の
抽
象
度
の
高
い
声
を
大
人
た
ち

は
、
好
き
勝
手
様
々
に
言
葉
で
解
釈

し
て
い
く
。
言
葉
以
外
の
も
の
を
言

葉
で
解
釈
す
る
。
そ
ん
な
様
子
を
見

る
の
は
、
美
術
鑑
賞
に
近
い
も
の
を

感
じ
な
が
ら
聞
い
て
楽
し
ん
で
い

る
。

　
柊
介
も
声
を
単
語
や
意
味
の
区
切

り
を
探
し
な
が
ら
文
節
化
し
、
自
分

が
感
じ
た
感
情
を
よ
り
正
確
に
伝
え

よ
う
と
す
る
段
階
に
入
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
文
節
こ
そ
、
人
が
文
化
を

形
成
し
た
き
っ
か
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
柊
介
が
言

葉
を
覚
え
る
場
に
立
ち
会
う
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
大
変
光
栄
な
こ
と
で

あ
る
と
と
も
に
、責
任
を
感
じ
る
が
、

つ
い
尊
さ
か
ら
感
じ
る
可
愛
ら
し
さ

と
好
奇
心
が
勝
っ
て
微
笑
ん
で
し
ま

う
。

　
感
情
を
言
葉
に
置
き
換
え
直
し
て

言
葉
を
話
す
こ
と
に
な
る
。
何
か

物
事
を
感
じ
と
る
こ
と
が
無
け
れ
ば

言
葉
を
使
っ
て
話
す
必
要
も
、
絵
を

描
く
必
要
も
な
い
。
言
葉
は
あ
く
ま

で
伝
え
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
一

つ
の
道
具
で
あ
る
。
ま
ず
、
私
は
物

事
に
触
れ
感
じ
と
る
事
を
大
切
に
し

て
い
る
。
そ
こ
に
在
る
心
地
よ
さ
は

心
地
よ
い
も
の
だ
。
感
じ
と
る
セ
ン

サ
ー
の
感
受
の
度
合
い
が
言
葉
の
選

び
や
絵
に
影
響
を
与
え
る
わ
け
だ
。

柊
介
に
は
言
葉
の
な
い
世
界
で
感
じ

と
る
力
を
磨
い
て
欲
し
く
思
っ
て
い

る
。自
身
や
外
界
を
言
葉
を
用
い
ず
、

感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
こ
の

時
期
の
特
権
で
あ
る
。

　
人
が
文
化
を
形
成
す
る
き
っ
か
け

と
な
っ
た
言
語
。
そ
れ
を
柊
介
に

伝
え
る
事
は
、
世
話
と
い
う
よ
り
は

教
育
に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
教
育

の
始
ま
り
を
感
じ
て
い
る
。
言
葉
を

話
す
こ
と
に
初
め
は
感
情
と
言
葉
に

大
き
な
ズ
レ
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
言
葉
を
上
手
に
使
う
と
自
分
の

気
持
ち
と
一
致
す
る
割
合
が
高
く
な

る
。
言
葉
に
精
通
し
て
い
る
人
、
ま

た
は
感
情
が
豊
か
で
あ
る
人
ほ
ど
、

正
確
に
伝
え
ら
れ
な
い
も
ど
か
し
さ

か
ら
な
の
か
、苦
し
そ
う
に
見
え
る
。

そ
の
も
ど
か
し
さ
を
認
め
た
人
の
言

葉
か
ら
は
、
重
み
と
説
得
力
を
感
じ

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
言
葉
の
楽
し
さ

は
始
ま
る
の
だ
ろ
う
。

　
実
際
に
、
毎
月
文
章
と
し
て
考
え

て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
て
い
る
が
、

溢
れ
出
て
く
る
だ
け
で
楽
し
さ
は
な

い
。
納
得
の
上
、
自
信
満
々
で
掲
載

し
た
覚
え
は
一
度
も
な
い
。
そ
れ
に

引
き
換
え
、
自
分
が
関
わ
っ
た
い
け

ば
な
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
毎
度
自

分
が
納
得
い
く
物
で
あ
る
。
心
底
自

分
の
花
が
好
き
で
あ
り
、
見
て
い
ら

れ
る
。
思
っ
て
い
る
こ
と
が
現
れ
出

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
だ
け
で

は
な
く
植
物
と
共
に
在
る
心
強
さ
か

ら
か
。
い
け
ば
な
が
自
分
に
合
っ
て

い
る
気
が
し
て
い
る
。

　
幼
少
期
の
頃
ぐ
ら
い
か
ら
、
祖
父

と
考
え
る
時
間
が
好
き
だ
っ
た
。
今

は
考
え
る
こ
と
も
好
き
だ
が
感
じ
る

こ
と
に
熱
中
し
て
い
る
。そ
し
て
今
、

柊
介
も
多
く
を
感
じ
て
い
る
。
柊
介

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
日
が
来
る

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
717
号

　
2023
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

黄
梅
と
松

　
　  

　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　

黄お
う
ば
い梅

（
木も

く
せ
い犀

科
）

　

老お
い
ま
つ松

（
松
科
）

　
　

陶
水
盤
（
近
藤
豊
作
）

　

引
き
締
ま
っ
た
格
好
の
良
い
松
。

な
か
な
か
お
目
に
か
か
る
こ
と
は
な

い
。
ど
っ
し
り
と
安
定
し
た
松
が
勢

い
の
あ
る
黄
梅
の
枝
を
、
一
つ
の
い

け
ば
な
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
。
生
け
て
し
ば
ら

く
し
て
か
ら
み
る
と
今
の
家
元
と
僕

の
関
係
に
似
て
る
か
も
と
感
じ
た
。

こ
の
黄
梅
ぐ
ら
い
動
き
回
り
た
い
も

の
だ
。

　

自
分
の
し
た
い
こ
と
を
ゆ
っ
く
り

と
積
み
重
ね
て
い
く
。
黄
梅
は
撮
影

の
後
ゆ
っ
く
り
と
蕾
を
全
て
咲
か

せ
、
松
は
い
つ
ま
で
も
艶
を
保
ち
、

美
し
く
在
っ
た
。
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連
翹
の
立
花

　

∧
２
頁
の
花
∨　

仙
溪

連れ
ん
ぎ
ょ
う翹（

木も
く
せ
い犀

科
）

　

彼
岸
桜
（
薔ば

ら薇
科
）

　

貝か
い
づ
か
い
ぶ
き

塚
伊
吹
（
檜

ひ
の
き

科
）

　

猫
柳
（
柳
科
）

　

椿
（
椿
科
）

　

菜
の
花
（
油
菜
科
）

金き
ん
せ
ん
か

盞
花
（
菊
科
）

　
　

陶
花
器

　

３
月
中
頃
、
私
の
家
の
周
囲

で
も
春
の
花
木
が
一
斉
に
咲
き

出
し
た
。
白は

く

木も
く

蓮れ
ん

、
山さ

ん

茱し
ゅ

萸ゆ

、

雪
柳
、
連
翹
、
桃
、
少
し
早
咲

き
の
桜
、
様
々
な
椿
、
名
前
の

知
ら
な
い
花
た
ち
、
若
葉
た
ち
。

枝
垂
れ
柳
も
緑
の
筋
を
風
に
な

び
か
せ
て
輝
い
て
い
る
。

　

立
花
で
萌
え
出
る
草
木
を
立

て
た
。
レ
ン
ギ
ョ
ウ
や
ヒ
ガ
ン

ザ
ク
ラ
の
細
枝
は
１
本
で
は
た

よ
り
な
い
。
枝
を
重
ね
て
存
在

を
強
め
る
と
魅
力
が
増
す
。
ヒ

ガ
ン
ザ
ク
ラ
の
合
間
に
ネ
コ
ヤ

ナ
ギ
を
覗
か
せ
る
と
、
賑
や
か

な
春
が
感
じ
ら
れ
る
。

真し
ん

副そ
え

請う
け

見み
こ
し越

正し
ょ
う
し
ん真

流な
が
し枝

控ひ
か
え枝胴ど

う

前ま
え
お
き置
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こ
こ
ろ
は
ず
む
季
節

　
　

  

∧
３
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

連
翹
（
木
犀
科
）

　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
３
種
（
百
合
科
）

　

レ
モ
ン
リ
ー
フ
（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　
　

陶
花
器
（
宮
下
善
爾
作
）

　

春
う
ら
ら
。
そ
ん
な
言
葉
が
ピ
ッ

タ
リ
の
い
け
ば
な
だ
。
い
け
た
の
は

2
月
の
寒
い
頃
で
、
い
け
た
花
に
一

足
早
い
春
の
温
も
り
を
も
ら
う
日
々

だ
っ
た
。
毎
朝
い
け
た
花
の
水
を
足

す
の
だ
が
、
花
が
よ
く
も
つ
時
季
で

も
あ
り
、「
今
日
も
元
気
で
い
て
く

れ
て
あ
り
が
と
う
」と
声
を
か
け
る
。

花
も
「
に
こ
っ
」
と
応
え
て
く
れ
る
。

今
日
も
頑
張
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
に

な
る
。

　

レ
ン
ギ
ョ
ウ
は
立
て
る
よ
り
も
前

へ
出
る
よ
う
に
い
け
る
こ
と
で
花
色

が
重
な
っ
て
く
れ
る
。
チ
ュ
ー
リ
ッ

プ
は
深
め
に
挿
し
て
葉
を
シ
ャ
キ
ッ

と
見
せ
た
い
。
レ
モ
ン
リ
ー
フ
で
繁

み
を
足
し
た
。
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ビ
バ
ー
ナ
ム
の
生
花

　
　

  

∧
４
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

生
花　

株
分
け

　
　

主
株　

ビ
バ
ー
ナ
ム（
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
）

　
　
　
　
　

ス
ト
ッ
ク
（
油
菜
科
）

　
　

子
株　

ト
ル
コ
桔き

き
ょ
う梗（

竜り
ん
ど
う胆

科
）

　
　
　

陶
水
盤
（
柳
原
睦
夫
作
）

　

作
例
の
ビ
バ
ー
ナ
ム
・
ス
ノ
ー

ボ
ー
ル
は
弱
そ
う
に
見
え
る
け
れ
ど

結
構
強
い
。
３
週
間
経
っ
た
今
も
元

気
だ
。
優
し
い
雰
囲
気
を
長
く
楽
し

め
る
の
は
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

ビ
バ
ー
ナ
ム
の
仲
間
は
多
く
、
日

本
に
も
ガ
マ
ズ
ミ
や
オ
オ
デ
マ
リ
が

咲
く
。
ス
ノ
ー
ボ
ー
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、
北
ア
メ
リ
カ
原
産
の
落
葉
低
木

で
、
新
緑
の
季
節
に
緑
か
ら
白
に
花

色
が
変
化
す
る
。
花
は
オ
オ
デ
マ
リ

に
似
て
い
る
け
れ
ど
、
花
も
葉
も
よ

り
柔
ら
か
な
感
じ
で
、
葉
は
カ
エ
デ

の
よ
う
に
切
れ
込
み
が
あ
る
。

　

ト
ル
コ
キ
キ
ョ
ウ
の
青
紫
と
は
相

性
が
良
さ
そ
う
だ
。
金
の
手
が
つ
い

た
器
に
株
分
け
で
い
け
た
。
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ニ
ン
ジ
ン
と
エ
ン
ド
ウ
豆
の
花

　
　

  

∧
５
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

ダ
ウ
カ
ス
ダ
ー
ラ
（
芹せ

り

科
）

　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
百
合
科
）

　

エ
ン
ド
ウ
豆
（
豆
科
）

　
　

ガ
ラ
ス
花
器
（
鈴
木
玄
太
作
）

　

ポ
ル
ト
ガ
ル
に
咲
く
野
生
の
ニ
ン

ジ
ン
の
花
、
ダ
ウ
カ
ス
ダ
ー
ラ
。
エ

ン
ジ
色
で
ブ
ラ
ッ
ク
レ
ー
ス
フ
ラ

ワ
ー
と
も
呼
ば
れ
る
。
し
っ
か
り
し

た
軸
の
も
の
を
3
本
買
い
求
め
た

が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
花
の
色
も
咲
き
方

も
違
い
素
朴
で
優
し
い
。

　

エ
ン
ド
ウ
豆
も
花
が
咲
き
な
が
ら

も
次
々
に
サ
ヤ
が
で
き
て
、
次
の
日

に
は
ぐ
ん
ぐ
ん
ツ
ル
も
茎
も
力
強
く

伸
び
て
く
る
。
野
菜
の
花
は
た
く
ま

し
い
。

　

ガ
ラ
ス
の
器
に
足
元
を
ク
ロ
ス
さ

せ
な
が
ら
い
け
て
ゆ
く
。
八
重
咲
き

の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
で
春
の
色
を
添
え

た
。
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春
の
景
色

　
　

  

∧
６
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

虫む
し
か
り狩

（
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
・
連れ

ん
ぷ
く
そ
う

福
草
科
）

　

陽よ
う
こ
う
ざ
く
ら

光
桜
（
薔ば

ら薇
科
）

　

鳴な
る
こ
ゆ
り

子
百
合
（
百
合
科
）

　
　

陶
花
器

　

ど
こ
だ
っ
た
か
、
山
を
歩
い
て
い

る
と
地
面
に
花
び
ら
が
落
ち
て
い

る
。
何
か
と
探
す
の
だ
が
、
あ
た
り

を
見
回
し
て
も
白
い
花
を
咲
か
す
花

は
見
当
た
ら
な
い
。
ふ
と
上
を
見
上

げ
る
と
虫
狩
だ
。
杜
若
を
求
め
て
滋

賀
の
平
池
を
菜
月
と
歩
い
て
い
た
時

に
も
ま
だ
花
を
多
く
残
し
て
い
た
。

写
真
の
よ
う
な
こ
ん
な
景
色
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
見
た
こ
と
は
な
い

が
ど
こ
か
に
あ
り
そ
う
な
景
色
で
あ

る
。
桜
が
終
わ
る
と
同
時
に
新
緑
に

目
が
い
く
よ
う
に
な
り
、
虫
狩
も
咲

く
。そ
し
て
杜
若
も
満
開
を
迎
え
る
。

少
し
づ
つ
で
は
あ
る
が
足
と
体
を

も
っ
て
味
わ
っ
て
い
る
。
身
を
も
っ

て
体
験
す
る
に
は
、
頭
を
空
っ
ぽ
に

す
る
の
に
鍛
錬
が
必
要
だ
が
、
今
は

良
い
師
匠
が
側
に
い
る
。
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か
わ
い
い
花 

　
　

  

∧
７
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

イ
オ
ノ
シ
ジ
ウ
ム(

蘭
科
）

　

椿
（
椿
科
）

　
　

青
白
磁
花
器
（
市
川
博
一
作
）

　

こ
の
か
わ
い
い
蘭
は
「
も
も
ち
ゃ

ん
」
と
い
う
。
オ
ン
シ
ジ
ウ
ム
と
そ

の
近
縁
種
イ
オ
ノ
プ
シ
ス
の
交
配
種

だ
そ
う
だ
。
イ
オ
ノ
プ
シ
ス
は
メ
キ

シ
コ
か
ら
南
米
に
分
布
す
る
。
日
当

た
り
の
よ
い
場
所
を
好
む
乾
燥
に
強

い
極
小
型
の
着
生
蘭
だ
が
、
一
般
に

は
ほ
と
ん
ど
流
通
し
て
い
な
い
そ
う

だ
。
そ
ん
な
珍
し
い
蘭
を
親
と
し
て

で
き
た
「
も
も
ち
ゃ
ん
」
を
家
の
椿

と
一
緒
に
い
け
た
。

　

い
わ
ば
遠
来
の
客
人
を
も
て
な
す

感
覚
。椿
の
若
葉
が
優
し
く
迎
え
る
。

器
は
南
米
と
日
本
を
つ
な
ぐ
海
の
イ

メ
ー
ジ
。
も
も
ち
ゃ
ん
と
比
べ
る
と

椿
の
花
が
大
き
く
見
え
る
。
あ
え
て

椿
は
一
輪
だ
け
に
し
た
。
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い
、
無
事
を
確
認
し
た
後
、「
レ
イ

チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
『
セ
ン
ス
・

オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
』
は
ご
存
知
？
も

し
ま
だ
お
読
み
で
な
か
っ
た
ら
送
ろ

う
か
し
ら
と
思
っ
て
い
た
の
。」
と

お
勧
め
さ
れ
た
。
数
年
前
に
一
度
だ

け
本
屋
さ
ん
で
読
ん
だ
が
、
過
去
を

思
い
出
し
な
が
ら
頷う

な
ずき
も
っ
て
読
ん

だ
。
自
然
や
、
不
思
議
さ
に
驚
嘆
す

る
感
性
を
岡
山
の
家
で
浴
び
、
祖
父

に
は
好
奇
心
を
四
六
時
中
刺
激
さ
れ

て
育
っ
た
の
だ
か
ら
こ
ん
な
に
恵
ま

れ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
事
を
伝

え
る
と
、
要
件
は
済
ん
だ
の
か
、
直

ぐ
に
終
話
。
そ
れ
が
母
子
の
健
康
の

次
に
心
配
し
て
い
た
事
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　　
あ
ま
り
考
え
た
く
は
な
い
が
、
数

十
年
も
す
れ
ば
京
都
だ
け
で
な
く
街

は
風
変
わ
り
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ど

の
よ
う
に
変
わ
る
か
は
知
ら
な
い

が
、
風
土
を
感
じ
に
く
く
な
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
感
じ
る
力
を
磨
か

な
け
れ
ば
気
が
つ
く
こ
と
さ
え
も
で

き
な
い
だ
ろ
う
。

　　
身
体
を
作
る
食
事
、
物
事
の
豊
か

さ
を
感
じ
取
れ
る
素
地
に
関
し
て
は

手
を
抜
き
た
く
な
い
。
そ
し
て
妻
も

思
っ
て
く
れ
て
い
る
。
た
だ
の
自
分

た
ち
の
考
え
の
押
し
付
け
で
は
あ
る

が
、
良
く
あ
っ
て
欲
し
い
と
の
願
い

か
ら
で
あ
る
。

　「
僕
は
ね
、
と
び
き
り
の
贅
沢
を

さ
せ
て
健
ち
ゃ
ん
を
育
て
る
よ
う
に

し
て
い
る
ん
で
す
。」
と
私
の
祖
父

が
他
流
の
家
元
に
話
し
て
い
た
そ
う

で
、
数
年
前
に
そ
の
話
を
伺
っ
た
。

ふ
と
思
い
返
し
て
み
る
と
、
心
あ
た

り
し
か
な
い
。
他
流
の
家
元
が
ど
ん

な
子
に
僕
が
育
つ
か
肝
を
冷
や
し
た

と
仰
っ
て
い
た
。
と
び
き
り
の
贅
沢

で
育
っ
た
祖
父
か
ら
の
と
び
き
り
の

影
響
を
受
け
育
っ
た
私
。
今
考
え
得

る
と
び
き
り
の
贅
沢
を
息
子
に
し
よ

う
と
し
て
い
る
。

と
び
き
り
の
贅
沢

　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
息
子
の
柊
助
と
同
じ
よ
う
に
寝
っ

転
が
り
、
天
井
を
眺
め
母
親
を
目
で

追
い
か
け
て
み
る
。
床
の
下
で
動
く

換
気
扇
の
音
が
よ
く
聞
こ
え
る
。
部

屋
で
生
活
し
て
い
る
分
に
は
気
に
な

ら
な
い
音
だ
と
、
取
り
付
け
た
業
者

さ
ん
は
言
っ
て
い
た
が
最
近
に
な
っ

て
気
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　　
柊
介
と
い
て
感
じ
る
の
が
自
分
た

ち
の
目
に
見
え
る
も
の
や
、
音
を
始

め
と
す
る
情
報
量
の
多
さ
で
あ
る
。

香
水
も
し
な
く
な
っ
た
。
久
々
に
嗅

い
で
み
る
と
、
な
ん
と
き
つ
い
匂
い

だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
。
慣
れ
は

恐
ろ
し
い
。
匂
い
の
ほ
の
か
な
植
物

の
香
り
に
気
が
つ
く
よ
う
に
な
っ

た
。
テ
レ
ビ
を
消
せ
ば
、
お
肉
を
焼

く
音
が
聞
こ
え
る
。
僕
が
不
快
に
思

う
も
の
を
遠
ざ
け
て
い
る
の
で
は
な

い
。
庭
の
沈
丁
花
も
い
い
香
り
が
す

る
が
、
匂
い
の
強
さ
か
ら
柊
介
と
嗅

ぐ
際
は
、
距
離
を
取
り
楽
し
ん
で
い

る
。

　　
こ
ど
も
の
い
け
ば
な
で
は
、
お
弟

子
さ
ん
た
ち
が
生
け
た
お
花
を
、
い

け
た
人
の
目
線
で
拝
見
し
て
い
る
。

子
供
に
限
ら
ず
い
け
ら
れ
た
花
は
そ

う
や
っ
て
見
る
の
が
当
然
だ
ろ
う
。

そ
こ
に
こ
そ
、
そ
の
人
の
世
界
が
広

が
っ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に

勤
め
て
か
ら
ケ
ア
に
磨
き
を
か
け
て

い
る
中
で
、
そ
の
人
の
こ
と
を
少
し

で
も
知
ろ
う
と
し
た
時
に
自
然
と
得

た
気
づ
き
だ
。
あ
た
り
ま
え
の
事
だ

が
大
切
に
し
た
い
こ
と
の
一
つ
で
あ

る
。
福
寿
草
、
バ
イ
カ
オ
ウ
レ
ン
な

ど
背
が
低
い
花
は
で
き
る
だ
け
屈
ん

で
楽
し
む
。
人
の
た
め
に
咲
い
て
い

る
花
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　　
柊
介
に
夢
中
な
妻
は
毎
日
、
柊
介

に
色
々
な
も
の
を
紹
介
し
て
い
る
。

こ
こ
最
近
は
、
近
辺
の
桜
を
見
周
っ

て
い
る
。（
今
文
章
を
書
い
て
い
る

途
中
に
妻
か
ら
呼
ば
れ
て
自
室
に
戻

る
と
初
め
て
の
寝
返
り
を
し
た
柊
介

が
い
た
。）
僕
の
休
み
の
日
は
、
週

に
一
、二
度
は
御
所
か
植
物
園
で
ピ

ク
ニ
ッ
ク
を
し
て
い
る
。
た
く
さ
ん

食
べ
、
い
い
も
の
を
沢
山
見
て
育
っ

て
ほ
し
い
が
、
ゆ
っ
く
り
と
育
っ
て

い
っ
て
欲
し
い
。
ゆ
っ
く
り
と
は
、

段
階
的
に
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　　
子
供
が
認
識
し
や
す
い
色
は
原
色

に
近
い
色
だ
と
よ
く
言
わ
れ
て
い

る
。
な
の
で
ま
ず
は
、
色
の
濃
い
お

も
ち
ゃ
を
買
い
与
え
る
と
良
い
と
よ

く
指
導
を
受
け
る
。
本
人
か
ら
す
れ

ば
ど
う
い
う
気
持
ち
な
の
だ
ろ
う
か

は
分
か
ら
な
い
が
、
子
供
が
反
応
を

示
し
喜
ん
で
い
る
の
は
大
人
で
あ

る
。
日
本
の
風
土
に
あ
っ
た
色
か
ら

徐
々
に
慣
れ
て
い
け
ば
な
と
個
人
的

に
思
っ
て
い
る
。
部
屋
に
は
桜
、椿
、

雪
柳
、
桃
等
、
稽
古
で
残
っ
た
も
の

を
柊
介
に
見
え
る
よ
う
に
飾
っ
て
い

る
。
蘭
や
、
ア
マ
リ
リ
ス
な
ど
は
本

棚
な
ど
目
に
届
き
に
く
い
場
所
に

飾
っ
て
い
る
。

　　
毎
日
歌
を
歌
っ
て
い
る
の
だ
が
、

主
に
日
本
の
季
節
の
唱
歌
を
歌
っ
て

い
る
。
数
年
前
か
ら
個
人
的
に
も
好

き
で
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
歌
詞
、
共
に
、

そ
の
季
節
を
よ
り
、
楽
し
ま
さ
せ
て

く
れ
る
。
日
本
の
風
土
が
人
に
創
ら

せ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
し
機

会
が
あ
れ
ば
世
界
中
で
歌
わ
れ
て
い

る
「
き
ら
き
ら
星
」
の
各
国
の
物
を

聞
い
て
み
て
ほ
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に

言
語
の
特
徴
が
あ
り
、
風
土
を
感
じ

る
。
そ
の
中
で
も
イ
ン
ド
の
も
の

は
そ
の
特
徴
が
色
濃
く
で
て
い
る
。。

や
は
り
母
国
語
が
そ
の
国
を
感
じ
取

る
の
に
一
番
適
し
て
い
る
だ
ろ
う
と

考
え
て
い
る
。
私
は
、
似
た
も
の
の

違
い
が
わ
か
る
繊
細
さ
に
憧
れ
を

持
っ
て
い
て
知
る
前
を
想
像
し
よ
う

と
す
る
が
柊
介
の
眼
や
態
度
が
非
常

に
参
考
に
な
る
。
言
葉
を
使
う
こ
と

は
便
利
だ
が
危
う
く
、
大
雑
把
で
し

か
な
い
。

　　
柊
介
が
産
ま
れ
て
数
日
後
、
岡
山

に
住
む
親
戚
（
祖
父
の
妹
）
と
電
話

す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
母
子
を
労

ね
ぎ
ら
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花
伝
書
を
見
る

檜
除の
き
し
ん真

冨
春
軒

檜ひ
の
き
　
芍し
ゃ
く
や
く薬　
松　
要か
な
め　
小
菊

晒
木　
（
苔
木
）

（
立
花
時
勢
粧
・
中　

雑
体
の
図
）

　

ヒ
ノ
キ
が
主
材
で
は
あ
る
が
、

シ
ャ
ク
ヤ
ク
も
主
役
に
見
え
る
。

軽
や
か
に
昇
る
真
と
、
左
下
か
ら

大
き
く
跳
ね
上
が
る
流
枝
、
そ
れ

ら
を
繋
ぐ
胴
の
ヒ
ノ
キ
が
シ
ャ
ク

ヤ
ク
の
た
め
に
舞
台
を
作
っ
て
い

る
か
の
よ
う
だ
。
後
方
の
マ
ツ
が

舞
台
の
格
を
高
め
、
中
央
で
シ
ャ

ク
ヤ
ク
が
舞
を
舞
う
。

　

そ
ん
な
想
像
を
し
て
い
る
と
、

立
花
全
体
が
一
人
の
舞
人
に
も
見

え
て
き
た
。
神か
ぐ
ら
ま
い

楽
舞
の
イ
メ
ー
ジ

だ
。
格
調
高
く
舞
う
姿
に
神
が
宿

る
。
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府
立
堂
本
印
象
美
術
館

第
4
回　

野
外
い
け
ば
な
展 

　

ー
私
の
印
象
ー　
　

健
一
郎

　

堂
本
印
象
の
作
品
か
ら
圧
倒
的
、

本
物
感
を
感
じ
た
。
表
現
方
法
が
多

様
で
あ
る
の
に
、
強
い
説
得
力
を

持
っ
て
い
る
の
は
、
表
現
者
と
し
て

の
感
じ
取
る
力
が
卓
越
し
て
い
た
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
、
大
好
き
な
蝋
梅
の
味
わ
い

方
を
一
か
ら
見
直
し
た
。
お
花
屋
さ

ん
の
協
力
で
根
っ
こ
を
入
手
。普
段
、

土
か
ら
上
し
か
見
る
事
が
な
い
僕
か

ら
す
る
と
驚
き
と
愛
お
し
さ
が
湧
い

た
。
根
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
職
人
さ

ん
が
手
で
掘
る
そ
う
だ
。
選
ん
だ
器

は
蝋
梅
の
幹
に
見
立
て
て
。

　

蝋
梅
の
下
で
寝
転
が
っ
て
い
る
の

は
気
持
ち
が
い
い
。
お
花
は
地
面
に

向
か
っ
て
咲
く
の
で
、
シ
ャ
ワ
ー
を

浴
び
る
か
の
よ
う
な
形
に
な
る
。
野

外
展
示
な
の
で
、
日
光
に
透
け
て
綺

麗
に
見
え
る
時
、
雨
、
雪
と
共
に
在

れ
る
生
け
花
を
見
る
事
が
で
き
た
の

は
嬉
し
く
思
っ
た
。

鑑
賞
方
法
も
指
定
で
き
た
ら
な
と

思
っ
た
が
来
場
者
は
、
マ
ス
ク
を
外

し
、
香
り
を
嗅
い
で
楽
し
ん
で
頂
け

た
の
を
見
る
と
、感
じ
て
い
る
事
と
、

感
じ
取
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
は
繋
が

り
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
媒
介
と
し

て
表
現
が
あ
る
事
に
改
め
て
気
づ
か

さ
せ
ら
れ
た
。
い
い
表
現
と
は
、
感

じ
た
事
を
、
で
き
る
だ
け
そ
の
ま
ま

感
じ
て
も
ら
う
事
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

や
は
り
、
印
象
の
作
品
を
そ
の
ま

ま
を
感
じ
取
る
事
が
で
き
る
ほ
ど
に

感
じ
取
る
力
が
発
達
す
れ
ば
、
よ
り

楽
し
む
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

「
円
環
」　　
　
　
　
　

健
一
郎

　

個
々
の
惑
星
は
本
来
円
軌
道
を
取

り
公
転
し
よ
う
と
す
る
が
、
他
の
存

在
に
よ
り
ズ
レ
が
生
じ
楕
円
軌
道
を

公
転
す
る
事
に
な
る
。
そ
し
て
他
の

存
在
無
く
し
て
の
存
在
は
在
り
得
な

い
。

　

時
間
と
流
れ
の
記
憶
を
表
現
し
た

作
品
と
薮
椿
の
反
応
を
試
み
た
。
互

い
に
シ
リ
ー
ズ
（
品
種
）
の
原
初
の

姿
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
円
環
で
自
転
と
公
転
を
し
な
が

ら
影
響
を
与
え
合
っ
て
い
る
。「 応 え 合 わ せ 」 展 　 花：桑原健一郎　陶：詹凱婷（京都精華大学）

4 組の陶芸大学院生と若手華道家との交流の応え合わせ。3/10~13　karaS。
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城
南
宮
の
し
だ
れ
梅

　

城
南
宮
は
平
安
京
へ
の
遷
都
の

際
、
都
の
南
方
・
裏
鬼
門
を
守
護
す

る
た
め
に
創
建
さ
れ
、
の
ち
白
河
天

皇
退
位
後
の
居
所
・
鳥
羽
離
宮
の
一

柔
ら
か
な
思
考

　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
（
蘭
科
）

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
（
蘭
科
）

陶
花
器
（
柳
原
睦
夫
作
）

12
月
か
ら
飾
っ
て
い
た
鉢
植
の
シ

ン
ピ
ジ
ウ
ム
を
切
っ
て
い
け
る
こ
と

に
し
た
。
合
わ
せ
る
花
を
花
屋
で
選

び
、
家
に
戻
っ
て
花
を
見
な
が
ら
器

を
あ
れ
こ
れ
と
考
え
る
。

　

先
月
号
に
書
い
た
が
、
い
け
ば
な

は
微
妙
な
違
い
や
変
化
を
感
じ
と
る

感
覚
を
養
う
こ
と
に
効
果
が
あ
る
。

固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、
頭
の
中

を
真
っ
白
に
し
て
、
花
に
合
う
器
を

思
い
浮
か
べ
て
み
た
ら
こ
の
花
器
が

出
て
き
た
。
い
け
て
み
る
と
新
鮮
な

い
け
ば
な
に
な
っ
た
。
あ
っ
ぱ
れ
自

分
、
と
自
画
自
賛
し
て
い
る
。
柔
ら

か
な
思
考
の
お
陰
で
あ
る
。

　

皆
さ
ん
も
、
花
と
花
、
花
と
器
の

新
鮮
な
出
逢
い
を
生
み
出
す
喜
び
を

味
わ
っ
て
ほ
し
い
。

福寿草とメイちゃん。
鳥をみつけたのかな。

部
と
な
っ
て
政
治
文
化
の
中
心
と
な

る
。
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
荒
廃
し
江

戸
期
に
再
建
さ
れ
た
。

　

3
月
10
日
に
訪
れ
る
と
百
五
十
本

の
し
だ
れ
梅
が
満
開
で
様
々
な
椿
も

咲
き
出
し
て
い
た
。
伸
び
や
か
に
枝

を
広
げ
る
し
だ
れ
梅
。
花
と
人
が
作

る
景
色
に
感
動
し
た
。　
　
（
仙
溪
）
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桑
原
専
慶
流
い
け
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な
テ
キ
ス
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年
4
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日
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（
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定
価
五
五
〇
円
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消
費
税
込
）

 w
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aharasenkei.com
　
　
い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

新
緑

　

健
一
郎

イ
ボ
タ
ノ
キ
（
木も

く
せ
い犀

科
）

芍し
ゃ
く
や
く薬２

種
（
牡ぼ

た
ん丹

科
）

　
　

陶
花
器
（
幾
左
田
昌
宏
作
）

　

新
緑
の
季
節
の
良
さ
を
味
わ
う
よ

う
に
な
れ
る
の
が
比
較
的
、
遅
か
っ

た
。
昔
は
植
物
に
か
ぎ
ら
ず
、
成
熟

し
た
も
の
や
質
、
技
術
の
高
い
も
の

に
強
い
魅
力
を
感
じ
て
い
た
。
憧
れ

だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
苔
が
べ
っ
と
り

と
つ
い
た
木
瓜
や
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽

な
ど
と
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
母
が

あ
る
若
手
の
バ
ン
ド
を
褒
め
て
い

た
。
技
術
に
優
れ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
が
、
な
ん
と
な
く
魅
力
的
で
は

あ
る
。
少
し
重
た
く
聞
こ
え
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
命
を
削
っ
て
い
る
か

の
よ
う
な
キ
リ
キ
リ
と
し
た
も
の
を

感
じ
た
。
不
安
定
な
が
ら
も
成
り
立

た
っ
て
い
る
様
子
か
ら
、
新
緑
と
も

言
え
る
魅
力
を
感
じ
た
。
余
裕
の
な

さ
、
一
生
懸
命
で
あ
る
こ
と
が
そ
う

見
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
し
か
す
る
と
柔
ら
か
い
新
緑
の

葉
は
虫
に
食
べ
ら
れ
ま
い
と
キ
リ
キ

リ
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

今
は
新
緑
の
若
さ
が
身
に
染
み
る
。

季
節
に
な
る
と
街
中
か
ら
山
を
眺
め

い
つ
も
確
認
し
て
し
ま
う
。
新
緑
は

宝
で
あ
る
。
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2

た
い
せ
つ
に
扱
っ
て

　
　
　
∧
2
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

山
吹
（
薔ば

ら薇
科
）

　

芍し
ゃ
く
や
く薬（

牡ぼ
た
ん丹

科
）

　

都
忘
れ
（
菊
科
）

　
　

陶
花
器
（
清
水
保
孝
作
）

　

山
吹
と
芍
薬
、
こ
の
二
種
を
満
開

に
咲
い
て
い
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
い
け

る
事
は
中
々
無
い
と
思
う
。

　

今
年
の
春
は
暖
か
い
日
も
多
く

て
、
い
つ
も
は
固
い
蕾
の
芍
薬
が

ふ
っ
く
ら
と
手
ま
り
の
様
な
姿
を
見

せ
て
く
れ
た
。

　

燃
料
や
光
熱
費
の
値
上
が
り
で
、

去
年
の
冬
は
木
や
草
花
が
中
々
育
た

な
く
て
出
荷
出
来
な
い
と
聞
い
て
い

た
だ
け
に
、
桃
や
桜
が
い
つ
も
の
時

期
に
い
つ
も
の
様
な
姿
で
出
て
来
て

く
れ
た
事
は
本
当
に
有
り
難
か
っ

た
。

　

大
切
に
扱
っ
て
い
け
て
い
き
た
い

と
感
じ
て
い
る
。



3

鉄
線
を
子
株
に

　
　
　
∧
3
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

七な
な
か
ま
ど竈（

薔ば

ら薇
科
）

　

鉄て
っ
せ
ん線

２
種
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　
　

陶
水
盤

　

真
と
副
の
ナ
ナ
カ
マ
ド
は
１
本
の

枝
で
、
も
と
も
と
の
形
を
そ
の
ま
ま

生
か
し
て
い
る
。
真
の
曲
が
り
が
低

く
感
じ
た
が
、
後
か
ら
加
え
た
枝
が

違
和
感
を
和
ら
げ
て
く
れ
た
。

　

残
っ
た
枝
を
子
株
の
テ
ッ
セ
ン
の

支
え
に
し
た
が
、
居
心
地
が
良
い
の

か
、
思
い
の
ほ
か
テ
ッ
セ
ン
が
長
く

咲
い
て
く
れ
て
い
た
。

真し
ん

副そ
え

留と
め 副そ

え

真し
ん

留と
め

主
株

子
株



4

旬
の
温
か
さ

　
　
∧
4
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

瓜う
り
は
だ
か
え
で

膚
楓
（
楓
科
）

　

野の
か
ん
ぞ
う

萱
草
（
百
合
科
）

　

鳴な
る
こ
ゆ
り

子
百
合
（
百
合
科
）

　
　

結
晶
釉
水
盤
（
前
田
保
則
作
）

　

街
中
で
は
見
か
け
な
い
が
、
里
山

に
は
い
く
ら
で
も
生
え
て
い
る
の
を

見
る
。
地
元
の
人
か
ら
す
る
と
大
し

た
喜
び
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、街
で
は
見
か
け
な
い
。
そ
し
て
、

お
花
屋
さ
ん
で
見
か
け
る
と
つ
い
、

求
め
た
く
な
る
、
野
萱
草
。
自
然
の

池
の
側
に
は
瓜
膚
楓
は
実
に
な
っ
て

い
た
。
水
を
感
じ
た
く
水
盤
で
生
け

た
。
感
じ
て
い
た
情
景
が
バ
ッ
ク
紙

で
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。
斑ふ

が
強
く

入
っ
た
鳴
子
百
合
が
ま
と
め
て
く
れ

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
競
い
合
う
こ

と
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
良
さ
を
発
揮
し

て
い
て
気
持
ち
よ
さ
そ
う
だ
。



5

花
伝
書
を
見
る

二
株
砂
物　

太
藺
真

冨
春
軒

太ふ
と
　
い藺　
芍し
ゃ
く
や
く薬　
松　
晒
木

杜か
き
つ
ば
た

若　

小
菊　

檜ひ
お
う
ぎ扇　

嫩わ
か

葉ば

（
立
花
時
勢
粧
・
中　

雑
体
の
図
）

　

冨
春
軒
が
目
指
し
た
「
自
由
」

が
こ
こ
に
も
現
れ
て
い
る
。
真
っ

直
ぐ
育
つ
太
藺
が
曲
が
り
つ
つ
放

つ
生
命
力
に
心
打
た
れ
た
の
だ
ろ

う
。
数
本
の
太
藺
な
の
だ
が
、
松

の
株
や
晒
木
と
対
等
に
い
や
そ
れ

以
上
の
存
在
感
が
あ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
配
置
の
絶
妙
な
こ

と
。
松
の
切
株
や
晒
木
を
近
景
に

し
て
、
そ
の
向
こ
う
に
太
藺
と
杜

そ
ん
な
想
像
を
し
な
が
ら
眺
め
て

い
る
。

　

砂
の
物
は
株か
ぶ
だ
て立
と
も
呼
ば
れ
る

よ
う
に
基
本
的
に
太
い
株
が
景
色

に
加
わ
る
。
立
花
と
は
ま
た
別
の

表
現
が
で
き
る
し
、
そ
こ
を
目
指

さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

若
に
よ
る
水
辺
の
景
色
を
見
せ
る
。

山
に
分
け
入
り
、
太
藺
の
生
え
る

神
秘
的
な
沼
に
た
ど
り
着
い
た
、



6

テ
マ
リ
シ
モ
ツ
ケ

　
　
　
∧
表
紙
の
花
∨
　
仙
溪

　

ア
メ
リ
カ
手て

ま
り
し
も
つ
け

毬
下
野
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　

銅
薄う

す
ば
た端

　

ア
メ
リ
カ
テ
マ
リ
シ
モ
ツ
ケ
は
北

ア
メ
リ
カ
原
産
の
落
葉
低
木
。
コ
デ

マ
リ
に
似
た
花
を
咲
か
せ
た
あ
と
、

手
毬
状
に
結
実
す
る
。

京
都
い
け
ば
な
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
２
０
２
３

い
け
ば
な
の
日
（
６
月
６
日
）
協
賛
事
業

「
い
け
ば
な 

み
ぃ
つ
け
た
」

　

6
月
3
日
㈯
〜
4
日
㈰

　

京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー

　

出
品　

桑
原
健
一
郎

　
　
　
　

石
黒
慶
知　

ク
リ
ス
慶
久

真し
ん

副そ
え

留と
め

控ひ
か
え

胴ど
う

宇
治
市
民
い
け
ば
な
展

　

会
期　

５
月
20
日
㈯
〜
21
日
㈰

　

会
場　

宇
治
市
植
物
公
園

第
10
回
合
同
茶
会
い
け
ば
な
展

　

2
月
11
日
㈯
〜
12
日
㈰

　

吉
野
川
市
文
化
研
修
セ
ン
タ
ー

　

26
人
出
品

　

実
は
袋
状
で
赤
茶
色
に
色
づ
き
、

裂
け
て
口
を
あ
け
る
と
花
の
よ
う
に

見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
実
を
袋
果
と

呼
ぶ
が
、
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
や
コ
デ
マ
リ

も
似
た
よ
う
な
実
が
で
き
る
の
で
、

河
原
や
公
園
で
探
し
て
み
よ
う
。

　

ア
メ
リ
カ
テ
マ
リ
シ
モ
ツ
ケ
の
切

り
枝
が
売
ら
れ
て
い
た
の
で
、
太
枝

か
ら
の
分
か
れ
枝
を
生
か
し
て
生
花

で
い
け
て
み
た
が
、
実
な
の
で
か
な

り
長
く
楽
し
め
た
。
北
ア
メ
リ
カ
の

自
然
を
堪
能
で
き
る
花
材
で
あ
る
。

第
74
回 

華
道
京
展

　

前
期　

4
月
6
日
㈭
〜
8
日
㈯

　

会
場　

大
丸
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
京
都

　

出
品
作
（
写
真
①
②
③
）

●①華
道
京
展　

桑
原
仙
溪　
（
写
真
①
）　
　
生
花　
葉は

う
ち
わ
か
え
で

団
扇
楓　
　

器
：
阪
野
鳳
洋

徳
島
代
表
い
け
ば
な
展

　

4
月
15
日
㈯
〜
16
日
㈰

　

あ
わ
ぎ
ん
ホ
ー
ル

　

2
人
出
品



7

華道京展　 桑 原 健 一 郎 ・ 小 田 部 慶 綾 　立花／藤　松　松晒木　躑
つつじ

躅　貝塚伊吹　著
しゃが

莪　器：矢野款一
　　

華道京展　 山 本 慶 紀 ・ 稗 田 慶 智 ・ 掛 水 慶 恵 　麋
びかくしだ

角羊歯（葉・枯葉）　アンスリウム　器：ザールバーグ

●②

●③



8

日
本
い
け
ば
な
芸
術
中
国
展

晴
れ
の
国
こ
の
春
は
花
の
国

　

会
期　

4
月
12
日
㈬
〜
17
日
㈪

　

会
場　

岡
山
高
島
屋

　

出
品　

18
名
（
写
真
④
〜
⑰
）

　

 

　

桑
原
仙
溪　
（
写
真
④
）

　
　
生
花　
　

木ぼ
け瓜　

裏
白
の
木

　
　

器　
　
　

石
田
和
也

　
　
　
　
　
　
（
備
前
陶
心
会
）

　

 

　

岡
山
で
15
年
ぶ
り
と
な
る
日
本
い

け
ば
な
芸
術
中
国
展
が
開
催
さ
れ
た

桑
原
専
慶
流
の
先
生
方
は
、
出
品
に

加
え
て
花
展
実
行
委
員
と
し
て
様
々

に
お
仕
事
を
担
当
さ
れ
て
、
お
蔭
様

で
素
晴
ら
し
い
花
展
と
な
っ
た
。

　

当
流
の
出
品
作
は
ど
の
花
も
花
が

主
役
で
、
花
器
と
の
調
和
も
見
応
え

が
あ
っ
た
。
奇
を
て
ら
っ
て
独
り
よ

が
り
に
な
っ
た
り
、
技
巧
ば
か
り
に

目
が
い
く
の
で
は
な
く
、
ま
ず
花
の

輝
き
を
皆
さ
ん
に
楽
し
ん
で
も
ら
い

た
い
、
そ
ん
な
い
け
ば
な
だ
っ
た
こ

と
が
何
よ
り
嬉
し
い
。

　

私
は
地
元
陶
芸
家
と
の
コ
ラ
ボ
で

初
め
て
の
器
に
い
け
た
が
、
持
参
し

た
花
材
が
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
花
を

咲
か
せ
て
く
れ
た
の
で
ほ
っ
と
し
て

い
る
。
枝
物
２
種
の
生
花
だ
が
、父
・

仙
齋
が
好
き
だ
っ
た
組
み
あ
わ
せ
。

こ
の
絶
妙
な
関
係
は
生
花
だ
か
ら
こ

そ
生
ま
れ
る
。

●④

。



9

上 野 淳 泉 　　立花／松　蘭

小 野 樹 仙 　立花「二つ真」

　松　伊吹　藤　伽
きゃらぼく

羅木　躑
つつじ

躅　空
うつぎ

木３種　海
えびねらん

老根蘭
　ニオイイリス　紫蘭　小菊

小 津 野 雅 翠 　立花

　躑躅　小手毬　ガマズミ　花菖蒲　芍薬
　著莪　夏櫨　伽羅木　斑入柾木　　

小 原 淡 翠 　立花

　アンスリウム　オクロレウカ　アレカ椰子
　グロリオサ　エピデンドラム　ドラセナ　ヒペリカム

日本いけばな芸術中国展　　〜  晴 れ の 国 こ の 春 は 花 の 国 〜

●⑤●⑥

●⑦●⑧



10

吉 田 房 水 　 赤 木 雅 芳 　 宇 野 民 水 　 　八重桜　燈
どうだんつつじ

台躑躅　鉄線２色

小 野 京 苑 　 石 井 清 月 　 尾 﨑 洋 風  　 　旅人の木　オーガスタ　百合　グロリオサ　五葉松

●⑨

●⑩



11

宮 本 京 泉 　　麋
びかくしだ

角羊歯２種　グロリオサ三 近 碧 風 　　夏櫨　躑躅　杜若　海芋

友 延 美 泉 　　カトレア３種　
　ミリオクラダス　シンピジウム（葉）

中 田 利 華 　　グロリオサ　
　プロテア　モンステラ

原 映 泉 　　花菖蒲　石楠花　鉄線 他

石
井
慶
月　
　

パ
フ
ィ
オ
ペ
デ
ィ
ル
ム　

　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム　

ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス

岡
部
華
秋　
　

プ
レ
ク
ナ
ム
・
シ
ル
バ
ー
レ
デ
ィ

　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム　

ジ
ャ
ン
グ
ル
ブ
ッ
シ
ュ

●⑪●⑫

●⑬●⑭●⑮

●⑯●⑰



12

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
719
号

　
2023
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

旬
の
強
さ

　
　
∧
5
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

山や
ま
ぼ
う
し

法
師
（
水み

ず
き木

科
）

　

河か
わ
ら
な
で
し
こ

原
撫
子
３
色
（
撫
子
科
）

　
　

陶
花
器
（
宮
下
善
爾
作
）

　

河
原
撫
子
の
三
色
と
山
法
師
、
器

も
含
め
て
日
本
で
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
。
取
り
合
わ
せ
た
と
き
、
生
け

て
い
る
時
は
特
に
気
が
つ
か
ず
考
え

て
は
い
な
か
っ
た
。
撫
子
の
旬
の
季

節
に
な
る
と
赤
色
の
撫
子
が
お
花
屋

さ
ん
に
並
ぶ
。
伊
勢
菊
と
同
じ
よ
う

に
花
び
ら
を
垂
ら
し
た
よ
う
に
咲
く

伊
勢
撫
子
な
ん
か
も
出
て
く
る
。
華

奢
で
綺
麗
な
撫
子
が
力
一
杯
、
山
法

師
に
負
け
ま
い
と
咲
い
て
い
る
。

　

好
き
な
取
り
合
わ
せ
に
、
撫
子
と

花
菖
蒲
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
撫
子

が
可
愛
ら
し
く
映
る
。
写
真
は
山
法

師
と
取
り
合
わ
せ
た
た
め
競
い
合
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
旬
で
な
け

れ
ば
山
法
師
に
撫
子
が
負
け
て
い
た

だ
ろ
う
。
器
は
撫
子
を
応
援
し
て
い

る
に
違
い
な
い
。
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2

生
花
二
種
挿
し

　
　
　
∧
2
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

灯ど
う
だ
ん
つ
つ
じ

台
躑
躅
（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　

鉄て
っ
せ
ん線

（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　
　

饕と
う

餮て
つ

文も
ん

手
付
銅
花
瓶

　

ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
は
枝
の
出
方
が

灯と
う

台だ
い

の
脚あ

し

の
よ
う
で
、
ト
ウ
ダ
イ
ツ

ツ
ジ
と
呼
ば
れ
た
の
が
訛な

ま

っ
て
ド
ウ

ダ
ン
ツ
ツ
ジ
と
な
っ
た
そ
う
だ
。
庭

や
公
園
で
育
っ
た
も
の
を
見
る
と
、

枝
分
か
れ
の
様
子
は
確
か
に
灯
台
を

逆
さ
に
し
た
よ
う
な
姿
だ
。

　

一
方
、
山
で
出
合
う
ド
ウ
ダ
ン
ツ

ツ
ジ
（
や
そ
の
仲
間
）
は
短
い
別
れ

枝
を
密
に
つ
け
た
姿
を
し
て
い
る
。

厳
し
い
自
然
環
境
が
そ
う
さ
せ
る
の

だ
ろ
う
。

　

こ
の
生
花
は
殆
ど
撓
め
ず
に
い
け

て
い
る
。
真
と
副
は
１
本
の
枝
で
あ

る
。
副
の
枝
は
本
来
の
副
よ
り
前
振

り
だ
っ
た
が
、そ
の
ま
ま
生
か
し
た
。

写
真
で
は
見
え
な
い
立
体
感
を
想
像

し
て
ほ
し
い
。
テ
ッ
セ
ン
は
足
元
を

ほ
ぐ
し
、枝
に
絡か

ら

め
て
い
け
て
い
る
。



3

優
し
い
葉
と
花

　
　
　
∧
3
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

日ひ
ゅ
う
が
み
ず
き

向
水
木
（
満ま

ん
さ
く作

科
）

　

笹
百
合
（
百
合
科
）

　

鉄
線
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　
　

八
角
染
付
花
瓶

　

ミ
ズ
キ
と
名
が
つ
い
て
い
て
も
ミ

ズ
キ
の
仲
間
で
は
な
い
。
ミ
ズ
キ
は

白
い
４
弁
花
が
上
向
き
に
集
ま
っ
て

咲
く
が
、
ト
サ
ミ
ズ
キ
や
ヒ
ュ
ウ
ガ

ミ
ズ
キ
は
淡
黄
色
の
小
花
が
下
向
き

に
穂
状
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
咲
く
。

　

ヒ
ュ
ウ
ガ
ミ
ズ
キ
は
別
名
イ
ヨ
ミ

ズ
キ
、
ヒ
メ
ミ
ズ
キ
と
も
呼
ば
れ
、

花
の
後
で
小
さ
な
優
し
い
葉
を
広
げ

る
。葉
が
し
っ
か
り
し
て
く
る
こ
ろ
、

山
で
は
サ
サ
ユ
リ
が
土
の
中
か
ら
生

ま
れ
出
る
。

　

一
緒
に
い
け
て
み
る
と
、
両
方
の

優
し
さ
が
合
わ
さ
り
、
と
て
も
善
い

雰
囲
気
が
生
ま
れ
た
。
テ
ッ
セ
ン
を

加
え
る
と
、
サ
サ
ユ
リ
の
ほ
の
か
な

色
が
際
立
っ
た
。
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優
し
く
軽
や
か
に

　
　
　
∧
4
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

デ
ル
フ
ィ
ニ
ウ
ム
（
金
鳳
花
科
）

　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム
（
里
芋
科
）

　

ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス
（
百
合
科
）

　
　

ト
ル
コ
ブ
ル
ー
陶
花
器

　

淡
い
水
色
の
デ
ル
フ
ニ
ウ
ム
を
優

し
く
軽
や
か
に
見
せ
た
く
て
、
緑
と

淡
い
ピ
ン
ク
の
ア
ン
ス
リ
ウ
ム
で
低

く
囲
い
、
ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス
で
両
者

を
繋
い
だ
。
緑
色
の
ア
ン
ス
リ
ウ
ム

が
さ
り
げ
な
く
重
要
な
脇
役
に
な
っ

て
く
れ
て
い
る
。

ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
季
節

　
　
　
∧
5
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

ラ
イ
ラ
ッ
ク
（
木も

く
せ
い犀

科
）

　

ア
マ
リ
リ
ス
（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　
　

ガ
ラ
ス
花
瓶
（
コ
ス
タ
ボ
ダ
）

　

海
外
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
録
画
し

て
、
夕
食
の
用
意
を
し
な
が
ら
見
る
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の
が
ほ
っ
と
す
る
ひ
と
と
き
だ
。
5

月
19
日
の
国
際
報
道
で
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
で
満
開
の
ラ
イ
ラ
ッ
ク
が
見
頃
を

迎
え
数
千
人
の
キ
ー
ウ
市
民
に
休
息

を
与
え
て
い
る
と
あ
っ
た
。
ラ
イ

ラ
ッ
ク
は
色
も
香
り
も
素
敵
な
花
で

人
に
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
と
思

う
。

　

平
和
の
象
徴
の
よ
う
な
香
り
高
い

花
。
早
く
戦
争
が
終
結
す
る
事
を
願

う
。

　

レ
モ
ン
と
メ
イ

　

み
ん
な
元
気
で
す
！
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孔
雀
檜
葉
の
生
花

　
　
　
∧
6
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

草
型　

副そ
え

流
し

　

孔く
じ
ゃ
く
ひ
ば

雀
檜
葉
（
檜

ひ
の
き

科
）

　
　

煤す
す
だ
け竹

竹
筒

　

ク
ジ
ャ
ク
ヒ
バ
は
檜
の
園
芸
品
種

で
、
葉
の
付
き
方
を
孔
雀
の
羽
に
見

立
て
た
名
前
。
寒
く
な
る
と
色
づ
く

品
種
は
オ
ウ
ゴ
ン
ク
ジ
ャ
ク
ヒ
バ

（
オ
ウ
ゴ
ン
ヒ
バ
）
と
呼
ば
れ
る
。

　

枝
は
粘
り
強
く
撓
め
や
す
い
。
枝

分
か
れ
が
多
く
か
な
り
の
重
量
が
あ

る
の
で
、
少
な
い
本
数
で
も
し
っ
か

り
し
た
生
花
が
い
け
ら
れ
る
が
、
生

か
せ
る
枝
は
残
し
、
余
分
な
枝
を
切

る
判
断
が
必
要
と
な
る
難
易
度
の
高

い
花
材
だ
。

　

竹
筒
で
い
け
る
場
合
、
器
の
安
定

を
考
え
る
な
ら
行
の
花
型
が
向
い
て

い
る
が
、
細
く
伸
び
た
枝
が
あ
れ
ば

副
流
し
に
も
い
け
ら
れ
る
。
真
を
充

分
に
撓
め
て
副
と
の
重
量
バ
ラ
ン
ス

を
と
る
。

　

水
際
を
美
し
く
つ
く
り
、
森
の
神

聖
な
香
り
を
楽
し
み
た
い
。
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檜
の
生
花

　
　
∧
7
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

草
型　

留と
め

流
し

　

檜
（
檜
科
）

　
　

陶
水
盤

　

空
気
を
葉
で
掴
む
よ
う
な
感
覚
で

生
け
た
お
生
花
。
こ
こ
一
年
ほ
ど
で

間
や
空
間
に
対
し
て
の
捉
え
方
が
大

き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
花
フ
ジ

の
一
男
さ
ん
が
流
展
の
私
の
立
花
を

み
て
「
次
は
引
き
算
や
な
、
で
も
足

す
の
も
難
し
い
ね
ん
で
。
よ
う
入
っ

て
る
な
。」
と
言
葉
が
あ
っ
た
。
そ

の
日
か
ら
空
気
や
空
間
に
対
し
て
興

味
が
で
た
。
そ
の
年
の
秋
に
鹿
王
院

に
て
立
て
た
立
花
の
正
真
に
は
何
も

入
れ
な
い
で
空
気
を
い
け
る
感
覚
が

あ
っ
た
。胴
に
は
檜
が
入
っ
て
い
た
。

そ
こ
に
、
枝
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
檜
の
周
り
に
は
な
ぜ
か
何
も
入

れ
た
く
な
く
な
る
。
檜
が
持
つ
優
し

く
周
り
の
空
気
を
巻
き
込
む
よ
う
に

み
え
る
か
ら
だ
。
枝
ぶ
り
、
空
気
感

を
よ
り
効
果
的
に
魅
せ
ら
れ
る
生
花

の
型
と
よ
く
合
う
よ
う
に
感
じ
て
い

る
。
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花
は
野
に
あ
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
溪

　

茶
道
に
お
い
て
は
茶
席
の
花
に
つ

い
て
、
花
は
野
に
あ
る
よ
う
に
挿
す

こ
と
を
大
切
に
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
教
え
は
「
四し

き
　
し
ち
そ
く

規
七
則
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
茶
の
湯
（
茶
道
）
の
精

神
と
心
得
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。

　

四
規

　
　

和わ

、
敬け

い

、
清せ

い

、
寂じ

ゃ
く。

　

七
則

　
　

茶
は
服ふ

く

の
よ
き
よ
う
に

　
　

炭
は
湯
の
沸
く
よ
う
に

　
　

花
は
野
に
あ
る
よ
う
に

　
　

夏
は
涼
し
く
冬
暖
か
に

　
　

刻
限
は
早
め
に

　
　

降
ら
ず
と
も
雨
の
用
意

　
　

相あ
い

客き
ゃ
くに
心
せ
よ

　
　

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
日
常
に
お
い
て

も
人
と
接
す
る
上
で
大
切
な
心
の
持

ち
様
だ
と
思
う
。
華
道
を
志
す
者
と

し
て
も
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
こ
と

だ
と
思
う
の
で
、
裏
千
家
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
言
葉
を
参
考
に
解
説
し
た

い
。

　
「
和
」
と
は
、
お
互
い
に
心
を
開

い
て
仲
良
く
す
る
と
い
う
こ
と
。

　
「
敬
」
と
は
、
お
互
い
に
敬
い
あ

う
と
い
う
意
味
。

　
「
清
」
と
は
、
目
に
見
え
る
清
ら

か
さ
だ
け
で
な
く
、
心
の
中
も
清
ら

か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

　
「
寂
」
と
は
、
ど
ん
な
と
き
に
も

動
じ
な
い
心
。

　
「
茶
は
服ふ

く

の
よ
き
よ
う
に
」
と
は

心
を
こ
め
る
こ
と
。（
服
＝
服の

む
）

　

舌
の
先
で
美
味
し
い
と
感
じ
る
こ

と
だ
け
で
な
く
、
一
生
懸
命
に
点
て

た
お
茶
を
客
が
そ
の
気
持
ち
も
味

わ
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
、
主
と
客

と
の
心
の
一
体
感
を
意
味
す
る
。

　
「
炭
は
湯
の
沸
く
よ
う
に
」
と
は

本
質
を
見
極
め
る
こ
と
。

　

湯
が
よ
く
沸
く
よ
う
に
火
を
お
こ

す
に
は
上
手
な
炭
の
つ
ぎ
方
と
い
う

も
の
が
あ
る
が
、
形
式
だ
け
の
み
こ

ん
だ
の
で
は
火
は
つ
か
な
い
。
本
質

を
よ
く
見
極
め
る
こ
と
が
大
切
。

　
「
花
は
野
に
あ
る
よ
う
に
」
と
は

命
を
尊
ぶ
こ
と
。

　

自
然
そ
の
ま
ま
に
再
現
す
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、
野
に
咲
く
花
の
美

し
さ
と
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
命
の

尊
さ
を
盛
り
こ
も
う
と
す
る
こ
と
に

真
の
意
味
が
あ
る
。

　
「
夏
は
涼
し
く
冬
暖
か
に
」
と
は

季
節
感
を
も
つ
こ
と
。

　

茶
道
で
は
季
節
感
を
大
事
に
し
、

表
現
す
る
。
夏
な
ら
床
に「
涼
一
味
」

な
ど
の
言
葉
を
か
け
た
り
、
冬
な
ら

蒸
し
た
て
の
温
か
い
お
菓
子
を
出
す

な
ど
、
自
然
の
中
に
自
分
を
と
け
こ

ま
せ
る
よ
う
な
工
夫
を
。

　
「
刻
限
は
早
め
に
」
と
は
心
に
ゆ

と
り
を
持
つ
こ
と
。

　

ゆ
と
り
と
は
時
間
を
尊
重
す
る
こ

と
。
自
分
が
ゆ
っ
た
り
し
た
気
持
ち

に
な
る
だ
け
で
な
く
、
相
手
の
時
間

を
大
切
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ

の
と
き
は
じ
め
て
主
と
客
が
心
を
開

い
て
向
か
い
合
え
る
。

　
「
降
ら
ず
と
も
雨
の
用
意
」
と
は

柔
ら
か
い
心
を
持
つ
こ
と
。

　

ど
ん
な
と
き
に
も
落
ち
着
い
て
行

動
で
き
る
心
の
準
備
と
実
際
の
用
意

を
い
つ
も
す
る
こ
と
。
適
切
に
場
に

応
じ
ら
れ
る
、
自
由
で
素
直
な
心
を

持
つ
こ
と
が
大
切
。

　
「
相
客
に
心
せ
よ
」
と
は
互
い
に

尊
重
し
あ
う
こ
と
。

　

一
緒
に
客
に
な
っ
た
者
同
士
、
互

い
を
尊
重
し
あ
い
、
楽
し
い
ひ
と
と

き
を
過
ご
せ
る
よ
う
に
。

　

い
か
が
だ
ろ
う
。
茶
道
で
は
こ
れ

ら
の
教
え
を
大
切
に
さ
れ
て
い
る

が
、
私
た
ち
が
花
を
い
け
る
時
、
花

を
教
え
教
わ
る
時
、
家
に
花
を
い
け

て
客
を
迎
え
る
時
に
も
、
こ
れ
ら
の

こ
と
を
意
識
す
る
よ
う
に
し
た
い
。

　　

さ
て
、「
花
は
野
に
あ
る
よ
う
に
」

と
い
う
教
え
を
、
私
は
は
じ
め
お
茶

の
世
界
で
の
花
の
扱
い
で
あ
っ
て
、

い
け
ば
な
と
は
別
物
と
考
え
て
い

た
。

　

い
け
ば
な
に
は
花
を
活
か
す
型
が

あ
る
の
だ
か
ら
素
朴
な
い
け
方
の
茶

花
と
は
違
う
の
だ
、
な
ど
と
表
面
的

な
違
い
に
囚
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
今

は
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
い
る
。

　
「
花
は
野
に
あ
る
よ
う
に
」
と
は

花
に
対
す
る
心
の
あ
り
よ
う
を
言
っ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
言
葉
の

持
つ
意
味
は
華
道
の
神
髄
で
も
あ
る

と
今
で
は
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

桑
原
専
慶
流
の
流
祖
、
冨
春
軒
仙

溪
は「
立
花
秘
傳
抄
…
立
花
色
の
事
」

の
中
で
、
草
木
の
出
生
玄
妙
体
を
瓶

に
う
つ
す
こ
と
を
「
色
」
と
名
付
け
、

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

柳
は
緑
、
花
は
紅
。

草
木
を
自
分
の
心
に
ま
か
せ
て
い

け
た
の
で
は
、
技
巧
が
気
に
な
っ

て
出
生
の
景
気
は
得
が
た
い
。

　
思
い
を
無
に
し
て
心
を
草
木
に

ま
か
せ
、
真
っ
直
ぐ
に
生
ず
る
も

の
は
真
っ
直
ぐ
に
、
横
に
生
ず
る

も
の
は
横
に
遣つ

か

う
時
、
草
木
自
然

の
体て

い

が
顕

あ
ら
われ

る
も
の
だ
。

橐た
く
だ駝

曰
く

「
以も

っ

て
能よ

く
木
の
天
に
順

し
た
が

ひ
て
、
以

て
其そ

の
性
を
致
す
の
み
」

（
木
の
天
然
自
然
に
従
っ
て
、
そ
の

生
ま
れ
も
っ
た
生
き
る
働
き
を
導

く
の
み
）

こ
の
語
花
道
の
奥
義
に
よ
く
相
叶

え
り
。
誠
に
微
細
の
教
導
、
向
上

の
一
路ろ

な
り
。
こ
の
境
を
よ
く
よ

く
工
夫
し
て
修
練
止
ま
ざ
る
と
き

は
、
覚
え
ず
し
て
色
あ
る
べ
し
。

　

草
木
が
本
来
持
っ
て
い
る
生
き
る

働
き
を
で
き
る
だ
け
損
な
わ
な
い
よ

う
に
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
自お

の

ず

と
草
木
は
「
命
」
を
あ
り
あ
り
と
輝

き
見
せ
て
く
れ
る
の
だ
よ
と
冨
春
軒

は
教
え
て
く
れ
て
い
る
。

　

花
に
命
の
尊
さ
を
求
め
る
茶
道
の

心
と
、
華
道
の
奥
義
は
ま
っ
た
く
同

じ
で
あ
る
。

　

花
の
命
を
尊
ぶ
心
を
持
っ
て
い
た

い
。
茶
道
に
教
わ
る
こ
と
は
多
い
。
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花
伝
書
を
見
る

杜
若
一
色　

除
真

桑
原
次
郎
兵
衛

杜か
き
つ
ば
た
若　

河こ
う
ほ
ね骨

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　

手
が
逆
さ
ま
に
付
い
た
不
思
議

な
形
の
器
に
よ
っ
て
、
水
辺
の
花

の
妖
艶
さ
が
増
し
て
見
え
る
。

　

桑
原
次
郎
兵
衛
は
才
気
溢
れ
る

技
量
の
持
ち
主
だ
と
思
う
。
こ
の

器
も
自
分
で
デ
ザ
イ
ン
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

2
色
の
花
色
に
陰
と
陽
が
巧
み

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
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初
節
句

　
健
一
郎

花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲
（
菖あ

や
め蒲

科
）

祥
し
ょ
ん
ず
い瑞

水
盤

　
「
心
を
込
め
て
生
け
る
よ
う

に
。」
認
証
式
の
前
日
に
家
元

か
ら
お
達
し
が
あ
っ
た
。
今
の

時
代
、
人
の
思
い
を
花
に
託
す

事
が
減
っ
て
き
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も

私
は
、
こ
の
お
生
花
も
含
め
花

と
向
き
合
い
生
け
て
い
る
つ
も

り
で
あ
る
。
ま
だ
、
思
い
を
の

せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
余
裕
が
な
い

の
だ
ろ
う
。
控ひ

か
えま
で
は
夢
中
で

生
け
、
控
を
ど
う
す
る
か
で
一

瞬
手
が
止
ま
っ
た
。
そ
し
て
控

は
中な

か

高だ
か

の
葉
組
で
生
け
た
。
い

つ
の
日
に
か
追
い
越
し
て
ほ
し

い
と
心
か
ら
願
い
、
葉
に
託
し

生
け
た
。
最
後
の
控
だ
け
で
は

あ
る
が
、
自
然
と
心
を
込
め
る

こ
と
が
で
き
た
。
夢
中
に
な
る

と
心
を
込
め
る
事
が
難
し
く
な

る
。
親
も
ま
だ
ま
だ
で
あ
る
。

も
う
少
し
親
葉
を
短
く
す
れ
ば

良
か
っ
た
か
。

永
観
堂
に
対
の
立
花

　

4
月
22
日
㈮
〜
25
日
㈪

　

永
観
堂
（
禅
林
寺
）

　

浄
土
宗
の
宗
祖
法
然
上
人
御
忌

会
に
際
し
、
前
机
に
対
の
立
花
を
納

め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ご
縁
を
頂

き
15
年
に
な
る
。
法
要
の
2
〜
3
日

前
に
納
め
、
お
世
話
は
お
任
せ
し
て

い
る
。
花
物
の
扱
い
に
特
に
気
を
遣

う
が
、
い
つ
も
5
月
の
連
休
頃
ま
で

元
気
の
よ
う
で
ほ
っ
と
し
て
い
る
。

　

納
め
る
前
に
お
堂
の
前
で
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
720
号

　
2023
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

グ
ロ
リ
オ
サ

　
　
×

サ
ン
ス
ベ
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　

サ
ン
ス
ベ
リ
ア
（
竜

り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん

舌
蘭
科
）

　

グ
ロ
リ
オ
サ
（
百
合
科
）

　
　

ガ
ラ
ス
花
器

　

珍
し
い
色
の
グ
ロ
リ
オ
サ
が
一
本

あ
っ
た
。
葉
は
傷
ん
で
い
た
が
花
は

特
別
綺
麗
だ
っ
た
の
で
、
葉
を
取
り

除
い
て
花
を
生
け
た
。
バ
ッ
ク
紙
の

薄
い
紫
色
も
気
に
入
っ
て
お
り
、
淡

い
ピ
ン
ク
色
を
よ
く
引
き
た
た
て
い

る
。
近
頃
サ
ン
ス
ベ
リ
ア
の
鉢
を
ア

パ
レ
ル
や
本
屋
、
焼
き
物
屋
さ
ん
で

見
か
け
る
こ
と
が
増
え
て
き
た
。
観

葉
植
物
の
人
気
に
も
流
行
が
あ
る
ら

し
く
、
一
方
で
モ
ン
ス
テ
ラ
を
見
か

け
る
機
会
が
減
っ
た
よ
う
に
感
じ

る
。
グ
ロ
リ
オ
サ
も
サ
ン
ス
ベ
リ
ア

も
ア
フ
リ
カ
に
生
息
し
て
い
る
植
物

で
あ
る
か
ら
か
仲
は
良
さ
そ
う
に
見

え
る
。
い
い
出
逢
い
だ
っ
た
。
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梶
の
木

　
　
　
∧
2
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

梶か
じ

の
木
（
桑
科
）

　

透
し
百
合
（
百
合
科
）

　
　

ト
ル
ソ
ー
形
陶
花
器

　

カ
ジ
ノ
キ
は
ク
ワ
科
・
コ
ウ
ゾ
属

の
落
葉
高
木
。
古
代
か
ら
神
木
と
し

て
尊
ば
れ
、
神
事
の
供
え
物
の
敷
物

に
使
わ
れ
た
。
樹
皮
は
コ
ウ
ゾ
と
同

様
に
製
紙
原
料
と
な
る
。

　

中
国
の
「
乞き

っ

巧こ
う

奠で
ん

」
と
い
う
行
事

が
奈
良
時
代
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
。

牽け
ん

牛ぎ
ゅ
う・

織
し
ょ
く

女じ
ょ

の
二
星
が
天
の
川
を

渡
っ
て
逢
う
陰
暦
7
月
7
日
に
、
手

芸
・
裁
縫
な
ど
の
技
巧
上
達
を
祈
る
。

こ
の
時
、
カ
ジ
ノ
キ
の
葉
に
願
い
を

書
い
て
、
七
夕
飾
り
の
短
冊
と
し
て

使
わ
れ
た
。

　

今
年
も
七
夕
に
は
庭
の
カ
ジ
ノ
キ

を
い
け
よ
う
と
思
う
。
去
年
と
今
年

と
で
葉
の
形
が
変
わ
っ
た
よ
う
だ
。

三
叉
槍
の
よ
う
な
形
が
邪
気
を
払
い

除
け
て
く
れ
そ
う
だ
。



3

な
ん
か
合
う
な

　
　
∧
3
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

向ひ
ま
わ
り

日
葵
4
種
（
菊
科
）

　

ニ
ュ
ー
サ
イ
ラ
ン
2
種

　
　
（
ツ
ル
ボ
ラ
ン
科
）

　
　

人
面
陶
鉢
（
南
米
）

　

こ
の
花
の
と
り
合
わ
せ
に
は
こ
の

イ
ン
カ
の
器
が
合
う
な
と
思
っ
た
。

あ
と
で
調
べ
て
み
る
と
イ
ン
カ
帝
国

と
ヒ
マ
ワ
リ
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ

な
い
関
係
で
、
種
を
食
べ
た
り
、
染

め
や
医
療
で
も
活
躍
し
、
神
殿
の
巫み

女こ

た
ち
は
ヒ
マ
ワ
リ
を
か
た
ど
っ
た

黄
金
の
装
飾
品
を
身
に
つ
け
て
い
た

ら
し
い
。
そ
ん
な
深
い
関
係
が
あ
る

と
は
知
ら
ず
に
こ
の
器
を
選
ん
で
い

た
の
が
不
思
議
だ
っ
た
。
知
識
を
つ

け
す
ぎ
る
と
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
無

く
な
り
そ
う
な
気
も
す
る
が
、
そ
う

な
ら
な
い
よ
う
に
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま

せ
て
い
た
い
。
な
ん
か
合
う
な
を
大

切
に
し
て
お
花
を
い
け
る
の
は
楽
し

く
新
鮮
だ
。



4

バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら

　
　
　
∧
4
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

柏か
し
わ
ば
あ
じ
さ
い

葉
紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　

桔き
き
ょ
う梗

（
桔
梗
科
）

　

ス
プ
レ
ー
菊
（
菊
科
）

　
　

結
晶
釉
花
器
（
前
田
保
則
作
）

　

花
屋
さ
ん
の
庭
で
育
っ
た
カ
シ
ワ

バ
ア
ジ
サ
イ
。
花
の
重
さ
の
わ
り
に

は
茎
が
細
い
。
背
の
高
い
器
に
投
入

に
し
よ
う
か
迷
っ
た
が
、
深
鉢
に
盛

る
よ
う
に
い
け
て
み
た
。

　

器
の
底
に
剣
山
を
置
き
、
柱
を
4

本
立
て
て
×
形
の
仕
掛
け
を
し
、
そ

の
中
心
に
も
た
れ
さ
せ
る
の
だ
が
、

花
の
重
み
と
撓し

な

る
茎
と
の
微
妙
な
バ

ラ
ン
ス
を
試
し
な
が
ら
な
ん
と
か
い

け
ら
れ
た
。
器
は
鉢
形
だ
が
、
投
入

の
よ
う
な
い
け
方
を
し
て
い
る
。

　

個
性
的
な
花
材
を
そ
の
枝
の
向
く

ま
ま
に
い
け
て
い
く
。
そ
ん
な
い
け

方
が
私
に
は
合
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

も
ち
ろ
ん
こ
ち
ら
の
思
い
も
加
わ
る

が
、
花
の
気
持
ち
を
手
に
感
じ
と
り

な
が
ら
花
と
折
り
合
い
を
つ
け
て
い

る
。



5

太
藺
と
紫
陽
花
の
株
分
け

　
　
∧
5
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

太ふ
と
い藺

（
蚊か

や
つ
り
ぐ
さ

帳
吊
草
科
）

　

紫あ
じ
さ
い

陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　
　

陶
水
盤

　

何
本
だ
っ
た
か
忘
れ
た
が
確
か

157

本
の
太
藺
だ
っ
た
と
思
う
。

3
、
5
、
7
…
数
が
増
え
て
い
く
。

そ
の
花
の
良
さ
が
引
き
出
さ
れ
る
本

数
で
手
を
止
め
る
。
檜
扇
は
5
本
、

立
派
な
物
だ
と
3
本
生
け
る
と
後
は

触
ら
な
い
。
数
に
こ
だ
わ
り
、
多
く

生
け
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
と
、
そ
の

お
花
の
良
さ
が
見
え
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。

　

柊
介
を
寝
か
し
つ
け
た
後
、
静
か

に
薄
明
か
り
の
元
、
ゆ
っ
く
り
と
２

日
程
か
け
て
生
け
た
。
良
い
趣
味
の

時
間
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
数
日
後
、

撮
影
の
日
に
合
わ
せ
て
紫
陽
花
を
子

株
に
加
え
た
。

　

右
後
ろ
へ
下
が
る
内う

ち

添ぞ
え

の
太
藺
が

気
に
入
っ
て
い
る
。
多
少
は
撓た

め
た

が
ほ
と
ん
ど
自
然
の
弧
で
あ
る
。
水

辺
の
情
景
。
良
い
季
節
で
あ
る
。
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裏う
ら
じ
ろ
よ
う
ら
く

白
瓔
珞
の
生
花

　
　
　
∧
6
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

裏
白
瓔
珞
（
躑
躅つ

つ
じ

科
）

　
　

陶
花
瓶

　

釣つ
り

鐘が
ね

状
の
小
さ
な
花
が
ぶ
ら
下

が
っ
て
咲
く
ツ
ツ
ジ
の
仲
間
だ
が
、

薄
紅
色
の
比
較
的
大
き
な
花
を
仏
堂

や
仏
像
の
装
飾
具
で
あ
る
瓔よ

う

珞ら
く

に
見

立
て
た
名
前
を
持
つ
。
葉
裏
が
緑
白

色
な
の
で
ウ
ラ
ジ
ロ
ヨ
ウ
ラ
ク
。

　

は
じ
め
て
生
花
に
い
け
た
が
、
元

の
枝
姿
を
生
か
す
こ
と
で
な
ん
と
か

形
に
な
っ
て
く
れ
た
。

　

6
月
初
旬
に
い
け
た
の
で
葉
が
柔

ら
か
く
、
枝
先
の
傷
ん
だ
葉
を
か
な

り
剪
定
し
て
い
る
。
7
月
に
は
葉
も

し
っ
か
り
し
た
も
の
が
い
け
ら
れ
る

だ
ろ
う
。

メ
イ
ち
ゃ
ん
。
何
か
見
つ
け
た
！
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あ
ら
ら
ぎ
の
立
花

　
　
∧
7
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

あ
ら
ら
ぎ
（
一い

ち
い位

科
）

　

檜ひ
の
き（

檜
科
）　

躑つ
つ
じ躅

（
躑
躅
科
）

　
　

陶
花
瓶
（
加
藤
敏
雄
作
）

　

一
枝
の
勢
い
を
生
か
し
た
立
花
で

あ
る
。
新
た
な
立
花
の
可
能
性
を
期

待
し
た
実
験
的
な
立
花
。花
が
な
く
、

葉
の
色
と
枝
ぶ
り
に
目
が
い
く
。
写

真
で
伝
わ
ら
な
い
が
、
実
際
に
私
が

受
け
た
印
象
だ
と
、
あ
ら
ら
ぎ
、
檜

の
持
つ
居
心
地
の
い
い
空
気
感
が
身

に
染
み
る
。
あ
ら
ら
ぎ
は
単
独
で
出

会
う
こ
と
が
多
く
、
た
ま
た
ま
な
の

か
、
川
の
側
で
頻
繁
に
見
か
け
る
。

立
花
は
水
を
た
っ
ぷ
り
と
見
せ
る
の

が
良
い
が
、
今
回
は
口
の
細
い
器
に

生
け
た
。
花
器
の
色
は
水
や
空
を
連

想
さ
せ
る
。
枝
の
持
つ
空
気
感
を
ど

う
見
せ
る
か
、
試
行
錯
誤
の
途
中
だ

が
、
い
つ
か
自
分
の
感
じ
て
い
る
こ

の
気
持
ち
を
形
に
で
き
た
ら
な
と
考

え
て
い
る
。

右横から見た奥行
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花
伝
書
を
見
る

荷
葉（
蓮
）一
色

　（
行
：
初
版
）

冨
春
軒

蓮
　
芦

　
小
菊

  （
立
花
時
勢
粧
・
下

　
秘
曲
の
図
）

　
蓮は

す

池い
け

の
畔

ほ
と
り

に
芦あ

し

や
小
菊
が
生
え

て
い
る
、
そ
ん
な
情
景
が
目
に
浮

か
ぶ
。
破
れ
た
蓮
の
葉
が
、
芦
の

勢
い
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
ど
の
方
向
へ
出
て
い
る
の
か
。

立
体
を
想
像
し
て
い
る
と
時
を
忘

れ
る
。
流
祖
の
時
代
へ
の
タ
イ
ム

ト
ラ
ベ
ル
。
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日
本
に
来
た
満
ま
ん
び
ょ
う瓶  

プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
溪
　

　
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵
の
「
胎た

い

蔵ぞ
う

図ず

像ぞ
う

」

（
①
②
）
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
巻

頭
に
ひ
と
き
わ
大
き
く
描
か
れ
た
ハ
ス
の
生

え
出
る
宝ほ

う

瓶び
ょ
うの

絵
は
、
イ
ン
ド
の
プ
ル
ナ
・

カ
ラ
サ
（
満
瓶
）
を
連
想
さ
せ
る
。

　「
胎
蔵
図
像
」
の
原
本
は
イ
ン
ド
僧
・
善ぜ

ん

無む

畏い

に
よ
っ
て
玄げ

ん

宗そ
う

皇
帝
の
頃
に
唐と

う

で
書
か

れ
て
い
る
。
唐
の
都
・
長

ち
ょ
う

安あ
ん

の
華
や
ぎ
を
彷

彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
華
麗
さ
を
感
じ
る
が
、

お
そ
ら
く
こ
の
壺
の
絵
に
密
教
の
真
理
を
描

き
き
っ
て
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
私
の
解
釈
で
は
、
壺
を
の
せ
る
逆
さ
の
蓮れ

ん

弁べ
ん

は
大
地
、
そ
れ
を
支
え
る
渦
巻
く
水
、
丸

い
装
飾
は
火
、
は
た
め
く
紐ひ

も

に
は
風
、
球
形

の
壺
は
水
で
あ
り
虚
空
（
宇
宙
）
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
ハ
ス
が
生
ま
れ
出
て
い
る
。

　
球
体
は
ガ
ラ
ス
の
よ
う
で
、
底
に
は
ハ
ス

の
開
花
が
映
り
、
ハ
ス
の
花
か
ら
壺
が
生
じ

て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
上
半
分
に
は
撚よ

り
紐ひ

も

が
巻
き
付
く
が
、
龍
の
鱗

う
ろ
こ

の
よ
う
だ
な

と
思
っ
て
見
て
い
る
と
、
中
央
上
部
の
小
さ

な
丸
が
龍
の
目
に
見
え
て
き
た
。

　
8
世
紀
初
頭
、
ど
ん
な
思
い
を
こ
の
絵
に

込
め
た
の
だ
ろ
う
。
仏
教
に
詳
し
く
な
い
私

に
は
真
の
意
味
は
分
か
ら
な
い
が
、
じ
っ
と

見
て
い
る
と
、
私
た
ち
が
生
き
る
生
命
世
界

の
静
寂
と
躍
動
、
内
な
る
神
秘
と
漲

み
な
ぎ

る
力
が

感
じ
ら
れ
る
。

　　
奈
良
博
で
は
も
う
一
つ
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ

を
思
わ
せ
る
壺
を
見
つ
け
た
。
高
さ
約
60
セ

ン
チ
の
「
愛
染
明
王
坐
像
」（
③
④
）
は
宝

瓶
か
ら
生
ま
れ
出
た
蓮
華
の
上
に
座
る
姿
。

現
在
日
本
で
視
覚
で
き
る
プ
ル
ナ
カ
ラ
サ
の

一
つ
だ
と
思
う
。

「胎蔵図像」（1194）には密教の世界観が絵で表されて
いる。円珍（814~891）が唐より持ち帰ったものの転
写本で、その元絵はインド僧・善無畏（シュバカラシ
ンハ 637~735）が『大日経』を漢訳する際に描いた
とされる。善無畏は中部インド摩伽陀国の国王で、出
家後ナーランダー僧院で学んだ密教を唐へ伝えた。
出典①〜④：奈良国立博物館「奈良博三昧至高の仏教美術コレクション展」

「
愛
染
明
王
坐
像
」
奈
良
・
興
福
寺
伝
来
。
木
造 

彩
色 

截
金
。
高
さ

約
60
セ
ン
チ
。
鎌
倉
時
代
。

明
王
が
坐
す
蓮
華
を
生
み
出
す
こ
の
壺
（
宝
瓶
）
も
、
生
命
の
母
胎

と
し
て
の
プ
ル
ナ
・
カ
ラ
サ
（
満
瓶
）
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
っ
て
見

え
る
。

①

②

③

④
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花
火
の
よ
う
な

　
　
∧
表
紙
の
花
∨
　
櫻
子

蚊か
や
つ
り
ぐ
さ

帳
吊
草
（
蚊
帳
吊
草
科
）

紫あ
じ
さ
い

陽
花
（
紫
陽
花
科
）

額が
く
あ
じ
さ
い

紫
陽
花
（　

〃　

）

　
　
「
墨す

み
だ田

の
花
火
」
他

　
　

手
付
ガ
ラ
ス
花
瓶

　

倉
敷
の
岡
部
先
生
か
ら
、
時
々
家
で
育

て
た
お
花
を
い
た
だ
く
の
が
楽
し
み
の
一

つ
に
な
っ
て
い
る
。

萎し
お

れ
な
い
様
に
丁
寧
に
お
水
を
当
て
て

袋
に
入
れ
て
持
ち
帰
ら
せ
て
く
だ
さ
る
。

6
月
は
色
ん
な
紫
陽
花
や
山
野
草
を
頂
戴

し
た
。

オ
タ
ク
サ
ア
ジ
サ
イ
、
ス
ミ
ダ
ノ
ハ
ナ

ビ
、ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
、ウ
ズ
ア
ジ
サ
イ
、

ガ
ク
ア
ジ
サ
イ
、
ヤ
マ
ア
ジ
サ
イ
と
名
前

が
添
え
て
あ
る
。
全
部
ア
ジ
サ
イ
。
一
番

き
れ
い
な
花
を
切
っ
て
く
だ
さ
っ
た
に
違

い
な
い
と
思
う
。

　

早
速
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

夏
の
夜
空
に
打
ち
上
げ
ら
れ
る
花
火
の

よ
う
な
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
と
名
前
に
花
火
が

つ
く
ア
ジ
サ
イ
。

6 月 6日はいけばなの日
京 都 い け ば な プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 　 6 月 3 日〜 4 日　京都芸術センター
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6
月
6
日
は
い
け
ば
な
の
日

京
都
い
け
ば
な
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

山
法
師
の
生
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　

山や
ま
ぼ
う
し

法
師
（
水
木
科
）

　
　

陶
花
器
（
近
藤
豊
作
）

　

こ
の
生
花
は
山
で
切
ら
せ
て
も

ら
っ
た
枝
で
い
け
た
。高
く
生
え
る
、

数
種
類
の
山
法
師
の
中
か
ら
一
番
惹

か
れ
た
枝
に
鳥
の
巣
を
「
み
ぃ
つ
け

た
」。
鳥
は
す
で
に
退
居
さ
れ
て
い

る
。
近
く
で
見
る
と
良
い
も
の
で
あ

る
。
ほ
か
に
も
カ
タ
ツ
ム
リ
が
乗
っ

て
い
た
の
で
紫
陽
花
の
葉
の
上
へ
。

豊
か
な
自
然
の
中
の
贅
沢
で
思
い
入

れ
の
あ
る
特
別
な
生
花
だ
。

柊介は寝返りを覚えました。
離乳食にも慣れてきました！

庭のムクゲが花盛りです。
左の底

そこ

紅
べに

は「宗旦」。右は「祇園守
り」の薄紅種。シベの姿が祇園守
紋に似る。祇園祭には「白花祇園守」
が神前に供えられる。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
721
号

　
2023
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

テ
ッ
セ
ン
の
実

　
　
　
∧
12
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

ベ
ル
鉄て

っ
せ
ん線

（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

鉄
線
の
実
（　

〃　
　

）

　

京き
ょ
う
が
の
こ

鹿
の
子
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　

陶
花
瓶

　

不
思
議
な
糸
の
玉
の
よ
う
な
も
の

は
テ
ッ
セ
ン
の
実
で
、
花
の
あ
と
に

で
き
る
多
く
の
花
柱
が
伸
び
た
姿

だ
。
こ
の
あ
と
し
ば
ら
く
す
る
と
花

柱
の
一
本
一
本
が
綿
毛
で
覆
わ
れ
て

毛
玉
の
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

付
け
根
に
は
果
実
（
痩そ

う

果か

）
が
あ
り
、

い
づ
れ
乾
燥
す
る
と
風
に
乗
っ
て
飛

ん
で
行
く
。

　

テ
ッ
セ
ン
の
花
が
こ
ん
な
実
に
変

化
す
る
こ
と
に
最
初
驚
い
た
が
、
ど

ん
な
花
で
も
、
可
愛
い
新
芽
の
姿
や

不
思
議
な
実
の
形
を
知
る
こ
と
で
、

そ
の
花
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
な
る

気
が
す
る
。で
き
る
だ
け
外
へ
出
て
、

植
物
の
い
ろ
ん
な
姿
に
触
れ
た
い
と

思
う
。
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軽
く
涼
し
く

　
　
　
∧
2
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

デ
ン
フ
ァ
レ
・
白
色
（
蘭
科
）

　

蘭
「
さ
く
ら
」（
蘭
科
）

　

胡こ
ち
ょ
う
ら
ん

蝶
蘭
・
オ
レ
ン
ジ
色
（
蘭
科
）

　

雪
柳
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　

ガ
ラ
ス
花
器
（
ヨ
ー
ラ
ン
作
）

　

ガ
ラ
ス
の
か
た
ま
り
の
様
な
重
い

ガ
ラ
ス
器
。
6
キ
ロ
の
重
さ
な
の
で

し
っ
か
り
持
た
な
い
と
す
べ
り
落
と

し
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
コ
ス
タ
ボ
タ
か

ら
よ
く
持
っ
て
帰
っ
て
来
れ
た
な
と

花
を
い
け
る
度
に
感
心
す
る
。

　

そ
ん
な
器
で
も
花
は
軽
や
か
に
飾

り
た
い
。

　

ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
を
折
ら
な
い
様
に
慎

重
に
た
め
て
ラ
ン
の
花
に
添
わ
せ
て

垂
れ
下
げ
て
、
空
間
を
作
り
な
が
ら

軽
く
軽
く
し
な
や
か
に
。

　

ガ
ラ
ス
器
の
中
に
茎
を
見
せ
な
い

事
も
涼
し
く
感
じ
る
要
素
に
な
る
と

思
う
。
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南
米
パ
ン
パ
平
原

　
　
　
∧
3
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

パ
ン
パ
ス
グ
ラ
ス
（
稲
科
）

　

向ひ
ま
わ
り

日
葵
（
菊
科
）

　
　

舟
型
陶
花
器

　

パ
ン
パ
ス
グ
ラ
ス
の
故
郷
、
パ
ン

パ
平
原
は
、ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
首
都
・

ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
を
中
心
に
し
た

半
径
約600

キ
ロ
の
半
円
形
の
地

域
。
起
伏
の
な
い
広
大
な
平
地
で
、

関
東
平
野
の
約
60
倍
の
大
き
さ
が
あ

る
と
い
う
。

　

そ
ん
な
と
こ
ろ
で
育
つ
パ
ン
パ
ス

グ
ラ
ス
は
強
靱
で
雄
大
。
細
く
て
硬

い
ノ
コ
ギ
リ
の
よ
う
な
葉
を
持
ち
、

大
き
な
花
穂
が
高
く
立
ち
昇
る
。

　

作
例
の
パ
ン
パ
ス
グ
ラ
ス
は
花
穂

が
既
に
出
た
状
態
だ
っ
た
の
で
、
大

き
な
花
穂
を
主
役
に
立
て
て
足
元
に

ヒ
マ
ワ
リ
を
集
め
た
。
濃
い
色
の
ヒ

マ
ワ
リ
を
多
め
に
い
け
る
と
、
花
穂

が
輝
い
て
見
え
る
。
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朝ち
ょ
う
せ
ん
ま
き

鮮
槙
の
生
花

　
　
　
∧
4
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

生
花　

草そ
う

型　

副そ
え

流
し

　

朝
鮮
槙
（
犬い

ぬ
が
や榧

科
）

　
　

煤す
す

竹だ
け

竹
筒

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
（
あ
く
ま
で
も
一
例
と
し
て
）

◎
行
の
花
型

総囲

　

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
で
あ
る
。

　

真
夏
で
も
長
持
ち
す
る
の
が
有
難
い

が
、
こ
ま
め
に
水
を
入
れ
替
え
た
い
。
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お
盆
の
お
生
花

　
　
∧
5
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

生
花　

草そ
う

型　

留と
め

流
し

　

高こ
う
や
ま
き

野
槙
（
槙
科
）

　
　

陶
水
盤

　

去
年
の
お
盆
に
合
わ
せ
て
手
に

入
っ
た
高
野
槙
を
お
生
花
に
し
て
撮

影
し
た
。そ
の
後
飾
っ
て
お
い
た
が
、

お
弟
子
さ
ん
が
「
お
盆
で
帰
り
損
ね

た
方
が
こ
れ
で
お
帰
り
に
な
れ
ま
す

ね
」
と
呟つ

ぶ
やい
て
い
た
。
自
分
は
衝
動

で
生
け
て
い
た
の
で
そ
の
言
葉
が
身

に
沁
み
た
。
見
て
も
ら
え
る
環
境
が

あ
る
こ
と
、
人
が
い
る
こ
と
は
本
当

に
有
難
い
こ
と
だ
と
も
感
じ
た
。

　

高
野
山
の
金こ

ん

剛ご
う

峯ぶ

寺じ

に
2
年
前
、

千
住
博
画
伯
の
『
朧

お
ぼ
ろ

図
』、『
断
崖
図
』

を
見
に
行
っ
た
時
に
古
木
の
高
野
槙

を
見
て
、
そ
の
風
格
に
圧
倒
さ
れ
た

記
憶
が
あ
る
。
お
盆
用
に
出
荷
さ
れ

る
高
野
槙
は
仏
花
に
な
る
際
に
真
っ

直
ぐ
に
生
え
た
も
の
が
都
合
良
い
ら

し
い
。
高
野
槙
独
特
の
葉
が
面
白
い

が
、
留
な
ど
の
横
枝
を
探
す
の
は
難

し
い
。
大
き
な
枝
を
見
つ
け
た
の
で

な
ん
と
か
形
に
な
っ
た
。
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苔こ
け
つ
つ
じ

躑
躅
と
の
お
生
花

　
　
∧
6
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

生
花　

二
種
挿
し

　

霧き
り
し
ま
つ
つ
じ

島
躑
躅
（
躑
躅
科
）

　

鉄て
っ
せ
ん線

（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　
　

ガ
ラ
ス
鉢

　

苔
躑
躅
は
ほ
と
ん
ど
撓
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
の
年
月
、
ど
の

よ
う
な
環
境
の
中
に
い
る
と
こ
う
な
る

の
だ
ろ
う
。
こ
の
面
白
い
枝
ぶ
り
を
生

か
そ
う
と
お
生
花
を
選
択
し
た
。
お
花

屋
さ
ん
で
枝
を
み
る
と
、
ど
う
も
お
生

花
に
は
な
り
そ
う
に
な
い
。
格
好
に
な

ら
な
け
れ
ば
、
魅
力
に
感
じ
た
枝
ぶ
り

が
見
え
る
投
げ
入
れ
に
し
よ
う
と
考
え

て
い
た
。
家
に
持
ち
帰
り
、
時
間
を
か

け
て
じ
っ
く
り
と
見
た
。
水
に
つ
け
た

ま
ま
30
分
は
眺
め
て
い
た
だ
ろ
う
。
見

応
え
の
あ
る
格
好
の
よ
い
躑
躅
だ
っ

た
。
多
少
枝
を
捻
っ
て
格
好
を
つ
け
て

は
い
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま

で
あ
る
。
よ
く
こ
ん
な
躑
躅
が
あ
っ
た

も
の
だ
。
鉄
線
を
絡
め
、
涼
し
げ
に
。
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一
滴
の
滝

　
　
∧
7
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

松
（
松
科
）

　

鬼
百
合
（
百
合
科
）

　

桔き
き
ょ
う梗

（
桔
梗
科
）

　

千せ
ん
じ
ゅ
が
ん
ぴ

手
岩
菲
（
撫な

で
し
こ子

科
）

　

石

　
　

陶
水
盤

　

松
の
一
年
を
見
て
い
る
と
面
白

い
。
堀
川
通
り
や
御
所
に
よ
く
出
か

け
る
の
で
少
し
ず
つ
の
変
化
を
楽
し

ん
で
い
る
。
見
て
い
る
だ
け
で
も
良

い
も
の
だ
が
や
は
り
生
け
て
み
る

と
、
ま
た
違
っ
た
味
わ
い
方
が
で
き

る
。
今
回
は
お
花
屋
さ
ん
で
勢
い
よ

く
伸
び
の
あ
る
幼
い
松
を
も
ら
っ
て

き
た
。
普
段
見
て
い
る
景
色
と
は
違

う
が
、
珍
し
い
山
野
草
と
と
も
に
生

け
た
。
す
る
と
石
の
風
景
が
浮
か
ん

だ
。
撮
影
の
直
前
に
石
に
一
滴
水
を

垂
ら
し
た
。山
間
に
滝
を
み
て
い
る
。

こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
も
良
い

も
の
だ
。
豊
か
な
遊
び
の
時
間
で
あ

る
。
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花
伝
書
を
見
る

荷
葉
（
蓮
）
一
色　
（
砂
の
物
：

初
版
）

寸
松
軒
（
初
版
：
冨
春
軒
）

蓮　

蒲

  （
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　

横
に
広
い
口
を
も
つ
砂
鉢
に
立

て
る
「
砂
物
」
は
、
お
の
ず
と
横

広
が
り
の
姿
と
な
る
。
こ
の
蓮
一

色
砂
の
物
も
、
ま
る
で
目
の
前
に

蓮
池
が
広
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

男
株
と
女
株
に
軽
重
が
な
く
、

一
株
の
砂
物
を
左
右
に
分
け
広
げ

た
よ
う
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
両

株
の
正
真
、
胴
、
前
置
の
景
色
を

変
え
る
こ
と
で
、
自
然
な
景
色
の

繋
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

　

2
つ
の
株
を
1
つ
に
合
わ
せ
た

姿
を
想
像
し
て
み
て
ほ
し
い
。
正

真
か
ら
前
置
に
か
け
て
の
景
色
に

何
の
不
自
然
さ
も
感
じ
な
い
。

　

脇
役
的
な
存
在
だ
が
、
両
株
の

間
の
後
方
に
見
え
る
巻
葉
が
、
こ

の
砂
の
物
の
要
の
よ
う
に
感
じ
る
。
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→→ ①

②

③④⑦

② ④ ③

唐
王
朝
の
挿
花
　
　
　
　
仙
溪
　

　

呉ご

道ど
う

玄げ
ん

（
生
没
年
不
詳
）
は
8
世
紀
、
唐

の
玄げ

ん

宗そ
う

皇
帝
に
仕
え
た
画
家
で
、
そ
の
天
才

的
な
筆
致
に
は
神
が
宿
る
と
評
さ
れ
た
。
宮

殿
、
寺
院
、
道
観
な
ど
の
壁
画
は
現
存
し
な

い
が
、
彼
の
作
と
伝
わ
る
絵
か
ら
唐
王
朝
に

お
け
る
花
の
文
化
を
想
像
し
て
み
た
い
。

　
「
八
十
七
神し

ん

仙せ
ん

巻
」（
図
①
〜
⑥
）
は
3
人

の
皇
帝
が
天
上
の
橋
を
仙
人
や
神
々
と
共
に

進
む
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
従
者
は
様
々

な
楽
器
や
供
物
を
手
に
持
っ
て
い
る
が
、
蓮

や
菊
、
そ
の
他
の
花
の
供く

花げ

（
だ
と
思
う
）

も
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
⑥
盤ば

ん

に
花
を
盛
っ

た
も
の
、
⑤
ガ
ラ
ス
鉢
に
花
を
養
っ
た
も
の

に
加
え
て
、
③
④
花
を
挿
し
た
器
を
持
つ
姿

も
多
く
見
ら
れ
る
。

　
「
送そ

う

子し

天て
ん

王の
う

図ず

」（
図
⑦
）
は
仏
教
の
絵

で
、
釈し

ゃ

迦か

牟む

尼に

仏ぶ
つ

降
誕
の
故
事
が
描
か
れ
て

い
る
。
そ
の
中
に
壺
を
持
つ
女
性
が
描
か
れ

て
い
る
が
、
壺
に
は
蓮
の
葉
ほ
か
（
蓮
花
？
）

が
挿
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
挿
花
が
何
の
た
め
の
も
の
か
断

定
は
で
き
な
い
が
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
時
代

（712

〜756

年
）、
す
で
に
挿
花
は
行
わ

れ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
。
少
し
遡

さ
か
の
ぼる

と
武ぶ

則そ
く

天て
ん

の
時
代
（690

〜705

年
）
が
あ
る
。

女
帝
の
も
と
で
花
の
文
化
が
花
開
い
た
か
。

　

日
本
人
が
憧
れ
持
ち
帰
っ
た
唐
の
文
化
。

そ
の
中
に
供く

花げ

で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
花
を
挿

す
文
化
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

→
⑤

⑤

→
⑥

⑥

「八十七神仙巻」の元絵は呉道玄（初名：道子）作と伝わる。道教の神仙たちが 3 人の皇帝と共に天上界を歩む。徐悲鴻記念館蔵
出典①：澎湃新聞 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2051721　②〜⑥：澄境芸術 http://www.cjxysw.com/pd.jsp?id=40

「送子天王図」の元絵も呉道玄作と伝わる。
大阪市立美術館蔵　出典⑦：鳳凰新聞 https://
guoxue.ifeng.com/c/88KWa1cVrZk
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あ
る
不
思
議　

　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　

エ
コ
ー
で
確
認
し
て
い
た
頃
は
3

ミ
リ
だ
っ
た
息
子
の
柊
介
が
7
ヶ
月

が
経
過
し
、
6
ｋ
ｇ
を
超
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。
本
当
に
大
き
く
な
っ
た
。

　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
の
利
用
者
さ

ん
達
は
体
重
の
増
加
は
あ
れ
ど
、
こ

こ
ま
で
大
き
く
な
る
こ
と
は
な
い
。

私
が
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
生
活
の
中

で
か
け
る
言
葉
の
う
ち
に
、
い
て
く

れ
て
あ
り
が
と
う
、
生
ま
れ
て
き
て

く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
と
い
っ
た
類

の
言
葉
は
日
常
的
に
口
に
し
て
い
た

の
だ
が
、
子
供
に
対
し
て
、
こ
の
類

の
気
持
ち
を
も
ち
な
が
ら
「
ど
う
や
っ

て
大
き
く
な
っ
た
ん
や
？
」
と
い
う

言
葉
が
口
か
ら
出
た
の
が
新
鮮
で
幸

せ
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
彼
に
残
さ

れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
時
間
と
、
大
き

く
な
る
で
あ
ろ
う
心
身
の
事
を
思
え

る
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
新
し
い
体

験
で
あ
る
。

　

自
分
の
子
供
が
生
ま
れ
る
前
に
想

像
し
て
い
た
ほ
ど
、
子
供
に
対
し
て

特
別
な
気
持
ち
を
持
つ
わ
け
で
は
な

か
っ
た
こ
と
に
も
驚
い
た
。
子
の
誕

生
は
静
か
に
暖
か
く
豊
か
で
あ
る
。

似
か
よ
っ
た
感
覚
を
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
で
人
と
関
わ
り
を
も
ち
、
生
活
す

る
こ
と
で
気
が
つ
い
た
。
そ
し
て
、

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
植
物
の
命
に
つ

い
て
考
え
る
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
こ

と
も
、
大
き
く
影
響
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
子
の
誕
生
も
同
じ
よ
う
に
特
別

だ
と
感
じ
た
。
だ
が
、
大
き
く
な
る

事
へ
の
驚
き
は
子
育
て
な
ら
で
は
だ

ろ
う
。

　

か
く
い
う
私
も
大
き
く
な
っ
た
1

人
で
あ
る
。
幼
年
の
頃
は
幾
度
と
な

く
人
に
会
う
た
び
に
「
背
伸
び
た

ね
」「
ま
た
大
き
く
な
っ
た
な
」
と
声

を
か
け
ら
れ
た
も
の
だ
が
頭
の
中
で

子
供
が
大
き
く
な
る
こ
と
は
知
っ
て

い
る
は
ず
な
の
に
、
当
た
り
前
の
こ

と
に
対
し
て
な
ぜ
驚
く
の
だ
ろ
う
と

不
思
議
に
思
っ
て
い
た
事
が
あ
っ
た
。

「
ち
っ
ち
ゃ
な
っ
て
た
ま
る
か
！
」
と

言
い
返
す
こ
と
を
隣
で
勧
め
て
い
た

祖
父
を
思
い
出
す
。

　

子
に
恵
ま
れ
て
か
ら
「
あ
る
」
と

い
う
事
に
対
し
て
不
思
議
な
気
持
ち

を
持
つ
こ
と
が
増
え
た
。
物
が
あ
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

絶
対
的
な
1
が
存
在
す
る
の
か
と
い

う
問
い
が
立
っ
た
。
調
べ
て
み
る
と

目
に
見
え
る
も
の
は
様
々
な
も
の
が

関
係
し
あ
っ
て
で
き
て
い
る
ら
し
い
。

そ
れ
を
分
解
し
、
細
か
く
み
て
い
く

と
、
原
子
や
分
子
と
い
っ
た
ナ
ノ
サ

イ
ズ
（
1
メ
ー
ト
ル
の
10
億
分
の
1
）

あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
小
さ
な
世
界

の
話
に
な
る
そ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
肉

眼
で
確
認
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
。

　

今
、
結
論
と
さ
れ
て
い
る
も
の
か

ら
述
べ
る
と
、
絶
対
的
な
個
と
い
え

る
も
の
は
存
在
し
な
い
ら
し
い
。
す

べ
て
の
も
の
が
何
か
別
の
も
の
へ
の

対
応
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
い

う
。
電
子
が
一
切
の
相
互
作
用
を
し

て
い
な
い
時
、
そ
の
電
子
に
は
物
理

的
属
性
が
な
い
。
位
置
も
な
け
れ
ば

速
度
も
な
い
の
だ
。
明
確
な
属
性
を

持
つ
互
い
に
独
立
し
た
実
態
で
は
な

く
、
他
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、

さ
ら
に
は
相
互
作
用
し
た
時
に
は
じ

め
て
属
性
や
特
徴
を
持
つ
存
在
と
な

る
。
つ
ま
り
実
態
と
は
永
続
的
な
も

の
で
は
な
く
、そ
の
場
の
環
境
に
よ
っ

て
姿
形
を
変
え
る
束
の
間
の
出
来
事

な
の
で
あ
る
。
全
て
は
相
互
作
用
で

実
態
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
見

え
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

　

物
事
が
物
事
に
作
用
を
及
ぼ
す
。

例
と
し
て
は
、
狼
が
人
の
脅
威
で
あ

る
→
人
が
狼
を
根
絶
さ
せ
る
→
鹿
が

増
え
る
→
鹿
が
草
を
食
べ
る
。
→
森

林
が
荒
廃
す
る
→
人
が
狼
を
再
導
入
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
も
相
互
作
用
し

て
い
た
ん
だ
な
と
再
認
識
さ
せ
ら
れ

る
よ
う
な
例
だ
。
ま
あ
、
大
風
が
吹

け
ば
桶
屋
が
儲
か
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
多
様
性
の
上
で
お
互
い
に
影

響
を
与
え
合
い
な
が
ら
実
在
が
保
た

れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
、
関
係
が
発

生
し
な
け
れ
ば
そ
こ
に
は
在
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
、そ
の
時
々

に
在
る
と
い
う
奇
跡
の
瞬
間
が
あ
る
。

　

食
べ
る
、
食
べ
ら
れ
る
関
係
は
一

見
、
弱
肉
強
食
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の

よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
同
じ
生
存

空
間
を
分
か
ち
合
い
、
互
い
に
他
の

種
の
数
を
調
整
し
な
が
ら
、
共
存
す

る
関
係
を
結
び
合
っ
て
い
る
の
だ
。

結
果
的
に
一
種
類
の
生
物
が
そ
の
場

を
独
占
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
多
く

の
生
物
量
が
存
在
で
き
、
よ
り
多
く

の
種
類
が
、
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

循
環
も
促
進
さ
れ
自
然
の
円
環
が
保

た
れ
る
ら
し
い
。

　

物
が
存
在
し
続
け
る
と
勘
違
い
し

て
し
ま
っ
た
生
物
は
、物
が
無
く
な
っ

た
際
に
不
思
議
に
思
う
。
柊
介
は
手

に
持
っ
て
い
た
も
の
が
な
く
な
る
と

そ
れ
を
切
な
げ
に
見
つ
め
て
不
満
そ

う
な
顔
を
す
る
。
少
し
前
ま
で
は
目

の
前
か
ら
お
も
ち
ゃ
が
無
く
な
る
こ

と
も
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
た
。

子
が
大
人
に
な
る
の
は
思
っ
て
い
る

よ
り
早
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

お
花
が
枯
れ
る
と
い
う
こ
と
を

知
っ
て
い
る
人
は
そ
れ
を
不
思
議
に

思
わ
な
い
。そ
う
い
う
も
の
だ
と
知
っ

て
い
る
。
枯
れ
る
と
実
が
な
る
こ
と

を
知
っ
て
い
る
。
人
は
人
の
一
生
の

時
間
を
軸
に
、
時
間
に
つ
い
て
考
え

る
。
切
花
の
寿
命
は
数
日
で
あ
る
。

そ
こ
に
人
自
身
の
生
涯
の
縮
図
を
投

影
し
、
あ
る
事
の
奇
跡
を
確
か
め
、

散
る
こ
と
を
不
思
議
だ
と
思
わ
な
く

し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
人
が
切
花
を
楽
し
む
よ
う
に
な

る
よ
り
遙
か
昔
、
ヒ
ト
が
弱
肉
強
食

の
中
に
い
た
時
に
感
じ
て
い
た
、
生

き
て
い
る
奇
跡
を
で
あ
る
。

　

自
身
が
偶
然
に
今
、
姿
形
と
し
て

あ
る
よ
う
に
思
え
る
だ
け
で
、
無
い

と
い
う
状
態
を
当
た
り
前
の
事
と
し

て
、
受
け
止
め
、
あ
る
事
を
前
提
に

生
き
る
の
と
関
係
性
の
上
で
一
時
的

に
現
れ
出
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
生

き
る
の
で
は
大
き
な
違
い
が
出
る
。

切
花
は
そ
の
状
態
を
よ
く
表
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。

　

切
花
は
枯
れ
る
。
来
年
に
も
う
一

度
お
花
を
咲
か
す
こ
と
は
な
い
。
土

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
。

私
は
こ
の
状
態
が
不
思
議
な
、
一
種

の
神
秘
的
な
状
態
で
も
あ
る
よ
う
に

思
う
。

　

花
を
生
け
る
こ
と
は
、
人
が
ヒ
ト

で
い
る
た
め
に
大
き
な
き
っ
か
け
を

創
る
と
考
え
て
い
る
。

　

お
釈
迦
さ
ん
は
、
こ
の
世
に
あ
る

形
あ
る
も
の
は
、
こ
の
世
に
永
遠
に

存
在
す
る
唯
一
絶
対
的
な
存
在
の
も

の
で
は
な
く
、あ
ら
ゆ
る
因
縁
に
よ
っ

て
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
も
唱
え

て
い
た
。

　
在
る
事
は
無
い
こ
と
に
で
き
な
い
。

無
い
も
の
と
し
て
考
え
た
時
点
で
そ

れ
は
在
る
。
た
ま
た
ま
の
偶
然
を
楽

し
み
、
そ
こ
で
は
良
い
、
悪
い
は
大

き
な
問
題
で
は
な
い
。
日
々
、
奇
跡

の
瞬
間
を
生
き
て
い
る
。
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ア
ー
テ
ィ
チ
ョ
ー
ク

　
∧
表
紙
の
花
∨
　
櫻
子

　

グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
（
菖
蒲
科
）

ア
ー
テ
ィ
チ
ョ
ー
ク
（
菊
科
）

瑠
璃
玉
薊
（
菊
科
）

　
　

金
彩
ガ
ラ
ス
花
器

　
（
ウ
ル
リ
カ
作
）

ア
ー
テ
ィ
チ
ョ
ー
ク
は
古
く
か
ら

栽
培
さ
れ
、
古
代
の
エ
ジ
プ
ト
、
ギ

リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
時
代
に
す
で
に
食

用
や
薬
用
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

た
。モ

ロ
ッ
コ
で
い
け
ば
な
展
の
た
め

花
材
採
集
し
た
時
も
野
生
の
ア
ー

テ
ィ
チ
ョ
ー
ク
が
沢
山
道
沿
い
に
生

え
て
い
た
が
葉
先
や
茎
、
苞
に
チ
ク

チ
ク
す
る
小
さ
な
ト
ゲ
が
あ
り
、
と

て
も
手
こ
ず
っ
た
の
を
覚
え
て
い

る
。
切
っ
て
す
ぐ
水
揚
げ
し
て
も
萎

れ
て
し
ま
い
短
く
し
な
い
と
生
け
ら

れ
な
か
っ
た
。

　

そ
ん
な
事
を
思
い
出
し
な
が

ら
、
花
屋
さ
ん
で
買
っ
た
ア
ー
テ
ィ

チ
ョ
ー
ク
を
長
く
生
け
て
い
る
。
野

生
の
強
靭
さ
は
無
い
け
れ
ど
、
立
ち

あ
が
る
薄
紫
色
の
花
が
繊
細
で
美
し

い
。
大
き
な
タ
ン
ポ
ポ
の
よ
う
。
同

じ
キ
ク
科
の
ル
リ
タ
マ
ア
ザ
ミ
を
添

え
て
色
の
濃
淡
で
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
の

色
を
引
き
立
て
た
。

レ
モ
ン
と
メ
イ
と
檜
扇

「
テ
キ
ス
ト
」
10
年
分
公
開

　
「
桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス

ト
」
は
１
９
６
２
年
に
始
ま
っ
て
61

年
目
に
な
る
。
長
き
に
わ
た
る
流
内

の
皆
様
の
ご
支
援
に
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　

そ
ん
な
蓄
積
を
活
用
し
て
も
ら
い

た
く
て
、
２
０
１
２
年
ま
で
50
年
分

の
花
の
写
真
と
解
説
文
を
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
公
開
し
た
の
が
3
年
前
。

誰
で
も
何
時
で
も
ご
覧
頂
け
ま
す
。

　

先
々
代
、
先
代
夫
妻
、
そ
し
て
現

代
。
そ
れ
ぞ
れ
の
花
と
文
を
見
比
べ

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
月
ご
と
に
ま

と
め
て
も
あ
る
の
で
、
あ
る
季
節
の

い
け
ば
な
だ
け
を
眺
め
て
も
い
た
だ

け
ま
す
。

　

そ
し
て
今
回
、
そ
の
後
の
10
年
分

も
公
開
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
年

順
、
月
順
に
ま
と
め
た
も
の
に
加
え

て
、
仙
溪
、
櫻
子
、
健
一
郎
そ
れ
ぞ

れ
の
花
と
文
を
個
別
に
見
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、「
立
華
時
勢
粧
を
読
む
」

の
連
載
と
、
随
時
連
載
中
の
「
器
と

花
の
痕
跡
」
も
ま
と
め
て
お
き
ま
し

た
。
こ
れ
ら
は
自
分
自
身
が
振
り
返

る
の
に
大
変
役
に
立
っ
て
い
ま
す
。

　

流
派
の
い
け
ば
な
を
ま
と
ま
っ
た

形
で
記
録
に
留
め
る
こ
と
が
で
き
て

感
無
量
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
流
派
の
皆
さ
ん
の
た

め
発
行
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。

https://kuwaharasenkei.net
→「書籍・月刊誌」

→「桑原専慶流いけばなテキスト
(2013~2022 年）」
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
722
号　

2023
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

深み
や
ま山
の
気

　
　
　
∧
12
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

櫟い
ち
い（

櫟
科
）

　

夏な
つ
は
ぜ櫨

（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　

山や
ま
あ
じ
さ
い

紫
陽
花
（
紫
陽
花
科
）

　
　

陶
花
器

　

ア
ジ
サ
イ
の
季
節
が
過
ぎ
て
梅
雨

も
明
け
た
頃
、
京
都
で
は
祇ぎ

お
ん
ま
つ
り

園
祭
山

鉾
巡
行
が
無
事
に
執
り
行
わ
れ
た
。

古
か
ら
厄や

く

除よ

け
の
力
を
持
つ
と
さ
れ

る
檜ひ

扇お
う
ぎ（
古
名
：
烏
扇
）
を
い
け
て

飾
る
の
も
古
都
の
歳
時
記
で
あ
る
。

　

そ
の
あ
と
は
真
夏
の
太
陽
が
容
赦

な
く
照
り
つ
け
る
。
庭
の
ム
ク
ゲ
も

花
数
を
減
ら
し
て
暑
さ
に
耐
え
て
い

る
。
床
の
間
に
は
清
流
や
滝
の
絵
を

掛
け
て
、奥
山
の
涼
風
を
感
じ
た
い
。

　

イ
チ
イ
の
幼
木
に
色
づ
い
た
ナ
ツ

ハ
ゼ
を
重
ね
て
、
そ
の
足
元
に
ま
だ

色
の
残
る
ヤ
マ
ア
ジ
サ
イ
を
覗
か
せ

た
。
真
横
へ
長
く
伸
び
る
ヤ
マ
ア
ジ

サ
イ
に
出
逢
っ
た
こ
と
か
ら
と
り
合

わ
せ
を
考
え
た
が
、
深
山
の
気
を
感

じ
る
花
に
な
っ
た
。

か
ら
す
お
う
ぎ

い
に
し
え
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2

七
竈
の
赤
い
葉

　
　
　
　
　
　
∧
2
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

七な
な
か
ま
ど竈（

薔ば

ら薇
科
）

　

秋し
ゅ
う
め
い
ぎ
く

明
菊
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

瑠る
り
と
ら
の
お

璃
虎
の
尾
（
胡ご

ま
の
は
ぐ
さ

麻
の
葉
草
科
）

　
　

陶
水
盤

　

青
葉
に
赤
や
黄
に
色
づ
い
た
葉
が
混

じ
っ
て
い
る
の
を
「
わ
く
ら
葉
」
と
呼
ぶ
。

信
州
の
森
で
撮
っ
た
写
真
に
も
写
っ
て
い

た
（
左
）。
虫
な
ど
に
よ
る
自
然
現
象
だ
が
、

こ
の
仕
組
み
を
利
用
し
て
ナ
ナ
カ
マ
ド
の

切
り
枝
を
人
工
的
に
紅
葉
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
作
例
の
盛
花
は
真
夏
に
い
け
た

が
、
一
週
間
以
上
元
気
だ
っ
た
。
自
然
で

は
実
の
方
が
葉
よ
り
も
先
に
赤
く
な
る
の

で
見
分
け
が
つ
く
。

蓼科で８月 24 日撮影横から見た奥行



3

夏
の
収
穫

　
　
　
　
　
　
∧
3
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

鷹た
か
の
は
す
す
き

の
羽
薄
（
稲
科
）

　

粟あ
わ

（
稲
科
）

　

透
か
し
百
合
（
百
合
科
）

　

ズ
ッ
キ
ー
ニ
（
瓜う

り

科
）

　
　

ア
ケ
ビ
手
提さ

げ
籠

　

今
年
の
夏
も
厳
し
い
暑
さ
だ
っ
た
が
、

旬
の
果
物
や
野
菜
は
沢
山
売
ら
れ
て
い
て

毎
日
煮
物
、
漬
物
、
炒
め
物
、
サ
ラ
ダ
、

ナ
ム
ル
な
ど
を
作
っ
て
は
食
べ
て
い
た
の

で
夏
バ
テ
に
も
な
ら
ず
健
康
に
暮
ら
す
事

が
出
来
た
。

　

お
弟
子
さ
ん
か
ら
畑
で
育
て
た
巨
大
な

ズ
ッ
キ
ー
ニ
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
ア
ワ

の
若
い
穂
と
ア
ケ
ビ
籠
に
取
り
合
わ
せ
た
。

　

昔
は
こ
の
ア
ケ
ビ
籠
で
錦
市
場
に
買
い

物
に
通
っ
て
い
た
事
を
思
い
出
す
。
今
は

荷
物
が
多
く
て
リ
ュ
ッ
ク
に
代
わ
っ
た
が
。

そ
れ
で
も
こ
の
籠
を
見
る
と
沢
山
の
花
を

盛
り
込
み
た
く
な
る
。

　

ア
ワ
、
ス
カ
シ
ユ
リ
、
ズ
ッ
キ
ー
ニ
（
入

ら
な
い
！
）、
重
く
見
え
て
は
い
け
な
い
の

で
タ
カ
ノ
ハ
ス
ス
キ
を
い
け
て
。



4

流り
ゅ
う
ぼ
く木
・
晒し
ゃ
れ
ぼ
く木

　
　
　
　
　
　
∧
4
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

胡こ
ち
ょ
う
ら
ん

蝶
蘭
２
種
（
蘭
科
）

　

棕し
ゅ
ろ
ち
く

櫚
竹
（
椰や

し子
科
）

　

蝋ろ
う
ば
い梅

の
根こ

ん
か
い塊

　
　

ガ
ラ
ス
花
器

　

こ
の
塊

か
た
ま
りは
ロ
ウ
バ
イ
の
根
と
聞
い
て
い

る
。
何
と
も
味
わ
い
の
あ
る
形
だ
が
、
こ

こ
ま
で
特
殊
で
な
く
て
も
、
流
木
や
晒
木

を
園
芸
店
な
ど
で
見
つ
け
た
ら
、気
に
入
っ

た
形
の
も
の
を
手
に
入
れ
て
お
く
と
い
い
。

　

作
例
の
白
い
蘭
は
鉢
植
で
買
っ
て
き
て

根
を
洗
っ
て
根
つ
き
で
い
け
て
い
る
。
剣

山
に
立
て
た
支
え
に
括く

く

っ
て
い
る
の
で
剣

山
を
隠
す
も
の
が
必
要
に
な
る
。
そ
こ
で

流
木
な
ど
が
役
に
立
つ
。自
然
で
も
コ
チ
ョ

ウ
ラ
ン
は
木
や
岩
に
根
を
這は

わ
せ
て
咲
い

て
い
る
の
で
、
良
い
景
色
を
つ
く
っ
て
く

れ
る
。

　

庭
の
シ
ュ
ロ
チ
ク
の
若
葉
を
加
え
て
、

黄
色
い
ガ
ラ
ス
器
に
い
け
た
。
南
の
島
の

イ
メ
ー
ジ
。



5

女
郎
花

　
　
　
∧
5
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

女お
み
な
え
し

郎
花
（
女
郎
花
科
）

　

ス
モ
ー
ク
グ
ラ
ス
（
稲
科
）

　

薔ば

ら薇
数
種
（
薔
薇
科
）

　
　

陶
花
瓶
（
竹
内
眞
三
郎
作
）

　

初
秋
の
明
る
さ
を
い
ち
早
く
感
じ
さ
せ

て
く
れ
る
オ
ミ
ナ
エ
シ
。
敗は

い

醤し
ょ
うと
い
う
別

名(

生
し
ょ
う

薬や
く

名)

が
あ
る
の
は
、
花
が
古
く

な
る
と
醤
油
が
腐
っ
た
よ
う
な
匂
い
が
す

る
か
ら
だ
。
で
も
そ
ん
な
こ
と
は
お
構
い
な

し
に
、
い
つ
も
秋
に
は
オ
ミ
ナ
エ
シ
を
楽
し

み
に
待
っ
て
い
る
。

　

い
け
る
時
に
気
を
つ
け
る
事
は

① 

出
来
る
だ
け
風
通
し
の
良
い
場
所
に

飾
っ
て
あ
げ
る
事
。

② 

水
を
こ
ま
め
に
替
え
る
事

③
長
く
て
軸
の
太
い
も
の
を
選
べ
ば
、
1
、

2
本
で
も
存
在
感
が
あ
る
の
で
少
な
い
本

数
で
他
の
花
と
取
り
合
わ
せ
る
。

　

絶
滅
危
惧
種
に
も
指
定
さ
れ
た
花
な
の

で
、
今
手
に
入
る
も
の
は
殆
ど
が
栽
培
種
だ

が
、
秋
の
七
草
と
し
て
長
く
飾
っ
て
あ
げ
た

い
。

　

バ
ラ
農
園
で
咲
き
は
じ
め
た
夏
バ
ラ
と

合
わ
せ
て
。



6

二
重
切
り
の
生
花

　
　
∧
6
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

上う
わ
み
ず
ざ
く
ら

溝
桜
の
実
（
薔ば

ら薇
科
）

　

竜り
ん
ど
う胆

（
竜
胆
科
）

　
　

二
重
切
竹
筒

　

青
い
葉
の
雪
柳
と
竜
胆
で
二
重
切

り
に
生
け
て
飾
っ
て
い
た
が
、
雪
柳

の
葉
が
散
り
、
撮
影
用
に
上
溝
桜
を

生
け
た
。
印
象
が
ま
る
で
変
わ
り
、

竜
胆
の
見
え
方
と
季
節
が
変
わ
っ

た
。
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
ら
煤す

す

竹だ
け

の

二
重
切
り
に
生
け
た
い
と
こ
ろ
だ
が

家
に
は
な
い
。
な
い
も
の
を
思
え
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
一
つ
の
成
長

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
だ
が

白
竹
の
映
り
も
軽
や
か
で
、
上
溝
桜

の
実
が
熟
す
時
期
の
早
さ
を
考
え
る

と
、
こ
れ
で
良
い
の
で
は
な
い
か
と

納
得
し
て
い
る
。

乱
れ
桔
梗
立
花

　
　
∧
7
頁
の
花
∨
　
健
一
郎



7

　

桔き
き
ょ
う梗

２
種
（
桔
梗
科
）

　

仙せ
ん
の
う翁

（
撫な

で
し
こ子

科
）

　

沼ぬ
ま
と
ら
の
お

虎
の
尾
（
桜
草
科
）

　

萩は
ぎ

（
豆
科
）　　

流
木

　
　

青
磁
花
瓶
（
清
水
卯
一
作
）

　

仙
翁
と
と
も
に
、
桔
梗
の
蕾
、

花
、
実
、
茎
ぶ
り
を
見
て
好
き
な

も
の
を
花
フ
ジ
の
山
で
切
ら
せ
て

も
ら
っ
た
。
生
え
て
い
る
と
こ
ろ

を
知
っ
て
い
る
と
生
け
る
時
に
も

影
響
が
出
る
。
少
し
前
ま
で
な
ら

役
枝
の
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
描
い
て

お
花
を
選
ん
で
い
た
が
、
こ
こ
の

と
こ
ろ
は
面
白
い
も
の
を
す
ぐ
っ

て
頂
い
て
い
る
。
当
初
は
花
瓶
を

前
に
す
る
と
困
っ
た
が
、
そ
の
お

花
に
惚
れ
、
観
察
し
て
い
れ
ば
い

つ
の
間
に
か
ど
う
に
か
な
る
も
の

な
ん
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

正
真
の
沼
虎
の
尾
は
花
フ
ジ
の

と
し
子
さ
ん
が
福
井
県
か
ら
持
っ

て
帰
っ
て
き
た
も
の
で
、
良
い
景

色
に
な
り
そ
う
だ
っ
た
の
で
そ
の

ま
ま
い
た
だ
い
た
。



8

ヒ
ト
と
人
　

　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
柊
介
が
産
ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と
そ

ば
に
い
る
。
オ
ス
と
し
て
些
か
奇
妙

な
行
動
を
し
て
い
る
事
は
認
識
し
て

い
て
お
り
、
む
ず
痒
さ
も
あ
る
。
頭

で
は
外
へ
出
て
狩
り
に
で
も
出
か
け

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
は
考
え
て
い

る
が
、
育
児
休
暇
と
い
う
制
度
を
使
っ

て
今
も
柊
介
の
側
に
い
る
事
が
で
き

て
い
る
。
　

　
共
に
過
ご
す
時
間
は
、
な
ん
と
幸

せ
な
事
か
。
妻
に
怒
ら
れ
な
が
ら
で

は
あ
る
が
、
そ
ば
に
い
る
事
を
許
し

て
も
ら
っ
て
い
る
。
妻
は
母
と
し
て

自
立
し
、
以
前
よ
り
も
逞
し
さ
に
拍

車
が
か
か
り
、
安
心
で
き
る
。
す
く

す
く
と
育
つ
時
に
気
を
つ
け
た
い
と

思
っ
て
い
る
の
が
環
境
で
あ
る
。
言

葉
、
規
則
、
慣
例
か
ら
程
遠
い
と
こ

ろ
で
ゆ
っ
く
り
と
し
て
か
ら
、
自
分

の
ペ
ー
ス
で
人
間
の
生
活
を
楽
し
ん

で
も
ら
い
た
い
。
こ
れ
が
僕
の
考
え

る
、
と
び
き
り
の
贅
沢
だ
。

　
こ
こ
最
近
は
、
霊
長
類
と
し
て
の

ヒ
ト
の
機
能
的
な
事
柄
に
興
味
が
あ

る
。
柊
介
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
調

べ
物
は
一
切
し
て
い
な
い
。
反
応
を

そ
の
ま
ま
楽
し
ん
だ
。
今
は
新
生
児

期
が
過
ぎ
た
の
で
こ
の
期
に
つ
い
て

調
べ
て
み
る
と
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

新
生
児
に
は
様
々
な
原
始
反
射
が
見

ら
れ
る
。
例
え
ば
産
ま
れ
て
ま
も
な

い
赤
ち
ゃ
ん
も
哺
乳
反
射
と
い
う
も

の
を
も
っ
て
い
る
。
赤
ち
ゃ
ん
の
口

に
入
っ
て
き
た
も
の
を
吸
う
反
射
能

力
だ
。
母
乳
を
吸
う
の
に
大
切
な
反

射
だ
。
出
産
後
す
ぐ
に
授
乳
し
て
い

た
の
に
は
驚
い
た
。
そ
し
て
、
掌
に

物
が
触
れ
る
と
握
り
し
め
る
、
掌
握

反
応
も
そ
の
名
残
の
一
つ
で
あ
る
。

今
の
赤
ち
ゃ
ん
に
は
必
要
で
な
く
、

一
般
的
に
3
〜
4
ヶ
月
で
自
然
に
消

滅
す
る
ら
し
い
。
体
毛
が
あ
っ
た
頃

に
必
要
だ
っ
た
反
射
の
名
残
で
、
赤

ち
ゃ
ん
は
親
の
体
毛
に
つ
か
ま
る
た

め
と
い
う
説
を
見
て
納
得
し
た
。

　
毛
は
森
の
中
で
体
温
を
保
つ
の
に

役
立
ち
、暑
い
時
は
熱
か
ら
身
を
守
っ

た
。
人
は
毛
を
失
い
、気
候
が
変
化
し
、

動
物
の
生
息
地
が
変
化
し
た
結
果
、

我
々
の
祖
先
は
サ
バ
ン
ナ
に
移
り
住

む
。
二
足
歩
行
を
始
め
た
。
直
立
二

足
歩
行
に
よ
り
、
脳
を
下
か
ら
支
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
脳
を
大

き
く
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
太
陽
に

あ
た
る
面
積
が
少
な
く
な
り
、
目
の

位
置
が
高
く
な
っ
た
の
で
遠
く
を
見

渡
せ
る
よ
う
に
な
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

効
率
も
良
く
な
っ
た
。
前
足
は
道
具

を
使
う
も
の
に
役
目
が
変
わ
り
、
多

く
の
食
べ
物
を
一
度
に
運
べ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事

柄
は
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
い
る
。

　
な
ぜ
人
は
重
い
赤
ち
ゃ
ん
を
産
む

の
か
。
脂
肪
率
は
類
人
猿
の
五
倍
で

あ
る
。
そ
の
脂
肪
は
脳
を
作
る
た
め

の
も
の
ら
し
い
。
新
生
児
の
脳
は
三

段
階
で
成
長
す
る
と
い
う
。
1
年
で

2
倍
、
5
年
で
大
人
の
90
パ
ー
セ
ン

ト
、
12
歳
か
ら
16
歳
で
完
成
す
る
そ

う
だ
。
そ
の
一
つ
に
類
人
猿
に
見
ら

れ
る
食
物
分
配
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

人
間
は
そ
の
場
で
食
べ
ず
に
持
ち
帰

り
仲
間
と
分
配
し
、
共
に
食
べ
る
。

そ
し
て
見
え
な
い
物
を
欲
望
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
速
力

の
劣
化
、
俊
敏
性
の
減
退
、
木
登
り

の
能
力
と
消
化
能
力
を
減
少
さ
せ
、

共
感
力
増
加
に
基
づ
く
社
会
力
を
選

ん
だ
。
長
距
離
歩
行
、
器
用
な
手
、

食
物
の
運
搬
が
共
感
力
に
作
用
し
て

い
る
ら
し
い
。
そ
し
て
共
同
で
の
子

育
て
も
促
す
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
互

い
に
影
響
し
あ
い
脳
の
大
き
さ
に
も

影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
狩
猟
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
走
る

こ
と
を
覚
え
た
。
体
毛
を
失
っ
た
こ

と
が
功
を
奏
し
、
汗
を
か
き
運
動
を

す
る
生
活
様
式
に
な
る
。
残
っ
た
髪

の
毛
は
熱
の
持
ち
や
す
い
脳
を
冷
や

す
た
め
に
生
え
て
い
る
。
ヒ
ト
は
他

の
類
人
猿
と
比
べ
て
も
多
く
の
汗
腺

を
持
っ
て
い
る
た
め
、
十
分
な
体
温

調
節
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
体
を

動
か
す
欲
求
も
多
く
の
汗
腺
が
作
用

し
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

　
先
週
る
り
渓
の
滝
を
見
に
行
っ
た
。

柊
介
は
ま
だ
近
く
で
感
じ
て
い
る
だ

け
だ
が
、
い
つ
か
一
緒
に
飛
び
込
み

た
い
。
裸
足
で
水
の
中
に
入
っ
て
い

る
と
度
々
足
の
裏
を
切
る
。
そ
の
た

び
に
人
が
川
や
海
で
の
生
活
に
適
し

て
い
な
い
ん
だ
な
、
と
感
じ
る
。
木

に
の
ぼ
っ
た
り
、
ぶ
ら
下
が
っ
た
り
、

身
体
を
通
し
て
自
分
が
自
然
の
中
で

の
生
活
に
適
し
て
は
い
な
い
こ
と
を

実
感
す
る
。
ヒ
ト
は
自
然
の
中
で
の

生
活
か
ら
離
れ
て
久
し
い
。
昨
日
は

蓮
を
切
り
に
沼
地
に
入
り
肌
が
露
出

し
て
い
た
箇
所
が
他
の
葉
で
切
れ
て

い
た
り
し
た
。
泥
だ
ら
け
だ
っ
た
が

そ
の
ま
ま
新
幹
線
に
乗
り
帰
る
の
は

気
が
引
け
、
着
替
え
て
か
ら
帰
っ
た
。

　
我
々
の
祖
先
も
、
家
の
猫
も
恐
怖

を
感
じ
た
ら
、
毛
が
総
立
ち
に
な

る
。
体
を
大
き
く
見
せ
る
こ
と
が
意

思
表
示
に
も
な
る
。
こ
の
毛
を
立
て

る
た
め
の
筋
肉
は
ヒ
ト
に
も
備
わ
っ

て
い
て
、
我
々
は
鳥
肌
を
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
。
衣
服
を
纏
い
ほ
と
ん

ど
の
毛
が
減
少
し
た
。
今
の
生
活
様

式
に
必
要
な
反
応
で
は
な
い
が
身
体

に
残
っ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
、
他

に
も
尾
骶
骨
も
尻
尾
の
退
化
し
た
も

の
で
、
い
ず
れ
も
自
然
の
中
で
生
活

し
て
い
た
名
残
で
あ
る
。
蓮
池
の
蓮

も
先
祖
返
り
し
て
白
い
蓮
、
八
重
の

蓮
、
一
重
の
も
の
な
ど
様
々
で
あ
っ

た
。
尾び

骶て
い

骨こ
つ

の
生
え
た
人
間
が
生
ま

れ
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。
地
球
は

遠
い
時
間
と
生
物
の
面
白
さ
で
満
ち

溢
れ
て
い
る
。
研
究
す
る
気
に
は
な

れ
な
い
が
、
見
た
り
聞
い
た
り
す
る

の
は
好
き
だ
。

　
霊
長
類
の
中
で
も
ゴ
リ
ラ
や
オ
ラ

ン
ウ
ー
タ
ン
な
ど
も
含
む
類
人
猿
は

早
期
に
顔
の
毛
を
失
っ
た
と
い
う
。

表
情
を
使
っ
て
我
々
は
意
思
疎
通
を

し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
原
因
と
し
て

あ
る
そ
う
だ
。
そ
の
中
で
も
目
の
情

報
は
非
常
に
大
き
い
。
目
に
関
す
る

慣
用
句
や
諺
が
多
い
の
も
そ
の
た
め

だ
ろ
う
か
。
人
に
関
し
て
言
え
ば
視

覚
か
ら
の
情
報
が
8
割
ほ
ど
で
あ
る

と
い
う
。
そ
し
て
相
手
の
目
か
ら
も

多
く
の
情
報
を
得
て
い
る
。
人
は
人

の
中
で
生
活
す
る
に
は
た
く
さ
ん
の

人
の
顔
か
ら
無
意
識
に
自
分
の
行
動

を
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
産
ま
れ
た
頃
か
ら
柊
介
を

見
て
い
て
も
人
に
よ
っ
て
コ
ロ
コ
ロ

と
態
度
を
か
え
、
7
ヶ
月
を
過
ぎ
る

と
、
相
手
の
喜
ぶ
こ
と
を
探
し
て
何

か
を
す
る
仕
草
が
増
え
た
よ
う
に
思

う
。
大
切
な
こ
と
だ
が
一
方
で
自
分

の
世
界
の
中
に
入
り
込
め
る
よ
う
な

環
境
作
り
も
夫
婦
で
し
て
い
る
。
今

日
も
妻
が
洗
濯
物
に
夢
中
に
な
る
柊

介
の
動
画
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
良

い
表
情
で
あ
る
。
多
少
危
な
か
ろ
う

と
、
本
人
の
主
体
性
を
守
り
、
没
頭

で
き
る
場
を
作
れ
る
母
親
は
本
当
に

凄
い
と
思
う
。

　
人
以
外
の
動
物
は
絶
対
音
感
を

持
っ
て
い
る
ら
し
い
。
言
葉
を
解
釈

す
る
上
で
音
程
は
重
要
視
さ
れ
ず
、

一
音
一
音
の
意
味
が
大
切
に
な
る
。

音
程
に
気
を
つ
け
て
話
を
聞
く
と
、
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言
葉
が
聞
き
取
れ
な
い
。
自
然
と
絶

対
音
感
は
崩
れ
て
い
く
。
音
楽
に
携

わ
っ
て
い
る
と
、
そ
の
感
覚
が
衰
退

す
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
ろ
う
か
。
音
楽
に
携
わ
っ
て
い

る
人
に
絶
対
音
感
を
持
っ
て
い
る
人

が
多
い
。

　
音
階
は
音
を
記
号
化
し
た
も
の
で

あ
る
。
一
方
で
ノ
イ
ズ
と
も
い
わ
れ

る
音
達
も
存
在
す
る
。
ノ
イ
ズ
も
音

階
に
当
て
は
め
る
こ
と
も
で
き
る
ら

し
い
が
、
無
理
に
音
階
に
当
て
は
め

な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
言
葉
に
関
し
て
も
話
す
言
語
か

ら
は
み
出
た
言
葉
は
、
た
だ
の
音
で

あ
る
。

　
幼
児
教
育
の
世
界
で
は
よ
く
、「
ぴ

ち
ゃ
ぴ
ち
ゃ
」「
ざ
あ
ざ
あ
」
な
ど
の

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
効
果
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。
言
語
の
中
で
は
ま
だ
ノ
イ
ズ

に
近
い
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
言
語
と
た
だ
の
音
の

間
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
言
葉
以

外
の
音
を
口
か
ら
も
出
す
よ
う
に
心

が
け
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
難
し

い
。
ヒ
ト
と
し
て
の
感
覚
に
磨
き
を

か
け
た
い
。

　
た
く
さ
ん
の
音
に
囲
ま
れ
て
、
汗

を
か
く
こ
と
を
楽
し
み
、
脳
を
充
分

に
使
っ
て
考
え
、
人
と
の
関
わ
り
合

い
の
中
で
自
立
を
し
、
精
神
的
に
豊

か
な
生
活
を
お
く
り
、
善
く
生
き
て

欲
し
い
。
些い

さ
さか
願
い
す
ぎ
か
。
自
分

も
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

岡
山
・
流
枝
会
で
蓮
の
立
花

　

華
老
の
上
野
淳
泉
先
生
指
導
の
も

と
、
今
年
も
早
朝
か
ら
蓮
を
採
っ
て

立
花
を
立
て
ら
れ
た
。
右
の
写
真
は

健
一
郎
が
立
て
た
も
の
。
な
か
な
か

味
わ
い
深
い
蓮
一
色
だ
。　
　

仙
溪

真
夏
の
メ
イ
と
レ
モ
ン



水
の
景
色

　
∧
表
紙
の
花
∨
　
健
一
郎

匙さ
じ

沢お
も
だ
か瀉

（
沢
瀉
科
）

水み
ず
あ
お
い葵（

水
葵
科
）

縞し
ま
あ
し芦

（
稲
科
）

煤す
す

竹だ
け

肩か
た

切き
り

魚び

籠く

お
弟
子
さ
ん
が
花
展
で
他
流
の
水
辺

の
景
色
生
け
を
見
て
、「
僕
や
っ
た

ら
あ
そ
こ
に
竿
投
げ
た
い
で
す
も

ん
。
と
か
思
っ
ち
ゃ
い
ま
す
。」
と

言
っ
て
い
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。

僕
に
は
で
き
な
い
見
方
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
実
際
の
景
色
の
ポ
イ
ン
ト
を

絞
っ
て
抽
出
し
た
面
白
い
物
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

　

今
回
水
辺
の
景
色
を
生
け
る
に
あ

た
り
、
水
盤
で
生
け
た
い
気
持
ち
を

グ
ッ
と
堪
え
、
魚
籠
で
の
投
げ
入
れ

を
試
み
た
。
人
と
水
辺
の
の
情
景
で

あ
る
。
釣
り
の
好
き
な
義
父
さ
ん
に

よ
く
琵
琶
湖
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら

う
。
慣
れ
れ
ば
距
離
は
近
く
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
山
で
は
な
く
湖
の

植
物
た
ち
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

も
面
白
い
。
ボ
ー
ト
で
好
き
な
と
こ

ろ
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
い
ゆ
っ
く

り
と
し
た
時
間
を
共
に
過
ご
し
て
い

る
。オ

モ
ダ
カ
は
頭
が
重
く
固
定
が
難

し
か
っ
た
の
で
足
を
つ
け
て
い
る
。

銅
の
落
と
し
に
配
り
を
か
け
る
と
す

ぐ
に
お
花
が
止
ま
っ
た
。
オ
モ
ダ
カ

の
お
花
が
小
さ
く
可
愛
ら
し
い
。

徳
島
に
訪
れ
て

　
健
一
郎

　

徳
島
の
気
候
で
育
っ
た
力
強
い

花
々
と
機
転
と
場
を
巻
き
込
み
、
確

か
な
技
術
が
見
ら
れ
た
気
持
ち
の
良

い
花
会
だ
っ
た
。
様
々
な
文
化
と
花

が
あ
る
の
も
良
か
っ
た
。
武
田
先
生

と
50
年
伴
走
し
た
企
画
の
藤
原
さ
ん

か
ら
お
話
が
あ
っ
た
。

　
「
家
に
上
が
る
と
な
玄
関
に
お
花

が
飾
っ
て
あ
っ
て
上
が
る
と
お
床
が

あ
っ
て
お
軸
が
か
け
て
あ
る
。
そ
の

横
の
違
棚
に
は
壺
が
飾
っ
て
あ
っ
て

な
。
全
部
で
一
つ
の
作
品
に
な
っ
と

ん
よ
。
や
け
ん
、
そ
ん
な
ふ
う
に
会

場
の
設
え
も
で
き
た
ら
っ
て
思
っ
て

み
ん
な
で
形
に
し
た
ん
よ
。
ほ
で

な
、
展
覧
会
と
か
な
よ
く
や
っ
て
る

け
ど
な
、
お
花
が
な
い
と
あ
か
ん
の

や
。
生
き
て
る
も
ん
が
こ
う
繋
い
ど

る
か
ら
か
な
？
絵
と
か
で
も
抽
象
的

で
あ
っ
た
ら
あ
る
ほ
ど
こ
う
、
入
れ

ん
の
や
。
や
け
ど
な
お
花
が
繋
い
で

く
れ
ん
ね
ん
。
器
だ
け
で
も
な
、
あ

か
ん
。
見
た
こ
と
な
い
お
花
で
も
見

た
こ
と
あ
る
お
花
で
も
関
係
な
い
ん

よ
。」

　

本
当
に
そ
う
で
あ
る
か
私
が
判
断

で
き
る
事
で
は
な
い
が
、
伺
っ
た
こ

と
に
覚
え
は
あ
っ
た
。
言
葉
に
時
間

の
重
み
と
強
い
感
情
を
感
じ
た
。
そ

の
人
の
力
で
あ
る
。

　

花
展
を
楽
し
ん
だ
の
ち
、
武
田
慶

園
先
生
の
娘
さ
ん
と
お
孫
さ
ん
に
徳

島
の
ほ
ん
の
一
部
を
紹
介
し
て
い
た

だ
い
た
が
、
訪
れ
た
各
箇
所
で
文
化

の
匂
い
を
感
じ
た
。
次
回
は
ゆ
っ
く

り
と
周
っ
て
み
た
い
。

　

お
孫
さ
ん
は
私
と
同
じ
歳
で
好
奇

心
が
強
い
。
矢
野
陶
園
さ
ん
で
見
た

置
き
物
を
見
て
、「
可
愛
い
。」
と
楽

し
ん
で
い
た
様
子
に
心
が
和
ん
だ
。

純
粋
で
真
っ
直
ぐ
。
そ
れ
は
健
康
的

で
と
て
も
良
い
入
り
口
だ
と
思
う
。

作
家
の
名
前
や
名
品
と
呼
ば
れ
た
も

の
に
し
か
興
味
が
な
い
の
と
は
対
極

に
あ
る
。
好
意
の
感
情
か
ら
、
見
立

て
る
き
っ
か
け
が
芽
生
え
、
そ
れ
ぞ

れ
の
文
化
が
実
生
活
に
溶
け
込
ん
で

ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。
様
々
な
発
見
が

あ
っ
た
徳
島
の
一
日
だ
っ
た
が
多
く

の
方
に
あ
た
た
か
く
迎
え
ら
れ
、
初

対
面
の
方
と
も
な
ぜ
か
懐
か
し
さ
を

覚
え
る
時
間
を
過
ご
し
た
。
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花
伝
書
を
見
る

菊
の
一
色
（
行
：
初
版
）

冨
春
軒

菊
　
小
菊

  （
立
花
時
勢
粧
・
下

　
秘
曲
の
図
）

　
一
色
物
に
は
独
特
の
雰
囲
気
が

あ
る
。
過
去
に
見
た
景
色
と
重
な

る
感
じ
。
他
の
立
花
と
比
べ
て
、

よ
り
自
然
な
印
象
を
強
く
受
け
る
。

冨
春
軒
の
一
色
物
は
正
に
そ
こ
に

生
え
て
い
る
よ
う
で
、
人
の
手
を

感
じ
さ
せ
な
い
。

　
そ
う
感
じ
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
ど
の
花
に
も
強
い
個
性

が
も
と
も
と
備
わ
っ
て
い
る
か
ら

だ
ろ
う
。
風
に
倒
れ
て
も
そ
こ
か

ら
立
ち
上
が
る
姿
。土
の
中
に
し
っ

か
り
根
を
張
っ
て
風
に
立
ち
向
か

う
姿
。
そ
う
い
う
ク
セ
の
あ
る
姿

を
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
各
所
に

配
置
し
、
し
か
も
全
体
が
自
然

な
味
わ
い
を
損
な
わ
な
い
。
ど

の
一
色
物
も
、
命
の
輝
き
に
あ

ふ
れ
て
い
る
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
723
号

　
2023
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

涼
を
も
と
め
て

　
　
　
∧
12
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

ア
レ
カ
椰や

し子
（
椰
子
科
）

　

ヘ
リ
コ
ニ
ア
・
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ

　
　
（
芭ば

し
ょ
う蕉

科
）

　

ク
ル
ク
マ
（
生し

ょ
う
が姜

科
）

　
　

ガ
ラ
ス
花
器

　

鳥
の
羽
根
を
大
き
く
し
た
よ
う
な

ア
レ
カ
ヤ
シ
の
葉
は
、
そ
の
隙
間
か

ら
そ
よ
風
が
吹
い
て
き
そ
う
だ
。
1

本
の
姿
も
い
い
が
、
数
本
を
前
後
に

重
ね
る
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
造
形
空

間
が
生
ま
れ
る
。
じ
っ
く
り
考
え
る

の
も
い
い
が
、
水
際
ぎ
り
ぎ
り
に
葉

が
く
る
よ
う
無
造
作
に
立
て
て
ゆ

く
。

　

相
手
に
は
南
国
の
花
が
良
く
似
合

う
。
そ
れ
ら
を
ア
レ
カ
ヤ
シ
の
葉
と

葉
の
間
に
配
置
し
て
ゆ
く
。
足
元
が

見
え
る
の
で
、剣
山
を
小
石
で
隠
し
、

た
っ
ぷ
り
の
水
を
入
れ
る
と
水
際
も

見
せ
場
に
な
る
。
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ハ
ラ
ン
の
枯
葉

　
　
　
∧
2
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

ペ
ニ
セ
タ
ム
・
パ
ー
プ
ル
・
マ
ジ
ェ

ス
テ
ィ
（
稲
科
）

　

ス
プ
レ
ー
菊
（
菊
科
）

　

葉は
ら
ん蘭

の
枯
葉
（
百
合
科
）

　
　

陶
花
瓶
（
宇
野
仁
松
作
）

　

出
逢
い
か
ら
生
ま
れ
る
い
け
ば
な

を
楽
し
も
う
。

　

暑
さ
が
緩ゆ

る

む
と
庭
の
ム
ク
ゲ
が
二

度
目
の
盛
期
を
迎
え
る
。
毎
日
萎し

お

れ

た
花
を
拾
い
集
め
て
い
る
が
、
し
ゃ

が
ん
で
見
る
と
繁
み
に
隠
れ
て
い
た

枯
葉
色
に
気
付
い
た
。
ハ
ラ
ン
の
枯

葉
だ
。
採
り
集
め
る
と
な
か
な
か
い

い
感
じ
で
あ
る
。
捨
て
ず
に
お
い
た

と
こ
ろ
、
相
手
に
似
合
い
そ
う
な
花

材
に
も
巡
り
会
え
て
、
こ
の
い
け
ば

な
に
な
っ
た
。

　

黒
い
穂
は
ア
フ
リ
カ
原
産
の
多
年

草
を
も
と
に
ア
メ
リ
カ
で
作
ら
れ
た

園
芸
品
種
。
強
烈
な
個
性
を
ハ
ラ
ン

の
枯
葉
が
受
け
止
め
て
く
れ
て
い

る
。
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深し
ん
く紅
の
バ
ラ

　
　
　
∧
3
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

榛
は
し
ば
み （

樺か
ば

の
木
科
）

　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　

嵯さ
が
ぎ
く

峨
菊
（
菊
科
）

　
　

陶
花
瓶

　

い
い
赤
色
だ
。
美
し
い
バ
ラ
は
一

本
で
も
様
に
な
る
。
客
間
の
テ
ー
ブ

ル
中
央
に
一
輪
挿
し
に
す
る
だ
け

で
、
部
屋
の
空
気
が
生
き
生
き
し
て

く
る
。
上
下
に
切
り
分
け
て
、
下
の

葉
も
生
か
す
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

床
の
間
や
壁
際
の
棚
の
上
な
ら
、

他
の
枝
や
花
を
と
り
合
わ
せ
て
伸
び

や
か
に
。
そ
の
時
季
の
花
材
を
一
緒

に
い
け
る
こ
と
で
季
節
を
感
じ
る
花

に
な
る
よ
う
心
が
け
て
い
る
。

　

一
輪
の
深
紅
の
バ
ラ
を
主
役
に
し

て
、
ハ
シ
バ
ミ
と
白
い
サ
ガ
ギ
ク
を

加
え
る
と
、
秋
ら
し
い
表
情
を
見
せ

て
く
れ
た
。
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意
外
な
組
み
合
わ
せ

　
　
　
∧
4
頁
の
花
∨
　
櫻
子

　

丁ち
ょ
う
じ
そ
う

字
草
（
夾

き
ょ
う
ち
く
と
う

竹
桃
科
）

　

五ご
し
き
と
う
が
ら
し

色
唐
辛
子
（
茄な

す子
科
）

　

ケ
ロ
ー
ネ
・
ス
ピ
ー
ド
リ
オ
ン　
　
　

（
胡ご

ま
の
は
ぐ
さ

麻
の
葉
草
科
）

　
　

陶
花
瓶
（
八
木
一
夫
作
）

　

今
年
は
夏
の
猛
暑
の
為
花
材
が
高
騰
し

て
種
類
も
少
な
か
っ
た
。
9
月
後
半
に

入
っ
て
き
れ
い
な
糸
菊
や
薄
が
出
荷
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
ど
れ
だ
け
生
産
者
の

方
々
が
大
変
な
夏
を
乗
り
越
え
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
と
思
う
。

　

少
な
い
花
で
も
目
を
凝
ら
し
て
何
か
珍

し
い
も
の
が
な
い
か
と
探
し
思
案
し
た
。

五
色
ト
ウ
ガ
ラ
シ
も
カ
メ
レ
オ
ン
と
言
う

名
前
で
売
ら
れ
て
い
る
の
は
今
ま
で
知
ら

ず
に
い
た
。
ケ
ロ
ー
ネ
・
ス
ピ
ー
ド
リ
オ

ン
は
リ
ン
ド
ウ
に
よ
く
似
て
い
る
が
、
全

く
違
っ
て
い
て
花
が
次
々
咲
い
て
く
る
。

ど
ち
ら
も
暑
さ
に
平
気
で
逞
し
そ
う
だ
っ

た
。

　

少
し
黄
葉
し
た
チ
ョ
ウ
ジ
ソ
ウ
と
合
わ

せ
ユ
ニ
ー
ク
な
八
木
一
夫
さ
ん
の
器
に
。
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雪
柳
と
寒
菊

　
　
　
∧
5
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

雪ゆ
き
や
な
ぎ柳（

薔ば

ら薇
科
）

　

寒か
ん
ぎ
く菊

（
菊
科
）

　
　

煤す
す

竹だ
け

竹
筒

　

昨
年
の
11
月
1
日
に
撮
影
し
て
い

る
の
で
少
し
早
め
の
掲
載
だ
が
、
こ

ん
な
生
花
を
い
け
る
の
を
心
待
ち
に

し
て
い
た
だ
き
た
く
、
早
め
に
載
せ

る
こ
と
に
し
た
。

　

カ
ン
ギ
ク
は
名
前
が
示
す
よ
う

に
、
晩
秋
か
ら
初
冬
に
葉
が
紅
く
色

づ
く
頃
の
大
変
貴
重
な
花
材
だ
っ
た

が
、
近
頃
は
ま
だ
葉
が
青
い
時
期
か

ら
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
然
花

の
蕾
は
硬
く
て
小
さ
い
が
、
よ
く
水

も
あ
が
り
、長
く
保
っ
て
く
れ
る
し
、

い
け
て
お
く
と
だ
ん
だ
ん
葉
が
色
付

い
て
く
る
。
ま
だ
ま
だ
手
に
入
る
地

域
は
限
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

作
り
手
が
増
え
て
く
れ
る
こ
と
を
願

う
花
材
の
一
つ
だ
。

　

カ
ン
ギ
ク
は
初
冬
に
黄
色
い
花
が

よ
う
や
く
咲
く
が
、
そ
の
可
愛
ら
し

さ
は
格
別
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
ま

ず
は
秋
を
堪
能
し
よ
う
。
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秋
の
七
草
　
生
花

　
　
∧
6
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

薄す
す
き（

稲
科
）

　

藤ふ
じ
ば
か
ま袴（

菊
科
）

　

葛く
ず

（
豆
科
）

　

萩は
ぎ

（
豆
科
）

　

女お
み
な
え
し

郎
花
（
女
郎
花
科
）

　

桔き
き
ょ
う梗 

２
種
（
桔
梗
科
）

　

河か
わ
ら
な
で
し
こ

原
撫
子
（
撫
子
科
）

　
　

煤す
す

竹だ
け

竹
筒

　

13
世
、
14
世
の
家
元
が
テ
キ
ス
ト

で
い
け
た
秋
の
七
草
の
生
花
を
見
て

か
ら
、
自
分
も
い
つ
か
挑
戦
し
て
み

た
い
な
と
思
っ
て
い
た
。
何
年
か

思
っ
て
い
る
と
ふ
と
そ
の
時
は
来
る

も
の
で
あ
る
。
秋
の
七
草
が
タ
イ
ミ

ン
グ
よ
く
一
度
に
揃
う
こ
と
は
難
し

く
、
三
つ
の
お
花
屋
さ
ん
を
訪
ね
て

揃
え
た
。
お
花
屋
さ
ん
で
葛
と
萩
さ

え
確
保
す
れ
ば
あ
と
は
運
次
第
で
あ

る
。
生
け
終
わ
り
、
撮
影
の
際
に
家

元
か
ら
副そ

え

の
萩
の
葉
を
残
し
た
方
が

い
い
と
助
言
を
頂
い
た
。
時
間
を
お

い
て
見
返
す
と
そ
の
大
切
さ
が
よ
く
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野の
だ
け竹

　
生
花

　
　
∧
7
頁
の
花
∨
　
健
一
郎

　

野
竹
（
芹せ

り

科
）

　
　

陶
扁
平
壺

　

野
に
あ
る
と
気
が
付
か
な
い
の
だ

が
、
お
花
屋
さ
ん
で
見
か
け
る
と
よ

く
目
立
っ
て
い
た
。
そ
の
姿
形
が
ど

こ
か
新
鮮
で
他
に
何
も
取
り
合
わ
せ

ず
、
お
生
花
に
し
た
。
切
っ
て
い
る

と
セ
リ
科
独
特
の
ス
ッ
と
す
る
匂
い

が
し
た
。
あ
る
場
所
が
変
わ
る
だ
け

で
印
象
は
変
わ
り
存
在
感
が
増
す
。

分
か
っ
た
。
毎
月
の
テ
キ
ス
ト
の
撮

影
で
の
指
導
は
僕
の
い
け
ば
な
に

と
っ
て
大
切
な
時
間
で
あ
る
。
皆
様

に
育
て
て
い
た
だ
い
て
い
る
な
と
よ

く
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
変
わ

ら
ず
、
の
び
の
び
と
花
を
生
け
て
い

き
た
い
。
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「明の熹宗皇帝坐像」明代　台湾国立國立故宮博物院
明代皇帝の肖像画の中でひときわ異彩を放つ装飾性は精緻かつ豪華。

出典：https://theme.npm.edu.tw/opendata/DigitImageSets.
aspx?sNo=04020370&Key= 花 ^21^11&pageNo=26

遠目では牡丹に見えるが、葉の形をよく見ると向かって右は薔薇で、左は萼の感じからして椿のようだ。
バラは一種でいけられ、ツバキ（？）には白梅と竹の葉との三種でいけられている。いけ方は自然体だが洗練されている。
皇帝が自らいけたものか、花をいけて飾る専門職があったのだろうか。

中
国
の
挿
花
　
　
　
　
　
　
仙
溪
　

　
中
国
に
は
ど
ん
な
挿
花
の
歴
史
が
あ
る
の

か
。
今
に
伝
わ
る
図
像
を
見
て
み
よ
う
。

　
明
の
時
代
（1368

〜1644

）
は
モ
ン

ゴ
ル
の
支
配
か
ら
脱
し
、
漢
民
族
に
よ
っ
て

中
国
が
再
び
統
一
さ
れ
て
始
ま
る
。
官
僚
・

文
人
中
心
の
文
化
が
、
広
く
一
般
民
衆
に
ま

で
広
が
っ
て
い
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。

　
第
十
六
代
皇
帝
・
熹
宗
（
在
位1620

〜
1627

）
は
ユ
ニ
ー
ク
で
素
晴
ら
し
い
肖
像

画
を
描
か
せ
て
い
る
。

　
絢け

ん

爛ら
ん

た
る
デ
ザ
イ
ン
の
絨

じ
ゅ
う

毯た
ん

が
敷
か
れ
、

玉ぎ
ょ
く
ざ座

の
両
脇
に
は
豪
華
な
朱
塗
り
の
卓
に

様
々
な
贅ぜ
い

を
尽
く
し
た
日
常
の
道
具
が
描
か

れ
て
い
る
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
皇
帝
の
権
力

の
象
徴
で
あ
る
龍
が
見
え
、
こ
れ
だ
け
多
く

の
物
を
描
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全

体
は
調
和
し
、
品
格
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

そ
し
て
画
面
上
段
で
一
対
の
挿
花
が
皇
帝

と
並
ぶ
。
花
と
器
に
は
そ
の
人
物
の
高
い
徳

を
象
徴
す
る
役
割
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

拡
大
し
て
見
て
み
る
と
、
右
側
は
装
飾
を

凝こ

ら
し
た
紺
色
の
花
瓶
（
陶
？
ガ
ラ
ス
？
）

に
牡
丹
の
よ
う
に
見
え
る
バ
ラ
の
花
が
。
左

側
に
は
白
梅
と
竹
（
の
葉
）
に
牡
丹
に
見
え

る
椿
（
？
）
が
挿
し
て
あ
る
。
絵
の
中
の
皇

帝
に
命
を
吹
き
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
。

　

な
ぜ
こ
れ
ら
の
花
が
選
ば
れ
た
の
か
、

き
っ
と
深
い
意
味
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
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菊
一
色
　
立
花

　
　
∧
表
紙
の
花
∨
　
健
一
郎

　

菊
・
糸
菊
数
種
（
菊
科
）

　

小
菊
数
種
（
菊
科
）

　

乱
れ
菊
数
種
（
菊
科
）

　

寒
菊
（
菊
科
）

　
　

銅
立
花
瓶

　

満
開
に
咲
い
た
菊
達
。
菊
の
葉
だ

け
の
あ
し
ら
い
を
し
た
り
し
て
景
色

を
出
す
の
も
い
い
が
、
咲
い
た
菊
も

や
は
り
い
い
も
の
で
あ
る
。
程
よ
く

茎
に
動
き
の
あ
る
菊
を
副そ

え

と
請う

け

に
生

け
る
こ
と
が
で
き
た
。
立
花
の
動
き

の
要か

な
めで
あ
る
。
真し

ん

に
か
が
り
び
菊
を

生
け
て
い
る
の
で
正

し
ょ
う

真し
ん

は
肥
後
系
の

菊
を
生
け
る
と
華
や
か
さ
が
増
す
。

で
き
る
だ
け
の
菊
の
種
類
を
集
め
、

景
色
に
厚
み
を
つ
く
る
と
重
厚
な
立

花
に
な
る
。

　

請
に
力
が
あ
る
の
で
左
に
流な

が

枝し

を

出
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
た
。

㊤ ノカンゾウは一日花だけど、毎
日どれかが咲いてくれています。9
月 19 日撮影。
㊨ 暑い日は網

あ

代
じろ

の上が気持ちよ
かったにゃ。

副そ
え

真し
ん

正し
ょ
う

真し
ん

見み

越こ
し

請う
け

流な
が

枝し

控ひ
か

枝え

中
央
＝
胴ど

う

中
央
下
＝
前ま

え

置お
き
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花
伝
書
を
見
る

紅
葉
一
色

　
砂
の
物

（
冨
春
軒
：
初
版
）

楓か
え
で　

晒
し
ゃ
れ
ぼ
く木

　
伊い

ぶ
き吹

　
柘つ

げ植

苔こ
け
か
ぶ株

  （
立
花
時
勢
粧
・
下

　
秘
曲
の
図
）

　
画
面
の
右
下
、
屈
曲
し
な
が
ら

力
強
く
晒
木
が
の
び
る
。
お
そ
ら

く
伊
吹
（
柏
槙
）
が
風
雨
に
晒
さ

れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
厳
し
い
環
境

を
感
じ
さ
せ
る
。

　
そ
の
晒
木
の
白
さ
が
楓
の
赤
い

葉
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

　
さ
り
げ
な
く
存
在
感
を
発
し
て

い
る
の
が
苔こ

け

生む

し
た
株
で
あ
る
。

彩
色
の
具
合
に
も
よ
る
が
、
こ
の

絵
図
の
場
合
は
切
り
株
と
い
う
よ

り
も
、
苔
生
し
た
岩
の
よ
う
に
も

見
え
、
と
て
も
瑞
々
し
い
。
苔
は

楓
を
育
て
る
水
を
蓄
え
て
い
る
か

の
よ
う
だ
。

　
乾
い
た
晒
木
と
、
苔
に
覆
わ
れ

た
株
の
対
照
が
、
色
づ
く
楓
の
命

の
美
し
さ
を
強
め
て
い
る
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
724
号

　
2023
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

サ
ラ
シ
ナ
シ
ョ
ウ
マ

　
　
　
∧
12
頁
の
花
∨
　
仙
溪

　

更さ
ら
し
な
し
ょ
う
ま

科
升
麻
・
晒
菜
升
麻

　
　
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

山や
ま
し
ゃ
く
や
く

芍
薬
（
牡ぼ

た
ん丹

科
）

　

大お
お
け
た
で

毛
蓼
（
蓼た

で

科
）

　

流
り
ゅ
う
ぼ
く木

　
　

陶
変
形
深
鉢

　

中
央
ア
ル
プ
ス
登
山
の
起
点
、
千

畳
敷
カ
ー
ル
へ
は
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
で

行
け
る
。
そ
の
日
本
一
標
高
の
高
い

駅
に
着
く
ま
で
、
様
々
な
樹
木
の
上

を
飛
ぶ
よ
う
に
移
動
す
る
の
だ
が
、

木
々
の
奥
底
に
白
い
紐
状
の
も
の
が

点
々
と
見
え
た
。
サ
ラ
シ
ナ
シ
ョ
ウ

マ
だ
。
8
月
末
頃
で
あ
っ
た
。
か
な

り
の
高
さ
か
ら
も
そ
れ
と
分
か
る
ほ

ど
印
象
深
い
白
い
花
穂
。
切
り
花
で

は
長
く
は
も
た
な
い
が
、
し
ば
し
の

間
で
も
い
け
て
、
山
の
余
韻
を
感
じ

て
い
た
い
。
ヤ
マ
シ
ャ
ク
ヤ
ク
と
オ

オ
ケ
タ
デ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
赤
色
が
白

い
花
穂
を
よ
り
白
く
見
せ
る
。
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香
り
の
樹
　
　
　
　
　
櫻
子

　

メ
ラ
レ
ウ
カ
（
フ
ト
モ
モ
科
）

　

薔ば

ら薇
の
実
（
薔
薇
科
）

　

糸
菊
（
菊
科
）

　
　

陶
花
瓶
（
市
川
博
一
作
）

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
常
緑
樹
、
メ
ラ
レ

ウ
カ
は
葉
に
爽
や
か
な
香
り
が
あ
り
エ
ッ

セ
ン
シ
ャ
ル
オ
イ
ル
が
採
れ
る
も
の
も
あ

る
。
三
重
県
の
タ
ナ
カ
園
芸
で
は
数
十
種

を
育
て
、
日
本
で
も
育
つ
16
種
の
メ
ラ
レ

ウ
カ
を
販
売
し
て
い
る
。
今
後
は
公
園
や

家
庭
の
庭
で
も
馴
染
み
に
な
る
か
も
。

　

黄
金
色
の
枝
を
オ
レ
ン
ジ
色
の
背
景
に

い
け
た
ら
ラ
イ
ム
グ
リ
ン
に
変
身
し
た
不

思
議
な
樹
。
爽
や
か
な
黄
緑
色
は
秋
の
キ

ク
と
も
相
性
が
い
い
。
黄
色
の
他
に
赤
く

色
付
く
品
種
も
あ
る
。
葉
付
の
バ
ラ
の
実

が
季
節
感
を
深
め
て
く
れ
る
。

タナカ園芸のホームページより
①レボリューションゴールド　②オータムファイヤー　
③メディカルティーツリー　④タイムハニーマータル

①

②

③

④
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高た
か
さ
ご
ゆ
り

砂
百
合
の
実
　
　
櫻
子

　

丸
葉
の
木
（
満ま

ん
さ
く作

科
）

　

糸
菊
（
菊
科
）

　

高
砂
百
合
の
実
（
百
合
科
）

　
　

陶
花
瓶

　

こ
の
長
細
い
緑
の
実
は
タ
カ
サ
ゴ

ユ
リ
の
実
。
細
長
い
茎
と
細
長
い
葉

が
見
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
。
一
本
に
沢

山
の
花
が
咲
く
の
で
数
個
の
実
が
で

き
る
が
、
お
そ
ら
く
産
地
で
実
の
数

を
減
ら
し
て
育
て
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
軽
や
か
な
姿
は
秋
の
花
と
合
わ

せ
や
す
い
。
台た

い

湾わ
ん

原
産
で
「
タ
カ
サ

ゴ
」
は
台
湾
の
昔
の
呼
び
名
だ
そ
う

だ
。

　

マ
ル
バ
ノ
キ
は
岐
阜
県
、高
知
県
、

広
島
県
に
隔
離
分
布
す
る
、
氷
河
期

残
存
種
で
日
本
固
有
の
植
物
。
マ
ン

サ
ク
に
似
た
姿
の
赤
い
小
花
が
秋
に

咲
く
の
で
ベ
ニ
マ
ン
サ
ク
の
別
名
が

あ
る
。
丸
い
葉
の
色
付
き
が
目
を
楽

し
ま
せ
て
く
れ
る
。

　

器
の
飴
色
の
釉
薬
が
マ
ル
バ
ノ
キ

の
葉
に
よ
く
似
合
う
。
ピ
ン
ク
の
菊

が
優
し
く
重
な
る
。
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稽
古
の
花
　
①
　

　
　
　
　

10
月
3
日
撮
影
　
仙
溪

　

梅ば
い
か
つ
つ
じ

花
躑
躅
（
躑
躅
科
）

　

菊
2
種
（
菊
科
）

　
　

陶
水
盤

　

近
年
花
の
値
段
が
上
が
っ
て
い

る
。
税
抜
き
１
３
０
０
円
で
稽
古
花

の
参
考
に
い
け
て
み
た
。

　

但
し
地
域
に
よ
っ
て
花
の
値
段
は

変
わ
る
。
同
じ
地
域
で
も
花
屋
に

よ
っ
て
も
違
い
が
あ
る
。
品
揃
え
や

品
質
が
良
い
花
屋
で
は
単
価
は
高
く

な
る
か
わ
り
に
、
良
い
と
り
合
わ
せ

が
期
待
で
き
る
。

　

写
真
の
花
は
秋
の
菊
が
出
始
め
る

前
に
品
薄
で
菊
の
値
段
が
高
騰
し
て

い
た
頃
、
菊
2
本
と
バ
イ
カ
ツ
ツ
ジ

は
一
本
の
半
分
量
だ
が
、
季
節
を
味

わ
う
に
は
充
分
だ
。
ツ
ツ
ジ
の
艶つ

や

の

あ
る
葉
の
色
づ
き
と
、
丸
花
ス
プ

レ
ー
ギ
ク
の
臙え

ん

脂じ

色
が
秋
を
感
じ
さ

せ
て
く
れ
る
。
良
い
状
態
の
菊
の
葉

は
す
べ
て
大
切
に
い
け
て
い
る
。
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椿
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
溪

　

椿
（
椿
科
）

　
　

陶
花
瓶

　

ツ
バ
キ
の
捻ひ

ね

た
枝
に
実
が
つ
い
て

売
ら
れ
て
い
た
の
で
生
花
に
し
て
み

た
。
な
ん
と
か
形
に
は
な
っ
た
と
い

う
と
こ
ろ
か
。
艶
や
か
な
丸
い
実
は

数
日
後
に
弾
け
て
種
が
落
ち
て
い

た
。
爆は

ぜ
た
実
も
趣

お
も
む
きが

あ
り
い
い

も
の
だ
が
、
も
う
葉
に
力
が
無
く

な
っ
て
い
た
の
で
飾
っ
て
お
く
の
を

断
念
し
た
。
生
花
に
せ
ず
投
入
で
い

け
て
い
た
ら
も
っ
と
保
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

　

こ
の
先
、
寒
さ
に
当
た
っ
て
実
に

赤
み
が
さ
す
頃
に
、
風
情
を
生
か
し

て
ま
た
い
け
て
み
た
い
。
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蓮
一
色
砂
物
　
　
健
一
郎

　

蓮は
す

（
睡す

い
れ
ん蓮

科
）　

葦あ
し

（
稲
科
）

　

姫ひ
め
い
わ
し
ょ
う
ぶ

岩
菖
蒲
（
百
合
科
）

　

小
菊
（
菊
科
）

　
　

銅
砂
鉢

　

今
年
も
、
藤
井
隆
也
さ
ん
の
屏
風

と
共
に
鹿ろ

く

王お
う

院い
ん

さ
ん
に
て
、
社
中
展

を
す
る
事
が
で
き
た
。
お
花
の
気
持

ち
よ
さ
そ
う
な
空
間
を
作
る
事
を
心

が
け
て
の
展
覧
会
で
、
花
の
様
子
を

見
て
い
る
限
り
成
功
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
る
。

　

写
真
の
花
は
、
今
年
の
夏
に
立
て

た
立
花
の
蓮
の
葉
を
乾
か
し
、
茎
も

取
っ
て
お
い
た
。
虚き

ょ
じ
つ
な
い
ま

実
綯
交
ぜ
の
景

色
。
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
反
応

し
て
い
る
。
あ
し
ら
い
の
葦
が
蓮
を

よ
り
引
き
立
て
て
い
る
。
枯
れ
て
も

綺
麗
だ
っ
た
が
、
や
は
り
、
緑
が
綺

麗
な
方
が
良
い
。
場
に
あ
っ
た
い
い

花
が
立
て
ら
れ
た
。
次
は
葉
が
も
う

少
し
太
陽
に
当
た
っ
て
茶
色
く
な
っ

た
葉
で
生
け
て
み
た
く
思
っ
て
い

る
。

　

正
真
の
ヒ
メ
イ
ワ
シ
ョ
ウ
ブ
が
可

愛
ら
し
く
全
体
に
勢
い
を
つ
け
て
い

る
。枯
れ
も
の
を
生
け
る
と
き
に
は
、

雌
株
の
小
菊
な
ど
、
生
き
た
お
花
が

よ
り
綺
麗
に
見
え
、
枯
れ
も
の
も
生

き
る
。
枯
れ
も
の
だ
け
で
は
、
枯
れ

も
の
の
良
さ
は
伝
わ
ら
な
い
と
思
っ

て
い
る
。
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松
一
色
立
花
　
　
健
一
郎

　

松
（
松
科
）

　

晒
木

　
　

陶
花
瓶
（
宮
下
善
爾
作
）

　

藤
井
隆
也
さ
ん
の
松
を
生
け
る
た

め
に
作
ら
れ
た
屏
風
の
前
に
松
一
色

の
立
花
を
立
て
た
。
今
回
お
花
屋
さ

ん
に
用
意
し
て
も
ら
っ
た
の
は
、
北

陸
地
方
の
な
ん
と
も
上
品
で
つ
や
や

か
な
葉
で
自
由
な
枝
ぶ
り
の
松
。
そ

の
辺
に
生
え
て
い
て
も
見
過
ご
し
て

し
ま
い
そ
う
な
も
の
だ
が
、
花
フ
ジ

さ
ん
、
流
石
の
審
美
眼
で
あ
る
。
自

分
も
こ
う
あ
り
た
い
と
思
っ
て
し
ま

う
よ
う
な
松
だ
っ
た
。

　

今
ま
で
の
松
一
色
と
は
比
べ
物
に

な
ら
な
い
難
し
さ
で
、
形
に
す
る
の

に
悩
ん
だ
。
今
ま
で
色
々
な
松
に
触

れ
て
き
た
。
生
け
た
と
言
う
意
味
で

は
な
く
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
松
が
あ

れ
ば
触
れ
て
み
た
く
な
る
の
だ
が
こ

の
よ
う
な
松
に
は
出
会
っ
た
こ
と
が

な
い
。
会
期
中
を
通
し
て
毎
日
枝
を

足
し
た
り
引
い
た
り
し
て
楽
し
ん
だ

が
、ま
だ
し
っ
く
り
と
き
て
い
な
い
。

生
け
る
と
最
後
は
納
得
す
る
こ
と
が

大
半
な
の
だ
が
、
な
か
な
か
難
し
い

も
の
で
あ
る
。
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花
伝
書
を
見
る

松
一
色

　（
行
：
初
版
）

冨
春
軒

松
　
苔

　
松ま

つ
か
さ毬

  （
立
花
時
勢
粧
・
下

　
秘
曲
の
図
）

　
山
深
く
人
跡
未
踏
の
仙
境
を
行

者
の
如
く
に
分
け
入
っ
て
は
じ
め

て
出
逢
え
る
よ
う
な
景
色
と
で
も

言
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
岩
の

隙
間
に
根
を
張
っ
て
風
雨
に
堪
え

る
松
の
姿
。
ど
れ
も
並
の
松
で
は

な
い
。
様
々
な
個
性
が
混
沌
と
し

つ
つ
調
和
す
る
凄
さ
。
銅
器
の
龍

が
今
に
も
松
樹
の
間
を
縫
っ
て
天

に
昇
っ
て
ゆ
き
そ
う
な
気
配
が
こ

の
松
一
色
に
は
あ
る
。

　
こ
の
図
だ
け
「
冨
春
軒
」
の
名

前
が
草
書
体
に
な
っ
て
い
る
の
は

何
故
だ
ろ
う
。

　
冨
春
軒
が
問
い
か
け
て
く
る
。

「
君
は
自
然
と
一
体
に
な
れ
た
か

い
？
」



彼
岸
の
記
憶

　
∧
表
紙
の
花
∨
　
仙
溪

　

彼ひ
が
ん
ば
な

岸
花
（
彼
岸
花
科
）

　

薄
（
稲
科
）

　

プ
ロ
テ
ア
・
コ
ル
ダ
ー
タ

（
ヤ
マ
モ
ガ
シ
科
）

飴
色
釉
陶
花
器

　

彼
岸
の
頃
、
奈
良
の
葛か

つ
ら
ぎ
さ
ん

城
山
に
ス

ス
キ
を
見
に
行
っ
た
。
東
に
大
和
盆

地
、
西
に
大
阪
平
野
が
見
渡
せ
る
山

頂
は
ス
ス
キ
の
原
。
白
い
穂
が
風
に

舞
い
輝
く
。
帰
路
は
黄
金
色
の
稲
穂

と
真
っ
赤
な
彼
岸
花
を
見
な
が
ら
御ご

所せ

駅
ま
で
歩
い
た
。
大
和
朝
廷
ゆ
か

り
の
地
を
訪
れ
た
印
象
を
い
け
た
。

第
56
回

日
本
い
け
ば
な
芸
術
展

東
京
日
本
橋
高
島
屋

第
２
次
展 

9
月
29
日
㈮
〜
30
日
㈯

葛城山麓から大和盆地に広がる田園。　　　ロープウェイで葛城山山頂へ。春はツツジの花、冬は雪景色が楽しめる。
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中
国
旅
行
記

　
健
一
郎

　
今
ま
で
の
旅
は
、
頭
か
ら
言
葉
が
た
く
さ
ん
湧
い
て
出

て
き
た
。
帰
り
の
フ
ラ
イ
ト
で
言
葉
が
溢
れ
て
そ
れ
を
文

字
に
懸
命
に
起
こ
し
て
い
た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。
時

に
は
旅
の
途
中
で
言
葉
が
溢
れ
、
文
字
に
起
こ
し
て
い
た
。

言
葉
が
頭
に
浮
か
ん
で
は
消
え
る
。
あ
る
う
ち
に
形
と
し

て
残
し
た
く
な
る
。
今
で
は
妻
も
慣
れ
た
よ
う
だ
が
、
入

浴
中
に
頭
を
泡
ま
み
れ
に
し
て
、
腰
に
タ
オ
ル
だ
け
巻
い

て
消
え
て
な
く
な
り
そ
う
な
言
葉
を
控
え
る
こ
と
は
い
ま

で
も
よ
く
あ
る
。

　
今
回
の
中
国
の
安あ

ん

徽き

省
〜
浙せ

っ

江こ
う

省
の
旅
で
は
、
頭
に
言

葉
が
残
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
身
体
に
は
ま
だ
感

覚
が
残
る
と
い
う
変
わ
っ
た
旅
だ
っ
た
。

ア
ヒ
ル
や
、
カ
エ
ル
、
鳥
の
足
の
食
感
、
そ
し
て
舌
に

残
る
山
椒
の
ピ
リ
ピ
リ
や
喉
の
奥
を
突
く
よ
う
な
唐
辛
子
。

柄が
ら

に
柄
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
感
覚
で
、
臭
み
の
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
肉
も
食
事
に
な
っ
て
い
る
の
に
は
驚
い
た
。
普
段

慣
れ
な
い
野
菜
も
、
含
め
て
ど
れ
も
美
味
し
く
い
た
だ
い

た
。
日
本
に
は
無
い
も
の
の
生
か
し
方
が
新
鮮
で
面
白
か
っ

た
。
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
に
、
蜂
蜜
梅
干
し
を
少
し
挟
ん
で
あ
っ

た
の
は
一
つ
の
例
で
あ
る
。

　
仙
境
を
彷
彿
と
さ
せ
る
黄こ
う

山ざ
ん

に
登
っ
た
日
、
山
頂
で
夜

中
に
冷
た
い
石
の
上
に
座
り
、
寝
転
が
り
、
目
を
瞑
り
呼

吸
を
し
て
い
る
と
身
体
が
山
の
空
気
と
交
わ
っ
て
い
る
気

が
し
た
。
そ
の
後
、
景
色
を
見
な
が
ら
イ
ン
ス
タ
ン
ト
の

ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
な
が
ら
雲
が
去
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
、

1
時
間
ほ
ど
だ
け
だ
が
星
が
望
め
た
。
い
い
夜
だ
っ
た
。

　
日
の
出
前
、
深
い
霧
が
動
き
、
松
の
露
が
滴
る
音
の
中
、

た
く
さ
ん
の
人
が
日
の
出
を
一
目
見
よ
う
と
待
っ
て
い
た
。

僕
達
は
山
頂
の
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
た
が
、
一
晩
、
山
頂
付

近
で
朝
の
陽
を
待
つ
人
が
大
勢
い
た
。
日
の
出
の
1
時
間

前
か
ら
待
っ
て
い
た
の
だ
が
、
ダ
ウ
ン
を
着
て
い
て
も
寒

さ
が
身
体
に
伝
わ
る
。
皆
よ
く
一
晩
を
越
し
た
も
の
だ
と

驚
か
さ
せ
ら
れ
た
。

　
日
の
出
を
待
ち
望
む
人
々
の
声
。
曇
り
方
が
強
く
、
見

え
な
い
で
あ
ろ
う
と
諦
め
か
け
て
い
た
時
に
ほ
ん
の
10
分

ほ
ど
薄
雲
に
な
り
、
日
の
出
を
見
る
事
が
で
き
た
。
外
で

一
晩
を
越
し
て
も
見
る
価
値
の
あ
る
10
分
だ
っ
た
な
と
思

え
た
。
早
朝
の
鳥
の
鳴
き
声
を
聞
き
な
が
ら
の
下
山
は
気

持
ち
が
良
か
っ
た
。
山
法
師
の
実
を
食
べ
る
リ
ス
も
鮮
明

に
覚
え
て
い
る
。

　
富
春
山
の
麓
で
は
金
木
犀
の
香
り
が
場
を
包
み
込
ん
で

● 冨春山
● 

黄山

安徽
● 

西湖

冨春江

省

省
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い
た
。
竹
の
葉
が
揺
れ
る
音
を
感
じ
な
が
ら
、
様
々
な
樹

木
、
草
花
と
川
の
せ
せ
ら
ぎ
が
迎
え
て
く
れ
る
。
そ
の
奥

に
虫
の
音
が
聞
こ
え
る
。
湿
度
も
高
く
、
豊
か
な
場
所
で
、

決
し
て
特
別
な
樹
木
昆
虫
は
見
か
け
な
か
っ
た
が
、
関
係

性
の
中
で
全
て
の
生
き
物
が
生
き
生
き
と
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
た
。
個
人
的
に
は
オ
ト
コ
エ
シ
が
蜘
蛛
の
巣
に
巻

き
込
ま
れ
、
一
本
だ
け
上
を
向
い
て
い
る
姿
が
印
象
的
だ
っ

た
。

　
前
日
に
夕
食
で
お
世
話
に
な
っ
た
山
の
中
の
お
店
で
、

木
を
数
本
頂
い
て
お
花
を
生
け
る
時
間
は
特
別
な
も
の

だ
っ
た
。
忘
れ
ら
れ
な
い
富
春
山
で
の
思
い
出
で
あ
る
。

こ
ん
な
に
贅
沢
な
経
験
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
本
当
に
気

持
ち
が
良
か
っ
た
。
富
春
江
で
触
れ
た
柳
の
揺
れ
る
音
と
、

木
々
の
感
触
、
釣
り
を
し
て
い
る
人
を
ち
ら
ほ
ら
と
見
か

け
た
。
景
色
が
あ
た
た
か
く
身
に
し
み
る
。
今
も
ま
だ
よ

く
釣
れ
る
ら
し
い
。
魚
を
釣
る
と
こ
ろ
を
見
せ
て
く
れ
た
。

西
湖
で
は
、
柳
の
葉
と
人
の
声
が
共
に
あ
る
の
が
心
地
良

か
っ
た
。

　
香
り
、
食
感
、
触
れ
た
も
の
の
感
触
、
木
や
、
虫
の
声

の
余
韻
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。

　
考
え
ず
に
中
国
で
在
れ
た
の
は
間
違
い
無
く
、
か
よ

（
龙

り
ゅ
う

嘉
代
）
さ
ん
の
お
か
げ
だ
。
浙
江
省
は
地
元
で
、
富
春

山
で
幼
少
期
は
ス
イ
カ
を
食
べ
た
り
、
水
を
汲
ん
で
飲
む

事
、
蛇
の
話
を
楽
し
そ
う
に
し
て
く
れ
た
。
中
国
に
関
心

を
持
っ
て
く
れ
る
事
が
嬉
し
い
の
だ
と
言
う
。

　
そ
し
て
僕
の
趣
味
趣
向
に
合
わ
せ
て
旅
の
ド
ラ
イ
ブ
と

エ
ス
コ
ー
ト
を
し
て
く
れ
た
。
登
山
も
だ
が
各
場
所
を
ゆ
っ

く
り
と
た
く
さ
ん
歩
い
た
。
そ
の
場
所
、
場
所
で
過
ご
せ

た
事
は
僕
の
宝
物
に
な
っ
て
い
る
。
一
週
間
、
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
次
は
妻
と
柊
介
と
一
緒
に
、

大
好
き
な
日
本
を
う
ん
と
紹
介
し
た
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　
通
常
下
調
べ
は
言
葉
で
行
う
。
今
回
は
一
切
し
て
い
な

い
。
言
葉
を
使
わ
な
い
事
が
新
鮮
で
、
新
し
い
感
覚
で
の

中
国
の
旅
に
つ
な
が
っ
た
。

　
言
葉
に
で
き
る
ほ
ど
の
語
彙
力
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

い
か
ら
な
の
か
、
言
葉
に
収
ま
り
き
れ
な
い
ほ
ど
の
体
験

を
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

　
言
葉
で
考
え
た
事
は
言
葉
で
残
せ
ば
い
い
。
感
じ
た
事

は
何
で
残
せ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
残
ら
な
い
か
ら
、
ま

た
感
じ
た
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
写
真
や
動
画
を
見
返
し

て
、
想
像
す
る
し
か
無
い
の
だ
ろ
う
か
。
想
起
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
場
で
し
っ
か
り
と
そ
の
も
の
を
味
わ
っ
て
い

る
事
が
条
件
で
あ
る
。

　
い
い
旅
だ
っ
た
！
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
725
号

　
2023
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

緑
の
温
も
り
　
　
　
仙
溪

　

姫ひ
む
ろ
す
ぎ

榁
杉
（
檜

ひ
の
き

科
）

　

ダ
リ
ア
（
菊
科
）

　

ス
ト
ッ
ク
（
油あ

ぶ
ら
な菜

科
）

　
　

陶
花
器

　

年
の
終
わ
り
が
近
づ
く
に
つ
れ
、

赤
い
花
と
白
い
花
の
組
み
合
わ
せ
が

恋
し
く
な
る
。
こ
の
花
は
昨
年
12
月

6
日
撮
影
。
赤
い
ダ
リ
ア
と
白
い
ス

ト
ッ
ク
が
そ
の
時
の
気
分
に
ぴ
っ
た

り
し
て
い
た
。
し
か
し
問
題
は
そ
れ

ら
に
合
わ
せ
る
も
う
一
種
の
花
材

だ
。
近
年
増
え
て
来
た
ヒ
ム
ロ
ス
ギ

が
そ
ん
な
悩
み
を
か
き
消
し
て
く
れ

る
。
フ
ワ
フ
ワ
し
た
葉
は
デ
リ
ケ
ー

ト
な
花
に
も
優
し
く
寄
り
添
っ
て
く

れ
る
。
温
も
り
を
感
じ
る
質
感
が
、

初
冬
の
冷
た
さ
に
心
地
よ
い
。

　

ヒ
ム
ロ
ス
ギ
は
サ
ワ
ラ
の
園
芸
品

種
で
、
な
ぜ
か
サ
ツ
マ
ス
ギ
の
名
で

出
回
っ
て
い
た
。
包
ま
れ
て
萎
縮
し

た
枝
を
丁
寧
に
広
げ
る
と
、
本
来
の

張
り
を
と
り
も
ど
し
て
生
き
生
き
し

て
く
る
。
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シ
ン
フ
ォ
リ
カ
ル
ポ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
櫻
子

　
シ
ン
フ
ォ
リ
カ
ル
ポ
ス
（
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
）

　

ダ
リ
ア
２
種
（
菊
科
）

　

木き
い
ち
ご苺

「
構か

じ
い
ち
ご苺」（

薔ば

ら薇
科
）

　
　

陶
角
花
瓶
（
フ
ラ
ン
ス
）

　

中
々
覚
え
ら
れ
な
い
名
前
だ
が
、

こ
ん
な
に
立
派
な
実
を
い
け
た
ら
絶

対
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ス
イ
カ
ズ
ラ

科
と
言
う
が
似
て
い
る
と
は
思
え
な

い
。

　

北
ア
メ
リ
カ
原
産
で
ス
ノ
ー
ベ

リ
ー
と
も
言
う
。
白
い
実
が
多
か
っ

た
が
、
紫
式
部
の
実
と
間
違
う
よ
う

な
鮮
や
か
な
ワ
イ
ン
レ
ッ
ド
色
で
実

の
粒
も
大
き
く
長
く
し
な
や
か
だ
。

　

今
年
は
ヒ
ペ
リ
カ
ム
や
ウ
イ
ン

タ
ー
ベ
リ
ー
（
ウ
メ
モ
ド
キ
）
な
ど

日
持
ち
が
す
る
き
れ
い
な
枝
の
園
芸

種
を
い
け
る
機
会
が
多
か
っ
た
。
シ

ン
フ
ォ
リ
カ
ル
ポ
ス
も
又
鮮
や
か
な

洋
花
と
取
り
合
わ
せ
る
と
良
く
似
合

う
。
赤
白
の
ダ
リ
ア
と
い
け
て
、
洋

間
の
花
と
し
て
長
く
楽
し
ん
だ
。
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ネ
ズ
ミ
モ
チ
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
櫻
子

　

鼠ね
ず
み
も
ち黐（

木も
く
せ
い犀

科
）

　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　
　

ア
ン
テ
ィ
ー
ク
水
差
し

　

ア
メ
リ
カ
に
住
む
ド
イ
ツ
人
夫
婦

に
戴
い
た
水
差
し
に
ネ
ズ
ミ
モ
チ
と

赤
い
バ
ラ
を
い
け
た
。
口
が
小
さ
く

首
も
細
い
の
で
多
く
は
い
け
ら
れ
な

い
が
、
こ
の
く
ら
い
の
量
が
丁
度
似

合
っ
て
い
る
。

　

打
ち
出
し
に
よ
っ
て
繊
細
な
装
飾

が
施
さ
れ
て
い
る
。
四
頭
の
羊
が
四

方
を
向
き
、
子
羊
と
子
供
が
戯
れ
る

場
面
も
。
美
と
豊
か
さ
と
平
和
を
表

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
「
美
」と
い
う
漢
字
は「
羊
」と「
大
」

で
で
き
て
い
る
。
古
代
中
国
で
は
豊

か
さ
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
大
き
な

羊
に
感
謝
を
こ
め
て
「
美
」
の
文
字

を
つ
く
っ
た
。
現
在
の
私
た
ち
も
何

を
「
美
し
い
」
と
感
じ
る
か
、
固
定

概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、
大
ら
か
な
心

で
「
感
じ
る
」
こ
と
を
大
切
に
し
た

い
。
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南
天
の
立
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
溪

　

南な
ん
て
ん天

（
目め

ぎ木
科
）

　

赤あ
か
め
や
な
ぎ

芽
柳
（
柳
科
）

　

若わ
か
ま
つ松

（
松
科
）

　

白は
く
ば
い梅

（
薔ば

ら薇
科
）

　

水す
い
せ
ん仙

（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　

千せ
ん
り
ょ
う両（

千
両
科
）

　

寒か
ん
ぎ
く菊

（
菊
科
）

　

枇び

わ杷
（
薔
薇
科
）

　
　

陶
花
瓶

　

昨
年
12
月
24
日
に
稽
古
で
立
て
た

立
花
。
撮
影
し
た
の
は
1
月
10
日
。

寒
い
座
敷
に
飾
っ
て
い
た
が
、
カ
ン

ギ
ク
が
咲
い
て
華
や
い
で
き
た
頃

だ
。
ナ
ン
テ
ン
の
葉
は
少
し
散
っ
て

し
ま
っ
た
が
存
在
感
は
充
分
。

　

正
真
の
前
と
左
右
に
加
え
た
ビ
ワ

の
葉
が
花
型
の
引
き
締
め
役
に
な
っ

て
い
る
。
横
か
ら
見
て
も
程
良
く
中

を
隠
し
て
く
れ
て
い
る
。
ビ
ワ
の
葉

は
大
き
さ
、
曲
が
り
具
合
に
よ
っ
て

使
い
分
け
る
。
立
派
な
葉
な
ら
一
葉

で
役
枝
に
も
な
る
。
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白
い
実
と
白
い
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
溪

　

白し
ろ
う
め
も
ど
き

梅
擬
（
黐も

ち
の
き

の
木
科
）

　

水す
い
せ
ん仙

（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　

白し
ろ
つ
ば
き椿（

椿
科
）

　
　

獅
子
耳
銅
立
花
瓶

　

小
ぶ
り
の
立
花
瓶
に
格
の
高
い
花

材
3
種
を
投
入
で
い
け
た
。
白
実
の

シ
ロ
ウ
メ
モ
ド
キ
は
い
け
る
機
会
も

希
な
の
で
、
そ
の
白
色
に
敬
意
を
示

せ
る
よ
う
な
相
手
を
探
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
敢
え
て
白
い
花
を
と
り
合
わ

て
み
て
は
ど
う
か
と
閃ひ

ら
めい
た
。

　

以
前
、
ド
イ
ツ
で
白
い
花
だ
け

の
庭
を
見
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

様
々
な
白
い
花
が
咲
く
庭
は
幻
想
的

で
、
庭
を
つ
く
っ
た
人
の
色
へ
の
こ

だ
わ
り
を
強
く
感
じ
た
。
同
色
の
濃

淡
の
世
界
は
、
そ
の
色
の
世
界
へ
誘

い
ざ
な

わ
れ
る
感
覚
を
与
え
て
く
れ
る
の
だ

と
思
う
。

　

3
種
の
白
色
を
い
け
る
器
の
選
択

も
な
か
な
か
難
し
い
。
色
を
感
じ
さ

せ
な
い
銅
器
を
選
ん
だ
。
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菊き
く
い
っ
し
き

一
色
　
砂す
な
も
の物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　

乱
れ
菊
数
種
（
菊
科
）

　
　

陶
砂
鉢

　

今
年
も
無
事
に
乱
れ
菊
を
生
け
る

こ
と
が
で
き
た
。
株
分
け
な
ら
で
は

の
見
せ
方
が
、
少
し
は
様
に
な
っ
て

き
た
の
か
な
と
感
じ
て
い
る
。
今
回

は
両
者
の
胴
〜
前
置
き
に
か
け
て
の

景
色
の
差
が
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
雄

株
の
正
真
は
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を

考
え
、
左
に
振
っ
た
。
今
回
1
番
悩

ん
だ
の
が
器
で
あ
る
。
い
く
つ
も
の

器
を
あ
て
が
っ
た
が
、
納
得
の
い
く

も
の
が
な
か
っ
た
。
砂
物
を
丸
い
水

盤
で
し
て
も
良
く
映
る
と
き
も
あ
る

が
、
や
は
り
砂
鉢
が
よ
く
似
合
う
。

銅
器
ほ
ど
重
た
く
な
く
、
色
が
抑
え

ら
れ
た
も
の
で
も
良
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
砂
利
、
敷
板
、
バ
ッ
ク
紙

で
調
節
し
た
。
自
由
気
ま
ま
に
勢
い

よ
く
う
ね
る
菊
は
見
て
い
て
飽
き
な

い
。
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ク
シ
フ
ィ
デ
ィ
ウ
ム
・
カ
エ

ル
レ
ウ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　

ク
シ
フ
ィ
デ
ィ
ウ
ム
・

　
　

カ
エ
ル
レ
ウ
ム
（
ハ
エ
モ
ド
ル
ム
科
）

　

デ
ン
フ
ァ
レ
（
蘭
科
）

　
　

陶
花
器
（
市
川
博
一
作
）

　

南
米
の
春
の
花
で
、
花
屋
さ
ん
曰い

わ

く
葉

だ
け
で
は
見
か
け
る
が
、
花
が
出
荷
さ
れ

る
の
は
珍
し
い
の
で
、
撮
影
の
た
め
に
用

意
し
ま
し
た
と
の
事
。
初
め
て
見
る
花

だ
っ
た
の
で
ゆ
っ
く
り
と
楽
し
ま
せ
て
も

ら
っ
た
。
白
い
蕾
が
咲
く
前
だ
っ
た
の
で
、

同
じ
熱
帯
の
デ
ン
フ
ァ
レ
と
合
わ
せ
、
熱

帯
の
自
然
を
散
策
し
た
。
図
鑑
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
自
生
地
を
想
像
し
て
生
け

た
。
シ
ン
プ
ル
な
姿
形
を
し
て
は
い
る
が
、

ク
シ
フ
ィ
デ
ィ
ウ
ム
の
周
り
は
お
そ
ら
く

多
種
多
様
な
生
き
物
た
ち
の
暮
ら
す
場
で

あ
る
だ
ろ
う
。
生
物
多
様
な
こ
の
地
域
で

は
同
じ
木
を
探
す
こ
と
が
難
し
い
ら
し

い
。
そ
ん
な
こ
と
を
想
像
し
て
い
た
ら
こ

の
器
に
生
け
て
み
た
く
な
っ
た
。
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花
伝
書
を
見
る

水
仙
一
色　
（
真
：
初
版
）

冨
春
軒

水
仙　

金
盞
花　

著
莪

  （
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　

自
由
奔
放
な
水
仙
の
姿
。
こ
れ

ら
は
葉
に
針
金
を
通
し
て
形
作
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
元
々

の
姿
で
あ
り
、
自
然
に
曲
が
り
く

ね
っ
た
水
仙
を
集
め
、
役
枝
に
配

す
る
こ
と
で
絶
妙
な
花
形
を
生
み

出
し
て
い
る
。

　

ど
の
水
仙
も
行
儀
の
悪
い
扱
い

が
た
い
姿
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
雪
に
倒
れ
風
に
翻
弄
さ
れ
て

も
葉
を
伸
ば
そ
う
と
す
る
命
の

姿
で
あ
り
、
冨
春
軒
は
そ
う
い

う
も
の
に
自
然
本
来
の
力
と
美

を
見
い
だ
し
て
い
る
。
ま
さ
に

「
花
は
野
に
あ
る
よ
う
に
」
挿

し
て
い
る
。
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稽け
い
こ古

の
花
　
②

　
　
∧
表
紙
の
花
∨
　

　
　
　
　
　
　
11
月
7
日
撮
影
　
仙
溪

　

梅う
め
も
ど
き擬「

ウ
ィ
ン
タ
ー
ベ
リ
ー
」

　
　
　
　
（
黐も

ち
の
き

の
木
科
）

　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　

ス
プ
レ
ー
菊
（
菊
科
）

　
　

陶
花
器

　

稽
古
花
の
と
り
合
わ
せ
は
で
き
る

限
り
花
屋
に
行
っ
て
す
る
よ
う
に
し

て
い
る
。
今
の
季
節
に
こ
の
花
な
ら

喜
ん
で
も
ら
え
る
か
な
、
と
い
う
の

が
基
準
に
な
る
。
前
回
と
同
じ
花
は

避
け
て
い
る
。「
ま
た
こ
の
花
？
」

と
な
ら
な
い
よ
う
に
。
多
く
の
花
や

木
の
中
か
ら
、
ピ
カ
ッ
と
光
を
放
っ

て
い
る
も
の
を
選
ぶ
。
葉
の
状
態
、

互
い
の
色
合
い
。

　

今
回
は
バ
ラ
に
一
目
惚
れ
。
悩
ん

だ
末
に
こ
の
3
種
に
な
っ
た
。（
税

抜
き
１
３
０
０
円
。）

躑つ
つ
じ躅

と
乱
れ
菊
の
生
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
溪

　

躑
躅
（
躑
躅
科
）

　

乱
れ
菊
２
種
（
菊
科
）

　
　

龍
耳
銅
薄
端

　

兵
庫
県
い
け
ば
な
協
会
創
立
70
周

年
記
念
花
展
に
ゲ
ス
ト
と
し
て
出
品

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

苔
を
ま
と
い
葉
を
赤
く
し
た
ツ
ツ

ジ
の
美
し
さ
。
大
自
然
の
時
の
流
れ

に
思
い
を
馳
せ
る
。
そ
し
て
乱
れ
菊

の
な
ん
と
優
美
な
こ
と
。

　

ツ
ツ
ジ
と
キ
ク
の
二
種
挿
し
を
い

け
る
の
は
初
め
て
だ
っ
た
が
、
元
々

の
姿
を
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
組
み
合
わ

せ
る
だ
け
で
な
ん
と
か
形
に
な
っ

た
。
力
の
あ
る
花
材
を
こ
な
す
の
は

難
し
い
が
、
木
や
花
の
力
を
損
な
わ

な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
自
ず
と
良
い

表
情
を
見
せ
て
く
れ
る
の
だ
と
い
う

こ
と
を
、
今
回
は
花
に
教
わ
っ
た
。

　

な
お
、
植
物
の
専
門
家
に
よ
る

花
材
名
の
確
認
を
し
て
お
ら
れ
た

が
、こ
れ
は
サ
ツ
キ
で
す
と
の
こ
と
。

知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い
こ
と

が
ま
だ
ま
だ
沢
山
あ
る
。



10

中
国
の
挿そ
う
か花

　
②
　
　
　
仙
溪
　

　

台
湾
・
故こ

き
ゅ
う宮

博
物
院
が
デ
ジ
タ
ル
で
公

開
し
て
い
る
所
蔵
品
に
中
国
挿
花
の
痕

跡
を
辿
っ
て
み
た
。
前
号
は
明み

ん

代だ
い

後
期
の

宮
廷
肖し

ょ
う
ぞ
う
が

像
画
だ
っ
た
が
、
今
回
は
明
代
初

期
、
宣せ

ん

徳と
く

帝て
い

（
第
５
代
皇
帝
）
の
時
代
の

「
歳さ

い
ち
ょ
う
ず

朝
図
」
を
紹
介
し
た
い
。
歳
朝
と
は
新

年
元
日
の
こ
と
で
、
春
節
の
風
俗
を
描
い
た

絵
を
「
歳
朝
図
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

左
の
軸
は
宣
徳
2
年
（
１
４
２
７
年
）、

邊へ
ん

景け
い

昭し
ょ
う（

字あ
ざ

は
文ぶ

ん

進し
ん

、
明
代
初
期
の
宮
廷
花

鳥
画
家
）
に
よ
る
「
歳
朝
図
」
で
、
古
代
の

銅
器
（
銅
尊そ

ん

）
に
10
種
類
の
花
な
ど
が
挿
さ

れ
て
い
る
。

「歳朝図」明代　邊景昭　台湾国立故宮博物院
歳朝とは正月の一日目をさし、歳朝を主題とした吉祥画が多く描かれた。
この絵にも新春にふさわしい植物が描かれ、新年を迎えた喜びが満ちあ
ふれている。邊景昭は明代初期、14c 末〜 15c 前半の宮廷画家。　
出典：https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=5790&Dept=P

　

梅
（
清
高
）

　

松
（
寿
）

　

柏は
く

（
誠
実
）

　

椿
（
富
貴
）

　

蘭
（
幽
玄
）

　

水
仙
（
品
潔󠄁
）

　

南
天
（
消
災
解
厄
）

　

柿
（
万
事
順
調
）

　

如に
ょ

意い

（
自
在
）

　

霊れ
い

芝し

（
健
康
）

の
10
種
そ
れ
ぞ
れ
に
、
徳
や
吉
祥
、
厄
除
け
、

健
康
な
ど
を
願
う
寓ぐ

う

意い

が
あ
り
、
新
年
を
迎

え
た
宮
中
で
実
際
に
挿
さ
れ
た
も
の
を
絵
で

記
録
し
、
そ
の
後
、
春
節
に
は
毎
年
こ
の
絵

を
飾
っ
た
の
だ
ろ
う
。
絵
の
上
部
に
見
え
る

２
首
の
詩
は
、
３
０
０
年
後
の
清
朝
６
代
皇

帝
乾
隆
が
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

植
物
に
個
別
の
寓
意
を
も
た
せ
、
そ
の
組

み
合
わ
せ
を
大
切
に
す
る
の
は
、
中
国
挿
花

の
重
要
な
要
素
で
あ
る
よ
う
だ
。

　

い
け
方
は
四
方
正
面
だ
ろ
う
か
。
如
意
や

霊
芝
な
ど
多
種
類
が
調
和
し
躍
動
感
も
あ

る
。
高
い
教
養
と
確
か
な
技
術
を
感
じ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
挿
花
図
が
描
か
れ
た
頃
、
日

本
は
室
町
時
代
中
期
で
、
い
け
ば
な
の
歴
史

と
し
て
は
「
立
て
花
」
が
立
て
ら
れ
は
じ
め

た
頃
に
あ
た
る
。
中
国
の
挿
花
が
ど
ん
な
歴

史
を
た
ど
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
交
流
で

日
本
の
挿
花
が
ど
の
よ
う
に
影
響
を
受
け
た

の
か
、
興
味
は
尽
き
な
い
。

「如
にょ

意
い

」「霊
れい

芝
し

」



11

風
流
な
レ
モ
ン
と
メ
イ
。

「
ヒ
イ
ラ
ギ
の
香
り
が
す
る
に
ゃ
」

イ
ケ
バ
ナ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
大
阪
例
会

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

　

会
期　

11
月
17
日
㈮

　

会
場　
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
大
阪

　

講
師　

桑
原
健
一
郎

（
写
真
①
）

①
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
726
号　

2023
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

エ
ジ
プ
ト
は
ナ
イ
ル
の
賜た
ま
も
の物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　

綿わ
た

（
葵

あ
お
い

科
）

　

ア
ロ
エ
（
百
合
科
）

　

枯か
れ
あ
し葦

（
稲
科
）

　
　

金
属
花
器
（
エ
ジ
プ
ト
）

　

ア
ロ
エ
は
不
老
不
死
の
植
物
と
し
て
用

い
ら
れ
て
お
り
、
フ
ァ
ラ
オ
王
に
埋
葬
品

と
し
て
ア
ロ
エ
が
贈
ら
れ
て
い
た
り
し
た

と
い
う
。
そ
し
て
ア
ロ
エ
が
人
々
の
美
容

と
健
康
を
支
え
る
植
物
で
も
あ
っ
た
。
世

界
最
長
の
ナ
イ
ル
川
が
氾
濫
を
起
こ
し
、

エ
ジ
プ
ト
に
養
分
を
も
た
ら
し
た
。
食
べ

物
は
も
ち
ろ
ん
そ
こ
か
ら
文
明
が
築
か
れ

た
。
麦
や
綿
を
栽
培
し
、
そ
し
て
葦
で
家

を
作
っ
て
日
々
の
生
活
を
営
ん
だ
。
川
が

生
活
を
支
え
た
の
で
あ
る
。
花
を
介
し

て
想
像
す
る
と
よ
り
感
じ
ら
れ
る
気
が
す

る
。
花
屋
さ
ん
の
花
を
通
し
て
生
け
て
い

る
内
に
、
年
々
世
界
中
の
気
候
帯
や
世
界

の
植
物
の
原
生
地
を
歩
い
て
み
た
い
気
持

ち
が
募
っ
て
い
る
。
長
い
目
で
見
て
、
少

し
づ
つ
予
定
を
立
て
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
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