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二
〇
二
二
年

令
和
四
年

壬
寅
（
み
ず
の
え 

と
ら
）

　

二
〇
二
二
年
は
寅と

ら

年
。
干え

支と

の
「
壬

み
ず
の
え

寅と
ら

」
に
あ
た
る
。

　
「
壬じ

ん

」
は
10
段
階
の
9
番
目
で
生
命
循

環
の
終
わ
り
の
位
置
に
近
く
、
次
の
生
命

を
育
む
準
備
の
時
期
。
字
の
壬じ

ん

は「
妊は

ら

む
」

に
通
じ
、
水み

ず

のの

兄え

と
は
陰い

ん

陽よ
う

五ご

行
ぎ
ょ
う

説せ
つ

の

「
水
の
陽よ

う

」
の
こ
と
で
厳
冬
、
静せ

い

謐ひ
つ

、
沈

滞
を
表
す
。

　
「
寅い

ん

」
は
12
段
階
の
3
番
目
で
生
命
循

環
の
初
め
の
位
置
に
近
く
、誕
生
を
表
す
。

寅
は
弓
矢
を
両
手
で
引
き
絞
る
形
か
ら
生

ま
れ
た
字
で
、
動
き
初
め
、
胎
動
と
い
っ

た
意
味
を
持
つ
。
陰
陽
五
行
説
で
は
「
木

の
陽よ

う

」
に
あ
た
り
、
強
く
大
き
く
成
長
す

る
こ
と
も
表
し
て
い
る
。

　
「
壬
」
と
「
寅
」
は
「
水す

い

生
し
ょ
う

木も
く

」
と
い

う
「
相そ

う

生じ
ょ
う」

の
関
係
に
あ
り
、
水
が
木
を

育
み
強
く
す
る
イ
メ
ー
ジ
。

　
「
納な

っ

音ち
ん

」
と
い
う
物も

の

差さ
し

に
よ
る
と
壬
寅

は
「
金き

ん

箔ぱ
く

金き
ん

」
で
、
傷
つ
き
や
す
い
脆も

ろ

さ

は
あ
る
が
本
来
も
っ
て
い
る
金
の
資
質
を

生
か
す
た
め
に
鍛
錬
す
れ
ば
成
功
に
つ
な

が
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

大
き
な
成
長
の
前
段
階
と
し
て
、
良
い

資
質
に
磨
き
を
か
け
て
実
力
を
養
う
、
そ

ん
な
年
に
な
り
そ
う
だ
。
ま
ず
は
自
分
自

身
の
良
い
と
こ
ろ
を
再
認
識
し
よ
う
。

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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春
よ
来
い
♪

　
　
　
　
　
∧
2
頁
の
花
∨

　
仙
溪

　

花
材　

蕗ふ
き
の
と
う

の
薹
（
菊
科
）

　
　
　
　

蕗
の
葉

　
　
　
　

椿
２
種
（
椿
科
）

　

花
器　

銀
滴
抹
茶
碗
（
近
藤
髙
弘
作
）

　

昨
年
3
月
初
め
に
、
春
の
訪
れ
を
感
じ
な

が
ら
庭
の
花
を
特
別
な
器
に
い
け
た
。毎
日
、

心
豊
か
に
季
節
を
味
わ
っ
て
い
る
。

正
月
花
の
い
け
な
お
し

　
　
　
　
　
∧
3
頁
の
花
∨

　
仙
溪

　

花
材　

枝
若
松
（
松
科
）

　
　
　
　

ア
イ
リ
ス
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

ス
イ
ー
ト
ピ
ー
（
豆
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

松
、
水
仙
、
千
両
で
い
け
て
い
た
の
を
、

ア
イ
リ
ス
、
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
に
い
け
替
え

る
と
、
一
足
早
い
春
を
感
じ
ら
れ
る
。

二
〇
二
二
年

令
和
四
年

壬
寅
（
み
ず
の
え 

と
ら
）

　

二
〇
二
二
年
は
寅と

ら

年
。
干え

支と

の
「
壬

み
ず
の
え

寅と
ら

」
に
あ
た
る
。

　
「
壬じ

ん

」
は
10
段
階
の
9
番
目
で
生
命
循

環
の
終
わ
り
の
位
置
に
近
く
、
次
の
生
命

を
育
む
準
備
の
時
期
。
字
の
壬じ

ん

は「
妊は

ら

む
」

に
通
じ
、
水み

ず

のの

兄え

と
は
陰い

ん

陽よ
う

五ご

行
ぎ
ょ
う

説せ
つ

の

「
水
の
陽よ

う

」
の
こ
と
で
厳
冬
、
静せ

い

謐ひ
つ

、
沈

滞
を
表
す
。

　
「
寅い

ん

」
は
12
段
階
の
3
番
目
で
生
命
循

環
の
初
め
の
位
置
に
近
く
、誕
生
を
表
す
。

寅
は
弓
矢
を
両
手
で
引
き
絞
る
形
か
ら
生

ま
れ
た
字
で
、
動
き
初
め
、
胎
動
と
い
っ

た
意
味
を
持
つ
。
陰
陽
五
行
説
で
は
「
木

の
陽よ

う

」
に
あ
た
り
、
強
く
大
き
く
成
長
す

る
こ
と
も
表
し
て
い
る
。

　
「
壬
」
と
「
寅
」
は
「
水す

い

生
し
ょ
う

木も
く

」
と
い

う
「
相そ

う

生じ
ょ
う」

の
関
係
に
あ
り
、
水
が
木
を

育
み
強
く
す
る
イ
メ
ー
ジ
。

　
「
納な

っ

音ち
ん

」
と
い
う
物も

の

差さ
し

に
よ
る
と
壬
寅

は
「
金き

ん

箔ぱ
く

金き
ん

」
で
、
傷
つ
き
や
す
い
脆も

ろ

さ

は
あ
る
が
本
来
も
っ
て
い
る
金
の
資
質
を

生
か
す
た
め
に
鍛
錬
す
れ
ば
成
功
に
つ
な

が
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

大
き
な
成
長
の
前
段
階
と
し
て
、
良
い

資
質
に
磨
き
を
か
け
て
実
力
を
養
う
、
そ

ん
な
年
に
な
り
そ
う
だ
。
ま
ず
は
自
分
自

身
の
良
い
と
こ
ろ
を
再
認
識
し
よ
う
。
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松
除
真
の
立
花

　
　
∧
4
頁
の
花
∨

　
健
一
郎

　

花
型　

除の
き
し
ん真

立り
っ
か花

　

花
材　

松
（
松
科
）

　
　
　
　

梅
う
め
も
ど
き擬

（
黐も

ち
の
き

の
木
科
）

　
　
　
　

水
仙
（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　
　
　
　

木ぼ

け瓜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

霧き
り
し
ま
つ
つ
じ

島
躑
躅
（
躑
躅
科
）

　
　
　
　

小
菊
３
種
（
菊
科
）

　
　
　
　

晒
し
ゃ
れ
ぼ
く木

　

花
器　

天て
ん
に
ょ
も
ん

女
文
銅
花
器

　

松
が
好
き
で
年
中
見
て
い
る
の
だ

が
、
秋
が
終
わ
る
頃
か
ら
存
在
感
を

ま
す
の
が
毎
年
の
こ
と
で
あ
る
。
冬

の
木
瓜
と
水
仙
が
ひ
っ
そ
り
と
咲
き
、

梅
擬
の
実
に
目
が
い
く
。
こ
れ
か
ら

咲
く
椿
と
も
う
時
期
が
終
わ
る
菊
が

と
も
に
控
枝
の
景
色
を
作
っ
て
い
る
。

次
の
季
節
を
感
じ
さ
せ
る
立
花
で
あ

る
。
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梅
擬
の
生
花

　
　
∧
5
頁
の
花
∨

　
健
一
郎

　

花
型　

生せ
い
か花　

草そ
う

型　

副そ
え

流
し

　

花
材　

梅
う
め
も
ど
き擬

（
黐も

ち
の
き

の
木
科
）

　

花
器　

遊ゆ
う
か
ん鐶

耳
付
銅
花
器

　

副そ
え

流な
が

し
の
生
花
。
枝
振
り
を
生
か

し
な
が
ら
。
竹
筒
に
生
け
る
と
安
定

が
悪
く
銅
器
に
生
け
替
え
た
。
実
が

強
く
見
え
て
格
好
良
く
な
っ
た
。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

　

４
週
間
前
に
鉢
か
ら
切
っ
て
い
け

て
い
た
大
菊
。
今
も
玄
関
の
水
溜
に

浮
か
べ
て
い
ま
す
。（
写
真
は
３
週

間
目
の
12
／
9
撮
影
）
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八や

え重
の
水
仙

　
　
∧
6
頁
の
花
∨

　
健
一
郎

　

花
材　

水
仙
（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　
　
　
　

山さ
ざ
ん
か

茶
花
（
椿
科
）

　

花
器　

陶
小
壺

　

花
屋
さ
ん
を
通
し
て
農
家
さ
ん
か

ら
頂
い
た
八
重
の
水
仙
。
実
際
の
水

仙
峡
へ
足
を
運
ぶ
と
八
重
の
も
の
や

奇
形
の
水
仙
を
見
か
け
る
。
こ
の
水

仙
が
よ
く
見
え
る
よ
う
器
と
相
手
を

考
え
た
。
虫
食
い
葉
の
あ
る
山
茶
花

の
蕾
と
よ
く
合
う
。



7

器
の
チ
カ
ラ

　
　
　
∧
7
頁
の
花
∨

　
櫻
子

　

花
材　

千
せ
ん
り
ょ
う両

（
千
両
科
）

　
　
　
　

シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
（
蘭ら

ん

科
）

　
　
　
　

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
柳
原
睦
夫
作
）

　

不
思
議
な
形
の
器
だ
。
三
方
に
お

団
子
が
つ
い
て
い
る
。
手
に
持
つ
と

コ
ロ
ン
と
し
た
丸
み
が
子
犬
の
よ
う

で
愛
ら
し
い
。
で
も
中
を
覗
く
と
ふ

く
ら
み
の
内
側
は
深
い
洞
窟
の
よ
う

に
も
見
え
る
。色
ん
な
顔
を
持
つ
器
。

　

こ
の
器
に
は
名
前
が
あ
る
。「
ふ

く
ら
壺
」
と
い
う
。
ふ
く
ら

0

0

0

は
膨
ら

み
の
こ
と
だ
が
、「
福
良
」
と
書
く

と
縁
起
が
良
い
。
そ
う
思
っ
て
器
を

見
る
と
福
の
神

0

0

0

に
も
見
え
て
く
る
。

　

器
と
の
出
逢
い
で
花
の
見
え
方
が

変
わ
る
。
器
の
お
陰
で
豊
か
な
温
も

り
を
感
じ
る
花
に
な
っ
た
。
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い
け
ば
な
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

京
都
例
会

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

　

会
期　

11
月
16
日
㈫

　

会
場　

京
都
ブ
ラ
イ
ト
ン
ホ
テ
ル

　

講
師　

桑
原
健
一
郎
（
写
真
①
〜
⑦
）

　

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
お
話
を
い

た
だ
い
た
時
に
は
嬉
し
く
て
仕
方
が
な

か
っ
た
。
飛
び
切
り
綺
麗
な
花
と
、
自
分

の
花
と
向
き
合
う
様
子
が
少
し
で
も
伝

わ
っ
て
い
れ
ば
と
思
う
。
自
分
が
思
う
好

き
な
花
を
た
く
さ
ん
の
人
に
見
て
頂
く
こ

と
が
で
き
た
。（
健
一
郎
）

ア
タ
ラ
シ
イ
い
け
ば
な

　
×

モ
ク
テ
ル
体
験

　

会
期　

11
月
19
日
㈮
〜
20
日
㈯

　

会
場　

エ
ー
ス
ホ
テ
ル
京
都

　

講
師　

桑
原
健
一
郎
（
写
真
⑧
〜
⑨
）

　

こ
こ
数
年
空
間
を
隔
て
る
し
き
り
の
文

化
に
注
目
し
、
イ
ベ
ン
ト
に
合
わ
せ
て
屏

風
を
こ
し
ら
え
た
。
参
加
者
一
人
一
人
の

「
ら
し
さ
」
を
屏
風
に
か
け
、
集
め
る
こ

と
で
、
そ
の
場
限
り
の
空
間
の
創
出
を
ね

ら
っ
た
。
全
員
の
い
け
ば
な
が
集
ま
っ
て
、

一
つ
の
作
品
に
な
っ
て
い
る
時
間
は
、
各

回
15
分
ほ
ど
だ
っ
た
が
、
見
応
え
は
十
分
。

見
事
な
花
の
空
間
で
あ
っ
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
、
花
だ
け
で
な
く

時
代
に
耐
え
抜
い
た
文
化
を
次
の
世
代
に

引
き
継
ぐ
事
が
で
き
る
き
っ
か
け
に
な
れ

ば
と
願
っ
て
い
る
。（
健
一
郎
）

①②③

④⑤

⑥⑦

③ロウヤガキ、ヒゴギク、キンパイギク。　②キリシマツツジ、ミダレギク２種。　①マツ、スイセン、ドウダンツツジ、ボケ、ツバキ、コギク他。

⑤マユミ、オオギク、ミダレギク、モミジ。　④ウメモドキ、オオイトギク、サザンカ。
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新
春
を
寿
ぐ

∧
表
紙
の
花
∨

　
仙
溪

　

花
材　

松
（
松
科
）

　

薔
薇
（
薔
薇
科
）

　
　

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
（
蘭
科
）

　

花
器　

銀
彩
陶
花
器
（
森
野
泰
明
作
）

　

自
由
に
枝
を
伸
ば
す
松
と
こ
の
黒

銀
の
器
は
ど
ち
ら
も
風
格
と
軽
妙
さ

を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
両
者
の
出
逢

い
が
つ
く
る
特
別
な
雰
囲
気
。
い
け

ば
な
の
面
白
さ
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ

に
こ
そ
あ
る
の
だ
と
思
う
。
赤
い
バ

ラ
と
白
い
ラ
ン
も
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス

に
一
役
買
っ
て
い
る
。

京都嵐山花灯路　　桑原仙溪（写真⑫）

12 月 10 日㈮〜 14 日㈫　JR 嵯峨嵐山駅前
今回が最後の嵐山花灯路に多くの人が訪れて
いた。
花材：桐、ホーリー、垂

す い り ゅ う ひ ば

柳檜葉、百合

⑧⑨

⑫
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『
信
仰
の
場
』　

　

健
一
郎

　
信
仰
の
対
象
と
な
る
場
に
興
味
が

あ
り
、
暇
も
あ
る
の
で
あ
ち
こ
ち
へ

ま
わ
る
。
今
回
は
島
根
県
の
出い
ず

雲も

大

社
と
鳥
取
県
の
投な
げ

入い
れ

堂ど
う

を
目
的
に
い

く
つ
か
巡
っ
て
き
た
。
信
仰
の
対
象

は
世
界
に
目
を
向
け
る
と
特
異
な
も

の
も
あ
る
が
、
自
然
に
対
す
る
も
の

で
あ
っ
た
り
自
然
を
介
す
る
も
の
が

多
い
。
理
屈
な
し
に
信
じ
る
こ
と
が

で
き
る
説
得
力
を
持
つ
場
や
物
は
そ

う
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
出
雲
大
社
の
御
本
殿
か
ら
特
別
な

何
か
を
感
じ
た
。
人
工
物
で
あ
る
は

ず
だ
が
、自
然
的
な
魅
力
を
感
じ
る
。

そ
れ
は
大
社
を
構
成
す
る
柱
や
装
飾

が
そ
う
さ
せ
て
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

不
思
議
な
感
覚
だ
っ
た
。
と
い
う
の

も
、
場
そ
の
も
の
か
ら
は
強
い
何
か

を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

か
ら
だ
。

　
大
社
か
ら
は
理
屈
な
し
に
信
じ
る

こ
と
が
で
き
る
説
得
力
を
感
じ
た
。

伊
勢
神
宮
や
、
大お
お

神み
わ

神
社
の
周
り
の

自
然
か
ら
感
じ
ら
れ
る
場
と
は
違

い
、
つ
く
ら
れ
た
場
で
あ
る
か
の
よ

う
だ
っ
た
。
信
仰
す
る
態
度
が
形
と

な
っ
て
現
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
も

と
も
と
特
別
な
場
で
あ
っ
た
の
か
特

別
な
場
を
作
っ
た
か
の
違
い
で
あ
ろ

う
。
ど
ち
ら
も
特
別
な
場
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。
出
雲
の
大
社

と
伊
勢
の
神
宮
の
在
り
方
は
違
え

ど
、
見
て
感
じ
た
不
思
議
な
感
覚
は

ど
こ
か
似
て
い
る
。

　
出
雲
大
社
の
神
殿
は
他
の
神
殿
と

見
比
べ
て
も
大
き
か
っ
た
。
今
の
本

殿
の
高
さ
は
24
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
ら

し
い
が
、
4
世
紀
ご
ろ
に
作
ら
れ
た

と
い
う
本
殿
の
高
さ
は
ビ
ル
の
15
階

建
て
に
相
当
す
る
そ
う
だ
。
最
近
、

巨
大
な
柱
が
新
た
に
発
見
さ
れ
た

り
、
現
存
す
る
絵
図
か
ら
専
門
家
が

調
べ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
有
力
な
説

で
あ
る
と
聞
い
た
。
出
雲
大
社
の
高

さ
と
そ
の
大
き
さ
が
、
理
屈
な
し
に

信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
説
得
力
を
生

み
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
出
雲
大
社
の

本
殿
や
、
構
成
す
る
社
、
一
定
の
間

隔
に
植
え
ら
れ
た
松
か
ら
も
神
秘
さ

や
凄
み
を
感
じ
た
。

　
想
起
さ
れ
る
の
が
樹
木
信
仰
で
あ

る
。
日
本
は
も
ち
ろ
ん
、
ユ
ー
ラ
シ

ア
大
陸
一
帯
に
も
み
ら
れ
る
信
仰

だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
真
っ
直
ぐ
に

伸
び
た
針
葉
樹
を
切
り
倒
し
て
立

て
、
周
囲
で
踊
る
メ
イ
ポ
ー
ル
と
い

う
五
月
祭
が
あ
る
。
日
本
の
水
口
祭

り
に
似
た
意
味
を
持
つ
祭
だ
。
同
様

に
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
も
樹
木
信
仰

が
強
く
関
係
し
て
い
る
。
高
さ
は
大

切
な
要
素
な
の
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
こ
の
心こ
こ
ろや
本
質
は
立
花
の

真し
ん

と
し
て
形
を
変
え
残
っ
て
い
る
。

日
本
で
は
杉
や
檜
な
ど
の
常
緑
針
葉

樹
の
大
木
は
、
天
か
ら
神
様
が
降
り

て
宿
る
と
い
う
観
念
で
注し

連め

縄な
わ

を
張

り
、
御
神
体
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い

る
。
後
に
立
花
の
真
に
な
り
、
門
松

も
繋
が
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
出
雲
大
社
の
高
さ
へ
の
意
識
と

関
連
し
て
い
る
思
う
。
積
み
木
を
積

み
上
げ
る
の
も
高
い
タ
ワ
ー
を
作
る

の
も
似
た
物
だ
ろ
う
。

　
地
元
の
方
に
聞
く
と
年
間
を
通
し

て
風
が
強
く
吹
く
た
め
家
の
周
り
に

松
を
植
え
、
家
を
守
っ
た
そ
う
だ
。

近
年
の
台
風
の
増
加
に
よ
り
松
が
倒

れ
る
こ
と
か
ら
築つ
い

地じ

松ま
つ
も
な
く
な
り

つ
つ
あ
る
と
聞
い
た
。
僕
が
出
雲
に

お
と
づ
れ
た
際
は
神
社
の
周
り
に
築

地
松
が
あ
る
ぐ
ら
い
だ
っ
た
。
稲
佐

の
浜
に
行
く
と
強
い
風
に
さ
ら
さ
れ

続
け
て
い
る
松
と
出
会
っ
た
。
一
足

先
に
咲
い
て
い
る
椿
を
撮
影
す
る
も

止
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
撮
影
で
き
な

か
っ
た
。
出
雲
で
感
じ
た
風
や
海
の

波
、
太
陽
は
古
事
記
を
少
し
ば
か
り

思
わ
せ
る
場
だ
っ
た
。
色
濃
く
残
っ

て
い
た
と
は
言
い
づ
ら
い
が
、
残
り

香
を
嗅
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。

　
米
子
か
ら
車
を
１
時
間
半
ほ
ど
東

へ
走
ら
せ
る
と
三
徳
山
の
三
仏
寺
に

着
く
。
三
仏
寺
の
投な
げ

入い
れ

堂ど
う

ま
で
の
参

道
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
修
験
道

の
開
祖
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

役え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

の
行
者
が
投
げ
入
れ
た
と
い
う
御

堂
だ
。
な
ぜ
こ
の
場
所
を
選
ん
だ
の

か
。
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
。
二

足
歩
行
で
き
な
い
ほ
ど
急
勾
配
の
参

道
を
手
も
使
い
登
っ
て
い
く
。
岩
や

木
の
根
を
頼
り
に
、
這
い
上
が
る
。

途
中
で
鎖
を
使
わ
な
い
と
登
れ
な

い
場
所
や
、
こ
こ
か
ら
足
を
滑
ら
せ

た
ら
命
を
落
と
す
で
あ
ろ
う
箇
所
が

何
箇
所
か
あ
っ
た
。
周
り
の
景
色
を

楽
し
み
な
が
ら
楽
し
く
登
っ
た
。
登

拝
と
い
う
よ
り
か
は
好
奇
心
で
投
入

堂
ま
で
の
道
中
を
楽
し
ん
だ
。
和
袈

裟
を
か
け
て
い
る
と
な
ん
だ
か
僧
侶

の
ま
ま
ご
と
を
し
て
い
る
気
に
も
な

る
。

　
投
入
堂
は
建
築
的
に
も
強
い
関
心

を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
人
の
手
に

よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
御
堂
だ
が
、
山

に
溶
け
込
み
違
和
感
が
全
く
な
い
。

む
し
ろ
そ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
わ
さ
れ
る
ほ
ど
に
存
在
感
が
な

い
こ
と
が
強
く
気
に
な
っ
た
。
理
屈

な
く
納
得
で
き
る
の
は
気
持
ち
が
い

い
。
建
物
が
景
色
に
溶
け
込
ん
で
い

た
よ
う
に
感
じ
た
。
静
か
に
強
く
そ

こ
に
在
っ
た
。
見
事
で
あ
る
。

　

理
屈
な
く
納
得
で
き
る
よ
う
な
、

静
か
に
強
く
そ
こ
に
在
る
花
を
生
け

た
い
。
そ
し
て
そ
の
花
が
場
に
溶
け

込
ん
で
い
る
と
存
在
感
も
無
く
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
に
は
私
も
そ

ん
な
人
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。三徳山の三仏寺投入堂への参道の途中の文殊堂にて。



11

立
花
時
勢
粧
「
松
一
色
」　　
　

　

こ
の
絵
図
は
木
版
刷
り
に
彩
色
さ
れ
て

い
る
。
墨
色
だ
け
の
絵
と
比
べ
て
み
る
と
、

苔こ
け

生む

し
た
枝
や
赤
茶
け
た
松
葉
の
微
妙
な

味
わ
い
が
絶
妙
に
彩
色
さ
れ
て
い
る
の
が

わ
か
る
。

　

想
像
だ
が
、
冨ふ

し
ゅ
ん
け
ん

春
軒
仙
溪
が
絵
を
描
き
、

彫
り
師
、
摺す

り

師し

に
よ
っ
て
木
版
刷
り
が
で

き
た
時
点
で
、
絵
師
も
し
く
は
冨
春
軒
本

人
に
よ
っ
て
念
入
り
に
彩
色
が
施
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
。

　

流
祖
の
息
吹
を
感
じ
て
も
ら
い
た
く

て
、
原
寸
大
で
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

３
月
に
立
花
時
勢
粧
３
３
３
年
・
桑
原

専
慶
流
い
け
ば
な
展
を
予
定
し
て
い
る
。

タ
イ
ト
ル
は
「
花
の
芸
術
」。
代
々
の
家

元
が
大
切
に
し
て
き
た
「
花
を
敬
う
心
」

で
皆
さ
ん
と
共
に
花
を
い
け
る
日
を
楽
し

み
に
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

11

花
伝
書
を
見
る

松
の
一
色
（
松
の
一
色
真
：
初
版
）

桑
原
治
郎
兵
衛
（
冨
春
軒
：
初
版
）

松　

苔

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
703
号　

2022
年
1
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
）
桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
五
〇
円
（
消
費
税
込
）

 w
w

w
.kuw

aharasenkei.com
　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

水
仙

　
金
盞
花

∧
12
頁
の
花
∨

　
仙
溪

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　

花
材　

主お
も
か
ぶ株　

水す
い
せ
ん仙

（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　

子こ
か
ぶ株　

金き
ん
せ
ん
か

盞
花
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

キ
ン
セ
ン
カ
は
冬
か
ら
春
に
咲
く

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
原
産
の
花
で
、
古
く
か

ら
栽
培
さ
れ
立
花
時
勢
粧
で
も
「
水

仙
一
色
」
の
前
置
に
ホ
ン
キ
ン
セ
ン

カ
（
一
重
咲
き
小
輪
）
が
使
わ
れ
て

い
る
。（
テ
キ
ス
ト
６
７
６
参
照
）

　

花
色
が
ス
イ
セ
ン
と
良
く
合
っ
て

い
る
。
上
品
な
い
け
方
で
、
温
か
な

色
を
楽
し
み
た
い
。

副 胴

真

留控
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春
の
兆き

ざ

し∧
表
紙
の
花
∨

仙
溪

花
材

喇ら
っ
ぱ叭

水
仙
（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

椿
「
白
侘わ

び
す
け助

」（
椿
科
）

花
器

飴
色
釉
陶
花
器

こ
の
花
器
の
飴
色
は
雪
融
け
水
が

滴し
た
たる

岩
肌
の
よ
う
だ
。
春
の
兆
し
を

感
じ
る
花
が
良
く
映
る
。
括く

び

れ
た
器

形
に
自
然
の
息
吹
を
感
じ
る
。

鮮
や
か
な
花
色

∧
２
頁
の
花
∨

櫻
子

花
材

赤
芽
柳
（
柳
科
）

ア
ネ
モ
ネ
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス（
百
合
科
）

花
器

ガ
ラ
ス
コ
ン
ポ
ー
ト

ま
だ
ま
だ
寒
い
季
節
。
心
も
体
も

萎い

縮し
ゅ
くし

が
ち
だ
が
、
部
屋
に
ア
ネ
モ

ネ
が
い
け
て
あ
る
だ
け
で
、
気
持
ち

が
明
る
く
晴
れ
や
か
に
な
る
。

ア
ネ
モ
ネ
に
は
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
や
コ
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咲
い
た
咲
い
た

∧
３
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

青
文
字
（
楠

く
す
の
き

科
）

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
２
種（
百
合
科
）

花
器

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
野
生
種
は
地
中

海
沿
岸
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
、
中
国
天

山
山
脈
、
西
シ
ベ
リ
ア
の
広
い
範
囲

に
原
生
す
る
。
そ
ん
な
異
国
の
花
が

私
達
の
暮
ら
し
を
彩
っ
て
く
れ
て
い

る
。

デ
マ
リ
の
よ
う
な
小
花
の
花
木
か
、

ク
ロ
メ
ヤ
ナ
ギ
や
ネ
コ
ヤ
ナ
ギ
が
よ

く
似
合
う
。
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共
に
作
る∧

５
頁
の
花
∨

仙
溪

花
型

生
花

草
型

副そ
え

流
し

花
材

啓
け
い
お
う
ざ
く
ら

翁
桜
（
薔ば

ら薇
科
）

花
器

煤す
す

竹だ
け

竹
筒

生
花
の
型
に
は
華
道
が
生
み
出
し

た
普
遍
的
な
美
し
さ
が
あ
る
。
手
に

有
楽
椿

∧
４
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

啓
け
い
お
う
ざ
く
ら

翁
桜
（
薔ば

ら薇
科
）

ア
イ
リ
ス
（
菖あ

や
め蒲

科
）

椿
「
有う

ら
く
つ
ば
き

楽
椿
」（
椿
科
）

花
器

小
紋
柄
陶
花
瓶

ウ
ラ
ク
ツ
バ
キ
の
紫
が
か
っ
た
薄

紅
色
は
華
や
い
だ
印
象
。
シ
ャ
ー
プ

な
葉
と
仄ほ

の

か
に
香
る
小
さ
な
花
に
独

特
の
存
在
感
が
あ
る
。
ケ
イ
オ
ウ
ザ

ク
ラ
、
ア
イ
リ
ス
と
、
小
紋
の
器
。

織
田
信
長
の
弟
、
有
楽
斎
も
気
に
入

る
だ
ろ
う
か
。
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し
た
花
材
で
美
し
い
姿
を
作
る
わ
け

だ
が
、
い
け
終
え
た
後
も
次
々
花
が

咲
い
て
く
れ
る
の
が
理
想
だ
。
形
を

作
る
時
、
花
材
に
よ
っ
て
力
加
減
や

撓た

め
方
を
変
え
る
勘か

ん

が
必
要
だ
が
、

花
の
協
力
を
得
て
共
に
作
る
と
い
う

謙
虚
な
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
い
。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

お
正
月
の
合
間
に
い
け
ば
な
の
色

紙
を
描
き
ま
し
た
。
と
き
ど
き
レ
モ

ン
ち
ゃ
ん
が
チ
ェ
ッ
ク
に
来
ま
す
。
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桐

垂
柳
檜
葉

∧
６
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
型

生
花

二
種
挿
し

花
材

桐き
り

（
桐
科
）

垂す
い
り
ゅ
う
ひ
ば

柳
檜
葉
（
檜
科
）

花
器

龍
手
付
銅
花
器

挑
戦
的
な
生
花
だ
。
真
逆
の
性
質

を
持
つ
植
物
が
銅
器
の
中
で
出
逢
っ

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
思
う

存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
季
節
を

思
わ
せ
る
取
り
合
わ
せ
な
ら
違
和
感

が
な
く
、
ど
こ
か
説
得
力
が
あ
る
。

中
国
で
は
鳳ほ

う

凰お
う

が
止
ま
る
木
と
し
て

神
聖
な
植
物
と
さ
れ
て
き
て
お
り
、

そ
の
文
化
は
日
本
の
花は

な

札ふ
だ

を
見
て
も

そ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
格
好
の
い

い
枝
に
恵
ま
れ
た
。

松
一
色∧

7
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
型

除の
き

真し
ん

立
花

花
材

松
（
松
科
）

蛇
の
目
松
（
松
科
）

晒
木

花
器

遊
鐶
付
銅
花
器

日
本
中
ど
こ
へ
行
っ
て
も
松
を
見

か
け
る
。
葉
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
枝

振
り
に
い
つ
も
魅
了
さ
れ
る
。
私
が

よ
く
鑑
賞
す
る
木
の
中
の
一
つ
で
あ
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る
。
一
色
物
に
さ
れ
る
植
物
に
は
複

雑
な
特
徴
、
多
面
的
な
魅
力
を
持
っ

て
い
て
格
好
が
良
い
も
の
が
多
い
。

そ
れ
は
ど
れ
だ
け
人
に
見
ら
れ
た
か
、

或
い
は
ど
れ
だ
け
人
の
身
近
に
あ
っ

た
か
が
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
と
思

う
。
松
、
水
仙
、
桜
、
杜
若
、
蓮
、
楓
、

菊
。
恐
ら
く
他
に
も
一
色
も
の
の
様

式
に
耐
え
う
る
植
物
は
多
く
存
在
す

る
と
考
え
て
い
る
。



元
禄
の
立
花
の

流行
と
共
に
格
好

の
良
い
枝
を
探
し
て
売
る
人
が
徐
々

『
隠
居
生
活』

こ
こ一
年
く
ら
い
家
元
に
隈
居
生

活
を
勧
め
て
い
る。
自
分
が
家
元
に

な
れ
る
よ
う
席
を
あ
け
て
も
ら
お
う

と
し
て
半
分
冗
談、
半
分
本
気
で
勧

め
て
い
る。
そ
れ
は
自
分
が
最
強
の

家
元
に
な
っ
た
後
に
隠
居
を
し
た
い

と
強
く
願
っ
て
い
る
か
ら
だ。
隠
居

を
す
る
た
め
に
は
人
に
伝
え、
継
承

さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る。

3
8
年

粗前、
江
戸
の
町
人
の
間

で
は
隈
居
が
ブ
ー
ム
だ
っ
た
そ
う

だ。
そ
う
で
も
な
け
れ
ば
1
日
仕
事

で
あ
る
立
花
を
こ
さ
え
る
こ
と
は
難

し
い。
そ
し
て
多
く
の
人
の
夢
は
隠

居
を
す
る
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い。
当

時
は
公
的
な
年
金
制
度
も
整
っ
て
お

ら
ず、

金
銭
に
余
裕
が
な
い
と
で
き

な
か
っ
た。
今
よ
り
ハ
ー
ド
ル
は
は

る
か
に
高
い
だ
ろ
う。
隠
居
後
の
道

楽
は
寺
参
り、
囲
碁、
将
棋、
園
芸、

釣
り、

骨董
な
ど
が
あ
っ
た。
寺
参

り
が一
番
人
気
が
あ
っ
た
ら
し
い。

今
で
い
う
旅
行
の
よ
う
な
も
の
で
他

所
の
も
の
を
食
べ、

綺
鹿
な
景
色
を

見
て、
お
土
産
を
買
い
自
分
の
家
に

帰
っ
た。

健
一

郎

に
増
え、

今
の
焼
き
芋
屋
さ
ん
の
様

に
歩
き
な
が
ら
売
っ
て
回
る
人
も
い

た
そ
う
だ。
江
戸
時
代
は

植木職
や、

植
木
に
関
わ
る
人
が一
番
多
か
っ

た。

明暦
の
大
火
以
降
の
園
芸
ブ
ー

ム
か
ら
広
い
農
地
を
活
用
し
て
樹
木

や
花
井
の
栽
培
を
行
い、
そ
れ
は
植

物
園
の
よ
う
な

規模
で
あ
っ
た
と
い

う。
奴
廷済
的
に
苦
し
い
御
家
人
の
間

で
は
内
職
と
し
て
苗
木
の
生
育
や
盆

栽
作
り
を
す
る
人
が
あ
っ
た。
「
鉢

物
師」
「
苗
物
師」
が
生
ま
れ、

花

屋
さ
ん、

種
を
売
る
人
と
業
態
が
分

化
し
た。
長
屋
の
路
地
裏
に
ま
で
鉢

植
え
が
四
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

こ
の
時
が
園
芸
の
全
盛
期
で
あ
ろ
う

か。
趣
味
が
細

分化
さ
れ
た
現
代
と

は
違
い
熱
中
の
度
合
い
や、
互
い
に

自
分
の
鉢
を
見
せ
合
い、
笑
っ
て
い

る
姿
が
目
に
浮
か
ぶ。

隈
居
と
は
呼
べ
な
い
が、

私
は

悠
々
自
適
の
生
活
を
送
っ
て
い
る。

時

間だ
け
の
尺
で
見
れ
ば、

隠
居
と

似
た
よ
う
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な

い。
時
間
を
沢

山持
っ
て
お
り、

予

定
の
な
い
日
が
沢
山
あ
る。
こ
ん
な

幸
せ
な
こ
と
は
な
い。
自
分
が
し
た

い
と
思
っ
た
こ
と
を
自
分
の

都合
で

初
め、
い
つ
で

も中
断
す
る
こ
と
が

で
き
る。
誰
に
気
も
使
わ
な
い
の
で

気
が
楽
だ。
だ
が
し
た
い
こ
と
が
無

い

雙口
を
考
え
た
途
端
に
時
間
が
あ

る
こ
と
に
対
し
て
恐
怖
に
近
い
感
情

を
抱
く。
隠
居
後
に
打
ち
込
め
る
こ

と
や
楽
し
み
が
必

要だ
と
多
く
の
人

が
直
面
す
る
と
よ
く
聞
く。

今
思
い
返
す
と
学
生
時
代、

僕
を

含
め
て
周
り
の
友
達
も
暇
が
怖
か
っ

た
の
か
と
思
う。
常
に
予
定
を
詰
め

込
み
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
忙
殺
さ
れ
る

こ
と
で
暇
を
忘
れ
よ
う
と、
距
離
を

お
こ
う
と
し
て
い
た。
そ
し
て
予
定

が
あ
る
こ
と
は
自
分
の
価
値
が
認
め

ら
れ
て
る
と
感
じ
る。
1
人
で
い
る

こ
と
に
対
す
る
な
ん
と
な
く
の
寂
し

さ
も
混
ざ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い。
何
も
し
て
な
く
て
も
十
二
分
に

そ
の
存
在
は
か
け
が
え
の
な
い
も
の

な
の
に。
存
在

価値
が
認
め
ら
れ
な

い
と
思
っ
て
い
る
の
は
自
分
だ
け
で

あ
っ
て
周
り
か
ら
の
評
価
は

関係
が

な
い。
第一
、
人
に
よ
っ
て
評
価
さ

れ
る
筋
合
い
な
ん
か
あ
る
わ
け
が
な

、,

o人
の
た
め
に
時
間
を
使
い、
生
き

る
人
生

も素
敵
だ。
な
か
な
か
で
き

る
こ
と
で
は
な
い。
だ
が
そ
れ
は
本

当
に
人
の
た
め
な
の
だ
ろ
う
か。
暇

を
忘
れ
よ
う
と、
自
分
を
欺
く
為
に

時
間
を
使
っ
て
い
た
と
し
た
ら
も
っ

た
い
な

く感
じ
る。
自
分
の

価値
を

低
く
評
価
し
て
い
る。
時
間
を
ど
う

使
お
う
が
そ
れ
は
自
分
の
時
間
で
あ

何
か
の
雑
誌
に
面
白
い
記
事
が

載
っ
て
い
た。
そ
の
記
事
に
よ
る
と

1

9
8
0

年
以
降f

世
界
中
の
人
々
の

余
暇
の
時
間
は
減
少
し
て
い
る
と
い

う。
昔ト
り
労
働
時
間
が
短
く
な
っ

て
い
る
の
に
時
間
が
足
り
な
い
と
多

く
の
人
が
感
じ
て
い
る
そ
う
だ。
徒

歩
で
な
く

新幹
線
に
乗
る
よ
う
に
な

り、
手
紙
で
な
く
電
子

媒体
上
で
や

り
と
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し

い
の
に
も
関
わ
ら
ず
だ。
人
は
ど
こ

ま
で
忙
し
く
な
る
の
だ
ろ
う。
明
日

食
べ
る
も
の
が
な
い
の
で
狩
り
に

行
っ
た
時
代
か
ら
文
明
は
移

り変
わ

り、
時

間が
で
き
た
よ
う
に
思
う
の

だ
が。
私
の
周
り
に
食
べ
る
も
の
に

困
っ
て
い
る
人
は
い
な
い。
な
ん
て

恵
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う。
だ
が
時

間
に
は
追
わ
れ
て
い
る。

労
働
時
間
が
短
く
は
な
っ
て
い
る

も
の
の、
多
く
の
人
は
時
間
の
大
半

を
お
金
を
生
み
出

すた
め
に
使
っ
て

い
る
事
に
な
る。
働
く
こ
と
は
大
切

で
あ
る
が、

な
ん
の
た
め
に
働
い
て

い
る
か
は一
度
ゆ
っ
く
り
考
え
て
み

て
も
良
さ
そ

うだ。

私
は

休日
に
御
所
で
通
行
料
を
支

払
っ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば、

鴨川
で

寝
そ
べ
っ
て
金
銭
を
求
め
ら
れ
た
こ

る。

と
も
な
い。
今
の
と
こ
ろ
豊
か
な
気

持
ち
に
な
る
の
に
お
金
は
あ
ま

り関

係
が
な
い
ら
し
い。

今
は
隠
居
で
こ
そ
な
い
も
の
の
時

間
の
あ
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
る。

自
分
に

素直
に
な
り
し
た
い
事
だ
け

し
て
い
る。
最
強
の
家
元
に
な
る
た

め
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
事
を一

つ
づ
つ
こ
な
し
て
い
こ
う
と
し
て
い

た
が、

今
は
意
識
を
し
て
い
な
い。

現
在
は
習

慣化
さ
れ、
後
は
時
間
を

待
つ
の
み
に
な
っ
た。
全
く
無
理
は

し
て
い
な
い。
毎
日
が
刺
激
的
で
日

常
を
ゆ
っ
く
り
と
味
わ
っ
て
い
る。

隠
居
後、
考
え
方
は
変
わ
っ
て
い
る

と
思
う
が、

今
は
日
本
各
地
に
数
年

づ
つ
住
み、

各
地
の
四
季
を
肌

で感

じ
て
周
り
た
い
な
と
考
え
て
い
る。

8
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
704
号

2022
年
2
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行

定
価
五
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
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い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

素
朴
な
味
わ
い

∧
12
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

照て
り
は
つ
ば
き

葉
椿
（
椿
科
）

菜
の
花
（
油
菜
科
）

花
器

陶
花
器

素
朴
な
味
わ
い
を
作
る
の
は
難
し

い
。
地
味
す
ぎ
た
り
寂
し
す
ぎ
た
り

せ
ず
、
シ
ン
プ
ル
な
ん
だ
け
ど
キ
ラ
ッ

と
光
る
魅
力
が
あ
る
花
が
い
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
た
い
。

「
花
の
芸
術
」

立
花
時
勢
粧
３
３
３
年

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
展

立
花
時
勢
粧
３
３
３
年
（
昨
年
）

の
節
目
を
記
念
し
、
３
月
に
流
展
を

開
催
し
ま
す
。
時
代
は
大
き
く
変
化

し
て
き
ま
し
た
が
、
花
と
共
に
生
き

生
き
と
し
た
美
を
作
ろ
う
と
い
う
気

持
ち
は
当
時
も
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

コ
ロ
ナ
の
対
応
と
し
て
ネ
ッ
ト
上

で
も
鑑
賞
可
能
に
し
、
ま
た
今
回
の

花
展
が
社
会
の
役
に
立
つ
こ
と
を

願
っ
て
入
場
料
収
入
全
額
を
京
都
市

に
寄
付
し
ま
す
。
多
く
の
方
に
ご
覧

頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。   

 

仙
溪
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2

エ
ジ
プ
ト
花
瓶

　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

 

櫻
子

　

花
材　

雪
柳
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

菜
の
花
（
油
菜
科
）

　
　
　
　

レ
リ
ア
（
蘭
科
）

　

花
器　

金
属
花
器
（
エ
ジ
プ
ト
製
）

　

エ
ジ
プ
ト
製
の
真
鍮
銀
象
嵌

瓶
。
つ
い
磨
き
す
ぎ
て
最
初
の
頃

よ
り
も
大
分
色
が
違
っ
て
き
た
。

金
ピ
カ
の
花
器
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
明
る
い
春
の
花
が
似
合
う
よ
う

だ
。
黄
色
い
菜
の
花
、
カ
ト
レ
ア

に
似
た
オ
レ
ン
ジ
、
ピ
ン
ク
色
の

レ
リ
ア
を
い
け
た
。

　

今
年
は
冷
た
い
日
が
多
く
雪
柳

も
ま
だ
少
し
弱
々
し
か
っ
た
が
、

派
手
な
色
の
中
へ
溶
け
こ
ん
で
元

気
い
っ
ぱ
い
に
。



3

ニ
オ
イ
イ
リ
ス

　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

行
型

　

花
材　

ニ
オ
イ
イ
リ
ス
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　

花
器　

金
属
装
飾
陶
水
盤

　
　
　
　
　
（
モ
ロ
ッ
コ
製
）

　

い
け
ば
な
花
材
に
ア
ヤ
メ
の
仲
間

は
多
い
。
日
本
の
カ
キ
ツ
バ
タ
、
ハ

ナ
シ
ョ
ウ
ブ
、
シ
ャ
ガ
、
ヒ
オ
ウ
ギ

も
ア
ヤ
メ
科
だ
。
洋
種
で
は
細
い
葉

を
広
げ
る
ア
イ
リ
ス
（
オ
ラ
ン
ダ
ア

ヤ
メ
）
は
春
の
花
木
と
の
相
性
が
い

い
。
最
近
で
は
ト
ル
コ
周
辺
原
産
の

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
（
長
大
ア
イ
リ
ス
）

の
花
も
よ
く
見
か
け
る
。
フ
リ
ー
ジ

ア
、
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
も
ア
ヤ
メ
科
。

　

そ
れ
ら
に
先
駆
け
て
早
春
に
ニ
オ

イ
イ
リ
ス
が
咲
く
。
地
中
海
沿
岸
原

産
で
芳
香
が
あ
り
根
茎
か
ら
香
料
を

と
る
の
で
こ
の
名
が
あ
る
。
白
い
花

色
に
気
品
を
感
じ
る
。
こ
の
花
を
元

に
し
た
紋
章
が
長
く
フ
ラ
ン
ス
王
家

で
使
わ
れ
て
き
た
そ
う
だ
。
西
洋
の

花
を
東
洋
の
感
覚
で
い
け
た
。



4

嫩
葉
（
わ
か
ば
）

　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

金
葉
小
手
毬
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

ガ
ー
ベ
ラ
（
菊
科
）

　
　
　
　

ス
ト
ッ
ク
（
油
菜
科
）

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

　
「
嫩
」
と
い
う
字
に
は
「
わ
か
い
・

や
わ
ら
か
い
・
み
ず
み
ず
し
い
」
と

い
っ
た
意
味
が
あ
る
の
で
「
嫩
葉
」

を
「
わ
か
ば
」
と
か
「
ふ
た
ば
」
と

読
む
。「
嫩
」
の
音
読
み
は
「
ど
ん
・

の
ん
」
で
あ
る
。
あ
ま
り
使
う
事
の

な
い
漢
字
だ
が
、
知
っ
て
お
く
と
何

だ
か
物
知
り
に
な
っ
た
気
分
を
味
わ

え
る
字
だ
。

　

今
年
も
若
葉
の
季
節
が
や
っ
て
く

る
。
私
達
が
寒
い
寒
い
と
言
っ
て
い

る
間
に
も
、
植
物
た
ち
は
葉
を
広
げ

る
準
備
を
怠
ら
な
い
。
寒
さ
に
耐
え

た
先
に
、
温
か
な
光
の
季
節
が
来
る

こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
だ
。

　

金
葉
小
手
毬
の
若
葉
に
ス
ト
ッ
ク

と
ガ
ー
ベ
ラ
が
優
し
く
寄
り
添
う
。



5

花
の
勢
い

　
　

∧
5
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

連
翹
（
木
犀
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
市
川
博
一
作
）

　

数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
連
翹
の

花
。
上
品
に
光
を
反
射
さ
せ
、
見

事
に
咲
い
た
椿
。
共
に
見
事
で
あ

る
。
お
花
の
前
で
寝
転
が
る
と
僕

よ
り
大
き
い
。
大
き
さ
だ
け
で
な

く
強
い
勢
い
の
あ
る
枝
だ
っ
た
。

溢
れ
ん
ば
か
り
の
生
命
力
が
紙
面

越
し
で
も
伝
わ
る
。
華
道
家
の
喜

び
で
あ
る
。
そ
の
内
に
大
き
な
木

を
丸
ご
と
家
に
引
き
ず
り
こ
み
そ

う
な
勢
い
だ
が
、
切
花
の
美
し
さ

に
は
特
別
な
も
の
が
あ
る
。
春
が

間
近
の
好
き
な
瞬
間
で
あ
る
。

花
が
見
る
夢

　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

小
手
毬
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

ガ
ー
ベ
ラ
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

　
　
　
　
　
（
柳
原
睦
夫
作
）

　

こ
の
柳
原
睦
夫
さ
ん
の
器
は
見
て

い
て
ワ
ク
ワ
ク
す
る
。
ピ
ン
ク
と
黄

色
の
雲
が
紺
色
の
空
に
浮
か
ん
で
い

る
。
模
様
か
ら
の
連
想
で
、
コ
デ
マ

リ
を
数
本
、
白
い
雲
が
モ
ク
モ
ク
と

湧
き
出
る
よ
う
に
い
け
て
み
た
。
ガ
ー

ベ
ラ
で
茜
色
を
加
え
る
と
夕
暮
れ
時

に
赤
く
染
ま
っ
た
空
を
思
い
出
し
た
。

　

花
の
表
情
は
器
に
よ
っ
て
変
わ
る
。

コ
デ
マ
リ
の
後
ろ
に
立
て
た
ガ
ー
ベ

ラ
は
、
雲
に
乗
っ
た
夢
を
見
て
い
る

よ
う
な
楽
し
げ
な
顔
を
し
て
い
る
。メイちゃん大きくなりました。庭デビューの日、

レモンちゃんが見守ってくれました。



6

芍
薬
の
生
花

　
　

∧
6
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

生
花　

真
型

　

花
材　

芍
薬
（
牡
丹
科
）

　

花
器　

耳
付
陶
コ
ン
ポ
ー
ト

　

花
が
咲
く
の
は
楽
し
み
で
あ
る
。

芍
薬
の
花
は
咲
く
姿
を
想
像
す
る
も
、

毎
度
そ
の
想
像
を
超
え
た
迫
力
を
備

え
て
い
る
。
咲
い
た
時
を
考
え
、
あ

ま
り
本
数
は
入
れ
な
い
。
少
し
葉
に

力
が
な
く
見
え
る
の
は
花
を
咲
か
せ

た
安
心
感
か
ら
だ
ろ
う
か
。
間
も
無

く
し
て
散
っ
た
。
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花
の
器

　
　
　

∧
7
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

満
天
星
（
躑
躅
科
）

　
　
　
　

石
楠
花
（
躑
躅
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
竹
内
眞
三
郎
作
）

　
「
立
花
時
勢
粧
」
に
使
わ
れ
て
い
る

器
の
種
類
は
96
種
類
も
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
形
も
装
飾
も
違
う
の
で
見
て
い

て
飽
き
な
い
。
ま
た
そ
れ
が
器
の
上

の
立
花
の
雰
囲
気
と
絶
妙
に
合
っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
凄
い
。

　

今
、
家
に
あ
る
器
も
様
々
で
、
い

け
た
い
花
に
合
う
器
を
考
え
る
の
が

楽
し
い
。
花
が
器
を
気
に
入
っ
て
居

心
地
良
さ
そ
う
に
見
え
る
、
そ
ん
な

基
準
で
選
ん
で
い
る
。

　

こ
の
写
真
の
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
も

シ
ャ
ク
ナ
ゲ
も
か
な
り
大
き
な
枝
で

あ
る
。
竹
内
眞
三
郎
氏
の
黒
い
岩
の

よ
う
な
器
は
、
ど
っ
し
り
と
し
た
安

心
感
と
、
切
り
立
っ
た
崖
の
よ
う
な

緊
張
感
を
併
せ
持
つ
。
挿
し
た
枝
の

風
格
を
引
き
出
し
て
く
れ
る
。
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『
私
と
レ
モ
ン
と
お
花
』　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
家
に
い
る
レ
モ
ン
（
飼
い
猫
）

は
今
年
の
5
月
で
10
歳
に
な
る
。

人
間
で
言
う
56
歳
に
相
当
す
る
そ

う
だ
。
家
に
来
た
頃
は
、
僕
よ
り

年
下
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
随
分
と

歳
を
追
い
越
さ
れ
た
。
来
年
に
は

家
元
と
同
い
年
に
な
り
、
じ
き
追

い
越
す
だ
ろ
う
。

　
自
分
が
感
じ
た
1
分
は
レ
モ
ン

に
と
っ
て
の
何
分
な
の
だ
ろ
う
。

時
間
を
数
字
で
把
握
し
て
い
な
い

で
あ
ろ
う
レ
モ
ン
と
の
比
較
は
難

し
い
が
面
白
い
の
で
考
え
て
み
る

こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
て
考
え
事

を
し
て
い
る
と
時
間
が
す
ぐ
に
経

つ
。

　
思
い
返
し
て
み
る
と
、
自
分
の

落
ち
着
き
の
無
か
っ
た
幼
少
期
は

時
間
が
経
つ
の
が
な
ん
と
遅
か
っ

た
こ
と
か
。
人
一
倍
の
体
力
を
持

ち
、
走
り
回
る
の
に
ず
っ
と
付

き
合
っ
て
く
れ
る
人
は
珍
し
か
っ

た
。
特
に
大
人
に
対
し
て
は
大
き

な
不
服
を
申
し
立
て
て
い
た
。「
い

つ
ま
で
ゆ
っ
く
り
し
て
る
の
？
」

と
母
親
に
尋
ね
て
も
、「
今
や
っ

と
休
憩
し
た
と
こ
や
し
も
う
少
し

休
ま
せ
て
よ
」
と
返
事
が
返
っ
て

き
た
際
は
時
間
の
感
覚
の
ず
れ
に

イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
た
。
な
ん
と
も

ゆ
っ
く
り
と
動
き
、
い
つ
ま
で
く

つ
ろ
ぐ
の
か
と
、
大
人
と
い
う
生

物
を
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
。
1

分
の
違
い
に
初
め
に
違
和
感
を
覚

え
た
時
で
あ
る
。

　
い
つ
だ
っ
た
か
は
忘
れ
た
が
、

面
白
い
本
を
読
ん
だ
。
そ
の
本
に

よ
る
と
体
感
時
間
と
脈
拍
に
は
大

き
な
関
係
が
あ
る
そ
う
だ
。
つ
ま

り
、
体
の
大
き
な
動
物
ほ
ど
時
間

は
ゆ
っ
く
り
と
経
過
し
、
体
の
小

さ
い
動
物
ほ
ど
時
間
は
早
く
経
過

す
る
。
同
じ
1
分
で
も
、
生
物
に

よ
っ
て
流
れ
る
時
間
が
異
な
る
と

い
う
わ
け
だ
。

　　
ゾ
ウ
に
は
ゾ
ウ
の
時
間
、
ネ
コ

に
は
ネ
コ
の
時
間
、
そ
し
て
、
ネ

ズ
ミ
に
は
ネ
ズ
ミ
の
時
間
と
、
そ

れ
ぞ
れ
体
の
サ
イ
ズ
に
応
じ
て
、

違
う
時
間
の
単
位
が
あ
る
こ
と

を
、
生
物
学
は
教
え
て
く
れ
た
。

生
物
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
時
間

を
、
時
計
の
時
間
と
区
別
し
て
、

体
感
す
る
時
間
と
考
え
る
。
体
が

16
倍
大
き
く
な
る
と
二
倍
ゆ
っ
く

り
と
時
間
が
経
過
す
る
。

　
こ
の
考
え
を
是
と
す
る
な
ら
、

同
じ
1
分
と
い
う
時
間
で
も
、
ゾ

ウ
は
と
て
も
短
く
感
じ
る
が
、
ネ

ズ
ミ
は
と
て
も
長
く
感
じ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
大
人
と
子
供
の

体
感
す
る
時
間
と
時
計
の
時
間
の

差
と
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
り
そ

う
で
あ
る
。
平
均
す
る
と
大
人
と

子
供
の
脈
拍
の
差
が
一
分
間
に
10

以
上
あ
る
。
子
供
は
脈
拍
が
早
い

の
で
、
過
ぎ
る
時
間
が
長
く
感
じ

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
ハ
ツ
カ
ネ
ズ
ミ
の
寿

命
は
2
〜
3
年
、
象
は
70
年
以
上

生
き
る
が
鼓
動
は
20
億
回
と
同
じ

で
あ
る
そ
う
だ
。
通
常
、
生
物
の

体
の
大
き
さ
に
寿
命
が
比
例
し
て

い
る
の
だ
が
、
例
外
は
あ
る
。
人

だ
。
医
療
の
進
歩
で
人
の
寿
命
は

30
歳
ほ
ど
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
今

で
は
80
ほ
ど
に
な
り
、
百
年
に
な

る
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
非
常
に

興
味
深
い
個
体
で
あ
る
こ
と
は
確

か
だ
。

　
苦
し
い
こ
と
を
し
て
い
る
時
は

時
間
が
長
く
感
じ
る
も
の
だ
と
言

わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
苦
し
い
こ

と
を
し
て
い
る
と
拍
動
が
速
く
な

る
の
で
、
そ
れ
に
伴
っ
て
体
感
す

る
時
間
が
遅
く
経
過
し
て
い
る
か

ら
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
体
感
す

る
時
間
が
早
く
経
過
し
、
時
計
の

時
間
は
遅
く
経
過
し
て
い
る
と
感

じ
る
わ
け
だ
。

　
御
神
木
と
し
て
祀
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
常
緑
の
大
木
な
ど
は

1000

年
を
超
え
た
個
体
は
数
多

く
発
見
さ
れ
て
い
る
。
動
物
で
例

え
る
な
ら
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
大
切

に
使
い
、
大
き
な
個
体
で
あ
る
ゾ

ウ
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
比
べ
、
広
葉
樹
の
桜
な
ど
は
数

百
年
で
あ
る
。
毎
年
花
を
咲
か
せ
、

葉
を
落
と
し
た
り
と
忙
し
い
。
植

物
の
脈
拍
を
測
っ
た
こ
と
は
な
い

が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
た
く
さ
ん
使

い
、
忙
し
い
ハ
ツ
カ
ネ
ズ
ミ
と
似

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
算
数
が
得
意
で
な
い
の
で
計
算

す
る
気
に
も
な
ら
な
い
の
だ
が
、

人
に
と
っ
て
の
1
分
と
身
近
な
木

の
感
じ
る
1
分
位
は
大
き
な
隔
た

り
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な

い
。
僕
の
曾
祖
父
も
見
て
い
た
で

あ
ろ
う
庭
の
寒
椿
は
私
た
ち
家
族

の
こ
と
を
ど
う
感
じ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。

　
1
分
の
感
じ
方
に
大
き
な
隔
た

り
が
植
物
と
人
の
間
で
は
大
き

い
。
大
人
と
子
供
の
時
間
感
覚
の

比
で
は
な
い
。
少
し
で
も
ゆ
っ
た

り
と
し
た
気
持
ち
で
、
少
し
で
も

長
く
植
物
と
居
る
こ
と
が
、
植
物

に
寄
り
添
う
事
に
な
る
の
だ
ろ

う
。

　
狩
猟
を
し
て
い
た
時
代
は
木
化

け
や
、
石
化
け
を
し
て
獣
や
魚
に

人
の
気
配
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
、

木
や
石
に
化
け
て
い
た
。
お
そ
ら

く
木
や
石
に
呼
吸
を
合
わ
せ
る
こ

と
な
の
だ
ろ
う
。
狩
猟
は
し
な
い

が
な
ん
と
な
く
大
き
な
木
や
石
の

上
で
感
じ
た
あ
の
感
覚
に
近
い
も

の
だ
ろ
う
か
。
見
て
感
じ
る
だ
け

よ
り
か
は
は
る
か
に
本
質
的
な
何

か
を
感
じ
た
。

　
人
が
植
物
と
共
に
あ
る
事
は
考

え
る
以
上
に
難
し
い
こ
と
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
人
は
一
緒
に
い
た

気
に
な
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
か

も
し
れ
な
い
。
時
間
に
追
わ
れ
て

生
け
る
お
花
は
植
物
の
気
持
ち
を

置
い
て
け
ぼ
り
に
し
て
い
る
も
の

に
な
る
だ
ろ
う
。

私
と
レ
モ
ン
と
お
花
は
一
緒
の
時

間
を
よ
く
過
ご
す
が
、
同
じ
時
間

だ
け
い
て
も
同
じ
だ
け
の
時
間
は

感
じ
て
い
な
い
ら
し
い
。
そ
れ
ぞ

れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
の
中
に
在

る
。
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花
伝
書
を
見
る

立
花　

桜
の
一
色

（
初
版
で
は
冨
春
軒
）

桜　

苔
木　

万
年
青　

羊
歯

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

立
花
時
勢
粧
「
桜
の
一
色
」　

　
　

　

ま
る
で
１
本
の
桜
の
大
樹
で
あ
る
。
桜

花
の
間
に
若
葉
が
覗
い
て
い
る
。
山
桜
で

あ
る
。

　

桜
は
諸
花
の
頭
で
あ
り
、
桜
を
尊
美
す

心
を
も
っ
て
立
て
る
た
め
に
は
、
花
の
咲

く
こ
と
の
な
い
草
木
を
あ
し
ら
い
だ
け
に

用
い
る
よ
う
に
し
、
あ
く
ま
で
も
桜
が
主

役
と
な
る
よ
う
な
配
慮
を
も
と
め
て
い

る
。

　

桜
に
は
晒
木
は
使
わ
ず
苔
木
を
添
え
て

い
る
こ
と
も
自
然
を
手
本
に
し
た
表
れ
で

あ
る
。
自
然
の
美
し
さ
を
敬
う
心
を
強
く

感
じ
る
。

　

桜
一
色
は
３
図
あ
り
、
こ
の
絵
が
最
初

に
登
場
す
る
。
初
版
で
は
作
者
は
「
冨
春

軒
」
で
題
は
「
桜
一
色
真
」
と
な
っ
て
い

る
。
後
刷
本
で
は
作
者
名
と
「
真
」
が
削

ら
れ
て
い
る
。

　

立
花
時
勢
粧
３
３
３
年
「
花
の
芸
術
」

展
で
は
桜
一
色
に
挑
む
予
定
だ
。
す
で
に

本
桜
と
い
う
品
種
の
大
枝
を
切
っ
て
開
花

調
整
し
て
く
れ
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
初

め
て
の
桜
一
色
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

仙
溪
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
705
号　

2022
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

ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス

　
　
　

∧
12
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
（
金
鳳
花
科
）

　
　
　
　

ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ
ア
（
百
合
科
）

　
　
　
　

蕗ふ
き

の
葉
（
菊
科
）

　

花
器　

金
属
装
飾
陶
水
盤
（
モ
ロ
ッ
コ
製
）

　

黄
色
の
色
鮮
や
か
な
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
。
大
輪
で

茎
も
し
っ
か
り
し
て
長
く
咲
き
続
け
る
花
に
な
っ
た

の
は
い
つ
頃
か
ら
だ
ろ
う
。
昔
は
ひ
弱
で
足
元
に
添

え
る
だ
け
の
花
だ
っ
た
の
に
。
今
は
春
の
花
と
し
て

一
番
人
気
か
も
し
れ
な
い
。

　

家
の
近
く
に
あ
る
花
屋
さ
ん
に
入
る
と
、
正
面
の

一
番
目
立
つ
処
に
春
は
色
ん
な
彩
り
の
ス
イ
ト
ピ
ー

が
売
ら
れ
て
い
る
。
夏
か
ら
冬
の
間
は
殆
ど
ト
ル
コ

キ
キ
ョ
ウ
で
時
々
ヒ
マ
ワ
リ
、
リ
ン
ド
ウ
が
置
か
れ

る
事
が
あ
る
。

　

同
じ
花
が
色
違
い
で
7
〜
8
種
類
並
べ
ら
れ
る
の

だ
か
ら
素
敵
で
う
っ
と
り
し
て
い
つ
も
数
種
類
同
じ

花
を
買
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
場
所
に
並
べ
ら
れ
る
花

は
一
番
良
く
売
れ
る
は
ず
。
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
は
ま

だ
そ
こ
に
置
か
れ
た
事
は
な
い
が
、
沢
山
の
種
類
が

揃
え
ば
飾
っ
て
ほ
し
い
。

　

高
価
な
花
だ
が
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
長
く
日
持
ち

す
る
。
も
う
暫
く
す
る
と
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
・
シ
ャ

ル
ロ
ッ
ト
と
い
う

品
種
が
出
て
く
る
。

ア
ネ
モ
ネ
の
よ
う

な
咲
き
方
で
エ
キ

ゾ
チ
ッ
ク
な
花
。

　

食
卓
に
一
輪
だ

け
飾
り
た
い
。
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花
の
芸
術

ART O
F FLO

W
ER

立
花
時
勢
粧
３
３
３
年

３
月
２
日
〜
７
日

大
丸
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
〈
京
都
〉

桜 一 色 立 花 　 桑 原 仙 溪 （ 十 三 世 家 元 ）

　花材／本
ほんざくら

桜（薔
ば ら

薇科）　卜
ぼくはんつばき

伴椿（椿科）
　花器／白釉彩泥花器  市川廣三

冨春軒桑原仙溪が著した花伝書「立花時勢粧」。その中に「木の天然自然に従ってその生まれ持った生きる働きを導く」
ことが挿花の極意ととれる箇所がある。そんな気持ちでこの桜の老木を立てた。皆さんが毎日水を入れ替えてくれた
お陰で、居心地良さそうに花を咲かせ葉を広げ続けて見事な景色を見せてくれた。幅４ｍ弱の花をやすやすと支える
器も凄かった。この器なくしてこの花は成し得ない。手に入れておいてくれた天国の両親に感謝している。　　仙溪

23
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桜 の 四 方 正 面 　 桑 原 櫻 子 （ 副 家 元 ）

　花材／陽
ようこうざくら

光桜（薔
ば ら

薇科）　河
かわづざくら

津桜（薔薇科）　雪柳（薔薇科）　板
いたやめいげつ

屋名月（楓
かえで

科）　レリア（蘭科）
　花器／陶花器  清水六兵衛

家にある中ではかなり大きい花器だと思うが、今回はとても小さく見えた。清水六兵衛氏の器にいけた四方正面の花。
陽光桜は天

あま

城
ぎ

吉
よし

野
の

と寒
かん

緋
ひ

桜
さくら

の交配種で、大きく成長すると見応えがある。今回いけたのは 3 メートルほどの大枝だっ
たが、家元は簡単に留めてくれた。四方へ伸びた桜の枝に板谷名月や雪柳、レリア ( 蘭 ) が鮮やかに響き合う。太陽
の光を象徴する陽光桜。平和の象徴として作られた桜をいけられた事が素晴らしい。

45
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松 一 色 砂 の 物 　 桑 原 健 一 郎 （ 次 期 家 元 ）

　花材／松（松科）　松苔木　晒木
　花器／銅砂鉢　

庭で育てられているような松でなく、自然に生えている松を特別に頼んだ。立花の型を気にせず、自然にその枝が
生き生きとした表情を見せる場に配したら見事な立花になった。初めての経験である。花を生けるとはこういうこ
とかと思った瞬間でもあった。それぞれが味わい深く美しい。崖、深山など様々な場所で見る松の景色を想像させる。
松は来場者をどう見ていただろうか。
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横 田 慶 重 （ 華 老 ）
唐
からもも

桃　薔
ば ら

薇　　器／陶水盤  宮川香雲

米 山 慶 嘉 （ 家 元 補 佐 ）
　枝

しだれもも
垂桃　椿　　器／陶花器  近藤豊

北 川 慶 法（ 家 元 補 佐 ）　 山 本 慶 智（ 家 元 補 佐 ）

河
かわづざくら

津桜　牡丹　ミリオクラダス　　器／陶花器  竹内眞三郎

二 井 慶 博 （ 家 元 補 佐 ）
松　柘

つ げ
植　伊吹　躑

つ つ じ
躅　杜

かきつばた
若　柾

ま さ き
木　枇

び わ
杷　　器／銅立花瓶

桑 原 慶 華
アロエ　デンドロビウム

器／ガラス花器  エングマン（スウェーデン）

武 田 慶 園 （ 華 老 ）　 三 木 慶 善 （ 家 元 補 佐 ）

木
ぼ け

瓜　　器／陶花器  近藤豊

川 瀬 慶 裕 （ 家 元 補 佐 ）

蛇の目松　洋菊数種
器／染付鉢  中島豊人  中島恭子

「
花
の
芸
術
」

　

立
花
時
勢
粧
３
３
３
年

　

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
展

　
3
月
2
日
㈬
〜
7
日
㈪

　
大
丸
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
〈
京
都
〉

　
出
品
者　
１
２
５
人

　
出
品
数　
96

　
　
大
作
席　
3

　
　
特
別
席　
15

　
　
中
作
席　
39

　
　
小
作
席　
39

花
の
芸
術

特
別
席
の
15
作
を
掲
載
し
ま
す
。（
会
期
順
）
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長 尾 慶 淑 （ 家 元 補 佐 ）

雪柳　胡
こちょうらん

蝶蘭　アルストロメリア
器／彩泥陶花器  宮下善爾朝 倉 慶 佐 （ 家 元 補 佐 ）　 田 代 慶 澄 （ 総 目 代 ）

白梅　松　椿　こて檜
ひ ば

葉　柊
ひいらぎなんてん

南天　水仙　　器／銅立花瓶

桑 原 慶 寅
苔木　エピデンドラム　ミリオクラダス

器／陶花器  竹内眞三郎

小 菅 慶 節 （ 家 元 補 佐 ）

板
いたやめいげつ

屋名月　石
し ゃ く な げ

楠花　　器／茣
ご ざ め

蓙目小判型花籃
かご

和 田 慶 千 （ 華 老 ）

シンピジウム　カトレア　パフィオペディルム
オンシジウム　アンスリウム・ジャングルブッシュ

ネオレゲリア　麋
び か く し だ

角羊歯の枯葉　　器／陶花器  森野泰明

阪 本 慶 純 （ 家 元 補 佐 ）

白梅　月
がっこうつばき

光椿　　器／松樹天目大鉢  木村盛康

林 慶 妙 （ 家 元 補 佐 ）

木
ぼ け

瓜２種　薔
ば ら

薇　　器／青磁壺  米沢蘇峰桑 原 菜 月
連
れんぎょう

翹　雪柳　ラナンキュラス　　器／鉄足ガラス花器
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花の芸術　出品者名簿

通期
桑原　仙溪 家元

桑原　櫻子 副家元

桑原　健一郎 次期家元

1期
桑原　慶華
横田　慶重 華老

米山　慶嘉 家元補佐

北川　慶法 家元補佐
山本　慶智 家元補佐

二井　慶博 家元補佐

関和　慶弘 家元補佐

杉浦　慶弥 家元補佐
小池　花風 会頭
大塚　輝峰 入門

矢野　慶良 総目代

北村　慶美 総目代

藤田　慶綾 総目代
井尻　慶聡 総華監

安達　慶令 総目代

相内　慶啓 目代
釡井　慶経 華監

中山　慶元 目代
小橋　慶智 総華監
和田　慶年 師範

大野　慶友 総華監

佐藤　慶友 総華監

安藤　慶津 華監

植野　慶栄 華監

永田　慶悦 華監

千田　慶真 師範

谷口　慶喜 師範

浅井　慶知 師範
比嘉　慶志 師範

小倉　慶麗 師範

石黒　慶知 師範

外川　慶美 師範

國府谷　慶知 師範

岡田　慶延 師範

酒井　慶康 師範

空華　慶千 師範

田邊　慶花 師範

織田　慶純 師範

小島　溪月 初伝

2期
桑原　慶寅
武田　慶園 華老
三木　慶善 家元補佐

川瀬　慶裕 家元補佐

長尾　慶淑 家元補佐

小泉　慶哉 目代

朝倉　慶佐 家元補佐
田村　慶澄 総目代

後藤　慶節 総目代
藤本　慶隆 総目代

森本　慶明 総目代

今村　慶悟 総目代
今村　慶明 師範

滝本　慶由 総目代

赤木　慶希 総目代

白崎　慶穂 目代

河野　慶美 目代

奥井　慶和 総華監

松本　慶季 総華監

鹿野　慶正 総華監

佐藤　慶由 総華監
佐藤　慶美 華監

秋山　慶淑 華監
手塚　慶美 師範

内田　慶雅 華監

井上　慶則 華監

髙楠　慶幸 華監
山本　慶紀 師範
宮島　慶啓 師範

大丹生　慶愛 華監

上野　慶里 華監
高玉　碧晶  準教授

竹中　慶恒 華監

今井　慶紀 師範

葉柳　慶智 師範

久保　慶彩 師範

石野　慶裕 師範
上妻　慶雅 師範

山田　光楓 入門

クリス　星樹 初伝

早川　久仁子
平井　さゆり
鳴木　今日子

3期
桑原　菜月
和田　慶千 華老

小菅　慶節 家元補佐

阪本　慶純 家元補佐

林　慶妙 家元補佐

新井　慶珠 総目代

中村　慶典 総目代

足立　慶英 総目代

中西　慶由 目代

井内　慶君 総華監

大江　慶昌 華監
大江　星照 奥伝
大江　翠晶 初伝

古賀　慶和 華監

高橋　慶嘉 華監
稗田　慶智 華監
森　慶汐 師範

服部　慶晴 華監
伊藤　慶和 師範
中居　慶花 師範

東中川　慶智 華監
中岡　慶起 師範
掛水　慶恵 師範

鈴木　慶由 華監

村松　慶真 華監
須崎　慶詠 師範

下村　慶哲 師範

中野　慶里 師範

金子　慶和 師範

権　慶英 師範

木戸　慶由 師範

石原　慶真 師範

上野　慶理 師範

竹内　慶由 師範

小田部　慶綾 師範

奥田　彩波 準教授

岡田　清峰 会頭

大内　竹翠 中伝

水島　輝月 入門

竹林　青波 入門

花の芸術
・出品作写真
・花材名
・解説パネル
をご覧いただけます

　　↓

「
花
の
芸
術
」

　

立
花
時
勢
粧
３
３
３
年

　

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
展

　

コ
ロ
ナ
禍
で
の
流
展
で
し
た
が
、
風
通
し
の
良
い
設
え
で

ゆ
っ
た
り
し
た
展
示
に
し
た
た
め
、
過
去
に
経
験
し
た
こ
と
が

な
い
よ
う
な
花
展
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
花
を
観
賞
す
る
」
で
は
な
く
「
花
と
時
を
過
ご
す
」
よ
う

な
新
鮮
な
感
覚
を
持
た
れ
た
方
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

全
て
の
い
け
ば
な
を
横
や
後
ろ
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
、

向
こ
う
に
い
け
ら
れ
た
花
と
の
重
な
り
も
心
和
む
景
色
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　

会
場
入
口
で
は
次
期
家
元
の
力
強
い
松
一
色
砂
の
物
が
迎
え

花
と
な
り
、
会
場
内
で
は
私
と
副
家
元
の
桜
の
大
作
が
31
席
の

い
け
ば
な
を
見
守
り
ま
す
。

　

そ
の
31
席
は
各
期
総
替
え
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
の
景

色
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。

　

私
達
の
３
作
は
６
日
間
毎
日
水
を
入
れ
替
え
て
展
示
。
副
家

元
の
桜
は
次
第
に
花
色
を
濃
く
し
、
私
の
桜
は
会
場
で
花
が
咲

き
、
葉
が
居
心
地
よ
さ
そ
う
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

ご
来
場
下
さ
っ
た
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

開
催
が
危
ぶ
ま
れ
る
中
、
素
晴
ら
し
い
花
材
が
集
ま
っ
た
こ

と
に
心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
の
規
制
で
来
ら
れ
無
か
っ
た
皆
様
と
も
、
ウ
ェ
ブ
上

で
花
展
の
様
子
を
共
有
で
き
ま
し
た
。
全
出
品
作
の
写
真
と
花

の
名
前
、
器
の
作
者
名
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
立
花
時
勢
粧

の
こ
と
を
知
っ
て
頂
き
た
い
思
い
で
作
っ
た
解
説
パ
ネ
ル
も
公

開
し
て
い
ま
す
の
で
、
い
つ
で
も
覗
い
て
み
て
下
さ
い
。

　　

皆
で
花
を
い
け
る
こ
と
が
何
か
世
の
中
の
た
め
に
な
る
こ
と

を
願
い
、
入
場
料
全
額
を
京
都
市
に
寄
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
他
流
の
先
生
方
に
も
入
場
券
を
買
っ
て
ご
覧
い
た
だ
く

こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
快
く
お
越
し
下
さ
り
、
ま
た

共
感
の
お
言
葉
も
多
く
頂
戴
し
ま
し
た
。
い
け
ば
な
文
化
が
社

会
を
育
む
方
法
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
花
展
も
あ
っ
て
良
い
と

思
い
ま
す
。

　

い
け
ば
な
は
花
と
協
力
す
る
こ
と
で
生
き
生
き
と
し
た
美
を

つ
く
り
だ
す
芸
術
な
の
だ
と
、
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。

12



15 14

花
伝
書
を
見
る

立
花　

藤
除
真

「
藤
の
心し

ん

」
一
歩
子
（
冨
春
軒
：
初
版
）

藤　

松　

樫　

躑
躅　

柘
植

小
菊　

鳶
尾　

若
葉

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

立
花
時
勢
粧
「
藤
の
真
」

　　
　

　

Ｓ
時
に
上
へ
伸
び
る
藤
蔓

を
真
に
し
た
立
花
。「
秘
曲
の

図
」
の
一
つ
で
、
元
は
冨
春

軒
の
作
で
あ
る
。
若
々
し
い

蔓
の
姿
に
藤
の
命
を
感
じ
る
。

２
色
の
躑つ

つ
じ躅

で
明
る
く
彩
り

を
増
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  
仙
溪

『
い
け
ば
な
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
』

　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
い
け
ば
な
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
。
不
思
議
な

文
化
で
あ
る
。
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
切
り
花

を
水
の
張
っ
た
器
に
人
が
入
れ
る
こ
と
を
い

う
。
何
が
人
を
夢
中
に
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
家
に
生
ま
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
自

分
が
し
た
い
い
け
ば
な
と
、
流
祖
の
意
見
が

合
致
し
て
い
る
。
こ
の
家
で
な
け
れ
ば
、
成

人
に
な
っ
て
か
ら
も
生
け
花
を
し
て
い
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
人
に
伝
え
る
な
ら
な
お
さ

ら
で
あ
る
。
個
人
的
に
は
流
祖
の
意
見
を
知

る
よ
り
前
か
ら
こ
の
気
持
ち
は
芽
生
え
て
い

た
の
で
た
ま
た
ま
一
緒
だ
っ
た
と
思
っ
て
い

る
が
、
師
の
影
響
は
多
大
で
あ
る
。
家
の
影

響
だ
ろ
う
。
自
分
の
信
条
を
曲
げ
る
つ
も
り

は
な
い
。
そ
の
時
に
思
っ
た
正
解
を
間
違
い

だ
と
気
が
つ
く
ま
で
、
貫
く
つ
も
り
で
あ

る
。
間
違
い
に
気
が
つ
い
た
ら
修
正
す
れ
ば

い
い
。

　
い
け
ば
な
に
つ
い
て
調
べ
た
け
れ
ば
、
起

こ
り
に
つ
い
て
調
べ
れ
ば
よ
い
。
今
の
い
け

ば
な
と
同
じ
と
は
言
わ
な
い
が
通
じ
る
と
こ

ろ
は
あ
る
だ
ろ
う
。
い
け
ば
な
は
、
仏
教
か

ら
起
こ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
発

祥
の
イ
ン
ド
、
中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
の
ア

ジ
ア
の
国
で
あ
っ
て
も
、
い
け
ば
な
に
相
当

す
る
文
化
は
見
当
た
ら
な
い
。
仏
教
の
起

こ
っ
た
イ
ン
ド
で
は
植
物
は
心
を
持
た
な
い

も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
中
国
の
仏
教
で
芽
生

え
、
日
本
で
特
に
流
行
し
た
「
草
木
国
土
悉

皆
成
仏
」（
そ
う
も
く
こ
く
ど
し
っ
か
い
じ
ょ

う
ぶ
つ
）
と
い
う
草
木
や
国
土
で
さ
え
皆
ん

な
こ
と
ご
と
く
仏
性
が
あ
る
の
で
成
仏
し

ま
す
と
い
う
教
え
が
広
ま
っ
た
。
い
け
ば
な

は
花
を
即
身
成
仏
さ
せ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
土
壌
が
他
の
仏
教
が
布
教
さ
れ
た

国
で
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
、
い
け
ば
な
が
日

本
で
始
ま
っ
た
理
由
の
一
つ
で
は
な
い
の
か

と
考
え
て
い
る
。
学
者
で
は
な
い
の
で
正
確

な
こ
と
は
言
え
な
い
が
自
分
な
り
に
調
べ
て

考
え
る
こ
と
は
楽
し
い
。

　
私
は
仏
教
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
に
対
し

て
異
論
は
な
い
が
、
仏
教
を
迎
え
入
れ
る
ま

で
の
日
本
の
素
地
に
興
味
が
あ
る
。
今
日
は

二
つ
の
慣
習
に
つ
い
て
触
れ
て
み
る
。
水
口

祭
（
み
な
く
ち
ま
つ
り
）
と
鳥
総
立
て
（
と

ぶ
さ
た
て
）
だ
。

　
水
口
祭
は
稲
作
儀
礼
の
一
つ
だ
。
苗
代
に

籾も
み

を
播
く
日
に
水
口
に
土
を
盛
り
、
季
節
の

花
や
小
枝
を
挿
し
、
御
神
酒
や
焼
米
な
ど
を

供
え
、
山
の
神
（
田
の
神
と
同
一
視
さ
れ
て

い
る
説
も
あ
る
）
に
豊
作
を
祈
る
祭
り
だ
。

季
節
の
草
花
で
あ
る
山
吹
や
、
ツ
ツ
ジ
な
ど

の
枝
を
畦あ

ぜ

に
挿
す
と
い
う
儀
礼
が
残
っ
て
い

る
。

　
田
の
神
に
花
を
立
て
て
い
た
と
も
言
え
る

だ
ろ
う
。依よ

り

代し
ろ

と
し
て
の
一
枝
で
あ
る
。人
々

は
縄
文
時
代
に
稲
作
が
始
ま
っ
て
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
豊
作
を
祈
り
続
け
た
。
銅
鐸
、

稲
作
が
始
ま
り
、
ど
れ
く
ら
い
経
っ
て
か
ら

の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
け
ば
な
が
生
ま

れ
た
土
壌
と
し
て
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　
農
業
を
覚
え
る
以
前
の
そ
の
日
暮
ら
し
の

生
活
か
ら
、
稲
作
を
覚
え
多
す
ぎ
る
恵
み
に

戸
惑
い
を
覚
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
森
林
や
原

野
を
開
墾
す
る
こ
と
は
、
野
生
の
木
，
そ
し

て
そ
こ
に
宿
る
神
々
や
精
霊
は
，
人
間
に
対

し
て
敵
意
を
も
つ
恐
ろ
し
い
存
在
と
考
え
ら

れ
て
い
た
ら
し
い
。

　
鳥と

ぶ
さ総

立
て
は
万
葉
集
で
詩
に
も
読
ま
れ
た

神
事
で
、
文
字
で
残
る
最
も
古
い
風
習
ら
し

い
。
こ
れ
は
長
い
時
間
を
か
け
大
切
に
育
ま

れ
た
木
を
、
造
営
に
使
用
さ
せ
て
頂
く
こ
と

に
感
謝
す
る
も
の
で
、
切
株
に
梢こ

ず
え

を
挿
し
て

そ
の
再
生
を
願
う
風
習
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
今

も
行
わ
れ
て
い
る
。
砂
の
物
の
正
真
の
切
り

株
の
後
ろ
か
ら
の
ぞ
く
松
に
そ
っ
く
り
だ
。

鳥
総
立
て
も
い
け
ば
な
に
影
響
を
も
た
ら
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。

　
林
業
も
効
率
が
よ
く
な
る
に
つ
れ
伐
採
す

る
量
が
増
え
た
。
多
す
ぎ
る
恵
み
は
戸
惑
い

を
覚
え
さ
せ
、
人
に
神
事
を
創
ら
せ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　　
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と
は
命
を
い
た
だ
き
、

生
き
て
い
く
事
、
つ
ま
り
身
体
を
作
る
こ
と

で
あ
る
。

　
花
を
生
け
る
こ
と
は
命
を
い
た
だ
き
、
生

き
て
い
く
事
、
つ
ま
り
精
神
を
創
る
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。美
し
い
と
感
じ
る
の
は
人
の
心
。

各
個
人
が
花
を
美
し
く
し
て
い
る
の
だ
。

　
人
の
数
だ
け
美
は
あ
る
が
、
共
通
点
は
多

く
、美
し
い
と
さ
れ
る
も
の
に
傾
向
は
あ
る
。

そ
れ
が
型
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
だ
が

そ
れ
は
一
見
、
本
質
に
見
え
る
が
全
く
本
質

で
は
な
い
。
本
質
を
伝
え
る
際
に
型
に
変
換

し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

一
本
の
松
を
ど
う
型
に
当
て
は
め
る
か
考
え

る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
そ
の
一
本
の
松

を
ど
う
生
か
す
か
で
あ
る
。

　
生
物
（
な
ま
も
の
）
は
美
味
し
い
。
魚
や

野
菜
の
生
は
格
別
に
贅
沢
で
味
わ
い
深
く
、

瑞
々
し
い
。

　
生
物
（
な
ま
も
の
）
と
は
、
生
（
せ
い
）

の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
い
け
ば
な
は
他
の
芸

術
と
は
性
質
が
異
な
る
だ
ろ
う
。
ド
ラ
イ
に

さ
れ
た
魚
や
ト
マ
ト
は
味
が
濃
縮
さ
れ
て
は

い
る
が
、
生
と
は
別
物
で
あ
る
。
私
個
人
と

し
て
は
干
物
も
好
き
だ
が
、
や
は
り
生
の
も

の
は
気
持
ち
が
い
い
。

　
自
然
の
も
の
は
、
何
も
し
な
い
ま
ま
が
美

し
い
の
か
？
そ
れ
な
ら
ば
わ
ざ
わ
ざ
切
り
取

ら
な
く
て
も
よ
い
。
花
を
切
っ
た
瞬
間
に
生

の
輝
き
を
植
物
は
み
せ
る
。
鉢
か
ら
植
物
を

切
っ
た
時
や
、
大
き
な
木
か
ら
切
っ
た
時
に

感
じ
る
。
そ
の
他
大
勢
か
ら
、
そ
の
一
本
に

焦
点
が
合
う
か
ら
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
そ
れ
が

何
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

　
お
花
を
側
に
置
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が

人
に
お
花
を
生
け
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ト

マ
ト
を
丸
か
じ
り
す
る
と
美
味
し
い
が
、
輪

切
り
に
し
、
綺
麗
な
お
皿
に
の
せ
、
オ
リ
ー

ブ
オ
イ
ル
と
塩
胡
椒
、
モ
ッ
ツ
ァ
レ
ラ
チ
ー

ズ
を
添
え
て
食
べ
る
と
違
っ
た
美
味
し
さ
を

味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
人
の
手
が
加
わ
る

と
い
う
こ
と
だ
。

　
生
け
た
お
花
を
見
て
思
う
。
自
分
は
嬉
し

い
が
、
花
は
嬉
し
い
の
か
。
み
ら
れ
る
こ
と

に
喜
び
を
感
じ
て
欲
し
い
。
花
か
ら
直
接
返

事
を
い
た
だ
い
た
こ
と
は
な
い
が
、
気
持
ち

よ
さ
そ
う
に
し
て
い
る
の
を
見
て
い
る
と
喜

ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
生
き
生
き
と
し
て
い
る
も
の
は
美
し
い
。

　
美
し
く
見
え
る
も
の
は
洗
練
さ
れ
て
い

る
。シ
ン
プ
ル
で
あ
る
こ
と
と
は
少
し
違
う
。

数
が
多
く
て
も
洗
練
さ
れ
て
い
る
と
綺
麗
に

見
え
る
。
一
本
も
、
一
つ
の
葉
も
無
駄
な
物

が
な
い
事
を
い
う
。

　
そ
も
そ
も
植
物
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
る

一
つ
の
要
因
に
植
物
の
洗
練
さ
れ
た
姿
形
が

あ
げ
ら
れ
る
。

　
お
花
に
無
駄
な
部
分
は
な
い
。
問
題
は
い

つ
だ
っ
て
生
け
手
に
あ
る
の
だ
。

　
美
し
い
い
け
ば
な
は
、花
と
一
体
に
な
り
、

そ
の
も
の
の
魅
力
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
事

を
い
う
。
大
切
な
の
は
、
そ
の
花
、
そ
し
て

花
を
慈
し
み
、
対
等
に
在
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
技
術
自
体
は
大
し
た
こ
と
は
な
い
。

姿
勢
と
そ
の
人
の
在
り
方
が
、
そ
の
ま
ま
い

け
ば
な
と
し
て
表
れ
る
。

　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
働
い
て
い
て
よ
く
感

じ
る
が
、
対
等
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
思
い

の
ほ
か
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
認
知
症
の
利

用
者
さ
ん
も
1
人
の
人
間
な
の
で
す
よ
、
敬

い
ま
し
ょ
う
と
上
司
が
人
に
言
っ
て
い
た

が
、
1
人
の
人
間
と
し
て
敬
お
う
と
し
て
い

る
時
点
で
、
全
く
そ
う
考
え
て
い
な
い
の
は

明
々
白
々
で
あ
る
。
職
員
に
対
し
て
と
、
利

用
者
に
対
し
て
対
等
な
関
係
を
築
い
て
い
る

よ
う
に
見
え
た
人
を
ま
だ
1
人
し
か
見
た
こ

と
が
な
い
。皆
ん
な
真
面
目
に
働
い
て
い
る
。

誰
も
利
用
者
さ
ん
の
事
を
下
に
見
て
い
る
つ

も
り
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
態
度
と
し
て
、
言

葉
の
端
々
に
表
れ
て
い
る
。

　
花
と
人
が
同
じ
目
線
に
立
つ
こ
と
は
想
像

以
上
に
難
し
い
こ
と
だ
。花
の
取
り
合
わ
せ
、

植
物
と
の
接
し
方
、
枝
捌
き
、
水
替
え
、
言

葉
の
端
々
に
表
れ
る
。

　
生
き
物
の
命
（
人
の
時
間
を
含
む
）
を
扱

う
者
と
し
て
肝
に
銘
じ
て
お
く
こ
と
と
す

る
。

　
お
花
を
生
け
る
と
き
は
個
性
の
尊
重
を
何

よ
り
大
事
に
し
て
い
る
。
最
も
気
を
使
う
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個

性
を
善
い
形
で
発
揮
で
き
る
よ
う
に
。

　
生
き
る
こ
と
は
誰
に
で
も
で
き
る
。
善
く

生
き
る
こ
と
が
大
切
だ
。
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は

言
っ
た
。
お
花
を
花
瓶
の
中
に
生
け
る
こ
と

は
誰
で
も
で
き
る
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
働

く
こ
と
は
誰
で
も
で
き
る
。
生
き
生
き
と
し

た
個
性
を
引
き
出
す
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ

る
。
今
僕
は
花
に
夢
中
だ
。

14
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2

白
い
花
菖
蒲

∧
表
紙
の
花
∨

仙
溪

花
材

花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲
（
菖あ

や
め蒲

科
）

花は
な
み
ず
き

水
木
（
水
木
科
）

花
器

陶
花
器
（
清
水
卯
一
作
）

紫
色
の
印
象
が
強
い
か
ら
だ
ろ
う

か
、
白
い
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
に
は
特
別

感
が
あ
る
。

ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
は
野
生
の
ノ
ハ
ナ

シ
ョ
ウ
ブ
の
園
芸
種
だ
が
、
ノ
ハ
ナ

シ
ョ
ウ
ブ
は
赤
紫
か
ら
青
紫
が
多

く
、白
花
は
極
め
て
珍
し
い
そ
う
だ
。

森
の
中
で
水
辺
に
白
い
花
が
咲
い
て

い
た
ら
、
さ
ぞ
神
秘
的
な
光
景
だ
ろ

う
。
い
つ
か
出
逢
っ
て
み
た
い
。

ハ
ナ
ミ
ズ
キ
は
北
ア
メ
リ
カ
原
産

で
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
花
木
だ
。

明
治
時
代
に
日
本
か
ら
ソ
メ
イ
ヨ
シ

ノ
が
送
ら
れ
、
そ
の
返
礼
に
日
本
へ

や
っ
て
き
た
。
近
年
街
中
に
多
く
植

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
桜
の
散
っ

た
後
も
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。

好
み
の
壺
で
、
花
の
出
逢
い
を
楽

し
ん
だ
。

ブ
ラ
サ
ダ
と
い
う
蘭

∧
2
頁
の
花
∨

櫻
子

花
材

ク
ロ
ト
ン
２
種
（
燈
台
草

科
）

ブ
ラ
サ
ダ
・
オ
レ
ン
ジ
・

デ
ラ
イ
ト
（
蘭
科
）

花
器

金
属
装
飾
陶
皿
（
モ
ロ
ッ

コ
）

長
く
て
尖と

が

っ
た
花
が
珍
し
い
蘭
の

「
オ
レ
ン
ジ
・
デ
ラ
イ
ト
」
見
惚
れ

て
暫

し
ば
ら

く
は
食
卓
に
飾
っ
た
後
、
ク
ロ

ト
ン
と
一
緒
に
い
け
て
み
た
。

ク
ロ
ト
ン
も
カ
ラ
フ
ル
で
き
れ
い

な
も
の
が
多
く
、
細
葉
や
赤
い
葉
脈

が
く
っ
き
り
と
目
立
ち
、
リ
ュ
ウ
ノ

ヒ
ゲ
と
か
コ
ブ
ラ
と
呼
ば
れ
る
様
な

品
種
も
あ
る
く
ら
い
多
様
な
形
と
柄

が
あ
る
。

ど
ち
ら
も
長
く
日
持
ち
し
て
く
れ

た
が
、
枯
れ
て
い
く
姿
も
美
し
く
、

器
を
変
え
な
が
ら
こ
の
組
み
合
わ
せ

を
楽
し
ん
だ
。

横
か
ら
見
た
花
の
奥
行



3

芍
薬
と
太
藺

∧
3
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
材

太ふ
と
い藺

（
蚊か

や
つ
り
ぐ
さ

帳
吊
草
科
）

芍
し
ゃ
く
や
く薬

２
種
（
牡ぼ

た
ん丹

科
）

花
器

ガ
ラ
ス
花
瓶

芍
薬
は
咲
い
て
も
綺
麗
だ
が
、
咲

く
直
前
に
強
い
生
命
力
を
感
じ
る
。

こ
の
芍
薬
に
合
う
ほ
ど
の
数
の
太

藺
は
料
理
の
専
門
学
校
生
が
授
業

後
、
置
い
て
帰
っ
た
お
花
で
あ
る
。

芍
薬
と
二
種
で
生
け
る
事
に
な
る
と

は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
芍
薬
に

負
け
な
い
強
さ
が
出
た
。
太
藺
の
線

の
美
を
引
き
出
す
の
は
や
は
り
難
し

い
。
投
げ
入
れ
に
す
る
と
水
に
浮
く

の
で
剣
山
に
生
け
て
い
る
。

横
か
ら
見
た
花
の
奥
行



4

赤
い
ス
カ
ビ
オ
サ

∧
4
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

ス
カ
ビ
オ
サ
（
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
）

宿
し
ゅ
っ
こ
ん根

ス
イ
ー
ト
ピ
ー
（
豆

科
）

夕ゆ
う
ぎ
り
そ
う

霧
草
（
桔き

き
ょ
う梗

科
）

花
器

陶
花
器
（
福
本
双
紅
作
）

ス
カ
ビ
オ
サ
は
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
原
産
で
、
日
本

の
マ
ツ
ム
シ
ソ
ウ
の
仲
間
だ
。
マ
ツ

ム
シ
ソ
ウ
は
薄
紫
色
の
花
が
咲
く
日

本
の
野
草
で
山
地
の
草
原
に
育
つ
。

花
の
後
に
で
き
る
球
状
の
膨
ら
み

が
、
僧
侶
が
巡
礼
の
時
に
持
つ
松ま

つ

虫む
し

鉦が
ね

に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名

が
つ
い
た
そ
う
だ
。

濃
い
赤
色
の
ス
カ
ビ
オ
サ
に
白
い

宿
根
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
が
よ
く
似
合

う
。
緑
の
ユ
ウ
ギ
リ
ソ
ウ
は
草
原
の

代
わ
り
。
紫
の
宿
根
ス
イ
ー
ト
ピ
ー

を
ア
ク
セ
ン
ト
に
。

横
か
ら
見
た
花
の
奥
行



5

パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
の
仲
間

∧
5
頁
の
花
∨

櫻
子

花
材

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ（
菖
蒲
科
）

黄
花
グ
ロ
リ
オ
サ（
百
合
科
）

ネ
オ
レ
ゲ
リ
ア
（
パ
イ

ナ
ッ
プ
ル
科
）

花
器

ガ
ラ
ス
鉢

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
と
グ
ロ
リ
オ
サ
だ

け
で
は
平
凡
な
の
で
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル

の
仲
間
で
あ
る
ネ
オ
レ
ゲ
リ
ア
を
足

元
に
添
え
た
。
黄
色
の
グ
ロ
リ
オ
サ

と
一
緒
に
飛
び
跳
ね
る
様
な
か
た
ち

が
可
愛
ら
し
い
。
赤
く
染
ま
っ
て
い

る
部
分
も
全
て
葉
だ
が
、
ま
る
で
花

の
様
に
み
え
る
。

熱
帯
ア
メ
リ
カ
原
産
の
ネ
オ
レ
ゲ

リ
ア
は
手
に
入
れ
て
か
ら
2
ヶ
月
に

も
な
る
が
、
部
屋
に
い
け
て
い
て
も

鮮
や
か
で
艶
も
あ
り
生
き
て
い
る
の

が
よ
く
わ
か
る
。

木
の
上
や
岩
盤
な
ど
に
く
っ
つ
い

て
生
活
す
る
着
生
植
物
な
の
で
、
根

は
退
化
し
て
い
て
水
を
吸
い
上
げ
な

い
。
水
は
葉
の
中
心
部
に
霧
吹
き
し

て
鑑
賞
し
て
い
る
。



6

立
派
な
円
錐
形

∧
6
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

柏か
し
わ
ば
あ
じ
さ
い

葉
紫
陽
花（
紫
陽
花
科
）

芍
し
ゃ
く
や
く薬

（
牡
丹
科
）

花
器

陶
花
器

カ
シ
ワ
バ
ア
ジ
サ
イ
は
北
ア
メ
リ

カ
原
産
。
花
が
円え

ん

錐す
い

状
に
つ
く
。
鉢

で
育
て
て
い
る
が
毎
年
花
を
咲
か
せ

る
逞

た
く
ま

し
い
花
だ
。
赤
い
シ
ャ
ク
ヤ
ク

と
黒
い
器
に
シ
ン
プ
ル
に
。
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躑つ
つ
じ躅

の
生
花

∧
7
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
型

草
型

副
流
し

花
材

霧き
り
し
ま
つ
つ
じ

島
躑
躅
（
躑
躅
科
）

花
器

白
竹
竹
筒

無
性
に
お
生
花
を
し
た
く
な
る
時

が
あ
る
。
僕
の
場
合
は
大
抵
、
美
味

し
い
お
酒
を
飲
ん
だ
後
で
あ
る
。
お

昼
に
外
で
食
事
を
し
た
帰
り
に
、
生

花
の
得
意
な
師
範
の
方
と
御
所
の
前

で
偶
然
出
会
っ
た
。
二
人
で
御
所
の

中
を
歩
き
楽
し
み
、
そ
の
足
で
花
を

求
め
、
自
宅
へ
。
お
互
い
納
得
が
い

く
ま
で
自
分
の
躑
躅
と
向
き
合
っ

た
。
お
互
い
が
そ
れ
ぞ
れ
に
大
切
に

し
て
い
る
事
、
が
手
に
取
る
よ
う
に

わ
か
る
。
共
に
花
を
生
け
る
友
を
得

た
良
い
1
日
で
あ
っ
た
。

横
か
ら
見
た
花
の
奥
行
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駅 de 華道、書道と茶道 ３／ 12・13 京都駅
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第
73
回

華
道
京
展
〜
花
と
遊
ぶ
〜

会
期

4
月
7
日
㈭
〜
12
日
㈫

会
場

大
丸
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
〈
京
都
〉

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響

に
よ
り
２
年
前
に
は
中
止
、
昨
年
は

二
条
城
の
野
外
展
示
に
切
り
替
え
た
の

で
、
大
丸
で
の
開
催
は
３
年
振
り
と

な
っ
た
。
各
期
最
終
日
は
３
時
閉
場
に

し
た
が
、
６
日
間
で
７
千
人
を
超
え
る

来
場
が
あ
っ
た
。

い
け
こ
み
時
の
リ
ス
ク
を
減
ら
す
た

め
に
前
期
と
後
期
で
出
品
流
派
を
変
え

る
た
り
、
い
け
こ
み
を
２
部
制
に
し
た

り
と
、
今
ま
で
と
違
う
こ
と
も
か
え
っ

て
新
鮮
で
、
工
夫
し
な
が
ら
前
へ
進
む

こ
と
の
大
切
さ
を
改
め
て
感
じ
て
い

る
。



『
使
い
回
わ
し
の
読
書
感
想
文
』

健
一
郎

中
学
の
恩
師
が
流
展
に
い
ら
し

た
。「
私
は
こ
の
先
生
に
は
特
別
に

目
を
か
け
て
も
ら
っ
て
い
た
。」
と

皆
が
思
う
よ
う
な
先
生
で
今
も
活
躍

な
さ
っ
て
い
る
。
何
か
あ
れ
ば
土
曜

日
で
あ
ろ
う
と
日
曜
日
で
あ
ろ
う
と

指
導
を
熱
心
に
し
て
く
れ
る
先
生

だ
っ
た
。
ダ
メ
な
こ
と
は
ダ
メ
。
生

徒
同
士
の
噂
に
も
敏
感
で
何
か
あ
れ

ば
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
祝
福
し
て

く
れ
る
。
体
が
弱
い
の
に
、
人
一
倍

動
き
、
気
も
常
に
使
っ
て
い
る
。
身

を
粉
に
し
て
働
い
て
い
る
よ
う
に
も

見
え
る
の
だ
が
、
全
く
そ
れ
を
感
じ

さ
せ
な
い
の
だ
。
心
理
的
に
も
、
物

理
的
に
も
人
の
痛
み
、
喜
び
を
受
け

入
れ
、
導
く
人
で
あ
っ
た
。

先
生
は
一
人
一
人
を
見
て
生
か
す

こ
と
が
得
意
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

一
人
一
人
を
特
別
に
見
て
い
た
。
生

徒
の
特
技
を
引
き
出
す
場
を
設
け
る

の
が
上
手
だ
っ
た
。
カ
ナ
ダ
の
留
学

生
の
前
で
日
本
の
文
化
の
紹
介
を
す

る
と
い
う
こ
と
で
和
室
で
裏
白
の
木

の
お
生
花
を
い
け
る
大
き
な
場
を
い

た
だ
い
た
。
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
を
経
験
さ
せ
て
も
ら
っ
た
14
才
の

夏
だ
っ
た
。
枝
を
撓た

め
る
度た

び

に
で
た

嫌
な
汗
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
先

生
は
特
別
な
場
を
作
る
こ
と
も
し
た

が
、
日
常
的
に
人
を
生
か
し
て
い
た

の
だ
か
ら
驚
き
だ
。

流
展
の
会
場
で
お
互
い
の
安
否
の

確
認
が
終
わ
る
と
、
先
生
か
ら
す
ぐ

に
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
文
章
を
褒ほ

め

て
い
た
だ
い
た
。「
君
に
文
章
の
才

能
が
あ
っ
た
と
は
知
ら
ん
か
っ
た

わ
。」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
国
語
の

先
生
に
褒
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
存

在
を
褒
め
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
言

葉
に
感
じ
た
。
元
来
文
章
を
書
く
こ

と
が
大
の
苦
手
で
あ
っ
た
。
言
い
た

い
事
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
か
。
夏
休
み
の
読
書
感
想
文
は
、

中
学
一
年
生
の
時
に
祖
父
に
書
い
て

も
ら
っ
た
。
毎
日
読
書
感
想
文
を
書

い
た
よ
う
な
人
で
あ
る
。
原
稿
用
紙

を
奪
わ
れ
る
形
で
本
人
は
楽
し
そ
う

に
書
い
て
い
た
。
そ
の
後
、
中
学
一

年
生
に
書
い
て
も
ら
っ
た
感
想
文
を

高
校
の
卒
業
ま
で
書
き
写
し
提
出
し

て
い
た
。
6
年
間
自
分
の
し
た
い
こ

と
に
時
間
を
つ
か
え
た
有
意
義
な
夏

休
み
を
過
ご
し
て
い
た
。

中
高
時
代
に
自
分
で
書
い
た
文
章

と
言
え
ば
、
そ
の
場
で
恩
師
の
先
生

に
言
わ
れ
書
か
さ
れ
た
反
省
文
ぐ
ら

い
の
こ
と
で
あ
る
。
学
生
時
代
は
運

動
と
遊
び
が
一
番
で
勉
強
に
割さ

く
時

間
な
ん
て
も
の
は
な
か
っ
た
。
自
分

で
も
驚
く
が
、
今
は
読
み
た
い
だ
け

の
本
を
読
み
、
毎
日
の
よ
う
に
貯
め

た
い
言
葉
に
出
会
い
、
保
存
し
て
、

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
場
で
好
き
な
こ
と

を
言
っ
て
い
る
。
毎
月
言
い
た
い
こ

と
が
溢あ

ふ

れ
出
て
く
る
の
だ
か
ら
不
思

議
だ
。
今
も
変
わ
ら
ず
、
し
た
く
な

い
こ
と
は
適
当
に
誤
魔
化
し
な
が
ら

し
た
い
事
が
で
き
る
環
境
を
作
っ
て

い
る
。
わ
が
ま
ま
な
だ
け
で
あ
る
。

言
い
換
え
る
と
生
き
生
き
と
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
。

読
書
感
想
文
を
使
い
回
し
し
て
い

た
こ
と
を
先
生
に
告
げ
た
。「
全
く

気
づ
か
へ
ん
か
っ
た
わ
。
そ
れ
も
一

つ
の
才
能
や
ね
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
。い

け
ば
な
に
お
い
て
も
型
と
は
よ

く
で
き
た
も
の
で
、
型
通
り
に
い

け
れ
ば
綺
麗
に
見
え
る
。
型
通
り
に

入
っ
て
い
る
の
に
植
物
が
魅
力
的
に

見
え
な
い
花
は
植
物
の
魅
力
で
な
く

型
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
大

半
だ
。
世
の
中
の
ほ
と
ん
ど
の
い
け

ば
な
が
そ
う
で
あ
る
と
思
っ
て
い

る
。
魅
力
が
見
え
な
い
人
に
魅
力
の

引
き
出
し
方
を
伝
え
ら
れ
る
は
ず
が

な
い
。
あ
る
師
範
の
お
弟
子
さ
ん

が
言
っ
て
い
た
。「
先
生
、
お
生
花

の
型
に
当
て
は
め
る
事
が
で
き
た

ら
、
見
た
事
も
な
い
よ
う
な
植
物
で

も
い
け
る
事
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う

か
？
」
僕
は
、
型
か
ら
入
る
い
け
ば

な
は
植
物
の
魅
力
を
最
大
限
に
引
き

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
答

え
た
。
た
だ
書
き
写
し
た
だ
け
の
軽

い
読
書
感
想
文
が
頭
に
浮
か
ん
で
い

た
。「
先
生
は
真
面
目
で
誠
実
で
す

ね
」
と
返
事
が
返
っ
て
き
た
が
、
い

け
ば
な
は
か
つ
て
の
読
書
感
想
文
で

は
な
い
。

理
屈
さ
え
把
握
す
れ
ば
ど
ん
な
花

で
も
生
け
る
事
が
で
き
る
。こ
れ
は
、

型
の
使
い
回
し
で
あ
る
。
本
当
に
好

き
だ
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
植
物
ご

と
の
個
別
性
を
大
事
に
し
、
引
き
出

そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
自
分
の
お
弟

子
さ
ん
に
そ
ん
な
事
を
教
え
始
め
て

4
年
ほ
ど
た
っ
た
。
型
は
ま
だ
教
え

て
い
な
い
。
彼
、
彼
女
ら
は
魅
力
を

引
き
出
そ
う
と
懸
命
だ
。
セ
オ
リ
ー

通
り
で
は
な
い
、
驚
く
よ
う
な
方
法

で
植
物
を
魅み

せ
て
く
れ
る
。
最
近
で

は
お
稽
古
を
し
て
い
て
私
が
楽
し
ま

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い

る
。型

に
当
て
は
め
て
、
要
領
よ
く
さ

れ
て
は
困
る
。
使
い
回
し
の
読
書

感
想
文
が
あ
る
と
知
っ
た
僕
は
、
そ

れ
を
見
つ
け
た
時
に
指
導
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
想
い
の
込
め

ら
れ
た
物
と
そ
う
で
無
い
も
の
を
見

分
る
の
は
両
方
経
験
し
た
か
ら
で
あ

る
。型

に
当
て
は
め
る
だ
け
の
も
の
は

戦
前
、
戦
後
に
爆
発
的
な
い
け
ば
な

の
拡
大
が
見
ら
れ
た
時
代
に
は
適
し

て
い
た
。
簡
単
に
お
花
を
生
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
お
免
状
が
求
め
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
今
、
僕
が

人
に
伝
え
た
い
の
は
、
花
と
向
き
合

う
楽
し
さ
、
花
の
魅
力
の
引
き
出
し

方
で
あ
る
。
使
い
ま
わ
さ
れ
た
読
書

感
想
文
で
は
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
僕

の
お
弟
子
さ
ん
は
何
文
字
ぐ
ら
い
だ

ろ
う
か
。
相
当
な
文
量
を
熱
心
に
教

場
で
書
い
て
い
る
。

生
花
と
立
花
の
古
典
に
関
し
て
は

花
の
魅
力
を
充
分
に
引
き
出
せ
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
型
を
習
う
の
が
そ

の
人
の
花
を
い
け
る
た
め
の
道
だ
と

今
は
考
え
て
い
る
。

料
理
の
専
門
学
校
で
副
家
元
が
い

け
ば
な
の
授
業
を
担
当
し
て
い
る
。

い
け
ば
な
の
授
業
を
楽
し
み
に
し
て

く
れ
て
い
る
人
も
あ
る
が
、
な
ぜ
料

理
以
外
の
事
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
だ
ろ
う
、
と
疑
問
を
持
つ
人
も

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
初
回
の
授
業
で

花
に
触
れ
る
前
に
持
ち
帰
る
よ
う
伝

え
る
と
、
家
に
飾
る
場
所
が
な
い
、

家
ま
で
遠
い
な
ど
理
由
を
探
す
。
花

に
触
れ
た
後
の
表
情
は
変
わ
り
、
授

業
後
、
家
の
玄
関
に
一
輪
だ
け
飾
り

た
い
で
す
。
ト
イ
レ
は
可
愛
そ
う
で

す
か
ね
？
家
ま
で
お
花
を
持
た
せ
る

方
法
は
何
か
あ
り
ま
す
か
？
と
質
問

攻
め
で
あ
る
。
授
業
を
重
ね
る
度
に

そ
ん
な
人
が
増
え
る
の
が
楽
し
み

だ
。お

弟
子
さ
ん
、
生
徒
さ
ん
の
あ
る

が
ま
ま
の
状
態
を
受
け
入
れ
、
そ
こ

か
ら
1
人
1
人
が
そ
れ
ぞ
れ
し
た
い

こ
と
が
で
き
る
た
め
の
お
手
伝
い
を

す
る
。
そ
れ
は
子
供
の
い
け
ば
な
で

も
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
の
ケ
ア
で

あ
っ
て
も
、
変
わ
ら
な
い
一
つ
の
僕

の
背
骨
で
あ
る
。

多
忙
で
あ
ろ
う
に
、
疲
労
感
を
隠

し
な
が
ら
先
生
は
、
最
高
の
作
り
笑

い
を
し
て
く
れ
た
。
5
分
ほ
ど
し
か

話
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ

の
5
分
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
で

ア
ル
バ
ム
を
見
て
い
る
よ
う
だ
っ

た
。
来
て
下
さ
っ
た
事
に
対
す
る
感

謝
と
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
会
え
た

事
が
今
の
自
分
を
見
つ
め
直
す
き
っ

か
け
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も

し
た
い
事
を
好
き
放
題
に
や
っ
て
い

き
ま
す
。
ご
来
場
く
だ
さ
り
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
元
気
で
。
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桑
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税
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い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

楓

∧
12
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
材

花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲
（
菖あ

や
め蒲

科
）

い
ろ
は
紅も

み
じ葉

（
楓

か
え
で

科
）

花
器

陶
花
器

桜
の
季
節
に
少
し
遅
れ
て
楓

か
え
で

の
花

が
満
開
に
な
る
。
楓
の
花
が
集
め
る

大
量
の
虫
は
春
の
終
わ
り
の
知
ら
せ

だ
と
思
っ
て
い
る
。
楓
の
下
に
僕
も

よ
く
行
く
。
だ
が
、
あ
ま
り
の
虫
の

多
さ
に
退ひ

い
て
し
ま
う
。
花
の
盛
り

が
終
わ
っ
て
や
っ
と
私
が
楓
を
味
わ

う
番
で
あ
る
。
花
菖
蒲
の
季
節
に
も

な
る
と
花
は
終
わ
り
写
真
の
よ
う
に

し
っ
か
り
と
し
た
葉
に
な
っ
て
い

る
。
そ
り
か
え
っ
た
枝
な
の
で
葉
を

前
面
に
見
せ
て
生
け
た
。
ど
っ
し
り

と
し
た
器
に
花
菖
蒲
と
よ
く
似
合
っ

て
い
る
。
私
の
大
好
き
な
季
節
で
あ

る
。

横
か
ら
見
た
花
の
奥
行
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八
角
蓮
の
花

∧
表
紙
の
花
∨

健
一
郎

花
材

金
き
ん
く
さ
り鎖

（
豆
科
）

八は
っ
か
く
れ
ん

角
蓮
（
目め

ぎ木
科
）

花
器

青
白
花
器
（
吉
川
充
作
）

虫
が
好
み
そ
う
な
香
り
、
人
が
苦

手
と
す
る
匂
い
が
し
た
。
足
元
を
見

る
と
八
角
蓮
の
葉
が
光
っ
て
い
る
。

よ
く
見
て
み
る
と
お
花
が
咲
い
て
い

た
。
花
の
珍
し
さ
と
そ
の
匂
い
で
人

を
惹
き
つ
け
て
い
た
。
八
角
蓮
の
相

手
を
探
し
て
い
る
と
お
花
屋
さ
ん
か

ら
キ
ン
ク
サ
リ
が
あ
り
ま
す
と
の
こ

と
。
よ
く
合
う
取
り
合
わ
せ
だ
と

思
っ
て
い
る
。
格
調
高
く
仕
上
が
っ

た
。
獣
足
の
花
器
は
イ
ン
ド
系
の
神

様
を
想
起
さ
せ
る
。

流
木
を
使
う

∧
2
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

裏う
ら
じ
ろ
の
き

白
の
木
（
薔ば

ら薇
科
）

躑つ
つ
じ躅

（
躑
躅
科
）

鉄
線
２
色
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

流
り
ゅ
う
ぼ
く木



3

た
っ
ぷ
り
と

∧
3
頁
の
花
∨

櫻
子

花
材

花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲
（
菖あ

や
め蒲

科
）

撫な
で
し
こ子

（
撫
子
科
）

花
器

カ
ッ
ト
ガ
ラ
ス
鉢

縁
あ
っ
て
沢
山
の
花
菖
蒲
が
や
っ

て
き
た
の
で
、
大
き
な
ガ
ラ
ス
鉢
に

た
っ
ぷ
り
と
い
け
て
玄
関
に
飾
っ

た
。
四
方
か
ら
見
え
る
こ
と
を
意
識

し
て
い
け
て
い
る
。
ど
の
花
も
一
斉

に
咲
い
て
く
れ
て
感
謝
。

花
器

銅
立
花
瓶

流
木
に
足
を
つ
け
て
器
に
さ
し
て

お
き
、
季
節
の
木
や
花
を
加
え
て
自

然
な
景
色
を
つ
く
っ
て
み
た
。
流
木

の
重
み
に
つ
り
あ
っ
た
安
定
の
良
い

銅
器
に
い
け
る
。



4

鼈べ
っ
こ
う
ま
さ
き

甲
柾
木
の
生
花

∧
4
頁
の
花
∨

仙
溪

花
型

行
型

花
材

鼈べ
っ
こ
う
ま
さ
き

甲
柾
木

花
器

煤す
す
だ
け竹

竹
筒

マ
サ
キ
は
常
緑
低
木
で
日
本
列
島

に
広
く
分
布
し
て
い
る
。葉
の
大
小
、

葉
色
や
そ
の
濃
淡
、
斑
入
り
な
ど
い

く
つ
か
の
品
種
が
あ
る
。

マ
サ
キ
、
オ
オ
サ
カ
ベ
ッ
コ
ウ
マ

サ
キ
、
キ
ン
マ
サ
キ
、
ナ
カ
フ
キ
ン

マ
サ
キ
、
ギ
ン
マ
サ
キ
、
オ
ウ
ゴ
ン

マ
サ
キ
な
ど
が
緑
化
植
物
と
し
て
公

園
に
植
え
ら
れ
た
り
生
け
垣
に
使
わ

れ
て
い
る
。

い
け
ば
な
で
は
ク
ロ
ヒ
メ
マ
サ
キ

や
ベ
ッ
コ
ウ
マ
サ
キ
を
生
花
に
い
け

る
が
、
ベ
ッ
コ
ウ
マ
サ
キ
は
明
る
い

緑
と
黄
色
が
美
し
い
の
で
、
生
花
に

い
け
た
残
り
枝
を
盛
花
や
投
入
、
一

輪
挿
し
に
利
用
で
き
る
。

写
真
の
ベ
ッ
コ
ウ
マ
サ
キ
は
伸
び

た
細
枝
を
生
か
し
て
い
け
た
が
、
手

に
し
た
枝
に
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
る
な

ら
、
そ
れ
を
生
か
せ
ば
い
い
。



5

ピ
ュ
ア
ホ
ル
ン

∧
５
頁
の
花
∨

仙
溪

花
型

真し
ん

型

二
種
挿
し

花
材

鉄
砲
百
合
（
百
合
科
）

ス
プ
レ
ー
薔ば

ら薇（
薔
薇
科
）

花
器

陶
水
盤
（
伊
藤
典
哲
作
）

4
月
に
稽
古
の
見
本
で
い
け
た
も

の
だ
が
、
ユ
リ
の
季
節
の
生
花
と
し

て
参
考
に
載
せ
て
お
く
。

テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ
を
真
、
見
越
、
真

囲
、
副
、
胴
に
立
て
、
ス
プ
レ
ー
バ

ラ
を
留
と
控
に
加
え
た
。

ユ
リ
は
ピ
ュ
ア
ホ
ル
ン
と
い
う
品

種
で
、
よ
く
締
ま
っ
た
葉
が
び
っ
し

り
つ
き
、
小
ぶ
り
の
花
は
と
て
も
良

い
香
り
が
し
た
。
ユ
リ
も
バ
ラ
も
撓

め
ず
に
い
け
て
い
る
。
剣
山
に
さ
す

位
置
を
工
夫
し
て
、
足
元
を
で
き
る

だ
け
細
く
見
せ
て
い
る
。

蕾
の
時
の
姿
は
先
月
号
の
レ
モ
ン

ち
ゃ
ん
の
写
真
で
見
て
も
ら
え
る
。

花
が
咲
き
そ
ろ
っ
た
あ
と
茶
色
く
枯

れ
る
ま
で
、
葉
は
ず
っ
と
美
し
か
っ

た
。



6

一
輪
挿
し

∧
6
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
材

小
鬼
百
合
（
百
合
科
）

金き
ん
と
ら
の
お

虎
の
尾（
金
虎
の
尾
科
）

花
器

陶
花
瓶
（
崔
龍
煕
作
）

お
花
屋
さ
ん
に
は
茶
花
用
に
鉢
で

珍
し
い
花
が
置
い
て
あ
る
。
そ
れ
を

眺
め
て
い
る
の
が
好
き
だ
が
、
生
け

る
と
な
る
と
相
手
を
探
す
の
が
難
し

い
。
今
回
似
合
い
の
2
鉢
を
見
つ
け

た
。
い
い
季
節
で
あ
る
。
魅
せ
た
い

も
の
が
写
っ
て
い
る
。

花
の
勢
い

∧
7
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
材

黄き
そ
け
い

素
馨
（
木も

く
せ
い犀

科
）

ア
リ
ウ
ム
・
ギ
ガ
ン
チ
ウ

ム
（
百
合
科
）

紅べ
に
ば
な花

（
菊
科
）

花
器

陶
花
瓶

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

合
わ
せ
る
と
形
の
違
い
に
目
が
い
か

な
く
な
る
。
そ
の
質
感
の
違
い
を
み

る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
似

た
植
物
に
よ
る
調
和
で
は
な
く
競
い

合
っ
て
い
る
様
に
私
は
感
じ
て
い

る
。
ベ
ニ
バ
ナ
と
ソ
ケ
イ
で
生
け
る

予
定
だ
っ
た
が
ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム
が
入

る
と
勢
い
が
増
し
た
。
夏
の
匂
い
が

す
る
。

レ
モ
ン
が
注
意
し
て
く
れ
て
る
の

か
、
花
に
い
た
ず
ら
し
な
く
な
っ
て

き
た
メ
イ
ち
ゃ
ん
で
す
。







『
義
祖
母
と
の
散
歩
』

健
一
郎

隠
居
し
て
山
に
暮
ら
し
た
い
と
ふ

と
し
た
時
に
思
う
。
隠
居
生
活
の
先

輩
で
あ
る
祖
父
母
の
お
宅
に
遊
び
に

い
っ
た
。
山
に
囲
ま
れ
た
家
か
ら
見

下
ろ
す
と
川
が
流
れ
て
い
る
。
楓
が

目
を
引
く
。
そ
の
足
元
に
は
躑つ

つ

躅じ

が

咲
い
て
お
り
、
大
き
な
台
風
が
来
る

前
ま
で
は
藤
の
花
が
一
面
に
咲
い
て

い
た
そ
う
。
ゆ
っ
た
り
と
川
の
音
が

生
活
の
中
に
あ
る
。
山
の
香
り
を
楽

し
ん
で
い
る
と
、
川
の
上
流
へ
向
か

う
よ
う
、
カ
ワ
セ
ミ
が
驚
く
ほ
ど
の

速
度
で
通
り
過
ぎ
た
。
義
祖
父
母
に

よ
る
と
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
遊
び
に
来
る

そ
う
だ
。
昼
か
ら
肉
が
大
好
き
な
義

祖
父
と
競
う
よ
う
に
す
き
焼
き
を
食

べ
、
妻
と
義
祖
父
は
川
の
音
を
聞
き

な
が
ら
ウ
ト
ウ
ト
と
昼
寝
。
私
と
義

祖
母
は
山
へ
散
歩
す
る
。
数
十
秒
歩

け
ば
森
の
中
。
外
来
種
の
植
物
を
薙な

ぎ
倒
し
、
大
き
な
枝
、
大
き
な
石
を

端
へ
ど
か
し
な
が
ら
、
や
わ
ら
か
く

歩
い
て
い
く
。

そ
の
光
景
が
後
か
ら
見
て
い
る
僕

に
は
、
山
を
整
え
て
い
る
よ
う
に
見

え
た
。
義
祖
母
が
山
の
一
部
で
あ
る

よ
う
だ
。
鳥
が
蜜
を
運
ぶ
が
ご
と
く

自
然
な
行
為
に
み
え
た
。
そ
れ
は
僕

が
人
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
人
で
な

く
と
も
そ
う
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
て
い
る
。
自
然
と
人
と

の
付
き
合
い
は
長
い
。
原
始
的
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
濃
密
な
付
き
合
い
が

あ
っ
た
。
家
に
お
米
が
届
く
現
場
さ

え
見
て
い
な
い
僕
は
自
然
と
の
付
き

合
い
が
非
常
に
薄
い
例
だ
ろ
う
。

都
市
に
お
い
て
整
え
る
と
は
自
然

物
を
な
く
す
こ
と
。
人
の
住
む
街
に

す
る
こ
と
。
西
洋
の
庭
園
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
人
工
的
な
幾
何
学
的
な
形

を
楽
し
む
庭
園
と
比
べ
、
日
本
の
庭

園
は
自
然
美
を
表
す
。
い
け
ば
な
に

お
い
て
も
、
個
人
的
に
好
き
で
は
な

い
が
、
人
の
解
釈
に
あ
て
は
め
た
幾

何
学
的
特
徴
に
着
目
し
て
楽
し
む
物

と
、
植
物
そ
の
も
の
の
魅
力
に
着
目

し
て
楽
し
む
も
の
が
あ
る
。
い
ず
れ

の
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
自
然
そ

の
ま
ま
で
は
な
い
。「
手
入
れ
」
と

は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
は
自

然
を
看
る（
世
話
を
す
る
）事
に
よ
っ

て
、
返
っ
て
自
然
を
内
か
ら
従
わ
せ

る
特
徴
を
持
つ
と
も
言
え
る
。

都
市
化
さ
れ
た
環
境
に
慣
れ
た
人

の
原
則
と
し
て
都
市
の
中
に
自
然
を

置
く
こ
と
を
酷
く
嫌
う
。
こ
こ
で
の

自
然
は
手
入
れ
さ
れ
て
い
な
い
あ
り

の
ま
ま
の
野
生
で
あ
る
。
昆
虫
が
い

る
と
驚
き
、
土
が
見
え
て
い
る
と
驚

く
。
日
常
の
髭ひ

げ

剃そ

り
や
、
化
粧
も
自

然
か
ら
の
距
離
の
と
り
方
の
一
つ
で

あ
る
。
全
て
が
人
に
よ
っ
て
意
識
的

に
作
ら
れ
た
も
の
の
な
か
で
生
活
し

て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー
も
こ
の

視
点
で
見
て
み
る
と
面
白
い
。
街
路

樹
や
庭
は
人
が
看
る
こ
と
で
管
理
さ

れ
て
い
る
。
死
体
が
あ
る
と
驚
く
。

人
の
死
は
人
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
。

死
ぬ
前
に
病
気
で
病
院
に
隔
離
、
亡

く
な
る
と
大
急
ぎ
で
火
葬
場
に
持
っ

て
行
く
。
そ
ん
な
環
境
で
育
っ
た
人

達
に
死
生
観
を
も
て
と
い
っ
て
も
妄

想
で
し
か
な
い
。

い
け
ば
な
は
芸
術
の
中
で
も
自
然

と
の
関
わ
り
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ

る
。
都
市
化
す
る
前
の
ヒ
ト
に
返
す

装
置
と
し
て
あ
り
続
け
る
の
か
も
し

れ
な
い
。そ
の
時
間
が
大
切
で
あ
る
。

整
理
整
頓
さ
れ
た
無
機
質
な
部
屋
に

花
を
置
く
と
場
の
空
気
が
変
わ
る
。

生
き
物
と
し
て
の
安
心
感
が
そ
こ
に

あ
る
。

義
祖
母
は
立
派
な
杉
の
木
に
手
を

合
わ
せ
拝
む
。
僕
も
御
所
に
お
気
に

入
り
の
楠く

す

木の
き

が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
拝
む
対
象
で
は
な
く
、
友
達
の
よ

う
な
感
覚
で
い
る
。
木
に
登
り
、
寝

転
ぶ
。
幼
い
頃
は
楓
の
木
に
登
り
、

時
を
過
ご
し
て
い
た
。
圧
倒
さ
れ
る

よ
う
な
木
を
見
つ
け
る
と
立
ち
尽
く

す
。
撫
で
た
く
な
る
時
も
、
抱
く
時

も
あ
る
。
記
憶
し
て
い
る
初
め
の
木

登
り
は
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
の

木
登
り
だ
っ
た
。
当
時
幼
稚
園
児

だ
っ
た
僕
よ
り
年
上
の
子
供
が
登
っ

て
い
る
の
を
見
て
自
分
も
登
り
た
く

な
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
一
面
、

緑
の
芝
生
が
整
え
ら
れ
て
い
て
、
木

が
綺
麗
に
見
え
た
。
家
の
近
く
の
公

園
で
は
地
面
が
砂
だ
っ
た
か
ら
か
、

木
の
幹
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
ほ
ど
の
魅
力

を
感
じ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
母

い
わ
く
「
あ
ん
た
は
サ
ル
み
た
い

や
っ
た
で
」
と
。
よ
っ
ぽ
ど
木
登
り

が
上
手
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
上
手
な

例
え
で
あ
る
。
木
と
自
分
の
関
係
は

少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
る
。
今
で
も

よ
く
木
に
登
る
こ
と
は
あ
る
が
、
こ

こ
最
近
、
手
を
か
ざ
し
た
り
、
抱
く

と
い
う
行
為
が
追
加
さ
れ
た
。
木
を

味
わ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
話
を
聞

く
感
覚
に
近
い
。
触
診
と
も
似
て
い

る
が
少
し
違
う
。
木
と
戯た

わ
むれ

合
う
時

も
あ
れ
ば
共
に
時
を
過
ご
す
時
も
あ

る
。
拝
む
行
為
は
木
が
あ
る
感
謝
の

念
が
そ
う
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

自
分
が
歳
を
重
ね
た
時
、
手
を
合

わ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
木
が
見
つ
け
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
木
で
は
な
く
自

分
の
在
り
方
に
よ
る
物
だ
と
考
え
て

い
る
。
義
祖
母
を
見
て
い
る
と
感
謝

の
気
持
ち
が
体
表
へ
溢
れ
出
て
い
る

よ
う
だ
。
ま
だ
ま
だ
背
中
は
遠
い
。

義
祖
母
は
話
し
な
が
ら
慣
れ
た
手

つ
き
、
足
取
り
で
山
の
中
へ
入
っ

て
い
く
。
妻
の
兄
妹
は
幼
少
期
こ
の

山
で
育
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
オ
ラ
ン

ウ
ー
タ
ン
に
似
て
い
る
と
は
思
っ
て

い
た
が
合
点
が
い
っ
た
。
最
近
、
義

祖
母
は
口
笛
を
吹
き
な
が
ら
歩
く
そ

う
。
ウ
グ
イ
ス
の
鳴
き
真ま

似ね

を
2
人

で
し
な
が
ら
川
に
沿
っ
て
散
策
。
口

笛
の
音
に
ウ
グ
イ
ス
が
返
事
し
て
く

れ
る
。
山
の
中
に
は
僕
た
ち
以
外
に

人
は
い
な
い
。
あ
る
程
度
中
へ
入
る

と
風
合
い
が
変
わ
っ
た
鳴
き
声
が
聞

こ
え
た
。「
こ
こ
か
ら
は
別
の
鳥
の

縄
張
り
で
す
。」
と
案
内
し
て
く
れ

た
。
モ
ズ
の
縄
張
り
だ
。
様
々
な
鳴

き
真
似
で
遊
ん
で
く
れ
る
。
モ
ズ
は

他
の
鳥
の
鳴
き
真
似
を
す
る
面
白
い

鳥
だ
。
僕
が
続
い
て
鳴
き
真
似
を
す

る
と
、
ま
た
違
う
鳴
き
方
で
先
導
し

て
く
れ
る
。
様
々
な
鳴
き
声
で
遊
ん

だ
。
足
元
を
見
る
と
茶
色
の
カ
エ
ル

が
川
の
水
を
浴
び
な
が
ら
羽
虫
を

食
べ
て
い
る
。「
昔
は
蛇
が
い
て
ん

け
ど
。」
と
義
祖
母
、
な
る
ほ
ど
こ

の
カ
エ
ル
は
平
和
に
慣
れ
て
い
そ
う

な
体て

い

た
ら
く
な
わ
け
だ
。
整
え
ら
れ

た
道
を
除
け
ば
そ
こ
に
は
自
然
が
広

が
っ
て
い
た
。
こ
の
自
然
の
中
で
は

僕
は
と
て
も
定
住
で
き
そ
う
に
は
な

い
。
た
ま
に
遊
び
に
く
る
く
ら
い
が

ち
ょ
う
ど
い
い
の
だ
ろ
う
。
義
祖
母

と
僕
の
事
を
ウ
グ
イ
ス
が
家
に
帰
る

ま
で
見
送
っ
て
く
れ
た
。
僕
と
自
然

の
距
離
で
あ
る
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
708
号

2022
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

ク
ル
ク
マ∧

12
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

ク
ル
ク
マ
・
シ
ャ
ロ
ー
ム

（
生
姜
科
）

透
か
し
百
合
（
百
合
科
）

モ
ン
ス
テ
ラ
（
里
芋
科
）

花
器

陶
花
器

ク
ル
ク
マ
は
夏
の
い
け
ば
な
に
重

宝
す
る
。
イ
ン
ド
や
タ
イ
の
熱
帯
の

花
な
の
で
暑
さ
に
強
い
。
ハ
ス
の
花

の
よ
う
な
も
の
か
ら
タ
テ
に
長
く
積

み
重
な
っ
た
も
の
ま
で
種
類
も
多

い
。
花
を
守
る
白
や
ピ
ン
ク
の
包
葉

が
美
し
い
。
子
供
を
護
る
お
母
さ
ん

の
よ
う
な
花
だ
。
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檜ひ
お
う
ぎ扇

∧
2
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生せ
い
か花　

株
分
け

　

花
材　

檜
扇
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

古
来
そ
の
姿
と
漆
黒
の
実
に
よ
っ

て
烏

か
ら
す
お
う
ぎ

扇
と
呼
ば
れ
、
扇あ

お

ぐ
風
で
疫
病

を
退
散
さ
せ
た
。
檜
扇
と
呼
ぶ
今
も

祇
園
祭
に
は
疫
病
退
散
の
願
い
を
こ

め
て
い
け
ら
れ
て
い
る
。
今
年
は
３

年
ぶ
り
に
山
鉾
巡
行
が
行
わ
れ
る
。

ヒオウギの実

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

き
ょ
う梗

撫な
で
し
こ子

∧
3
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　

花
材　

ト
ル
コ
桔
梗
（
竜り

ん
ど
う胆

科
）

美
女
撫
子
（
撫
子
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

手
毬
の
よ
う
な
花
は
ビ
ジ
ョ
ナ
デ

シ
コ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〜
ロ
シ
ア
西

部
に
自
生
す
る
多
年
草
。
ヒ
ゲ
ナ
デ

シ
コ
と
も
、
何
故
か
ア
メ
リ
カ
ナ
デ

シ
コ
と
も
呼
ば
れ
る
。
ト
ル
コ
キ

キ
ョ
ウ
は
ア
メ
リ
カ
原
産
。
こ
れ
ら

を
株
分
け
で
い
け
て
床
の
間
に
飾

り
、
ブ
ル
ー
が
鮮
や
か
な
ト
ル
コ
の

細
密
画
を
掛
け
た
。

　

こ
の
花
た
ち
の
よ
う
に
世
界
の
国

ど
う
し
が
よ
り
良
い
関
係
を
築
け
ま

す
よ
う
に
。
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お
と
ぎ
話
の
よ
う
な

　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

デ
ル
フ
ィ
ニ
ウ
ム

　
　
　
　
　
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　
　
　
　

茴
う
い
き
ょ
う香

（
芹せ

り

科
）

　
　
　
　

カ
ン
パ
ニ
ュ
ラ（
桔き

き
ょ
う梗

科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
フ
ラ
ン
ス
製
）

　

こ
の
立
派
な
デ
ル
フ
ィ
ニ
ウ
ム
の

故
郷
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
中
央
ア
ジ

ア
に
か
け
て
の
山
岳
地
帯
だ
そ
う

だ
。
冷
涼
な
高
地
の
草
原
湿
地
に
咲

く
姿
は
さ
ぞ
幻
想
的
だ
ろ
う
。

　

地
中
海
沿
岸
原
産
の
ウ
イ
キ
ョ
ウ

と
カ
ン
パ
ニ
ュ
ラ
を
合
わ
せ
、
金
の

三
日
月
模
様
の
器
に
い
け
た
。
不
思

議
な
花
た
ち
が
咲
く
お
と
ぎ
話
の
よ

う
な
い
け
ば
な
に
な
っ
た
。
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ニ
ュ
ー
サ
イ
ラ
ン

　
　
　

∧
5
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

ニ
ュ
ー
サ
イ
ラ
ン
２
種

　
　
　
　
　
（
竜

り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん

舌
蘭
科
）

　
　
　
　

鉄
砲
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

ト
ル
コ
桔き

き
ょ
う梗

（
竜り

ん
ど
う胆

科
）

　

花
器　

陶
水
盤
（
伊
藤
典
哲
作
）

　

び
わ
湖
大
津
館
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

ガ
ー
デ
ン
で
ニ
ュ
ー
サ
イ
ラ
ン
の
花

を
見
つ
け
た
。真
っ
直
ぐ
に
伸
び
て
、

天
に
昇
ら
ん
と
す
る
龍
の
よ
う
だ
。

い
け
る
時
も
葉
の
勢
い
を
生
か
し
た

い
。
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笹
百
合

　
　

∧
6
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

笹
百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

土と
さ
み
ず
き

佐
水
木
（
満ま

ん
さ
く作

科
）

　

花
器　

白
釉
陶
花
器（
崔
龍
煕
作
）

夏
に
な
ら
な
い
と
百
合
は
生
け
な

い
。
年
中
花
屋
に
置
か
れ
て
い
る

が
、
生
活
の
景
色
と
あ
ま
り
に
も
か

け
離
れ
す
ぎ
て
い
て
季
節
以
外
の
百

合
に
対
し
て
強
い
違
和
感
を
持
っ
て

い
る
。

　

栽
培
さ
れ
て
い
る
花
の
場
合
、
花

屋
に
並
ぶ
時
期
が
早
い
こ
と
が
あ
る

が
、
で
き
る
だ
け
そ
の
時
の
花
を
そ

の
時
に
生
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

い
つ
も
今
の
季
節
を
楽
し
ん
で
い

る
。
こ
の
笹
百
合
と
取
り
合
わ
せ
た

の
は
生
け
た
季
節
に
飛
び
切
り
綺
麗

だ
っ
た
土
佐
水
木
。
気
に
入
っ
て
い

る
器
に
生
け
た
。

初
夏
の
砂
物

　
　

∧
7
頁
の
花
∨　

健
一
郎



7

　

花
型　

砂
の
物

　

花
材　

花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

野の
か
ん
ぞ
う

萱
草
（
百
合
科
）

　
　
　
　

太ふ
と
い藺

（
蚊か

や
つ
り
ぐ
さ

帳
吊
草
科
）

　
　
　
　

蛍
ほ
た
る
ぶ
く
ろ

袋
（
桔き

き
ょ
う梗

科
）

　
　
　
　

土と
さ
み
ず
き

佐
水
木
（
満ま

ん
さ
く作

科
）

　
　
　
　

河こ
う
ほ
ね骨

（
睡す

い
れ
ん蓮

科
）

　
　
　
　

擬ぎ

ぼ

し
宝
珠
（
百
合
科
）
晒

し
ゃ
れ
ぼ
く木

　

花
器　

陶
砂
鉢

　

こ
の
花
を
撮
影
し
た
次
の
日
に
妻

と
蛍
を
見
に
行
っ
た
。

　

こ
の
立
花
を
見
る
と
さ
ま
ざ
ま
な

事
を
思
い
出
す
。
子
供
の
い
け
ば
な

や
学
生
達
と
生
け
た
フ
ト
イ
、
妻
と

見
に
行
っ
た
花
菖
蒲
、
蛍
の
側
で
咲

い
て
い
た
蛍
袋
、
滋
賀
の
平

だ
い
ら
い
け池

付
近

で
見
た
野の

か
ん
ぞ
う

萱
草
、
河こ

う
ほ
ね骨

は
今
年
初
め

て
自
分
の
稽
古
で
生
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
花
屋
さ
ん
、
産
地
の
農
家

さ
ん
の
協
力
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ

る
。
全
て
今
年
の
体
験
で
あ
る
。

　

少
し
ず
つ
そ
の
花
の
イ
メ
ー
ジ
が

強
く
な
っ
て
い
く
。
面
白
い
砂
物
が

出
来
上
が
っ
た
。
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『
お
花
の
倫
理

　（
復
興
い
け
ば
な
宣
言
）』　

　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
倫
理
と
は
「
人
と
し
て
守
り
行
う

べ
き
道
」
と
あ
る
。

　
人
は
変
わ
り
続
け
る
。
す
る
と
倫

理
も
変
わ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
26
年

ほ
ど
み
て
き
た
が
、
そ
の
時
間
だ
け

で
も
倫
理
の
移
り
変
わ
り
を
眺
め
て

い
て
興
味
深
く
感
じ
て
い
る
。

　
近
頃
イ
ル
カ
シ
ョ
ー
の
廃
止
の

ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
て
い
た
。
楽
し
み

に
し
て
い
た
の
に
残
念
だ
と
の
事
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
、
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
頃
か
ら
王
侯
貴
族
が
、
戦
利
品

と
し
て
収
集
し
動
物
を
持
ち
帰
っ
て

見
せ
た
の
が
サ
ー
カ
ス
の
始
ま
り
と

さ
れ
て
い
る
。
獅
子
は
王
と
共
に
描

か
れ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
。
程
な

く
し
て
サ
ー
カ
ス
が
誕
生
し
楽
し
ま

れ
て
き
た
。
家
畜
化
に
も
成
功
し
、

人
は
増
え
た
。
家
畜
の
在
り
方
な
ど

人
と
動
物
の
関
係
が
見
直
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
久
し
い
。
人
が
広
い
視
野

を
獲
得
し
て
い
く
た
び
に
倫
理
は
上

書
き
さ
れ
て
い
く
。
今
動
物
と
人
間

の
関
係
が
も
う
一
度
見
直
し
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。

　
学
生
時
代
、
北
海
道
の
登
別
の
熊

牧
場
で
熊
に
向
か
っ
て
魚
を
投
げ
る

事
が
で
き
な
か
っ
た
。
周
り
の
観
光

客
は
、
可
愛
い
と
い
い
、
熊
の
群
れ

に
向
か
っ
て
上
か
ら
魚
を
口
へ
め
が

け
て
投
げ
て
喜
ん
で
い
る
。
口
か
ら

外
れ
た
魚
に
は
見
向
き
も
し
な
い
。

私
は
餌
の
購
入
を
拒
否
し
た
が
、
同

伴
し
て
い
た
友
人
が
一
つ
魚
を
分
け

て
く
れ
た
。
人
が
動
物
へ
魚
を
与
え

る
と
い
う
図
式
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ

つ
け
ら
れ
た
様
な
気
分
だ
。
数
メ
ー

ト
ル
離
れ
た
熊
に
魚
を
遠
く
へ
投

げ
、
歩
く
よ
う
促
す
が
、
口
に
上
手

に
投
げ
ら
れ
た
魚
し
か
口
に
し
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
熊
牧
場
は
餌
や
り

体
験
で
観
光
客
を
惹
き
つ
け
て
い
る

の
だ
が
、
熊
の
研
究
、
保
護
、
観
察
、

熊
と
人
の
共
生
す
る
た
め
の
方
法
を

知
る
た
め
に
始
ま
り
、
今
で
も
そ
れ

は
変
わ
ら
な
い
。
餌
や
り
体
験
で
人

が
惹
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
個
人
的

に
情
け
な
く
思
っ
て
い
る
。

　
こ
ど
も
の
い
け
ば
な
で
フ
ト
イ
、

バ
ラ
、
ナ
ル
コ
ユ
リ
で
お
稽
古
を
し

た
。
好
奇
心
の
強
い
彼
は
フ
ト
イ
を

曲
げ
て
剣
山
に
刺
し
て
い
た
。
母
親

は
私
の
顔
を
見
て
申
し
訳
な
さ
そ
う

な
表
情
を
し
て
い
る
が
彼
を
見
守
っ

て
い
る
。
母
親
曰
く
、
他
流
派
の
お

花
で
そ
の
様
な
お
花
が
あ
り
、
や
っ

て
み
た
の
だ
そ
う
だ
。
私
は
彼
に
聞

い
て
み
た
。「
薔
薇
は
曲
げ
な
か
っ

た
の
で
す
か
？
」
可
哀
想
だ
か
ら
曲

げ
な
い
と
の
こ
と
。
フ
ト
イ
は
可
哀

想
で
は
な
い
の
か
と
尋
ね
る
と
可
哀

想
だ
と
言
う
。
好
奇
心
で
お
花
に
対

し
て
失
礼
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た

の
だ
と
落
ち
込
ん
で
い
た
。
無
意
識

で
な
く
、
意
識
的
に
人
が
変
わ
る
こ

と
で
自
分
を
変
え
る
こ
と
に
つ
い
て

話
し
た
。
先
生
の
前
の
自
分
と
母
親

の
前
の
自
分
。
ち
ょ
っ
か
い
を
出
し

て
い
い
相
手
と
出
し
て
は
い
け
な
い

相
手
の
違
い
。
彼
は
い
じ
め
の
問
題

も
無
意
識
な
決
め
つ
け
が
原
因
で
あ

る
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
そ
れ
が

合
っ
て
い
る
か
は
と
も
か
く
、
考
え

る
こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
て
い
る
。

　
推
察
す
る
に
、
彼
は
自
分
と
向
き

合
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て

僕
は
花
と
向
き
合
う
こ
と
を
伝
え
た

い
と
、
再
認
識
し
た
。
だ
が
そ
れ
は

そ
の
花
の
向
こ
う
側
の
自
分
と
向
き

合
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
も

考
え
て
い
る
。

　
芸
術
の
世
界
で
は
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
が
大
切
だ
と
さ
れ
る
。
自
分
を

出
そ
う
と
す
る
事
は
自
然
な
事
だ

が
、
私
は
、
無
理
し
て
作
っ
た
オ
リ

ジ
ナ
ル
だ
と
主
張
す
る
作
品
の
浅
薄

さ
が
い
け
ば
な
に
限
ら
ず
苦
手
だ
。

い
け
ば
な
の
場
合
に
お
い
て
も
、
無

理
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
が
良
い
。
同
じ

思
い
を
持
っ
た
人
が
い
た
と
し
て
も

個
人
の
差
は
表
出
す
る
。
花
が
一
本

一
本
違
う
か
ら
だ
。
同
じ
作
品
に
見

え
た
と
し
た
ら
そ
れ
は
見
る
人
の
力

量
不
足
だ
。
各
個
人
が
感
じ
た
花
の

魅
力
を
引
き
出
す
の
は
人
で
あ
る
。

　
動
植
物
を
か
わ
い
い
と
い
い
愛
で

て
い
る
人
は
よ
く
見
か
け
る
が
、
可

愛
が
る
こ
と
と
そ
の
生
き
物
が
い
い

状
態
で
あ
る
か
は
全
く
別
の
話
で
あ

る
。
私
は
い
い
状
態
で
あ
る
事
を
前

提
と
し
て
い
る
。
可
愛
ら
し
い
フ
ト

イ
を
折
り
曲
げ
る
こ
と
は
フ
ト
イ
に

と
っ
て
い
い
状
態
で
は
な
い
し
、
過

度
に
撫
で
ら
れ
す
ぎ
た
犬
は
ス
ト
レ

ス
を
抱
え
て
い
る
。

　
生
け
る
花
と
し
て
花
が
あ
る
場
合

に
、
葉
の
一
枚
、
枝
の
線
ま
で
に
魅

力
を
感
じ
、
そ
の
姿
を
生
か
し
き
る

い
け
ば
な
を
伝
え
た
い
。

　
切
花
に
な
っ
た
時
点
で
花
は
死
ん

で
い
る
の
で
何
を
し
て
も
い
い
と

考
え
、
シ
ン
プ
ル
な
葉
、
茎
を
面
白

く
し
よ
う
と
そ
の
人
ら
し
さ
を
花
で

引
き
出
そ
う
と
す
る
の
は
好
み
で
な

い
。
過
度
に
人
の
目
を
気
に
し
て
お

花
を
生
け
て
ほ
し
く
な
い
。
過
度
な

傾
倒
は
大
切
な
も
の
を
見
え
な
く
さ

せ
る
。
花
の
気
持
ち
を
考
え
ず
、
そ

の
人
の
個
性
を
大
い
に
尊
重
し
て
そ

の
人
が
大
い
に
楽
し
む
い
け
ば
な
。

植
物
を
お
り
曲
げ
た
り
、
花
を
触
る

人
が
自
由
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
植

物
は
苦
し
そ
う
だ
。
生
き
物
の
命
を

使
っ
て
自
己
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ほ
ど
人
は
特
別
な
の
か
と
疑
問

を
持
っ
て
い
る
。

　
生
活
に
必
要
な
た
め
行
わ
れ
る
利

用
や
、
飾
る
花
と
し
て
の
利
用
に
関

し
て
は
、
脈
々
と
人
の
中
で
続
い
て

ほ
し
い
別
の
文
化
で
あ
る
。

　
曾
祖
父
の
13
世
家
元
は
新
興
生
け

花
宣
言
を
呈
し
た
う
ち
の
一
人
で
あ

る
が
、
著
書
『
い
け
ば
な
の
四
季
』

で
創
作
的
な
造
形
を
い
け
ば
な
と
は

明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
伝
統
的
な

い
け
ば
な
や
、
現
代
的
な
盛
花
瓶
花

と
創
作
的
造
形
を
混
同
す
る
こ
と
が

い
ち
ば
ん
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
と

著
さ
れ
て
い
る
。

　
13
世
家
元
に
会
っ
た
こ
と
は
な
い

の
だ
が
、
本
を
通
し
て
、
熱
量
の
あ

る
主
張
や
、
写
真
に
残
っ
て
い
る
花

や
造
形
作
品
を
通
し
て
魅
力
を
感
じ

て
い
る
。
13
世
家
元
の
お
弟
子
さ
ん

に
話
を
伺
う
と
人
と
な
り
が
少
し
ず

つ
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
古
い
本

で
は
あ
る
が
、読
み
ご
た
え
十
分
で
、

今
の
時
代
に
読
ん
で
も
面
白
い
こ
と

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

植
物
を
お
り
曲
げ
た
り
、
花
を
触
る

人
が
自
由
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
植

物
は
苦
し
そ
う
だ
。
生
き
物
の
命
を

使
っ
て
自
己
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ほ
ど
人
は
特
別
な
の
か
と
疑
問

を
持
っ
て
い
る
。

　
生
活
に
必
要
な
た
め
行
わ
れ
る
利

用
や
、
飾
る
花
と
し
て
の
利
用
に
関

し
て
は
、
脈
々
と
人
の
中
で
続
い
て

ほ
し
い
別
の
文
化
で
あ
る
。

　
曾
祖
父
の
13
世
家
元
は
新
興
生
け

花
宣
言
を
呈
し
た
う
ち
の
一
人
で
あ

る
が
、
著
書
『
い
け
ば
な
の
四
季
』

で
創
作
的
な
造
形
を
い
け
ば
な
と
は

明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
伝
統
的
な

い
け
ば
な
や
、
現
代
的
な
盛
花
瓶
花

と
創
作
的
造
形
を
混
同
す
る
こ
と
が

い
ち
ば
ん
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
と

著
さ
れ
て
い
る
。

　
13
世
家
元
に
会
っ
た
こ
と
は
な
い

の
だ
が
、
本
を
通
し
て
、
熱
量
の
あ

る
主
張
や
、
写
真
に
残
っ
て
い
る
花

や
造
形
作
品
を
通
し
て
魅
力
を
感
じ

て
い
る
。
13
世
家
元
の
お
弟
子
さ
ん

に
話
を
伺
う
と
人
と
な
り
が
少
し
ず

つ
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
古
い
本

で
は
あ
る
が
、読
み
ご
た
え
十
分
で
、

今
の
時
代
に
読
ん
で
も
面
白
い
こ
と

に
驚
く
。
　
　
　
　
　
　（
つ
づ
く
）

花
伝
書
を
見
る

立
花　

荷
葉
（
蓮
）
一
色

桑
原
次
郎
兵
衛

蓮

（
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　

28
本
の
花
・
実
・
葉
・
巻
葉
が
渾
然
一

体
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
立
花
を
立
て
た

桑
原
次
郎
兵
衛
は
初
版
に
お
い
て
冨
春
軒

36
作
に
次
ぐ
16
作
の
絵
図
が
あ
る
。
冨
春

軒
が
自
然
の
面
白
み
に
寄
り
添
う
感
じ
な

の
に
対
し
て
、
次
郎
兵
衛
は
自
然
の
造
形

の
組
み
あ
わ
せ
を
楽
し
ん
で
い
る
感
じ
が

す
る
。
自
然
体
の
冨
春
軒
と
攻
め
の
次
郎

兵
衛
。
二
人
は
ど
ん
な
関
係
な
の
だ
ろ
う
。

流
展
の
立
花
時
勢
粧
解
説

パ
ネ
ル
で
作
者
と
作
品
数

に
間
違
い
が
あ
り
ま
し
た

の
で
訂
正
し
ま
す
。

正
：
冨
春
軒
仙
溪 

18
（
36
）
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河こ
う
ほ
ね骨

の
生
花

　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

生せ
い
か花　

行
ぎ
ょ
う

型

　

花
材　

河
骨
（
睡す

い
れ
ん蓮

科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
器
（
コ
ス
タ
ボ

ダ
）

　

可
愛
ら
し
い
。
葉
の
質
感
が
そ
う

思
わ
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
、
生
え
て

い
る
様
だ
ろ
う
か
。
小
さ
な
花
か
ら

だ
ろ
う
か
。
切
り
花
に
な
っ
た
際
の

儚
さ
だ
ろ
う
か
。
個
人
的
に
は
水
生

植
物
の
中
で
一
番
自
分
に
近
い
波
長

を
感
じ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
水
を
見

せ
る
べ
く
小
さ
な
ガ
ラ
ス
の
器
に
一

種
で
生
け
た
。

し
い
が
、
そ
の
も
の
の
良
さ
を
引

き
出
せ
た
と
思
う
。
器
は
薔
薇
の

歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
小
川

欣
二
さ
ん
の
も
の
を
。
奥
田
薔
薇

園
さ
ん
の
薔
薇
は
香
り
が
良
く
、

幾
度
嗅
い
だ
か
わ
か
ら
な
い
。
香

る
赤
い
薔
薇
は
珍
し
い
と
の
こ

と
。
1
ヶ
月
後
の
今
も
蕾
が
咲
き

部
屋
で
楽
し
ん
で
い
る
。

薔
薇
の
生
花
（
写
真
㊧
） 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　

薔
薇
の
枝
振
り
が
好
き
な
の

で
、
枝
振
り
を
見
せ
や
す
い
お
生

花
の
様
式
を
借
り
て
生
け
た
。
暴

れ
た
薔
薇
を
手
当
た
り
次
第
に

貰
っ
た
の
は
い
い
が
、
生
け
る
の

に
一
苦
労
す
る
。
生
か
す
の
が
難

「
花
の
芸
術
２
０
２
２
」
作
品
集

　
　

立
花
時
勢
粧
解
説
付
き

　
　

Ａ
４
版　

１
２
８
頁

　
　

３
３
０
０
円
（
税
込
）

立
花
時
勢
粧
３
３
３
年
、「
花
の
芸
術
」

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
展
の
作
品
集
を

つ
く
り
ま
し
た
。

ご
希
望
の
方
は
家
元
事
務
局
へ
。　
　

（
０
７
５  

２
２
１  

２
９
５
０
）
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
709
号　

2022
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

水
辺
の
二
友

　
　

∧
12
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

河こ
う
ほ
ね骨

（
睡す

い
れ
ん蓮

科
）

　

花
器　

手
付
八
角
銅
花
器

　

花
菖
蒲
と
河
骨
。
お
生
花
で
取
り

合
わ
せ
て
も
良
い
が
、
一
輪
ず
つ
勢

い
の
あ
る
も
の
を
出
逢
わ
せ
た
。
小

品
の
花
で
は
あ
る
が
、
手
つ
き
の
銅

の
器
が
品
よ
く
合
っ
て
い
る
。

　

メ
イ
ち
ゃ
ん
は
木
登
り
が
大
好
き
。

で
も
下
り
ら
れ
ず
助
け
を
呼
び
ま
す
。
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源み
な
も
と
の
た
め
と
も

為

朝

　
　
　
∧
2
頁
の
花
∨

　
櫻
子

　

花
材　

作さ
く
ゆ
り

百
合
（
百
合
科
）

　
　
　
　

唐か
ら
い
と
そ
う

糸
草
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

桔き
き
ょ
う梗

（
桔
梗
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
清
水
保
孝
作
）

　

源
為
朝
は
平
安
時
代
末
期
の
武
将

で
、
頼よ

り

朝と
も

・
義よ

し

経つ
ね

兄
弟
の
叔
父
に
あ

た
る
。
身
長
２
ｍ
を
超
す
豪
傑
で
、

九
州
・
琉
球
・
京
都
・
伊
豆
諸
島
な

ど
に
多
く
の
伝
説
が
あ
る
。

　

琉
球
の
テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ
、
伊
豆
諸

島
の
サ
ク
ユ
リ
、
そ
し
て
京
都
で
は

ヤ
マ
ユ
リ
（
の
変
種
？
）
が
そ
れ
ぞ

れ
為
朝
百
合
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

蕾
で
買
っ
た
タ
メ
ト
モ
ユ
リ
は
赤

い
斑
点
の
無
い
サ
ク
ユ
リ
だ
っ
た
。

写
真
で
見
た
こ
と
は
あ
る
が
い
け
る

の
は
初
め
て
。
源
為
朝
の
伊
豆
で
の

勇
姿
を
想
像
し
て
楽
し
ん
で
い
る
。

サクユリ

ヤマユリ
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夏
の
い
け
ば
な

　
　
∧
5
頁
の
花
∨

　
健
一
郎

　

花
材　

ア
ナ
ナ
ス

　
　
　
　
　
（
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
科
）

　
　
　
　

ド
ラ
セ
ナ
・
コ
ン
シ
ン
ネ

　
　
　
　
　
（
リ
ュ
ウ
ゼ
ツ
ラ
ン
科
）

　
　
　
　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム

　
　
　
　
　
（
里
芋
科
）

　

花
器　

紺
色
ガ
ラ
ス
水
盤

　

年
中
あ
る
が
冬
に
は
魅
力
の
感
じ

な
か
っ
た
花
だ
が
夏
に
な
る
と
心
な

し
か
き
れ
い
に
感
じ
る
。
私
は
熱
帯

の
暑
さ
と
京
都
の
暑
さ
の
違
い
を
比

べ
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
植
物
園
の
温

室
な
ん
か
で
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
い

る
。
と
は
い
っ
て
も
植
物
園
も
現
地

の
音
を
出
し
た
り
し
て
く
れ
て
い
る

の
で
疑
似
的
で
は
あ
る
が
体
験
で
き

る
こ
と
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ

る
。
植
物
の
勢
い
を
そ
の
ま
ま
に
生

け
た
。
ア
ナ
ナ
ス
の
立
ち
姿
で
は
な

く
、
咲
い
て
い
る
花
を
見
せ
た
か
っ

た
の
で
大
き
く
前
へ
倒
し
た
。
重
た

か
っ
た
た
め
、
錘

お
も
り

を
後
へ
お
い
て
い

る
。
京
都
に
い
な
が
ら
熱
帯
の
雰
囲

気
を
味
わ
え
る
の
は
い
い
も
の
だ
。

興
味
へ
の
き
っ
か
け
と
な
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
歳
を
重
ね
る
と
記
憶
や
、

思
い
出
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
だ
ろ

う
。
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夏
の
夜
空

　
　
　
∧
4
頁
の
花
∨

　
仙
溪

　

花
材　

サ
ン
ダ
ー
ソ
ニ
ア

　
　
　
　
　
（
百
合
科
）

　
　
　
　

オ
ー
ニ
ソ
ガ
ラ
ム

　
　
　
　
　
（
百
合
科
）

　
　
　
　

ネ
オ
レ
ゲ
リ
ア

　
　
　
　
　
（
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
科
）

　
　
　
　

ピ
ッ
ト
ス
ポ
ラ
ム

　
　
　
　
　
（
海と

べ

ら
桐
花
科
）

　

花
器　

陶
コ
ン
ポ
ー
ト

　

竹
と
紙
で
作
ら
れ
た
小
さ
な
気
球

が
夜
空
に
昇
っ
て
行
く
。
天て

ん

燈と
う

は
昔

の
夜
の
通
信
手
段
だ
っ
た
も
の
が
、

無
病
息
災
を
祈
る
民
族
習
慣
と
な
り

今
に
伝
わ
る
そ
う
だ
。
サ
ン
ダ
ー
ソ

ニ
ア
は
南
ア
フ
リ
カ
原
産
だ
が
、
花

の
姿
か
ら
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
ラ
ン
タ
ン

リ
リ
ィ
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

夏
の
夜
空
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
他

に
星
の
形
を
し
た
花
や
葉
を
持
つ
も

の
を
３
種
組
み
あ
わ
せ
て
い
け
て
み

た
。
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初
歩
の
盛
花

立
体
真
主
型

　
　
　
∧
5
頁
の
花
∨

　
仙
溪

　

花
材　

雪
ゆ
き
や
な
ぎ柳

（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

女お
み
な
え
し

郎
花
（
女
郎
花
科
）

　
　
　
　

鶏け
い
と
う頭

（
莧ひ

ゆ

科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

細
く
て
短
い
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
だ
っ
た

の
で
、
オ
ミ
ナ
エ
シ
を
主
材
と
し
て

高
く
い
け
、
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ
を
添
わ
せ

た
。同
じ
取
り
合
わ
せ
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
姿
に
合
わ
せ
た
花
型
を

考
え
て
い
け
た
い
。

真
副

胴

中
間

留

控
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木む
く
げ槿

の
生
花

　
　
∧
6
頁
の
花
∨

　
健
一
郎

　

　

花
型　

行
型

　

花
材　

木
槿
（
葵
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

土
砂
降
り
の
雨
の
中
脚
立
に
登

り
、
方
ぼ
う
に
生
え
て
い
る
木
槿
を

切
っ
て
い
る
と
副
家
元
と
菜
月
が
騒

が
し
い
。「
危
な
い
で
！
足
滑
ら
さ

ん
と
き
や
！
」「
健
ち
ゃ
ん
傘
い
ら

ん
か
？
」
2
人
と
も
笑
い
な
が
ら
ふ

ざ
け
て
い
る
。
言
葉
だ
け
見
る
と
、

な
ん
と
で
き
た
人
な
の
か
と
思
う

が
、
副
家
元
は
台
所
か
ら
、
菜
月
は

3
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
か

ら
雨
傘
を
さ
し
、
動
画
を
撮
っ
て
い

る
。
あ
と
は
わ
ー
、
と
、
き
ゃ
ー
し

か
聞
こ
え
な
か
っ
た
。
木
槿
に
と
っ

て
も
雨
の
中
い
い
状
態
で
切
り
取
る

こ
と
が
で
き
た
。
庭
師
さ
ん
が
お
庭

を
掃
除
す
る
前
に
、
刈
ら
れ
て
し
ま

う
木
槿
を
生
け
て
お
き
た
か
っ
た
。

祇
園
守
り
と
い
う
こ
の
木
槿
は
夏
の

暑
い
時
期
か
ら
暑
さ
が
落
ち
着
く
ま

で
、
気
張
っ
て
咲
い
て
い
る
。
一
日

花
で
毎
日
花
を
咲
か
せ
、
毎
日
萎
れ

る
。
今
回
の
生
花
は
き
れ
い
に
咲
い

て
い
る
状
態
の
も
の
と
色
が
暗
く

な
っ
て
い
る
二
つ
と
も
の
花
を
残
し

た
。
景
色
と
し
て
楽
し
ん
で
い
る
。

バ
ッ
ク
紙
の
色
は
や
は
り
こ
の
色

だ
、
い
つ
も
見
上
げ
る
空
と
共
に
目

に
映
る
木
槿
が
綺
麗
だ
っ
た
。
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梶か
じ

の
生
花

　
　
∧
7
頁
の
花
∨

　
健
一
郎

　

花
材　

梶
（
桑
科
）

　

花
器　

銅
薄う

す
ば
た端

　

2
日
ほ
ど
雨
が
続
い
た
日
の
夕

方
。土
砂
降
り
の
中
、庭
の
梶
を
切
っ

た
。
約
、
1
ヶ
月
ほ
ど
好
き
放
題
に

伸
び
た
梶
を
避
け
な
が
ら
生
活
を
し

て
い
た
家
族
。
も
う
切
っ
て
飾
ろ
う

か
。
と
何
度
も
話
が
出
た
が
、
今
回

の
テ
キ
ス
ト
の
撮
影
の
た
め
に
、
置

い
て
い
て
欲
し
い
と
頼
ん
で
い
た
。

　

梶
の
木
は
神
事
と
関
連
深
く
宮
中

で
は
七
夕
の
短
冊
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
た
。

　

梶
の
木
を
ど
う
し
て
も
お
生
花
に

し
て
こ
の
竜
の
薄
端
銅
器
に
生
け
た

か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
以
前
秋
に
乱

れ
菊
一
色
の
立
花
も
こ
の
銅
器
で
立

て
た
が
、
格
が
あ
り
、
雰
囲
気
を
纏ま

と

う
植
物
と
良
く
合
っ
て
い
る
。

　

七
夕
の
日
は
お
風
呂
上
が
り
に
、

妻
と
筆
ペ
ン
で
願
い
事
を
書
い
た
。

そ
し
て
一
晩
星
に
見
せ
て
お
い
た
。

今
年
は
珍
し
く
晴
れ
て
い
て
星
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
。
風
呂
上
が
り
に

庭
で
ゆ
っ
た
り
と
過
ご
す
2
人
の
時

間
が
気
に
入
っ
て
い
る
。
翌
朝
、
梶

の
葉
を
取
り
に
行
く
と
庭
を
散
歩
し

て
い
た
家
元
が「
え
え
願
い
事
や
な
」

と
微
笑
ん
で
い
た
。
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『
お
花
の
倫
理

　（
復
興
い
け
ば
な
宣
言
）』　

　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
光
ウ
サ
ギ
の
研
究
は
倫
理
的
問
題

で
中
止
さ
れ
て
い
る
と
き
い
た
。
動

物
の
ゆ
き
す
ぎ
た
研
究
は
時
と
し
て

中
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
ら
し
い

が
、
植
物
の
改
良
が
倫
理
的
理
由
で

中
止
さ
れ
た
話
を
聞
い
た
こ
と
が
な

い
。
花
粉
の
な
い
百
合
や
、
青
色
の

薔
薇
、
虹
色
の
カ
ー
ネ
シ
ョ
ン
の
販

売
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
さ
れ
て
い

る
。
光
る
花
は
存
在
し
、
観
賞
も
さ

れ
て
い
る
。
花
と
動
物
の
違
い
は
、

時
間
の
違
い
と
死
の
曖
昧
さ
な
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

 

人
は
人
以
前
か
ら
数
世
紀
単
位
の

年
月
を
重
ね
る
た
び
に
、
自
分
達
か

ら
始
ま
り
、
少
し
ず
つ
大
切
に
で
き

る
も
の
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
人
は
誰
し
も
自
分

自
身
の
存
在
に
対
し
て
強
い
興
味
を

も
ち
思
い
や
り
、
大
切
に
す
る
。
そ

し
て
家
族
、
友
人
、
隣
人
、
組
織
、

と
い
っ
た
具
合
に
少
し
ず
つ
そ
の
幅

は
広
が
る
。
そ
し
て
大
切
に
で
き
る

範
囲
は
動
物
に
ま
で
及
び
そ
う
だ
。

次
は
植
物
の
番
で
あ
る
と
個
人
的
に

は
期
待
を
し
て
い
る
。
た
だ
生
類
憐

み
の
令
み
た
く
、
規
則
と
し
て
決
め

る
の
で
は
な
く
、
各
個
人
が
納
得
し

た
上
で
広
が
っ
て
ほ
し
い
倫
理
観
で

あ
っ
て
欲
し
い
。
動
物
の
愛
護
に
関

し
て
も
強
要
は
あ
ま
り
効
果
的
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
強
引

さ
は
、
わ
だ
か
ま
り
を
う
む
。
花
の

倫
理
は
こ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
お
こ

れ
ば
い
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
石
に
ま

で
広
が
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
て
い

る
。

　
岩
や
滝
な
ど
の
無
機
物
に
ま
で
人

と
同
じ
よ
う
に
霊
的
な
も
の
が
あ

る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
が
あ
っ

た
。
狩
猟
生
活
を
し
て
い
た
時
代
で

あ
る
。
自
然
の
中
に
人
が
ポ
ツ
ン
と

い
た
時
代
だ
。
自
然
信
仰
が
世
界
的

に
発
生
し
、
日
本
も
そ
の
例
外
で
は

な
い
。
有
機
物
、
無
機
物
問
わ
ず
、

全
て
の
も
の
の
中
に
霊
が
宿
っ
て
い

る
と
い
う
考
え
は
、
全
て
の
物
を
大

切
に
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
有
機
物
、
無
機
物
含
め
て
、

生
き
て
い
く
上
で
必
要
不
可
欠
な
も

の
だ
っ
た
た
め
、
特
別
な
気
持
ち
を

抱
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
火
を
見
た

と
き
に
感
じ
る
あ
の
不
思
議
な
感
覚

で
あ
る
。
今
、
我
々
は
そ
の
当
時
と

は
程
遠
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
。

　
花
が
好
き
な
人
は
趣
味
で
園
芸
を

し
て
い
る
人
が
多
い
ら
し
い
。
趣
味

で
花
を
育
て
て
い
る
人
は
花
を
大
切

に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
園
芸

を
し
て
い
る
花
の
好
き
な
人
た
ち
か

ら
の
話
に
よ
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
生
け

花
を
す
る
必
要
は
無
い
み
た
い
だ
。

花
が
大
切
だ
か
ら
、
花
に
対
し
て
余

計
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
と
言
う
。

花
は
花
瓶
に
さ
し
て
楽
し
む
だ
け

で
、
余
計
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
と

の
事
。
そ
れ
が
花
を
生
け
る
こ
と
だ

と
僕
は
思
う
の
だ
が
。
純
粋
に
お
花

が
好
き
な
人
は
、
そ
の
花
に
魅
力
を

感
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
花
を
瓶
の

中
で
生
か
す
行
為
は
、
い
け
ば
な
で

は
な
い
と
い
う
。

　
僕
は
い
け
ば
な
を
し
よ
う
と
思
っ

て
い
る
人
で
な
く
、
花
が
好
き
な
人

と
お
花
を
生
け
て
楽
し
ん
で
い
た
い

と
考
え
て
い
る
。
良
く
も
悪
く
も
、

い
け
ば
な
に
は
強
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
よ
う
だ
。
イ
メ
ー
ジ
が
言
葉
の
認

識
を
限
定
さ
せ
る
。
花
の
魅
力
を
引

き
出
す
い
け
ば
な
が
広
く
知
れ
渡
れ

ば
、
お
花
が
好
き
な
人
が
お
花
を
生

け
て
み
た
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
絵
が
好
き
な
人
は
絵
を
描
け
ば
い

い
と
思
う
。
花
も
花
が
好
き
な
人
に

大
切
に
生
け
ら
れ
て
い
て
ほ
し
い
。

介
護
も
人
が
好
き
な
人
が
従
事
す
べ

き
だ
。そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
お
花
が
、

人
が
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ

と
に
強
い
憤
り
を
感
じ
て
い
る
。
ま

だ
綺
麗
な
花
な
の
に
も
関
わ
ら
ず
、

い
け
ば
な
展
が
終
わ
る
と
捨
て
ら
れ

る
花
、
真
っ
直
ぐ
に
育
つ
き
れ
い
な

植
物
を
わ
ざ
わ
ざ
折
り
ま
げ
、
切
り

裂
い
た
り
さ
れ
る
姿
な
ど
、
そ
の
植

物
が
い
い
状
態
で
な
い
と
胸
が
締
め

付
け
ら
れ
る
。
人
を
人
と
思
わ
な
い

態
度
を
取
る
職
員
。
介
護
に
関
し
て

は
人
権
が
あ
り
、
法
で
守
ら
れ
て
い

る
た
め
、
問
題
に
な
る
が
、
花
を
材

料
と
し
て
見
て
い
る
態
度
や
、
花
の

倫
理
は
問
題
に
な
り
に
く
い
。

　
人
は
人
権
で
守
ら
れ
て
い
る
。
動

物
は
新
し
く
動
物
の
福
祉
が
で
き
て

い
る
。
こ
れ
か
ら
こ
の
流
れ
は
加
速

す
る
だ
ろ
う
。
遺
伝
子
の
組
み
換
え

は
人
に
は
行
わ
な
い
が
、
動
物
、
植

物
に
は
行
う
。
遺
伝
子
の
偏
り
が
絶

滅
リ
ス
ク
を
高
め
て
い
る
事
に
も
な

る
が
、
遺
伝
子
組
み
換
え
に
対
し
て

反
対
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い

ま
僕
が
こ
う
し
て
文
章
を
書
い
て
い

る
時
間
が
あ
る
の
も
、
そ
の
恩
恵
で

あ
る
。
私
が
今
生
き
て
い
る
以
上
、

簡
単
に
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、

植
物
の
倫
理
に
つ
い
て
、
一
度
考
え

て
み
て
ほ
し
い
だ
け
の
こ
と
で
あ

る
。
人
に
対
す
る
の
と
近
い
気
持
ち

を
動
物
に
抱
い
た
経
験
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
同
じ
感
情
を
植
物
に
抱

く
事
は
不
可
能
で
は
な
い
は
ず
だ
。

少
な
く
と
も
私
が
生
け
て
い
る
お
花

に
対
し
て
は
強
い
好
意
を
抱
い
て
い

る
。

　
花
も
動
物
も
人
も
、
在
る
こ
と
の

尊
さ
を
た
だ
、
守
り
た
い
。
そ
し
て

生
き
生
き
と
し
て
い
る
の
を
な
が
め

て
い
る
と
な
ん
だ
か
心
地
が
い
い
。

　
花
の
尊
さ
を
認
め
、
花
の
内
に
入

り
溶
け
込
む
イ
メ
ー
ジ
で
、
花
の
生な

ま

の
魅
力
を
引
き
出
す
の
が
い
け
ば
な

だ
と
思
っ
て
い
る
。
誰
が
見
て
も
心

地
が
い
い
、生
き
生
き
と
し
て
い
て
、

ど
こ
か
温
か
み
が
あ
る
、
そ
ん
な
花

を
生
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
今

の
目
標
で
あ
り
、
僕
が
理
想
と
す
る

花
を
い
け
る
人
と
花
の
倫
理
的
関
係

で
あ
る
。

　
花
の
尊
さ
を
認
め
、

　
花
を
大
切
に
扱
い
、

　
花
の
魅
力
を
引
き
出
し
、

　
生
き
生
き
と
し
た

　
温
か
み
の
あ
る
花
を
い
け
る
。

　
こ
れ
が
僕
の

　「
復
興
い
け
ば
な
宣
言
」
で
あ
る
。
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花
伝
書
を
見
る

立り
っ
か花　

松
除の

き
し
ん真

行ぎ
ょ
うの

花
形　

流な
が
し
も
ち
た
て

枝
持
立

富
春
軒

松　

苔　

百
合　

仙せ
ん
の
う翁

花

著し
ゃ
が莪　

木む
く
げ槿　

柘つ

げ植　

嫩わ
か
ば葉

小こ

し

だ
羊
歯　

桔き
き
ょ
う梗

（
立
花
時
勢
粧
・
上
）

　

目
を
引
く
の
は
低
い
出
口
か
ら

立
ち
昇
る
真
と
長
く
横
へ
伸
び
る

流
枝
だ
が
、
真
や
流
枝
に
添
う
百

合
も
か
な
り
長
く
見
せ
て
い
る
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
百
合
を
伸
び

や
か
に
見
せ
た
く
て
こ
の
花
形
が

生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

全
体
を
見
る
と
頭
を
も
た
げ
た

龍
の
よ
う
に
見
え
る
。
百
合
の
花

は
開
か
れ
た
龍
の
手
、
器
は
龍
が

守
る
玉
。
漲

み
な
ぎ

る
生
命
力
を
感
じ
る

不
思
議
な
立
花
で
あ
る
。
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藤井隆也さんのインスタグラムには藤井さんの作品を背景に毎日のい
けばなが（５年前から一日一作！）、、、。日本でもドイツでも、季節の
一枝を仕事場にいけて楽しまれています。@ f u j i i t a k a y a

藤
井
隆
也
氏
の

ア
ー
ト
と
挿
花

日
本
と
ド
イ
ツ
を
拠
点
に
創
作
活

動
を
続
け
て
い
る
藤
井
隆
也
さ
ん
は

桑
原
専
慶
流
の
師
範
で
も
あ
り
ま

す
。

　

ド
イ
ツ
で
拾
っ
た
オ
ー
ク
の
枯
葉

を
拡
大
し
て
描
か
れ
た
絵
が
、
京
都

鹿
王
院
の
襖
絵
と
し
て
納
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

昨
年
に
続
い
て
今
年
も
９
月
に
、

鹿
王
院
で
新
作
屏
風
絵
の
発
表
を
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
期
間
中
は
オ
ー

ク
の
襖
絵
も
見
せ
て
い
た
だ
け
る
そ

う
で
す
。

　

藤
井
さ
ん
は
５
年
前
か
ら
ア
ト
リ

エ
近
く
の
自
然
を
撮
っ
た
写
真
と
と

も
に
、
１
日
１
点
、
器
に
花
を
い
け

て
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
に
投
稿
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

挿
花
の
背
景
に
は
藤
井
さ
ん
の
作

品
が
。
自
然
の
中
に
身
を
置
い
て
生

み
出
さ
れ
る
模
様
と
、
実
際
の
花
が

響
き
あ
っ
て
い
る
よ
う
な
。
是
非
一

度
覗
い
て
見
て
下
さ
い
。

第
36
回
祇
園
祭
に
い
け
る

い
け
ば
な
展

　

　
仙
溪

　

今
年
は
祇
園
祭
巡
行
復
活
に
あ
わ

せ
て
、
祇
園
祭
い
け
ば
な
展
も
復
活

開
催
さ
れ
、
私
は
創
作
京
履
物
「
伊

と
忠
」
さ
ん
を
担
当
。
店
舗
の
一
角

を
大
き
く
空
け
て
下
さ
り
、
の
び
の

び
と
い
け
る
事
が
出
来
た
。

　

店
内
に
は
和
装
の
履
物
や
バ
ッ
グ

が
並
び
、
職
人
さ
ん
の
仕
事
も
間
近

で
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

京
都
市
芸
術
文
化
協
会
賞

　

　
受
賞

　
桑
原
仙
溪

　

こ
の
た
び
、
京
都
市
芸
術
文
化

協
会
に
所
属
し
、
芸
術
文
化
活
動

が
特
に
顕
著
で
、
芸
術
文
化
の
向

上
に
多
大
の
功
労
が
あ
っ
た
と
認

め
ら
れ
る
者
と
し
て
、
表
彰
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

受
賞
に
感
謝
し
、
今
後
一
層
、

華
道
の
研
鑽
な
ら
び
に
発
展
に
尽

力
し
て
ま
い
り
ま
す
。　

仙
溪花材／檜扇　グロリオサ　棕櫚竹　著莪の斑入り葉　　花器／染付鉢



11

岡
山
県
本
部
主
催

夏
季
研
修
会

華
や
い
だ
暮
ら
し
の
設
え

　

会
期　

７
月
３
日
㈰

　

会
場　

ラ
イ
フ
パ
ー
ク
倉
敷

大
ホ
ー
ル

　

参
加　

約
90
名

　

内
容　

家
元
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

い
け
ば
な
実
習

　
「
バ
ラ
を
い
け
る
」

い
け
ば
な
展
示

岡
山
県
本
部
役
員

　

疫
病
退
散
の
願
い
を
こ
め
て
、

い
き
い
き
と
し
た
花
か
ら
パ
ワ
ー

を
も
ら
っ
て
も
ら
お
う
と
、
岡
山

の
先
生
方
が
力
を
合
わ
せ
て
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
し
て
下
さ
っ
た
。

舞
台
両
端
に
は
手
作
り
の
床
の

間
や
応
接
セ
ッ
ト
が
設
置
さ
れ
、

花
の
飾
り
方
を
解
説
。
中
央
の
大

作
は
織
姫
と
彦
星
に
み
た
て
た
花

を
即
興
で
い
け
た
。

　

厄
除
け
の
檜
扇
に
あ
や
か
っ
て

扇
形
の
葉
を
も
つ
竹た

け
し
ゃ
が

著
莪
、
棕し

ゅ

櫚ろ

竹ち
く

を
使
い
、
邪
気
を
吹
き
飛
ば
す

力
強
い
い
け
ば
な
に
な
っ
た
。

檜
扇
と
七
竈

∧
表
紙
の
花
∨

　
仙
溪

　

花
材　

檜ひ
お
う
ぎ扇

（
菖あ

や
め蒲

科
）

七
な
な
か
ま
ど竈

（
薔ば

ら薇
科
）

ベ
ル
鉄て

っ
せ
ん線

（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

花
器　

陶
花
器（
竹
内
眞
三
郎
作
）

ヒ
オ
ウ
ギ
は
古
よ
り
邪
気
を
払
い

の
け
る
力
が
あ
る
と
さ
れ
、
ナ
ナ
カ

マ
ド
は
火
災
除
け
、
落
雷
除
け
の
木

と
さ
れ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
知
ら
な

く
て
も
、
こ
の
2
種
の
組
み
あ
わ
せ

に
は
不
思
議
な
力
が
感
じ
ら
れ
る
。

白
い
器
と
赤
い
花
が
良
く
合
っ
て
い

る
。

ササユリきれいだなー。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
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号　
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年
8
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
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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

ブ
ド
ウ
の
よ
う
な

　
　
　
∧
12
頁
の
花
∨

　
仙
溪

　

花
材　

洋よ
う
し
ゅ
や
ま
ご
ぼ
う

種
山
牛
蒡
（
菖あ

や
め蒲

科
）

　
　
　
　

オ
ン
シ
ジ
ウ
ム
（
蘭
科
）

　
　
　
　

レ
ナ
ン
セ
ラ
（
蘭
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
器（
ク
リ
シ
ー
）

　

セ
イ
ヨ
ウ
ヤ
マ
ゴ
ボ
ウ
は
黒
紫
色

に
熟
し
た
実
が
潰
れ
る
と
服
に
色
が

つ
く
の
で
困
る
。
け
れ
ど
も
実
が
熟

す
前
の
枝
は
、
野
ブ
ド
ウ
の
よ
う
に

垂
れ
下
が
る
実
が
面
白
く
、
白
い
小

さ
な
花
も
つ
い
て
い
て
、
園
芸
植
物

に
は
無
い
自
然
味
が
あ
る
。

　

ア
ン
テ
ィ
ー
ク
の
ガ
ラ
ス
花
器
に

２
種
の
蘭
を
添
え
て
い
け
る
と
、
エ

レ
ガ
ン
ト
な
い
け
ば
な
に
な
っ
た
。

　

テ
キ
ス
ト
撮
影
を
見
守
る
メ
イ

ち
ゃ
ん
。
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植
物
散
歩　
　
　
　

仙
溪

　

途
中
で
い
ろ
ん
な
花
に
出
合
え
る

の
が
山
登
り
の
楽
し
み
な
の
だ
が
、

そ
れ
に
は
時
間
と
体
力
が
必
要
だ
。

家
か
ら
日
帰
り
で
気
軽
に
自
然
を
楽

し
め
る
場
所
を
訪
れ
て
、
植
物
散
歩

を
楽
し
ん
で
い
る
。

　

7
月
に
は
華
道
家
仲
間
と
六
甲
山

高
山
植
物
園
に
行
っ
た
。
コ
ア
ジ
サ

イ
の
紫
色
の
花
柄
に
見
入
り
、
ギ
ボ

シ
の
花
の
蕾
が
丸
く
て
可
愛
い
か
っ

た
。

　

8
月
に
は
京
丹
波
町
和
知
の
「
わ

ち
山
野
草
の
森
」
を
訪
れ
た
。
九
百

種
の
植
物
が
育
ち
、
四
季
を
通
し
て

楽
し
め
る
。
オ
ミ
ナ
エ
シ
が
眩
し
く

咲
い
て
い
た
。
途
中
、
由
良
川
沿
い

の
田
園
風
景
に
癒
や
さ
れ
、
鮎
の
塩

焼
き
と
地
酒
も
堪
能
し
た
。
別
の
季

節
も
楽
し
み
で
あ
る
。

虫む
し
か
り狩

の
実　

菊

　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

仙
溪 ㊨クサギの花が咲いていた。

㊧道を歩くカニ。（和知にて）
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花
型　

草
型
副
流
し　

二
種
挿
し

　

花
材　

虫
狩

　
　
　
　
　
（
忍
冬
科
・
連
福
草
科
）

　
　
　
　

菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
伊
藤
典
哲
作
）

　

ム
シ
カ
リ
は
葉
を
亀
の
甲
羅
に
見

立
て
て
オ
オ
カ
メ
ノ
キ
（
大
亀
の

木
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
初
夏
ガ
ク
ア

ジ
サ
イ
に
似
た
白
い
花
が
咲
き
、
晩

夏
赤
い
実
が
黒
く
熟
す
こ
ろ
花
柄
は

赤
く
変
色
し
て
い
る
。
先
日
山
で
見

た
ミ
ズ
キ
の
実
も
花
柄
が
赤
く
、
遠

目
で
は
赤
い
花
の
よ
う
に
目
立
っ
て

い
た
。
実
の
存
在
を
山
の
動
物
や
鳥

た
ち
に
知
ら
せ
る
た
め
の
知
恵
だ
ろ

う
。

菊
２
色

　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

真
の
花
型

　

花
材　

菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

水
盤
に
剣
山
で
い
け
て
い
る
。
比

較
的
粘
り
強
い
茎
だ
っ
た
の
で
、留
・

総
囲
・
控
は
慎
重
に
撓
め
て
い
る
。

真
・
新
囲
・
副
・
胴
は
撓
め
ず
に
い

け
た
。

　

菊
の
季
節
が
や
っ
て
く
る
。
菊
は

花
の
品
格
を
引
き
出
し
、
葉
を
シ
ャ

キ
ッ
と
見
せ
た
い
。
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リ
コ
リ
ス

　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

裏
白
の
木
の
実（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

リ
コ
リ
ス
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

ス
プ
レ
ー
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

採
泥
陶
花
器

　
　
　
　
　
（
宮
下
善
爾
作
）

　

リ
コ
リ
ス
は
東
ア
ジ
ア
の
暖
地
に

分
布
す
る
多
年
草
。
鮮
や
か
な
黄
色

の
花
弁
が
反
り
か
え
り
、
光
を
放
っ

て
い
る
よ
う
な
明
る
さ
が
あ
る
。

　

黄
色
か
ら
赤
に
色
づ
き
始
め
た
実

と
オ
レ
ン
ジ
色
の
キ
ク
を
合
わ
せ

て
、
色
彩
の
繋
が
り
を
楽
し
ん
だ
。

光
る
実

　
　
　

∧
5
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

酸
漿
・
鬼
灯
（
茄
子
科
）

　
　
　
　

女
郎
花
（
女
郎
花
科
）

　
　
　
　

木
苺
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
市
川
博
一
作
）

　

仙
齋
・
素
子
の
「
花
ふ
た
り
旅
」

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
編
に
ホ
オ
ズ
キ
を
い

け
た
花
が
あ
る
。
ガ
ラ
ス
メ
ー
カ
ー

「
コ
ス
タ
・
ボ
ダ
」
を
訪
れ
、
近
く

の
花
屋
で
花
を
買
い
、
コ
ス
タ
・
ボ

ダ
の
ガ
ラ
ス
花
器
に
い
け
て
写
真
を

撮
っ
た
。
ホ
オ
ズ
キ
は
長
い
茎
に
実

が
つ
い
た
ま
ま
乾
燥
し
た
状
態
だ
っ
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た
の
を
、
色
を
強
め
る
た
め
束
に
し

て
実
の
塊
を
つ
く
っ
た
。

　

コ
ス
タ
・
ボ
ダ
社
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ

ス
の
一
室
。
部
屋
の
照
明
を
消
し
、

テ
ー
ブ
ル
に
大
き
な
黒
い
ガ
ラ
ス
花

器
を
置
き
、
ホ
オ
ズ
キ
と
エ
ノ
コ
ロ

グ
サ
を
母
が
い
け
る
の
を
横
で
見
て

い
る
と
、
窓
か
ら
差
す
光
で
ホ
オ
ズ

キ
が
輝
き
だ
し
た
。
枯
れ
て
カ
サ
カ

サ
だ
っ
た
ホ
オ
ズ
キ
が
生
き
生
き
と

蘇
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
い

け
ば
な
の
力
に
圧
倒
さ
れ
た
。

　

こ
の
花
を
何
と
合
わ
せ
、
ど
ん
な

器
に
い
け
、
ど
う
い
け
る
か
、
い
け

た
花
を
ど
こ
に
ど
う
置
く
か
で
、
花

の
個
性
が
キ
ラ
ッ
と
光
る
こ
と
を
教

わ
っ
た
。
私
の
大
切
な
思
い
出
で
あ

る
。

　

明
か
り
が
灯
っ
た
よ
う
に
見
せ
た

く
て
、
黒
い
背
景
に
黒
い
器
で
立
派

な
ホ
オ
ズ
キ
を
い
け
た
。
長
く
使
っ

た
が
よ
く
水
を
吸
い
上
げ
て
い
る
。

緑
を
キ
イ
チ
ゴ
で
補
い
、
オ
ミ
ナ
エ

シ
で
光
を
広
げ
た
。
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瓔
珞
鬼
灯

　
　

∧
6
頁
の
花
∨　

健
一
郎　

　

花
材　

瓔
珞
鬼
灯
（
茄
子
科
）

　
　
　
　

仙
翁
（
撫
子
科
）

　
　
　
　

白
花
鳥
兜
（
金
鳳
花
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
野
中
春
清
作
）

　

江
戸
時
代
に
日
本
で
作
出
さ
れ
た

園
芸
品
種
で
、
鉢
植
え
で
栽
培
さ
れ

て
い
る
。
種
子
が
で
き
な
い
た
め
、

株
分
け
で
増
や
す
ら
し
い
。
作
例
は

ま
だ
色
づ
く
前
の
も
の
で
、
色
づ
い

た
も
の
よ
り
、
不
思
議
な
萼
に
目
が

い
く
。
江
戸
時
代
に
競
っ
て
品
種
改

良
さ
れ
た
朝
顔
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
。
国
中
が
花
に
興
味
感
心
を
持
っ

て
い
た
時
代
の
こ
と
を
考
え
て
い
る

の
は
面
白
い
。
そ
の
時
代
に
良
く
流

通
し
た
仙
翁
花
と
山
の
鳥
兜
と
取
り

合
わ
せ
た
。
何
度
見
て
も
不
思
議
な

形
の
花
だ
っ
た
。

【
訂
正
】

７
月
号
・
６
頁
の
花

　

花
器　

白
釉
壺
（
崔
龍
煕
作
）
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ベ
ロ
ニ
カ
の
小
品

　
　

∧
7
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

エ
ン
シ
ク
リ
ア
（
蘭
科
）

　
　
　
　

ベ
ロ
ニ
カ（
胡
麻
葉
草
科
・

車
前
草
科
）

　

花
器　

小
物
入
れ
（
モ
ロ
ッ
コ
）

　

団
子
の
よ
う
に
固
ま
っ
た
形
を
す

る
ト
ラ
ノ
オ
。
想
像
す
る
ト
ラ
ノ
オ

と
は
全
く
形
が
違
う
。
一
週
間
ほ
ど

か
け
て
咲
い
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
花
も

ほ
と
ん
ど
全
て
が
咲
い
た
。
予
定
し

て
い
た
30
分
の
花
火
大
会
が
何
か
の

手
違
い
で
1
分
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ

た
か
の
よ
う
だ
。
花
屋
で
会
う
と
な

ぜ
か
手
に
と
っ
て
し
ま
う
。
今
回
は

こ
の
二
輪
の
み
残
っ
て
い
た
の
で
頂

い
た
。
ト
ラ
ノ
オ
ら
し
い
形
を
し
た

ベ
ロ
ニ
カ
は
、和
の
花
と
も
合
う
が
、

奇
形
と
も
言
え
る
こ
の
ベ
ロ
ニ
カ
の

強
さ
を
見
て
エ
ン
シ
ク
リ
ア
と
合
わ

せ
た
。
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羅ら

か

ん

ず

漢
図
の
挿
花

　
　
　
　
　
　
　

仙
溪　

　

羅
漢
と
は
「
修
行
を
完
成
し
、

供
養
に
値
す
る
者
」
を
意
味
す
る

「
ア
ル
ハ
ッ
ト
」
を
漢
字
音
で
表
し

た
「
阿
羅
漢
」
の
略
称
で
、
釈
迦

の
入
滅
後
に
長
寿
を
保
ち
法
の
護

持
と
人
々
の
救
済
を
釈
迦
か
ら
託

さ
れ
た
16
羅
漢
や
、
超
人
的
な
能

力
を
持
つ
聖
人
達
の
こ
と
を
さ
す
。

　

平
安
時
代
中
期
か
ら
鎌
倉
時
代

に
中
国
か
ら
十
六
羅
漢
図
な
ど
と

共
に
羅
漢
信
仰
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

　

平
安
末
期
に
日
本
で
描
か
れ
た

十
六
羅
漢
図
（
11
世
紀
）
に
は
、

ハ
ス
の
花
葉
を
挿
し
た
ガ
ラ
ス
花

瓶
を
抱
え
持
つ
従
者
が
見
え
る（
①

②
）。
伝
来
の
絵
を
元
に
し
た
の
な

ら
、
中
国
北ほ

く

宋そ
う

時
代
に
は
こ
の
よ

う
な
供
花
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の

と
想
像
で
き
る
。
前
に
紹
介
し
た

遼り
ょ
うの

墓
所
（
１
１
１
６
年
）
に
瑠る

璃り

瓶び
ん

に
挿
さ
れ
た
供
花
の
絵
が
描

か
れ
て
い
た
こ
と
と
も
繋
が
り
を

感
じ
る
し
、
日
本
に
お
い
て
は
鳥

獣
人
物
戯
画
（
平
安
末
〜
鎌
倉
初
）

に
ハ
ス
の
供
花
が
あ
り
興
味
深
い
。

　

別
の
羅
漢
図
に
は
蓮
池
で
ハ
ス

の
花
葉
を
採
取
し
、
青
磁
の
花
瓶

に
挿
し
て
仏
に
供
え
る
場
面
が
あ

る
。
中
国
・
南
宋
時
代
に
明め

い

州し
ゅ
う（

現

在
の
寧に

ん

波ぽ
う

）
で
描
か
れ
た
五
百
羅

漢
図
・
百
幅
の
一
つ
だ
（
③
④
）。

　

明
州
は
古
く
か
ら
海
上
交
易
の

拠
点
と
し
て
栄
え
た
港
湾
都
市
で
、

７
０
２
年
以
降
の
遣
唐
使
船
も
ま

ず
こ
こ
に
上
陸
し
て
唐
の
都
、
長

安
（
現
在
の
西
安
）
を
目
指
し
た
。

　

唐
代
後
期
の
廃は

い

仏ぶ
つ

法ほ
う

難な
ん

以
後
、

戦
乱
に
よ
っ
て
も
衰
退
し
か
け
た

仏
教
は
、
宋
代
に
庇
護
を
う
け
再

興
す
る
。
明
州
に
は
禅
僧
の
栄え

い

西さ
い

や
道ど

う

元げ
ん

も
訪
れ
、
大
陸
の
文
化
を

吸
収
し
て
日
本
へ
持
ち
帰
っ
て
い

る
。
仏
教
復
興
の
時
代
に
日
本
や

高
麗
と
交
流
が
続
く
明
州
で
、
こ

の
羅
漢
図
百
幅
は
10
年
以
上
の
歳

月
を
か
け
て
描
か
れ
た
。

　

蓮
池
の
描
写
は
南
宋
の
都
・
杭こ

う

州し
ゅ
う（

当
時
は
臨り

ん

安あ
ん

）
の
西さ

い

湖こ

を
彷

彿
と
さ
せ
る
。
杭
州
は
明
州
の
す

ぐ
隣
だ
。
明
州
に
も
東と

う

錢せ
ん

湖こ

な
ど

ハ
ス
は
身
近
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
気
候
お
だ
や
か
な
こ
の
地
域

（
江こ

う

南な
ん

地
方
）
で
は
、
実
際
夏
に
ハ

ス
を
花
瓶
に
挿
し
て
供
え
て
い
た

の
だ
ろ
う
。
彼か

の
地
で
修
行
中
の

栄
西
や
道
元
も
ハ
ス
を
切
っ
て
花

瓶
に
挿
し
た
だ
ろ
う
か
。

十六羅漢図（国宝）の一つ。11 世紀。
聖衆来迎寺伝来。東京国立博物館蔵。
出典①②：https://emuseum.nich.go.jp/
detail?content_base_id=100157&content_part_ 
id=016&langId=ja&webView=　e 国宝サイトより転載

五百羅漢図 100 幅の一つ「採蓮」。12
世紀後半、明州の恵安院（東錢湖畔の寺
院）に施入。現在は京都大徳寺他に伝来。
出典③④：https://kknews.cc/news/o9ok5b6. html

▲

▲

①

③

②

④



9

「
な
ん
か
え
え
な
」

∧
表
紙
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

夏
櫨
（
躑
躅
科
）

夏
櫨
苔
木

犬
蓼
・
赤
飯
（
蓼
科
）

沢
桔
梗
（
桔
梗
科
）

仙
翁
（
撫
子
科
）

竜
胆
（
竜
胆
科
）

女
郎
花
（
女
郎
花
科
）

白
花
鳥
兜
（
金
鳳
花
科
）

禊
萩
（
禊
萩
科
）
ピ
ン
ク

萩
（
豆
科
）

宝
鐸
草
（
百
合
科
）

梅
苔
木

　

花
器　

銅
砂
鉢

　

苔
の
豊
か
な
木
を
探
し
て
は
い
る

の
だ
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
。

先
日
、
庭
師
さ
ん
の
ト
ラ
ッ
ク
で
見

つ
け
た
苔
が
べ
っ
た
り
と
つ
い
た
樹

齢
70
年
く
ら
い
の
梅
の
切
り
株
を
頂

い
た
。
特
に
何
か
を
見
越
し
て
頂
い

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
季

節
の
砂
物
に
よ
く
合
っ
た
。
苔
が
い

い
景
色
を
作
っ
て
い
る
。
真
の
隠
し

は
平
安
神
宮
を
散
歩
し
て
い
た
と
き

に
拾
っ
た
松
の
皮
。
層
を
眺
め
て
感

心
し
、
部
屋
に
飾
っ
て
い
た
。
模
様

が
綺
麗
だ
。
こ
れ
も
何
か
を
考
え
て

の
物
で
は
な
く
、
好
き
な
石
を
持
ち

帰
る
よ
う
な
感
覚
で
あ
る
。
小
学
時

代
に
良
く
石
を
集
め
て
い
た
の
だ

が
、
何
か
自
分
に
強
く
反
応
さ
せ
る

も
の
を
集
め
る
こ
と
が
最
近
増
え

た
。「
な
ん
か
え
え
な
。」
と
い
う
感

覚
は
忙
し
い
時
間
の
中
で
見
過
ご
さ

れ
や
す
い
が
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時

間
に
生
き
て
い
る
と
よ
く
味
わ
え

る
。
な
ん
か
え
え
な
と
思
っ
た
季
節

の
花
を
一
つ
の
砂
鉢
に
出
合
わ
せ

た
。
い
い
景
色
だ
。

レモンとメイ

蓮
の
立
花

　

健
一
郎

　

花
型　

蓮
一
色

　

花
材　

蓮
（
蓮
科
）

　

花
器　

手
付
陶
花
瓶

　

上
野
淳
泉
先
生
の
教
場
に
て
。

　

８
月
21
日
。（
倉
敷
市
）
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蓮
の
立
花　

　
　
　
　
　
　
　
　

健
一
郎

　
お
盆
も
終
わ
り
、
花
の
出
荷
が
終

わ
っ
た
後
の
蓮
畑
で
、
好
き
な
だ

け
蓮
を
切
ら
せ
て
も
ら
っ
て
立
花
を

立
て
た
。
僕
に
と
っ
て
初
め
て
の
蓮

一
色
で
あ
る
。
前
の
日
ま
で
は
雨
が

降
っ
て
お
り
、
蓮
の
葉
は
日
光
で
傷

ん
で
な
い
な
い
。
お
水
も
良
く
吸
っ

て
い
る
。
当
日
は
曇
り
で
、
蓮
の
花

を
切
り
取
り
終
わ
る
と
雨
が
降
っ
て

き
た
。

　
ハ
ス
の
立
花
を
す
る
上
で
こ
れ
ほ

ど
恵
ま
れ
た
環
境
は
な
い
だ
ろ
う
。

以
前
の
河
骨
の
立
花
を
立
て
た
と
き

に
も
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
を
は
じ

め
と
し
、
た
く
さ
ん
の
先
生
に
お
世

話
に
な
っ
た
。
立
て
た
立
花
を
最
後

に
13
世
家
元
の
愛
弟
子
で
あ
る
95
を

迎
え
た
大
先
生
に
拝
見
し
て
頂
い

た
。

　
曇
り
の
た
め
、
朝
６
時
か
ら
蓮
を

取
り
に
行
く
。
辺
り
は
ま
だ
静
か
。

畑
に
は
一
面
に
蓮
が
広
が
っ
て
い

る
。
長
靴
、
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
装
備

し
、
真
に
な
り
そ
う
な
葉
か
ら
取
り

に
行
く
。奥
の
方
に
い
い
葉
が
あ
る
。

目
が
け
て
分
け
入
ろ
う
と
沼
へ
足
を

踏
み
入
れ
る
と
足
が
沈
む
。
ハ
ス
の

方
が
背
が
高
く
な
っ
た
。
見
上
げ
る

と
蓮
の
葉
で
周
り
が
見
え
な
い
。
先

ほ
ど
見
つ
け
た
良
い
葉
は
ど
こ
へ

行
っ
た
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
大
き

な
葉
の
下
に
は
巻
き
葉
が
あ
る
。
役

枝
に
し
よ
う
と
は
考
え
ず
、
綺
麗

だ
っ
た
の
で
切
り
取
っ
た
。
蓮
は
ど

の
段
階
で
、
い
つ
見
て
も
雰
囲
気
が

あ
っ
て
面
白
い
。
綺
麗
な
葉
、
花
を

探
し
て
ど
ん
ど
ん
と
奥
へ
分
け
入

る
。花
の
香
り
が
し
た
。甘
く
す
ー
っ

と
す
る
香
り
だ
。
私
は
い
ま
ハ
ス
の

中
に
い
る
。
ま
る
で
蓮
に
溺
れ
て
い

る
か
の
よ
う
だ
。
足
が
抜
け
な
く
な

り
そ
う
に
な
る
が
、な
ん
と
か
歩
く
。

無
理
し
て
手
を
伸
ば
し
て
綺
麗
な
蕾

が
あ
っ
た
の
で
頂
き
引
き
返
す
。
そ

の
拍
子
に
蓮
を
切
る
音
が
聞
こ
え
た

方
を
見
る
と
女
性
の
先
生
が
慣
れ
た

手
つ
き
で
ズ
バ
ズ
バ
と
葉
と
花
を
集

め
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
ま
だ
僕

は
あ
そ
こ
ま
で
行
け
そ
う
に
な
い
。

き
っ
と
、
歩
き
方
や
装
備
の
違
い
で

あ
ろ
う
。
倉
敷
の
先
生
方
は
毎
年
こ

の
恒
例
行
事
を
心
か
ら
楽
し
ん
で
い

た
。

　
手
早
く
花
を
取
り
終
え
、
生
け
る

場
所
へ
持
ち
帰
る
。
水
揚
げ
を
し
な

が
ら
花
を
立
て
て
い
く
。
河
骨
の
立

花
の
と
き
に
も
お
世
話
に
な
っ
た
先

生
に
つ
い
て
も
ら
い
、
脈
々
と
受
け

継
が
れ
る
技
、
感
覚
を
吸
収
す
る
。

結
局
は
触
る
し
か
な
い
。

　
家
に
帰
り
着
く
と
、
95
を
迎
え
た

大
先
生
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き

た
。
蓮
の
安
否
の
確
認
、
僕
の
安
否

の
確
認
、
京
都
か
ら
来
て
く
れ
て
ど

れ
だ
け
嬉
し
か
っ
た
か
、
蓮
に
と
っ

て
京
都
で
他
の
人
に
見
て
も
ら
え
る

こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
の
幸
せ
で
あ
ろ
う

か
。
大
先
生
自
身
が
自
分
が
蓮
で
あ

る
か
の
よ
う
に
何
度
も
お
礼
を
頂
い

た
。
き
っ
と
大
先
生
は
蓮
の
代
わ
り

と
も
思
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
お
礼

を
言
お
う
と
し
て
い
た
は
ず
の
僕
が

勢
い
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
蓮
ち
ゃ
ん
に
も
よ
ろ
し
く
ね
。と
、

電
話
は
終
わ
っ
た
。
大
先
生
と
花
の

境
界
線
が
曖
昧
で
、ぼ
や
け
て
い
る
。

ま
し
て
や
今
回
大
先
生
は
ハ
ス
に
触

れ
て
さ
え
い
な
い
の
に
。
終
戦
後
18

歳
か
ら
花
の
道
に
入
り
、
没
頭
。
花

に
厚
み
を
持
た
せ
る
べ
く
油
絵
、
書

道
、
大
工
仕
事
を
勉
強
す
る
。
未
だ

な
お
楽
し
く
て
仕
方
が
な
い
そ
う

だ
。
本
当
に
楽
し
そ
う
に
そ
の
当
時

の
話
を
さ
れ
る
。
強
い
刺
激
を
受
け

た
。
私
も
思
い
っ
き
り
、
こ
の
生
を

堪
能
し
た
い
。
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花
伝
書
を
見
る

菊
一
色　

砂
の
物

専
定
寺
（
冨
春
軒
：
初
版
）

菊　

小
菊

  （
立
花
時
勢
粧
・
下　

秘
曲
の
図
）

　
「
砂
の
物
」に
も
真
行
草
が
あ
る
。

二
株
立
て
で
、
男
株
と
女
株
に
軽

重
が
な
い
よ
う
に
立
て
、
ど
ち
ら

に
も
正
真
と
前
置
が
あ
る
も
の
を

「
行
の
砂
の
物
」
と
い
う
。

　

こ
の
図
「
菊
一
色
砂
の
物
」
は

男
株
と
女
株
の
軽
重
が
自
由
で
、

二
株
で
あ
っ
て
も
正
真
一
つ
、
前

置
一
つ
な
の
で
「
草
の
砂
の
物
」

で
あ
る
。

　
「
株
立
は
異
曲
風
流
に
意
気
は
づ

み
を
第
一
と
し
て
立
て
る
が
、
と

り
わ
け
草
の
砂
の
物
で
は
、
一
手

珍
し
き
作
意
が
な
け
れ
ば
叶
わ
な

い
。」
と
冨
春
軒
は
書
い
て
い
る
。

　

向
か
っ
て
左
の
株
か
ら
真
の
菊

が
右
側
に
除
い
て
出
て
い
る
。
普

通
な
ら
左
に
除
い
て
出
る
と
こ
ろ

を
逆
に
す
る
こ
と
で
意
外
性
を
生

ん
で
い
る
。「
珍
し
き
作
意
」
で
あ

る
。

　

挿
花
の
神
髄
を
習
得
し
た
上
で
、

定
石
に
こ
だ
わ
ら
な
い
自
由
な
精

神
が
備
わ
っ
て
こ
そ
「
一
手
珍
し

き
作
意
」
は
生
ま
れ
る
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
711
号　

2022
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

ク
ロ
ト
ン
の
木

　
　
　

∧
12
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ク
ロ
ト
ン
（
燈
台
草
科
）

　
　
　
　

カ
ラ
ー
（
里
芋
科
）

　
　
　
　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム（
里
芋
科
）

　

花
器　

銅
器

　

稽
古
で
い
け
る
ク
ロ
ト
ン
は
一
枚

ず
つ
の
葉
と
し
て
い
け
る
事
が
多

い
。
水
上
げ
が
悪
い
の
で
、
足
元
に

添
え
る
葉
と
し
て
売
ら
れ
て
い
る
。

ト
ウ
ダ
イ
グ
サ
科
の
植
物
な
の
で
、

先
端
が
黄
、
赤
、
オ
レ
ン
ジ
色
に
染

ま
り
、
葉
脈
が
く
っ
き
り
と
美
し

い
。
葉
の
形
が
槍
の
先
の
鉾（
ほ
こ
）

に
似
て
い
る
の
で
鉾
葉
系
と
呼
ぶ
そ

う
だ
。
今
回
は
鉢
の
ク
ロ
ト
ン
の
木

を
切
ら
ず
に
根
の
ま
ま
包
ん
で
銅
製

花
器
に
い
け
て
み
た
。
花
器
の
口
も

中
も
広
く
て
す
っ
ぽ
り
包
み
込
む
大

ら
か
さ
。
根
ご
と
い
け
た
の
で
よ
く

保
っ
て
く
れ
て
い
る
。
暑
い
時
期
で

保
た
な
い
花
が
多
い
が
、
取
り
合
わ

せ
を
色
々
替
え
な
が
ら
お
玄
関
の
迎

え
花
と
し
て
飾
っ
て
い
る
。
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季
節
を
味
わ
う

　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

野の
い
ば
ら茨

（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

糸
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

木き
い
ち
ご苺

（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
水
盤
（
市
川
博
一
作
）

　

赤
い
実
に
紅
葉
し
た
葉
を
合
わ
せ

季
節
の
花
を
覗
か
せ
る
。
こ
の
組
み

あ
わ
せ
が
気
に
入
っ
て
い
る
。
い
け

あ
が
っ
た
姿
を
あ
れ
こ
れ
と
想
像
す

る
の
が
楽
し
い
。

　

そ
の
季
節
の
自
然
の
恵
み
、
輝
き

を
感
じ
る
花
を
い
け
た
い
。

ホ
ト
ト
ギ
ス

　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

杜ほ
と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

　
　
　
　

白
花
藤ふ

じ
ば
か
ま

袴
（
菊
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

風
が
涼
し
く
感
じ
ら
れ
る
頃
、
ホ

ト
ト
ギ
ス
の
花
が
咲
き
は
じ
め
る
。
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深
秋

　
　

 

∧
３
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

乱
れ
菊
３
種
（
菊
科
）

　
　
　
　

嵯
峨
菊
２
種
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

秋
が
深
ま
る
と
何
と
言
っ
て
も
菊

が
美
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
花
屋
で
も

さ
ま
ざ
ま
な
菊
が
迎
え
て
く
れ
る
。

乱
れ
菊
は
自
然
の
勢
い
を
そ
の
ま
ま

に
生
け
、嵯
峨
菊
は
品
良
く
生
け
た
。

そ
の
後
、
家
元
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
枯

れ
葉
の
景
色
を
作
っ
た
。
い
い
景
色

で
あ
る
。

葉
の
脇
に
咲
く
も
の
と
、
茎
の
先
端

に
咲
く
も
の
が
あ
る
が
、
後
者
な
ら

伸
び
や
か
に
軽
や
か
に
、
葉
と
葉
の

隙
間
を
見
せ
て
い
け
た
い
。

　

赤
と
白
の
小
花
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
の

花
色
に
優
し
く
寄
り
添
っ
て
い
る
。
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葉は

蘭ら
ん　

九
葉　
　
生
花　

行
型

葉
蘭
は
中
国
原
産
の
多
年
草
。
地
下
茎
か
ら
１
枚
ず
つ
葉
が
出
る
。

最
初
は
巻
葉
で
伸
び
出
て
く
る
。巻
葉
の
外
側
が
内
側
よ
り
も
太
陽
光
を
多
く
受
け
る
分
、

幅
が
広
く
な
り
、
開
い
た
葉
で
は
左
右
で
幅
が
違
う
。
右
巻
き
左
巻
き
の
両
方
が
あ
る
。

右
の
広
い
葉
と
左
の
広
い
葉
、
両
方
使
う
こ
と
で
出

し
ゅ
っ

生し
ょ
うを
表
現
す
る
。

美
し
い
姿
形
に
な
る
よ
う
葉
を
選
べ
ば
自
ず
と
両
方
の
葉
が
必
要
に
な
る
。

左
右
同
数
大
中
小
の
葉
を
多
め
に
用
意
し
た
中
か
ら
葉
を
選
ん
で
い
け
す
す
め
る
。

真

副

真
囲

見
越

胴

留

控

総
囲

胴
沈
み

真

副

真
囲見

越
胴

留
控 総

囲

胴
沈
み

葉
に
も
よ
る
が
、一
番
大
き
な
葉
を
真
に
選
ん
で
、

中
程
で
茎
を
し
ご
く
よ
う
に
撓
め
て
お
く
。
控
・

胴
沈
み
に
は
小
さ
い
葉
を
残
し
て
お
く
。
胴
沈
み

の
か
わ
り
に
副
沈
み
で
も
よ
い
。

新
囲
と
見
越
は
ど
ち
ら
を
高
く
し
て
も
良
い
。

又
木
配
り
は
小
さ
め

に
か
け
る
。
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①②③

④⑤⑥

⑦⑧⑨

真

副

真
囲

見
越

胴

留

控

総
囲

胴
沈
み

副
を
左
手
前
に
入
れ
る
。

胴
を
副
の
と
な
り
に
。

見
越
を
胴
の
う
し
ろ
に
。

胴
沈
み
を
胴
の
と
な
り
に
。

葉
は
胴
の
う
し
ろ
へ
。

新
囲
を
胴
沈
み
の
う
し
ろ
へ
。

真
を
さ
ら
に
う
し
ろ
へ
。

総
囲
を
手
前
へ
。

留
を
総
囲
い
の
う
し
ろ
へ
。

横
配
り
を
か
け
て
紐
で
水
際
を
縛
る
。

控
を
一
番
う
し
ろ
へ
。

留
の
出
口
を
慎
重
に
撓
め
て

形
を
整
え
る
。

◎
い
け
る
順
番
や
入
れ
る
場
所
は
そ
の
つ
ど
工
夫
す
る
。
横
配
り
は
し
っ
か
り
強
め
に
か
け
る
。
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葉は
ら
ん蘭

九
葉

　
　
　

∧
６
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

行
型

　

花
材　

葉
蘭
（
百
合
科
）

　

花
器　

煤す
す
だ
け竹

竹
筒

　

葉
蘭
は
足
元
を
切
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
葉
先
を
切
っ
て
は
な
ら
な
い
。

葉
の
大
小
、
葉
の
く
せ
を
よ
く
選
択

し
て
そ
の
組
み
あ
わ
せ
方
を
工
夫

し
、
流
麗
な
形
を
作
り
あ
げ
る
。

　

葉
の
形
は
同
じ
よ
う
で
同
じ
で
な

い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
「
く
せ
」
が
あ
り
、

花
形
の
中
で
用
い
る
場
所
を
考
え
る

わ
け
だ
が
、
な
か
な
か
こ
れ
が
難
し

い
。
数
多
く
い
け
て
様
々
な
葉
の
扱

い
に
慣
れ
、
形
作
る
た
め
の
技
巧
を

身
に
つ
け
る
修
練
が
必
要
と
な
る
。

　

い
ろ
い
ろ
工
夫
す
る
う
ち
に
、
自

分
な
り
の
コ
ツ
を
掴
め
る
時
が
あ

る
。
そ
ん
な
積
み
重
ね
が
葉
蘭
の
生

花
に
は
必
要
で
あ
る
。

真

副

真
囲

見
越

胴
留

控

総
囲

副
沈
み
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木ぼ

け瓜
の
生
花

　
　

∧
７
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

白
木
瓜
（
薔ば

ら薇
科
）

　

花
器　

白
竹
竹
筒

　

木
瓜
の
枝
ぶ
り
は
面
白
い
。
植

わ
っ
て
い
る
の
を
見
た
際
の
迫
力
と

は
大
き
な
違
い
が
出
る
。
面
白
味
の

あ
る
枝
が
多
す
ぎ
る
た
め
、
ど
う
魅

力
を
引
き
出
す
か
考
え
て
い
る
時
間

が
い
い
。
枝
取
り
を
す
る
際
、
留
に

配
し
た
枝
を
見
た
瞬
間
に
花
形
が
決

ま
っ
た
。
面
白
く
し
よ
う
と
は
し
て

い
な
い
。
面
白
い
枝
だ
っ
た
の
だ
。

春
と
秋
に
木
瓜
は
咲
く
が
、
鳥
の
食

べ
残
し
た
実
が
残
っ
て
い
る
こ
と
も

あ
る
。
も
っ
と
も
、
僕
が
鳥
な
ら
、

棘
だ
ら
け
の
木
瓜
に
近
づ
か
な
い
だ

ろ
う
。
木
瓜
の
棘
が
険
し
か
っ
た
と

こ
ろ
に
実
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

春
と
秋
で
生
け
分
け
る
こ
と
は
難
し

い
が
、
小
さ
な
秋
を
大
き
く
表
現
で

き
た
。
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楸き
さ
さ
げの

生
花

　
　

∧
8
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

生
花　

二
種
挿
し

　

花
材　

楸
（
凌

の
う
ぜ
ん
か
ず
ら

霄
花
科
）

　
　
　
　

梅ば
い
か
つ
つ
じ

花
躑
躅
（
躑
躅
科
）

　

花
器　

遊
鐶
耳
銅
花
器

　

留
の
梅
花
躑
躅
で
大
き
な
動
き

が
、
楸
の
存
在
感
を
強
く
さ
せ
る
。

楸
は
撓た

め
難
く
、
水
が
上
が
る
か
心

配
し
て
い
た
。撮
影
し
て
一
週
間
後
、

新
芽
が
で
て
き
て
い
た
の
で
問
題
無

い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
ま
す
ま
す
大
き

く
な
っ
て
い
る
。

キ
サ
サ
ゲ
の
枝
か
ら
新
芽
が
で
て

き
た
。

横
か
ら
見
た
奥
行
。
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秋
草
の
立
花

　
　

∧
9
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

除
真
立
花

　

花
材

　

真　
　

女お
み
な
え
し

郎
花
（
女
郎
花
科
）

　

見
越　

男お
と
こ
え
し

郎
花
（
女
郎
花
科
）

　

副　
　

梅ば
い
か
つ
つ
じ

花
躑
躅
（
躑
躅
科
）

　

請　
　

吾わ
れ
も
こ
う

亦
紅
（
薔ば

ら薇
科
）

　

控
枝　

水
引
草
（
蓼た

で

科
）

　

正
真　

秋
し
ゅ
う
か
い
ど
う

海
棠
（
秋
海
棠
科
）

　

胴　
　

七
な
な
か
ま
ど竈

（
薔
薇
科
）

　

〃　
　

秋
し
ゅ
う
め
い
ぎ
く

明
菊
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

流
枝　

穂ほ
ざ
き
し
も
つ
け

咲
下
野
（
薔
薇
科
）

　

前
置　

杜ほ
と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

　
あ
し
ら
い　

鳥
と
り
か
ぶ
と兜

（
金
鳳
花
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

ゆ
っ
た
り
と
そ
れ
ぞ
れ
の
秋
草
の

魅
力
に
浸
る
よ
う
に
立
て
た
立
花
。

季
節
に
溶
け
る
感
覚
が
気
持
ち
良

い
。左

斜
め
横
か
ら
見
た
と
こ
ろ
。
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余
計
な
お
世
話
　　

　
健
一
郎

　
今
僕
が
働
い
て
い
る
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
（
認
知
症
対
応
型
共
同
生

活
介
護
）
と
は
、
共
同
生
活
を
通

し
て
自
立
の
支
援
を
行
い
、
充
実

し
た
豊
か
な
日
々
を
送
っ
て
も
ら

う
こ
と
を
理
念
と
し
た
介
護
施
設

で
あ
る
。
食
事
の
用
意
や
片
付
け
、

洗
濯
や
掃
除
と
い
っ
た
日
常
生
活

で
必
要
な
こ
と
を
各
自
で
行
い
、

ど
う
し
て
も
行
え
な
い
場
合
に
職

員
の
補
助
が
入
る
。

　
し
か
し
実
際
の
生
活
で
は
、
利

用
者
さ
ん
が
何
か
を
自
分
で
や
ろ

う
と
す
る
と
先
回
り
し
て
職
員
の

サ
ポ
ー
ト
が
入
っ
て
し
ま
う
。
こ

ん
な
に
つ
ま
ら
な
い
こ
と
は
無
い

だ
ろ
う
。
や
っ
て
く
れ
る
こ
と
が

本
人
の
自
立
を
奪
っ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
自
己
肯
定
感
や
達
成
感
を

得
ら
れ
る
余
地
は
な
い
。
認
知
症

の
症
状
が
出
た
こ
と
に
よ
っ
て
行

動
が
制
限
さ
れ
、
挑
戦
す
る
こ
と

も
止
め
ら
れ
て
、
何
も
自
分
で
で

き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
自
尊
心
が

大
き
く
傷
つ
く
こ
と
と
な
る
。

　
大
き
な
台
風
が
近
づ
い
た
日

だ
っ
た
。
利
用
者
さ
ん
が
、「
そ
ろ

そ
ろ
帰
り
ま
す
。」
と
言
っ
て
席
を

立
っ
た
。
な
ぜ
こ
こ
に
居
る
の
か

分
か
ら
ず
早
く
家
に
帰
り
た
い
の

だ
。
い
つ
も
な
ら
職
員
は
動
揺
す

る
の
だ
が
、
台
風
や
大
雨
の
日
は

違
う
。「
外
を
見
て
く
だ
さ
い
！
今

日
は
大
変
で
す
よ
。
よ
か
っ
た
ら

ご
飯
を
食
べ
て
泊
ま
っ
て
い
っ
て

く
だ
さ
い
！
」
と
上
手
に
誘
導
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
後
利
用

者
さ
ん
は
「
い
い
の
？
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
礼
を
述
べ
る
。

定
型
化
さ
れ
た
こ
の
や
り
と
り
に

い
つ
か
ら
か
違
和
感
を
覚
え
た
。

に
こ
や
か
に
台
風
の
情
報
を
伝
え

る
職
員
を
見
て
い
る
と
、
ど
う
し

て
も
帰
り
た
か
っ
た
が
帰
る
こ
と

が
で
き
な
い
利
用
者
と
の
温
度
差

に
疑
問
を
抱
い
て
し
ま
う
。

　
僕
が
働
く
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で

は
リ
ス
ク
と
い
う
リ
ス
ク
は
全
て

取
り
除
か
れ
安
全
だ
。
し
か
し
、

職
員
の
仕
事
は
施
設
内
で
の
素
人

仕
事
の
家
事
代
行
と
転
倒
や
怪
我

が
な
い
よ
う
安
全
に
何
も
な
く
1

日
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
は
な
い
。

自
立
の
支
援
を
行
い
、
豊
か
な
日
々

を
送
っ
て
も
ら
う
事
で
あ
る
。
お

互
い
が
認
め
合
い
、
共
同
で
生
活

を
す
る
関
係
が
望
ま
し
い
。

　
人
は
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の

形
で
自
立
を
し
て
い
る
。
僕
は
家

で
は
伯
母
に
食
事
を
こ
さ
え
て
も

ら
っ
て
い
る
が
、
そ
の
食
材
は
運

ば
れ
て
き
た
も
の
で
そ
れ
は
畑
か

ら
・
・
・
。
と
い
う
よ
う
に
、
自

立
は
支
え
あ
っ
て
こ
そ
可
能
で
あ

る
。

　
認
知
症
ケ
ア
は
、
お
花
を
生
け

て
る
の
と
似
て
い
る
。
僕
が
ど
う

す
れ
ば
そ
の
対
象
が
良
い
顔
を
す

る
か
を
楽
し
ん
で
い
る
。
で
き
る

だ
け
、
自
分
が
良
い
と
思
う
思
い

込
み
か
ら
離
れ
、
そ
の
対
象
が
い

い
状
態
で
あ
る
よ
う
に
す
る
に
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
か
、
そ
の
こ
と

に
集
中
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

そ
の
際
に
予
測
を
超
え
る
反
応
が

本
物
に
感
じ
ら
れ
て
、
人
が
植
物

が
よ
り
好
き
に
な
る
。
と
い
っ
た

こ
と
を
ど
こ
で
何
を
し
て
い
て
も

感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

器
が
ど
う
思
っ
て
い
る
か
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
花
を
い
け
た
器
が
、

料
理
を
盛
っ
た
器
が
良
い
表
情
を

見
せ
て
く
れ
る
と
嬉
し
い
。

　
守
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
名
目
の

も
と
、
人
の
や
る
こ
と
を
先
回
り

し
て
し
ま
う
の
は
そ
の
人
を
信
じ

て
い
な
い
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
。

そ
れ
は
相
手
に
と
っ
て
必
要
な
支

え
で
は
無
く
、
余
計
な
お
世
話
で

し
か
な
い
。
人
は
誰
で
も
生
き
生

き
と
生
き
た
い
の
に
、
ま
わ
り
の

環
境
が
そ
う
さ
せ
な
い
こ
と
が
多

い
。
生
き
生
き
と
生
き
る
に
は
互

い
の
信
頼
が
欠
か
せ
な
い
。
信
頼

し
合
う
環
境
で
こ
そ
、
生
き
生
き

と
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。

　
管
理
は
安
心
感
を
与
え
る
が
、

そ
こ
で
の
生
活
は
無
機
質
で
、
守
っ

て
い
る
側
の
み
い
い
気
持
ち
で
い

る
の
で
む
し
ろ
そ
の
行
動
は
エ
ス

カ
レ
ー
ト
す
る
。
守
る
気
持
ち
は

時
と
し
て
対
象
の
力
を
奪
う
こ
と

に
な
る
。

　
人
は
個
人
の
単
位
で
さ
ま
ざ
ま

な
障
害
を
抱
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
支

え
を
必
要
と
し
て
い
る
。
あ
る
と

き
は
お
世
話
を
し
、
あ
る
と
き
は

お
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
お
互
い

が
生
き
生
き
と
生
き
る
に
は
、
生

き
る
力
を
奪
う
「
余
計
な
お
世
話
」

で
は
な
く
て
、
生
き
る
力
を
応
援

す
る
者
で
あ
り
た
い
。
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花
伝
書
を
見
る

立り
っ
か花　

梅
擬
除の

き
し
ん真

除の
き

心し
ん

の
内
草そ

う

の
花
形

冨
春
軒

梅う
め

擬も
ど
き

　

枇び

わ杷　

菊　

小
菊

熊
笹　

伊
吹　

嫩わ
か

葉ば　

樫か
た

木き

（
立
花
時
勢
粧
・
上
）

　

固
定
観
念
を
払
拭
す
る
か
の

よ
う
に
、
ビ
ワ
の
葉
３
枚
だ
け

で
さ
ら
り
と
胴
を
つ
く
り
、
ウ

メ
モ
ド
キ
の
軽
や
か
さ
に
対
応

さ
せ
て
い
る
。
更
に
ク
マ
ザ
サ

の
茂
み
が
呼
応
す
る
。

　

花
材
の
選
択
と
工
夫
の
妙
味
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
712
号　

2022
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

カ
ラ
ジ
ウ
ム
の
葉

∧
12
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

鶏け
い
と
う頭

（
莧ひ

ゆ

科
）

カ
ラ
ジ
ウ
ム
３
種

　
（
里
芋
科
）

　

花
器　

陶
鉢
（
ア
メ
リ
カ
）

　

熱
帯
ア
メ
リ
カ
原
産
の
カ
ラ
ジ
ウ

ム
は
夏
か
ら
秋
に
鉢
植
で
手
に
入

る
。
葉
色
や
葉
脈
の
表
情
が
１
枚
ず

つ
違
う
。
色
の
違
う
３
種
類
の
カ
ラ

ジ
ウ
ム
で
色
と
形
に
変
化
が
つ
け
ら

れ
る
。ケ
イ
ト
ウ
と
対
等
に
い
け
た
。

立
花
研
修
会
（
健
一
郎
先
生
指
導
）

の
ケ
イ
ト
ウ
の
立
花
の
前
で
。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
、
は
い
ポ
ー
ズ
。
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今
年
も
届
い
た
烏
瓜

∧
表
紙
の
花
∨

櫻
子

花
材

烏
か
ら
す
う
り瓜

の
実
（
瓜
科
）

白
花
杜ほ

と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

蓼た
で

（
蓼
科
）

花
器

煤す
す
だ
け竹

手
付
籠

５
年
前
か
ら
カ
ラ
ス
ウ
リ
を
テ
キ

ス
ト
に
載
せ
て
い
る
。
お
弟
子
さ
ん

が
庭
で
採
っ
た
も
の
だ
。
過
去
に
３

作
仙
溪
が
い
け
て
、
今
回
は
健
一
郎

と
私
が
い
け
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う

味
わ
い
が
あ
る
。

私
は
赤
と
白
の
野
草
を
合
わ
せ
て

籠
花
に
し
た
。
煤
竹
の
温
か
み
の
あ

る
色
が
良
く
似
合
っ
て
い
る
。

秋
草
と
色
づ
く
葉

∧
２
頁
の
花
∨

仙
溪

花
型

生
花

株
分
け

花
材

更さ
ら
し
な
し
ょ
う
ま

科
升
麻
（
金き

ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

丁ち
ょ
う
じ
そ
う

字
草
（
夾

き
ょ
う
ち
く
と
う

竹
桃
科
）

木
苺
（
薔ば

ら薇
科
）

花
器

陶
水
盤

烏
瓜
の
花

  

７
月
撮
影



3

実
の
色
を
集
め
る

∧
３
頁
の
花
∨

仙
溪

花
材

蔓
つ
る
う
め
も
ど
き

梅
擬
（
錦に

し
き
ぎ木

科
）

菊
（
菊
科
）

白
花
藤ふ

じ
ば
か
ま

袴
（
菊
科
）

花
器

陶
水
盤

ツ
ル
ウ
メ
モ
ド
キ
の
勢
い
を
楽
し

ん
で
い
け
た
。
前
方
に
実
を
集
め
、

緑
の
濃
淡
で
実
の
色
を
際
立
た
せ

た
。 サ

ラ
シ
ナ
シ
ョ
ウ
マ
の
自
然
な
曲

が
り
を
生
か
し
て
生
花
に
い
け
た
。

２
種
の
葉
色
が
い
い
景
色
に
な
っ
て

く
れ
た
。
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オ
レ
ン
ジ
色

∧
４
頁
の
花
∨

櫻
子

花
材

野の
い
ば
ら茨

の
実
（
薔ば

ら薇
科
）

マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド（
菊
科
）

木
苺
（
薔
薇
科
）

花
器

小
紋
陶
花
瓶

橙
色
の
濃
淡
は
様
々
な
色
名
で
呼

ば
れ
て
き
た
。
蜜み

柑か
ん

色
、
萱か

ん

草ぞ
う

色
、

山
吹
色
、支く

ち

子な
し

色
、深こ

き

支く
ち

子な
し

、柑こ
う

子じ

色
、

柿
色
、
照て

り

柿が
き

、
鬱う

金こ
ん

色
、
樺か

ば

色
（
蒲か

ば

色
）、
赤あ

か

朽く
ち

葉ば

、
淡う

す

香こ
う

、
朱
色
、
飴
色
、

赤
橙
、
蘇そ

比ひ

、
丹に

色
、
鉛え

ん

丹た
ん

色
、
黄お

う

丹に

、金
茶
、鶏け

い

冠か
ん

石せ
き

、雄ゆ
う

黄お
う

、琥こ

珀は
く

色
、

珊
瑚
色
、朱は

ね

華ず

、東し
の

雲の
め

色
、
曙

あ
け
ぼ
の

色
‥
。

赤
朽
葉
と
い
う
色
名
も
素
敵
だ
。

自
然
の
中
や
生
活
の
中
で
目
に
す
る

色
の
微
妙
な
違
い
を
、
そ
の
も
の
の

名
前
で
呼
ん
で
区
別
し
た
の
だ
ろ
う
。

ど
ん
な
も
の
が
印
象
深
く
目
に
映
っ

た
か
を
逆
に
想
像
で
き
て
面
白
い
。

こ
の
花
の
色
は
マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド

色
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

徳
島
新
聞　

8

11
月

日
㈭
朝
刊
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檀ま
ゆ
みと

菊
の
盛
花

∧
6
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
材

檀
（
錦に

し
き
ぎ木

科
）

菊
４
種
（
菊
科
）

竜り
ん
ど
う胆

（
竜
胆
科
）

花
器

陶
水
盤

菊
ほ
ど
盛
花
が
適
し
て
い
る
お
花

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
盛
花
だ
と
菊
の

良
い
と
こ
ろ
を
余
す
事
な
く
味
わ
う

こ
と
が
で
き
る
。

糸
菊
の
サ
ラ
リ
と
し
た
葉
も
綺
麗

だ
が
、
一
輪
菊
の
よ
う
な
ハ
リ
と
厚

み
の
あ
る
葉
も
好
き
だ
。
盛
花
だ
と

一
輪
菊
の
品
を
醸
す
葉
が
美
し
く
見

せ
ら
れ
る
。

立
派
な
檀
の
葉
の
隙
間
か
ら
実
が

顔
を
覗
か
せ
る
。

冬
芽
を
楽
し
む

∧
7
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
型

生
花

二
種
挿
し

花
材

水
木
（
水
木
科
）

菊
（
菊
科
）
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レ
モ
ン
の
顔
が
キ
ズ
だ
ら
け
‥
。

夜
中
に
野
良
猫
と
戦
っ
て
、
メ
イ

ち
ゃ
ん
を
守
っ
て
く
れ
て
い
た
の
か

な
。 花

器

白
竹
竹
筒

葉
と
花
を
落
と
し
た
枝
に
花
芽
が

付
い
て
い
る
状
態
。
冷
た
い
色
の

バ
ッ
ク
紙
を
使
用
し
、
自
分
の
感
じ

て
い
る
雰
囲
気
に
少
し
は
近
い
も
の

を
表
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い

る
。
お
花
屋
さ
ん
で
は
「
ま
つ
毛
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
菊
。
根
締
め
に
在

る
と
安
心
す
る
。
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『
花
の
息
吹
』
健
一
郎

家
元
の
「
や
っ
て
み
な
は
れ
」
の

一
言
か
ら
端
を
発
し
、
今
年
3
月
の

流
展
か
ら
の
弾
み
も
あ
り
、
社
中
展

が
気
が
つ
い
た
ら
終
わ
っ
て
い
た
。

あ
っ
と
い
う
間
の
３
日
間
だ
っ
た
。

花
と
人
が
心
地
よ
さ
そ
う
に
過
ご

す
こ
の
空
間
は
特
別
な
も
の
だ
っ
た
。

自
分
が
日
頃
か
ら
考
え
て
い
る
事
が

姿
と
し
て
現
れ
た
よ
う
だ
っ
た
。
鹿

王
院
の
場
、
藤
井
隆
也
氏
の
屏
風
、

襖
絵
、
お
花
、
お
弟
子
さ
ん
、
見
て

く
だ
さ
る
方
が
生
き
生
き
と
し
た
空

間
を
目
指
し
拵

こ
し
ら

え
た
。
当
日
の
生
け

込
み
は
自
分
の
お
花
を
立
て
終
え
る

と
お
弟
子
さ
ん
の
構
想
を
聞
き
、
安

心
し
て
任
す
。
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
僕
は
お
庭
を
見
て
コ
ー
ヒ
ー
を
飲

ん
で
い
た
。
皆
の
途
中
経
過
を
見
て

回
る
の
は
楽
し
か
っ
た
。
普
段
の
稽

古
と
違
う
点
は
特
別
な
お
花
と
特
別

な
場
所
で
あ
る
こ
と
。
皆
、
そ
れ
ぞ

れ
空
間
の
中
に
あ
る
お
花
を
見
つ
め

て
い
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。
多
少

の
課
題
は
見
つ
か
っ
た
が
、
概
ね
満

足
し
て
い
る
。「
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
の

個
性
を
生
か
し
力
を
合
わ
し
て
手
作

り
す
る
感
じ
が
と
て
も
好
き
で
す
。」

と
お
弟
子
さ
ん
か
ら
あ
っ
た
ひ
と
こ

と
は
僕
の
お
気
に
入
り
で
あ
る
。

こ
の
花
会
が
成
り
立
つ
に
あ
た
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
方
が
目
を
輝
か
せ
、
尽

力
下
さ
っ
た
。
そ
の
場
の
物
か
ら
人

ま
で
在
る
こ
と
に
不
思
議
な
気
持
ち

で
一
杯
だ
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

桑
原
健
一
郎
教
室
い
け
ば
な
展

桑
原
健
一
郎

立
花

ア
ラ
ラ
ギ

梅
う
め
も
ど
き擬

檜
ひ
の
き

躑つ
つ
じ躅

・

銅
立
花
瓶

特
設
サ
イ
ト

→9

22

京
都
新
聞
　

月

日
朝
刊
掲
載
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黄糸菊  赤紫菊  赤小菊  白小菊  
白万寿小菊 ・ 陶水盤

女
お み な え し

郎花  水引草  秋
しゅうかいどう

海 棠  犬
いぬたで

蓼
白花杜

ほ と と ぎ す

鵑草  他 ・ 手付竹籠
蓮の枯葉  蓮台  姫

ひめがま

蒲  紫
し ら ん

蘭 ・
陶水盤

檀
まゆみ

（黄葉と実）  黄菊  白菊 ･
陶水盤

生花 山
やまにしきぎ

錦木 ・ 陶鉢生花 朝鮮槙
まき

・ 銅薄端

立花 蔓
つるうめもどき

梅擬  柊
ひいらぎ

（緑葉と黄葉）  竜
りんどう

胆  藤
ふじばかま

袴
白花藤袴 ・ 銅花瓶

立花 夏
なつはぜ

櫨（紅葉）  七
ななかまど

竈  檀
まゆみ

  躑
つ つ じ

躅  黄糸菊  竜
りんどう

胆  
晒
しゃれぼく

木 ・ 銅花瓶
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薄
すすき

  小葉の莢
がまずみ

蒾（赤い実）  
白花野菊 ・陶水盤

梅
ば い か つ つ じ

花躑躅  石
ざ く ろ

榴（実）  山
やましゃくやく

芍薬（実）
・ 陶花瓶

西洋鎌
かまつか

柄（黒い実）  躑
つ つ じ

躅  杜
ほ と と ぎ す

鵑草
・ 陶花瓶

檜
ひのき

  竜
りんどう

胆  藤
ふじばかま

袴 ・ 陶水盤野
のいばら

茨（赤い実）  雪柳  赤薔
ば ら

薇 ・
陶花瓶

檜
ひおうぎ

扇（花と実）  白花藤
ふじばかま

袴  桔
ききょう

梗
・ 陶水盤

夏
なつはぜ

櫨（紅葉）  秋
しゅうめいぎく

明 菊  赤小菊
･ 陶花瓶

生花 薮
や ぶ さ ん ざ し

山査子 ・ 白竹竹筒立花 鶏
けいとう

頭２種  紐
ひも

鶏頭  鼠
ねずみもち

黐
鼈
べ っ こ う ま さ き

甲柾木  黄
お う ご ん ひ ば

金檜葉  竹
た け し ゃ が

著莪 ・
銅広口花瓶
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
713
号

2022
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

烏か
ら
す
う
り瓜

∧
12
頁
の
花
∨

健
一
郎

花
材

烏
瓜
の
実
（
瓜
科
）

楸
き
さ
さ
げ  （

凌
の
う
ぜ
ん
か
ず
ら

霄
花
科
）

花
器

陶
花
瓶

山
に
向
か
う
道
中
や
、
あ
ま
り
に

も
立
派
な
烏
瓜
だ
と
車
を
途
中
で
止

め
見
に
い
く
。
葉
は
乾
燥
に
弱
く
、

す
ぐ
に
枯
れ
て
し
ま
う
。

私
自
身
、
花
を
生
け
る
と
き
に
園

芸
化
さ
れ
た
花
も
好
き
だ
が
、
で
き

る
だ
け
ま
だ
山
の
香
り
が
残
っ
て
い

る
植
物
を
相
手
に
し
て
い
る
方
が

合
っ
て
い
る
気
が
す
る
。
そ
の
際
に

強
い
高
揚
感
や
植
物
と
共
に
あ
る
感

覚
を
強
く
感
じ
る
。
自
分
で
も
不
思

議
な
気
が
し
て
い
る
。

家
元
稽
古
の
お
弟
子
さ
ん
か
ら
頂

い
た
も
の
を
分
け
て
も
ら
っ
た
。
絡か

ら

ま
り
や
す
い
は
ず
の
葉
や
蔓
が
と
て

も
綺
麗
に
と
ら
れ
、
丁
寧
に
包
ま
れ

て
い
る
。
烏
瓜
も
驚
き
だ
ろ
う
。
も

う
一
度
絡
め
さ
す
と
い
う
奇
妙
な
体

験
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
お
花
を

生
け
る
こ
と
の
妙
な
感
覚
が
久
し
く

思
い
起
こ
さ
れ
た
。
お
気
に
入
り
の

楸き
さ
さ
げに

絡
ま
せ
る
と
、
烏
瓜
を
生
か

す
こ
と
が
で
き
た
。
先
ま
で
綺
麗
に

包
ま
れ
て
い
た
葉
を
味
わ
い
き
っ

た
。
花
を
生
け
る
こ
と
は
そ
の
花
を

深
く
味
わ
う
こ
と
で
あ
る
。
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ロ
ウ
ヤ
ガ
キ  

ロ
ウ
ア
ガ
キ

　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

老ろ
う
や
が
き

鴉
柿
（
柿
の
木
科
）

　
　
　
　

糸
菊
（
菊
科
）

　
　
　
　

木き
い
ち
ご苺

（
薔ば

ら薇
科
）

　

花
器　

手
付
き
木あ

け
び通

籠

　

ロ
ウ
ヤ
ガ
キ
は
中
国
原
産
の
小
さ

な
実
の
柿
で
、
黒
く
熟
す
た
め
鴉か

ら
すの

実
り　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

栗
の
渋
皮
煮
を
頂
戴
し
た
。
鬼
皮

だ
け
を
剥む

き
、
渋
皮
を
美
し
く
残
す

に
は
熟
練
の
技
が
い
る
。
砂
糖
で
煮

る
だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
作
り
方
だ
そ

う
だ
が
、飴
色
の
見
た
目
も
美
し
く
、

柔
ら
か
で
甘
く
て
美
味
し
い
。

　

ち
な
み
に
調
べ
て
み
る
と
植
物
学

上
で
は
鬼
皮
が
果
肉
で
、
渋
皮
は
種

皮
、
そ
の
内
側
が
種
子
に
あ
た
る
の

で
、種
を
食
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

他
に
も
イ
チ
ゴ
は
花
托
が
ふ
く
ら

ん
だ
も
の
で
、
表
面
の
つ
ぶ
つ
ぶ
が

果
実
に
あ
た
る
そ
う
だ
。
一
つ
の
花

に
め
し
べ
が
百
以
上
あ
る
た
め
に
そ

う
な
る
。

　

植
物
が
子
孫
を
残
す
工
夫
は
千
差

万
別
だ
が
、種
子
を
宿
し
た
「
実
り
」

の
姿
は
そ
れ
ぞ
れ
に
美
し
い
。

　

見
て
食
べ
る
こ
と
に
加
え
て
、
い

け
て
実
り
を
味
わ
っ
て
い
る
。
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コ
ガ
ネ
シ
ダ

　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

美び
な
ん
か
ず
ら

男
葛
（
松ま

つ
ぶ
さ房

科
）

　
　
　
　

水
仙
（
彼ひ

が
ん
ば
な

岸
花
科
）

　
　
　
　

黄こ
が
ね金

羊し

だ歯
（
岩い

わ
ひ
ば

檜
葉
科
）

　

花
器　

燻
し
赤
花
器

　

小
さ
な
シ
ダ
が
密
生
し
た
鉢
植
を

土
ご
と
ビ
ニ
ー
ル
で
包
ん
で
い
け
て

い
る
。
黄こ

が
ね金
色
と
い
う
よ
り
曙

あ
け
ぼ
の

色

だ
ろ
う
か
。
優
し
い
色
の
繁
み
か
ら

季
節
の
実
と
花
を
覗
か
せ
た
。

字
が
つ
く
。
読
み
は
ロ
ウ
ア
ガ
キ
な

の
だ
が
、
呼
び
や
す
い
ロ
ウ
ヤ
ガ
キ

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
老
爺
柿

と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

色
づ
い
た
木
苺
が
季
節
感
を
深
め

て
く
れ
る
。
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２
種
の
実

　
　
　

∧
４
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

姫ひ
む
ろ
す
ぎ

榁
杉
（
檜

ひ
の
き

科
）

　
　
　
　

七な
な
か
ま
ど竈の

実
（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

栴せ
ん
だ
ん檀

の
実
（
栴
檀
科
）

　

花
器　

金
属
花
器

　

ナ
ナ
カ
マ
ド
と
セ
ン
ダ
ン
の
実
と

常
緑
の
ヒ
ム
ロ
ス
ギ
。
実
た
ち
が
主

役
の
い
け
ば
な
。

柊
　
　

∧
５
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

生
花　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

柊
ひ
い
ら
ぎ（

木も
く
せ
い犀

科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

ひ
ー
い
ら
ぎ
飾
ろ
う
、
ふ
ぁ
ら
ら

ら
ら
ー
と
12
月
に
な
る
と
こ
の
メ
ロ

デ
ィ
ー
が
街
を
包
み
込
み
、
ク
リ

ス
マ
ス
色
に
な
っ
た
。
こ
のD

eck 
the H

alls

は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
民
謡

で
あ
る
。
去
年
の
冬
2
人
で
リ
ト

ミ
ッ
ク
※ 

を
受
講
し
て
以
来
こ
の
音
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楽
が
一
年
を
通
し
て
頭
か
ら
離
れ
な

く
な
っ
た
。
季
節
関
係
な
く
頭
で
流

れ
2
人
で
口
ず
さ
む
。
民
謡
独
特
の

中
毒
性
と
リ
ト
ミ
ッ
ク
の
楽
し
さ
が

合
間
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス

ト
誕
生
の
数
百
年
前
、
ケ
ル
ト
の
文

化
で
は
セ
イ
ヨ
ウ
ヒ
イ
ラ
ギ
を
死
と

再
生
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
崇
拝
さ
れ

て
お
り
、
意
味
合
い
は
変
わ
れ
ど
も

ゲ
ル
マ
ン
人
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト

教
に
お
い
て
も
特
別
な
常
緑
樹
で
あ

る
。
日
本
に
お
い
て
も
特
別
な
木
で

古
く
か
ら
柊
の
鋭
い
棘
は
邪
気
を
払

う
と
さ
れ
庭
に
好
ま
れ
て
育
て
ら
れ

て
お
り
、
節
分
で
は
お
馴
染
み
の
樹

木
で
あ
る
。
年
を
取
る
と
葉
は
丸
く

な
る
ら
し
く
家
の
柊
は
そ
れ
で
あ
っ

た
の
だ
が
先
祖
返
り
を
し
て
お
り
、

年
々
棘
が
増
え
て
き
て
い
る
。

　

家
の
庭
の
柊
が
咲
く
と
、
僕
と
妻

は
喜
ぶ
。
2
人
に
と
っ
て
な
ん
だ
か

特
別
な
木
で
あ
る
よ
う
だ
。
枝
振

り
、
艶
の
あ
る
葉
、
花
の
甘
い
香

り
、
魅
力
で
溢
れ
て
い
る
。
妻
と
愛

で
る
好
き
な
木
の
う
ち
の
一
つ
で
あ

る
。
作
例
は
た
ま
た
ま
花
を
付
け
た

柊
を
お
花
屋
さ
ん
で
見
か
け
た
の
で

求
め
た
。
取
り
合
わ
せ
や
様
式
で
は

迷
わ
ず
、
生
花
を
選
択
し
た
。
一
種

で
堂
々
と
し
た
立
ち
枝
と
勢
い
の
あ

る
横
枝
。
そ
れ
ぞ
れ
を
味
わ
い
、
そ

の
魅
力
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
。
良

い
季
節
の
花
で
あ
る
。

※
リ
ト
ミ
ッ
ク
＝
伴
奏
に
あ
わ
せ
て
楽
器
を
演
奏
し
た
り
体
を
動
か
し
た
り
し
て
、
潜
在
的
な
基
礎
能
力
の
発
達
を
促
す
音
楽
教
育
法
。



6

梅
擬
の
生
花

　
　
　
　
　
　

∧
６
頁
の
花
∨

　

花
型　

生
花　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

梅う
め
も
ど
き擬（

黐も
ち

の
木
科
）

　

花
器　

銅
薄う

す
ば
た端

　

日
本
い
け
ば
な
芸
術
展
出
品
作

　
　

和
田
慶
千

梅
擬
除
真
立
花

　
　
　
　
　
　

∧
７
頁
の
花
∨

　

花
型　

除の
き
し
ん真

立
花

　

花
材　

梅
擬
（
黐
の
木
科
）

　
　
　
　

松
（
松
科
）

　
　
　
　

伊
吹
（
檜
科
）

　
　
　
　

鼈べ
っ
こ
う
ま
さ
き

甲
柾
木
（
錦に

し
き
ぎ木

科
）

　
　
　
　

見
返
り
草
（
紫し

そ蘇
科
）

　
　
　
　
大
文
字
草
２
種
（
雪
の
下
科
）

　
　
　
　

斑
入
り
紫し

ら
ん蘭

（
蘭
科
）

　
　
　
　

杜ほ
と
と
ぎ
す

鵑
草
（
百
合
科
）

　
　
　
　

寒
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

天
女
紋
銅
花
器

　

日
本
い
け
ば
な
芸
術
展
出
品
作

　
　

桑
原
仙
溪

　

梅
擬
の
生
花
と
立
花
。
実
の
小
さ

な
も
の
は
滅
多
に
い
け
ら
れ
な
い
。

　

折
れ
や
す
い
の
で
、
太
く
て
ひ
ね

た
枝
の
ど
こ
が
生
花
の
真
、
副
、
留

に
な
る
か
の
見
極
め
が
肝
心
だ
。
引



7

き
締
ま
っ
た
水
際
が
作
れ
れ
ば
、
水

面
か
ら
立
ち
昇
る
生
花
特
有
の
美
し

さ
が
生
ま
れ
る
。

　

立
花
に
は
梅
擬
の
伸
び
や
か
な
細

枝
を
真
に
立
て
、
松
の
緑
と
季
節
の

草
花
を
取
り
合
わ
せ
た
。
ぐ
る
ぐ
る

と
捻
れ
た
松
を
ど
う
見
せ
る
か
に
悩

ん
だ
が
、
様
々
な
方
向
へ
出
た
花
材

の
調
和
が
立
花
の
見
所
で
あ
り
醍
醐

味
だ
。
多
種
の
花
材
を
調
和
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
立
花
と
い
う
様
式
の

不
思
議
さ
。
そ
れ
を
生
み
出
し
、
自

然
の
妙
味
を
味
わ
い
尽
く
し
た
先
人

は
、
会
得
し
た
物
を
花
伝
書
に
残
し

て
い
る
。
い
け
ば
な
は
今
も
そ
の
延

長
線
上
に
あ
る
。

⬇

⬇⬇

健一郎先生が立てた立花
を一緒に拝見するレモン
とメイ。
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な
ぜ
人
は
花
を
見
て
落
ち

着
く
の
か
　

　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
華
道
家
ら
し
い
花
展
と
イ
ベ
ン
ト

で
目
ま
ぐ
る
し
い
秋
だ
っ
た
。
秋
の

お
花
を
花
屋
で
見
て
展
覧
会
や
デ
モ

ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
生
け
る
の
は

気
持
ち
が
良
い
。
そ
の
裏
で
日
は
一

日
づ
つ
過
ぎ
、
い
つ
の
間
に
か
秋
を

感
じ
る
前
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
焦
燥
感
と
過
ご
し

た
秋
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
自
分

の
願
い
は
御
所
を
散
歩
し
た
い
、
た

だ
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
。
家
が
近
い
と

い
う
理
由
だ
け
で
、
特
に
御
所
で
あ

る
必
要
は
無
い
の
だ
が
、
秋
を
感
じ

ら
れ
る
場
所
、
季
節
、
自
然
に
身
を

投
げ
た
い
と
言
う
思
い
は
日
に
日
に

募
る
。

　
花
を
い
け
る
だ
け
で
は
満
た
さ
れ

て
い
な
い
。
自
分
は
、
自
然
に
身
を

投
げ
、
そ
の
余
韻
の
よ
う
な
も
の
な

の
だ
ろ
う
か
。
自
然
の
場
に
い
ず
と

も
草
木
と
い
ら
れ
る
の
は
。
切
っ
た

方
が
そ
の
花
と
よ
く
向
き
合
え
る
。

そ
れ
は
己
の
未
熟
さ
も
あ
っ
て
だ
ろ

う
。
自
然
の
中
か
ら
帰
っ
て
き
て
初

め
て
自
宅
で
花
を
生
け
ら
れ
る
気
が

す
る
。

　
目
に
見
え
る
と
こ
ろ
以
外
で
も
人

工
的
な
空
間
は
驚
く
ほ
ど
の
勢
い
で

増
え
て
い
る
。SF

の
書
き
出
す
未

来
は
幾
何
学
的
に
合
理
的
に
設
計
さ

れ
た
超
人
工
的
な
空
間
を
思
い
浮
か

べ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
今
は
実
現
し

そ
う
に
も
見
え
る
。

　SF

の
世
界
の
よ
う
な
企
業
は
い

く
つ
か
思
い
浮
か
ぶ
が
、
ア
メ
リ

カ
のA

m
azon

と
い
う
会
社
が
植

物
趣
味
の
建
物
を
作
ろ
う
と
し
て

い
る
ら
し
い
。A

m
azon

は
最
先

端
のA

I

で
最
適
化
し
、
未
来
を
予

測
す
る
会
社
で
そ
の
判
断
が
、
短
期

的
に
は
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
て

も
20
年
後
の
正
解
で
あ
る
か
は
分
か

ら
な
い
ら
し
く
、
最
終
的
な
決
定
は

CEO

の
感
覚
で
あ
る
そ
う
だ
。
予

測
出
来
な
い
こ
と
が
日
常
的
に
起
こ

る
。
そ
し
て
少
し
で
も
正
確
な
答

え
が
出
せ
る
よ
う
精
度
を
上
げ
る
た

め
、Am

azon

は
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア

の
建
物
を
作
ろ
う
と
し
今
注
目
を
集

め
て
い
る
。バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
と
は
、

人
間
は
本
能
的
に
自
然
と
の
つ
な
が

り
を
求
め
る
と
い
う
概
念
で
、
心
身

の
状
態
を
良
い
状
態
に
す
る
た
め
に

は
人
と
の
状
態
も
だ
が
、
自
然
と
の

関
わ
り
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
言

う
考
え
方
で
あ
る
。
絵
画
史
に
お
い

て
風
景
画
は
、
身
の
周
り
か
ら
風
景

が
な
く
な
っ
て
か
ら
お
こ
っ
た
。
人

工
物
で
溢
れ
自
然
の
物
が
な
く
な
っ

た
場
所
に
お
い
て
自
然
が
求
め
ら
れ

る
と
い
う
の
は
自
然
な
流
れ
だ
と
感

じ
る
。

　IT

か
、A
I

化
に
進
む
も
、
つ
ま

る
と
こ
ろ
は
自
分
の
感
覚
で
あ
る
。

そ
れ
を
研
ぎ
澄
ま
さ
せ
る
た
め
に
バ

イ
オ
フ
ィ
リ
ア
の
効
果
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。
経
営
を
す
る
人
の
中
に
も

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
人
の
中
に
も
一
部

の
人
は
木
の
枝
、
灯ど
う

台だ
ん

躑つ
つ

躅じ

な
ど
を

飾
る
人
が
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で

も
最
近
は
観
葉
植
物
に
注
目
が
集

ま
っ
て
い
る
ら
し
い
。
在
宅
で
の
仕

事
や
家
に
い
る
時
間
が
長
く
な
っ
た

こ
と
が
起
因
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

豊
か
な
自
分
が
あ
っ
て
こ
そ
他
の
こ

と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
ビ
ル
や

自
動
車
道
の
街
路
樹
と
い
っ
た
グ

リ
ー
ン
で
は
な
く
、
四
季
と
人
生
の

う
つ
ろ
い
を
感
じ
さ
せ
る
自
然
の
設

計
を
求
め
る
流
れ
に
な
っ
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
。
植
物
を
楽
し
む
人
が
増

え
る
の
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
人
が
い
ま
の
ビ
ル
に
囲
ま
れ
て
生

活
し
て
い
た
時
間
よ
り
、
緑
の
中
で

生
活
し
て
い
た
時
間
の
方
が
長
い
。

建
物
を
創
る
前
ま
で
は
、
緑
の
中
が

安
全
で
敵
が
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
。
そ
の
た
め
落
ち
着
く
の
だ
ろ
う

か
。

　
な
ぜ
人
は
花
を
見
て
落
ち
着
く
の

か
。
自
分
な
り
に
感
じ
た
こ
と
を
つ

ら
つ
ら
と
書
い
て
い
く
。

　
10
万
年
前
の
墓
穴
の
一
つ
か
ら
ム

ス
カ
リ
で
あ
ろ
う
花
粉
が
見
つ
か
っ

た
。
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
。
人
間

の
生
命
と
花
が
初
め
て
結
び
付
け
ら

れ
た
。
花
と
人
間
の
魂
、
霊
魂
と
の

関
係
を
示
し
た
も
の
と
し
て
有
名
で

あ
る
が
、
こ
の
と
き
に
は
花
に
対
し

て
特
別
な
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
と

捉
え
て
良
さ
そ
う
だ
。
そ
れ
よ
り
以

前
の
こ
と
に
つ
い
て
よ
く
考
え
る
。

　
ま
ず
人
以
前
の
話
か
ら
考
え
る
。

木
の
実
を
予
兆
さ
せ
る
も
の
と
し
て

の
花
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。

　
猿
は
食
虫
類
か
ら
進
化
し
て
き

た
。
モ
グ
ラ
や
ヒ
ミ
ズ
の
仲
間
で
、

蟻
と
か
ミ
ミ
ズ
を
食
べ
て
い
た
。
猿

の
祖
先
は
虫
食
い
。
サ
ル
の
祖
先
は

森
の
中
へ
虫
を
求
め
て
入
っ
て
い

き
、
虫
食
い
の
生
活
を
し
て
い
た
。

虫
食
い
も
一
括
り
に
は
で
き
な
い
。

逃
げ
足
の
早
い
甲
虫
や
蛾が

を
食
べ
る

猿
、
幼
虫
を
捕
ま
え
る
の
が
得
意
な

猿
に
別
れ
た
。
そ
し
て
強
い
種
が
幼

虫
を
食
べ
ら
れ
る
下
層
部
を
占
拠
し

た
。
追
い
や
ら
れ
た
甲
虫
を
食
べ
る

猿
は
や
が
て
、
果
物
を
食
べ
る
よ
う

に
な
り
、
さ
ら
に
追
い
や
ら
れ
た
猿

は
葉
っ
ぱ
を
食
べ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
葉
は
果
物
の
2
倍
の
タ
ン
パ
ク

質
を
含
有
し
て
い
る
。
よ
っ
て
オ
ラ

ン
ウ
ー
タ
ン
や
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の

よ
う
に
大
型
化
し
、
肉
を
食
べ
る
ヒ

ト
と
な
っ
た
。
負
け
る
が
勝
ち
と
は

こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
生
存
競
争

に
負
け
、
新
し
い
食
生
を
探
し
続
け

た
結
果
で
あ
る
。
負
け
て
果
物
を
食

べ
る
種
類
の
身
体
が
大
き
く
な
っ
て

い
っ
た
。

　
そ
し
て
果
物
や
葉
を
食
べ
る
種
類

は
頭
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
動
く

も
の
に
本
能
的
に
反
射
で
捕
ま
え
て

虫
を
食
べ
る
種
に
比
べ
、
ど
こ
に
ど

ん
な
木
が
あ
り
、
ど
の
季
節
に
そ
の

実
が
な
る
の
か
。
そ
の
実
は
い
つ
で

き
る
の
か
。
ど
う
や
ら
花
の
後
に
実

が
で
き
る
ら
し
い
と
発
見
し
た
種
は

そ
う
で
な
い
種
に
比
べ
有
利
だ
っ
た

に
違
い
な
い
。
そ
の
頃
か
ら
、
花
の
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状
態
や
葉
の
状
態
、
植
物
に
強
い
関

心
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
測

し
て
い
る
。
記
憶
力
、
認
知
能
力
が

上
昇
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
よ
く
お
弟
子
さ
ん
や
、
い
け
ば
な

体
験
を
し
て
い
る
人
は
お
稽
古
の
お

花
に
対
し
て
「
美
味
し
そ
う
。
食
べ

ら
れ
ま
す
か
？
」
と
実み

物
は
も
ち
ろ

ん
花
に
対
し
て
も
多
く
の
質
問
が
あ

る
。
葉
に
対
し
て
は
ま
だ
な
い
。
赤

ち
ゃ
ん
や
小
動
物
に
対
し
て
、
食
べ

て
し
ま
い
た
い
く
ら
い
可
愛
い
。
と

い
う
の
も
綺
麗
な
も
の
に
対
し
て
抱

く
気
持
ち
と
い
う
意
味
で
は
何
か
関

係
が
あ
り
そ
う
だ
。
理
屈
な
し
に
花

と
向
き
合
う
、
没
頭
し
た
大
人
や
子

供
と
話
し
て
い
る
時
間
は
豊
か
で
多

く
の
発
見
が
あ
る
。

　
鳥
類
も
虫
や
、
果
実
が
主
で
葉
っ

ぱ
を
食
べ
る
も
の
は
極
め
て
少
な

い
。
猿
は
ラ
イ
バ
ル
が
多
く
、
葉
っ

ぱ
を
食
べ
る
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が

植
物
は
葉
を
食
べ
ら
れ
る
想
定
を
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
、
食
べ
ら
れ
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
に
毒
の
あ
る
も

の
が
多
い
。
そ
こ
で
猿
は
恐
る
恐
る

つ
ま
み
食
い
を
す
る
。
一
つ
の
毒
を

集
中
さ
せ
な
い
毒
の
分
散
で
あ
る
。

マ
ハ
レ
と
い
う
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
は
、360

種
く
ら
い
の
食

物
メ
ニ
ュ
ー
を
持
っ
て
い
る
。
日
本

猿
で
あ
っ
て
も
だ
い
た
い100

種
は

食
べ
る
そ
う
だ
。
我
々
も
色
々
と
食

べ
て
い
る
が
、
種
類
数
で
は
到
底
敵

わ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
猿
は
毒
の
も

の
を
見
つ
け
る
と
、
学
習
し
、
そ
れ

を
子
供
に
伝
え
る
の
だ
が
、
私
は
そ

れ
を
文
化
の
芽
生
え
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
そ
れ
ぞ
れ
の
種

の
生
活
が
少
し
ず
つ
発
展
し
今
の

自
分
の
生
活
が
あ
る
と
い
う
認
識
を

持
っ
て
い
る
。
虫
を
食
べ
て
い
た
頃

と
比
べ
て
自
分
の
今
の
生
活
が
優
れ

て
い
る
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
不
思

議
と
そ
う
で
も
な
い
。

　
夕
食
後
妻
の
菜
月
と
部
屋
で
音
楽

を
流
し
聴
い
て
い
る
の
だ
が
、
最
近

は
録
音
さ
れ
た
自
然
の
音
を
聞
い
て

い
る
。
な
ん
て
滑
稽
な
こ
と
だ
と
自

分
で
は
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
や
め

ら
れ
な
い
。
虚う
つ
ろだ
と
は
わ
か
っ
て
い

て
も
心
地
が
い
い
。
読
書
や
作
業
が

捗は
か
どる

。
雨
の
日
は
何
も
か
け
ず
に
雨

の
音
を
2
人
で
聞
く
の
が
楽
し
み
で

あ
る
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
は
荘
厳
で
落
ち

着
か
な
い
が
、
音
楽
を
聴
く
事
が
目

的
の
場
合
は
最
高
で
あ
る
。
ジ
ャ
ズ

は
心
地
い
い
音
が
会
話
に
弾
み
を
つ

け
る
。聞
こ
え
て
い
て
も
意
識
せ
ず
、

そ
っ
と
そ
ば
に
あ
る
音
を
最
近
は
好

ん
で
い
る
。
菜
月
と
昨
日
も
鴨
川
を

歩
い
て
き
た
。
他
愛
も
な
い
話
を
し

な
が
ら
空
気
を
吸
う
時
間
が
か
け
が

え
な
く
心
地
良
い
。
結
局
な
ぜ
落
ち

着
く
か
は
、
分
か
ら
な
い
。

新世代いけばな展　11/4 〜 6　立誠ガーデン・ヒューリック京都

いけばなインターナショナル神戸 11 月例会　11/11　神戸倶楽部

①②

③
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蝦
夷
松
の
立
花

　

∧
表
紙
の
花
∨

　

花
型　

直す
ぐ
し
ん真

立
花

　

花
材　

蝦え
ぞ
ま
つ

夷
松
（
松
科
）

　
　
　
　

蝦
夷
竜り

ん
ど
う胆

（
竜
胆
科
）

蔓つ
る
う
め
も
ど
き

梅
擬
（
錦
木
科
）

　
　
　
　

栂つ
が

（
松
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

檜
（
檜
科
）

　
　
　
　

鎌か
ま
つ
か柄

（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

乱
れ
菊
２
種
（
菊
科
）

　

花
器　

陶
花
器（
清
水
六
兵
衛
作
）

　

日
本
い
け
ば
な
芸
術
展
出
品
作

　
　

上
野
淳
泉　

桑
原
健
一
郎

　
　

山
本
慶
智　

大
野
慶
友

　
　

杉
浦
慶
弥

　

最
高
の
お
花
を
最
高
の
器
で
最
高

の
人
達
と
生
け
込
み
。
五
人
席
の
内

の
1
人
と
し
て
立
花
を
立
て
ま
し

た
。
蝦
夷
松
を
主
に
蝦
夷
竜
胆
が
顔

を
の
ぞ
か
せ
、
様
々
な
花
が
顔
を
の

ぞ
か
せ
る
。
毎
朝
の
水
替
え
、
手
直

し
も
楽
し
く
良
い
状
態
を
ご
覧
頂
け

た
。こ
の
立
花
が
出
来
上
が
っ
た
時
、

下
山
を
し
た
時
の
満
足
感
に
近
い
も

の
を
感
じ
た
。
気
持
ち
い
い
山
歩
き

だ
っ
た
。

健
一
郎

『
仙
齋
彩
歳
』
と

『
ホ
ッ
ホ
チ
ャ
ン
と
ケ
ン
チ
ャ
ン
』

　

を
ネ
ッ
ト
で
い
つ
で
も

　

父
の
「
仙
齋
彩
歳
」
と
母
の

「
ホ
ッ
ホ
チ
ャ
ン
と
ケ
ン
チ
ャ

ン
」。
こ
の
2
冊
の
本
に
は
両
親

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
詰
ま
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
12
月
で
父
が
亡
く
な
り

10
年
と
な
る
節
目
に
、
こ
れ
ら
2

冊
の
内
容
も
い
つ
で
も
誰
で
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
公
開
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

　

ふ
と
し
た
時
に
思
い
出
し
て
い

た
だ
き
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど

で
両
親
の
言
葉
に
再
び
触
れ
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。　

仙
溪

　
『
仙
齋
彩
歳
』『
ホ
ッ
ホ
チ
ャ
ン
と

ケ
ン
チ
ャ
ン
』『
テ
キ
ス
ト
50
年
分
』

ほ
か
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
↓https://www.

kuwaharasenkei.net



11

花
伝
書
を
見
る

立り
っ
か花　

松ま
つ
の
き
し
ん

除
真

「
南
天
の
胴
」

冨
春
軒

松　
若
松　
伊
吹　
晒
木　
南
天

柘つ

げ植　
小
柏　
小
菊　
著し
ゃ
が莪

（
立
花
時
勢
粧
・
下
）

　

中
段
の
南
天
を
境
に
、
上
段
と
下

段
の
景
色
が
違
う
。
上
段
の
色
が
抑

え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
赤
い
実
が
際

立
っ
て
見
え
る
。

　

上
段
右
上
へ
立
ち
昇
る

の
は
松
の
若
木
だ
ろ
う
か
。

だ
と
す
れ
ば
、
老
松
の
間

に
伸
び
る
若
い
松
の
初
々

し
さ
が
加
わ
る
こ
と
で
、

南
天
の
赤
い
実
り
が
益
々

映
え
て
く
る
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
714
号

　
2022
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

枯
れ
ヒ
マ
ワ
リ

　
　
　
　
　
　

∧
12
頁
の
花
∨

　

花
材　

枯
れ
向ひ

ま
わ
り

日
葵
３
種（
菊
科
）

　
　
　
　

芭ば
し
ょ
う蕉

の
枯
葉
（
芭
蕉
科
）

　
　
　
　

薔ば

ら薇
２
種
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

木き
い
ち
ご苺

（
薔
薇
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
近
藤
豊
作
）

　

日
本
い
け
ば
な
芸
術
展
出
品
作

　
　

横
田
慶
重　

米
山
慶
嘉

　
　

川
瀬
慶
裕

　

枯
れ
ヒ
マ
ワ
リ
と
呼
ば
れ
る
け
れ

ど
、
無
数
の
実
り
が
詰
ま
っ
た
そ
の

顔
は
艶
や
か
で
美
し
い
。
そ
の
美
し

さ
を
知
っ
て
い
る
栽
培
家
に
よ
っ
て

種
が
欠
け
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う
に
大
切

に
梱
包
さ
れ
、
乾
い
た
茎
に
は
添
え

木
ま
で
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
う
い
え
ば
、
３
月
の
流
展
で
私

が
い
け
た
桜
は
と
て
も
大
き
な
枝

で
、
束
を
解ほ

ど

く
と
数
百
箇
所
の
小
枝

が
丁
寧
に
紐ひ

も

で
絞し

ぼ

ら
れ
て
い
た
。
気

の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
だ
。
こ
の

老
桜
を
ど
れ
ほ
ど
大
切
に
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
と
想
像
し
な
が
ら
い
け
て

い
た
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
桜
の
立
花

を
立
て
終
え
て
い
た
。

　

い
け
る
花
を
届
け
て
く
れ
た
人
の

こ
と
を
思
う
こ
と
で
、
そ
の
花
へ
の

思
い
は
よ
り
深
く
な
る
。
い
け
ば
な

は
外
見
的
に
は
花
と
器
の
世
界
だ

が
、
そ
こ
に
は
多
く
の
人
の
思
い
が

加
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
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