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カ
エ
ル
の
目
線

　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨ 　

 

櫻
子

　

背
の
低
い
花
の
と
り
合
わ
せ
の
時
に
は
、
自

分
の
目
線
を
地
面
す
れ
す
れ
に
し
た
と
こ
ろ
を

想
像
し
な
が
ら
い
け
て
み
る
と
面
白
い
。
私
達

は
普
段
、
そ
ん
な
目
線
で
物
を
見
る
こ
と
は
無

い
。
だ
か
ら
こ
そ
新
た
な
発
見
が
あ
っ
た
り
す

る
と
思
う
の
だ
。
上
か
ら
見
て
い
て
も
見
え
な

い
と
こ
ろ
が
見
え
て
く
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に

こ
ん
な
花
が
咲
い
て
い
る
！
。
そ
ん
な
わ
く
わ

く
す
る
よ
う
な
気
持
ち
で
小
さ
な
花
を
い
け
て

み
よ
う
。

　

春
の
温
も
り
に
誘
わ
れ
て
伸
び
て
き
た
薇
ぜ
ん
ま
い。

こ
の
薇
を
主
役
に
し
て
苺
い
ち
ご
の
株
を
足
も
と
に
加

え
る
と
、
小
さ
な
苺
の
花
も
色
づ
き
始
め
た
赤

い
実
も
、
薇
の
ク
ル
ク
ル
も
じ
っ
く
り
間
近
で

楽
し
め
る
。
カ
エ
ル
の
目
線
で
い
け
た
い
け
ば

な
。

　

花
材　

薇　
（
薇
科
）

　
　
　
　

苺　
（
薔
薇
科
）

　

花
器　

三
角
柱
花
瓶

鉢
植
を
生
か
す

　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨ 　

 

櫻
子

　

可
愛
い
鉢
植
え
を
見
つ
け
た
の
で
買
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
小
さ
な
白
い
花
の
名
前
は
西
洋

雲く
も
ま
ぐ
さ

間
草
。
雪
の
下
科
の
常
緑
多
年
草
で
北
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
原
産
。
花
色
は
白
の
ほ
か
に
赤
と
ピ

ン
ク
も
あ
る
。
日
本
に
は
雲
間
草
が
自
生
し
て

い
て
、
北
ア
ル
プ
ス
な
ど
の
高
山
で
雲
が
た
ち

こ
め
る
よ
う
な
中
に
咲
く
と
こ
ろ
か
ら
名
づ
け

ら
れ
た
。

　

西
洋
雲
間
草
は
切
っ
て
小
さ
く
い
け
る
こ
と
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も
で
き
る
が
、
鉢
植
の
よ
う
な
華
や
か
さ
は
な

く
な
る
。
鉢
ご
と
黒
い
ビ
ニ
ー
ル
袋
で
包
み
、

底
の
深
い
花
器
に
そ
の
ま
ま
い
け
て
み
る
。
左

図
の
よ
う
に
吸
水
性
ス
ポ
ン
ジ
を
切
っ
て
枕
に

す
る
と
安
定
し
た
。
と
り
合
わ
せ
た
椿
と
黒
百

合
は
鉢
と
花
器
の
隙
間
に
吸
水
性
ス
ポ
ン
ジ
を

は
め
こ
ん
で
、
そ
こ
に
挿
し
て
い
け
て
い
る
。

　

焦
茶
色
の
花
器
の
上
で
、
白
い
小
花
が
自
然

の
表
情
を
見
せ
て
く
れ
た
。

　

花
材　

西
洋
雲
間
草　
（
雪
の
下
科
）

　
　
　
　

黒
百
合　
（
百
合
科
）

　
　
　
　

椿　
（
椿
科
）

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
豆
豆

　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨ 　

 

櫻
子

　

ア
カ
シ
ア
（
俗
称
ミ
モ
ザ
）
の
フ
ワ
フ
ワ
し

た
黄
色
い
花
に
橙
色
の
小
花
が
連
な
っ
た
コ
リ

ゼ
マ
を
合
わ
せ
て
み
た
。
コ
リ
ゼ
マ
は
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
ユ
ー
カ
リ
の
森
に
生
え
る
豆
科
の

常
緑
低
木
で
、
作
例
で
は
鉢
植
か
ら
切
っ
て
い

け
て
い
る
。
ミ
モ
ザ
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
原
産

で
豆
科
の
常
緑
高
木
。
同
郷
の
豆
科
ど
う
し
の

と
り
合
わ
せ
。

　

花
材　

銀
葉
ア
カ
シ
ア　
（
豆
科
）

　
　
　
　

コ
リ
ゼ
マ　
（
豆
科
）

　
　
　
　

ア
ン
ス
リ
ウ
ム　
（
里
芋
科
）

　

花
器　

細
口
陶
角
敏

吸
水
性
ス
ポ
ン
ジ
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上
り
広
が
る
枝
・
添
っ
て
出
る
花

　

主
材　

土
佐
水
木
（
満
作
科
）

　

副
材　

透
か
し
百
合
（
百
合
科
）

　

稽
古
を
積
ん
で
い
け
ば
な
の
技
術
が
身
に
つ
い
て

き
た
ら
、
枝
の
姿
に
合
わ
せ
て
自
然
体
で
い
け
て
み

る
と
い
い
。
枝
が
前
へ
出
れ
ば
花
は
う
し
ろ
へ
。
枝

が
横
へ
広
が
れ
ば
花
は
中
央
に
、
と
い
う
よ
う
に
、

花
型
を
自
在
に
工
夫
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
一
歩
前

へ
進
む
こ
と
が
出
来
る
。

副

胴

真

留

胴

中
間

副

胴

真

留
胴

中
間

右
横
か
ら
見
た
と
こ
ろ

投
入
斜
体
副
主
型
（
逆
勝
手
・
控
省
略
）



5

①　土佐水木の花が自然にぶらさがって見えるように
枝を花器に入れて手を離してみる。分かれ枝が逆勝手
の真と副の位置におさまった。

②　あとで百合を 3 本入れるので、中央を大きく空け
ておき、別の枝を低く右へ出した。（胴の位置）

③　透かし百合は前から順にいけてゆく。まずは右前
の胴の位置に。

④　土佐水木の枝に添わせるように透かし百合をさし
たところ（中間の位置）。全体のバランスを見て３本目
の透かし百合を加え、敷物に飾る。（４頁の花）

副

胴

真

胴

中
間

各
役
枝
の
長
さ

花
器
の
水
際

副
胴

真

留
胴

中
間

　

今
回
の
投
入
で
は
真
の
枝
の
お
さ
ま
り

が
比
較
的
う
し
ろ
よ
り
で
あ
っ
た
の
で
、

百
合
は
３
本
と
も
前
方
へ
出
し
て
い
る
。

控
を
省
略
し
て
い
る
が
、
真
の
水
際
か
ら

出
た
小
枝
が
奥
行
き
を
補
っ
て
く
れ
て
い

る
。

　

花
型
に
し
ば
ら
れ
る
よ
り
も
、
土
佐
水

木
の
花
を
愛
で
る
気
持
ち
を
大
切
に
い
け

る
。
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Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
趣
味
Ｄ
ｏ
楽
」

〜
ハ
ン
サ
ム
ウ
ー
マ
ン
〜

　

桑
原
櫻
子

　

３
月
12
日
放
送
の
「
趣
味
Ｄ
ｏ
楽
」

「
日
本
人
の
忘
れ
も
の

　

京
都
、
こ
こ
ろ
こ
こ
に
」

京
都
新
聞
社　

編

　

大
震
災
後
の
二
〇
一
一
年
七
月
か
ら

一
年
間
、
京
都
新
聞
に
連
載
さ
れ
た

一
〇
二
人
の
エ
ッ
セ
ー
集
。

　

櫻
子
副
家
元
も
リ
レ
ー
エ
ッ
セ
ー
と

記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
参
加
し
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
か
ら
の
日
本
を
ど
う
し
て
ゆ
く

か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
上
で
、
経
済

成
長
の
代
償
と
し
て
日
本
人
が
忘
れ
て

し
ま
っ
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
を
考

え
る
作
業
は
、
そ
の
手
が
か
り
に
な
る
。

　

定
価
本
体
一
八
〇
〇
円
。

に
櫻
子
副
家
元
が
出
演
。
花
と
料
理
に

よ
っ
て
、
自
然
を
見
つ
め
季
節
を
感
じ

な
が
ら
豊
か
な
心
を
育
む
様
子
が
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。

Ｊ
Ｒ
京
の
冬
の
旅

セ
ン
ス
・
ザ
・
ミ
ヤ
ビ

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
ポ
ス
タ
ー
に
櫻
子
副

家
元
が
協
力
。
約
3
ヶ
月
間
、
全
国
の

Ｊ
Ｒ
駅
及
び
車
内
に
掲
示
さ
れ
た
。
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連
翹　

∧
8
頁
の
花
∨ 　

 

仙
溪

　

花
型　

草
型　

副
流
し

　

花
器　

陶
鉢

　

こ
の
連
翹
の
生
花
は
剣
山
を
使
っ
て
い

る
。
い
け
た
あ
と
、
剣
山
が
か
く
れ
る
ま

で
砂
利
を
入
れ
て
お
く
と
水
際
も
見
せ
場

に
な
る
。

　

長
く
伸
び
た
細
枝
が
あ
っ
た
の
で
、
そ

れ
を
生
か
す
工
夫
を
し
て
連
翹
ら
し
さ
を

出
し
て
み
た
。
真
の
枝
先
の
カ
ー
ブ
も
撓

め
て
つ
く
っ
て
い
る
。

　

連
翹
は
木
犀
科
の
落
葉
低
木
。
中
国
、

朝
鮮
半
島
の
原
産
。

副

真

留

洋
花
と
青
麦

　
　
　

∧
9
頁 

上
の
花
∨  　

 

仙
溪

　

大
麦
の
若
い
花
穂
は
い
か
に
も
春
の
の

ど
か
な
感
じ
が
す
る
。
青
麦
の
名
前
で
早

春
か
ら
よ
く
い
け
る
が
、
い
け
た
あ
と
だ

ん
だ
ん
と
花
穂
が
上
に
の
び
て
ゆ
く
。
と

り
合
わ
せ
に
は
明
る
い
色
彩
の
洋
花
が
よ

く
似
合
う
。
無
季
節
な
感
じ
の
花
も
、
青

麦
と
一
緒
に
い
け
る
と
、
春
の
表
情
に
な

る
の
が
面
白
い
。

　

花
材　

青
麦　
（
稲
科
）

　
　
　
　

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム　
（
蘭
科
）

　

花
器　

橙
色
釉
陶
花
器
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∧
9
頁 

下
の
花
∨  　

 

解
説
は
1 0
頁
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君
子
蘭

　
　
　

∧
9
頁 

下
の
花
∨  　

 

仙
溪

　

君
子
蘭
は
南
ア
フ
リ
カ
原
産
の
彼
岸
花

科
ク
リ
ビ
ア
属
の
多
年
草
。
明
治
時
代
に

日
本
に
や
っ
て
き
た
。
肉
厚
の
長
い
葉
が

左
右
に
広
が
り
、
中
央
に
平
た
い
花
茎
を

伸
ば
し
て
複
数
の
花
が
咲
く
。
王
様
の
よ

う
な
威
厳
を
感
じ
て
の
命
名
な
の
だ
ろ

う
。
と
り
合
わ
せ
に
も
気
を
遣
う
。
君
子

蘭
の
個
性
を
潰
さ
な
い
よ
う
な
お
相
手
を

考
え
る
。
作
例
で
は
縞
斑
の
入
っ
た
玉
羊

歯
と
都
忘
れ
を
選
び
、
君
子
蘭
が
目
立
つ

よ
う
に
低
く
広
げ
た
。

　

花
材　

君
子
蘭　
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

斑
入
り
玉
羊
歯　
（
玉
羊
歯
科
）

　
　
　
　

都
忘
れ　
（
菊
科
）

外
国
の
香
り

　
　
　

∧
10
頁 

の
花
∨  　

 　

仙
溪

　

こ
の
白
い
小
さ
な
花
は
白
花
金え
に
し
だ

雀
児

で
、
近
づ
く
と
強
い
香
り
が
あ
る
。
ど
ん

な
香
り
か
を
表
現
し
た
い
の
だ
が
思
い
当

た
ら
な
い
。
自
分
の
中
で
は
外
国
の
香
水

の
香
り
と
い
う
と
こ
ろ
。
こ
の
金
雀
児
を

い
け
た
あ
と
で
蜜
柑
を
食
べ
て
「
こ
の
蜜

柑
は
新
品
種
？
」
と
勘
違
い
す
る
く
ら
い

手
に
香
り
が
残
っ
て
い
た
。
剣
山
に
立
て

る
と
枝
が
ふ
わ
り
と
広
が
っ
て
く
れ
る
。

五
色
の
大
輪
の
ガ
ー
ベ
ラ
を
低
く
並
べ
て

白
い
小
花
を
目
立
た
せ
て
い
る
。

　

実
は
こ
の
金え
に
し
だ

雀
児
、
ほ
ん
の
り
緑
色
が

か
っ
て
い
る
。
花
屋
に
よ
る
と
色
を
吸
わ

せ
て
緑
色
に
し
て
い
る
ら
し
い
。
し
か
も
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イ
タ
リ
ア
か
ら
の
輸
入
だ
そ
う
だ
。
オ

シ
ャ
レ
に
こ
だ
わ
る
イ
タ
リ
ア
人
な
ら
わ

ざ
わ
ざ
緑
色
を
吸
わ
せ
る
の
も
理
由
が
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
白
い
花
は
白
い

ま
ま
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
り

も
す
る
。
で
も
そ
ん
な
批
判
を
し
た
と
こ

ろ
で
、「
楽
し
け
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」

と
返
さ
れ
そ
う
だ
。

　

花
材　

白
花
金
雀
児　
（
豆
科
）

　
　
　
　

ガ
ー
ベ
ラ　
（
菊
科
）

　
　
　
　

ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス　
（
百
合
科
）

　

花
器　

空
色
釉
花
器

波
紋
の
器

　
　
　

∧
11
頁 

の
花
∨ 　

 　

 

櫻
子

　

こ
の
青
白
磁
は
宮
永
東
山
氏
が
つ
く
ら

れ
た
器
で
、
ど
っ
し
り
と
し
た
六
角
柱
を

し
て
い
て
大
き
な
丸
い
口
が
あ
い
て
い

る
。
器
の
表
面
に
は
波
線
が
斜
め
に
重

な
っ
て
、
あ
た
か
も
水
面
に
風
が
つ
く
る

波
の
模
様
の
よ
う
。
椿
を
い
け
る
と
、
深

山
の
水
辺
に
い
る
よ
う
な
澄
ん
だ
空
気
を

感
じ
る
。

　

器
の
装
飾
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
宮

永
氏
が
つ
く
る
器
の
よ
う
に
、
自
然
と
の

接
点
を
感
じ
ら
れ
る
器
に
は
花
が
し
っ
く

り
と
合
う
よ
う
に
思
う
。
き
っ
と
自
然
を

敬
う
心
が
い
け
ば
な
と
共
通
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
大
好
き
な
器
。

　

花
材　

喇
叭
水
仙　
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

椿　
（
椿
科
）

　

花
器　

六
角
柱
青
白
磁（
宮
永
東
山
作
）
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「
仙
齋
彩
歳
」

父
が
テ
キ
ス
ト
に
連
載
し
て
お
り
ま
し

た
随
筆
「
仙
齋
彩
歳
」
と
父
の
い
け
ば

な
を
一
冊
の
本
に
ま
と
め
ま
し
た
。

ご
希
望
の
方
は
お
早
め
に
家
元
事
務
局

へ
お
尋
ね
下
さ
い
。

定
価　

五
千
円

ス
カ
ビ
オ
ー
サ
と
ア
カ
シ
ア

　

櫻
子

　

花
屋
で
見
つ
け
た
ら
必
ず
買
い
た
い
花

が
あ
る
。ス
カ
ビ
オ
ー
サ
も
そ
の
ひ
と
つ
。

複
雑
な
花
び
ら
の
か
た
ち
、
薄
紫
か
ら
暗

紫
色
、
赤
紫
や
ピ
ン
ク
ま
で
の
色
の
変
化

も
綺
麗
で
、頼
り
な
げ
に
咲
く
姿
も
良
い
。

し
か
し
日
持
ち
も
す
る
。
松
虫
草
の
仲
間

な
の
で
、
優
し
い
趣
を
残
し
て
い
る
。
日

本
で
は
松
虫
が
鳴
く
頃
に
咲
く
の
で
松
虫

草
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
ス
カ
ビ
オ
ー
サ

は
疥か
い
せ
ん癬
と
い
う
意
味
で
皮
膚
病
に
効
く
薬

草
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

西
部
に
自
生
す
る
花
で
あ
る
。

　

最
近
は
春
先
に
も
出
回
る
よ
う
に
な
っ

た
。
本
来
は
初
夏
か
ら
秋
に
咲
く
花
な
の

に
。
そ
の
上
黄
葉
の
ア
カ
シ
ア
！
。
初
秋

に
飾
れ
ば
、素
敵
な
取
り
合
わ
せ
な
の
に
。

花
の
魅
力
に
負
け
て
買
っ
て
し
ま
っ
た
事

を
お
許
し
く
だ
さ
い
。

　

花
材　

ア
カ
シ
ア
の
黄
葉
（
豆
科
）

　
　

ス
カ
ビ
オ
ー
サ
（
松
虫
草
科
）

　

花
器　

ブ
ル
ー
ガ
ラ
ス
深
鉢

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
598
号　

2013
年
4
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
）
桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
二
五
円

 http://w
w

w
.kuw

aharasenkei.com
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花
は
自
分
そ
の
も
の   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

 

櫻
子 

　
「
い
け
た
花
は
自
分
そ
の
も
の
」。
私
は
い
つ
も
そ
う

思
っ
て
花
を
い
け
て
い
る
。

　

そ
ん
な
ふ
う
に
思
え
ば
、
い
け
た
あ
と
も
水
を
か
え
、

い
け
直
し
、
短
く
な
っ
て
も
最
後
ま
で
世
話
を
す
る
よ

う
に
な
る
。
花
に
対
す
る
敬
意
と
愛
情
を
大
切
に
し
た

い
。

　

客
観
的
に
見
て
も
、
花
を
選
び
器
を
選
ん
で
い
け
た

花
に
は
、
い
け
た
人
の
好
み
や
内
面
が
表
れ
る
。
皆
さ

ん
に
も
自
分
の
好
き
な
色
の
組
み
あ
わ
せ
み
た
い
な
も

の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ご
自
分
で
花
を
買
っ
て
い
け
た
花

は
貴
方
そ
の
も
の
だ
。

　

表
紙
の
青
麦
と
ア
ネ
モ
ネ
の
盛
花
も
、
赤
色
の
ク
ロ

ト
ン
を
選
ん
だ
時
点
で
、
ア
ネ
モ
ネ
は
赤
色
だ
け
に
し

て
器
は
白
が
い
い
な
と
直
感
し
た
。
赤
い
花
と
葉
か
ら

伸
び
る
青
麦
の
柔
ら
か
な
緑
が
目
に
優
し
い
。
自
分
に

こ
ん
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
の
か
と
驚
い
た
が
、
こ
れ
も

ま
た
私
の
花
な
ん
だ
と
愛
着
が
湧
い
て
く
る
。

　

花
材　

青
麦
（
稲
科
）　

ア
ネ
モ
ネ
（
金
鳳
花
科
）

　
　
　
　

ク
ロ
ト
ン
（
燈
台
草
科
）

　

花
器　

帽
子
型
陶
水
盤
（
ド
イ
ツ
製
）

　
木
製
の
器   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

 

櫻
子 

　

生
活
用
具
と
し
て
作
ら
れ
た
民
芸
品
も
花
器
と
し
て

使
う
と
花
を
引
き
立
て
て
く
れ
て
、
又
郷
土
的
な
面
白

さ
も
加
え
て
く
れ
る
。
祖
父
が
何
度
も
花
生
け
に
使
っ

て
い
た
中
に
韓
国
製
の
木
鉢
が
あ
っ
た
。

　

米
を
選
別
す
る
器
で
、
側
面
に
段
々
の
刻
み
こ
み
が

あ
っ
て
、
こ
の
器
に
米
を
入
れ
、
振
り
な
が
ら
選
別
す

る
器
具
で
、
農
具
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。

　

材
質
は
松
の
木
の
よ
う
だ
。
長
い
間
仕
舞
い
こ
ま
れ
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て
い
た
。
古
く
て
素
朴
す
ぎ
る
の
で
、
両
親
は
使
わ
な

か
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
。
私
は
思
い
出
の
器
と
し
て
、
又

使
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

陶
の
水
盤
を
入
れ
て
剣
山
を
使
い
、
ミ
モ
ザ
ア
カ
シ

ア
と
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
、
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
を
い
け
た
。
畑

で
育
っ
た
健
康
的
な
花
な
ら
調
和
す
る
と
思
う
。

　

た
っ
ぷ
り
と
し
た
容
器
な
の
で
、
大
き
く
派
手
に
咲

く
花
も
受
け
と
め
て
く
れ
る
。
パ
ー
ロ
ッ
ト
咲
き
（
オ

ウ
ム
咲
き
）
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
も
ミ
モ
ザ
ア
カ
シ
ア
も

軸
が
太
く
、
長
い
間
き
れ
い
に
咲
き
続
け
て
く
れ
た
。

　

花
材　

ミ
モ
ザ
ア
カ
シ
ア
（
豆
科
）

　
　
　
　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
百
合
科
）

　
　
　
　

ス
イ
ー
ト
ピ
ー
（
豆
科
）

　

花
器　

木
製
鉢
（
韓
国
製
）

桜　

ア
イ
リ
ス　

椿   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

 

仙
溪 

　

父
が
「
燦さ
ん
よ
う
か
い

陽
会
」
と
名
づ
け
た
研
究
会
が
あ
る
。
月

一
回
、
岡
山
の
先
生
方
が
研
鑽
の
た
め
家
元
へ
来
ら
れ

て
二
作
稽
古
し
て
帰
ら
れ
る
。
毎
回
、
花
フ
ジ
が
特
別

に
花
材
を
仕
入
れ
て
く
れ
る
。

　

作
例
の
桜
と
ア
イ
リ
ス
の
投
入
は
２
月
下
旬
の
燦
陽

会
の
見
本
に
い
け
た
花
で
、
伸
び
や
か
な
桜
の
枝
を
前

方
へ
張
り
出
し
て
、
そ
の
後
ろ
に
２
色
の
ア
イ
リ
ス
を

の
ぞ
か
せ
、
椿
で
口
元
を
引
き
締
め
て
い
る
。
椿
は
深

紅
小
輪
の
出い
ず
も
た
い
し
ゃ
や
ぶ
つ
ば
き

雲
大
社
薮
椿
で
、
父
が
好
き
だ
っ
た
椿
だ
。

白
花
の
ア
イ
リ
ス
が
満
開
前
の
桜
の
花
色
を
助
け
て
く

れ
て
い
る
。

　

ア
イ
リ
ス
（
ダ
ッ
チ
ア
イ
リ
ス
）
は
オ
ラ
ン
ダ
で
作

ら
れ
た
花
だ
が
、
日
本
の
桜
や
中
国
原
産
の
梅
や
桃
と

も
相
性
が
い
い
。
薔ば

ら薇
科
の
花
木
と
菖あ
や
め蒲

科
の
花
の
組

み
合
わ
せ
で
色
ん
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
考
え
ら
れ
る
。

　

花
材　

桜
（
薔
薇
科
）　

ア
イ
リ
ス
（
菖
蒲
科
）　

　
　
　
　

出
雲
大
社
薮
椿
（
椿
科
）

　

花
器　

赤
銅
色
陶
花
器
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除の
き
し
ん真　

白
梅
の
立
花　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪 

　

花
型　

行
の
花
形

　

花
器　

耳
付
青
緑
釉
コ
ン
ポ
ー
ト

　

日
本
い
け
ば
な
懇
話
会
「
梅
の
花
会
」

に
出
品
し
た
立
花
。
会
期
中
残
念
な
が
ら

花
は
咲
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
家
で
咲

き
、
長
い
間
甘
い
香
り
を
楽
し
め
た
。

　

苔
の
ま
わ
っ
た
老
梅
で
幹
は
ご
つ
ご
つ

と
し
て
い
る
。
梅
は
撓
め
が
き
く
は
ず
な

の
だ
が
、
最
初
に
撓
め
た
枝
は
簡
単
に
分

離
し
て
し
ま
っ
た
。
あ
ま
り
の
シ
ョ
ッ
ク

に
呆
然
と
す
る
。
気
を
取
り
直
し
て
作
戦

変
更
。
自
然
の
分
か
れ
枝
を
そ
の
ま
ま
使

う
こ
と
に
し
た
。
元
々
大
き
な
１
本
の
枝

か
ら
７
つ
の
役
枝
を
作
っ
て
い
る
。

　

花
会
で
は
様
々
な
流
派
の
先
生
方
の
梅

の
い
け
ば
な
を
拝
見
で
き
、
と
て
も
勉
強

に
な
っ
た
。
他
流
に
引
け
を
取
ら
な
い
花

材
を
提
供
し
て
く
れ
た
花
屋
の
気
概
に
、

な
ん
と
か
応
え
な
く
て
は
。
技
量
不
足
を

感
じ
つ
つ
、
老
梅
に
敬
意
と
感
謝
を
。

真

見
越

請

副

控
枝 流

枝

正
真

胴

前
置
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流
枝
会
立
花
研
究
発
表
会

　

桑
原
専
慶
流
華
老
の
上
野
淳
泉
先
生
が
指
導
す
る

立
花
研
究
会
「
流
枝
会
」
の
発
表
会
に
、
家
元
を
含

む
二
十
作
の
立
花
が
立
て
ら
れ
た
の
で
こ
こ
で
ご
紹

介
し
ま
す
。

　

大
作
の
た
め
に
器
を
作
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た

人
、
こ
の
日
の
た
め
に
松
を
育
て
て
い
た
人
、
山
を

巡
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
た
人
、
そ
れ
ぞ
れ
に

思
い
の
こ
も
っ
た
立
花
は
見
応
え
が
あ
っ
た
。

桑
原
仙
溪　
（
写
真
①
）

　

花
材　

苔
梅　

椿　

水
仙　

葉
蘭

①②

③



④

⑤

⑥

⑦⑧



⑨⑩

⑪
⑫

⑬

⑭



⑮

⑯

⑰⑱

⑲⑳
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小
手
毬　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

　
　

∧
９
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　

花
器　

飴
色
陶
水
盤
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小
手
毬　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

　
　

  　
　

∧
９
頁
の
花
∨ 　

仙
溪 

　

花
型　

生
花　

株
分
け

　

花
器　

飴
色
陶
水
盤

　

小
手
毬
の
枝
が
つ
く
る
曲
線
に
は
独
特

の
美
し
さ
が
あ
る
。
白
い
手
毬
が
跳
ね
て

く
る
よ
う
な
動
き
。
前
方
へ
垂
ら
す
と
ま

る
で
白
い
花
の
滝
だ
。

　

そ
ん
な
小
手
毬
は
生
花
で
い
け
る
と
な

か
な
か
難
し
い
。
あ
ま
り
撓
め
が
き
か
な

い
の
で
枝
振
り
次
第
で
あ
る
。
大
き
め
の

水
盤
に
赤
い
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
と
株
分
け
に

し
た
。
小
手
毬
の
分
か
れ
枝
は
互
い
に
絡

め
た
り
し
な
が
ら
で
き
る
だ
け
生
か
す
よ

う
に
し
て
い
る
。

花
の
気
品

　
　

  　
　

∧
10
頁
の
花
∨ 　

櫻
子 

　

ス
カ
ビ
オ
サ
（
松
虫
草
科
）
に
は
い
ろ

ん
な
色
が
あ
る
。
私
が
選
ん
だ
の
は
ワ
イ

ン
レ
ッ
ド
の
ス
カ
ビ
オ
サ
。
静
か
に
人
を

惹
き
つ
け
る
魅
力
が
あ
る
。
な
ん
て
綺
麗

な
花
な
ん
だ
ろ
う
。
風
格
と
気
品
も
感
じ

ら
れ
る
。
と
り
合
わ
せ
に
は
同
系
色
の
大

輪
の
薔
薇（
薔
薇
科
）と
ラ
イ
ラ
ッ
ク（
木

犀
科
）
を
選
び
、
淡
い
ブ
ル
ー
と
白
の
ベ

ネ
チ
ア
ン
・
レ
ー
ス
・
グ
ラ
ス
に
い
け
た
。

　

薔
薇
も
ラ
イ
ラ
ッ
ク
も
思
い
切
っ
て
短

く
い
け
、
ス
カ
ビ
オ
サ
を
主
役
に
し
て
い

る
。
気
品
の
あ
る
花
を
い
け
る
場
合
は
、

そ
れ
に
見
合
う
品
格
の
高
い
器
を
選
び
た

い
。

　

花
器　

ベ
ネ
チ
ア
ン
・
レ
ー
ス
・
グ
ラ
ス
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白
と
黒
の
器

　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

今
月
号
に
は
白
と
黒
の
器
が
３
つ
使
わ

れ
て
い
る
が
、
３
作
と
も
赤
い
花
を
い
け

て
い
る
。
白
い
面
の
多
い
器
と
黒
い
面
の

多
い
器
。
無
意
識
の
う
ち
に
花
に
合
う
器

を
そ
れ
ぞ
れ
に
選
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

　

作
例
の
シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
（
蘭
科
）
は
か

な
り
重
た
い
の
で
安
定
の
い
い
器
で
な
い

と
ひ
っ
く
り
か
え
る
。
花
の
茎
に
丈
夫
な

添
え
木
を
括
り
付
け
、
器
の
底
に
剣
山
を

置
い
て
い
け
て
い
る
。ア
ン
ス
リ
ウ
ム（
里

芋
科
）
の
赤
黒
い
花
と
茶
色
い
葉
を
合
わ

せ
た
が
、
花
器
の
網
目
模
様
が
花
の
重
み

を
和
ら
げ
て
く
れ
た
。

　

花
器　

白
黒
花
器
（
竹
内
眞
三
郎
作
）
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出
合
い
花
（
７
）　

仙
溪 

　

ガ
イ
ミ
ア
リ
リ
ー

　

ア
ネ
モ
ネ

　

去
年
９
月
号
で
い
け
た
ガ
イ
ミ
ア
リ

リ
ー
が
咲
い
た
あ
と
捨
て
ず
に
い
た
の
だ

が
、
乾
燥
し
て
も
な
お
強
さ
が
失
わ
れ
て

い
な
い
の
で
、
出
合
い
花
に
使
う
こ
と
に

し
た
。
朽
ち
た
植
物
の
横
で
新
た
な
命
を

咲
か
せ
る
花
。
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
で
ア
ネ

モ
ネ
を
一
輪
出
合
わ
せ
た
。
ガ
イ
ミ
ア
リ

リ
ー
の
枯
れ
花
は
花
器
に
立
て
た
支
柱
に

固
定
し
て
い
る
。
ア
ネ
モ
ネ
は
鉢
植
か
ら

花
と
葉
を
切
っ
て
い
け
て
い
る
。

　

花
材　

ガ
イ
ミ
ア
リ
リ
ー（
竜
舌
蘭
科
）

　
　
　
　

ア
ネ
モ
ネ
（
金
鳳
花
科
）

　

花
器　

掻
き
落
と
し
陶
花
瓶

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

　

す
っ
か
り
家
中
を
探
検
し
つ
く
し
た
レ

モ
ン
ち
ゃ
ん
。
つ
く
ば
い
の
水
の
音
を
聞

き
な
が
ら
庭
を
眺
め
る
の
図
。

【
追
伸
】
先
月
号
の
出
合
い
花
で
使
っ
た

赤
と
青
の
酒
器
は
森
野
彰
人
作
。

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
610
号　

2014
年
4
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

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

w
w
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貝ば
い
も母　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

貝
母
は
漢
名
で
、中
国
原
産
の
多
年
草
。

球
根
が
漢
方
薬
に
さ
れ
る
。
和
名
で
は
ア

ミ
ガ
サ
ユ
リ
と
も
呼
ば
れ
、
花
の
内
側
に

網
状
の
模
様
が
あ
る
。
球
根
は
二
枚
貝
の

よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。

　

父
の
文
章
と
い
け
ば
な
を
纏ま
と

め
た
「
仙

齋
彩
歳
」
に
は
初
夏
に
い
け
ら
れ
た
貝
母

の
実
と
仙せ
ん
の
う翁
、
鳴
子
百
合
（
野
生
種
）
の

投
入
が
お
さ
ま
っ
て
い
る
（
71
頁
）。
６

枚
の
プ
ロ
ペ
ラ
の
よ
う
な
実
の
面
白
さ

と
、
繊
細
な
葉
の
枯
れ
色
は
、
い
か
に
も

父
好
み
の
不
思
議
な
美
し
さ
が
あ
る
。

　

仙
翁
は
撫な
で
し
こ子
科
に
属
し
て
い
る
。
記
憶

の
中
か
ら
父
の
花
が
作
用
し
た
の
か
分
か

ら
な
い
が
、
春
の
貝
母
に
は
撫
子
と
鳴
子

百
合
を
選
ん
で
い
た
。
父
は
白
黒
の
陶
花

瓶
に
い
け
て
い
た
が
、
私
は
軽
や
か
な
漆

器
に
い
け
て
剣
山
を
苔
で
隠
し
て
み
た
。

漆
器
に
花
を
い
け
る
と
、
特
別
な
感
じ
が

す
る
。
上
品
な
金
彩
の
花
模
様
、
底
面
の

朱
色
が
優
し
さ
を
添
え
て
く
れ
る
。

　

花
材　

貝
母
（
百
合
科
）

　
　
　
　

撫
子
（
撫
子
科
）

　
　
　
　

鳴
子
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

金
彩
高
台
漆
器

ウ
ロ
コ
文
様
の
花
瓶

　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

使
い
に
く
い
花
器
と
い
う
の
が
あ
る
。

で
も
と
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
は
独
特
の
雰

囲
気
を
出
し
て
く
れ
る
花
器
。
こ
の
鱗
文

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

　

家
に
飾
っ
て
い
た
シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
の
鉢

植
。
長
く
伸
び
た
葉
は
光
沢
が
あ
り
魅
力

的
だ
。
思
い
切
っ
て
花
３
本
と
葉
10
枚
を

切
り
と
り
、
グ
ロ
リ
オ
サ
を
合
わ
せ
て
鱗

文
様
の
花
瓶
に
い
け
て
み
た
。

　

花
器
の
派
手
さ
に
対
し
て
、
花
の
強
さ

と
シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
の
葉
の
広
が
り
が
、
ほ

ど
よ
く
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
く
れ
た
。

　

花
材　

シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
（
蘭
科
）

　
　
　
　

グ
ロ
リ
オ
サ
（
百
合
科
）

　

花
器　

鱗
文
様
陶
花
瓶

ガ
イ
ラ
ル
デ
ィ
ア

　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
屋
で
「
こ
れ
は
ル
ド
ベ
キ
ア
？
」
と

聞
く
と「
そ
れ
は
ガ
イ
ラ
ル
デ
ィ
ア
で
す
」

と
教
え
て
く
れ
た
。
ど
ち
ら
も
北
ア
メ
リ

カ
原
産
の
初
夏
か
ら
秋
ま
で
咲
き
続
け
る

多
年
草
。
ル
ド
ベ
キ
ア
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

人
の
、
ガ
イ
ラ
ル
デ
ィ
ア
は
フ
ラ
ン
ス
人

の
名
前
に
由
来
す
る
。
明
治
時
代
に
渡
来

し
て
い
る
。

　

品
種
に
よ
り
天て
ん
に
ん
ぎ
く

人
菊
、
大お
お
て
ん
に
ん
ぎ
く

天
人
菊
と
い

う
和
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
花
弁
の
色

が
先
端
で
切
り
替
わ
る
不
思
議
な
花
だ
。

　

は
じ
め
て
い
け
る
花
な
の
で
、
相
手
の

選
択
に
迷
っ
た
け
れ
ど
、
同
じ
色
が
虹
の

よ
う
に
入
る
ア
イ
リ
ス
を
選
ん
で
、
白
黒

の
器
に
い
け
る
と
、
優
し
い
暖
か
み
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
る
花
に
な
っ
た
。

　

花
材　

ア
イ
リ
ス
（
菖あ
や
め蒲
科
）

　
　
　
　

ガ
イ
ラ
ル
デ
ィ
ア
（
菊
科
）

　

花
器　

印
花
文
陶
花
器
（
近
藤
豊
作
）
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檀だ
ん
こ
う
ば
い

香
梅　
　
　
　
　

仙
溪

　

春
の
花
木
の
中
で
、
枝
を
切
っ
た
時
に

仄ほ
の

か
に
良
い
香
り
が
す
る
も
の
が
あ
る
。

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

な
ど
の
楠
く
す
の
き

科
の
仲
間
が
そ
う
だ
。
楠
科

の
黒ク
ロ
モ
ジ

文
字
を
削
っ
て
、
和
菓
子
を
食
べ
る

と
き
の
楊よ
う
じ枝
に
使
わ
れ
る
の
も
、
材
に
香

り
が
あ
る
た
め
だ
。

　

檀
香
梅
も
楠
科
・
黒
文
字
属
の
小
高
木

で
、
木
に
香
り
が
る
こ
と
か
ら
、
ビ
ャ
ク

ダ
ン
の
漢
名
で
あ
る
檀
香
の
字
が
あ
て
ら

れ
て
い
る
。

　

関
東
以
西
の
暖
地
の
山
地
に
分
布
し
、

３
月
下
旬
か
ら
４
月
に
葉
の
出
る
前
に
開

花
す
る
の
で
、
山
の
中
で
よ
く
目
立
つ
。

　

飴
色
の
花
器
に
檀
香
梅
を
い
け
、
鮮
や

か
な
赤
椿
で
水
際
を
ひ
き
し
め
、
さ
て
花

を
何
に
し
よ
う
か
。

　

早
春
の
和
の
草
花
は
、
落
ち
葉
の
間
か

ら
顔
を
出
す
小
さ
な
花
が
ほ
と
ん
ど
で
、

背
の
高
い
草
花
は
限
ら
れ
て
い
る
。
貝
母

や
黒
百
合
は
、
芍
薬
な
ど
が
出
る
ま
で
の

間
の
貴
重
な
和
花
だ
。

　

そ
ん
な
思
い
を
察
し
て
か
、
近
年
、
黒

百
合
の
切
り
花
が
出
回
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
お
そ
ら
く
京
都
だ
か
ら
と
い
う
こ

と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
有
難
い
こ

と
と
感
謝
し
て
い
る
。

　

花
材　

檀
香
梅
（
楠
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

黒
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

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

華
時
勢
粧
を
読
む　

⑪

立
花
秘
傳
抄　

五　
（
つ
づ
き
）

　
　

除
心
真
の
花
形
立
よ
う
の
事

　

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

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

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

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

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

形
に
至
り
て
は
前
後
有
り
。

　
　
（
除
心
真
の
花
形
図
は
テ
キ
ス
ト

613
号
6
頁
参
照
）

　
　

除
心
行
の
花
形
立
様
の
事

　

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

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

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

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

第
十
図

立
花　

松
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形　

流
枝
持
立　

冨
春
軒

松　

苔　

百
合　

仙
翁
花　

著
莪　

木
槿

柘
植　

嫩　

小
羊
歯　

桔
梗

第
十
八
図

立
花　

松
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形　

左
流
枝　

筑
摩
九
郎
右
衛
門

松　

晒　

要　

柏　

杜
若　

百
合　

柘
植

樫
木　

野
春
菊　

著
莪

左
流
枝

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

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

　

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

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

扨さ
て

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

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

あ
り
。

　

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

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

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

あ
し
ら
い
口
伝
有
り
。

　

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

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

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

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

第
十
六
図

立
花　

萱
草
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形　

中
流
枝
立　

寺
田
清
左
衛
門

萱
草　

苔　

松　

桔
梗　

樫
木　

小
菊

紫
苑　

著
莪　

要

第
十
四
図

立
花　

梅
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形　

請
流
枝
立　

西
村
松
庵

梅　

苔　

檜　

水
仙　

千
両　

伊
吹　

樫
木

枇
杷　

嫩

中
流
枝
立

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

口
伝
。

　

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

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

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

り
副
を
付
け
る
な
り
。
あ
し
ら
い
口
伝
。

　

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

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

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

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

　

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

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

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

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

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

第
九
図

立
花　

松
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形　

水
際
除
・
請
上
り
立
（
請
正
心
立
）

　

中
野
五
郎
左
衛
門

松　

梅　

竹　

水
仙　

柘
植　

ひ
さ
か
き　

樫
木　

枇
杷

第
十
二
図

立
花　

松
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形　

内
副
立　

中
野
小
左
衛
門

松　

菊　

小
菊　

梅
擬　

晒　

樫
木　

嫩

沢
桔
梗

内
副
立

水
際
除

請
上
り
立

（
請
正
心
立
）
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小
作

出
逢
い
花
（
1 8
）　
　

仙
溪

　

プ
ロ
テ
ア
ア
イ
ビ
ー

　

薔
薇

　

プ
ロ
テ
ア
と
い
え
ば
、
キ
ン
グ
・
プ
ロ

テ
ア
の
よ
う
に
、
大
き
く
て
重
量
の
あ
る

花
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
が
、
作
例
の
よ
う
な

華
奢
な
仲
間
も
あ
っ
た
の
だ
。
花
屋
で
は

プ
ロ
テ
ア
・
ア
イ
ビ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

プ
ロ
テ
ア
の
名
前
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の

神
プ
ロ
テ
ウ
ス
か
ら
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

変
身
す
る
能
力
を
も
つ
海
神
だ
が
、
南
ア

フ
リ
カ
か
ら
熱
帯
ア
フ
リ
カ
に
百
十
五
種

類
の
プ
ロ
テ
ア
の
仲
間
が
分
布
し
て
い
る

と
の
こ
と
な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
小
型
種

が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

花
弁
に
見
え
る
薄
紅
色
の
総
苞
片
に
は

白
い
毛
が
は
え
て
い
て
、
な
ん
と
も
優
し

い
感
じ
で
あ
る
。
こ
の
優
し
さ
を
更
に
膨

ら
ま
せ
る
よ
う
な
花
は
、
と
考
え
て
深
紅

の
薔
薇
を
出
逢
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

　

先
日
、
相
田
み
つ
を
さ
ん
を
特
集
し
た

テ
レ
ビ
番
組
で
、

　
「
感
動
が
人
間
を
動
か
し
、
出
逢
い
が

人
間
を
変
え
て
ゆ
く
ん
だ
な
ぁ
」

と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
。
私
達
が
花
を
と

り
合
わ
せ
る
の
は
、
客
観
的
に
は
「
出
合

い
」
だ
け
れ
ど
、花
に
と
っ
て
は
ど
う
か
、

い
け
た
花
と
そ
の
花
を
見
る
人
と
の
関
係

は
ど
う
か
な
ど
と
考
え
る
と
、「
出
逢
い
」

の
字
を
使
う
の
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。

　

常
日
頃
、
温
か
な
愛
を
感
じ
る
い
け
ば

な
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
愛
情
を

も
っ
て
大
切
に
い
け
る
と
、
花
は
そ
れ
に

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

京
都
名
流
い
け
ば
な
展

河
津
桜
の
生
花　

　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

2
月
中
旬
か
ら
3
月
中
旬
に
か
け
て
、

一
足
早
く
春
爛
漫
の
桜
花
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
の
が
河
津
桜
だ
。
も
と
も
と
伊

豆
半
島
の
河
津
に
咲
い
て
い
た
早
咲
き
種

だ
が
、
今
年
は
各
地
で
咲
い
た
話
し
を
聞

い
た
。
染
井
吉
野
の
先
発
隊
み
た
い
な
ポ

ジ
シ
ョ
ン
だ
ろ
う
か
。

　

は
じ
め
て
生
花
に
い
け
た
が
、
枝
は
折

れ
や
す
い
。
切
り
枝
の
場
合
、
自
然
開
花

よ
り
も
花
色
は
薄
く
な
る
。

①

②
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大
日
如
来
さ
ま
に
花
を　
　

仙
溪

　

京
都
東
山
花
灯
路
に
紫
木
蓮
の
生
花
を
い
け
た
。

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

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

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

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

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

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

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

来
像
と
な
っ
た
。

　

い
け
込
み
は
偶
然
に
も
東
日
本
大
震
災
か
ら
４
年

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

祈
り
を
さ
せ
て
頂
い
た
。

③
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
622
号　

2015
年
4
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
）
桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
四
〇
円
（
消
費
税
込
）

 http://w
w

w
.kuw

aharasenkei.com

華
道
人
口　

　

仙
溪

　

こ
こ
数
年
、
い
け
ば
な
人
口
が
減
っ
て
き

た
、
と
い
う
話
し
を
よ
く
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
原
因
の
一
番
目
に
は
、
い
け
ば
な

に
魅
力
を
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

　

多
く
の
人
は
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
花

が
い
け
ら
れ
て
い
る
の
を
ど
れ
だ
け
目
に
し

て
い
る
だ
ろ
う
。
家
に
花
を
飾
る
場
所
が
無

い
と
も
よ
く
耳
に
す
る
。
花
を
い
け
な
い
家

庭
で
暮
ら
し
て
い
る
人
は
、
い
っ
た
い
ど
こ

で
い
け
ば
な
に
触
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

今
で
も
質
の
高
い
料
理
屋
に
は
気
の
利
い

た
花
が
い
け
ら
れ
て
い
る
し
、
オ
フ
ィ
ス
ビ

ル
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
花
が
い
け
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
も
無
く
は
無
い
。
か
な
り
減
っ
て

は
き
た
け
れ
ど
、
店
舗
の
ウ
イ
ン
ド
ー
で
い

つ
も
気
に
な
る
花
が
い
け
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
る
に
は
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
そ
ん
な
花
に
足
を
止
め
る
人
は

希
な
よ
う
だ
。み
ん
な
心
に
余
裕
が
な
く
な
っ

て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
け
ば
な
に
魅
力
を

感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
の
は
、
魅
力
あ

る
い
け
ば
な
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
魅
力
を
感
じ
る

余
裕
が
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　

科
学
技
術
の
進
歩
と
共
に
、
人
の
暮
ら
し

も
せ
わ
し
な
く
な
っ
て
き
た
。
便
利
な
も
の

が
つ
く
ら
れ
る
と
、
時
間
を
か
け
て
じ
っ
く

り
つ
く
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
手
塩
に
か
け

て
と
か
、
丹
精
こ
め
て
と
か
い
う
価
値
観
が

忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方

で
は
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
う
人
も
増
え

つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
思
う
。

　

さ
て
、
華
道
人
口
を
増
や
す
に
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
自
分
自
身
が
い
け
ば
な

に
興
味
を
も
ち
は
じ
め
た
時
の
事
を
思
い
出

し
て
み
る
。
ウ
ィ
ン
ド
ー
の
一
輪
挿
し
に
目

が
い
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
い
け
ば
な
を

見
る
目
が
変
わ
っ
た
の
は
、
父
が
い
け
た
花

を
見
て
「
こ
ん
な
ん
い
け
ら
れ
た
ら
い
い
な
」

と
思
っ
た
時
か
ら
だ
っ
た
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
い
け
ば
な
復
興
の
き
っ

か
け
は
、
人
と
い
け
ば
な
の
「
出
逢
い
」
が

鍵
に
な
る
と
云
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
花
道
人

ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
周
囲
の
人
に
そ
の
出
逢

い
を
提
供
す
れ
ば
い
い
。
肝
心
な
の
は
そ
の

出
逢
い
が
心
の
こ
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
番
は
や
は
り
誰
か
に
い
け
ば
な
を
教
え
て

あ
げ
る
の
が
い
い
。
職
場
に
花
を
い
け
る
と

か
、
最
新
の
ツ
ー
ル
を
駆
使
し
て
花
の
写
真

を
多
く
の
人
に
見
て
も
ら
う
、
な
ん
て
こ
と

も
あ
り
だ
。

　

こ
こ
で
も
や
は
り
「
感
動
が
人
間
を
動
か

し
、
出
逢
い
が
人
間
を
変
え
て
ゆ
く
ん
だ

な
ぁ
」
で
あ
る
。

ネ
リ
ネ
三
色

∧
12
頁
の
花
∨　

櫻
子

ネ
リ
ネ
の
赤
、
白
、
ピ
ン
ク
は
好
き
な
配

色
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
量
に
よ
っ
て
印
象

が
違
っ
て
く
る
。
雪
柳
が
加
わ
る
こ
と
で
、

強
い
赤
色
が
可
愛
く
感
じ
ら
れ
る
。
ポ
ト
ス

の
緑
の
濃
淡
も
気
に
入
っ
て
い
る
。

　

花
材　

ネ
リ
ネ
三
色
（
彼
岸
花
科
）

　

雪
柳
（
薔
薇
科
）

　
　

ポ
ト
ス
・
ラ
イ
ム
（
里
芋
科
）

　

花
器　

赤
色
ガ
ラ
ス
鉢
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出
逢
い
花
（
28
）

∧
表
紙
の
花
∨

仙
溪

木
蓮
（
木
蓮
科
）

鈴
蘭
（
百
合
科
）

と
あ
る
美
術
館
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

シ
ョ
ッ
プ
に
あ
っ
た
小
鉢
？
。「
出
逢
い

花
」に
使
お
う
と
買
い
求
め
て
い
た
の
で
、

そ
の
器
に
似
合
う
花
を
花
屋
で
探
す
こ
と

に
な
っ
た
。

こ
の
木
蓮
の
高
さ
は
29
㎝
。
大
き
な
枝

の
脇
枝
を
切
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
だ
。
鈴

蘭
は
12
㎝
と
と
て
も
小
さ
く
、
根
付
き
で

売
ら
れ
て
い
た
。

器
の
水
玉
模
様
と
鈴
蘭
の
可
愛
ら
し

さ
、木
蓮
の
色
と
動
き
が
一
体
と
な
っ
て
、

お
と
ぎ
話
の
よ
う
な
花
に
な
っ
た
。

花
器

陶
茶
盌
（
山
口
由
次
作
）

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム

∧
2
頁
の
花
∨

櫻
子

花
材

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
４
色（
蘭
科
）

ス
イ
ー
ト
ピ
ー
２
色
（
豆
科
）

玉た
ま
し
だ

羊
歯
（
蔓つ
る
し
だ

羊
歯
科
）

花
器

粉
引
陶
水
盤
（
伊
藤
典
哲
作
）

色
鮮
や
か
な
エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
を
伸
び

や
か
に
出
し
て
、
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
は
水
際

近
く
に
前
方
へ
集
め
る
よ
う
に
い
け
て
い

る
。
広
が
る
も
の
と
集
ま
る
も
の
。
こ
の

対
比
が
い
け
ば
な
に
躍
動
感
を
与
え
る
。

ピ
ン
ク
の
濃
淡
と
紫
の
濃
淡
。
そ
こ
に
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

黄
色
を
効
か
せ
て
。
淡
い
春
の
花
色
で
絵

を
描
く
よ
う
に
い
け
た
。

キ
ン
ク
サ
リ

∧
3
頁
の
花
∨

櫻
子

花
材

金
き
ん
く
さ
り鎖（
豆
科
）

ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム
（
百
合
科
）

花
器

ブ
ル
ー
ガ
ラ
ス
花
瓶

（
ヨ
ー
ラ
ン
・
ヴ
ァ
ル
フ
作
）

大
好
き
な
花
の
一
つ
、
キ
ン
ク
サ
リ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
南
部
原
産
で
藤
に
似
た
黄

色
い
花
が
房
状
に
垂
れ
下
が
る
。
寒
冷
地

で
は
か
な
り
大
き
く
育
つ
そ
う
だ
。
安
定

の
い
い
ガ
ラ
ス
花
瓶
に
挿
し
て
紺
色
の

バ
ッ
ク
に
置
く
と
、
黄
色
い
花
が
鮮
や
か

に
浮
か
び
上
が
っ
た
。

キ
ン
ク
サ
リ
に
は
十
分
な
葉
が
つ
い
て

い
た
の
で
、
相
手
に
は
大
き
な
紫
色
の
玉

の
よ
う
に
咲
く
ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム
を
２
本
選

ん
だ
。
反
対
色
の
紫
色
が
黄
色
を
さ
ら
に

印
象
的
に
し
て
く
れ
た
。
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枝
の
姿
に
添
わ
せ
る

主
材

小こ
で
ま
り

手
毬
（
薔ば

ら薇
科
）

副
材

薔ば

ら薇
２
種
（
薔
薇
科
）

花
器

陶
花
瓶

今
年
は
奈
良
の
お
水
取
り
が
終
わ
る
頃
、白
木
蓮
、山
茱
萸
、

雪
柳
の
花
が
一
斉
に
咲
き
始
め
た
。
小
手
毬
は
そ
れ
ら
に
少

し
遅
れ
て
咲
き
始
め
る
。

小
手
毬
は
中
国
原
産
の
落
葉
低
木
。
江
戸
時
代
の
は
じ
め

に
は
庭
木
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、「
立
華
時
勢
粧
」
に
も

名
前
が
見
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
雪
柳
も
小
米
花
の
名
前
で
書

か
れ
て
い
る
。

手
毬
の
よ
う
に
集
ま
っ
て
咲
く
花
が
枝
垂
れ
る
姿
は
独
特

の
風
情
が
あ
る
。
そ
の
特
徴
を
生
か
し
た
花
形
を
心
が
け
た

い
。・

上
下
に
枝
が
分
か
れ
て
い
る
時
は
二
つ
に
分
け
て
使
う
。

・
上
方
に
枝
が
集
ま
っ
て
い
る
時
は
そ
の
ま
ま
使
う
。

・
そ
の
ま
ま
使
う
が
、
一
部
の
枝
を
切
っ
て
挿
し
な
お
す
。

以
上
の
よ
う
な
３
通
り
の
い
け
方
が
考
え
ら
れ
る
。
枝
の

姿
に
あ
わ
せ
て
い
け
、
添
え
る
花
を
臨
機
応
変
に
挿
し
加
え

て
い
く
。

投
入
垂
体
留
主
型

真

副

留

胴

中
間

控
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① まず主材の小手毬を自然な姿に持ってみて、そのま
ま使うか、切り分けるかを考える。作例では三方に広が
る姿をそのまま生かすことに決め、留に主枝を出した。

② 胴の位置に薔薇を挿したところ。薔薇は充分水揚げ
をしておき、葉の綺麗なものを前方に使うようにすると
いい。

③ 中間の位置に薔薇を加えたところ。小手毬の枝に添
わせて入れている。枝と枝の間に薔薇の葉を注意深く広
げてゆく。最後に真に薔薇を加える。（４頁の花）

④ 右横から見た奥行き。

真

副

留

胴 中
間

控

副

留

控

胴

中
間

真
中
間

胴

留

控
副

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

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

深
さ
を
加
え
て
切
る
。
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む

㉒

こ
こ
ま
で
巻
一
、巻
七
、巻
八
の
記
述
を
紹
介
し
て
き
た
。
巻
二
、

巻
三
は
絵
図
の
み
な
の
で
、
残
る
巻
四
〜
六
に
あ
た
る
「
立
花
秘

傳
抄
一
〜
三
」
に
書
か
れ
た
花
材
解
説
に
つ
い
て
紹
介
し
て
ゆ
く
。

立
花
秘
傳
抄

一

常
磐
木
之
部

木説
文
に
曰い
わ

く
、
木
は
冒
な
り
、
地
を
冒お
か

し
て
生
し
ょ
う
ず
。

以も
っ

て
上
は
屮て
つ

、
下
は
そ
の
根
を
象
か
た
ど
る
。
又
曰
く
、
木
の

性し
ょ
う

上
の
枝
左
右
へ
は
び
こ
る
こ
と
一
丈
な
れ
ば
、
下

の
根
も
又
土
中
に
は
び
こ
る
こ
と
一
丈
。
こ
れ
故
に
文

字
に
書
く
時
も
上
下
同
じ
く
は
び
こ
る
か
た
ち
な
り
。

説
文
＝
説
文
解
字
。
後
漢
の
許
愼
に
よ
る
漢
字
の
字
書
。

屮
＝
草
木
の
芽
生
え
。

四
支
＝
四
肢
。

纂
要
＝
要
点
を
抜
き
書
き
し
た
書
物
。

字
彙
＝
中
国
の
漢
字
辞
典
。

枝音お
ん

は
支し

、
則
す
な
わ
ち
四
支
な
り
。
誠
に
人
の
手
足
あ
る
が

如
く
な
り
。
柯か

は
大
枝し

を
云
い
、
朶え
だ

・
條え
だ

は
小こ
え
だ枝
な
り
。

日
本
記
に
は
末
を
え
だ
と
云
え
り
。

気ず
わ
い条

唐
詩
に
見
る
。

株土
の
中
に
入
る
を
根
と
云
い
、
土
の
上
を
株
と
云
う
。

砂
物
に
こ
れ
を
用
い
る
。

蘖
ひ
こ
ば
え

纂さ
ん
よ
う要
曰
く
、
切
っ
て
又
生
ず
る
を
ひ
こ
ば
え
と
云
い
、

俗
に
云
う
わ
か
ば
え
な
り
。

葉字じ

い彙
に
云
う
、
奕え
き
よ
う葉

ま
た
累る
い
よ
う葉

な
ど
と
続
く
字
な
り
。

皆
世
を
重
ね
る
心
な
り
。
ま
た
上
艸
に
、
下
木
に
し
て
、

中
に
世
の
字
を
も
つ
は
、
草
木
の
葉
が
春
は
生
じ
て
冬

落
ち
、或
い
は
枯
れ
て
ま
た
生
ず
。累
年
止
む
こ
と
な
し
。

そ
の
理
、
世
の
春
秋
を
重
ね
る
に
同
じ
。
和
訓
に
云
う
、

葉
は
歯
な
り
。
人
の
歯
有
る
が
ご
と
し
。
草
木
初
め
て

生
ず
る
に
二
葉
を
生
じ
、
そ
れ
よ
り
ま
た
気
を
出
し
て

枝
葉
花
と
な
る
な
り
。
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光
琳
の
「
燕
子
花
図
」
と
冨
春
軒

京
都
美
風
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

琳
派
紀
行
⑥

３
月
１
日

烏
丸
京
都
ホ
テ
ル

パ
ネ
ラ
ー
：
近
藤
髙
弘

重
森
三
果

桑
原
櫻
子

京
都
商
工
会
議
所
主
催
の
「
琳り
ん
ぱ派
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
櫻
子
副
家
元
が
パ
ネ
ラ
ー
で

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
そ
の
折
に
副
家
元

が
話
し
た
こ
と
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

・
光
琳
と
仙
溪
の
接
点

「
立
華
時
勢
粧
」
が
出
版
さ
れ
た
貞
じ
ょ
う
き
ょ
う

享
５
年
（
元

禄
元
年

１
６
８
８
年
）
当
時
、
尾お
が
た
こ
う
り
ん

形
光
琳
は
30
才
。

お
そ
ら
く
立
華
時
勢
粧
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ

う
し
、
西
本
願
寺
の
立
花
師
で
あ
る
仙
溪
の
立
花
を

見
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
う
。
光
琳
が
絵
を
描
く
よ

う
に
な
る
の
は
40
才
以
降
の
こ
と
だ
が
、
初
期
の
代

表
作
「
燕か
き
つ
ば
た

子
花
図
屏
風
」
の
着
想
に
は
、
杜
か
き
つ
ば
た若だ
け

で
立
て
る
「
杜
若
一
色
立
花
」
に
何
ら
か
の
影
響
を

受
け
て
い
る
の
で
は
。
光
琳
の
燕
子
花
図
屏
風
は
も

と
も
と
西
本
願
寺
に
納
め
ら
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
、

光
琳
と
流
祖
・
冨
春
軒
仙
溪
の
接
点
を
想
像
す
る
と

ド
キ
ド
キ
す
る
。

・
琳
派
の
気
風

宗
達
、
光
悦
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
琳
派
の
精

神
の
核
に
な
る
の
は
「
古
典
を
現
代
に
生
き
生
き
と

息
づ
か
せ
る
」「
美
の
本
質
を
探
究
し
つ
つ
、
新
し

い
表
現
を
開
拓
す
る
」
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
の
気
風

は
初
代
の
冨
春
軒
仙
溪
か
ら
も
感
じ
る
。

私
の
祖
父
・
13
世
家
元
も
「
桑
原
専
溪
の
立
花
」

の
中
で
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。

「
ま
ず
過
去
の
名
作
を
し
っ
か
り
研
究
す
る
こ
と
。

し
か
も
基
礎
と
な
る
伝
統
の
技
術
を
し
っ
か
り
研
究

し
て
、
そ
の
上
に
今
日
的
な
作
品
に
及
ぶ
こ
と
が
、

何
よ
り
も
必
要
な
こ
と
と
思
う
の
で
あ
る
。
伝
統
の

中
に
あ
り
な
が
ら
伝
統
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
、

そ
ん
な
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
作
品
に
も
そ
ん
な

面
が
出
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。」

新
し
い
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
情
熱
と
、
そ

れ
を
支
え
る
伝
統
の
技
の
習
得
。
こ
の
こ
と
こ
そ
琳

派
の
精
神
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

「
立
花
時
勢
粧
」（
１
６
８
８
年
）
よ
り

杜
若
一
色
立
花
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

真

流
枝

請

正
真

見
越

控
枝

副

胴

前
置

乙
女
桜
の
立
花

仙
溪

立
花
研
修
会
の
花

花
型

除
心

行
の
行

花
材

乙
女
桜
（
薔
薇
科
）

山
茱
萸
（
水
木
科
）

黒
芽
柳
（
柳
科
）

松
（
松
科
）

椿
（
椿
科
）

ア
イ
リ
ス
（
菖
蒲
科
）

枇
杷
（
枇
杷
科
）

小
菊
・
ス
プ
レ
ー
菊
（
菊
科
）

花
器

陶
花
瓶
（
伊
藤
典
哲
作
）



10

真
（
序
）

副
（
破
）

留
（
急
）

二
種
挿
し
の
生
花

仙
溪

花
型

行
型

二
種
挿
し

花
材

黄お
う
ご
ん
こ
で
ま
り

金
小
手
毬
（
薔
薇
科
）

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
百
合
科
）

花
器

白
釉
花
瓶

黄
緑
色
の
小
さ
な
若
葉
が
可
愛
ら
し

い
。
昔
か
ら
京
都
の
花
屋
で
は
サ
ン
ザ
シ

の
名
前
で
売
ら
れ
て
い
た
が
、
黄
金
小
手

毬
、
ま
た
は
金き
ん
ば葉
小
手
毬
と
い
う
名
前
の

植
物
で
、
ア
メ
リ
カ
手て
ま
り
し
も
つ
け

毬
下
野
の
仲
間
だ

そ
う
だ
。
春
の
芽
出
し
花
材
の
一
つ
で
あ

る
。比

較
的
撓
め
が
効
く
の
で
生
花
に
も
い

け
ら
れ
る
が
、
一
種
で
い
け
る
に
は
少
し

寂
し
い
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
な
ど
春
の
花
を

と
り
合
わ
せ
て
、
一
株
で
二
種
挿
し
に
し

た
り
、
株
分
け
や
二
瓶
飾
り
な
ど
に
す
る

と
い
い
。

留
側
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
に
は
、
花
が
小

さ
い
も
の
、
葉
が
丈
夫
な
も
の
を
選
ん
で

い
る
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
は
ぐ
ん
ぐ
ん
伸
び

る
の
で
、
時
々
切
り
縮
め
て
い
け
な
お
す

よ
う
に
し
た
い
。
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真
（
序
）

真
（
序
）

副
（
破
） 留

（
急
）

留
（
急
）

副
（
破
）

胴

控

ド
イ
ツ
菖あ

や
め蒲

の
生
花

仙
溪

花
型

行
型

三
花
五
葉

花
材

ド
イ
ツ
菖
蒲
（
菖あ
や
め蒲

科
）

花
器

祥
し
ょ
ん
ず
い瑞
広
口
水
盤

ド
イ
ツ
ア
ヤ
メ
は
ジ
ャ
ー
マ
ン
ア
イ
リ

ス
と
も
呼
ば
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ

カ
で
多
く
の
品
種
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

花
色
に
よ
っ
て
香
り
が
違
い
、
日
本
で

も
多
く
の
花
色
を
育
て
る
人
が
増
え
て
き

た
。
イ
チ
ハ
ツ
の
名
前
で
出
回
る
ニ
オ
イ

イ
リ
ス
と
葉
が
よ
く
似
て
い
る
。
ま
だ
ま

だ
出
荷
量
は
少
な
い
が
、
今
後
い
け
る
機

会
が
増
え
て
ほ
し
い
花
材
で
あ
る
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
634
号

2016
年
4
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行

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

w
w

.kuw
aharasenkei.com

横
か
ら
見
た
奥
行
き

ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス

櫻
子

花
材

連
れ
ん
ぎ
ょ
う翹（
木も
く
せ
い犀
科
）

ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
８
色
（
金
鳳

花
科
）

菜
の
花
（
油
菜
科
）

花
器

中
近
東
手
付
花
器

シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
、
オ
ー
ロ
ラ
、
ハ
ー
マ

イ
オ
ニ
ー
。
こ
こ
に
い
け
た
ラ
ナ
ン
キ
ュ

ラ
ス
の
品
種
名
だ
。
さ
て
ど
れ
が
ど
れ
で

し
ょ
う
。

ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
は
地
中
海
原
産
。
花

び
ら
の
枚
数
が
多
い
の
が
特
徴
で
玉
の
よ

う
に
大
き
く
咲
く
。
普
通
は
単
色
な
の
だ

が
、
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
は
色
の
濃
淡
が
絶
妙

だ
。
数
年
前
か
ら
市
場
に
出
て
お
り
、
値

段
も
高
い
が
花
持
ち
も
い
い
。

そ
し
て
今
年
は
じ
め
て
見
た
オ
ー
ロ
ラ

と
ハ
ー
マ
イ
オ
ニ
ー
。
ど
ち
ら
も
花
弁
が

フ
リ
ル
状
に
縮
れ
て
い
る
。

春
の
太
陽
の
よ
う
な
連
翹
の
太
枝
に
８

色
の
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
を
添
わ
せ
、
葉
が

厚
く
茂
っ
た
菜
の
花
で
水
際
を
隠
し
た
。

微
妙
な
花
色
の
変
化
が
、
地
中
海
の
碧

い
海
と
空
の
色
を
し
た
花
瓶
に
美
し
く
映

え
る
。
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カ
ラ
ー
・
エ
チ
オ
ピ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

櫻
子

　

花
材　

カ
ラ
ー
「
エ
チ
オ
ピ
カ
」

　
　
　
　
　
（
里
芋
科
）

　
　
　
　

ポ
ピ
ー
（
罌け

し粟
科
）

　
　
　
　

シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
の
葉
（
蘭
科
）

　

花
器　

黒
色
ガ
ラ
ス
花
瓶

　

花
茎
も
太
く
て
長
い
カ
ラ
ー
エ
チ
オ
ピ
カ
。
南
ア

フ
リ
カ
原
産
で
あ
る
。

　

こ
の
様
な
咲
き
方
を
吹
き
詰(

ふ
き
づ
め)

咲
き

と
い
う
。
日
本
で
は
長
野
県
だ
け
で
作
ら
れ
て
い
る

ら
し
い
が
、
今
ま
で
に
数
回
し
か
見
た
事
が
な
い
カ

ラ
ー
だ
。

　

根
気
よ
く
育
て
ら
れ
た
ら
こ
ん
な
風
に
咲
く
の
だ

ろ
う
か
。
湿
地
を
好
む
宿
根
性
で
肥
料
の
与
え
方
も

難
し
い
の
だ
ろ
う
が
、
肥
沃
で
暖
か
な
土
地
も
必
要

だ
ろ
う
。

　

日
本
で
は
情
熱
を
か
け
て
野
菜
も
花
も
め
ず
ら
し

い
も
の
が
作
ら
れ
て
い
て
有
難
い
と
思
う
。

　

私
も
あ
と
何
度
こ
の
花
を
い
け
る
こ
と
が
出
来
る

だ
ろ
う
か
と
い
つ
も
そ
の
瞬
間
を
大
切
に
し
て
い
る
。

　

ポ
ピ
ー
に
精
一
杯
開
い
て
も
ら
っ
て
足
元
に
添
え

た
。

　

切
り
た
て
の
一
番
綺
麗
な
蘭
の
葉
で
軽
や
か
な
姿

に
変
え
て
、
と
っ
て
お
き
の
ガ
ラ
ス
器
に
飾
っ
た
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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名
脇
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

白
木ぼ

け瓜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

薔バ

ラ薇
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

照て

り
葉
椿
（
椿
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

伸
び
や
か
な
枝
に
く
っ
き
り
と
白
い

花
、
鋭
い
棘
も
ボ
ケ
の
個
性
を
際
立
た

せ
る
。
大
輪
の
赤
バ
ラ
と
投
入
に
い
け

た
。
で
も
硬
い
枝
と
柔
ら
か
な
花
だ
け
で

は
ち
ょ
っ
と
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
感
じ
が
す

る
。
そ
の
間
を
繋
ぐ
何
か
が
欲
し
く
な

る
。
こ
の
花
を
い
け
た
の
は
２
月
下
旬

で
、
ち
ょ
う
ど
照
り
葉
の
ツ
バ
キ
が
飴
色

に
色
付
い
て
い
た
の
で
と
り
合
わ
せ
て
み

た
ら
、
し
っ
く
り
と
落
ち
つ
い
た
。

　

い
け
ば
な
の
と
り
合
わ
せ
を
考
え
る

時
、
こ
の
照
り
葉
ツ
バ
キ
の
よ
う
な
味
わ

い
深
い
名
脇
役
と
の
出
逢
い
は
貴
重
で
あ

る
。
主
役
を
引
き
立
て
つ
つ
、
物
語
に
厚

み
を
与
え
る
存
在
。
そ
れ
を
見
い
だ
す
の

も
い
け
ば
な
の
楽
し
み
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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京
都
東
山
花
灯
路
２
０
１
７

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

山
茱
萸
（
水
木
科
）

　
　
　
　

百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
大
壺
（
主
催
者
所
有
）

　

東
山
花
灯
路
・
後
期
に
い
け
た
の
は
サ

ン
シ
ュ
ユ
と
濃
い
ピ
ン
ク
の
ユ
リ
。
野
外

で
５
日
間
、
元
気
に
美
し
く
咲
い
て
く
れ

た
。
藁
葺
き
屋
根
を
背
景
に
す
る
と
、
山

里
の
春
を
連
想
さ
せ
る
。
い
け
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
大
壺
の
表
面
は
笹
の
刻
印
で
埋

め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。京
の
雅
み
や
びを
感
じ
る
。

オ
ン
シ
ジ
ウ
ム　
　

櫻
子

　

花
材　

オ
ン
シ
ジ
ウ
ム
・
ハ
ニ
ー
ド　

　
　
　
　

ロ
ッ
プ
（
蘭
科
）

　
　
　
　

都
忘
れ
（
菊
科
）

　

花
器　

結
晶
釉
水
盤
（
前
田
保
則
作
）

　

テ
ー
ブ
ル
に
低
く
花
を
飾
り
た
い
時
、

こ
の
平
た
い
水
盤
は
重
宝
す
る
。
主
張
し

す
ぎ
ず
、
上
品
な
形
。
飾
る
場
所
に
合
っ

た
器
を
選
ぶ
よ
う
に
し
た
い
。

お
し
ゃ
べ
り
な
花
達

　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　
　
　

櫻
子

　

花
材　

ユ
ー
カ
リ
（
フ
ト
モ
モ
科
）

　
　
　
　

ア
マ
リ
リ
ス
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
（
蘭
科
）

　

花
器　

赤
色
ガ
ラ
ス
鉢

　

毎
年
珍
し
く
て
美
し
い
ア
マ
リ
リ
ス
に

出
会
う
。

　

今
年
は
ア
マ
リ
リ
ス
・
カ
リ
ス
マ
と
い

う
品
種
。
紅
の
イ
ン
ク
を
滲に
じ

ま
せ
た
よ
う

な
発
色
。
花
弁
に
よ
っ
て
滲
み
方
が
違
い

単
調
で
は
な
い
。

　

園
芸
品
種
で
は
あ
る
が
、
偶
然
こ
の
色

に
染
ま
っ
た
の
か
、
自
然
の
芸
術
家
が

こ
ん
な
花
を
作
り
上
げ
た
の
か
不
思
議
で

し
ょ
う
が
な
い
。
す
で
に
数
百
品
種
作
ら

れ
て
今
も
増
え
続
け
て
い
る
。

　

ア
マ
リ
リ
ス
は
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
科
の
ヒ
ッ

ペ
ア
ス
ト
ル
ム
属
だ
が
、
ヒ
ッ
ペ
ア
ス
ト

ル
ム
と
は
馬
の
よ
う
に
大
き
く
て
星
の
よ

う
な
花
と
い
う
意
味
ら
し
い
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

　

大
輪
の
ア
マ
リ
リ
ス
に
は
葉
が
付
い
て

い
な
い
の
で
、
今
回
は
ユ
ー
カ
リ
を
添
え

た
。

　

ア
マ
リ
リ
ス
が
ど
っ
し
り
と
豪
華
な
花

な
の
で
、
動
き
の
あ
る
ユ
ー
カ
リ
と
ピ
ン

ク
の
シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
を
合
わ
せ
て
。

　

凄
い
賑
や
か
な
花
だ
。

　

皆
ん
な
が
好
き
な
方
向
を
向
い
て
ペ

チ
ャ
ク
チ
ャ
お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
る
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

㉝

立
花
秘
傳
抄　

二　

　

花
之
部

　

桜
　

祝
言
。
一
色
。

　

桜
は
和
朝
第
一
の
花
に
し
て
、
名
を
い
わ
ず
し
て
花
と
い
う

は
桜
な
り
。
唐
に
は
牡
丹
を
花
と
い
う
。
蜀
の
国
に
て
は
海
棠

を
花
と
い
う
。
本
朝
、
桜
を
愛
す
る
の
始
め
は
、
人
皇
四
十
五
代
、

聖
武
天
皇
桜
を
求
め
給
う
時
、
大
や
ま
と
の
く
に
か
す
が
の
う
し
ろ

和
国
春
日
後
三
笠
山
に
八
重

桜
あ
り
。
是
を
叡え
い
ら
ん覧
あ
り
て
、
則
四
言
詩
作
り
光
明
皇
后
へ
送
り

給
う
。
詩
に
曰
く
、
昌
春
季　

山
山
美
花　

不
見
玉
女　

多
恋
歌

　

こ
の
詩
、
一
句
三
字
な
り
。
句
ご
と
に
上
の
一
字
を
二
度
読

む
な
り
。
或
人
詩
の
心
を
歌
に
読
む
、
日
に
そ
え
て
と
り
社こ
そ

ま

さ
れ
山
桜
い
も
に
見
せ
ば
や
夜
こ
そ
ね
ら
れ
ね
。天
皇
還か
ん
ぎ
ょ御

の
後
、

后き
さ
きこ

の
桜
を
見
度
よ
し
仰
せ
ら
る
る
ゆ
え
、
帝
み
か
ど

則
奈
良
へ
移
し

植
え
ら
れ
侍は
べ

り
、
そ
の
後
今
の
都
へ
も
こ
の
花
う
つ
し
来き
た

せ
し
な

り
。
百
人
一
首
伊
勢
が
歌
に
、
い
に
し
え
の
奈
良
の
都
の
八
重
桜

け
ふ
九
重
に
に
ほ
ひ
ぬ
る
哉
、
こ
れ
よ
り
し
て
後
、
上う
え

一
人
よ
り
、

下し
も

万
民
に
い
た
る
ま
で
、
詩
を
詠
じ
、
う
た
を
読
む
。
連
俳
共
に

研せ
い
を
み
が
き
　
お
も
い
を
お
よ
ぶ

精

覃

思
は
、
皆
こ
の
花
を
賞し
ょ
う
び美
し
た
る
物
な
り
。
況
い
わ
んや

聖
武
天
皇
（701

〜756

）
の
詩
の
読
み
方
＝
「
春
は
る
の
す
え季

日
々
に
昌
さ
か
んな

り　

美び

か花
を
山
々
に
出い
だ

す　

玉
ぎ
ょ
く
じ
ょ女を

覓も
と

む
る
に
不み

ず見　

恋
歌
夕ゆ
う
べ
ゆ
う
べ

夕
に
多
し
」

第
百
十
五
図

立
花　

桜
一
色
真

（
初
版
で
は
冨
春
軒
）

桜　

苔　

万
年
青

小
羊
歯
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花
道
に
お
い
て
を
や
。
余よ
ぼ
く
よ
そ
う

木
余
草
に
立
て
ま
ぜ
ず
し
て
一
瓶
を

成じ
ょ
う

就じ
ゅ

す
。
こ
れ
を
真
の
一
色
と
、
皆
桜
と
も
い
い
て
、
大
き
に

秘
伝
と
す
る
所
な
り
。
た
と
え
又
余
木
余
草
を
立
て
ま
じ
ゆ
る

と
い
う
も
、
花
の
咲
く
こ
と
な
き
草
木
を
あ
し
ら
い
ば
か
り
に

用
い
る
な
り
。
皆
こ
れ
桜
を
、第
一
の
花
と
尊そ
ん
び美
し
た
る
心
な
り
。

　

本
草
綱
目
に
図
す
る
所
の
桜
、
日
本
の
桜
に
あ
ら
ず
。
唐
の

詩
文
を
勘
ふ
る
に
、
王お
う
け
い
こ
う

荊
公
が
山さ
ん
お
う櫻
の
詩
一
首
の
み
有
り
。

　

山
さ
ん
お
う
い
し
を
い
だ
い
て
し
ょ
う
し
に
え
い
ず

桜
抱
石
映
松
枝

　

比
よ
か
に
ひ
へ
い
す
れ
ば
ひ
ら
く
も
っ
と
も
お
そ
し

並
余
花
発
最
遅

　

頼
さ
い
わ
い
に
し
ゅ
ん
ぷ
う
せ
き
ば
く
を
き
ら
う
あ
り

有
春
風
嫌
寂
莫

　

吹
こ
う
を
ふ
き
み
ず
を
わ
た
り
て
ひ
と
を
ほ
う
じ
て
し
ら
し
む

香
渡
水
報
人
知

　

和
名
、
吉
野
草
。
夢
見
草
。
尋
源
草
。
か
さ
し
草
。
人
丸
草
。

雲
見
草
。
曙
草
。
あ
だ
な
草
。
手
向
草
。

蔵
玉
集

尋
ね
行
く
吉
野
の
山
の
尋
源
草
花
よ
り
上
に
か
か
る
し

ら
く
も

植
え
置
き
て
見
る
人
や
あ
る
夢
見
草
明
日
を
も
し
ら
ぬ

け
ふ
の
命
を

斎
宮
花
尽
異
名

雲
は
猶な
お

立
田
の
山
の
手
向
草
ゆ
め
の
昔
の
あ
と
の
ゆ
ふ

く
れ

第
百
十
六
図

立
花　

桜
一
色

（
初
版
で
は
冨
春
軒
）

桜　

苔　

伊
吹

樫
木　

柘
植

小
羊
歯

王
荊
公
＝
王
安
石
（1021

〜1086

）
北
宋
の
政
治
家
、
詩
人
。
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桜
の
立
て
ま
ぜ
て
苦
し
か
ら
ざ
る
物
、
松
、
い
ぶ
き
、
檜
、
栂
、

黄
楊
、
樫
木
、
白
樫
、
小
し
だ
、
わ
く
ら
、
く
ま
ざ
さ
、
か
な
め
、

外
こ
れ
に
な
ぞ
ら
う
べ
し
。

　

桜
真
の
一
色
の
時
、
前
置
に
お
も
と
を
用
い
る
事
、
常
の
事

な
り
。
あ
る
人
の
曰
く
、
皆
桜
と
い
う
時
は
前
置
ま
で
に
桜
を

用
う
べ
き
に
、
何
と
て
お
も
と
を
用
い
て
皆
桜
と
い
い
、
又
は

一
瓶
に
伝
受
の
一
色
と
、
伝
受
の
前
置
と
、
二
つ
有
る
事
は
相あ
い

う
ば
う
に
似
た
り
。
い
づ
れ
を
賞
翫
と
す
べ
き
や
。
答
え
て
曰
く
、

口
伝
あ
り
。

　

桜
に
晒
木
用
い
ぬ
事
は
、
桜
は
高
山
の
物
な
れ
ど
松
檜
に
か

わ
り
て
木
の
性
か
た
か
ら
ず
。よ
わ
い
も
久
し
か
ら
ざ
る
物
ゆ
え
、

晒
木
と
は
な
ら
ず
。古
人
こ
れ
を
か
ん
が
み
て
法
式
を
定
め
た
り
。

　

世
上
ま
れ
な
る
初
桜
な
ん
ど
は
一
色
な
ら
ず
と
も
立
て
て
く

る
し
か
ら
ず
、
と
い
え
る
流
儀
あ
り
と
も
、
ゆ
め
ゆ
め
用
い
べ

か
ら
ざ
る
事
な
り
。

第
百
十
七
図

二
株
砂
物　

桜
一
色

（
初
版
で
は
冨
春
軒
）

桜　

苔　

伊
吹

柘
植　

万
年
青

樫
木
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立
華
時
勢
粧
の

「
紅
葉
一
色
と
桜
一
色
」

　

先
月
と
今
月
で
紅
葉
と
桜
の
一
色
立
花

を
６
図
掲
載
し
た
。

　
「
桜
は
諸
花
の
頭
か
し
ら、
楓
は
紅
葉
の
長
」

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
極
め
て
大
切

な
立
花
図
が
連
続
で
登
場
し
た
こ
と
に
な

る
。
百
十
八
図
の
ほ
ぼ
最
後
に
登
場
し
、

そ
れ
ら
す
べ
て
が
見
開
き
の
図
版
で
あ
る

こ
と
か
ら
も
、力
の
入
れ
よ
う
が
伺
う
か
がえ
る
。

　
「
紅
葉
を
尊
敬
す
る
心
」「
桜
を
尊
美
す

る
心
」
か
ら
、
ほ
か
の
草
木
を
と
り
合
わ

せ
る
場
合
、
紅
葉
に
は
「
紅
葉
し
な
い
草

木
」
や
「
色
有
る
を
嫌
っ
て
菊
も
白
花
」、

桜
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
紅
葉
を
引
き
立
て
、
あ
く
ま

で
も
桜
が
主
役
と
な
る
よ
う
な
配
慮
を
も

と
め
て
い
る
。
自
然
の
美
に
対
す
る
敬
意

が
強
く
感
じ
ら
れ
る
部
分
だ
。

　
「
高
雄
山
の
紅
葉
の
よ
う
に
峰み
ね

よ
り
染

め
」「
吉
野
山
の
桜
の
よ
う
に
麓
ふ
も
と
よ
り
咲

く
」
よ
う
に
立
て
よ
と
は
言
う
け
れ
ど
、

「
伝
授
多
く
あ
る
」
の
で
初
心
の
う
ち
は

こ
れ
を
立
て
な
い
よ
う
に
と
も
書
い
て
い

る
。
こ
の
部
分
を
私
な
り
に
解
釈
す
る
な

ら
、
高
雄
山
や
吉
野
山
の
よ
う
に
し
な
い

と
い
け
な
い
な
ど
と
囚と
ら

わ
れ
る
よ
り
も
、

ま
ず
は
手
に
し
た
枝
を
の
び
の
び
生
か
す

こ
と
の
方
が
大
事
な
ん
だ
よ
と
言
っ
て
い

る
よ
う
に
思
う
。

　

実
際
の
立
花
図
を
見
て
み
る
と
、
紅
葉

に
つ
い
て
は
２
つ
の
図
で
峰
よ
り
染
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
紅
葉
だ
け
で

立
て
た
真
の
一
色
に
は
そ
れ
は
感
じ
ら
れ

な
い
。
先
月
号
で
も
述
べ
た
が
、
一
本
の

楓
の
大
樹
の
よ
う
で
あ
る
。

　

一
方
、
桜
の
立
花
図
を
見
て
み
る
と
、

一
見
ど
の
枝
も
少
し
の
蕾
が
の
ぞ
く
も
の

の
、
ほ
ぼ
満
開
の
よ
う
に
見
え
る
。
桜
は

こ
だ
わ
り
な
く
自
由
に
立
て
て
い
る
の
だ

な
と
思
っ
た
が
、
よ
く
よ
く
見
る
と
「
砂

の
物
」
の
控
枝
と
流
枝
に
は
蕾
が
極
め
て

少
な
く
、
真
や
請
の
梢
に
蕾
が
多
め
で
あ

る
よ
う
に
感
じ
る
。
麓
ふ
も
とか
ら
咲
き
上
る
様

を
さ
り
げ
な
く
写
し
取
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、紅
葉
と
桜
の
図
を
見
比
べ
る
と
、

楓
に
は
晒
木
、
桜
に
は
苔
木
が
そ
れ
ぞ
れ

効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
し

た
い
。
肝
心
な
の
は
自
然
を
手
本
に
す
る

と
い
う
こ
と
。

　

そ
し
て
又
、
桜
を
詠
ん
だ
聖
武
天
皇
の

詩
が
面
白
い
。
一
つ
の
漢
字
を
一
度
は
そ

の
ま
ま
読
み
、
も
う
一
度
は
二
つ
の
字
に

分
け
て
読
む
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
さ
に
驚
か

さ
れ
る
。
他
に
も
中
国
の
杜
牧
や
王
安
石

の
詩
を
引
用
し
な
が
ら
花
の
知
識
を
深
め

さ
せ
て
く
れ
る
な
ど
、
豊
か
な
教
養
に
加

え
て
、
読
む
側
を
花
の
世
界
へ
引
き
込
む

よ
う
な
文
章
の
力
を
感
じ
る
。

　

立
花
時
勢
粧
の
中
で
も
特
別
な
６
つ
の

図
を
掲
載
し
た
こ
と
で
、
こ
の
連
載
の
責

任
の
重
み
の
よ
う
な
も
の
を
改
め
て
感
じ

て
い
る
。
流
祖
の
技
や
思
い
や
心
と
い
っ

た
も
の
、
選
ば
れ
た
詩
や
言
葉
た
ち
、
そ

し
て
絵
図
か
ら
読
み
解
く
様
々
な
教
え
、

そ
れ
ら
を
一
つ
で
も
多
く
手
に
入
れ
る
た

め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
内
容
の
紹
介
を

続
け
、
深
め
て
ゆ
き
た
い
。
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京
の
冬
の
旅
協
賛

第
38
回
京
都
名
流
い
け
ば
な
展

　

第
6
次
展

　

会
期　

2
月
28
日
㈫
〜
3
月
5
日
㈰

　

会
場　

JR
京
都
駅
新
幹
線
コ
ン
コ
ー
ス

①

②
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山さ
ん
し
ゅ
ゆ

茱
萸
の
生
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
型　

草
型　

留
流
し

　

花
材　

山
茱
萸
（
水
木
科
）

　

花
器　

銅
薄う
す
ば
た端

　

２
月
末
に
京
都
駅
新
幹
線
コ
ン
コ
ー
ス

に
い
け
た
サ
ン
シ
ュ
ユ
の
生
花
を
持
ち

帰
っ
て
撮
り
直
し
た
。
春
の
花
木
が
日
に

日
に
開
い
て
ゆ
く
様
は
、
確
か
な
春
の
訪

れ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

韓
国
の
現
代
美
術
作
家
が
訪
ね
て
こ
ら

れ
た
時
、韓
国
で
も
サ
ン
シ
ュ
ユ
と
呼
び
、

春
一
番
に
咲
き
ま
す
と
教
え
て
く
れ
た
。

彼
は
こ
の
夏
の
二
条
城
で
の
イ
ベ
ン
ト
に

出
品
す
る
と
の
こ
と
。再
会
が
楽
し
み
だ
。

花
を
愛
す
る
心
が
人
と
人
を
繋
ぐ
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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連れ
ん
ぎ
ょ
う

翹
と
椿
の
生
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
型　

草
型　

副
流
し

　

花
材　

連
翹
（
木も
く
せ
い犀
科
）

　
　
　
　

乙
女
椿
（
椿
科
）

　

花
器　

煤
竹
竹
筒

　

連
翹
は
立
華
時
勢
粧
に
も
見
ら
れ
る
落

葉
低
木
で
、
春
の
陽
光
を
感
じ
る
黄
色

い
四
弁
花
が
、
し
な
や
か
な
枝
に
連
な
っ

て
咲
く
。「
翹
」
と
い
う
字
に
は
「
反
る
、

は
ね
あ
が
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
レ

ン
ギ
ョ
ウ
の
飛
び
跳
ね
る
よ
う
な
枝
の
姿

を
連
想
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
、
レ
ン
ギ
ョ

ウ
の
中
国
名
は
黄
寿
丹
で
、
中
国
で
は
オ

ト
ギ
リ
ソ
ウ
の
仲
間
を
連
翹
と
呼
ん
で
い

る
そ
う
だ
。
古
く
漢
方
薬
と
し
て
日
本
に

来
た
時
に
、
よ
く
似
た
実
な
の
で
間
違
え

て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
誤
用
だ
と

し
て
も
、
連
翹
の
字
と
と
も
に
こ
の
花
を

私
達
は
愛
し
て
い
る
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
646
号　

2017
年
4
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

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

w
w

.kuw
aharasenkei.com

出
逢
い
花
（
29
）　
　

仙
溪

　

躑つ
つ
じ躅

（
躑
躅
科
）

　

黄お
う
ご
ん
い
た
や
か
え
で

金
板
屋
楓
（
楓
科
）

　
　

花
器　

古
陶
壺

　

去
年
の
４
月
に
撮
っ
た
写
真
。
花
展
に

出
品
し
た
ツ
ツ
ジ
の
生
花
の
残
り
枝
が
美

し
く
花
を
咲
か
せ
た
の
で
、
カ
エ
デ
一
本

と
出
逢
わ
せ
た
。
た
っ
た
二
本
の
い
け
ば

な
だ
が
、
直
角
に
曲
が
っ
た
ツ
ツ
ジ
の
横

枝
が
面
白
く
、
赤
い
花
と
明
る
い
緑
の
葉

の
対
照
が
鮮
や
か
だ
。
味
わ
い
深
い
枝
で

あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
大
き
な
器
に
い
け

て
、
釣
り
合
い
の
と
れ
る
相
手
を
一
本
探

し
て
み
る
の
も
楽
し
い
。

　

器
と
花
と
緑
、
器
と
枝
と
花
。
そ
う
い

う
シ
ン
プ
ル
な
い
け
ば
な
の
楽
し
み
方

が
、
出
逢
い
花
に
は
詰
ま
っ
て
い
る
。
肩

の
力
を
抜
い
て
、
木
や
花
の
あ
る
が
ま
ま

の
姿
を
器
に
託
す
。
そ
ん
な
時
に
ふ
と
、

見
過
ご
し
て
い
た
美
し
さ
に
気
付
い
た
り

す
る
の
で
す
。

レ
モ
ン
だ
よ
り

　

庭
で
も
室
内
で
も
春
を
満
喫
中
の
レ
モ

ン
ち
ゃ
ん
で
す
。
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（  

表
紙
の
い
け
ば
な
解
説
＝
5
頁  

）

ｉ
ｍ
ａ
ｇ
ｉ
ｎ　

イ
マ
ジ
ン

　

今
年
の
華
道
京
展
の
テ
ー
マ
は
「
イ
マ

ジ
ン
」。
想
像
す
る
・
心
に
描
く
、
と
い

う
動
詞
で
あ
る
。

　

花
を
い
け
る
と
き
、
ど
ん
な
場
所
に
ど

ん
な
器
で
ど
ん
な
花
を
と
、
ま
ず
心
に
想

い
描
く
の
が
出
発
点
だ
。
そ
し
て
花
の
気

持
を
想
像
し
な
が
ら
い
け
る
。
そ
う
、
ま

さ
し
く
イ
マ
ジ
ン
は
欠
か
せ
な
い
。

　
「
想
像
の
翼
を
ひ
ろ
げ
る
」
と
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
朝
ド
ラ
「
花
子
と
ア
ン
」
で
主
人
公

が
よ
く
口
に
し
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。

「
赤
毛
の
ア
ン
」
を
翻
訳
し
た
村
岡
花
子

の
物
語
だ
っ
た
。
不
安
を
抱い
だ

く
苦
境
の
中

で
、
主
人
公
は
想
像
の
翼
を
ひ
ろ
げ
て
前

へ
進
む
。
想
像
の
翼
は
未
知
の
世
界
へ
の

扉
を
開
く
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

ジ
ョ
ン
レ
ノ
ン
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な

曲
「
イ
マ
ジ
ン
」。
彼
は
歌
の
中
で
、
戦

争
の
無
い
世
界
を
想
像
し
て
ご
ら
ん
、
と

語
り
か
け
て
く
る
。
平
和
を
手
に
入
れ
る

に
は
一
人
一
人
の
想
像
力
が
鍵
と
な
る
。

　

こ
う
あ
り
た
い
と
想
像
す
る
こ
と
で
勇

気
や
希
望
が
生
ま
れ
、
相
手
の
こ
と
を
想

像
す
る
こ
と
で
優
し
い
気
持
に
な
れ
る
。

イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
思
う
。

　

今
回
の
華
道
京
展
で
、
ど
ん
な
イ
メ
ー

ジ
の
世
界
に
出
会
え
る
か
、
皆
さ
ん
の
花

が
楽
し
み
だ
。

黒く
ろ
め
や
な
ぎ

芽
柳
と
小あ

ず
き
や
な
ぎ

豆
柳

　
　
　
　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

黒
芽
柳
（
柳
科
）
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ア
ン
ブ
レ
ラ
フ
ァ
ー
ン

　
　
　
　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

カ
ラ
ー
（
里
芋
科
）

　
　
　
　

ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス（
金
鳳
花
科
）

　
　
　
　

ア
ン
ブ
レ
ラ
フ
ァ
ー
ン

　
　
　
　
　

 （
裏う
ら
じ
ろ白
科
）

　

花
器　

青
色
ガ
ラ
ス
鉢

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
輸
入
さ
れ
る
葉

も
の
は
種
類
が
年
々
増
え
て
い
る
。

　

シ
ダ
類
の
ア
ン
ブ
レ
ラ
フ
ァ
ー
ン
も
傘

の
様
な
面
白
い
形
で
洋
と
も
和
と
も
つ

か
な
い
不
思
議
な
雰
囲
気
だ
が
、
全
体
に

瑞
々
し
さ
を
与
え
て
く
れ
る
。

　横から見た奥行き

　
　
　
　

小
豆
柳
（
柳
科
）

　
　
　
　

ア
ネ
モ
ネ
（
金き
ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
器

　

２
種
の
柳
を
混
ぜ
て
い
け
る
の
も
い
い

も
の
だ
。
ア
ネ
モ
ネ
が
良
く
似
合
う
。

　横から見た奥行き
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ヤ
マ
ボ
ウ
シ　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

山や
ま
ぼ
う
し

法
師
（
水
木
科
）

　
　
　
　

ア
リ
ウ
ム
・
ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム

　
　
　
　
　
（
百
合
科
）

　
　
　
　

擬ぎ

ぼ

し
宝
珠
の
葉
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
前
田
保
則
作
）

　

昨
年
６
月
に
ア
メ
リ
カ
の
ヨ
セ
ミ
テ
国

立
公
園
を
訪
れ
た
と
き
、
野
生
の
ハ
ナ
ミ

ズ
キ
の
純
白
の
花
に
迎
え
ら
れ
た
。
花
の

時
期
は
過
ぎ
て
い
た
が
、
葉
が
茂
る
中
ひ

と
き
わ
大
き
く
咲
い
た
花
は
神
々
し
か
っ

た
。

　

ヤ
マ
ボ
ウ
シ
は
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
の
近
縁
種

で
、
日
本
の
山
の
谷
間
に
生
え
る
。
中
心

の
花
を
法
師
の
頭
に
、
白
い
総
苞
を
頭
巾

に
見
立
て
て
こ
の
名
が
あ
る
。
や
は
り
神

聖
な
雰
囲
気
の
花
で
あ
る
。

　

ギ
ガ
ン
チ
ウ
ム
を
人
と
見
る
と
、
花
山

に
分
け
入
る
山
法
師
と
い
う
と
こ
ろ
か
。ヨセミテ公園のハナミズキ　横から見た奥行き
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ブ
ル
ビ
ネ
ラ∧

表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ブ
ル
ビ
ネ
ラ（
ツ
ル
ボ
ラ
ン
科
）

　

シ
ー
グ
レ
ー
プ
（
蓼た
で

科
）

　
　

ト
ル
コ
桔
梗
（
竜
胆
科
）

　

花
器　

盃
型
ガ
ラ
ス
花
器

　

春
の
到
来
を
告
げ
る
南
ア
フ
リ
カ
原
産

の
ブ
ル
ビ
ネ
ラ
。
オ
ー
ニ
ソ
ガ
ラ
ム
な
ど

に
も
似
て
い
て
、
目
立
っ
た
特
徴
も
無
く

平
凡
な
花
と
思
っ
て
い
た
が
、
こ
の
春
一

番
に
入
っ
て
来
た
も
の
は
、
カ
ラ
フ
ル
で

背
も
高
く
今
ま
で
と
違
う
花
型
に
も
な
っ

た
。
一
本
の
花
か
ら
は
何
百
輪
も
花
を
咲

か
せ
る
ら
し
い
。
そ
の
せ
い
か
花
を
支
え

る
茎
が
し
っ
か
り
と
固
く
て
長
く
い
け
る

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

こ
と
も
出
来
る
。

　

白
、
黄
、
ピ
ン
ク
、
オ
レ
ン
ジ
、
朱
赤

と
少
し
ず
つ
違
う
色
を
買
い
求
め
て
い
け

て
み
た
。
足
元
に
は
シ
ー
グ
レ
ー
プ
（
浜は
ま

辺べ

葡ぶ

萄ど
う

）
の
葉
と
グ
リ
ー
ン
の
ト
ル
コ
桔

梗
を
。
シ
ー
グ
レ
ー
プ
は
カ
リ
ブ
海
な
ど

の
海
岸
地
帯
に
自
生
す
る
タ
デ
科
の
木
だ

が
、
白
い
花
を
咲
か
せ
紫
色
の
実
が
な
る

の
で
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
。
フ

レ
ッ
シ
ュ
な
切
り
枝
を
使
え
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
最
近
の
事
だ
が
、
微
妙
な
色

と
赤
い
葉
脈
が
美
し
い
葉
だ
。
花
器
や
敷

物
の
色
も
加
え
て
渋
い
赤
で
ま
と
め
て
み

た
い
と
思
っ
た
花
。

　
【　

記
録　

】

京
都
東
山
花
灯
路

「
い
け
ば
な
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
」

　

前
期　

3
月
9
日
㈮
〜
13
日
㈫

　

会
場　

春
光
院
前

　

出
品　

桑
原
仙
溪

　

青
い
惑
星
の
よ
う
な
丸
く
大
き
な
器

に
、
赤
花
の
カ
ラ
モ
モ
（
唐
桃
）
の
大

枝
を
い
け
た
。
以
前
、
西
吉
野
の
花
木

の
産
地
を
見
学
し
た
時
に
、
低
く
横
に

手
を
広
げ
る
よ
う
に
カ
ラ
モ
モ
が
育
っ

て
い
た
。
普
通
の
桃
と
違
っ
て
、
枝
が

ご
つ
ご
つ
し
た
感
じ
で
あ
る
。
い
つ
も

は
瑞
々
し
い
葉
を
も
つ
花
を
合
わ
せ
る

の
だ
が
、
今
回
は
敢
え
て
一
種
で
い
け

て
み
た
。
唐か
ら
も
も
い
っ
し
き

桃
一
色
と
い
う
と
こ
ろ
か
。

レ
モ
ン
だ
よ
り

　

食
卓
の
花
を
愛
で
る
レ
モ
ン
師
匠
。
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む　

㊹

立
花
秘
傳
抄　

二　

　

通
用
物
之
部
（
つ
づ
き
）

　

牡
丹

　
　

祝
言
。
上
中
。

　

異
名　

木
も
く
し
ゃ
く
や
く

芍
薬　

 

百ひ
ゃ
く
り
ょ
う
き
ん

両
金　

 
国こ
く
し
ょ
く
色　

酔す
い
せ
い
し

西
施

　

和
名　

ふ
か
み
草　

は
つ
か
草　

て
る
ほ
草　
　

　
　
　
　

 

名
と
り
草

　

万
葉名

ば
か
り
は
咲
て
も
色
も
ふ
か
み
草
花
咲
く
な

ら
ば
な
に
に
し
て
ま
し

　

蔵
玉
集

折
人
の
心
な
し
と
や
名
と
り
草
花
見
る
と
き
は

と
か
く
す
く
な
し

　

群
花
品
の
中
に
牡
丹
を
も
っ
て
第
一
と
す
、
ゆ
え

花
王
と
い
う
。
そ
の
花
芍
薬
に
似
て
、
宿
し
ゅ
く
か
ん幹は
木
に

似
て
、
も
っ
て
木
芍
薬
と
名
付
く
。
通
用
の
証
文
な

り
。

　

牡
丹
、
毎
年
十
二
月
の
数
に
応
じ
て
花
の
し
べ
十
二

あ
り
、
閏

う
る
う
ど
し年に
は
十
三
あ
り
、
故
に
十
三
紅
と
い
う
。

　

牡
丹
は
午う
ま

の
時
に
花
殊こ
と

に
盛
ん
な
り
。
故
に
猫
を
繋つ
な

ぎ
置
き
て
時
を
知
る
。

　

歌
に六

つ
丸
く
五
七
玉
子
に
八
と
四
は
梯
の
き
ね
な

り
九
つ
針

第
九
十
四
図

立
花　

牡
丹
除
真

牡
丹
の
心
（
真
）　

桑
原
次
郎
兵
衛

牡
丹　

藤　

松　

柘
植　

躑
躅　

細
苔　

熊
笹　

鳶
尾
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牡
丹
は
花
王
と
云
い
、
名
を
貴
び
、
高
位
高
官
の
御

方
に
て
宗
匠
の
ほ
か
、
門
弟
の
指
す
こ
と
を
ゆ
る
さ
ず
。

古
代
は
花
大
切
な
る
ゆ
え
、
木
を
残
し
て
茎
よ
り
切
り
、

筒
に
入
れ
、
胴ど
う

に
用
い
て
請う
け

副そ
え

に
使
わ
ず
。
誠
に
立
花

の
道
理
さ
も
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。
し
か
れ
ど
も
近
代
、

心し
ん

請う
け

添そ
え

に
用
い
る
は
、
世
上
沢
山
に
て
時
相
応
な
る
べ

し
。

　

藤
の
花

　

祝
言
。
上
中
。

　

紫
ふ
じ
の
は
な藤　

招し
ょ
う
ず
と
う

豆
藤　

珠し
ゅ
と
う
か

藤
花

　

和
名　

二
季
草　

春
よ
り
夏
に
咲
か
ら
る
に
よ
り
て
い

う　

松
見
草

　

蔵
玉
集

夏
色
の
花
や
侍
ら
ん
二
木
草
松
の
下
枝
に
か
か

る
名
な
れ
ば

　

同
そ
よ
や
け
ふ
お
り
あ
ふ
春
も
く
れ
に
け
り
松
見

草
に
も
花
咲
き
に
け
り

　

本
草
綱
目
に
草
木
の
部
を
除の
ぞ

い
て
藤
の
部
に
入
た

り
。
又
歌
書
に
も
草
の
部
に
入
る
。
徒
然
草
に
は
草

は
藤
、
山
吹
な
ど
と
あ
り
、
立
花
の
上
に
て
は
通
用

に
使
う
な
り
。
す
べ
て
蔓
の
類
は
皆
通
用
な
り
。
ほ

か
こ
れ
に
比
な
ぞ
えて
知
る
べ
し
。

第
九
十
二
図

立
花　

藤
除
真

藤
の
心
（
真
）　

一
歩
子
（
初
版
で
は
冨
春
軒
）

藤　

松　

樫
木　

躑
躅　

柘
植　

小
菊　

鳶
尾　

嫩

比な
ぞ
えて
＝
な
ぞ
ら
え
て
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藤
に
立
て
る
松
は
、
心
、
請
、
副
、
控
枝
に
か
ぎ
ら
ず
、

幹み
き

く
る
い
枝
葉
古
め
き
老
い
た
る
松
の
、
藤
に
い
た
み

た
る
風
情
な
ら
で
は
景
気
う
つ
り
が
た
し
。
こ
れ
一
つ

の
習
い
な
り
。

　

藤
は
木
に
た
よ
り
、
松
に
ま
と
い
て
生
え
る
物
な
れ

ば
、瓶
に
立
て
る
に
も
そ
の
姿
を
専
ら
に
す
る
。
心
、請
、

控
枝
、
の
内
い
ず
れ
の
枝
に
て
も
、
一
重
二
重
ま
と
わ

し
て
出
生
を
あ
ら
わ
す
。
し
か
れ
ど
も
松
、
藤
、
の
二

木
取
り
合
い
よ
く
か
な
い
、
自
然
の
景
気
う
つ
ら
ば
、

一
重
二
重
に
か
ぎ
る
べ
け
ん
や
。

　

松
に
藤
を
ま
と
い
せ
ん
と
思
わ
ば
、
藤
の
つ
る
を
多

く
あ
つ
め
、
松
の
幹
に
と
り
合
わ
せ
景
気
相
応
し
た
る

を
用
い
、
扨さ
て

花
は
木
か
げ
よ
り
あ
し
ら
い
出
し
て
、
た

よ
り
た
る
体
を
指
さ
ず
。

　

藤
の
し
だ
れ
、
瓶
の
口
よ
り
下
が
り
て
も
苦
し
か
ら

ず
。
一
切
の
し
だ
れ
物
、
指
し
合
い
な
り
。
紫
藤
を
指

す
時
は
杜
若
は
白
き
を
用
う
べ
し
。

第
二
十
七
図

立
花　

藤
除
真

除
真
の
内
草
の
花
形　

坂
田
任
性

藤　

晒
木　

松　

柘
植　

躑
躅　

樫
木　

小
羊
歯

藤
に
い
た
み
た
る
＝
藤
に
（
よ
っ
て
）
傷
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

牡
丹
が
貴
重
な
花
な
の
で
、
短
く
切
っ
て
使
う
べ
き
な
の

を
承
知
の
上
で
、
近
年
は
栽
培
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
真
に

使
っ
て
も
良
い
の
で
は
と
、
独
自
の
判
断
を
述
べ
て
い
る
。

九
十
四
図
が
秘
曲
の
図
の
中
の
「
牡
丹
の
心
」
で
あ
る
。

　

藤
は
５
つ
の
図
に
見
ら
れ
、「
牡
丹
の
心
」
に
も
白
藤
が
使

わ
れ
て
い
る
。

　

九
十
二
図
も
秘
曲
の
図
で
「
藤
の
心
」
と
名
が
つ
く
。
Ｓ

字
に
昇
る
蔓
を
真
に
し
て
中
段
に
白
藤
が
下
が
る
。
赤
と
ピ

ン
ク
の
ツ
ツ
ジ
が
彩
り
を
添
え
て
い
る
。

　

二
十
七
図
は
松
枯
れ
の
真
に
藤
の
枯
れ
蔓
を
ま
と
わ
り
つ

か
せ
、
自
然
の
厳
し
さ
を
感
じ
る
独
特
の
景
色
が
見
事
だ
。

副
と
見
越
に
紫
の
藤
が
垂
れ
下
が
り
、
流
枝
と
請
を
兼
ね
た

松
が
立
ち
昇
る
。
そ
の
対
比
に
植
物
の
命
が
漲
み
な
ぎ

っ
て
い
る
。
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

桜
と
連れ

ん
ぎ
ょ
う翹

の
立
花　
　
　

仙
溪

　

花
材　

啓
け
い
お
う
ざ
く
ら

翁
桜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

連
翹
（
木
犀
科
）

　
　
　
　

照
り
葉
椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　
　
　
　

檜ひ

ば葉
（
檜
科
）

　
　
　
　

喇ら
っ
ぱ
す
い
せ
ん

叭
水
仙
（
彼
岸
花
科
）

　
　
　
　

小
菊
（
菊
科
）

　

花
器　

銅
立
花
瓶

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
東
北
の
桜
を
テ
ー
マ
に
し
た
番
組
を

見
た
。
北
国
で
は
桜
の
開
花
を
心
待
ち
に
す
る
気

持
が
強
く
、
多
く
の
桜
の
名
所
を
生
ん
で
き
た
。

そ
の
桜
の
周
囲
に
は
黄
色
の
花
が
咲
い
て
い
る
。

菜
の
花
や
連
翹
だ
。
黄
色
は
春
の
温
も
り
を
感
じ

さ
せ
て
く
れ
る
。

　

立
花
時
勢
粧
で
は
、
桜
に
は
他
の
花
の
咲
く
も

の
を
交
え
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
岸
桜

や
啓
翁
桜
の
よ
う
な
小
輪
の
桜
に
は
品
良
く
春
の

花
を
添
わ
せ
た
く
な
る
。
山
里
の
春
を
想
い
描
い

て
、
啓
翁
桜
と
連
翹
を
主
な
役
枝
に
配
し
て
立
て

て
み
た
。

　

春
の
立
花
で
は
正
真
の
花
に
悩
む
。
桜
の
立
ち

枝
や
伊
吹
な
ど
を
正
真
に
し
て
も
い
い
が
、
今
回

は
人
里
の
庭
に
咲
く
ラ
ッ
パ
ス
イ
セ
ン
に
し
た
。
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

山さ
ん
し
ゅ
ゆ

茱
萸
と
ア
マ
リ
リ
ス　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

山
茱
萸
（
水
木
科
）

　
　
　
　

ア
マ
リ
リ
ス
（
彼
岸
花
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

上
級
者
向
け
の
稽
古
の
見
本
に
い
け
た

投
入
。
何
日
か
経
っ
て
花
が
咲
い
た
と

こ
ろ
を
写
真
に
撮
っ
た
。
蕾
の
時
に
は
無

か
っ
た
華
や
ぎ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

山
茱
萸
は
太
く
て
力
強
い
枝
だ
っ
た

が
、
合
わ
せ
た
ア
マ
リ
リ
ス
も
負
け
て
い

な
い
。
原
産
地
こ
そ
東
ア
ジ
ア
と
南
ア
メ

リ
カ
で
異
な
る
が
、
ど
ち
ら
も
春
の
花
同

士
な
の
で
違
和
感
は
無
い
。

　

ア
マ
リ
リ
ス
の
花
の
茎
は
空
洞
な
の

で
、
茎
よ
り
も
長
い
割
り
竹
を
入
れ
て
支

え
に
し
て
い
け
て
い
る
。

　

２
種
だ
け
で
い
け
る
に
は
、
花
器
の
口

元
を
ど
う
見
せ
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
。
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

啓け
い
お
う
ざ
く
ら

翁
桜
と
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
型　

生せ
い
か花　

株
分
け

　

花
材　

啓
翁
桜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
百
合
科
）

　

花
器　

小
判
型
陶
水
盤（
伊
藤
典
哲
作
）

　

春
の
公
園
で
見
か
け
る
よ
う
な
と
り
合

わ
せ
。
生せ
い
か花
に
も
そ
ん
な
楽
し
み
方
が

あ
っ
て
い
い
。啓
翁
桜
を
主
株
に
、チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
を
子
株
に
い
け
て
株
分
け
に
し

た
。

　

剣
山
で
枝
物
の
生
花
を
い
け
る
の
は
、

か
え
っ
て
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
太

め
の
幹
を
う
ま
く
使
え
ば
足
元
も
整
い
や

す
い
。
水
盤
に
い
け
る
こ
と
が
で
き
て
花

器
の
選
択
の
幅
が
ひ
ろ
が
る
。
作
例
の
よ

う
に
株
分
け
で
季
節
の
草
花
を
合
わ
せ
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
、
時
々
は
稽
古
し
て

お
き
た
い
。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
658
号　

2018
年
4
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

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

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

花
器
の
選
択　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
の
葉（
菖あ
や
め蒲
科
）

　
　
　
　

ア
イ
リ
ス
（
菖
蒲
科
）

　
　
　
　

宿
し
ゅ
っ
こ
ん根ス

イ
ー
ト
ピ
ー
（
豆
科
）

　

花
器　

紺
色
釉
陶
鉢

　

紺
色
の
鉢
が
う
ま
く
合
っ
て
く
れ
た
。

こ
の
花
器
は
父
も
好
き
で
よ
く
使
っ
て
い

た
が
、
花
の
色
彩
を
鮮
や
か
に
見
せ
て
く

れ
る
。
ま
た
葉
の
緑
も
優
し
く
感
じ
ら
れ

る
気
が
す
る
。
器
に
よ
っ
て
花
の
印
象
は

違
っ
て
く
る
。

　

土
っ
ぽ
い
自
然
な
風
合
い
の
花
器
に
い

け
る
と
、
花
は
素
朴
な
自
然
の
表
情
を
見

せ
て
く
れ
る
。
ま
た
、
艶つ
や

の
有
る
釉ゆ
う
や
く薬
の

施ほ
ど
こさ
れ
た
器
に
い
け
る
と
、
少
し
余よ

そ所
行

き
の
表
情
に
な
る
気
が
す
る
。
そ
し
て
そ

の
色
に
よ
っ
て
も
味
わ
い
が
変
わ
る
。

　

自
分
が
表
現
し
た
い
の
は
何
か
。
ど
ん

な
味
わ
い
の
い
け
ば
な
な
の
か
を
は
っ
き

り
さ
せ
て
、
そ
れ
に
合
っ
た
器
を
選
び
た

い
。

　

紺
色
の
器
に
黄
色
の
ア
イ
リ
ス
が
映
え

る
。
宿
根
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
は
別
の
木
の
枝

で
支
え
て
い
け
て
い
る
。
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レ
オ
ン
ト
キ
ー
ル

　
　
　
　
　
　

∧
２
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

レ
オ
ン
ト
キ
ー
ル
（
ア
ル
ス
ト

ロ
メ
リ
ア
科
）

　
　
　
　

キ
ャ
ス
ケ
ー
ド
・
シ
ン
ビ
ジ
ウ

ム
（
蘭
科
）

　
　
　
　

ミ
リ
オ
ク
ラ
ダ
ス
（
百
合
科
）

　

花
器　

赤
ガ
ラ
ス
花
瓶

　

レ
オ
ン
ト
キ
ー
ル
は
ラ
イ
オ
ン
の
手
と

い
う
意
味
だ
そ
う
だ
。
ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ

ア
の
仲
間
で
、
南
米
原
産
の
蔓
性
植
物
。

地
面
を
這
う
よ
う
に
育
ち
、
伸
ば
し
た

花
茎
の
先
に
丸
く
花
が
集
ま
っ
て
つ
く
。

元
々
寝
そ
べ
っ
て
い
た
も
の
な
の
で
、
あ

ま
り
無
理
な
長
さ
に
い
け
る
と
茎
の
途
中

で
折
れ
る
の
で
注
意
し
た
い
。

　

キ
ャ
ス
ケ
ー
ド
タ
イ
プ
の
シ
ン
ビ
ジ
ウ

ム
を
か
ら
め
る
よ
う
に
い
け
る
と
レ
オ
ン

ト
キ
ー
ル
と
よ
く
調
和
し
て
く
れ
た
。
背

の
高
い
赤
い
ガ
ラ
ス
花
瓶
に
無
造
作
に
投

入
に
し
て
み
た
が
、
花
材
の
面
白
さ
で
独

特
の
雰
囲
気
が
つ
く
れ
た
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

〈　

表
紙
の
花
の
解
説
は
5
頁　

〉
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ビ
オ
ッ
ト
の
陶
器

　
　
　
　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
（
菖
蒲
科
）

　
　
　
　

鉄
線
4
種
（
金
鳳
花
科
）

　

花
器　

緑
釉
陶
鉢
（
フ
ラ
ン
ス
製
）

　

こ
の
緑
の
陶
鉢
は
フ
ラ
ン
ス
製
。
表
紙

の
紺
色
の
陶
鉢
も
同
じ
で
、
刻
印
か
ら

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

調
べ
る
と
ビ
オ
ッ
ト
の
陶
器
だ
と
わ
か
っ

た
。
ビ
オ
ッ
ト
は
南
仏
ニ
ー
ス
と
カ
ン

ヌ
の
間
に
位
置
す
る
街
で
、
古
く
か
ら
製

陶
で
栄
え
た
が
、
今
は
ガ
ラ
ス
工
芸
も
加

わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
２
つ
の
陶
鉢
は
父
・
仙
齋
が
好
ん

で
使
っ
て
い
た
。
父
が
い
け
た
い
花
を
す

ん
な
り
受
け
止
め
て
く
れ
る
不
思
議
な
器

だ
。
た
っ
ぷ
り
と
し
た
モ
ダ
ン
な
い
け
ば

な
が
よ
く
映
る
。
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木
瓜
と
椿
の
生
花　

健
一
郎

　

花
型　

草
型　

副そ
え

流
し　

　

花
材　

木
瓜
（
薔
薇
科
）

　
　

椿
（
椿
科
）

　

花
器　

天
女
文
銅
花
瓶

ベ
ト
ナ
ム
に
て

健
一
郎

　

ベ
ト
ナ
ム
に
着
い
て
も
実
感
が
湧
か
ず

に
い
た
。
ツ
ア
ー
旅
行
で
は
1
人
で
ど
こ

か
に
行
く
こ
と
が
な
か
な
か
難
し
い
。
次

の
日
の
朝
は
早
起
き
を
し
て
ホ
テ
ル
周
辺

を
探
索
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　

ホ
テ
ル
か
ら
一
歩
出
る
と
タ
ク
シ
ー
は

も
ち
ろ
ん
、
バ
イ
ク
の
2
人
乗
り
で
駅
ま

で
送
っ
て
く
れ
る
人
で
溢
れ
か
え
っ
て
い

る
。「
안
あ
ん
に
ょ
ん녕
」「
你に
い
は
お好
」「
こ
に
ち
は
」
下

手
な
鉄
砲
を
幾
つ
も
躱か

わ
し
な
が
ら
目
抜

き
通
り
ま
で
歩
い
た
。
す
る
と
前
輪
が
２

つ
後
輪
が
１
つ
の
三
輪
自
転
車
の
前
に
座

席
を
取
り
付
け
た
人
力
タ
ク
シ
ー
の
お
兄

さ
ん
が
拙
つ
た
ない

日
本
語
で
乗
ら
な
い
か
と
話

し
か
け
て
く
る
。
断
っ
て
散
歩
を
続
け
よ

う
と
し
て
も
し
つ
こ
く
乗
ら
な
い
か
と

言
っ
て
く
る
。
乗
り
ま
せ
ん
と
き
つ
く
言
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い
返
そ
う
と
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
握
手
を

求
め
ら
れ
た
。
い
ざ
握
手
を
し
て
み
る
と

感
じ
の
良
さ
そ
う
な
人
だ
っ
た
の
で
乗
る

こ
と
に
し
た
。
運
転
手
に
よ
る
と
こ
の
乗

り
物
は
シ
ク
ロ
と
い
う
ら
し
く
な
か
な
か

乗
り
心
地
が
良
い
。
ど
こ
か
行
き
た
い
と

こ
ろ
は
な
い
か
と
聞
か
れ
た
。
ベ
ト
ナ
ム

人
の
生
活
が
見
た
い
旨
を
伝
え
る
と
、
ハ

ン
ド
ル
を
反
対
に
切
り
、
細
い
道
に
入
っ

た
。
そ
こ
で
見
た
光
景
は
ま
る
で
映
画
の

中
に
入
り
込
ん
だ
よ
う
な
世
界
だ
っ
た
。

　

学
校
に
行
く
前
に
外
の
屋
台
で
朝
食
を

済
ま
す
学
生
、
2
人
乗
り
の
バ
イ
ク
に
4

人
で
乗
る
家
族
、
バ
イ
ク
の
5
倍
も
あ
る

荷
物
を
上
手
い
こ
と
運
ん
で
い
る
様
は
ま

る
で
曲
芸
師
の
様
だ
っ
た
。
携
帯
電
話
で

写
真
を
撮
ろ
う
と
す
る
と
バ
イ
ク
乗
り
に

盗
ま
れ
る
可
能
性
が
高
い
ら
し
く
、
そ
う

い
う
状
況
で
は
好
奇
心
が
更
に
強
く
刺
激

さ
れ
る
。
1
時
間
ほ
ど
ガ
イ
ド
し
て
も

ら
っ
た
後
80
ド
ル
を
支
払
っ
て
ホ
テ
ル
に

帰
っ
た
。
後
か
ら
聞
い
た
話
に
よ
る
と
ベ

ト
ナ
ム
の
物
価
で
は
2
ド
ル
〜
3
ド
ル
で

乗
れ
る
ら
し
い
。完
全
に
し
て
や
ら
れ
た
。

握
手
を
し
た
時
に
勝
負
は
決
ま
っ
て
い
た

ら
し
い
。

　

今
世
界
の
ど
こ
に
行
っ
て
も
あ
る
ブ
ラ

ン
ド
街
や
、
観
光
地
の
大
衆
化
で
そ
の
国

な
ら
で
は
の
文
化
が
過
去
の
も
の
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
各
地
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い

る
、
僅
か
な
歴
史
の
残
り
香
を
嗅
ぎ
分
け

ら
れ
る
よ
う
に
嗅
覚
を
鋭
敏
に
し
て
お
き

た
い
。
全
身
で
そ
の
土
地
を
感
じ
、
生
け

花
で
表
現
を
す
る
。
そ
ん
な
贅
沢
な
事
を

是
非
し
て
み
た
い
も
の
だ
。

ミ
モ
ザ
ア
カ
シ
ア

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ミ
モ
ザ
（
豆
科
）

　
　

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
数
種
（
蘭
科
）

　

花
器　

紺
釉
陶
鉢
（
フ
ラ
ン
ス
製
）

　

3
月
3
日
の
倉
敷
で
の
お
稽
古
は
新

鮮
な
ミ
モ
ザ
を
い
け
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
お
弟
子
さ
ん
の
庭
に
育
っ
て
い
た
も

の
で
、
フ
ワ
フ
ワ
の
花
の
付
い
た
切
り
た

て
の
枝
を
沢
山
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
っ
た

の
で
、
バ
ラ
と
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
を
取
り
合

わ
せ
て
贅
沢
な
稽
古
を
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
お
弟
子
さ
ん
達
も
大
喜
び
。

ミ
モ
ザ
が
黄
色
い
花
を
つ
け
る
季
節
、

毎
年
3
月
8
日
は
国
際
女
性
デ
ー
ら
し

い
。
イ
タ
リ
ア
で
は
こ
の
日
、
男
性
か
ら

女
性
に
ミ
モ
ザ
の
花
を
贈
り
、
女
性
達
は

家
事
か
ら
も
育
児
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
そ

う
だ
。
な
ん
と
羨
ま
し
い
。
残
念
な
が
ら

日
本
に
は
そ
ん
な
習
慣
は
な
い
が
、
ミ
モ

ザ
の
お
蔭
で
貴
重
な
春
の
楽
し
い
ひ
と
時

に
な
っ
た
。
テ
キ
ス
ト
で
は
カ
ラ
フ
ル
な

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
と
取
り
合
わ
せ
た
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き

1

2

ベ
ト
ナ
ム
に
て

健
一
郎

　

ベ
ト
ナ
ム
に
着
い
て
も
実
感
が
湧
か
ず

に
い
た
。
ツ
ア
ー
旅
行
で
は

人
で
ど
こ

か
に
行
く
こ
と
が
な
か
な
か
難
し
い
。
次

の
日
の
朝
は
早
起
き
を
し
て
ホ
テ
ル
周
辺

を
探
索
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　

ホ
テ
ル
か
ら
一
歩
出
る
と
タ
ク
シ
ー
は

も
ち
ろ
ん
、
バ
イ
ク
の

人
乗
り
で
駅
ま

で
送
っ
て
く
れ
る
人
で
溢
れ
か
え
っ
て
い

あ
ん
に
ょ
ん

に
い
は
お

か

る
。「
안
녕
」「
你
好
」「
こ
に
ち
は
」
下

手
な
鉄
砲
を
幾
つ
も
躱
わ
し
な
が
ら
目
抜

き
通
り
ま
で
歩
い
た
。
す
る
と
前
輪
が
２

つ
後
輪
が
１
つ
の
三
輪
自
転
車
の
前
に
座

席
を
取
り
付
け
た
人
力
タ
ク
シ
ー
の
お
兄

つ
た
な

さ
ん
が
拙
い
日
本
語
で
乗
ら
な
い
か
と
話

し
か
け
て
く
る
。
断
っ
て
散
歩
を
続
け
よ

う
と
し
て
も
し
つ
こ
く
乗
ら
な
い
か
と

言
っ
て
く
る
。
乗
り
ま
せ
ん
と
き
つ
く
言
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立り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
を
読
む

立
花
秘
傳
抄　

三　

　

草
之
部
（
つ
づ
き
）

檜ひ
お
う
ぎ扇

　
祝
言
。
心
に
用
い
る
。
上
中
下
。

　
射
か
ら
す
お
う
ぎ
干
（
弓
の
長
竿
の
形
の
ご
と
く
な
る
に
よ
り
て

名
付
く
）。

　
扁
竹
（
そ
の
葉
偏
生
に
し
て
根
竹
の
ご
と
し
）。

　
鬼き
せ
ん扇
。
他
人
掌し
ょ
う。
鳳ほ
う
よ
く翼
（
み
な
形
に
よ
り
て
名
付

く
）。

　

蔵
玉
集

よ
も
き
ふ
は
さ
る
こ
と
な
れ
や
庭
の
面
に
か
ら

す
扇
の
な
と
茂
る
ら
ん

　
檜
扇
瓶
毎
に
用
い
る
と
い
え
ど
、
能
く
遣
う
人
ま

れ
な
り
。
初
心
の
内
は
か
こ
い
に
用
い
、
間
あ
き
を

ふ
さ
ぐ
物
と
の
み
お
も
う
に
よ
り
替
わ
り
た
る
手
も

な
く
、
意
気
は
づ
み
も
出
き
ざ
る
な
り
。
巧
者
は
心

を
付
け
て
指
す
べ
き
事
な
り
。

56

第
百
十
八
図

一
株
砂
物　

檜
扇
真

草
花
砂
の
物
草　

中
野
氏
（
初
版
は
冨
春
軒
仙

溪
）

檜
扇　

芦　

杜
若

仙
翁
花　

百
合

擬
宝
珠　

小
菊　

桔
梗

し
ゃ
か
ん
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檜
扇
を
多
く
遣
い
た
る
立
花
に
は
、
大
葉
は
た
ら
か

ず
、
又
芍
薬
に
取
り
合
い
よ
ろ
し
か
ら
ず
。
よ
く
よ

く
心
を
付
け
て
用
い
る
べ
し
。

薄す
す
き

　
祝
言
。
上
よ
り
遣
い
下
り
て
中
ま
で
も
下
る
。
通

用
に
あ
ら
ず
。

　
蕉
草
。
大
き
な
る
を
芭
蕉
と
云
い
、
小
さ
き
な
る

を
石
芼
と
云
う
。

　
和
名
、
尾
花
。
袖
波
草
。
乱
草
。

　
立
花
名
、
萩
す
す
き
。
冬
薄
（
冬
が
れ
せ
ぬ
す
す

き
な
り
）。

　

高
倉
院
斎
合
歌

我
宿
の
庭
に
ま
れ
な
る
露
會
草
か
た
よ
る
は
か

り
風
や
わ
た
ら
ん

　

天
智
天
皇
花
尽
異
名

水
は
な
し
風
に
こ
そ
た
つ
波
は
た
た
沢し
き

波
草
を

折
に
ま
か
せ
よ

　
薄
の
心
は
葉
付
き
面
白
を
見
立
て
、
も
し
は
た
ら

き
な
き
時
は
二
本
合
わ
せ
て
一
本
に
見
ゆ
る
よ
う
に

細
工
し
て
指
す
べ
し
。
又
心
に
う
ら
葉
ば
か
り
見
ゆ

る
時
は
、
表
葉
を
外
に
あ
し
ら
う
べ
し
。

薄
は
葉
多
く
付
き
た
り
と
も
、
茎
一
本
に
見
ゆ
る
時

は
陰
陽
不
合
と
て
こ
れ
を
嫌
う
。
た
と
え
葉
二
枚
立

て
る
と
も
茎
を
見
せ
ず
し
て
立
て
る
時
は
二
も
と
と

第
十
九
図

立
花　

薄
除
真

除
心
の
内
行
の
花
形　

左
流
枝
立　

林
昌

薄　

菊　

松　

梅
擬　

熊
笹　

柘
植　

小
菊　

夏
は
ぜ　

小
柏　

著
莪
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見
な
し
て
こ
れ
を
ゆ
る
す
。

　
薄
ひ
ら
め
に
遣
う
を
よ
し
と
す
。
副
ば
か
り
、
請

ば
か
り
に
遣
う
を
片
な
び
き
と
い
う
。
心
、
請
、
副

と
両
方
に
立
て
る
を
両
な
び
き
と
云
う
。
片
な
び
き

は
古
風
な
り
。
も
ろ
な
び
き
は
は
た
ら
き
あ
り
。
さ

り
な
が
ら
法
度
に
あ
た
る
事
多
し
。

　
薄
二
枚
三
枚
遣
う
と
も
、
茎
一
本
に
葉
を
一
ま
い

づ
つ
付
け
て
遣
え
ば
、
葉
の
は
た
ら
き
自
由
な
り
。

又
茎
を
た
む
る
時
は
頭
よ
り
竹
釘
を
さ
せ
ば
た
め
も

ど
ら
ず
。

　
す
す
き
は
副
、
請
の
物
と
ば
か
り
思
い
て
遣
う
時

は
か
わ
り
た
る
手
も
な
し
。
つ
や
、
あ
し
ら
い
な
ど

第
六
十
四
図

立
花　

梅
擬
除
真

筑
摩
九
朗
右
衛
門

梅
擬　

薄　

松　

松
笠　

菊　

椿　

柏　

水
仙　

嫩

に
遣
う
時
は
珍
し
き
も
あ
ら
か
し
。

唐
黍

　
祝
言
。
上
中
。

　
玉
蜀
黍
。
芻と
う
き
び黍

。
葉
使
い
薄
に
同
じ
。
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シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
材　

虫
狩
（
忍
冬
科
）

　
　
　
　

ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
（
金
鳳
花
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶

　

洋
菓
子
に
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
と
い
う
の
が

あ
る
。
女
性
の
帽
子
に
見
立
て
た
ケ
ー
キ

で
、パ
ン
、ス
ポ
ン
ジ
ケ
ー
キ
、ビ
ス
ケ
ッ

ト
、
ク
ッ
キ
ー
な
ど
を
型
の
内
側
に
貼
り

付
け
、
そ
の
中
に
フ
ル
ー
ツ
の
ピ
ュ
レ
や

カ
ス
タ
ー
ド
な
ど
を
詰
め
て
冷
や
し
た
も

の
で
あ
る
。
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
・
シ
ャ
ル

ロ
ッ
ト
も
ケ
ー
キ
の
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
の
よ

う
に
、
女
性
が
と
き
め
く
夢
の
よ
う
な
花

で
あ
る
。

　

沢
山
の
花
を
つ
け
た
立
派
な
ム
シ
カ
リ

を
見
つ
け
た
と
き
、
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
・

シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
と
出
会
わ
せ
て
み
た
い
と

思
っ
た
。
山
育
ち
の
青
年
と
都
会
育
ち
の

令
嬢
の
組
み
合
わ
せ
。
微
妙
な
緊
張
感
が

た
だ
よ
う
の
は
つ
な
ぎ
役
の
緑
を
加
え
そ

こ
ね
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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シ
ロ
バ
ナ
ハ
ナ
ズ
オ
ウ

　
　
　
　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

白し
ろ
ば
な
は
な
ず
お
う

花
花
蘇
芳
（
豆
科
）

　
　
　
　

芍
し
ゃ
く
や
く
薬
（
牡
丹
科
）

　
　
　
　

鳴な
る
こ
ゆ
り

子
百
合
（
百
合
科
）

　

花
器　

市
松
文
陶
花
瓶

　

ハ
ナ
ズ
オ
ウ
は
葉
が
出
る
前
に
赤
味
を

帯
び
た
紫
色
の
花
を
枝
い
っ
ぱ
い
に
つ
け

る
。
春
の
い
け
ば
な
展
で
と
き
ど
き
使
わ

れ
て
い
る
が
、
普
段
の
稽
古
に
は
あ
ま
り

出
て
こ
な
い
。
白
花
の
品
種
に
赤
い
芍
薬

を
と
り
合
わ
せ
て
投
入
に
し
た
。

　

ス
オ
ウ
と
ハ
ナ
ズ
オ
ウ
は
同
じ
マ
メ
科

で
は
あ
る
が
別
の
植
物
で
あ
る
。
ス
オ

ウ
か
ら
は
黒
み
を
帯
び
た
赤
色
の
染
料
が

採
れ
、
こ
の
色
を
蘇す
お
う
い
ろ

芳
色
と
呼
ん
で
い

る
。
ハ
ナ
ズ
オ
ウ
の
花
は
枝
に
直
接
つ
く

の
で
、
枝
全
体
が
赤
紫
色
に
染
ま
っ
て
見

え
る
。
花
色
は
蘇
芳
色
と
い
う
よ
り
も
、

ス
オ
ウ
で
明
る
め
に
染
め
た
布
の
色
に
近

い
。
ス
オ
ウ
で
染
め
た
布
を
枝
に
ま
と
っ

て
い
る
み
た
い
な
木
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。

　

ハ
ナ
ズ
オ
ウ
は
マ
メ
科
・
ハ
ナ
ズ
オ
ウ

属
の
落
葉
低
木
で
中
国
原
産
。
ス
オ
ウ
は

マ
メ
科
・
ジ
ャ
ケ
ツ
イ
バ
ラ
属
の
小
高
木

で
イ
ン
ド
、
マ
レ
ー
半
島
原
産
。
ス
オ
ウ

は
古
く
に
渡
来
し
て
お
り
奈
良
時
代
以

降
、貴
族
や
僧
侶
の
衣
服
を
彩
っ
て
き
た
。

も
う
す
ぐ
行
わ
れ
る
皇
位
継
承
の
儀
式
で

も
、
ス
オ
ウ
で
染
め
た
衣
を
身
に
つ
け
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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シ
ャ
ク
ヤ
ク

　
　
　
　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

満
ど
う
だ
ん
つ
つ
じ

天
星
（
躑つ
つ
じ躅
科
）

　
　
　
　

芍
薬
２
種
（
牡
丹
科
）

　

花
器　

染
付
花
瓶

　

春
の
い
け
ば
な
に
シ
ャ
ク
ヤ
ク
は
無
く

て
は
な
ら
な
い
存
在
に
な
っ
て
き
た
。
暑

さ
に
弱
く
、
水
揚
げ
も
い
い
と
は
言
い
が

た
い
が
、
大
輪
種
も
小
輪
種
も
丈
夫
で
美

し
い
品
種
が
出
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

葉
の
し
っ
か
り
し
た
品
種
な
ら
緑
の
枝
も

の
と
シ
ャ
ク
ヤ
ク
２
種
で
い
い
。
葉
が
た

よ
り
な
け
れ
ば
ナ
ル
コ
ユ
リ
な
ど
で
緑
を

補
い
た
い
。

　

シ
ャ
ク
ヤ
ク
は
ボ
タ
ン
科
・
ボ
タ
ン
属

の
多
年
草
で
中
国
北
部
〜
朝
鮮
北
部
原

産
。
日
本
へ
は
古
く
生
薬
と
し
て
渡
来
し

て
い
る
。英
名
は
ピ
オ
ニ
ー
で
、ギ
リ
シ
ャ

神
話
の
医
の
神
ペ
オ
ン
に
由
来
す
る
が
、

ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
登
場
す
る
花
が
シ
ャ
ク

ヤ
ク
だ
っ
た
か
は
定
か
で
は
無
い
。

　

ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
と
芍
薬
は
相
性
が
い

い
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
670
号　

2019
年
4
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

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

w
w

.kuw
aharasenkei.com

レ
モ
ン
だ
よ
り

　

健
ち
ゃ
ん
な
に
し
て
ん
の
ー
。

コ
デ
マ
リ　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
溪

　

花
形　

生せ
い
か花　

草そ
う

型　

副そ
え

流
し

　

花
材　

小
手
毬
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
百
合
科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

コ
デ
マ
リ
の
生
花
は
枝
振
り
を
生
か
す

こ
と
が
肝
心
。
真
の
枝
は
中
心
線
を
ま
た

い
で
垂
れ
下
が
る
が
、
枝
の
上
部
が
中
心

に
乗
る
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
。
撓
め

る
時
は
枝
の
気
持
に
な
っ
て
ス
ト
レ
ッ
チ

す
る
ご
と
く
撓
め
る
と
い
い
。

　

横
か
ら
見
た
奥
行
き



4 月号
２０２０年

No.６８２

編集発行　京都市中京区六角 烏丸西入　桑原専慶流家元

桑原専慶流

い け ば な



2

薇ぜ
ん
ま
いと

豆
の
花

　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

薇
（
薇
科
）

　
　
　
　

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
（
蘭
科
）

　
　
　
　

豆
の
花
（
豆
科
）

　

花
器　

赤
ガ
ラ
ス
コ
ン
ポ
ー
ト

　

こ
の
花
を
い
け
た
の
は
3
月
初
旬
で
、

丁
度
沖
縄
か
ら
ゼ
ン
マ
イ
が
届
い
た
と
こ

ろ
だ
っ
た
。
花
屋
の
バ
ケ
ツ
に
入
っ
て
い

る
と
目
立
た
な
い
の
だ
が
、
飾
っ
て
み
る

と
小
さ
く
巻
い
た
若
芽
が
可
愛
ら
し
く

て
、
一
気
に
春
ら
し
い
花
に
な
っ
た
。
柔

ら
か
く
て
ひ
弱
そ
う
に
見
え
た
マ
メ
ノ
ハ

ナ
も
添
え
木
を
し
て
い
け
る
と
ぐ
ん
ぐ
ん

成
長
し
て
く
れ
て
い
る
。

　

毎
日
花
か
ら
元
気
を
も
ら
っ
て
い
る
。

色
合
わ
せ

　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

山や
ま
ぶ
き吹
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

紫し
ら
ん蘭
（
蘭
科
）

　

花
器　

環
耳
陶
花
瓶（
竹
内
眞
三
郎
作
）

　

色
合
わ
せ
も
生
け
花
を
す
る
上
で
大
切

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

ん
と
し
て
若
々
し
く
凛
々
し
い
印
象
を
受

け
る
。
副
家
元
が
選
ん
で
く
れ
た
敷
物
で

印
象
が
変
わ
る
。

若
い
青
さ

　
　
　

∧
3
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

本
桜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

椿
「
月
の
輪
」（
椿
科
）

　
　
　
　

オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
の
葉（
菖あ
や
め蒲
科
）

　

花
器　

紺
釉
陶
鉢

　

本
桜
と
椿
の
２
種
だ
け
で
も
格
好
は
良

い
が
、
オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
を
出
逢
わ
せ
て
。

若
い
青
さ
が
ま
も
な
く
訪
れ
る
季
節
を
思

わ
せ
る
。
本
桜
と
オ
ク
ロ
レ
ウ
カ
が
競
い

合
う
様
。
立
派
な
本
桜
だ
っ
た
の
で
勢
い

を
出
し
、
椿
で
留
め
る
。
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ド
ラ
セ
ナ

　
　
　
　

∧
4
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

ド
ラ
セ
ナ
・
ソ
ン
グ
オ
ブ
イ
ン

デ
ィ
ア
（
竜
り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん

舌
蘭
科
）

　
　
　
　

カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
撫な
で
し
こ子
科
）

　
　
　
　

ス
イ
ー
ト
ピ
ー
（
豆
科
）

　

花
器　

陶
鉢

　

ド
ラ
セ
ナ
・
ソ
ン
グ
オ
ブ
イ
ン
デ
ィ
ア

の
フ
サ
フ
サ
し
た
豪
華
な
葉
。
足
元
隠
し

に
と
り
あ
え
ず
入
れ
る
の
で
は
な
く
て
、

主
役
に
見
せ
た
い
と
思
う
。

　

大
輪
深
紅
の
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
茎
も

太
く
て
存
在
感
が
あ
る
。
純
白
の
ス
イ
ー

ト
ピ
ー
で
メ
リ
ハ
リ
が
つ
い
た
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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『
選
択
力
』

　

稲
が
伝
わ
り
、
食
物
の
貯
蔵
が
可
能
に

な
り
、
動
物
を
家
畜
化
す
る
。
食
に
困
ら

な
く
な
る
と
物
の
交
換
が
盛
ん
に
な
り
、

生
産
性
が
上
が
る
と
物
の
選
択
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

物
が
あ
り
す
ぎ
る
時
代
と
言
わ
れ
て
か

ら
長
い
月
日
が
経
っ
た
。
何
が
何
だ
か
わ

か
ら
な
い
機
能
が
沢
山
つ
い
た
機
械
で
物

が
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
。
酷
い
も
の
に
な

る
と
何
を
す
る
為
の
機
械
だ
っ
た
か
、
分

か
ら
な
い
製
品
で
さ
え
あ
る
ほ
ど
に
。

　

そ
こ
ま
で
こ
だ
わ
り
が
な
い
も
の
に
対

し
て
質
問
を
さ
れ
る
と
困
る
。
使
え
た
ら

い
い
の
だ
。
店
員
さ
ん
は
僕
に
少
し
で
も

あ
っ
た
物
を
提
案
し
た
く
、
多
く
の
質
問

を
投
げ
か
け
て
く
る
。
店
員
さ
ん
に
は
悪

い
気
が
な
い
の
は
十
分
承
知
だ
。
だ
か
ら

店
員
さ
ん
の
顔
は
イ
キ
イ
キ
と
し
て
い

る
。
僕
が
「
必
要
最
低
限
の
機
能
が
使
え

た
ら
充
分
で
す
。
と
り
あ
え
ず
こ
れ
を
下

さ
い
。」
な
ん
て
と
て
も
言
え
な
い
。
店

員
さ
ん
が
好
き
で
そ
の
職
業
に
つ
い
て
い

た
と
す
る
と
、少
し
悪
い
気
が
す
る
の
だ
。

　

生
活
を
よ
り
便
利
に
し
よ
う
と
物
を
買

う
。
い
つ
か
使
う
か
も
し
れ
な
い
機
能
は

絶
対
に
使
わ
な
い
機
能
だ
。
多
機
能
は
本

質
の
性
能
を
曇
ら
せ
る
。
あ
れ
ば
便
利
な

物
は
、
無
く
て
も
た
い
し
て
困
ら
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
同
じ
用
途
の
も
の
は
一

つ
だ
け
で
良
い
ん
で
す
よ
と
言
わ
れ
た
こ

と
が
あ
る
。
飲
み
物
を
飲
む
と
い
う
用
途

に
必
要
な
の
は
住
人
の
数
だ
け
の
コ
ッ
プ

だ
け
で
良
い
と
い
う
の
だ
。
単
純
明
快
で

好
き
な
考
え
方
で
は
あ
る
が
、少
し
違
う
。

僕
の
「
好
み
」
が
こ
の
考
え
方
に
歯
止
め

を
か
け
る
。人
そ
れ
ぞ
れ
好
み
は
あ
る
が
、

そ
の
飲
み
物
が
1
番
美
味
し
い
形
態
の
器

は
確
か
に
存
在
す
る
。
湯
飲
み
に
入
っ
た

水
な
ん
て
飲
み
た
く
な
い
。

　

朝
の
コ
ー
ヒ
ー
を
お
気
に
入
り
の
湯
飲

み
で
飲
む
。
湯
飲
み
な
の
だ
が
、
何
故
か

コ
ー
ヒ
ー
を
入
れ
て
し
ま
う
。
他
の
ど
の

コ
ッ
プ
で
飲
む
よ
り
美
味
し
い
の
だ
。
少

し
余
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
を
ミ
ル
ク
で
割
っ
て

飲
む
時
は
、
洗
い
物
が
増
え
よ
う
が
大
好

き
な
青
磁
の
マ
グ
で
頂
く
。
な
ぜ
な
ら
ば

マ
グ
で
飲
む
ミ
ル
ク
コ
ー
ヒ
ー
の
方
が
美

味
し
い
か
ら
だ
。
液
体
が
漏
れ
な
け
れ
ば

何
で
飲
ん
で
も
い
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ

れ
が
良
い
の
だ
。同
じ
物
を
食
べ
る
に
も
、

飲
む
に
も
器
が
変
わ
る
だ
け
で
味
が
確
か

に
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
。食
べ
る
だ
け
、

飲
む
だ
け
だ
が
、
自
分
に
も
た
ら
さ
れ
る

効
果
を
鑑
か
ん
がみ
れ
ば
一
度
身
の
回
り
の
も
を

自
分
が
本
当
に
好
き
で
使
っ
て
い
る
か
を

考
え
る
価
値
は
お
お
い
に
あ
る
。

　

新
し
い
湯
飲
み
を
買
う
と
す
る
。
材
質

や
価
格
帯
も
様
々
で
選
択
肢
の
多
さ
に
圧

倒
さ
れ
、
選
び
き
れ
な
い
。
そ
こ
で
そ
の

選
択
を
助
け
て
く
れ
た
の
が
、
Ｔ
Ｖ
の
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
や
新
聞
な
ど
の
広
告
で
あ
っ

た
。
数
多
く
の
選
択
肢
の
中
か
ら
そ
の
商

品
の
印
象
を
良
く
さ
せ
る
働
き
が
あ
り
、

他
の
物
と
は
違
う
特
別
な
も
の
に
な
る
。

　

果
た
し
て
そ
れ
は
本
当
に
自
分
が
好
き

で
選
ん
だ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ネ
ッ
ト
で
買
い
物
を
す
る
と
き
に
、「
あ

な
た
に
お
す
す
め
の
商
品
」
が
表
示
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
Ａ
Ｉ
が
、
検
索

履
歴
や
購
買
履
歴
な
ど
を
参
照
し
て
、
数

多
く
の
商
品
の
中
か
ら
、
お
す
す
め
の
商

品
を
提
示
し
て
く
れ
る
も
の
だ
。
消
費
者

は
こ
の
「
お
す
す
め
の
商
品
」
の
お
か
げ

で
、
膨
大
な
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
の
中
か
ら
商

品
を
選
ぶ
必
要
が
な
く
、
機
械
が
勝
手
に

選
ん
で
き
た
も
の
の
可
否
を
判
断
す
る
だ

け
で
よ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
選
ぶ
こ
と
を
や
め
た
人
た

ち
は
、
自
分
の
知
り
合
い
や
ネ
ッ
ト
で
活

躍
す
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
（
影
響
力
の

強
い
人
）
の
口
コ
ミ
に
信
頼
を
寄
せ
て
い

る
。

　

テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
に
演
出
効
果
が
あ
る
こ
と

は
、
す
で
に
多
く
の
消
費
者
が
認
知
し
て

い
る
。
だ
か
ら
信
頼
す
る
友
人
や
口
コ
ミ

を
信
じ
て
物
を
買
う
。
こ
う
し
た
購
買
方

法
は
、「
自
分
の
感
覚
だ
け
で
選
ん
で
失

敗
し
た
く
な
い
」「
選
ぶ
時
間
が
も
っ
た

い
な
い
」「
み
ん
な
が
い
い
と
言
っ
て
い

る
も
の
が
欲
し
い
」
な
ど
と
い
っ
た
欲
求

が
強
い
か
ら
で
あ
る
。

　

人
の
感
覚
で
選
ば
れ
た
商
品
に
囲
ま
れ

て
豊
か
さ
は
、
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

こ
こ
最
近
、強
い
同
調
圧
力
の
せ
い
で
、

自
己
の
表
現
が
億
劫
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

人
に
流
さ
れ
や
す
い
自
分
を
誰
し
も
が
感

じ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
同
調

圧
力
に
立
ち
向
か
う
た
め
の
武
器
が
い
わ

ゆ
る
イ
チ
ャ
モ
ン
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
声
を
大
に
し
て
イ
チ
ャ
モ
ン
を
つ
け

ら
れ
た
の
な
ら
大
し
た
も
の
だ
が
、
小
さ

い
声
、
心
の
中
で
呟
い
て
も
い
い
。

　

物
事
を
否
定
す
る
力
は
自
分
の
中
に
芯

が
な
く
と
も
で
き
る
。
わ
が
ま
ま
に
な
れ

ば
い
い
の
だ
。
そ
し
て
少
し
ず
つ
培
わ
れ

た
自
分
が
、
何
が
好
き
で
何
が
嫌
か
を
軸

に
否
定
す
る
。
上う
わ

辺べ

で
人
に
合
わ
せ
続
け

自
分
を
見
失
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
も
っ
た
い

な
い
事
は
な
い
。

　

自
分
の
決
め
た
、
大
き
か
ろ
う
が
小
さ

か
ろ
う
が
選
択
の
一
つ
一
つ
が
自
分
の
未

来
を
限
定
さ
せ
て
い
く
。　
　
　
　
　

　

よ
く
登
場
す
る
手
先
の
器
用
な
知
り
合

い
は
、
会
う
た
び
に
仕
事
の
愚
痴
ば
か
り

を
言
う
人
だ
っ
た
。
嫌
な
仕
事
な
ら
放
っ

て
し
ま
え
ば
良
い
の
に
と
い
う
誰
で
も
で

き
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
み
た
。
や
り
た

く
も
無
い
仕
事
を
し
て
い
る
意
味
が
僕
に

は
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
あ

る
。
そ
の
後
彼
女
は
自
分
で
仕
事
を
辞
め

た
。
今
は
自
分
の
好
き
な
仕
事
を
し
て
い

る
。
指
輪
作
り
の
仕
事
だ
。
人
間
関
係
の

話
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ど
ん
な
指
輪
を
作

り
た
い
、
こ
ん
な
作
業
が
楽
し
い
、
こ
ん

な
面
白
い
お
客
さ
ん
が
き
は
っ
て
ん
で
、

と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
話
を
聞
い
て
い
て
も

退
屈
し
な
く
な
っ
た
。

　

い
つ
住
む
場
所
を
変
え
て
も
い
い
。
い

つ
仕
事
を
変
え
て
も
い
い
。
嫌
な
事
を
し

て
い
る
人
が
い
る
と
言
う
が
そ
れ
は
そ
の

人
の
選
択
で
あ
る
。
新
し
い
事
を
す
る
リ

ス
ク
を
お
そ
れ
、
居
心
地
の
悪
い
場
所
に

留
ま
り
続
け
て
い
る
の
だ
。
変
わ
ら
な
い

こ
と
も
リ
ス
ク
で
あ
る
事
を
忘
れ
て
は
い

け
な
い
。

　

自
分
で
決
め
た
事
は
全
て
、
自
分
の
お

か
げ
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
失
敗
を
し
て
も
人

の
せ
い
に
で
き
な
い
た
め
、
結
果
を
受
け

止
め
新
し
い
選
択
を
す
れ
ば
い
い
だ
け

だ
。

　　
「
選
ぶ
力
」
は
選
ぶ
物
が
ど
ん
ど
ん
と

増
え
て
い
く
今
の
時
代
に
は
必
ず
求
め
ら

れ
る
力
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
大
概
の

も
の
は
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
。
何
を
選
ぶ

か
で
あ
る
。「
こ
れ
で
い
い
」
か
ら
、「
こ

れ
が
い
い
」
に
変
え
る
だ
け
の
簡
単
な
話

で
あ
る
。
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『
慕ぼ

き
え
こ
と
ば

帰
絵
詞
』

　

室
町
時
代
初
期
に
描
か
れ
た
『
慕ぼ

帰き

絵え

詞こ
と
ば』（
１
３
５
１
年
）
に
は
、
当
時
の
僧
侶

の
暮
ら
し
ぶ
り
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
『
慕
帰
絵
詞
』
は
浄
土
真
宗
の
開
祖
親

鸞
の
曾
孫
に
あ
た
る
覚
如
（
１
２
７
１
〜

１
３
５
１
）
の
伝
記
絵
巻
。
西
本
願
寺
に

伝
わ
る
貴
重
な
絵
巻
だ
が
、
大
正
時
代
に

模
写
さ
れ
た
も
の
が
『
慕
帰
繪
々
詞
』
と

し
て
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
で
公
開
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
誰
で
も
見
る
事
が
で
き
る
の
で
、
絵
の

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

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

細
部
ま
で
つ
ぶ
さ
に
確
認
で
き
る
。

　

絵
巻
の
人
物
一
人
一
人
の
仕
草
や
表
情

の
豊
か
さ
に
思
わ
ず
見
入
っ
て
し
ま
う
。

衣
服
、
食
事
、
住
ま
い
、
遊
び
、
行
事
、

風
俗
が
描
か
れ
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南

北
朝
頃
の
様
子
を
リ
ア
ル
に
伺
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
い
け
ば
な
の
歴
史
か
ら
見
る
と
、

最
古
の
花
伝
書
と
さ
れ
る
『
花か

王お
う

以
来
の

花
伝
書
』
が
１
４
８
６
年
と
さ
れ
る
の
で
、

そ
れ
よ
り
１
３
０
年
以
上
前
の
描
写
と
し

て
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。（
た
だ
し
慕
帰

絵
詞
巻
１
、
巻
７
は
足
利
義
満
の
時
代
に

紛
失
し
、
１
４
８
２
年
に
作
り
直
さ
れ
て

い
る
の
で
、
制
作
年
代
に
よ
る
描
写
の
違

い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）

　

巻
８
に
は
京
都
大
原
の
勝
林
院
が
描
か

れ
、
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
の
前
机
に
枝
を

挿
し
た
一
対
の
華け

瓶び
ょ
うが
見
え
る
。（
図
⑧
⑨
）

①

②③

④

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

よ
り
転
載
→

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

 『慕帰繪々詞　巻 8』より　　貞和 2 年、大原の勝林院五坊を尋ねる。

⑥

⑦

⑧

⑨

　

今
で
も
阿
弥
陀
如
来
に
供
え
る
華
瓶
に

は
香
木
と
し
て
の
樒
し
き
み
の
枝
を
挿
す
が
、
こ

れ
は
そ
の
昔
、
瓶
の
中
の
浄
水
を
清
ら
か

に
保
つ
意
味
で
花
や
香
木
で
器
の
口
に
蓋

を
し
た
の
が
起
源
だ
そ
う
だ
。

　

巻
5
の
歌
会
で
は
板
の
間
の
奥
に
３
幅

の
軸
が
掛
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
に
一

対
の
花
瓶
と
香
炉
が
敷
板
に
置
か
れ
て
い

る
。
真
ん
中
の
軸
は
歌か

聖せ
い

柿
本
人
麻
呂
だ

ろ
う
。
広
口
の
花
瓶
に
生
け
ら
れ
て
い
る

の
は
高こ
う

野や

槙ま
き

か
。（
図
⑥
⑦
）

　

巻
１
と
巻
３
に
は
盆
石
や
箱
庭
が
描
か

れ
て
い
る
（
図
①
③
④
⑤
）。

　

台
の
上
に
自
然
の
景
色
を
再
現
す
る
飾

り
物
は
平
安
時
代
に
「
州す

浜は
ま

」
と
呼
ば
れ

貴
族
の
間
で
流
行
し
た
。
盆
石
、
盆
景
、

盆
栽
の
起
源
は
中
国
だ
が
、
石
や
植
物
で

神
聖
な
空
間
を
作
ろ
う
と
す
る
行
為
は
、

そ
の
後
の
い
け
ば
な
誕
生
に
繋
が
っ
て
い

る
と
思
う
。

　

図
②
の
床
の
間
に
は
塗
の
台
の
上
に
青

磁
の
鉢
に
紅
白
の
花
と
細
い
葉
が
見
え
る
。

は
た
し
て
い
け
ら
れ
た
も
の
か
鉢
植
か
。

こ
の
巻
１
は
紛
失
し
た
の
ち
１
４
８
２
年

に
描
き
直
さ
れ
て
い
る
。
書
き
直
さ
れ
た

頃
に
は
こ
の
よ
う
な
床
と
床
飾
り
が
あ
っ

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

御
霊
神
社
の
鳶い

ち
は
つ尾

　

昨
年
の
5
月
5
日
に
上
御
霊
神
社
へ
イ

チ
ハ
ツ
を
見
に
行
っ
た
。
今
、
切
り
花
で

イ
チ
ハ
ツ
と
呼
ば
れ
て
い
る
ニ
オ
イ
イ
リ

ス
で
は
な
く
、本
来
の
イ
チ
ハ
ツ
の
方
だ
。

　

上
御
霊
神
社
は
相
国
寺
の
北
に
位
置

し
、
古
く
は
鴨
川
か
ら
別
れ
た
川
が
境
内

を
通
っ
て
御
所
へ
繋
が
っ
て
い
て
、
神
社

の
堀
に
カ
キ
ツ
バ
タ
が
群
生
し
て
い
た
そ

う
だ
。
神
社
の
近
く
に
尾
形
光
琳
の
屋
敷

が
あ
っ
た
そ
う
で
、
そ
の
当
時
こ
の
地
で

燕か
き

子つ

花ば
た

を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
。

　

昭
和
初
期
に
川
が
な
く
な
り
堀
の
水
も

干
上
が
っ
て
カ
キ
ツ
バ
タ
が
消
え
て
し

ま
っ
た
の
を
憂
い
、
20
年
ほ
ど
前
に
近
隣

の
氏
子
有
志
に
よ
っ
て
乾
燥
に
強
い
イ
チ

ハ
ツ
が
植
え
ら
れ
、
往
時
を
偲
ぶ
景
色
を

蘇
ら
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

現
在
の
イ
チ
ハ
ツ
の
景
観
は
、
氏
子
の

皆
さ
ん
に
よ
る
「
い
ち
は
つ
の
会
」
に

よ
っ
て
植
え
替
え
な
ど
の
日
頃
の
お
世
話

に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

　

イ
チ
ハ
ツ
は
古
来
、
厄
除
け
、
火
除
け
、

風
除
け
の
植
物
と
し
て
茅
葺
き
屋
根
の
棟

に
植
え
ら
れ
、
災
厄
か
ら
家
を
守
っ
て
く

れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
古
い
に
し
えの
花
の
文

化
を
伝
え
る
こ
と
、
花
を
大
切
に
育
て
る

こ
と
は
環
境
に
も
人
の
心
に
と
っ
て
も
良

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
花
を
い
け

る
私
た
ち
こ
そ
大
切
に
し
て
い
た
い
。

イ
チ
ハ
ツ
（
鳶
尾
）

イ
チ
ハ
ツ
は
中
国
原
産
の
ア
ヤ
メ
科
の

多
年
草
。
日
本
に
い
つ
頃
来
た
の
か
は
っ

き
り
し
な
い
が
、
平
安
時
代
の
医
学
書

『
医
心
方
』
に
鳶
尾
・
和
名
古こ

也や

須す

久ぐ

佐さ

の
記
載
が
あ
る
。『
立
華
時
勢
粧
』
で
は

シ
ャ
ガ
の
仮
葉
、
カ
キ
ツ
バ
タ
の
仮
花
と

し
て
一い
ち

八は
つ

を
使
う
と
書
か
れ
て
い
る
。
葉

は
シ
ャ
ガ
に
似
て
い
て
、
花
は
カ
キ
ツ
バ

タ
に
似
る
。

　

乾
燥
や
暑
さ
寒
さ
に
強
い
イ
チ
ハ
ツ
は

か
つ
て
茅か
や

葺ぶ
き

屋
根
の
棟む
ね

押
さ
え
と
し
て
植

え
ら
れ
た
。
大
風
か
ら
屋
根
を
守
る
役
目

で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
植
物
学
者
ロ
バ
ー

ト
・
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
も
『
幕
末
日
本
探
訪

記　

江
戸
と
北
京
』（
１
８
６
３
年
）の「
神

奈
川
の
宿
場
風
景
」
の
中
で
「
茅
葺
き
屋

根
の
背
に
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
イ
チ
ハ
ツ

が
生
え
て
い
た
」
と
描
写
し
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
や

北
欧
の
田
舎
に
残
る
草く
さ

葺ぶ
き

屋
根
の
家
に

は
、
日
本
の
イ
チ
ハ
ツ
と
同
じ
よ
う
に
、

ジ
ャ
ー
マ
ン
ア
イ
リ
ス
が
植
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
あ
る
。
洋
の
東
西
で
同
じ
よ
う

に
屋
根
に
咲
く
ア
ヤ
メ
の
仲
間
。
な
ん
と

も
不
思
議
で
面
白
い
。
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ニ
オ
イ
イ
リ
ス
の
生
花

　

∧
9
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

行
型　

三
花
五
葉

　

花
材　

ニ
オ
イ
イ
リ
ス
（
菖あ
や
め蒲

科
）

　

花
器　

陶
水
盤

　

春
の
早
い
内
か
ら
楽
し
め
る
ア
ヤ
メ
科

の
葉
組
も
の
に
ニ
オ
イ
イ
リ
ス
が
あ
る
。

花
屋
で
は
（
シ
ロ
バ
ナ
）
イ
チ
ハ
ツ
の
名

で
売
ら
れ
る
が
イ
チ
ハ
ツ
で
は
な
く
、
地

中
海
沿
岸
原
産
の
ジ
ャ
ー
マ
ン
ア
イ
リ
ス

の
仲
間
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
の
時

代
か
ら
香
水
に
使
わ
れ
た
植
物
だ
。

　

イ
リ
ス
（
ア
イ
リ
ス
）
は
ギ
リ
シ
ャ
語

の
「
虹
」
か
ら
付
け
ら
れ
た
名
前
。
一

日
も
早
く
災
い
が
去
っ
て
明
る
い
日
が
差

し
、
虹
が
出
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き

上
御
霊
神
社
の
イ
チ
ハ
ツ
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桜
の
立
花

　
　
　

∧
10
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

除
真
立
花　

桜
一
色

　

花
材　

啓
翁
桜
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

松
（
松
科
）

　
　
　
　

五
葉
松
（
松
科
）

　

花
器　

天
女
文
銅
器

　

や
っ
と
立
て
ら
れ
た
桜
一
色
。
撮
影
し

て
現
像
さ
れ
た
途
端
に
手
を
加
え
た
く
な

る
。
毎
日
自
分
の
目
が
更
新
さ
れ
て
い
る

か
ら
だ
ろ
う
か
。
花
を
生
け
て
も
生
け
て

も
先
が
見
え
な
い
。

　

こ
れ
だ
け
綺
麗
に
咲
い
て
く
れ
た
啓
翁

桜
は
、
一
ヶ
月
ほ
ど
楽
し
ま
さ
せ
て
く
れ

た
。
流な
が

枝し

は
皮
一
枚
で
繋
が
っ
て
い
た
だ

け
だ
が
最
後
ま
で
保
っ
て
く
れ
た
。
凄
ま

じ
い
生
命
力
で
あ
る
。
お
気
に
入
り
の
天

女
の
器
に
。

連れ
ん
ぎ
ょ
う
翹
の
生
花

　
　
　

∧
11
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

草
型　

真
流
し

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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横
か
ら
見
た
奥
行
き

　

花
材　

連
翹
（
木も
く
せ
い犀
科
）

　

花
器　

狂
き
ょ
う

言げ
ん

文も
ん

銅
薄う
す

端ば
た

　

連
翹
の
枝
を
50
本
以
上
の
中
か
ら
選
ん

だ
5
本
。
1
番
初
め
に
選
ん
だ
枝
は
も
ち

ろ
ん
真し
ん

で
あ
る
。
50
本
の
中
か
ら
、
似
た

よ
う
な
枝
が
２
本
あ
っ
た
。
２
本
と
も
使

う
と
珍
し
い
枝
で
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
１
本
が
際
立
つ
よ
う
に
枝
を
選
ん

だ
。
留と
め

が
少
し
高
い
が
、
全
体
で
見
る
と

バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
。
連
翹
の
黄
色

が
薄
端
の
銅
器
に
よ
く
合
う
。
枝
の
中
は

空
洞
な
の
で
心
し
て
撓た

め
る
事
。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん
と
蕗ふ
き
の
と
う

の
薹
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
682
号　

2020
年
4
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

出
逢
い
花
（
37
）　
　

仙
溪

　

三み
つ
ま
た椏

（
沈じ
ん
ち
ょ
う
げ

丁
花
科
）

　

黒
百
合
（
百
合
科
）

　
　

花
器　

志し

野の

花
入
（
野
中
春
清
作
）

　

人
が
魂
を
込
め
て
も
の
を
作
る
と
、

作
っ
た
も
の
に
魂
が
宿
る
。
そ
ん
な
こ
と

を
感
じ
る
年
齢
に
な
っ
て
き
た
。
中
で
も

や
き
も
の
は
最
終
的
に
火
に
よ
っ
て
命
が

吹
き
込
ま
れ
る
点
で
特
別
だ
と
思
う
。

　

こ
の
小
さ
な
志
野
花
入
も
何
か
を
持
っ

て
い
る
。
最
初
に
見
た
時
に
そ
う
感
じ
た

が
、
実
際
に
花
を
い
け
て
み
て
ま
す
ま
す

好
き
に
な
っ
た
。
玄
関
の
掛
花
に
し
て
庭

の
フ
キ
ノ
ト
ウ
や
ツ
バ
キ
を
い
け
て
楽
し

ん
で
い
る
が
、
何
気
な
く
挿
し
た
だ
け
で

も
雰
囲
気
の
あ
る
花
に
な
っ
て
く
れ
る
。

　

ミ
ツ
マ
タ
は
中
国
原
産
の
落
葉
低
木
で

和
紙
の
原
料
と
な
る
。
柿
本
人
麻
呂
の
歌

に
「
三さ
き

枝く
さ

」
の
名
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
が

ミ
ツ
マ
タ
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
三

つ
に
分
か
れ
た
小
枝
に
可
愛
い
花
が
咲
い

て
い
る
。
ク
ロ
ユ
リ
を
出
逢
わ
せ
る
と
、

互
い
の
花
色
が
際
立
っ
た
。

横
か
ら
見
た
奥
行
き
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ザ
・
ニ
ホ
ン

　
　
　
　

∧
2
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

啓け
い

翁お
う

桜ざ
く
ら（
薔ば

ら薇
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　

花
器　

耳
付
陶
花
瓶

　

日
本
で
器
に
花
を
挿
す
文
化
が
根
付
き
は

じ
め
た
頃
、
す
で
に
桜
と
椿
を
一
緒
に
い
け

て
い
た
だ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
も
日
本
で
は

古い
に
し
えよ
り
春
を
教
え
て
く
れ
る
木
で
あ
っ
た
。

ザ
・
ニ
ホ
ン
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
花
木
だ
。

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
い
け
て
い
る

と
、
ま
さ
に
日
本
を
い
け
て
い
る
よ
う
な
、

し
み
じ
み
と
し
た
気
分
に
な
っ
て
く
る
。

　

し
か
し
、
日
本
文
化
と
呼
ば
れ
る
も
の
も

他
国
の
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。

梅
や
桃
、
牡
丹
や
芍
薬
、
菊
で
す
ら
古
く
中

国
か
ら
伝
わ
っ
た
植
物
だ
し
、
こ
の
ケ
イ
オ

ウ
ザ
ク
ラ
も
日
本
と
中
国
の
桜
を
親
に
持
つ

品
種
で
あ
る
。

　

様
々
な
文
化
を
受
け
入
れ
、
育
み
、
独
自

に
発
展
し
て
き
た
も
の
が
日
本
文
化
だ
と
考

え
れ
ば
、
い
け
ば
な
が
今
後
ど
の
よ
う
に
変

化
し
て
ゆ
く
の
か
楽
し
み
に
な
っ
て
く
る
。

　

何
を
守
り
、
何
を
変
え
る
か
。
自
分
自
身

に
問
い
な
が
ら
。
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照て
り
は
つ
ば
き

葉
椿

　
　
　
　

∧
３
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
型　

草そ
う

型　

内う
ち

副ぞ
え

流
し

　

花
材　

照
葉
椿
（
椿
科
）

　

花
器　

煤す
す

竹だ
け

竹
筒

　

テ
リ
ハ
ツ
バ
キ
の
生
花
を
部
屋
に
飾
っ

て
お
い
た
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
花
が
咲
い

て
い
た
。
葉
色
も
様
々
な
色
に
変
わ
り
、

一ひ
と

重え

の
赤
い
花
と
絶
妙
な
色
合
い
を
つ

く
っ
て
い
る
。

　

い
け
て
か
ら
一
ヶ
月
経
ち
、
葉
も
落
ち

は
じ
め
た
も
の
を
撮
影
し
た
。
最
初
に

撮
っ
た
（
写
真
㊧
）
の
と
比
べ
る
と
変
化

の
具
合
が
よ
く
分
か
る
。

　

こ
の
よ
う
な
鮮
や
か
な
景
色
は
お
そ
ら

く
自
然
で
は
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
テ

リ
ハ
ツ
バ
キ
が
私
に
密
か
に
見
せ
て
く
れ

た
。
そ
ん
な
気
が
し
て
喜
ん
で
い
る
。
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春
を
迎
え
る
花

　
　
　
　
　

∧
表
紙
の
花
∨　

櫻
子

　

花
材　

雪
柳
（
薔
薇
科
）

　
　
　
　

椿
「
岩い
わ

根ね

絞し
ぼ

り
」（
椿
科
）

　

花
器　

陶
花
器

　

中
庭
の
寒か
ん

椿つ
ば
きが
昨
年
の
11
月
18
日
に
ひ
と
つ

め
の
花
を
咲
か
せ
た
。
一
昨
年
よ
り
10
日
ほ
ど

遅
か
っ
た
の
で
日
付
け
を
記
し
て
お
い
た
。
花

の
な
い
時
期
に
咲
い
て
く
れ
る
貴
重
な
椿
だ
。

　

こ
の
椿
が
冬
の
間
中
咲
い
て
く
れ
る
お
陰
で
、

晩
秋
か
ら
春
ま
で
の
長
い
間
、
い
ろ
ん
な
椿
が

咲
き
続
け
て
く
れ
る
。

　

品
種
に
よ
っ
て
咲
く
時
期
が
違
う
が
、
咲
く

順
番
は
毎
年
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

椿
は
浮
か
し
花
や
掛
け
花
に
な
く
て
は
な
ら

な
い
花
で
も
あ
る
。
い
け
る
の
が
待
ち
遠
し
い
。

で
も
庭
の
椿
は
あ
ま
り
切
り
た
く
な
い
が
。

　

今
年
は
大
輪
の
「
岩
根
絞
り
」
を
雪
柳
と
取

り
合
わ
せ
る
事
が
出
来
た
。
雪
柳
と
椿
、
桜
と

椿
は
大
好
き
な
組
み
合
わ
せ
だ
。

　

岩
根
絞
り
の
様
な
派
手
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の

花
は
、
軽
や
か
で
伸
び
や
か
な
雪
柳
が
よ
く
似

合
う
。

ツ
バ
キ
群
生
林

　
　
　

山
口
県　

萩
市　

笠か
さ

山や
ま

　
　
　
（
２
０
２
１
年
３
月
18
日
撮
影
）

　

ヤ
ブ
ツ
バ
キ
の
群
生
で
有
名
な
萩

市
笠
山
は
約
八
千
八
百
年
前
の
噴
火

で
で
き
た
火
山
で
、
冷
え
固
ま
っ
た
溶

岩
（
安
山
岩
）
が
、
陸
上
で
は
照
葉
樹

林
や
海
岸
植
生
、
海
中
で
は
藻も

場ば

を
支

え
て
い
る
。
人
々
は
そ
の
中
か
ら
木
材

や
石
材
、
海
産
物
を
得
る
こ
と
で
文
化

を
育
ん
で
き
た
。

　

ヤ
ブ
ツ
バ
キ
は
薪
た
き
ぎ
や
材
木
と
し
て

重ち
ょ
う

用よ
う

さ
れ
、
切
り
株
か
ら
は
新
た
な

枝
が
再
生
し
、
独
特
の
ツ
バ
キ
群
生
林

が
生
ま
れ
た
。

　

江
戸
時
代
に
は
萩
城
の
北
東
、
鬼

門
の
方
角
に
あ
た
る
た
め
、
毛
利
藩

は
笠
山
一
体
を
立
ち
入
り
禁
止
に
し
、

数
百
年
間
自
然
林
に
な
っ
て
い
た
が
、

明
治
に
な
っ
て
禁
止
は
解
か
れ
、
多
く

の
大
木
は
切
り
倒
さ
れ
た
そ
う
だ
。

　

そ
れ
で
も
数
十
種
の
ヤ
ブ
ツ
バ
キ

が
五
千
株
、
約
二
万
五
千
本
自
生
し
て

い
る
。

　

群
生
林
の
中
は
ツ
バ
キ
だ
け
の
世

界
が
広
が
っ
て
い
た
。
全
身
で
ツ
バ
キ

を
体
感
で
き
る
。

①
展
望
塔
に
上
っ
て
群
生
林
を
上
か

ら
見
る
と
、
太
陽
光
で
葉
が
キ
ラ
キ
ラ

と
輝
き
、
幻
想
的
な
風
景
が
。

②
苔
む
し
た
溶
岩
と
椿
の
樹
林
。
葉
と

花
が
散
り
積
も
る
。

③
大
木
は
切
ら
れ
た
後
と
は
い
え
、
曲

が
り
く
ね
っ
た
幹
に
年
輪
を
感
じ
る
。

①

②③
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ツ
バ
キ
群
生
林

　
　
　

山
口
県　

萩
市　

笠か
さ

山や
ま

　
　
　
（
２
０
２
１
年
３
月
18
日
撮
影
）

　

ヤ
ブ
ツ
バ
キ
の
群
生
で
有
名
な
萩

市
笠
山
は
約
八
千
八
百
年
前
の
噴
火

で
で
き
た
火
山
で
、
冷
え
固
ま
っ
た
溶

岩
（
安
山
岩
）
が
、
陸
上
で
は
照
葉
樹

林
や
海
岸
植
生
、
海
中
で
は
藻も

場ば

を
支

え
て
い
る
。
人
々
は
そ
の
中
か
ら
木
材

や
石
材
、
海
産
物
を
得
る
こ
と
で
文
化

を
育
ん
で
き
た
。

　

ヤ
ブ
ツ
バ
キ
は
薪
た
き
ぎ
や
材
木
と
し
て

重ち
ょ
う

用よ
う

さ
れ
、
切
り
株
か
ら
は
新
た
な

枝
が
再
生
し
、
独
特
の
ツ
バ
キ
群
生
林

が
生
ま
れ
た
。

　

江
戸
時
代
に
は
萩
城
の
北
東
、
鬼

門
の
方
角
に
あ
た
る
た
め
、
毛
利
藩

は
笠
山
一
体
を
立
ち
入
り
禁
止
に
し
、

数
百
年
間
自
然
林
に
な
っ
て
い
た
が
、

明
治
に
な
っ
て
禁
止
は
解
か
れ
、
多
く

の
大
木
は
切
り
倒
さ
れ
た
そ
う
だ
。

　

そ
れ
で
も
数
十
種
の
ヤ
ブ
ツ
バ
キ

が
五
千
株
、
約
二
万
五
千
本
自
生
し
て

い
る
。

　

群
生
林
の
中
は
ツ
バ
キ
だ
け
の
世

界
が
広
が
っ
て
い
た
。
全
身
で
ツ
バ
キ

を
体
感
で
き
る
。

①
展
望
塔
に
上
っ
て
群
生
林
を
上
か

ら
見
る
と
、
太
陽
光
で
葉
が
キ
ラ
キ
ラ

と
輝
き
、
幻
想
的
な
風
景
が
。

②
苔
む
し
た
溶
岩
と
椿
の
樹
林
。
葉
と

花
が
散
り
積
も
る
。

③
大
木
は
切
ら
れ
た
後
と
は
い
え
、
曲

が
り
く
ね
っ
た
幹
に
年
輪
を
感
じ
る
。

椿つ
ば
き
い
っ
し
き

一
色
の
立
花

　
　
　

∧
５
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
型　

除の
き

真し
ん

立
花

　

花
材　

椿
（
椿
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
市
川
博
一
作
）

　

萩
の
旅
行
へ
行
く
1
ヶ
月
ほ
ど
前
に
立

派
な
椿
に
巡
り
会
え
た
。

　

枝
ぶ
り
は
い
け
ば
な
で
表
現
す
る
分
に

は
格
好
が
あ
ま
り
良
く
な
い
が
、
一
枝
単

位
で
見
る
と
上
品
で
あ
る
。

　

厚
み
の
あ
る
立
花
で
椿
の
良
さ
を
出
せ

る
の
か
危
惧
し
て
い
た
が
、
そ
れ
な
り
に

良
さ
を
出
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
満
足
し

て
い
る
。

　

自
分
が
椿
の
木
を
見
て
感
じ
て
い
る
良

さ
を
一
枝
で
見
せ
る
の
は
難
し
い
。
今
の

僕
が
試
み
て
も
、
一
枝
で
は
自
分
の
思
う

椿
に
は
見
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

副そ
え

が
大
振
り
だ
っ
た
の
で
控ひ
か

枝え

を
流な
が

枝し

と
請う
け

の
間
か
ら
覗
か
せ
た
。

　

最
近
、
面
白
い
枝
と
出
会
う
こ
と
を
心

よ
り
楽
し
ん
で
い
る
。
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白
花
満
作
（
フ
ォ
ザ
ギ
ラ
・
マ
ヨ
ー
ル
）

　
　
　
　
　

∧
7
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

白
花
満
作
（
満
作
科
）

　
　
　
　

椿
（
椿
科
）

　

花
器　

陶
花
器
（
テ
ィ
ム
作
）

　

白
花
満
作
（
フ
ォ
ザ
ギ
ラ
・
マ
ヨ
ー
ル
）
は
北

六ろ
く
し
き
つ
ば
き

色
椿

　
　
　
　
　

∧
6
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

花
材　

椿
6
種
（
椿
科
）

　

花
器　

陶
花
瓶
（
木
村
盛
伸
作
）

　

五
色
椿
は
紅
・
白
・
桃
色
の
３
色
を
基
本
に
、

一
本
の
木
で
様
々
な
変
化
に
富
む
花
が
咲
く
。
一

枝
一
枝
に
見
応
え
が
あ
り
、
散
り
ゆ
く
姿
は
色
鮮

や
か
で
、
寂
し
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て

い
る
か
の
よ
う
。

　

今
回
出
逢
え
た
６
種
の
椿
は
み
な
生
き
生
き
し

て
見
え
た
。
小
さ
な
器
に
溢
れ
ん
ば
か
り
の
椿
た

ち
。

　

椿
寺
で
見
た
五
色
八
重
散
椿
が
見
事
で
あ
っ
た
。

実
際
に
木
を
見
る
と
、
切
り
花
の
印
象
が
ま
る
で

変
わ
る
。
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ア
メ
リ
カ
原
産
で
、
4
月
か
ら
5
月
に
か
け
て
花

を
咲
か
せ
、
秋
に
は
満
作
に
似
た
紅
葉
の
葉
が
綺

麗
ら
し
い
。
初
め
て
生
け
た
が
、
独
特
の
香
り
と

花
が
お
気
に
入
り
で
あ
る
。

　

ツ
バ
キ
は
葉
を
省
略
し
、
蕾
も
落
と
し
た
。
花

と
残
っ
た
葉
が
目
立
ち
、
シ
ロ
バ
ナ
マ
ン
サ
ク
の

花
が
良
く
映
え
る
。

　

個
人
的
に
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
背
景
が
椿
と
フ
ォ

ザ
ギ
ラ
・
マ
ヨ
ー
ル
の
良
い
出
会
い
の
場
に
な
っ

た
と
感
じ
て
い
る
。

　

和
の
テ
イ
ス
ト
を
取
り
入
れ
た
テ
ィ
ム
さ
ん
の

器
が
そ
の
雰
囲
気
に
馴
染
み
、
説
得
力
に
力
を
与

え
て
い
る
。
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出
逢
い
花
（
40 

）　
　

仙
溪

　

小こ

で

ま

り

手
毬
（
薔ば

ら薇
科
）

　

芍し
ゃ
く
や
く薬

（
牡ぼ
た
ん丹
科
）

　

花
器　

ガ
ラ
ス
花
瓶

　
（
鈴
木
玄
太
作
）

　

小
手
毬
も
芍
薬
も
中
国
伝
来
の
植
物
。

シ
ャ
ク
ヤ
ク
は
中
国
で
紀
元
前
に
す
で
に

園
芸
植
物
と
し
て
の
記
録
が
あ
り
、
花
の

観
賞
と
と
も
に
根
は
漢
方
薬
と
し
て
利
用

さ
れ
続
け
て
い
る
。
コ
デ
マ
リ
が
中
国
で

ど
の
よ
う
な
歴
史
を
持
つ
の
か
わ
か
ら
な

い
が
、
日
本
に
は
江
戸
時
代
初
期
に
伝

わ
っ
て
い
て
「
立
花
時
勢
粧
」
に
も
記
載

が
あ
る
。

　

シ
ャ
ク
ヤ
ク
１
本
と
コ
デ
マ
リ
１
本
を

ガ
ラ
ス
花
瓶
に
挿
し
て
み
た
。
シ
ャ
ク
ヤ

ク
の
丸
い
花
に
コ
デ
マ
リ
の
丸
い
花
。
あ

え
て
器
に
も
丸
い
飾
り
の
あ
る
も
の
を
選

ん
だ
が
、
互
い
に
響
き
合
う
感
じ
が
気
に

入
っ
て
い
る
。
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『
嗅き
ゅ
う
か
く覚』　

　
　
　
　
健
一
郎

　
菜
月
の
誕
生
日
に
2
人
で
香
水

を
作
り
に
行
っ
た
。
2
〜
3
種
類

の
匂
い
を
調
合
師
さ
ん
に
お
願
い

し
て
足
し
て
も
ら
う
の
だ
が
こ
れ

が
な
か
な
か
面
白
い
。
眼
に
見
え

な
い
匂
い
と
匂
い
の
足
し
算
は
想

像
が
難
し
か
っ
た
。「
こ
っ
ち
の

香
り
を
強
く
し
た
い
で
す
。」「
も

う
少
し
鋭
く
。」「
も
っ
と
爽
や
か

に
。」
様
々
な
言
葉
が
飛
び
交
う
。

自
分
が
作
り
た
い
匂
い
が
明
確
で

な
い
た
め
、
調
合
し
て
も
ら
う
た

び
に
好
み
も
目
指
す
匂
い
も
変
わ

る
。
好
き
な
匂
い
と
好
き
な
匂
い

を
足
せ
ば
好
き
な
香
り
に
な
る
と

い
う
わ
け
で
も
な
く
、
人
に
伝
え

ず
ら
い
感
覚
を
言
葉
に
し
、
出
来

上
が
っ
て
い
く
香
水
の
調
合
に
は

可
視
化
で
き
な
い
楽
し
み
が
そ
こ

に
あ
っ
た
。

　
人
は
息
を
し
て
い
る
以
上
、
匂

い
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
目
や
耳
は
塞
げ
ば
い
い
が
鼻

を
つ
ま
ん
で
の
口
呼
吸
は
そ
う
長

く
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
ダ
イ
ビ

ン
グ
を
す
る
時
は
口
呼
吸
の
み

だ
っ
た
が
、
陸
で
口
呼
吸
を
す
る

と
口
腔
内
が
乾
燥
す
る
。

　
人
間
社
会
の
近
代
化
と
匂
い
は

密
接
な
関
係
だ
っ
た
に
違
い
な

い
。
生
活
排
水
や
廃
棄
物
の
処
理

方
法
が
再
検
討
さ
れ
た
。
コ
ン
ク

リ
ー
ト
で
密
室
化
し
た
部
屋
を

各
自
で
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
人
が
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き

る
匂
い
を
減
ら
す
こ
と
が
都
市
化

に
お
い
て
大
き
な
課
題
だ
っ
た
だ

ろ
う
。
空
調
機
や
消
臭
剤
で
町
は

溢
れ
か
え
っ
て
い
る
。
そ
の
お
か

げ
で
私
自
身
、
京
都
で
生
活
を
し

て
い
る
と
匂
い
に
対
し
て
の
ス
ト

レ
ス
が
年
に
一
度
ほ
ど
し
か
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
五
感
の
う
ち

一
番
衰
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
予

測
し
て
い
る
。
そ
の
一
度
と
は
祇

園
祭
の
巡
行
の
日
で
あ
る
。
前
日

ま
で
の
夜
店
や
屋
台
か
ら
出
た
汚

れ
の
匂
い
が
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
こ

び
り
つ
き
鼻
に
つ
く
。

　
夕
暮
れ
時
に
、
一
軒
家
が
連
な

る
場
所
を
歩
い
て
い
る
と
、
魚
を

焼
く
に
お
い
、
お
風
呂
に
浸
か
り

水
が
溢
れ
出
る
音
が
見
え
ず
と
も

あ
り
あ
り
と
情
景
が
浮
か
ぶ
の
が

面
白
い
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
あ
や

ふ
や
で
、
近
代
化
以
前
の
日
本
を

思
わ
さ
せ
る
よ
う
な
光
景
に
近
い

気
が
す
る
。お
隣
さ
ん
の
生
活
音
、

臭
が
感
じ
ら
れ
る
と
そ
ば
に
い
た

事
を
思
い
出
さ
せ
る
。心
な
し
か
、

そ
う
い
っ
た
地
域
を
朝
、
昼
に
歩

い
て
い
る
と
よ
く
、
賑
や
か
な
井

戸
端
会
議
を
見
か
け
る
。
　
　
　

　
私
自
身
、
過
度
な
無
臭
化
は
あ

ま
り
好
み
で
は
な
い
。
そ
の
家
、

そ
の
家
の
匂
い
が
好
き
で
、
匂
い

も
文
化
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

き
の
こ
嫌
い
の
私
に
と
っ
て
、
星

を
見
に
い
く
べ
く
飛
騨
行
き
の
電

車
に
乗
っ
た
際
、
乗
客
が
一
度
に

食
し
た
加
熱
式
の
松
茸
釜
飯
弁
当

の
匂
い
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た

り
と
、
良
い
こ
と
ば
か
り
で
も
な

い
が
。
心
地
よ
い
匂
い
、
不
快
な

匂
い
は
人
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
魚

を
焼
く
匂
い
が
海
外
で
受
け
入
れ

ら
れ
な
い
話
も
よ
く
聞
く
。
日
本

以
外
の
土
地
へ
訪
れ
た
際
、
飛
行

機
を
降
り
て
一
番
初
め
に
接
す
る

文
化
は
そ
の
土
地
の
匂
い
で
あ

る
。
滞
在
す
る
と
す
ぐ
な
れ
る
の

だ
が
、
鼻
が
慣
れ
る
ま
で
が
楽
し

い
。

　
ラ
フ
レ
シ
ア
は
動
物
の
死
臭
に

擬
態
し
て
い
る
と
い
う
説
が
あ

る
。
ラ
フ
レ
シ
ア
は
そ
の
匂
い
で

媒
介
者
の
蠅
な
ど
を
誘
き
寄
せ
て

い
る
。
強
烈
な
匂
い
は
、
そ
の
場

に
て
圧
倒
的
な
存
在
感
を
出
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
人
は
強
い
ニ
オ

イ
を
消
す
こ
と
に
多
く
の
時
間
を

費
や
し
た
。
そ
し
て
芳
香
剤
や
、

香
水
で
自
分
の
思
う
匂
い
を
纏

う
。

　
今
回
、
菜
月
はN

o.309

と
自

身
の
生
誕
の
日
を
香
水
瓶
の
ラ
ベ

ル
に
貼
っ
て
い
た
。
彼
女
は
何
か

を
惹
き
つ
け
る
た
め
で
は
な
く
、

自
身
の
好
き
な
匂
い
を
纏ま

と

い
た

か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
満
足
そ

う
だ
。

　
今
、
匂
い
が
な
い
環
境
は
整
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
何
の
匂
い
を
の

せ
る
の
か
。「
あ
、金
木
犀
。」「
あ
、

今
日
は
魚
や
」「
も
う
雨
降
り
そ

う
や
な
」
心
地
の
良
い
匂
い
。
良

く
思
わ
な
い
匂
い
。
嗅
覚
は
意
識

し
な
け
れ
ば
知
覚
で
き
な
い
ほ
ど

ま
で
に
無
臭
化
さ
れ
て
い
る
。
な

の
で
感
覚
が
鈍
っ
て
し
ま
う
。

　
狩
猟
時
代
は
匂
い
を
頼
り
に
生

活
し
て
い
た
。
視
覚
や
音
だ
け
の

情
報
で
は
こ
と
足
り
な
い
か
ら

だ
。
五
感
の
中
で
特
に
、
退
化
し

つ
つ
あ
る
嗅
覚
を
意
識
す
る
と
、

今
生
き
て
い
る
世
界
に
奥
行
き
を

感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
、面
白
い
。

季
節
、
人
の
体
調
、
時
間
、
場
所

を
匂
い
で
感
じ
た
い
。
人
が
い
な

く
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
マ
ス

ク
を
外
す
時
間
が
好
き
だ
。

フ
キ
ノ
ト
ウ
と
レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

　
　
　
　
　
　（
2
月
15
日
撮
影
）
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エ
ジ
プ
ト
の
青
い
ス
イ
レ
ン　
　

仙
溪

　

仏
教
の
経
典
に
出
て
く
る
青
し
ょ
う

蓮れ
ん

華げ

は
ハ
ス
で

は
な
く
青
い
熱
帯
ス
イ
レ
ン
だ
（
図
①
）。
古
代

イ
ン
ド
の
遺
跡
に
は
ハ
ス
と
共
に
ス
イ
レ
ン
も

浮
彫
さ
れ
て
い
た
（
前
号
参
照
）。
こ
の
青
い
ス

イ
レ
ン
に
は
ど
ん
な
背
景
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

青
い
ス
イ
レ
ン
と
言
え
ば
古
代
エ
ジ
プ
ト
だ
。

毎
年
ナ
イ
ル
川
が
氾
濫
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る

肥ひ

沃よ
く

な
大
地
が
、
豊
か
な
文
明
を
育
み
、
人
々

は
自
然
界
に
様
々
な
神
の
力
を
感
じ
取
っ
た
。

　

朝
に
咲
き
夜
に
閉
じ
る
青
ス
イ
レ
ン
や
夜
に

咲
き
朝
閉
じ
る
白
ス
イ
レ
ン
は
、
死
と
来
世
で

の
再
生
を
連
想
さ
せ
た
。
ス
イ
レ
ン
は
神
々
と

結
び
つ
き
神
聖
な
花
と
な
っ
た
（
図
⑤
）。

　

ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
の
棺
に
残
さ
れ
た
花は

な

襟え
り（
図

⑥
）
に
は
様
々
な
植
物
が
織
り
込
ま
れ
て
い
て

ス
イ
レ
ン
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ス
イ
レ
ン
か

ら
生
ま
れ
る
像
ま
で
も
（
図
⑬
）。
そ
れ
ら
は

蘇よ
み
が
えり

の
祈
り
の
現
れ
だ
ろ
う
。

　

熱
帯
ス
イ
レ
ン
に
は
良
い
香
り
の
す
る
も
の

が
多
い
。
彼
ら
は
ス
イ
レ
ン
を
池
や
沼
で
栽
培

し
、
花
か
ら
香
料
を
抽
出
し
た
。
青
ス
イ
レ
ン

の
香
り
に
は
鎮
静
作
用
が
あ
る
ら
し
い
。
花
の

香
り
を
直
接
嗅
い
だ
り
、
葬
儀
の
花
束
（
図
③
）

や
神
殿
の
捧
げ
も
の
（
図
⑪
）、
女
性
の
花
飾
り

（
図
⑩
）
な
ど
と
し
て
利
用
し
た
。

　

人
々
が
集
ま
る
部
屋
に
ス
イ
レ
ン
を
生
け
る

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
秘

的
な
甘
い
香
り
が
広
が
る
よ
う
に
。

　

色
々
調
べ
て
み
て
、
エ
ジ
プ
ト
と
イ
ン
ド
の

関
連
性
を
感
じ
て
い
る
。
ス
イ
レ
ン
や
ハ
ス
と

神
々
と
の
関
係
。
再
生
を
願
う
花
襟
（
図
⑥
）

と
イ
ン
ド
の
ハ
ス
の
開
花
図
像
（
前
号
11
頁
・

図
⑩
）
の
類
似
性
。
香
り
の
良
い
花
を
供
え
る

こ
と
や
、
良
い
香
り
を
体
に
塗
る
こ
と
も
共
通

し
て
い
る
。

　

エ
ジ
プ
ト
の
ス
イ
レ
ン
信
仰
に
、
生
命
の
根

源
と
し
て
の
「
壺
」
が
イ
ン
ド
で
加
わ
り
、
仏

教
と
共
に
日
本
へ
来
て
い
け
ば
な
へ
と
昇
華
し

た
。
そ
ん
な
大
き
な
流
れ
を
想
像
し
て
い
る
。

⑤冥界の神・オシリスの足元から出る白スイレン。パピルスに描かれた「死
者の書」（フネフェルのパピルス）の一部。B.C.1275。（大英博物館）
出展：⑤ https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA9901-3

ツタンカーメンの棺の花襟。メトロポリタン
美術館。出展：https://www.metmuseum.org/art/
collection/search/684769

①熱帯睡蓮（エジプトロータス）
出展：「花の王国 1 園芸植物」
　　　荒俣宏著／平凡社

饗宴の図。青いスイレンの
香りを嗅ぐ女性。

①

②

④

⑤

⑥

沼地での狩猟の様子。左にパピルス（猫も）、足元にスイレンが見える。
出展：②③④書記官ネブアメンの墓壁画、B.C.1350。⑪予言者ユーザーハッ
トの墓壁画、B.C.1294-1279。（メトロポリタン美術館の複製画）https://
www.flickr.com/photos/menesje/sets/72157608008967297/with/4058204742/

③

スイレンのブーケを持つ女性。
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スイレンの頭飾り。

葦の束形のアラバスター。
スイレンを挿すため？
B.C.15th。高さ 6.5cm。

テーベのレクミラの墓壁画、B.C.1479-1425。クレタ島から来たミノス人使節団。様々な金属器の贈り物を持っている。

出展：⑦ https://www.flickr.com/photos/manna4u/albums/72157678333466360/with/32544493391/

ファイアンス・ボウル。B.C.1550-1458。四角い池の周りに
スイレンが描かれている。エジプト・ファイアンスは古代エ
ジプトの鮮やかな青緑色の焼き物。

⑮スイレンから生まれる太陽神の子。象牙。B.C.8th。
⑯スイレンの神、ネフェルトム。銅。B.C.332-30。

⑦

⑧⑨

⑩

⑫⑬

⑮⑯

⑭

⑪

⑦の部分複製画。スイレンの造花が立て
られた器。出展：https://www.metmuseum.
org/art/collection/search/544609

センウセレト 1 世のピラミッドより。
供物室のスイレンの鉢。B.C.1961-1917。

出展：⑨⑪⑫⑭⑮⑯　https://www.metmuseum.org/art/collection/　（メトロポリタン美術館の公開データベース）
　　　⑬ https://www.flickr.com/photos/manna4u/albums/72157666023968570/page3

スイレンから出現するツタンカーメン
スイレンの造花。木製。
高さ 8cm。B.C.2051-1981。
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桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
694
号　

2021
年
4
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
） 

桑
原
専
慶
流
家
元
発
行　
　

定
価
五
五
〇
円
（
消
費
税
込
）       w

w
w

.kuw
aharasenkei.com

　
　

い
け
ば
な
作
品
写
真
：
宇
佐
美
宏

エ
ジ
プ
ト
の
器

　
　
　
　

∧
12
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

花
材　

ミ
モ
ザ
（
豆
科
）

　
　
　
　

ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス（
金き
ん
ぽ
う
げ

鳳
花
科
）

　

花
器　

銀
象ぞ
う

嵌が
ん

真
鍮
瓶（
エ
ジ
プ
ト
製
）

　

古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
王
の
棺
を
ア
カ
シ

ア
で
作
っ
た
そ
う
だ
。
ア
カ
シ
ア
は
不

死
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
神
聖
な
木
で
あ
っ

た
。
ア
カ
シ
ア
（Acacia

）
の
名
は
ギ
リ

シ
ャ
語
の
「
尖と
が

ら
す
」
に
由
来
す
る
そ
う

で
、
ア
フ
リ
カ
の
ア
カ
シ
ア
に
は
棘
の
あ

る
も
の
が
多
い
。

　

ア
カ
シ
ア
の
仲
間
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

に
も
多
く
、
ギ
ン
ヨ
ウ
ア
カ
シ
ア
や
フ
サ

ア
カ
シ
ア
が
花
材
に
な
っ
て
い
る
。
両
親

が
「
花
ふ
た
り
旅
」
で
使
っ
た
エ
ジ
プ
ト

の
器
に
、ギ
ン
ヨ
ウ
ア
カ
シ
ア
を
い
け
た
。

ア
フ
リ
カ
の
ア
カ
シ
ア
の
よ
う
に
棘
は
無

い
が
、
黄
色
い
花
が
金
銀
の
器
に
豪
華
に

映
る
。エ
ジ
プ
ト
の
神
々
も
喜
び
そ
う
だ
。

地
中
海
沿
岸
原
産
の
ラ
ナ
ン
キ
ュ
ラ
ス
を

加
え
て
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
華
麗
な
文
化

に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。
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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。

67
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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
）

89
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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

1011
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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
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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
。
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連
翹
の
立
花

　

∧
２
頁
の
花
∨　

仙
溪

連れ
ん
ぎ
ょ
う翹（

木も
く
せ
い犀

科
）

　

彼
岸
桜
（
薔ば

ら薇
科
）

　

貝か
い
づ
か
い
ぶ
き

塚
伊
吹
（
檜

ひ
の
き

科
）

　

猫
柳
（
柳
科
）

　

椿
（
椿
科
）

　

菜
の
花
（
油
菜
科
）

金き
ん
せ
ん
か

盞
花
（
菊
科
）

　
　

陶
花
器

　

３
月
中
頃
、
私
の
家
の
周
囲

で
も
春
の
花
木
が
一
斉
に
咲
き

出
し
た
。
白は

く

木も
く

蓮れ
ん

、
山さ

ん

茱し
ゅ

萸ゆ

、

雪
柳
、
連
翹
、
桃
、
少
し
早
咲

き
の
桜
、
様
々
な
椿
、
名
前
の

知
ら
な
い
花
た
ち
、
若
葉
た
ち
。

枝
垂
れ
柳
も
緑
の
筋
を
風
に
な

び
か
せ
て
輝
い
て
い
る
。

　

立
花
で
萌
え
出
る
草
木
を
立

て
た
。
レ
ン
ギ
ョ
ウ
や
ヒ
ガ
ン

ザ
ク
ラ
の
細
枝
は
１
本
で
は
た

よ
り
な
い
。
枝
を
重
ね
て
存
在

を
強
め
る
と
魅
力
が
増
す
。
ヒ

ガ
ン
ザ
ク
ラ
の
合
間
に
ネ
コ
ヤ

ナ
ギ
を
覗
か
せ
る
と
、
賑
や
か

な
春
が
感
じ
ら
れ
る
。

真し
ん

副そ
え

請う
け

見み
こ
し越

正し
ょ
う
し
ん真

流な
が
し枝

控ひ
か
え枝胴ど

う

前ま
え
お
き置
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こ
こ
ろ
は
ず
む
季
節

　
　

  

∧
３
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

連
翹
（
木
犀
科
）

　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
３
種
（
百
合
科
）

　

レ
モ
ン
リ
ー
フ
（
躑つ

つ
じ躅

科
）

　
　

陶
花
器
（
宮
下
善
爾
作
）

　

春
う
ら
ら
。
そ
ん
な
言
葉
が
ピ
ッ

タ
リ
の
い
け
ば
な
だ
。
い
け
た
の
は

2
月
の
寒
い
頃
で
、
い
け
た
花
に
一

足
早
い
春
の
温
も
り
を
も
ら
う
日
々

だ
っ
た
。
毎
朝
い
け
た
花
の
水
を
足

す
の
だ
が
、
花
が
よ
く
も
つ
時
季
で

も
あ
り
、「
今
日
も
元
気
で
い
て
く

れ
て
あ
り
が
と
う
」と
声
を
か
け
る
。

花
も
「
に
こ
っ
」
と
応
え
て
く
れ
る
。

今
日
も
頑
張
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
に

な
る
。

　

レ
ン
ギ
ョ
ウ
は
立
て
る
よ
り
も
前

へ
出
る
よ
う
に
い
け
る
こ
と
で
花
色

が
重
な
っ
て
く
れ
る
。
チ
ュ
ー
リ
ッ

プ
は
深
め
に
挿
し
て
葉
を
シ
ャ
キ
ッ

と
見
せ
た
い
。
レ
モ
ン
リ
ー
フ
で
繁

み
を
足
し
た
。
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ビ
バ
ー
ナ
ム
の
生
花

　
　

  

∧
４
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

生
花　

株
分
け

　
　

主
株　

ビ
バ
ー
ナ
ム（
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
）

　
　
　
　
　

ス
ト
ッ
ク
（
油
菜
科
）

　
　

子
株　

ト
ル
コ
桔き

き
ょ
う梗（

竜り
ん
ど
う胆

科
）

　
　
　

陶
水
盤
（
柳
原
睦
夫
作
）

　

作
例
の
ビ
バ
ー
ナ
ム
・
ス
ノ
ー

ボ
ー
ル
は
弱
そ
う
に
見
え
る
け
れ
ど

結
構
強
い
。
３
週
間
経
っ
た
今
も
元

気
だ
。
優
し
い
雰
囲
気
を
長
く
楽
し

め
る
の
は
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

ビ
バ
ー
ナ
ム
の
仲
間
は
多
く
、
日

本
に
も
ガ
マ
ズ
ミ
や
オ
オ
デ
マ
リ
が

咲
く
。
ス
ノ
ー
ボ
ー
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、
北
ア
メ
リ
カ
原
産
の
落
葉
低
木

で
、
新
緑
の
季
節
に
緑
か
ら
白
に
花

色
が
変
化
す
る
。
花
は
オ
オ
デ
マ
リ

に
似
て
い
る
け
れ
ど
、
花
も
葉
も
よ

り
柔
ら
か
な
感
じ
で
、
葉
は
カ
エ
デ

の
よ
う
に
切
れ
込
み
が
あ
る
。

　

ト
ル
コ
キ
キ
ョ
ウ
の
青
紫
と
は
相

性
が
良
さ
そ
う
だ
。
金
の
手
が
つ
い

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

　
　

  

∧
５
頁
の
花
∨　

櫻
子

　

ダ
ウ
カ
ス
ダ
ー
ラ
（
芹せ

り

科
）

　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
百
合
科
）

　

エ
ン
ド
ウ
豆
（
豆
科
）

　
　

ガ
ラ
ス
花
器
（
鈴
木
玄
太
作
）

　

ポ
ル
ト
ガ
ル
に
咲
く
野
生
の
ニ
ン

ジ
ン
の
花
、
ダ
ウ
カ
ス
ダ
ー
ラ
。
エ

ン
ジ
色
で
ブ
ラ
ッ
ク
レ
ー
ス
フ
ラ

ワ
ー
と
も
呼
ば
れ
る
。
し
っ
か
り
し

た
軸
の
も
の
を
3
本
買
い
求
め
た

が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
花
の
色
も
咲
き
方

も
違
い
素
朴
で
優
し
い
。

　

エ
ン
ド
ウ
豆
も
花
が
咲
き
な
が
ら

も
次
々
に
サ
ヤ
が
で
き
て
、
次
の
日

に
は
ぐ
ん
ぐ
ん
ツ
ル
も
茎
も
力
強
く

伸
び
て
く
る
。
野
菜
の
花
は
た
く
ま

し
い
。

　

ガ
ラ
ス
の
器
に
足
元
を
ク
ロ
ス
さ

せ
な
が
ら
い
け
て
ゆ
く
。
八
重
咲
き

の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
で
春
の
色
を
添
え

た
。
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春
の
景
色

　
　

  

∧
６
頁
の
花
∨　

健
一
郎

　

虫む
し
か
り狩

（
忍

す
い
か
ず
ら冬

科
・
連れ

ん
ぷ
く
そ
う

福
草
科
）

　

陽よ
う
こ
う
ざ
く
ら

光
桜
（
薔ば

ら薇
科
）

　

鳴な
る
こ
ゆ
り

子
百
合
（
百
合
科
）

　
　

陶
花
器

　

ど
こ
だ
っ
た
か
、
山
を
歩
い
て
い

る
と
地
面
に
花
び
ら
が
落
ち
て
い

る
。
何
か
と
探
す
の
だ
が
、
あ
た
り

を
見
回
し
て
も
白
い
花
を
咲
か
す
花

は
見
当
た
ら
な
い
。
ふ
と
上
を
見
上

げ
る
と
虫
狩
だ
。
杜
若
を
求
め
て
滋

賀
の
平
池
を
菜
月
と
歩
い
て
い
た
時

に
も
ま
だ
花
を
多
く
残
し
て
い
た
。

写
真
の
よ
う
な
こ
ん
な
景
色
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
見
た
こ
と
は
な
い

が
ど
こ
か
に
あ
り
そ
う
な
景
色
で
あ

る
。
桜
が
終
わ
る
と
同
時
に
新
緑
に

目
が
い
く
よ
う
に
な
り
、
虫
狩
も
咲

く
。そ
し
て
杜
若
も
満
開
を
迎
え
る
。

少
し
づ
つ
で
は
あ
る
が
足
と
体
を

も
っ
て
味
わ
っ
て
い
る
。
身
を
も
っ

て
体
験
す
る
に
は
、
頭
を
空
っ
ぽ
に

す
る
の
に
鍛
錬
が
必
要
だ
が
、
今
は

良
い
師
匠
が
側
に
い
る
。
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か
わ
い
い
花 

　
　

  

∧
７
頁
の
花
∨　

仙
溪

　

イ
オ
ノ
シ
ジ
ウ
ム(

蘭
科
）

　

椿
（
椿
科
）

　
　

青
白
磁
花
器
（
市
川
博
一
作
）

　

こ
の
か
わ
い
い
蘭
は
「
も
も
ち
ゃ

ん
」
と
い
う
。
オ
ン
シ
ジ
ウ
ム
と
そ

の
近
縁
種
イ
オ
ノ
プ
シ
ス
の
交
配
種

だ
そ
う
だ
。
イ
オ
ノ
プ
シ
ス
は
メ
キ

シ
コ
か
ら
南
米
に
分
布
す
る
。
日
当

た
り
の
よ
い
場
所
を
好
む
乾
燥
に
強

い
極
小
型
の
着
生
蘭
だ
が
、
一
般
に

は
ほ
と
ん
ど
流
通
し
て
い
な
い
そ
う

だ
。
そ
ん
な
珍
し
い
蘭
を
親
と
し
て

で
き
た
「
も
も
ち
ゃ
ん
」
を
家
の
椿

と
一
緒
に
い
け
た
。

　

い
わ
ば
遠
来
の
客
人
を
も
て
な
す

感
覚
。椿
の
若
葉
が
優
し
く
迎
え
る
。

器
は
南
米
と
日
本
を
つ
な
ぐ
海
の
イ

メ
ー
ジ
。
も
も
ち
ゃ
ん
と
比
べ
る
と

椿
の
花
が
大
き
く
見
え
る
。
あ
え
て

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

チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
『
セ
ン
ス
・

オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
』
は
ご
存
知
？
も

し
ま
だ
お
読
み
で
な
か
っ
た
ら
送
ろ

う
か
し
ら
と
思
っ
て
い
た
の
。」
と

お
勧
め
さ
れ
た
。
数
年
前
に
一
度
だ

け
本
屋
さ
ん
で
読
ん
だ
が
、
過
去
を

思
い
出
し
な
が
ら
頷う

な
ずき
も
っ
て
読
ん

だ
。
自
然
や
、
不
思
議
さ
に
驚
嘆
す

る
感
性
を
岡
山
の
家
で
浴
び
、
祖
父

に
は
好
奇
心
を
四
六
時
中
刺
激
さ
れ

て
育
っ
た
の
だ
か
ら
こ
ん
な
に
恵
ま

れ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
事
を
伝

え
る
と
、
要
件
は
済
ん
だ
の
か
、
直

ぐ
に
終
話
。
そ
れ
が
母
子
の
健
康
の

次
に
心
配
し
て
い
た
事
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　　
あ
ま
り
考
え
た
く
は
な
い
が
、
数

十
年
も
す
れ
ば
京
都
だ
け
で
な
く
街

は
風
変
わ
り
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ど

の
よ
う
に
変
わ
る
か
は
知
ら
な
い

が
、
風
土
を
感
じ
に
く
く
な
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
感
じ
る
力
を
磨
か

な
け
れ
ば
気
が
つ
く
こ
と
さ
え
も
で

き
な
い
だ
ろ
う
。

　　
身
体
を
作
る
食
事
、
物
事
の
豊
か

さ
を
感
じ
取
れ
る
素
地
に
関
し
て
は

手
を
抜
き
た
く
な
い
。
そ
し
て
妻
も

思
っ
て
く
れ
て
い
る
。
た
だ
の
自
分

た
ち
の
考
え
の
押
し
付
け
で
は
あ
る

が
、
良
く
あ
っ
て
欲
し
い
と
の
願
い

か
ら
で
あ
る
。

　「
僕
は
ね
、
と
び
き
り
の
贅
沢
を

さ
せ
て
健
ち
ゃ
ん
を
育
て
る
よ
う
に

し
て
い
る
ん
で
す
。」
と
私
の
祖
父

が
他
流
の
家
元
に
話
し
て
い
た
そ
う

で
、
数
年
前
に
そ
の
話
を
伺
っ
た
。

ふ
と
思
い
返
し
て
み
る
と
、
心
あ
た

り
し
か
な
い
。
他
流
の
家
元
が
ど
ん

な
子
に
僕
が
育
つ
か
肝
を
冷
や
し
た

と
仰
っ
て
い
た
。
と
び
き
り
の
贅
沢

で
育
っ
た
祖
父
か
ら
の
と
び
き
り
の

影
響
を
受
け
育
っ
た
私
。
今
考
え
得

る
と
び
き
り
の
贅
沢
を
息
子
に
し
よ

う
と
し
て
い
る
。

と
び
き
り
の
贅
沢

　
　
　
　
　
　
　
　
健
一
郎

　
息
子
の
柊
助
と
同
じ
よ
う
に
寝
っ

転
が
り
、
天
井
を
眺
め
母
親
を
目
で

追
い
か
け
て
み
る
。
床
の
下
で
動
く

換
気
扇
の
音
が
よ
く
聞
こ
え
る
。
部

屋
で
生
活
し
て
い
る
分
に
は
気
に
な

ら
な
い
音
だ
と
、
取
り
付
け
た
業
者

さ
ん
は
言
っ
て
い
た
が
最
近
に
な
っ

て
気
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　　
柊
介
と
い
て
感
じ
る
の
が
自
分
た

ち
の
目
に
見
え
る
も
の
や
、
音
を
始

め
と
す
る
情
報
量
の
多
さ
で
あ
る
。

香
水
も
し
な
く
な
っ
た
。
久
々
に
嗅

い
で
み
る
と
、
な
ん
と
き
つ
い
匂
い

だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
。
慣
れ
は

恐
ろ
し
い
。
匂
い
の
ほ
の
か
な
植
物

の
香
り
に
気
が
つ
く
よ
う
に
な
っ

た
。
テ
レ
ビ
を
消
せ
ば
、
お
肉
を
焼

く
音
が
聞
こ
え
る
。
僕
が
不
快
に
思

う
も
の
を
遠
ざ
け
て
い
る
の
で
は
な

い
。
庭
の
沈
丁
花
も
い
い
香
り
が
す

る
が
、
匂
い
の
強
さ
か
ら
柊
介
と
嗅

ぐ
際
は
、
距
離
を
取
り
楽
し
ん
で
い

る
。

　　
こ
ど
も
の
い
け
ば
な
で
は
、
お
弟

子
さ
ん
た
ち
が
生
け
た
お
花
を
、
い

け
た
人
の
目
線
で
拝
見
し
て
い
る
。

子
供
に
限
ら
ず
い
け
ら
れ
た
花
は
そ

う
や
っ
て
見
る
の
が
当
然
だ
ろ
う
。

そ
こ
に
こ
そ
、
そ
の
人
の
世
界
が
広

が
っ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に

勤
め
て
か
ら
ケ
ア
に
磨
き
を
か
け
て

い
る
中
で
、
そ
の
人
の
こ
と
を
少
し

で
も
知
ろ
う
と
し
た
時
に
自
然
と
得

た
気
づ
き
だ
。
あ
た
り
ま
え
の
事
だ

が
大
切
に
し
た
い
こ
と
の
一
つ
で
あ

る
。
福
寿
草
、
バ
イ
カ
オ
ウ
レ
ン
な

ど
背
が
低
い
花
は
で
き
る
だ
け
屈
ん

で
楽
し
む
。
人
の
た
め
に
咲
い
て
い

る
花
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　　
柊
介
に
夢
中
な
妻
は
毎
日
、
柊
介

に
色
々
な
も
の
を
紹
介
し
て
い
る
。

こ
こ
最
近
は
、
近
辺
の
桜
を
見
周
っ

て
い
る
。（
今
文
章
を
書
い
て
い
る

途
中
に
妻
か
ら
呼
ば
れ
て
自
室
に
戻

る
と
初
め
て
の
寝
返
り
を
し
た
柊
介

が
い
た
。）
僕
の
休
み
の
日
は
、
週

に
一
、二
度
は
御
所
か
植
物
園
で
ピ

ク
ニ
ッ
ク
を
し
て
い
る
。
た
く
さ
ん

食
べ
、
い
い
も
の
を
沢
山
見
て
育
っ

て
ほ
し
い
が
、
ゆ
っ
く
り
と
育
っ
て

い
っ
て
欲
し
い
。
ゆ
っ
く
り
と
は
、

段
階
的
に
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　　
子
供
が
認
識
し
や
す
い
色
は
原
色

に
近
い
色
だ
と
よ
く
言
わ
れ
て
い

る
。
な
の
で
ま
ず
は
、
色
の
濃
い
お

も
ち
ゃ
を
買
い
与
え
る
と
良
い
と
よ

く
指
導
を
受
け
る
。
本
人
か
ら
す
れ

ば
ど
う
い
う
気
持
ち
な
の
だ
ろ
う
か

は
分
か
ら
な
い
が
、
子
供
が
反
応
を

示
し
喜
ん
で
い
る
の
は
大
人
で
あ

る
。
日
本
の
風
土
に
あ
っ
た
色
か
ら

徐
々
に
慣
れ
て
い
け
ば
な
と
個
人
的

に
思
っ
て
い
る
。
部
屋
に
は
桜
、椿
、

雪
柳
、
桃
等
、
稽
古
で
残
っ
た
も
の

を
柊
介
に
見
え
る
よ
う
に
飾
っ
て
い

る
。
蘭
や
、
ア
マ
リ
リ
ス
な
ど
は
本

棚
な
ど
目
に
届
き
に
く
い
場
所
に

飾
っ
て
い
る
。

　　
毎
日
歌
を
歌
っ
て
い
る
の
だ
が
、

主
に
日
本
の
季
節
の
唱
歌
を
歌
っ
て

い
る
。
数
年
前
か
ら
個
人
的
に
も
好

き
で
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
歌
詞
、
共
に
、

そ
の
季
節
を
よ
り
、
楽
し
ま
さ
せ
て

く
れ
る
。
日
本
の
風
土
が
人
に
創
ら

せ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
し
機

会
が
あ
れ
ば
世
界
中
で
歌
わ
れ
て
い

る
「
き
ら
き
ら
星
」
の
各
国
の
物
を

聞
い
て
み
て
ほ
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に

言
語
の
特
徴
が
あ
り
、
風
土
を
感
じ

る
。
そ
の
中
で
も
イ
ン
ド
の
も
の

は
そ
の
特
徴
が
色
濃
く
で
て
い
る
。。

や
は
り
母
国
語
が
そ
の
国
を
感
じ
取

る
の
に
一
番
適
し
て
い
る
だ
ろ
う
と

考
え
て
い
る
。
私
は
、
似
た
も
の
の

違
い
が
わ
か
る
繊
細
さ
に
憧
れ
を

持
っ
て
い
て
知
る
前
を
想
像
し
よ
う

と
す
る
が
柊
介
の
眼
や
態
度
が
非
常

に
参
考
に
な
る
。
言
葉
を
使
う
こ
と

は
便
利
だ
が
危
う
く
、
大
雑
把
で
し

か
な
い
。

　　
柊
介
が
産
ま
れ
て
数
日
後
、
岡
山

に
住
む
親
戚
（
祖
父
の
妹
）
と
電
話

す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
母
子
を
労

ね
ぎ
ら
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花
伝
書
を
見
る

檜
除の
き
し
ん真

冨
春
軒

檜ひ
の
き
　
芍し
ゃ
く
や
く薬　
松　
要か
な
め　
小
菊

晒
木　
（
苔
木
）

（
立
花
時
勢
粧
・
中　

雑
体
の
図
）

　

ヒ
ノ
キ
が
主
材
で
は
あ
る
が
、

シ
ャ
ク
ヤ
ク
も
主
役
に
見
え
る
。

軽
や
か
に
昇
る
真
と
、
左
下
か
ら

大
き
く
跳
ね
上
が
る
流
枝
、
そ
れ

ら
を
繋
ぐ
胴
の
ヒ
ノ
キ
が
シ
ャ
ク

ヤ
ク
の
た
め
に
舞
台
を
作
っ
て
い

る
か
の
よ
う
だ
。
後
方
の
マ
ツ
が

舞
台
の
格
を
高
め
、
中
央
で
シ
ャ

ク
ヤ
ク
が
舞
を
舞
う
。

　

そ
ん
な
想
像
を
し
て
い
る
と
、

立
花
全
体
が
一
人
の
舞
人
に
も
見

え
て
き
た
。
神か
ぐ
ら
ま
い

楽
舞
の
イ
メ
ー
ジ

だ
。
格
調
高
く
舞
う
姿
に
神
が
宿

る
。
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府
立
堂
本
印
象
美
術
館

第
4
回　

野
外
い
け
ば
な
展 

　

ー
私
の
印
象
ー　
　

健
一
郎

　

堂
本
印
象
の
作
品
か
ら
圧
倒
的
、

本
物
感
を
感
じ
た
。
表
現
方
法
が
多

様
で
あ
る
の
に
、
強
い
説
得
力
を

持
っ
て
い
る
の
は
、
表
現
者
と
し
て

の
感
じ
取
る
力
が
卓
越
し
て
い
た
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
、
大
好
き
な
蝋
梅
の
味
わ
い

方
を
一
か
ら
見
直
し
た
。
お
花
屋
さ

ん
の
協
力
で
根
っ
こ
を
入
手
。普
段
、

土
か
ら
上
し
か
見
る
事
が
な
い
僕
か

ら
す
る
と
驚
き
と
愛
お
し
さ
が
湧
い

た
。
根
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
職
人
さ

ん
が
手
で
掘
る
そ
う
だ
。
選
ん
だ
器

は
蝋
梅
の
幹
に
見
立
て
て
。

　

蝋
梅
の
下
で
寝
転
が
っ
て
い
る
の

は
気
持
ち
が
い
い
。
お
花
は
地
面
に

向
か
っ
て
咲
く
の
で
、
シ
ャ
ワ
ー
を

浴
び
る
か
の
よ
う
な
形
に
な
る
。
野

外
展
示
な
の
で
、
日
光
に
透
け
て
綺

麗
に
見
え
る
時
、
雨
、
雪
と
共
に
在

れ
る
生
け
花
を
見
る
事
が
で
き
た
の

は
嬉
し
く
思
っ
た
。

鑑
賞
方
法
も
指
定
で
き
た
ら
な
と

思
っ
た
が
来
場
者
は
、
マ
ス
ク
を
外

し
、
香
り
を
嗅
い
で
楽
し
ん
で
頂
け

た
の
を
見
る
と
、感
じ
て
い
る
事
と
、

感
じ
取
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
は
繋
が

り
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
媒
介
と
し

て
表
現
が
あ
る
事
に
改
め
て
気
づ
か

さ
せ
ら
れ
た
。
い
い
表
現
と
は
、
感

じ
た
事
を
、
で
き
る
だ
け
そ
の
ま
ま

感
じ
て
も
ら
う
事
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

や
は
り
、
印
象
の
作
品
を
そ
の
ま

ま
を
感
じ
取
る
事
が
で
き
る
ほ
ど
に

感
じ
取
る
力
が
発
達
す
れ
ば
、
よ
り

楽
し
む
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

「
円
環
」　　
　
　
　
　

健
一
郎

　

個
々
の
惑
星
は
本
来
円
軌
道
を
取

り
公
転
し
よ
う
と
す
る
が
、
他
の
存

在
に
よ
り
ズ
レ
が
生
じ
楕
円
軌
道
を

公
転
す
る
事
に
な
る
。
そ
し
て
他
の

存
在
無
く
し
て
の
存
在
は
在
り
得
な

い
。

　

時
間
と
流
れ
の
記
憶
を
表
現
し
た

作
品
と
薮
椿
の
反
応
を
試
み
た
。
互

い
に
シ
リ
ー
ズ
（
品
種
）
の
原
初
の

姿
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
円
環
で
自
転
と
公
転
を
し
な
が

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

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

　

城
南
宮
は
平
安
京
へ
の
遷
都
の

際
、
都
の
南
方
・
裏
鬼
門
を
守
護
す

る
た
め
に
創
建
さ
れ
、
の
ち
白
河
天

皇
退
位
後
の
居
所
・
鳥
羽
離
宮
の
一

柔
ら
か
な
思
考

　

∧
表
紙
の
花
∨　

仙
溪

シ
ン
ピ
ジ
ウ
ム
（
蘭
科
）

薔ば

ら薇
（
薔
薇
科
）

エ
ピ
デ
ン
ド
ラ
ム
（
蘭
科
）

陶
花
器
（
柳
原
睦
夫
作
）

12
月
か
ら
飾
っ
て
い
た
鉢
植
の
シ

ン
ピ
ジ
ウ
ム
を
切
っ
て
い
け
る
こ
と

に
し
た
。
合
わ
せ
る
花
を
花
屋
で
選

び
、
家
に
戻
っ
て
花
を
見
な
が
ら
器

を
あ
れ
こ
れ
と
考
え
る
。

　

先
月
号
に
書
い
た
が
、
い
け
ば
な

は
微
妙
な
違
い
や
変
化
を
感
じ
と
る

感
覚
を
養
う
こ
と
に
効
果
が
あ
る
。

固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、
頭
の
中

を
真
っ
白
に
し
て
、
花
に
合
う
器
を

思
い
浮
か
べ
て
み
た
ら
こ
の
花
器
が

出
て
き
た
。
い
け
て
み
る
と
新
鮮
な

い
け
ば
な
に
な
っ
た
。
あ
っ
ぱ
れ
自

分
、
と
自
画
自
賛
し
て
い
る
。
柔
ら

か
な
思
考
の
お
陰
で
あ
る
。

　

皆
さ
ん
も
、
花
と
花
、
花
と
器
の

新
鮮
な
出
逢
い
を
生
み
出
す
喜
び
を

味
わ
っ
て
ほ
し
い
。

福寿草とメイちゃん。
鳥をみつけたのかな。

部
と
な
っ
て
政
治
文
化
の
中
心
と
な

る
。
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
荒
廃
し
江

戸
期
に
再
建
さ
れ
た
。

　

3
月
10
日
に
訪
れ
る
と
百
五
十
本

の
し
だ
れ
梅
が
満
開
で
様
々
な
椿
も

咲
き
出
し
て
い
た
。
伸
び
や
か
に
枝

を
広
げ
る
し
だ
れ
梅
。
花
と
人
が
作

る
景
色
に
感
動
し
た
。　
　
（
仙
溪
）



12

桑
原
専
慶
流
い
け
ば
な
テ
キ
ス
ト
718
号
　
2023
年
4
月
1
日
発
行
（
毎
月
1
回
1
日
発
行
）
桑
原
専
慶
流
家
元
発
行
　
　
定
価
五
五
〇
円
（
消
費
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込
）

 w
w

w
.kuw

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

新
緑

　

健
一
郎

イ
ボ
タ
ノ
キ
（
木も

く
せ
い犀

科
）

芍し
ゃ
く
や
く薬２

種
（
牡ぼ

た
ん丹

科
）

　
　

陶
花
器
（
幾
左
田
昌
宏
作
）

　

新
緑
の
季
節
の
良
さ
を
味
わ
う
よ

う
に
な
れ
る
の
が
比
較
的
、
遅
か
っ

た
。
昔
は
植
物
に
か
ぎ
ら
ず
、
成
熟

し
た
も
の
や
質
、
技
術
の
高
い
も
の

に
強
い
魅
力
を
感
じ
て
い
た
。
憧
れ

だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
苔
が
べ
っ
と
り

と
つ
い
た
木
瓜
や
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽

な
ど
と
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
母
が

あ
る
若
手
の
バ
ン
ド
を
褒
め
て
い

た
。
技
術
に
優
れ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
が
、
な
ん
と
な
く
魅
力
的
で
は

あ
る
。
少
し
重
た
く
聞
こ
え
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
命
を
削
っ
て
い
る
か

の
よ
う
な
キ
リ
キ
リ
と
し
た
も
の
を

感
じ
た
。
不
安
定
な
が
ら
も
成
り
立

た
っ
て
い
る
様
子
か
ら
、
新
緑
と
も

言
え
る
魅
力
を
感
じ
た
。
余
裕
の
な

さ
、
一
生
懸
命
で
あ
る
こ
と
が
そ
う

見
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
し
か
す
る
と
柔
ら
か
い
新
緑
の

葉
は
虫
に
食
べ
ら
れ
ま
い
と
キ
リ
キ

リ
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

今
は
新
緑
の
若
さ
が
身
に
染
み
る
。

季
節
に
な
る
と
街
中
か
ら
山
を
眺
め

い
つ
も
確
認
し
て
し
ま
う
。
新
緑
は

宝
で
あ
る
。
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