
『近代いけばなの成立一一盛花受容の背畏』

「
近
代
い
け
ば
な
の
成
立

は
じ
め
に

い
け
ば
な
は
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
そ
の
形
や
意
義
を
変
化
さ
せ
、
継
承

さ
れ
て
き
た
。
江
戸
時
代
後
期
に
生
花
(
せ
い
か
)
と
い
う
形
式
の
作
品
を
主

読
に
隆
盛
を
み
た
い
け
ば
な
は
、
明
治
維
新
を
介
し
て
衰
退
を
始
め
、
明
治
時

代
中
期
に
は
い
け
ば
な
界
全
体
が
勢
い
を
失
っ
た
。
明
治
時
代
後
期
に
関
西
で

新
し
い
い
け
方
が
考
案
さ
れ
、
大
正
時
代
初
め
に
盛
花
(
も
り
ぱ
な
)
と
い
う

形
式
に
落
ち
着
く
と
、
盛
花
形
式
の
い
け
ば
な
は
大
流
行
し
た
。
盛
花
は
一
時

の
流
行
に
終
ら
ず
、
現
代
で
も
大
半
の
い
け
ば
な
流
派
に
備
わ
る
一
ジ
ャ
ン
ル

と
な
っ
て
い
る
。

生
花
と
盛
花
は
全
く
異
な
る
い
け
ば
な
で
あ
る
。
本
稿
は
江
戸
時
代
に
生
ま

れ
た
生
花
と
明
治
時
代
後
期
に
生
ま
れ
た
盛
花
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ

を
通
じ
て
盛
花
が
近
代
社
会
に
受
容
さ
れ
た
理
由
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

盛
花
受
容
の
背
景
」鈴

木

栄

子

い
け
ば
な
略
史
と
思
想

自
然
界
の
植
物
を
人
間
生
活
に
取
り
入
れ
る
習
慣
は
、
日
本
で
は
依
代
や
仏

教
に
お
け
る
供
花
、
平
安
貴
族
の
前
栽
合
わ
せ
な
♂
}
を
例
と
し
て
、
古
代
か
ら
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見
ら
れ
る
。
平
安
貴
族
が
日
常
生
活
で
枝
を
屋
内
に
持
ち
込
み
鑑
賞
し
て
い
た

様
子
も
当
時
の
文
学
に
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
後
に
鑑
賞
を
専
ら
に
さ
れ
る
も

の
と
な
っ
た
。
ど
の
時
点
の
鑑
賞
物
か
ら
を
、
今
日
で
い
う
い
け
ば
な
と
呼
ぶ

か
に
つ
い
て
は
、
室
町
時
代
と
い
う
の
が
一
般
的
な
解
釈
で
あ
り
寛
、
永
期

(
一
六
二
四
i
四
回
)
に
池
坊
二
代
専
好
が
確
立
し
た
〈
立
花
〉
(
図
1
)
は
い

け
方
に
細
か
い
規
約
が
あ
り
、
定
型
化
さ
れ
た
形
式
を
も
っ
。
立
花
は
直
立
し

た
真
と
呼
ぶ
役
枝
を
中
心
に
し
て
、
七
本
か
ら
九
本
の
枝
を
厳
密
に
配
置
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
い
け
る
も
の
で
、
整
っ
た
様
式
美
を
備
え
た
作
品
で
あ
る
。
立

花
は
後
水
尾
天
皇
を
筆
頭
に
特
権
階
級
の
い
け
ば
な
と
し
て
広
が
っ
た
。
一
方
で
、

立
花
以
前
に
も
茶
の
湯
の
花
が
あ
っ
た
。
安
土
・
桃
山
期
に
茶
の
湯
が
確
立
し
、
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図 1 池坊ニ代専好の立花

寛永5年"月26日
f立花の次第第九十三滋図』所収

重文池坊総務所蔵

茶
席
で
花
が
飾
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
茶
の
湯
の
花
は
自
然
の
趣
の
ま
ま
に

い
け
る
こ
と
が
大
事
で
、
花
材
の
選
択
や
取
り
合
わ
せ
に
は
規
約
が
あ
っ
た
が
、

い
け
方
に
は
特
に
な
か
っ
た
。
茶
の
湯
の
設
え
の
飾
り
花
は
、
後
に
単
独
で
鑑

賞
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

い
け
ば
な
界
で
は
〈
拠
入
花
〉
(
図
2
)
と
呼
ぶ
よ

あ
り
、
主
に
町
人
の
聞
で
流
行
し
た
。

う
に
な
っ
た
。
拠
入
花
は
厳
し
い
規
約
が
な
い
と
い
う
点
で
立
花
と
は
対
極
に

明
和
二
年
(
一
七
六
五
)
拠
入
花
の
規
約
の
な
さ
が
批
判
さ
れ
、
源
氏
流
が

江
戸
で
創
流
さ
れ
が
)
。
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
池
坊

の
中
心
地
で
あ
る
京
都
か
ら
離
れ
た
江
戸
で
、
い
け
ば
な
詩
持
派
が
次
々
に
生

ま
れ
た
。
安
永
七
年
〈
一
七
七
八
)
是
心
軒
一
露
は
五
格
〈
役
枝
が
五
本
)
の

花
形
を
考
案
し
松
月
堂
古
流
を
創
流
児
、
享
和
元
年
(
一
八
O
一
)
貞
松
斎
米

一
馬
は
三
格
の
花
形
で
正
風
遠
州
流
を
創
流
し
足
。
各
流
が
創
流
に
際
し
て
、

立
花
の
七
格
、
九
格
を
単
純
化
し
て
様
式
を
確
立
す
る
こ
と
に
尽
力
し
た
の
に

対
し
て
、
未
生
斎
一
甫
は
型
の
み
に
留
ま
ら
ず
、

図2-1 生花展開前兆の弛入花

藤掛似水『藤掛似水華伝書』

元禄6年所収図

図2・2 形のない鎚入花

友貞編f諸花弛入百瓶図(乾)J

元禄9年所収図
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い
け
ば
な
に
精
神
性
ま
で
求

一
甫
は
天
円
と
方
形
か
ら
作
り
出
し
た
三
角
形
に
枝
を
配
し
天
地
人
を

め
た
。

割
り
当
て
、
三
格
の
花
形
の
理
論
か
ら
規
矩
を
作
り
、
文
化
一
三
年
(
一
八
三
ハ
)

去
朝
挿
花
百
容
に
ま
と
め
て
関
西
で
未
生
流
を
創
流
し
り
立
花
を
単
純

化
し
た
三
格
花
形
の
い
け
ば
な
は
〈
生
花
(
せ
い
か
)
〉
と
呼
ば
れ
明

八



『近代いけばなの成立ーー盛花受容の宵景」

世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
各
流
い
け
ば
な
は
生
花
を
中
心
と
し

史
で
あ
る
。

て
隆
盛
を
み
た
(
図
3
)
。
以
上
が
江
戸
期
ま
で
の
い
け
ば
な
の
大
ま
か
な
概

立
花
の
思
想
は
、
主
と
し
て
仏
教
・
陰
陽
五
行
・
神
道
の
影
響
を
受
け
て
い

る
。
立
花
を
確
立
し
た
池
坊
は
京
都
六
角
堂
の
寺
院
が
本
拠
地
で
あ
り
、
池
坊

家
元
は
六
角
堂
の
住
職
で
あ
る
。
現
在
も
池
坊
で
根
本
の
教
本
と
し
て
い
る

「
専
応
口
伝
劃
」
に
は
、
一
二
回
忌
、
中
前
と
い
っ
た
仏
教
用
語
が
使
用
さ
れ
仏

教
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
五
節
供
に
好
ま
し
い
花
、
婿
取
り
、
嫁
取
り
の
花
の

取
り
合
わ
せ
に
つ
い
て
の
一
言
動
)
に
は
陰
陽
五
行
の
影
響
も
窺
え
る
。
神
掲
や
祈

祷
神
前
の
花
に
つ
い
て
の
記
述
に
は
神
道
の
影
響
も
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
生
花
は
立
花
を
基
に
、
型
の
簡
易
化
、
役
枝
数
の
減
少
化

が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
儒
教
思
想
に
よ
る
責
保
付
け
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
末
期
に
隆
盛
を
み
た
い
け
ば
な
各
流
派
の
生
花
の
哲
学
は
、

図3-1 梅枝軒の葉蘭一種

『千家流梅枝軒葉蘭一式図』

(安政4年書写)所収

い
ず
れ

も
大
同
小
異
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
円
と
三
角
形
を
組
み
合
わ
せ
て
儒
教
的
な

宇
宙
観
を
述
べ
、
そ
の
枠
の
中
で
枝
を
配
し
て
、
そ
れ
を
様
式
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ら
の
哲
学
に
は
、
陰
陽
道
の
陰
陽
・
円
角
・
主
従
と
い
う
対
照
さ

れ
る
こ
つ
の
も
の
に
よ
っ
て
な
る
二
元
思
想
と
、
儒
教
の
三
角
と
し
て
表
わ
さ

れ
る
天
地
人
思
想
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
五
輪
の
よ
う
な
仏
教
思
想
の
影
響
を

受
け
て
創
流
し
た
流
派
も
あ
る
が
、
総
じ
て
、
生
花
は
儒
教
的
世
界
観
を
内
包

し
て
い
る
。

『
本
朝
挿
花
百
練
』
で
述
べ
ら
れ
た
未
生
斎
一
甫
の
哲
学
は
、
今
も
未
生
流

で
は
根
本
理
念
と
な
っ
て
い
る
。
天
円
や
方
形
を
核
と
す
る
陰
陽
思
想
の
摂
取
、

天
地
人
を
象
徴
す
る
三
角
が
生
花
の
根
本
様
式
と
意
味
付
け
ら
れ
て
い
る
。
現

在
の
未
生
流
教
本
で
述
べ
ら
れ
る
一
甫
の
教
え
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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天
円
に
か
た
ど
り
て
一
つ
の
円
相
を
画
く
、
円
の
中
心
よ
り
左
右
上
下

図3-2 菊の生花

未生斎ー甫F挿花百練』

秘伝本文化13年刊所収

図3-3 仁寿亭冠王草 生花

r;舌花図大成J(寛政元年干1])所収

吉尾泰雅撰青山御流の花書
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図4 天円地方の論理

未生流教科書f未生流の格花』所収

未生流の根本思想は天門地方

三角形の鱗形が見られる

へ
十
文
字
の
経
緯
線
を
引
き
出
す
、
経
線
の
上
下
円
線
と
合
う
所
を
南
と

北
と
す
、
緯
線
の
左
右
あ
る
す
ぢ
と
あ
う
と
こ
ろ
を
東
と
西
と
す
、
拐
、

北
よ
り
東
、
東
よ
り
南
、
南
よ
り
西
へ
と
角
が
け
に
直
線
を
引
き
出
し
、

西
よ
り
北
に
終
る
と
き
は
自
然
の
真
形
に
て
曲
尺
の
生
ず
る
処
天
下
の
方

形
な
る
も
の
皆
是
を
則
と
し
て
形
を
調
う
。
己
に
天
地
か
た
ち
を
備
う
る

と
い
え
ど
も
東
西
和
合
を
な
さ
ず
、
南
北
心
在
理
ぜ
ざ
れ
ば
生
々
化
々
の

用
な
し
、
こ
こ
に
於
て
経
線
よ
り
折
て
東
西
を
合
す
る
時
は
三
角
の
鱗
形

と
な
る
、
凡
天
地
間
の
形
す
る
も
の
此
三
角
よ
り
出
ざ
る
も
の
な
し
。
こ

れ
に
よ
り
て
当
流
花
矩
は
天
地
自
然
の
和
合
に
叶
い
三
角
形
の
鱗
形
を
も

っ
て
挿
花
の
形
と
す
る
な
り
(
後
略
)

肥
原
康
甫
『
未
生
流
の
格
花
』

(
傍
点
筆
者
)

こ
こ
に
は
、
陰
陽
思
想
に
よ
る
天
円
・
方
形
の
理
解
と
儒
教
の
天
地
人
に
よ

い
け
方
に
お
い
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、

る
三
角
の
理
解
が
、

そ
の
時
代
の
権
威
あ
る
思
想
と
挿
花
の
形
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
と
が
わ

か
る
〈
図
4
)
。

江
戸
幕
府
が
採
用
し
た
根
本
思
想
は
儒
教
、

つ
ま
り
朱
子
学
で
あ
っ
た
。
当

初
、
朱
子
学
は
為
政
者
の
思
想
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
中
期
頃
に
は
心
学
の
普
及

一
方
で
、
儒
教

に
よ
り
町
人
に
も
浸
透
し
、
道
徳
的
規
範
の
根
底
と
な
っ
た
。

は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
政
治
的
威
光
と
結
び
つ
い
た
権
威
の
世
界
で
も
あ

り
、
儒
教
的
世
界
観
に
結
び
付
け
ら
れ
た
生
花
は
、
多
く
の
支
持
者
を
得
る
要

素
を
備
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
花
は
江
戸
時
代
末
期
ま
で
大
い
に
流
行
し
、

各
い
け
ば
な
流
派
は
隆
盛
を
み
る
が
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
そ
の
支
持
者
の
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中
心
で
あ
っ
た
江
戸
期
の
特
権
階
級
を
失
い
、
低
迷
す
る
に
至
っ
た
。

盛
花
の
誕
生

い
け
ば
な
各
流
派
が
勢
い
を
失
っ
て
い
た
明
治
二
七
年
頃
、
宝
塚
で
池
坊
の

い
け
ば
な
教
授
活
動
を
し
て
い
た
小
原
雲
心
は
、
自
然
の
景
観
を
模
写
し
草
木

を
盛
る
よ
う
に
い
け
る
新
し
い
い
け
ば
な
を
考
え
出
し
た
。
後
に
〈
自
然
盛

花
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

文
久
元
年
〈
一
八
六
一
)
松
江
生
ま
れ
の
高
田
房
五
郎
(
後
の
小
原
雲
心
)

は
、
明
治
一
三
年
(
一
八
八

O
)
大
阪
で
池
坊
い
け
ば
な
に
入
門
し
た
。
雲
心



も
う
一
点
、
盛
花
誕
生
の
社
会
的
背
景
と
し
て
宝
塚
の
園
芸
志
向
が
あ
る
。

特
に
当
時
は
宝
塚
で
盆
石
・
盆
景
が
流
行
し
て
い
た
。
宝
塚
市
山
本
地
区
は

一
七
世
紀
後
半
か
ら
、
日
本
三
大
植
木
産
地
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
園
芸

が
盛
ん
で
あ
っ
時
。
明
治
期
に
流
行
っ
た
盆
石
と
は
、
黒
塗
り
の
平
板
に
小
石

や
白
砂
で
山
や
波
を
表
わ
し
自
然
景
観
を
模
し
て
鑑
賞
す
る
遊
芸
で
あ
る
。
盆

景
と
は
自
然
の
棲
性
植
物
の
株
立
て
を
盆
栽
鉢
に
植
え
て
鑑
賞
す
る
も
の
で
あ

る
。
盆
石
・
盆
景
と
も
に
小
さ
な
盆
の
中
に
字
宙
を
表
わ
す
。
こ
う
い
っ
た
諸

条
件
に
加
え
て
、
決
定
的
に
重
要
だ
っ
た
の
は
、
雲
心
が
い
け
ば
な
で
自
然
を

表
現
す
る
方
法
を
考
案
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
後
に
自
然
盛
花
(
図
5
)

と
な
っ
た
。

の
生
活
環
境
は
自
然
盛
花
が
誕
生
す
る
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
住
居
近
郊
で

あ
る
宝
塚
市
中
山
連
山
は
、
自
然
景
観
が
小
さ
く
ま
と
ま
り
箱
庭
的
で
模
写
し

や
す
く
、
植
生
環
境
は
花
材
に
な
る
嬢
性
植
物
生
育
に
適
し
て
い
る
。
中
山
連

山
一
帯
(
摂
津
丘
陵
地
帯
)
の
地
質
は
風
化
し
た
石
英
斑
岩
で
固
く
、
土
壌
は

貧
弱
で
酸
性
で
あ
る
。
植
物
は
深
く
根
を
は
れ
ず
、
枝
葉
は
大
き
く
育
た
ず
、

例
え
ば
松
葉
は
三
セ
ン
チ
く
ら
い
と
小
振
り
に
し
ま
る
。
赤
松
、
山
桜
と
い
っ

た
高
木
は
ま
ば
ら
に
植
生
し
、
高
木
の
下
に
瞬
間
類
、
夏
櫨
な
ど
の
中
木
が
集

ま
り
、
そ
の
足
元
に
小
羊
歯
、
裏
白
と
い
っ
た
草
も
の
が
群
生
す
る
。
ま
ば
ら

に
植
生
す
る
各
高
木
に
風
は
直
接
あ
た
り
、
高
木
の
枝
は
風
情
あ
る
面
白
い
形

に
な
っ
て
い
る
。
雲
心
は
狭
い
範
囲
で
多
種
多
様
の
自
然
植
物
を
観
察
し
、
花

材
を
入
手
で
き
る
環
境
に
い
た
。
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雲
心
が
理
想
と
す
る
自
然
盛
花
と
は
、
花
材
を
組
み
合
わ
せ
て
自
然
の
景
観

を
模
写
し
、
写
さ
れ
る
景
色
に
似
た
雰
囲
気
を

『近代いけばなの成立一一盛花受容の背景J

醸
し
出
す
よ
う
に
挿
す
い
け
ば
な
で
あ
る
。
酷

似
す
る
景
色
の
再
現
が
大
事
な
の
で
は
な
く
、

図5-3 自然盛花(現写景盛花)

醤柳・段竹・睡蓮・蓬・霞草

自然盛花

自然盛花

自
然
ら
し
い
雰
囲
気
を
見
せ
る
こ
と
が
重
要
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
、
黒
い
幹
の
赤
松
が
枝
を
横

に
は
る
姿
に
似
せ
て
、
赤
松
の
枝
を
水
盤
に
立

て
、
そ
の
枝
下
に
満
天
星
を
入
れ
、
そ
の
下
に

蟹
羊
歯
を
重
ね
て
挿
す
。
蟹
羊
歯
の
聞
か
ら
薄

の
穂
を
突
出
さ
せ
、
そ
の
奥
に
山
帰
来
の
赤
い

実
が
葉
の
茂
み
か
ら
垣
間
見
え
る
と
い
う
よ
う

小原響，心

小原雲，心

図5・2

図5-1
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図6-1 小原雲心色彩盛花

ゼラニウム・マーガレット・アスパラガス

な
景
観
を
、
水
盤
上
に
作
り
出
す
。
葉
の
重
な
り
と
空
間
の
粗
密
、
水
際
の
う

ね
り
具
合
な
ど
に
配
膳
し
て
写
実
観
を
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

雲
心
の
「
色
彩
盛
花
」
|
|
「
自
然
盛
花
」
の
展
開

l
l

文
明
開
化
後
、
横
浜
に
近
辺
在
住
外
国
人
を
対
象
に
し
た
洋
花
専
門
の
花
屋

が
次
々
に
生
ま
れ
た
。
外
国
人
の
要
請
に
よ
っ
て
横
浜
で
栽
培
や
輸
入
さ
れ
た

洋
花
は
他
地
域
へ
も
広
が
り
、
明
治
三

0
年
代
に
は
関
西
に
も
出
回
っ
た
。
雲

心
は
自
ら
が
考
案
し
た
自
然
盛
花
の
手
法
を
使
っ
て
、
花
材
に
洋
花
を
用
い
た 色違いの大菊三種

〈
色
彩
盛
花
〉
を
生
み
出
し
た
。
自
然
盛
花
は
、
水
盤
内
の
縁
に
密
着
さ
せ
て

花
留
(
現
剣
山
。
当
時
は
七
宝
)
を
置
き
、
水
盤
に
合
う
長
さ
に
切
っ
た
樹
木

や
草
花
を
奥
行
を
つ
け
な
が
ら
挿
し
て
作
り
上
げ
て
い
く
。
そ
の
樹
木
や
草
花

を
洋
花
に
変
え
た
も
の
が
、
後
に
色
彩
盛
花
〈
図
6
)
と
な
る
。

水
盤
は
挿
し
口
が
広
い
の
で
、
従
来
の
生
花
よ
り
多
種
、
多
数
の
花
材
を
、

色彩盛花

自
由
な
長
さ
、
傾
斜
角
度
で
挿
す
こ
と
が
で
き
、
華
や
か
な
い
け
ば
な
を
創
作

で
き
る
。
生
花
で
は
一
番
短
い
役
枝
で
も
最
低
三
寸
(
約
九
て
ミ
リ
)
の
長
さ

は
必
要
で
あ
る
。
当
時
普
及
し
て
き
た
洋
花
の
、
例
え
ば
三
色
童
、
ゼ
ラ
ニ
ウ

図6-2

ム
、
ス
イ
ト
ピ
ー
な
ど
は
、
現
代
と
異
な
り
茎
の
短
い
も
の
し
か
な
か
っ
た
。

茎
が
短
い
洋
花
は
生
花
の
花
材
に
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
平
た
い
水
盤
に
低
く

挿
せ
る
色
彩
盛
花
で
は
、
花
材
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

自
然
盛
花
で
大
事
に
さ
れ
る
自
然
観
は
色
彩
盛
花
で
も
重
視
さ
れ
た
。
一
例

を
あ
げ
る
と
、
花
に
は
葉
を
つ
け
る
と
花
は
よ
り
き
れ
い
に
見
え
る
と
い
う
理

由
で
葉
を
添
え
た
が
、
そ
の
時
、
葉
の
向
き
や
茎
を
添
わ
す
位
置
、
挿
し
口
な

ど
が
自
然
に
見
え
る
よ
う
に
挿
し
た
。
雲
心
は
後
に
色
彩
盛
花
に
も
、
花
も
の

だ
け
で
な
く
枝
も
の
も
穫
っ
た
。
枝
も
の
と
は
、
花
材
に
な
っ
た
樹
木
の
枝
の

呼
び
方
で
あ
る
。
枝
も
の
を
挿
す
時
は
、
そ
の
枝
が
自
然
界
で
垂
直
方
向
に
立

っ
て
い
た
か
水
平
方
向
に
は
っ
て
い
た
か
を
見
極
め
、
自
然
ら
し
く
い
け
る
こ

と
を
重
視
し
た
。
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あ
る
。
雲
心
が
盛
花
を
世
に
公
表
し
た
の
は
明
治
三
一
年
で
あ
り
、
小
原
式
国

風
盛
花
と
名
乗
っ
て
流
が
独
立
し
た
の
は
明
治
四
三
年
で
あ
る
。

四

生
花
と
盛
花
の
比
較

江
戸
時
代
末
期
に
流
行
し
た
生
花
と
雲
心
の
考
案
し
た
盛
花
を
比
較
し
て
、

そ
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
精
神
面
に
お
け
る
差
異
と
し
て
、
作
品

に
お
け
る
宇
宙
観
と
規
約
の
有
無
が
あ
る
。
既
述
の
と
お
り
、
生
花
の
規
約
は

儒
教
的
宇
宙
観
を
基
本
に
す
る
。
三
本
の
役
枝
の
意
味
す
る
も
の
が
、
順
序
や

呼
び
名
は
涜
派
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
天
と
地
と
人
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
思
想
を
今
に
伝
え
る
池
坊
の
現
代
の
解
説
書
に
、
生
花
の
作
品
に

は
「
天
と
地
の
大
調
和
の
中
に
い
の
ち
の
大
事
を
見
定
め
る
」
宇
宙
観
が
あ
り
、

「
広
義
の
宗
教
的
思
想
」
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
様
式
美
を
み
せ
る
生

花
は
宗
教
性
を
帯
び
る
こ
と
で
荘
厳
な
美
し
さ
を
備
え
る
。
法
式
に
従
い
花
を

い
け
る
作
業
に
は
、
決
め
ら
れ
た
手
順
と
集
中
力
が
必
要
で
あ
り
、
手
順
を
理

解
す
る
に
は
思
考
力
も
求
め
ら
れ
る
。
作
業
に
臨
む
と
自
ず
と
気
持
ち
を
引
き

締
め
る
空
気
に
な
り
、
い
け
ば
な
を
暗
む
こ
と
自
体
が
精
神
性
の
高
い
こ
と
と

な
る
。一

方
、
雲
心
の
自
然
盛
花
は
、
既
述
の
よ
う
に
宇
宙
観
を
備
え
な
が
ら
自
然

の
風
景
を
盆
上
に
表
わ
す
盆
景
の
、
造
形
性
の
み
の
模
写
で
あ
り
、
宇
宙
観
は

踏
襲
し
て
い
な
い
。
自
然
盛
花
を
基
に
し
て
生
ま
れ
た
色
彩
盛
花
も
、
生
花
に

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
儒
教
的
宇
宙
観
を
含
ま
ず
規
約
も
な
い
。
大
正
四
年
の

婦
人
総
合
雑
誌
『
婦
人
世
界
』
に
盛
花
に
つ
い
て
の
雲
心
の
一
文
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

一
定
の
方
式
に
懐
ま
っ
て
ゐ
て
、
た
だ
季
節
に
よ

っ
て
花
を
取
替
へ
る
だ
け
の
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
に
、
材
料
に
用
ゐ
る
花

こ
れ
ま
で
の
生
花
は
、

も
、
一
ニ
尺
で
な
け
れ
ば
い
か
ぬ
と
か
、
二
尺
五
寸
以
上
の
も
の
に
限
る
と

か
、
花
は
何
本
ま
で
と
い
ふ
や
う
に
、
型
通
り
に
活
け
て
、
し
か
も
、
正

面
の
一
方
よ
り
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

盛
花
は
そ
ん
な
形
式
的
の
こ
と
は
一
切
い
た
し
ま
せ
ん
。
大
き
い
も
の
で

も
、
小
さ
い
も
の
で
も
、
水
の
も
の
で
も
、
木
の
も
の
で
も
、
何
本
で
も
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構
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
生
花
の
や
う
に
、
前
か
ら
ば
か
り
見
る
も
の

で
は
な
く
、
四
方
か
ら
眺
め
る
や
う
に
で
き
て
ゐ
る
か
ら
で
す
。
(
以
下

略

六
合
軒
小
原
雲
心
「
草
花
を
活
け
て
楽
し
む
盛
花
の
流
伊

(
傍
点
筆
者
)

こ
こ
に
は
、
雲
心
は
盛
花
に
形
式
を
作
ら
ず
、
そ
れ
が
生
花
に
比
べ
て
有
利
な

点
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
。

盛
花
に
は
、
守
る
べ
き
法
式
が
な
く
、
拘
束
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
拙
入

花
の
流
れ
を
継
い
だ
と
い
え
る
。
雲
心
の
盛
花
は
、
儒
教
的
な
潤
色
に
よ
ら
ず
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に
植
物
老
実
質
的
美
し
さ
で
捉
え
、
そ
の
上
で
生
活
の
場
で
実
用
的
に
生
か
そ

う
と
す
る
い
け
ば
な
で
あ
っ
た
。

次
に
、
造
形
面
で
形
と
色
に
関
す
る
差
異
を
考
え
て
み
た
い
。
形
に
関
し
て

目
立
つ
差
異
は
挿
し
口
の
ま
と
め
方
で
あ
る
。
花
材
の
足
元
老
、
生
花
は
規
約

に
よ
り
一
点
に
ま
と
め
る
が
、
盛
花
は
広
い
面
を
自
由
に
使
い
、
ま
と
め
る
必

要
は
な
い
。
生
花
で
使
う
花
器
は
瓶
型
が
多
く
、
そ
の
場
合
の
足
元
は
瓶
の
口

元
に
ま
と
め
る
。
生
花
で
口
の
広
い
器
を
使
う
場
合
は
足
元
老
砂
で
覆
う
(
砂

之
物
)
か
、
挿
し
口
を
二
ケ
所
に
分
け
、
い
ず
れ
の
場
合
も
足
元
は
一
点
に
ま

と
め
弱
。
一
点
か
ら
枝
が
上
に
広
が
っ
て
形
を
な
し
て
作
品
と
な
り
、
見
所
は

線
の
面
白
さ
、
美
し
さ
で
あ
る
。
枝
は
決
め
ら
れ
た
形
に
作
る
こ
と
が
重
要
で

あ
り
、
矯
め
る
技
術
を
要
す
る
。
異
な
る
花
材
で
も
同
じ
型
の
規
約
通
り
に
い

け
れ
ば
、
三
角
形
を
基
本
に
し
た
様
式
美
の
生
花
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

自
然
盛
花
で
は
、
植
物
を
決
め
ら
れ
た
形
に
作
る
の
で
な
く
、
特
徴
を
見
つ

け
て
自
然
ら
し
く
見
せ
る
工
夫
を
し
て
、
自
然
観
、
真
実
味
の
表
現
に
重
点
が

お
か
れ
る
。
山
間
や
海
辺
の
よ
う
な
広
い
自
然
景
観
を
モ
デ
ル
に
し
て
足
元
老

締
め
て
は
で
き
な
い
。
平
た
い
水
盤
に
、
挿
し
口
を
広
く
面
に
と
り
横
方
向
に

広
げ
て
挿
し
て
い
く
よ
り
方
法
は
な
い
。
出
来
上
が
っ
た
自
然
盛
花
の
作
品
に

一
定
の
型
は
な
い
。
挿
し
口
を
面
に
と
る
の
は
色
彩
盛
花
で
も
同
様
で
あ
る
。

雲
心
の
色
彩
盛
花
の
作
品
で
写
真
に
残
る
も
の
に
、
例
え
ば
ゼ
ラ
ニ
ウ
ム
・
マ

ー
ガ
レ
ッ
ト
に
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
観
葉
植
物
も
加
え
た
も
の
、
大
輪
菊
ば
か
り

を
約
三

O
本
挿
し
た
も
の
、
こ
で
ま
り
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
椿
・
パ
ラ
・
山
丹

花
・
ゼ
ラ
ニ
ウ
ム
と
多
種
を
入
れ
た
も
の
、
花
菖
蒲
・
紫
陽
花
・
透
か
し
百
合

を
挿
し
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
花
材
は
多
種
で
、
平
た
い
水

盤
い
っ
ぱ
い
に
挿
し
、
方
向
、
長
さ
、
挿
し
口
は
一
定
で
な
く
、
そ
こ
に
定
ま

っ
た
型
は
見
ら
れ
な
い
。
色
彩
盛
花
は
作
品
全
体
で
動
き
の
あ
る
形
を
作
る
と

い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
花
や
葉
の
形
の
面
白
さ
や
組
み
合
わ
せ
、
ま
た
配
色

を
見
所
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
色
の
扱
い
方
に
関
す
る
差
異
も
大
き
い
。
生
花
の
花
材
は
枝
も
の
が
中

心
で
、
花
も
の
は
あ
し
ら
い
と
し
て
少
量
挿
さ
れ
る
。
花
材
が
花
木
(
花
っ
き

枝
。
例
え
ば
椿
、
桜
、
連
麹
)
の
場
合
も
、
花
木
の
花
色
が
加
わ
る
だ
け
で
あ

り
作
品
全
体
に
お
け
る
色
味
の
量
は
少
な
い
。
色
彩
盛
花
は
多
種
の
花
を
挿
す

た
め
多
色
使
い
に
な
り
、
鮮
や
か
な
色
の
洋
花
を
使
う
の
で
高
彩
度
に
な
る
。
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数
多
い
花
を
面
に
広
げ
て
挿
す
の
で
配
色
の
面
で
豊
か
な
作
品
と
な
る
。

以
上
か
ら
、
生
花
と
盛
花
の
差
異
を
ま
と
め
る
。
生
花
は
、
ま
と
め
ら
れ
た

一
点
か
ら
出
る
線
の
動
き
の
美
し
さ
と
様
式
美
を
見
所
と
し
、
儒
教
的
世
界
観

を
花
に
具
体
化
す
る
哲
学
を
含
む
、
精
神
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
盛
花
は
、

儒
教
的
世
界
観
を
内
包
し
な
い
。
そ
れ
は
、
平
た
い
面
に
広
が
る
色
の
重
な
り

ゃ
対
比
、
素
材
の
形
や
質
感
の
面
白
さ
を
見
せ
、
造
形
上
の
主
眼
は
量
塊
や
色

彩
の
美
に
あ
り
、
植
物
の
実
質
的
美
し
さ
を
美
的
に
工
夫
し
て
見
せ
る
い
け
ば

な
で
あ
る
。
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五

盛
花
流
行
の
背
景

明
治
維
新
以
降
の
日
本
の
近
代
化
・
大
衆
化
す
る
社
会
の
中
で
盛
花
は
受
容

さ
れ
て
い
く
が
、
乙
こ
で
は
、
そ
の
背
景
を
考
察
し
た
い
。

色
彩
面
に
お
け
る
大
衆
化
の
一
面
と
し
て
、
単
色
・
低
彩
度
色
か
ら
多
色
・

高
彩
度
色
へ
の
変
化
が
あ
る
。
矢
代
幸
雄
氏
は
著
書
『
水
墨
酎
』
の
中
で
、
色

彩
は
物
質
の
外
観
と
し
て
顕
著
で
あ
り
、
色
彩
感
覚
は
も
っ
と
も
原
始
的
な
感

覚
な
の
で
、
人
間
の
心
を
動
か
す
の
に
幻
惑
的
で
有
用
で
あ
る
。
「
(
色
彩
は
)

興
味
老
官
能
の
陶
酔
に
抹
溺
せ
し
め
て
、
よ
り
深
き
も
の
を
求
む
る
に
、
い
と

ま
な
か
ら
し
め
る
」
と
一
三
旬
、
筆
者
も
大
筋
で
同
様
に
考
え
る
。
宣
伝
マ
ン
の

衣
装
、
道
に
並
ぶ
宣
伝
ポ
ス
タ
ー
や
看
板
を
多
色
・
高
彩
度
色
に
す
る
の
は
人

目
を
惹
く
た
め
の
試
み
で
あ
ろ
う
。
能
衣
装
や
宗
教
行
事
の
装
飾
品
な
ど
、
必

ず
し
も
大
衆
に
近
く
な
い
世
界
で
も
多
色
・
高
彩
度
色
は
使
わ
れ
る
が
、
こ
れ

は
奉
納
の
意
味
で
絶
対
者
や
神
仏
へ
の
喚
起
と
考
え
る
と
理
解
で
き
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
概
し
て
、
多
色
・
高
彩
度
色
は
、
大
衆
の
感
覚
に
直
接
訴
え
て

わ
か
り
や
す
く
、
よ
り
受
容
さ
れ
や
す
い
と
考
え
る
。

盛
花
が
生
花
に
比
べ
て
多
色
・
高
彩
度
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
盛
花
の
方

が
生
花
に
比
べ
て
大
衆
の
好
み
に
、
よ
り
近
か
っ
た
と
い
え
る
。
明
治
維
新
後
、

社
会
的
変
動
を
経
て
、
多
く
旧
階
級
に
属
し
て
い
た
生
花
の
い
け
手
が
激
減
し

た
い
け
ば
な
界
は
明
治
後
半
か
ら
再
興
し
た
が
、
そ
の
時
の
主
た
る
い
け
手
は
、

も
は
や
従
来
の
特
権
階
級
で
は
な
く
、
よ
り
大
衆
に
近
い
階
層
で
あ
っ
た
。
や

が
て
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
白
樺
派
と
い
っ
た
変
革
の
動
き
の
活
発
な
一
時

期
を
迎
え
、
派
手
で
感
覚
的
な
盛
花
は
、
静
か
で
奥
深
い
鑑
賞
眼
を
必
要
と
す

る
生
花
よ
り
、
新
興
の
市
民
層
に
理
解
さ
れ
や
す
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

盛
花
が
受
容
さ
れ
た
精
神
面
の
理
由
と
し
て
、
盛
花
に
は
規
約
か
ら
の
解
放

性
が
あ
り
、
近
代
化
す
る
時
代
に
合
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
江
戸
時

代
末
期
の
い
け
ば
な
は
武
家
、
富
裕
商
家
の
女
性
の
曙
み
ご
と
で
あ
っ
た
。
明

治
政
府
の
教
育
制
度
充
実
方
針
で
、
女
子
教
育
の
修
身
授
業
の
実
施
内
容
と
し

て
生
花
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
い
け
ば
な
は
教
育
を
受
け
る
女
子

層
に
ま
で
広
が
っ
た
。

明
治
二
三
年
(
一
八
九
O
)
発
布
さ
れ
た
教
育
勅
語
は
、
忠
君
愛
国
主
義
と

儒
教
的
道
徳
を
内
容
と
し
た
。
日
清
・
日
露
戦
争
へ
と
動
く
世
情
に
あ
り
、
女
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子
は
強
い
男
児
を
育
て
る
良
妻
賢
母
像
が
求
め
ら
れ
た
。
女
子
の
不
就
学
は
戒

め
ら
樹
、
家
庭
教
育
に
実
用
的
な
教
科
を
入
れ
る
こ
と
、
並
び
に
修
身
・
作
法

が
重
視
さ
れ
た
。
修
身
・
作
法
教
育
の
実
施
内
容
と
し
て
は
江
戸
期
伝
来
の
生

花
が
取
り
入
れ
ら
れ
ね
。
生
花
の
教
え
に
儒
教
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

生
花
が
学
校
教
育
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
の
に
有
利
で
あ
っ
た
ろ
う
。
高
等
女
学

校
の
授
業
な
の
で
社
会
全
体
と
は
言
え
な
い
が
、
い
け
ば
な
は
江
戸
期
よ
り
も

一
層
広
範
囲
の
社
会
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
、
そ
の
意
味
で
も
一
般
大
衆
に
よ
り

身
近
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

盛
花
を
い
け
る
過
程
に
は
、
厳
し
い
様
式
に
拘
束
さ
れ
た
生
花
に
比
べ
て
、

い
け
る
人
に
と
っ
て
、
よ
り
大
き
な
創
造
上
の
自
由
が
あ
り
、
こ
こ
に
い
れ
ば
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時
代
の
流
れ
と
共
鳴
す
る
解
放
感
も
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
盛
花
で
重
視
す

る
自
然
感
、
出
生
感
と
は
、
い
け
手
が
自
分
の
感
覚
で
見
つ
け
、
工
夫
し
て
表

現
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
け
手
の
意
志
が
作
品
に
反
映
さ
れ
る
。

修
身
授
業
で
の
生
花
は
与
え
ら
れ
た
花
で
あ
り
、
個
人
の
意
志
に
関
係
な
く
、

儒
教
色
の
従
う
べ
き
細
か
な
規
則
や
教
え
が
多
い
。
生
花
に
親
し
む
人
々
に
と

っ
て
、
修
身
的
教
え
を
内
包
し
な
い
盛
花
は
目
新
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
生
花

主
流
で
あ
っ
た
い
け
ば
な
界
で
は
、
人
々
は
盛
花
に
規
約
か
ら
の
解
放
感
を
感

じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
社
会
で
は
自
由
民
権
運
動
が
活
発
に
な
り
、
一
部
の
婦

人
運
動
家
た
ち
は
婦
人
の
政
治
的
自
由
、
権
利
を
求
め
て
運
動
す
る
な
ど
、
女

性
も
個
の
尊
重
が
叫
ば
れ
た
。
し
か
し
、
一
般
家
庭
で
は
ま
だ
家
父
長
制
度
は

強
く
残
り
、
家
庭
婦
人
の
家
庭
に
お
け
る
立
場
は
充
分
に
自
由
で
あ
っ
た
と
は

い
え
な
い
。
規
範
や
束
縛
を
持
た
ず
自
由
に
挿
せ
る
盛
花
は
、
男
の
手
の
届
か

な
い
世
界
で
あ
り
、
解
放
感
を
満
た
し
、
あ
る
種
の
自
己
実
現
の
役
を
果
た
し

た
と
考
え
る
。

荘
厳
性
と
装
飾
性
を
も
っ
精
神
性
の
高
い
生
花
に
対
し
て
、
盛
花
は
人
間
生

活
を
装
飾
す
る
も
の
で
あ
る
。
創
作
過
程
で
、
花
材
の
取
り
合
せ
、
色
、
形
な

ど
に
お
い
て
個
人
の
好
み
を
反
映
さ
せ
や
す
く
、
鑑
賞
も
難
し
い
思
考
や
理
論

を
必
要
と
せ
ず
、
感
覚
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
盛
花
は
、
個
々
の
民
衆
に
身

近
な
も
の
に
な
り
や
す
く
、
時
代
の
流
れ
に
合
っ
て
い
た
。

盛
花
が
和
洋
折
衷
の
要
素
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
、
人
々
の
支
持
を
得
た
理

由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
文
明
開
化
後
の
西
洋
化
は
上
層
階
級
の
、
主
に
公
共
の

場
か
ら
定
着
し
て
い
き
、
次
第
に
社
会
の
下
層
に
も
広
が
っ
た
。
大
正
時
代
に

は
、
い
わ
ゆ
る
ハ
イ
カ
ラ
志
向
が
一
般
で
も
時
代
の
先
取
で
あ
っ
た
。
明
治
初

期
、
政
府
に
招
聴
さ
れ
た
お
雇
い
外
国
人
が
横
浜
に
居
老
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
、

横
浜
は
西
洋
化
先
駆
の
地
と
な
っ
た
。
外
国
人
を
対
象
に
生
ま
れ
た
元
町
商
庖

街
に
洋
風
花
屋
が
次
々
に
開
庖
し
た
の
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
洋
風
花

屋
に
と
っ
て
、
客
で
あ
る
外
国
人
の
要
望
を
満
た
す
こ
と
は
西
洋
の
フ
ロ
ー
ラ

ル
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
直
接
学
ぶ
機
会
に
な
っ
た
。
花
を
中
心
に
派
手
に
挿
す

フ
ロ
ー
ラ
ル
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
実
技
を
身
に
付
け
た
花
屋
は
、
東
京
を
初
め

と
し
て
日
本
中
に
広
が
っ
た
。

公
共
の
場
の
花
飾
り
は
、
専
門
職
の
洋
風
花
屋
が
す
る
フ
ロ
ー
ラ
ル
デ
コ
レ

ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
洋
風
化
す
る
社
会
で
は
、
花
の
飾
り
方
も
洋
風
飾
り
が

一
般
家
庭
人
に
と
っ
て
の
花
飾
り
と
は
い
け
ば
な
で
あ
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時
代
先
取
で
あ
る
が
、

っ
た
。
枝
も
の
中
心
の
生
花
と
違
っ
て
、
色
香
の
華
や
か
な
花
を
数
多
く
見
せ

る
色
彩
盛
花
は
フ
ロ
ー
ラ
ル
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
近
い
。
『
花
井
応
用
装
飾
郡

掲
載
の
着
色
絵
に
、
金
属
製
取
っ
手
つ
き
皿
に
赤
ミ
ニ
パ
ラ
、
青
ム
ス
カ
リ
、

緑
を
入
れ
、
取
っ
手
に
は
薄
紫
色
の
リ
ボ
ン
を
結
ん
だ
作
品
が
あ
る
。
雲
心
の

明
治
末
年
の
着
色
写
真
作
品
に
、
似
た
も
の
が
あ
る
。
白
砥
部
焼
三
つ
足
鉄
鉢

型
水
盤
に
山
菜
更
の
枝
、
葉
先
が
青
の
葉
牡
丹
、
赤
ゼ
ラ
ニ
ウ
ム
、
春
蘭
が
種

類
ご
と
に
分
け
ら
れ
横
張
り
に
い
け
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
雲
心
の
作
品
は

人
々
の
自
に
は
フ
ロ
ー
ラ
ル
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
近
い
も
の
と
写
っ
た
で
あ
ろ

う
が
、
い
け
ば
な
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
け
ば
な
で
あ
り
な
が
ら
洋
風
の



「近代いけばなの成立一一盛花受容の背景j

雰
囲
気
を
持
つ
盛
花
は
、
時
代
先
取
の
意
識
の
あ
る
人
々
の
関
心
を
惹
い
た
で

あ
ろ
う
。

日
清
・
日
露
戦
争
後
、
日
本
は
産
業
が
発
展
し
人
々
の
暮
ら
し
は
近
代
的
に

な
り
洋
風
化
し
て
い
っ
た
。
明
治
四
五
年
、
第
一
回
小
原
式
国
風
盛
花
大
会
が
、

百
貨
屈
に
な
っ
た
ば
か
り
の
株
式
会
社
三
越
呉
服
庄
の
大
阪
三
越
呉
服
屈
で
催

さ
れ
た
。
い
ち
早
く
デ
パ
ー
ト
に
な
っ
た
三
越
は
越
後
屋
時
代
の
上
層
顧
客
を

維
持
し
、
客
幅
を
拡
大
し
た
か
っ
た
。
三
越
は
時
代
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
を
目

指
し
て
、
文
化
活
動
と
洋
風
志
向
の
二
本
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
商
法
そ
展
開
し

た
。
三
越
は
専
属
の
ポ
ス
タ
ー
画
家
と
し
て
日
本
画
を
学
ん
だ
杉
浦
非
水
を
採

用
し
時
。
非
水
の
描
く
ポ
ス
タ
ー
に
は
椅
子
・
テ
ー
ブ
ル
・
洋
花
と
モ
ダ
ン
な

女
性
が
登
場
す
る
。
日
本
画
家
の
非
水
が
、
西
洋
的
家
具
、
調
度
、
衣
装
を
洋

風
に
描
く
こ
と
自
体
が
和
洋
折
衷
で
あ
る
。
描
か
れ
る
女
性
は
日
本
人
で
あ
る

が
、
ポ
ス
タ
ー
全
体
が
洋
風
雰
囲
気
を
帯
び
て
く
る
。
三
越
の
提
示
し
た
和
洋

折
衷
は
、
時
代
の
好
尚
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

日
本
の
い
け
ば
な
に
洋
花
を
取
り
込
む
小
原
式
盛
花
も
和
洋
折
衷
で
あ
り
、

こ
の
点
で
三
越
の
狙
い
と
一
致
す
る
。
三
越
の
客
層
と
小
原
式
い
け
ば
な
流
の

持
つ
弟
子
の
層
は
、
共
に
比
較
的
上
中
流
層
に
属
し
て
い
る
。
三
越
を
会
場
に

し
た
小
原
式
い
け
ば
な
流
の
花
展
は
、
一
ニ
越
に
と
っ
て
は
文
化
活
動
の
一
端
と

な
っ
た
。
小
原
式
い
け
ば
な
法
制
派
に
と
っ
て
は
、
時
代
を
先
取
り
す
る
百
貨
庄

で
開
催
す
る
も
の
と
し
て
宣
伝
効
果
、
か
あ
り
、
三
越
、
小
原
式
い
け
ば
な
流
の

双
方
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
乙
の
花
展
は
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
続
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
盛
花
は
い
け
ば
な
の
伝
統
を
洋
風
に
継
承
し
て
展
開
し
、
生
活

文
化
の
涜
行
の
先
端
と
し
て
社
会
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
。

お
わ
り
に

盛
花
と
従
来
の
生
花
と
の
差
異
、
及
び
江
戸
期
に
主
流
で
あ
っ
た
生
花
が
明

治
末
期
に
生
ま
れ
た
盛
花
主
流
に
変
化
し
た
背
景
を
、
盛
花
誕
生
の
経
緯
と
と

も
に
考
察
し
た
。
明
治
期
か
ら
大
正
期
へ
の
社
会
の
変
化
は
、
い
け
ば
な
界
で

は
盛
花
と
い
う
新
し
い
い
け
方
を
生
み
出
し
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
。

生
花
に
代
っ
て
盛
花
、
か
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
、
急
激
に
近
代
化

す
る
社
会
と
盛
花
の
特
徴
が
合
致
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
精
神

的
自
由
や
解
放
を
求
め
る
社
会
の
風
潮
、
人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
洋
風
化
、

一
方
で
日
清
・
日
露
戦
争
を
は
さ
ん
で
の
国
家
意
識
の
高
揚
化
と
い
っ
た
社
会

の
動
き
の
い
ず
れ
に
関
し
て
も
、
盛
花
の
特
徴
は
時
代
の
先
取
方
向
に
あ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
小
原
雲
心
が
宝
塚
近
辺
に
住
ん
で
い
た
こ
と
、
当
時
宝
塚
で
は

盆
景
・
盆
石
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
、
洋
花
が
関
西
に
も
入
っ
て
き
た
こ
と
な
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ど
、
雲
心
の
生
活
環
境
か
ら
盛
花
が
生
ま
れ
た
経
緯
に
無
理
は
な
い
。
儒
教
色

の
強
い
明
治
政
府
の
国
家
主
義
か
ら
大
正
期
に
な
り
、
民
主
化
、
洋
風
化
す
る

社
会
で
、
盛
花
に
解
放
感
を
味
わ
い
、
洋
風
味
を
喜
ぶ
家
庭
婦
人
も
自
然
で
あ

り
、
そ
の
結
果
、
い
け
ば
な
の
主
流
は
生
花
か
ら
盛
花
に
変
化
す
る
に
至
っ
た
。

い
け
ば
な
は
そ
の
誕
生
か
ら
盛
花
ま
で
の
歴
史
上
、
社
会
に
向
か
っ
て
何
か
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を
主
張
す
る
と
い
っ
た
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
内
容
の
作
品
は
生
ま
れ
ず
、
時
代

の
流
れ
に
沿
っ
て
盛
衰
し
た
。
人
間
生
活
の
中
で
、

い
け
ば
な
は
生
死
に
関
わ

る
重
要
事
項
で
な
く
、
必
然
尚
で
な
い
生
活
文
化
で
あ
る
。
必
然
で
な
く
生
活

に
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
々
が
選
択
し
た
上
で
の
受
容
も
多
く
、

そ
こ
に
は
人
々
の
美
意
識
や
好
み
が
表
わ
れ
る
と
い
え
る
。
い
け
ば
な
の
歴
史

を
追
う
研
究
は
日
本
人
の
美
意
識
の
変
遷
の
一
端
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

注(
1
)

古
来
、
神
は
柱
や
樹
木
の
よ
う
な
も
の
に
降
臨
す
る
と
信
じ
ら
れ
、
神
霊
が

現
れ
る
と
き
宿
る
も
の
が
依
代
で
あ
る
。
松
や
榊
な
ど
が
祭
ら
れ
る
。
湯
浅
浩

史
『
植
物
と
行
事
ー
ー
そ
の
由
来
を
推
理
す
る
』
(
朝
日
選
書
一
九
九
三
年
)

に
よ
る
と
、
門
松
の
起
源
と
い
う
説
も
あ
る
と
い
う
(
九
頁
)
。

(
2
)

橘
成
季
編
『
古
今
著
聞
集
』
(
一
二
五
四
年
成
立
)
に
享
保
二
年
(
一

O
九
五
)

上
皇
鳥
羽
殿
に
て
前
栽
合
わ
せ
が
あ
っ
た
事
が
書
か
れ
て
い
る
。
前
栽
合
わ
せ

は
草
花
を
植
え
て
虫
を
離
し
て
鑑
賞
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
(
工
藤
昌
伸
『
い

け
ば
な
の
道
|
|
日
本
人
は
花
に
形
を
与
え
た
』
主
婦
の
友
社
昭
和
六

O
年

三
九
頁
)
。

(
3
)

『
枕
草
子
』
に
青
い
瓶
に
桜
を
挿
し
て
あ
る
場
面
が
二
ケ
所
出
て
く
る
。
ひ
と

つ
は
、
第
三
段
「
三
月
三
日
」
の
項
に
「
お
も
し
ろ
く
咲
き
た
る
棋
を
、
長
く

折
り
て
、
大
き
な
る
瓶
に
さ
し
た
る
と
そ
を
か
し
け
れ
」
と
あ
る
。
今
ひ
と
つ

は
第
二
一
段
に
「
勾
欄
の
も
と
に
青
き
瓶
の
大
き
な
る
を
す
ゑ
て
、
槙
の
い
み

じ
う
お
も
し
ろ
き
枝
の
五
尺
ば
か
り
な
る
を
い
と
多
く
さ
し
た
れ
ば
、
勾
欄
の

外
ま
で
咲
き
こ
ぼ
れ
た
る
」
と
あ
る
。
(
田
中
重
太
郎
校
注
『
日
本
古
典
全
書

枕
冊
子
』
朝
日
新
聞
社
昭
和
二
二
年
。
七
五
頁
九
一
頁
)
柵
慨
を
青
い
瓶
に

挿
し
て
鑑
賞
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
4
)

い
け
ば
な
の
最
初
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
山
根
有
三
氏
は
「
花
の
立
て

方
に
美
が
意
識
さ
れ
始
め
る
足
利
義
政
時
代
か
ら
」
(
『
花
道
史
研
究
』
中
央
公

論
美
術
出
版
平
成
八
年
四
頁
)
と
美
を
基
準
に
し
、
工
藤
昌
伸
氏
は
ご

六
世
紀
初
め
て
形
を
と
と
の
え
た
い
け
ば
な
が
出
来
上
が
っ
た
」
(
『
い
け
ば
な

の
道
|
|
日
本
人
は
花
に
形
を
与
え
た
』
主
婦
の
友
社
昭
和
六

O
年

二

六

頁
)
と
形
式
を
基
準
に
す
る
。
伊
藤
敏
子
氏
は
ご
五
世
紀
な
か
ば
ご
ろ
、
書

院
造
り
が
完
成
し
、
座
敷
・
床
・
違
棚
に
飾
る
た
め
の
創
意
工
夫
か
ら
い
け
ば

な
に
な
っ
た
」
(
『
い
け
ば
な
』
教
育
社
一
九
九
一
年
八
頁
)
と
い
う
。
時

期
と
し
て
は
一
五
世
紀
半
ば
か
ら
一
六
世
紀
と
幅
が
あ
る
が
総
じ
て
室
町
時
代

と
い
え
よ
う
。

(
5
)

千
葉
龍
ト
『
源
氏
活
生
記
』
に
よ
る
。

(
6
)

千
家
古
流
、
庸
軒
流
、
遠
州
流
、
正
風
流
、
千
家
我
流
、
唯
ノ
古
流
な
ど
が

あ
る
。

(
7
)

是
心
軒
一
露
『
古
涜
生
花
四
季
百
瓶
図
』
に
よ
る
。

(
8
)

貞
松
斎
米
一
馬
『
遠
州
挿
花
衣
之
香
口
伝
抄
』
に
よ
る
。
遠
州
流
は
創
流
す

ぐ
か
ら
多
数
に
分
か
れ
た
。
正
風
遠
州
流

(
9
)

口
述
『
本
朝
挿
花
百
練
』
に
よ
る
。

(
叩
)
池
坊
で
は
生
花
(
し
よ
う
か
)
と
呼
ぶ
。

(
日
)
一
六
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
池
坊
専
応
が
門
弟
に
書
き
与
え
た
伝
書
を
「
専

応
口
伝
書
」
と
い
い
、
写
本
の
形
で
何
本
か
が
伝
わ
っ
て
い
る
(
林
屋
辰
三
郎

校
注
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
岩
波
書
庖
一
九
七
三
年
解
説
七
八
七
頁
)
。
本
稿

で
は
、
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
の
村
井
康
彦
・
赤
井
達
郎
共
同
研
究
「
専
応
口
伝
」

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
④
『
続
群
書
類
従
』
遊
戯
部
第
五
五
三
(
現
代
訳
)
と
、

天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
編
集
委
員
会
代
表
野
間
光
辰
『
天
理
図
書
館

善
本
叢
書
和
書
之
部
七
十
二
巻
の
二
古
道
集
二
』
昭
和
六
一
年
三
月
一
四
日

天
理
大
撃
出
版
部
を
参
考
に
し
た
。

出
所
一
例
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
七
十
二
巻
の
二
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五
六
1
五
七
頁
、
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
四
五
一
頁

(
日
)
出
所
一
例
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
七
十
二
巻
の
二

五
七
頁
、
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
四
五
一
頁

(
M
)

出
所
一
例
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
四
五
三
頁

(
日
)
出
所
一
例
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
七
十
二
巻
の
二

六
二
頁
、
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
四
五
三
頁

(
同
)
出
所
一
例
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
四
五
一
頁

(
げ
)
出
所
一
例
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
七
十
二
巻
の
二

六
二
頁

(
悶
)
池
坊
で
は
、
生
花
(
し
よ
う
か
)
は
「
拠
入
花
か
ら
発
展
し
た
も
の
と
す
る
」

と
あ
る
(
横
山
夢
草
『
池
坊
生
花
入
門
』
講
談
社
昭
和
五
二
年
一
五
頁
)
が
、

江
戸
時
代
末
に
専
定
が
整
え
た
生
花
は
「
立
花
を
基
に
し
た
」
と
も
記
さ
れ
て

い
る
(
前
掲
『
池
坊
生
花
入
門
』
一
六
頁
)
。
人
天
地
の
理
論
を
取
り
込
ん
で

い
る
の
は
儒
教
の
影
響
と
い
え
る
。

(
悶
)
例
と
し
て
松
月
堂
古
涜
が
あ
る
。

(
初
)
肥
原
康
甫
『
未
生
流
の
格
花
』
講
談
社
昭
和
四
九
年
一

O
月
二
五
日

一
九
三
頁
。
現
在
の
土
木
生
流
は
、
本
稿
で
い
う
生
花
を
、
一
定
の
規
矩
、
法
格

を
備
え
た
花
と
い
う
意
味
で
「
格
花
」
と
呼
ぶ
。

(
剖
)
見
上
げ
る
よ
う
に
高
く
育
つ
木
で
、
他
に
小
楢
、
阿
部
槙
、
令
法
、
姫
譲
葉

な
ど
が
あ
る
。

(
辺
)
背
丈
ほ
ど
に
育
ち
、
よ
く
繁
る
木
で
、
他
に
馬
酔
木
、
紫
式
部
、
山
漆
、
櫨

の
木
、
犬
柘
植
、
雁
皮
、
黒
文
字
、
蔓
梅
提
、
鷹
の
爪
、
杜
松
な
ど
が
あ
る
。

(
幻
)
木
部
の
発
達
が
な
く
、
越
冬
時
に
は
根
を
地
中
に
残
す
だ
け
で
地
上
か
ら
消

え
る
も
の
が
多
い
。
他
に
蕨
、
根
笹
な
ど
が
あ
る
。

(
M
)

他
の
二
つ
は
愛
知
県
稲
沢
市
、
山
形
市
で
あ
る
。
『
接
陽
群
談
』
元
禄
一
四
年

(
一
七
O
一
)
を
も
と
に
宝
塚
市
復
附
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
が
ま
と
め
た
「
宝

塚
市
史
」
第
二
巻
昭
和
五
一
年
三
月
三
一
日
発
行
に
、
宝
塚
で
造
園
が
盛
ん

古
道
集
二
』

古
道
集
二
』

古
道
集
二
』

で
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

(
お
)
一
例
と
し
て
、
明
治
六
年
(
一
八
七
三
)
開
庄
の
横
浜
市
中
区
元
町
代
官
坂

の
宮
崎
生
花
屈
が
あ
る
。

(
お
)
横
山
夢
草
『
池
坊
生
花
入
門
』
講
談
社
昭
和
五
二
年
二
四
頁

(
幻
)
前
掲
『
池
坊
生
花
入
門
』
二
四
頁

(
お
)
六
合
軒
小
原
雲
心
「
草
花
を
活
け
て
楽
し
む
盛
花
の
流
行
」
『
婦
人
世
界
』
第

一
O
巻
八
号
買
業
之
日
本
社
大
正
四
年
七
月
一
日
四
三

i
四
五
頁
。
現

在
の
と
こ
ろ
、
雲
心
記
名
の
活
字
文
の
初
出
で
あ
る
。

(
却
)
前
掲
『
婦
人
世
界
』
第
一

O
巻
八
号
四
三

1
四
四
頁

(
犯
)
魚
道
分
け
な
ど
広
い
口
の
器
に
二
点
に
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
も

二
点
の
足
元
は
各
々
ま
と
め
る
。

(
剖
)
矢
代
幸
雄
『
水
墨
画
』
註
岩
波
書
居
一
九
六
九
年
五
頁

(
泣
)
前
掲
『
水
墨
画
』
二
四
頁

(
お
)
明
治
二
六
年
七
月
一
一
一
一
日
文
部
省
訓
令
第
八
号
「
女
子
教
育
ニ
閲
ス
ル
件
」

文
部
省
『
学
制
百
年
史
(
既
述
編
、
資
料
編
共
)
』
帝
国
地
方
行
政
学
会
昭
和

四
七
年
三
四
頁

(
出
)
明
治
三
二
年
(
一
八
九
九
)
発
布
文
部
省
令
第
七
号
「
女
高
等
女
学
校
ノ

学
科
及
其
規
程
度
ニ
関
ス
ル
規
則
」
第
三
条
。
文
部
省
『
学
制
百
年
史
(
既
述
編
、

資
料
編
共
)
』
帝
国
地
方
行
政
学
会
昭
和
四
七
年
一
三
六
頁

(
お
)
平
塚
雷
鳥
(
一
八
八
六

1
一
九
七
一
)
・
市
川
房
江
(
一
八
九
三

i
一
九
八
一
)

は
一
九
二

O
年
、
新
婦
人
協
会
を
成
立
。
婦
人
の
地
位
向
上
の
た
め
活
動
し
た
。

(
お
)
前
田
曙
山
『
花
弁
応
用
装
飾
法
』
明
治
四
四
年
東
京
博
文
館
。
西
欧
の
フ
ロ

ー
ラ
ル
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
技
法
の
紹
介
本
。
前
田
曙
山
は
当
時
流
行
の
大
衆
作

家
で
園
芸
家
と
し
て
も
活
躍
し
た
。

(
訂
)
江
戸
期
、
三
井
高
利
の
始
め
た
越
後
屋
は
明
治
維
新
以
後
不
振
に
な
り
、
明
治

五
年
呉
服
部
を
三
井
呉
服
庖
と
し
た
。
明
治
三
七
年
一
一
一
月
、
三
井
呉
服
屈
は

デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
凸
ET--
口
を
出
し
て
百
貨
庖
株
式
会
社
三
越
呉
服
屈
に
な
っ
た
。
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(
犯
)
当
時
、
三
越
に
は
高
橋
義
雄
、
日
比
翁
助
と
い
っ
た
文
化
志
向
の
高
い
人
材

が
い
た
。

(
羽
)
東
京
美
術
学
校
出
身
。
明
治
四
二
年
、
図
案
部
専
属
嘱
託
社
員
と
し
て
採
用

さ
れ
た
。

(
叩
)
註
大
正
三
年
一
一
月
、
第
四
回
盛
花
大
会
ま
で
続
い
た
。
「
小
原
流
年
表
」
小

原
流
史
編
纂
実
行
委
員
会
『
小
原
涜
史
』
上
巻
財
団
法
人
小
原
流
平
成
八

年

(
す
ず
き
・
え
い
こ

広
島
女
学
院
大
学
大
学
院
)
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