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は
じ
め
に 

 

江
戸
時
代
の
わ
が
国
の
花
卉
園
芸
文

化
は
、
全
世
界
中
で
も
っ
と
も
特
色
あ

る
輝
か
し
い
一
時
期
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
は
十
八
世
紀
半
ば
を
境
と
し
て
大
き

く
二
つ
の
時
代
に
分
か
れ
る
。 

（
１
）
江
戸
前
半
期
：
江
戸
の
大
名
屋

敷
や
寺
院
庭
園
な
ど
の
支
配
階
級
を
中

心
に
ツ
バ
キ
、
カ
エ
デ
や
ツ
ツ
ジ
、
サ

ツ
キ
等
花
壇
や
地
植
え
を
中
心
と
し
た

造
園
用
植
物
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ
ら
に

伴
っ
て
植
木
屋
や
庭
師
な
ど
の
専
門
業

者
が
出
現
し
園
芸
書
の
出
版
が
始
ま
っ

た
。 

（
２
）
江
戸
後
半
期
：
フ
ウ
ラ
ン
、
マ

ツ
バ
ラ
ン
等
の
小
型
植
物
や
変
化
咲
き

ア
サ
ガ
オ
等
を
含
む
奇
妙
な
形
態
の
植

物
に
注
目
、
さ
ら
に
世
界
に
先
が
け
て

斑
入
り
植
物
の
価
値
を
見
出
す
等
、
広

い
敷
地
を
必
要
と
し
な
い
鉢
植
え
の
草

花
園
芸
が
庶
民
ま
で
普
及
し
、
大
衆
の

参
加
す
る
花
見
行
事
や
「
連
」
と
呼
ば

れ
る
花
の
愛
好
者
団
体
が
誕
生
し
て
い

っ
た
。
私
た
ち
が
愛
で
て
い
る
花
菖
蒲

と
い
う
わ
が
国
独
自
の
園
芸
植
物
も
、

こ
う
し
た
背
景
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
。
殊
に
花
菖
蒲
が
時
代
の
流
れ
に
消

え
な
い
で
現
在
ま
で
生
き
残
っ
て
い
る

の
は
、
梅
雨
時
の
花
と
い
う
観
梅
・
観

桜
に
つ
な
が
る
季
節
感
と
一
体
化
し
た

花
の
美
学
と
花
菖
蒲
園
と
い
う
観
光
園

芸
の
先
駆
的
形
態
が
成
立
し
、
そ
こ
で

極
め
て
多
数
の
品
種
が
保
存
さ
れ
て
き

た
こ
と
に
よ
る
。 

本
会
の
成
立
80
年
周
年
に
当
た
り
、

中
心
役
員
の
一
人
と
し
て
花
菖
蒲
の
存

在
意
味
を
も
う
一
度
確
か
め
て
、
次
代

に
繋
ぐ
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
を
花

菖
蒲
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
考
え

て
み
る
こ
と
と
し
た
。 

 
 花

菖
蒲
の
系
統
と
歴
史 

 

１
．
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
（
花
菖
蒲
の
原

種
） 

 

わ
が
国
か
ら
朝
鮮
、
東
部
シ
ベ
リ
ア
、

サ
ハ
リ
ン
に
自
生
す
る
イ
リ
ス
属
植
物

で
、
花
菖
蒲
と
呼
ば
れ
る
園
芸
品
種
は
、

す
べ
て
こ
の
一
つ
の
野
生
種
か
ら
日
本

人
の
み
に
よ
っ
て
改
良
さ
れ
て
来
た
世

界
に
誇
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
自
生
地

に
よ
っ
て
多
少
形
態
も
こ
と
な
る
が
、

葉
も
花
も
園
芸
品
種
に
比
べ
て
小
型
で

草
丈
90cm

程

度
、
花
径

10

cm

内
外
の
赤

紫
色
の
花
を
数

輪
着
け
る
。
花

期
は
６
月
中
旬
か
ら
８
月
上
旬
で
寒
地

ほ
ど
遅
い
が
、
東
北
以
南
で
は
開
花
期

が
ち
ょ
う
ど
梅
雨
時
に
あ
た
る
。
自
生

地
の
様
子
を
み
る
と
、
山
地
の
池
沼
周

辺
や
海
岸
湿
地
に
し
ば
し
ば
群
生
し
て

い
る
の
で
、
本
来
、
水
分
を
好
む
と
考

え
ら
れ
る
が
停
滞
水
は
好
ま
な
い
。
現

在
は
都
市
周
辺
で
見
か
け
る
こ
と
は
な

い
が
、
東
北
地
方
を
旅
す
る
と
内
陸
盆

地
山
際
の
湿
地
や
そ
れ
に
連
続
す
る
水

田
や
畦
道
、
扇
状
地
周
辺
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
特
に
北
海
道
東
部
に
あ
る

大
き
な
砂
嘴
や
砂
州
の
周
辺
湿
地
に
は
、

極
め
て
大
規
模
な
群
落
が
生
じ
て
い
る
。 

自
生
地
に
よ
り
多
少
の
変
異
が
あ

る
が
、
一
般
的
に
は
亜
種
や
変
種
等
は

認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

三
好
学
は
富
士
山
周
辺
と
箱
根
に
自
生

す
る
も
の
は
茎
葉
が
細
く
、
青
味
の
強

い
花
色
で
あ
る
た
め
青
紫
色
変
種

（var.violacea

）
と
し
て
い
る
。
実
際

に
観
察
し
て
み
る
と
、
溶
岩
上
の
僅
か

な
土
壌
に
自
生
し
過
乾
燥
に
耐
え
て
い

る
状
況
に
あ
り
、
他
地
域
の
も
の
と
は

か
な
り
違
っ
た
性
質
を
も
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
富
士
・
箱
根
地
方
か
ら

出
発
し
て
長
野
県
境
に
か
け
て
は
、
こ

の
青
紫
色
集
団
か
ら
普
通
の
赤
紫
色
の

集
団
へ
の
移
行
帯
と
な
り
、
よ
り
北
方

で
は
赤
紫
色
の
花
を
持
っ
て
い
る
集
団

が
優
勢
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
園
芸

品
種
と
比
較
し
て
み
る
と
、
む
し
ろ
東

京
か
ら
よ
り
遠
方
に
あ
る
東
北
地
方
の

頑
健
な
赤
紫
色
集
団
と
の
血
の
つ
な
が

り
を
思
わ
せ
る
節
が
あ
る
。 

 ２
．
園
芸
品
種
成
立
（
江
戸
前
期
品
種

群
） は

っ
き
り
と
は
し
な
い
が
、
『
拾
玉

集
』
に
慈
園
（1155

～1225

年
）
と

い
う
僧
が
「
野
澤
潟
雨
や
や
晴
れ
て
露

を
お
も
み
軒
に
よ
そ
な
る
花
菖
蒲
か

な
」
と
詠
ん
だ
の
を
見
る
と
、
少
な
く

と
も
こ
の
頃
か
ら
花
菖
蒲
が
明
ら
か
に

認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
一
条

兼
良
（1402

～1481

年
）
が
著
し
た

『
尺
素
往
来
』
の
中
に
も
、
花
菖
蒲
が

他
の
花
卉
と
と
も
に
前
栽
に
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
恐

ら
く
は
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
を
観
賞
し
た

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
に
な

る
と
寛
文
年
間
（1661

～1673

年
）

に
尾
張
藩
主
徳
川
光
友
が
江
戸
の
屋
敷

戸
山
荘
の
庭
に
花
菖
蒲
を
植
栽
し
た
記

録
が
あ
る
。
ま
た
、
同
時
代
に
は
い
く

つ
か
の
園
芸
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、

わ
が
国
最
初
の
園
芸
書
と
い
わ
れ
る

『
花
壇
綱
目
』
（1681

年
）
に
は
、
花

菖
蒲
の
色
変
わ
り
や
八
重
咲
き
が
８
種
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程
記
載
さ
れ
、
何
れ
も
旧
暦
５
月
に
開

花
す
る
と
あ
る
。
さ
ら
に
有
名
な
伊
藤

伊
兵
衛
の
『
増
補
地
錦
抄
』（1710

年
）

に
は
40
品
種
が
あ
る
の
で
、
こ
の
頃
に

花
菖
蒲
が
園
芸
化
さ
れ
た
と
見
做
さ
れ
、

こ
れ
ら
は
江
戸
前
期
品
種
群
と
呼
ば
れ

て
い
る
。 

江
戸
前
期
品
種
群
が
現
代
に
繋
が

る
花
菖
蒲
の
遺
伝
子
プ
ー
ル
と
な
っ
た

か
ど
う
か
は
、
記
録
が
な
い
の
で
は
っ

き
り
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
だ
、

花
菖
蒲
に
経
済
的
価
値
が
な
か
っ
た
時

代
に
、
そ
の
栽
培
・
維
持
管
理
に
労
力

を
払
っ
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
と
こ

ろ
か
ら
、
あ
る
程
度
、
粗
放
的
な
栽
培

管
理
方
法
が
取
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
論
さ
れ
る
。1755

年
出
版
さ
れ
た

『
絵
本
野
山
草
』
に
は
「
花
菖
蒲
に
数

百
種
あ
り
書
き
尽
く
さ
ず
」
と
の
記
載

が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
今
日
見
ら
れ

る
よ
う
な
改
良
品
種
で
は
な
く
、
各
地

か
ら
集
め
ら
れ
た
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
の

花
形
に
近
い
も
の
が
当
時
の
江
戸
に
集

合
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
嘗
て
、
筆
者
は
園
長
で
あ
る
春

原
弘
氏
に
案
内
さ
れ
て
信
州
志
賀
高
原

に
あ
る
高
山
植
物
園
を
見
学
し
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
こ
は
近
在
の
山
地
よ
り
ヒ

オ
ウ
ギ
ア
ヤ
メ
の
色
変
わ
り
が
収
集
さ

れ
東
館
山
山
頂
付
近
に
移
植
さ
れ
て
い

た
が
、
色
変
わ
り
同
士
が
自
然
交
雑
し

て
、
白
色
、
淡
紫
、
淡
ピ
ン
ク
、
淡
紫

地
に
濃
色
筋
入
り
等
々
の
変
異
が
拡
大

し
て
い
る
の
を
観
察
す
る
こ
と
が
出
来

た
。
こ
の
例
か
ら
考
え
る
と
、
恐
ら
く

は
園
芸
ブ
ー
ム
に
沸
い
た
江
戸
に
持
ち

込
ま
れ
た
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
の
変
異
個

体
が
一
定
の
場
所
に
集
中
的
に
植
栽
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
交
雑
さ
れ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
よ
り
観
賞
価
値

の
あ
る
個
体
を
江
戸
人
が
選
抜
し
て
行

く
。
こ
う
い
っ
た
過
程
で
変
異
を
ど
ん

ど
ん
集
積
し
て
行
き
、
変
異
遺
伝
子
プ

ー
ル
を
拡
大
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
花
菖
蒲
な
ど
の
多
年
性
植
物

は
株
が
長
期
に
わ
た
っ
て
生
き
抜
い
て

行
く
と
い
う
特
徴
が
あ
る
の
で
、
原
始

的
な
親
株
保
存
園
で
あ
り
、
且
つ
自
然

交
雑
種
子
が
こ
ぼ
れ
て
実
生
が
開
花
す

る
よ
う
な
粗
放
的
栽
培
園
で
も
あ
る
よ

う
な
と
こ
ろ
で
は
、
開
花
期
に
選
抜
さ

れ
た
個
体
の
中
で
交
雑
が
行
わ
れ
、
そ

の
後
代
か
ら
ま
た
選
抜
が
繰
り
返
さ
れ

る
。
こ
れ
は
一
般
的
に
い
っ
て
、
交
雑

の
頻
度
は
低
く
て
も
育
種
効
率
が
良
い

と
さ
れ
る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
江
戸
前

期
品
種
群
の
実
態
を
示
唆
す
る
資
料
が

幸
い
に
も
残
っ
て
い
る
。1822

年
松
平

定
信
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
『
衆
芳
園

草
木
画
譜
』
で
、
牡
丹
、
芍
薬
を
始
め

と
す
る
当
時
の
園
芸
植
物
を
精
密
に
描

写
し
た
彩
色
画
の
中
に
、
花
菖
蒲
が
４５

品
種
程
描
か
れ
て
い
る
。
松
平
定
朝
に

よ
る
後
の
改
良
品
種
と
比
べ
る
と
、
花

型
は
三
英
花
と
六
英
花
の
単
純
素
朴
な

小
輪
で
は
あ
る
も
の
の
、
花
色
や
花
模

様
は
現
代
品
種
に
見
ら
れ
る
も
の
が
お

お
よ
そ
揃
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
花
色
、

花
模
様
と
い
っ
た
特
性
に
つ
い
て
の
改

良
が
進
ん
だ
こ
と
が
江
戸
前
期
品
種
群

の
特
徴
と
い
え
る
。 

 

３
．
粋
な
姿
の
江
戸
花
菖
蒲
（
江
戸

系
） 花

菖
蒲
が
真
に
流
行
し
た
の
は
天

保
・
弘
化
（1830

～1847

）
の
頃
か
ら

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
江
戸
後
期
品
種

群
と
呼
ば
れ
、
前
期
品
種
群
と
は
年
代

の
隔
た
り
と
と
も
に
系
統
的
な
関
連
も

少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
期

品
種
群
成
立
の
過
程
で
大
き
な
役
割
を

演
じ
た
の
は
、‘
花
菖
蒲
中
興
の
祖
’
と

呼
ば
れ
る
幕
府
旗
本
の
松
平
定
朝
（
菖

翁
）
で
あ
る
。
彼
は
父
か
ら
受
け
継
い

だ
花
菖
蒲
の
品
種
改
良
に
専
念
し
、
不

朽
の
名
著
で
あ
る
『
花
菖
蒲
培
養
録
』

（1949

年
）
を
著
し
た
が
、
彼
の
作
出

し
た
品
種
は
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
大
輪

で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
持
ち
現
代
品
種

と
比
較
し
て
も
何
ら
遜
色
な
く
、
そ
の

一
部
の
品
種
は
現
在
で
も
花
菖
蒲
の
代

表
的
な
品
種
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。 

さ
て
、
江
戸
時
代
の
花
菖
蒲
の
発
達

史
の
上
で
、
も
う
一
つ
特
記
す
べ
き
は

天
保
末
期
の
江
戸
堀
切
（
現
在
の
葛
飾

区
堀
切
町
）
に
最
初
の
花
菖
蒲
園
で
あ

る
「
小
高
園
」
が
開
設
さ
れ
、
花
菖
蒲

と
い
う
園
芸
植
物
が
広
く
庶
民
に
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
園
で
は
数
代
に
わ
た
っ
て
各
地
か
ら

新
花
を
集
め
た
り
実
生
し
た
り
し
て
品

種
を
充
実
さ
せ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
中

に
は
先
に
紹
介
し
た
松
平
定
朝
の
作
出

品
種
（
尊
敬
を
込
め
て
特
別
に
菖
翁
花

と
も
呼
ば
れ
る
）も
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

花
菖
蒲
の
評
判
が
広
ま
る
に
連
れ
て
堀

切
地
方
に
は
い
く
つ
も
の
花
菖
蒲
園
が

開
設
さ
れ
た
の
で
、
一
層
の
品
種
改
良

が
進
ん
で
、
そ
の
品
種
の
特
徴
が
確
立

さ
れ
た
。
即
ち
、
庭
園
用
品
種
と
し
て

改
良
さ
れ
た
の
で
、
風
雨
に
耐
え
る
よ

う
茎
葉
が
剛
直
で
花
は
葉
か
ら
抽
出
し

て
開
花
す
る
。
花
型
は
極
大
輪
か
ら
野

生
に
近
い
小
輪
ま
で
あ
る
が
、
本
来
の

形
は
花
弁
が
水
平
に
力
強
く
拡
が
り

（
平
咲
と
い
う
）
、
い
か
に
も
江
戸
っ
子

の
威
勢
を
誇
示
し
た
よ
う
な
も
の
が
多

か
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
当
時
、
江
戸
に
住
ん
だ

人
々
の
中
に
、「
粋
」
と
い
う
好
み
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
江
戸
の
み
な
ら
ず
、
徳

川
時
代
の
日
本
全
体
に
行
き
渡
っ
て
い

た
一
つ
の
趣
味
で
あ
り
美
の
か
た
ち
で

あ
る
。
そ
の
頃
に
活
躍
し
た
松
尾
芭
蕉

は
「
西
行
の
和
歌
に
於
け
る
、
宗
祇
の

連
歌
に
於
け
る
、
雪
舟
の
絵
に
於
け
る
、

利
休
が
茶
に
於
け
る 

そ
の
貫
道
す
る

も
の
は
一
な
り
。
」
と
い
い
、
先
人
の
歌
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枕
を
た
ず
ね
て
の
旅
に
出
た
。
い
わ
ば

こ
の
旅
は
、
自
身
の
中
に
鬱
積
し
て
い

る
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
や
見
て
く
れ
の
模
倣

を
切
り
捨
て
て
、
物
事
の
根
底
ま
で
追

い
求
め
る
旅
で
あ
り
、
こ
の
旅
の
果
て

に
見
出
し
た
の
は
「
軽
み
」
と
い
う
日

本
美
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
「
江

戸
の
粋
」
に
も
深
く
貫
い
て
い
る
も
の

で
あ
っ
た
。 

「
江
戸
の
粋
」
と
は
、
徳
川300
年

に
わ
た
る
封
建
制
度
や
鎖
国
に
よ
る
閉

塞
感
に
反
発
す
る
も
の
と
し
て
「
粋
」

と
い
う
美
の
世
界
が
出
来
上
が
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
武
士
が
長
袴
で

決
し
て
上
品
と
い
え
な
い
が
さ
つ
な
音

を
た
て
て
歩
い
て
い
る
野
暮
っ
た
い
姿

か
ら
抜
け
出
し
て
、
肌
も
あ
ら
わ
な
さ

っ
ぱ
り
と
し
た
浴
衣
姿
の
町
人
の
心
意

気
を
「
い
き
」
と
い
い
「
す
い
」
と
い

っ
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
た
っ
た
今
、

呼
吸
し
て
い
る
一
息
一
息
が
本
当
の
生

き
た
時
間
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
時
、

何
事
に
も
捕
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
感
覚

で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
い
き
」
が
わ
か
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文

化
的
な
背
景
も
あ
っ
て
、
当
時
流
行
し

た
花
菖
蒲
の
花
型
や
色
彩
に
も
同
様
の

美
意
識
が
浸
透
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
は
現
在
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
販

売
さ
れ
て
い
る
園
芸
植
物
と
は
一
線
を

画
す
る
も
の
で
、
ち
ょ
っ
と
見
の
美
し

さ
で
は
な
く
、
長
時
間
の
観
賞
に
た
え

る
飽
き
の
来
な
い
美
し
さ
の
発
見
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
は
「
江
戸
花
菖
蒲
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

花
々
に
は
浮
つ
い
た
軽
々
し
さ
は
な
く

「
粋
」
や
「
通
」
な
ど
が
生
ま
れ
た
江

戸
な
ら
で
は
の
美
意
識
が
今
も
宿
っ
て

い
る
。 

 ４
．
武
士
の
嗜
み
、
肥
後
花
菖
蒲
（
肥

後
系
） 

 

天
保
年
間
に
肥
後
藩
主
細
川
斉
護
候

が
松
平
定
朝
に
花
菖
蒲
の
分
譲
を
懇
望

さ
れ
、
そ
の
苗
を
熊
本
に
送
っ
て
改
良

さ
せ
た
こ
と
に
由
来
す
る
系
統
を
「
肥

後
花
菖
蒲
」
と
い
う
。
こ
の
系
統
の
成

立
に
は
「
花
連
」
と
呼
ば
れ
る
花
の
愛

好
家
団
体
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。 

 

定
朝
が
花
菖
蒲
の
苗
を
分
譲
す
る
時
、

「
必
ず
こ
れ
を
秘
蔵
し
、
み
だ
り
に
分

譲
し
な
い
よ
う
に
」
と
の
条
件
を
つ
け

た
た
め
、
細
川
斉
護
候
か
ら
栽
培
を
委

ね
ら
れ
た
熊
本
城
下
の
庶
民
の
花
の
団

体
「
花
連
」
も
そ
の
約
束
を
固
く
守
っ

て
門
外
不
出
と
し
、
会
員
外
に
は
出
さ

な
か
っ
た
し
新
花
の
作
出
に
も
努
力
を

重
ね
た
。
こ
の
「
花
連
」
は
明
治
維
新

や
西
南
戦
争
で
組
織
が
崩
れ
た
が
、
花

菖
蒲
や
菊
、
芍
薬
な
ど
で
は
花
ご
と
に

サ
ー
ク
ル
を
つ
く
り
、
花
菖
蒲
で
は
有

名
な
「
満
月
会
」
が
結
成
さ
れ
た
（1886

年
）
。
満
月
会
で
は
以
後
、
鋭
い
観
察
力

に
基
づ
く
品
種
改
良
を
加
え
て
、
定
朝

よ
り
分
譲
を
う
け
た
当
時
の
も
の
に
較

べ
て
、
飛
躍
的
に
す
ば
ら
し
い
品
種
を

作
出
し
肥
後
花
菖
蒲
と
呼
ば
れ
る
も
の

を
作
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
系
統
の
特
徴

は
、
人
の
心
に
準
え
て
花
心
（
雌
蕊
）

が
立
派
（
大
き
く
て
整
っ
た
形
）
で
あ

る
こ
と
、
花
弁
も
こ
れ
に
合
わ
せ
て
大

き
く
互
い
に
重
な
り
合
う
ほ
ど
に
横
に

も
拡
が
っ
て
い
る
こ
と
、
葉
性
が
強
く

花
と
の
均
衡
が
と
れ
て
い
る
こ
と
等
を

基
準
と
し
て
改
良
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
鉢
植
え
と

し
て
室
内
観
賞
を
目
的
に
改
良
さ
れ
た

た
め
に
鉢
と
の
バ
ラ
ン
ス
は
よ
い
が
、

極
大
輪
で
あ
る
た
め
風
雨
に
は
弱
く
露

地
栽
培
に
は
適
さ
な
い
。 

 

５
．
城
下
町
松
坂
の
伊
勢
花
菖
蒲
（
伊

勢
系
） 

紀
州
藩
士
、
吉
井
定
五
郎
（1776

～

1859

年
）
が
伊
勢
松
坂
で
栽
培
を
手
が

け
た
こ
と
か
ら
発
達
し
た
も
の
で
、
最

初
は
松
坂
花
菖
蒲
と
い
っ
て
珍
重
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
を
中
心
に
流
行

し
た
花
菖
蒲
は
地
方
に
ま
で
普
及
し
、

先
の
肥
後
花
菖
蒲
の
系
統
は
明
ら
か
に

江
戸
花
菖
蒲
に
由
来
し
て
い
る
が
、
本

系
統
も
あ
る
程
度
、
江
戸
花
菖
蒲
と
関

係
が
想
像
さ
れ
る
も
の
の
両
者
の
関
係

を
示
す
明
ら
か
な
記
録
は
残
っ
て
い
な

い
。
同
人
は
当
時
の
熱
心
な
園
芸
愛
好

家
で
某
家
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
花
菖
蒲

を
譲
り
受
け
、
そ
の
実
生
か
ら
本
系
統

を
育
て
上
げ
た
と
い
わ
れ
る
。
同
人
の

没
後
は
そ
の
長
男
吉
井
吉
之
丞
に
、
さ

ら
に
松
坂
の
野
口
才
吉
、
長
林
堅
三
郎
、

服
部
栄
次
郎
、
津
の
井
関
謙
次
郎
、
吉

川
万
吉
等
に
引
き
継
が
れ
現
在
に
至
っ

て
い
る
。
特
徴
は
草
丈
が
比
較
的
低
く

（
70
～
100cm

）
、
花
茎
と
葉
が
ほ
と
ん

ど
同
長
と
な
り
鉢
栽
用
向
き
に
改
良
さ

れ
て
い
る
。
葉
幅
が
狭
い
も
の
が
多
く

花
茎
の
分
枝
も
少
な
い
。
花
の
大
き
さ

は
中
輪
で
三
英
咲
き
に
価
値
を
お
い
て

い
る
。
花
弁
は
薄
く
互
い
に
深
く
重
な

り
合
い
垂
れ
下
が
る
が
、
そ
の
下
垂
の

仕
方
に
よ
っ
て
、
富
士
型
、
地
蔵
型
、

そ
し
て
怒
肩
型
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

雌
蕊
の
先
端
が
鶏
冠
状
に
立
ち
上
が
っ

て
、
内
弁
と
共
に
花
の
中
心
部
を
優
美

に
飾
っ
て
い
る
。 

 ６
．
長
井
古
種
の
発
見
（
長
井
系
） 

昭
和
37
年
７
月
、
日
本
花
菖
蒲
協
会

の
視
察
旅
行
会
で
山
形
県
長
井
市
の
あ

や
め
公
園
を
訪
れ
た
際
に
発
見
さ
れ
た

系
統
で
、
当
時
は
江
戸
花
菖
蒲
よ
り
も

更
に
古
い
時
代
の
品
種
（
江
戸
前
期
品

種
群
）
の
品
種
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
こ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
。
発
見
当

初
は
十
数
品
種
程
が
取
り
上
げ
ら
れ
た

が
、
特
徴
と
し
て
は
、
花
型
が
野
生
種

で
あ
る
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
に
極
め
て
近

く
、
花
色
は
栽
培
品
種
に
見
ら
れ
る
も
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の
が
一
通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
高
性
、

垂
葉
の
も
の
が
多
く
分
枝
性
の
強
い
も

の
が
見
ら
れ
る
。
根
は
比
較
的
細
い
が

根
茎
の
分
決
蘖
が
良
く
、
増
殖
性
に
優

れ
て
い
る
等
の
点
で
あ
る
。
こ
の
系
統

は1909

年
頃
、
地
元
の
数
名
の
風
流

人
が
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
を
集
め
茶
店
を

開
い
た
の
が
栽
培
の
発
端
と
い
う
が
、

筆
者
が
こ
の
地
域
の
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ

を
観
察
し
た
と
こ
ろ
で
は
草
状
に
長
井

古
種
と
の
連
続
性
が
見
ら
れ
、
実
際
の

変
異
個
体
（
ピ
ン
ク
色
）
も
発
見
で
き

た
こ
と
か
ら
こ
の
話
が
裏
づ
け
ら
れ
た
。

し
か
し
、
江
戸
花
菖
蒲
よ
り
古
い
時
代

の
改
良
種
（
古
種
）
と
い
う
よ
り
、
ノ

ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
の
変
異
種
そ
の
も
の
と

い
っ
た
方
が
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。
花

が
小
型
で
あ
る
た
め
一
輪
を
な
が
め
た

と
き
は
物
足
り
な
い
が
、
数
輪
以
上
配

置
よ
く
咲
い
た
姿
は
大
輪
に
は
な
い
清

楚
な
よ
さ
が
あ
り
、
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ

に
近
い
だ
け
あ
っ
て
露
地
植
え
栽
培
に

極
め
て
適
し
て
い
る 

７
．
花
菖
蒲
改
良
の
特
徴 

 

花
菖
蒲
は
わ
が
国
で
独
自
に
改
良
さ

れ
た
園
芸
植
物
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
花
菖
蒲
を
含
む
イ
リ
ス

属
植
物
は
北
半
球
に
約250

種
が
分
布

し
て
お
り
、
欧
州
で
は
異
種
間
交
雑
を

中
心
と
し
て
同
じ
イ
リ
ス
属
植
物
で
も

ダ
ッ
チ
ア
イ
リ
ス
や
ジ
ャ
ー
マ
ン
ア
イ

リ
ス
等
の
改
良
が
進
ん
だ
。
他
の
日
本

花
卉
で
も
そ
う
だ
が
、
花
菖
蒲
改
良
の

特
徴
は
種
内
交
配
の
み
に
よ
り
、
巨
大

輪
性
と
花
弁
上
の
色
模
様
、
そ
し
て
各

種
の
花
型
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

経
済
的
基
盤
を
も
っ
た
江
戸
園
芸

が
成
熟
し
た
江
戸
後
期
品
種
群
に
つ
い

て
み
る
と
、
先
に
言
っ
た
松
平
定
朝
の

活
躍
が
著
し
い
が
、
彼
が
言
う
よ
う
に

親
子
二
代
で
の
み
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
か

ら
菖
翁
花
と
呼
ば
れ
る
高
レ
ベ
ル
度
に

改
良
さ
れ
た
花
を
い
き
な
り
作
出
し
た

と
は
到
底
思
え
な
い
。
当
時
で
も
、
既

に
か
な
り
大
輪
と
な
っ
た
栽
培
品
種
が

存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
定
朝
の
熱

心
な
改
良
が
加
え
ら
れ
花
弁
と
花
弁
が

重
な
り
合
う
ま
で
に
丸
弁
化
が
進
展
し

た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
現
在
ま
で

残
る
彼
の
作
出
品
種
を
み
る
と
、
雌
蘂

が
花
弁
か
ら
立
ち
上
が
る
傾
向
に
あ
る

と
同
時
に
雄
蕊
の
花
弁
化
が
進
み
八
重

咲
き
が
多
く
出
現
し
て
い
る
等
の
特
徴

か
ら
、
昆
虫
に
よ
る
自
然
交
配
に
任
せ

た
も
の
で
な
く
、
既
に
何
ら
か
の
人
工

交
配
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
雌
蘂
が
花
弁

か
ら
立
ち
上
が
り
自
然
結
実
が
少
な
い

肥
後
花
菖
蒲
成
立
に
も
、
何
ら
か
の
関

係
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。 

松
平
定
朝
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら

れ
た
花
菖
蒲
の
大
輪
性
に
つ
い
て
は
、

同
じ
イ
リ
ス
属
植
物
の
中
で
も
傑
出
し

た
存
在
で
あ
る
。
近
代
育
種
学
か
ら
み

る
と
四
倍
体
の
関
与
が
疑
わ
れ
た
が
、

冨
野
耕
治
博
士
の
広
範
囲
の
調
査
に
よ

っ
て
、
花
菖
蒲
の
染
色
体
は
ど
れ
も
通

常
の
二
倍
体
（2n

＝24

）
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、こ
の
説
は
完
全
否
定
さ
れ
た
。

ま
た
、
近
年
の
藪
谷
勤
博
士
の
研
究
に

よ
る
と
、
花
菖
蒲
の
大
輪
性
はN

O
R

染
色
体
の
数
の
違
い
に
よ
る
場
合
が
あ

る
と
の
報
告
も
な
さ
れ
て
い
る
。 

 心
を
繋
ぐ
園
芸
文
化 

 

東
京
が
ま
だ
江
戸
と
よ
ば
れ
て
い

た
時
代
、
江
戸
は
空
前
の
園
芸
ブ
ー
ム

で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
は
上
方
か
ら
押

し
寄
せ
た
園
芸
ブ
ー
ム
で
あ
っ
た
が
、

当
時
の
裕
福
な
旗
本
は
名
誉
と
自
己
発

露
の
場
を
求
め
て
、
園
芸
植
物
の
収
集

や
栽
培
、
そ
し
て
そ
の
改
良
に
と
彼
ら

の
持
て
る
時
間
と
情
熱
を
惜
し
み
な
く

注
い
だ
。
花
菖
蒲
中
興
の
祖
と
い
わ
れ

る
松
平
定
朝
も
あ
る
程
度
の
経
済
力
を

も
っ
た
旗
本
だ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
品

種
名
を
み
る
と
漢
語
が
多
く
使
わ
れ
、

名
前
一
つ
つ
け
る
に
も
幅
広
い
知
識
と

教
養
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

当
時
の
園
芸
世
界
は
武
士
の
ほ
か
に
町

人
ま
で
広
が
っ
て
い
た
が
、
趣
味
と
は

い
い
な
が
ら
も
、
選
ば
れ
た
も
の
だ
け

が
参
加
で
き
る
世
界
で
あ
り
、
プ
ラ
イ

ド
の
高
い
旗
本
達
を
夢
中
に
さ
せ
、
な

ま
じ
の
植
木
屋
よ
り
園
芸
の
専
門
家
と

し
て
大
成
し
た
多
く
の
人
物
が
誕
生
し

た
。
ま
た
、
当
時
の
江
戸
で
は
い
ろ
い

ろ
な
園
芸
植
物
で
花
合
（
花
の
品
評
会
）

が
行
な
わ
れ
た
が
、
や
が
て
熱
心
家
が

集
ま
っ
て
「
連
」
と
呼
ば
れ
る
サ
ー
ク

ル
を
作
っ
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
当
時

は
身
分
階
級
の
は
っ
き
り
し
た
封
建
社

会
で
あ
り
、
こ
の
サ
ー
ク
ル
の
中
に
も

身
分
に
上
下
あ
る
人
た
ち
が
混
じ
っ
て

い
た
が
、
こ
の
中
で
は
差
別
の
な
い
組

織
的
な
活
動
を
し
て
い
た
。 

現
代
の
日
本
社
会
で
も
ガ
ー
デ
ニ

ン
グ
と
い
う
言
葉
が
広
ま
り
、
江
戸
時

代
と
似
た
よ
う
な
状
況
と
な
っ
て
い
る

が
、
何
時
の
時
代
も
美
し
い
花
を
見
る

と
私
た
ち
は
感
動
し
、
そ
の
永
遠
を
願

う
と
と
も
に
、
そ
れ
を
手
元
に
置
き
た

く
な
る
も
の
で
あ
る
（
栽
培
）
。
ま
た
、

道
行
行
く
他
人
が
そ
れ
を
見
て
美
し
い

と
思
い
、
感
動
の
輪
が
次
第
に
広
が
っ

て
行
く
。
そ
う
い
う
人
た
ち
の
中
に
は
、

さ
ら
に
美
し
い
姿
の
花
を
作
り
出
し
た

い
と
思
い
新
し
い
品
種
を
作
り
出
す
ま

で
に
至
る
人
も
出
て
く
る
（
育
種
）
。
そ

う
し
て
生
ま
れ
た
品
種
の
中
で
は
そ
の

時
代
社
会
の
好
み
に
あ
っ
た
も
の
が
流

行
す
る
が
、
世
相
が
か
わ
っ
て
行
く
と
、

や
が
て
世
間
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
行
く
の

が
一
般
的
傾
向
で
あ
る
。
（
品
種
の
変

遷
）
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
ゆ
く

園
芸
植
物
を
文
化
財
と
い
っ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 


