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花
菖
蒲
の
歴
史
―
明
治
か
ら
戦
前
ま
で 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

椎
野
昌
宏 

 

日
本
花
菖
蒲
協
会
は
本
年2010

年
に
創
立

80
周
年
を
迎
え
、
伝
統
の
重
み
と
会
員
の
誇
り

を
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
す
。
昭
和
５
年
（1930

年
）
６
月
に
東
京
の
日
比
谷
公
園
で
発
会
式
を

あ
げ
ま
し
た
が
、
筆
者
は
翌
年
の
昭
和
６
年

（1931

年)

４
月
に
横
浜
で
生
ま
れ
ま
し
た
の

で
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
長
い
齢
を
重
ね
て
き
た

も
の
だ
と
い
う
実
感
が
あ
り
ま
す
。 

さ
て
花
菖
蒲
の
歴
史
を
辿
る
場
合
、
３
つ
の

時
代
区
分
に
分
け
て
記
述
す
る
の
が
最
も
理
解

し
や
す
い
道
の
り
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

第
１
期
は
松
平
菖
翁
を
中
心
と
し
て
江
戸
園
芸

の
代
表
花
を
作
り
上
げ
た
時
代
、
第
２
期
は
明

治
か
ら
戦
前
に
か
け
て
の
文
明
開
化
か
ら
動
乱

時
代
、
第
３
期
は
戦
後
か
ら
現
代
に
い
た
る
国

際
化
に
よ
る
洋
種
園
芸
と
の
競
合
時
代
で
す
。

第
１
期
に
つ
い
て
は
古
い
文
献
の
狩
猟
や
保
存

さ
れ
て
い
る
江
戸
古
花
な
ど
の
研
究
な
ど
に
よ

り
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
第

３
期
に
つ
い
て
は
日
本
花
菖
蒲
協
会
の
活
動
や

会
報
、
文
献
な
ど
に
よ
り
詳
し
く
説
明
、
記
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
筆
者
の
考
え
で
は
第
２
期
は

戦
争
と
い
う
不
幸
な
事
態
が
あ
っ
た
た
め
、
せ

っ
か
く
明
治
、
大
正
、
昭
和
前
期
に
か
け
花
菖

蒲
園
芸
は
着
実
に
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
に
拘

わ
ら
ず
、
記
録
の
散
逸
や
保
存
株
の
消
失
に
よ

り
、
曖
昧
で
空
白
の
部
分
が
多
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
か
花
菖
蒲
に
関
す

る
諸
文
献
で
も
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

日
本
自
生
の
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ(Iris ensata)

か
ら
の
純
粋
培
養
で
あ
る
花
菖
蒲
を
日
本
の
園

芸
文
化
と
し
て
後
世
に
残
し
て
い
く
た
め
の
基

礎
資
料
と
し
て
、
第
２
期
の
資
料
の
収
集
調
査

に
よ
り
、
系
統
的
に
そ
の
歴
史
を
記
述
し
、
皆

様
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
本
稿
を
執
筆
し

ま
す
。 

（
注
：
本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
に
は
ノ
ハ
ナ
シ
ョ

ウ
ブ
は
植
物
学
名
と
し
てIris kaem

pferi

が
使
用

さ
れ
て
い
た
。） 

幕
末
、
明
治
維
新
前
夜
の
花
菖
蒲
界 

 

江
戸
の
東
方
に
位
置
し
た
葛
西
領
で
は
古
く

か
ら
草
花
の
栽
培
が
盛
ん
で
、
菊
や
花
菖
蒲
な

ど
の
供
給
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
堀

切
村
の
小
高
伊
左
衛
門
は
享
永
か
ら
天
保
年
間

(1830-43)

の
間
に
花
菖
蒲
園
を
開
園
し
、
江
戸

人
士
に
公
開
し
ま
し
た
。
花
菖
蒲
改
良
の
祖
と

い
わ
れ
る
旗
本
、
松
平
菖
翁
の
作
出
し
た
品
種

も
譲
り
受
け
、
江
戸
系
を
中
心
に
か
な
り
品
揃

え
が
豊
富
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
や
や
遅
れ
て

堀
切
村
の
座
間
勘
蔵
も
武
蔵
園
を
開
園
し
、
江

戸
末
期
の
世
情
混
乱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
開
花

期
に
は
た
く
さ
ん
の
人
々
が
江
戸
か
ら
観
賞
に

や
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。
４
月
に
は
荒
川
沿
岸

の
田
島
が
原
、浮
間
地
区
で
は
さ
く
ら
そ
う
が
、

６
月
に
は
堀
切
地
区
の
花
菖
蒲
が
花
名
所
と
し

て
殷
賑
を
極
め
ま
し
た
。 

 

熊
本
で
は
藩
主
細
川
斉
護(1804-60)

が
江

戸
屋
敷
用
人
の
吉
田
潤
之
助
に
命
じ
て
、
松
平

菖
翁
よ
り
花
菖
蒲
の
株
を
取
得
さ
せ
、
そ
の
栽

培
技
術
を
学
ば
せ
ま
し
た
。
こ
れ
を
た
だ
ち
に

熊
本
に
移
し
、
数
年
後
に
は
藩
士
た
ち
に
分
け

与
え
、
研
究
、
栽
培
さ
せ
ま
し
た
。
彼
ら
は
藩

主
か
ら
の
下
賜
で
あ
る
と
し
て
尊
び
、
武
技
の

延
長
と
し
て
、
育
種
さ
れ
た
も
の
が
熊
本
花
菖

蒲
で
あ
り
ま
す
。
菖
翁
か
ら
譲
り
受
け
た
品
種

は
宇
宙
を
含
む
23
品
種

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
連
を
組
織
し
て
、

名
花
を
生
み
だ
す
よ
う
競

争
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の

時
期
は
花
菖
蒲
の
熱
気
が

武
士
階
級
の
間
に
盛
り
上

が
り
ま
し
た
。 

 

伊
勢
の
松
阪
に
住
む
吉

井
定
五
郎
（1776-1859

）

は
近
郷
の
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ

ブ
の
中
か
ら
変
っ
た
も
の

を
採
取
し
改
良
す
る
と
と

も
に
、
参
勤
交
代
の
機
会

に
藩
主
が
持
ち
帰
っ
た
江

戸
の
花
菖
蒲
の
血
も
い
れ
て
、
花
弁
の
垂
れ
た

狂
い
の
で
る
独
自
の
系
統
、
伊
勢
花
菖
蒲
を
生

み
出
し
ま
し
た
。
伊
勢
の
園
芸
を
代
表
す
る
３

名
花
、
伊
勢
撫
子
、
伊
勢
菊
、
伊
勢
花
菖
蒲
の

花
弁
は
い
ず
れ
も
垂
れ
て
狂
い
が
あ
り
ま
す
。

一
般
に
普
及
し
た
の
は
明
治
以
後
の
よ
う
で
す
。 

当
時
は
人
里
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
ノ
ハ
ナ
シ
ョ

ウ
ブ
が
た
く
さ
ん
自
生
し
て
い
た
で
し
ょ
う
が
、

園
芸
化
さ
れ
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
以

上
の
３
地
区
で
す
。
江
戸
と
近
郊
の
堀
切
が
花

菖
蒲
を
一
般
に
普
及
さ
せ
る
導
火
点
と
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
ま
で
の
大
名
庭
園
を
中
心
と
す
る

宮
廷
園
芸
か
ら
一
般
人
の
経
営
す
る
民
間
園
芸

へ
、
個
人
の
栽
培
か
ら
植
物
園
へ
と
転
換
さ
せ

た
動
き
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
続
い
て
主
題
で

堀切園 

小高園 

武蔵園 観光園 

  明治42年参謀本部測量図一部（葛飾区郷土と天文博物館増） 
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あ
る
第
２
期
の
花
菖
蒲
の
歴
史
に
つ
い
て
詳
述

し
ま
す
。 

横
浜
開
港
後
の
外
人
居
留
地
に
起
こ
っ
た
花
卉

需
要 

 
1859

年
に
開
港
後
、全
国
に
魁
し
て
多
く
の

外
国
人
が
横
浜
に
居
住
し
ま
し
た
が
、
彼
ら
の

花
卉
愛
好
熱
は
高
く
、
室
内
に
花
を
飾
り
、
庭

に
花
壇
を
作
り
ま
し
た
。
近
隣
の
植
木
職(

造
園

業
）が
そ
の
工
事
、供
給
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

居
留
地
の
外
人
が
増
加
す
る
に
つ
れ
需
要
が
増

大
し
、
植
木
職
は
本
格
的
に
花
卉
の
栽
培
を
始

め
ま
し
た
。
当
初
は
日
本
在
来
の
菊
、
芍
薬
、

花
菖
蒲
、
桔
梗
、
百
日
草
な
ど
の
草
花
、
ツ
ツ

ジ
、
山
茶
花
、
牡
丹
、
マ
サ
キ
、
南
天
、
花
桃
、

レ
ン
ギ
ョ
ウ
な
ど
の
花
木
を
扱
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
い
ち
は
や
く
居
留
地
で
開
業
し
た
ボ
ー

マ
ー
商
会
や
ジ
ャ
ー
メ
イ
ン
な
ど
が
外
国
草
花

の
輸
入
、
日
本
花
卉
の
輸
出
を
始
め
ま
し
た
。

バ
ラ
、
フ
リ
ー
ジ
ア
を
皮
切
り
に
、
西
洋
式
温

室
の
設
置
に
よ
り
、
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
ベ
ゴ

ニ
ア
、
フ
ク
シ
ャ
、
ゼ
ラ
ニ
ュ
ー
ム
、
シ
ネ
ラ

リ
ア
、
プ
リ
ム
ラ
類
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
ヘ
リ

オ
ト
ロ
ー
プ
、
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
へ
と
栽
培
の
種

類
を
ひ
ろ
げ
て
い
き
ま
し
た
。
当
初
は
居
留
地

需
要
を
対
象
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
だ
ん
だ
ん

と
日
本
人
の
間
に
も
浸
透
し
、
周
辺
農
民
が
種

苗
を
仕
入
れ
て
盛
ん
に
栽
培
を
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。 

当
時
の
来
日
外
国
人
に
は
花
卉
愛
好
家
が

多
く
、
植
物
に
も
深
い
知
識
を
持
っ
て
い
ま
し

た
の
で
、
在
来
の
日
本
の
植
物
、
菊
、
花
菖
蒲
、

ユ
リ
、朝
顔
、さ
く
ら
そ
う
な
ど
の
伝
統
花
や
、

盆
栽
な
ど
の
伝
統
様
式
に
も
興
味
を
寄
せ
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
が
後
の
外
国
向
け
ユ
リ
根
貿
易

（
輸
出
）
へ
と
大
き
く
発
展
し
、
ま
た
後
述
す

る
横
浜
植
木
会
社
に
よ
る
花
菖
蒲
の
欧
米
輸
出

の
活
況
へ
と
つ
な
が
っ
て
行
き
ま
す
。 

堀
切
地
域
花
菖
蒲
園
の
盛
況 

江
戸
時
代
末
期
に
堀
切
地
域
に
は
小
高
園
、

武
蔵
園
の
２
つ
の
花
菖
蒲
園
が
あ
り
、
江
戸
人

士
の
行
楽
地
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
20

年
に
四
つ
木
の
曳
舟
川
沿
い
の
お
茶
屋
吉
野
屋

が
同
所
に
花
菖
蒲
園
を
開
園
し
、
さ
ら
に
明
治

末
年
に
堀
切
園
、
観
光
園
、
大
正
か
ら
昭
和
始

め
に
か
け
て
四
つ
木
園
、
菖
蒲
園
が
加
わ
り
ま

し
た
。
そ
の
ほ
か
栽
培
農
家
で
菖
蒲
園
と
称
し

た
も
の
な
ど
も
多
数
あ
り
、
堀
切
地
域
は
ま
さ

に
花
菖
蒲
の
一
大
行
楽
セ
ン
タ
ー
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
ひ
と
つ
の
地
域
で
ひ
と
つ
の

種
の
植
物
を
た
く
さ
ん
の
園
が
競
っ
て
観
光
目

的
で
栽
培
し
て
い
る
例
は
古
今
を
通
じ
て
ほ
か

に
は
無
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
綺
麗

に
着
飾
っ
た
お
洒
落
な
女
性
た
ち
や
、
帽
子
を

か
ぶ
っ
た
礼
服
の
男
性
た
ち
が
花
を
観
賞
す
る

姿
が
浮
世
絵
な
ど
に
画
か
れ
、
当
時
の
花
菖
蒲

観
賞
の
熱
気
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
古
い

老
舗
の
小
高
園
は
激
変
す
る
明
治
維
新
の
折
、

花
菖
蒲
を
た
く
さ
ん
所
蔵
し
て
い
た
松
平
家
か

ら
株
を
こ
と
ご
と
く
引
き
取
っ
て
避
難
さ
せ
保

存
し
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
堀
切
地
域
は
江
戸

系
花
菖
蒲
の
メ
ッ
カ
と
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の

後
明
治
神
宮
や
戦
後
再
開
さ
れ
た
堀
切
菖
蒲
園

な
ど
に
も
貴
重
な
古
花
が
移
さ
れ
て
保
存
さ
れ
、

現
代
で
も
観
賞
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た

少
し
離
れ
た
茨
城
県
南
部
の
潮
来
の
地
で
も
江

戸
系
の
花
菖
蒲
が
盛
ん
に
栽
培
さ
れ
、
奥
州
航

路
の
船
宿
と
し
て
、
文
人
墨
客
を
楽
し
め
さ
せ

た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
現

在
の
観
光
地
、
潮
来
の
ア
ヤ
メ
（
花
菖
蒲
）
に

受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

外
国
人
女
性
の
堀
切
の
花
菖
蒲
園
見
学
記 

マ
リ
ー
・
ア
ン
ガ
ー(M

ary U
nger)

女
史
が

明
治
34
年(1901)

に
「
わ
た
し
の
好
き
な
日
本

の
花
」（The Favorite Flow

ers of Japan)

で
書
い
た
花
菖
蒲
園
見
学
記
を
紹
介
し
、
当
時

 

（
宇
宙
）
明
治
ニ
七
年
小
高
園
図
譜 

 

（
大
鳥
毛
） 

 

（
昇
龍
） 

 

（
月
下
波
） 

 

（
立
田
川
） 

堀切の花菖蒲園（横浜開港資料館蔵） 

（葛飾区郷土と天文博物館増） 
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の
外
国
の
人
が
初
め
て
見
た
花
菖
蒲
の
新
鮮
な

驚
き
に
触
れ
て
み
ま
す
。（
注
：
前
記
横
浜
の
ボ

ー
マ
ー
商
会
２
代
目
経
営
者
の
ド
イ
ツ
人
園
芸
家
ア

ル
フ
レ
ッ
ド
・
ア
ン
ガ
ー
夫
人
） 

｢

６
月
の
花
の
聖
地
巡
礼
に
向
か
っ
て
、私
た
ち

は
東
京
を
後
に
し
、
広
い
墨
田
川
の
土
手
に
沿

っ
て
数
マ
イ
ル
も
続
く
並
木
道
に
入
り
ま
し
た
。

東
京
か
ら
２
マ
イ
ル
ほ
ど
の
向
島
村
へ
の
道
の

両
側
に
は
桜
並
木
が
続
き
ま
す
。
桜
の
花
が
満

開
に
な
る
春
に
は
き
っ
と
た
く
さ
ん
の
人
々
が

集
ま
り
、
お
花
見
を
楽
し
む
の
で
し
ょ
う
。
桜

の
開
花
シ
ー
ズ
ン
ほ
ど
の
人
出
で
は
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
６
月
の
こ
の
晴
れ
た
日
、
歩

道
は
か
な
り
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。
み
な
着
飾
っ

て
、
期
待
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
お
祭
り
気
分
で
、

向
島
か
ら
歩
い
て
10
分
位
の
所
に
あ
る
、
堀
切

村
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
華
麗
な
花

菖
蒲
を
観
賞
で
き
る
日
本
で
一
番
有
名
な
庭
園

群
が
あ
り
、
西
欧
の
美
意
識
と
は
異
な
っ
た
、

日
本
古
来
の
自
然
の
美
し
い
特
徴
が
完
全
に
残

っ
て
い
ま
す
。
庭
園
に
入
る
と
、
松
の
木
を
植

え
た
小
さ
な
丘
に
沿
い
、
長
い
狭
い
小
道
が
続

き
ま
す
。
松
林
の
中
に
は
た
く
さ
ん
の
夏
の
家

が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
素
晴
ら
し
い
庭
園
風
景
が

一
望
で
き
ま
す
。熟
練
し
た
栽
培
技
術
に
よ
り
、

100

種
以
上
の
品
種
群
が
育
っ
て
い
ま
す
。
紫
、

青
、
青
紫
、
白
色
や
、
赤
み
が
か
っ
た
色
調
の

も
の
、
単
色
の
も
の
、
斑
点
入
り
、
縞
入
り
、

刷
毛
目
入
り
の
も
の
な
ど
あ
り
、
緑
の
松
の
木

蔭
か
ら
眺
め
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
彩
が
一
筋

の
清
流
の
よ
う
に
な
っ
て
流
れ
る
よ
う
に
見
え

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
美
景
を
称
え
て
即
興
の
詩

を
作
る
の
が
日
本
人
の
得
意
な
習
慣
な
の
で
し

ょ
う
が
、
残
念
な
が
ら
私
た
ち
に
は
そ
の
わ
ざ

が
備
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
ゆ
っ
く
り

と
、
菖
蒲
田
を
ジ
グ
ザ
グ
に
つ
な
ぐ
絵
画
の
よ

う
な
架
け
橋
を
渡
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
間

近
に
優
雅
な
花
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

開
い
た
花
弁
に
触
れ
る
と
折
れ
て
し
ま
う
の
で
、

蕾
の
と
き
に
切
っ
て
飾
り
、
そ
れ
か
ら
花
を
開

か
せ
て
楽
し
む
の
が
よ
い
の
で
す
と
庭
園
の
主

人
が
言
っ
て
い
ま
し
た
。
な
ん
と
花
菖
蒲
は
こ

わ
れ
や
す
く
繊
細
な
花
な
の
で
し
ょ
う
。
日
が

落
ち
て
、
影
が
長
く
な
り
、
私
た
ち
の
聖
地
巡

礼
の
旅
は
終
り
に
近
づ
き
ま
し
た
。
人
力
車
を

み
つ
け
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。
今
日
観
賞
し
て

き
た
花
菖
蒲
を
横
目
に
み
な
が
ら
人
力
車
は
走

り
ま
し
た
。
堀
切
の
花
菖
蒲
園
を
訪
れ
て
み
て

初
め
て
、
花
菖
蒲
の
花
の
姿
と
色
彩
が
本
当
に

素
晴
ら
し
い
こ
と
が
分
り
ま
し
た
。｣（
筆
者
訳
） 

明
治
神
宮
御
苑
の
花
菖
蒲 

明
治
後
、
井
伊
家
の
屋
敷
か
ら
宮
内
省
の

代
々
木
御
苑
へ
と
変
っ
た
こ
の
地
域
に
菖
蒲
田

が
で
き
た
の
は
、
明
治
26
年(1893)

で
し
た
。

周
囲
に
武
蔵
野
の
自
然
林
を
し
つ
ら
え
、
深
い

森
と
し
、
外
界
か
ら
の
雑
音
が
聞
こ
え
な
い
別

天
地
と
し
ま
し
た
。
大
正
４
年(1915)

明
治
神

宮
に
引
き
継
が
れ
た
時
点
で
、
花
菖
蒲
は
80
種

ほ
ど
で
あ
り
ま
し
た
が
、
奉
納
の
数
は
増
加
し

て150

種
余
り
に
な
り
ま
し
た
。
創
設
当
時
か

ら
主
と
し
て
堀
切
方
面
か
ら
優
秀
な
品
種
を
集

め
、少
量
の
伊
勢
花
菖
蒲
も
加
わ
り
ま
し
た
が
、

御
苑
の
沿
革
か
ら
し
て
、
江
戸
系
花
菖
蒲
を
主

体
と
す
る
こ
と
が
貫
か
れ
て
き
ま
し
た
。 

明
治
初
期
の
小
高
園
番
付
表
に
よ
る
花
菖
蒲
人

気
品
種 

江
戸
園
芸
花
に
つ
い
て
は
相
撲
の
番
付
に

な
ら
っ
て
、
評
価
す
る
し
き
た
り
が
あ
り
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
一
般
の
人
々
に
向
か
っ
て
の
宣

伝
手
段
で
あ
り
、
ま
た
栽
培
家
た
ち
の
競
技
の

場
で
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
花
菖
蒲
に
つ
い

て
も
堀
切
地
区
の
各
園
が
出
し
た
番
付
表
が
残

っ
て
い
ま
す
が
、
明
治
16
年(1883)

の
小
高
園

発
行
花
菖
蒲
番
付
表
の
う
ち
位
の
高
い
も
の
を

紹
介
し
ま
す
。（
図
参
照
） 

中
央
の
欄
に
特
別
職
と
し
て 

 

行
司 

稲
妻 

霓
裳
羽
衣 

 

年
寄 

奥
津
白
浪 

月
下
浪 

 

勧
進
元 

鳳
凰
冠 

 

差
添 

宇
宙 

力
士
の
欄
に
役
力
士
と
し
て 

 

東
方 

大
関 

笑
布
袋 

 
 
 
 

関
脇 

大
淀 

 
 
 
 

小
結 

座
間
森 

 

西
方 

大
関 

真
鶴 

 
 
 
 

関
脇 

酒
中
花 

 
 
 
 

小
結 

綾
瀬
川 

前
頭
以
下
総
勢 

120

力
士 

と
な
っ
て
い
ま
す
。
後
年
、
堀
切
園
や
、
武
蔵

園
の
出
し
た
番
付
表
を
見
て
も
宇
宙
や
霓
裳
羽

衣
な
ど
の
地
位
は
高
く
、
名
花
は
昔
も
今
も
同

じ
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

花
菖
蒲
の
国
際
化
の
た
め
横
浜
植
木
株
式
会
社

が
果
た
し
た
役
割 

 

そ
の
１)  

明
治
時
代
に
横
浜
と
蒲
田
に
花

菖
蒲
園
が
あ
っ
た 

 

霓裳羽衣(上)、蝦夷錦(下) 

 
大鳥毛(上)、真鶴(下) 

 
笑布袋(下)、鶴の毛衣(上) 

（大正年間横浜植木（株）図譜、同社蔵） 
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筆
者
は
横
浜
生
ま
れ
の
ハ
マ
ッ
コ
で
す
が
、

明
治
時
代
に
横
浜
に
花
菖
蒲
園
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
知
り
驚
き
で
し
た
。
明
治
23
年
に
発

足
し
た
横
浜
植
木
会
社
は
始
め
の
頃
は
所
在
地

の
山
手
に
連
な
る
唐
沢
の
地
で
輸
出
用
の
百
合

や
花
菖
蒲
を
栽
培
し
て
い
ま
し
た
が
、
増
加
す

る
需
要
に
備
え
る
た
め
明
治
30 

年
に
久
良
岐

群
屏
風
ケ
浦
磯
子
の
地
に(
現
横
浜
市
磯
子
区

磯
子
３
丁
目
）、磯
子
菖
蒲
園
を
開
設
し
ま
し
た
。

手
許
に
あ
る
絵
ハ
ガ
キ
を
み
る
と
山
す
そ
の
細

長
い
地
に
白
や
紅
紫
、
桃
色
の
花
が
咲
い
て
お

り
、
日
傘
を
さ
し
た
着
物
姿
の
女
性
３
人
と
半

纏
姿
の
男
性
１
人
が
あ
ぜ
道
に
立
っ
て
い
ま
す
。

面
積
は
約
６
反
歩
（1800

坪
）
で
小
規
模
な
も

の
で
す
。 

そ
の
後
、
増
え
た
海
外
か
ら
の
需
要
に
応
じ

き
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
代
わ
り
の
圃
場
を
探

し
、
東
京
府
荏
原
群
蒲
田
村
字
北
蒲
田
の
約
３

万
坪
の
土
地
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
こ
に
明
治

36

年((1903)

蒲
田
菖
蒲
園
の
名
で
圃
場
を
開

き
、
磯
子
菖
蒲
園
は
閉
じ
ま
し
た
。
新
し
い
圃

場
は
東
京
市
場
の
需
要
を
満
た
す
花
卉
生
産
地

と
も
な
り
、
花
作
り
が
専
門
で
、
輸
出
用
の
花

菖
蒲
以
外
に
、
沈
丁
花
、
牡
丹
、
段
菊
、
日
々

草
、
ケ
イ
ト
ウ
な
ど
の
切
り
花
を
や
り
、
の
ち

に
洋
種
花
卉
も
扱
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
姿
は
横
浜
植
木
株
式
会
社
百
年
史
に
つ
ぎ
の

よ
う
に
活
写
さ
れ
て
い
ま
す
。 

｢
当
時
の
蒲
田
は
、
一
面
の
田
園
地
帯
で
、
周
囲

が
広
々
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
３
万
坪
の

菖
蒲
園
も
数
字
ほ
ど
に
は
広
く
見
え
な
い
感
じ

が
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
近
く
を
鉄
道
線
路
が

通
っ
て
い
た
が
、
当
時
は
ま
だ
蒲
田
駅
は
出
来

て
お
ら
ず
、
横
浜
か
ら
行
く
に
は
汽
車
で
川
崎

駅
か
大
森
駅
へ
行
き
、
そ
こ
か
ら
人
力
車
に
乗

る
か
歩
い
て
行
く
ほ
か
な
か
っ
た
。｣ 

｢

蒲
田
に
開
設
し
た
菖
蒲
園
は
、毎
年
開
花
期
を

迎
え
る
と
無
数
の
花
が
見
事
に
咲
き
乱
れ
、
壮

大
な
花
園
に
一
変
し
、
た
ち
ま
ち
東
京
有
数
の

花
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た｣ 

人
出
の
多
か
っ
た
こ
と
が
鉄
道
に
蒲
田
駅
を
開

設
す
る
理
由
の
一
つ
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

も
う
ひ
と
つ
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
横
浜
市
中
区
に
あ
る
三
渓
園
に
あ

っ
た
か
な
り
大
き
な
花
菖
蒲
田
で
す
。
庭
園
建

設
時
に
は
谷
が
三
段
に
な
っ
て
一
面
に
野
菜
畑

が
あ
り
ま
し
た
が
、
谷
の
中
央
を
掘
っ
て
川
を

作
り
、
掘
っ
た
土
を
盛
っ
て
庭
園
の
形
が
出
来

上
が
り
、
そ
こ
に
明
治
39
年
か
ら
41
年

(1906-1908)

に
か
け
て
小
向
井
や
杉
田
の
梅

林
な
ど
か
ら
約1100

本
の
梅
を
仕
入
れ
て
植

え
付
け
ま
し
た
。
そ
の
結
果
見
事
な
花
を
咲
か

せ
、
春
の
花
の
墜
道
が
で
き
て
、
た
く
さ
ん
の

人
出
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
海
際
に
あ
る

た
め
そ
の
後
の
大
暴
風
雨
で
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ

て
僅
か
き
り
残
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
あ
と

に
植
え
付
け
ら
れ
た
の
が
横
浜
植
木
会
社
か
ら

仕
入
れ
た
96
種
10
万
株
の
大
量
の
花
菖
蒲
で
、

蓮
池
（
現
在
の
大
池
）
に
十
間
四
方
の
碁
盤
目

に
分
け
て
菖
蒲
田
を
作
り
ま
し
た
。（
多
分
横
浜

植
木
の
磯
子
か
ら
蒲
田
へ
の
移
転
に
と
も
な
っ

て
生
じ
た
株
を
あ
て
た
と
思
わ
れ
る
）。一
時
は

か
な
り
賑
や
か
に
菖
蒲
を
咲
か
せ
ま
し
た
が
、

残
念
な
が
ら
塩
害
の
た
め
長
続
き
し
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
今
日
、
三
渓
園
で
見
ら
れ
る
花
菖

蒲
は
戦
後
昭
和
34
年(1959)

に
明
治
神
宮
よ

り
入
れ
た
も
の
で
、
栽
培
規
模
は
小
さ
く
な
り

ま
し
た
。 

 

そ
の
２)  

花
菖
蒲
を
輸
出
し
欧
米
に
定
着

さ
せ
た 

花
菖
蒲
が
外
国
に
正
式
に
紹
介
さ
れ
た
の

は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー

ボ
ル
ト(Philipp 

Franz 
von 

Siebold 
(1796-1866)

が
19
世
紀
中
頃
に
オ
ラ
ン
ダ
に

持
っ
て
い
き
、
自
分
の
経
営
す
る
ラ
イ
デ
ン
気

候
馴
化
園
で
栽
培
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
売
り
出

す
カ
タ
ロ
グ
に
掲
載
さ
れ
た
の
が
始
め
て
で
す
。

(

注
：
拙
稿
「
花
菖
蒲
と
桜
草ｰ

世
界
の
窓
を
開
い
た

シ
ー
ボ
ル
ト
」園
芸
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
64
月
号
参
照) 

取
引
と
し
て
外
国
に
輸
出
さ
れ
た
の
は
小

高
園
が
初
め
て
で
、
記
録
に
よ
る
と｢

明
治
10

年(1877)

米
国
人
某
氏
ノ
乞
ヒ
ニ
依
リ
テ
花
菖

蒲
数
百
根
ヲ
彼
ノ
国
ニ
輸
レ
リ
、
是
ヨ
リ
年
々

津
田
仙
及
ヒ
鈴
木
卯
兵
衛
ヨ
リ
ノ
依
頼
に
ヨ
リ

テ
、
国
内
ノ
菖
根
ヲ
海
外
エ
輸
出
ス
ル
事
ト
ナ

レ
リ
、｣

と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。(

注
：
元
祖
花

菖
蒲
小
高
園
由
来
小
高
伊
左
衛
門
、1895

よ
り)

鈴

木
卯
兵
衛
は
前
述
の
横
浜
植
木
株
式
会
社
を
設

立
し
た
人
で
、
花
菖
蒲
の
本
格
的
輸
出
は
同
社

磯子花菖蒲園（横浜開港資料館蔵） 

横浜三渓園花菖蒲田（三渓園蔵） 
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に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
き
ま
す
。 

横
浜
植
木
株
式
会
社
の
外
国
向
け
英
文
カ

タ
ロ
グ
明
治
25
年(1892)

版
に
はIRIS  

K
AEM

PFERI
と
し
て
、
３
つ
に
タ
イ
プ
に

分
け
24
品
種
が
載
っ
て
い
ま
す
。
価
格
は100

株
あ
た
り$12.50

。
参
考
ま
で
に
下
記
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
し
て
み
ま
す
。(
原
英
語
綴
り
の
ま
ま
記

述
、
括
弧
内
和
文
品
種
名
は
筆
者
が
記
載
） 

 

白
色
タ
イ
プ 

Sano-w
atari  

（
佐
野
渡
り
、
熊
本
系
） 

   
Zam

a-no-m
ori(

座
間
の
森
、
江
戸
系) 

  
 G

ekka-no-nam
i(

月
下
の
波
、
江
戸
系
） 

   
H

aku-botan

（
白
牡
丹
、
熊
本
系
） 

  
 K

ichi-bokuo

（
不
明
） 

   
Banrai-no-nam

i

（
万
里
の
波
か
？
） 

  
 H

aku-o-den

（
白
翁
殿
か
？
江
戸
系
） 

 

暗
褐
色
、
え
び
茶
色(

紅
紫
）
タ
イ
プ 

 
 

Shichiuka(

酒
中
花
、
江
戸
系
） 

 
 

O
ki-no-kagaribi(

沖
の
篝
火
、
江
戸
系
） 

 
 

U
ji-no-kaw

a(

不
明
） 

    Banrai-no-hibiki(

不
明
） 

 

斑
入
り
（
覆
輪
）
タ
イ
プ 

 
 

Idum
igaw

a(

泉
川
、
江
戸
系
） 

    K
atsurao(

桂
男
、
江
戸
系
） 

    Tatsutagaw
a(

立
田
川
、
江
戸
系
） 

Satsuki-no-am
e(

不
明
） 

    Shippo(

七
宝
、
江
戸
系
） 

    Tam
atorihim

e(

不
明
） 

     Sum
a-no-ura

（
須
磨
の
浦
、
熊
本
系
） 

     N
oboriro(

不
明
） 

     Shi-un(

紫
雲
、
熊
本
系
） 

     O
shokun

（
王
昭
君
、
江
戸
系
） 

     M
usashi-no-tsukasa

（
不
明
） 

     Yen-uno-sora

（
不
明
） 

     K
arako-asobi

（
不
明
） 

以
上
の
３
タ
イ
プ
に
分
け
る
こ
と
に
は
無

理
が
あ
り
、
そ
の
後
の
カ
タ
ロ
グ
明
治
42
年

（1909)

版
で
は
新
品
種
・
稀
品
種
と
一
般
種

の
部
に
わ
け
、
価
格
差
を
設
け
て
い
ま
す
。
種

類
も
大
幅
に
増
え
、
新
品
種
・
稀
品
種
の
部
に

は
18
種
あ
り
、
全
部
こ
み
で
セ
ッ
ト
あ
た
り

$4.00

、 
100

株
あ
た
り$18.00

と
し
て
い

ま
す
。そ
の
な
か
に
はRenjyou-no-tam

a(

連

城
の
璧
、
江
戸
系
）)

、Yam
ato-zukasa

（
大

和
司
、江
戸
系
）な
ど
が
顔
を
見
せ
て
い
ま
す
。

一
般
の
部
に
は
50 
種
あ
り
、100

株
あ
た
り

$7.50

と
な
っ
て
い
ま
す
。O

-torige

（
大
鳥

毛
）Kum

a-funjin
（
熊
奮
迅
）、Oyodo

（
大

淀
）、G

ei-sho-ui

（
霓
裳
羽
衣
）
な
ど
の
江
戸

系
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

横
浜
植
木
株
式
会
社
は
当
初
か
ら
貿
易
志

向
が
強
く
、
明
治
31
年(1898)

に
は
米
国
の
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
支
店
を
設
け
、
横
浜
か
ら
の
花

菖
蒲
の
輸
出
取
引
の
み
な
ら
ず
、
米
国
で
小
売

り
も
し
ま
し
た
。
勿
論
当
時
の
植
物
輸
出
の
花

形
で
あ
っ
た
ユ
リ
根
も
取
り
扱
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
が
、
同
社
は1909

年
以
前
に
お
け
る

日
本
の
花
菖
蒲
苗
の
最
も
重
要
な
供
給
先
で
あ

り
、
そ
の
後
の
米
国
の
育
種
家
や
花
菖
蒲
園
の

た
め
に
貢
献
し
た
と
マ
ッ
キ
ー
ン
の
ジ
ャ
パ
ニ

ー
ズ
ア
イ
リ
ス
（Currier M

cEw
en

、The 
Japanese Iris)

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
お
そ

ら
く
20
世
紀
の
初
頭
が
米
国
向
け
花
菖
蒲
輸

出
の
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ま
す
。 

日
本
花
菖
蒲
協
会
の
創
立 

昭
和
５
年(1930)

年
に
日
本
花
菖
蒲
協
会
が

設
立
さ
れ
、
講
演
会
及
び
観
賞
大
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。 

 

講
演
会 

昭
和
５
年
６
月
20 

日
、
小
高
園
、

堀
切
園
、吉
野
園
で
開
催
、出
席
者
約300

名
。 

 

白
井
光
太
郎
博
士
、
リ
ー
ド
博
士
、
西
田
信

常
氏
の
講
演
あ
り
。 

 

陳
列
会 

同
年
７
月
10
日
～
30
日
、
日
比

谷
公
園
、
出
品
鉢
数
約700 

三
好
学
博
士
は
翌
６
年
に
発
刊
さ
れ
た
創
刊
号

会
報
に
「
日
本
花
菖
蒲
協
会
設
立
に
就
て
」
と

題
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。(

注
：
三

好
学
、1861-1939

、
植
物
学
者
、
花
菖
蒲
図
譜1921

刊
行) 

 
｢

米
国
に
は
米
国
ア
イ
リ
ス
協
会
が2000

人

以
上
の
会
員
を
有
し
て
い
る
。
会
員
は
い
ず
れ

も
ア
マ
チ
ュ
ア
で
、
米
国
産
の
多
数
の
野
生
ア

イ
リ
ス
の
外
日
本
の
花
菖
蒲
其
の
他
の
種
類
の

培
養
に
務
め
て
い
る
。
英
国
に
も
ア
イ
リ
ス
協

会
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
先
年
歿
せ
ら
れ
た
ダ

イ
ク
ス
氏(W

.R.D
ykes)

は
世
界
中
の
ア
イ
リ

ス
の
研
究
者
と
し
て
有
名
な
人
で
、
同
協
会
の

為
に
尽
力
さ
れ
た
。
昨
年
米
国
ア
イ
リ
ス
協
会

の
リ
ー
ド
博
士(D

r.G
.M

.Reed)

及
夫
人
は
日

本
の
ア
イ
リ
ス
殊
に
花
菖
蒲
の
野
生
並
に
培
養

の
状
態
視
察
の
為
に
来
着
さ
れ
て
、
詳
し
く
調

査
さ
れ
た
。
花
菖
蒲
は
欧
米
諸
国
で
も
培
養
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
本
国
の
我
邦
で
も
此
の
花

草
の
培
養
が
却
っ
て
旧
時
の
如
く
盛
ん
で
な
い

の
は
遺
憾
で
あ
る
。･･･

中
略･

・
・
斯
様
な
次

第
で
あ
る
か
ら
、
今
回
花
菖
蒲
培
養
の
歴
史
に

密
接
の
関
係
あ
る
東
京
に
於
て
日
本
花
菖
蒲
協

会
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と

で
あ
る
。｣ 

リ
ー
ド
博
士
は
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ブ

ル
ッ
ク
リ
ン
植
物
園
の
園
長
で
あ
っ
た
人
で
、

同
氏
の
来
訪
が
協
会
設
立
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
国
際
的
に
も
ご
本
家
で

あ
る
日
本
の
全
国
組
織
の
存
在
が
必
要
で
あG.Mリード博士寄書き（葛飾区郷土と天文の博物館蔵） 
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り
ま
し
た
。
な
お
日
比
谷
公
園
の
陳
列
会
に
は

初
め
て
熊
本
花
菖
蒲
が
出
展
さ
れ
、
特
別
陳
列

を
な
し
そ
の
優
秀
な
鉢
作
り
に
は
来
園
市
民
も

驚
愕
し
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
後
述
す
る
西
田

衆
芳
園
の
故
西
田
勇
氏
（
前
日
本
花
菖
蒲
協
会

会
長
）
の
若
い
頃
、
園
主
の
父
信
常
氏
を
手
伝

っ
て
日
比
谷
公
園
に
花
菖
蒲
花
壇
と
肥
後
菊
、

熊
本
芍
薬
の
花
壇
、
い
ず
れ
も
５
間
も
の
で
大

き
な
も
の
を
設
営
さ
れ
た
そ
う
で
す
。｢
今
に
し

て
思
え
ば
『
こ
ん
な
大
仕
事
が
』
私
た
ち
の
小

さ
な
手
で
よ
く
も
出
来
た
も
の
か
と
、
当
時
を

振
り
返
る
ば
か
り｣

と
西
田
勇
氏
は
述
懐
し
て

い
ま
す
。
そ
の
と
き
飾
ら
れ
た
熊
本
花
菖
蒲
が

東
京
の
一
般
市
民
へ
の
初
公
開
で
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
な
お
協
会
発
足
時
、
評
議
員
に
小
高

園
の
小
高
佳
太
郎
、
吉
野
園
の
吉
野
銓
三
、
理

事
に
堀
切
園
の
磯
貝
忠
次
郎
な
ど
の
各
氏
が
堀

切
地
区
を
代
表
し
て
参
画
し
て
お
り
、
堀
切
グ

ル
ー
プ
の
意
気
込
み
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
ま

た
中
心
に
な
っ
て
奔
走
さ
れ
た
東
京
市
の
公
園

課
長
で
あ
っ
た
井
下
清
氏
の
功
績
も
大
で
あ
り

ま
し
た
。
同
氏
は
戦
後
も
日
本
花
菖
蒲
協
会
会

長
と
し
て
活
躍
さ
れ
、
昭
和
48
年(1973)

歿
せ

ら
れ
る
ま
で
会
員
を
指
導
さ
れ
ま
し
た
。 

伊
勢
松
坂
の
玉
蝉
花
（
花
菖
蒲
）
の
歩
み 

松
阪
で
伊
勢
花
菖
蒲
を
生
み
出
し
た
吉
井

定
五
郎
の
没
後
、
吉
之
丞
が
父
の
遺
業
を
受
け

継
ぎ
、
さ
ら
に
改
良
し
、
多
く
の
品
種
を
世
に

出
し
ま
し
た
。
津
で
も
伊
関
堅
次
郎
が
松
阪
か

ら
花
菖
蒲
を
集
め
て
栽
培
し
品
種
改
良
し
ま
し

た
。
後
に
津
の
吉
川
万
吉
が
両
先
達
か
ら
株
を

譲

り

受

け

、

昭

和

５

年

か

ら

16
年

(1930-1941)

ま
で
の
栽
培
記
録
を
集
大
成
し

た｢

華
鏡｣

を
残
し
ま
し
た
。
伊
勢
花
菖
蒲
を
受

け
継
い
だ
グ
ル
ー
プ
は
、
花
弁
が
垂
れ
、
花
弁

に
狂
い
を
見
せ
る
伊
勢
の
伝
統
を
守
り
貫
い
た

た
め
、
地
域
性
が
強
く
、
全
国
的
に
広
が
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
戦
後
に
な
っ
て
江
戸
、
肥
後
、

伊
勢
の
３
大
系
統
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
現

在
で
も
御
代
の
春
、
衆
指
の
誉
、
藤
袴
、
乙
女
、

薄
化
粧
、
不
知
火
な
ど
は
伊
勢
古
花
と
し
て
繊

細
な
感
じ
が
好
ま
れ
、
親
し
く
栽
培
さ
れ
て
い

ま
す
。 

京
都
に
於
け
る
玉
蝉
花
陳
列
会
と
幻
の
江
州
花

菖
蒲 日

本
園
芸
雑
誌
に
載
っ
て
い
る
明
治
35
年

(1902)

年
に
京
都
で
開
か
れ
た
玉
蝉
花
展
示
会

の
記
事
に
よ
り
、
そ
の
こ
ろ
栽
培
さ
れ
て
い
た

西
日
本
に
お
け
る
花
菖
蒲
の
顔
ぶ
れ
が
わ
か
り

ま
す
の
で
紹
介
し
ま
す
。そ
れ
に
よ
る
と｢

該
会

ハ
去
ル
６
月
18
、
19
ノ
両
日
北
村
久
米
蔵
氏

方
（
本
会
会
員
）
ニ
於
テ
之
ヲ
開
キ
タ
リ
該
地

ニ
於
ケ
ル
玉
蝉
花
陳
列
会
ハ
今
回
ヲ
以
テ
初
メ

テ
ト
ス
ト
云
ウ｣

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。出
展
品

種
は
全
部
で
70
鉢
、
十
二
一
重
、
沖
津
白
波
、

竜
田
川
、
富
士
娘
、
雲
衣
裳
な
ど
の
江
戸
系
、

雲
龍
、
藤
乙
女
、
相
生
、
真
鶴
、
楊
貴
妃
な
ど

の
熊
本
系
、
田
子
の
浦
、
残
月
、
紫
雲
（
紫
雲

台
）、
お
も
か
げ
、
峰
の
雪
な
ど
の
伊
勢
系
が
あ

り
、
３
系
統
が
揃
っ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
出
品

者
名
の
脇
に
特
に
江
州
と
付
記
さ
れ
て
い
る
も

の
が
11
鉢
あ
り
（
比
良
の
雪
、
男
山
、
水
の
面
、

真
光
王
、
谷
風
、
大
磐
石
、
大
と
き
、
光
玉
殿
、

鷲
の
島
、
御
て
の
、
実
生
１
鉢
）、
こ
れ
ら
は
江

州
、
す
な
わ
ち
近
江
地
方
で
古
く
か
ら
作
ら
れ

て
い
た
江
州
菖
蒲
と
思
わ
れ
ま
す
。
江
州
菖
蒲

は
前
述
の
リ
ー
ド
博
士
が
帰
米
後
、
米
国
ア
イ

リ
ス
協
会
の1931

年
に
発
表
し
た
「
日
本
に

お
け
る
あ
や
め
類
」報
告
書
に
よ
る
と｢

江
州
菖

蒲
は
伊
勢
菖
蒲
に
や
や
似
て
い
る
。
葉
は
丈
低

く
、
直
立
し
、
花
梗
も
丈
低
く
、
葉
か
ら
抽
出

す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
花
は
小
さ
い
ほ

う
で
あ
る
が
、
垂
弁
は
丸
く
互
い
に
重
な
り
合

い
縮
緬
状
で
あ
る
。｣

と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

残
念
な
が
ら
江
州
菖
蒲
に
つ
い
て
は
文
書
と
し

て
記
録
が
残
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
現
時
点

で
は
こ
れ
以
上
わ
か
り
ま
せ
ん
。
な
お
玉
蝉
花

と
い
う
表
現
は
伊
勢
系
古
花
に
付
け
ら
れ
た
名

称
と
理
解
し
て
い
ま
す
が
、
恐
ら
く
中
国
語
か

ら
由
来
し
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
中
国
語
で
玉

蝉
花
はyu chan hua

と
読
み
ま
す
。 

満
月
会
と
熊
本
花
菖
蒲 

武
士
が
花
連
を
組
織
し
熊
本
花
菖
蒲
を
改

良
し
栽
培
し
て
き
ま
し
た
が
、
明
治
維
新
の
廃

藩
置
県
と
、
西
南
の
役
に
よ
る
戦
禍
で
、
か
れ

ら
の
花
連
は
解
散
し
ま
し
た
。
そ
の
後
明
治
19

年(1886)
に
、
残
っ
た
花
菖
蒲
愛
好
家
た
ち
が

集
ま
っ
て
、
満
月
会
を
結
成
し
ま
し
た
。
入
会

規
則
は
極
め
て
厳
格
で
、
現
在
の
よ
う
な
園
芸

の
大
衆
化
、
国
際
化
の
環
境
下
に
あ
る
我
々
に

と
っ
て
、
ま
こ
と
に
異
質
の
世
界
に
感
じ
ら
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
反
面
、
熊
本
花
菖
蒲
の

独
特
の
風
格
を
作
り
あ
げ
た
強
い
基
盤
で
も
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
門
外
不
出
を
守
り
、
一
般

に
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
内
容
は
知
ら
れ
て
い
な
い

た
め
、
後
述
の
西
田
家
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た

一
部
の
花
菖
蒲
品
種
を
も
と
に
探
り
ま
す
。 

西
田
衆
芳
園
に
よ
る
肥
後
系
花
菖
蒲
の
紹
介 

熊
本
在
住
の
西
田
家
が
横
浜
市
磯
子
区
の

岡
村
に
移
っ
た
の
は
大
正
12
年(1923)

の
こ

と
で
、
こ
の
間
の
事
情
や
そ
の
後
の
経
緯
に
つ

い
て
は
、
前
日
本
花
菖
蒲
協
会
会
長
の
故
西
田

勇
氏
の｢

回
想
へ
の
招
待｣

協
会
創
立
50
周
年

記
念
号
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に

よ
る
と
父
の
信
常
は
祖
父
の
貞
幹
と
と
も
に
満

月
会
の
会
員
と
し
て
、
花
菖
蒲
の
改
良
、
栽
培

に
努
め
て
実
績
を
挙
げ
て
い
ま
し
た
。
信
常
が

一
念
発
起
し
て
関
東
の
一
角
、
横
浜
の
地
で
、

花
菖
蒲
を
中
心
と
し
て
菊
、
芍
薬
な
ど
の
肥
後

系
植
物
の
栽
培
と
販
売
を
行
う
衆
芳
園
を
設
立

し
ま
し
た
。
花
菖
蒲
に
つ
い
て
は
、
門
外
不
出

の
も
の
が
流
出
し
て
衆
芳
園
で
販
売
さ
れ
て
い

る
と
し
て
、
満
月
会
関
係
者
か
ら
抗
議
の
声
が

あ
が
っ
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
が
、
貞
幹
、

信
常
両
氏
が
満
月
会
に
貢
献
し
た
こ
と
に
対
す

る
お
礼
で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
結

果
と
し
て
熊
本
花
菖
蒲
が
横
浜
か
ら
全
国
に
広

ま
り
、
西
田
家
自
身
の
改
良
種
も
加
わ
っ
て
、

肥
後
系
花
菖
蒲
と
し
て
全
国
的
に
ゆ
る
ぎ
な
い

評
価
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
玉
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洞
、
紫
溟
の
秋
、
秋
の
錦
、
滝
の
瓔
洛
、
錦
木
、

舞
子
の
浜
な
ど
の
熊
本
種
は
現
在
で
も
展
示
会

に
常
連
と
し
て
登
場
し
て
い
ま
す
。 

宮
沢
文
吾
博
士
に
よ
る
大
船
系
花
菖
蒲
の
改
良

と
育
種 

宮
沢
文
吾
博
士(1884-1968)

は
明
治
か
ら

昭
和
に
か
け
て
わ
が
国
の
園
芸
学
会
を
リ
ー
ド

し
た
泰
斗
で
す
。
戦
前
出
版
さ
れ
た｢

花
木
園

芸｣

や｢

草
花
園
芸｣

に
は
日
本
種
、洋
種
の
広
範

囲
の
植
物
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、園
芸
研
究
家
、

趣
味
家
た
ち
の
優
れ
た
指
導
書
で
し
た
。
花
菖

蒲
に
つ
き
ま
し
て
は
、
明
治
43
年(1910)

か
ら

農
林
省
の
助
成
を
え
て
、
神
奈
川
県
農
事
試
験

場（
現
大
船
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
）で
は
芍
薬
、

躑
躅
と
と
も
に
品
種
改
良
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

宮
沢
博
士
は
同
場
の
技
師
と
し
て
在
任
し
、
そ

の
仕
事
を
担
当
し
ま
し
た
。
昭
和
11
年(1936)

に｢

花
菖
蒲
の
品
種
改
良
成
績｣

と
題
す
る
報
告

書
を
刊
行
し
ま
し
た
が
、
農
林
省
は
そ
の
序
文

に｢

花
菖
蒲
の
如
き
花
卉
に
在
り
て
は
本
邦
特

産
の
も
の
な
る
の
み
な
ら
ず
夙
に
海
外
に
紹
介

さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
に
も
拘
わ
ら
ず
特
に
改
良

さ
れ
た
る
も
の
を
聞
か
ず
依
り
て
農
林
省
に
於

は
之
が
優
良
品
種
を
育
成
し
益
益
本
邦
在
来
の

花
卉
の
真
価
を
発
揚
し
一
層
我
花
卉
園
芸
の
発

達
を
促
進
せ
ん
が
た
め
・
・
・
・｣

と
述
べ
て
い

ま
す
。
そ
の
期
待
に
こ
た
え
、
宮
沢
博
士
は
、

大
正
４
年
か
ら
９
年
頃(1915-1920)

ま
で
に

約300

品
種
の
新
花
を
作
出
し
て
報
告
書
で
発

表
し
ま
し
た
。
記
述
内
容
に
感
心
す
る
の
は
各

個
別
品
種
の
説
明
欄
で
、
交
配
親
、
作
出
年
、

葉
、
花
梗
、
開
花
期
、
花
容
の
詳
細
な
ど
が
綴

ら
れ
て
お
り
、
交
配
の
内
容
、
成
果
が
よ
く
わ

か
り
ま
す
。
大
船
系
花
菖
蒲
と
し
て
現
在
で
も

同
園
の
花
菖
蒲
田
で
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

か
な
り
消
失
し
て
し
ま
い
、
残
っ
て
い
る
の
は

約
80
種
と
聞
い
て
い
ま
す
。
朽
葉
、
無
双
、
心

の
色
な
ど
が
名
花
で
す
。
宮
沢
博
士
は
晩
年
、

極
早
咲
種
系
統
を
生
み
だ
し
、
没
後
吉
江
晴
朗

氏
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
は
達
成
さ
れ
ま
し
た
。 

長
井
系
花
菖
蒲
の
由
来 

長
井
花
菖
蒲
の
ル
ー
ツ
は
山
形
県
南
部
の

飯
豊
山
系
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
飯
豊

町
の
萩
生
の
旧
家
で
は
昔
か
ら
庭
に
美
し
い
あ

や
め
が
咲
く
と
、お
客
を
招
い
て
と
も
に
愛
で
、

風
流
を
楽
し
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
長

井
の
あ
や
め
公
園
は
明
治
43
年(1910)

に
あ

や
め
の
苗
を
同
所
に
植
え
た
の
が
始
ま
り
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
大
正
の
中
頃
ま
で
に
大
き
く

発
展
し
、
昭
和
初
期
が
全
盛
期
で
た
く
さ
ん
の

来
園
者
を
集
め
、
雪
洞
が
点
灯
さ
れ
て
夜
の
あ

や
め
を
観
賞
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
長
井
の
花
菖

蒲
は
野
生
の
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ(Iris ensata)

の
自
然
交
雑
に
よ
り
生
ま
れ
た
も
の
が
多
く
、

ほ
と
ん
ど
人
手
が
加
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
長
井

系
花
菖
蒲
と
し
て
ア
グ
レ
マ
ン
を
え
た
の
は
戦

後
で
す
が
、
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
に
近
い
形
態
と

し
て
、派
手
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
品
格
が
あ
り
、

愛
好
家
が
か
な
り
い
ま
す
。 

米
国
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
花
菖
蒲
栽

培
の
は
じ
ま
り 

シ
ー
ボ
ル
ト
の
ラ
イ
デ
ン
気
候
順
化
園
か

ら
初
め
て
売
り
に
出
さ
れ
た
花
菖
蒲
は
先
ず
英

国
の
ヴ
ィ
ー
チ
商
会(Veitch N

ursery)

に
よ

っ
て
仕
入
れ
ら
れ
、1874

～1896

の
間
に
、

同
社
に
よ
る
実
生
栽
培
株
の
16
種
が
王
立
園

芸

協

会(The 
Royal 

H
orticultural 

Society)

か
ら
第
１
級
の
認
定
書
を
得
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
も
か
な
り
早
い
時
期
に
仕
入
れ
ら

れ
、1893

年
の
園
芸
店
の
カ
タ
ロ
グ
に
初
め
て

花
菖
蒲
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
で
は
前

述
の
明
治
初
期
に
横
浜
で
植
物
貿
易
を
始
め
た

ボ
ー
マ
ー
商
会
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ

(H
eidelberg Sclierbach)

に
あ
る
ア
ル
フ
レ

ッ
ド
・
ア
ン
ガ
ー(Alfred U

nger)

園
芸
店
に

花
菖
蒲
を
輸
出
し
、
そ
こ
で
実
生
栽
培
さ
れ
た

多
数
の
苗
株
が
米
国
に
も
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。 

米
国
へ
の
花
菖
蒲
の
導
入
は
シ
ー
ボ
ル
ト

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
導
入
よ
り
若
干
遅
れ
て

1869

年
に
ト
ー
マ
ス･

ホ
ッ
グ･

Ｊ
ｒ

(Thom
as H

ogg

、Jr)

に
よ
っ
て
な
さ
れ
ま
し

た
。
彼
は
日
米
修
交
条
約
締
結
後1862

年
に

税
関
監
査
官
と
し
て
来
日
、
８
年
間
日
本
に
滞

在
し
ま
し
た
。
そ
の
間
、
父
の
経
営
す
る
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
の
ホ
ッ
グ
園
芸
店
に
た
く
さ
ん
の
日

本
の
植
物
を
送
り
ま
し
た
。
そ
の
な
か
に
花
菖

蒲
も
入
っ
て
い
ま
し
た
。1879

年
付
け
の
ウ
ー

ル
ソ
ン
会
社(W

oolson Com
pany)

の
カ
タ

ロ
グ
に
は
名
前
の
つ
い
た
花
菖
蒲
の
実
生
苗
と

し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
も
の
と
、
ホ
ッ
グ
園

芸
店
の
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
、

横
浜
植
木
株
式
会
社
が
積
極
的
に
輸
出
を
始
め
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
事
務
所
を
設
け
て
直
接
小
売

す
る
な
ど
し
て
、花
菖
蒲
の
知
名
度
は
あ
が
り
、

19
～
20
世
紀
の
変
わ
り
目
こ
ろ
に
は
花
菖
蒲

を
栽
培
す
る
者
が
か
な
り
増
え
ま
し
た
。 

米
国
花
菖
蒲
界
の
２
人
の
功
労
者 

ま
ず
日
本
花
菖
蒲
協
会
設
立
の
き
っ
か
け

を
作
っ
て
く
れ
た
前
述
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｍ
・
リ

ー
ド
博
士
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
博
士
は
ブ
ル
ッ

ク
リ
ン
植
物
園
勤
務
中
、1920

年
に
ア
メ
リ
カ

ア
イ
リ
ス
協
会
と
協
力
契
約
を
結
び
、
同
園
内

に
ベ
ア
ド
レ
ス
・
ア
イ
リ
ス(Beardless Iris)

の
テ
ス
ト
ガ
ー
デ
ン
を
設
け
、
花
菖
蒲
を
植
え

て
そ
の
生
態
、
育
種
、
病
害
、
分
類
に
つ
き
研

究
を
始
め
ま
し
た
。
本
家
の
日
本
の
花
菖
蒲
事

情
を
調
査
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
ア
イ
リ
ス
協

会
の
助
成
を
得
て1930

年
の
３
月
か
ら
７
月

ま
で
日
本
に
滞
在
し
、
各
地
の
花
菖
蒲
園
を
訪

れ
ま
し
た
。
帰
国
後
に
出
さ
れ
た
報
告
書
は
、

植
物
学
者
と
し
て
客
観
的
な
視
点
で
書
か
れ
て

お
り
、
い
ま
か
ら
読
ん
で
も
大
変
に
参
考
に
な

り
ま
す
。(

注
：
日
本
花
菖
蒲
協
会
創
立
50
周
年
記

念
号1983

年
刊
行
に
掲
載
。) 1939

年
の
時
点

で
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
植
物
園
は350

種
の
名
前
の

つ
い
た
品
種
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、1956

年
リ
ー
ド
博
士
の
死
後
、
残
念
な
が
ら
花
菖
蒲

も
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。 

つ
ぎ
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ

の
ア
ー
リ
ー
・
ペ
イ
ン(Arlie Payne)

で
す
。
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園
芸
家
で
あ
り
庭
園
設
計
者
で
し
た
。1925

年
に
園
芸
店
よ
り
宇
宙(U

chu)

と
マ
ホ
ガ
ニ

イ(M
ahogny)

の
２
種
を
仕
入
れ
た
の
が
き
っ

か
け
で
、
彼
は
輸
入
業
者
よ
り
多
種
類
の
花
菖

蒲
苗
を
仕
入
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
交
配
、
育
種

を
重
ね
、
ピ
ー
ク
時
に
は
実
生
株
が
約100

、

000

株
に
も
達
し
た
そ
う
で
す
。
彼
の
優
れ
た

点
は
詳
細
な
交
配
記
録
を
残
し
た
こ
と
で
、
そ

れ
ら
は
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
涯
で
命
名
さ

れ
た
自
信
作170 

種
を
市
場
に
出
し
て
お
り
、

戦
後
発
表
さ
れ
た
イ
マ
キ
ュ
リ
ッ
ト
・
グ
リ
ッ

タ
ー(I.`Im

m
aculate G

litter')

、
ブ
ル
ー
・

ノ
ク
タ
ー
ン(I.`Blue N

octurn')

な
ど
は
有

名
で
、
日
本
で
も
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。
米
国

に
お
け
る
花
菖
蒲
の
祖
と
い
わ
れ
る
人
で
、
ア

メ
リ
カ
ア
イ
リ
ス
協
会
の
花
菖
蒲
部
門
の
年
間

最
優
秀
品
種
賞
は
ペ
ー
ン
賞(Payne M

edal

と
名
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

野
生
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
の
調
査･

研
究 

野
生
花
菖
蒲
（
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブIris 

ensata

）
に
関
す
る
戦
前
の
文
献
は
あ
ま
り
あ

り
ま
せ
ん
が
、
三
好
学
博
士
が
昭
和
10
年

(1935)

に
「
東
京
府
史
蹟
名
称
天
然
紀
年
物
調

査
報
告
」
で
書
か
れ
た
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

｢

ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
は
東
北
地
方
よ
り
西
南
地

方
に
至
る
ま
で
山
中
又
は
低
地
の
湿
原
に
生
じ
、

往
々
大
群
落
を
形
成
す
。
か
き
つ
ば
た
の
如
く

絶
対
水
生
植
物
に
非
ざ
る
を
以
て
、
比
較
的
乾

燥
せ
る
土
壌
に
も
発
生
す
る
を
得
。｣

と
し
て
日

光
赤
沼
原
、別
府
温
泉
の
背
後
に
あ
る
由
布
岳
、

岩
手
県
花
巻
地
方
な
ど
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
ま

た｢

ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
群
落
に
お
け
る
茎
の
高

さ
、
花
の
大
い
さ
等
の
如
き
、
固
体
間
の
差
異

は
著
し
か
ら
ざ
る
も
、
花
色
の
変
化
は
著
し
き

も
の
あ
り
。｣

と
し
て
赤
紫
色
の
も
の
が
標
準
で
、

ま
れ
に
青
紫
色
の
も
の
が
あ
り
、
赤
紫
～
青
紫

色
の
薄
く
な
っ
た
も
の
の
３
タ
イ
プ
に
分
け
て

い
ま
す
。ま
た｢

ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
の
花
形
は
殆

皆
外
花
外
蓋
の
著
大
と
な
れ
る
も
の
即
ち
三
弁

花
な
る
も
、
稀
に
は
三
片
の
内
花
蓋
が
同
様
に

著
大
と
な
り
、所
謂
不
弁
花
を
成
す
も
の
あ
り
。

ま
た
時
と
し
て
は
花
の
部
分
が
４
の
数
と
な
り
、

彼
の
培
養
花
菖
蒲
の
「
十
二
一
重
」
の
如
く
な

れ
る
も
の
あ
り
。｣

と
し
て
一
見
何
等
の
変
異
が

見
え
な
い
群
落
に
お
い
て
も
個
体
間
に
は
著
し

い
奇
態
が
出
現
す
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
博
士

は
周
知
の
よ
う
に
埼
玉
県
の
田
島
が
原
の
サ
ク

ラ
ソ
ウ
自
生
地
が
大
正
９
年(1920)

に
天
然
記

念
物
に
指
定
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
奔
走
し
た
方

で
あ
っ
て
、
実
現
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
神
奈

川
県
箱
根
の
湿
性
花
園
近
辺
の
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ

ブ
自
生
地
も
指
定
さ
れ
る
よ
う
動
い
た
と
い
う

話
も
残
っ
て
い
ま
す
。 

堀
切
地
域
の
花
菖
蒲
園
の
退
潮
と
戦
後
の
復
活 

昭
和
の
年
月
が
経
過
す
る
に
つ
れ
、
堀
切
地

域
の
花
菖
蒲
園
は
都
市
化
の
進
展
と
水
質
汚
染

に
よ
り
影
響
を
受
け
て
、
栽
培
が
不
利
と
な
っ

て
き
ま
し
た
。
ま
た
国
際
関
係
に
暗
雲
が
た
れ

こ
め
て
き
た
世
相
に
よ
り
、
東
京
の
花
の
名
所

と
し
て
集
め
て
き
た
行
楽
客
も
減
少
し
ま
し
た
。

昭
和
10 

年(1935)

に
吉
野
園
と
菖
蒲
園
が
、

昭
和
17
年(1942)

に
堀
切
園
と
小
高
園
が
相

次
い
で
閉
園
と
な
り
ま
し
た
。
戦
時
下
に
向
か

っ
て
食
料
増
産
の
た
め
菖
蒲
田
を
水
田
へ
転
換

す
る
と
い
う
時
代
要
請
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

日
本
花
菖
蒲
協
会
は
昭
和
５
年
発
足
後
、
日
比

谷
公
園
で
毎
年
花
菖
蒲
の
陳
列
会
を
開
催
し
ま

し
た
。
日
米
開
戦
の
昭
和
16
年(1941)

に
は
６

月
18
日
か
ら
28
日
ま
で
日
比
谷
公
園
で
開
か

れ
、
会
員
９
名
が148

鉢
を
西
田
衆
芳
園
が

200

余
鉢
を
出
展
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま

す
。
た
ぶ
ん
こ
の
時
が
最
後
で
、
戦
争
末
期
に

向
か
っ
て
動
員
や
空
襲
に
よ
る
惨
禍
な
ど
で
、

人
々
は
植
物
を
育
て
る
余
裕
が
な
く
な
り
、
陳

列
会
も
中
止
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。 

戦
後
、
磯
貝
家
の
堀
切
園
の
み
が
足
立
の
親

戚
に
疎
開
さ
せ
て
い
た
株
を
元
の
菖
蒲
田
に
植

え
戻
し
、
昭
和
28
年(1953)

有
限
会
社
堀
切
菖

蒲
園
と
し
て
再
開
し
ま
し
た
。
し
か
し
園
芸
事

業
の
公
共
性
か
ら
、
東
京
都
の
買
収
計
画
が
進

み
、
昭
和
35
年(1960)

６
月
か
ら
東
京
都
立
公

園
、
50
年(1975)

か
ら
葛
飾
区
立
公
園
と
し
て

一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
花
菖
蒲
協
会
の
活
動
再
開 

太
平
洋
戦
争
の
た
め
多
く
の
花
菖
蒲
は
喪

失
し
ま
し
た
が
、
戦
後
の
復
興
が
始
ま
り
、
よ

う
や
く
世
の
中
も
落
ち
着
い
て
き
た
こ
ろ
、
戦

前
か
ら
園
芸
関
係
の
経
営
者
、
研
究
家
、
育
種

家
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
き
た
伊
藤
東
一
氏
の
奔

走
に
よ
り
、
昭
和
27
年
８
月(1952)

に
日
比
谷

公
園
の
松
本
楼
で
総
会
が
開
か
れ
、
協
会
は
再

発
足
し
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
30
年(1955)

に
日
本
花
菖
蒲
協
会
会
報
復
刊
第
１
号
が
出
て
、

新
た
な
歩
み
が
始
ま
り
ま
し
た
。
花
菖
蒲
愛
好

家
た
ち
の
努
力
に
よ
り
、
戦
災
を
生
き
延
び
た

貴
重
な
花
菖
蒲
株
が
再
収
集
さ
れ
、整
理
さ
れ
、

増
殖
さ
れ
、
改
良
さ
れ
て
、
今
日
の
園
芸
国
際

化
、
多
様
化
の
時
代
に
あ
っ
て
も
伝
統
園
芸
花

の
地
位
を
保
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
未
来
へ
引
き

継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。 

最
後
に
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
清
水
弘
氏
よ

り
貴
重
な
資
料
の
提
供
と
有
益
な
助
言
を
得
ま

し
た
こ
と
を
感
謝
し
ま
す
。 

 （
参
考
資
料
） 

日
本
花
菖
蒲
協
会
発
行
の
各
号
会
報
、
葛
飾
区

郷
土
と
天
文
の
博
物
館
発
行
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

8
、
13
号
及
び
葛
飾
区
古
文
書
史
料
集11 

横
浜
植
木
植
木
株
式
会
社
百
年
史
及
び
同
社
発

行D
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他
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