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Sairyuka  art and old Asian philosophy rooted in nature               KARIN-EN vol.６ 

華
・
絵
・
器 

…  

華
林

か

り

ん

の
華 は

な

の
会 ゑ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

金
沢 

／ 

東
京 

  
「
華･

絵･

器 

… 

華
林
の
華
の
会
」
は
旧
暦
上
巳
、
端
午
の
節
句(

彩
流
華
35
号
で

紹
介)
に
ひ
き
続
き
、
金
沢
と
東
京
で
以
下
の
よ
う
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
頁
と
次
頁
は
東
京
展
の
も
よ
う
で
す
。 

東京 駒込 古流会館 

 １１月２３日 

古流生け花展とともに（２ページに続く） 

 

  
 

                       

                         

禮華 しいのき､ほか 

／坂本豊静 

絵(軸)：蛙図／華林 

     軸装／永嶋明 

器：陶鏡形花器 

  意匠／華林 

     制作／前田弥冨 

なげ入れ調(自由花)  ／ 森川理青 

松、椿、ユーカリ、百合、カスミソウ､

行李ヤナギ、他 

器：陶箱形花器  意匠／華林 

 制作／前田弥冨 

会場入り口にて 

彩流華・風の華 椿一色／華林 

絵(軸)：鯛図／華林  軸装／永嶋明 

器：陶舟形花器と方､円形花台(厚板)  

意匠／華林 制作／前田弥冨(陶器)､但田一彦(花台) 
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東
京
で
の
『
華
林
の
華
の
会
』
は
十

一
月
二
三
日
に
東
京
・
駒
込
の
古
流
会

館
で
恒
例
の
「
古
流
松
盛
会
花
展
」
と

同
時
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

華
林
の
彩
流
華
を
中
心
に
禮
華
や

古
流
生
花
な
ど
が
華
林
の
絵
、
書
の
軸

に
あ
わ
せ
て
生
け
ら
れ
ま
し
た
。 

                         

 

                        

    

 

                   

彩流華・五華 椿一色 (左より、風の華・水の華・剱の華・土の華・火の華) 

 ／華林、八巻九華、東森久華 

絵(軸)：左より、円相-風 円相-水 円相-剱 円相-土 円相-火／華林  軸装／永嶋明 

器：方-円形陶花器  意匠／華林 制作／前田弥冨   

華
林
の
華
の
会 

東
京 

駒
込 

古
流
会
館 

 

11
月
23
日 

１
頁
よ
り
つ
づ
く 

【右】 

禮華 きゃら(いちい)､ほか 

／岡本理敏 

絵(軸)：剱図／華林 

         軸装／永嶋明 

器：陶鏡形花器  意匠／華林 

        制作／前田弥冨 

  四足花台 

【下】 

生花 右：『老松』(赤松)／ 牧野理正 

左：五葉松  ／ 松井理富美 

書(軸)：『ひめ松』／華林 

         軸装／永嶋明 

器 右：四足陶花器 意匠／華林 

          制作／前田弥冨 

左：銅薄端 塗花台 
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三面大黒天の荘厳 左：彩流華・火の華／荒清照華 

 （華は椿一色） 右：彩流華・水の華／東森久華 

三面大黒天の前に対瓶(ついへい)に生けました。 
   

竹とペーパーによるインスタレーション『天の川』 

／中村勝美   三面大黒天の向い側に。 

古流応用花 

左：マルバノキ、トルコ桔梗ほか  ／ 小泉青香 

右：ソケイ、百合ほか  ／ 越山風佳 

器：四足陶花器（左右とも）   意匠／華林 

三面大黒天の尊像を模写した軸の前に左右対瓶に。 

                         

                         

                  

     

 

金沢  深谷 本蓮寺 
  

８月２７-２８日   
  陰暦  七夕の節句  

“三面大黒天神の荘厳
しょうごん

” 

禮華・椿一色／荒清照華 

器：飾り四柱､足付方形陶花器 

梶の葉ならぬ桑

の葉のうらに、

故事にならって

来場者の願いご

とが筆で書かれ

ました。 
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茶話会での華林 

 

           

             

                         

       

               

彩流華・椿一色 右・剱の華 左・土の華 ／ 華林 

絵(軸)：左より、円相-火 円相-剱 円相-水 ／華林 

器：鏡形陶花器 扇形陶花器   意匠／華林 

        新本堂の祭壇に。 
   

新本堂、金屏風の前の禮華（両端）と古流応用花。華林の絵に。右は篭目編のカゴの秋海棠。 

彩流華・水の華・椿一色 

／山崎理惠 

書(軸)：『はごろも』 

／華林 

旧
暦
の
七
夕
に
あ
わ
せ
て
の
華
の
会

は
金
沢
市
の
本
蓮
寺
の
よ
く
知
ら
れ
る

三
面
大
黒
天
の
荘
厳
が
テ
ー
マ
と
な
り

ま
し
た
。
お
お
き
く
趣
が
こ
と
な
る
新

旧
の
本
堂
に
、
彩
流
華
や
禮
華
な
ど
が

美
し
く
映
え
ま
し
た
。
（
前
頁
が
旧
本

堂
、
こ
の
頁
が
新
本
堂
の
写
真
） 

茶
話
会
や
作
品
解
説
も
お
こ
な
わ
れ

華
林
の
ほ
か
荒
木
智
啓
住
職
に
よ
る
説

明
、
荒
木
明
日
子
寺
庭
婦
人
に
よ
る
語

り
「
七
夕
」
、
そ
し
て
香
司
友
代
香
「
薫

物
と
織
姫
の
お
話
し
」
な
ど
も
あ
り
ま

し
た
。 

華
林
の
華
の
会 

金
沢 

本
蓮
寺 

８
月
27
・
28
日 

３
頁
よ
り
つ
づ
く 
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華林苑 公開講座より 〈番外編＝講座で折にふれ話している内容をまとめています〉  講師／華林 

〝数〟の話 

数
字(

数)

は
ア
ジ
ア
古
来
の
哲
学
で
は
重
い
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
次

項
の
中
秋
の
名
月
で
は
満
月
よ
り
も
十
五
日
と
い
う
数
を
問
題
と
し
て
い

る
こ
と
を
説
明
し
て
お
り
、
ま
た
偶
数
と
奇
数
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
ま
す
。 

偶
数
は
「
陰
数
字
」
と
よ
ば
れ
、
奇
数
は
「
陽
数
字
」
で
す
。
何
か
に
つ

け
、
日
本
で
は
奇
数
＝
陽
数
字
を
貴
ぶ
風
習
が
あ
り
ま
す
。
上
巳
の
節
句(

ひ

な
祭
り)
、
端
午
の
節
句
、
七
夕
、
重
陽
の
節
句
は
三
月
三
日
、
五
月
五
日
、

七
月
七
日
、
九
月
九
日
と
陽
数
字
が
重
な
る
日
で
す
。
一
月
一
日
の
お
正
月

も
そ
う
で
す
。
ま
た
お
月
見
は
十
五
夜
、
十
三
夜
と
奇
数
の
夜
で
す
。
あ
る

い
は
、
ご
祝
儀
に
包
む
金
額
も
奇
数
が
い
い
と
考
え
る
人
は
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。 

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
偶
数
の
な
か
で
も
〝
２
〟
と
い
う
数
だ
け
は
奇
数

の
扱
い
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
以
来
の
生
け
花
「
生
花(

せ
い
か)

」

で
は
生
け
る
枝
数
は
奇
数
と
す
る
の
が
規
則
で
す
が
、
例
外
的
に
２
だ
け
は

大
丈
夫
な
の
で
す
。
ご
祝
儀
の
金
額
も
、
奇
数
以
外
に
２
は
大
丈
夫
と
す
る

地
域
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。 

〝
２
〟
と
い
う
数
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
じ
つ
は
『
２
に
は
〝
０
〟
が

隠
れ
て
い
る
』
と
い
う
、
な
ん
と
も
示
唆
ぶ
か
い
伝
承
が
あ
る
の
で
す
。
そ

こ
で
は
、
五
行
で
は
陽
を
意
味
す
る
〝
火
〟
が
、
そ
の
数
で
は
〝
２
〟
が
あ

て
は
め
ら
れ
、
ま
た
古
来
〝
火
〟
は
形
で
は
三
角
形
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
と

か
か
わ
り
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

伝
統
文
化
で
は
数(

数
字)

に
ま
つ
わ
る
決
ま
り
ご
と
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

数
限
り
な
く
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
『
天
の
数
、
地
の
数
』
に
も
い
く
つ
か

の
考
え
方
が
あ
る
よ
う
で
す
し
、
８
と
９
の
重
視
、
３
・
５
・
７
の
組
み
合

わ
せ
や
33
と
い
う
数
へ
の
こ
だ
わ
り
な
ど
、
ち
ょ
っ
と
思
い
浮
か
べ
る
だ

け
で
も
つ
ら
つ
ら
と
出
て
き
ま
す
。 

さ
て
、
ま
っ
た
く
方
向
を
変
え
て
科
学
の
見
解
を
み
ま
し
ょ
う
。 

ニ
ュ
ー
ト
ン
に
代
表
さ
れ
る
か
つ
て
の
物
理
学
、
科
学
が
人
間
ス
ケ
ー
ル

だ
と
す
れ
ば
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
な
近
現
代
の
科

学
は
人
間
の
感
覚
を
離
れ
た
ミ
ク
ロ
・
マ
ク
ロ
の
ス
ケ
ー
ル
で
す
。
と
く
に

ミ
ク
ロ
の
ス
ケ
ー
ル
の
科
学
で
は
、
か
つ
て
は
迷
信
と
さ
れ
た
ア
ジ
ア
古
来

の
哲
学
と
一
致
す
る
場
面
が
不
気
味
な
ほ
ど
に
増
え
て
い
ま
す
。 

ミ
ク
ロ
の
科
学
で
は
〝
数
〟
の
存
在
感
は
と
て
も
強
い
の
で
す
。
た
と
え

ば
『
原
子
』
の
違
い
は
電
子
と
陽
子
・
中
性
子
の
数
の
違
い
で
す
。
電
子
や

陽
子
が
何
個
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
か
で
、
水
素
原
子
、
酸
素
原
子
な
ど

と
い
っ
た
違
い
が
生
じ
ま
す
。
水
素
原
子
、
酸
素
原
子
を
構
成
し
て
い
る
電

子
や
陽
子
に
違
い
は
な
く
、
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
〝
数
〟
の
違
い
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
原
子
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
原
子
の
組
み

合
わ
せ
で
分
子
が
で
き
ま
す
。
水
素
原
子
２
個
と
酸
素
原
子
１
個
が
結
合
し

た
と
き
〝
水
〟(

Ｈ
２

Ｏ)

が
で
き
る
の
が
そ
の
例
で
す
。
物
質
の
違
い
を
追

求
す
れ
は
同
じ
陽
子
と
電
子
、
中
性
子
の
数
の
違
い
に
た
ど
り
着
く
の
は
、

ま
さ
に
『
色
即
是
空
・
空
即
是
色
』
の
世
界
で
す
ね
。
陽
子
・
中
性
子
・
電

子
の
数
の
違
い
に
よ
っ
て
喜
怒
哀
楽
の
舞
台
で
あ
る
地
球
や
さ
ま
ざ
ま
な

物
質
、
人
間
の
肉
体
も
生
じ
て
い
る
の
で
す
、
な
ん
と
も
素
敵
な
話
で
す
。 

〝
光
〟
で
も
、
紫
や
緑
、
赤
と
い
っ
た
色
の
違
い
は
そ
の
光
の
周
波
数
＝

波
長
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
ま
す
。
周
波
数
が
大
き
い
も
の
は
紫
色
、
小
さ

い
も
の
は
赤
、
さ
ら
に
大
き
く
な
れ
ば
目
に
見
え
な
い
紫
外
線
や
Ｘ
線
に
、

小
さ
く
な
れ
ば
赤
外
線
や
電
波
に
な
る
と
い
っ
た
具
合
で
す
。
逆
に
い
え
ば

周
波
数
を
〝
色
〟
と
感
じ
る
よ
う
に
人
体
は
造
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

数
の
話
は
そ
れ
こ
そ
数
限
り
あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
も
っ
と
勉
強
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
‥
‥
。 
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日
本
の
お
月
見
は
八
月
十
五
夜
と
九
月
十
三
夜
で
す
。
十
五
夜
の
方
は
ひ
ろ
く

ア
ジ
ア
の
各
国
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
十
三
夜
の
お
月
見
は
日
本
だ
け
の

風
習
で
す
。 

十
五
夜
は
陰
暦
十
五
日
の
夜
の
こ
と
、
十
三
夜
は
十
三
日
の
夜
の
こ
と
で
す
。

新
月
の
日
か
ら
数
え
て
そ
れ
ぞ
れ
十
五
番
目
の
夜
、
十
三
番
目
の
夜
で
す
。
八
月

十
五
夜
は
満
月
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
必
ず
し
も
満
月
と
は
限
ら
ず
、
満
月
は
十

六
日
の
夜
に
ず
れ
込
む
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
五

夜
を
愛
で
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
古
来
の
天
文
学
は
正
確
で
満
月
を

読
み
違
え
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
こ
こ
に
、
ア
ジ
ア
古
来
の
哲
学
が
数
字
（
数
）

を
何
よ
り
も
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

さ
て
、
日
本
に
し
か
な
い
九
月
十
三
夜
の
お
月
見
は
、
平
安
時
代
、
宇
多
天
皇

（
法
皇
）
が
延
喜
十
九
年
（
９
１
９
）
に
始
め
た
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
八
月
十

五
夜
の
お
月
見
の
風
習
が
中
国
か
ら
入
っ
て
き
て
半
世
紀
く
ら
い
経
っ
た
こ
ろ

で
、
八
月
十
五
夜
の
お
月
見
が
日
本
の
貴
族
社
会
で
ど
れ
ほ
ど
決
定
的
な
行
事
と

な
っ
て
い
た
か
、
微
妙
な
時
期
で
し
ょ
う
。
遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ
て
二
十
余
年
、

い
わ
ゆ
る
国
風
文
化
が
醸
成
さ
れ
始
め
る
時
期
で
も
あ
り
、
日
本
独
自
の
九
月
十

三
夜
の
風
習
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

宇
多
天
皇
は
菅
原
道
真
な
ど
の
有
能
で
良
心
的
な
人
材
を
重
用
す
る
な
ど
、
当

時
権
勢
を
ふ
る
っ
た
藤
原
北
家
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
ろ
う
と
し
た
こ
と
で
知
ら

れ
ま
す
。
そ
の
治
世
の
も
と
で
数
々
の
す
ぐ
れ
た
文
化
が
生
ま
れ
、
国
風
文
化
が

醸
成
さ
れ
ま
し
た
。
譲
位
し
て
の
ち
に
は
熊
野
に
参
篭
し
、
ま
た
京
都
の
東
寺
で

は
空
海
が
残
し
た
真
言
密
教
に
深
く
帰
依
し
た
よ
う
で
す
。
空
海
が
金
剛
峯
寺
を

建
立
し
た
高
野
山
の
地
は
紀
伊
半
島
の
高
い
山
岳
地
帯
の
南
端
部
分
で
、
『
熊
野

の
奥
の
院
』
と
さ
れ
る
玉
置
山
に
つ
ら
な
る
場
所
で
す
。
つ
ま
り
、
空
海
が
行
場

と
し
て
い
た
の
は
熊
野
の
奥
地
の
一
画
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
こ
と
か
ら

華林苑 公開講座より（2017年10月） お月見と陰陽の哲学              講師／華林 

八月十五夜 と 九月十三夜 
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華林苑公開講座は、伝統文化や芸道を、その根底にあるアジア・日本の古来の哲学（陰陽五行など）にそって解説してゆくものです。同時に、
それらの哲学の根底にある自然のあり方もみながら、科学的な事実との符合や、ときに変質してしまった伝統文化の正しいあり方なども考えます。 

宇
多
法
皇
が
空
海
に
傾
倒
し
た
背
景
に
古
来
の
熊
野
信
仰
、
山
岳
修
験
に
か
か
わ

る
文
化
・
哲
学
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
す
。 

そ
の
一
世
紀
ほ
ど
前
、
平
安
京
＝
京
都
の
ま
ち
が
つ
く
ら
れ
て
ゆ
く
時
期
に
位

に
あ
っ
た
の
が
嵯
峨
天
皇
で
す
。
嵯
峨
天
皇
も
ま
た
、
こ
ち
ら
は
同
時
代
を
生
き

た
空
海
に
ふ
か
く
帰
依
し
て
い
ま
す
。
手
紙
と
の
や
り
取
り
を
み
る
と
初
期
に
は

空
海
が
へ
り
く
だ
っ
た
言
葉
づ
か
い
を
し
て
い
た
も
の
が
、
の
ち
に
は
逆
転
し
て

嵯
峨
天
皇
の
空
海
に
対
す
る
言
葉
づ
か
い
は
完
全
に
師
に
対
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
そ
う
で
す
。
東
寺
の
建
立
な
ど
、
空
海
の
考
え
方
が
嵯
峨
天
皇
を
通
し
て

平
安
京
の
都
市
と
文
化
の
骨
格
を
つ
く
る
の
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
一
世
紀
の
ち
に
宇
多
天
皇
は
即
位
、
し
か
し
十
年
後
に
譲
位
し

て
都
を
離
れ
た
た
め
信
任
の
篤
か
っ
た
菅
原
道
真
は
藤
原
一
族
の
奸
計
に
あ
い

左
遷
、
慌
て
た
宇
多
法
皇
は
そ
の
後
も
う
一
度
朝
廷
へ
の
影
響
力
を
と
り
戻
し
て

い
ま
す
。
九
月
十
三
夜
の
お
月
見
を
は
じ
め
て
開
い
た
の
は
こ
の
こ
ろ
な
の
で
す
。 

こ
う
し
て
み
る
と
、
空
海
の
思
想
が
平
安
時
代
の
数
々
の
節
目
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
く
に
和
風
の
文
化
が
定
着
し
た
根
底

に
は
、
生
前
死
後
を
問
わ
ず
空
海
の
存
在
が
無
視
で
き
な
い
の
で
す
。 

京
都
の
ま
ち
は
奈
良
と
比
較
さ
れ
ま
す
。
仁
王
像
や
狛
犬
の
「
阿
吽
」
の
左
右

の
配
置
は
平
安
以
降
に
日
本
で
一
般
的
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
配
置
と
奈
良
時
代

の
配
置
は
逆
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
阿
吽
の
配
置
は
陰
陽
の
配
置
と
同
義

で
、
若
狭(

福
井
県)

な
ど
の
奈
良
の
文
化
の
色
濃
い
と
こ
ろ
で
は
や
は
り
陰
陽
の

配
置
は
平
安
以
来
一
般
的
に
な
っ
た
形
と
は
逆
で
あ
る
例
が
見
ら
れ
ま
す
。
註
① 

偶
数
と
奇
数
の
重
視
も
奈
良
、
平
安
の
違
い
の
一
つ
で
す
。
奈
良
の
修
二
会
は

〝
二
月
の
重
視
〟
と
も
考
え
ら
れ
、
イ
ン
ド
の
文
化
に
な
ら
っ
た
も
の
と
説
明
さ

れ
た
り
し
ま
す
が
、
実
際
に
初
期
の
東
大
寺
で
は
イ
ン
ド
僧
の
か
か
わ
り
が
見
ら

れ
、
若
狭
に
も
別
の
東
大
寺
の
イ
ン
ド
僧
と
さ
れ
る
人
物
の
足
跡
が
み
ら
れ
ま
す
。

註
② 

そ
し
て
奈
良
の
文
化
に
は
、
仏
教
を
通
し
て
古
代
イ
ン
ド
の
文
化
の
影
響
が

感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
古
代
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
〝
陰
陽
の
配
置
〟
は
奈
良
の
そ
れ

と
一
致
し
て
お
り
、
古
代
中
国
の
万
古
伝
説
や
そ
れ
と
同
じ
系
譜
の
う
え
に
あ
る

日
本
神
話
の
陰
陽
の
配
置
は
平
安
以
降
の
日
本
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
ま
す
。 

空
海
は
こ
の
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
胎
蔵
・
金

剛
界
の
二
つ
の
曼
荼
羅
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
と
も
深
く
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
註
③ 

そ
し
て
奈
良
に
は
な
か
っ
た
奇
数
を
重
視
す
る
文
化
、

陰
陽
の
配
置
の
転
換
な
ど
が
平
安
時
代
に
次
々
と
生
ま
れ
て
い
っ
た
の
は
特
筆

す
べ
き
こ
と
で
す
。 

東
寺
や
熊
野
で
空
海
の
哲
学
を
ふ
か
く
理
解
し
た
宇
多
法
皇
は
、
あ
る
い
は
ま

る
で
空
海
が
乗
り
移
っ
た
か
の
よ
う
に
、
八
月
十
五
夜
に
く
わ
え
て
九
月
十
三
夜

の
お
月
見
を
催
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
日
本
の
社
会
に
定
着
し
て
い
っ
た

の
は
、
日
本
と
い
う
国
の
不
思
議
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。 

で
は
な
ぜ
九
月
は
十
三
夜
な
の
か
、
八
月
は
満
月
で
は
な
く
十
五
夜
な
の
か
、

い
く
つ
か
の
要
因
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
陰
暦
各
月
へ
の
五
行
の
配
当
、
数

霊(

か
ず
た
ま)

と
も
呼
ぶ
べ
き
数
字
の
重
視
、
時
節
に
よ
る
月
の
南
中
高
度
の
違

い
（
冬
に
近
づ
く
ほ
ど
南
中
高
度
が
高
く
な
る
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
ら
複
数
の
要
因
も
、
究
極
で
は
ひ
と
つ
の
こ
と
に
帰
結
す

る
、
そ
ん
な
複
雑
怪
奇
と
も
単
純
明
快
と
も
受
け
取
れ
る
考
え
方
が
ア
ジ
ア
古
来

の
哲
学
に
は
み
ら
れ
る
の
で
す
。(

写
真
は
今
年
の
九
月
十
三
夜
／
華
林)

 
 

註
①
／
左
右
の
配
置
は
〈
阿
・
陽
〉
が
向
か
っ
て
左
、
〈
吽
・
陰
〉
が
右
、
が
奈
良
で
は
多
い
。
平
安

以
降
日
本
で
定
着
し
た
の
は
こ
の
逆
。
江
戸
時
代
の
床
飾
り
の
書
に
は
一
の
間
を
後
者
、
二
の
間
を
前

者
と
す
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。 

 
 

註
②
／
東
大
寺
・
修
二
会
を
創
始
し
た
実
忠
は
若
狭(

福
井
県)

の
伝
承
で
は
イ
ン
ド
僧
、
そ
の
師
の
東
大
寺
開
山
・
良
弁
は
若
狭
出
身
と
さ
れ
る
。
修
二
会
と
若
狭
の

深
い
関
り
を
考
え
る
と
た
ん
な
る
付
会
の
説
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。 

 
 

註
③
／
金
剛
界
に

対
応
す
る
の
が
奈
良
型
の
文
化
、
胎
蔵
に
対
応
す
る
の
が
平
安
型
の
文
化
と
考
え
ら
れ
る
。    



 
 
華林苑 公開講座より（2017年11月） 岬の植物・ハンノキとアオキ より    講師 華林 

ハンノキ 
ハ
ン
ノ
キ
は
や
せ
地
に
生
え
、
い
わ
ば
パ
イ
オ
ニ
ア
的
な
性
格
を
も

ち
ま
す
。
近
年
は
二
十
年
ほ
ど
の
周
期
で
噴
火
す
る
三
宅
島
で
は
、
火

山
灰
の
や
せ
地
に
多
数
生
え
て
い
る
の
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

白
山
で
も
、
山
道
で
突
如
ハ
ン
ノ
キ
の
列
を
目
に
し
、
山
が
部
分
的
に

崩
壊
し
て
や
せ
た
地
層
が
現
れ
た
場
所
な
の
か
と
推
測
し
ま
し
た
。
根

に
『
窒
素
固
定
細
菌
』
が
共
生
し
て
い
て
、
空
中
の
窒
素
か
ら
養
分
を

作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
そ
う
で
す
。
そ
し
て
土
地
が
肥
沃
に
な
る
に

従
い
、
他
の
植
物
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
で
す
。 

マ
ン
サ
ク
を
少
し
大
ぶ
り
に
し
た
よ
う
な
枝
ぶ
り
と
葉
で
す
が
、
切

り
花
と
し
て
生
け
る
と
葉
は
早
め
に
垂
れ
て
き
ま
す
。
そ
の
た
め
生
け

花
の
花
材
に
は
な
り
に
く
い
の
で
す
が
、
芽
だ
し
の
こ
ろ
に
は
流
通
に

出
回
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

地
域
に
よ
っ
て
は
ハ
ン
ノ
キ
で
は
な
く
「
コ
バ
ン
ヤ
ナ
ギ(

小
判
柳)

」

な
ど
の
名
前
で
出
回
り
ま
す
。
松
か
さ
状
の
去
年
の
実
な
ど
が
エ
キ
ゾ

チ
ッ
ク
な
表
情
を
み
せ
ま
す
が
、
温
か
い
場
所
に
長
く
生
け
て
お
く
と

花
芽
が
伸
び
て
垂
れ
、
し
ま
い
に
開
花
し
て
大
量
の
花
粉
を
発
生
し
ま

す
。
近
年
で
は
こ
れ
が
か
な
り
の
ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
と
な
る
こ
と
が

判
明
し
ま
し
た
。
花
芽
が
伸
び
始
め
た
ら
要
注
意
で
す
。 

大
き
な
木
で
は
松
の
よ
う
な
木
肌
と
な
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
風
格
を

感
じ
さ
せ
ま
す
。
荒
れ
地
で
他
の
木
が
入
り
込
み
に
く
い
た
め
か
、
林

(

純
林)

を
形
成
す
る
の
を
目
に
す
る
こ
と
も
多
い
よ
う
で
す
。
と
く
に

磯
浜
の
海
岸
近
く
が
多
い
で
し
ょ
う
か
。 

榛
の
木
。
カ
バ
ノ
キ
科
、
ハ
ン
ノ
キ
属
。
ヤ
シ
ャ
ブ
シ
な
ど
が
近
い

仲
間
。
写
真
は
石
川
県
の
南
端
、
加
佐
岬
に
て
。
四
月
十
六
日
。
同
時

に
ア
オ
キ
や
丁
子
桜
、
キ
イ
チ
ゴ
な
ど
が
咲
い
て
い
ま
し
た
。 
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