
い
け
ば
な

22知
る

■
い
け
ば
な
と
は

「
い
け
ば
な
」
と
は
、
自
然
の
草
花
や
樹
木
を
素
材
と
し
て
、
そ
れ

を
器
と
と
も
に
組
み
立
て
る
伝
統
芸
術
で
す
。
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時

代
に
か
け
て
、
池

坊
を
中
心
に
大
成
さ
れ
ま
し
た
。
立
花(

た
て
は
な

い
け
の
ぼ
う

・
り
っ
か)

・
抛
入
れ
花
・
生
花
・
盛
花
な
ど
の
様
式
が
あ
り
、
ま
た

な
げ

せ
い
か

も
り
ば
な

、

「

」

花
道
と
総
称
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が

現
在
で
は

い
け
ば
な

か
ど
う

の
呼
称
が
一
般
的
で
す
。

■
い
け
ば
な
の
源
流

挿
し
た
花
を
観
賞
す
る
と
い
う
こ
と
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
こ

と
で
し
た

『
枕
草
子
』(

二
十
三
段)

に

。

勾
欄
の
も
と
に
、
あ
を
き
瓶
の
お
ほ
き
な
る
を
す
ゑ
て
、
桜
の
い

こ
う
ら
ん

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
見
え
る
よ
う
に
、
大
き
な
瓶
に
大
ぶ
り
の
花
を
挿
し
た
も
の
が
、
当

時
の
瓶
花
の
主
流
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
平
安
期
の
花
合
や

は
な
あ
わ
せ

前
栽
合
な
ど
も
、
縁
か
ら
そ
れ
ら
を
観
賞
し
た
よ
う
で
、
特
に
さ
ま

せ
ん
ざ
い
あ
わ
せ

ざ
ま
な
草
木
を
植
え
込
ん
だ
前
栽
は
、
草
体
の
い
け
ば
な
の
源
流
の
ひ

と
つ
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
「
美
」
の
対
象
と
し
て
の
花
と
、
神
の
依
代
と
し
て
神
聖

よ
り
し
ろ

視
さ
れ
た
花
や
仏
前
に
供
え
ら
れ
た
花
が
習
合
し
て
、
い
け
ば
な
の
源

流
が
形
作
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

■
七
夕
法
楽
花
会
と
池
坊
の
登
場

室
町
時
代
に
な
る
と
、
三
代
将
軍
足
利
義
満
の
頃
か
ら
花
の
御
所
や

あ
し
か
が
よ
し
み
つ

北
山
殿
で
、
七
夕
法
楽
と
し
て
仏
教
的
行
事
の
中
で
花
を
立
て
る
こ
と

が
、
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
朝
廷
で
も
十
五
世
紀
の

は
じ
め
に
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
邸
宅
で
あ
っ
た
伏
見
殿
で
、
七
夕
法

ふ
し
み
の
み
や
さ
だ
ふ
さ
し
ん
の
う

楽
花
会
が
数
多
く
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
花
鳥
の
絵
を
掛
け
、
屏
風
を

立
て
、
そ
こ
に
瓶
に
挿
し
た
花
を
飾
り
楽
し
み
ま
し
た
。
こ
の
花
会
は

、

、

仏
教
的
行
事
と
は
い
え

花
を
見
な
が
ら
歌
を
詠
み
酒
を
飲
む
と
い
う

か
な
り
自
由
な
雰
囲
気
の
も
の
で
し
た
。
花
会
の
後
に
花
は
一
般
に
公

開
し
た
た
め
、
徐
々
に
「
見
せ
る
」
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

花
会
に
お
い
て
花
を
立
て
る
こ
と
は
、
そ
の
周
囲
の
飾
り
付
け
を
含

め
て
、
依
頼
を
受
け
た
専
門
の
者
が

担
当
し
て
い
ま
し
た
。
将
軍
に
仕
え

た
同
朋
衆
の
立
阿
弥
や
能
阿
弥
、

ど
う
ぼ
う
し
ゅ
う

り
ゅ
う

あ

み

の
う

あ

み

山
科
家
の
雑
掌
で
あ
る
大
沢
久
守
、

ざ
っ
し
ょ
う

お
お
さ
わ
ひ
さ
も
り

六
角
堂(

頂
法
寺)

の
池
坊
専
慶
ら
が

ち
ょ
う
ほ
う
じ

い
け
の
ぼ
う
せ
ん
け
い

そ
う
で
す
。
中
で
も
池
坊
専
慶
は
、

寛
正
三(

一
四
六
二)

年
に
京
極
持
清

き
ょ
う
ご
く
も
ち
き
よ

に
招
か
れ
花
を
立
て
、
大
変
評
判
と

な
り
ま
し
た
。

彼
ら
の
登
場
の
背
景
に
は
、
床
の
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間
を
持
つ
書
院
造
の
出
現
に
と
も
な
い
、
そ
の
座
敷
飾
と
し
て
花
を
立

て
る
こ
と
の
需
要
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
立
花
は

装
飾
性
を
強
め
て
い
き
ま
す
。

十
六
世
紀
前
半
に
は
、
文
阿
弥(

二
世)

と
池
坊
専
応
の
二
人
が
そ

も
ん

あ

み

い
け
の
ぼ
う
せ
ん
の
う

れ
ぞ
れ
『
文
阿
弥
花
伝
書

『
池
坊
専
応
口
伝
』
と
い
う
書
を
残
し
、

』

立
花
の
理
論
・
様
式
の
基
礎
を
確
立
し
ま
し
た
。
文
阿
弥
は
青
蓮
院

し
ょ
う
れ
ん
い
ん

尊
鎮
法
親
王
の
も
と
で
、
専
応
も
禁
中
や
青
蓮
院
で
、
た
び
た
び
花
を

そ
ん
ち
ん
ほ
っ
し
ん
の
う

立
て
て
い
ま
す
。
文
阿
弥(

二
世)

と
池
坊
専
応
の
評
判
は

池
の
坊
御
前
の
花
を
さ
す
な
れ
ば

一
瓶
な
り
と
こ
れ
や
学
ば
ん

す
い
に
花
た
つ
る
文
阿
弥
当
世
の

人
の
心
に
か
な
ふ
な
る
べ
し

と
歌
に
詠
ま
れ
て
い
ま
す(

『
多
胡
辰
敬
家
訓
』)

。

た

ご

と
き
た
か

■
立
花
の
大
成

豪
壮
で
華
麗
な
安
土
桃
山
時
代
の
建
築
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
立
花

も
大
型
で
複
雑
な
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
初
代
池
坊
専
好

い
け
の
ぼ
う
せ
ん
こ
う

(

一
五
三
六
～
一
六
二
一)

は
文
禄
三(

一
五
九
四)

年
に
前
田
利
家
邸
に

お
い
て
座
敷
飾
を
施
し

「
池
坊
一
代

、

の
出
来
物
」
と
賞
賛
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
時
の
飾
り
は
「
砂
の
物
」
と
い

っ
て
、
大
き
な
盆
に
砂
を
張
り
そ
の

上
に
花
を
立
て
た
も
の
で
、
平
安
時

代
の
洲
浜
台
に
原
型
が
あ
り
ま
す

す
は
ま
だ
い

そ
れ
を
受
け
、
立
花
を
大
成
さ
せ

た
の
が
二
代
池
坊
専
好(

一
五
七
六
～

一
六
五
八)

で
す
。
後
の
公
家
近
衛

こ

の

え

家
煕
の
談
話
筆
録

槐
記

に
は

立

『

』

「

い
え
ひ
ろ

か
い
き

花
の
中
興
は
専
光(

好)

に
止
り
た
り
。
専
光
を
名
人
と
す

」
と
評
さ

。

れ
て
い
ま
す
。
後
水
尾
上
皇(

一
五
九
六
～
一
六
八
〇)

は
立
花
好
き
と

ご
み
ず
の
お

し
て
有
名
で
、
幕
府
と
の
争
い
か
ら
逃
避
す
る
か
の
よ
う
に
、
専
好
を

召
し
て
立
花
会
を
頻
繁
に
開
い
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
専
好
は
、
上
皇

・
公
家
・
僧
侶
に
対
し
て
指
導
的
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
専
好
の
作

品
を
図
化
し
た
も
の
は
、
現
在
も
多
数
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
頃
か
ら
花
と
い
え
ば
池
坊
だ
と
い
う
考
え
は
、
人
々
の
間
に
広

が
っ
て
い
き
ま
す
。
専
好
に
よ
る
様
式
の
完
成
以
降
は
、
立
花(

た
て

は
な)

は
立
花(

り
っ
か)

と
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
花
器
も
、
そ
れ
ま
で
は
他
の
用
途
に
作
ら
れ
た
器
が
転
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
頃
に
な
る
と
国
内
で
大
型
の
立
花
瓶
が
生
産

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

■
茶
花
・
抛
入
れ
花
・
生
花

形
式
が
確
立
し
大
型
化
し
て
い
っ
た
立
花
に
対
し
て
、
庶
民
の
間
で

は
形
に
と
ら
わ
れ
な
い
シ
ン
プ
ル
な
花
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
室
町
期

に
は
自
由
な
形
の
い
け
ば
な
は
「
生
花

「
な
げ
い
れ
」
と
呼
ば
れ
、

」

こ
れ
は
安
土
桃
山
期
に
茶
席
を
飾
る
茶
花
と
し
て
千
利
休
に
よ
り
確

せ
ん
の
り
き
ゅ
う

立
さ
れ
ま
す
。
利
休
は
「
花
は
野
に
あ
る
よ
う
に
」
と
い
っ
て
自
然
の

ま
ま
の
簡
素
な
ス
タ
イ
ル
を
主
張
し
ま
し
た
。

こ
の
茶
湯
か
ら
の
流
れ
は
江
戸
期
に
は
抛
入
れ
花
と
呼
ば
れ
、
寛
永

ち
ゃ
の
ゆ

な
げ

の
頃(

一
六
二
四
～
一
六
四
四)

か
ら
一
般
の
大
衆
の
間
に
も
流
行
し
始

め
ま
す
。
気
易
く
即
興
的
に
い
け
ら
れ
る
こ
と
と
大
き
な
空
間
を
必
要

と
し
な
い
こ
と
か
ら
、
茶
席
だ
け
で
な
く
日
常
生
活
の
中
に
も
広
が
っ

て
い
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
そ
の
流
れ
は
、
明
和
か
ら
天
明
の
頃(

一
七
六
四
～
八
九)

に

生
花
と
い
う
形
で
ひ
と
つ
の
完
成
を
見
ま
す
。
遠
州
流
、
源
氏
流
、
少

せ
い
か

し
下
っ
て
未
生
流
な
ど
次
々
に
新
し
い
流
派
が
誕
生
し
、
そ
れ
ぞ
れ

み
し
ょ
う
り
ゅ
う
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の
主
張
の
も
と
に
生
花
の
指
導
を
始
め
ま
す
。
池
坊
側
も
そ
う
い
っ
た

新
し
い
流
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
生
花
と
し
て
様
式
に
取
り

し
ょ
う
か

入
れ
て
い
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
後
期
に
は
生
花
が
お
お
い
に
流
行
し
、
ま
た
そ
の
形
式
も

せ
い
か

。

、

、

定
ま
っ
て
い
き
ま
す

そ
れ
を
嫌
っ
た
文
人
た
ち
は

煎
茶
を
愛
好
し

中
国
の
花
書
『
瓶
史
』
の
影
響
を
受
け
て
、
文
人
花
と
い
う
様
式
を
作

へ
い
し

り
出
し
ま
し
た
。

■
町
人
へ
の
立
花
の
普
及

公
家
の
教
養
で
あ

っ
た
立
花
は
、
二
代

池
坊
専
好
の
頃
か
ら

富
裕
な
町
人
の
間
に

も
普
及
し
始
め
、
門

弟
に
も
多
く
の
町
人

が
含
ま
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
池
坊

の
拠
点
が
、
下
京
の

町
衆
の
中
心
的
存
在

で
あ
っ
た
六
角
堂
に

置
か
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
も
普
及
を
助

け
ま
し
た
。

慶
長
四(

一
五
九

九)

年
に
初
代
専
好

が
寺
町
四
条
下
る
の

大
雲
院
で
開
催
し
た
百
瓶
花
会
で
は
、
町
人
の
参
加
は
百
人
中
四
人
で

し
た
が
、
寛
文
十
三(

一
六
七
三)

年
に
出
版
さ
れ
た
『
六
角
堂
池
坊
并

門
弟
立
華
砂
之
物
図
』
で
は
、
門
弟
二
十
一
人
中
半
分
以
上
の
十
二
人

が
町
人
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
背
後
に
は
、
床
・
棚
を
備
え
た

民
家
の
構
造
上
の
発
達
や
、
富
商
が
自
ら
の
財
力
を
示
す
象
徴
的
存
在

と
し
て
立
花
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の

後
、
池
坊
の
門
流
は
全
国
に
及
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
花
の
栽
培
が
桃
山
時
代
以
降
に
本
格
化
し
た
こ
と
も
、
い
け

ば
な
が
大
き
く
普
及
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
椿
や
菊

な
ど
の
品
種
改
良
も
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

■
家
元
制
度
の
確
立

、

、

池
坊
で
は

二
代
専
好
の
弟
子
に
大
住
院
以
信
や
安
立
坊
周
玉

だ
い
じ
ゅ
う
い
ん
い
し
ん

あ
ん
り
ゅ
う
ぼ
う
し
ゅ
う
ぎ
ょ
く

富
春
軒
仙
渓
、
十
一
屋
太
右
衛
門
な
ど
の
人
物
が
あ
ら
わ
れ
、
隆
盛
を

ふ
し
ゅ
ん
け
ん
せ
ん
け
い

じ
ゅ
う
い
ち
や

た

え

も

ん

迎
え
ま
す
。
特
に
大
住
院

以
信
は
江
戸
で
大
名
家
へ

出
入
り
し
、
高
い
評
価
を

得
ま
し
た
。
一
時
は
、
門

弟
で
あ
り
な
が
ら
池
坊
と

名
声
を
二
分
す
る
ほ
ど
の

人
気
で
し
た
。

し
か
し
そ
の
結
果
、
大

住
院
以
信
は
池
坊
側
と
、

特
に
同
じ
門
弟
で
あ
る
安

立
坊
周
玉
と
対
立
し
、
最

終
的
に
池
坊
を
離
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
中

で
、
池
坊
に
は
一
門
を
守

ら
な
け
れ
ば
と
い
う
危
機

意
識
が
生
ま
れ
、
家
元
制

六角堂立花会の情景 全国から門弟が集まり花を立てました 『宝永。 。
花洛細見図』巻十二
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度
が
確
立
さ
れ
た
の
で
す
。
延
宝
六(

一
六
七
八)

年
に
は
永
代
門
弟
帳

が
作
ら
れ
、
階
梯
制
の
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
シ
ス
テ

ム
は
全
国
に
広
が
り
、
爆
発
的
に
門
弟
が
増
加
し
ま
し
た
。
文
化
年
間

(

一
八
〇
四
～
一
八)

に
は
六
万
人
の
門
弟
を
数
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。■

「
道
」
と
し
て
の
い
け
ば
な

、「

」

秘
伝
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
求
道
的
精
神
の
高
ま
り
の
中

茶
道

「
香
道
」
な
ど
と
と
も
に
、
い
け
ば
な
も
「
道
」
と
し
て
の
性
格
を
強

め
て
い
き
ま
す
。
元
禄
元(
一
六
八
八)

年
刊
行
の
『
立
華
時
勢
粧
』

り
っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

に
初
め
て
「
花
道
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
幕
府
に
よ
る

教
化
政
策
に
儒
教
思
想
が
重
視
さ
れ
る
と
と
も
に
、
い
け
ば
な
は
道
義

的
意
味
合
い
を
強
め
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
女
性
の
習
い
事
と
し
て

庶
民
に
浸
透
し
て
い
き
、
次
第
に
稽
古
に
よ
る
礼
儀
作
法
の
習
得
が
目

的
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

歩
く
／
見
る

■
六
角
堂(

頂
法
寺)

・
い
け
ば
な
資
料
館

ち
ょ
う
ほ
う
じ

中
京
区
六
角
通
烏
丸
東
入

六
角
堂
は
正
式
名
称
を
頂
法
寺
と
い
う
天
台
宗
の
寺
院
で
す
。
本
堂

が
六
角
宝
形
造
で
あ
る
た
め
六
角
堂
の
名
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
池

。

、

坊
は
も
と
も
と
六
角
堂
の
ひ
と
つ
の
坊
で
し
た

応
仁
・
文
明
の
乱
後

上
京
の
革
堂(

行
願
寺)

に
対
す
る
下
京
の
町
組
代
表
者
の
集
会
所
と

こ
う
ど
う

ぎ
ょ
う
が
ん
じ

ち
ょ
う
ぐ
み

。

、

し
て
中
心
的
役
割
を
担
い
ま
し
た

本
堂
の
前
に
埋
ま
る
円
形
の
石
は

臍
石
と
呼
ば
れ
京
都
の
中
心
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

へ
そ
い
し

す
。

い
け
ば
な
資
料
館
は
、
六
角
堂
の
境
内
に
建
つ
ビ
ル
の
三
階
に
昭
和

五
十
一
年
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
十
五
世
紀
末
に
成
立
し
た
最
古
の

花
伝
書
『
花
王
以
来
の
花
伝
書
』
や
『
池
坊
専
応
口
伝
』
な
ど
、
池
坊

に
伝
わ
る
華
道
資
料
を
中
心
に
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。
見
学
に
は
予
約

が
必
要
で
す
。

■
池
坊
短
期
大
学
む
ろ
ま
ち
美
術
館

下
京
区
室
町
通
四
条
下
る

昭
和
二
十
七
年
に
設
立
さ
れ
た
池
坊
短
期
大
学
の
学
内
に
、
平
成
十

一
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
美
術
館
で
す
。
池
坊
華
道
の
資
料
を
中
心
に
、

日
本
の
伝
統
工
芸
品
を
収
集
・
展
示
し
て
い
ま
す
。
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