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ハ
マ
ギ
ク
（
浜
菊
）が
咲
い
て
い
る
。
純
白
の
花
弁
、
花
芯
は
黄
金
色
。
花
言
葉
は
「
忍
耐
」
ま
た
「
友

愛
」
だ
と
い
う
。

こ
の
花
を
差
し
木
に
し
て
殖
や
し
た
の
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
十
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
前

年
三
月
十
一
日
午
後
二
時
四
十
六
分
、
巨
大
地
震
発
生
。
同
三
時
二
十
七
分
、
大
津
波
は
私

の
居
住
地
か
ら
東
南
方
八
粁
の
海
岸
の
街
を
襲
い
、
二
百
人
の
生
命
を
さ
ら
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
浜
街
の
突
端
に
塩
屋
埼
灯
台
が
在
る
。
暖
流
と
寒
流
が
交
差
す
る
潮
目
の
海
で
あ
り
、

秀
れ
た
漁
場
と
し
て
知
ら
れ
る
。

塩
屋
埼
の
北
麓
に
豊
間
中
学
校
が
建
つ
。
太
平
洋
岸
か
ら
数
十
米
ほ
ど
で
あ
り
、
津
波
の
直

撃
を
受
け
た
。
校
門
の
そ
ば
に
あ
っ
た
ハ
マ
ギ
ク
の
太
い
株
は
残
っ
た
。
わ
た
し
は
そ
の
枝
を
も
ら
っ

て
差
し
木
し
た
の
で
あ
る
。

同
校
体
育
館
の
西
隣
に
、
民
宿

「
鈴
亀
」
が
あ
る
が
、
激
浪
は
体
育
館
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
た
た

め
に
民
宿
は
辛
う
じ
て
残
っ
た
。

服
部
英
雄
さ
ん
が

「
被
災
地
に
行
っ
て
み
た
い
」
と
言
っ
て
、
や
っ
て
来
た
の
は
二
十
四
年
三
月

二
十
九
日
の
夕
方
だ
っ
た
。
私
は
Ｊ
Ｒ
東
日
本

（
常
磐
線
）
い
わ
き
駅
へ
出
迎
え
、
「
鈴
亀
」
に
投

宿
し
た
。

そ
の
宿
に
、
鈴
木
ト
ヨ
ノ
さ
ん

（
八
十
三
歳
）
が
居
り
、
被
災
の
こ
と
を
話
し
て
く
れ
る
の
を

期
待
し
た
か
ら
だ
っ
た
。

い
つ
も
な
ら
、
浜
辺
の
民
宿
で
は
獲
れ
た
て
の
魚
介
の
珍
味
が
並
ぶ
の
で
あ
る
が
、
東
京
電
力

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
以
来
、
放
射
線
量
を
恐
れ
て
漁
師
は
海
へ
出
て
い
な
い
。
服
部

さ
ん
は
、
ノ
ー
ト
を
開
き
、
ト
ヨ
ノ
さ
ん
か
ら
聞
き
取
り
を
続
け
た
。

数
ヶ
月
前
か
ら
私
は
、
ト
ヨ
ノ
さ
ん
を
中
心
と
し
て
家
を
流
さ
れ
て
避
難
中
の
ご
婦
人
方
十
名

ば
か
り
と
一
緒
に

「
浜
の
小
正
月
行
事
に
唄
い
つ
が
れ
て
い
た
歌
」
の
復
活
を
試
み
て
い
た
の
で
あ

る
。
「
あ
ん
ば
さ
ま
の
唄
」
と
い
う
。
会
の
名
前
を
浜
菊
会
と
名
付
け
た
。

あ
ん
ば
さ
ま
と
は
、
海
の
彼
方
に
い
て
海
上
安
全
や
豊
漁
を
守
る
神
様
だ
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
は
や
り
病
を
除
く
神
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。

ト
ヨ
ノ
さ
ん
の
民
宿
の
北
方
の
低
い
丘
上
に

「
安
波
大
杉
明
神
」
が
あ
っ
て
、
そ
こ
だ
け
は
流
出

を
免
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
浜
辺
の
年
中
行
事
や
祭
礼
は
戦
後
ほ
ど
な
く
し
て
廃
れ
て
し
ま
っ

て
い
た
。

一
面
の
瓦
礫
の
中
か
ら
、
私
た
ち
は
五
十
年
以
上
も
絶
え
て
久
し
か
っ
た

「
唄
」
を
再
現
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ト
ヨ
ノ
さ
ん
は
服
部
さ
ん
に
、
そ
の
唄
を
聴
か
せ
た
。
そ
の
後
、
浜
菊
会
は
袢
纏
を
揃
え
た
り
、

こ
ど
も
は
ま
ぎ
く
会
を
作
っ
た
り
し
て
楽
し
く
や
っ
て
い
る
。

翌
日
、
災
害
復
興
対
策
本
部
―
道
山
林

（
江
戸
前
期
の
防
潮
林
）
―
楢
葉
町
な
ど
を
視
察

し
た
。
国
道
六
号
は
こ
の
町
で
遮
断
さ
れ
て
い
た
。
楢
葉

・
大
熊

・
富
岡

・
双
葉

・
浪
江
町
な

ど
は
原
発
事
故
に
よ
っ
て
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
あ
と
、
い
わ
き
駅
の
方
へ
戻
り
、
避
難
し
仮
住
ま
い
中
の
遠
藤
光
子
さ
ん

（
七
十
歳
）
に

会
っ
て
も
ら
い
、
服
部
さ
ん
の
聞
き
取
り
は
一
層
進
ん
だ
。

そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
服
部
さ
ん
か
ら
分
厚
い
著
書
の
恵
与
を
受
け
た
。
『
河
原
ノ
者
・
非
人
・

秀
吉
』
で
あ
る
。
い
っ
き
に
読
ん
だ
。
そ
し
て
私
は
地
元
紙
に
感
想
を
寄
せ
た
。
そ
の
拙
文
を
次

に
紹
介
し
た
い
。

服
部
学
と
の
出
会
い

山
名
　
隆
弘
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二
十
五
年
前
、
（
私
が
）
県
文
化
課
に
勤
務
し
て
い
た
頃
、
文
化
庁
記
念
物
課
の
調
査

官
だ
っ
た
著
者
を
案
内
し
て
県
内
を
よ
く
歩
い
た
。
枕
頭
に
は
い
つ
も
分
厚
い
ノ
ー
ト
が
あ
っ

て
、
丹
念
に
書
き
込
ん
で
い
た
。
文
献
史
料
の
ほ
か
に
、
地
名
や
民
間
伝
承
、
遺
構
の
現
場

な
ど
を
大
切
に
し
て
い
た
。

本
書
は
差
別
さ
れ
る
者
の
あ
り
よ
う
を
中
世
史
の
中
で
克
明
に
描
い
て
い
る
。
哀
れ
み
な

ど
の
感
情
は
混
入
さ
せ
ず
、
人
間
と
し
て
平
等
な
視
座
を
据
え
て
い
る
。
中
世
の
武
芸
、
犬

追
物
に
使
役
さ
れ
た
雑
多
な
犬
を
も
写
し
出
す
。
白
拍
子
の
女
人
像
も
描
い
て
い
る
。
驚

く
べ
き
は
底
辺
の
階
層
か
ら
頂
点
ま
で
上
り
詰
め
た
豊
臣
秀
吉
の
二
人
の
子
に
つ
い
て
の
断
言
。

状
況
証
拠
を
重
視
し
導
き
出
し
た
。
机
上
だ
け
で
は
生
産
不
可
能
な
著
者
の
論
述
に
目
ま

い
さ
え
覚
え
た
。
既
成
の
論
理
に
と
ら
わ
れ
ず
、
物
事
を
多
面
的
に
心
を
自
由
に
し
て
幅

広
く
情
報
を
得
る
こ
と
の
重
要
性
を
本
書
か
ら
読
み
取
っ
た
。

（
福
島
民
友
新
聞
、
平
成
二
十
四
年
八
月
四
日
付
）

服
部
さ
ん
か
ら
は
以
前
に
も
大
冊

『
景
観
に
さ
ぐ
る
中
世
』
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
著
作
の
す
み
ず
み
に
、
私
は

「
た
の
し
さ
」
を
感
じ
る
。
探
究
の
た
の
し
さ
ば
か
り
が

伝
わ
っ
て
く
る
の
が
不
思
議
で
あ
る
。

わ
た
し
は
県
立
高
校
の
教
師
と
し
て
働
い
て
き
た
。
日
本
史
中
心
の
社
会
科
を
担
当
し
た
が
、

昭
和
五
十
九
年
四
月
か
ら
六
十
二
年
三
月
ま
で
三
年
間
、
福
島
県
教
育
庁
で
専
門
文
化
財
主

査
の
仕
事
を
や
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
文
化
庁
で
は
、
歴
史
の
道
調
査
と
中
世
城
館
跡
調
査
を
進
め
て

お
り
、
私
は
そ
の
仕
事
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

服
部
さ
ん
は
史
跡
の
現
状
変
更
に
関
わ
る
調
査
や
、
中
世
城
館
跡
調
査
に
つ
い
て
全
般
的
な

指
導
を
し
て
く
れ
た
。
県
内
で
は
小
林
清
治
氏
が
各
市
町
村
の
調
査
を
統
括
さ
れ
た
。

広
い
本
県
内
を
六
地
区
に
分
け
て
調
査
員
を
配
置
し
、
重
要
な
城
館
跡
に
つ
い
て
、
小
林

・

服
部
両
氏
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
調
査
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。

歴
史
の
実
像
と
い
う
も
の
は
、
文
献
史
料
だ
け
か
ら
は
な
か
な
か
把
握
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る

が
、
中
世
城
館
跡
調
査
の
よ
う
に
、
現
地
に
入
り
、
踏
査
し
て
初
め
て
追
体
験
的
に
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
応
答
や
想
像
力
、
視
点
の
置
き
方
、
他
の
事
例
と
の
比
較
な
ど
の
重
要
性
に
つ

い
て
、
服
部
さ
ん
と
小
林
氏
は
調
査
員
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
助
言
を
与
え
続
け
て
く
れ
た
。
私
は

専
ら
、
自
動
車
の
運
転
に
従
事
し
た
が
、
そ
れ
は
一
向
に
苦
に
な
ら
ず
、
歴
史
研
究
の
醍
醐
味

に
ひ
た
る
時
間
で
も
あ
っ
た
。

私
の
家
に
は

「
國
魂
文
書
」
（
県
重
文
）
一
巻
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
鎌
倉
～
南
北
朝
の
国
衙
領
・

国
魂
村
と
在
地
武
士
の
姿
を
よ
く
と
ど
め
て
い
る
。

阿
武
隈
高
地
か
ら
流
れ
下
り
太
平
洋
に
注
ぐ
夏
井
川
下
流
域
右
岸
に
国
魂
村
は
接
し
て
い
る

が
、
対
岸
域
は
同
時
期
の
好
嶋
庄
域
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
荘
園
を
伝
え
る

「
飯
野
文
書
」
（
国

重
文
）
は
東
北
地
方
屈
指
の
史
料
で
あ
る
。

国
魂
村
や
好
嶋
庄
の
と
ら
え
方
に
新
し
い
視
野
を
開
い
て
く
れ
た
の
も
服
部
さ
ん
で
あ
っ
た
。

私
は

「
飯
野
八
幡
宮
社
地
の
一
考
察
」
（
福
島
県
史
学
研
究
）
を
書
い
て
服
部
さ
ん
に
読
ん
で
も

ら
っ
た
り
し
た
。

『
福
島
県
の
中
世
城
館
跡
』
と
い
う
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
服
部
さ
ん
も
寄

稿
し
て
く
れ
た
。
私
は
勧
め
ら
れ
て

「
中
世
城
館
の
調
査
法
」
と
い
う
一
文
を

『
月
刊
文
化
財
』

に
寄
稿
し
た

（
三
〇
三
号
、
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
）
。

昭
和
六
十
二
年
三
月
に
父
が
急
逝
し
、
私
は
世
襲
神
職
の
後
を
継
ぐ
べ
く
家
郷
に
戻
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
た
め
に
、
せ
っ
か
く
把
み
か
け
た
服
部
さ
ん
の
学
問
を
こ
の
地
で
も
っ
と
広
め
た
い

と
い
う
希
望
を
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

服
部
さ
ん
は
福
島
県
の
中
世
城
館
跡
の
中
か
ら
、
一
つ
で
も
い
い
も
の
を
史
跡
に
指
定
し
よ
う

と
図
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
国
の
審
議
会

・
専
門
委
員
会
の
席
で
説
明
す
る
よ
う
指

示
が
あ
り
、
小
林
清
治
氏
と
私
と
で
、
約
二
十
ヶ
所
の
城
館
跡
を
取
り
上
げ
説
明
し
た
。
そ
の

結
果
で
あ
ろ
う
か
、
伊
達
郡
桑
折
町
に
所
在
す
る

「
桑
折
西
山
城
跡
」
が
国
史
跡
と
し
て
指
定

を
受
け
た
。
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現
地
に
は
菊
地
利
雄
さ
ん
と
い
う
熱
心
な
研
究
者
が
お
り
、
そ
の
地
道
な
調
査
が
活
か
さ
れ

た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

桑
折
西
山
城
は
、
伊
達
稙
宗

・
晴
宗
が
居
城
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
分
国
法

「
塵
芥
集
」
は

こ
の
城
で
発
し
ら
れ
た
。

当
時
、
好
嶋
庄
の
中
枢
部
に
位
置
す
る
飯
野
平
城
主
、
岩
城
重
隆
に
は
男
子
な
く
、
ふ
た
り

の
娘
が
い
た
。
妹
の
方
は
常
陸
の
佐
竹
家
に
嫁
し
、
姉

・
久
保
姫
を
白
河
氏
に
嫁
が
せ
る
こ
と
に

し
た
。
そ
の
嫁
入
り
の
行
列
を
、
伊
達
氏
の
軍
勢
が
襲
撃
し
、
久
保
姫
を
拉
致
し
て
西
山
城
へ
さ

ら
っ
て
し
ま
っ
た
。

や
が
て
伊
達
晴
宗
と
久
保
姫
の
間
に
第
一
子
、
鶴
千
代
丸
が
生
ま
れ
た
。
重
隆
は
鶴
千
代
丸

を
飯
野
平
城
に
迎
え
て
、
親
隆
と
い
う
名
を
与
え
て
継
嗣
と
し
た
。
晴
宗
の
第
二
子
が
輝
宗
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
服
部
さ
ん
に
話
し
た
こ
と
は
ま
だ
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
服
部
さ
ん
の
学
問
に
触
れ
得
た
研
究
者
は
、
い
く
つ
も
の
感
奮
興
起
を
覚

え
た
経
験
を
持
つ
に
ち
が
い
な
い
。
地
域
に
あ
っ
て
地
域
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
時
に

「
服
部
学
」
は
お
お
い
に
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。

服
部
さ
ん
と
の
出
会
い
は
、
生
涯
の
僥
倖
で
あ
っ
た
。

（
元
福
島
県
教
育
庁
文
化
課
専
門
文
化
財
主
査
、
大
國
魂
神
社
宮
司
）

第Ⅱ部　時代を歩く《文化庁時代から文化財保護と社会の現場へ　1978 ─現在》

273




