
                             

     
   

「
菊
の
花
」は
京
の
都
の
あ
る
お
公
家
様
の
坊
ち
ゃ
ま
が
菊
を
育
て
る
話
で
す
。 

叔
父
様
か
ら
も
ら
っ
た
根
を
裏
庭
に
植
え
て
、
大
事
に
世
話
を
し
、
秋
に
は
大
き
な

白
い
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
坊
ち
ゃ
ま
は
う
れ
し
く
て
始
終
菊
の
そ

ば
で
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
る
朝
、
庭
師
の
お
じ
い
さ
ん
が
菊
の
そ
ば
に
転
が
っ
て

い
る
夜
露
に
濡
れ
た
コ
マ
を
見
つ
け
ま
す
。
昨
日
ま
で
坊
ち
ゃ
ま
が
遊
ん
で
い
た
コ

マ
で
す
。
「
そ
ん
な
コ
マ
、
も
う
飽
き
ち
ゃ
っ
た
」
と
い
う
坊
ち
ゃ
ま
か
ら
、
お
じ

い
さ
ん
は
コ
マ
を
も
ら
い
ま
す
。
し
ば
ら
く
し
て
坊
ち
ゃ
ま
の
一
家
は
新
し
い
家
に

引
っ
越
し
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
庭
の
樹
木
も
掘
り
起
こ
さ
れ
て
運
ば
れ
ま
す
。
も

う
坊
ち
ゃ
ま
に
見
向
き
も
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
菊
の
花
が
、
人
の
気
配
が
な

く
な
っ
た
庭
に
取
り
残
さ
れ
ま
す
。
庭
師
の
お
じ
い
さ
ん
は
ま
だ
数
日
は
も
ち
そ
う

な
菊
の
花
を
根
も
と
か
ら
切
り
取
っ
て
家
に
持
ち
帰
り
ま
す
。
そ
し
て
家
で
病
床
に

つ
い
て
い
る
孫
息
子
の
枕
元
に
飾
っ
て
や
り
ま
し
た
。
男
の
子
の
手
に
は
、
先
日
の

あ
の
コ
マ
が
大
事
そ
う
に
握
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

一
つ
の
事
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
時
の
無
邪
気
な
姿
、
し
か
し
新
し
い
こ
と
に
関

心
が
移
る
と
そ
れ
ま
で
の
興
味
を
あ
っ
さ
り
う
ち
捨
て
て
い
く
姿
は
少
年
期
の
一

つ
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
元
気
あ
ふ
れ
る
少

年
と
病
弱
な
少
年
、
身
分
の
高
い
家
の
子
ど
も
と
貧
し
い
家
の
子
ど
も
と
い
う
対
比

で
描
い
た
手
法
は
、
こ
れ
ま
で
読
み
比
べ
て
来
た
「
梅
の
木
」
（「
か
さ
さ
ぎ
通
信
」
1
1
7

号
）・「
笛
」（
「
か
さ
さ
ぎ
通
信
」1

1
9

号
）
に
共
通
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
少

年
の
変
化
を
見
つ
め
て
い
る
の
は
、
少
年
が
大
切
に
思
っ
て
い
た
菊
の
花
で
あ
り
、

梅
の
木
で
あ
る
点
に
も
森
三
郎
の
描
写
の
共
通
点
が
あ
り
ま
し
た
。 

そ
の
こ
と
は
今
回
の
（
Ａ
）
『
赤
い
鳥
』
版
と
（
Ｋ
）
少
国
民
文
芸
選
『
か
さ
ゝ

ぎ
物
語
』
版
と
の
読
み
比
べ
で
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
庭
師
の
お

じ
い
さ
ん
が
孫
の
枕
元
に
菊
を
飾
っ
た
最
終
場
面
の
表
現
を
比
較
し
て
み
ま
す
。 

（
Ａ
）
で
は
手
に
コ
マ
を
握
っ
た
孫
と
お
じ
い
さ
ん
が
、
菊
の
花
を
見
て
「
あ
あ
、

き
れ
い
な
お
花
だ
な
。
こ
ん
な
お
花
を
見
て
る
と
、
病
気
が
よ
く
な
る
や
う
な
気
が

す
る
よ
。」「
も
う
ぢ
き
だ
よ
。
今
に
す
つ
か
り
な
ほ
つ
て
、
そ
の
こ
ま
を
ま
は
し
て
、

あ
そ
べ
る
や
う
に
な
る
よ
。」
と
語
る
場
面
が
あ
り
、
そ
の
後
で
二
人
が
寝
て
い
る
姿

を
見
お
ろ
す
菊
の
花
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。「
少
年
の
病
気
は
な
ほ
る
で
せ
う
か
。
半

ば
か
さ

〱
に
か
わ
い
た
菊
の
花
は
、
う
す
ぐ
ら
く
と
も
つ
た
鯨
油
の
燭
台
の
下
で
、

お
と
ろ
へ
は
て
た
、
そ
の
あ
は
れ
な
子
ど
も
の
寝
が
ほ
を
う
な
だ
れ
て
見
下
ろ
し
て

ゐ
ま
し
た
」
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
一
方
（
Ｋ
）
で
は
、
コ
マ
を
握
る
少
年
の
細
い

手
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
後
、
す
ぐ
に
菊
の
花
に
描
写
が
移
り
ま
す
。「
少
年
の
病

気
は
な
ほ
る
で
せ
う
か
。
く
ら
い
燭
台
の
灯
に
て
ら
さ
れ
た
男
の
子
の
寝
顔
を
見
守

る
や
う
に
、
菊
の
花
は
か
さ

〱
に
か
わ
い
て
う
な
だ
れ
て
ゐ
ま
し
た
」
と
結
ば
れ

て
い
ま
す
。（
Ａ
）
で
は
菊
の
花
に
残
さ
れ
た
時
間
は
少
年
の
命
の
短
さ
を
暗
喩
し
て

い
る
か
の
よ
う
で
す
。（
Ｋ
）
に
は
（
Ａ
）
の
二
人
の
会
話
部
分
は
省
か
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
少
年
の
快
復
を
願
い
、
あ
の
コ
マ
で
遊
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

菊
の
願
い
は
強
く
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。『
赤
い
鳥
』
で
発
表
の
九
年
後
、
時
代
は
太

平
洋
戦
争
の
最
中
で
、
作
者
の
気
持
に
も
変
化
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

次
に
読
ん
だ
「
波
の
鼓
」
は
心
の
奥
に
鳴
り
響
く
美
し
い
鳴
り
物
の
音
色
を
求
め

る
娘
の
話
で
す
。
異
国
の
難
破
船
の
中
で
生
き
残
っ
た
母
親
が
、
息
を
引
き
取
る
前

に
長
者
夫
婦
に
赤
ん
坊
と
家
宝
の
「
波
の
鼓
」
を
託
し
ま
す
。
成
長
し
た
娘
は
こ
の

鼓
の
存
在
を
知
り
、「
こ
れ
こ
そ
私
の
求
め
て
ゐ
た
音
色
で
す
」
と
鼓
を
打
ち
な
が
ら
、

波
に
乗
っ
て
去
っ
て
い
き
ま
す
。
作
者
自
身
は
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
「「
波
の
鼓
」

は
空
想
の
所
産
、
鼓
と
い
う
楽
器
が
波
の
音
に
擬
し
て
作
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
か
ら

思
ひ
つ
き
ま
し
た
」
と
解
説
し
て
い
ま
す
。「
波
の
歌
」
が
載
っ
て
い
る
『
う
ぐ
ひ
す

の
謡
』
は
一
九
四
三
年
発
行
で
す
か
ら
、
状
況
は
更
に
悪
化
し
て
い
ま
す
が
、
戦
時

下
で
も
美
に
対
し
て
慕
わ
し
い
思
い
を
持
ち
続
け
た
作
者
の
姿
が
伺
え
ま
す
。 
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二
〇
二
二
年
十
二
月
の
「
森
三
郎
の
作
品
を
読
む
会
」
で
は
、「
菊
の
花
」（『
赤

い
鳥
』［1

933.6

］
所
収
作
と
少
国
民
文
芸
選
『
か
さ
ゝ
ぎ
物
語
』［1942.

8

］（
帝

国
教
育
会
出
版
部
所
収
作
）
の
読
み
比
べ
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
「
波
の
鼓
」

（『
う
ぐ
ひ
す
の
謡
』［1943.8

拓
南
社
］
所
収
）
を
読
み
ま
し
た
。 

次
回
予
定 

二
〇
二
三
年
二
月
十
日
（
金
）
午
後
一
時
半
～
三
時
半 

 
①
読
み
比
べ
「
一
人
相
撲
」（
『
赤
い
鳥
』［1

9
3
3
.
7

］
所
収
作
と
『
か
さ
ゝ
ぎ
物

語
』［1

9
4
2
.
8

］
帝
国
教
育
会
出
版
部
所
収
作
） 

②
「
人
ま
ね
小
ま
ね
酒
屋
の
狐
」（
『
う
ぐ
ひ
す
の
謡
』
［1

9
4
3
.8

］
所
収
） 


