
い
の
ち
の
荘
厳

弓
場
洋
子

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

東
林
寺
住
職

華
道
家
元
池
坊 

華
道
教
授
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お
仏
壇
や
お
寺
の
本
堂
に
お
い
て
尊
前
を
お
飾
り
す
る

こ
と
を
荘

し
ょ
う

厳ご
ん

と
い
い
、
そ
の
基
本
は
香
・
華
・
灯
の
三
つ

で
す
。
香
・
華
・
灯
を
お
供そ

な

え
す
る
こ
と
は
、
仏
さ
ま
の

お
徳
を
讃
え
ご
恩
に
感
謝
す
る
気
持
ち
を
表
し
ま
す
。
し

か
し
荘
厳
さ
れ
た
そ
の
花（
華
）は
仏
さ
ま
で
は
な
く
、
私

の
方
を
向
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
荘
厳
が
た
だ
の
装
飾

で
は
な
く
、
私
に
向
け
て
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

仏
さ
ま
の
救
い
の
お
心
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

ま
た
荘
厳
の
美
し
さ
は
、
仏
さ
ま
の
世
界
で
あ
る
お
浄

土
の
素
晴
ら
し
さ
が
、
私
た
ち
に
も
伝
わ
る
よ
う
表
現
さ

れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
荘
厳
を
整
え

る
こ
と
は
、
お
浄
土
に
思
い
を
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
世
界
に
生
ま
れ
さ
せ
た
い
と
願
う
仏
さ
ま
の
お
慈
悲

を
味
わ
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
三
つ
の
お
供
え
の
な
か
で
も
、
工
夫
を
凝
ら
す
余

地
が
あ
り
、
ま
た
気
持
ち
を
込
め
て
形
づ
く
る
こ
と
が
で

き
る
の
が
、
華（
仏
華
）で
す
。
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
お

供
え
す
る
人
が
自
分
で
作
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
仏
華
の
か
た
ち
に
正
解
・
不

正
解
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
浄
土
の
あ
り
さ
ま
に
思
い
を

い
た
し
、
お
参
り
さ
れ
る
人
に
と
っ
て
も
心
地
良
い
華
を

お
供
え
し
た
い
も
の
で
す
。

花
は
、
時
期
や
地
域
、
気
候
風
土
に
よ
っ
て
、
手
に
入

る
も
の
が
違
い
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
種
類
の
植
物
で
あ
っ

て
も
、
同
じ
枝
、
同
じ
葉
、
同
じ
花
は
二
つ
と
あ
り
ま
せ

ん
。そ
ん
な
い
の
ち
あ
る
お
供
え
で
あ
る
仏
華
に
つ
い
て
、

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
住
職
で
あ
り
、
華
道
家
元
池

い
け
の

坊ぼ
う

の
華
道
教
授
と
し
て
も
ご
活
躍
さ
れ
て
い
る
弓
場
洋
子
氏

に
、
誰
も
が
美
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
た
ち
の
一
つ
を
ご

提
案
い
た
だ
き
ま
し
た
。

バ
ラ
ン
ス
を
見
な
が
ら
役や

く

枝え
だ

を
立
て
て
い
く
こ
と
は
、

は
じ
め
は
難
し
く
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し

大
切
な
の
は
、
荘
厳
と
し
て
の
仏
華
を
自
分
で
作
り
あ
げ

る
こ
と
な
の
で
す
。

ご
本
尊（
仏
さ
ま
）が
安
置
さ
れ
た
お
仏
壇
は
、
私
た
ち

の
心
の
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る
場
所
で
す
の
で
、
い
つ
も
美

し
く
保
つ
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
日
々
、
心
を
こ
め
て

荘
厳
を
整
え
る
こ
と
は
、
報
恩
謝
徳
の
い
と
な
み
の
一
つ

で
す
。
本
書
が
そ
ん
な
い
と
な
み
の
一
助
と
な
り
、
お
念

仏
を
喜
ぶ
機
縁
と
な
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

　

本
願
寺
出
版
社

は
じ
め
に

室町時代の花伝書に、掛軸と三具足の両脇に花
を飾った「御

お

成
なり

飾
かざり

」が伝わっている。客を迎え
るために書院造の床にしつらえられたもので、

「座
ざ

敷
しき

飾
かざり

」ともいわれる。
左の作品は、それに学んだものとして、池坊
京都支部 松尾美ね第32回社中展にて制作され
たもの（2020年11月22～23日 於 本願寺聞法会
館）。
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column
＊
本
書
で
使
用
し
て
い
る
花か

瓶ひ
ん

は
、
寺
院
用
の
も
の
は
す
べ
て
七
寸
で
、
込こ

み

藁わ
ら

（
38
頁
参
照
）
を
使
っ
て
仏
華
を
立
て
て
い
ま
す
。
込
み
藁
以
外
に
も
花

瓶
の
内
径
に
合
わ
せ
た
竹
筒
や
Ｙ
字
型
の
花は
な

配く
ば

り（
木
配
り
）を
使
用
す
る
方

法
も
あ
り
ま
す
。
立
つ
姿
が
表
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
花
留
め
は
使
い
や
す
い

も
の
で
構
い
ま
せ
ん
。
お
内
仏（
仏
壇
）用
の
花
立
は
、
四
・
五
寸
で
す
。
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仏
華
と
は

仏
華
（
仏ぶ
つ

前ぜ
ん

供く

華げ

）
の
歴
史
は
古
く
、
千
数
百

年
に
お
よ
び
ま
す
。
六
世
紀
半
ば
の
仏
教
伝
来
の

こ
ろ
よ
り
、
仏
前
に
花
を
手た

向む

け
る
と
い
う
行
為

が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
仏
前
供
華
が
時
代
の
変

遷
と
と
も
に
、
現
代
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
所

で
の
装
花
と
な
り
、
日
本
特
有
の
「
い
け
ば
な
」

を
誕
生
さ
せ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
ご
周
知
の
通

り
で
す
。 

私
が
い
ざ
仏
華
を
立
て
る
と
な
っ
た
と
き
、
拠

り
処
と
な
る
の
は
仏
前
供
華
が
発
展
し
て
形
と

な
っ
た
「
立り
っ

花か

」
の
立
て
方
で
あ
る
と
考
え
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
経つ
ね

谷た
に

芳ほ
う

隆
り
ゅ
う

氏
が
著
述
さ
れ
た

『
本ほ
ん

願が
ん

寺じ

風ふ
う

物ぶ
つ

誌し

』（
絶
版
）
に
、
仏
前
供
華
に
つ

い
て
「
室
町
時
代
か
ら
発
生
し
た
立
花
の
形
式
が

基
本
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
立
花
は
供
華
と
し

て
最
も
発
達
し
た
形
式
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」

と
書
か
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。 

立
花
の
役
枝
に
つ
い
て
は
後
述
し
ま
す
が
、
極

楽
浄
土
の
荘
厳
に
つ
い
て
、『
仏ぶ
っ

説せ
つ

阿あ

弥み

陀だ

経き
ょ
う』

に
は
、

「
青
色
青
光
・
黄
色
黄
光
・
赤
色
赤
光
・
白
色

白
光
（
大
輪
の
蓮
華
の
花
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

を
生
き
生
き
と
光
り
輝
か
せ
、
そ
れ
で
い
て
す
べ

て
が
融
和
し
す
ば
ら
し
く
美
し
い
世
界
で
あ
る
）」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
私
た
ち
が

荘
厳
す
る
仏
華
も
、
一い

っ

枝し

一い
ち

葉よ
う

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

を
活
か
し
た
も
の
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。 

仏
華
の
形
に
つ
い
て
も
、
真
ん
中
の
一
番
高
い

枝
を
中
心
に
、
左
右
非
対
称
に
立
て
て
い
く
こ
と

と
し
ま
す
。
中
心
の
高
い
枝
よ
り
下
、
中
段
よ
り

左
へ
流
れ
る

4

4

4

枝
、
同
じ
く
中
段
よ
り
右
へ
柄え

香ご
う

炉ろ

の
よ
う
に
受
け
る

4

4

4

枝
、
下
段
よ
り
左
へ
短
く
4

4

出
る

枝
、
そ
し
て
下
段
よ
り
右
へ
抱
き
と
る
よ
う
に
長

4

4

4

4

4

4

4

4

く4

出
る
枝
、
ど
れ
一
つ
と
っ
て
も
同
じ
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
。
言
い
換
え
れ
ば
、
同
じ
個
性
や
同
じ

い
の
ち
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

「
信
は
荘
厳
よ
り
生
ず
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

荘
厳
は
と
て
も
大
切
な
も
の
で
す
。
そ
の
荘
厳
の

な
か
で
も
、
時
季
の
う
つ
ろ
い
や
い
の
ち
の
は
か

な
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
仏
華
だ
け
、

ま
さ
に
「
い
の
ち
の
荘
厳
」
で
す
。
で
す
か
ら
、

整
然
と
荘
厳
さ
れ
た
ほ
か
の
仏
具
と
同
様
に
、
心

を
こ
め
て
整
え
ま
し
ょ
う
。 
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十
二
カ
月
の
仏
華

一
章

一
年
の
法
要
行
事
に
合
わ
せ
て
、

入
手
し
や
す
い
四
季
折
々
の
花
材
で

十
二
カ
月
の
仏
華
を
立
て
ま
し
た
。

立
花
の
姿
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

草
木
の
自
然
な
性
状
を
活
か
し
、

極
力
針
金
は
使
わ
ず
に
立
て
て
い
ま
す
。

ま
た
、
内
陣
に
用
い
た
花
材
で
、

お
内
仏（
仏
壇
）用
の
華
も
立
て
ま
し
た
。

 「三具足」本願寺 聞法会館にて

朝鮮槇
雪柳
ナナカマド（紅葉）
菊（白）
ドラセナ
りんどう（青）
ヒペリカム
スプレー菊（黄）
鳴子ゆり

花材
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十
二
カ
月
の
仏
華

一
章 新

し
い
年
の
始
ま
り
で
す
。
一
月
は
寺
院
の
行

事
と
し
て
、
教
化
団
体
等
の
新
年
会
、
年
始
会
が

開
催
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
お

寺
で
も
、
多
く
の
ご
門
徒
さ
ん
が
参
拝
し
て
く
だ

さ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
荘
厳
、
特
に
仏
華
に
は

と
て
も
気
を
遣
い
ま
す
。
本
堂
に
入
っ
て
す
ぐ
目

に
飛
び
込
ん
で
く
る
の
は
、
美
し
く
荘
厳
さ
れ
た

仏
華
な
の
で
す
。

以
前
に
あ
る
女
性
の
ご
門
徒
さ
ん
か
ら
、「
住

職
の
立
て
る
仏
華
は
、
真
ん
中
に
仏
さ
ま
が
立
っ

て
お
ら
れ
る
み
た
い
で
す
ね
」
と
言
わ
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
大
変
嬉
し
く
思
い
、「
真
ん
中
に

立
っ
て
い
る
枝
は
真し
ん

と
い
っ
て
、
南な

無も

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

の
枝
な
の
で
す
よ
」
と
答
え
ま
し
た
。
私
た
ち
の

仏
さ
ま
に
向
き
合
う
姿
勢
が
曲
が
っ
て
い
て
は
い

け
な
い
―
―
改
め
て
そ
う
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
、

ま
っ
す
ぐ
な
松
（
枝え
だ

若わ
か

松ま
つ

）
を
真
に
し
て
い
ま
す
。

こ
の
一
年
、
草
木
の
い
の
ち
と
し
っ
か
り
向
き

合
い
、
謙
虚
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。

阿
弥
陀
仏
の
お
姿
を「
真
」に
託
し
て

す
っ
く
と
ま
っ
す
ぐ
に
立
て
る

一
月
新
年

松
水仙
山
さん

茱
しゅ

萸
ゆ

つげ
千両
菊（黄）
菜の花
アルストロメリア

真の山茱萸が枝振りから陽方（左）になっていま
すが、正真の水仙でバランスを取っています。
水仙など長い葉が付いているものは、葉を効果
的に使います。

お内仏
の
仏華

花材

point
陰（冬）の花のなかで最高の花と
いわれる水仙を正

しょう

真
しん

に。寒い時
期ですが、春の到来を感じる菜
の花など、季節を少し先取りし
た花材で華やかにします。


