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青
花
の
会
で
は
毎
年
6
月
に
「
骨
董
祭
」
と
称
し
て
、
各
地
の
骨
董
商
が
つ
ど
う
催
事
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
こ
の
た
び
あ
ら
た
に
「
工
芸
祭
」
と
し
て
、
現
代
工
芸
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
「『
生
活
工
芸
』
以
後
の
工
芸
」
で
す
。

「
工
芸
」
の
定
義
は
、
私
は
ひ
と
ま
ず
「
ヒ
ト
の
手
に
よ
り
つ
く
ら
れ
た
道
具
」
と
し
て
い
ま
す
。「
生
活
工
芸
」

に
つ
い
て
は
、
監
修
者
で
あ
る
松
本
さ
ん
、
山
内
さ
ん
が
こ
の
チ
ラ
シ
の
文
中
で
説
明
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ

で
は
ふ
れ
ま
せ
ん
。

工
芸
祭
を
は
じ
め
る
理
由
の
大
も
と
に
は
、
工
芸
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
時
代
／
社
会
／
人
間
に
つ
い
て

考
え
る
こ
と
、
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
（
そ
の
く
ら
い
、
工
芸
は
人
間
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
）。

「
生
活
工
芸
」
以
後
の
工
芸
、
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
「
こ
れ
か
ら
の
工
芸
」
と
い
う
意
味
で
す
（
そ
れ
は
「
生
活

工
芸
」
を
、
こ
こ
20
年
ほ
ど
の
手
工
芸
史
で
重
要
な
動
向
だ
っ
た
と
み
な
す
私
の
考
え
に
よ
る
も
の
で
す
）。

「
こ
れ
か
ら
の
工
芸
」
を
考
え
る
こ
と
は
、
人
間
と
い
う
「
不
易
」
と
、
こ
の
時
代
／
社
会
と
い
う
「
流
行
」
の

両
方
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
工
芸
祭
で
、
私
が
出
展
者
の
み
な
さ
ん
に
期
待
し
て
い
る

の
は
、
現
代
の
す
ぐ
れ
た
工
芸
家
が
つ
く
り
だ
す
も
の
に
予
兆
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
は
ず
の
「
い
ま
／
こ
れ

か
ら
」
性
を
、
作
家
自
身
よ
り
も
明
敏
に
観
取
し
、
概
念
化
し
、
解
説
し
て
も
ら
え
た
ら
、
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
（
そ
れ
が
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
大
事
な
役
割
で
は
、
と
も
考
え
て
い
ま
す
）。

う
つ
わ
ノ
ー
ト
の
松
本
さ
ん
、G

allery SU
 

の
山
内
さ
ん
に
監
修
（
出
展
者
の
選
定
等
）
を
依
頼
し
た
理
由
は
、

上
記
の
よ
う
な
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
役
割
」
を
す
で
に
自
覚
的
に
は
た
し
て
い
る
ふ
た
り
だ
か
ら
で
す
。

 
（
菅
野
康
晴
／
『
工
芸
青
花
』
編
集
長
）
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0
年
代
に
発
し
て
2 

0 

0 

0
年
頃
か
ら
顕
著
に
な
っ
た
暮
ら
し
の
道
具
（
生
活
工
芸
）
ブ
ー
ム
は
、
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
系
シ
ョ
ッ
プ
（
生
活
用
品
店
）
を
中
心
に
、
工
芸
品
を
生
活
に
同
化
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

従
来
の
美
術
工
芸
品
の
よ
う
に
構
え
て
接
す
る
も
の
で
は
な
く
、
衣
服
や
音
楽
な
ど
と
同
様
、
暮
ら
し
の
中
で

景
色
化
し
、
裾
野
を
大
き
く
広
げ
ま
し
た
。
私
見
で
す
が
、
そ
れ
は
明
治
以
来
特
殊
化
さ
れ
て
き
た
「
美
」（
工

芸
に
限
ら
ず
）
を
、
日
常
と
い
う
ス
テ
ー
ジ
に
解
放
し
、
再
生
さ
せ
る
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

工
芸
品
は
本
来
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
意
外
に
も
、
当
た
り
前
の
こ
と
が
そ
う
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
こ
の
30
年
間
の
出
来
事
は
特
筆
す
べ
き
変
化
（
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
）
で
あ
っ
た
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

そ
う
し
た
傾
向
は
今
も
S 

N 

S
な
ど
を
通
じ
て
拡
散
し
、
当
初
と
は
ま
た
違
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。
誰

に
で
も
広
く
届
く
利
点
は
あ
る
一
方
、
フ
ァ
ス
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
化
と
も
言
い
得
る
状
況
で
も
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
大
い
な
る
自
由
を
得
た
か
わ
り
に
、
批
評
性
を
失
い
、
歴
史
と
接
続
し
得
る
骨
格
を
失
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
は
ま
る
で
、「
民
藝
」
運
動
が
後
年
に
な
っ
て
「
民
芸
品
」
の
名
の
も
と
に
土
産
物
に
堕
し
、
商
業
的

に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
本
来
の
思
想
と
は
乖
離
し
て
し
ま
っ
た
過
去
と
重
ね
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

も
し
、
こ
の
30
年
の
生
活
文
化
の
変
化
の
起
点
が
「
生
活
工
芸
」
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
現

在
、
工
芸
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。
ネ
ッ
ト
に
よ
る
直
接
取
引
が
可
能
な
時
代
で
す
。
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
い

う
仲
介
業
の
役
割
が
相
対
的
に
減
少
す
る
な
か
、
新
た
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
は
何
を
考
え
、
そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
あ
ら
た
め
て
考
え
る
機
会
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

「
工
芸
祭
」
は
比
較
的
キ
ャ
リ
ア
の
浅
い
12
軒
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
よ
る
催
事
で
す
か
ら
、
現
況
の
全
体
像
を
示
す

こ
と
は
無
理
に
し
て
も
、
こ
の
時
代
の
あ
る
断
面
は
現
れ
る
は
ず
で
す
。
単
な
る
展
示
販
売
会
で
は
な
く
、
時

代
の
鏡
と
し
て
、
こ
の
「
工
芸
祭
」
が
記
憶
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

 

（
松
本
武
明
／
ギ
ャ
ラ
リ
ー
う
つ
わ
ノ
ー
ト
）

30
年
ほ
ど
前
に
始
ま
り
、
2 

0 

0 

0
年
代
に
根
づ
い
た
「
生
活
工
芸
」
と
い
う
潮
流
。「
生
活
工
芸
派
」
と
さ
れ

る
5
人
の
作
家
（
赤
木
明
登
、
安
藤
雅
信
、
内
田
鋼
一
、
辻
和
美
、
三
谷
龍
二
）
の
人
気
は
、
従
来
な
ら
工
芸
に
興
味
を

持
た
な
か
っ
た
層
に
ま
で
広
が
り
ま
し
た
。
そ
の
ブ
ー
ム
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
功
罪
両
面
に
わ
た
り
影
響

を
残
し
て
い
ま
す
。

「
功
」
は
、
工
芸
の
世
界
を
よ
り
一
般
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
、
後
続
世
代
の
作
家
の
活
動
の
場
を
広
げ
た
こ

と
。
そ
し
て
「
罪
」
は
、
人
気
作
家
の
個
展
に
な
る
と
行
列
が
で
き
て
作
品
の
奪
い
合
い
に
な
る
よ
う
な
〝
作
家

の
ブ
ラ
ン
ド
化
〞
を
も
た
ら
し
た
こ
と
（
S 

N 

S
の
普
及
に
よ
り
さ
ら
に
加
速
し
ま
し
た
）。

そ
う
し
た
「
罪
」
の
現
象
は
、〈
消
費
の
サ
イ
ク
ル
を
遅
く
す
る
生
活
工
芸
〉（
安
藤
雅
信
）
と
い
っ
た
作
家
の
意

図
に
反
し
て
生
じ
た
こ
と
な
の
で
、
彼
ら
の
せ
い
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
彼
ら
の
よ
う
な

人
気
作
家
に
頼
り
、
新
た
な
作
家
を
見
出
し
育
て
る
努
力
を
怠
っ
て
き
た
、
一
部
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
は
責
任
が

あ
り
ま
す
。

2 

0 

1 

0
年
以
降
の
工
芸
界
は
、
シ
ン
プ
ル
で
無
地
の
日
用
の
器
を
主
と
す
る
生
活
工
芸
か
ら
の
揺
り
戻
し
の

よ
う
に
、
用
途
か
ら
離
れ
た
造
形
作
品
や
、
装
飾
的
・
技
巧
的
な
器
な
ど
、
様
々
な
流
れ
が
生
ま
れ
て
き
て
い

ま
す
。
そ
う
し
た
豊
か
な
多
様
性
を
維
持
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
作
家
が
、
一
時
的
な
流
行
に

左
右
さ
れ
ず
、
各
々
の
道
を
切
り
拓
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

現
在
は
過
渡
期
。「
青
花
の
会
／
工
芸
祭
」
に
は
、
信
念
を
も
っ
て
2 

0 

2 

0
年
以
降
へ
進
も
う
と
し
て
い
る
ギ

ャ
ラ
リ
ー
が
集
い
ま
す
。
ご
来
場
下
さ
る
皆
様
も
、
こ
の
時
代
の
工
芸
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
取
り
巻
く
状
況
を
作

り
出
す
当
事
者
と
し
て
立
ち
会
っ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

（
山
内
彩
子
／G

allery SU

）
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