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例
年
今
頃
に
な
る
と
、
ど
こ
か
ら
か
祇ぎ

園お
ん

囃ば
や
し子

の
稽
古
の
音
が
流
れ
て
き
て
、
ソ

ワ
ソ
ワ
、
ワ
ク
ワ
ク
、
ウ
キ
ウ
キ
と
な
る

と
こ
ろ
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
昨
年
に
続

い
て
今
年
も
、
我
が
ま
ち
最
大
の
目
玉
行

事
は
お
預
け
に
な
り
そ
う
で
す
。

　
板
谷
波
山
も
ま
た
、「
ソ
ワ
ソ
ワ
、
ワ

ク
ワ
ク
、
ウ
キ
ウ
キ
」
仲
間
の
ひ
と
り
で

し
た
。

   

文　
下
館
・
時
の
会
代
表  

一
木 

努
さ
ん

古い街並みや風景の写真を
探しています！

祇
園
囃
子
の
音

波
山
が
見
て
い
た
神
輿

　
近
年
、
神
輿
の
棒
の
組
み
方
や
、
祭
り
装
束

そ
し
て
渡
御
順
路
な
ど
も
変
化
し
続
け
て
い
ま

す
が
、
一
度
だ
け
、
往
時
の
祇
園
風
景
が
よ
み

が
え
る
瞬
間
が
あ
り
ま
し
た
。
平
成
15
年
（
２

０
０
３
）
４
月
、
映
画
「H

A
ZA

N

」
で
明
治

末
期
を
想
定
し
た
祇
園
ま
つ
り
の
大
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
羽
黒
神
社
境
内
で
行
わ
れ
た
の
で
す
。

　

神
輿
を
井
桁
に
組
み
、
担
ぎ
手
は
白
足
袋
、

股
引
き
、
腹
巻
に
、
さ
ら
し
の
襦じ
ゅ
ば
ん袢

、
そ
れ
も

祭
り
の
生
き
字
引
、
昨
年
亡
く
な
ら
れ
た
杉す
ぎ
や
ま山

勝か
つ
お男

さ
ん
旧
蔵
の
明
治
の
年
代
物
を
再
現
し
ま

し
た
。
下
が
撮
影
後
の
集
合
写
真
。
中
央
の
白

い
ス
ー
ツ
が
波
山
役
の
榎え
の
き木

孝た
か
あ
き明

さ
ん
、
右
が

五い
が
ら
し

十
嵐
匠し

ょ
う

監
督
で
す
。
何
が
大
変
だ
っ
た
と

い
っ
て
、
季
節
は
春
、
境
内
の
桜
は
満
開
、
前

夜
の
大
雨
で
地
上
は
一
面
ピ
ン
ク
の
絨じ
ゅ
う
た
ん毯。

そ

れ
を
早
朝
か
ら
ひ
た
す
ら
箒ほ
う
きで

か
き
集
め
、
真

　
さ
て
、
波
山
が
先
程
の
手
紙
を
書
き
な
が

ら
思
い
浮
か
べ
た
昔
の
祇
園
ま
つ
り
は
、
ど

ん
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

波
山
が
上
京
し
た
の
は
明
治
20
年

（
１
８
８
７
）。
そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
、
明
治
神

輿
や
子
供
神
輿
、
も
ち
ろ
ん
伊
達
組
も
あ
り

ま
せ
ん
。
当
時
の
祇
園
ま
つ
り
は
、
菅
谷
の

神
明
社
の
神
輿
が
下
館
旧
市
街
地
か
ら
市
野

辺
地
区
を
練
り
歩
き
、
勤
行
川
で
川
渡
御
を

す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　
波
山
が
見
て
い
た
の
は
、
菅
谷
か
ら
市
野

辺
に
受
け
継
が
れ
、
現
在
も
活
躍
し
て
い
る

柳
町
の
大
神
輿（
左
写
真
）だ
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
後
、
羽
黒
神
社
の
夏
祭
り
と
し
て
新

た
な
大
神
輿
が
登
場
し
ま
す
が
、
夜
祭
で
あ

る
こ
と
、提
灯
を
数
多
く
取
り
付
け
る
こ
と
、

そ
し
て
渡
御
中
は
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
祇

園
囃
子
の
調
べ
な
ど
、
そ
の
骨
格
は
継
承
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
昭
和
30
年
（
１
９
５
５
）
の
親
戚
宛
て
の
便

り
に
波
山
は
「
下
館
お
祭
り
の
御
知
ら
せ
に
懐

か
し
き
昔
の
事
共
色
々
と
偲
ひ
浮
べ
居
り
祇
園

ば
や
し
の
太
鼓
が
耳
へ
聴
へ
る
様
で
す
」（
原

文
の
ま
ま
）
と
書
い
て
い
ま
す
。

　
あ
る
時
は
、
久
し
ぶ
り
に
耳
に
し
た
祇
園
囃

子
の
調
子
が
、
以
前
と
異
な
る
と
感
じ
て
お
囃

子
連
中
を
集
め
、
昔
な
が
ら
の
節
を
伝
授
す
る

ほ
ど
で
し
た
し
、
昭
和
32
年
（
１
９
５
７
）
の

寿じ
ゅ
ほ
う
か
い

峰
会
（
波
山
の
後
援
者
の
会
）
の
集
ま
り
で

も
、
自
ら
バ
チ
を
手
に
祇
園
囃
子
を
披
露
し
て

い
ま
す
（
左
写
真
）。

　
そ
の
時
の
青あ
お
き木
恒こ

う
い
ち一
氏
撮
影
の
写
真
が
す
ば

ら
し
い
の
で
、ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。「
お

祭
り
大
好
き
」
が
、
す
て
き
な
表
情
に
あ
ふ
れ

て
い
ま
す
（
下
の
写
真
右
は
寿じ
ゅ
ほ
う
か
い

峰
会
の
日ひ

が

の
向
野

吉き
ち
じ
ろ
う

次
郎
氏
）。

夏
の
シ
ー
ン
に
備
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
来
年
波
山
生
誕
１
５
０
年
展
の
期
間
中
、
上

映
予
定
で
す
の
で
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　東京の北区田端にあった波山邸の庭で
は、蘭や牡丹などの珍しい花を特別好むと
いうことはなく、自然に生える草花を愛で
られていたようです。その庭では毎夏、ヤ
マユリが咲いていました。
　波山はユリが好きだったらしく、花を咲
かせるとそそくさと庭に出て、間近でじっ
くりと眺めながら写生に取りかかるのでし
た。波山の素描帳を見ると、毎年、飽きも
せず、熱心にユリの写生に挑む様子がうか
がえます。
　この花瓶のユリはピンク色なので、カノ
コユリと呼ばれる種のようです。裏面にも
先がピンク色を呈した可

か れ ん
憐なユリのつぼみ

が、描かれています。来年開催予定の「生
誕 150 年記念・板谷波山展」でご覧頂き
たいと思います。
　ところで、波山は長女に「百合子」と名
前をつけました。この美しい娘を波山は人
一倍可愛がりましたが、惜しくも 34 歳で
早世してしまいます。波山の落胆ぶりは大
変なものでしたが、娘をどうか忘れないで
ほしいと、自らユリの花を描き、掛け軸に
して、近親の人たちに手渡したのでした。

彩
さ い じ ゆ り も ん か び ん
磁百合文花瓶　板谷波山作
大正初期（1910年代）頃

高さ 31.2㎝　しもだて美術館蔵

文・学習院大学教授　荒
あらかわ
川正

まさあき
明さん

花ものがたり 百
ゆ り

合七月文月

　来年開催予定の「生誕 150 年記念・板谷
波山展」で、波山が生まれ育った明治・大正・
昭和の時代に撮影された写真を展示するた
め、にぎやかな街の様子や暮らしの様子な
どがわかる写真を探しています。
　どのような写真でもかまいません。写真や情報をお持ちの
みなさんのご協力をお願いします。

【連絡先】しもだて美術館 　☎２３−１６０１

大町通りを行くオリンピック聖火
　　　　　昭和 39年（1964）
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