
古
今
集
の
「
桜
」
と
小
野
小
町

　
　
　
は
じ
め
に

　
小
野
小
町
は
、
六
歌
仙
、
ま
た
三
十
六
歌
仙
の
一
人
に
選
ば
れ

た
平
安
時
代
を
代
表
す
る
女
性
歌
人
で
あ
る
。
実
在
し
た
事
は
確

か
だ
が
、
未
だ
も
っ
て
家
系
・
出
没
年
・
身
分
環
境
な
ど
明
ら
か

で
な
い
部
分
が
多
い
。
正
史
ま
た
は
そ
の
他
の
史
料
に
は
全
く
あ

ら
わ
れ
て
い
な
い
。
古
今
集
の
十
八
首
、
後
撰
集
の
や
や
疑
問
の

残
る
四
首
な
ど
勅
撰
和
歌
集
に
歌
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
小

町
ら
し
い
歌
を
集
め
た
と
い
わ
れ
る
「
小
野
小
町
集
」
な
ど
を
経

て
、
「
玉
造
小
町
壮
書
」
や
謡
曲
「
通
小
町
」
な
ど
と
説
話
や
伝

承
と
な
り
後
世
の
人
々
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
く
。
実
在
の
小
町
を

捉
え
よ
う
と
全
体
か
ら
見
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

　
そ
の
中
で
、
小
町
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
た
事
が
研
究
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
。
小
町
研
究
に
お
い
て
、

近
年
の
動
向
と
し
て
は
、
秋
山
虔
氏
が
（
『
小
野
小
町
的
な
る
も

立
　
花
　
志
　
保

の
』
（
王
朝
女
流
文
学
の
形
成
≒
）
で
古
今
集
の
小
町
を
捉
え
て

い
る
。
更
に
小
町
伝
説
の
本
質
を
も
探
っ
て
い
こ
う
と
す
る
片
桐
洋

一
氏
（
『
小
野
小
町
追
跡
≒
』
同
氏
（
『
在
原
業
平
・
小
野
小
町
』
。
）

が
あ
る
。
小
町
の
歌
に
お
け
る
漢
詩
の
影
響
を
見
つ
め
る
も
の
と

し
て
、
夢
の
歌
の
源
泉
を
漢
詩
文
、
特
に
六
朝
閑
怨
詩
に
お
い
て

捉
え
る
後
藤
祥
子
氏
（
「
小
野
小
町
試
論
」
『
日
本
女
子
大
学
紀
要

文
学
部
』
2
7
号
。
）
や
、
玉
台
新
詠
の
閑
怨
詩
か
ら
指
摘
す
る
山

口
博
氏
（
『
閑
怨
の
詩
人
小
野
小
町
』
。
）
の
存
在
が
あ
る
。
古
く

は
、
前
田
善
子
氏
が
（
『
小
野
小
町
』
Ｊ
「
花
の
色
は
・
・
こ
の

歌
に
お
い
て
唐
の
劉
廷
芝
の
、
詩
の
一
節
の
影
響
を
受
け
て
い
る

と
示
唆
し
た
。
こ
の
よ
う
に
小
町
は
内
外
に
お
い
て
漢
詩
文
の
影

響
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
民
俗
的
な
観
点
か
ら
小
林
茂
美
氏
（
『
小

野
小
町
放
』
。
）
は
、
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
夢
に
「
鶯
鶯

伝
」
の
影
響
を
指
摘
す
る
大
塚
英
子
氏
（
「
小
町
の
夢
・
鶯
鶯
の
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夢
」
『
古
今
集
と
漢
文
学
』
。
）
古
今
集
所
収
の
全
歌
の
分
析
を
通

し
て
歌
人
像
を
求
め
る
平
野
由
紀
子
氏
「
小
野
小
町
」
（
『
古
今
集
』
Ｊ

な
ど
が
あ
る
。
伝
説
部
分
、
つ
ま
り
虚
で
な
く
実
の
部
分
で
あ
る

歌
自
体
か
ら
歌
人
と
し
て
の
小
町
像
を
洗
い
直
す
こ
と
が
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
流
れ
は
、
私
が
考
え
て
い
る
の
と
同
様
、

小
町
そ
の
も
の
へ
と
迫
る
も
の
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

　
私
は
、
小
町
自
身
を
捉
え
て
い
く
た
め
に
小
町
の
本
来
歌
っ
た

と
さ
れ
る
古
今
集
か
ら
小
町
を
求
め
て
い
き
た
い
。
今
回
は
、
古

今
集
に
よ
る
「
桜
」
の
歌
い
方
を
捉
え
て
い
く
事
を
主
と
し
て
、

小
町
の
最
も
特
筆
さ
れ
る
歌
で
あ
り
、
唯
一
の
四
季
歌
で
あ
る

「
花
の
色
は
移
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
我
が
身
世
に
ふ
る
な
が

め
し
ま
に
」
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
歌
の
「
花
」
の

捉
え
方
は
、
花
そ
の
も
の
と
、
花
の
衰
え
そ
し
て
容
貌
、
容
色
の

衰
え
と
い
う
二
つ
の
意
味
に
と
ら
れ
る
。
こ
の
「
花
」
は
「
桜
」

で
あ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
私
も
そ
れ
に
従
っ
て
考
え

て
い
こ
う
と
思
う
。
そ
し
て
、
四
季
歌
の
中
で
の
小
町
を
捉
え
て

い
き
た
い
。

　
　
　
二

　
　
「
桜
」
は
日
本
を
代
表
す
る
花
、
日
本
の
文
化
を
象
徴
す
る
Ｉ

つ
と
し
て
、
日
本
人
に
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

古
今
集
以
前
の
万
葉
集
に
あ
っ
て
は
、
必
ず
し
も
他
の
植
物
と
比

べ
て
特
別
な
扱
い
は
さ
れ
て
い
な
い
。
万
葉
集
で
は
、
外
来
の
珍

し
い
と
さ
れ
、
多
く
歌
わ
れ
て
い
た
梅
と
比
べ
て
半
数
以
下
で
あ

り
、
古
今
集
と
比
較
し
て
も
、
そ
の
歌
数
の
占
め
る
割
合
は
比
較

に
な
ら
な
い
ほ
ど
少
な
い
。
花
と
い
え
ば
「
桜
」
と
い
う
意
識
を

持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
歌
数
の
多
さ
か
ら
考
え
て
も
、
古
今
集
以

降
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。

　
ま
ず
、
古
今
集
の
四
季
歌
の
春
歌
は
、
上
・
下
あ
わ
せ
て
百
三

十
四
首
あ
る
。
そ
の
う
ち
七
十
三
首
（
桜
と
い
う
語
が
無
い
が
、

花
を
詠
む
も
の
一
首
）
と
半
分
以
上
が
桜
で
あ
る
。
こ
れ
ら
み
心
か

ら
8
9
ま
で
の
四
十
一
首
は
、
全
て
詞
書
か
歌
の
中
に
「
桜
」
と
い

う
語
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
9
0
か
ら
1
1
8
ま
で
の
二
十
九
首
の
う
ち

9
0
か
ら
1
0
3
ま
で
の
十
四
首
が
、
咲
く
桜
の
状
態
を
詠
ん
だ
歌
で
あ

る
。
9
0
か
ら
は
、
「
花
」
の
み
で
、
「
桜
」
と
い
う
語
が
あ
ら
わ
れ

て
い
な
い
が
、
「
桜
」
と
し
て
詠
ん
だ
と
考
え
て
い
こ
う
と
思
う
。

　
こ
れ
ら
を
「
桜
」
の
歌
群
と
し
て
み
る
代
表
的
な
説
は
、
松
田
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武
夫
氏
。
が
挙
げ
ら
れ
る
。
松
田
氏
は
、
4
9
か
ら
8
9
ま
で
を
前
半
、

9
0
か
ら
1
1
8
ま
で
を
後
半
と
し
、
そ
の
中
で
、
前
半
、
後
半
に
も
更

に
そ
れ
ぞ
れ
「
咲
く
桜
」
「
散
る
桜
」
が
あ
る
と
説
い
た
。
時
間

の
変
化
を
古
今
集
の
歌
の
つ
な
が
り
か
ら
歌
っ
て
い
る
と
い
う
事

が
み
え
る
。

　
前
半
の
「
咲
く
桜
」
は
4
9
か
ら
6
3
ま
で
、
「
散
る
桜
」
は
6
4
か

ら
8
9
ま
で
、
後
半
の
「
咲
く
桜
」
は
9
0
か
ら
1
0
3
ま
で
、
「
散
る
桜
」

は
1
0
4
か
ら
1
1
8
ま
で
と
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
隣
り
合
っ
た
歌
に
お

い
て
は
、
同
様
な
語
句
を
用
い
て
い
た
り
、
桜
に
対
し
て
動
か
さ

れ
る
心
の
状
態
を
述
べ
た
り
し
て
い
る
点
で
、
歌
の
性
質
を
同
じ

く
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
ま
ず
四
季
歌
の
春
歌
に
よ
る
「
桜
」
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
考

え
て
い
き
た
い
。

（
―
）
　
人
の
家
に
う
ゑ
た
り
け
る
桜
の
花
の
、
花
さ
き
は
じ
め

　
　
　
　
　
　
た
り
け
る
を
見
て
よ
め
る
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
　
　
こ
と
し
よ
り
春
し
り
そ
む
る
さ
く
ら
花
ち
る
と
い
ふ
こ

　
　
　
　
　
　
と
は
な
ら
は
ざ
ら
な
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
一
・
春
歌
上
・
四
十
九
）

　
　
　
　
　
　
題
知
ら
ず
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

（
２
）
　
そ
め
ど
の
の
き
さ
き
の
お
ま
へ
に
、
花
が
め
に
桜
の
花

　
　
　
　
　
　
を
さ
さ
せ
給
へ
る
を
見
て
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
の
お
ほ
き
お
ほ
い
ま
う
ち
君

　
　
　
　
年
ふ
れ
ば
よ
は
ひ
は
お
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見

　
　
　
　
　
　
れ
ば
物
思
ひ
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
一
こ
脊
歌
上
・
五
十
二
）

（
３
）
　
桜
の
花
の
も
と
に
て
、
年
の
お
い
ぬ
る
こ
と
を
な
げ
き

　
　
　
　
　
　
て
よ
め
る
　
　
き
の
と
も
の
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
色
も
香
も
お
な
じ
む
か
し
に
さ
く
ら
め
ど
年
ふ
る
人
ぞ
　
　
2
7

　
　
　
　
　
　
あ
ら
た
ま
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
一
・
春
歌
上
・
五
十
七
）

（
４
）
　
桜
の
花
の
さ
か
り
に
、
久
し
く
と
は
ざ
り
け
る
人
の
き

　
　
　
　
　
　
た
り
け
る
時
に
よ
め
け
る
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
　
　
あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人

　
　
　
　
　
　
も
ま
ち
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
一
・
春
歌
上
・
六
十
二
）

（
５
）
　
桜
の
花
の
さ
け
り
け
る
を
見
に
ま
う
で
き
た
り
け
る
人

　
　
　
　
　
　
に
よ
み
て
お
く
り
け
る



わ
が
や
ど
の
花
見
が
て
ら
に
く
る
人
は
ち
り
な
む
の
ち

　
　
ぞ
こ
ひ
し
か
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
一
・
春
歌
上
・
六
十
七
）

　
ま
ず
春
歌
上
の
最
初
の
歌
で
桜
の
咲
き
始
め
が
歌
わ
れ
る
（
１
）
。

こ
こ
で
も
う
既
に
、
「
散
る
と
い
う
事
を
習
わ
な
い
で
ほ
し
い
」
と
、

「
桜
」
は
散
る
も
の
と
い
う
事
を
思
わ
せ
た
歌
い
方
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
「
桜
」
が
心
を
も
ち
、
人
に
習
う
存
在
と
し
て
擬
人
化

さ
れ
て
い
る
。
（
２
）
は
「
自
ら
は
老
い
た
が
、
花
を
見
れ
ば
物

思
い
Ｉ
つ
し
な
い
」
と
歌
い
、
そ
の
花
と
は
、
詞
書
に
あ
る
桜
の

花
、
ま
た
、
染
殿
の
后
で
あ
る
明
子
の
栄
華
を
誇
っ
て
い
る
状
態

を
暗
示
し
て
い
る
。
（
３
）
は
「
桜
は
美
し
さ
も
香
り
も
昔
と
同

じ
よ
う
に
咲
い
て
い
る
が
、
年
を
取
っ
て
い
る
自
分
は
若
い
時
と

姿
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
歌
っ
て
い
る
。
自
ら
は
桜
と
異
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
４
）
は
「
桜
の
花
は
散
り
や
す
く
、
誠

実
さ
が
無
い
と
評
判
に
な
っ
て
い
る
が
、
あ
な
た
の
よ
う
に
一
年

の
内
に
め
っ
た
に
や
っ
て
こ
な
い
人
も
待
っ
て
い
る
の
で
、
決
し

て
あ
だ
と
は
い
え
な
い
」
と
、
桜
の
花
の
一
時
的
な
散
る
と
い
う

状
況
で
な
く
、
毎
年
必
ず
咲
く
と
い
う
こ
と
を
捉
え
て
、
長
い
時

間
か
ら
見
る
と
桜
は
あ
だ
で
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
め
っ
た
に

や
っ
て
こ
な
い
人
も
桜
が
咲
く
こ
と
に
よ
っ
て
来
る
か
ら
と
い
う

理
由
で
、
あ
だ
と
は
い
え
な
い
と
歌
っ
て
い
る
。
め
っ
た
に
訪
れ

な
い
人
も
桜
を
待
つ
の
だ
が
、
（
５
）
で
は
「
花
が
散
っ
た
後
は

決
し
て
訪
れ
な
い
」
と
も
歌
う
。

　
こ
の
よ
う
に
桜
は
、
初
め
か
ら
散
る
事
を
暗
示
さ
れ
、
ま
た
散

り
や
す
い
と
歌
わ
れ
な
が
ら
も
、
咲
い
て
い
る
状
態
を
強
く
歌
い
、

咲
い
て
か
ら
散
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
昔
と
い
う
言
葉
を
出
し
、

色
や
香
が
変
ら
な
い
と
い
っ
た
よ
う
に
、
長
い
年
月
か
ら
も
咲
い

て
い
る
桜
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
春
歌
下
の
歌
を
見
て
い
こ
う
。

（
６
）
　
ひ
え
に
の
ぼ
り
て
帰
り
ま
う
で
き
て
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
　
山
高
み
見
つ
つ
わ
が
こ
し
さ
く
ら
花
嵐
は
心
に
ま
か
す

　
　
　
　
　
　
べ
ら
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
一
丁
春
歌
下
・
八
十
七
）

（
７
）
　
題
し
ら
ず
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

　
　
　
の
こ
り
な
く
ち
る
ぞ
め
で
た
き
桜
花
あ
り
て
世
の
中
は
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て
の
う
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
二
・
春
歌
下
・
七
十
一
）

（
８
）
　
う
つ
せ
み
の
世
に
も
に
た
る
か
花
ざ
く
ら
さ
く
と
見
し

　
　
　
　
　
　
ま
に
か
つ
ち
り
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
二
・
春
歌
下
・
七
十
二
）

（
９
）
　
雲
林
院
に
て
桜
の
花
を
よ
め
る
　
　
そ
う
く
法
師

　
　
　
　
い
ざ
桜
我
も
ち
り
な
む
ひ
と
さ
か
り
あ
り
な
ば
人
に
う

　
　
　
　
　
　
き
め
見
え
な
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
二
・
春
歌
下
・
七
十
七
）

（
1
0
）
　
　
さ
く
ら
の
花
の
ち
り
け
る
を
よ
め
る
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
　
　
こ
と
な
ら
ば
さ
か
ず
や
は
あ
ら
ぬ
桜
花
見
る
我
さ
へ
に

　
　
　
　
　
　
し
づ
ご
こ
ろ
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
一
丁
春
歌
下
・
八
十
二
）

（
Ｈ
）
　
桜
の
ご
と
、
と
く
ち
る
も
の
は
な
し
、
と
人
の
い
ひ
け

　
　
　
　
　
　
れ
ば
よ
め
る

　
　
　
　
さ
く
ら
花
と
く
ち
り
ぬ
と
も
お
も
ほ
え
ず
ひ
と
の
心
ぞ

　
　
　
　
　
　
風
も
吹
き
あ
へ
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
一
丁
春
歌
下
・
八
十
三
）

（
1
2
）
　
寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
歌
　
　
そ
せ
い
法
し

　
　
　
花
の
木
も
い
ま
は
掘
り
う
ゑ
じ
春
た
て
ば
う
つ
ろ
ふ
色

　
　
　
　
　
　
に
人
な
ら
ひ
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
一
∵
春
歌
下
・
九
十
二
）

（
1
3
）
　
題
し
ら
ず
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

（

1 4
）

八
15

心

八
16

心

ハ

17

心

春
ご
と
に
花
の
さ
か
り
は
あ
り
な
め
ど
あ
ひ
見
む
こ
と

　
　
は
い
の
ち
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
一
丁
春
歌
下
・
九
十
七
）

花
の
ご
と
世
の
つ
ね
な
ら
ば
す
ぐ
し
て
し
昔
は
ま
た
も

　
　
か
へ
り
き
な
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
二
・
春
歌
下
・
九
十
八
）

う
つ
ろ
へ
る
花
を
見
て
よ
め
る
　
　
み
つ
ね

花
見
れ
ば
心
さ
へ
に
ぞ
う
つ
り
け
る
い
ろ
に
は
い
で
じ

　
　
人
も
こ
そ
し
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
一
丁
春
歌
下
・
ス
‥
）
四
）

題
し
ら
ず
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

ち
る
花
を
な
に
か
う
ら
み
む
世
の
中
に
わ
が
身
も
と
も

　
　
に
あ
ら
む
も
の
か
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
二
・
春
歌
下
・
一
〇
七
）

や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
の
目
、
花
つ
み
よ
り
か
へ
り
け
る
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女
ど
も
を
見
て
よ
め
る

　
　
　
と
ど
む
べ
き
も
の
と
は
な
し
に
は
か
な
く
も
ち
る
花
ご

　
　
　
　
　
　
と
に
た
ぐ
る
こ
こ
ろ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
二
・
春
歌
下
・
コ
ニ
ニ
）

（
1
8
）
　
さ
く
ら
の
花
の
ち
る
を
よ
め
る
　
　
き
の
と
も
の
り

　
　
　
久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
ご
こ
ろ
な
く

　
　
　
　
　
　
花
の
ち
る
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
一
∵
春
歌
下
・
八
十
四
）

　
6
9
か
ら
8
9
ま
で
の
前
半
の
「
散
る
桜
」
と
い
う
歌
群
で
は
、
（
６
）

の
貴
之
の
歌
以
外
は
本
文
か
ま
た
は
詞
書
に
「
散
る
」
ま
た
は

「
う
つ
ろ
ふ
」
の
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
直
接
、
桜
花
が
散
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。

　
　
（
７
）
は
「
桜
の
花
は
、
名
残
無
く
す
っ
か
り
散
っ
て
し
ま
う

の
が
い
い
。
桜
の
花
と
人
は
同
じ
で
、
こ
の
世
の
中
に
生
き
長
ら

え
る
と
最
後
に
は
憂
い
目
に
あ
っ
て
し
ま
う
の
で
」
と
未
練
が
ま

し
く
散
り
残
る
桜
花
を
、
人
間
の
老
醜
や
失
意
な
ど
に
喩
え
て
い

る
。
（
８
）
は
、
「
桜
花
は
俸
い
こ
の
世
に
似
て
い
て
、
咲
く
と
見

た
の
も
束
の
間
、
一
方
で
は
散
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
無
常
観
を
歌

う
。
（
９
）
は
、
「
桜
の
よ
う
に
私
も
散
っ
て
し
ま
お
う
。
こ
の
世

と
い
う
の
は
Ｉ
盛
り
し
た
な
ら
ば
、
嫌
な
様
を
人
に
見
せ
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
」
と
、
ひ
と
さ
か
り
を
花
の
盛
ん
な

状
態
、
人
で
い
え
ば
自
ら
の
盛
ん
な
状
態
で
あ
る
、
最
も
華
や
か

な
活
動
の
時
期
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
、
桜
の
散
る
よ
う
に
自
ら
も
散

る
ま
で
、
盛
り
か
ら
散
る
ま
で
の
桜
の
動
作
を
、
人
の
動
作
、
そ

し
て
自
ら
が
散
る
理
由
を
重
ね
て
歌
っ
て
い
る
。
（
1
0
）
で
は
、

「
咲
い
て
も
散
る
の
な
ら
、
い
っ
そ
咲
か
な
い
で
ほ
し
い
。
慌
し

く
咲
い
て
散
る
の
を
見
て
い
る
自
分
ま
で
も
心
が
落
ち
着
か
な
い
」

と
桜
が
咲
い
て
散
る
状
態
に
、
自
ら
の
心
も
慌
し
く
な
る
。
（
Ｈ
）

は
「
桜
の
花
が
早
く
散
っ
て
し
ま
う
と
も
思
わ
れ
な
い
。
桜
の
花

は
、
風
が
吹
く
の
を
待
っ
て
散
る
が
、
人
の
心
は
風
も
吹
き
終
わ

ら
な
い
う
ち
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
」
と
桜
よ
り
も
早
く
変
わ
る
の

が
、
人
の
心
だ
と
歌
っ
て
い
る
。
（
1
2
）
は
「
花
が
咲
く
木
で
も

掘
っ
て
植
え
ま
い
。
春
に
な
る
と
、
た
ち
ま
ち
咲
い
た
花
の
色
が

変
わ
っ
て
散
っ
て
い
く
、
そ
の
様
を
き
っ
と
人
が
ま
ね
し
て
心
変

わ
り
す
る
だ
ろ
う
か
ら
」
と
歌
う
。
（
1
3
）
は
「
毎
年
春
を
巡
る

ご
と
に
桜
の
花
の
盛
り
は
あ
る
が
、
お
互
い
が
こ
う
し
て
会
う
こ

と
は
寿
命
の
あ
る
間
だ
け
で
す
よ
」
と
歌
う
。
（
1
4
）
も
「
毎
年
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変
わ
ら
ず
咲
く
桜
の
花
の
よ
う
に
、
世
の
中
が
も
し
不
変
な
も
の

な
ら
ば
自
分
が
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
昔
は
、
再
び
帰
っ
て
く
る
で

あ
ろ
う
に
」
と
無
常
観
を
歌
う
。
桜
は
毎
年
変
わ
ら
ず
咲
く
が
、

自
ら
は
寿
命
あ
る
の
み
で
決
し
て
昔
へ
戻
れ
な
い
。
（
1
5
）
は
「
散

る
桜
の
花
を
見
る
と
、
心
ま
で
も
散
っ
て
他
へ
移
っ
て
い
く
よ
。

そ
の
移
り
気
を
顔
色
に
は
出
す
ま
い
。
人
が
そ
の
心
を
知
る
か
も

し
れ
な
い
か
ら
」
と
色
摺
せ
る
桜
の
花
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

移
り
気
な
心
が
あ
ら
わ
れ
た
と
歌
う
。
（
1
6
）
は
、
「
私
自
身
も
花

と
一
緒
に
い
つ
ま
で
も
い
る
も
の
だ
ろ
う
か
、
い
や
花
と
同
じ
く

散
っ
て
い
く
」
と
歌
う
。
（
1
7
）
は
、
い
く
ら
惜
し
ん
で
も
と
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
桜
の
花
を
、
詞
書
に
よ
っ
て
女
性
も
共
に
止

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
お
り
、
散
る
花
ご
と
に
後
を
追
っ

て
ゆ
く
私
と
、
と
め
ら
れ
な
い
桜
の
花
を
女
性
に
、
散
る
花
を
自

分
へ
と
歌
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
四
季
歌
に
お
い
て
の
「
桜
」
は
、
「
散
る
」
ま
た

は
、
「
う
つ
ろ
ふ
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
恋
の
心
が
変
わ
る
状

態
を
歌
う
。

　
　
（
２
）
で
「
桜
」
は
明
子
と
い
う
女
性
の
栄
え
を
喩
え
て
お
り
、

桜
が
散
る
事
を
暗
示
す
る
こ
と
も
な
く
、
「
桜
」
の
咲
き
誇
っ
た

美
し
い
様
子
と
、
前
の
お
ほ
き
い
ま
う
ち
君
の
年
老
い
た
姿
と
の

対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
桜
」
の
花
は
あ
だ
な
り
と
評
判
に
な

る
の
は
、
散
り
や
す
く
変
わ
り
や
す
い
か
ら
だ
ろ
う
が
、
「
桜
」
の

花
よ
り
変
わ
り
や
す
い
の
は
人
の
心
（
1
0
）
や
、
毎
年
「
桜
」
は

必
ず
咲
く
の
に
対
し
て
人
は
寿
命
が
あ
る
（
1
3
）
不
変
で
な
い
の

で
昔
は
帰
っ
て
こ
な
い
（
1
4
）
桜
花
は
う
つ
せ
み
の
世
に
似
て
い

る
（
８
）
と
、
こ
こ
で
は
人
の
世
の
無
常
観
は
、
散
る
花
が
常
で

無
い
と
い
う
事
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
歌
っ
て
い
る
。

　
四
季
歌
の
「
桜
」
は
、
咲
く
事
よ
り
も
僅
か
な
期
間
で
散
る
花

と
い
う
性
質
を
活
か
し
た
歌
が
多
く
な
さ
れ
て
い
た
。
散
る
こ
と

と
心
変
わ
り
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た
り
、
ま
た
早
く
散
る
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
「
し
づ
心
な
し
　
（
1
0
）
」
「
し
づ
心
な
く
（
1
8
）
と

桜
を
見
る
自
ら
の
心
ま
で
慌
し
い
と
桜
の
早
く
散
っ
て
い
く
様
子

を
人
の
焦
っ
て
い
る
様
子
と
重
ね
合
わ
せ
た
り
し
て
捉
え
る
な
ど

を
強
く
捉
え
て
い
る
。

　
四
季
歌
に
お
い
て
、
春
は
「
桜
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
、

多
く
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
巻
で
は
あ
ま
り
多
く
詠
ま
れ

ず
、
恋
歌
に
お
い
て
も
多
く
詠
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
次

に
「
桜
」
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
四
季
歌
以
外
の
歌
か
ら
考
え
て
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み
た
い
。

　
　
三

四
季
歌
以
外
の
「
桜
」
に
お
い
て
み
て
い
こ
う
。

（
1
9
）
　
ほ
り
か
は
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
の
四
十
の
賀
、
九
条

　
　
　
　
　
　
の
家
に
て
し
け
る
時
に
よ
め
る

　
　
　
　
さ
く
ら
げ
な
ち
り
か
ひ
く
も
れ
老
い
ら
く
の
こ
む
と
い

　
　
　
　
　
　
ふ
な
る
道
ま
が
ふ
が
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
七
・
賀
歌
こ
二
四
九
）

（
2
0
）
　
さ
だ
や
す
の
み
こ
の
、
き
さ
い
の
宮
の
五
十
の
賀
た
て

　
　
　
　
　
　
ま
つ
り
け
る
御
屏
風
に
、
桜
の
花
の
ち
る
し
た
に
、

　
　
　
　
　
　
人
の
花
見
た
る
か
た
か
け
る
を
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ぢ
は
ら
の
お
き
か
ぜ

　
　
　
　
い
た
づ
ら
に
す
ぐ
る
月
日
は
お
も
ほ
え
で
花
見
て
く
ら

　
　
　
　
　
　
す
春
ぞ
す
く
な
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
七
・
賀
歌
こ
二
五
一
）

（
2
1
）
　
内
侍
の
か
み
の
、
右
大
将
藤
原
朝
臣
の
四
十
の
賀
し
け

　
　
　
　
　
　
る
時
に
、
四
季
の
絵
か
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
う
し
ろ
の
屏
風
に
か
き
た
り
け
る
う
た

　
　
　
山
高
み
雲
ゐ
に
み
ゆ
る
さ
く
ら
花
心
の
行
き
て
を
ら
ぬ

　
　
　
　
　
　
日
ぞ
な
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
七
・
賀
歌
こ
二
五
八
）

（
2
2
）
　
山
に
の
ぼ
り
て
か
へ
り
ま
う
で
き
て
、
人
々
わ
か
れ
け

　
　
　
　
　
　
る
つ
い
で
に
よ
め
る
　
　
幽
仙
法
師

　
　
　
別
れ
を
ば
山
の
さ
く
ら
に
ま
か
せ
て
む
と
め
む
と
め
じ

　
　
　
　
　
　
は
花
の
ま
に
ま
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
八
・
賀
歌
こ
二
九
三
）

（
2
3
）
　
題
し
ら
ず
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

　
　
　
し
ひ
て
行
く
人
を
と
ど
め
む
桜
花
い
づ
れ
を
道
と
ま
ど

　
　
　
　
　
　
ふ
ま
で
ち
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
八
・
賀
歌
・
四
〇
三
）

（
氾
一
）
　
巻
第
十
　
物
名

　
　
　
か
に
は
ざ
く
ら
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
　
か
づ
け
ど
も
波
の
な
か
に
は
さ
ぐ
ら
れ
で
風
吹
く
ご
と

　
　
　
　
　
　
に
う
き
し
づ
む
た
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
十
・
物
名
・
四
二
七
）

（
2
5
）
　
人
の
花
つ
み
し
け
る
所
に
ま
か
り
て
、
そ
こ
な
り
け
る
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人
の
も
と
に
、
後
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き

　
　
　
山
ざ
く
ら
霞
の
ま
よ
り
ほ
の
か
に
も
見
て
し
人
こ
そ
恋

　
　
　
　
　
　
し
か
り
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
十
一
・
恋
歌
一
　
・
四
七
九
）

（
2
6
）
　
や
ま
と
に
侍
り
け
る
人
に
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
こ
え
ぬ
ま
は
吉
野
の
山
の
さ
く
ら
花
人
づ
て
に
の
み
き

　
　
　
　
　
　
き
わ
た
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
十
一
丁
恋
歌
二
・
五
八
八
）

（
2
7
）
　
　
や
よ
ひ
ば
か
り
に
、
物
の
た
う
び
け
る
人
の
も
と
に
、

　
　
　
　
　
　
又
人
ま
か
り
て
、
せ
う
そ
こ
す
と
き
き
て
つ
か
は

　
　
　
　
　
　
し
け
る

　
　
　
露
な
ら
ぬ
心
を
花
に
お
き
そ
め
て
風
吹
く
ご
と
に
物
思

　
　
　
　
　
　
ひ
ぞ
つ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
十
二
・
恋
歌
一
丁
五
八
九
）

（
2
8
）
　
題
し
ら
ず
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

　
　
　
わ
が
こ
ひ
に
く
ら
ぶ
の
山
の
さ
く
ら
花
ま
な
く
ち
る
と

　
　
　
　
　
　
も
か
ず
は
ま
さ
ら
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
十
一
丁
恋
歌
一
丁
五
九
〇
）

（
2
9
）

（
3
0
）

　
6
8
4
　
　
春
霞
た
な
び
く
山
の
さ
く
ら
花
見
れ
ど
も

君
に
よ
り
わ
が
名
は
花
に
春
霞
野
に
も
山
に
も
立
ち
み

　
　
ち
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
十
三
・
恋
歌
ご
丁
六
七
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
の
り

あ
か
ぬ
君
に
も
あ
る
か
な

（
巻
第
十
四
・
恋
歌
四
こ
八
八
四
）

　
（
3
1
）
　
桜
を
う
ゑ
て
あ
り
け
る
に
、
や
う
や
く
花
さ
き
ぬ
べ
き

　
　
　
　
　
　
時
に
、
か
の
う
ゑ
け
る
人
身
ま
か
り
に
け
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
花
を
見
て
よ
め
る
き
の
も
ち
ゆ
き

　
　
　
　
花
よ
り
も
人
こ
そ
あ
だ
に
な
り
に
け
れ
い
づ
れ
を
さ
き

　
　
　
　
　
　
に
こ
ひ
む
と
か
見
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
十
六
・
哀
傷
歌
・
八
五
〇
）

　
こ
こ
か
ら
見
る
と
、
（
1
9
）
は
「
桜
花
が
散
り
乱
れ
れ
ば
、
老

い
が
来
る
と
い
う
道
が
わ
か
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
な

ら
来
な
い
だ
ろ
う
か
ら
」
と
歌
っ
て
い
て
、
桜
花
は
老
い
へ
の
道
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を
散
る
こ
と
に
よ
り
わ
か
ら
な
く
さ
せ
る
。
（
2
0
）
は
「
無
駄
に

過
ご
し
た
月
日
と
は
思
わ
れ
な
く
て
花
を
見
て
暮
ら
し
た
春
の
日
、

花
盛
り
の
日
が
わ
ず
か
と
な
り
少
な
い
」
と
歌
っ
て
い
る
。
（
2
1
）

は
「
そ
の
咲
い
て
い
る
山
が
高
い
の
で
、
桜
花
に
心
が
い
っ
て
折

っ
て
め
で
は
や
さ
な
い
日
は
な
い
」
と
歌
う
。
（
９
９
一
）
は
「
嵐
に

桜
が
散
り
乱
れ
て
ほ
し
い
な
あ
。
花
が
落
花
し
た
た
め
、
行
く
べ

き
道
も
見
分
け
が
つ
か
な
い
の
で
、
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
う
」
と

歌
う
。
（
2
3
）
は
「
止
め
よ
う
と
し
て
も
聞
き
入
れ
ず
、
無
理
や

り
行
く
人
を
止
め
る
だ
ろ
う
桜
花
、
そ
の
桜
花
は
ど
こ
が
道
で
あ

ろ
う
か
と
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
る
ま
で
散
れ
」
と
歌
っ
て
い
る
。

（
2
4
）
は
物
名
歌
で
「
か
に
は
ざ
く
ら
」
と
い
う
題
が
詠
み
込
ま

れ
て
い
る
。
（
2
5
）
は
恋
歌
だ
が
、
「
山
桜
を
霞
の
す
き
ま
か
ら
見

る
よ
う
に
み
た
あ
な
た
が
恋
し
い
」
と
歌
っ
て
い
る
。
「
ほ
の
か
に

も
見
て
し
」
と
い
う
語
が
、
実
景
に
も
人
の
行
動
に
も
捉
え
ら
れ

て
歌
わ
れ
る
。
（
2
6
）
は
「
山
を
越
え
て
吉
野
に
行
か
な
い
う
ち

に
は
桜
花
が
人
づ
て
に
だ
け
聞
こ
え
て
く
る
」
と
、
大
和
に
侍
り

け
る
人
、
貴
之
が
思
い
を
寄
せ
て
い
る
女
の
比
喩
と
し
て
お
り
、

桜
花
は
そ
の
女
性
の
噂
と
い
う
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
（
2
7
）
は

「
い
さ
さ
か
で
な
い
心
で
、
そ
の
時
咲
い
て
い
た
桜
の
花
を
思
う

よ
う
に
あ
な
た
を
思
い
始
め
て
、
花
を
散
ら
す
風
が
吹
く
度
に
、

他
の
男
と
の
噂
を
風
の
便
り
に
聞
く
こ
と
だ
」
と
歌
う
。
（
2
8
）

「
私
の
恋
に
比
べ
る
と
い
う
暗
い
山
で
あ
る
暗
部
山
の
桜
花
は
間

断
無
く
花
弁
が
散
る
が
、
私
の
恋
の
思
い
の
数
よ
り
数
は
優
っ
て

い
な
い
」
と
桜
花
の
あ
れ
だ
け
の
花
弁
の
多
さ
よ
り
、
自
ら
の
恋

の
思
い
の
枚
数
の
ほ
う
が
多
く
、
ま
た
間
断
無
く
散
っ
て
い
て
も

そ
れ
で
も
な
お
自
ら
の
恋
の
思
い
の
早
さ
も
優
っ
て
い
る
と
歌
う
。

（
2
9
）
は
「
あ
な
た
に
よ
っ
て
私
の
名
は
華
々
し
く
な
り
、
桜
の

花
に
た
な
び
く
春
霞
が
野
山
一
面
に
立
つ
」
と
歌
う
。
（
3
0
）
は

「
春
霞
が
た
な
び
く
山
の
桜
花
の
よ
う
に
、
い
く
ら
見
て
も
飽
き

な
い
君
の
よ
う
だ
」
と
歌
う
。
友
則
が
「
君
」
と
歌
っ
て
お
り
、

女
性
の
立
場
と
な
っ
て
歌
を
詠
ん
だ
よ
う
だ
。
（
3
1
）
は
「
は
か

な
い
と
い
わ
れ
る
桜
の
花
よ
り
も
、
人
の
ほ
う
が
は
か
な
く
散
っ

て
し
ま
っ
た
。
花
と
人
と
ど
っ
ち
を
先
に
恋
し
が
る
だ
ろ
う
と
思

っ
た
か
。
も
ち
ろ
ん
、
花
が
先
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
」
と
歌
う
。

題
詞
に
は
、
花
が
段
々
と
咲
こ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
植
え
た
人

が
亡
く
な
っ
て
い
た
た
め
、
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
と
な
っ
て
い
る
。

桜
よ
り
も
人
が
先
に
は
か
な
く
な
り
、
桜
よ
り
先
に
人
を
恋
し
く

思
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
で
「
桜
」
は
、
散
る
と
老
い
の
道
が
わ
か
ら
な
く
な
る
花

で
あ
る
（
1
9
）
。
落
花
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
り
が
見
え
ず
、
見

分
け
が
つ
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
散
る
事
を
歌
う
。

そ
の
よ
う
な
歌
は
何
首
か
あ
る
。
そ
こ
で
は
落
花
を
否
定
し
な
い

歌
も
見
ら
れ
、
満
開
か
ら
散
る
状
態
で
あ
る
が
、
散
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
対
し
て
ど
う
感
じ
る
か
と
い
う
よ
り
、
桜
の
花
の
散
る
様

子
、
周
り
が
見
え
な
い
状
態
わ
か
ら
な
く
な
る
状
態
を
引
き
出
す
。

散
っ
て
欲
し
い
と
歌
わ
れ
た
り
も
す
る
。
（
2
5
）
、
（
2
7
）
は
、
実

景
の
桜
と
人
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
（
2
5
）
は
山
桜
に
霞
が

か
っ
て
い
て
そ
の
桜
を
す
き
ま
か
ら
わ
ず
か
に
見
る
よ
う
に
、
僅

か
に
見
た
人
が
恋
し
い
と
歌
う
。
自
ら
が
見
た
女
性
を
霞
が
か
っ

た
桜
と
し
、
「
ほ
の
か
に
も
見
て
し
」
と
い
う
行
動
、
女
性
に
も

桜
に
も
と
る
こ
と
の
で
き
る
歌
い
方
に
よ
っ
て
重
ね
合
わ
せ
て
い

る
。
（
2
7
）
は
、
咲
い
て
い
た
桜
を
思
う
よ
う
に
相
手
を
思
い
始

め
、
ま
た
花
を
散
ら
す
風
が
吹
く
ご
と
に
他
の
男
と
の
噂
を
風
の

使
り
に
聞
く
と
、
桜
へ
の
思
い
と
相
手
の
思
い
が
か
か
わ
り
、
ま

た
花
が
風
に
よ
っ
て
散
る
状
況
、
そ
の
風
か
ら
他
の
男
と
の
噂
が

流
れ
て
く
る
と
し
て
い
る
。

　
散
る
風
が
噂
を
運
ん
で
く
る
か
ら
か
、
（
2
6
）
は
、
桜
花
が
女

性
の
比
喩
と
さ
れ
、
そ
の
桜
花
は
、
女
性
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、

女
性
の
近
況
、
他
の
男
と
の
噂
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
（
3
0
）
に
お
い
て
友
則
は
、
山
の
桜
花
を

君
へ
の
比
喩
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
女
性
の
立
場
と
し
て
歌

を
送
っ
た
よ
う
で
、
桜
花
を
見
る
よ
う
に
い
く
ら
見
て
も
飽
き
な

い
君
と
歌
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
霞
が
関
わ
っ
て
お
り
、

「
霞
が
か
か
っ
て
い
る
桜
花
」
に
つ
い
て
の
歌
い
方
に
な
っ
て
お

り
、
桜
花
そ
の
も
の
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
で
な
く
、
霞
と
桜
と

が
重
な
っ
た
状
況
に
お
い
て
の
美
し
さ
を
歌
う
。

　
そ
の
中
で
、
（
2
8
）
は
自
ら
の
思
い
を
桜
花
の
花
弁
と
捉
え
て

歌
う
。
私
の
恋
の
思
い
は
、
桜
花
が
間
断
な
く
散
り
、
花
弁
を
散

ら
す
が
、
そ
の
花
弁
の
数
よ
り
、
数
は
優
っ
て
い
る
と
歌
う
。
ま

た
桜
が
間
断
無
く
散
る
早
さ
よ
り
、
自
ら
の
恋
の
思
い
の
早
さ
も

優
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
自
ら
と
花
と
は
別
の
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
比
較
が
な
さ
れ
て
い

る
。

　
桜
に
お
い
て
万
葉
集
で
は
散
ら
な
い
で
ほ
し
い
と
い
っ
た
歌
い

方
が
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
古
今
集
に
お
い
て
も
散
る
事
を
習
わ

な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
歌
い
方
が
さ
れ
る
。
し
か
し
、
散
る
事
に
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否
定
的
で
な
い
歌
も
見
ら
れ
、
人
の
方
が
早
く
散
り
や
す
い
と
場

合
に
よ
っ
て
は
歌
う
。
そ
れ
は
、
桜
が
咲
い
て
い
て
も
自
ら
は
散

っ
て
い
る
と
自
ら
の
散
り
の
方
に
気
を
と
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
花
が
散
る
と
い
う
事
に
お
い
て
の

肯
定
や
、
喜
ば
し
い
と
い
う
感
情
は
表
れ
て
は
お
ら
ず
人
と
重
ね

合
わ
さ
れ
た
た
め
に
桜
に
も
人
に
も
無
常
観
が
あ
ら
わ
さ
れ
、
そ

の
中
で
人
の
方
の
無
常
観
が
よ
り
優
っ
て
い
る
と
歌
わ
れ
る
。

　
　
　
四

　
古
今
集
の
「
花
」
に
お
い
て
は
、
別
稿
に
委
ね
た
い
が
。
、
大

半
は
、
花
の
言
葉
に
お
い
て
、
人
へ
の
連
想
を
促
し
、
人
の
様
子

へ
と
歌
っ
て
い
た
。
歌
の
こ
と
ば
に
お
い
て
の
発
想
が
強
く
占
め

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
、
人
を
喩
え
る
時
に
、
語
か
ら
あ
ら
わ
さ
れ
る
花

を
歌
う
事
が
多
い
中
で
、
「
桜
」
は
咲
く
、
散
る
と
い
う
性
質
か

ら
歌
わ
れ
る
も
の
が
多
く
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
歌
の
全
体
の
流
れ

と
し
て
の
「
咲
く
桜
」
［
散
る
桜
］
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
歌
の

中
に
お
い
て
も
、
「
桜
」
の
咲
く
、
散
る
が
強
く
捉
え
ら
れ
て
い

た
。
「
桜
」
の
性
質
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
人
が
そ
の
「
桜
」
に
対
し
て
の
歌
い
方
を
様
々
に
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
実
景
と
し
て
の
「
桜
」
も
歌
わ
れ
て
お

り
、
そ
こ
で
は
、
い
く
ら
見
て
も
飽
き
な
い
君
の
よ
う
だ
と
い
う

歌
い
方
も
あ
る
が
、
「
桜
」
が
霞
に
か
か
る
と
い
う
曖
昧
な
美
し

さ
を
捉
え
て
い
る
歌
も
多
く
、
「
桜
」
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
霞

と
い
う
現
象
が
あ
わ
さ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
の
美
し
さ
、
見
え
な

い
こ
と
へ
の
美
し
さ
か
ら
、
わ
ず
か
に
見
た
「
桜
」
と
人
と
を
重

ね
合
わ
せ
て
歌
っ
て
い
る
。
ま
た
咲
く
こ
と
か
ら
散
る
こ
と
へ
の

歌
と
し
て
は
、
「
桜
」
が
咲
い
た
時
に
あ
な
た
を
思
い
始
め
た
が
、

散
ら
す
風
が
吹
く
よ
う
に
他
の
男
と
の
噂
を
風
の
便
り
に
聞
い
た

と
、
「
桜
」
が
咲
い
て
か
ら
散
る
ま
で
を
、
最
初
咲
く
時
に
は
、
女

性
を
思
い
始
め
た
と
歌
う
が
、
風
が
吹
く
こ
と
と
、
風
の
便
り
に

届
く
噂
を
か
か
わ
ら
せ
て
歌
っ
て
相
手
の
心
変
わ
り
も
歌
っ
て
い

る
。

　
こ
の
よ
う
に
咲
く
、
散
る
と
い
う
花
の
性
質
に
お
い
て
歌
わ
れ

て
い
る
の
は
「
桜
」
が
主
で
あ
っ
た
。
特
に
散
る
こ
と
に
お
い
て

「
桜
」
と
い
う
も
の
が
変
わ
っ
て
い
く
と
歌
わ
れ
て
い
た
。
「
桜
」

は
最
も
多
く
、
そ
し
て
散
る
こ
と
だ
け
で
な
く
咲
く
こ
と
に
お
い

て
も
歌
わ
れ
て
お
り
、
咲
く
か
ら
散
る
と
い
う
一
連
の
動
作
は
古
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今
集
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
「
桜
」
も
人
と
同
様
に
無
常
観
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
同
様
な
意
識
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
桜
」
と

人
と
は
、
決
し
て
い
つ
も
同
じ
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
な
く
、

対
比
や
、
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
人
と
桜
と
は
別
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
、
桜
の
性
質
か
ら
、
様
々
な
角

度
に
お
い
て
人
の
様
子
へ
と
の
中
で
表
現
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
「
花
の
色
は
　
う

つ
り
に
け
り
な
　
い
た
づ
ら
に
　
我
が
身
世
に
経
る
　
な
が
め
せ

し
ま
に
」
と
い
う
歌
を
、
古
今
集
の
時
代
に
お
け
る
意
識
か
ら
見

て
い
き
た
い
。

　
中
世
の
注
釈
に
お
い
て
の
こ
の
歌
の
一
般
理
解
は
、
「
花
の
色
」

に
容
色
が
含
ま
れ
て
い
る
と
な
っ
て
お
い
る
。
し
か
し
、
古
今
集

に
お
い
て
の
「
花
」
は
、
花
の
状
態
と
人
の
状
態
、
心
が
歌
わ
れ

る
と
い
う
よ
り
も
、
語
の
洗
練
が
深
ま
っ
た
歌
い
方
が
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
中
で
、
古
今
集
の
「
桜
」
に
お
い
て
は
、
花
の
性
質
が

詠
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
花
全
体
に
お
い
て
も
、
ま
た
「
桜
」

に
お
い
て
も
容
色
と
し
て
ま
で
歌
わ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。

　
こ
の
容
色
を
歌
っ
て
い
る
と
す
る
理
由
と
し
て
「
中
世
の
前
、

す
な
わ
ち
平
安
時
代
に
お
い
て
も
お
そ
ら
く
は
、
そ
う
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
に
充
分
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
方
が
小
町
の

後
の
伝
説
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
の
た
め
に
は
よ
り
都
合
が

よ
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
」
と
片
桐
氏
。
″
。
は
こ
の
よ
う
に
い
っ
て

い
る
が
、
小
町
が
、
自
ら
の
容
色
を
「
花
の
色
」
と
し
た
と
い
う

解
釈
は
、
後
の
人
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
古
今
集
の
中
に
お
い
　
　
　
一

て
は
明
ら
か
で
は
な
い
よ
う
に
私
は
思
う
。
そ
れ
は
小
町
が
そ
の
　
　
　
3
7

時
代
の
撰
者
に
お
い
て
四
季
歌
に
と
ら
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
　
　
　
一

も
見
る
事
が
で
き
る
。
そ
の
事
か
ら
も
時
代
の
意
識
か
ら
考
え
る

に
、
四
季
だ
と
捉
え
ら
れ
る
歌
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
古
今
集
の
同
時
代
の
「
桜
」
の
歌
の
意
識
か
ら
見
て
い
く
と

自
ら
の
容
色
を
桜
に
託
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
は

断
定
で
き
る
ま
で
至
ら
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
小
町
は
、
歌
表
現
の
細
分
化
が
始
ま
り
、
共
通
の
意
識
の
中
で

歌
の
題
材
が
固
定
さ
れ
て
、
そ
の
中
に
表
現
を
求
め
ら
れ
た
、
後

の
時
代
の
女
性
歌
人
伊
勢
ほ
ど
に
は
、
観
念
的
な
題
材
に
と
ら
わ



れ
ず
、
比
較
的
歌
の
表
現
が
自
由
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
自
ら
の
興
味
、
自
ら
の
情
趣
を
歌
へ
取
り
こ
ん
で
い
く
事
が

可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
は
そ
う
し
て
詠
ま
れ
た
。
古
今
集
の

「
桜
」
の
歌
い
方
の
意
識
を
見
て
い
っ
た
が
、
小
町
の
歌
も
、
古

今
集
の
「
桜
」
と
同
様
に
咲
く
、
散
る
と
い
う
様
子
に
お
け
る
状

態
か
ら
歌
わ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
桜
と
い
う
花
を
、
他
の
人
が
み

て
い
な
い
と
い
う
歌
は
歌
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
「
我
が
身
」

を
お
き
、
自
ら
が
「
桜
」
を
み
て
い
な
い
状
況
を
歌
っ
た
の
は
、

小
町
だ
け
で
あ
っ
た
。
「
桜
」
が
散
っ
て
し
ま
う
事
を
惜
し
む
歌

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
小
町
は
、
そ
こ
で
惜
し
む
の
で
な
く
、
「
我

が
身
」
の
よ
う
に
桜
が
散
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
捉
え
方
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
小
町
は
、
四
季
の
歌
を
詠
む
に
し
て
も
「
桜
」

だ
け
を
歌
う
の
で
な
く
、
そ
こ
に
「
我
が
身
」
を
照
ら
し
あ
わ
せ

な
け
れ
ば
歌
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に

小
町
は
同
時
代
に
お
け
る
意
識
と
の
関
わ
り
を
な
し
つ
つ
、
四
季

歌
の
枠
を
こ
え
た
自
ら
の
「
桜
」
を
詠
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

注①
　
「
小
野
小
町
的
な
る
も
の
」
『
王
朝
女
流
文
学
の
形
成
』
秋

②③

山
虔
　
塙
書
房
　
１
９
４
７

　
『
小
野
小
町
追
跡
』
片
桐
洋
一
　
笠
間
書
院
　
昭
5
7

　
『
在
原
業
平
・
小
野
小
町
』
片
桐
洋
一
　
新
典
社
　
１
９
９

１

④
　
「
小
野
小
町
試
論
」
『
日
本
女
子
大
学
紀
要
　
文
学
部
』
2
7

　
　
号
　
後
藤
祥
子
　
昭
5
3
・
３

⑤
　
『
閑
怨
の
詩
人
小
野
小
町
』
山
口
博
　
三
省
堂
　
昭
5
4

⑥
　
『
小
野
小
町
』
前
田
善
子
　
三
省
堂
　
昭
1
8

⑦
　
『
小
野
小
町
孜
』
小
林
茂
美
　
桜
楓
社
　
昭
5
6

⑧
　
「
小
町
の
夢
・
鶯
鶯
の
夢
」
『
古
今
集
と
漢
文
学
』
大
塚
英

　
　
子
　
汲
古
書
院
　
平
４

⑨
　
「
小
野
小
町
」
『
古
今
集
』
平
野
由
紀
子
　
勉
誠
社
　
平
５

⑩
　
松
田
武
夫
氏
『
古
今
集
の
構
造
に
間
す
る
研
究
』
（
風
間
書

　
　
房
　
昭
4
0
年
）
に
よ
る

⑥
　
修
士
論
文
に
よ
っ
て
古
今
集
の
「
花
」
と
い
う
も
の
を
詳
述

　
　
し
た
。

⑩
　
②
に
述
べ
た
片
桐
洋
一
氏
『
小
野
小
町
追
跡
』
（
昭
5
7
年
　
笠

　
　
間
書
院
）

　
　
　
「
ど
ち
ら
の
説
で
も
よ
い
」
と
し
つ
つ
も
、
中
世
の
一
般
的
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理
解
、
ま
た
後
の
小
町
の
イ
メ
ー
ジ
よ
り
容
色
を
含
む
方
向

で
捉
え
て
い
る
。

　
ま
た
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
上
）
－
全
三
巻
－
』
に
お

い
て
も
、
「
花
の
色
に
託
し
て
み
ず
か
ら
の
容
色
の
衰
え
ゆ

く
こ
と
を
嘆
い
た
と
す
る
解
釈
も
、
そ
れ
ほ
ど
不
都
合
で
は

な
い
。
」
と
し
て
い
る
。

　
　
『
古
今
和
歌
集
以
後
』
（
笠
間
書
院
　
２
０
０
０
年
）
で

は
、
平
安
鎌
倉
時
代
の
人
達
に
は
、
特
別
に
注
釈
す
る
も
の

が
な
い
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
、
室
町
時
代
の
後
期
の
宗
祇

に
よ
っ
て
「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
」
は
「
我
身
の
衰

ふ
る
こ
と
」
を
喩
え
て
い
る
と
明
言
し
て
い
る
事
を
あ
ら
わ

し
、
時
代
の
古
典
文
学
の
「
読
み
」
と
い
う
も
の
を
言
う
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
古
今
集
は
『
古
今
和
歌
集
』
窪
田
章
一
郎
　
角
川
文
庫

　
　
　
　
　
　
　
　
『
古
今
和
歌
集
』
佐
伯
梅
友
　
岩
波
文
庫

を
参
考
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
大
学
院
・
博
士
前
期
課
程
）

－39－
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