
「 京鹿 子娘道 成寺 」 と桜

「
京
鹿
子
娘
道
成
寺
」
と
桜

序

－

花
の
ほ
か
に
は
松
ば
か
り
I

松
　
滓
　

智
香
子

こ
の
発
表
で
は
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
と
い
う
作
品
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
桜
と
の
因
果
関
係
と
い
う
点
に
焦
点
を
絞
っ
た
。
理
由
は
、

京
鹿
子
娘
道
成
寺
の
舞
台
が
桜
尽
く
し
で
あ
る
こ
と
に
、
興
味
を
持
つ
た
か
ら
だ
。
原
作
の
「
道
成
寺
縁
起
」
で
は
季
節
が
秋
だ
が
、
歌

舞
伎
で
は
春
の
花
盛
り
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
舞
台
の
天
井
か
ら
は
桜
の
釣
り
枝
が
下
が
り
、
長
唄
連
中
も
桜
の
柄
の
衣
、

と
い
う
よ
う
に
、
舞
台
装
置
も
桜
を
強
調
し
た
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
。
登
場
人
物
も
「
白
拍
子
花
子
」
と
さ
れ
、
桜
を
思
わ
せ
る
名
と

な
っ
て
い
る
。

京
鹿
子
娘
道
成
寺
と
桜
を
あ
え
て
強
く
結
び
つ
け
た
意
図
は
何
か
、
と
い
う
疑
問
が
、
今
回
の
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
。

三

九



華
や
か
さ
と
し
て
の
桜

四
〇

京
鹿

子
娘
道
成
寺

と
能
の
道
成

寺
の
違

い
に
つ

い
て
。、
「
娘

の
愛
ら
し

い
姿
の
強
調
」

と

い
う
点

が
挙
げ

ら
れ
る
。

能

の
乱

拍
子

の
厳
し
さ
、
重

々
し

さ
に
比

べ
、
京
鹿

子
娘
道
成
寺

に
使

わ
れ
て
い

る
、
三

味
線
の
軽

や
か
な
音

や
花
子

の
所

作
の
様
子

は
、
歌

舞
伎
で
し

か
見
ら

れ
な
い
表
現
技
法

で
あ

る
と
言
え

る
。
娘
の
愛
ら
し

さ
を
強

め
る
意
図
を
込

め
た
役
割

と
し
て
、

舞
台
が
桜
を

埋

め
尽

く
す

と
い
う
構
図

は
、

華
や

か
な
娘
の
様
子

が
、
桜

の
イ

メ

ー
ジ

と
結
び
つ
ぐ

と
い
う
意
味

で
、
効
果
的

な
演
出
で

あ
る
と

い
え

る
。ま

た
、
歌
舞
伎

に
は
「
雪
月

花
」

と
い
う
考
え
方

が
あ
り
、
華

や
か
な
「
花

」
の
舞
台

は
舞
台
演
目

の
成
立
上
不
可

欠
で

あ
っ
た
と

さ

れ
る
。
舞
台
美
術

上
の
観
点

か
ら
、
京
鹿

子
娘
道
成

寺
の
舞
台

に
は
、
桜

は
欠

か
せ
な

い
存
在
だ

っ
た
の
で
あ

ろ
う
こ
と

が
、
雪
月
花

の

概
念

を
通
し
て

も
、
推
察

さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
舞
踊

に
は
花

を

モ
チ

ー
フ

と
し
た
作
品

が
多
く
、

道
成
寺
の
「
桜
」
以

外

に
も
、
鏡
獅
子

の
「
牡
丹
」
、
保
名

の
「
菜
の
花
」
、

藤
娘

の
「
藤
」
、
関

の
戸

の
「
桜
」
、

か
さ
ね
の
「
撫

子
」
、

落
人
の

「
桜

」
、

う
つ

ぼ
猿

の
「
梅
」
、
六
歌
仙

の
「
桜
」
、
初
音

旅
の
「
桜
」

な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
例

が
あ
る
。
舞
踊

と
花
と

の
密
接
な
関
係

を
示

す
こ

れ
ら
の
例

を
取

っ
て
み
て

も
、
桜
花

が
道
成
寺

の
世
界

に
華

や

か
さ
を
与
え
て

い
る
と

い
う
点

は
確

か
だ
と

い
え

る
。

⊥

京
鹿
子
娘
道

成
寺
の
舞
台

に
多
用

さ
れ
る
桜

の
釣
り
枝

に
関
し

て
言

っ
て

も
、
そ

れ
は
季
節
感

の
表

現
と
し

て
ぶ
ら
下
げ

る
だ
け

の
物

で

は
な
く
、
舞
台

に
豪
華

さ
を
添
え

る
役
割
を

も
果

た
し
て

い
た
と

い
う

。
つ
ま
り
、
桜

の
花
は
、

華
や

か
さ
を
添
え

る
た
め
に
欠

か
せ

な
い
道
成
寺

の
演
出
道
具

で
あ
っ
た

と
指
摘
す

る
こ

と
が
可
能

で
あ

る
。
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二
　

宗
教
・
民
俗
と
の
関
わ
り

で
は
、
桜
は
単
に
舞
台
上
に
華
や
か
さ
を
添
え
る
た
め
だ
け
に
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
と
い
う
作
品
に
用
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

点
に
関
し
て
は
、
作
品
に
お
け
る
桜
の
重
要
性
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
も
、
華
や
ぎ
以
上
の
役
割
が
、
桜
の
花
に
期
待
さ
れ
て
い
た
可
能

性
を
無
視
で
き
な
い
。
強
調
さ
れ
、
道
成
寺
縁
起
の
季
節
を
変
え
て
ま
で
用
い
ら
れ
た
桜
の
花
に
は
、
さ
ら
に
深
い
意
味
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
歌
舞
伎
に
お
い
て

、
桜
の
花

が
用

い
ら

れ
た
主
な
作
品

の
傾
向

を
ま
と
め
て

み
る
。
「
積
恋
雪
関
戸

」
（
通
称
「
関

の
戸

」
）
で

は
、
冬
で
雪

の
山
遠
見

と
い
う
設
定

な
の

に
、
桜
の
老
木

が
重
要

な
舞
台
装
置

と
し
て
配

さ
れ
て

い
る
。
奇
怪

な
雰
囲
気

の
こ
の
作
品

に
、

桜
の
老
木

の
舞
台
飾

り
は
単

な
る
飾
り

と
し

て
の
趣
向

を
超
え

た
存
在
感
が
あ

る
。
ま
た
、
「
妹
背

山
婦
女
庭
訓

」
「
御

所
桜
堀
川

夜
討
」

に
は
、
悲

劇
の
伏

線
と
し
て
桜

の
道
具

が
配
置

さ

れ
て

い
る
。

ま
た
、
二

谷
轍
軍
記
」
の
「
熊
谷

陣
屋
」
で
は
、
桜

の
木
立

か
ら
悲
劇
を

推
察

す
る
こ
と

が
で
き

る
。

さ
ら
に
、
「
菅
原
伝

授
手
習
鑑
」
の
桜

丸
、
「
桜
姫
東
文

章
」
の
桜
姫
な

ど
の
例
は
、

登
場
人
物

の
名

に
「

桜
」

が
付

く
が
ゆ
え

に
悲

劇
的
人
物

と
な
っ
て
し

ま
う
、

と
い
う
こ

と
を
指
し
示
し

て
い

る
例
で

あ

る
。

こ

の
よ
う
な
例

を
見
て
み

る
と
、
歌
舞
伎

の
作
品

に
お
い
て
、

桜
が
用

い
ら

れ
る
場
合
、

桜
が
華
や

か
さ
の
み

を
演
出
し
て

い
る
道
具

だ

と
言

い
が
た

い
ケ
ー
ス

が
多

い
。
桜

が
本
当

に
指
し
示

し
て

い
る
の
は
、
華

や
か

さ
と
い
う
よ
り

む
し

ろ
悲
劇

や
怪
奇
性

と
い
う
も
の

の
類

で
あ
る
。
道

成
寺

に
お
い
て
も
、
桜

が
用

い
ら

れ
て

い
る
理

由
と
し
て
、
一

で
述

べ
た
「
華
や

か
さ
の
演
出
」

と
い

っ
た
理
由
の
ほ

か
に
も
、
さ
ら

に
重
要

な

キ
ー
ワ
ー
ド

が
含
ま
れ
て

い
る
可

能
性

が
あ
る
。

そ
の
キ

ー
ワ

ー
ド

に
つ
い
て
、
以
下

に
触
れ
て

い
く
こ

と
に

す

る
。

四
一



四
二

か
つ
て
、
桜
の
咲
き
方
で
稲
作
を
占
っ
て
い
た
風
習
が
日
本
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
が
基
と
な
っ
て
、
桜
の
語
源
は
、
穀
霊
を
表
す

サ
に
、
神
が
依
り
付
く
場
所
を
意
味
す
る
ク
ラ
が
合
わ
さ
っ
た
も
の
、
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
。
こ
の
語
源
説
を
踏
ま
え
て
、
桜
の
花

が
予
兆
の
意
味
を
有
し
て
い
た
と
い
う
説
が
、
折
口
信
夫
を
は
じ
め
と
し
て
民
俗
学
の
世
界
で
広
く
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
桜
の
花
が
早
く

散
り
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
年
の
稲
の
生
産
に
と
っ
て
悪
い
前
兆
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
古
代
の
人
々
は
、
桜
の
花
が
散
ら
な
い

こ
と
を
切
実
に
欲
し
、
そ
の
考
え
方
が
現
代
の
桜
の
散
る
の
を
惜
し
む
と
い
う
民
間
信
仰
と
結
び
つ
い
で
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
歴
史
を
踏
ま
え
る
と
、桜
と
い
う
花
は
そ
も
そ
も
凶
事
の
前
兆
を
示
す
花
と
七
て
人
々
の
関
心
を
集
め
て
い
た
存
在
で
あ
り
、

花
の
散
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
花
の
咲
く
こ
と
自
体
が
不
吉
な
印
象
を
持
っ
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
桜
の
民
俗
は
、
凶
を
恐

れ
る
民
俗
で
あ
っ
た
と
言
え
、
そ
の
感
覚
が
歌
舞
伎
に
お
け
る
悲
劇
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
の
桜
の
存
在
を
支
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

ま
た
、
中
世
か
ら
桜
の
下
に
は
「
桜
鬼
（
は
な
お
に
）
」
が
棲
む
と
言
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
桜
に
対
す
る
畏
怖
の
感
情
を
伴
う
伝

承
も
、
桜
が
怪
奇
の
記
号
と
し
て
の
役
割
を
、
歌
舞
伎
の
中
で
果
た
し
て
い
る
原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

古
来
よ
り
桜
は
、
人
心
を
狂
わ
せ
る
怪
奇
な
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
源
氏
物
語
の
中
の
禁
忌
の
恋
の
背
景
に
は
、
桜
が
ま
つ
わ
り

続
け
る
と
い
う
、
原
岡
文
子
の
指
摘
も
あ
る
。
ま
た
、
彼
女
の
意
見
を
と
れ
ば
、
「
龍
釣
瓶
花
街
酔
醒
」
の
序
幕
、

に
お
け
る
桜
の
演
出
は
、
夜
桜
の
下
で
佐
野
次
郎
佐
衛
門
が
花
魁
八
ツ
橋
に
出
会
う
こ
と
で
身
の
破
滅
が
始
ま
るゝ

　　 ¬

中
之
町

見
初
め

の
場
」

と

い
う
、

心
を
狂

わ

せ
る
暗
示
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
迦
も
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
か
ら
、
歌
舞
伎
の
中
に
怪
奇
の
象
徴
と
し
て
、
桜
が

用
い
ら
れ
て
き
た
と
言
う
事
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
近
世
の
歌
舞
伎
芸
能
に
お
い
て
、
桜
は
美
し
い
と
い
う
美
的
感
覚
の
み
ば
か
り
で
な
く
、
悲
劇
や
怪
異
を
予
見
す
る
存
在
だ
っ

た
。
そ
れ
は
、
桜
が
古
く
は
凶
を
占
う
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
民
俗
の
名
残
が
、
歌
舞
伎
芸
能
に
受
け
継
が
れ
た
こ
と
の
現
わ
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れ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十

そ
う
い
っ
た
歌
舞
伎
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
民
俗
性
の
強
さ
の
原
因
は
、
貴
族
化
し
た
武
家
に
支
持
さ
れ
た
能
楽
と
違
い
、
は
る
か
に
多

く
の
色
濃
い
民
俗
性
を
内
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
歌
舞
伎
を
支
持
し
て
い
た
の
が
民
俗
風
習
忙
よ
り
近
い
存
在
で
あ
っ
た
庶
民
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
、
ど
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
に
お
け
る
桜
の
意
義
も
、
単
な
る
華
や
か
さ
の
演
出
だ
け
で
は
な

い
と
い
う
構
造
が
推
察
さ
れ
る
。

三
　

京
鹿
子
娘
道
成
寺
の
民
俗
性

京
鹿
子
娘
道
成
寺
と
い
う
作
品
に
桜
の
民
俗
性
を
取
り
入
れ
て
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
作
品
の
中
に
民
俗
的
な
考
え
方
が
ど
の
く
ら
い

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
述
べ
る
。

京
鹿
子
娘
道
成
寺
の
基
本
的
な
構
成
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
、
口
上
　
二
、
道
行
　
三
、
問
答
　
四
、
舞
踊
I
（
中
啓
の
舞
）
　
五
、
舞
踊
H
（
手
踊
り
）
　
六
、
舞
踊
m
（
振
り
出
し
笠
）

七
、
舞
踊
W
（
所
化
の
花
笠
踊
り
）
　
八
、
ク
ド
キ
　
九
、
舞
踊
V
（
山
づ
く
し
）
　
二

〇
、
舞
踊
Ⅵ
（
手
踊
り
）
　
十
一
、
舞

踊
Ⅶ
（
鈴
太
鼓
）
　
十
二
、
中
入
り
（
鐘
入
り
、
祈
り
）
　
十
三
、
立
ち
回
り
（
押
し
戻
し
）

こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
段
が
、
民
俗
風
習
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
、
現
在
の
研
究
の
主
流
と
な
っ
て

い
る
。

渡
辺
保
は
そ
も
そ
も
、
ま
り
つ
き
、
花
笠
踊
と
い
っ
た
行
為
自
体
が
民
俗
芸
能
で
あ
り
、
ま
た
、
八
の
ク
ド
キ
の
、
恋
の
手
習
い
で
見

せ
る
「
振
り
」
は
、
鎮
魂
の
時
の
魂
フ
リ
と
い
う
行
為
を
指
し
、’
手
拭
と
い
う
布
を
使
っ
て
魂
を
寄
せ
て
い
る
と
し
、
こ
の
「
振
り
」
に

四
三



四
四

用

い
ら
れ
る
手
拭

に
よ

っ
て

殺
さ
れ

た
娘

の
霊

（
清
姫

の
霊
）

が
あ
ら
わ

れ
、

自
分
の
恋

の
物
語
を

す
る
と
指
摘
し

て

い
る
。
さ
ら

に
、

山

づ
く
し
や
六

の
舞
踊
m

に
あ
る
廓

づ
く
し
、
四

の
舞
踊
I

に
見

ら
れ

る
鐘

づ
く
し
は
物

の
名
や
場

所
の
名

を
呼

び
、
そ

の
精

霊
を
集

め

る
と
い
う
呪
術
的

な
意
味

が
あ
る
と
解
釈

し
て

い
る
。
こ
の
説

を
取

れ
ば
、
京

鹿
子
娘
道
成

寺
の
中

に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
民
俗

的
要
素

が

含

ま
れ
て

い
る
と
考
え
て

い
る
こ
と

が
で

き
る
。

ま
た
、
早
乙
女

踊
は
中
世

の
古

い
芸
能

で
あ
り
、
五

穀
豊
穣

を
願

う
も
の
で

あ
る
。
穀
霊

を
通
し
て
実

り
の
豊

か
さ
を
祈
願

す
る
早
乙

女
踊

の
性
質
は
、
先

に
述

べ
た
桜
の
性
質

（
桜
は
人

々
に
豊
作

の
よ
し
あ
し

の
指
標
と
し

て
位

置

づ
け
ら
れ

た
存

在
で
あ

っ
た
と

い
う
こ

と
）

と
一
致
し
て

い
る
。
京
鹿

子
娘
道
成

寺
の

シ
ン

ボ
ル
と
し
て

の
桜
と
、
民

俗
芸
能
で

あ
る
早
乙
女

踊
が
直
接

つ
な
が

っ
て

い
る
と

い

う
点

か
ら
も
、

ま
た
、」
則
述
し

た
ま
り

つ
き
や
花
笠

踊
と
作
品

の
ス
ト

ー
リ

ー
と
の
合
致

を
見
て

も
、

こ
う
し

た
民
俗
芸
能

と
京
鹿
子
娘

道
成
寺

と
の
深

い
つ
な
が
り

を
確

か
め
る
こ

と

が
可
能

で
あ

る
。
つ
ま
り
、
京
鹿
子
娘

道
成
寺

と
い
う
作
品

に
お
け

る
民

俗
性
の
濃

さ
を
、

花
子

の
所
作

と
い
う
点

か
ら
見

て
取

る
こ

と
が
出
来

る
と
言
え

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『

j

ま
た
、
京
鹿
子

娘
道
成
寺

に
登
場
す

る
扇

、
笠
、
手

拭
、
鼓
、

鈴
と

い
っ
た
小

道
具

に
つ
い
て
、
田

中
み

ち
子
氏

は
「
そ

れ
ぞ
れ
の
小

道

具
が
、
そ
の
用

い
ら

れ
方

は
多
少
異

な
っ
て
も
、

も
と
神

の
依

り
代
で

あ
る
採
り
物

と
し

て
、
物

事
と
密
接

に
結
び

つ
い
て

発
生
し

た

も

の
で
あ
る
こ

と
が
わ

か
る
」

と
述

べ
て

い
る
。
こ

の
論

か
ら

も
、
京
鹿
子

娘
道
成
寺

の
中

に
出
て

く
る
小
道

具
が
、
民
俗
芸

能
と
密
接

に
関
係

し
て

い
る
と

い
う
こ

と
が
で

き
る
。

ま
た
、
京
鹿
子

娘
道
成
寺

に
見
ら

れ
る
変
化
舞
踊

は
、
古
く

は
日

本
の
祭

り
に
遠

い
由

来
を
持

ち
、

民
俗
の
深

層
に
働
く
精

神
の
支
配

を
受

け
て

い
る
と
言
わ

れ
て

い

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

こ

れ
に
関

す
る
諏
訪
春
雄

の
意
見

は
、

次
の
よ
う

な
も
の
だ

。
変
化
舞
踊

の
特
色
の
重
要

な
も

の
は
、
衣

装

・
化
粧
・
仮
面

・
音
楽

の

力

の
酷
使
で
あ

る
。
こ

れ
ら
の
装
置

が
変

身
を
引

き
起
こ
す
起
爆

装
置
で

あ
り
、
衣
装
以
下

の
助
け

な
し

に
役
者

は
変
身

を
遂

げ

る
こ

と
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は
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
装
置
は
変
身
の
結
果
の
判
別
に
役
立
う
。
変
化
を
引
き
起
こ
す
衣
装
以
下
の
装
置
は
、
そ
れ
ら
が
本
来

は
神
祭
り
の
際
の
依
代
で
あ
っ
た
遠
い
日
の
機
能
を
、
変
化
舞
踊
に
な
っ
て
も
引
き
ず
っ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

化
粧
・
仮
面
・
音
楽
な
ど
は
、
神
や
役
柄
の
性
根
の
宿
る
依
代
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
し
、
依
代
に
よ
っ
て
変
身
し
た
人
間
は
、
所
作
を

演
じ
る
。
こ
れ
が
舞
踊
の
始
ま
り
だ
、
と
諏
訪
春
雄
は
論
じ
て
い
る
。

以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
と
い
う
演
目
は
、
民
俗
信
仰
に
深
く
根
ざ
し
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
宗
教
的
儀
礼
に
持
っ

て
い
る
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
桜
が
意
味
す
る
宗
教
的
・
良
俗
的
特
長
を
、
演
目
が
大
い
に
取
り

込
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。

で
は
そ
の
上
で
、
桜
の
民
俗
的
要
素
が
、
作
品
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
論
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

民
俗
学
で
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
桜
は
何
か
の
前
触
れ
を
意
味
す
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
特
に
そ
れ
は
凶
兆
を
恐
れ
る
心
を

持
っ
た
、
ま
な
ざ
し
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
何
か
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
ほ
の
か
に
匂
わ
せ
る
役
割
を
、
桜
は
担
っ
て

い
る
と
も
言
え
る
。
「
何
か
の
前
触
れ
」－

京
鹿
子
娘
道
成
寺
で
は
、
私
は
、
そ
れ
は
花
子
の
蛇
体
へ
の
変
身
と
い
う
大
き
な
転
換
の
前
触

れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
美
し
い
娘
が
蛇
と
い
う
衝
撃
的
な
姿
に
転
換
す
る
、
そ
の
凶
兆
を
示
す
も
の
と
し
て
の
役
割
を
、

桜
が
担
わ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
清
姫
の
亡
霊
が
出
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
桜
が
不
可
欠
な
装
置
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
清
姫
の
出
現
と
い
う
京
鹿
子
娘
道
成
寺
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
、
桜
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
の
冒
頭
か
ら
既
に
暗
示
し
て

い
た
と
い
う
の
は
、
興
味
深
い
こ
と
だ
。

ま
た
、
別
の
面
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
折
口
信
夫
は
、
桜
の
花
に
つ
い
て
の
民
俗
的
見
解
と
し
て
、
桜
を
屋
前
に
植
え
る
の
は
、
災
厄

を
遮
る
結
界
の
役
目
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
未
来
を
予
兆
す
る
桜
の
木
に
、
災
厄
を
払
う
結
界
の
役
割
を
見
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

こ
と
か
ら
、
過
剰
な
ま
で
の
桜
の
存
在
は
、
花
子
（
イ
コ
ー
ル
清
姫
の
霊
と
い
う
悪
霊
）
を
封
じ
よ
う
と
す
る
結
界
的
役
割
を
も
含
ん
で

四
五
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い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
桜
の
民
俗
に
つ
い
て
、
平
安
末
期
に
起
こ
っ
た
「
や
す
ら
い
花
」
と
い
う
芸
能
と
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
と
の
関
係
を
指
摘
す
る

こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
現
在
京
都
で
行
わ
れ
て
い
る
や
す
ら
い
祭
り
こ
そ
、
風
流
芸
能
と
先
駆
と
な
っ
た
も
の
だ
。
こ
の
祭
り
で
は
、
桜
の
花
が
早
く
散

り
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
歌
舞
伎
や
能
の
よ
う
に
耽
美
的
に
美
化
し
て
い
な
い
。
疫
病
信
仰
に
発
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
に
重
要
な
意

味
が
あ
る
。
や
す
ら
い
祭
り
は
、
花
の
精
霊
を
力
づ
け
る
た
め
に
歌
舞
を
舞
う
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
凶
事
を
防
ぐ
た
め
に
桜
の
前
で
舞

う
民
俗
が
存
在
し
た
。
や
す
ら
い
花
は
桜
の
花
を
と
も
す
れ
ば
凶
の
予
兆
と
す
る
鎮
魂
歌
舞
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
や
す
ら
い
花
と
い

う
芸
能
を
考
え
た
と
き
、
白
拍
子
花
子
が
桜
の
前
で
舞
っ
て
見
せ
た
の
は
、
蛇
体
と
化
す
己
と
い
う
「
凶
事
」
を
少
し
で
も
鎮
め
よ
う
と

す
る
彼
女
自
身
の
祈
り
を
表
し
て
い
る
行
為
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
・。
そ
う
考
え
る
と
、
や
は
り
花
子
が
舞
を
舞
う
の
は
桜
の

前
で
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

つ
ま
り
、
民
俗
学
と
い
う
見
解
か
ら
ま
と
め
る
と
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
に
お
け
る
桜
は
、
花
子
の
悲
劇
や
怪
異
を
暗
示
す
る
存
在
と
し

て
強
調
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
演
目
に
お
い
て
、
決
し
て
舞
台
を
華
や
か
に
仕
上
げ
る
小
道
具
と
し
て
の
役
割
の
み
の
存

在
で
は
な
い
と
言
え
る
。
原
作
の
「
秋
」
と
い
う
舞
台
設
定
を
曲
げ
て
ま
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
京
鹿
子
娘
道
成
寺
の
桜
は
、
歌
舞
伎
を
支

持
す
る
庶
民
の
、
信
仰
す
る
民
俗
性
の
上
に
成
り
立
つ
、
物
語
全
体
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
。

四
　
桜
の
宗
教
性
と
京
鹿
子
娘
道
成
寺
の
宗
教
性
の
つ
な
が
り

歌
舞
伎
の
ル
ー
ツ
は
、
俗
界
の
現
世
か
ら
の
成
仏
を
願
う
人
々
の
祈
願
の
声
で
あ
り
、
肉
体
の
表
現
で
あ
る
「
念
仏
踊
」
と
さ
れ
て
い
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る
こ
と
か
ら
、
歌
舞
伎
と
仏
教
と
は
そ
も
そ
も
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
。
そ
し
て
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
と
い

つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
の
理
由
を
以
下
に
述
べ
る
。

う
演
目
自
体
も
宗
教
と
深
い

京
鹿
子
娘
道
成
寺
の
基
と
な
っ
た
道
成
寺
説
話
と
は
、
そ
も
そ
も
熊
野
信
仰
と
の
繋
が
り
か
お
る
。
熊
野
信
仰
を
山
伏
や
熊
野
比
丘
尼

が
各
地
に
広
め
た
の
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
過
程
で
道
成
寺
説
話
が
近
世
の
人
々
の
精
神
的
基
盤
と
し
て
広
が
り
、
様
々
な
道
成
寺
も
の
の

芸
能
の
基
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
京
鹿
子
娘
道
成
寺
と
い
う
作
品
の
中
に
、
信
仰
的
要
因
が
入
り
込
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
が
、
道
成
寺
説
話
の
成
立
過
程
か
ら
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
、
古
井
戸
秀
夫
は
、
「
歌
舞
伎
　
問
い
か
け
の
文
学
」
（
株
式
会
社
ぺ
り
か
ん
社
発
行
・
一
九
九
八
年
七
月
発
行
）
で
、
京
鹿
子
娘

道
成
寺
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
そ
の
調
査
を
踏
ま
え
て
私
見
を
述
べ
る
と
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
に
は
平
家
物
語
や
仏
教

説
話
と
の
繋
が
り
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
と
、
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
　
　
　
　
十

ま
た
、
能
と
違
っ
て
展
開
さ
れ
る
坊
主
と
白
拍
子
の
間
の
問
答
に
、
坊
主
が
女
の
こ
と
を
「
内
心
如
夜
叉
」
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
こ

れ
は
仏
教
の
唯
識
論
の
女
性
観
を
取
り
入
れ
た
言
葉
で
、
こ
の
一
言
に
京
鹿
子
娘
道
成
寺
に
流
れ
る
宗
教
的
本
質
が
、
凝
縮
さ
れ
て
い
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
女
性
は
、
見
た
目
は
菩
薩
の
よ
う
だ
が
内
心
は
夜
叉
の
よ
う
だ
、
と
い
う
仏
教
的
観
念
は
、
ま
さ
に
蛇
体

へ
と
変
身
す
る
美
し
い
娘
、
白
拍
子
花
子
自
体
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
、
美
し
い
も
の
は
恐
ろ
し
い
、

と
い
う
思
想
は
、
女
性
の
嫉
妬
心
に
対
す
る
恐
怖
を
描
い
た
道
成
寺
説
話
に
お
け
る
主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
主
題
と
し

て
の
思
考
が
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
の
根
底
に
も
流
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
桜
は
、
古
代
の
日
本
神
話
の
時
代
か
ら
美
し
さ
と
同
時
に
、
ね
た
み
・
嫉
妬
・
醜
さ
と
い
う
概
念
も
暗
示
・
内
包
し
て
い

る
存
在
で
あ
っ
た
。
美
し
い
・
T
時
し
か
栄
え
な
い
・
衰
去
な
ど
を
示
す
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
（
桜
の
化
身
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
）
と
、

醜
い
・
永
久
に
堅
固
・
寿
永
・
常
存
な
ど
を
象
徴
す
る
石
長
比
売
（
彼
女
も
、
石
の
化
身
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
）
の
神

四
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話
が
、
最
も
よ
い
例
で
あ
る
。
花
と
岩
と
は
、
古
く
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
上
記
の
様
な
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
花
が
美
し
く
侈
い
、
そ

し
て
同
時
に
醜
い
石
の
存
在
と
の
対
比
を
意
味
す
る
相
対
的
な
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
は
、゙
古
い
時
代
か
ら
日
本
に
存
在
し
て
い
た
と
言
え

る
。
桜
の
美
し
さ
が
妬
み
や
怒
り
を
も
暗
示
す
る
存
在
だ
っ
た
と
い
う
点
に
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
に
お
け
る
、
美
し
い
白
拍
子
花
子
が
後

に
清
姫
と
い
う
怨
霊
に
変
化
す
る
と
い
う
行
為
と
の
一
致
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
、
女
性
は
桜
の
化
身
と
い
う
ア
ニ
ミ
ズ
ム
信
仰
は
日
本
書
紀
の
古
代
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
石
長
比
売
と
木
花
之
佐
久
夜
毘
売
の

例
の
よ
う
に
、
美
し
い
も
の
が
善
、
醜
は
槻
れ
と
い
う
論
理
が
、
日
本
人
の
精
神
の
根
底
に
あ
っ
た
。
こ
の
論
理
が
、
美
し
い
花
子
か
ら

醜
い
蛇
へ
、
つ
ま
り
至
善
か
ら
汚
機
へ
、
と
い
う
極
端
な
変
化
を
遂
げ
た
白
拍
子
花
子
の
移
ろ
い
や
す
さ
を
、
侈
い
美
と
し
て
の
桜
に
象

徴
し
た
と
言
う
事
が
で
き
る
。

ま
た
、
美
し
い
が
恐
ろ
し
い
と
い
う
、
桜
と
白
拍
子
花
子
の
共
通
点
に
お
い
て
、
そ
の
共
通
性
を
強
調
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
蛇
で
あ
る
。

京
鹿
子
娘
道
成
寺
に
お
い
て
蛇
は
、
重
要
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
蛇
は
も
と
も
と
日
本
人
に
水
神
と
崇
め
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
理
由
は
、
水
害
の
と
き
巧
み
に
泳
ぐ
蛇
の
姿
を
見
て
、
蛇
が
水
害
を
起
こ
し
て
い
る
と
古
人
が
考
え
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
農
業

に
水
や
水
害
は
大
き
く
関
連
し
て
い
る
の
で
、
水
を
司
る
蛇
に
祈
ろ
う
と
い
う
考
え
方
は
昔
か
ら
盛
ん
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
蛇
は
水
と
い

う
日
本
に
欠
か
せ
な
い
関
心
事
の
象
徴
と
し
て
、
神
聖
さ
と
恐
ろ
し
さ
の
両
義
性
を
持
つ
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
が

分
か
る
。

こ
の
蛇
に
対
す
る
認
識
か
ら
考
え
て
も
、
道
成
寺
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
に
「
神
聖
さ
と
恐
ろ
し
き
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ

る
と
思
わ
れ
、
桜
と
白
拍
子
花
子
に
共
通
す
る
「
美
し
さ
に
対
す
る
畏
怖
」
と
い
う
考
え
方
も
、
こ
の
道
成
寺
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
愛
ら
し
い
娘
だ
っ
た
白
拍
子
花
子
が
蛇
体
に
変
貌
す
る
、
と
い
う
作
品
の
筋
立
て
は
、
特
殊
な
環
境
が
花

子
の
精
神
に
影
響
を
育
し
た
の
も
原
因
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
環
境
と
い
う
も
の
に
は
、
仏
教
思
想
を
核
と
し
た



「京鹿子娘道成寺」と桜

桜
の
存
在
が
無
視
で
き
な
い
。
美
し
い
が
ゆ
え
に
人
の
心
を
狂
わ
す
、
と
い
う
仏
教
的
な
捉
え
ら
れ
方
を
し
て
い
た
、
桜
の
存
在
が
あ
っ

て
こ
そ
、
花
子
は
清
姫
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

白
拍
子
花
子
は
、
桜
の
持
つ
霊
性
、
魔
性
の
魅
力
に
よ
り
正
気
を
失
い
、
蛇

と
し

て
の
女

の
本
質
を
表
出

し
た
。

つ
ま
り
、
桜

自
体
に

魂

を

変

化

さ

せ

る

依

代

的

呪

力

が

宿

っ

て

い

た

、

と

考

え

ら

れ

て

い

た

の

で

は

な

い

か

。

桜

に

よ

り

正

気

を

失

っ

た

、

と

い

う

伝

説

が

古

来

幾

つ

も

伝

え

ら

れ

て

き

た

中

で

、

花

子

が

蛇

に

変

身

し

た

の

は

、

や

は

り

桜

あ

っ

て

の

こ

と

だ

と

思

わ

れ

る

。

「

花

の

ほ

か

に

は

松

ば

か

り

」

と

い

う

、

京

鹿

子

娘

道

成

寺

の

設

定

は

、

常

緑

樹

の

松

と

開

花

時

期

の

短

い

桜

と

を

対

比

さ

せ

、

桜

の

華

や

か

さ

を

際

立

た

せ

る

美

し

い

も

の

と

な

っ

て

い

る

。

そ

れ

は

、

「

長

命

と

短

命

」

「

美

と

醜

」

な

ど

の

相

反

す

る

要

素

を

混

在

さ

せ

て

い

る

と

い

う

作

品

の

本

質

そ

の

も

の

で

あ

る

と

い

う

印

象

を

受

け

る

。

こ

の

演

出

か

ら

も

、

京

鹿

子

娘

道

成

寺

が
「

美

し

さ

と

恐

ろ

し

さ

」

と

い

う

大

き

な

テ

ー

マ

を

持

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

が

伺

え

、

桜

と

の

共

通

性

や

仏

教

思

想

と

の

つ

な

が

り

を

示

唆

す

る

こ

と

が

出

来

る

の

で

あ

る

。
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五
　
桜
の
生
態
と
京
鹿
子
娘
道
成
寺
と
の
関
係

桜
が
京
鹿
子
娘
道
成
寺
を
象
徴
す
べ
き
対
象
は
、
民
俗
学
的
な
見
解
や
宗
教
上
の
イ
メ
ー
ジ
以
外
に
も
、
そ
の
生
態
に
影
響
を
受
け
た

印
象
か
ら
派
生
し
た
象
徴
性
、
と
い
う
も
の
も
あ
る
。

そ
れ
は
、
桜
が
早
く
散
っ
て
し
ま
う
花
で
あ
る
と
い
う
性
質
が
ひ
と
つ
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
桜
は
春
に
咲
く
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
桜
の
性
質
が
、
ど
の
よ
う
に
京
鹿
子
娘
道
成
寺
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
か
を
述
べ
る
。

日
本
の
古
典
の
桜
の
特
徴
は
、
ま
さ
に
散
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
鑑
賞
の
さ
れ
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
。
桜
が
咲
き

四
九



五
〇

誇
る
美
し
さ
は
、
散
る
と
分
か
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
力
強
さ
が
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
、
移
ろ
い
ゆ
く
花
の
姿
に
、
若
い
娘
の
美
し
さ

を
重
ね
る
思
想
が
存
在
し
た
と
私
は
考
え
る
。
若
さ
に
よ
る
娘
の
美
し
さ
は
、
ひ
と
時
の
輝
き
で
あ
り
、
や
が
て
衰
え
て
い
く
が
ゆ
え
の

侈
さ
が
あ
る
。
命
の
輝
き
を
桜
に
重
ね
、
娘
と
桜
を
同
一
視
す
る
考
え
方
は
む
し
ろ
自
然
な
考
え
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た

趣
向
を
元
に
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
は
桜
を
主
体
と
し
た
演
出
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

桜
の
移
ろ
い
や
す
さ
と
人
間
の
俸
さ
を
同
一
視
す
る
考
え
方
は
、
古
来
の
自
然
観
の
中
に
も
見
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
み
る

と
、
や
は
り
、
桜
を
「
美
し
い
が
移
ろ
い
や
す
い
」
と
い
う
点
で
女
性
の
若
い
時
分
に
見
立
て
る
こ
と
は
、
江
戸
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、

十
分
あ
り
得
た
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
の
舞
が
引
き
抜
き
に
よ
っ
て
次
々
と
変
化
す
る
の
も
、

女
性
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
暗
示
し
て
い
る
ど
も
思
わ
れ
、
そ
う
し
た
花
子
の
移
ろ
い
や
す
さ
が
、
桜
花
の
性
質
と
重
な
り
合
う
と
読
み

取
れ
る
。
そ
し
て
、
桜
の
散
る
の
が
早
い
と
い
う
性
質
は
、
娘
の
移
ろ
い
や
す
い
美
し
さ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
せ
わ
し
な
い
と
い
う
特
質

か
ら
、
花
子
の
恋
心
を
も
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
恋
し
い
男
を
心
に
か
け
、
不
安
で
も
あ
り
気
が
か

り
で
も
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
作
品
に
お
け
る
白
拍
子
花
子
の
心
根
と
、
桜
に
付
き
ま
と
う
「
せ
わ
し
な
く
、
気
が
か
り
で
も
あ
る
」
と
い

う
性
質
が
一
致
す
る
の
で
は
な
い
か
と
、
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
も
と
も
と
の
道
成
寺
説
話
の
主
人
公
は
未
亡
人
と
さ
れ
て
い
た
。
古
く
厚
い
壁
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
悲
劇
的
な

女
性
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
、
現
世
的
な
若
い
「
娘
」
へ
と
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
や
は
り
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
は
娘
の
解
放
的
な
、

享
楽
的
な
美
し
さ
を
強
調
す
る
題
目
で
あ
う
た
こ
と
が
分
か
る
。
若
い
女
性
の
き
ら
び
や
か
な
美
し
さ
を
表
現
さ
せ
た
京
鹿
子
娘
道
成
寺

に
お
い
て
、
ひ
と
時
の
美
し
さ
を
誇
る
桜
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
選
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
白
拍
子
花
子
と
の
同
一
化
と
い
う
点
を
考

え
て
も
、
深
い
意
義
を
持
ち
得
る
こ
と
で
あ
る
と
、
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
桜
が
春
に
咲
く
と
い
う
点
に
お
い
て
、
次
の
様
な
考
え
方
が
出
来
る
。



「京鹿子娘道成寺」と桜

「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」
と
い
う
歌
舞
伎
の
作
品
で
桜
丸
と
い
う
人
物
が
、
い
っ
た
ん
死
に
、
よ
り
優
れ
た
神
格
の
死
霊
と
な
り
再
生
す

る
と
い
う
一
連
の
流
れ
を
演
じ
る
。
こ
の
桜
丸
は
、
「
桜
」
と
い
う
名
が
付
く
が
故
に
侈
い
人
生
を
た
ど
る
代
表
的
な
人
物
だ
と
私
は
考
え

る
が
、
そ
の
桜
丸
が
。
い
っ
た
ん
死
ん
で
か
ら
再
生
す
る
と
い
う
行
為
を
働
く
の
は
、
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

死
か
ら
再
生
へ
七
つ
な
が
る
行
動
は
、
白
拍
子
花
子
に
も
通
じ
る
行
動
で
あ
る
。
そ
の
、
死
↓
再
生
、
と
い
う
行
動
こ
そ
が
、
桜
そ
の

も
の
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
桜
は
春
に
咲
く
花
の
代
表
格
と
し
て
、
さ
ら
に
、
春
を
告
げ
る
花
と
し
て
昔
か

ら
日
本
人
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
冬
に
い
っ
た
ん
死
に
、
春
に
咲
く
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
す
る
と
い
う
姿
を
表
し
て
い
る
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
冬
と
い
う
死
か
ら
生
ま
れ
変
わ
る
春
の
花
、
桜
は
、
ま
さ
に
桜
丸
や
白
拍
子
花
こ
の
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
行
為
を
象

徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
輪
廻
す
る
自
然
の
生
命
「
桜
」
の
性
質
は
、
清
姫
の
復
活
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
っ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
春
に
咲
く
こ
と
や
、
花
の
散
り
が
早
い
こ
と
と
い
っ
た
桜
の
性
質
そ
の
鳥
の
が
、
京
鹿
子
娘
道
成
寺
に
お
い
て
大
切
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
、
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

結
　

論

以
上
の
よ
う
に
、
多
角
的
な
面
か
ら
京
鹿
子
娘
道
成
寺
と
桜
の
因
果
関
係
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
演
目
に
お
け
る
桜
の
重
要

性
を
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

桜
は
、
江
戸
期
に
お
け
る
花
見
文
化
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
華
や
か
で
麗
し
い
も
の
と
し
て
歌
舞
伎
時
代
の
人
々
に
深
く
愛
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
れ
で
は
京
鹿
子
娘
道
成
寺
に
お
け
る
桜
は
単
に
華
や
か
さ
の
み
を
表
す
演
出
で
あ
っ
た
か
、
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
民

五
一



五
二

俗
的
・
宗
教
的
な
思
考
か
ら
、
華
や
か
さ
以
外
で
の
深
い
意
味
を
も
つ
存
在
と
し
て
、
桜
が
舞
台
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
来
た
と
い
う
事
が

分
か
る
。
原
作
の
「
秋
」
と
い
う
季
節
を
曲
げ
、
能
よ
り
も
さ
ら
に
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
京
鹿
子
娘
道
成
寺
に
用
い
ら
れ
た
桜
の
花

の
存
在
意
味
。
そ
こ
に
は
、
美
し
さ
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
、
日
本
人
の
意
識
に
基
づ
く
意
義
が
、
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

注

Ｔ

）
　
『
歌
舞
伎
　
問
い
か
け
の
文
学
』
古
井
戸
秀
夫
著
　
株
式
会
社
ぺ
り
か
ん
社
　
一
九
九
八
年
七
月
発
行

（
2
）
　
『
桜
の
民
俗
に
関
す
る
一
考
察
－
「
桜
と
芸
能
」
I
』
西
角
井
正
大
著
　
国
学
院
雑
誌
第
八
十
四
巻
第
五
号
　
國
學
院
大
學
　
昭
和
五
八
年
五

月
発
行

（
3
）
　
『
花
見
と
桜
〈
日
本
的
な

る
も
の
〉
再
考
』
白
幡
洋
三
郎
著
　
P
H
P

研
究
所
　
二
〇
〇
〇
年
四
月
四
日
発
行

（
同
）
　
『
折
口
信
夫
全
集
　
第
二
巻
』
折
口
信
夫
著
　
折
口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
編
　
中
央
公
論
社
　
昭
和
四
〇
年
十
二
月
二
十
日
発
行

（
4
）
　
『
日
本
の
桜
、
歴
史
の
桜
』
小
川
和
佑
著
　
日
本
放
送
出
版
協
会
　
二
〇
〇
〇
年
二
月
二
〇
日
発
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上

（
5
）
　
『
桜
断
想
I
滅
び
へ
の
ま
な
ざ
し
I
』
原
岡
ふ
み
子
稿
　

『
無
地
　
第
一
三
号
』
聖
心
女
子
大
学
国
文
O
G

会
　
平
成
五
年
十
二
月
発
行

（
6
）
　
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ

ー
　
九
六
　
歌
舞
伎
の
源
流
』
諏
訪
春
雄
著
　
株
式
会
社
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
〇
年
六
月
一
日
発
行

（
7
）
　
『
娘
道
成
寺
』
渡
辺
保
著
　
駿
々
堂
出
版
株
式
会
社
　
昭
和
六
一
年
三
月
二
五
日
発
行

（
8
）
　
『
日
本
を
知
る
辞
典
』
大
島
武
彦
他
編
　
株
式
会
社
社
会
思
想
社
　
一
九
七
一
年
一
〇
月
発
行
。
ま
り
つ
き
は
横
井
清
の
、
花
笠
と
早
乙
女

に
つ
い
て
は
渡
辺
伸
夫
の
説
明
文
を
そ
れ
ぞ
れ
参
考
に
し
た
。

（
9
）
　
『
近
世
舞
踊
に
お
け
る
採
り
物
の
意
味
－
「
京
鹿
子
娘
道
成
寺
」
を
中
心
に
I
』
田
中
み
ち
子
著
　
『
近
世
レ
ポ
ー
ト
／
成
城
大
学
近
世
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
会
報
』
近
世
文
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
O
B
会
　
一
九
八
九
年
三
月
発
行



「京鹿子娘道成寺」と桜

八10八11八12八13
ハ

14八15八16八17

）
　
注
（
6
）
と
同

）
　
注
（
3
）
と
同

）
　
注
（
2
）
と
同

）
　
『
道
成
寺
も
の
に
お
け
る
地
芸
と
所
作
事
－

富
十
郎
に
よ
る
「
嫉
妬
の
前
段
」
確
立
ま
で
I
』
水
田
か
や
乃
著
　

『
演
劇
学
四
〇
号
』
早
稲

田
大
学
演
劇
学
会
　

昭
和
六
十
三
年
三
月
発
行

）
　
『
女
と
蛇
　
表
徴
の
江
戸
文
学
誌
』
高
田
衛
著
　
株
式
会
社
筑
摩
書
房
　
一
九
九
九
年
一
月
十
日
発
行

）
　
神
話
に
つ
い
て
は
、
『
岩
波
講
座
　
歌
舞
伎
・
文
楽
』
の
、
『
歌
舞
伎
と
文
楽
の
本
質
　
第
三
部
I
　

役
者
の
花
』
渡
辺
保
著
　
岩
波
書
店
　
一

九
九
七
年
九
月
発
行
　

に
詳
し
い
。

）
　
『
動
物
信
仰
辞
典
』
芦
田
正
次
郎
著
　
株
式
会
社
北
辰
堂
　
平
成
十
一
年
四
月
五
日
発
行

）
　
古
い
伝
説
、
物
語
の
参
考
と
し
て
は
、
『
道
成
寺
縁
起
』
（
室
町
時
代
）
…
…
「
新
修
日
本
絵
巻
物
語
　
第
十
八
巻
」
梅
津
次
郎
・
岡
見
正
雄

編
　
角
川
書
店
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
三
十
日
発
行
　
や
、
『
今
昔
物
語
集
』
…
…
『
新
編
　
日
本
古
典
文
学
全
集
三
十
五
　
今
昔
物
語
集
①
』

小
学
館
　

一
九
九
九
年
四
月
二
十
日
発
行
　

な
ど
。

五
三


