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子
供
が
桃
や
柿
の
芽
生
え
を
見
つ
け
て
来
て
、
庭
の
片
隅
に
栽
ゑ
て
置
く

や
う
な
心
持
で
、
棄
て
も
せ
ず
忘
れ
て
も
し
ま
は
ず
、
時
々
来
て
見
る
と
い

ふ
程
度
の
問
題
が
、
私
に
は
十
ば
か
り
も
有
る
。
い
つ
実
が
な
る
と
い
ふ
当

て
は
無
い
が
、
是
で
も
た
ゞ
の
野
生
と
は
ち
が
つ
て
、
僅
か
な
が
ら
人
間
の

意
図
が
籠
つ
て
居
る
。
誰
か
ゞ
引
取
つ
て
育
て
ゝ
く
れ
る
ま
で
、
目
じ
る
し

の
棒
で
も
立
て
ゝ
置
か
う
と
い
ふ
だ
け
の
も
の
ゝ
、
是
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
十
年
ほ
ど
前
に
世
に
出
し
た
信
州
随
筆
と
い
ふ
本
の
中
に
、
私
は
し
だ
れ

桜
の
大
き
な
の
が
信
州
に
多
い
と
い
ふ
こ
と
を
書
い
た
。
し
か
し
そ
れ
か
ら

気
を
付
け
て
見
る
と
、
そ
れ
は
決
し
て
爰
だ
け
に
は
限
ら
ず
、
少
な
く
と
も

京
都
か
ら
東
で
は
諸
処
方
々
に
老
木
の
し
だ
れ
が
あ
り
、
そ
の
在
り
処
も
神
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社
仏
閣
、
そ
の
他
霊
地
と
謂
つ
て
よ
い
や
う
な
場
所
が
多
い
こ
と
は
、
信
州

と
あ
ま
り
か
は
り
が
無
い
。
た
と
へ
ば
近
頃
読
ん
で
見
た
駿
国
雑
志
で
も
、

静
岡
附
近
に
は
名
木
の
糸
桜
が
あ
る
寺
院
が
幾
つ
も
あ
り
、
江
戸
で
も
上
野

の
護
国
院
、
芝
の
増
上
寺
を
始
め
と
し
、
大
き
な
し
だ
れ
桜
の
あ
つ
た
と
い

ふ
寺
が
、
六
七
ヶ
所
も
列
挙
せ
ら
れ
て
居
た
。
こ
れ
等
は
大
抵
は
も
う
滅
失

し
て
居
る
や
う
だ
が
、
最
近
に
私
の
行
つ
て
見
た
多
摩
川
対
岸
の
、
乞
田
こ
つ
だ
の

吉
祥
院
の
門
の
傍
に
在
る
の
な
ど
は
、
高
さ
五
六
丈
も
あ
る
か
と
思
ふ
見
事

な
大
木
で
、
し
か
も
些
し
も
老
い
朽
ち
て
は
居
な
か
っ
た
。
残
念
な
こ
と
に

は
、
ち
や
う
ど
花
の
盛
り
に
逢
ふ
と
い
ふ
こ
と
が
少
な
い
の
で
、
た
ゞ
し
だ

れ
と
謂
つ
て
も
同
じ
種
類
の
も
の
か
、
否
か
と
い
ふ
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
こ
の
点
が
先
づ
気
に
な
る
の
で
、
ま
だ
進
ん
で
分
布
の
道
筋
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を
尋
ね
て
見
よ
う
と
す
る
勇
気
が
起
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
た
ゞ
伐
り
残
さ
れ
て
そ
こ
に
在
る
と
い
ふ
だ
け
の
も
の
と
し
て
は
、

余
り
に
も
其
場
所
が
き
ま
つ
て
居
り
、
又
枝
ぶ
り
や
花
の
姿
の
特
色
が
著
し

過
ぎ
る
。
や
は
り
何
処
か
に
元
木
が
あ
り
、
接
木
取
木
の
法
が
あ
り
、
又
は

種
を
拾
ひ 

実  
生 

み
し
や
う

を
育
て
る
手
数
が
あ
り
、
之
を
遠
近
に
運
ぶ
労
働
が
あ
つ

て
、
今
の
や
う
に
弘
い
地
域
に
行
渡
つ
た
も
の
と
想
像
せ
ら
れ
る
。
信
州
で

始
め
て
こ
の
花
に
私
が
心
づ
い
た
と
い
ふ
こ
と
は
偶
然
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど

も
、
外
か
ら
わ
ざ
〳
〵
こ
の
山
国
へ
、
持
込
ん
だ
と
い
ふ
場
合
は
考
へ
に
く

い
か
ら
、
或
は
ひ
よ
つ
と
す
る
と
原
産
地
と
い
ふ
べ
き
も
の
が
、
ど
こ
か
此

地
方
に
有
る
の
か
も
知
れ
ぬ
と
思
つ
て
居
た
。
ち
や
う
ど
さ
う
い
ふ
折
柄
に
、

図
ら
ず
も
信
濃
桜
と
い
ふ
名
の
花
が
あ
る
こ
と
を
私
は
知
つ
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
が
果
し
て
信
州
で
自
分
が
見
て
居
る
あ
の
大
木
の
し
だ
れ
桜
と
、
同
じ

種
類
の
も
の
だ
つ
た
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
当
然
に
問
題
に
な
ら
ず
に

は
居
な
い
。
さ
う
し
て
是
も
ど
う
や
ら
花
の
う
つ
く
し
い
、
且
つ
見
事
に
成

長
す
る
糸
桜
だ
つ
た
ら
し
い
こ
と
が
、
少
し
づ
ゝ
判
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。

今
で
も
信
濃
桜
と
い
ふ
名
を
知
つ
て
居
る
人
が
、
京
都
以
外
の
地
に
も
居
る

で
あ
ら
う
か
。
此
点
を
何
と
か
し
て
尋
ね
て
見
た
い
と
念
じ
始
め
た
の
も
其

為
で
あ
る
。

　
始
め
て
こ
の
信
濃
桜
の
名
を
見
付
け
た
の
は
、
先
年
平
泉
澄
氏
等
の
手
で

校
訂
活
刷
し
た
後
法
興
院
記
近
衛  
准    
后  
じ
ゆ
ん
ご
う

政
家
と
い
ふ
人
の
、
寛
正
永
正

年
間
（
一
四
六
六
　
一
五
〇
五
）
の
日
記
で
あ
る
。
乱
世
に
も
拘
ら
ず
、
珍

し
く
庭
苑
花
木
に
関
す
る
記
事
の
多
い
日
記
だ
が
、
一
つ
に
は
時
代
一
般
の

6信濃桜の話



趣
味
で
あ
り
殊
に
蹴
鞠
が
上
流
の
間
に
流
行
し
て
居
た
の
で
、
そ
れ
に
伴
な

う
て
い
は
ゆ
る
懸
り
の
樹
の
好
み
が
、
枝
垂
れ
た
柳
や
桜
の
移
植
を
促
し
た

も
の
か
と
思
ふ
。
先
づ
最
初
に
文
明
十
六
年
十
月
廿
四
日
の
条
に
、
前
庭
植

信
乃
桜
十
本
と
あ
る
が
、
是
は
其
前
年
に
家
を
新
築
し
た
為
な
の
で
、
旧
い

住
居
の
方
で
も
前
庭
桜
花
盛
開
と
い
ふ
記
事
が
屡
〻
見
え
る
か
ら
、
元
来
が

花
の
多
い
家
だ
つ
た
。
そ
れ
か
ら
十
五
年
ほ
ど
の
後
明
応
七
年
の
九
月
に
も
、

屏
中
門
の
外
へ
信
濃
桜
四
五
本
を
移
植
し
た
と
あ
り
、
更
に
同
十
年
に
も
何

本
か
の
信
濃
桜
を
、
取
寄
せ
て
栽
ゑ
さ
せ
た
記
事
が
見
え
、
是
に
は
鞠
の
家

元
の
飛
鳥
井
家
の
主
人
が
参
与
し
て
居
る
。
鞠
の
庭
の
周
囲
で
あ
つ
た
か
ど

う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
と
も
か
く
も
こ
の
家
に
は
桜
が
多
く
、
そ
れ
が

信
濃
桜
と
い
ふ
種
類
の
も
の
だ
つ
た
こ
と
だ
け
は
是
で
判
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
木
が
確
か
に
し
だ
れ
桜
で
あ
つ
た
と
い
ふ
証
拠
は
、
単
に
同
じ
日
記

の
中
に
、
前
庭
の
糸
桜
と
い
ふ
条
が
多
い
だ
け
で
無
く
、
他
に
も
ま
だ
幾
つ

か
求
め
ら
れ
る
と
思
ふ
。
た
と
へ
ば
江
戸
期
も
終
り
に
近
く
な
つ
て
、
或
京

都
人
の
書
い
た
「
思
ひ
の
ま
ゝ
の
記
」
と
い
ふ
随
筆
が
、
随
筆
大
成
の
一
輯

巻
七
に
出
て
居
る
が
、
其
中
に
は
次
の
や
う
な
一
条
が
あ
る
。

　
近
衛
殿
庭
前
の
糸
桜
は
有
名
の
樹
な
り
。
そ
の
枝
垂
れ
て
地
に
付
く
。
官

　
地
と
な
り
し
よ
り
培
養
無
け
れ
ば
中
央
ま
で
枯
れ
た
り
、
惜
む
べ
し
。
往

　
古
の
近
衛
殿
の
糸
桜
と
い
ひ
し
は
、
寺
ノ
内
の
南
、
御
霊
図
子
の
別
邸
の

　
糸
桜
の
こ
と
也
。
家
記
に
信
濃
桜
数
樹
を
植
ゑ
ら
れ
し
由
見
え
た
り
。
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こ
の
家
記
と
い
ふ
の
は
、
前
に
挙
げ
た
政
家
の
日
記
か
も
知
れ
ぬ
が
、
或

は
其
前
後
の
家
長
た
ち
の
書
い
た
も
の
に
も
、
こ
の
事
が
出
て
居
な
い
と
は

限
ら
ぬ
。
段
々
に
探
し
て
行
く
手
が
ゝ
り
は
有
る
と
思
ふ
。
何
れ
に
も
せ
よ
、

京
都
の
故
老
に
は
こ
の
桜
を
知
る
者
は
少
な
か
ら
ず
、
た
ゞ
邸
宅
が
折
々
移

つ
た
為
に
幾
分
か
言
ひ
伝
へ
が
区
々
に
な
つ
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も

京
都
坊
目
考
な
ど
に
は
詳
し
く
考
へ
て
あ
る
筈
で
あ
る
。
之
に
就
い
て
思
ひ

合
さ
れ
る
こ
と
は
、
芭
蕉
の
七
部
集
の
「
冬
の
日
」
の
第
一
歌
仙
に
、

　
　
　
　
隣
さ
か
し
き
町
に
お
り
居
る

　
　
　
二
の
尼
に
近
衛
の
花
の
盛
り
聞
く

　
　
　
　
蝶
は
む
ぐ
ら
に
と
ば
か
り
鼻
か
む
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と
い
ふ
一
続
き
が
あ
る
が
、
こ
の
近
衛
の
花
と
い
ふ
の
も
、
や
は
り
信
濃
桜

の
伝
来
を
、
う
す
〳
〵
知
つ
て
居
た
者
の
言
葉
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。

　
し
か
も
そ
の
名
称
が
た
ゞ
僅
か
な
人
だ
け
の
、
勝
手
に
付
け
た
も
の
で
無

い
こ
と
も
証
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。
伏
見
宮
家
の
古
い
御
日
記
、
看
聞
御
記

と
い
ふ
も
の
は
是
も
活
字
に
な
つ
て
居
て
、
不
思
議
に
市
井
の
話
題
に
充
ち

た
文
献
で
あ
る
が
、
後
に
後
崇
光
院
の
尊
号
を
受
け
さ
せ
ら
れ
た
こ
の
宮
様

も
、
植
物
が
非
常
に
御
好
き
で
あ
つ
て
庭
作
り
の
記
事
が
多
い
。
さ
う
し
て

其
中
に
も
一
箇
所
、
庭
前
の
信
濃
桜
一
本
を
仙
洞
へ
進
ら
せ
た
と
い
ふ
こ
と

が
出
て
居
る
。
そ
れ
は
応
永
二
十
八
年
の
十
一
月
、
即
ち
近
衛
家
の
十
本
移

植
と
い
ふ
時
か
ら
、
六
十
三
年
も
前
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
五
鳳
集
と
い
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ふ
詩
集
は
今
ち
よ
つ
と
年
代
を
た
し
か
め
に
く
い
が
、
其
中
に
は
細
川 

典  

て
ん
き

厩 う
源
公
の
庭
の
花
盛
り
に
開
く
、
俗
に
謂
ふ
所
の
信
濃
桜
な
る
も
の
也
云

々
と
あ
つ
て
、
庭
下
の
白
桜
千
樹
雪
と
い
ふ
詩
の
句
を
載
せ
て
居
る
。
白
桜

と
云
ふ
の
は
少
し
く
私
の
予
想
に
反
す
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
写
生
で
は

無
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
次
に
は 

亜  

槐 

あ
く
わ
い

集
と
い
ふ
歌
の
巻
に
も
、
侍
従
大

納
言
実
隆
卿
の
許
よ
り
、
し
な
の
桜
の
返
り
花
の
枝
に
挿
し
て
、

　
　
　
待
つ
け
ん
人
の
見
が
た
き
宿
な
れ
や
年
に
稀
な
る
花
咲
き
に
け
り

の
一
首
を
贈
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
て
居
る
。
こ
の
実
隆
は
日
記
の
主
近

衛
政
家
と
同
時
代
の
人
だ
が
こ
の
返
り
花
は
自
分
の
家
の
木
で
あ
ら
う
。
実
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隆
公
記
も
今
日
は
活
字
に
な
つ
て
居
る
か
ら
、
捜
せ
ば
な
ほ
若
干
の
資
料
が

出
て
来
る
か
も
知
れ
ぬ
。
た
ゞ
暇
が
無
い
の
で
私
は
ま
だ
目
を
通
し
て
居
な

い
。

　
畔
田
く
ろ
だ
翠
山
の
古
名
録
に
は
、
信
濃
桜
の
項
が
あ
つ
て
右
の
二
つ
の
詩
歌
集

を
引
用
し
て
居
る
の
だ
が
、
そ
の
他
の
幾
つ
か
の
本
草
書
、
又
は
桜
品
桜
譜

と
い
ふ
類
の
書
に
当
つ
て
見
て
も
、
ど
う
も
此
名
称
を
掲
げ
た
も
の
に
出
く

は
さ
な
い
。
言
葉
が
追
々
と
忘
れ
ら
れ
て
来
た
為
と
い
ふ
こ
と
は
争
は
れ
な

い
が
、
そ
れ
が
此
種
類
の
木
の
少
な
く
な
り
又
は
絶
え
た
こ
と
を
、
意
味
す

る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
と
私
は
考
へ
て
居
る
。
植
物
に
は
特
に
同
じ
例
が
多

い
か
と
思
ふ
が
、
人
は
ご
く
容
易
に
知
ら
ぬ
国
の
名
を
、
や
ゝ
珍
し
い
種
類

の
も
の
に
附
け
よ
う
と
す
る
。
伊
勢
桜
や
鎌
倉
桜
な
ど
の
例
で
も
わ
か
る
や
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う
に
、
も
と
は
彼
地
に
し
か
無
か
つ
た
も
の
と
い
ふ
ま
で
の
精
確
な
る
意
味

で
は
な
し
に
、
寧
ろ
そ
の
方
角
か
ら
持
込
ん
で
来
た
も
の
も
、
中
に
は
有
る

と
い
ふ
ま
で
ゝ
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
信
濃
桜
は
、

や
ゝ
尋
常
山
野
の
も
の
と
異
な
つ
た
特
色
を
も
つ
て
居
る
。
ど
の
部
分
ま
で

が
培
養
愛
育
に
基
き
、
ど
れ
だ
け
が
始
め
か
ら
具
は
つ
て
居
る
性
質
か
は
き

め
兼
ね
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
選
択
が
あ
り
一
つ
の
元
木
の
繁
殖
が
あ
つ
て
、

人
に
助
け
ら
れ
て
広
く
旅
行
を
し
た
だ
け
は
考
へ
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
別
に

他
の
地
方
を
名
の
る
も
の
も
無
い
と
す
れ
ば
、
信
州
は
や
は
り
そ
の
故
郷
の

一
つ
と
し
て
、
想
定
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
人
間
こ
と
に
年
を
取
つ
た
者
の
旅
行
が
、
是
か
ら
当
分
は
六
つ
か
し
く
な

る
と
す
れ
ば
、
花
の
写
生
と
い
ふ
こ
と
が
私
た
ち
に
は
望
ま
し
く
な
る
。
植
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物
学
者
の
記
述
な
ど
は
、
あ
ま
り
に
も
几
帳
面
で
、
胸
に
描
い
て
見
る
こ
と

も
我
々
に
は
出
来
な
い
。
ど
う
か
さ
う
い
ふ
画
に
力
を
入
れ
て
く
れ
る
や
う

な
、
三 
熊 
花 

癲 

み
く
ま
く
わ
て
ん

の
如
き
同
志
を
得
た
い
と
思
つ
て
居
る
。
そ
こ
で
や
ゝ
閑

談
に
傾
く
が
此
つ
い
で
に
も
う
少
し
桜
の
話
を
し
て
見
る
と
、
二
十
三
四
年

も
前
に
、
吉
野
作
造
君
が
わ
ざ
〳
〵
仙
台
か
ら
取
寄
せ
た
と
謂
つ
て
、
彼
地

の
名
物
の
し
だ
れ
桜
の
苗
木
を
二
本
贈
ら
れ
た
の
が
、
ち
や
う
ど
こ
の
窓
の

外
に
、
こ
ち
ら
を
向
い
て
立
つ
て
居
る
。
何
度
も
引
移
し
た
の
で
発
育
は
至

つ
て
悪
く
、
そ
れ
で
も
二
三
年
前
か
ら
ぽ
つ
〳
〵
と
花
を
著
け
て
、
高
さ
は

も
う
二
丈
ほ
ど
に
な
り
、
枝
の
端
は
地
に
付
い
て
居
る
。
仙
台
に
は
こ
の
木

の
見
事
な
の
が
林
を
成
す
公
園
も
あ
る
の
で
、
之
を
仙
台
の
桜
と
呼
ん
で
皆

承
知
す
る
が
、
考
へ
て
見
る
と
歴
史
は
ま
だ
必
ず
し
も
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
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は
居
な
い
。
茲
へ
も
或
は
最
初
京
都
な
ど
か
ら
、
運
ん
で
来
た
篤
志
家
が
あ

つ
た
の
で
は
無
い
か
。
調
べ
て
見
る
途
は
き
つ
と
有
る
と
思
ふ
。
吉
野
君
が

こ
の
桜
の
苗
を
贈
ら
れ
た
因
縁
は
、
た
し
か
そ
の
前
の
年
の
春
の
盛
り
に
、

一
緒
に
山
形
の
市
に
往
つ
て
講
演
を
し
た
時
、
旅
館
の
楼
上
か
ら
見
た
隣
の

庭
が
、
小
さ
な
桜
の
林
で
ち
や
う
ど
満
開
で
あ
つ
た
。
花
の
美
し
さ
が
よ
く

似
て
居
て
、
何
れ
も
若
木
で
あ
つ
た
の
で
誰
に
き
ゝ
た
ゞ
し
も
せ
ず
に
、
我

々
は
是
を
仙
台
か
ら
来
た
も
の
と
き
め
て
し
ま
つ
て
居
た
。
さ
う
し
て
自
分

の
家
に
も
栽
ゑ
て
見
た
い
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
、
言
つ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
ふ
。
花
に
産
地
の
名
を
付
け
る
と
い
ふ
こ
と
に
は
、
此
程
度
の
推
定
が

多
か
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
近
頃
に
な
つ
て
始
め
て
知
つ
た
こ

と
は
、
羽
後
の
角
館
の
士
族
町
を
あ
る
い
て
見
る
と
、
殆
ど
屋
敷
毎
に
一
二

15



本
の
大
木
が
あ
つ
て
、
花
は
無
い
頃
だ
つ
た
が
話
の
様
子
が
、
よ
ほ
ど
仙
台

の
と
よ
く
似
て
居
て
、
木
の
古
さ
は
あ
ち
ら
に
も
負
け
な
か
つ
た
。
単
に
樹

齢
に
よ
つ
て
本
家
分
家
を
き
め
る
な
ら
ば
、
こ
ち
ら
か
ら
送
つ
た
と
も
言
は

れ
ぬ
こ
と
も
無
い
と
思
つ
た
。
乃
ち
共
通
の
先
祖
と
い
ふ
も
の
が
、
ど
う
し

て
も
改
め
て
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
独
り
信
濃
桜
の
問
題
の
み

で
無
い
の
で
あ
る
。

　
物
と
名
称
の
離
合
、
又
そ
の
各
箇
の
変
転
と
い
ふ
こ
と
も
無
視
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
信
濃
桜
な
ど
は
た
ゞ
さ
う
謂
は
な
く
な
つ
た
だ
け
だ
が
、
場

合
に
よ
つ
て
は
名
は
又
名
と
し
て
別
に
行
は
れ
て
居
る
も
の
が
あ
る
。
是
も

今
か
ら
十
数
年
昔
の
春
、
対
馬
の
北
端
の
村
を
あ
る
い
て
、
山
の
桜
の
盛
り

を
賞
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
木
を
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
と
此
土
地
で
は
謂
ふ

16信濃桜の話



と
聴
い
て
、
私
は
た
ゞ
泰
山
府
君
の
訛
り
で
あ
ら
う
と
速
断
し
て
居
た
。
と

こ
ろ
が
森
口
多
里
君
の
故
郷
、
陸
中
水
沢
の
「
町
の
話
」
と
い
ふ
本
を
読
ん

で
見
る
と
、
五
百
里
近
く
も
隔
て
ゝ
爰
に
も
同
じ
名
の
桜
が
あ
り
、
そ
れ
が

物
だ
け
は
双
方
別
の
や
う
に
思
は
れ
た
。 

恰 

顔 

斎 

い
が
ん
さ
い

桜
品
な
ど
の
記
述
に
依

る
と
、
い
は
ゆ
る
泰
山
府
君
は
虎
の
尾
の
一
種
な
り
と
あ
つ
て
、
た
し
か
に

対
州
で
私
の
見
た
山
の
桜
と
は
同
じ
で
な
い
。
従
つ
て
彼
を
是
か
ら
の
誤
解

と
見
る
こ
と
が
先
づ
疑
は
し
い
の
で
あ
る
。
古
今
要
覧
稿
の
桜
の
部
に
は
、

屋
代
弘
賢
の
説
と
し
て
斯
う
い
ふ
こ
と
を
述
べ
て
居
る
。
泰
山
府
君
は
も
と

対
馬
よ
り
出
た
。
彼
島
に
於
て
は
之
を
対
山
木
と
呼
ん
で
居
る
。
宗
対
馬
守

の
息
女
、
太
田
摂
津
守
に
嫁
す
る
時
、
こ
の
木
を
携
へ
来
つ
て
之
を
千
駄
木

の
別
邸
に
栽
ゑ
ら
れ
た
。
仍
て
太
田
家
で
は
今
も
タ
イ
サ
ン
ボ
ク
と
呼
ん
で
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居
る
。
然
る
に
桜
町
中
納
言
花
の
寿
命
を
延
べ
ん
が
為
に
、
泰
山
府
君
の
祭

を
営
ん
だ
と
い
ふ
故
事
に
拠
つ
て
、
好
事
の
輩
が
是
に
こ
の
文
字
を
宛
て
た

の
は
、
却
つ
て
後
代
の
附
会
で
あ
ら
う
云
々
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
元
の
種

類
は
判
つ
て
居
る
筈
な
の
に
虎
の
尾
見
た
や
う
な
や
ゝ
特
徴
の
多
い
花
に
、

此
名
が
遷
つ
て
行
つ
た
の
は
ど
う
い
ふ
わ
け
で
あ
ら
う
か
。
或
は
事
に
よ
る

と
二
つ
の
名
称
は
、
二
度
に
生
ま
れ
た
も
の
が
後
に
な
つ
て
一
つ
に
な
つ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
現
に
今
で
も
泰
山
府
君
と
い
ふ
桜
に
は
、
も
う
五
つ
ま

で
も
変
種
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
信
濃
桜
の
場
合
で
も
同
じ
こ
と
だ
が
、
名
称
は
や
は
り
一
種
の
手
が
ゝ
り

と
い
ふ
に
止
め
、
重
き
を
其
点
に
は
置
か
ぬ
や
う
に
、
物
の
異
同
と
い
ふ
こ

と
か
ら
流
布
と
保
存
の
理
法
を
尋
ね
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
是
が
文
字
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を
唯
一
に
近
い
資
料
と
し
て
、
今
ま
で
進
ん
で
来
た
学
問
の
改
め
ら
る
べ
き

点
で
あ
る
。
さ
う
は
言
ひ
な
が
ら
も
我
々
の
探
究
が
と
も
す
れ
ば
そ
の
古
く

さ
い
方
法
に
傾
き
や
す
い
の
は
、
問
題
の
中
心
を
は
つ
き
り
と
見
定
め
て
、

そ
れ
へ
〳
〵
と
近
よ
つ
て
行
く
こ
と
に
よ
つ
て
防
ぎ
得
ら
れ
る
。
仮
に
京
都

で
数
百
年
以
前
か
ら
、
信
濃
桜
と
い
ふ
名
で
呼
ん
で
居
た
花
が
、
今
も
信
州

で
見
ら
れ
る
老
木
の
枝
垂
の
こ
と
で
あ
り
、
北
は
奥
羽
の
果
ま
で
も
分
布
し

て
、
愛
賞
せ
ら
れ
て
居
た
も
の
も
そ
れ
だ
つ
た
と
決
し
て
も
、
そ
こ
で
止
ま

つ
た
の
で
は
た
ゞ
の
博
識
で
、
記
憶
を
労
す
る
ま
で
も
無
い
小
さ
な
事
実
に

過
ぎ
な
い
。
私
た
ち
の
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
何
故
に
斯
う
い

ふ
枝
の
垂
れ
た
糸
桜
が
、
も
と
は
限
ら
れ
た
る
一
地
域
の
産
で
あ
り
、
後
に

は
弘
く
国
中
に
も
て
は
や
さ
れ
る
に
至
つ
た
か
。
単
な
る
珍
奇
を
め
で
る
心
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よ
り
以
外
に
、
何
か
そ
の
背
後
に
之
を
重
く
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
古
来
の

感
覚
が
有
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
私
の
一
つ
の
仮
定
は
、

神
霊
が
樹
に
依
る
こ
と
、
大
空
を
行
く
も
の
が
地
上
に
降
り
来
ら
ん
と
す
る

に
は
、
特
に
枝
の
垂
れ
た
る
樹
を
択
む
で
あ
ら
う
と
想
像
す
る
の
が
、
も
と

は
普
通
で
あ
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
幽
霊
を
垂
柳
の
蔭
に
思
ひ

合
せ
る
の
と
、
同
じ
心
持
が
桜
や
栗
の
木
の
場
合
に
も
働
い
て
居
た
の
で
は

な
い
か
。
少
な
く
と
も
今
は
さ
う
思
つ
て
こ
の
問
題
を
注
意
し
て
居
る
。

　
家
の
庭
に
又
は
蹴
鞠
の
懸
り
木
に
、
之
を
栽
ゑ
る
の
は
転
変
で
あ
り
、
且

つ
は
一
種
の
忘
却
と
も
考
へ
ら
れ
、
や
は
り
一
方
の
社
や
寺
の
前
、
そ
の
他

霊
地
タ
ッ
シ
ヨ
と
い
ふ
べ
き
処
に
限
つ
た
の
が
、
田
舎
に
古
い
感
覚
の
取
残

さ
れ
る
例
か
も
知
れ
な
い
。
乃
ち
都
鄙
年
代
の
前
後
に
は
依
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
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行
脚
随
筆
と
い
ふ
百
数
年
前
の
紀
行
に
、
上
州 

北 

甘 

楽 

き
た
か
ん
ら

郡
下
滝
村
の
慈
眼

寺
に
、
古
い
し
だ
れ
桜
の
木
の
あ
つ
た
こ
と
を
記
し
て
居
る
。
足
利
尊
氏
が

こ
ゝ
に
来
て
此
花
を
賞
し
、
連
歌
の
一
座
を
興
行
し
た
と
い
ふ
の
は
ど
う
で

も
よ
ろ
し
い
が
、
今
で
も
村
の
人
々
は
此
地
を
冥
土
の
往
来
の
入
口
と
い
ひ
、

一
つ
の
洞
穴
を
そ
の
口
碑
と
結
び
付
け
て
居
る
以
外
に
、
曾
て
亡
霊
が
現
は

れ
て
、
此
桜
の
花
を
見
て
来
た
者
は
地
獄
の
責
苦
を
免
れ
る
で
あ
ら
う
と
、

言
つ
た
と
い
ふ
こ
と
ま
で
語
り
伝
へ
て
居
る
。
花
見
が
一
つ
の
祭
の
式
で
あ

つ
た
時
代
が
、
上
世
に
は
あ
つ
た
ら
し
い
と
い
ふ
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。

　
そ
の
最
初
の
樹
と
い
ふ
も
の
が
、
枯
れ
ず
に
残
つ
て
居
る
筈
は
も
う
無
い

け
れ
ど
も
、
前
に
は
山
野
の
さ
う
い
ふ
木
の
在
る
処
に
、
こ
ち
ら
か
ら
出
か

け
て
迎
へ
祭
を
し
た
も
の
が
、
後
々
任
意
の
霊
場
を
設
定
す
る
や
う
に
な
つ
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て
か
ら
は
、
次
第
に
若
木
を
育
て
た
り
、
又
は
移
植
す
る
や
う
な
習
は
し
を

生
じ
、
そ
れ
が
又
こ
の
一
種
の
木
の
分
布
を
、
助
け
た
も
の
と
も
見
ら
れ
ぬ

こ
と
は
無
い
。
原
地
を
ど
こ
と
指
す
こ
と
は
出
来
ぬ
ま
で
も
、
と
も
か
く
も

今
あ
る
社
や
寺
の
創
立
よ
り
も
古
く
、
又
は
そ
れ
と
は
縁
の
無
い
由
来
不
明

の
い
は
ゆ
る
雑
種
地
に
、
屡
〻
し
だ
れ
桜
の
老
木
を
見
る
と
い
ふ
地
方
な
ら

ば
、
曾
て
こ
の
信
仰
習
俗
の
行
は
れ
て
居
た
遺
跡
と
推
定
し
て
よ
い
の
で
は

な
か
ら
う
か
。
さ
う
は
概
括
し
て
い
ふ
こ
と
は
出
来
ぬ
ま
で
も
、
特
に
大
き

な
樹
が
あ
つ
た
と
い
ふ
記
録
は
、
注
意
す
べ
き
だ
と
私
は
思
つ
て
居
る
。
松

屋
筆
記
巻
八
十
八
に
、
次
の
様
な
記
事
が
あ
つ
て
是
は
文
政
年
間
の
事
実
で

あ
る
。
曰
く
、
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益
沢 

勾  

当 

こ
う
た
う

話
、
信
州
飯
田
真
言
宗
普
門
院
に
、
し
だ
れ
桜
六
抱
半
の
木
、

　
同
近
辺
山
本
村
、
近
藤
登
之
助
陣
屋
に
、
七
か
ゝ
へ
の
し
だ
れ
桜
あ
り
。

　
又
高
遠
城
に
は
五
か
ゝ
へ
の
桜
あ
り
、
是
は
か
ば
桜
か
し
だ
れ
桜
か
不
詳

　
云
々

　
京
都
で
伏
見
宮
、
近
衛
殿
の
庭
の
桜
な
ど
に
比
べ
る
と
、
ど
ち
ら
が
年
上

だ
つ
た
か
は
決
し
難
い
が
、
少
な
く
と
も
前
の
二
本
の
大
木
な
ど
は
、
其
寺

よ
り
も
陣
屋
よ
り
も
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
自
然
の
生
木
を

伐
り
残
し
た
の
で
は
無
く
、
わ
ざ
〳
〵
若
木
を
移
し
て
来
た
も
の
だ
つ
た
と

し
て
も
、
そ
の
趣
意
目
的
は
恐
ら
く
京
の
二
箇
処
と
、
全
く
ち
が
つ
た
も
の

で
あ
つ
た
ら
う
と
私
は
信
じ
て
居
る
。
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（
附
記
）
山
宮
考
の
中
に
は
書
い
て
置
か
な
か
つ
た
が
、
伊
勢
の
山
田

　
　
の
度
会
氏
の
山
宮
祭
場
に
は
、
泰
山
木
と
い
ふ
木
が
あ
つ
て
、
そ
こ
で

　
　
其
祭
を
し
た
と
二
三
の
書
に
見
え
る
。
そ
の
泰
山
木
と
い
ふ
の
は
ど
ん

　
　
な
樹
で
あ
つ
た
ら
う
か
。
今
は
も
う
跡
形
も
あ
る
ま
い
が
、
誰
か
覚
え

　
　
て
居
る
人
は
無
い
か
ど
う
か
。
多
分
桜
の
木
を
さ
う
謂
つ
た
の
で
は
あ

　
　
る
ま
い
か
。
な
ほ
如
何
に
し
て
さ
う
い
ふ
名
が
出
来
た
か
ゞ
、
自
分
に

　
　
と
つ
て
は
好
い
参
考
に
な
る
の
で
あ
る
。
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