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江
戸
時
代
に
お
け
る
宮
廷
の
花
見

町
田 

香

は
じ
め
に

　
現
代
に
お
け
る
花
見
を
「
群
桜
」「
飲
食
」「
群
集
」
の
三
要
素
が
備
わ
っ
て
は
じ
め
て
成

立
す
る
も
の
、
と
白
幡
洋
三
郎
は
『
花
見
と
桜
』（1）
に
お
い
て
定
義
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
現

代
に
つ
な
が
る
花
見
は
、
長
い
日
本
の
歴
史
を
背
負
っ
た
都
市
の
貴
族
的
な
文
化
と
、
農
村

の
農
民
文
化
の
二
つ
が
、
十
八
世
紀
前
後
の
都
市
文
化
の
形
成
と
結
び
つ
い
て
大
衆
化
し
た

も
の
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
花
見
が
大
衆
化
さ
れ
た
十
八
世
紀
前
後
に
お
い
て
、
古
代
か
ら
続
く
都
市
の
貴
族
的
な
文

化
と
し
て
の
花
見
は
ど
の
よ
う
な
様
子
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
は
、
江
戸
時
代
初
期

の
後
水
尾
天
皇
の
皇
女
・
品
宮
の
日
記
『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』（2）
を
中
心
に
、
日
記
類
に
記

さ
れ
た
宮
廷
の
花
見
に
関
す
る
記
述
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
宮
廷
貴
族
の
花
見
の

あ
り
方
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
宮
廷
の
庭
に
お
け
る
花
見

（
一
）
天
皇
・
上
皇
の
庭
園
に
お
け
る
壮
大
な
花
見

　
現
在
の
京
都
御
所
に
は
、
紫
宸
殿
南
庭
、
清
涼
殿
東
庭
、
小
御
所
と
御
学
問
所
に
東
面
す

る
御
池
庭
を
は
じ
め
、
藤
壺
、
萩
壺
な
ど
大
小
複
数
の
庭
が
存
在
す
る
。
江
戸
時
代
に
は
御

所
の
建
物
配
置
は
何
度
か
変
化
し
て
い
っ
た
が
、
江
戸
時
代
の
天
皇
は
、
こ
の
御
所
内
か
ら

容
易
く
外
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
生
活
の
全
て
と
も
い
え
る
こ
の
御
所
内
の
ど
の

庭
で
、
天
皇
は
ど
の
よ
う
な
花
見
を
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

き
ん
中
し
ゝ
ん
て
ん
の
お
庭
の
桜
さ
か
り
に
て
、
仙
洞
御
幸
な
し
ま
い
ら
せ
ら
れ
る
に

我
身
も
ま
い
る
、
先
帝
女
一
の
宮
も
お
な
い
、
あ
や
の
宮
・
大
聖
寺
殿
・
ふ
き
の
宮
な

と
も
な
る
、
め
て
た
き
御
に
き
／
＼
し
さ
也
、
木
の
本
へ
も
な
ら
し
ま
し
、
御
く
は
し
・

御
く
こ
ん
な
と
も
出
て
、
し
は
ら
く
な
か
め
お
は
し
ま
し
て
、
夕
か
た
御
せ
ん
は
四
季

の
間
に
て
ま
い
る
〈
略
〉（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
貞
享
五
年
三
月
廿
一
日
）（
傍
線
筆
者
・
以
下
同
様
）

ま
ず
、
江
戸
時
代
中
期
の
東
山
天
皇
の
花
見
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
日
、
父
で
あ
る

霊
元
院
を
迎
え
て
紫
宸
殿
の
庭
で
花
見
が
行
わ
れ
た
。
あ
い
に
く
朝
か
ら
雨
が
少
し
降
っ
て

い
た
が
、
や
が
て
や
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
花
見
に
は
、
故
後
水
尾
院
の
皇
女
・
品
宮
や
故
後

光
明
天
皇
の
女
一
宮
、
あ
や
の
宮
や
大
聖
寺
宮
、
ふ
き
の
宮
と
い
っ
た
皇
女
た
ち
も
加
わ
っ

て
賑
や
か
な
様
子
で
あ
っ
た
。
途
中
、
天
皇
が
桜
の
木
の
も
と
に
歩
み
寄
り
、
お
菓
子
や
お

酒
を
召
し
上
が
っ
て
、
し
ば
ら
く
桜
を
眺
め
て
い
た
。
そ
の
後
、
場
所
を
御
殿
内
の
四
季
の

間
に
移
し
、
夕
食
と
な
っ
た
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
京
都
御
所
で
の
花
見

の
場
と
し
て
は
「
紫
宸
殿
の
庭
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
同
様
に
紫
宸
殿
の
庭
で
の
花
見
と
い

う
記
述
は
数
多
く
見
ら
れ
、
天
皇
の
花
見
の
場
所
と
し
て
紫
宸
殿
の
庭
が
代
表
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　
紫
宸
殿
は
宮
廷
の
重
要
な
儀
礼
を
行
う
場
で
あ
る
。
こ
の
紫
宸
殿
の
桜
と
い
っ
て
ま
ず
思

い
浮
か
ぶ
の
は
「
左
近
の
桜
」
で
あ
る
が
、
天
皇
た
ち
は
こ
の
紫
宸
殿
の
前
の
一
本
の
左
近

の
桜
の
木
の
下
で
花
見
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
本
と
い
え
ど
も
御
所
を
象
徴
す
る
左
近
の

桜
で
あ
る
。
そ
の
下
に
皇
族
が
集
ま
り
賑
や
か
に
花
見
を
し
、
天
皇
が
そ
の
桜
の
下
に
歩
み

寄
る
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
状
況
な
の
だ
ろ
う
か
。
別
の
花
見
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。

き
ん
中
御
庭
の
花
さ
か
り
に
て
仙
洞
・
女
院
御
幸
に
て
我
身
も
ま
い
る
、
女
一
の
宮
・

女
二
の
宮
・
仁
和
寺
宮
に
も
な
る
、
あ
な
た
に
も
あ
や
の
宮
其
ほ
か
の
宮
た
ち
も
出
給

ふ
、
御
ひ
し
／
＼
の
事
也
、
御
庭
に
た
ゝ
み
し
か
れ
御
座
も
か
ま
へ
御
し
つ
ら
ひ
有
て

花
の
下
に
て
御
ち
や
の
こ
な
と
出
て
い
つ
れ
も
御
さ
う
は
ん
と
も
也
、
夕
か
た
は
た
い

は
ん
所
あ
さ
か
れ
い
の
間
と
り
は
な
し
て
花
御
ら
ん
に
て
御
せ
ん
も
ま
い
る
、
わ
か
き

公
家
衆
め
し
て
御
か
く
有
、主
上
に
は
御
こ
と
（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
元
禄
四
年
三
月
廿
五
日
）

先
と
同
じ
く
東
山
天
皇
の
御
所
で
の
花
見
の
様
子
で
あ
り
、
こ
の
日
も
霊
元
院
と
女
院
、
そ

の
他
皇
族
方
が
集
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
「
御
庭
に
た
ゝ
み
し
か
れ
御
座
も

か
ま
へ
御
し
つ
ら
ひ
有
て
」
と
、
庭
の
花
の
下
に
、
畳
を
敷
き
御
座
を
構
え
る
、
と
い
う
設

え
が
な
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
右
の
記
述
に
は
紫
宸
殿
の
庭
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

せ
い
り
や
う
て
ん
の
桜
さ
か
り
の
よ
し
に
て
、き
ん
中
よ
り
仰
下
さ
れ
候
て
ま
い
る
、女

一
の
宮
・
女
二
の
宮
に
も
な
ら
し
ま
す
、
花
の
下
に
た
ゝ
み
な
と
し
か
せ
、
上
に
も
な

ら
し
ま
し
て
、
い
つ
れ
も
ま
い
る
、
御
ち
や
の
こ
な
と
出
て
、
御
さ
う
は
ん
す
、
し
ゆ
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い
る
と
す
れ
ば
、
清
涼
殿
の
庭
の
桜
の
も
と
に
百
畳
の
畳
が
敷
か
れ
、
花
見
と
俳
諧
が
催
さ

れ
て
い
た
と
い
う
事
に
な
る
。
本
当
に
百
畳
も
の
畳
が
敷
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、

そ
の
様
子
に
近
い
状
態
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
図
１
）「
内
裏
（
宝
永
度
）
南
庭
花
見

図
」（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
蔵
）
が
あ
る
。

　
こ
の
図
を
見
る
と
、
清
涼
殿
の
中
央
階
か
ら
真
っ
直
ぐ
南
下
し
て
一
本
の
道
が
つ
く
ら
れ
、

四
脚
門
近
く
に
百
四
十
枚
ほ
ど
の
畳
ほ
ど
の
畳
が
敷
か
れ
て
い
る
。
こ
の
一
本
道
も
「
此
御

道
敷
畳
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
畳
敷
の
道
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の

一
本
道
に
は
紫
宸
殿
か
ら
西
に
延
び
た
道
も
途
中
で
合
流
し
て
い
る
。
さ
き
ほ
ど
か
ら
散
見

す
る
、
御
庭
に
畳
を
敷
き
御
座
を
構
え
る
、
と
い
っ
た
記
述
は
ま
さ
に
こ
の
図
の
よ
う
な
状

況
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
紫
宸
殿
で
あ
っ
て
も
、
清
涼
殿
で
あ
っ
て
も
、
畳
が
敷
か
れ

た
の
は
建
物
近
く
で
は
な
く
、
南
門
付
近
で
あ
り
、
そ
こ
ま
で
は
長
い
一
本
の
畳
敷
の
道
が

つ
く
ら
れ
、
さ
ら
に
御
庭
に
敷
い
た
畳
は
百
畳
を
越
え
る
枚
数
で
あ
っ
た
可
能
性
が
う
か
が

え
る
。
図
を
よ
く
見
る
と
敷
か
れ
た
畳
は
百
四
十
枚
も
あ
り
、
そ
の
畳
の
上
に
は
二
箇
所
に

赤
く
塗
ら
れ
た
御
座
と
み
ら
れ
る
席
が
あ
り
そ
の
周
辺
は
白
枠
で
囲
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

天
皇
の
御
座
所
は
他
と
区
画
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。ま
た
、周
辺
に
は
金
屏
風
や
緞
子
幕

な
ど
の
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
ら
で
部
分
的
に
囲
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
驚

く
べ
き
は
こ
の
畳
敷
だ
け
で
は
な
い
。
最
も
肝
心
な
桜
が
、
畳
敷
の
場
の
南
に
等
間
隔
で
並

べ
て
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
南
だ
け
で
は
な
く
、
西
側
の
塀
沿
い
に
も
等
間
隔
で

丸
印
と
「
桜
」
の
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
京
都
御
所
の
こ
の
南
側
築
地
、
西
側
築

地
に
桜
の
木
は
植
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
切
株
の
跡
も
見
当
た
ら
な
い
。
十
本
も
の
桜
が
本
当

に
こ
の
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
植
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
切
立
の

桜
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
切
立
と
は
樹
木
の
根
を
切
り
落
と
し
た
も
の
で
、
蹴
鞠
の
際
に

も
臨
時
に
そ
の
場
を
つ
く
る
際
に
こ
の
よ
う
な
仮
設
的
な
植
栽
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、図
１
の
花
見
図
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
も
の
と
さ
れ
る
が
、こ
の
時
の
天
皇
で

あ
る
後
桜
町
天
皇
の
事
跡
を
収
集
し
た
『
後
桜
町
天
皇
実
録
』
で
は
、
明
和
八
年
の
花
見
の

記
述
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
前
年
の
明
和
七
年
三
月
十
三
日
に
は
、
南
庭
で
花
見
が

催
さ
れ
た
が
天
皇
の
出
御
は
な
く
、
関
白
や
宮
門
跡
方
な
ど
の
大
勢
で
宴
を
楽
し
ん
だ
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
和
六
年
三
月
九
日
に
も
南
庭
で
花
見
が
行
わ
れ
て
お
り
、『
柳

原
紀
光
日
記
』
に
は
「
今
日
南
庭
桜
花
叡
覧
、
摂
政
已
下
人
々
多
参
」（4）
と
あ
り
、
大
人
数
の

参
加
者
が
い
た
こ
と
の
み
は
う
か
が
え
る
が
、
そ
の
実
態
が
絵
図
に
描
か
れ
た
よ
う
な
あ
り

方
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
う
に
も
ま
い
り
給
ふ
、
宮
か
た
に
も
の
こ
ら
す
な
ら
し
ま
し
て
、
御
ひ
し
／
＼
の
事

也
、
大
す
け
殿
・
東
二
条
も
色
／
＼
も
て
な
し
ち
さ
う
也
、
夕
か
た
御
せ
ん
は
四
季
の

間
に
て
ま
い
り
、
い
つ
れ
も
御
さ
う
は
ん
と
も
也
、
御
せ
ん
過
て
、
お
つ
ゝ
け
御
い
と

ま
申
す
、（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
元
禄
二
年
二
月
廿
八
日
）

こ
の
よ
う
に
、
天
皇
の
御
所
で
は
、
紫
宸
殿
と
同
じ
よ
う
に
清
涼
殿
に
お
い
て
も
花
見
が
催

さ
れ
、
桜
の
花
の
下
に
畳
が
敷
か
れ
て
お
り
、
紫
宸
殿
、
清
涼
殿
に
関
わ
ら
ず
御
所
で
の
花

見
の
際
に
は
畳
が
敷
か
れ
、
御
座
が
構
え
ら
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
庭
に
畳
を
敷
く
と
は
ど
の
よ
う
な
規
模
で
ど
の
よ
う
な
並
べ
ら
れ

方
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
庭
の
ど
の
場
所
に
畳
が
敷
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
慶

安
三
年
（
一
六
五
〇
）
三
月
十
二
日
に
禁
中
で
行
わ
れ
た
花
見
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
左
の

記
述
は
鹿
苑
寺
の
住
持
で
あ
る
鳳
林
承
章
の
日
記
『
隔
蓂
記
』
の
記
述
で
あ
る
。

於
　
禁
中
、
而
有
御
花
見
。〈
略
〉
仙
洞
御
幸
也
。
今
日
御
花
見
之
御
客
伏
見
一
品
親

王
・
二
條
前
接
政
殿
・
飛
鳥
井
大
納
言
・
藪
入
道
宗
音
・
予
也
。〈
略
〉
於
小
御
所
、
而

　
仙
洞
御
相
伴
、
有
御
振
舞
。
御
相
伴
伏
見
殿
・
二
條
殿
・
飛
鳥
井
大
納
言
殿
・
藪
入

道
殿
・
予
也
。
御
膳
相
済
、
仙
洞
御
供
仕
、
庭
上
之
桜
令
拝
見
之
也
。
清
涼
殿
之
御
庭
、

数
畳
被
舗
畳
也
（3）
。

当
時
の
天
皇
は
後
光
明
天
皇
で
あ
り
、父
親
で
あ
る
後
水
尾
院
が
花
見
に
御
幸
し
て
い
る
。花

見
の
お
客
は
伏
見
宮
貞
清
親
王
、
二
條
康
道
、
飛
鳥
井
雅
宣
、
藪
宗
音
と
鳳
林
承
章
で
あ
っ

た
。
小
御
所
に
お
い
て
お
振
舞
が
あ
っ
た
後
、
後
水
尾
院
に
御
供
し
て
庭
の
桜
の
花
見
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
清
涼
殿
の
庭
で
あ
り
、
こ
の
庭
に
は
数
畳
の
畳
が
敷
か
れ
て
い
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
、
俳
諧
が
催
さ
れ
鳳
林
承
章
が
発
句
を
、
脇
を
藪
宗
音
が
つ
け

る
こ
と
に
な
っ
た
。

花
ノ
モ
ト
ニ
百
敷
ナ
ラ
ブ
畳
哉
　
承
章
。

春
ノ
御
幸
ニ
九
献
ノ
ム
袖
　
宗
音
。

こ
の
よ
う
に
、
鳳
林
承
章
の
日
記
に
は
数
畳
と
書
か
れ
て
い
た
畳
の
枚
数
が
、
俳
諧
発
句
で

は
百
畳
の
畳
が
敷
か
れ
て
い
た
と
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
発
句
が
実
景
を
詠
ん
で
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法
わ
う
御
庭
の
さ
く
ら
さ
か
り
に
て
、
け
ふ
御
花
見
有
、　
新
院
御
幸
、
せ
う
か
う
院
宮
、

妙
法
院
宮
、
し
や
う
こ
院
宮
、
青
れ
ん
院
宮
、
ゑ
ん
せ
う
し
殿
、
あ
け
の
宮
の
御
か
た
、

か
う
せ
う
院
殿
な
る
、
右
府
、
我
身
も
ま
い
る
、
新
中
納
言
殿
に
も
御
参
な
り
、
御
に

き
／
＼
の
事
に
て
御
き
そ
く
よ
く
、
め
て
た
さ
幾
年
の
御
花
見
も
あ
そ
は
さ
る
ゝ
や
う

に
と
い
つ
れ
も
よ
ろ
こ
ひ
い
は
ふ
、
花
の
下
に
た
ゝ
み
な
と
し
か
れ
、
ま
く
を
は
り
お

も
し
ろ
き
や
う
す
な
り
、
そ
こ
に
て
ゝ
ち
や
の
こ
な
と
出
み
な
／
＼
も
御
さ
う
は
ん
の

事
也
、〈
略
〉（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
延
宝
二
年
三
月
廿
日
）

右
の
記
述
は
、
後
水
尾
法
皇
の
仙
洞
御
所
に
お
け
る
花
見
の
様
子
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
お

い
て
も
仙
洞
御
所
に
皇
族
を
中
心
と
し
た
方
々
が
集
い
花
見
を
行
っ
て
い
る
。
桜
の
花
の
下

に
畳
を
敷
い
て
、
周
辺
に
幕
を
張
っ
た
と
い
う
記
述
は
、
先
の
（
図
1
）「
内
裏
（
宝
永
度
）
南
庭

花
見
図
」
と
共
通
し
て
い
る
。
当
時
の
仙
洞
御
所
も
規
模
が
大
き
く
、
ど
の
場
所
に
ど
の
程

度
の
花
見
の
場
を
設
え
た
か
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
花
見
の
場
が
、
畳
、
御
座
、
幕
な

ど
で
整
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

き
ん
中
御
庭
の
藤
・
き
り
し
ま
さ
か
り
に
て
、
ま
い
り
み
う
へ
き
よ
し
仰
下
さ
れ
ま
い

る
、
妙
門
・
大
聖
寺
殿
も
お
な
し
、
青
門
に
は
ひ
さ
入
御
こ
と
は
り
、
左
府
も
其
返
也
、

御
庭
に
た
ゝ
み
な
と
し
か
れ
、御
ひ
る
物
出
る
、夕
か
た
御
せ
ん
は
小
御
所
に
て
ま
い
り

み
な
／
＼
も
御
さ
う
は
ん
す
、
夜
に
入
後
た
ん
も
出
て
亥
刻
程
に
御
い
と
ま
申
す
、
す

く
ろ
く
ひ
き
あ
ひ
有
、
帯
な
と
た
ふ
、（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
延
宝
二
年
三
月
廿
日
）

と
あ
る
よ
う
に
、
桜
だ
け
で
は
な
く
藤
や
躑
躅
な
ど
の
花
見
の
際
に
も
庭
に
畳
が
敷
か
れ
花

見
が
行
わ
れ
て
い
た
。

（
二
）
宮
門
跡
・
摂
家
の
庭
園
に
お
け
る
花
見

　
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
京
都
御
所
で
催
さ
れ
た
花
見
は
、
盛
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
は
、
宮
門
跡
や
摂
家
の
庭
に
お
け
る
花
見
の
様
子
か
ら
、
天
皇
・
上
皇
の
花
見
と
そ
れ
以

外
の
宮
廷
貴
族
の
花
見
の
違
い
を
見
て
い
き
た
い
。
次
の
記
述
は
妙
法
院
門
跡
の
庭
で
催
さ

れ
た
花
見
の
様
子
で
あ
る
。

妙
門
に
て
の
ふ
有
て
、
左
府
・
内
府
・
我
身
も
行
、〈
略
〉
の
ふ
す
み
て
、
ひ
も
ん
か
た

　
つ
ま
り
、
京
都
御
所
の
紫
宸
殿
に
お
け
る
花
見
と
は
左
近
の
桜
の
下
で
行
わ
れ
た
の
で
は

な
く
、
百
畳
も
の
畳
が
敷
か
れ
た
広
大
な
花
見
の
場
を
仮
設
し
、
そ
の
周
辺
に
切
立
て
と
見

ら
れ
る
桜
の
木
を
配
列
し
、
そ
こ
で
花
見
を
楽
し
む
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
畳
を
敷
い
て
花
見
の
場
を
仮
設
す
る
こ
と
は
、
京
都
御
所
だ
け
で
は
な
く
仙

洞
御
所
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　

図1　「内裏 （宝永度） 南庭花見図」 （東京都立中央図書館特別文庫宝蔵）
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　『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
の
筆
者
で
あ
る
後
水
尾
天
皇
の
皇
女
・
品
宮
は
近
衞
基
凞
に
嫁

い
で
お
り
、
そ
の
日
記
に
は
梅
、
桜
、
藤
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
花
見
の
記
述
に
あ
ふ
れ
て
お
り
、

日
常
的
に
花
見
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
桜
の
花
見
に
関
し
て
は
、
糸
桜
と
い
う
記

述
は
な
く
彼
岸
桜
の
花
見
が
た
び
た
び
催
さ
れ
て
い
た
。

庭
の
ひ
か
ん
桜
さ
か
り
ゆ
へ
御
ふ
く
ろ
入
江
殿
よ
ひ
ま
い
ら
す
、
か
し
ん
も
ま
い
ら

る
ゝ
て
い
き
よ
く
も
め
し
よ
す
る
、（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
天
和
元
年
二
月
廿
二
日
）

ま
た
、春

日
の
山
桜
さ
か
り
ゆ
へ
、
ま
こ
た
ち
つ
れ
て
花
見
、
ひ
る
の
物
花
の
下
に
て
、
左
府

へ
も
ま
い
ら
せ
、
御
さ
う
は
ん
す
、
内
府
も
お
な
し
、
子
た
ち
き
け
ん
よ
く
、
庭
あ
な

た
こ
な
　
た
あ
そ
ひ
給
ふ
、し
ほ
ら
し
さ
な
か
め
な
く
さ
む
（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
元
禄
二

年
二
月
十
九
日
）

と
の
よ
う
に
、
近
衞
家
の
花
見
は
、
品
宮
と
そ
の
子
供
や
孫
た
ち
、
ま
た
は
親
類
な
ど
身
近

な
人
々
に
よ
る
小
規
模
な
も
の
だ
っ
た
。
天
皇
や
上
皇
の
花
見
は
百
畳
も
の
畳
な
ど
を
敷
い

て
催
さ
れ
る
盛
大
な
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
他
の
宮
廷
貴
族
の
花
見
は
親
近
者
に
よ
る
家
族

的
で
小
規
模
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

二
、
宮
廷
の
花
見
に
み
る
民
衆
文
化
と
の
接
点

（
一
）
演
劇
的
遊
興
と
花
見

本
院
へ
仙
洞
（
霊
元
）、
女
院
御
幸
也
、
御
じ
や
う
位
の
後
ハ
し
め
て
也
我
身
も
ま
い
る

先
帝
女
一
の
宮
も
お
な
し
御
に
き
／
＼
の
事
い
ろ
／
＼
の
御
ち
さ
う
也
、
庭
の
桜
の
木

に
つ
く
り
花
を
つ
け
ら
れ
、
さ
て
／
＼
時
分
の
や
う
に
さ
き
、
け
ふ
を
さ
か
り
の
て
い

見
事
さ
〈
略
〉（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
貞
享
四
年
八
月
廿
日
）

右
の
記
述
は
、
霊
元
院
が
明
正
院
の
御
所
へ
訪
れ
た
際
に
催
さ
れ
た
花
見
の
様
子
で
あ
る
。

明
正
院
の
庭
園
は
桜
の
木
が
満
開
で
、
さ
な
が
ら
花
見
の
最
盛
期
の
よ
う
だ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
桜
の
花
は
造
花
で
、
桜
の
木
に
飾
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
物
の
花
で
は
な
か
っ
た
の

へ
つ
れ
た
ち
、
御
か
へ
り
也
、
其
ほ
か
は
夕
か
た
さ
う
は
ん
と
も
に
て
、
庭
へ
行
、
桜

さ
か
り
に
て
花
の
下
ニ
ま
く
な
と
は
ら
せ
、
さ
け
・
す
ゝ
な
と
も
有
て
、
に
き
／
＼
し

さ
又
よ
き
な
く
さ
み
也
、
夕
は
へ
の
花
の
み
事
さ
／
＼
く
れ
か
た
ま
て
な
か
め
て
、
常

の
所
へ
か
へ
る
〈
略
〉（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
元
禄
二
年
二
月
廿
七
日
）

こ
の
日
、
妙
法
院
で
は
観
能
が
催
さ
れ
、
門
主
で
あ
る
堯
恕
法
親
王
の
も
と
に
、
妹
で
あ
る

品
宮
と
そ
の
夫
・
近
衞
基
凞
、
親
戚
が
集
っ
た
。
能
が
終
わ
る
と
帰
る
者
も
あ
っ
た
が
、
品

宮
た
ち
は
残
り
、
庭
に
行
っ
て
花
見
に
興
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
場
の
し
つ
ら
え
と
し

て
は
桜
の
花
の
下
に
幕
を
張
っ
て
酒
宴
と
な
り
、
こ
と
に
夕
映
え
の
桜
の
美
し
さ
を
書
き
留

め
て
い
る
。
こ
の
日
の
花
見
の
様
子
を
門
主
で
あ
る
堯
恕
法
親
王
も
自
身
の
日
記
『
堯
恕
法

親
王
日
記
』
に
記
し
て
い
る
。

今
日
花
見
ノ
客
来
也
、
近
衛
殿
父
子
・
品
宮
・
儀
同
・
常
算
等
也
、
昼
之
内
有
能
、
大

夫
安
原
善
左
衛
門
、
は
や
し
羽
衣
　
能
天
鼓
　
忠
則
　
楊
き
ひ
　
阿
漕
　
野
守
　
夕
か

た
す
き
、
於
積
翠
ノ
池
辺
、
花
見
（5）
、

品
宮
の
日
記
と
同
様
に
、
昼
に
観
能
、
夕
方
か
ら
花
見
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
花
見
が
「
積
翠
ノ
池
辺
」
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
右
の
堯
恕
法
親
王
の
日
記
か
ら
明
ら
か

に
な
る
。

　
妙
法
院
門
跡
に
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
境
内
に
広
大
な
池
を
中
心
と
し
た
「
積
翠
園
」
と

い
う
庭
園
が
あ
っ
た
。
現
在
の
妙
法
院
に
は
、
大
書
院
前
庭
園
・
御
座
の
間
庭
園
が
あ
る
が
、

妙
法
院
の
北
方
に
隣
接
す
る
外
資
系
ホ
テ
ル
（
以
前
は
武
田
病
院
）
に
取
り
込
ま
れ
た
園
池
が
江

戸
時
代
の
積
翠
園
跡
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は
妙
法
院
の
敷
地
内
に
あ
っ
た
。
こ
の
積
翠
園

の
池
辺
に
幕
を
張
っ
て
酒
宴
を
催
し
て
花
見
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
近
衞
家
で
の
花
見
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。現
在
、京
都
御
苑
内
の
京
都
御
所
北
西
部

に
「
近
衞
池
」
と
呼
ば
れ
る
池
が
あ
り
、
そ
の
池
の
西
の
区
画
は
し
だ
れ
桜
で
有
名
で
春
の

季
節
に
は
花
見
で
多
く
の
人
で
賑
わ
う
桜
の
名
所
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
近
衞
池
」
と
し

だ
れ
桜
を
含
む
一
体
が
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
近
衞
家
の
本
邸
が
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
。
し

だ
れ
桜
が
植
え
ら
れ
て
い
る
一
帯
に
は
、
近
衞
家
の
屋
敷
が
建
て
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
も

残
る
「
近
衞
池
」
は
江
戸
時
代
初
期
に
造
ら
れ
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
位
置
を
変
え
ず
に
残
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
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き
の
よ
し
也
、（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
禄
四
年
四
月
十
三
日
条
）

こ
の
よ
う
に
、
明
正
院
た
ち
は
、
た
だ
参
詣
人
を
眺
め
る
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
な
か
っ
た
の

か
、
庭
園
で
は
人
形
操
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
な
ん
と
驚
い
た
こ
と
に
そ
の

人
形
操
り
師
も
、
さ
ら
に
そ
れ
を
見
物
す
る
客
の
姿
を
し
た
人
々
も
人
形
で
あ
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
庭
園
の
中
で
は
人
形
の
庶
民
が
祭
り
の
一
場
面
を
演
じ
、
庭
園
の
外
で
は
本
物

の
庶
民
が
参
詣
し
て
お
り
、
そ
の
様
子
を
庭
園
か
ら
眺
め
る
と
い
っ
た
、
な
ん
と
も
不
思
議

な
光
景
で
あ
る
。

　
十
八
世
紀
前
後
、宮
廷
の
庭
で
の
遊
興
で
は
市
井
の
庶
民
の
生
活
を
庭
園
で
再
現
し
、庶
民

の
姿
に
仮
装
す
る
な
ど
庭
園
が
劇
場
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
造
花
に

よ
る
花
見
も
そ
の
よ
う
な
庭
園
に
お
け
る
演
劇
的
遊
興
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
（6）
。
ま

た
、宮
廷
貴
族
の
住
宅
の
つ
く
り
に
も
寛
文
年
間
頃
か
ら
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
「
物
見
の
格
子
」

と
い
っ
て
、
格
子
の
隙
間
か
ら
大
通
の
仕
庶
の
姿
を
眺
め
る
つ
く
り
が
特
徴
に
な
る
と
の
指

摘
が
あ
る
（7）
。
こ
の
よ
う
に
、
宮
廷
貴
族
の
生
活
や
空
間
に
庶
民
、
つ
ま
り
民
衆
文
化
と
の

接
近
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
洛
外
で
の
花
見
と
市
井
見
物

　
宮
廷
貴
族
の
花
見
は
、
庭
園
だ
け
で
は
な
く
、
郊
外
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
。
そ
の
様
子

を
見
て
い
き
た
い
。

東
山
の
桜
と
も
さ
か
り
の
よ
し
ゆ
へ
、
け
ふ
け
ん
物
ニ
出
る
、
辰
刻
程
ニ
こ
な
た
を
い

て
ゝ
、
先
や
す
井
へ
行
、
そ
れ
よ
り
き
よ
水
、
か
う
た
い
寺
、
き
お
ん
、
ち
お
ん
院
を

み
て
、
三
条
の
や
し
き
へ
行
、〈
略
〉
夕
か
た
く
御
過
て
お
つ
ゝ
け
か
へ
る
、
道
す
か
ら

ゆ
へ
、
く
ろ
た
に
、
よ
し
田
、
百
万
へ
ん
な
と
の
花
と
も
も
け
ん
物
す
、
い
つ
か
た
の

も
み
事
さ
、
と
り
わ
き
て
き
よ
水
、
ち
お
ん
院
な
を
／
＼
み
事
也
、
少
さ
か
り
過
心
の

な
る
も
有
、
又
ま
た
し
き
も
あ
り
、
と
り
／
＼
の
み
事
さ
い
ふ
に
た
ら
す
、〈
略
〉（『
无

上
法
院
殿
御
日
記
』
元
禄
六
年
三
月
十
一
日
）

『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
を
通
読
す
る
と
、品
宮
が
洛
外
へ
の
遊
山
が
頻
繁
に
な
っ
て
い
く
の

は
、
元
禄
に
差
し
掛
か
る
頃
か
ら
で
あ
っ
た
（8）
。
特
に
花
見
に
お
い
て
は
東
山
方
面
へ
向
か

い
、
秋
の
紅
葉
狩
の
時
節
に
は
嵐
山
方
面
へ
向
か
う
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
右
の
記
述

で
あ
る
。
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
造
花
を
飾
っ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
こ
の

霊
元
院
の
御
幸
が
行
わ
れ
た
の
は
、
旧
暦
の
八
月
十
一
日
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ま
だ
暑
さ

が
残
り
な
が
ら
も
、
中
秋
の
名
月
を
間
近
に
控
え
た
時
期
で
あ
り
、
桜
の
季
節
は
と
う
に
過

ぎ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
正
院
の
庭
園
で
は
、
わ
ざ
わ
ざ
桜
の
造
花
で
飾
り
満
開

に
し
、
春
の
花
見
の
季
節
を
つ
く
り
出
し
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
花
見
で
は

さ
ら
に
趣
向
に
凝
っ
た
演
出
が
な
さ
れ
た
。

又
御
ち
ゃ
屋
な
ど
に
も
う
つ
く
し
き
も
て
あ
そ
ひ
も
の
と
も
か
さ
ら
れ
、
老
人
を
つ
く

り
、
そ
の
ぬ
し
の
や
う
に
し
て
有
、
よ
く
人
ニ
に
て
、
上
下
と
も
と
も
に
め
を
お
と
ろ

か
す
、
御
く
は
し
、
御
ち
ゃ
な
ど
出
ル
（
略
）
御
庭
の
つ
く
り
は
な
の
え
た
、
御
ち
ゃ
屋

の
か
さ
り
の
し
ほ
ら
し
き
も
の
と
も
色
ゝ
た
ふ
、
御
き
や
く
人
へ
の
こ
ら
す
た
ふ
、
中

つ
か
さ
卿
ま
て
も
そ
れ
／
＼
に
は
い
り
や
う
也
〈
略
〉（
同
前
）

庭
園
の
御
茶
屋
に
は
美
し
い
品
々
が
飾
ら
れ
て
お
り
、さ
ら
に
、そ
の
御
茶
屋
に
は
老
人
の
人

形
が
主
人
の
よ
う
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
御
茶
屋
を
商
店
に
、
老
人
を
店
主

に
見
立
て
た
演
出
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
老
人
の
人
形
は
人
間
に
と
て
も
よ
く
似
せ
て
つ
く

ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
こ
に
い
た
高
貴
な
方
も
家
臣
た
ち
も
驚
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
庭

園
に
お
い
て
眺
望
や
休
息
を
楽
し
む
た
め
の
御
茶
屋
は
、
商
店
に
様
変
わ
り
し
、
色
と
り
ど

り
の
商
品
が
陳
列
さ
れ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
店
の
亭
主
は
、
な
ん
と
人

間
で
は
な
く
人
間
に
そ
っ
く
り
な
人
形
だ
っ
た
。

　
花
見
に
限
ら
ず
、
こ
の
明
正
院
御
所
及
び
明
正
院
の
下
屋
敷
の
庭
園
で
は
度
々
こ
の
よ
う

な
等
身
大
人
形
が
登
場
す
る
演
出
が
行
わ
れ
、訪
問
客
を
驚
か
せ
た
。
例
え
ば
、百
万
遍
で
万

日
回
向
が
行
わ
れ
た
日
に
は
、
明
正
院
た
ち
は
、
多
く
の
参
詣
人
が
通
る
河
原
を
庭
園
か
ら

覗
き
見
て
楽
し
ん
で
い
た
（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
元
禄
四
年
四
月
十
三
日
条
）。
万
日
回
向
と
は
、
江

戸
時
代
、
一
日
参
詣
す
る
と
万
日
分
の
功
徳
に
値
す
る
と
さ
れ
た
特
定
の
日
、
ま
た
、
そ
の

日
の
法
会
の
こ
と
で
あ
る
。

百
ま
ん
へ
ん
に
万
日
の
ゑ
か
う
有
て
、
さ
ん
け
い
の
人
、
河
原
を
た
ん
と
／
＼
と
を
る
、

よ
き
御
な
く
さ
み
に
て
、
い
つ
れ
も
け
ん
物
す
、
其
う
へ
御
庭
に
も
人
き
や
う
の
つ
く

り
も
の
有
、
あ
や
つ
り
の
て
い
、
け
ん
物
の
人
な
と
お
も
し
ろ
く
し
て
あ
り
、
御
き
や

く
衆
へ
の
御
も
て
な
し
に
と
て
仰
つ
け
ら
れ
、
市
岡
つ
し
ま
の
守
さ
い
か
く
、
も
の
す
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東
山
方
面
で
は
特
に
知
恩
院
の
桜
を
目
当
て
に
出
か
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。「
た
て
こ
し

に
て
け
ん
物
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
花
見
の
際
に
は
輿
で
出
か
け
て
、
花
見
の
場
所
で
は
輿

を
立
て
て
見
物
し
て
い
た
。
右
の
記
述
は
知
恩
院
の
後
に
祇
園
に
向
か
っ
て
い
る
が
、
そ
こ

で
は
庶
民
が
花
見
を
行
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
で
立
ち
で
幕
を
は
っ
て
そ
こ
で
遊
ん
で

い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
庶
民
の
賑
わ
う
花
見
に
お
い
て
も
宮
廷
貴
族
は
輿
の
中
か
ら
静
か

に
そ
の
様
子
を
う
か
が
う
よ
う
に
花
見
を
行
う
と
い
っ
た
、
対
照
的
な
花
見
の
様
子
が
同
時

に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
輿
の
中
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
庶
民
と
同
様

に
幕
を
張
り
、
花
見
を
催
す
貴
族
の
姿
が
「
近
世
風
俗
図
譜
」（
図
２
）
（9）
に
描
か
れ
て
い
る
が
、

さ
き
ほ
ど
の
庶
民
の
花
見
の
賑
や
か
さ
に
比
し
て
、
屏
風
の
前
で
静
か
に
花
見
を
楽
し
む
姿

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貴
族
と
庶
民
は
同
じ
よ
う
に
市
井
で
の
花
見
を
楽
し
ん
で
い

る
が
、
動
と
静
と
い
っ
た
様
子
の
違
い
が
う
か
が
え
る
。
お
そ
ら
く
前
節
で
述
べ
た
妙
法
院

や
近
衞
家
で
の
花
見
も
こ
の
貴
族
の
花
見
の
よ
う
な
面
持
ち
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
一
方
、
そ
の
花
見
の
道
中
で
は
、
庶
民
と
そ
し
て
民
衆
文
化
に
興
味
を
抱
く
様
子
も
見
ら

れ
る
。け

ふ
は
て
ん
き
よ
く
の
と
か
な
る
ゆ
へ
、
ふ
と
お
も
ひ
た
ち
花
見
に
出
る
。
先
、
き
を

ん
へ
行
。
い
ま
た
時
分
は
や
き
ゆ
へ
あ
そ
ひ
申
人
も
な
く
、
や
う
や
う
ま
く
も
四
つ
五

つ
程
有
。
こ
れ
ら
も
ぬ
し
は
来
た
ら
ず
、
下
人
さ
き
へ
き
て
ま
く
を
は
り
こ
し
ら
へ
の

て
い
也
。

こ
の
日
、
品
宮
は
祇
園
へ
花
見
に
向
か
っ
た
。
ま
だ
時
間
が
早
く
、
四
、五
カ
所
で
幕
を
張
っ

て
い
る
の
み
で
あ
り
、
花
見
の
主
人
は
来
て
い
な
い
が
、
召
使
い
の
者
が
場
所
取
り
に
来
て

い
る
こ
と
が
記
る
さ
れ
て
い
る
。

さ
り
な
か
ら
め
つ
ら
し
き
や
う
た
い
な
る
も
の
行
ち
か
ひ
と
を
る
を
み
れ
は
、
と
し
の

こ
ろ
い
ま
た
や
う
や
う
十
八
九
程
の
お
と
こ
、
供
一
人
つ
れ
て
、
其
い
て
た
ち
く
ろ
き

小
袖
に
も
ん
所
有
。
丸
の
う
ち
に
あ
ふ
き
也
。
帯
は
今
は
や
る
お
り
物
、
む
ら
さ
き
う

す
き
こ
き
い
し
た
た
み
也
。
帯
の
は
ゝ
六
寸
あ
ま
り
七
寸
も
あ
る
に
、
わ
た
を
た
ん
と

入
、
ま
き
た
て
て
う
し
ろ
は
む
す
び
に
て
、
こ
し
は
ふ
さ
く
や
う
に
し
て
、
大
小
も
つ

か
い
と
ち
や
の
糸
に
そ
ろ
へ
、
あ
み
か
さ
ふ
か
き
を
き
て
、
か
さ
の
ひ
ほ
あ
さ
き
に
し

て
、
其
ふ
と
さ
は
ゝ
つ
つ
ら
な
と
の
を
の
か
つ
こ
う
に
て
か
さ
の
う
へ
に
む
す
ひ
め
大

の
よ
う
に
、
花
見
も
一
箇
所
で
は
な
く
、
安
井
、
清
水
寺
、
高
台
寺
、
祇
園
、
知
恩
院
を
順

次
め
ぐ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
の
桜
を
見
比
べ
て
は
咲
き
ぶ
り
を
比
較
し
て
花
見
を
楽
し
ん

で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ふ
と
お
も
ひ
た
ち
て
、
ち
お
ん
院
の
桜
見
に
行
、
一
重
も
八
重
も
さ
き
そ
ろ
ひ
、
さ
て

／
＼
み
さ
、
う
つ
く
し
さ
、
絵
に
か
き
た
る
よ
し
野
ゝ
て
い
を
み
る
や
う
也
、
た
て
こ

し
に
て
け
ん
物
す
、
し
は
ら
く
な
か
め
て
、
き
お
ん
へ
も
行
、
こ
ゝ
に
も
、
さ
か
り
の

花
と
も
多
、
い
つ
か
た
に
て
も
、
け
ん
物
の
人
、
色
／
＼
の
い
て
た
ち
、
お
も
ひ
／
＼

の
や
う
す
と
も
、
ま
く
も
う
ち
、
あ
そ
ひ
の
て
い
も
春
め
き
、
お
も
し
さ
、
よ
き
な
く

さ
み
に
て
、
夕
か
た
ま
へ
ニ
か
へ
る
、（『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
元
禄
七
年
三
月
廿
五
日
）

図2　貴人の宴 （『近世風俗図譜』より転載）
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察
し
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
宮
廷
貴
族
の
民
衆
文
化
へ
の
興
味
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
後
水
尾
院
の
仙
洞
御
所
に
は
度
々
市
井
の
芸
能
者
が
招
か
れ
て
い
た
。
こ
の
状
況
を
受

け
て
田
中
豊
は
「
こ
の
時
期
の
民
衆
文
化
は
、
元
禄
文
化
成
立
へ
の
着
実
な
歩
み
を
始
め
て

お
り
、
あ
る
面
で
は
宮
廷
文
化
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
の
質
と
量
を
備
え
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
、

宮
廷
人
も
こ
れ
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」（10）
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
宮

廷
貴
族
の
民
衆
文
化
へ
の
興
味
が
建
物
の
構
造
や
庭
園
で
の
遊
び
に
徐
々
に
表
現
さ
れ
て
い

っ
た
過
程
が
読
み
取
れ
る
。
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史
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。

註（1）
　
白
幡
洋
三
郎
『
花
見
と
桜<

日
本
的
な
る
も
の>

再
考
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、二
〇
〇
〇
年

（2）
　
陽
明
文
庫
蔵
『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
全
三
十
六
冊
。
記
述
期
間
は
品
宮
・
常
子
内
親

王
（
本
稿
で
は
常
子
内
親
王
に
統
一
し
た
）
が
二
十
六
歳
の
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
始
ま
り
、没

年
の
三
年
前
で
あ
る
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
ま
で
、ほ
ぼ
毎
日
記
述
さ
れ
て
い
る
。
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
に
写
本
が
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
は
陽
明
文
庫
蔵
の
自
筆
本
を
用

い
た
。『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
の
引
用
文
に
関
し
て
は
、
句
読
点
、
傍
線
を
私
付
し
た
。

（3）
　『
隔
蓂
記
』
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
三
月
十
二
日
（『
隔
蓂
記
』
第
三
、
鹿
苑
寺
。
一
九
六
〇
年
）

（4）
　『
後
桜
町
天
皇
実
録
』
巻
二
（
藤
井
讓
治
、 

吉
岡
眞
之
監
修
・
解
説
、
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
六
年
） 

（5）
　『
堯
恕
法
親
王
日
記
』
元
禄
二
年
二
月
廿
七
日
（『
妙
法
院
史
料
』
第
三
巻
、吉
川
弘
文
館
、一
九
八
七

年
）

（6）
　
拙
稿
「
近
世
庭
園
の
遊
び
方-

劇
場
と
化
す
都
市
の
庭
園
」（『
都
市
歴
史
博
覧-

都
市
の
な
り

た
ち
・
し
く
み
・
た
の
し
み
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）、
拙
稿
「
宮
廷
庭
園
に
お
け
る
演
劇
的
遊

興
に
つ
い
て
」『
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
』
七
一
巻
五
号
、
日
本
造
園
学
会
、
二
〇
〇
八

年

（7）
　
松
井
み
き
こ
「「
无
上
法
院
日
記
」
に
み
る
「
物
見
」
と
「
格
子
」（「
物
見
」
と
「
格
子
」
上
）」

『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
報
告
集
』
四
九
四
、一
九
九
七
年
、「
公
家
邸
指
図
に
み
る

「
物
見
」
と
「
格
子
」（「
物
見
」
と
「
格
子
」
下
）」『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
六
三

き
に
出
し
、
か
さ
の
う
ち
に
て
か
ほ
半
ふ
ん
程
は
み
な
か
く
る
ゝ
程
に
し
め
て
と
を
く

よ
り
み
れ
は
、
め
よ
り
下
、
ほ
ふ
か
ふ
り
の
や
う
に
み
ゆ
る
。
は
な
か
み
の
所
を
な
る

ほ
と
ふ
く
ら
か
し
、
は
な
か
み
ふ
く
ろ
少
出
か
け
、
何
や
ら
ん
た
て
さ
う
な
る
色
み
ゆ

る
。
人
き
や
う
（
形
）
絵
な
と
に
い
さ
や
う
の
も
の
も
つ
く
り
、
か
き
た
る
も
多
。
人

に
て
み
ゆ
る
事
は
じ
め
ゆ
へ
、
さ
て
／
＼
い
ぎ
や
う
（
異
形
）
な
る
て
い
、
め
を
お
と
ろ

か
す
。
世
間
の
は
や
り
た
る
て
い
を
つ
く
し
た
る
な
る
へ
し
。
さ
て
さ
て
す
さ
ま
し
き
、

い
や
う
な
る
も
の
す
き
と
誰
に
も
も
の
か
た
り
す
。（
略
）

長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
右
記
の
よ
う
に
祇
園
を
訪
れ
た
際
に
見
た
、
流
行
の
異
形
の
体
を

な
す
若
者
た
ち
の
豪
奢
華
麗
ぶ
り
、
着
物
や
そ
の
着
方
、
色
、
小
道
具
、
髪
形
な
ど
を
品
宮

は
事
細
か
に
記
述
し
て
い
る
。『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
を
通
読
し
て
も
、何
か
一
つ
の
対
象

を
注
意
深
く
観
察
し
、
こ
れ
ほ
ど
の
行
数
を
さ
い
て
日
記
を
書
く
こ
と
は
珍
し
く
、
品
宮
が

い
か
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
。
物
見
格
子
を
隔
て
て
触
れ
て
い
た
庶
民
文

化
に
、
つ
い
に
は
直
接
的
入
り
込
む
状
況
に
、
宮
廷
文
化
な
い
し
は
宮
廷
の
花
見
が
徐
々
に

民
衆
文
化
の
影
響
を
受
け
大
衆
化
さ
れ
る
流
れ
が
う
か
が
え
る
。

お
わ
り
に

　『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
を
中
心
に
十
八
世
紀
前
後
の
宮
廷
に
お
け
る
花
見
の
様
子
の
一

端
を
明
ら
か
に
し
た
。
宮
廷
の
花
見
は
庭
園
と
郊
外
で
行
わ
れ
、
天
皇
・
上
皇
の
庭
園
で
の

花
見
で
は
畳
を
敷
き
御
座
を
つ
く
り
、
幕
を
張
っ
て
花
見
の
場
を
し
つ
ら
え
る
と
い
っ
た
特

徴
が
見
出
せ
た
。
特
に
御
所
の
庭
園
で
は
百
畳
も
の
畳
を
敷
い
て
花
見
の
場
が
し
つ
ら
え
ら

れ
て
い
た
可
能
性
が
見
出
せ
た
。
ま
た
、
庭
園
で
の
花
見
は
必
ず
し
も
土
植
え
の
桜
で
は
な

く
、
切
立
の
桜
で
あ
っ
た
可
能
性
も
浮
か
び
上
が
り
、
仮
設
的
に
大
掛
か
り
な
花
見
の
場
が

し
つ
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
一
方
、
郊
外
の
花
見
で
は
東
山
が
名
所
と
な
っ
て
お

り
、
特
に
知
恩
院
の
桜
が
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
こ
れ
ら
の
庭
園
や
洛
外
で
の
宮
廷
の
花
見
か
ら
見
出
せ
る
時
代
的
特
徴
は
民
衆
文
化
の
影

響
で
あ
る
。
宮
廷
の
庭
園
で
は
庶
民
生
活
を
再
現
す
る
遊
興
が
流
行
し
、
宮
廷
貴
族
住
宅
に

物
見
の
格
子
が
つ
く
ら
れ
そ
こ
か
ら
市
井
の
大
衆
の
様
子
を
の
ぞ
き
見
す
る
な
ど
、
宮
廷
文

化
と
民
衆
文
化
の
距
離
が
接
近
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。
貴
族
た
ち
は
頻
繁
に
東
山
と
い

っ
た
洛
外
に
花
見
に
訪
れ
て
は
、
花
を
観
賞
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
民
衆
文
化
の
様
子
を
観
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