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梅
か
桃
か
桜
か

梅
の
花　

咲
き
て
散
り
な
ば

桜
花　

継
ぎ
て
咲
く
べ
く　

な
り
に
て
あ
ら
ず
や

『
万
葉
集　

巻
五　

八
二
九
』

訳
： 

梅
の
花
が
咲
い
て
散
っ
た
と
思
っ
た
ら
、
続
い
て
す

ぐ
に
桜
が
咲
き
そ
う
に
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
で
す

か
。
春
は
す
ぐ
そ
こ
に
来
て
い
ま
す
。

　

   （
作
者
）
薬
師
（
職
業
：
医
師
）

張ち
ょ
う
の
ふ
く
し

福
子

こ
の
歌
は
、
天
平
二
年
一
月
十
三
日
に
大
伴
旅
人
の
邸

宅
で
催
さ
れ
た
宴
席
で
詠よ

ま
れ
た
歌
で
す
。
当
時
の
暦
は
現

代
の
暦
と
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
一
月
十
三
日
は
現
代
の
二

月
下
旬
頃
の
季
節
感
と
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

い
づ
れ
に
し
て
も
春
を
待
つ
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る
歌

と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
こ
に
は
、
梅
も
桜
も
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
万
葉
集
に

は
様
々
な
花
に
関
す
る
歌
が
あ
り
ま
す
が
、
梅
を
詠
ん
だ
も

の
が
百
首
以
上
、
桜
を
詠
ん
だ
も
の
が
約
四
〇
首
あ
る
よ
う

で
、
万
葉
の
時
代
で
は
梅
の
方
が
メ
ジ
ャ
ー
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
梅
は
弥
生
時
代
以
降
、
ま
た
、
遣
隋
使
が
ア
ン
ズ
と
と

も
に
日
本
に
薬
と
し
て
持
ち
込
ん
だ
植
物
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
。
ち
な
み
に
桃
も
縄
文
時
代
末
期
〜
弥
生
時
代
の
渡
来

植
物
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
近
年
で
は
弥
生
時
代
の
遺
跡
か

ら
種
が
多
く
見
つ
か
っ
て
お
り
、
古
事
記
に
あ
る
よ
う
に
桃

の
実
に
は
魔
よ
け
の
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。
菊
も
ボ
タ
ン
も
朝
顔
も
蓮
、
水
仙
も
す
べ
て
奈
良
〜
平

安
時
代
に
遣
唐
使
な
ど
に
よ
り
、
薬
物
・
観
賞
用
と
し
て
日

本
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
花
と
は
別
に
桜
は
国
産
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
し

か
し
、
万
葉
集
で
あ
ま
り
詠
ま
れ
て
い
な
い
の
は
、
山
桜
で

人
里
離
れ
た
山
の
景
色
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
も
の
を
万

葉
の
頃
の
人
た
ち
が
、
里
の
桜
と
し
て
庭
園
な
ど
に
移
植
し

た
こ
と
に
よ
り
、
人
里
に
降
り
て
き
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
今
で
も
地
方
に
よ
り
、「
田た

う
ち打
・
種た
ね
ま蒔
き
、
田
植
え
桜
」

と
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
桜
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
古
代
、

山
桜
に
は
「
田
の
神
様
」
が
宿
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
山

に
い
る
田
の
神
様
が
田
植
え
の
時
期
に
里
山
に
降
り
て
き
て
、

農
事
の
時
期
を
知
ら
せ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
つ
な

が
り
ま
す
。

「
サ
ク
ラ
」
の
名
前
の
云
わ
れ
は
複
数
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
一
つ
に
『
古
事
記
』
に
登
場
す
る
「
大お

お
や
ま
つ
み
の
か
み

山
津
見
神
」
の
娘

で
「
木こ

の
は
な
さ
く
や
ひ
め

花
之
佐
久
耶
毘
売
」
が
霞か
す
みに

乗
っ
て
富
士
山
の
上
空

か
ら
桜
の
種
を
撒
い
た
と
の
伝
説
的
な
云
わ
れ
も
あ
り
ま
す
。

奈
良
の
春
を
代
表
す
る
行
事
に
有
名
な
東
大
寺
二
月
堂
の

「
お
水
取
り
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
行
事
と
並
ん
で
春
を
告

げ
る
行
事
に
奈
良
薬
師
寺
の
「
花
会
式
」
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
行
事
も
古
代
か
ら
連
綿
と
続
く
儀
式
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
花
会
式
は
、
薬
師
寺
金
堂
の
薬
師
如
来
に
「
悔お
わ
び過

」
を

し
て
み
ん
な
の
幸
せ
を
願
う
行
事
で
、
現
在
も
毎
年
三
月
下

旬
に
行
わ
れ
、
国
家
繁
栄
、
万
民
豊
楽
、
五
穀
豊
穣
な
ど
が

祈
願
さ
れ
、
仏
前
は
梅
・
桃
・
桜
・
山
吹
・
椿
・
牡
丹
・
藤
・

百
合
・
カ
キ
ツ
バ
タ
・
菊
な
ど
の
造
花
で
飾
ら
れ
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
「
花
会
式
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

下
野
薬
師
寺
か
ら
も
こ
の
「
悔け

か過
」
と
書
か
れ
た
墨
書
土

器
が
多
数
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
土
器
の
年
代
か
ら
今

か
ら
凡
そ
千
年
く
ら
い
前
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
下
野

薬
師
寺
で
も
千
年
前
に
薬
師
如
来
に
お
詫
び
の
行
事
が
行
わ

れ
、
国
家
繁
栄
、
万
民
豊
楽
、
五
穀
豊
穣
な
ど
が
祈
願
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時
、
仏
前
に
飾
ら
れ
た
の
は
梅

の
花
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
と
も
桜
の
花
な
の
で
し
ょ
う
か
？

梅

桃

桜
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