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ん
や
り
と
し
た
印
象
の
浅
葱
地
に
咲
き

乱
れ
る
銀
色
の
梅
は
、ま
だ
寒
さ
や
雪
の

残
る
春
先
に
咲
く
様
を
思
い
表
し
た
も

の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
能
装
束
は
、浅
葱
色
の
地
に
梅
や

竹
、柘ざ

く

榴ろ

な
ど
の
折
枝
と
幾
種
類
か
の
書

体
で
表
し
た
寿

こ
と
ぶ
きの

字
を
織
り
表
し
、さ
ら

に
下
半
身
部
に
も
銀
箔
に
よ
る
花は

な

菱び
し

入

り
七し

っ

宝ぽ
う

繋つ
な
ぎ

文も
ん

を
配
す
な
ど
、
吉
祥
の
要

素
に
あ
ふ
れ
た
一
領
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

南
北
朝
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
連
歌
用

語
の
注
解
書
で
あ
る『
梵ぼ

ん

燈と
う

庵あ
ん

袖そ
で

下し
た

集し
ゅ
う』

で
は
、よ
ろ
ず
の
草
木
の
先
に
花
開
く
こ

と
か
ら
、梅
を
「
花
の
兄
」
と
記
し
ま
す
。

　

寒
さ
の
厳
し
い
日
々
が
続
き
、「
花
の

兄
」
が
待
ち
遠
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、今

は
春
を
告
げ
る
梅
の
文
様
を
愛
で
る
こ

と
で
、
新
春
を
寿
ぐ
こ
と
と
い
た
し
ま

し
ょ
う
。

　
（
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員　

真
野
順
之
）

　

写
真
の
資
料
は
、テ
ー
マ
展
「
新

年
の
寿
ぎ - 

松
竹
梅 -

」で
１
月
１

日
（日・祝）
〜
同
31
日
㈫
ま
で（
期
間
中
無

休
）
展
示
し
ま
す
。

に
清せ

い

廉れ
ん

潔け
っ

白ぱ
く

を
旨
と
す
る
文
人
か
ら
は

理
想
的
な
生
き
方
を
示
す
花
と
し
て
好

ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
高
潔
な
様

か
ら
、
竹
、
蘭
、
菊
と
と
も
に
四し

君く
ん

子し

の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
ま
す
。　

　

日
本
に
元
来
な
か
っ
た
梅
で
す
が
、

伝
来
後
は
早
く
か
ら
愛め

で
ら
れ
た
よ
う

で
す
。
飛
鳥
か
ら
奈
良
時
代
の
歌
集
で

あ
る
『
万
葉
集
』
に
収
録
さ
れ
た
和
歌

の
う
ち
、
梅
の
花
を
詠
ん
だ
も
の
は
１

１
０
首
余
り
で
、
花
を
詠
む
和
歌
の
中

で
は
萩
に
次
ぐ
２
番
目
の
多
さ
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
清
楚
な
色
や
香
が
賞

　

正
月
の
め
で
た
い
雰
囲
気
に
一
役

買
っ
て
い
る
文
様
に
松
竹
梅
が
あ
り
ま

す
。
松
竹
梅
は
、
正
月
以
外
に
も
婚
礼

や
晴
れ
の
場
に
お
け
る
調
度
類
に
し
ば

し
ば
用
い
ら
れ
る
吉
祥
文
様
で
す
。

　

こ
の
松
・
竹
・
梅
の
う
ち
、
松
と
竹

は
古
来
日
本
に
自
生
し
て
い
た
植
物
で

す
が
、
梅
は
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代

ま
で
の
間
に
中
国
か
ら
移
植
さ
れ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
で
は
、
冬
の

厳
し
い
寒
さ
の
中
、
百
花
に
先
駆
け
て

香
り
高
く
咲
く
梅
の
姿
が
、
逆
境
に
耐

え
忍
ぶ
清
雅
な
営
み
と
捉
え
ら
れ
、
特

春
を
告
げ
る
「
花
の
兄
」

美
さ
れ
る
と
と
も
に
、
春
を
告
げ
る
縁

起
の
良
い
花
と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
き

ま
し
た
。

　

そ
の
梅
を
デ
ザ
イ
ン
化
し
た
文
様
は

実
に
多
彩
で
す
。
あ
り
の
ま
ま
に
花
や

枝
木
を
表
し
た
梅
花
文
を
は
じ
め
、
花

弁
が
互
い
に
重
な
り
ね
じ
れ
た
形
を
表

し
た
捻ね

じ

梅う
め

、
花
を
裏
か
ら
見
た
姿
を

文
様
と
し
た
裏う

ら

梅う
め

、
さ
ら
に
梅
に
鶯

う
ぐ
い
す

と
い
っ
た
組
み
合
わ
せ
も
あ
り
、
絵
画

や
工
芸
品
な
ど
の
題
材
や
彩
り
と
し
て
、

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
梅う

め

文も
ん

様よ
う

が
施
さ
れ
た
作
品
を

一
つ
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
写
真
（
１
・

２
）
の
能
装
束
は
、地
に
清
々
し
い
浅あ

さ

葱ぎ

色い
ろ

の
緞ど

ん

子す

を
用
い
、
上
部
に
は
、
銀ぎ

ん

箔ぱ
く

で
表
さ
れ
た
、
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
る
梅

の
枝
が
立
ち
並
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
枝
に

花
と
蕾つ

ぼ
み

を
添
え
て
い
ま
す
。
こ
の
文
様

は
、
節
を
曲
げ
ず
に
伸
び
る
梅
の
枝
を

デ
ザ
イ
ン
化
し
た
も
の
で
、
そ
の
直
線

的
な
姿
が
槍
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か

ら
、
槍や

り

梅う
め

文も
ん

と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

本
作
に
み
る
、
枝
と
枝
の
間
に
ぎ
っ

し
り
と
埋
め
尽
く
さ
れ
た
愛
ら
し
い
小

さ
な
梅
花
や
蕾
か
ら
は
、
夢
誘
う
甘
い

香
が
漂
っ
て
き
そ
う
で
す
。
ま
た
、
ひ
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