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昨
年
の
冬
に
花
屋
さ
ん
で
買
っ
て
き
た
シ
ク
ラ
メ
ン
の
花
が
と
て
も
き
れ
い
で
、「
何

と
か
夏
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
」
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
本
な
ど
で
調
べ
て
い

ま
し
た
。
す
る
と
、
一
つ
は
鉢
植
え
の
ま
ま
で
夏
を
越
さ
せ
る
こ
と
。
水
を
や
り
な
が

ら
日
陰
で
過
ご
す
の
が
一
番
で
す
が
、
全
く
水
を
与
え
ず
カ
ラ
カ
ラ
の
状
態
で
夏
越
し

を
す
る
方
法
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
今
年
は
そ
れ
に
挑
戦
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
今

頃
の
季
節
か
ら
水
を
与
え
て
元
に
戻
し
て
い
き
ま
す
。
う
ま
く
い
く
の
か
ど
う
か
、
今

の
姿
を
見
て
い
る
と(

完
全
に
枯
れ
た
姿
を
し
て
い
ま
す)

難
し
い
か
な
と
思
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

さ
て
、
も
う
一
つ
の
方
法
は
種
か
ら
育
て
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
今
の
時
期
が
一
番

い
い
よ
う
で
す
。
五
月
ご
ろ
に
伸
び
た
花
の
先
に
種
が
で
き
て
い
ま
し
た
。
そ
の
種
を
取
り
、
乾
か
し
て
お
い

て
、
先
日
プ
ラ
ン
タ
ー
に
植
え
ま
し
た
。
日
陰
に
お
い
て
水
を
欠
か
さ
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
発
芽
を
待
ち
ま

す
が
、
土
の
上
に
芽
が
姿
を
見
せ
る
の
が
三
十
～
五
十
日
先
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

本
当
に
気
の
長
い
話
で
す
。
春
の
花
の
パ
ン
ジ
ー
や
ビ
オ
ラ
な
ど
も
、
夏
の
暑
い
時
期
に
種
を
ま
き
ま
す
。

季
節
を
ま
た
ぎ
な
が
ら
、
土
の
中
で
花
が
咲
く
ま
で
の
時
期
を
静
か
に
過
ご
し
て
い
き
ま
す
。

こ
ん
な
植
物
の
育
ち
方
、
生
き
方
を
見
て
い
る
と
、
私
た
ち
人
間
の
毎
日
の
慌
た
だ
し
さ
を
見
直
す
必
要
を

感
じ
ま
す
。
外
国
に
は
、
三
十
分
・
一
時
間
、
電
車
や
バ
ス
が
遅
れ
て
き
て
も
、
ゆ
っ
た
り
と
待
つ
こ
と
が
で

き
る
国
が
あ
る
と
聞
き
ま
す
。
日
々
の
忙
し
さ
の
中
、
待
つ
こ
と
が
で
き
な
い
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
怒
っ

て
し
ま
う
、
相
手
の
思
い
や
り
や
優
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
ん
な
自
分
が
い
る
こ
と
を
改
め
て

感
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
綺
麗
な
花
を
見
な
が
ら
、
自
分
の
心
の
見
直
し
が
で
き
る
と
い
い
で
す
ね
。

《
達
磨
忌
》

だ

る

ま

き

十
月
五
日
は
、
達
磨
忌
、
達
磨
大
師
の
命
日
で
す
。

お
釈
迦
様
か
ら
数
え
て
第
２
８
代
目
の
祖
師
と
な
り
ま
す
。
晩
年
に
は
、
３
年
の
時
間
を
か
け
て
中
国
に
渡

そ

し

こ

く

ら
れ
ま
し
た
。
西
暦
五
百
二
十
年
、
達
磨
大
師
が
中
国
に
着
い
た
こ
と
を
聞
い
た
梁
の
武
帝
は
、
達
磨
大
師
を

り
よ
う

ぶ

て

い

都
に
招
い
て
、

「
私
は
こ
れ
ま
で
寺
を
建
て
た
り
、
写
経
し
た
り
、
お
坊
さ
ん
に
供
養
し
て
き
た
が
、
ど
ん
な
功
徳
が
あ
る
か
」

し
や
き
よ
う

く

よ

う

く

ど

く

と
、
た
ず
ね
ま
し
た
。
達
磨
大
師
は
味
も
そ
っ
け
も
な
く

だ

る

ま

た

い

し

「
無
功
徳
！(

功
徳
は
な
い)

」
と
答
え
て
、
武
帝
を
す
っ
か
り
失
望
さ
せ
ま
し
た
。

む

く

ど

く

迷
い
、
悩
む
人
々
を
救
お
う
と
い
う
願
い
一
筋
に
生
き
た
達
磨
大
師
に
は
、
ご
利
益

り

や

く

や
功
徳
を
目
当
て
に
仏
法
を
求
め
る
人
の
思
い
な
ど
通
じ
な
か
っ
た
の
で
す
。

く

ど

く

禅
宗
の
寺
々
で
は
、
毎
年
十
月
五
日
を
達
磨
忌
と
し
て
法
要
を
お
つ
と
め
し
ま
す
。

願
王
寺
で
も
、
十
月
の
観
音
講
の
お
参
り
に
併
せ
て
、
達
磨
忌
の
お
つ
と
め
を
し
ま
す
。

(

こ
の
記
事
は
、
達
磨
忌
に
合
わ
せ
て
昨
年
分
を
編
集
し
ま
し
た)

《
梅
花
流
ご
詠
歌
》

ば

い

か

り

ゆ

う

え

い

か

こ
れ
は
、
曹
洞
宗
の
お
寺
で
お
唱
え
す
る
「
梅
花
流
ご
詠
歌
」

昨
日
あ
り
し
は

今
日
は
夢

の
中
、
「
追
善
供
養
御
和
讃
」
の
二
番
の
歌
詞
で
す
。

つ

い

ぜ

ん

く

よ

う

ご

わ

さ

ん

(

一
番
は
、
昨
年
十
月
の
寺
報
で
紹
介
し
て
い
ま
す)

う
つ
つ
に
見
ゆ
る

御
姿
は

願
王
寺
で
は
、
梅
花
講
〟
と
い
う
お
参
り
の
集
ま
り
を
作
り
、

み

す

が

た

ば

い

か

こ

う

お
唱
え
の
時
間
を
設
け
て
い
ま
す
。

心
の
中
の

影
に
し
て

こ
こ
で
紹
介
し
た
の
は
、
歌
詞
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
亡
く

な
ら
れ
た
方
を
お
送
り
す
る
と
き
に
お
唱
え
す
る
和
讃
で
、
お
葬

合
わ
せ
る
手
こ
そ

真
な
る

式
の
時
に
梅
花
講
の
方
に
、
故
人
を
し
の
び
な
が
ら
お
唱
え
を
し

ま
こ
と

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。


