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こ
の
花
の
　
一
枝
の
う
ち
に

新
年
度
を
迎
え
ま
し
た

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
影
馨
で
世
界
的
に
不

安
な
空
気
に
満
ち
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
当
館

も
閉
館
が
続
き
、
お
客
様

の
い
な
い
館
内
を
寂
し
く

思
う
毎
日
で
す
。
そ
の
よ

う
な
中
で
も
季
節
は
進

み
、
明
里
香
村
も
花
々
で

彩
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
今

回
は
、
善
を
代
表
す
る
花
、

桜
を
め
ぐ
る
男
女
の
贈
答

歌
を
溜
介
し
ま
す
。

こ
の
歌
は
、
藤
原
広
嗣

百
態
の

が
あ
る
聾
に
桜
の
花
を

醒
蟻
鐸
喜

不
比
等
の
孫
に
ゐ
た
る
人

物
で
す
。
女
性
に
歌
を
添

え
て
花
を
贈
る
な
ど
、
な

か
な
か
気
の
利
い
た
男
性

で
す
。
広
田
は
、
こ
の
桜

の
花
の
枝
に
は
た
く
さ
ん

の
言
葉
が
隠
れ
て
い
る
の

で
、
燭
業
に
扱
っ
て
は
い

け
な
い
よ
、
と
い
い
ま
す
。

隠
れ
て
い
る
と
い
う
音

程
の
葺
と
は
、
も
ち
ろ

ん
娘
子
に
対
す
る
愛
の
言

言
そ
隠
れ
る
　
お
ぼ
ろ
か
に
す
な

藤
原
広
嗣
（
巻
八
・
一
四
五
六
）

葉
で
す
。
な
ん
て
ギ
ザ
な

日
工
言
当
‥
当
－
し
－
－
］
　
　
歌
だ
！
と
思
い
ま
し
た

I
I
抽
　
∴
が
、
娘
子
の
答
え
た
歌
は

と
据
≡
器
撥

唐
二
　
弼
鴇
窮
統
幕
羅
擦
望
謙
熊
謀
誓
熊
簾
難

れ
た
こ
と
を
相
手
に
確
認

す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
あ
る

表
現
で
す
。
届
い
た
時
に

す
で
に
枝
が
折
れ
て
い
た

こ
と
に
ち
な
ん
だ
の
か
、

娘
子
が
そ
の
よ
う
に
装
っ

に
は
か
え
っ
て
重
苦
し
か

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
娘
子

は
、
広
嗣
の
熱
烈
な
愛
惜

を
、
彼
の
歌
を
利
用
し
て

上
手
に
は
ぐ
ら
か
し
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
切
り

う
に
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
歌
を
受
け
取
っ
た

広
嗣
は
、
が
っ
か
り
し
て

落
ち
込
ん
だ
の
か
、
男
心

を
く
す
ぐ
ら
れ
て
ま
す
ま

す
娘
子
に
夢
中
に
な
っ
た

の
か
、
想
像
は
ふ
く
ら
み

ま
す
。
万
葉
ひ
ど
た
ち
の

春
の
恋
模
様
も
さ
ま
ざ
ま

だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

お
花
見
も
控
え
た
方
が
よ

さ
そ
う
な
今
年
は
、
「
万
葉

壁
の
花
の
歌
で
蕾
を
満

た
く
さ
ん
の
言
葉
を
抱
え

き
れ
な
く
て
、
折
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
す

か
、
と
返
し
ま
す
。
「
折

ら
え
け
ら
ず
や
」
は
、
折

桜
に
こ
め
た
広
嗣
の
「
百
　
勝
ち
気
で
、
一
筋
縄
で
は
　
研
究
員
・
大
谷
客

種
の
重
は
、
こ
の
娘
子
　
い
か
な
い
女
性
で
あ
る
よ
　
　
　
＝
次
回
は
1
5
日

【
訳
】
こ
の
花
の
一
枝
の
中
に
は
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
の

こ
と
ば
が
こ
も
っ
て
い
る
。
い
い
加
減
に
思
う
な
。
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やまと

万葉がたり彊

世
間
も
　
常
に
し
あ
ら
ね
は

屋
戸
に
あ
る
　
桜
の
花
の

散
れ
る
頃
か
も

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
そ
ば

を
通
っ
た
時
に
、
花
吹
雪

の
よ
う
に
春
風
に
花
び
ら

が
舞
う
様
子
を
幾
度
か
目

に
す
る
と
、
も
う
桜
の
季

節
も
終
わ
り
な
の
だ
と
実

感
し
ま
す
。
万
葉
ひ
ど
た

ち
が
見
て
い
た
桜
は
ヤ
マ

サ
ク
ラ
だ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
彼
ら
は
桜
の
花

が
咲
く
こ
と
と
同
じ
く
ら

い
、
散
る
こ
と
に
も
関
心

を
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

追
回
の
歌
は
、
覧

王
が
久
米
女
郎
に
贈
っ

た
歌
へ
の
返
歌
で
す
。
厚

室
は
「
屋
戸
に
あ
る
蟻

酸
擬
謹

な
た
の
家
の
桜
の
花
は
、

今
ご
ろ
松
風
が
激
し
く

て
地
に
散
っ
て
い
る
で

し
ょ
う
が
、
と
詠
ん
で
い

ま
す
。
一
見
す
る
と
桜
を

話
題
と
し
た
女
郎
へ
の
ご

機
嫌
伺
い
の
歌
で
す
が
、

桜
が
強
い
松
風
で
微
雨
こ

と
に
、
何
ら
か
の
寓
意
が

あ
る
と
み
る
説
も
あ
り
ま

す。
久
米
女
郎
は
厚
見
王
か

ら
の
問
い
に
、
世
間
は
常

無
さ
も
の
で
あ
る
の
で
、

桜
の
花
も
散
っ
て
い
る
頃

で
し
ょ
う
、
と
返
答
し
ま

す
。
桜
の
花
の
移
ろ
い
に

寄
せ
て
自
ら
の
心
変
わ
り

を
暗
に
示
し
だ
が
、
あ
る

い
は
厚
見
王
の
心
変
わ
り

を
非
難
し
て
い
る
と
も
推

測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
贈
答

歌
は
、
二
人
に
だ
け
共
有

さ
れ
て
い
る
裏
の
意
味
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な

り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
「
世
間
も
常
に

し
あ
ら
ね
は
」
の
表
現
か

ら
は
、
仏
教
の
世
間
無
常

の
思
想
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
「
万
葉
集
」

の
歌
々
を
み
て
い
る
と
、

古
代
日
本
で
最
も
理
解
さ

れ
た
仏
教
思
想
は
世
間
無

常
で
あ
っ
た
と
感
じ
ま

久
米
女
郎
（
巻
八
・

雪
襲
集
」
に
は
「
塑

向
の
遡
と
よ
み
て
行
く

水
の
水
沫
の
ご
と
し
世
の

人
わ
れ
は
」
　
（
巻
七
・
一

二
六
九
／
柿
本
人
麻
呂
歌

集
）
と
い
う
歌
も
お
り
、

世
間
に
生
き
る
私
は
、
巻

向
の
山
辺
を
流
れ
る
水
の

泡
の
よ
う
だ
と
い
い
ま

す
。
も
と
も
と
万
葉
ひ
ど

た
ち
が
詰
っ
て
い
た
感
覚

に
、
仏
教
の
世
間
無
常
の

思
想
が
重
な
り
合
っ
た
の

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
女
郎

一
四
五
九
）

も
、
咲
く
花
が
移
ろ
い
散

る
こ
と
を
通
し
て
、
世
間

や
人
の
心
に
常
な
る
も
の

が
無
い
こ
と
を
感
じ
と
っ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
世
間
無
常
の
思
想

は
、
以
後
の
日
本
文
学
に

底
流
す
る
価
値
観
と
な
っ

て
い
き
ま
す
。
ま
さ
に
、

「
万
葉
集
」
は
日
本
文
学

の
源
流
で
あ
る
と
私
は
患

い
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
窒
頁
・
大
谷
歩
）

【
訳
】
世
間
も
移
ろ
う
も
の
で
す
か
ら
、
家
の

桜
の
花
と
て
散
っ
て
い
る
頃
で
し
ょ
う
よ
。


