
  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     
 

   

                 

 
 

日
本
の
花
「
桜
」 

 

Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｏ 

Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ(

滋
賀
県
甲
賀

市
信
楽
町)

館
長
・
和
食
文
化
国
民
会
議
会
長

の
熊
倉
功
夫
は
、『
学
士
會
会
報
第
922

号
』(

2017･

1･

1

発
行)

｢

和
食
文
化
を
再
考
す
る｣

の
中
で
、

日
本
人
と
桜
の
古
代
か
ら
の
関
わ
り
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

 
｢

…
…
。
ユ
ネ
ス
コ
に
提
出
す
る
【
和
食
の

世
界
無
形
文
化
遺
産
登
録
に
向
け
た
】
提
案
書

を
書
く
際
、
和
食
の
基
本
的
精
神
と
し
て
『
自

然
の
尊
重
』
を
挙
げ
ま
し
た
。
ど
こ
の
国
も
自

然
を
尊
重
し
て
い
ま
す
が
、
日
本
人
の
自
然
観

は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
【
生
物
・
無
機
物
を
問
わ
な
い
、

全
て
の
物
の
中
に
は
、
霊
魂
が
宿
っ
て
い
る
、

と
い
う
考
え
方
】
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
具

体
例
を
挙
げ
る
と
、
花
見
で
す
。
満
開
の
桜
の

下
で
宴
を
開
く
の
は
、
日
本
人
だ
け
で
す
。
し

か
も
梅
や
藤
の
花
の
下
で
は
決
し
て
花
見
の

宴
を
し
ま
せ
ん
。
桜
は
そ
れ
だ
け
日
本
人
に
と

っ
て
特
別
な
花
な
の
で
す
。 

 

民
俗
学
で
は
、
桜
の｢

さ｣

は
農
業
が
始
ま
る

時
に
山
か
ら
下
り
て
く
る
農
業
の
神
様
の
名

前
で
す
。｢

五
月｣｢

早
苗｣｢

早
乙
女｣

な
ど
、
四

～
五
月
に
ち
な
む
言
葉
に
も｢

さ｣

音
が
付
き

ま
す
。
一
方
、｢

く
ら｣

は
岩
座(
い
わ
く
ら)

や
神
座

(

か
み
く
ら)

と
一
緒
で
、
「
い
る
所
」
を
意
味
し
ま

す
。
つ
ま
り
、
「
さ
の
神
の
い
る
所
」
が
桜
で

す
。
日
本
の
神
様
は
目
に
見
え
な
い
の
で
、
山

か
ら
下
り
て
き
て
も
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
昔
の

人
は
桜
の
開
花
に
、
神
様
が
下
り
て
き
た
と
い

う
知
ら
せ
を
感
じ
た
の
で
す
。
満
開
の
桜
に
は

神
様
が
い
る
の
だ
か
ら
、
神
様
に
今
年
の
豊
作

を
約
束
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、｢

さ
の
神｣

を
も
て
な
し
ま
す
。
日
本

人
の
も
て
な
し
は
ご
馳
走
を
す
る
こ
と
な
の

で
、
食
べ
物
や
酒
を
お
供
え
し
ま
す
。
そ
の
う

ち
、
お
一
人
で
の
食
事
は
寂
し
い
で
し
ょ
う
か

ら
、
一
緒
に
頂
き
ま
し
ょ
う
、
芸
能
も
披
露
し

ま
し
ょ
う
、
と
な
り
、
花
見
の
宴
へ
と
発
展
し

た
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
、
神
様
を
お
迎
え
し
て
一
緒
に

食
べ
る
神
人
共
食
が
、
日
本
の
年
中
行
事
に
お

け
る
食
の
根
幹
だ
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
が
和
食

の
基
本
に
あ
る
日
本
人
の
自
然
観
で
す
。
…

…
。｣ 

 
 
 

 

静
心(

し
づ
ご
こ
ろ)

な
く 

花
の
散
る
ら
む 

  

平
安
時
代
の
歌
人
で
、
『
古
今
集
』
の
撰
者

で
も
あ
っ
た
紀
友
則(

845？

～
907)

が
詠
ん
だ 

｢

ひ
さ
か
た
の 

光
の
ど
け
き 

春
の
日
に 

静
心
な
く 

花
の
散
る
ら
む｣

 

(

こ
ん
な
に
日
の
光
が
の
ど
か
な
春
の
日
な
の

に
、
落
ち
着
い
た
心
が
無
い
の
で
、
桜
の
花
は

散
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。) 

は
、『
古
今
集
』
の
中
で
も
特
に
名
歌
と
さ
れ
、

古
文
の
教
科
書
に
も
広
く
採
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
本
校
で
の
授
業
で
も
学
び
ま
し
た
が
、
先

生
の
講
義
も
上
の
空
で
、
浅
は
か
に
も
、｢

散

る
花
に
名
残
を
惜
し
む
こ
と
も
あ
る
ま
い

に
。｣

と
、
思
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

大
学
に
入
り
、
京
洛
の
岸
に
散
る
桜
花
を
何

度
見
て
も
、
友
則
の
思
い
に
は
な
れ
ず
、
祇
園

円
山
公
園
の
夜
桜
の
下
で
の
新
歓
コ
ン
パ
で

は
、
毎
年
、
高
歌
放
吟
し
、
大
騒
ぎ
を
し
て
い

ま
し
た
。
が
、
こ
の
歌
だ
け
は
何
故
か
イ
ン
プ

ッ
ト
さ
れ
て
い
て
、
散
る
花
を
見
る
た
び
に
、

｢

ひ
さ
か
た
の
…
…｣

が
思
い
浮
か
び
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
若
い
頃
に
は
、
何
の
感
慨
も
湧
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
還
暦
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
、
散

り
ゆ
く
桜
の
寂
し
さ
・
切
な
さ
を
、
さ
ら
に
は

無
常
観
を
も
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
40

年
以
上
も
経
っ
て
、
師
の
教
え
が
分
か
る
よ
う

で
は
、
何
と
も
不
肖
の
弟
子
で
す
が
、｢

桜
の

美
し
さ
、
特
に
散
る
桜
の
美
し
さ
を
日
本
人
が

認
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
歌
で

あ
る
。｣

と
、
や
っ
と
気
づ
い
た
次
第
で
す
。

そ
れ
で
も
、
自
坊
に
あ
る
樹
齢
100
年
近
い
ソ

メ
イ
ヨ
シ
ノ
が
舞
い
散
る
の
を
見
て
も
、
「
あ

あ
、」
と
の
思
い
に
は
、
ま
だ
至
り
ま
せ
ん
。 

  

願
は
く
は 

花
の
も
と
に
て 

 
 

 
 

平
安
時
代
以
降
、
花
と
い
え
ば
桜
を
指
す
よ

う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、
そ
の
桜
へ
の
思

い
を
宗
教
的
信
仰
に
近
い
も
の
に
ま
で
高
め

た
の
が
、
平
安
後
期
の
歌
人
西
行(

1118

～
1190 

俗 

名
佐
藤
義
清
の
り
き
よ

。
元
北
面
武
士
。
1140

年
、

23
歳
で
出
家
し
て
西
行
と
称
し
た
。)

で
す
。 

 
 

 

彼
は
生
涯
、
月
と
花
と
に
心
を
労
し
、
月
や

桜
の
歌
を
多
数
詠
ん
で
い
ま
す
。
中
で
も
次
の

５
首
に
は
、
彼
の
生
と
死
に
つ
い
て
の
考
え
方

が
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。 

｢

ゆ
く
へ
な
く 

月
に
心
の 

す
み
す
み
て 

果
て
は
い

か
に
か 

な
ら
む
と
す
ら
む｣

(

『
山
家
集
』)  

(

輝
く
月
の
面
を
あ
て
ど
な
く
眺
め
て
い
る
と
、

心
が
ど
こ
ま
で
も
澄
ん
で
き
て
、
気
が
遠
く
な

る
。
こ
の
ま
ま
い
く
と
、
私
の
心
は
ど
う
な
っ

て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。) 

｢

吉
野
山 

こ
ず
ゑ
の
花
を 

見
し
日
よ
り 

心
は
身
に

も 

そ
は
ず
な
り
に
き｣

(

『
山
家
集
』) 

（
吉
野
山
の
梢
の
花
を
見
た
日
か
ら
、
花
に
憧

れ
る
私
の
心
は
身
を
離
れ
て
、
自
ら
の
憧
れ
に

向
か
っ
て
、
漂
い
出
て
し
ま
っ
た
。） 

｢

願
は
く
は 

花
の
も
と
に
て 

春
死
な
む 

そ
の
如
月

(

き
さ
ら
ぎ)

の 

望
月(

も
ち
づ
き)

の
頃｣

(

『
山
家
集
』)  

(

願
う
の
は
、
桜
の
花
の
咲
く
下
で
、
春
に
死

ぬ
こ
と
だ
。
あ
の
、
お
釈
迦
様
が
入
滅
な
さ
っ

た
陰
暦
２
月
満
月
15
日
頃
に
。) 

｢

来
む
世
に
は 

心
の
う
ち
に 

あ
ら
は
さ
む 

飽
か
で

や
み
ぬ
る 

月
の
光
を｣

(

『
千
載
集
』)  

(

来
世
で
は
心
の
う
ち
に
思
い
浮
か
べ
よ
う
。

ど
ん
な
に
見
て
も
見
飽
き
る
こ
と
の
な
か
っ

た
月
の
光
を
。) 

｢

仏
に
は 

桜
の
花
を 

た
て
ま
つ
れ 

我
が
後(

の
ち)

の

世
を 

人
と
ぶ
ら
は
ば
」(

『
千
載
集
』)  

(

仏
と
な
っ
た
私
に
は
、
桜
の
花
を
供
え
て
ほ

し
い
。
私
の
後
世(

ご
せ)

を
誰
か
弔
っ
て
く
れ

る
な
ら
ば
。
） 

 

上
田
三
四
二
(注 1)

は
、『
こ
の
世
こ
の
生
』(

新

潮
文
庫)

の｢

花
月
西
行｣

の
章
で
、｢

【
西
行
は

月
と
花
と
を
】
現
世
の
景
物
【
け
い
ぶ
つ
】
で
あ
り

な
が
ら
現
世
の
も
の
と
も
お
も
わ
れ
ぬ
感
動

を
呼
び
お
こ
す
も
の
、
そ
れ
に
対
【
む
か
】
う
と

あ
や
し
い
浮
遊
感
に
つ
れ
て
ゆ
か
れ
、
陶
酔
に

誘
わ
れ
る
も
の
、
美
感
と
し
か
名
づ
け
よ
う
が

な
い
た
め
に
仮
に
そ
う
言
っ
て
お
く
が
、
人
の

こ
こ
ろ
を
至
美
、
至
純
、
至
極
の
境
に
む
か
っ

て
押
し
あ
げ
、
昇
り
つ
め
さ
せ
る
も
の
、
そ
し

て
そ
こ
で
は
時
間
が
空
虚
で
は
な
く
充
【
み
】

第１５０号 

号 

号 

 

号 桜川２ ～日本の花「桜」～ 

 春になると、日本人の誰もが､桜の開花を待ち望み、花見を楽しんで

いるように、桜は､日本人にとっては、切っても切れない花となってい

ます。特に、平安時代以降は、紀友則、西行、本居宣長などの詩歌を

通して、日本人の心のシンボルともなっていきました。 

  敬称を略し、引用文中の旧字体は新字体に改め、筆者による註記を

【  】内に付け加えました。 
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ち
て
お
り
、
充
ち
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
を
忘

れ
さ
せ
る
も
の
、
そ
う
い
う
蠱
惑
【
こ
わ
く 

人
の

心
を
あ
や
し
い
魅
力
で
惑
わ
す
こ
と
】
の
源
と

し
て
月
と
花
へ
の
憧
れ
を
、
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。｣
と
述
べ
て
い
ま
す
。｢

至
美
、
至
純
、

至
極
の
境｣

に
は
と
て
も
達
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
、
吉
野
山
奥
千
本
西
行

庵
か
ら
、
眼
下
に
金
峯
山
寺
蔵
王
堂
を
眺
め
な

が
ら
、
上
千
本
、
中
千
本
へ
と
下
る
道
す
が
ら
、

舞
い
上
が
り
、
舞
い
散
る
花
び
ら
に
包
ま
れ
る

と
、
西
行
な
ら
ず
と
も
、｢

心
は
身
に
も 

そ
は

ず
な
り
に
き｣

と
の
不
思
議
な
陶
酔
感
に
誘(

い

ざ
な)

わ
れ
て
い
き
ま
す
。｢

吉
野
山
…
…｣

の
歌

に
は
、
吉
野
の
桜
を
見
れ
ば
、
少
な
か
ら
ず
共

感
で
き
ま
す
が
、
他
の
４
首
は
、
と
て
も
そ
の

思
い
に
は
至
れ
ま
せ
ん
。 

 
｢

願
は
く
は
…
…｣

の
１
首
も
、
『
山
家
集
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
死
の
10
年
以
上
も
前

の
作
で
す
。
上
田
三
四
二
は
前
掲
書
で
、｢

…

…
。
西
行
は
実
際
の
死
よ
り
十
年
以
上
も
前
に

辞
世
の
歌
を
詠
み
、
以
後
、
春
ご
と
に
望
月
の

花
の
下
で
―
―
如
月
十
五
日
は
釈
迦
入
滅
の

日
に
あ
た
る
が
、
こ
の
世
に
お
け
る
花
の
爛
漫
、

月
の
清
明
を
仏
道
成
就
の
道
し
る
べ
と
し
て
、

彼
岸
に
渡
る
こ
と
を
心
に
期
し
て
き
た
の
で

あ
る
。｣

と
述
べ
、
さ
ら
に｢

『
願
は
く
は
』
の

一
首
は
、
死
へ
の
憧
れ
を
語
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
死
を
も
輝
か
し
い
も
の
と
す
る
月
と
花

を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。｣

と
記
し
て
い
ま

す
。 

 

そ
の
願
い
通
り
に
、
西
行
は
1190

年
２
月
16
日
、

河
内
弘
川
寺(

か
わ
ち
ひ
ろ
か
わ
で
ら)

に
お
い
て
、
73
歳

で
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
月
を
供

え
る
の
は
無
理
だ
ろ
う
か
ら
、｢

心
の
う
ち
に

あ
ら
は
さ
む｣

と
す
る
の
で
、
せ
め
て
、｢

仏
に

は 

桜
の
花
を 

た
て
ま
つ
れ
…
…｣

と
、
後
の

世
の
供
養
者
へ
の
要
請
を
も
詠
ん
で
い
ま
す
。

上
田
に
よ
れ
ば
、｢

…
…
。
死
者
と
し
て
の
意

志
の
表
明
な
り
供
養
者
へ
の
要
請
な
り
が
、
月

と
花
と
い
う
、
彼
が
生
前
、
い
の
ち
に
か
け
て

憧
れ
わ
た
っ
た
美
の
景
物
で
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。
言
い
か
え
れ
ば
西
行
の
死
後
は
、
彼
の

生
前
の
延
長
と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
で

あ
り
た
い
と
希
望
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。｣

(

前
掲
書)

と
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

西
行
に
と
っ
て
は
、
月
と
花
と
は
、
死
後
の

世
で
も
無
く
て
は
な
ら
ぬ
景
物
な
の
で
す
。
し

か
し
、
供
え
て
く
れ
と
い
う
桜
は
年
中
咲
い
て

い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
供
養
者
に
と
っ
て

は
、
厄
介
な
要
請
で
は
あ
り
ま
す
。 

 

上
田
は
前
掲
書
で
、｢

一
首
の
歌
、
一
人
の

歌
人
の
死
が
世
人
に
与
え
た
衝
撃
の
ほ
ど
は

は
か
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。｣

と
述
べ

て
い
ま
す
が
、
没
後
、
撰(

え
ら)

ば
れ
た
『
新
古

今
集
』
に
は
、
最
多
の
94
首
が
採
ら
れ
、
慈

円
、
藤
原
定
家
、
後
鳥
羽
院
、
さ
ら
に
は
500

年

後
の
芭
蕉
な
ど
、
後
世
の
多
く
の
歌
人
・
俳
人

が
、
西
行
の
作
品
を
そ
の
人
生
と
併
せ
て
敬
慕

し
て
き
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
西
行
の
死
に
よ
っ

て
、
桜
は
日
本
人
の
心
を
捉
え
て
放
さ
な
い
花

に
な
っ
た
、
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

(注 1)
上
田 
三
四
二(

う
え
だ 

み
よ
じ 

1923
～
1989) 

 

昭
和
期
の
歌
人
、
小
説
家
、
文
芸
評
論
家
。
内
科
医
。
専

門
は
結
核
。
医
学
博
士
。 

 

敷
島
の 

大
和
心
を 

 

西
行
に
劣
ら
ず
、
桜(
山
桜)

を
こ
よ
な
く
愛

し
た
の
が
、
国
学
者
の
本
居
宣
長(

1730

～
1801)

で

す
。
宣
長
は
伊
勢
国
松
坂(
三
重
県
松
阪
市)

の
人
で
、
医
業
の
傍
ら
日
本
の
古
典
を
研
究
し
、

国
学
を
大
成
さ
せ
ま
し
た
。
特
に
、『
古
事
記
』

の
研
究
に
没
頭
し
、
35
年
を
掛
け
て
『
古
事

記
伝
』
44
巻
を
著
し
ま
し
た
。 

 

小
林
秀
雄
は
、
そ
の
著
『
本
居
宣
長
』(
新

潮
文
庫)

の
中
で
、｢

宣
長
ほ
ど
、
桜
の
歌
を
沢

山
詠
ん
だ
人
も
あ
る
ま
い
。｣

、｢

宣
長
と
い
う

人
が
ど
ん
な
に
桜
が
好
き
な
人
で
あ
っ
た
か
、

そ
の
愛
着
に
は
、
何
か
異
常
な
も
の
が
あ
っ

た
。｣

と
記
し
て
い
ま
す
。 

 

宣
長
は
、
死
の
１
年
ほ
ど
前
の

1800

年
７
月
に
、

遺
言
書
を
書
き
残
し
ま
し
た
が
、
世
間
一
般
の

も
の
と
は
異
な
り
、
自
分
の
葬
式
、
墓
地
、
命

日
の
供
養
に
関
す
る
事
ば
か
り
書
い
て
い
ま

す
。
葬
式
は
何
事
も
粗
末
に
質
素
で
よ
ろ
し
い
、

と
繰
り
返
し
言
っ
て
い
ま
す
が
、
墓
地
に
つ
い

て
は
、
念
の
入
っ
た
説
明
を
加
え
、
そ
こ
に
植

え
る
桜
の
木
は｢

質
素
に｣

と
は
い
き
ま
せ
ん
。 

         
 

 
 

 
 

          

松
阪
市
郊
外
に
あ
る
山
室
妙
楽
寺
の
裏
山

に
造
っ
た
、
約
２
ｍ
四
方
の
墓
地
の
真
ん
中
少

し
後
ろ
に
塚
を
築
い
て
、
そ
の
上
へ
桜
の
木
を

植
え
、
塚
の
前
に
は
石
碑
を
建
て
る
こ
と
。
塚

の
高
さ
は
90
㎝
～
120
㎝
程
、
塚
の
上
に
は
芝

を
伏
せ
、
崩
れ
な
い
よ
う
に
随
分
堅
く
致
し
、

折
々
見
廻
っ
て
、
も
し
崩
れ
て
い
る
所
が
あ
っ

た
な
ら
ば
、
修
復
せ
よ
。
と
書
き
記
し
、｢

植

候
桜
ハ
、
山
桜
之
随
分
花
之
宜
キ
【
よ
ろ
し
き

】

木
を
致
吟
味
【
ぎ
ん
み
い
た
し

】
植
可
申
候
【
う

う
べ
く
ま
う
し
さ
ふ
ら
ふ

】
、
勿
論
後
々
も
し
枯
候

は
ゞ
植
替
可
申
候｣

と
、
植
え
る
桜
木
に
だ
け

は
一
流
の
品
を
注
文
し
、
後
々
も
し
枯
れ
て
し

ま
っ
た
な
ら
ば
、
同
様
の
木
を
植
え
替
え
る
こ

と
、
と
念
を
押
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
花
盛

り
の
桜
の
木
が
植
え
ら
れ
た
墓
の
図
ま
で
描

い
て
い
ま
す
。
も
し
供
養
者
が
桜
を
手
向
け
て

く
れ
な
い
と
寂
し
い
か
ら
、
自
分
で
植
え
て
お

こ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。 

 

『
玉
勝
間
』｢

六
の
巻 
花
の
さ
だ
め｣

で
は
、

｢

花
は
さ
く
ら
、
桜
は
、
山
桜
の
、
葉
あ
か
く

て
り
て
、
ほ
そ
き
が
、
ま
ば
ら
に
ま
じ
り
て
、

花
し
げ
く
咲
き
た
る
は
、
又
た
ぐ
ふ
べ
き
物
も

な
く
、
う
き
世
の
も
の
と
も
思
は
れ
ず
、
…

…
。｣

と
ま
で
記
し
て
い
ま
す
。 

 
 

1790

年
、
61
歳
の
時
に
自
画
自
賛
し
た
肖
像
画

(

遺
言
書
に
は
、
祥
月
命
日
に
、
こ
の
肖
像
画

を
彼
の
書
斎｢

鈴
の
屋｣

の
座
敷
床
【
と
こ

】
に

掛
け
て
、
供
養
を
す
る
よ
う
に
、
と
も
書
か
れ

て
い
る
。)

に
は
、
有
名
な 

 
｢

敷
島
の 

大
和
心
を 

人
問
は
ば 

朝
日
に
匂
ふ 

山
桜
花｣

(注 2) 
(

大
和
心
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
人
が
尋
ね

た
な
ら
、
そ
れ
は
、
朝
の
陽
の
光
を
浴
び
て
、

匂
う
よ
う
に
美
し
く
咲
い
て
い
る
山
桜
の
よ

う
な
も
の
だ
、
と
答
え
よ
う
。)

 

の
歌
が
、
そ
の
賛
と
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

宣
長
は
こ
の
歌
で
、｢

朝
日
に
照
り
映
え
る
山

桜
は
実
に
清
々
し
く
、
明
る
く
、
美
し
い
。
そ

し
て
、
そ
れ
を｢

あ
あ
、
美
し
い
。｣

と
素
直
に

感
じ
る
心
が
、
大
和
心
だ
。｣

と
言
っ
た
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
、
宣
長
以
降
、
復
古
神
道
に
よ
っ
て
、

桜
は
、｢

日
本
の
シ
ン
ボ
ル｣｢

日
本
人
の
心
の

シ
ン
ボ
ル｣

と
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
桜

は
、
愛
国
心
の
象
徴
と
さ
れ
、｢

敷
島
の
…
…｣

の
歌
は
、
戦
前
、
宣
長
が
考
え
て
い
た
以
上
に

も
て
は
や
さ
れ
、
潔
く
散
る
の
が
日
本
人
、
と

い
う
思
想
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
神
風
特
別
攻
撃

隊
の
最
初
の
４
部
隊
が
、
こ
の
歌
か
ら
、｢

敷

島
隊｣｢

大
和
隊｣｢

朝
日
隊｣｢

山
桜
隊｣

と
名
付

け
ら
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

結
果
的
に
、
桜
に
強
烈
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

付
け
加
え
た
の
は
宣
長
で
す
が
、
そ
れ
は
、
彼

の
意
図
し
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

宣
長
は
、｢

桜
を
一
種
の
呪
物
と
し
て
死
後
を

現
世
に
つ
な
ぎ
、
黄
泉
【
よ
み

】
の
闇
を
祓
う

も
の｣(

上
田
三
四
二
前
掲
書)

と
し
て
、
特
別

な
思
い
を
抱
い
て
い
た
の
で
す
。 

 

(注 2)
敷
島
の 

大
和
心
を 

人
問
は
ば 

朝
日
に
匂
ふ 

山
桜
花 

 

戦
前
、
現
在
の
土
浦
市
桜
町
一
帯
が
造
成
さ
れ
た
際
に
、

土
浦
駅
前
に
既
に
大
和
町
が
あ
っ
た
の
で
、
宣
長
の
こ
の
歌

を
踏
ま
え
、
敷
島
町
・
朝
日
町
・
匂
町
・
小
桜
町
が
生
ま
れ

た
。
山
桜
を
小
桜
と
し
た
理
由
は
不
明
。
現
在
は
、
町
名
変

更
に
よ
り
、
そ
の
４
町
は
、
桜
町
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
高
21
回 

松
井
泰
寿
） 

 
志 し

き
嶋
の 

や
ま
登 と

許
ゝ
路
を 

人
登 と

ハ
ゝ 

朝
日
尓
ゝ
ほ
ふ 

山
佐
久
ら
花 

原文（拡大） 本居宣長 61歳自画自賛像 

本居宣長墓(上) 
宣長奥墓設計図解（下） 
 


