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　〈
小
塩
〉は「
小
原
野
花
見
」だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

寛
正
六1465

年
九
月
二
十
五
日
、
将
軍
足
利
義
政

が
春
日
若
宮
御
祭
見
物
の
た
め
南
都
下
向
の
際
、
一

条
院
で
行
わ
れ
た
四
座
立
会
猿
楽（『
蔭
涼
軒
日
録
』）
で
、

竹
田
大
夫（
隠
居
後
の
金
春
禅
竹
）
が
演
じ
た
。
表
章
は

こ
の
催
し
は
多
武
峰
八
講
猿
楽
形
式
で
、
新
作
能
が

共
演
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。（

１
）

 

　『
伊
勢
物
語
』古
注
釈
と
の
関
連
に
言
及
す
る
論
は

多
い
が
、伊
藤
正
義
の『
謡
曲
集
上
』「
小
塩
」の
解
題
・

頭
注
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。（

２
）古

注
の
世

界
を
想
起
さ
せ
る
指
摘
は
、
陰
陽
の
神
と
し
て
信
仰

さ
れ
て
い
た
業
平
像
を
知
る
上
で
有
用
で
、
そ
れ
を

シ
テ
に
投
影
さ
せ
て
能
を
鑑
賞
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
禅
竹
は
、
観
客
に
そ
れ
を
強
要
は

し
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
山
木
ユ
リ
は「
事
件
も
物
語
り
も
カ
ッ
ト
し
、
ひ

た
す
ら
和
歌
を
連
ね
て
能
に
仕
立
て
る
と
い
う
新
趣

向
」と
指
摘
。『
歌
舞
髄
脳
記
』「
閑
曲
」の
典
型
を
見

る
と
し
て
、「
世
阿
弥
時
代
に
は
発
見
さ
れ
な
か
っ

た
美
的
理
念
を
樹
立
し
、
新
し
い
様
式
と
美
を
持
っ

た
禅
竹
時
代
と
も
称
す
べ
き
一
時
代
が
確
立
さ
れ
つ

つ
あ
る
」と
す
る
。（

３
）筆

者
は〈
小
塩
〉に
関
し
て
二
つ

論
（
４
・
５
）考

を
発
表
し
た
が
、
山
木
論
と
こ
の
二
稿
を
承
け

て
、
将
軍
来
臨
の
舞
台
で
の
新
作
と
し
て
、
発
揮
さ

れ
て
い
る
独
創
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
山
木
が
指
摘
す
る
と
お
り
、「
事
件
も
物
語
り
も

カ
ッ
ト
」し
て
い
る
し
、
そ
れ
が
奇
想
天
外
な
古
注

世
界
に
深
入
り
し
な
い
手
法
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。

（
５
）

そ
の
分
力
を
い
れ
て
い
る
の
が
、
能
の
舞
台
と
な
っ

て
い
る
世
界
の
構
築
、〈
小
塩
〉の
場
合
今
日
し
か
な

い
と
い
う
ほ
ど
の
花
見
日
和
の
描
出
で
あ
ろ
う
。

　
ワ
キ（
ワ
キ
ツ
レ
同
伴
）
は
花
見
の
浮
き
浮
き
し
た
気

分
を
口
に
し
つ
つ
登
場
。
小
塩
明
神
が
祀
ら
れ
る
大

原
野
神
社
に「
手
向
け
」す
る
と
、
神
の
力
が
働
い
て

い
る
と
感
じ
ら
れ
る
特
別
な
日
で
あ
る
。

　
続
く
前
シ
テ
登
場
の
段
で
は「
散
り
も
せ
ず
　
咲

き
も
残
ら
ぬ
」様
子
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
注
目

し
た
い
の
が
、
３
段
で
の
ワ
キ
と
シ
テ
の
応
対
の
最

後
に
置
か
れ
る〔
上
ゲ
歌
〕で
あ
る
。

都
べ
は
　
な
べ
て
錦
と
な
り
に
け
り
　
桜
を
折

ら
ぬ
人
し
な
き

　
花
衣
着
に
け
り
な

　
時
も
日

も
月
も
や
よ
ひ

　
あ
ひ
に
あ
ふ
眺
め
か
な

　
げ

に
や
大
原
や
　
小
塩
の
山
も
今
日
こ
そ
は
　
神

代
も
思
ひ
知
ら
れ
け
れ
　

傍
線
部
は『
拾
遺
愚
草
』の
歌（
最
後
は「
人
し
な
け
れ
ば
」）

を
引
用
し
て
い
る
。
桜
を
手
折
り
か
ざ
す
人
々
を

詠
ん
だ
定
家
の
歌
に
よ
っ
て
、
自
然
界
の
み
な
ら

ず
、
人
間
界
に
も
人
工
の
花
盛
り
を
出
現
さ
せ
て
い

る
。
そ
し
て
二
重
傍
線
部
、〈
小
塩
〉の
テ
ー
マ
ソ
ン

グ
と
も
い
え
る『
伊
勢
物
語
』七
十
六
段
の
歌（
下
の
句

は「
神
代
の
こ
と
も
思
ひ
出
づ
ら
め
」）
の
引
用
で
あ
る
。
こ

の
歌
は
次
の
４
段
で
改
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
、「
こ

の
地
に
行
幸
が
あ
っ
た
と
き
、
業
平
が
后
と
の
こ
と

を
思
い
出
し
て
詠
ん
だ
の
だ
」と
説
明
さ
れ
る
。
こ

の
４
段〔
問
答
〕は
前
場
唯
一
の
本
説
紹
介
の
場
面
と

し
て
重
要
で
あ
る
が
、
簡
略
で
具
体
的
な
情
報
は
省

か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
補
っ
て
い
る
の
が
間
狂
言
で

あ
る
。（

４
）一

方
３
段
で
の
引
用
は『
伊
勢
物
語
』
か
ら

切
り
離
さ
れ
て
い
て
、「
今
日
の
様
子
は
神
代
も
連

想
さ
せ
る
」と
、
花
盛
り
の
賛
美
に
転
用
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
定
家
の
歌
は
神
代
に
匹
敵
す
る
類
い

ま
れ
な
美
し
さ
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
、
神
代
へ

の
連
想
に
説
得
力
を
与
え
て
い
る
。

　
続
く
中
入
り
の〔
ロ
ン
ギ
〕で
シ
テ
は
夕
霞
に
紛
れ

て
姿
を
消
す
が
、
霞
は「
天
も
花
に
や
酔
」
っ
た
よ

う
に
紅
に
染
ま
っ
て
い
る
。
シ
テ
は
霞
と
一
体
化
す

る
よ
う
に
そ
の
中
に
消
え
て
し
ま
う
の
で
、
人
間
で

は
な
い
な
と
い
う
印
象
を
残
す
こ
と
に
な
る
。

　
ア
イ
の
語
り
に
よ
っ
て
、
小
塩
明
神
で
も
あ
る
業

平
が
衆
生
済
度
の
た
め
に
姿
を
現
し
た
こ
と
を
知
っ

た
ワ
キ
が
、
さ
ら
に
奇
特
を
見
よ
う
と
待
つ
中
、
後

シ
テ
が
出
現
す
る
。〔
サ
シ
・
ク
セ
〕で
は
、
本
説
紹
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介
と
し
て
在
り
し
日
の
恋
物
語
に
関
わ
る
様
々
な
歌

を
紹
介
す
る
が
、
後
シ
テ
は
物
見
車
に
乗
っ
て
登
場

し
、

（
６
）

 
「
花
見
車
く
る
る
よ
り
　
月
の
花
よ
待
た
う

よ
」と
謡
う
の
で
あ
る
。
続
い
て〔
ク
リ
〕は

そ
れ
春
宵
一
刻
値
千
金
　
花
に
清
香
月
に
影

惜
し
ま
る
べ
き
は
た
だ
こ
の
時
な
り

と
、
蘇
軾「
春
夜
」を
引
用
し
、
詩
で
描
か
れ
る
宵
そ

の
も
の
だ
と
印
象
づ
け
る
。
後
シ
テ
は「
神
代
の
物

語
」の
た
め
と
言
い
つ
つ
、
実
は
月
夜
の
花
見
を
し

た
く
て
降
臨
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
舞
後
の〔
ワ
カ
〕は

昔
か
な
　
花
も
所
も
月
も
春
　
あ
り
し
御
幸
を

花
も
忘
れ
じ
　
花
も
忘
れ
ぬ

で
、
傍
線
部
は
業
平
の
代
表
歌「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や

昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
一
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」

を
踏
ま
え
て
い
る
。
二
重
傍
線
部
は
傍
線
部
か
ら
の

連
続
性
を
重
視
す
れ
ば
、「
大
原
へ
の
御
幸
ば
か
り

か
、
そ
こ
に
咲
く
花
も
私
は
忘
れ
な
い
」と
い
う
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う（
佐
成
謙
太
郎『
謡
曲
大
観
』明
治
書
院

1931

の
解
釈
）
が
、
謡
と
し
て
素
直
に
聞
け
ば「
あ
り

し
御
幸
を
」か
ら
続
く
の
で「
花
も
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
、

花
も
忘
れ
な
い
」と
な
る
。
シ
テ
は
花
の
精
な
の
か

と
い
う
印
象
が
生
ま
れ
る
。

　
さ
ら
に
続
け
て
終
曲
部
の〔
ノ
リ
地
〕で
は

山
風
吹
き
乱
れ
　
散
ら
せ
や
散
ら
せ
　
散
り
迷

ふ
　
木
の
本
な
が
ら
　
ま
ど
ろ
め
ば
　
桜
に
結

べ
る
　
夢
か
現
か
　
世
人
定
め
よ
　
夢
か
現
か

世
人
定
め
よ
　
寝
て
か
覚
め
て
か
　
春
の
夜
の

月
　
曙
の
花
に
や

　
残
る
ら
ん

夜
明
け
近
い
頃
合
い
、
山
風
が
吹
き
乱
れ
、
満
開
の

花
を
散
ら
す
。
散
ら
し
て
い
る
の
は
シ
テ
自
身
で
、

昔
を
偲
ぶ
懐
旧
の
舞
に
よ
っ
て
時
の
経
過
が
示
さ
れ
、

時
の
経
過
を
観
じ
た
こ
と
で
、
静
止
状
態
で
咲
き
誇

っ
て
い
た
花
が
散
る
。
こ
こ
に
ま
た『
拾
遺
愚
草
』の

歌（
傍
線
部
。「
散
り
紛
ふ
木
の
本
な
が
ら
ま
ど
ろ
め
ば
桜
に
結

ぶ
春
の
夜
の
夢
」）
の
引
用
が
あ
る
。
花
が
乱
れ
散
る
中
、

桜
の
木
の
下
に
眠
る
人
が
見
る
春
の
夜
の
夢
は
恋
の

気
分
も
伴
っ
て
お
り
、
さ
ぞ
か
し
美
し
い
の
だ
ろ
う

と
感
じ
さ
せ
る
耽
美
的
な
歌
で
あ
る
。
夢
を
見
て
い

る
人
、
す
な
わ
ち
ワ
キ
を
描
写
す
る
た
め
に
使
用
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
夢
を
見
せ
て
い
る
の
は
シ

テ
の
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
見
る
夢
は
業
平
の
恋

物
語
、
こ
の
歌
に
ぴ
っ
た
り
合
致
す
る
。

　
そ
こ
か
ら
連
続
さ
せ
て『
伊
勢
物
語
』六
十
九
段
の

歌
二
首
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る（
二
重
傍
線
部
）
。

君
や
こ
し
我
や
行
き
け
ん
お
も
ほ
え
ず
夢
か
現

　
　
か
寝
て
か
さ
め
て
か

か
き
く
ら
す
心
の
闇
に
ま
ど
ひ
に
き
夢
う
つ
つ

　
　
と
は
世
人
定
め
よ（
定
家
本「
こ
よ
ひ
定
め
よ
」）

今
宵
の
奇
瑞
は
夢
な
の
か
現
な
の
か
定
か
で
は
な

い
。
そ
れ
は「
世
人
」（
世
の
中
の
人
）
、
つ
ま
り
こ
こ

で
は
観
客
が
決
め
る
こ
と
だ
と
す
る
。
ワ
キ
は
眠
っ

て
い
る
の
だ
が
、
実
際
に
小
塩
明
神
が
出
現
し
た
の

か
、
ワ
キ
の
見
た
夢
で
あ
っ
た
の
か
断
言
せ
ず
、
観

客
に
委
ね
る
手
法
を
用
い
て
い
る
。
本
説
紹
介
と
し

て
必
要
な
具
体
的
説
明
を
省
く
こ
と
で
、
業
平
像
が

観
客
の
受
け
取
り
方
次
第
で
変
化
す
る
の
と
共
通
す

る
、
禅
竹
な
ら
で
は
の
工
夫
で
あ
ろ
う
。

　
前
後
場
を
通
し
て
昼
・
夕
・
宵
・
暁
と
い
う
時
の

経
過
と
共
に
丁
寧
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、

異
常
な
程
に
美
し
い
花
見
の
一
日
で
あ
る
。
特
に
個

性
的
な
の
が
神
と
し
て
の
本
体
を
現
し
た
後
シ
テ
で
、

花
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
シ
テ
は
花
見

の
場
を
支
配
し
て
い
る
。
特
殊
な
シ
テ
が
創
り
出
さ

れ
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
出
現
し
て
い
る
特
別
な
花
見
、

そ
こ
に
参
加
で
き
る
特
別
な
観
客
。
こ
の
構
図
は
来

臨
し
た
将
軍
へ
の
祝
意
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
前
後
場
そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
重
要
な
場
所
に
は
、
藤

原
定
家
の
和
歌
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
和
歌
の

生
み
出
す
非
現
実
的
な
美
の
力
を
借
り
て
、
和
光
同

塵
の
神
が
介
入
す
る「
花
見
」が
創
り
出
さ
れ
て
い
る
。

定
家
に
私
淑
し
て
い
た
禅
竹
が
、
定
家
の
歌
か
ら
発

想
を
得
て
特
別
の
花
見
を
演
出
し
て
い
る
、
と
言
い

た
く
な
る
よ
う
な
作
法
で
あ
る
。
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猿
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史
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収
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潮
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。
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岸
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収
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収
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　（
６
）物
見
車
に
乗
っ
て
登
場
す
る
の
は
、〈
右
近
〉な
ど
通
常

　
　
　
前
シ
テ
で
あ
る
。
そ
の
点〈
野
宮
〉は
、
詞
章
で
は
後
シ

　
　
　
テ
が
破
れ
車
に
乗
っ
て
登
場
す
る
体
を
取
っ
て
い
て
、

　
　
　
本
曲
と
の
関
連
が
興
味
深
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
奈
良
大
学
教
授
）


