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今
で
は
「
花
」
と
言
え
ば
桜
を
指
す
が
平
安
朝
以
前
「
花
」
は
梅
で
あ
っ
た
。
梅
は
弥
生
時
代
に

大
陸
か
ら
入
っ
て
来
た
と
か
、
遣
唐
使
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
と
か
諸
説
あ
る
。
し
か
し
、
梅
を

詠
ん
だ
歌
な
ど
か
ら
「
万
葉
集
」
以
前
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
歴
史
的
に
も
紀
元
前
か
ら
塩
と
共

に
貴
重
な
調
味
料
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
薬
効
の
意
味
で
も
貴
重
だ
っ
た
ろ
う
。 

歴
史
の
長
い
梅
だ
け
に
近
い
種
の
あ
ん
ず
、
す
も
も
な
ど
と
交
配
し
て
三
百
以
上
の
品
種
が
あ
る

と
い
う
。
紅
梅
、
白
梅
か
ら
梅
が
香
、
探
梅
、
梅
林
な
ど
梅
に
関
す
る
季
語
の
多
さ
は
他
に
類
を
見

な
い
。 

 

あ
の
『
西
郷
南
洲
翁
遺
訓
』
に
は
「
耐
雪
梅
花
麗
」
と
あ
る
。
冬
の
寒
さ
に
耐
え
、
控
え
め
に
己

を
律
す
る
強
さ
に
は
誰
も
が
魅
了
さ
れ
る
。
白
梅
は
早
春
の
他
の
花
に
先
駆
け
て
咲
き
、
春
を
告
げ

る
。
色
、
姿
の
美
し
さ
、
さ
ら
に
香
り
か
ら
も
、
健
気
で
清
楚
な
人
格
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ

る
と
言
っ
た
ら
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
こ
う
し
て
花
に
ま
で
も
精
神
性
を
求
め
る
。
身
の
引

き
締
ま
る
思
い
が
す
る
。
季
語
に
な
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
。
梅
は
蕾
の
時
か
ら
香
り
が
あ
る
と
い
う
。

梅
は
香
り
に
桜
は
花
に
と
対
比
さ
れ
る
の
も
面
白
い
。 

  
 

 
 

老
梅
の
白
の
気
品
は
衰
え
ず 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石
谷 

淳
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 「
桜
切
る
馬
鹿
、
梅
切
ら
ぬ
馬
鹿
」
と
言
わ
れ
る
。
桜
は
や
た
ら
に
枝
を
切
る
と
切
り
口
か
ら
感
染

し
て
腐
敗
す
る
と
い
う
。
一
方
、
梅
は
剪
定
し
て
切
り
詰
め
て
い
か
な
い
と
、
若
枝
が
つ
ん
つ
ん
伸

び
て
雑
然
と
し
て
何
と
も
品
の
な
い
姿
に
な
っ
て
し
ま
う
。
梅
の
実
を
た
く
さ
ん
つ
け
さ
せ
る
た
め

に
も
剪
定
は
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
梅
の
味
わ
い
深
い
日
本
人
好
み
の

枝
ぶ
り
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

  

ま
た
、
二
月
と
聞
く
と
尾
形
光
琳
の
「
紅
梅
白
梅
図
屏
風
」
が
思
い
出
さ
れ
る
。
「
臥
竜
梅
」
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
た
く
ま
し
い
梅
の
古
木
を
愉
し
み
、
幹
の
屈
折
し
た
枝
ぶ
り
を
愛
で
る
我
ら
の

伝
統
を
心
か
ら
誇
ら
し
く
思
う
。
白
く
緑
に
苔
む
し
た
枝
ぶ
り
、
そ
の
骨
太
の
造
形
美
は
、
華
道
、

茶
道
は
言
う
ま
で
も
な
く
日
本
画
、
焼
き
物
、
和
服
な
ど
多
方
面
の
伝
統
芸
術
に
欠
か
せ
な
い
。
馥

郁
た
る
香
り
、
大
陸
風
の
気
品
あ
ふ
れ
る
姿
を
桜
と
は
違
う
感
覚
で
先
達
は
好
ん
だ
の
だ
。 


