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生
田
緑
地
の
桜
の
咲
く
頃
に
、白
拍
子
を
や
ら
せ
て
頂

け
る
興
奮
に
、白
拍
子
が
歌
い
舞
う
さ
ま
ざ
ま
な
情

景
を
心
に
浮
か
べ
ま
し
た
。 日
本
で一番
美
し
い
日
々
、そ

れ
が
花
々
が
ほ
こ
ろ
び
る
春
で
し
ょ
う
。春
が
訪
れ
る

喜
び
、春
が
去
る
寂
し
さ
は
、昔
か
ら
多
く
の
詩
人
た

ち
の
心
を
打
ち
、歌
に
詠
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　
『
和
漢
朗
詠
集
』は
、漢
文
、漢
詩
、和
歌
と
い
っ
た

詩
を
、実
際
に
声
に
出
し
て
朗
読
す
る
た
め
に
平
安
中

期
に
成
立
し
ま
し
た
。な
お
、白
拍
子
は
平
安
後
期
ま

で
内
教
坊
と
い
う
宮
中
で
歌
舞
の
訓
練
を
積
ん
だ
女

性
た
ち
が
、内
教
坊
の
閉
鎖
に
よ
っ
て
、一般
社
会
に
出

て
歌
い
舞
い
始
め
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ー（
演
技
者
）の
こ
と
で

す
。 

 　

今
回
の
企
画
は
、白
拍
子
が
こ
の『
和
漢
朗
詠
集
』

の
詩
を
紐
解
い
て
い
く
と
い
う
ア
イ
デ
ア
か
ら
生
ま
れ

ま
し
た
。

そ
の
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
、同
集
に
収
め
ら

れ
て
い
る
菅
原
文
時
の
７
１
番
歌
で
し
た
。こ
の
歌
は

「
西
楼
に
月
落
ち
て
花
の
間
の
曲
中
殿
に
燈
残
って
竹
の

裏
の
音
」と
い
う
情
景
を
詠
み
、「
残
物
白
拍
子
」と
い

う
題
で
、金
沢
文
庫
に
歌
詞
と
し
て
資
料
が
残
って
い
る

の
で
す
。

　
『
和
漢
朗
詠
集
』は
四
季
ご
と
に
歌
が
分
か
れ
て
お

り
、春
の
部
で
は「
立
春
」「
早
春
」「
春
興
」「
春
夜
」「
暮

春
」な
ど
、春
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
様
々
な
情

景
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、中
国
唐
代
の
偉
大
な

詩
人
と
、日
本
の
詩
人
の
両
方
の
作
品
が
収
め
ら
れ
て

お
り
、両
国
の
詩
を
知
る
こ
と
で
、歌
を
深
く
味
わ
い
、

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。  

　

ま
ず
劉
禹
錫（772

〜842

）の「
野
原
の
草
花
は一面

に
咲
き
み
ち
て
い
ま
す
」と
い
う
詩
と
、こ
れ
を
和
歌
に

し
た
小
野
篁（802

〜853

）の
作
品
。そ
し
て
李
白

（701~762
）の「
春
を
引
き
止
め
よ
う
と
し
て
も
春
は

留
ま
って
く
れ
ま
せ
ん
」と
い
う
詩
を
取
り
上
げ
ま
す
。

ま
た
、李
白
の
詩
に
つ
い
て
は
、香
港
中
文
大
学
の
蕭
振

豪
先
生
の
ご
協
力
を
得
て
、唐
代
の
発
音
と
抑
揚
を
復

元
し
、そ
の
音
に
合
わ
せ
た
旋
律
を
作
り
出
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、そ
の
発
音
を
日
本
の
漢
音
に
変
換
し
て
作
品

を
作
り
ま
す
。さ
ら
に
漢
文
を
書
き
下
ろ
し
た
和
歌
に

も
作
曲
し
ま
す
。こ
れ
ら
三
つ
の
ス
タ
イ
ル
で
音
楽
と
振

り
付
け
を
構
成
し
て
い
ま
す
。

 

ま
た
、当
時
の
中
国
文
学
に
精
通
し
、日
本
で
も
高
い

評
価
を
受
け
た
菅
原
道
真（845

〜903

）の
歌「
晩
春

の
老
鶯
と
落
花
が
春
を
送
って
い
ま
す
。春
よ
最
後
に

私
の
家
に
泊
ま
り
に
き
ま
せ
ん
か
？
」を
、雅
楽
の

『
春
庭
花
』の
旋
律
に
合
わ
せ
て
歌
い
舞
い
ま
す
。

 

作
曲
の
方
法
に
つ
い
て
。た
と
え
ば
、李
白
の
詩
に
出

て
く
る
唐
代
の
発
音
で
の「
春（tchwin

チ
ュ
イ
ン
）」と

い
う
音
と
抑
揚
か
ら
旋
律
を
作
り
、日
本
人
が
漢
字

を
読
む「
春（shun

シュン
）」も
、唐
代
の
発
音
と
抑
揚

を
元
に
旋
律
を
作
り
ま
し
た
。さ
ら
に
訓
読
み
の
春

（
は
る
）」も
、唐
代
の
発
音
と
抑
揚
面
影
を
残
し
つ
つ

旋
律
を
作
り
ま
し
た
。

　

現
代
で
は
、和
歌
は
単
に
朗
読
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

で
す
が
平
安
時
代
の
詩
人
や
白
拍
子
た
ち
が
ど
の
よ

う
に
歌
っ
て
い
た
の
か
、と
い
う
こ
と
を
想
像
し
つ
つ
、

し
か
し
復
元
と
い
う
形
で
は
な
く
、新
た
な
創
作
と

し
て
今
回
の
演
目
を
作
り
ま
し
た
。そ
れ
は
、唐
代
の

中
国
語
と
日
本
語
を
自
由
に
使
い
こ
な
し
て
い
た
当

時
の
日
本
の
歌
人
、舞
人
の
感
性
や
遊
び
心
を
呼
び

覚
ま
す
も
の
で
し
た
。唐
代
の
発
音
が
、漢
音
読
み
や

訓
読
み
に
な
る
こ
と
に
よ
って
、音
の
高
さ
や
リ
ズ
ム
、

テ
ン
ポ
の
変
化
が
変
化
し
て
ゆ
く
の
を
楽
し
ん
で
い
た

の
で
し
ょ
う
。   

　

ど
う
ぞ
、平
安
時
代
の
詩
人
や
白
拍
子
た
ち
と
共

に
、春
に
遊
び
、春
に
楽
し
み
、春
の
息
吹
を
感
じ
な

が
ら
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

令
和
七
年
春 

桜
井
真
樹
子

わ
か
ん
ろ
う
え
い
し
ゅ
う

す
が
わ
ら
の
ふ
み
と
き

の
こ
り
も
の
し
ら
び
ょ
う
し

す
が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね

ろ
う
お
う

し
ゅ
ん
て
い
か

り
ゅ
う
う
し
ゃ
く

お
の
の
た
か
む
ら

り
は
く

か
ん
お
ん

う
た
ま
い


