
風
姿
花
伝
　
六

花
修
云

か
し
ゅ
う
に
い
わ
く

　
そ
の
一
の
二

能
を
作
る
際
に
、
詩
歌
の
言
葉
を
用
い
る
場
合
は
、
や
さ
し
く
て
、
聞
い

た
だ
け
で
何
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
か
が
理
解
で
き
る
言
葉
を
選
ぶ
べ
き
で

あ
る
。
分
か
り
や
す
い
言
葉
と
、
能
の
振
り
を
合
わ
せ
れ
ば
、
不
思
議
と
、

自
然
に
体
が
、
幽
玄
の
風
情
を
ま
と
う
も
の
で
あ
る
。
難
し
く
堅
苦
し
い
言

葉
は
、
振
り
に
な
か
な
か
合
わ
な
い
。
た
だ
そ
う
は
い
っ
て
も
、
難
し
い
言

葉
の
耳
遠
さ
が
、
逆
に
良
い
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
は
曲
の
本
質
と
演
者
の

体
と
が
上
手
く
合
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
漢
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
れ
、
和

の
言
葉
で
あ
れ
、
そ
の
も
と
も
と
の
意
味
や
来
歴
を
良
く
わ
き
ま
え
る
必
要

が
あ
る
。
た
だ
し
、
卑
し
い
言
葉
や
俗
っ
ぽ
い
言
葉
や
風
情
な
ど
で
は
、
良

い
能
に
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
良
い
能
の
曲
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
本
説
が
ち
ゃ

ん
と
し
て
い
て
、
そ
の
な
か
に
ど
こ
か
目
新
し
く
心
を
引
か
れ
る
も
の
が
あ

り
、
か
つ
、
筋
道
が
通
っ
て
い
て
幽
玄
に
通
じ
る
も
の
が
一
番
で
あ
る
。
見

て
い
て
そ
れ
ほ
ど
目
新
し
い
と
こ
ろ
は
な
く
、
す
ぐ
分
か
る
け
れ
ど
も
、
面

白
い
要
素
が
あ
る
も
の
を
二
番
と
す
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
、
こ
れ

は
お
お
よ
そ
の
話
で
あ
っ
て
、
能
と
い
う
も
の
は
、
上
手
な
人
が
演
ず
る

こ
と
で
、
ど
こ
か
ち
ょ
っ
と
し
た
風
情
の
表
し
方
に
よ
っ
て
、
面
白
く
な
る

も
の
な
の
で
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
演
じ
て
、
日
々
努
力
を
重
ね
れ
ば
、
た
と

え
悪
い
能
の
曲
で
あ
っ
て
も
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
工
夫
を
凝
ら
し
て
見
ど
こ
ろ

の
あ
る
よ
う
に
演
ず
れ
ば
、
面
白
く
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

能
と
い
う
も
の
は
演
じ
る
時
期
や
季
節
、
ま
た
同
じ
曲
で
も
、
そ
れ
を
演
目

の
ど
こ
に
配
置
す
る
か
で
違
っ
て
見
え
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
、
悪
い
能
だ

か
ら
と
い
っ
て
不
必
要
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
良

い
も
悪
い
も
、
為
手
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
と
い
う
、
そ
の
心
遣
い

次
第
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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