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き
る
人
と
な
り
た
い
も
の
で
す
。

◆
─
─
四
季
が
日
本
人
の
感
性
を
育
ん
だ

　
日
本
に
は
日
本
独
特
の
四
季
が
あ
り
、
そ
の
中
で
独
自
の
も
の
の
考
え
方
や
感
じ
方
を
育

は
ぐ
く

ん
で
き
ま
し
た
。

春
夏
秋
冬
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
特
色
が
、
人
々
の
暮
ら
し
と
心
を
豊
か
に
し
、
生
活
の
中
に
、
日
本
人
は
季
節

の
感
覚
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　
初
夏
に
は
更

こ
ろ
も
が
え衣

が
行
わ
れ
、
同
時
に
住
ま
い
の
装
い
も
夏
向
き
に
変
え
ら
れ
ま
す
。
今
日
の
大
都
会
は
味
気

な
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
お
い
て
も
移
り
変
わ
る
四
季
の
気
配
と
美
し
さ
を
見
出
す
の
が
日
本

人
で
す
。
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
を
観
賞
し
、
溶
け
込
み
、
楽
し
む
心
が
あ
り
ま
す
。

「
寒
流
　
月
を
帯
び
て
　
澄
め
る
こ
と
　
鏡
の
如
し
」
と
宮
本
武
蔵
は
戦
気
熟
す
る
雰
囲
気
を
詠
ん
で
い
ま
す

が
、
こ
の
氷
の
如
く
冴さ

え
わ
た
る
月
が
、「
あ
さ
緑
　
花
も
緑
に
　
霞
み
つ
つ
　
朧

お
ぼ
ろ
に
見
ゆ
る
　
春
の
夜
の
月
」

と
源
資す

け

通み
ち

の
詠
む
朧
月
と
な
り
、「
夏
の
夜
は
　
ま
だ
宵よ

い

な
が
ら
　
明
け
ぬ
る
を
　
雲
の
何い

づ
こ処

に
　
月
宿
る
ら

む
」
と
、
清き

よ
は
ら
の
ふ
か
や
ぶ

原
深
養
父
に
は
、
短
い
夏
の
夜
の
逢お

う

瀬せ

を
楽
し
む
歌
を
詠
ま
せ
、
明み

ょ
う
え恵
上
人
は
、「
ふ
る
さ
と
の

宿
に
は
一
人
　
月
休
む
　
思
う
も
寂
し
　
秋
の
夜
の
空
」
と
、
優
し
く
神
秘
な
輝
き
を
秘
め
た
秋
の
月
を
詠
み
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ま
す
。

　
ど
の
国
に
も
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
特
に
、
自
然
と
い
う
環
境
に
対
し
て
衣
服
や
住
居
な
ど
の
生
活
を
調

和
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
美
し
さ
を
見
出
し
て
い
る
日
本
人
は
、
立
ち
居
振
る
舞
い
に
お
い
て
も
「
調
和
」

こ
そ
「
美
」
の
最
も
大
切
な
基
と
し
て
い
ま
す
。

「
立
ち
居
振
る
舞
い
」
と
い
う
動
作
に
「
調
和
の
美
」
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
無
駄
が
な
く
、
効

率
的
で
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
実
際
に
役
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
無
駄
を
省
き
、
そ
の
時
に
一
番

ふ
さ
わ
し
い
動
き
を
す
る
と
、
そ
れ
が
見
て
い
て
美
し
い
動
き
と
な
り
ま
す
。「
実
用
の
合
理
・
無
駄
の
省
略
・

調
和
の
美
」
す
な
わ
ち
「
実
用
・
省
略
・
美
」
が
一
体
と
な
っ
た
時
、
初
め
て
美
し
い
動
作
と
な
っ
て
人
の
目

に
映
る
の
で
す
。

◆
─
─
小
笠
原
流
礼
法
の
四
つ
の
教
え

　
小
笠
原
流
礼
法
の
大
切
な
教
え
と
し
て
、

　
　
一
、
正
し
い
姿
勢
の
自
覚

　
　
一
、
筋
肉
の
働
き
に
反
し
な
い

　
　
一
、
物
の
機
能
を
大
切
に
す
る
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一
、
環
境
や
相
手
に
対
す
る
自
分
の
位
置
（
間
柄
や
間
）
を
常
に
考
え
る

　
と
い
う
四
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
礼
法
は
実
用
的
で
あ
り
、
効
用
的
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
無
駄
な
動
き
を
省
き
、
必
要
最
低
限
の
機
能

を
使
用
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
こ
の
二
つ
が
自
然
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
見
る
人
に
は
美
し
く
調

和
が
取
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
実
用
・
省
略
・
美
」
が
大
切
と
な
る
の
で
す
。

　
礼
法
と
は
一
個
人
の
考
え
で
は
な
く
、
ま
た
一
個
人
が
作
っ
た
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
の
体
の
機
能

と
、
物
の
機
能
が
理
解
さ
れ
た
時
に
、
そ
れ
が
「
仕
草
」
と
し
て
現
れ
る
も
の
な
の
で
す
。
ま
ず
は
本
来
の
体

や
物
の
構
造
と
機
能
を
、
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
わ
き

ま
え
た
先
輩
が
指
導
し
、「
形
」
と
し
て
示
す
こ
と
が
大
切
と
な
り
ま
す
。

　
新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道
』
に
は
、「
礼
は
寛
容
に
し
て
慈
悲
あ
り
、
礼
は
妬ね

た

ま
ず
、
礼
は
誇
ら
ず
、
驕お

ご

ら
ず
、

非
礼
を
行
わ
ず
己
の
理
を
求
め
ず
、憤
ら
ず
、人
の
悪
を
思
わ
ず
、と
云
い
得
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」、ま
た
「
最

も
著
名
な
る
礼
法
の
流
派
た
る
小
笠
原
流
宗
家
（
小
笠
原
清
務
）
の
述
べ
た
る
言
葉
に
よ
れ
ば
『
礼
道
の
要
は

心
を
練
る
に
あ
り
、
礼
を
以
っ
て
端
坐
す
れ
ば
兇
人
剣
を
取
り
て
向
か
う
と
も
害
を
加
ふ
る
こ
と
能あ

た

は
ず
』
と
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云
う
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
絶
え
ず
正
し
き
作
法
を
修
む
る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
身
体
の
す
べ
て
の
部
分
及

び
機
能
に
完
全
な
る
秩
序
を
生
じ
、身
体
と
環
境
と
が
完

ま
っ
た

く
調
和
し
て
肉
体
に
対
す
る
精
神
の
表
現
に
い
た
る
、

と
云
う
の
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。

　
柔
道
の
三
船
久
蔵
氏
は
自
著
『
道
と
術
』
の
な
か
で
、「
柔
道
は
無
限
の
展
開
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
い

か
な
る
攻
技
で
あ
っ
て
も
涯は

て

し
な
い
、
完
成
へ
の
途
上
に
あ
る
の
で
あ
る
。
修
行
者
の
中
に
は
、
往
々
に
し
て

勝
敗
に
と
ら
わ
れ
る
余
り
、
高
速
度
な
修
行
に
深
入
り
し
て
、
得
意
の
技
に
の
み
専
念
す
る
者
も
あ
る
が
、
か

か
る
こ
と
は
人
間
生
活
を
一
足
飛
び
に
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
真
の
修
行
者
は
、
む
し
ろ
後
日
の
達
成
を
期
し

て
撓た

わ

ま
ず
、
怠
ら
ず
、
全
般
的
に
柔
道
の
本
義
を
会
得
す
る
よ
う
、
心
が
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
ま
た
相
手
の
体
に
恐
れ
を
抱
い
た
り
、
或あ

る

い
は
相
手
の
得
意
な
技
に
懸
念
し
て
、
極
度
に
警
戒
し
た
り
す
る

こ
と
は
、
自
己
の
心
身
の
硬
直
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
虚
心
平
静
に
相
手
に
対
し
、
侮
ら
ず
、

恐
れ
ず
、
己
の
全
力
を
竭つ

く

し
て
な
お
か
つ
已や

む
こ
と
な
き
、
進
取
発
展
の
気
概
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
独
り
柔
道
の
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
万
事
に
通
じ
て
変
わ
り
な
い
達
成
へ
の
要よ

う

訣け
つ

で
あ
っ
て
、
人

間
完
成
も
ま
た
、
か
く
の
ご
と
く
し
て
真
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
小
笠
原
の
歌
訓
に
は
、「
弓
は
た
だ
　
射
て
み
せ
た
て
も
　
無
益
な
り
　
何
と
も
無
く
て
　
気
高
き
ぞ
良
き
」
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と
い
う
教
え
の
歌
が
あ
り
ま
す
。

　
小
笠
原
流
で
は
、
弓
術
、
弓
馬
術
、
す
べ
て
基
本
の
稽
古
は
礼
法
な
の
で
す
。

◆
─
─
礼
法
の
基
本
と
は

　
そ
の
礼
法
の
基
本
は
「
立
つ
、
座
る
、
歩
く
、
お
辞
儀
を
す
る
、
物
を
持
つ
、
回ま

わ

る
」
の
六
通
り
で
す
。
立
っ

て
い
る
姿
勢
か
ら
座
る
動
作
、
座
っ
て
い
る
姿
勢
か
ら
立
つ
動
作
、
立
っ
て
い
る
姿
勢
か
ら
歩
く
動
作
、
常
に

正
し
い
姿
勢
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
頸く

び

と
腰
を
し
っ
か
り
と
支
え
る
こ
と
が
大
切
と
な
り
ま
す
。

　
一
見
、礼
法
と
は
懸
け
離
れ
た
か
に
見
え
る
流
鏑
馬
。
馬
の
上
か
ら
弓
を
引
く
騎
射
に
お
い
て
は
、鞍く

ら

に
座
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
は
鞍
に
体
が
接
し
て
い
ま
せ
ん
。
鐙

あ
ぶ
み

の
上
に
立
っ
た
状
態
で
、
い
わ
ゆ
る
出で

っ

尻ち
り

鳩は
と

胸む
ね

の
姿
勢
を
と
り
ま
す
。
臍へ

そ

を
鞍
の
前
輪
に
乗
せ
、
尻
を
後
輪
に
乗
せ
る
よ
う
な
形
と
な
り
ま
す
。
全
速
力

で
走
る
馬
の
反
動
を
膝
で
抜
き
、
常
に
正
し
い
姿
勢
と
な
る
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
を
腰
で
取
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
昔
か
ら
「
骨
の
少
な
い
と
こ
ろ
を
鍛
錬
せ
よ
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
脊せ
き

柱ち
ゅ
うを
通
し
て
考
え
て
み
る
と
、
胸

骨
に
覆
わ
れ
て
い
る
部
分
と
骨
盤
の
部
分
を
除
く
と
、
頸
と
腰よ

う

椎つ
い

の
部
分
が
一
番
鍛
え
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る

と
い
え
ま
す
。
頸
椎
と
腰
椎
は
一
番
動
き
や
す
く
、
動
か
し
や
す
く
で
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
部
分
の
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筋
肉
が
常
に
緊
張
し
て
体
を
支
え
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
特
に
、
腰
椎
の
部
分
は
二
足
歩
行
を
す
る
人
間
の
宿
命
で
、
あ
ら
ゆ
る
力
が
掛
か
っ
て
き
ま
す
。
前
に
傾
き

そ
う
な
上
体
を
い
つ
も
後
ろ
か
ら
引
っ
張
っ
て
い
る
背
筋
、ま
た
腹
の
中
に
は
内
臓
器
官
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
前
に
あ
る
腹
壁
が
脊
柱
の
支
持
に
強
く
関
係
し
て
い
ま
す
。
こ
の
腹
筋
と
の
両
方
の
筋
肉
を
鍛
え
る
こ
と

が
大
切
と
な
り
ま
す
。
騎
射
は
、
こ
の
背
筋
を
特
に
鍛
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
礼
法
の
稽
古
に
よ
り
背
筋
を
鍛
え
る
の
は
、よ
ほ
ど
そ
の
こ
と
を
意
識
的
に
行
わ
な
い
と
難
し
い
の
で
す
が
、

「
袴

は
か
ま
の
腰
板
」
と
い
う
教
え
の
中
で
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
背
筋
に
意
識
を
向
け
さ
せ
た
、
先
人
の
体
験

的
な
知
恵
は
す
ば
ら
し
い
も
の
と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
普
段
か
ら
礼
法
に
よ
り
足
腰
を
鍛
え
、
鍛
錬
を
積

ん
で
騎
射
、
流
鏑
馬
は
本
番
に
臨
む
の
で
す
。

　「
も
て
あ
そ
ぶ
　
玉
と
竹
の
　
心
知
れ
　
鍛
錬
に
し
く
　
こ
と
は
あ
ら
ま
し
」

　
子
ど
も
の
遊
ん
で
い
る
豆
鉄
砲
の
こ
と
で
、
竹
の
曲
げ
方
、
離
し
方
、
狙
い
方
、
豆
の
飛
び
方
は
さ
ま
ざ
ま

で
す
が
、
毎
日
、
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
的
か
ら
外
れ
な
い
よ
う
に
な
り
ま
す
。
射
に
お
い
て
も
引
き
込
み
の
過

不
足
、
狙
い
の
高こ

う

下げ

、
離
れ
の
良
し
悪あ

し
に
よ
っ
て
的
中
が
定
ま
り
ま
す
か
ら
、
弓
も
よ
く
稽
古
し
て
鍛
え
錬

る
に
勝
る
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
宮
本
武
蔵
の
『
五
輪
書
』
に
も
「
朝

ち
ょ
う

鍛た
ん

夕せ
き

錬れ
ん

」
と
い
う
言
葉
が
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随
所
に
見
え
ま
す
。「
朝
鍛
夕
錬
」
と
は
不
断
に
継
続
す
る
修
行
で
あ
り
、
毎
日
、
稽
古
を
積
む
こ
と
に
よ
り
、

一
歩
一
歩
、
道
の
深
奥
を
会
得
で
き
る
も
の
で
、
一
生
が
稽
古
で
あ
る
と
教
え
て
い
ま
す
。
武
家
の
礼
法
で
あ

る
小
笠
原
流
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
す
。

　
小
笠
原
の
歌
に
「
稽
古
に
対
し
て
口く

伝で
ん

す
べ
し
」
と
い
う
味
わ
い
深
い
三
首
が
あ
り
ま
す
。

　「
千
里
よ
り
　
外
に
行
か
ん
と
　
思
う
身
は
　
一
足
よ
り
も
　
弛た

ゆ

ま
ざ
ら
ま
し
」

　「
式
な
ら
む
　
川
瀬
の
水
も
　
水
上
は
　
岩
間
に
絶
え
ぬ
　
苔こ

け

の
一
露
」

　「
な
り
姿
　
流
れ
流
れ
に
　
変
わ
る
と
も
　
奥
意
は
同
じ
　
谷
川
の
水
」

第
五
節	

	

心
と
形

　
礼
儀
作
法
は
形
式
的
な
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
は
作
法
を
鋳い

型が
た

の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か

ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
作
法
の
形
は
、
行
動
の
い
ろ
い
ろ
な
場
面
を
想
定
し
て
「
実
用
・
省
略
・
美
」

の
観
点
か
ら
一
つ
の
め
ど
を
示
し
た
も
の
で
、
あ
く
ま
で
基
本
の
動
作
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
基
本
の
動
作
が


