
○
先
日
「
春
一
番
が
吹
き
ま
し
た
よ
」
と
の
便
り
が
あ
っ
た
。
寒
い
冬
も
終
り
蕗ふ
き

の
薹と
う

も
美お

味い

し
く
食
い
た
だ
い
た
。

○
三
月
と
い
え
ば
彼
岸
で
あ
る
。
彼
岸
と
は
梵
語
（
古
代
イ
ン
ド
語
）P

arim
am

T
iram

を
中
国
佛
教
で
彼
岸
と
訳
し
て
い
る
。
意
味
は
中
村
元
先
生
の
佛
教
語
辞
典

に
は
「
川
向
こ
う
の
岸
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
更
に
加
え
て
「
さ
と
り
の
世
界
を
い

う
」
と
追
記
し
て
あ
っ
た
。

○
我
が
国
で
は
春
分
、
秋
分
の
日
を
中
心
に
前
後
三
日
の
七
日
間
を
佛
道
修
行
の
日
と

定
め
「
到
彼
岸
会
」（P

aram
itra

）
と
言
い
寺
に
お
参
り
し
た
。
こ
の
行
事
は
イ
ン

ド
に
も
中
国
に
も
な
い
佛
教
行
事
で
我
が
国
で
は
聖
徳
太
子
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
と

い
う
。

○
春
分
、
秋
分
の
日
を
彼
岸
の
中
日
と
い
い
、
こ
の
日
聖
徳
太
子
建
立
の
四
天
王
寺
東

門
よ
り
西
日
を
拝
す
れ
ば
極
楽
が
見
え
た
と
言
う
。
又
我
が
国
で
最
も
西
方
に
あ
る

長
崎
半
島
脇
岬
の
観
音
寺
山
門
よ
り
「
お
彼
岸
の
中
日
、
夕
日
を
拝
す
れ
ば
極
楽
浄

土
が
見
え
る
」
と
鎌
倉
時
代
の
「
砂
石
集
」
に
は
記
し
て
あ
る
。

○
平
成
四
年
九
月
三
日
、
み
ろ
く
や
前
社
長
山
下
泰
一
郎
氏
よ
り
「
食
の
文
化
史
講
座
」

を
依
頼
さ
れ
て
以
来
、
社
長
は
毎
年
何
回
か
ず
つ
「
食
の
文
化
講
座
」
を
一
般
に
公

開
さ
れ
て
き
た
が
今
年
の
春
で
八
十
五
回
と
な
っ
た
と
の
事
。
今
年
は
三
月
十
九
日

午
後
七
時
よ
り
長
崎
市
民
会
館
ア
マ
ラ
ン
ス
で
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
私

に
「
長
崎
食
の
文
化
論
の
し
め
く
く
り
」
を
主
題
に
し
て
話
し
て
下
さ
い
と
言
わ
れ

る
。
参
加
費
は
無
料
の
由
ご
自
由
に
お
出
か
け
下
さ
い
。

○
先
年
来
Ｎ
Ｈ
Ｋ
文
化
セ
ン
タ
ー
長
崎
支
社
主
催
の
「
史
跡
と
美
を
巡
る
旅
」
に
協
力

し
案
内
役
を
お
引
受
け
し
て
き
た
が
、
大
変
好
評
で
、
今
年
も
三
月
よ
り
五
月
ま
で

次
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
良よ

呂ろ

敷し
く

と
の
事
。
三
月
二
十
九

日
は
久
留
米
の
重
文
指
定
の
高
良
神
社
を
出
発
点
に
梅
林
寺
、
水
天
神
な
ど
。
四
月

十
九
日
は
重
文
指
定
風
浪
神
社
本
殿
五
重
塔
（
大
川
市
）
を
出
発
点
に
柳
川
の
御
花
、

田
中
吉
政
公
墓
な
ど
。
五
月
十
一
日
に
は
波
佐
見
町
の
国
指
定
史
跡
窯
跡
を
出
発
点

に
東
前
寺
、
金
屋
神
社
な
ど
。
参
加
希
望
者
は
（
〇
九
五
）
八
一
八
ー
七
〇
二
一
の

Ｎ
Ｈ
Ｋ
文
化
セ
ン
タ
ー
長
崎
支
社
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
と
の
事
。

○
長
崎
九
條
会
よ
り
昨
年
に
引
き
続
き
今
年
も
五
月
四
日
、
子
ど
も
達
を
中
心
に
「
長

崎
の
史
跡
を
訪
ね
」
ま
し
ょ
う
と
言
わ
れ
る
。
私
は
西

郷
隆
盛
も
歩
い
た
と
言
う
「
長
崎
茂
木
・
薩
摩
街
道
」

を
歩
き
ま
し
ょ
う
と
提
案
し
た
。

今
や
観
光
地
と
し
て
人
気
を
集
め
る
長
崎
。
グ
ラ
バ
ー
邸
を
始
め
、
す
ぐ
れ
た
美

術
館
や
博
物
館
の
数
々
、
そ
れ
に
も
ち
ろ
ん
出
島
、
原
爆
の
碑
、
そ
し
て
大
浦
天
主

堂
、
い
ず
れ
も
少
な
か
ら
ぬ
日
本
人
を
含
む
大
勢
の
探
求
心
に
あ
ふ
れ
た
観
光
客
を

集
め
て
い
る
。

数
あ
る
日
本
の
街
の
中
で
も
西
洋
や
中
国
と
の
長
い
国
際
交
流
の
歴
史
か
ら
い
っ

て
、
長
崎
は
本
当
に
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
千
六
百
三
十
年
代
、

将
軍
家
光
に
よ
る
鎖
国
が
施
行
さ
れ
た
当
時
、
き
び
し
い
制
約
が
あ
っ
た
に
せ
よ
長

崎
だ
け
が
外
の
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

オ
ラ
ン
ダ
人
は
二
百
年
余
に
わ
た
っ
て
人
工
の
小
島
で
あ
る
出
島
で
の
交
易
を
許

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
出
島
を
訪
れ
た
中
に
は
ツ
ン
ベ
ル
ク
、
シ
ー
ボ
ル
ト
、

ド
ゥ
ー
フ
、
ブ
ロ
ム
ホ
フ
な
ど
錚
々
た
る
顔
ぶ
れ
が
い
ま
す
。
彼
ら
は
蘭
学
の
発
達

に
貢
献
し
、
日
本
で
も
広
く
知
ら
れ
た
存
在
で
す
。
け
れ
ど
も
今
日
、
こ
う
し
た

人
々
の
中
で
、
最
も
際
だ
っ
て
い
る
の
が
一
人
の
女
性
・
ブ
ロ
ム
ホ
フ
商
館
長
の
妻

テ
ィ
ツ
ィ
ア
・
ベ
ル
フ
ス
マ
な
の
で
す
。
長
崎
に
住
む
人
な
ら
、
其
の
ほ
と
ん
ど
が

何
も
の
と
は
知
ら
ず
に
彼
女
の
姿
を
見
知
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

そ
れ
は
、
大
浦
天
主
堂
か
ら
グ
ラ
バ
ー
邸
に
い
た
る
ま
で
、
土
産
物
屋
と
い
う
土

産
物
屋
で
彼
女
の
肖
像
を
あ
し
ら
っ
た
商
品
を
売
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
出

島
で
も
同
じ
で
す
。
日
傘
を

手
に
帽
子
を
被
り
、
ネ
ッ
ク

レ
ス
を
つ
け
た
お
な
じ
み
の

姿
で
す
。
こ
う
し
た
有
田
焼

の
多
く
は
長
崎
県
北
部
の
波

佐
見
で
製
作
さ
れ
て
い
ま

す
。
有
田
の
南
、
ほ
ん
の
十

キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
す
。

波
佐
見
近
辺
の
窯
で
現
在
生

産
さ
れ
て
い
る
約
一
五
〇
種
類
の
品
々
は
、
主
と
し
て
神
戸
、
横
浜
、
さ
ら
に
は
福

岡
に
近
い
太
宰
府
な
ど
の
国
内
観
光
地
で
売
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
古
賀
の
中
里
で
は
「
紅
毛
夫
人
」
ま
た
は
「
薔
薇
を
持
つ
西
洋
婦
人
像
」

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
有
名
な
古
賀
人
形
で
は
、
七
代
に
わ
た
る
人
形
作
り
の
手
で

作
ら
れ
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
作
ら
れ
た
人
形
の
数
は
数
万
体

に
の
ぼ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
婦
人
像
は
大
浦
天
主
堂
に
近
い
オ
ラ
ン
ダ
茶
屋
で
い
ま

だ
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
、
数
種
類
の
暖
簾
に
も
登
場
し
て
い
ま
す
。
つ
い
三

年
ほ
ど
前
に
も
長
崎
の
あ
る
有
名
な
カ
ス
テ
ラ
屋
の
ロ
ゴ
に
テ
ィ
ツ
ィ
ア
が
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

こ
の
女
性
は
何
も
の
で
、
な
ぜ
い
ま
だ
に
現
代
日
本
で
人
気
を
集
め
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
彼
女
が
故
国
オ
ラ
ン
ダ
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
す
べ
て
感
じ
方
の
問
題
で
す
。

西
洋
諸
国
に
よ
る
世
界
進
出
の
時
代
に
は
オ
ラ
ン
ダ
人
の
女
性
が
夫
と
海
外
に
同

行
し
、
永
住
し
た
り
、
長
期
に
わ
た
っ
て
定
住
し
た
り
す
る
の
は
ご
く
あ
た
り
前
の

こ
と
で
し
た
。
西
洋
の
慣
習
で
は
、
家
庭
が
あ
っ
て
こ
そ
健
全
で
安
定
し
た
暮
ら
し

が
は
ぐ
く
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
人
に
と

っ
て
は
テ
ィ
ツ
ィ
ア
が
夫
と
と
も
に
日
本
へ
赴
い
た
の
は
と
く
に
変
わ
っ
た
こ
と
で

も
何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
幕
府
が
入
国
を
許
可
し
た
の
は
貿
易
に

関
わ
る
人
間
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
女
性
は
貿
易
商
人
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た

と
こ
ろ
か
ら
、
女
性
の
存
在
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
ほ
ぼ
二
世
紀
の
長
き
に

わ
た
っ
て
日
本
に
来
た
の
は
男
性
だ
け
、
そ
こ
へ
一
八
一
七
年
の
八
月
に
、
突
如
、

何
の
前
触
れ
も
な
く
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
が
小
さ
な
息
子
と
乳
母
、
さ
ら
に
は
下
働
き
の

女
中
ま
で
連
れ
て
現
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
日
本
の
役
人
た
ち
は
パ
ニ
ッ
ク
に
お
ち

い
っ
た
わ
け
で
す
。

地
元
の
関
係
者
に
よ
る
暗
黙
の
承
認
の
手
紙
が
将
軍
宛
て
に
書
か
れ
ま
し
た
が
、

松
平
定
信
の
一
派
が
江
戸
を
牛
耳
る
な
か
で
時
代
の
気
分
は
外
国
人
に
好
意
的
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
幕
府
は
前
例
を
作
る
こ
と
を
肯
ん
じ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

の
結
果
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
と
同
行
の
女
性
た
ち
、
幼
い
息
子
は
フ
ラ
ウ
エ
・
ア
ガ
タ
号

に
即
刻
乗
船
し
出
国
す
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
の
夫
と
息

子
の
ヨ
ハ
ネ
ス
は
体
調
万
全
と
は
い
か
な
い
状
態
で
日
本
に
到
着
し
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア

の
看
護
を
受
け
て
健
康
を
取
り
戻
す
必
要
が
あ
る
と
、
申
し
立
て
た
の
で
す
。
結
局

十
二
月
初
旬
の
出
帆
ま
で
の
三
ヶ
月
半
の
間
、
巨
匠
石
崎
融
思
と
そ
の
門
下
で
出
島

を
活
動
拠
点
と
し
て
い
た
川
原
慶
賀
な
ど
の
画
家
た
ち
は
、
数
々
の
テ
ィ
ツ
ィ
ア
像

を
描
き
ま
し
た
。
彼
女
の
肖
像
と
し
て
約
五
百
枚
の
絵
画
と
版
画
が
制
作
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
テ
ィ
ツ
ィ
ア
の
姿
に
は
長
崎
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
創
作
意

欲
を
こ
れ
ま
で
に
な
く
か
き
た
て
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
長
崎
、
神
戸
、

東
京
、
さ
ら
に
は
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
美
術
館
な
ど
に
数
々
の
作
品
が
現
存
し
て

い
ま
す
。
大
勢
の
方
の
ご
好
意
に
よ
っ
て
そ
の
多
く
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
感

謝
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。

私
が
日
本
と
い
う
国
に
興
味
を
惹
か
れ
る
背
景
に
は
日
本
生
ま
れ
の
妻
と
の
四
十

年
に
も
及
ぶ
結
婚
生
活
が
あ
り
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
に
惹
か
れ
る
背
景
に
は
、
彼
女
と
の

血
縁
関
係
が
あ
る
と
分
か
っ
た
せ
い
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
テ
ィ
ツ
ィ
ア
は
や
さ
し

く
教
養
豊
か
な
女
性
で
、
す
ぐ
れ
た
品
格
の
持
ち
主
で
も
あ
り
、
ピ
ア
ノ
を
ひ
き
、

バ
イ
オ
リ
ン
も
た
し
な
ん
だ
よ
う
で
す
。
同
時
に
テ
ィ
ツ
ィ
ア
は
日
本
に
お
け
る
西

洋
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
象
徴
す
る
存
在
と
な
り
、
そ
れ
は
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

残
念
な
が
ら
テ
ィ
ツ
ィ
ア
は
強
制
退
去
と
い
う
形
で
日
本
を
去
り
ま
し
た
。
夫
を

残
し
て
日
本
を
去
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
心
の
傷
は
テ
ィ
ツ
ィ
ア
を
苦
し
め
続

け
、
一
八
二
一
年
四
月
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
は
二
度
と
再
び
夫
と
会
う
こ
と
な
く
こ
の
世

を
去
っ
て
い
ま
す
。
テ
ィ
ツ
ィ
ア
の
存
在
を
歴
史
の
中
で
正
し
く
位
置
づ
け
た
い
、

そ
う
願
っ
て
私
は
本
を
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
歴
史
に
そ
の
存

在
を
刻
ま
れ
る
女
性
は
ご
く
ご
く
わ
ず
か
な
の
で
す
が
。

こ
の
本
の
英
語
版
、
日
本
語
版
、
オ
ラ
ン
ダ
語
版
の
出
版
を
経
て
、
こ
の
た
び
オ

ラ
ン
ダ
で
記
録
映
画
が
製
作
さ
れ
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
の
名
を
高
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
今
後
、
映
画
の
日
本
語
版
も
製
作
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

テ
ィ
ツ
ィ
ア
は
日
本
に
来
た
時
期
が
悪
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
人
も
い
る
で
し
ょ

う
。
状
況
が
悪
か
っ
た
、
だ
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
。
け
れ
で
も

一
八
一
七
年
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
テ
ィ
ツ
ィ
ア
が
芸
術
家
た
ち
の
創
作
意
欲
を

か
き
立
て
、
そ
の
不
屈
の
魂
と
勇
気
が
周
囲
の
人
た
ち
の
胸
に
刻
ま
れ
た
と
い
う
事

実
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
い
ま
私
は
こ
の
テ
ィ
ツ
ィ
ア
の
物
語
が
さ
ら
に
多
く
の
人
々

に
知
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。

古賀人形（長崎純心大学博物館蔵）

三
〇
八
号
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
日

長
崎
に
最
初
に
来
た
オ
ラ
ン
ダ
婦
人

風
信

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

オ
ラ
ン
ダ
・
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
生
ま
れ
。
１
９
５
９
年
、
家
族
と
と
も

に
カ
ナ
ダ
・
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
移
り
、
同
国
ロ
ヨ
ー
ラ
・
カ
レ
ッ

ジ
、
カ
ー
ル
ト
ン
大
学
で
古
典
語
学
を
学
ぶ
。
卒
業
後
、
カ
ナ
ダ
国

籍
を
取
得
し
同
国
外
交
官
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア
・
南
ア
メ
リ
カ
・
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
赴
任
。
１
９
９
５
年
退
官
。
ベ
ル
ギ
ー
・
ビ
リ
ュ

ッ
セ
ル
在
住
。
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