
　

雪
が
解
け
、
春
の
優
し
い
光
を
浴
び
て
、
草
木
が

芽
吹
く
季
節
が
や
っ
て
き
た
。
私
は
、
毎
年
こ
の
頃

に
な
る
と
、
祖
母
や
母
を
手
伝
っ
て
お
雛
様
を
お
座

敷
い
っ
ぱ
い
に
飾
り
、
お
友
達
を
招
い
て
遊
ん
だ
幼

い
日
の
楽
し
い 
雛 
ま
つ
り
を
思
い
出
す
。

ひ
な

　

平
安
時
代
、
季
節
の
変
わ
り
目
に
は
神
に
食
物
を

お
供
え
し
て
人
も
同
じ
も
の
を
頂
き
、
健
康
や
幸
福

を
祈
る
節
供
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
。
特
に
三
月
の

初
め
の
節
供
（ 
上
巳 
の
節
句
）
に
は
紙
で
作
っ
た
人

じ
ょ
う
し

形
を
神
様
に
見
立
て
、
お
供
え
物
を
し
て
も
て
な
す

行
事
が
あ
り
、貴
族
の
少
女
が
好
ん
だ
人
形
遊
び「
ひ

い
な
遊
び
」
や
、
人
形
を
枕
元
に
置
い
て
魔
よ
け
に

し
た
習
慣
が
混
ざ
り
合
っ
て
、
江
戸
時
代
に
現
在
の

よ
う
な
雛
ま
つ
り
が
誕
生
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
い
つ
し
か
そ
れ
は
女
の
子
の
成
長
と
幸
せ

を
祈
る
行
事
と
な
っ
た
。  　

　

戦
前
ま
で
山
形
県
に
は
古
く
か
ら
子
供
た
ち
が
近

隣
の
家
々
の
お
雛
様
を
見
て
巡
る
「
お
雛
見
」
の
風

習
が
続
い
て
き
た
。
男
の
子
も
女
の
子
も
そ
の
時
に

頂
い
た
雛
菓
子
や
雛
あ
ら
れ
も
楽
し
み
の
一
つ
だ
っ

た
と
昔
を
懐
か
し
む
方
が
多
い
。

　

こ
こ
庄
内
地
方
は
、
江
戸
時
代 
に
湊
町 
酒
田
か
ら

み
な
と

京
に
紅
花
を
運
ん
だ
北
前
船
が
戻
り
に
運
ん
で
き
た

京
雛
や
奥
州
・
羽
州
街
道
で
江
戸
か
ら
陸
路
運
ば
れ

て
き
た
江
戸
雛
が
数
多
く
残
る
全
国
的
に
も
め
ず
ら

し
い
地
域
で
あ
る
。
家
々
で
は
三
月
半
ば
を
過
ぎ
、

よ
う
や
く
雪
が
解
け
出
し
た
頃
、
お
蔵
か
ら
雛
人
形

を
運
び
出
す
こ
と
か
ら
春
が
は
じ
ま
る
。
お
座
敷
に

雛
段
を
組
み
、
お
雛
様
を
飾
る
こ
と
を
う
れ
し
い
行

事
と
し
て
、
祖
母
、
母
、
娘
と
代
々
大
切
に
受
け
継

ぎ
、
守
り
続
け
て
き
た
。　
　

　

旧
庄
内
藩
主
酒
井
家
は
、
お
雛
様
研
究
家
藤
田
順

子
先
生
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
、
平
成
七
年
三

月
に
そ
れ
ま
で
は
毎
年
自
宅
で
飾
っ
て
き
た
雛
人
形

や
雛
道
具
を
公
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
多
く
の
方

に
庄
内
の
歴
史
や
文
化
を
身
近
な
も
の
と
し
て
楽
し

ん
で
頂
き
た
い
と
の
願
い
か
ら
、致
道
博
物
館
で「
酒

井
家
の
お
雛
様
と
雛
道
具
展
」
を
開
催
し
、
こ
れ
を

機
に
、
酒
井
忠
久
致
道
博
物
館
長
を
実
行
委
員
長
と

す
る
鶴
岡
雛
祭
り
実
行
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、「
鶴
岡

雛
物
語
」
が
誕
生
し
た
。
年
々
多
く
の
お
客
様
を
迎

え
、
今
年
は
記
念
す
べ
き
十
周
年
を
迎
え
た
。
現
在

は
致
道
博
物
館
・
荘
内
神
社
・
銀
座
通
り
商
店
街
・

風
間
家
旧
宅
丙
申
堂
・
奥
湯
野
浜
温
泉
龍
の
湯
の
五

会
場
で
公
開
展
示
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
今
年
は

銀
座
商
店
街
を
中
心
に
市
内
二
十
五
店
舗
が
参
加
す

る「
鶴
岡
雛
め
ぐ
り
」
が
は
じ
ま
り
、城
下
町
の
お
雛

見
は
ま
す
ま
す
楽
し
く
盛
り
上
が
り
を
み
せ
て
い
る
。

　

致
道
博
物
館
で
は
、
酒
井
家
に
代
々
伝
え
ら
れ
て

き
た
雛
人
形
と
雛
道
具
を
中
心
に
、
市
内
旧
家
の
雛

人
形
を
展
示
し
て
い
る
。 
有
職  
故  
実 
に
基
づ
い
て
作

ゆ
う
そ
く 

こ 

じ
つ

ら
れ
た 
有
職
雛 
と 
有
職  
稚  
児  
雛 
は
、
江
戸
時
代
後
期

ゆ
う
そ
く
び
な 

ゆ
う
そ
く 

ち 

ご 

び
な

に
京
で
作
ら
れ
た
特
注
品
。
そ
の
優
雅
で
優
し
い
ほ

ほ
笑
み
は
見
る
人
す
べ
て
を
優
し
く
和
や
か
な
気
持

ち
に
し
て
く
れ
る
。 
芥  
子  
雛 
は
そ
の
名
の
通
り 
芥  
子 

け 

し 

び
な 

け 

し

粒
の
よ
う
に
小
さ
く
、
高
さ
は
約
三
㌢
。
木
と
紙
と

布
で
作
ら
れ
、
鼻
が
つ
ん
と
高
く
、
と
て
も
表
情
豊

か
で
愛
ら
し
い
。
六
代 
忠
真 
公
に
熊
本
藩
細
川
家
よ

た
だ
さ
ね

り
お 
輿 
入
れ
さ
れ
た 
密 
姫
の
雛
道
具
は
、
黒
漆
塗
り

こ
し 

み
つ

に
酒
井
家
の 
酢  
漿  
草  
紋 
と
細
川
家
の 
九  
曜  
紋 
、
両
家

か
た 

ば 

み 

も
ん 

く 

よ
う 
も
ん

の
家
紋
が
金 
蒔 
絵
で
施
さ
れ
て
い
る
。金
具
は
銀
製
、

ま
き

そ
の
細
工
と
装
飾
の
見
事
さ
に
は
感
銘
を
受
け
る
。

鏡
台
に
収
め
ら
れ
て
い
る
蒔
絵
が
施
さ
れ
た
八
つ
の
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櫛
は
、
ど
れ
も
櫛
目
が
異
な
る
。
鏡
・ 
元
結 
・
は
さ

も
っ
と
い

み
・
お
は
ぐ
ろ
箱
な
ど
女
性
の
お
化
粧
道
具
が
一
揃

え
。
香
箱
・
香
炉
・
火
道
具
建
と
火
道
具
な
ど
の
香

道
具
を
は
じ
め
、
お
姫
様
の
身
の
回
り
の
品
々
は
た

め
息
が
で
る
ほ
ど
見
事
だ
。
一
方
、
ひ
と
き
わ
注
目

を
集
め
る
小
さ
な
小
さ
な
お
道
具
。
田
安
徳
川
家
か

ら
お
輿
入
れ
さ
れ
た
九
代 
忠
徳 
公
の
室
・ 
脩 
姫
と
、

た
だ
あ
り 

な
お

十
一
代 
忠
発 
公
の
室

た
だ
あ
き

 
・
鐐
姫 
の
雛
道
具
は
江
戸
の
七

り
ょ
う

澤
屋
製
で
、
黒
漆
塗
り
に
徳
川
家 
の
葵
紋 
が
金
蒔
絵

あ
お
い

で
施
さ
れ
て
い
る
。
一
番
大
き
い
三
棚
（ 
厨 
子
棚
・

ず

黒
棚
・
書
棚
）
で
さ
え
も
高
さ
十
㌢ 
あ
ま
り
、
職
人

の
卓
越
し
た
「
技
」
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

道
中
揃
え
・
お
部
屋
・
身
だ
し
な
み
・
御
飲
食
な
ど

の
雛
道
具
は
す
べ
て
本
物
を
模
し
て
作
ら
れ
て
い

る
。
貝
合
わ
せ
、
三
面
（
双
六
盤
・
将
棋
盤
・
囲
碁

盤
）、
三
曲
（
琴
・
三
弦
・
胡
弓
）
な
ど
の
お
遊
び
道

具
か
ら
は
、
大
名
家
の
優
雅
な
日
常
が 
偲 
ば
れ
、
楽

し
の

し
そ
う
な
姫
た
ち
の
笑
い
声
が
今
に
も
聞
こ
え
て
き

そ
う
な
気
が
す
る
。

　

戦
後
全
国

初
の
私
立
美

術
館
と
し
て

誕
生
し
た
酒

田
市
の
本
間

美
術
館
で

は
、
開
館
直

後
の
昭
和
二

十
二
年
よ
り

毎
年
「
お
雛

人
形
展
」
を

開
催
し
て
い

る
。
戦
後
の

厳
し
い
暮
ら

し
の
中
に

あ
っ
て
、
ど
ん
な
に
多
く
の
人
々
が 
癒 
さ
れ
た
の
だ

い
や

ろ
う
か
。
門
前
に
は
出
店
が
出
る
ほ
ど
の
に
ぎ
わ
い

だ
っ
た
と
い
う
。
豪
商
風
間
家
や
鶴
岡
市
の
斎
藤
昌

二
氏
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
寄
贈
さ
れ
、
雛
人
形
の
変

遷
や
歴
史
を
知
る
上
で
の
貴
重
な
資
料
と
し
て
、
江

戸
時
代
初
期
か
ら
明
治
時
代
ま
で
の
お
雛
様
が
展
示

さ
れ
て
い
る
。

　

平
成
十
二
年
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
場
が
別
々
に
開
催

し
て
い
た
お
雛
様
展
は
、
庄
内
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ

ン
協
会
主
導
の
も
と
、
庄
内
十
四
市
町
村
の
垣
根
を

越
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
庄
内
雛
街
道
」
と
し
て
立

ち
上
げ
ら
れ
た
。
今
年
も
十
八
カ
所
で
雛
人
形
が
公

開
さ
れ
、
全
国
か
ら
連
日
多
く
の
お
客
様
を
お
迎
え

し
た
。
こ
の
画
期
的
な
企
画
も
今
年
は
五
周
年
を
記

念
し
て
、
酒
田
市
の
本
間
美
術
館
で
の
「
京
に
生
ま

れ
た
雅
な
雛
た
ち
」
と
、
鶴
岡
市
の
致
道
博
物
館
で

の
酒
井
家
と
ゆ
か
り
が
あ
る
「
長
岡
藩
牧
野
家
に
伝

わ
る
秘
蔵
の
雛
た
ち
」
の
特
別
展
が
加
わ
り
好
評
を

博
し
た
。
お
雛
様
に
会
い
に
、
歴
史
や
風
土
・
文
化

に
会
い
に
、広
く
各
地
よ
り
庄
内
に
来
て
い
た
だ
き
、

地
域
の
人
々
と
も
交
流
す
る
楽
し
い
行
事
と
し
て
定

着
し
つ
つ
あ
る
。

　

訪
れ
る
旅
人
を
魅
了
す
る
食
文
化
も
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
鶴
岡
市
内
の
菓
子
屋
の
店
先
に
は
、
お
雛

様
に
お
供
え
す
る
春
の
山
海
の
恵
み
を
盛
り
合
わ
せ

た
雛
菓
子
が
並
び
彩
り
を
添
え
る
。
伝
統
的
な
製
法

で
作
ら
れ
る
駄
菓
子
や 
飴 
細
工
、 
餡 
練
り
き
り
菓
子

あ
め 

あ
ん

も
職
人
た
ち
が
代
々
育
ん
で
き
た
「
技
」
で
あ
る
。

特
に
餡
練
り
き
り
で
作
ら
れ
る 
鯛 
や 
海  
老 
な
ど
の
魚

た
い 

え 

び

介
類
に
加
え
ら
れ
る
焼
き 
鱒 
の
切
り
身
は
庄
内
独
特

ま
す

で
は
な
い
か
と
思
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
果
物
な
ど
ど
れ

も
が
と
て
も
精
巧
に
作
ら
れ
、
愛
ら
し
い
。
雛
街
道

に
賛
同
す
る
料
理
屋
各
店
で
は
、
庄
内
の
春
の
産
物

を
郷
土
料
理
に
取
り
入
れ
た
ひ
な
膳
や
ひ
な
弁
当
で

お
迎
え
す
る
。
春
の
訪
れ
と
と
も
に
旬
を
迎
え
る
鱒

の
あ
ん
か
け
、
ふ
き
の
と
う
や
山
菜
も
伝
統
料
理
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
お
雛
様
を
通
し
て
異
業
種
間
で
の

交
流
も
は
じ
ま
っ
た
。
地
域
に
住
む
私
た
ち
が
地
元

の
魅
力
を
学
び
、
認
識
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
発
展

に
は
何
よ
り
の
パ
ワ
ー
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

各
家
の
歴
史
を
伝
え
る
こ
と
、
地
域
の
文
化
を
学

ぶ
こ
と
、
お
も
て
な
し
の
心
、
お
行
儀
や
し
つ
け
、

行
事
料
理
な
ど
、
多
く
の
人
が
連
携
す
る
伝
統
行
事

が
持
つ
意
義
を
雛
ま
つ
り
を
通
じ
て
改
め
て
感
じ
て

い
る
。　

　

近
年
、
全
国
各
地
で
雛
ま
つ
り
が
行
わ
れ
て
い
る

の
は
と
て
も
う
れ
し
い
こ
と
で
、
山
形
県
は
そ
の
先

駆
者
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
電
車
・
飛
行
機
な
ど
の
交

通
手
段
に
加
え
、
高
速
道
路
の
効
果
か
、
各
会
場
に

他
県
ナ
ン
バ
ー
の
バ
ス
や
自
動
車
が
多
い
。
山
形
自

動
車
道
の
整
備
に
よ
り
、山
形
全
域
も
近
く
な
っ
た
。

庄
内
・
村
山
・
最
上
・
置
賜
の
四
地
域
が
連
携
し
、

山
形
県
内
各
市
町
村
の
み
ん
な
で
活
動
の
輪
を
つ
な

げ
て
い
く
こ
と
を
、
お
雛
様
は
静
か
に
ほ
ほ
笑
ん
で

見
守
っ
て
お
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
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