
                             

       

「
春
」
は
、
冬
の
あ
る
日
の
朝
か
ら
夕
方
ま
で
を
描
き
、
ま
だ
ま
だ
遠
い
と
思
っ

て
い
た
春
が
、
意
外
に
も
身
近
に
来
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
田
舎
暮
ら
し
の
男
の
話

で
す
。
主
人
公
の
行
兼
は
母
親
と
妻
子
と
共
に
父
親
か
ら
譲
ら
れ
た
財
産
と
田
地
と

で
暮
ら
し
、
慰
み
に
俳
句
な
ど
を
ひ
ね
っ
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
日
は
母
と

妻
と
が
台
所
で
朝
餉
の
支
度
を
し
な
が
ら
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
言
い
合
い
を
し

て
い
る
声
で
目
を
覚
ま
し
ま
し
た
。
行
兼
は
食
事
も
取
ら
ず
、
不
機
嫌
な
気
持
ち
で

家
を
出
ま
す
が
、
冷
た
い
北
風
が
吹
き
、
灰
色
の
枯
野
と
冬
田
が
連
な
る
外
の
景
色

に
、
益
々
不
機
嫌
な
思
い
が
あ
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
う
ち
に
冷
た
い
雪
ま
で
降
っ
て

来
た
の
で
、
行
兼
は
俳
句
仲
間
の
老
人
の
家
を
訪
ね
ま
し
た
。
三
日
に
あ
げ
ず
口
げ

ん
か
の
絶
え
な
い
家
族
の
こ
と
を
思
っ
て
、
う
ん
ざ
り
し
な
が
ら
、
夕
餉
の
頃
ま
で

そ
こ
で
過
ご
し
ま
す
。
暮
れ
か
か
る
外
の
景
色
は
相
変
ら
ず
春
の
遠
い
こ
と
を
感
じ

さ
せ
ま
し
た
。
し
か
し
、
家
の
門
の
中
へ
一
足
入
っ
た
時
、
紅
梅
の
花
が
三
つ
四
つ

ほ
こ
ろ
び
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
そ
の
匂
い
を
嗅
ぐ
と
、
心
の
中
も
ぬ
く
も
っ
た
よ

う
な
気
が
し
ま
し
た
。
家
の
中
で
は
、
朝
ご
は
ん
も
食
べ
な
い
で
外
へ
出
た
き
り
の

行
兼
を
案
ず
る
母
と
妻
の
声
が
し
て
い
ま
す
。「
春
は
も
う
来
て
い
た
の
だ
。
思
い

も
か
け
ず
我
が
家
に
」
と
優
し
い
気
持
に
な
り
ま
し
た
。 

 

朝
は
ネ
ギ
の
青
い
部
分
を
捨
て
た
、
捨
て
な
い
と
言
い
争
っ
て
い
た
母
と
妻
が
、

夕
食
に
は
「
フ
キ
ノ
ト
ウ
の
お
汁
」
を
温
め
て
待
っ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に

も
春
の
到
来
が
演
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
冬
の
厳
し
さ
を
示
す
情
景
の
中
、

行
兼
の
心
の
中
に
春
が
芽
ぐ
ん
だ
と
こ
ろ
で
話
は
終
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
話
は
主
人
公
が
俳
句
を
嗜
む
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
雪
が
降
り
だ
し
た

と
こ
ろ
で
「
初
雪
や
家
の
（
マ
マ
）

ゐ
さ
う
な
人
は
た
れ
」
と
い
う
句
を
出
し
て
い
ま

す
。
こ
の
句
は
芭
蕉
七
部
集
の
『
猿
蓑
』（
元
禄
四
年
［
一
六
九
一
］
）
の
発
句
集
「
冬
」

の
其
角
の
句
「
初
雪
や
家
に
ゐ
そ
う
な
人
は
た
れ
」
を
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

元
の
句
の
、
初
雪
に
浮
か
れ
て
出
て
来
た
と
い
う
よ
う
な
心
持
ち
で
は
な
く
、
行
兼

の
気
持
ち
は
そ
れ
と
は
対
照
的
に
「
地
上
に
訪
れ
る
春
も
、
自
分
の
心
に
め
ぐ
む
春

も
」「
ま
だ
遠
い
の
だ
」
と
、
作
者
は
言
わ
せ
て
い
ま
す
。『
猿
蓑
』
を
開
く
と
其
角

の
「
は
つ
雪
や
」
の
句
の
前
に
膳
所
の
画
好
の
句
「
み
ぞ
れ
降
る
音
や
朝
餉
の
出
来

る
迄
」
が
並
ん
で
い
ま
す
。
三
郎
の
「
春
」
は
ま
る
で
こ
の
二
句
に
触
発
さ
れ
た
よ

う
な
設
定
で
す
。
台
所
で
朝
餉
の
支
度
を
す
る
騒
々
し
い
声
を
布
団
の
中
で
聞
く
行

兼
、
声
の
と
げ
と
げ
し
さ
が
嫌
で
外
に
出
る
と
雪
が
降
っ
て
く
る
、
し
か
し
最
後
は

自
分
を
待
つ
家
庭
の
温
か
み
を
感
じ
る
、
朝
の
母
と
妻
と
の
言
い
合
い
も
自
分
の
為

に
美
味
し
い
食
事
を
整
え
よ
う
と
す
る
気
持
ち
か
ら
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
そ

ん
な
想
像
さ
え
湧
い
て
き
ま
す
。 

 

三
郎
さ
ん
は
一
九
四
一
年
冬
か
ら
、
柴
田
宵
曲
氏
の
手
伝
い
と
し
て
政
教
社
の
雑

誌
『
日
本
及
日
本
人
』
の
校
正
を
し
て
い
ま
し
た
。
宵
曲
氏
は
一
九
四
〇
年
十
二
月

に
は
『
蕉
門
の
人
々
』（
三
省
堂
）
を
著
し
て
い
ま
す
。
社
の
帰
り
に
歩
き
な
が
ら
「
俳

句
の
月
並
み
と
い
う
よ
う
な
、
い
ろ
は
の
い
の
字
か
ら
、
ゆ
く
り
な
く
も
教
え
て
頂

く
結
果
に
な
っ
た
」（
「
犬
と
ど
く
だ
み
」
日
本
古
書
通
信
）
と
三
郎
さ
ん
は
書
い
て

い
ま
す
。
読
書
家
の
三
郎
さ
ん
は
宵
曲
さ
ん
か
ら
教
わ
っ
た
本
に
目
を
通
し
、『
猿
蓑
』

も
読
ん
で
い
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
ま
す
。 

 

次
の
作
品
『
赤
い
鳥
』
一
九
三
三
年
六
月
号
の
「
あ
の
こ
ろ
」
は
「
北
村
よ
し
の
」

名
義
の
作
品
で
す
。
小
学
校
五
年
生
の
女
子
が
主
人
公
で
す
が
、
女
子
児
童
を
扱
う

時
に
は
三
郎
さ
ん
は
女
性
名
で
発
表
し
て
い
ま
す
。
み
ち
子
が
五
年
生
の
時
ま
で
住

ん
で
い
た
大
き
な
造
り
酒
屋
の
自
分
の
家
の
庭
に
は
、
一
本
の
椿
の
木
が
あ
り
ま
し

た
。
家
の
破
産
で
引
っ
越
し
、
み
ち
子
は
女
学
校
へ
は
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ

の
前
を
通
っ
て
裁
縫
の
稽
古
に
通
う
時
、
椿
の
幹
に
転
校
生
の
「
大
野
さ
ん
」
の
名

前
を
彫
り
刻
ん
だ
「
あ
の
こ
ろ
」
を
思
い
出
し
ま
す
。
東
京
か
ら
の
転
校
生
へ
の
憧

れ
、
転
校
生
・
大
野
さ
ん
が
悪
気
も
な
く
み
ち
子
の
気
に
し
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
、

先
生
も
友
だ
ち
も
笑
っ
た
こ
と
な
ど
、
読
む
側
の
胸
も
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。 

こ
の
話
題
は
「
か
さ
さ
ぎ
通
信
」
３１
号
、
９５
号
で
も
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。 
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２
０
２
４
年
２
月
の
「
森
三
郎
の
作
品
を
読
む
会
」
で
は
、 

「
春
」
（『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』
１
９
４
３
年
１
２
月
）
と 

「
あ
の
こ
ろ
」（
（『
赤
い
鳥
』
１
９
３
３
年
６
月
号
所
収
作
）
を
読
み
ま
し
た
。 

〈
次
回
予
定
〉 

２
０
２
４
年
４
月
１
２
日
（
金
）
午
後
一
時
半
～
三
時
半 

 

・「
十
二
の
桃
（『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』
１
９
４
３
．
１
２
） 

・「
フ
ィ
ル
ム
」（
『
赤
い
鳥
』
１
９
３
３
．
８
） 


