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は
じ
め
に

　

現
代
生
活
に
お
い
て
は
季
節
感
が
薄
れ
て
き
た

と
は
い
え
、
中
学
生
は
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
感

じ
取
る
鋭
い
感
性
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、

豊
か
な
感
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
表
現
す

る
方
法
を
十
分
に
身
に
つ
け
て
は
い
な
い
。
今
回

の
実
践
で
は
、
平
安
時
代
に
清
少
納
言
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
「
枕
草
子
」
の
冒
頭
部
分
（
以
下
「
春

は
あ
け
ぼ
の
」
と
表
記
）
と
、
現
代
作
家
・
川
上

弘
美
の
季
節
を
描
い
た
エ
ッ
セ
イ
『
あ
る
よ
う
な

な
い
よ
う
な
』（
中
央
公
論
新
社
）
を
読
み
比
べ
さ

せ
、
古
典
と
現
代
の
世
界
を
比
較
し
、
も
の
の
見

方
や
考
え
方
の
違
い
を
考
え
な
が
ら
、
登
場
人
物

や
作
者
の
思
い
な
ど
を
想
像
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。

　

ま
た
、
随
筆
を
書
く
こ
と
で
、
客
観
的
な
視
点

で
人
間
の
心
の
中
や
自
然
を
見
つ
め
、
イ
メ
ー
ジ

豊
か
に
表
現
す
る
力
も
身
に
つ
く
と
考
え
た
。
古

典
の
表
現
や
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
と
ら
え
参

考
に
す
る
こ
と
は
、
表
現
を
豊
か
で
多
様
な
も
の

に
す
る
上
で
も
大
切
で
あ
る
。
自
分
が
伝
え
た
い

事
柄
や
心
情
が
、
相
手
に
効
果
的
に
伝
わ
る
よ
う

に
描
写
を
工
夫
で
き
る
よ
う
、
古
典
の
文
章
と
現

代
の
文
章
を
比
較
す
る
の
は
意
味
が
あ
る
。

指
導
上
の
工
夫
・
ポ
イ
ン
ト

（
全
５
時
間
）

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
古
典
の
代
表
的
な
作
品

で
、
指
導
す
る
側
も
つ
い
力
が
入
り
暗
唱
や
解
釈

に
時
間
を
か
け
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
今
回
は
音

読
・
語
釈
に
深
く
入
ら
な
い
よ
う
に
し
、
現
代
語

訳
も
生
徒
が
理
解
で
き
る
程
度
に
と
ど
め
た
。
た

だ
、
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
に
慣
れ
さ
せ
る
た
め
に
、

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
原
文
の
表
現
技
法
の
体
言

止
め
や
助
詞
の
省
略
は
丁
寧
に
確
認
し
た
。

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
季
節
の
具
体
例
は
〈
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
１
〉
を
使
っ
て
整
理
さ
せ
た
。
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
自
分
の
具
体
的
な
表
現
で
説

明
し
て
み
る
〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
２
〉
も
用
意
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
四
季
に
対
す
る
自
分
の
感
覚
を
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
、
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
上
で
表

現
を
す
る
練
習
に
も
な
っ
た
。

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
現
代
の
エ
ッ
セ
イ
を
比

較
す
る
と
き
は
、
比
較
す
る
項
目
を
整
理
し
て
言

葉
や
表
現
の
工
夫
に
着
目
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
３
〉

　

川
上
弘
美
の
エ
ッ
セ
イ
は
簡
潔
で
、
季
節
に
対

す
る
現
代
人
の
感
覚
を
上
手
に
表
現
し
て
い
て
中

学
生
に
も
分
か
り
や
す
い
。
ま
た
、
現
代
の
季
節

に
対
す
る
感
性
は
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
自
然

観
と
対
照
的
で
も
あ
る
。エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
で「
春

は
あ
け
ぼ
の
」
と
比
較
す
る
学
習
で
は
、
共
通
部

分
と
相
違
部
分
を
考
え
な
が
ら
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
た
。
表
現
技
法
に
つ
い
て
は
資
料
集
な
ど
を

使
っ
て
確
認
す
る
よ
う
に
し
た
。

　

川
上
弘
美
の
エ
ッ
セ
イ
は
会
話
や
人
の
手
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
が
多
く
登
場
す
る
。
ま
た
、

気
持
ち
を
表
現
す
る
場
合
、
比
較
的
否
定
的
な
表

現
が
多
い
の
に
対
し
て
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
、

そ
れ
が
「
を
か
し
」「
あ
わ
れ
」
な
ど
肯
定
的
な

表
現
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。「
春
は
あ
け
ぼ

の
」
は
、
自
然
に
焦
点
を
当
て
て
、
自
然
へ
の
気

持
ち
を
表
現
す
る
言
葉
が
多
様
で
、
自
然
を
楽
し

ん
で
い
る
よ
う
に
も
感
じ
る
。
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ

の
筆
者
の
視
点
に
気
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の

見
方
や
考
え
方
を
作
品
の
表
現
を
通
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
古
典
特
有
の
省
略
や
短

い
文
体
な
ど
、
自
分
が
書
く
際
、
表
現
の
参
考
と

す
る
部
分
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

比
較
し
た
あ
と
、
四
百
字
程
度
で
季
節
に
関
す

る
エ
ッ
セ
イ
を
書
か
せ
た
。〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
４
〉

学
習
し
た
表
現
を
使
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
性

で
文
章
を
書
く
こ
と
を
楽
し
み
な
が
ら
、
日
ご
ろ

書
く
こ
と
が
苦
手
な
生
徒
も
抵
抗
な
く
書
き
始
め

る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

で
学
ん
だ
体
言
止
め
や
、
擬
音
語
・
擬
態
語
な
ど

も
使
い
、
表
現
を
工
夫
す
る
生
徒
も
み
ら
れ
た
。

ま
た
、
で
き
あ
が
っ
た
他
の
生
徒
の
作
品
も
気
に

な
り
、
お
互
い
に
読
み
合
っ
た
り
、
発
表
し
合
っ

た
り
も
し
て
い
た
。

お
わ
り
に

　

古
典
の
作
品
を
通
し
て
表
現
技
法
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
生
徒
も
意
外
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
、
現
代
文
と
の
比
較
で
古
典
の
作
品
を

よ
り
身
近
に
感
じ
さ
せ
た
。

　

比
較
す
る
現
代
の
文
章
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
季
節
感
が
は
っ
き
り
出

る
よ
う
な
、
詩・短
歌・俳
句
で
も
よ
い
。
書
く
テ
ー

マ
は
季
節
だ
け
で
な
く
、「
植
物
・
動
物
・
昆
虫
・

心
と
き
め
く
と
き
・
両
極
端
な
も
の
・
め
っ
た
に

な
い
も
の
」
な
ど
の
「
も
の
づ
く
し
」
を
考
え
さ

せ
る
手
法
も
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

古
典
と
現
代
の
も
の
の
見
方･

考
え
方
を
比
べ
、

     

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会
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