
その悩み，
解決します！

その悩み，
解決します！

よ
い
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
季
節
の
訪
れ
を
、
先
人
の

残
し
た
季
節
の
言
葉
で
感
じ
分
け
、
新
た
に

季
節
の
言
葉
を
創
造
す
る
と
い
う
営
み
は
、

言
語
文
化
の
継
承
・
創
造
の
観
点
か
ら
も
意

義
の
あ
る
言
語
活
動
で
す
。
例
え
ば
「
私
の

『
フ
ォ
ト
俳
句
』」「
私
の
『
季
節
の
言
葉
辞

典
』」
な
ど
、「
私
」
を
軸
に
し
た
公
開
型
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

誘
発
し
、
言
語
主
体
で
あ
る
「
私
」
の
言
葉

の
力
を
高
め
て
い
く
う
え
で
有
効
で
す
。

　
季
節
の
言
葉
に
は
、
四
季
折
々
の
行
事
に

関
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
季
節
の
行
事
に

は
、
自
然
へ
の
畏
敬
の
念
や
感
謝
の
気
持
ち
、

自
然
と
の
共
生
を
願
う
心
が
底
流
を
な
し
て

い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
季
節
の
行
事
に

関
わ
り
、
季
節
の
恵
み
を
感
じ
な
が
ら
、
社

会
性
や
感
性
を
大
き
く
深
く
育
ん
で
い
き
ま

す
。
地
域
に
伝
わ
る
行
事
を
通
し
て
、
地
域

と
の
連
携
・
協
働
を
い
っ
そ
う
図
り
、
子
ど

も
た
ち
が
季
節
の
言
葉
を
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
や
教
材
化

を
積
極
的
に
進
め
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

ま
ず
は
体
験
（
体
感
）
す
る

　
季
節
の
言
葉
は
、
移
ろ
い
巡
る
季
節
の
中

か
ら
生
ま
れ
、
長
い
歳
月
を
通
し
て
磨
か
れ

て
き
た
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
季
節
の
言
葉
は
、
ま
ず
は
享
受
す
る
こ
と

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
先
人
が
残
し
て
く
れ
た

季
節
の
言
葉
を
知
り
、
そ
の
言
葉
を
視
覚
や

触
覚
や
嗅
覚
な
ど
の
五
感
を
働
か
せ
て
、
体

験
（
体
感
）
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
体
全

体
で
感
じ
取
る
こ
と
に
よ
り
、
季
節
の
言
葉

に
息
吹
を
も
た
ら
し
、
命
を
宿
ら
せ
る
の
で

す
。
　
　
　

　
例
え
ば
、
春
の
季
語
「
水
ぬ
る
む
」
を
体

験
（
体
感
）
す
る
に
は
、
一
月
の
寒
い
日
に

一
度
、
学
校
の
ビ
オ
ト
ー
プ
や
池
の
水
に
触

れ
る
機
会
を
作
り
、
三
月
に
な
っ
て
再
び
触

れ
さ
せ
ま
す
。
そ
の
と
き
「
そ
う
い
え
ば
、

一
月
に
比
べ
て
温
か
い
」
と
感
じ
取
ら
せ
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
の
「
そ
う
い
え
ば
、

一
月
に
比
べ
て
」
と
い
う
対
比
意
識
が
、
季

節
の
言
葉
を
支
え
る
骨
格
に
な
り
ま
す
。
季

節
の
言
葉
の
学
習
は
、「
移
ろ
い
」
が
も
と

に
な
り
ま
す
か
ら
、年
間
（
四
季
）
を
見
通
し
、

地
域
に
応
じ
た
「『
季
節
の
言
葉
』
カ
レ
ン

ダ
ー
」
を
用
意
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

体
験
（
体
感
）
を
通
し
て
獲
得
し
た
季
節
の

言
葉
は
、
生
涯
に
わ
た
る
宝
物
と
な
り
、
言

語
生
活
を
心
豊
か
な
も
の
に
し
ま
す
。

獲
得
し
た
言
葉
で
季
節
を
感
じ
る

　
し
か
し
、
い
つ
も
体
験
（
体
感
）
型
の
学

習
で
進
め
る
こ
と
は
、
時
間
や
場
所
の
関
係

か
ら
現
実
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

教
科
書
で
は
「
季
節
の
言
葉
」
の
典
型
を
学

び
、
個
々
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
朝
の
会
・

帰
り
の
会
な
ど
で
「
季
節
の
言
葉
を
見
つ
け

た
」
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
り
、
自
主
学
習
と

し
て
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
か
ら
季
節
の
言

葉
を
集
め
た
り
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
学
校
行

事
な
ど
で
の
表
現
活
動
（
俳
句
、
短
歌
、
手

紙
、
作
文
な
ど
）
と
関
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
季
節
の
言
葉
の
深
化
・
拡
充
を
図
る
と

一
九
五
二
年
、愛
知
県
生
ま
れ
。
奈
良
教
育
大
学
附
属
中
学
校
校
長
を
併
任
。
国
語
科
教
育
学
、児
童
文
学
、教
師
教
育
を
専
門
と
す
る
。
奈
良
県
子
ど
も
読
書
活
動
推
進
会
議
委
員
。
監
修
書
に『
子

ど
も
の
育
ち
と
「
こ
と
ば
」』（
保
育
出
版
社
）
な
ど
が
あ
る
。
光
村
図
書
小
学
校
『
国
語
』
教
科
書
編
集
委
員
を
務
め
る
。

松ま
つ

川か
わ

利と
し

広ひ
ろ

「季節の言葉」の活用

お

み
悩

「
季
節
の
言
葉
」
の
活
用

1617

　
教
科
書
二
～
六
年
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
季
節
の
言
葉
」
の

授
業
の
イ
メ
ー
ジ
が
も
て
ま
せ
ん
。
こ
の
ペ
ー
ジ
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
、

ど
の
よ
う
な
授
業
を
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

日
々
、
子
ど
も
た
ち
を
教
え
る
先
生
方
が
抱
え
る
お
悩
み
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
上
げ
、

解
決
の
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
掲
載
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

今
回
は
、
松
川
利
広
先
生
と
藤
井
治
先
生
に
ご
登
場
い
た
だ
き
ま
す
。

奈
良
教
育
大
学
教
職
大
学
院 

教
授

松
川
利
広

初
め
に
、「
季
節
の
言
葉
」
の
教
材
の
意
図
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
教
材
な
の
で
し
ょ
う
か
。

解決
のために

ま
ず
は
、
五
感
を
使
っ
て
季
節
の
言
葉
を
感
じ
、
獲
得
す
る
こ
と
。

そ
れ
か
ら
、
折
に
触
れ
て
季
節
の
言
葉
と
関
わ
る
こ
と
を
大
切
に
。

１



次
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。

●
教
材
に
は
「
春
か
ら
夏
へ
」
と
、
季
節
の

幅
が
あ
り
ま
す
。
一
時
間
で
春
と
初
夏
を

丁
寧
に
指
導
す
る
の
は
難
し
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
教
科
書
で
は
春
を

比
較
的
、
軽
く
扱
い
、
初
夏
の
ほ
う
に
重

点
を
置
い
て
い
ま
す
。

　
季
節
へ
の
感
受
性
を
高
め
る
た
め
に
、「
児

童
が
今
、
接
し
て
い
る
季
節
感
」
に
合
わ

せ
た
扱
い
方
を
考
え
る
こ
と
は
と
て
も
重

要
で
す
。
教
科
書
の
扱
い
方
は
、
こ
の
時

期
、
葉
桜
の
季
節
か
ら
初
夏
に
か
か
る
関

東
以
西
の
地
域
で
は
、
時
候
が
合
っ
て
い

て
指
導
し
や
す
い
で
し
ょ
う
。
い
っ
ぽ
う
、

今
が
桜
の
季
節
か
、
こ
れ
か
ら
咲
く
北
陸

か
ら
東
北
以
北
は
、
む
し
ろ
春
に
重
点
を

置
い
て
指
導
す
る
の
が
時
候
に
合
っ
て
い

その悩み，
解決します！

よ
う
に
本
時
を
展
開
し
ま
す
。

①
教
科
書
の
「
春
」
に
当
た
る
部
分
を
読
む
。

「
花
」
は
桜
を
指
し
、
そ
れ
が
春
を
代
表

す
る
だ
け
で
な
く
日
本
人
に
と
っ
て
特
別

な
花
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。「
花
冷
え
」

の
他
に
、「
花
」
の
付
く
言
葉
を
見
つ
け
る
。

辞
書
を
使
っ
て
調
べ
て
も
よ
い
。
水す

い

巴は

の

俳
句
を
読
み
、
写
真
と
重
ね
な
が
ら
、
情

景
や
心
象
を
想
像
し
て
話
し
合
う
。

②
調
べ
て
き
た
「
花
」（
桜
）
の
俳
句
の
中

か
ら
い
ち
ば
ん
好
き
な
も
の
に
つ
い
て
、

簡
単
な
理
由
を
添
え
て
発
表
し
合
う
。
短

歌
も
あ
っ
て
よ
い
。
授
業
後
、
教
師
が
用

意
し
た
掲
示
用
の
短
冊
に
、
俳
句
と
作
者

名
を
書
き
、
自
分
の
俳
句
と
並
べ
て
掲
示

す
る
よ
う
に
す
る
。

③
「
花
」（
桜
）
の
俳
句
を
作
る
。
い
ち
ば

ん
よ
い
と
思
う
句
を
掲
示
用
の
短
冊
に
書

き
、
で
き
た
順
に
黒
板
に
掲
示
す
る
。
友

達
の
俳
句
に
つ
い
て
、
感
想
を
発
表
し
た

り
質
問
し
た
り
す
る
。
花
見
の
体
験
な
ど

を
生
か
し
て
話
し
合
え
る
と
よ
い
。

「
春
か
ら
夏
へ
」（
五
年
）
を
例
に

　
こ
こ
で
は
、
季
節
を
感
じ
取
り
、
受
け
止

め
る
基
本
と
も
な
る
「
気
象
・
時
候
」
と
い

う
視
点
で
編
集
さ
れ
た
五
年
の
「
季
節
の
言

葉
」
の
中
か
ら
「
春
か
ら
夏
へ
」（
Ｐ
28
・

29
）
を
取
り
上
げ
て
、
具
体
的
な
指
導
を
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。
次
の
よ
う
な
目
標
で
指

導
す
る
と
し
ま
す
。

　

身
近
な
風
物
や
体
験
か
ら
季
節
を
実
感

し
、
季
節
の
言
葉
や
俳
句
を
読
み
味
わ
っ

た
り
表
現
し
た
り
し
て
、
伝
統
的
な
言
語

文
化
へ
の
理
解
を
深
め
、
感
性
を
育
む
。

　
四
月
の
中
旬
か
ら
下
旬
に
、
一
時
間
で
指

導
す
る
と
い
う
計
画
を
生
か
す
た
め
、
ま
ず

④
教
科
書
の
「
夏
」
に
当
た
る
部
分
を
読
む
。

初
夏
の
言
葉
や
俳
句
に
つ
い
て
質
問
し
た

り
感
想
を
発
表
し
た
り
す
る
。
そ
の
な
か

で
夏
へ
の
期
待
感
を
高
め
、「
夏
は
来き

ぬ
」

の
歌
を
斉
唱
す
る
。

初
夏
に
重
点
を
置
く
学
習
指
導

　
事
前
の
予
習
と
し
て
、
初
夏
を
詠
ん
だ
俳

句
を
調
べ
た
り
自
分
で
も
考
え
た
り
さ
せ
る

よ
う
に
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
次
の
よ

う
に
本
時
を
展
開
し
ま
す
。

①
教
科
書
の
「
春
」
に
当
た
る
部
分
を
読
む
。

「
花
」
の
付
く
言
葉
や
俳
句
に
つ
い
て
の

感
想
、
花
見
の
体
験
を
発
表
し
合
う
。
日

本
人
と
桜
の
深
い
関
係
を
理
解
す
る
。

②
春
か
ら
夏
へ
と
季
節
が
移
る
と
感
じ
る

と
き
に
つ
い
て
発
表
し
合
う
。
教
科
書
の

「
夏
」
の
部
分
を
読
む
。
初
夏
を
感
じ
る

言
葉
や
、
素そ

堂ど
う

、
乙お

つ

二に

の
俳
句
に
つ
い
て

の
感
想
、
ど
ち
ら
が
好
き
か
を
発
表
し
合

う
。

③
調
べ
て
き
た
初
夏
の
俳
句
の
中
か
ら
い
ち

ば
ん
好
き
な
も
の
を
発
表
し
合
う
。
芭ば

蕉し
ょ
う

や
蕪ぶ

村そ
ん

な
ど
の
同
じ
句
が
重
な
る
だ
ろ
う

が
、
そ
れ
も
よ
い
。
発
表
さ
れ
た
句
の
好

き
な
と
こ
ろ
を
話
し
合
う
。
授
業
後
、
一

句
ず
つ
短
冊
に
書
い
て
掲
示
す
る
。

④
初
夏
を
表
す
言
葉
を
生
か
し
て
俳
句
を
作

る
。
最
も
よ
い
と
思
う
句
を
短
冊
に
書
い

て
黒
板
に
掲
示
す
る
。
友
達
の
俳
句
の
好

き
な
と
こ
ろ
を
発
表
す
る
。
授
業
後
、
調

べ
た
俳
句
と
並
べ
て
掲
示
す
る
。

⑤
「
夏
は
来
ぬ
」
の
他
に
知
っ
て
い
る
初
夏

の
歌
を
発
表
し
合
う（「
こ
い
の
ぼ
り
」「
背

く
ら
べ
」「
茶
摘
み
」な
ど
）。「
夏
は
来
ぬ
」

を
斉
唱
す
る
。

　
授
業
の
大
ま
か
な
流
れ
を
示
し
ま
し
た
。

そ
の
時
期
、
そ
の
地
域
で
感
じ
ら
れ
る
季
節

を
大
切
に
す
る
こ
と
、
家
庭
学
習
の
時
間
を

活
用
し
、
児
童
が
言
葉
や
俳
句
な
ど
と
そ
の

季
節
と
を
結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ

と
を
意
識
し
、
指
導
に
生
か
し
て
く
だ
さ
い
。

る
と
い
え
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
二

つ
の
地
域
に
合
う
授
業
展
開
を
そ
れ
ぞ
れ

考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

●
本
教
材
を
一
時
間
で
指
導
す
る
際
、
い
き

な
り
教
科
書
を
開
い
て
授
業
を
始
め
る
の

で
は
、
目
標
達
成
は
困
難
で
す
。
児
童
に

は
、
事
前
に
教
科
書
に
目
を
通
し
、
季
節

の
俳
句
を
調
べ
た
り
考
え
た
り
さ
せ
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
家
の
人
と
、
季
節
や
俳
句

に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
お
く
の
も
よ
い
で

し
ょ
う
。

春
に
重
点
を
置
く
学
習
指
導

　
事
前
の
予
習
と
し
て
、「
花
」（
桜
）
の
俳

句
を
調
べ
た
り
、
自
分
で
も
考
え
た
り
さ
せ

る
よ
う
に
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
次
の

一
九
三
四
年
、
長
野
県
生
ま
れ
。
東
京
都
内
の
公
立
小
学
校
で
の
勤
務
を
経
て
、
東
京
都
台
東
区
立
育
英
小
学
校
長
の
と
き
に
東
京
都
小
学
校
国
語
教
育
研
究
会
会
長
、
そ
し
て
定
年
退
職
。

監
修
書
に
、『
ど
の
子
も
書
け
る
！　

全
教
科
で
役
立
つ
「
記
述
力
」
Ｕ
Ｐ
の
授
業
21
』（
明
治
図
書
）
な
ど
が
あ
る
。
光
村
図
書
小
学
校
『
国
語
』
教
科
書
編
集
委
員
。

藤ふ
じ

井い　

治お
さ
む

「季節の言葉」の活用

1819

元
東
京
都
台
東
区
立
育
英
小
学
校 

校
長

藤
井
　
治

実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
授
業
が
考
え
ら
れ
る
の
か
、

具
体
的
な
教
材
を
挙
げ
な
が
ら
お
答
え
い
た
だ
き
ま
す
。

解決
のために

そ
の
時
期
の
季
節
感
を
大
切
に
し
、

児
童
が
、
言
葉
と
そ
の
季
節
と
を
結
び
付
け
や
す
く
す
る
。

２


