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齢
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齢
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齢
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第
四
章 

居
場
所 

四
季
と
特
性
が
息
づ
く
地
域
に 

 

＊
・＊
「百
季
人
生
」を
豊
か
に
す
ご
す
拠
点
＊
・＊ 

 

「
天
災
」
と
「
天
恵
」 

「
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
」
は
国
際
用
語
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
八

（
一
九
三
三
）
年
の
三
陸
津
波
の
惨
状
が
世
界
に
知
ら
れ
て
。 

そ
の
「
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
」
へ
の
万
全
の
備
え
と
し
て
、
田
老

町
（
宮
城
県
）
の
高
さ
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
総
延
長
二
四
三
三
メ
ー

ト
ル
の
津
波
防
潮
堤
は
世
界
に
も
知
ら
れ
て
、「
田
老
万
里
の
長

城
」
と
し
て
観
光
名
所
に
も
な
っ
て
い
た
。 

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
、
東
日
本
を
襲
っ
た
津
波
は
一
〇
メ

ー
ト
ル
を
は
る
か
に
超
え
、
死
者
一
万
五
八
〇
〇
人
余
・
行
方
不

明
者
二
六
五
〇
人
余
と
い
う
「
大
災
害
」
と
な
っ
た
。「
田
老
の
防

潮
堤
」
が
破
壊
さ
れ
つ
く
し
た
の
だ
か
ら
、
地
元
の
衝
撃
は
た
だ

ご
と
で
は
な
か
っ
た
。 

未
曾
有
の
災
害
を
も
た
ら
し
た
が
、
未
曾
有
と
い
っ
て
も
い
ま

だ
か
つ
て
あ
ら
ず
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
貞
観
地
震
（
八
六
九

年
）
を
超
え
る
一
〇
〇
〇
年
単
位
で
起
こ
る
大
地
震
（
震
源
は
仙

台
沖
七
〇
キ
ロ
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九
・
〇
）
に
遭
遇
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
天
災
」
を
忘
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
備
え
を
怠

る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
が
。 

い
ま
こ
こ
で
そ
の
「
天
災
」
の
仔
細
を
述
べ
な
い
が
、
た
い
せ

つ
な
こ
と
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
「
天
災
」
と
と
も
に
、

忘
れ
て
い
た
「
天
恵
」
に
気
づ
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

わ
が
国
は
近
代
化
の
一
四
〇
年
の
経
緯
の
な
か
で
、
は
る
か
に

長
く
地
域
の
暮
ら
し
に
息
づ
い
て
い
た
「
天
恵
」
を
見
失
っ
て
き

た
の
で
は
な
い
か
。 

そ
れ
は
「
四
季
折
り
折
り
」
の
暮
ら
し
を
彩
る
伝
統
行
事
で
あ

っ
た
り
、「
地
域
特
有
」
の
物
産
や
旬
の
食
材
で
あ
っ
た
り
、
名
も

知
れ
な
い
草
花
や
小
動
物
で
あ
っ
た
り
し
た
。 

「
地
域
の
四
季
」
と
い
う
暮
ら
し
に
や
さ
し
い
「
天
恵
」
を
見
直

し
て
、
暮
ら
し
に
活
か
す
「
四
季
折
り
折
り
」
の
風
物
の
復
興
が
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日
本
再
生
の
キ
イ
な
の
で
あ
る
。 

 
「
双
暦
に
慣
れ
る
」 

こ
こ
で
採
り
上
げ
る
「
時
の
移
り
行
き
に
関
す
る
多
重
標
準
」

は
、
国
際
標
準
（
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）
と
さ
れ
る
「
太

陽
暦
」（
西
暦
・
公
暦
・
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
）
と
地
域
標
準
で
あ
る
「
太

陰
暦
」（
農
暦
・
旧
暦
・
天
保
暦
）
の
ふ
た
つ
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら

か
の
良
し
悪
し
を
論
ず
る
こ
と
で
は
な
く
、
双
方
の
良
さ
を
ど
う

採
り
入
れ
た
ら
高
齢
期
の
暮
ら
し
を
快
適
に
で
き
る
か
を
考
え
る

こ
と
、
つ
ま
り
ふ
た
つ
の
暦
「
双
暦
に
慣
れ
る
」
と
い
っ
た
柔
軟

さ
と
謙
虚
さ
を
も
っ
て
、
か
け
が
い
の
な
い
「
天
恵
」
の
復
活
に

対
応
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

国
際
標
準
と
さ
れ
る
「
陽
暦
」
と
地
域
の
農
作
業
の
め
ぐ
り
に

根
ざ
し
た
「
陰
暦
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
一
四

〇
年
前
の
明
治
五
年
一
二
月
三
日
（
陰
暦
）
を
、
明
治
六
（
一
八

七
三
）
年
一
月
一
日
（
陽
暦
）
と
す
る
こ
と
で
「
西
暦
」
が
始
ま

っ
た
。
双
暦
ち
ょ
う
ど
一
四
〇
年
で
あ
る
。 

そ
の
後
、農
作
業
や
祭
事
と
の
繋
が
り
が
濃
か
っ
た
陰
暦
を「
旧

暦
」
と
し
て
遠
ざ
け
、
陰
暦
に
由
来
す
る
行
事
を
陽
暦
に
な
し
崩

し
に
移
し
て
使
い
な
ら
し
て
き
た
。
敗
戦
後
は
ア
メ
リ
カ
模
倣
の

洋
風
化
と
と
も
に
い
っ
そ
う
「
暮
ら
し
の
洋
風
変
容
」
が
進
ん
だ

が
、
そ
れ
で
も
せ
い
ぜ
い
一
四
〇
年
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
る
。 

み
な
さ
ん
の
地
域
に
も
、
陰
暦
か
ら
陽
暦
に
移
し
た
り
、
観
光

用
に
曜
日
を
移
し
た
行
事
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。 

ケ
タ
違
い
に
長
い
年
月
を
刻
ん
で
き
た
旧
暦
の
暮
ら
し
。
地
域

の
季
節
感
を
取
り
込
ん
だ
暮
ら
し
の
知
恵
を
率
直
に
体
感
す
る
こ

と
な
し
に
終
わ
る
人
生
が
、
ど
れ
ほ
ど
殺
風
景
な
も
の
か
は
知
れ

ば
知
る
ほ
ど
驚
く
こ
と
な
の
だ
。 

 「
暮
ら
し
の
和
風
回
帰
」 

外
国
か
ら
近
代
化
を
持
ち
こ
む
こ
と
は
必
要
だ
っ
た
の
だ
し
、

意
識
と
し
て
は
「
双
暦
」
を
重
ね
て
、「
地
域
の
四
季
」
の
移
り
行

き
に
根
ざ
し
て
い
た
伝
統
行
事
は
た
い
せ
つ
に
保
存
し
て
き
た
の

だ
が
、
少
し
「
暮
ら
し
の
和
風
回
帰
」
を
試
み
よ
う
と
い
う
の
で
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あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
考
え
る
こ
と
な
く
、
一
九
七
〇
～
八
〇

年
こ
ろ
ま
で
普
通
に
見
ら
れ
た
地
域
の
風
物
を
想
い
起
こ
す
こ
と

か
ら
は
じ
め
れ
ば
よ
い
。 

だ
れ
に
も
「
初
詣
」「
ひ
な
祭
り
」「
七
夕
」「
夏
祭
り
」「
お
月

見
」「
紅
葉
狩
り
」「
除
夜
の
鐘
」
な
ど
、
年
中
行
事
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ
に
な
つ
か
し
い
記
憶
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
新
し
い
「
バ

レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
」「
母
の
日
」「
ク
リ
ス
マ
ス
」
と
い
っ
た
行
事

も
、
だ
れ
も
が
ど
こ
で
も
楽
し
め
る
祭
事
・
歳
事
・
催
事
と
し
て

親
し
ま
れ
て
い
る
。
煩
雑
な
ほ
ど
に
旧
暦
を
再
生
す
る
必
要
は
な

い
が
。高
齢
期
に
な
っ
て
地
域
の
季
節
ご
と
の
よ
さ
に
気
づ
い
て
、

関
心
を
も
っ
て
季
節
行
事
に
参
加
す
る
人
び
と
は
け
っ
こ
う
多
く
、

静
か
に
そ
う
い
う
行
事
の
保
存
活
動
を
し
て
い
る
会
も
知
ら
れ
る
。 

 

「
二
五
年
の
百
季
人
生
」 

季
節
行
事
を
お
ざ
な
り
に
扱
っ
て
き
た
暮
ら
し
を
顧
み
て
、
こ

れ
か
ら
の
高
齢
期
人
生
を
豊
か
に
す
る
契
機
を
与
え
て
く
れ
る
の

が
「
地
域
の
四
季
」
な
の
だ
と
知
る
こ
と
。
そ
う
意
識
す
る
こ
と

で
、
住
ん
で
い
る
地
域
で
し
か
得
ら
れ
な
い
四
季
折
り
折
り
の
風

物
の
存
在
が
ひ
と
し
お
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
「
地

域
の
四
季
」
が
、
高
齢
期
を
過
ご
す
者
に
等
し
く
与
え
ら
れ
て
い

る
自
然
か
ら
の
恵
み
、「
天
恵
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
思
い
あ
た

る
。「
地
域
の
四
季
」
の
め
ぐ
り
に
「
か
ら
だ
・
こ
こ
ろ
・
ふ
る
ま

い
」
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
、
高
齢
期
の
暮
ら
し
が
生
き
生
き
と
変

容
す
る
も
の
に
な
る
。 

そ
こ
で
「
一
二
カ
月
一
年
」
と
と
も
に
「
三
カ
月
一
季
」
を
重

ね
て
時
節
の
め
ぐ
り
の
基
本
と
し
、
暮
ら
し
の
場
と
し
て
は
都
会

指
向
か
ら
「
身
近
な
地
域
」
へ
と
指
向
す
る
。
時
の
移
ろ
い
の
感

覚
と
い
う
も
の
は
相
対
的
な
も
の
だ
か
ら
、
ひ
と
つ
ず
つ
の
季
節

を
て
い
ね
い
に
迎
え
て
過
ご
す
こ
と
に
よ
り
、
一
年
は
四
倍
の
長

さ
と
密
度
で
充
実
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
自
在
に
す
ご

す
高
齢
期
は
、「
二
五
年
一
〇
〇
季
」
に
も
な
る
。 

あ
と
残
り
二
五
年
と
意
識
す
る
こ
と
と
、
あ
と
残
り
一
〇
〇
季

と
意
識
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
上
手
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
「
時

の
移
ろ
い
に
関
す
る
多
重
標
準
」
で
あ
る
。 
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六
〇
歳
か
ら
は
じ
め
て
八
五
歳
ま
で
の
二
五
年
を
、
あ
る
い
は

六
五
歳
か
ら
は
じ
め
て
九
〇
歳
ま
で
の
二
五
年
を
「
高
齢
期
一
〇

〇
季
」
と
し
て
、「
三
カ
月
一
季
」
を
時
節
の
基
準
と
し
て
迎
え
て

す
ご
す
。「
地
域
の
四
季
」
の
一
〇
〇
シ
ー
ズ
ン
を
楽
し
ん
で
暮
ら

す
。
出
遅
れ
た
人
や
新
た
な
展
開
を
ま
じ
え
て
、
七
五
歳
か
ら
一

〇
〇
歳
で
も
い
い
。
ま
た
思
い
立
っ
て
独
自
に
「
高
齢
期
一
〇
〇

季
」
を
始
め
て
も
よ
い
。
そ
ん
な
「
百
季
人
生
」
を
こ
れ
ま
で
の

生
活
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
高
齢
期
を
「
四
倍
の
豊
か
な
時

節
の
変
化
」
と
と
も
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
。 

た
と
え
ば
七
一
歳
の
春
季
、
夏
季
、
秋
季
、
冬
季
・
新
年
、
七

二
歳
の
春
季
・
・
と
い
う
ふ
う
に
。 

「
地
域
の
四
季
」
の
変
化
に
素
直
に
向
か
い
あ
い
、「
一
〇
〇
季
」

の
う
ち
の
一
つ
ひ
と
つ
を
て
い
ね
い
に
迎
え
て
す
ご
す
。
そ
う
考

え
た
だ
け
で
も
心
弾
む
で
は
な
い
か
。 

 

一
年
を
一
二
カ
月
と
し
て
平
板
に
流
さ
れ
て
い
た
日
々
に
、
四

季
を
基
準
と
し
て
「
地
域
の
変
化
」
と
と
も
に
す
ご
す
日
々
と
を
、

「
双
暦
に
よ
る
多
重
標
準
」
と
意
識
し
て
巧
み
に
折
り
合
わ
せ
て

暮
ら
す
の
が
、
高
齢
期
の
人
生
を
豊
か
に
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

処
世
法
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 「
四
季
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
つ
く
る 

Ｄ
さ
ん
は
六
五
歳
直
前
の
定
年
待
望
族
の
ひ
と
り
。
早
期
退
社

は
し
な
い
が
、
だ
か
ら
今
年
四
月
の
「
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定

法
」
に
よ
っ
て
法
的
に
確
保
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
新
た
な
魅

力
あ
る
し
ご
と
が
増
え
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
こ
の
ま
ま
定
年
ま

で
き
ち
っ
と
与
え
ら
れ
た
し
ご
と
を
こ
な
し
て
過
ご
す
つ
も
り
で

い
る
。
そ
の
先
の
計
画
は
ま
だ
固
ま
っ
て
は
い
な
い
。
県
が
主
催

す
る
「
生
涯
大
学
校
」
地
域
分
校
で
「
陶
芸
」
を
や
っ
て
い
る
。 

い
ま
心
躍
る
の
は
、
季
節
の
催
事
と
の
出
会
い
や
、
旬
の
料
理

づ
く
り
や
、
俳
句
仲
間
と
の
「
四
季
吟
行
」
の
小
旅
行
や
で
あ
る
。

「
一
年
」
で
は
な
く
「
一
季
」
を
基
本
に
し
て
暮
ら
し
て
い
る
高

齢
者
の
ひ
と
り
Ｄ
さ
ん
を
「
四
季
丈
人
」
と
呼
ん
で
も
い
い
の
だ

が
、
や
や
せ
わ
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
「
百
季
丈
人
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
よ
う
。 
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古
風
な
民
家
づ
く
り
の
居
間
に
は
、
重
厚
な
サ
ク
ラ
の
机
に
そ

ろ
い
の
「
マ
イ
・
チ
ェ
ア
」
も
あ
る
。「
百
季
丈
人
」
の
Ｄ
さ
ん
は
、

「
チ
ェ
ア
」
に
座
っ
て
眺
め
ら
れ
る
ほ
ど
よ
い
壁
面
に
、
実
用
を

兼
ね
て
ビ
ジ
ュ
ア
ル
の
し
ゃ
れ
た
「
四
季
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
掛
け

て
い
る
。
季
節
ご
と
の
三
カ
月
の
も
の
、
春
な
ら
三
・
四
・
五
月

と
い
う
よ
う
に
、
四
季
そ
れ
ぞ
れ
三
カ
月
の
日
付
が
視
野
の
中
に

呼
び
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。 

年
末
恒
例
の
東
京
銀
座
・
伊
東
屋
の
「
カ
レ
ン
ダ
ー
展
」
な
ど

を
み
て
も
、「
四
季
カ
レ
ン
ダ
ー
」
と
称
す
る
も
の
は
あ
る
が
、「
実

際
に
四
季
ご
と
の
三
カ
月
九
〇
日
間
の
も
の
は
見
か
け
な
い
。
あ

る
の
だ
ろ
う
が
目
立
つ
ほ
ど
に
は
な
い
。
カ
レ
ン
ダ
ー
会
社
が
競

っ
て
制
作
す
る
「
季
節
し
ご
と
」
に
な
る
時
が
く
る
の
を
あ
わ
て

ず
さ
わ
が
ず
待
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
Ｄ
さ
ん
の
ひ
そ
か
な
楽

し
み
な
の
だ
と
い
う
。 

Ｄ
さ
ん
の
求
め
る
も
の
は
カ
レ
ン
ダ
ー
展
で
も
見
当
た
ら
な
い

か
ら
、
例
年
入
手
し
て
い
る
馴
染
み
の
中
華
料
理
店
の
カ
レ
ン
ダ

ー
を
、
四
季
ご
と
の
三
カ
月
（
春
三
～
五
月
、
夏
六
～
八
月
、
秋

九
～
一
一
月
、
新
年
・
冬
一
二
～
次
年
二
月
）
の
三
枚
を
切
り
貼

り
し
て
し
た
て
た
も
の
。 

だ
か
ら
新
年
・
冬
は
一
月
が
、
春
は
四
月
が
、
夏
は
七
月
が
、

秋
は
一
〇
月
が
そ
れ
ぞ
れ
中
央
に
据
え
ら
れ
て
、
早
仲
晩
の
順
に

な
っ
て
い
る
。
よ
く
見
る
と
月
と
月
の
間
を
貼
っ
て
い
る
の
が
わ

か
る
。季
節
行
事
や
旧
暦
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、「
地
域
の
四
季
」

は
カ
レ
ン
ダ
ー
上
に
鮮
明
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
サ
イ
ン
ペ
ン
の

赤
マ
ル
は
、
Ｄ
さ
ん
が
参
加
す
る
催
事
や
「
吟
行
日
」
で
あ
る
。 

 
 

「
季
節
小
物
」
あ
れ
こ
れ 

「
四
季
」
を
取
り
込
む
小
物
や
仕
掛
け
を
、
Ｄ
さ
ん
は
「
マ
イ
・

チ
ェ
ア
」
に
座
っ
て
眺
め
ら
れ
る
ほ
ど
よ
い
位
置
に
い
く
つ
も
配

し
て
い
る
。
年
四
回
の
季
節
は
じ
め
に
お
こ
な
う
モ
ノ
の
配
置
の

「
季
節
替
え
」（
大
掃
除
）
を
、
負
担
に
す
る
ど
こ
ろ
か
楽
し
み
に

し
て
い
る
。
三
カ
月
の
新
し
い
季
節
を
待
っ
て
迎
え
て
送
る
楽
し

み
で
あ
る
。
花
鉢
、
紋
の
れ
ん
、
玉
す
だ
れ
、
星
座
図
、
扇
絵
、

雛
人
形
・
五
月
人
形
・
菊
人
形
、
鯉
の
ぼ
り
や
風
鈴
や
蚊
や
り
豚
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や
丸
火
鉢
と
い
っ
た
「
季
節
小
物
」
の
置
物
や
飾
り
物
を
入
れ
替

え
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
季
節
の
移
り
に
応
じ
て
、
住
い
方
に

に
か
ん
す
る
春
も
の
、
夏
も
の
、
秋
も
の
、
冬
も
の
を
目
立
た
せ

る
と
と
も
に
、
衣
・
食
そ
れ
ぞ
れ
の
変
化
を
も
楽
し
ん
で
い
る
。 

Ｄ
さ
ん
は
ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト
の
手
習
い
も
し
て
い
る
。
い
ず

れ
は
「
四
季
色
紙
」
を
自
作
す
る
つ
も
り
と
い
う
。
年
に
四
作
で

は
寡
作
に
す
ぎ
る
が
、
そ
れ
で
も
季
節
ご
と
に
花
々
の
盛
期
を
熟

視
し
て
楽
し
み
、
ほ
ど
ほ
ど
の
出
来
の
自
作
で
わ
が
家
の
居
間
を

飾
れ
る
な
ら
ば
、「
百
季
人
生
」
の
味
も
ま
た
深
ま
る
。 

「
茶
道
や
華
道
も
、
そ
ろ
そ
ろ
男
性
回
帰
の
時
期
で
は
な
い
で
す

か
」と
、Ｄ
さ
ん
は
文
化
勃
興
期
の
変
容
は
男
性
が
主
導
す
る
が
、

完
成
期
以
降
は
形
式
美
と
し
て
女
性
が
静
か
に
支
え
る
と
い
う
持

論
を
述
べ
る
。 

和
装
も
ま
た
し
か
り
で
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
女
性
の
儀
式
用

の
盛
装
と
し
て
技
術
も
意
匠
も
素
材
も
女
性
と
職
人
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
保
存
さ
れ
て
き
た
が
、「
季
節
感
と
地
方
性
を
享
受
す
る
高

齢
男
性
」
の
登
場
に
よ
っ
て
「
モ
ダ
ン
変
容
」
す
る
時
期
に
あ
る

と
わ
が
身
に
引
き
寄
せ
て
熱
心
に
語
る
。 

い
さ
さ
か
さ
さ
や
か
と
も
い
え
る
Ｄ
さ
ん
の
人
生
目
標
で
は
あ

る
が
、「
地
域
の
四
季
」
を
個
性
的
に
享
受
す
る
心
意
気
が
暮
ら
し

の
形
と
し
て
息
づ
い
て
い
る
の
が
新
鮮
で
あ
る
。 

 

「
床
の
間
春
秋
」 

 

「
ど
こ
の
お
宅
に
も
四
季
を
取
り
込
む
た
め
に
先
人
が
残
し
て
く

れ
た
仕
掛
け
が
あ
る
の
に
活
か
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
」
と
Ｄ
さ
ん

が
い
う
仕
掛
け
と
い
う
の
は
、「
床
の
間
」
の
こ
と
で
あ
る
。 

和
風
建
築
の
家
に
は
か
な
ら
ず
和
室
が
あ
り
、床
の
間
が
あ
る
。

が
、
軸
が
年
中
か
け
っ
ぱ
な
し
の
一
幅
だ
け
で
は
、
せ
っ
か
く
の

「
床
」
が
動
か
ず
に
さ
び
し
い
。
と
い
う
よ
り
無
い
に
等
し
い
。 

気
づ
い
て
み
れ
ば
、
Ｄ
さ
ん
と
こ
の
床
の
間
も
入
居
時
の
お
祝

い
に
頂
い
た
中
国
画
家
の
「
牡
丹
」
の
ま
ま
だ
っ
た
。
花
の
軸
な

ら
「
梅
」「
牡
丹
か
桜
」「
蓮
か
蘭
」「
菊
」
の
四
幅
の
「
四
季
花
軸
」

が
ほ
し
い
と
こ
ろ
。
春
は
「
桜
」
に
し
て
新
年
に
華
や
か
な
「
牡

丹
」（
寒
牡
丹
も
あ
る
）
と
す
れ
ば
五
点
で
あ
る
。
ま
ず
は
春
秋
一
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幅
ず
つ
そ
ろ
え
れ
ば
「
床
の
間
春
秋
」
が
楽
し
め
る
。
有
名
画
家

の
も
の
は
高
価
だ
か
ら
、
習
作
期
の
画
家
や
素
人
画
家
の
力
作
に

魅
力
が
あ
る
。 

密
室
で
ぶ
ん
ぶ
ん
ク
ー
ラ
ー
を
回
し
て
す
ご
す
無
季
節
、
無
機

質
な
「
常
春
」
指
向
を
修
整
し
て
、「
地
域
の
四
季
」
を
家
庭
内
に

取
り
込
む
こ
と
。
遠
か
ら
ず
Ｄ
さ
ん
自
作
の
「
四
季
色
紙
」
が
居

間
の
一
角
を
飾
り
、切
り
貼
り
の
な
い
し
ゃ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
の「
四

季
カ
レ
ン
ダ
ー
」
が
季
節
を
伝
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
に
季
節

小
物
を
配
し
て
、
繊
細
に
個
性
的
に
「
百
季
人
生
」
の
一
季
ま
た

一
季
を
迎
え
て
享
受
し
て
過
ご
す
。 

 

も
う
ひ
と
つ
、
Ｄ
さ
ん
お
気
に
入
り
の
「
エ
イ
ジ
ド
用
品
」
を

見
せ
て
も
ら
っ
た
。
チ
ク
タ
ク
振
り
子
が
行
き
来
す
る
古
時
計
。

百
寿
期
の
「
お
お
き
な
の
っ
ぽ
の
古
時
計
」
と
ま
で
は
い
か
な
い

が
、
形
と
数
字
の
表
現
に
古
風
の
味
が
あ
る
小
振
り
な
柱
時
計
で

あ
る
。
遅
れ
に
気
が
つ
い
た
ら
直
す
の
だ
と
い
う
。
振
り
子
の
音

も
気
づ
か
な
い
ほ
ど
柔
ら
か
い
。
傍
ら
に
デ
ジ
タ
ル
時
計
も
置
い

て
い
て
、「
二
も
と
の
梅
に
遅
速
を
愛
す
哉
、
で
す
」
な
ど
と
、
蕪

村
の
句
を
挟
み
な
が
ら
、
新
旧
の
時
計
の
遅
速
を
も
ま
た
楽
し
ん

で
い
る
。 

 
 ＊

・＊
一
年
よ
り
「四
季
」を
折
節
の
基
本
に
＊
・＊ 

 

「
祭
事
・
歳
事
、
催
事
」 

 

前
項
で
は
、
時
節
の
基
本
を
一
年
で
は
な
く
「
一
季
」
に
置
い

て
、「
地
域
の
季
節
」
の
移
り
ゆ
き
と
と
も
に
暮
ら
す
「
百
季
人
生
」

を
紹
介
し
た
。「
地
域
の
四
季
」
に
関
わ
る
歳
事
の
う
ち
に
は
、
地

域
の
暮
ら
し
に
リ
ズ
ム
を
つ
け
る
催
事
と
し
て
、
門
前
（
社
前
）

市
が
あ
ち
こ
ち
で
復
活
し
て
い
る
。
旬
の
農
産
物
や
花
卉
、
竹
製

品
、
包
丁
・
め
ん
棒
、
骨
董
・
古
本
、
植
木
・
・
な
ど
。 

だ
れ
も
が
参
加
し
て
楽
し
め
る
「
祭
事
・
歳
事
、
催
事
」
を
す

こ
し
詳
し
く
追
っ
て
み
る
。 

年
初
の
「
初
日
の
出
」
や
「
初
詣
で
」
で
は
じ
ま
り
、｢

初
荷｣

「
初
午
」
な
ど
初
も
の
が
つ
づ
い
て
「
節
分
」。
春
を
迎
え
て
「
ひ

な
祭
り
」「
お
花
見
」「
端
午
の
節
句
」
や
「
新
茶
つ
み
」。
季
節
が
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動
い
て
「
し
ょ
う
ぶ
湯
」「
七
夕
」「
お
盆
」
に
「
夏
ま
つ
り
」、
全

国
各
地
の
「
花
火
大
会
」
や
「
薪
能
」。
そ
し
て
「
お
月
見
」（
中

秋
の
名
月
・
十
三
夜
）
や
「
菊
ま
つ
り
」「
七
五
三
」
と
季
節
は
移

っ
て
、
暮
歳
の
「
酉
の
市
」「
大
晦
日
」・
・
。 

そ
し
て
、
季
節
の
移
ろ
い
の
節
目
を
次
々
に
追
う
の
は
、 

 

立
春
、
雨
水
、
啓
蟄
、
春
分
、
清
明
、
穀
雨 

 

立
夏
、
小
満
、
芒
種
、
夏
至
、
小
暑
、
大
暑 

 

立
秋
、
処
暑
、
白
露
、
秋
分
、
寒
露
、
霜
降 

 

立
冬
、
小
雪
、
大
雪
、
冬
至
、
小
寒
、
大
寒 

 

と
い
う
「
二
四
節
気
」。
中
国
の
中
原
地
域
の
生
ま
れ
な
の
で
、

す
べ
て
と
は
い
か
な
い
が
、
多
く
が
実
感
を
と
も
な
っ
て
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。 

そ
れ
に
八
十
八
夜
、
入
梅
、
二
百
十
日
や
、
さ
ら
に
は
開
花
日
、

初
鳴
日
、
初
見
日
と
い
っ
た
「
雑
節
・
生
物
季
節
」
な
ど
。
こ
の

国
の
先
人
は
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
新
し
い
季
節
の
訪
れ
を
心
待

ち
し
て
迎
え
て
は
愉
し
み
、
名
残
り
を
惜
し
ん
で
見
送
っ
て
は
人

生
の
一
こ
ま
一
こ
ま
を
楽
し
ん
で
き
た
。 

 
 「
自
作
五
句
と
辞
世
」 

日
本
の
民
衆
文
芸
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
俳
句
の
季
節
感
を

支
え
る
の
が
「
季
語
」。
そ
こ
に
は
時
の
移
ろ
い
と
と
も
に
動
く
季

節
の
突
っ
先
を
と
ら
え
る
感
性
の
エ
キ
ス
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
「
百
季
丈
人
」
で
あ
る
Ｄ
さ
ん
に
、
俳
句
仲
間
な
ら
だ
れ
で

も
知
っ
て
い
る
と
い
う
近
代
秀
句
を
選
ん
で
も
ら
っ
た
。 

ま
さ
を
な
る
空
よ
り
し
だ
れ
ざ
く
ら
か
な   

富
安
風
生 

 

万
緑
の
中
や
吾
子
の
歯
生
え
初
む
る 

 
 
 

中
村
草
田
男 

 

を
り
と
り
て
は
ら
り
と
お
も
き
す
す
き
か
な 

飯
田
蛇
笏 

 

湯
豆
腐
や
い
の
ち
の
果
て
の
う
す
あ
か
り 

 

久
保
田
万
太
郎 

 

な
ど
、
教
科
書
に
も
載
っ
て
い
て
、
折
り
折
り
の
味
わ
い
が
巧

み
に
捉
え
ら
れ
て
い
て
い
い
も
の
だ
、
と
Ｄ
さ
ん
の
評
。 

 

稀
に
み
る
短
詩
だ
け
に
五
・
七
・
五
の
文
字
づ
か
い
に
き
び
し

く
、
句
境
に
は
天
地
雲
泥
の
差
が
あ
る
。
仕
上
が
り
の
巧
拙
は
風

に
ま
か
せ
て
、
新
年
・
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
五
句
く
ら
い
は
、
な

ん
と
か
自
作
の
「
秀
作
五
句
」
と
し
て
選
定
し
て
心
に
と
ど
め
て
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お
き
た
い
と
こ
ろ
。
特
に
気
に
入
っ
た
ひ
と
つ
は
、
ひ
そ
か
に
「
辞

世
の
句
」
と
し
て
内
定
し
た
り
し
て
。 

 
 「

八
方
時
刻
」 

国
際
標
準
の
一
日
を
二
四
時
間
に
刻
ん
で
過
ご
し
て
き
た
か
ら
、

一
時
間
の
体
感
は
か
な
り
正
確
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
の
一
時
間
番
組

や
十
五
分
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
っ
て
、
お
よ
そ
の
体
内
時
計
が
動
い
て

い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
に
重
ね
て
、
高
齢
期
に
入
っ
た
み
な
さ
ん

に
推
奨
す
る
の
は
、
三
時
間
ず
つ
八
つ
の
刻
み
を
意
識
し
て
一
日

の
予
定
を
織
り
込
ん
で
い
く
「
八
方
時
刻
」
を
取
り
込
む
こ
と
。

ゆ
っ
た
り
と
し
た
暮
ら
し
の
日
々
に
鮮
明
な
記
憶
を
残
し
て
く
れ

る
こ
と
に
な
る
。 

 

更
（
ふ
け
） 
 

〇
～
三
時 

 
 

明
け
方 
 
 
 

三
～ 

六
時 

  

朝
方 

 
 
 
 

六
～
九
時 

 
 

午
前
・
昼
前 

 

九
～
一
二
時 

   

午
後
・
昼
過
ぎ 

一
二
～
一
五
時   

 
 

夕
方 
 
 
 
 

一
五
～
一
八
時 

 
 

晩
方 

 
 
 
 

一
八
～
二
一
時     

夜 
 
 
 
 
 

二
一
～
二
四
時  

「
更
」
は
五
更
ま
で
あ
っ
て
三
更
か
ら
が
日
替
わ
り
だ
が
、
夜
更

け
や
深
更
と
し
て
日
替
わ
り
の
感
覚
と
し
て
は
じ
め
に
据
え
る
。

「
明
け
方
」
と
「
朝
方
」
は
異
論
が
あ
る
ま
い
。
正
午
を
は
さ
ん

で
「
午
前
・
昼
前
」
と
「
午
後
・
昼
過
ぎ
」
そ
し
て
「
夕
方
」
を

迎
え
る
。
そ
の
あ
と
「
夜
」
ま
で
の
間
を
、
気
象
庁
は
天
気
予
報

で
「
宵
の
う
ち
」（
午
後
六
時
～
九
時
）
と
呼
ん
で
い
た
が
、
人
に

よ
っ
て
捉
え
方
が
違
う
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
二
〇
〇
七
年
四
月

か
ら
は
「
夜
の
は
じ
め
ご
ろ
」
に
変
更
し
た
。
本
稿
で
は
朝
昼
晩

と
し
て
実
績
を
も
つ
「
晩
方
」
を
据
え
た
。
使
い
な
ら
す
こ
と
で

何
時
と
刻
ま
ず
に
、「
八
方
時
刻
」（
八
分
時
刻
）
を
実
感
し
て
ほ

し
い
。「
八
方
美
人
」
ほ
ど
目
立
ち
は
し
な
い
が
、「
八
方
丈
人
」

に
は
着
実
な
生
活
感
が
あ
る
。 

た
と
え
ば
某
月
某
日
。
朝
方
に
は
朝
刊
を
読
ん
で
か
ら
学
校
へ

出
か
け
る
孫
の
翼
く
ん
に
ひ
と
こ
と
。
昼
ま
え
に
は
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
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の
海
外
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
、米
寿
を
迎
え
た
先
生
に
手
紙
を
書
き
、

昼
す
ぎ
に
は
町
な
か
の
郵
便
局
と
図
書
館
へ
。
夕
方
に
は
近
所
の

ス
ー
パ
ー
へ
総
菜
を
買
い
に
い
っ
て
か
ら
夕
刊
を
読
み
、
晩
方
に

は
晩
飯
を
す
ま
せ
て
か
ら
Ｔ
さ
ん
に
電
話
と
Ｆ
さ
ん
に
フ
ァ
ッ
ク

ス
。
そ
し
て
夜
に
は
Ｅ
さ
ん
へ
Ｅ
メ
ー
ル
と
読
書
。
で
も
夜
更
か

し
は
し
な
い
。 

時
の
過
ぎ
ゆ
き
を
三
時
間
ご
と
の
活
動
を
刻
ん
で
過
ご
す
「
八

方
人
生
」
に
は
、
日
ま
た
一
日
を
着
実
に
刻
ん
で
い
る
と
い
う
充

足
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
間
、
食
の
一
部
を
自
分
で
管
理
し
、
海

外
ニ
ュ
ー
ス
と
新
聞
・
読
書
と
交
信
で
認
知
症
を
制
し
、
よ
く
歩

く
こ
と
と
雑
事
を
い
と
わ
な
い
こ
と
で
行
動
力
を
保
持
す
る
。 

 

＊
・＊
地
方
色
を
生
か
し
た
「高
齢
化
衣
装
」＊
・＊ 

 

「
季
節
和
装
」 

「
和
装
」
と
い
え
ば
、
長
着
、
羽
織
、
帯
、
野
袴
、
足
袋
、
履
物
。

履
物
は
草
履
、
下
駄
、
雪
駄
。
そ
れ
に
襦
袢
に
褌
ま
で
。
か
ず
か

ず
の
和
装
小
物
類
、
そ
し
て
財
布
や
名
刺
入
れ
ま
で
。 

京
都
西
陣
を
は
じ
め
各
地
の
産
地
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
和
装
の
復

興
に
努
力
を
つ
づ
け
て
い
る
。
伝
来
の
意
匠
や
素
材
を
生
か
し
た

「
季
節
和
装
」
が
、
ふ
だ
ん
の
高
齢
者
の
衣
の
趣
向
と
し
て
街
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
戦
前
の
都
会
の
街
頭
の
写
真
を

み
る
と
、
和
洋
ほ
ぼ
半
々
の
街
着
で
あ
る
。
さ
す
が
に
男
性
の
和

装
は
す
く
な
い
が
、
そ
れ
で
も
趣
味
人
の
凝
っ
た
風
姿
と
し
て
で

は
な
く
、
ふ
つ
う
の
人
の
ふ
だ
ん
着
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
そ

の
こ
ろ
の
地
方
の
街
に
は
、
こ
の
上
な
く
自
由
で
闊
達
な
地
域
産

の
和
装
が
街
の
雰
囲
気
を
穏
や
か
に
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。 

と
く
に
男
性
の
「
和
装
街
着
」
は
、
戦
後
に
急
テ
ン
ポ
で
す
す

ん
だ
容
赦
な
い
近
代
化
の
過
程
で
、
欧
風
の
ス
ー
ツ
と
シ
ュ
ー
ズ

に
よ
っ
て
街
頭
か
ら
追
わ
れ
て
し
ま
い
、
日
常
の
暮
ら
し
の
場
で

の
「
モ
ダ
ン
変
容
」
の
機
を
得
ず
に
日
常
性
を
失
っ
て
い
っ
た
。 

わ
ず
か
に
男
性
の
「
裃
」
や
女
性
の
「
晴
れ
着
」
と
し
て
儀
式

衣
装
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
な
が
ら
、
意
匠
も
素
材
も
そ
し
て
何
よ
り

高
度
な
製
作
技
術
を
も
つ
職
人
も
、
生
産
地
の
み
な
さ
ん
の
努
力
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に
よ
っ
て
な
ん
と
か
保
た
れ
て
い
る
。
消
滅
に
瀕
し
て
い
る
そ
れ

ら
を
引
き
継
い
で
後
代
に
残
す
た
め
に
も
、「
和
装
街
着
」
の
復
活

が
急
が
れ
る
の
で
あ
る
。
高
齢
者
に
よ
る
和
装
の
「
モ
ダ
ン
変
容
」

は
、
高
齢
和
装
女
性
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
と
し
て
広
が
り
を

見
せ
は
じ
め
て
い
る
。 

 
 「

地
域
和
装
街
着
」 

「
地
方
の
四
季
」
を
特
徴
づ
け
る
「
モ
ノ
と
場
の
高
齢
化
」
の
き

っ
か
け
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
。 

ま
ず
は
身
近
な
「
衣
」
の
部
門
か
ら
。
衣
は
「
地
方
の
四
季
」

を
も
っ
と
も
率
直
に
表
現
で
き
る
分
野
。
地
域
に
残
さ
れ
て
い
る

意
匠
や
素
材
は
、
ど
ん
な
些
細
な
も
の
で
も
「
四
季
の
衣
装
」
に

素
早
く
取
り
込
ん
で
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
伝
来
の
形

や
素
材
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
地
元
住
民
の
衣
装
へ
の
趣
向
が

仔
細
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、「
地
域
和
装
街
着
」
と
い
う
地

域
高
齢
者
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
登
場
す
る
。 

リ
ー
ド
す
る
の
は
、「
洒
々
落
々
」
の
風
情
を
季
節
ご
と
に
楽
し

む
「
百
季
丈
人
」
の
み
な
さ
ん
で
あ
る
。
ゆ
っ
く
り
と
移
っ
て
い

く
季
節
に
対
応
す
る
合
わ
せ
、
単
衣
、
薄
も
の
、
単
衣
、
合
わ
せ

へ
の
変
容
と
巡
り
を
、
地
元
の
意
匠
と
素
材
と
で
繊
細
に
と
ら
え

た
「
地
域
和
装
」
は
、
着
け
て
も
楽
し
か
ろ
う
し
見
て
も
楽
し
か

ろ
う
。
こ
だ
わ
り
な
く
着
用
し
て
街
を
ゆ
く
和
装
姿
が
、
僧
衣
と

作
務
衣
だ
け
で
は
な
ん
と
も
心
も
と
な
い
。
と
い
っ
て
、
い
か
に

も
窮
屈
そ
う
な
女
性
の
晴
れ
着
や
男
性
の
裃
姿
で
は
な
く
、
着
付

け
も
ほ
ど
ほ
ど
で
、
カ
ミ
シ
モ
を
解
い
た
ふ
だ
ん
着
の
和
装
へ
の

回
帰
が
、
本
稿
が
希
求
し
て
い
る
衣
の
情
景
で
あ
る
。 

 

「
四
季
型
衣
装
サ
イ
ク
ル
」 

身
近
な
問
題
な
の
に
、
あ
ま
り
実
現
さ
れ
て
い
な
い
衣
の
暮
ら

し
方
が
あ
る
。
春
先
と
秋
口
に
出
く
わ
す
不
順
な
天
候
や
昼
夜
に

よ
る
温
度
差
（
一
〇
度
を
超
え
る
こ
と
も
あ
る
）
の
時
期
に
、
各

地
で
高
齢
者
が
体
調
を
崩
す
。
そ
れ
を
避
け
る
「
高
齢
者
向
け
重

ね
着
」
の
工
夫
に
つ
い
て
で
あ
る
。
各
地
に
特
有
の
春
先
と
秋
口

の
不
順
な
時
期
を
重
ね
着
に
よ
っ
て
乗
り
切
る
「
高
齢
者
向
け
衣
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装
」
の
着
替
え
（
衣
替
え
）
の
習
慣
を
つ
く
り
出
す
こ
と
。「
衣
の

季
節
表
現
」
と
し
て
取
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
で
、
夏
も
の
、
春
・

秋
も
の
、
冬
も
の
の
四
季
三
分
類
に
よ
る
「
四
季
型
衣
装
サ
イ
ク

ル
」
が
完
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

衣
装
づ
く
り
に
熟
練
し
た
人
び
と
が
、
自
分
と
地
域
の
み
な
さ

ん
の
た
め
に
「
折
り
折
り
思
考
」
を
働
か
せ
る
こ
と
で
い
い
。 

 

「
南
方
（
農
耕
）
系
衣
装
」 

「
洋
装
（
欧
装
）」
の
基
本
は
「
北
方
（
狩
猟
）
系
衣
装
」
だ
か
ら

活
動
的
で
冬
の
寒
気
を
し
の
ぐ
に
は
い
い
の
だ
が
、
わ
が
国
の
夏

の
日
中
に
だ
れ
も
が
シ
ャ
ツ
と
シ
ュ
ー
ズ
と
い
う
の
で
は
、
画
一

的
で
あ
る
と
い
う
よ
り
暑
苦
し
い
。
も
っ
と
気
楽
に
夏
の
風
情
が

か
よ
う
「
南
方
（
農
耕
）
系
衣
装
」
の
意
匠
と
素
材
を
採
り
入
れ

た
衣
装
が
い
い
に
き
ま
っ
て
い
る
。
民
族
衣
装
も
「
欧
装
」
に
変

容
し
た
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
」
や
「
サ
フ
ァ
リ
」
と
い
っ
た
「
ら
し
さ

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
で
は
な
く
、
本
国
か
ら
訪
れ
る
人
び
と
の
民
族

衣
装
は
、
着
る
側
か
ら
い
っ
て
「
地
域
和
装
」
に
属
す
る
が
、
明

る
く
て
い
か
に
も
開
放
的
で
あ
る
。
迎
え
る
側
も
夏
む
き
の
「
日

本
和
装
」
で
応
対
す
る
の
が
自
然
の
よ
う
に
思
え
る
。
こ
こ
に
も

「
衣
装
の
多
重
標
準
」
を
巧
み
に
率
直
に
活
か
す
暮
ら
し
方
の
転

回
が
あ
り
う
る
。 

 

歯
に
衣
を
着
せ
ず
に
い
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
優
れ
た
わ
が
国
の

衣
装
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
衣
装
の
た
め
に
日
本
的
な
素

材
と
意
匠
と
才
能
を
提
供
し
て
き
た
が
、
今
度
は
わ
が
国
の
風
土

に
似
合
う
衣
装
の
た
め
に
、
世
界
の
ト
ッ
プ
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
「
日

本
和
装
の
モ
ダ
ン
変
容
」
を
競
う
場
と
し
て
の
「
ト
ー
キ
ョ
ー
・

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
を
開
催
す
る
く
ら
い
で
い
い
。
そ
う
し
て
初
め

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
硬
直
し
た
「
洋
装
（
欧
装
）」
指
向
か
ら

脱
し
た
、
お
お
ら
か
な
国
際
性
が
開
け
て
く
る
。
は
っ
き
り
と
「
衣

装
の
多
重
標
準
」
を
意
識
し
た
舞
台
を
現
出
し
て
、
黒
人
モ
デ
ル

が
「
洋
装
（
欧
装
）」
を
超
脱
し
た
「
日
本
和
装
（
ネ
イ
テ
ィ
ブ
）」

の
衣
装
を
着
け
て
い
き
い
き
と
登
場
す
る
こ
と
の
ほ
う
に
、
だ
れ

し
も
豊
か
な
国
際
性
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
ト
ー
キ
ョ
ー
な
ら
そ
う

い
う
流
れ
を
つ
く
れ
る
は
ず
だ
。 



 14 

 
 「

ロ
ー
カ
ル
・
ロ
ー
カ
ル
街
着
」 

二
〇
世
紀
を
風
靡
し
た
の
が「
洋
風（
欧
風
）」フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
。

地
域
の
意
匠
は
そ
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
重
ね

て
、
新
た
な
世
紀
で
の
世
界
各
地
で
の
「
地
域
和
風
」
の
復
活
。

わ
が
国
の
場
合
は
、
四
季
折
り
折
り
の
素
材
と
意
匠
の
「
和
装
街

着
」
が
各
地
に
定
着
し
、
競
わ
れ
て
話
題
に
。
隣
家
の
ジ
ー
ジ
が

「
春
の
街
着
ベ
ス
ト
・
ド
レ
ッ
サ
ー
」
な
ん
て
あ
っ
て
い
い
情
景

で
あ
る
。
海
外
の
姉
妹
・
友
好
都
市
か
ら
素
材
や
意
匠
を
移
入
し

て
個
性
的
な
「
ロ
ー
カ
ル
・
ロ
ー
カ
ル
街
着
」
を
つ
く
り
出
せ
ば
、

欧
風
と
は
違
っ
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
街
が
は
な
や
ぐ
。
街
着
は
和

洋
折
衷
と
い
う「
衣
装
の
多
重
標
準
」を
活
か
せ
る
分
野
で
あ
る
。 

 

＊
・＊
地
元
素
材
で
味
わ
う
旬
菜
＊
・＊ 

 

 

「
自
作
旬
菜
料
理
」 

「
食
」
の
部
門
。 

「
鎌
倉
は
活
き
て
出
で
け
ん
は
つ
が
つ
お
」（
芭
蕉
）
な
ん
て
旬
の

句
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
、
水
気
を
切
っ
た
旬
の
カ
ツ
オ
の
一
切
れ

に
、
香
ば
し
い
シ
ョ
ウ
ガ
・
ミ
ソ
を
載
せ
て
ほ
お
ば
る
と
、
江
戸

前
の
旬
の
句
の
風
趣
を
と
も
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま

で
は
一
日
置
い
て
セ
リ
に
か
け
て
い
た
魚
を
、
小
田
原
水
揚
げ
の

直
後
に
搬
送
し
て
朝
の
東
京
の
市
場
で
セ
リ
に
か
け
て
、
当
日
に

食
べ
ら
れ
る
し
く
み
が
動
き
だ
し
た
。
季
節
な
し
の
冷
凍
食
材
へ

の
恩
恵
は
そ
れ
と
し
て
、
季
節
の
恵
み
と
先
人
の
食
の
嗜
好
を
伝

え
る
の
が
、
四
季
折
り
折
り
の
旬
の
食
材
を
生
か
し
た
「
季
節
料

理
」。
そ
ん
な
料
理
も
ま
た
外
に
求
め
る
よ
り
は
、
み
ず
か
ら
「
男

子
必
厨
丈
人
」
と
し
て
食
材
さ
が
し
に
ゆ
き
、
み
ず
か
ら
包
丁
を

と
っ
て
調
理
に
立
つ
の
が
い
い
。「
わ
た
し
の
旬
菜
」
が
四
季
の
食

の
シ
ー
ン
を
賑
わ
す
こ
と
に
な
れ
ば
、
高
齢
期
の
人
生
は
い
よ
い

よ
楽
し
い
も
の
と
な
る
。 

「
旬
菜
」
と
い
え
ば
、
当
日
入
荷
し
た
食
材
に
よ
っ
て
「
メ
ニ
ュ

ー
な
し
」
で
供
す
る
「
旬
菜
料
理
」
を
ウ
リ
に
す
る
店
が
増
え
て

い
る
。
熟
練
の
板
前
が
丹
念
に
調
理
す
る
場
で
、
丹
精
し
て
つ
く
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っ
た
農
作
者
や
獲
物
を
追
っ
た
漁
師
の
素
材
に
対
す
る
こ
だ
わ
り

を
、
菜
卓
（
カ
ウ
ン
タ
ー
）
を
は
さ
ん
で
語
り
合
う
の
は
、
伝
承

し
て
き
た
日
本
の
食
文
化
の
最
良
の
シ
ー
ン
で
あ
る
。 

食
は
「
医
食
同
源
」
の
立
場
か
ら
素
材
と
調
理
法
の
蓄
積
が
進

ん
で
い
る
分
野
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
昨
今
の
Ｔ
Ｖ
料
理
番
組
の

よ
う
に
、レ
シ
ピ
で
効
能
を
あ
れ
こ
れ
こ
だ
わ
っ
て
、「
耳
視
目
食
」

に
陥
る
こ
と
は
な
い
。季
節
を
伝
え
る
旬
の
食
材
を
さ
が
し
て「
自

前
薬
膳
」
に
仕
立
て
あ
げ
れ
ば
い
い
こ
と
だ
。
地
域
の
レ
ス
ト
ラ

ン
で
、
季
節
メ
ニ
ュ
ー
に
「
地
場
薬
膳
」
を
発
見
し
た
ら
毎
年
逃

が
さ
な
い
。 

  

け
っ
こ
う
い
け
る
コ
ン
ビ
ニ
味
覚
に
慣
ら
さ
れ
て
き
た
が
、
高

齢
期
と
も
な
れ
ば
、
登
場
を
心
待
ち
し
て
時
節
と
と
も
に
現
れ
る

新
鮮
な
食
材
を
求
め
て
調
理
し
た
自
作
「
わ
た
し
の
旬
菜
」
の
創

出
を
試
み
る
。
さ
ら
に
は
「
男
子
必
厨
」
の
調
理
丈
人
と
し
て
、

旬
の
素
材
を
吟
味
し
て
「
自
前
薬
膳
」
を
考
案
す
る
。
時
に
朋
友

を
招
い
て
、
で
き
た
て
の
「
薬
膳
料
理
」
を
前
に
「
し
ず
か
に
新

酒
の
数
盞
を
嘗
め
、
酔
っ
て
旧
詩
の
一
篇
を
吟
じ
る
」（
白
居
易
）

の
も
い
い
。
季
節
の
恵
み
に
よ
る
贅
を
つ
く
し
た
食
の
シ
ー
ン
が

楽
し
め
る
。 

 

「
口
楽
文
化
人
」 

食
べ
て
語
っ
て
歌
う
と
い
う
の
は
、
口
が
求
め
る
三
つ
の
楽
し

み
で
あ
り
、「
口
楽
文
化
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
。
カ
ラ
オ
ケ
店
に

「
高
齢
者
専
用
ル
ー
ム
」（「
カ
ラ
オ
ケ
Ｓ
Ｓ
ル
ー
ム
」。
Ｖ
Ｉ
Ｐ
で

は
な
い
）
が
あ
っ
て
、「
口
楽
丈
人
」
が
出
動
し
て
、「
歌
う
、
語

る
、
食
べ
る
」（
う
る
る
三
楽
）
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
こ
は

三
味
一
体
の
「
シ
ニ
ア
文
化
圏
」
と
な
る
。 

「
年
少
と
春
風
を
争
わ
ず
」
に
、
高
齢
者
が
好
み
の
曲
を
選
ぶ
こ

と
が
で
き
、
映
像
に
も
工
夫
を
こ
ら
し
、
高
齢
者
好
み
の
食
ダ
ネ

を
揃
え
て
供
す
る
ホ
ー
ル
を
持
つ
カ
ラ
オ
ケ
店
な
ら
、
こ
れ
は
与

楽
効
果
が
満
点
の
町
の
文
化
施
設
で
あ
る
。
レ
ス
ト
ラ
ン
系
カ
ラ

オ
ケ
店
の
多
重
「
う
る
る
」
構
想
に
期
待
し
よ
う
。
若
者
を
狙
っ

た
新
曲
争
い
に
走
っ
た
り
、
や
す
く
提
供
す
る
た
め
に
曲
想
と
関

係
の
な
い
映
像
の
繰
り
返
し
で
は
、「
カ
ラ
オ
ケ
途
上
国
化
」
と
い
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う
よ
り
、
す
で
に
衰
弱
化
の
う
ち
で
は
な
い
か
。 

カ
ラ
オ
ケ
店
は
、
三
世
代
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
ま
た
み
ん
な
し
て

こ
よ
な
く
愛
し
育
て
る
街
の
文
化
娯
楽
施
設
な
の
で
あ
る
。
戦
後

平
和
期
の
歌
謡
曲
は
、
ま
と
め
て
世
界
に
誇
る
べ
き
文
化
遺
産
で

あ
る
。
そ
れ
を
歌
い
続
け
る
「
歌
謡
大
会
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
開

催
さ
れ
て
い
い
。
施
設
費
用
は
個
人
用
な
ら
一
〇
万
円
以
内
で
済

む
し
、
業
務
用
で
も
一
〇
〇
万
円
以
内
で
、
歌
謡
デ
ー
タ
費
用
が

毎
月
二
万
円
ほ
ど
か
か
る
程
度
と
い
う
。 

世
界
の
料
理
を
食
べ
て
歌
が
歌
え
る
「
国
際
カ
ラ
オ
ケ
」
で
外

国
か
ら
の
客
人
を
も
て
な
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
文
化
技
術
立
国

日
本
の
「
口
楽
文
化
」
の
拠
点
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
が
あ
る

か
測
り
し
れ
な
い
。
観
光
客
は
そ
れ
を
楽
し
み
に
く
る
だ
ろ
う
。 

高
齢
社
会
の
た
め
の
技
術
を
研
究
開
発
す
る
「
ジ
ェ
ロ
ン
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
」
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
開
発
が
主
流
の
よ
う
だ
が
、
市
民
の

暮
ら
し
支
援
へ
の
参
入
も
期
待
さ
れ
る
。
国
際
的
「
口
楽
文
化
」

を
日
本
「
口
楽
文
化
人
」
の
「
う
る
る
」
嗜
好
が
先
取
り
す
る
の

は
愉
快
な
情
景
で
あ
る
。 

 
 ＊
・＊
「四
季
型
（通
風
）住
宅
」への
回
帰
＊
・＊ 

 

「
四
季
型
（
通
風
）
住
宅
」 

住
居
に
つ
い
て
は
可
能
な
ら
実
現
し
た
い
あ
り
よ
う
と
し
て
、

家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
感
覚
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
た
「
三

世
代
同
等
同
居
型
住
宅
」
と
い
う
や
や
大
き
め
で
耐
久
性
に
優
れ

た
住
ま
い
を
取
り
上
げ
た
。
こ
こ
で
の
「
四
季
型
（
通
風
）
住
宅
」

は
、
だ
れ
も
が
住
宅
に
対
す
る
考
え
方
と
し
て
納
得
し
て
ほ
し
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
国
の
標
準
住
宅
と
し
て
は
、
全
室
冷
暖
房

つ
き
と
い
う
「
常
春
型
（
エ
ア
コ
ン
）
住
宅
」
が
主
流
だ
が
、
そ

れ
が
快
適
さ
の
す
べ
て
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

古
来
、
わ
が
国
の
風
土
に
適
応
し
た
住
宅
は
、「
地
方
性
」
を
活

か
し
た
素
材
や
様
式
を
も
ち
、
一
年
の
「
季
節
感
」
を
巧
み
に
取

り
込
み
な
が
ら
、
一
年
を
通
じ
て
過
ご
し
や
す
い
工
夫
を
め
ぐ
ら

せ
た
も
の
だ
っ
た
。
い
ま
で
も
古
都
の
町
屋
や
各
地
の
古
民
家
と

し
て
、
少
な
く
は
な
っ
た
が
、
実
物
が
た
い
せ
つ
に
残
さ
れ
て
い
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る
。
そ
う
い
う
古
風
な
日
本
住
宅
を
活
用
し
た
旅
荘
や
レ
ス
ト
ラ

ン
な
ど
で
、「
風
土
に
息
づ
く
住
ま
い
の
良
さ
」
を
実
感
し
た
こ
と

が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。 

最
新
の
無
季
節
で
無
機
質
で
多
産
型
の
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
に
住
ん

で
い
る
う
ち
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
「
地
域
の
四
季
」
を
活
か
し
た

住
ま
い
の
味
わ
い
や
安
ら
ぎ
を
、い
ま
に
引
き
継
い
で
活
か
す「
モ

ダ
ン
変
容
」
の
住
宅
が
、
現
代
の
匠
た
ち
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。 

一
部
に
「
常
春
型
（
エ
ア
コ
ン
）
住
宅
」
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、

住
宅
全
体
と
し
て
は
繊
細
に
季
節
感
を
取
り
込
ん
だ「
四
季
型（
通

風
）
住
宅
」
に
す
る
の
が
、「
住
宅
に
関
す
る
多
重
標
準
」
で
あ
る
。

す
べ
て
を
通
風
に
回
帰
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
一
部
は
冷
暖
房
付

き
で
一
部
を
通
風
型
に
す
る
こ
と
で
、
電
力
を
節
約
し
な
が
ら
季

節
の
変
化
を
享
受
す
る
暮
ら
し
方
が
可
能
に
な
る
。高
齢
期
の「
成

熟
」
し
た
生
活
空
間
は
、
い
ろ
い
ろ
と
多
重
意
識
を
は
た
ら
か
せ

る
こ
と
で
の
発
見
か
ら
は
じ
ま
る
。
機
密
性
が
保
た
れ
、
常
温
が

得
ら
れ
る
住
宅
構
造（
す
き
ま
風
の
こ
な
い
家
は
う
れ
し
か
っ
た
）

と
と
も
に
暮
ら
し
の
意
識
を
一
変
さ
せ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。 

ク
ー
ラ
ー
は
急
速
に
普
及
し
て
「
住
」
に
よ
る
安
ら
ぎ
を
も
た

ら
し
、
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
は
「
知
」
の
領
域
を
広
げ
、
マ
イ
カ
ー
は

行
動
範
囲
を
自
在
に
し
た
。
だ
れ
も
が
「
３
Ｃ
時
代
」
を
謳
歌
し

て
き
た
が
、「
住
」
生
活
を
便
利
に
し
快
適
さ
に
し
た
家
電
製
品
を

ひ
た
す
ら
支
え
て
き
た
の
が
電
力
だ
っ
た
。
夏
ご
と
に
「
ク
ー
ル

ビ
ズ
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
は
や
し
た
て
て
す
む
よ
う
な
レ
ベ
ル

の
問
題
で
は
な
い
。
環
境
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
議
論
で
は
天
然
の
樹

木
や
水
や
風
へ
の
基
本
的
認
識
が
な
い
ば
か
り
か
、
本
格
的
取
り

組
み
を
見
失
う
過
ち
を
隠
す
こ
と
に
な
る
。 

東
電
の
「
で
ん
き
予
報
」
を
み
て
、
自
宅
の
ク
ー
ラ
ー
や
電
気

使
用
の
判
断
を
し
て
い
る
家
庭
が
ど
の
く
ら
い
あ
る
か
は
し
れ
な

い
が
、
七
～
九
月
の
「
夏
期
の
で
ん
き
予
報
」
は
、
だ
れ
も
が
関

心
を
も
っ
て
み
る
べ
き
情
報
で
あ
ろ
う
。 

 
「
外
向
的
街
並
み
」 

内
向
き
に
閉
じ
た
常
温
型
住
宅
か
ら
、「
地
域
の
四
季
」
つ
ま
り
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外
界
と
向
き
あ
う
た
た
ず
ま
い
を
持
っ
た
住
宅
へ
の
回
帰
。
こ
れ

が
こ
の
国
の
「
住
ま
い
の
良
さ
」
の
本
流
な
の
だ
。
地
方
へ
ゆ
く

と
、
瓦
屋
根
の
し
っ
か
り
し
た
母
屋
と
新
築
の
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
が

同
じ
敷
地
内
に
建
て
ら
れ
て
い
る
の
を
み
か
け
る
。
統
計
的
に
は

同
居
で
は
な
い
が
、「
敷
地
内
同
居
」
で
あ
る
。
親
子
二
世
代
の
住

み
分
け
だ
か
ら
、
こ
こ
で
提
案
し
て
い
る
「
三
世
代
同
居
型
住
宅
」

と
は
異
な
る
が
、
子
ど
も
世
代
の
人
び
と
の
「
季
節
感
」
と
「
地

域
性
」
へ
の
関
心
と
配
慮
が
、
庭
な
ど
を
通
じ
て
外
向
き
に
表
現

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
に
街
と
住
宅
の
中
間
領
域
に
安
定
感

を
与
え
て
、
空
間
を
閉
ざ
さ
な
い
開
放
的
で
外
向
的
な
住
宅
街
を

実
現
す
る
可
能
性
が
み
ら
れ
る
。 

「
季
節
感
」
や
「
地
域
性
」
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
住
み
心

地
は
変
わ
る
。
新
築
や
改
築
に
あ
た
っ
て
、
個
別
に
現
場
で
工
務

店
側
の
熟
年
技
術
者
と
細
部
の
検
討
が
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
成
果

は
共
有
さ
れ
て
、
時
を
へ
て
地
域
の
特
徴
を
表
現
し
た
「
四
季
型

（
通
風
）
住
宅
」
を
中
心
に
し
た
家
並
み
、
街
並
み
が
形
成
さ
れ

て
い
く
。
高
齢
者
の
人
び
と
が
「
地
域
の
四
季
」
を
意
識
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
平
常
な
姿
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
。 

内
向
き
に
閉
ざ
し
す
ぎ
た
「
常
春
型
（
エ
ア
コ
ン
）
住
宅
」
の

暮
ら
し
方
を
少
し
ず
つ
修
整
し
て
、
外
向
き
に
開
放
的
に
「
季
節

感
」
と
「
地
域
性
」
を
取
り
込
ん
だ
「
四
季
型
（
通
風
）
住
宅
」

が
主
流
に
な
る
こ
と
が
「
和
風
回
帰
」
だ
が
、
三
世
代
の
み
ん
な

が
工
夫
を
こ
ら
し
た
「
わ
が
家
」
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三

世
代
が
そ
れ
ぞ
れ
に
内
で
も
外
で
も
暮
ら
し
や
す
い
家
、家
並
み
、

街
並
み
が
姿
を
現
わ
す
こ
と
に
な
る
。「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
を
強
調

す
る
住
宅
が
、
季
節
感
や
地
方
性
ま
で
閉
ざ
し
た
家
並
み
・
街
並

み
を
つ
く
っ
て
き
た
こ
と
の
反
省
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
代
わ

っ
て
「
地
方
の
四
季
」
を
表
現
す
る
地
域
特
有
の
「
外
向
的
街
並

み
」
が
新
幹
線
の
車
窓
か
ら
も
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ

の
国
は
美
し
い
国
を
回
復
し
た
と
い
え
る
よ
う
に
な
る
。 

園
芸
は
、
生
涯
学
習
で
も
地
域
高
齢
者
大
学
校
の
科
目
と
し
て

も
最
も
人
気
が
あ
る
科
目
で
あ
り
、
卒
業
生
が
緑
の
ま
ち
づ
く
り

に
参
加
し
て
い
る
。 
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＊
・＊
街
並
み
を
整
え
る
庭
づ
く
り
＊
・＊ 

 

 
「
二
五
年
百
季
の
庭
」 

「
住
」
の
部
門
。「
地
域
の
四
季
」
の
変
化
を
じ
ょ
う
ず
に
取
り
込

ん
だ
住
居
で
の
暮
ら
し
が
、
高
齢
期
の
日
々
の
充
足
と
ど
れ
ほ
ど

深
く
関
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
季
節
と

と
も
に
ま
わ
る
わ
が
家
の
「
四
季
の
ス
テ
ー
ジ
」
を
演
出
す
る
に

は
、
大
道
具
・
小
道
具
が
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
伝
来
の
園
芸
用

具
、
新
し
い
工
具
や
設
備
な
ど
、
庭
い
じ
り
の
業
の
要
所
を
習
う

こ
と
に
な
る
。
ス
ー
パ
ー
の
園
芸
係
員
も
詳
し
い
。
自
治
体
の
生

涯
学
習
や
高
齢
者
大
学
校
に
は
「
園
芸
」
科
が
あ
る
し
、
ク
ラ
ブ

活
動
も
あ
る
。
そ
し
て
頼
り
に
な
る
の
が
近
所
の
先
輩
で
あ
る
。 

若
手
の
「
百
季
丈
人
」（
高
年
前
期
）
で
あ
る
Ｄ
さ
ん
は
、
隣
に

住
む
ベ
テ
ラ
ン
「
百
季
丈
人
（
高
年
後
期
）」
の
Ｇ
さ
ん
に
習
い
な

が
ら
、
花
期
や
実
入
り
に
配
慮
し
た
植
栽
を
手
が
け
て
い
る
。
植

物
が
繊
細
に
表
現
し
て
く
れ
る
「
二
五
年
百
季
の
庭
」
に
ひ
と
つ

ず
つ
迎
え
た「
地
域
の
四
季
」を
実
感
し
な
が
ら
過
ご
し
て
い
る
。 

街
並
み
に
か
か
わ
る
庭
木
の
う
ち
、
高
木
は
周
囲
と
合
わ
せ
て

土
地
に
あ
っ
た
も
の
に
し
、
狭
い
な
が
ら
も
わ
が
庭
や
ベ
ラ
ン
ダ

を
通
じ
て
折
り
折
り
の
「
地
域
の
四
季
」
の
変
化
を
享
受
し
な
が

ら
、
街
並
み
の
構
成
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
実
感
し
て
い

る
。こ
ん
な
街
な
ら
紛
れ
込
ん
だ
旅
人
も
安
心
し
て
時
を
過
ご
し
、

思
い
出
を
得
て
立
ち
去
る
こ
と
だ
ろ
う
。
穏
や
か
に
風
土
・
伝
統

が
息
づ
く
街
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

「
わ
が
庭
公
開
」 

「
地
域
の
季
節
の
花
」
が
観
光
名
所
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
数

知
れ
な
い
。
多
く
は
観
光
協
会
な
ど
が
管
理
に
あ
た
っ
て
い
る
。

梅
や
桜
の
名
所
は
全
国
的
に
分
布
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
寺

院
や
個
人
の
持
つ
庭
園
が
「
季
節
の
花
」
の
こ
ろ
に
入
場
料
を
と

っ
て
公
開
さ
れ
て
、「
地
域
の
季
節
」
を
楽
し
む
人
び
と
に
支
持
さ

れ
て
い
る
。
梅
、
桃
、
牡
丹
、
菖
蒲
、
薔
薇
、
紫
陽
花
、
藤
、
菊

な
ど
の
「
わ
が
庭
の
公
開
」
が
話
題
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
果
樹
の

場
合
に
は
摘
果
に
よ
る
楽
し
み
が
加
わ
る
。 


