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一
同 

寒
さ
も
和
ら
ぎ
、

春

の
兆
し
が
少
し
づ
っ
感

じ
ら
れ
る
季
節
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

中
国
武
漢
市
に
端
を
発
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

が

日
常
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
ま
す
が
、
二
月
か

ら
は
、
ワ
ク
チ
ン
の

供
給
が
始
ま
り
、
感
染
対
策

の
新
た
な

一
歩

を
踏
み
出
し
ま

し
た
。
科
学
が
発
達
し
た
現
代

に
お
い
て
も
台
風

や
地
震
、
火
山

の
噴
火、

疫
病
な
ど
の

自
然
災
害
は
我
々
人
聞
が

制
御
す
る
こ
と
が

出
来
な
い
ま
さ
に
人
智
を
超
え
た
存
在

で
あ
り

ま
す
。

日
ム伏、

政
府
や
地
方
自
治
体
、
医
療
従
事
者
等

に
よ

る
蒋

闘
が
続
い
て
い
る
中
、
私
た
ち
に

出
来
る
こ
と
は
、
自
身
が
感
染

を
広
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る

こ
と
と
終
息
を
願
う

こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ

う
か
。

今
も
昔
も
人

々
は
大
き
な
困
難
に

直
面
す
る

こ
と
が
度
々
あ
り
ま
し
た
。

例
え
ば
、
京
都

の
有
名
な

お
祭
り
で
あ
る
祇
園
祭
は
、

疫
病
を
鎮
め
る
御
霊
会
が
発
展

し
た

も
の
で
す
。

こ
の

よ
う
に
脅
威
に
対
し
て
祈
り
を
行
う
こ
と
は
、

古
代
か
ら
続
い
て
い
る
人
間

の
本
質
そ

の
も
の
な
の
で
す
。

全
国
の
神
社

で
は
、

日
々
感
染
症
の
終
息
が
祈
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
も
神
社
や
各
家
庭

の
神
棚
を

通
じ
た
祈
り
に
よ
り

一
日

も

早
く
平
穏
な
日
々
を
取
り
戻
し
た
い
と
願
う
も

の
で
あ
り
ま
す
。
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お
花
見
に
つ
い
て

お
花
見
は
、
今
も
昔
も
日
本
人
が
春

の
到
来
を
感
じ

る
こ
と
が
出
米
る
行
事

で
す
。
奈
良
時
代
は
花
と
一一一

え
ば
「
梅
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
し
た
が
、

平
安

時
代
に
な
る
と
「
桜
」
の
こ
と
を
指
す
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

一
説
に
は
、
平
安
時
代
の
嵯
峨
天
皇
は
地

主
神
社
の
桜
を
非
常
に
気

に
入
り
、
以
降
神
社
か
ら

毎
年
桜
を
献
上
さ
せ
ら
れ
た
と
い
い
、
そ
こ
か
ら
桜

の
花
見
は
民
族
の
問
で
急
速
に
広
ま
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
平
安
時
代
に
貴
族
の
間
で
楽
し
ま
れ
た

お
花
見
は
江
戸
時
代
に
な
る
と
庶
民
の
聞
で
も
広
ま

り
ま
し
た
。
こ
の
時
代
で
は
桜
の
品
種
改
良
が
盛
ん

に
な
り
ま
す
。
日
本
各
地
で
最
も
見
ら
れ
る
「
ソ
メ

イ
ヨ
シ
ノ
」
も
こ
の
頃
に
開
発
さ
れ
ま
し
た
。

お
花
見
の
由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、

貴
族
は
花
を

観
賞
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

農
村
で
は
春
に
な
る
と
山
の
神
様
が
桜
の
木
に
降
り

て
き
て
田
の
神
様
に
な
り
、
そ
の
回
の
神
様
に
豊
作

を
願
い
感
謝
す
る
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
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要
銭
の

「
妥
」
に
は
も
と
も
と
神
様
へ
の
お
礼
の

意
味
を
表
し
ま
す
。
つ
ま
り
「
餐
銭
」
は
お
願
い

が
叶
っ
た
と
き
や
日
々
の
平
穏
を
感
謝
す
る
際
に

捧
げ
る
金
銭
の
こ
と
を
表
し
ま
す
。
金
銭
が
捧
げ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
前
の
形
態
に
は
神
前
に
お
米

を
ま
く
「
散
米
」
や
洗
っ
た
お
米
を
紙
に
包
ん
で

供
え
る
「
お
ひ
ね
り
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
�
 こ

の
散
米
が
貨
幣
の
流
通
に
従
っ
て
「
散
銭
」
に
な

り
、
い
つ
し
か
「
饗
銭
」
に
な
っ
て
い
っ
た
そ
う

で
す
。
お
提
銭
は
神
様
へ
の
お
願
い
や
お
札
の
際

の
真
心
の
表
現
で
す
。
お
斐
銭
箱
に
入
れ
る
際
に

は
、
神
様
に
敬
意
を
表
す
よ
う
に
丁
寧
に
入
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
で
撤
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
・
費
銭
箱
の
上
に
吊
る
さ
れ
る
鈴
緒
は
、
古
く

か
ら
神
霊
を
招
く
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま

?
し
れ
ん
。
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神
社
で
は
、
厄
除
け

・
家
内
安
全

・
商
売
繁

盛

・
初
宮
参
り

・
七
五
三
詣

・
学
業
成
就

・

合
格
祈
願

・
ホ
〈通
安
全

・
縁
結
祈
願

・
安
産

祈
願

・
病
気
平
癒

・
地
鎮
祭

・
竣
工
祭

・
自

動
車
清
一
臓
な
ど
様
々
な
ご
祈
願
を
受
付
け
て

い
ま
す
。

い
つ
も
よ
り
神
さ
ま
に
近
い
場
所
で
、
願
意

を
届
け
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

ご
祈
願
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は
神
社
ま
で

定GJをとヲてくださいEマスクを車自問してください.
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様
に
お
か
れ
て
も
感
染
症
対
策
に
十
分
に
気

を
付
け
て
戴
く
よ
う
お
願
い
申
し
ヒ
げ
ま
す
。
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一
十
四
節
気
に
つ
い
て


古
代
中
国
で
考
案
さ
れ
た
季
節
区
分
法
の
こ
と
で
す
。

季
節
は
太
陽
の
動
き
が
影
響
し
ま
す
。
太
陽
が
移
動
す
る
天
球
上
の
道

を
貫
道
と
言

い
、
黄
道
を
二
十
四
等
分
し
た
も
の
が
二
十
凶
節
気
で
す
。

私
た
ち
の
身
近
な
こ
と
で
は
、
冬
至
の
日
に
無
病
息
災
を
願
う
為
に
、

柚
子
湯
に
入
っ
た
り
、
カ
ボ
チ
ャ
を
食
べ
た
り
し
ま
す
。
季
節
を
知
る

よ
り
ど
こ
ろ
で
も
あ
る
た
め
、
今
で
も
年
中
行
事
や
時
候
の
挨
拶
な
ど

で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
他
に
も
日
本
人
の
生
活
文
化
か
ら
生
ま
れ
た
季
節
の
移
り
変
わ
り

を
適
切
に
掴
む
為
設
け
ら
れ
た
暦
日
を
雑
節
と
言
い
、
節
分
や
彼
岸
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

お
妻
銭
に
つ
い
て

⑨
神
社
か
ら
の
お
願
い

神
社
で
は
感
染
症
予
防
に
対
し
様
々
な
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
ま
す

3

是
非
清
々
し
い
気

持
ち
で
神
社
に
お
参
り
し
て
戴
く
為
に
、
皆

八
二
九
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