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六 

四
季
、
日
に
新
た
な
れ 

も
ち
ろ
ん
蝶
は
、
そ
よ
風
に
舞
い
花
々
を
め
ぐ
る
の
が
好
き
だ
。
そ
う
い
う
種
類
の
話
を
こ
の
雑
記
帳

に
書
き
つ
づ
る
生
活
こ
そ
望
み
だ
。
そ
の
た
め
に
こ
の
海
辺
の
生
家
に
帰
っ
て
来
た
の
だ
か
ら
。 

十
数
年
も
前
に
帰
郷
計
画
を
立
て
る
と
、
少
し
ず
つ
準
備
を
し
た
。
小
屋
を
解
体
し
て
で
き
た
海
側
の

狭
い
空
き
地
に
、
四
季
に
花
を
愛
で
よ
う
と
欲
張
っ
て
多
く
の
花
木
を
手
ず
か
ら
植
え
た
。
そ
れ
が
空
想

だ
っ
た
こ
と
は
ま
も
な
く
悟
ら
さ
れ
た
。
内
海
の
奥
と
は
い
え
時
々
潮
風
が
見
舞
う
。
定
家
卿
に
抗
し
て

浦
の
苫
屋
に
花
と
紅
葉
を
咲
か
せ
よ
う
と
い
う
も
く
ろ
み
は
あ
え
な
く
潰
え
た
。
桜
は
冬
の
北
西
風
の
せ

い
で
南
側
の
枝
だ
け
が
成
長
し
て
い
る
。
楓
は
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
手
負
い
に
な
っ
た

つ
つ
じ
の
隊
列
の
あ
と
に
は
槇
が
来
た
。
こ
う
し
て
木
々
の
潮
風
に
対
す
る
耐
性
を
学
習
し
て
み
る
と
、

葉
を
落
と
し
て
や
り
過
ご
す
落
葉
樹
の
方
に
持
ち
こ
た
え
る
も
の
が
多
い
。
家
内
の
管
轄
す
る
背
の
低
い

草
花
も
強
い
。
自
然
へ
の
適
応
の
仕
方
は
多
様
な
の
だ
。
野
性
を
残
す
バ
ラ
が
強
く
い
ち
ば
ん
華
や
か
に

咲
く
の
は
う
れ
し
い
発
見
だ
っ
た
。
今
で
は
自
作
の
小
庭
は
な
ん
と
か
形
を
成
し
て
、
対
岸
の
山
か
ら
月

が
上
る
と
き
な
ど
得
難
い
観
月
の
場
と
な
っ
て
い
る
。 

家
か
ら
百
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
離
れ
た
と
こ
ろ
に
畑
が
あ
る
。
た
だ
し
、
た
く
さ
ん
石
こ
ろ
の
混
じ
っ
た
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痩
せ
土
地
で
あ
る
。
し
か
も
水
の
便
が
な
い
。
畑
の
そ
ば
は
鰯
の
煮
干
し
を
干
し
た
り
し
た
場
所
で
、
両

親
が
す
で
に
栗
・
枇
杷
・
梨
・
李
を
植
え
て
い
て
、
一
本
ず
つ
し
か
な
い
梨
と
李
は
実
を
つ
け
な
い
ま
ま

大
き
く
な
っ
て
い
た
。
帰
郷
前
に
、
ま
ず
レ
モ
ン
、
次
に
梨
と
リ
ン
ゴ
を
二
本
ず
つ
、
さ
ら
に
李
・
イ
チ

ジ
ク
・
ブ
ド
ウ
を
足
し
た
。
帰
郷
す
る
と
、
果
樹
畑
に
続
く
水
産
加
工
場
を
解
体
し
て
平
地
に
し
た
。
表

面
は
土
よ
り
も
瓦
礫
の
方
が
多
い
く
ら
い
だ
が
、
そ
こ
を
雑
草
の
生
え
る
に
ま
か
せ
た
く
な
か
っ
た
の
で
、

ま
た
果
樹
を
植
え
た
。
蝶
の
思
い
つ
き
は
、
三
・
四
本
ず
つ
数
年
か
け
て
植
え
る
と
い
う
行
き
当
た
り
ば

っ
た
り
。
結
局
、
柑
橘
類
五
本
・
柿
二
本
・
サ
ク
ラ
ン
ボ
・
桃
・
グ
ミ
・
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
な
ど
が
加
わ
り
、

両
親
の
植
え
た
分
を
除
い
て
十
二
種
、
二
十
数
本
。
少
し
の
野
菜
と
幾
種
類
も
の
果
物
を
収
穫
す
る
こ
と

を
夢
見
て
、
い
な
か
暮
ら
し
が
始
ま
っ
た
。 

 

そ
れ
が
苦
労
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。
母
の
野
菜
作
り
を
見
て
い
た
の
に
実
際
に
や
っ
た
こ
と
は
な
い

か
ら
、
隣
の
人
が
や
き
も
き
す
る
ほ
ど
、
ま
っ
た
く
の
初
心
者
の
作
業
で
あ
る
。
土
を
耕
し
、
肥
料
を
入

れ
て
畝
を
つ
く
り
…
…
。
春
先
か
ら
五
月
ま
で
に
三
度
ぐ
ら
い
は
強
い
風
が
野
菜
の
苗
を
傷
め
つ
け
る
の

は
ま
だ
よ
い
。
水
の
便
の
な
い
乾
燥
し
た
土
地
が
厄
介
な
こ
と
を
す
ぐ
に
知
っ
た
。
三
年
経
験
し
て
や
っ

と
、
こ
の
地
方
が
雨
の
少
な
い
と
こ
ろ
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
た
。
梅
雨
明
け
か
ら
四
十
日
あ
ま
り
、

雨
が
降
る
の
は
僥
倖
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
月
も
同
様
で
二
十
日
以
上
雨
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
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日
々
、
家
か
ら
運
ん
で
水
を
や
る
の
が
日
課
に
な
っ
た
。
不
在
の
あ
い
だ
に
何
本
か
枯
ら
し
て
い
る
の
で
、

中
庭
と
海
側
の
小
庭
の
木
々
に
も
水
や
り
が
必
要
だ
。
果
樹
は
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
買
っ
て
き
た
苗
木

だ
か
ら
、
ひ
と
夏
を
越
す
ま
で
水
を
切
ら
せ
な
い
。
そ
れ
を
三
年
に
分
け
て
植
え
た
の
は
ま
ず
い
や
り
方

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
あ
と
に
な
っ
て
気
づ
く
。
そ
の
上
、
離
れ
た
と
こ
ろ
に
一
か
所
耕
作
放
棄
地
が
あ

る
。
そ
こ
の
雑
草
も
刈
り
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
も
、
汗
を
か
く
と
す
ぐ
あ
せ
も
が
で
き
る

体
質
に
は
た
や
す
く
な
い
作
業
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
、
故
郷
に
隠
退
す
る
と
い
う
楽
し
げ
な
夢
か
ら
、
ま
ず
忍
耐
を
教
え
ら
れ
た
。
日
本
の
気
候

で
は
抜
い
て
も
刈
り
取
っ
て
も
雑
草
は
す
ぐ
に
成
長
す
る
こ
と
、
そ
の
と
き
競
争
が
あ
っ
て
別
の
種
類
の

草
も
生
え
て
く
る
こ
と
、
過
保
護
の
習
性
を
植
え
つ
け
ら
れ
た
果
菜
の
実
り
を
授
か
る
こ
と
が
易
し
く
な

い
こ
と
な
ど
、
身
を
も
っ
て
学
習
し
た
。
そ
の
苦
労
の
中
で
四
季
の
め
ぐ
り
を
感
得
す
る
。
自
然
と
人
間

の
こ
と
を
少
し
余
計
に
識
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
時
に
人
の
あ
こ
が
れ
る
「
晴
耕
雨
読
」
の
晴
耕
と
い

う
こ
と
な
の
だ
。
楽
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
土
に
親
し
む
晴
耕
は
人
を
自
然
に
溶
け
こ
ま
せ
て
考

え
深
く
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
り
を
授
け
て
く
れ
て
楽
し
み
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
に
、
構
想
し
期
待
し

修
正
す
る
三
・
四
年
の
年
月
は
、
精
神
を
鍛
え
て
く
れ
て
柔
軟
性
が
増
し
た
よ
う
。
欲
張
っ
て
多
品
種
を

育
て
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
ほ
ど
の
リ
ス
ト
で
明
ら
か
だ
が
、
元
か
ら
あ
っ
た
枇
杷
と
栗
に
加
え

て
自
分
で
植
え
た
果
樹
が
実
を
つ
け
始
め
た
。
満
身
創
痍
の
リ
ン
ゴ
が
今
年
初
め
て
実
を
熟
す
か
も
し
れ
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な
い
。
メ
ロ
ン
と
西
瓜
も
生
っ
た
。
お
や
、
わ
ず
か
に
成
功
し
た
ば
か
り
な
の
に
も
う
自
慢
の
気
が
出
た
。

抑
え
て
い
て
も
収
穫
の
喜
び
は
、
今
後
も
こ
の
雑
記
帳
に
表
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
雨
読
の
方
は
こ
こ
で
は

実
は
晴
読
の
こ
と
が
多
い
が
、
そ
ち
ら
も
雑
記
の
は
し
ば
し
に
顔
を
出
し
て
い
る
。 

 

こ
の
隠
退
の
生
活
の
師
は
第
一
に
五
柳
先
生
陶
淵
明
で
あ
る
。
何
年
も
前
か
ら
ふ
と
口
を
つ
い
て
出
た

言
葉
を
詩
句
に
し
よ
う
と
試
み
て
、
ひ
そ
か
に
号
を
付
け
て
い
る
。
自
分
の
こ
と
を
蝶
と
呼
ん
で
い
る
の

は
、
田
園
に
帰
る
辞
表
を
書
い
た
頃
に
号
を
海
蝶
と
し
た
か
ら
だ
。
帰
っ
て
か
ら
の
わ
た
し
の
南
山
は
、

自
作
の
庭
の
先
の
内
海
の
向
こ
う
の
山
々
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
月
も
上
る
か
ら
本
当
は
東
山
だ
。
石
こ
ろ

と
瓦
礫
だ
ら
け
の
果
菜
園
は
「
荒
地
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
残
念
な
が
ら
才
能
に
欠
け
た
蝶
に
詩
の
生

ま
れ
る
こ
と
の
な
い
荒
地
で
あ
る
。
第
二
の
師
は
Ｍ
・
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
先
生
。
蝶
の
意
図
で
は
、
い
な
か

暮
ら
し
に
楽
し
み
を
見
出
し
、
ま
た
日
々
の
生
活
を
秩
序
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
心
が
け
て
い
る
。
た
だ
、

生
来
の
拙
さ
の
た
め
に
、
そ
の
生
活
を
築
く
の
に
も
た
も
た
し
て
い
る
け
れ
ど
も
。
こ
の
師
が
詩
を
書
く

こ
と
よ
り
も
味
わ
う
こ
と
の
方
が
む
つ
か
し
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
弟
子
は
や
さ
し
い
方
を
試
み
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
日
本
に
師
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
自
由
を
追
求
し
た
良
寛
禅
師
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
禅
師
の
よ
う
に
詩
句
を
書
き
つ
け
て
み
る
も
の
の
、
あ
の
切
り
つ
め
た
厳
し
い
生
活
か
ら
ほ
ど
遠
い

の
で
、
透
徹
か
ら
自
在
さ
に
抜
け
た
境
地
を
た
だ
仰
ぎ
見
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
三
師
に
あ
こ
が
れ
な
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が
ら
海
辺
の
蝶
の
生
活
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
作
務
は
実
り
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
か
。 

 
先
日
の
昼
食
時
、
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
が
う
っ
と
う
し
い
こ
と
を
報
道
し
て
い
た
か
ら
、
「
タ
ー
シ
ャ
か

ら
の
伝
言
」
と
い
う
番
組
に
切
り
替
え
た
ら
、
す
ぐ
に
そ
の
魅
力
に
引
き
こ
ま
れ
た
。
わ
た
し
は
知
ら
な

か
っ
た
が
、
家
内
が
絵
本
作
家
だ
と
教
え
て
く
れ
た
の
で
、
孫
に
読
ん
で
聞
か
せ
た
『
コ
ー
ギ
ヴ
ィ
ル
の

村
祭
り
』
を
思
い
出
し
た
。
田
園
の
暮
ら
し
の
賛
歌
を
彩
り
豊
か
に
描
い
た
絵
本
だ
っ
た
。
次
週
に
も
あ

っ
た
番
組
は
、
タ
ー
シ
ャ
・
テ
ュ
ー
ダ
ー
と
い
う
人
が
歩
ん
だ
人
生
に
触
れ
な
が
ら
、
住
居
と
手
ず
か
ら

つ
く
り
出
し
た
美
し
い
庭
に
、
花
々
の
咲
き
誇
る
春
か
ら
長
い
冬
ま
で
の
四
季
が
め
ぐ
る
映
像
を
映
し
出

し
た
。
十
五
歳
か
ら
名
門
の
家
を
出
て
絵
と
農
業
の
道
へ
入
っ
た
人
は
、
五
十
六
歳
だ
っ
た
一
九
七
二
年

以
来
そ
こ
で
生
活
し
た
と
い
う
。
息
子
が
前
世
紀
の
農
家
風
に
建
て
た
住
宅
は
、
台
所
に
便
利
な
設
備
や

道
具
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
こ
に
独
り
で
住
み
、
畑
を
耕
し
、
草
花
や
果
樹
を
育
て
て
三
十
数
年
間
自
然

と
対
話
し
た
の
だ
。
映
像
は
そ
の
最
晩
年
の
二
〇
〇
〇
年
代
に
撮
ら
れ
た
も
の
。
九
十
余
歳
の
貴
婦
人
の

言
葉
は
、
単
純
で
と
て
も
貴
重
な
意
味
に
満
ち
て
い
る
。
言
葉
に
偽
り
の
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
長
い

年
月
の
暮
ら
し
ぶ
り
と
瞳
を
輝
か
せ
て
の
物
静
か
な
語
り
が
よ
く
証
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
喜
び
の
あ
ふ

れ
る
絵
と
が
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
求
め
た
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
生
き
方
に
秩
序
と
平
静
を
か
ち
と
り
」
、

「
そ
れ
自
身
が
目
的
で
あ
る
生
を
」
楽
し
み
な
が
ら
よ
く
生
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
立
派
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に
生
き
た
偉
大
な
光
輝
あ
る
傑
作
」
が
い
る
。
わ
た
し
は
も
う
一
人
の
師
を
見
つ
け
た
。 

 

海
辺
の
蝶
は
、
こ
れ
ら
の
師
の
生
活
に
学
ぼ
う
と
す
る
。
知
恵
あ
る
言
葉
を
味
わ
い
、
そ
の
死
生
観
に

ま
で
達
し
た
い
も
の
だ
。
し
か
し
、
ど
ん
な
教
え
も
直
接
伝
授
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
自
分
の
や
り
方
で

実
践
し
な
が
ら
会
得
す
る
し
か
な
い
。
記
憶
力
の
な
い
蝶
は
、
陶
淵
明
や
良
寛
の
詩
と
和
歌
を
暗
誦
す
る

こ
と
も
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
数
多
い
意
味
深
い
言
葉
を
復
唱
す
る
こ
と
も
む
つ
か
し
い
。
代
わ
り
に
、「
ま

こ
と
に
日
に
新
た
に
、
日
々
に
新
た
に
、
ま
た
日
に
新
た
な
れ
」
と
自
分
を
励
ま
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉

は
年
長
の
友
人
の
年
賀
状
に
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
家
庭
に
育
っ
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
テ
ー
マ
と

す
る
人
が
、『
大
学
』
に
出
る
殷
の
湯
王
の
水
盤
に
刻
ま
れ
て
い
た
言
葉
を
引
い
た
の
だ
。
ち
ょ
う
ど
『
大

学
』
を
読
ん
だ
わ
た
し
は
、
こ
の
年
賀
状
に
促
さ
れ
て
、
毎
朝
顔
を
洗
う
と
き
そ
れ
を
唱
え
る
こ
と
に
し

た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、
身
心
を
よ
く
導
く
た
め
に
毎
日
唱
え
る
言
葉
が
あ
る
。
―
―
身
体
を
感
じ
、

感
受
を
観
察
し
、
心
を
観
察
し
、
諸
々
の
事
象
を
観
察
し
、
熱
心
に
、
よ
く
考
え
て
、
念
じ
て
い
て
―
―
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