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知
覚
さ
れ
る
季
節

は
じ
め
に

　
ま
わ
り
を
取
り
囲
ん
で
い
る
自
然
の
変
化
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
人
々
は
季
節

の
訪
れ
を
と
ら
え
て
い
く
。
万
葉
の
後
期
に
生
き
、
多
く
の
歌
を
残
し
た
坂
上
部

女
は
、
「
故
郷
の
飛
鳥
は
あ
れ
ど
あ
お
に
よ
し
平
城
の
明
日
香
を
見
ら
く
し
よ
し

も
」
（
六
－
九
九
一
ご
と
歌
う
よ
う
に
、
新
し
い
寧
楽
の
都
で
、
そ
の
感
性
を
育

ま
れ
て
い
っ
た
人
物
で
あ
る
。
坂
上
部
女
は
、
そ
の
歌
の
中
に
自
分
を
と
り
ま
く

自
然
を
表
現
し
て
い
る
が
、
都
人
で
あ
る
坂
上
部
女
に
と
っ
て
、
歌
の
自
然
の
表

現
は
、
都
と
い
う
空
間
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
お
け
る
白
‥
ら
の
と
ら
え
方

を
表
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
坂
上
郎
女
の
歌
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

世
の
常
に
聞
く
は
苦
し
き
呼
子
鳥
声
な
つ
か
し
き
時
に
は
な
り
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
四
囚
七

　
こ
の
歌
で
坂
士
郎
反
は
「
声
な
つ
か
し
き
時
」
と
歌
う
。
フ
ざ
」
に
聞
く
の
は

「
苫
し
」
い
、
と
言
い
つ
つ
も
、
と
り
た
て
て
「
な
つ
か
し
い
」
と
感
じ
ら
れ
る

「
時
」
が
や
っ
て
き
た
と
い
う
が
、
鴫
い
て
い
る
鳥
の
声
を
、
坂
ヒ
郎
女
は
「
時
」

と
い
う
区
分
で
と
ら
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
歌
の
表
現
を
な
し
え
た
の
は
、
坂
士

郎
女
の
歌
の
表
現
意
識
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
因
と
な
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
歌
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
坂
ト
郎
女
の
季
節
観
を
考
え
て
い
く
こ
と
が

小
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
　
一

浅
　
　
野

則

子

　
そ
れ
で
は
、
坂
上
郎
女
の
歌
の
中
で
季
節
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
坂
上
郎
女
の
歌
は
、
万
葉
集

に
お
い
て
、
歌
を
季
節
毎
に
分
類
し
て
い
る
巻
の
う
ち
作
者
が
判
別
し
て
い
る
巻

ハ
に
、
比
較
的
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
女
の
季
節
の
歌
そ
の
も
の

の
多
さ
と
い
う
よ
り
も
、
編
纂
と
い
う
点
か
ら
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
巻
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
中
西
進
氏
、
渡
瀬
昌
志
氏
が
論
じ

て
お
ら
れ
る
。
両
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
先
行
す
る
季
節
歌
の
巻
の
あ
り
方
は
ち
が

う
も
の
の
、
家
持
、
坂
ヒ
郎
女
の
関
わ
り
が
大
き
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
阿
蘇

瑞
枝
氏
は
こ
の
両
者
の
説
を
ふ
ま
え
た
ト
で
巻
ハ
の
原
形
を
考
え
、
雑
歌
、
相
聞

の
歌
の
あ
り
方
か
ら
坂
に
郎
女
の
手
に
よ
る
可
能
性
が
大
き
い
と
さ
れ
る
。
こ
こ

で
編
纂
に
つ
い
て
深
く
ふ
れ
る
準
備
は
も
た
な
い
が
、
坂
上
郎
女
の
季
節
歌
に
つ

い
て
考
え
る
限
り
、
こ
う
し
万
巻
と
の
関
わ
り
は
、
彼
女
の
季
節
に
対
す
る
関
心

の
大
き
さ
を
示
す
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
坂
ト
郎
女
の
歌
の
中
で
季
節
毎
に
分
類
さ
れ
て
い
る
巻
ハ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る

も
の
は
二
十
首
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
彼
女
の
万
葉
集
の
す
べ
て
の
歌
の
八
十
四
首

の
お
よ
そ
四
分
の
一
に
あ
た
る
。
巻
ハ
の
歌
の
う
ち
、
雑
歌
、
相
聞
の
歌
を
そ
れ

ぞ
れ
み
て
い
こ
う
。

１
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雑
歌
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
巻
四
首
、
夏
べ
首
、
秋
五
回
、
冬
二
首
の

計
十
四
首
。
そ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
自
然
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

春
　
柳
二
四
万
丁
三
）
　
・
梅
（
。
四
四
塵

夏
　
宣
公
鳥
（
よ
四
‥
七
四
～
元
・
一
四
八
明
）

秋
　
萩
（
一
元
㈲
‥
八
∴
五
六
〇
）
　
・
鹿
（
一
五
六
。
）
　
・
刈
り
取
り
二
五
九

　
　
　
　
二
）
　
●
黄
葉
二
五
九
三
）

冬
　
雪
（
一
六
五
一
　
・
二
八
五
明
）
　
・
梅
（
一
六
五
回

　
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
自
然
を
み
て
み
る
と
、
巻
尺
に
お
い
て
は
、
「
柳
」
「
刈
り

取
り
」
を
歌
う
の
は
、
坂
上
郎
女
の
み
で
あ
る
が
、
季
節
毎
に
分
類
さ
れ
つ
つ
も

作
者
を
記
さ
な
い
巻
十
に
お
い
て
、
「
柳
」
は
ハ
首
、
秋
の
田
の
刈
り
取
り
を
歌

う
も
の
は
、
ト
ー
一
首
あ
り
、
特
殊
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
丁
力
、
相
聞
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
は
六
白
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
秋
に
入
れ

ら
れ
て
い
る
「
あ
ら
た
ま
の
月
立
つ
ま
で
に
来
ま
さ
ね
ば
夢
に
見
え
つ
つ
思
ひ
ぞ

あ
が
せ
し
」
（
一
六
二
〇
）
は
、
具
体
的
に
季
節
を
表
現
す
る
部
分
は
な
い
が
、

そ
の
前
に
お
か
れ
て
い
る
家
持
の
歌
に
笞
え
た
も
の
で
あ
り
、
「
天
平
十
二
千
巳

卯
の
秋
八
月
に
作
れ
り
」
と
い
う
左
註
に
よ
っ
て
、
秋
の
相
聞
に
分
類
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
以
外
は
、
春
一
首
、
夏
三
谷
、
冬
一
首
と
い
う
載
せ
ら
れ
か
た
と
な
っ

て
い
る
。
具
体
的
に
は

呑
　
春
霞
（
一
四
五
三

夏
　
姫
百
合
二
五
〇
〇
）
　
・
雷
公
鳥
（
一
四
九
九
）
　
・
橘
（
。
五
〇
二
）

冬
　
梅
　
　
（
一
六
五
六
）

と
な
る
。
相
聞
に
お
い
て
は
、
春
の
「
霞
」
は
心
に
憂
影
さ
を
も
た
ら
す
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
Ｉ
フ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
j
i
l

j

い
う
理
解
の
も
と
で
う
た
わ
れ
て
お
り
、
坂
ヒ
部
女
周
辺
で
歌
わ
れ
て
い
る
表
現

で
あ
る
。
ま
た
、
恋
心
を
伝
え
る
雷
公
鳥
、
薬
玉
を
作
る
橘
、
宴
席
の
梅
と
い
う

よ
う
に
、
自
然
に
関
す
る
表
現
は
、
▽
九
〇
〇
番
歌
の
「
姫
百
合
」
以
外
は
、
同

じ
題
材
を
歌
っ
た
他
の
作
者
の
歌
と
表
現
基
盤
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
い
え
よ

　
巻
ハ
の
季
節
の
歌
を
見
る
限
り
で
は
、
坂
上
部
反
の
季
節
の
と
ら
え
方
は
、
其

通
の
理
解
を
も
と
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
女
の
季
節

へ
の
胤
ハ
昧
は
、
こ
う
し
た
共
通
の
背
景
の
も
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
他
に
、
季
節
に
分
類
さ
れ
て
い
る
巻
以
外
で
季
節
を
題
材
と
し
て
い
る
も

の
は
、
比
喩
歌
で
娘
を
た
と
え
て
い
る
と
さ
れ
る
巻
三
－
四
。
０
の
「
橘
」
。
ま

た
、
相
聞
で
「
佐
保
川
の
岸
」
の
「
柴
」
を
「
存
」
に
な
っ
て
茂
っ
た
ら
隠
れ
る

た
め
に
刈
ら
な
い
で
欲
し
い
ど
歌
う
巻
四
－
五
二
九
番
歌
が
あ
る
。
坂
上
郎
女
が

題
材
と
し
て
い
る
季
節
の
物
象
は
、
巻
八
－
一
元
Ｏ
Ｏ
番
歌
の
「
姫
百
合
」
の
よ

う
に
、
万
葉
集
の
中
で
は
唯
一
の
例
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、
他
の
も
の
は
、
他

の
作
者
に
よ
っ
て
も
歌
わ
れ
て
い
る
題
材
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
季
節
の
物
象
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
か
を
見
て
い

っ
た
時
、
雑
歌
の
中
で
は
、
た
と
え
ば
梅
の
花
を
散
ら
せ
な
い
で
欲
し
い
と
歌
っ

た
り
、
萩
の
花
の
散
る
の
を
借
し
か
歌
、
ま
た
、
本
々
が
色
づ
い
た
こ
と
で
、
時

雨
を
思
う
よ
う
に
、
純
粋
に
自
然
そ
の
も
の
を
と
ら
え
て
い
る
歌
も
あ
る
も
の

の
ヽ
す
で
に
鈴
木
日
出
男
氏
が
「
寄
物
陳
思
的
な
叙
景
詠
物
歌
が
多
い
の
は
注
目
　
　
一

ナ
ベ
き
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
坂
Ｌ
郎
女
を
と
り
ま
く
季
節
の
変
化
は
、
季
節
そ
　
　
一

の
も
の
と
し
て
切
り
取
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
心
情
と
結
び
つ
い
て
表
現
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
、
自
然
の
変
化
は
、
心
に
何

か
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
雑
歌
に
あ
り
つ

つ
も
、
心
の
動
き
を
中
心
と
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。
問
題
と
し
て
い
る
歌
以
外

で
心
情
が
歌
わ
れ
て
い
る
も
の
を
見
て
み
よ
う
。

①
何
し
か
も
こ
こ
だ
く
恋
ふ
る
崔
公
鳥
鴫
く
声
聞
け
ば
恋
二
子
ま
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
四
七
渥

②
崔
公
鳥
い
た
く
な
鴫
き
子
独
り
居
て
寝
の
寝
ら
え
ぬ
に
聞
け
ば
苫
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
．
四
人
四

③
古
名
張
の
猪
首
の
山
に
伏
す
鹿
の
嬬
呼
ぶ
声
を
聞
く
が
羨
し
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
五
六
．
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①
然
と
あ
ら
ぬ
五
百
代
小
円
を
刈
り
乱
り
田
廬
に
居
れ
ば
都
し
思
ほ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
五
五
九
二

　
①
・
②
は
春
の
雑
歌
、
③
、
①
は
秋
の
雑
歌
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
①
で
は
、

崔
公
鳥
の
声
は
「
恋
」
を
増
長
さ
せ
る
も
の
と
歌
う
。
②
の
歌
に
お
け
る
雷
公
鳥

も
「
恋
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
な
い
も
の
の
「
独
り
」
で
寝
て
い
る
と
い
う
表
現

を
み
る
と
、
状
況
は
同
じ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
③
の
歌
で
は
、
「
鹿
」

の
声
を
聞
い
て
い
る
の
は
坂
上
郎
女
で
は
な
く
、
彼
女
が
問
い
て
い
る
人
を
羨
ま

し
く
思
う
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
鹿
の
声
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ

が
「
嬬
呼
ぶ
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
一
対
の
も
う
丁
刀
を

感
じ
さ
せ
る
と
い
う
声
と
し
て
歌
わ
れ
る
た
め
に
、
恋
の
要
素
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
と
り
ま
く
自
然
は
単
に
景
物
と
し
て
の
存
在
で
は
な
く
、
坂
士
郎
女
の
心
を
勤

か
す
も
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
然
は
、
心
の
揺
ら
ぎ
に
よ
っ
て
、
弛
く

意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
問
題
と
し
て
い
る
「
呼
ド
鳥
」
と
い
う
鳥
に

対
し
て
、
坂
上
部
女
が
「
常
」
に
聞
く
と
「
苫
し
い
」
と
し
、
「
今
」
は
「
な
つ

か
し
い
」
と
す
る
が
、
変
化
す
る
自
然
の
物
象
を
こ
う
し
て
、
心
情
的
に
と
ら
え

る
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
呼
子
鳥
」
に
対
し
て
も
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
坂
上

郎
女
が
歌
の
中
で
季
節
の
変
化
を
と
ら
え
る
表
現
の
形
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
　
二

　
坂
ト
郎
女
の
歌
う
「
呼
子
鳥
」
を
理
解
す
る
た
め
に
、
万
葉
集
中
、
坂
上
部
女

以
外
の
作
者
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
「
呼
子
鳥
」
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　
「
呼
子
鳥
」
は
一
般
に
「
郭
公
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
「
容
鳥
、
霧
公

鳥
」
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
実
体
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
「
呼
子
鳥
」
を

歌
っ
た
も
の
で
、
部
女
以
外
の
も
の
は
　
集
中
ハ
例
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
神
奈
備
の
伊
波
瀬
の
杜
の
呼
子
息
い
た
く
な
鳴
き
そ
わ
が
恋
ま
さ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
門
一
丸
　
呑
雑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鏡
ぐ
久

⑥
大
和
に
は
鳴
き
て
か
来
ら
む
呼
7
.
息
象
の
中
山
呼
び
そ
越
ゆ
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
人

⑦
呑
口
な
る
羽
易
の
山
ゆ
佐
保
の
内
へ
鳴
き
行
く
な
る
は
誰
呼
子
息

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
一
八
二
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
呑
雑

⑧
滝
の
上
の
三
船
の
山
ゆ
秋
岸
辺
に
来
鳴
き
わ
た
る
は
誰
呼
子
息

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
―
一
七
一
三

⑨
朝
霧
に
し
の
の
に
濡
れ
て
呼
子
息
三
船
の
山
ゆ
鳴
き
渡
る
見
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ー
二
八
三
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
雑

⑩
わ
が
背
八
を
な
越
し
の
山
の
呼
止
息
君
呼
び
か
へ
せ
夜
の
更
け
ぬ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
一
八
二
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
客
将

⑧
答
へ
ぬ
に
な
呼
び
警
め
そ
呼
子
息
佐
保
の
山
辺
を
上
り
下
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
－
一
八
二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
雄

⑩
朝
霞
八
重
山
越
え
て
呼
子
烏
鳴
き
や
汝
が
来
る
屋
戸
も
あ
ら
な
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ー
▽
几
四
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夏
雑

　
具
体
的
に
歌
を
見
て
い
く
と
、
作
者
が
明
ら
か
な
も
の
は
、
坂
上
部
女
の
歌
を

除
け
ば
、
⑤
の
鏡
王
女
と
⑥
の
高
市
黒
人
の
も
の
と
巻
九
の
一
例
以
外
は
、
作
者

が
未
詳
で
あ
る
、
巻
十
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
⑤
の
鏡
王
女
の
歌
で
は
「
呼
子
息
」
は
そ
の
声
が
臼
ら
の
恋
心
を
増
長
さ
せ
る

も
の
と
し
て
「
い
た
く
な
鴫
き
そ
」
と
歌
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
恋
を
し
て
い
る
も

３
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の
に
と
っ
て
、
「
呼
子
鳥
」
の
声
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
⑥
の

歌
は
「
呼
び
そ
越
ゆ
な
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
入
を
呼
び
な
が
ら
越
え
て
い
く
こ

と
が
、
や
は
り
、
恋
心
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
歌
は
雑
歌
の

巻
で
あ
る
巻
一
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
恋
情
と
は
言
い
き

れ
な
い
が
、
古
野
に
あ
っ
て
、
犬
和
と
い
う
場
所
を
喚
起
さ
せ
る
声
は
、
や
は
り
、

人
を
恋
し
く
患
わ
せ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
例
に
あ
げ
た
う
ち
⑦
は
、
⑧
の
歌
と
類
歌
関
係
に
あ
る
も
の
だ
が
、
場
所
は
そ

れ
ぞ
れ
都
の
「
春
日
」
の
「
羽
易
の
山
」
と
古
野
の
「
三
船
の
山
」
か
ら
「
秋
津

辺
」
と
さ
れ
よ
う
と
、
そ
の
声
が
聞
く
側
に
ソ
え
る
も
の
は
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。

⑨
の
歌
は
呼
千
鳥
の
歌
の
中
で
は
、
声
と
と
も
に
姿
も
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

姿
は
、
呼
千
鳥
の
特
殊
性
を
表
す
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
⑩
の
歌
は
。

　
「
呼
子
鳥
」
が
相
手
を
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
旺
ん

で
も
答
え
な
い
相
手
、
そ
れ
な
の
に
、
「
呼
ぶ
」
と
い
う
名
を
も
っ
た
鳥
は
鳴
き

渡
っ
て
い
く
。
鴫
き
渡
っ
て
い
く
声
は
、
そ
の
名
故
に
、
聞
く
側
の
心
に
自
分
の

恋
を
患
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
相
手
が
答
え
な
い
の
に
声
を
聞
き
続
け
る
の
は
、
恋

情
が
増
す
た
め
に
、
歌
は
「
な
呼
び
と
め
そ
」
と
歌
う
。
そ
し
て
、
例
に
あ
げ
て

い
る
歌
の
中
で
も
っ
と
も
、
そ
の
あ
り
方
が
具
体
的
な
の
は
、
⑩
の
歌
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
で
は
、
呼
千
鳥
の
声
を
聞
く
の
み
で
な
く
、
「
君
呼
び
か
へ
せ
」
と
歌
い

か
け
、
人
を
呼
ぶ
と
い
う
名
を
持
つ
呼
千
鳥
の
声
を
積
極
的
に
恋
の
表
現
と
し
て

相
手
を
引
き
寄
せ
る
効
果
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
呼
子
息
は
万
葉
集
に
お
い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
雑

歌
」
の
部
立
に
い
れ
ら
れ
る
も
の
の
、
呼
子
息
が
歌
の
作
者
に
与
え
る
の
は
相
聞

的
な
心
情
で
あ
る
と
い
っ
て
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
り
方
は
、
歌
の
表
現
に
お

い
て
、
到
来
を
待
ち
望
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
声
は
、
恋
心
を
増
長
さ
せ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
名
の
た
め
に
人
を
患
い
出
さ
せ
る
と
歌
わ
れ
る
。
そ
し
て

一
方
で
は
、
そ
の
名
は
又
、
恋
の
相
手
を
「
呼
ぶ
」
と
も
い
わ
れ
る
。
呼
千
鳥
と

は
、
歌
う
人
々
に
と
っ
て
は
、
鴫
き
声
そ
の
も
の
が
純
粋
に
感
じ
取
ら
れ
る
物
で

は
な
く
、
声
、
姿
を
歌
っ
て
は
い
て
も
そ
の
名
故
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
、
心
を
勤

か
す
も
の
で
あ
っ
た
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
⑩
の
歌
で
、
「
汝
が
来
る
屋
戸
も

あ
ら
な
く
に
」
と
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、
訪
れ
る
季
節
は
「
春
」
と
限
定
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
「
呼
子
鳥
」
は
、
そ
の
実
体
が
何
で
あ

る
か
は
、
今
は
お
く
と
し
て
も
、
万
葉
集
の
歌
の
表
現
上
の
言
葉
と
し
て
は
、
春

に
恋
心
を
催
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
相
手
に
も
自
ら
の
恋
心
を
伝
え
る
も
の
と

い
う
共
通
の
認
識
が
あ
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
「
呼
子
鳥
」
と
は
、
恋
に
関
わ

る
鳥
な
の
で
あ
る
。
恋
を
す
る
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、
恋
を
心
に
強
く
思
わ
せ

る
た
め
に
辛
い
思
い
を
さ
せ
る
鳥
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
坂
に
郎
女
が
歌
う
「
呼

子
鳥
」
も
ま
た
、
こ
う
し
た
理
解
の
な
か
に
あ
る
鳥
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
坂
上
郎
女
は
、
問
題
と
し
て
い
る
歌
の
中
で
「
呼
子
鳥
」
の
声
を
「
な
つ
か
し

い
」
と
感
じ
る
「
時
」
に
な
っ
た
と
歌
う
。
「
時
」
に
到
来
を
感
じ
と
っ
て
い
る

の
が
こ
の
歌
の
心
情
の
中
心
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
万
葉
集
に
お
け
る

「
時
」
の
到
来
の
表
現
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

一

一

-

　
万
葉
集
に
お
い
て
、
「
時
」
の
到
来
を
は
っ
き
り
と
表
現
し
て
い
る
歌
は
、
そ

う
多
く
は
な
い
。
そ
れ
は
、
季
節
を
意
識
し
た
巻
ハ
、
巻
十
に
入
れ
ら
れ
て
い
る

も
の
、
お
よ
び
、
家
持
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

⑩
時
は
今
は
春
に
な
り
ぬ
と
み
雪
降
る
遠
き
山
辺
に
霞
棚
引
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
－
一
同
三
九
　
春
雑
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
臣
朝
巨
平
良
白

⑩
黄
葉
す
る
時
に
な
る
ら
し
月
人
の
楓
の
枝
の
色
づ
く
見
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
丿
二
言
二
　
秋
雑
歌

⑩
燕
来
る
時
に
な
り
ぬ
と
雁
が
ね
は
本
郷
思
ひ
っ
つ
雲
隠
り
鴫
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
－
四
一
回
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
持

４
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⑩
晩
節
は
時
と
鳴
け
ど
も
恋
ふ
る
に
し
手
弱
女
わ
れ
は
時
わ
か
ず
泣
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
１
∇
几
八
一
。
・
　
夏
相
聞

　
⑩
の
歌
で
は
、
ま
だ
、
雪
が
降
っ
て
い
る
山
に
、
も
う
「
存
」
と
い
う
「
時
」

が
や
っ
て
き
た
と
し
て
、
春
の
も
の
で
あ
る
「
霞
」
が
棚
引
い
て
い
る
と
歌
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
季
節
の
重
な
り
が
歌
わ
れ
る
が
、
も
う
、
時
は
冬
か

ら
存
に
変
わ
っ
た
と
い
う
の
で
、
春
の
も
の
で
あ
る
「
霞
」
が
棚
引
い
て
い
る
と

歌
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
、
⑩
の
歌
で
は
、
「
楓
の
枝
」
が
色
づ
い
た
の

を
見
て
、
「
黄
葉
」
す
る
時
が
や
っ
て
来
だ
の
を
感
じ
、
⑤
で
は
⑩
と
同
じ
よ
う

に
季
節
の
重
な
り
が
あ
る
が
、
「
燕
」
と
「
雁
」
と
は
、
来
る
べ
き
時
と
去
る
べ

き
時
が
季
節
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
⑩
の
歌

は
、
「
晩
蝉
」
の
鴫
き
声
を
季
節
の
み
の
も
の
と
し
て
、
い
つ
で
も
恋
の
悲
し
み

の
た
め
に
泣
く
、
女
性
と
し
て
の
自
己
と
対
比
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
歌
で
「
時
」
は
、
も
う
、
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

時
期
が
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
時
」
の
到
来
は
、
人
々
に
と
っ
て
、

取
り
巻
く
自
然
の
変
化
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
め
ぐ
り
ゆ

く
季
節
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
意
識
さ
れ
、
そ
れ
を
感
じ
る

こ
と
が
、
自
然
の
移
り
変
わ
り
の
時
の
変
化
を
知
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
用
例
は
少
な
い
も
の
の
、
万
葉
集
に
お
い
て
も
、
「
時
」
の
到
来
を
自
然
の

変
化
か
ら
と
ら
え
る
歌
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
認
し
て
お
い
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　
坂
卜
部
女
の
歌
の
中
で
も
、
彼
女
は
、
「
呼
子
鳥
」
を
「
な
つ
か
し
い
」
と
感

じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
感
じ
と
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
「
時
」
と
し
て
歌

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
歌
の
表
現
で
は
、
坂
Ｌ
郎
女
は
、
「
呼
子
鳥
」
の
声
は
、

ふ
さ
わ
し
い
「
時
」
の
到
来
以
前
か
ら
聞
い
て
は
い
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

今
、
彼
女
は
、
そ
れ
を
「
な
つ
か
し
」
く
思
う
時
が
来
た
と
歌
う
。
既
に
彼
女
を

取
り
囲
む
自
然
の
準
備
が
で
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
今
、
わ
か
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
、
自
然
の
移
り
変
わ
り
が
季
節
の
中
で
は
っ
き
り
と

意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
み
て
き
た
よ
う
に
、

　
「
呼
子
鳥
」
は
季
節
観
の
も
と
で
歌
に
表
現
さ
れ
て
い
る
鳥
で
あ
り
、
坂
上
部
女

は
、
こ
こ
で
、
季
節
の
意
識
か
ら
、
「
な
つ
か
し
い
」
と
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
め
ぐ
る
季
節
は
坂
ヒ
郎
女
の
歌
の
中
で
今
、
そ
の
季
節
に
ふ
さ
わ
し
い

自
然
を
待
ち
望
ま
せ
て
、
心
に
深
く
感
じ
と
ら
せ
た
と
い
え
よ
う
。

　
坂
ヒ
郎
女
の
こ
の
歌
に
お
い
て
も
、
「
時
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
到
来
す
る
時

期
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
坂
上
郎
女
の
他
の
歌
を
見
る
と
、
季
節
を

意
識
し
た
歌
が
多
い
も
の
の
、
「
時
」
の
意
識
は
、
季
節
の
到
来
と
結
び
つ
い
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
坂
上
部
反
に
と
っ
て
の
「
時
」
と
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

⑤
千
鳥
な
く
佐
保
の
川
瀬
の
さ
ざ
れ
波
や
む
時
も
な
し
我
が
恋
ふ
ら
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凹
―
五
二
六

⑩
う
ち
渡
す
竹
田
の
原
に
鴫
く
鶴
の
間
な
く
時
な
し
我
が
恋
ふ
ら
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
－
七
六
〇

⑩
か
く
ば
か
り
恋
し
く
あ
ら
ば
ま
そ
鏡
見
ぬ
日
時
な
く
あ
ら
ま
し
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
九
－
四
二
二
．

⑩
来
む
と
言
ふ
も
来
ぬ
時
あ
る
を
来
に
と
言
ふ
を
来
む
と
は
待
た
し
来
じ
と
言
ふ

　
も
の
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
―
五
二
七

⑤
恋
ひ
恋
ひ
て
逢
へ
る
時
だ
に
う
る
は
し
き
言
尽
く
し
て
よ
長
く
と
思
は
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
－
－
六
六
一

　
歌
歌
を
詳
し
く
み
て
い
こ
う
。
⑤
か
ら
⑩
ま
で
の
歌
は
「
時
な
し
」
と
歌
わ
れ

る
。
⑤
の
歌
は
、
藤
原
麻
呂
に
「
和
ふ
る
歌
四
首
」
の
う
ち
の
一
首
。
恋
し
く
思

う
心
が
山
Ｌ
む
時
が
な
い
と
言
っ
て
、
恋
の
世
界
に
お
い
て
続
い
て
い
く
時
を
歌
う

が
、
そ
れ
は
、
彼
女
に
と
っ
て
「
時
な
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
特
別
に
そ
の
「
時
」

だ
け
を
切
り
は
な
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
時
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
⑩
・

⑩
も
回
禄
で
あ
る
。
⑩
の
歌
は
「
人
伴
坂
上
部
女
、
竹
川
の
庄
よ
り
、
女
子
大
嬢

に
贈
る
・
。
首
」
と
い
う
題
詞
を
持
ち
、
こ
の
思
い
は
、
都
に
残
し
た
娘
へ
の
も
の

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
、
と
ぎ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
時
」
を
歌
う
。
⑩
も
ま
た
、

－
ｊ-
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娯
、
大
組
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
都
に
い
る
坂
ト
部
女
加
夫
に
従

っ
て
越
中
へ
と
行
っ
た
入
組
と
離
れ
て
い
る
状
態
で
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
歌
の
「
時
」
は
、
思
い
が
続
く
ゆ
え
に
、
決
し
て
そ
の
時
の
み
加
別
の
「
時
」

と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
ず
、
連
続
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
⑩
の
歌
は
相
手
の
言
葉
に
期
待
し
つ
つ
、
待
っ
て
い
た
が
、
相
下
が
訪
れ
な
か

っ
た
「
時
」
を
歌
う
。
こ
こ
で
は
、
「
時
」
は
、
相
手
が
来
な
い
と
い
う
。
結
果

に
よ
っ
て
認
識
さ
サ
り
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
⑤
の
歌
で
は
、
恋
の
相
手
と
会

っ
て
い
る
「
時
」
、
そ
の
貴
重
な
「
時
」
を
今
の
状
態
か
ら
歌
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
相
千
加
目
の
前
に
い
る
「
今
と
」
重
な
る
「
時
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
坂
ヒ
郎
女
の
歌
う
「
時
」
と
は
、
問
題
に
し
て
い
る
歌
以
外
は
、

す
べ
て
恋
の
世
界
の
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
柏
手
を
待
つ
時
で

あ
り
、
ま
た
、
相
手
と
過
ご
す
時
に
他
な
ら
な
い
。
坂
ト
郎
女
加
「
時
」
と
歌
う

の
は
、
恋
と
い
う
白
に
の
時
間
の
中
で
の
認
識
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、

ま
わ
り
を
取
り
巻
く
自
然
や
過
ぎ
ゆ
く
季
節
と
は
、
無
関
係
の
時
間
と
い
っ
て
も

よ
く
、
時
期
に
は
変
わ
り
な
く
、
何
度
で
も
同
じ
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
可
能
性

の
あ
る
の
加
坂
上
部
女
加
歌
う
「
時
」
な
の
で
あ
る
。

　
問
題
と
し
て
い
る
「
呼
子
鳥
」
の
歌
で
歌
う
「
時
」
は
こ
う
し
た
坂
ヒ
部
久
の

歌
に
お
け
る
「
時
」
と
は
、
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
「
時
に
は

な
り
ぬ
」
と
い
っ
て
、
何
か
に
よ
っ
て
、
「
時
」
加
す
で
に
訪
れ
て
い
た
こ
と
を

意
識
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
こ
そ
加
中
心
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
意
識
さ
せ

ら
れ
た
「
時
」
と
は
、
連
続
し
て
流
れ
続
け
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
わ
り
の
状
況

に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
、
「
時
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
歌
で
は
、
季
節
と
関
わ
る
「
呼
子
鳥
」
に
よ
っ
て
よ
び
お
こ
さ
れ
た
「
時
」

加
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
恋
歌
に
お
け
る
「
時
」
を
歌
う
、
坂
上
部
女
の
「
時
」
を
季
節
の
変

化
へ
と
む
け
た
の
は
、
何
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
坂
ヒ
部
女
の
歌
い

方
を
見
た
Ｌ
で
再
び
問
題
と
し
て
い
る
歌
へ
と
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
で
あ
ろ

四

　
　
「
呼
’
Ｌ
島
」
を
歌
う
中
で
、
坂
上
部
女
が
「
世
の
常
」
と
い
手
言
葉
と
、
今
、

　
「
呼
八
島
」
の
声
か
ら
感
じ
と
っ
た
「
時
」
と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
の
は
、
す
で

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
、
「
…
匹
の
常
」

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
万
葉
集
で
は
こ
の
歌
の
み
の
特
殊
な
使
用
と
指
摘
し
て

い
る
。
坂
上
部
女
の
こ
こ
で
の
「
世
の
常
」
と
は
、
日
常
の
も
の
、
普
通
の
も
の

と
し
て
の
意
味
に
と
ら
え
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
「
世
の
常
」
の
意
味
と
し
て
は
、

お
そ
ら
く
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
が
、
「
世
の
常
」
と
い
う
、
万
葉
果

て
は
使
わ
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
、
共
通
の
理
解
と
し
て
は
、
ま
だ
い
き
わ
た
っ

た
て
い
な
い
言
葉
を
使
っ
た
意
図
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
坂
‐
ｔ
部
反
は
「
世
の
常
」
と
歌
う
が
、
彼
女
は
万
葉
集
中
に
も
う
コ
例
「
世
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
世
の
理
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

　
海
神
の
　
神
の
命
の
　
御
櫛
笥
に
　
貯
ひ
置
き
て
　
斎
く
と
ふ
　
殊
に
益
り
て

　
思
へ
り
し
　
吾
が
子
に
は
あ
れ
ど
　
う
つ
せ
み
の
　
世
の
理
と
　
大
夫
の
　
引

の
ま
に
ま
に
　
し
な
離
る
　
越
路
を
さ
し
て
　
延
ふ
蔦
の
　
別
れ
に
し
よ
り
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
九
－
四
二
Ｉ
○

　
こ
の
歌
は
越
中
守
と
な
っ
て
赴
任
し
て
い
っ
た
夫
、
家
持
に
伴
っ
て
越
中
へ
と

下
っ
て
い
っ
た
娘
、
天
嶮
へ
贈
っ
た
先
の
⑩
の
歌
の
前
に
あ
る
長
歌
で
あ
る
。
歌

で
は
、
坂
卜
部
女
は
、
愛
す
る
娘
と
離
れ
、
一
入
部
に
残
っ
て
い
る
。
別
れ
は
辛

い
も
の
の
、
彼
女
を
納
得
さ
せ
る
の
は
「
世
の
理
」
と
い
う
考
え
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
夫
に
妻
が
従
っ
て
行
く
こ
と
を
「
世
」
の
道
理
、
あ
る
べ
き
こ
と
と
し
て

納
得
し
た
の
で
あ
る
。
坂
ト
部
女
に
と
っ
て
の
「
世
」
と
は
、
こ
う
し
た
大
間
桂

会
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
世
」
と
は
、
彼
女
を
と
り
ま
く

人
間
世
界
か
ら
理
解
さ
れ
た
言
葉
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
て

き
た
時
、
問
題
と
し
て
い
る
歌
の
「
匪
」
も
ま
た
、
同
じ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
坂
ト
郎
久
に
と
っ
て
、
季
節
は
興
味
あ
る
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

６
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の
多
く
は
、
人
と
の
関
わ
り
、
特
に
恋
の
発
想
か
ら
く
る
こ
と
は
、
見
て
き
た
と

お
り
で
あ
ろ
う
。
自
然
そ
の
も
の
を
歌
う
時
に
も
、
そ
の
背
後
に
は
、
人
間
が
織

り
な
す
世
界
が
あ
り
、
彼
女
は
、
そ
の
匪
界
の
な
か
に
取
り
込
ん
だ
自
然
を
歌
の

中
に
定
着
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
坂
上
部
女
が
特
に
「
世
の
常
」
と
歌
う

の
は
、
そ
う
し
た
背
景
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
女
が
存
在
す
る
社

会
に
お
い
て
、
人
々
の
共
通
の
理
解
に
よ
る
「
呼
子
鳥
」
と
は
、
恋
心
を
刺
激
す

る
「
苦
し
い
」
声
に
他
な
ら
な
か
っ
・
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
季
節
の
変
化

を
と
ら
え
る
も
の
と
し
て
見
て
い
く
と
、
季
節
と
関
わ
る
鳥
と
し
て
の
理
解
が
あ

る
か
ら
こ
そ
、
季
節
を
呼
ぶ
も
の
、
変
化
を
と
ら
え
る
も
の
と
し
て
、
「
な
つ
か

し
く
」
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
家
持
が
「
郭
公
」
の
鳴
く
の
が
遅
い
と
い
っ

て
恨
ん
で
み
せ
る
よ
う
に
、
い
ち
は
や
く
季
節
を
感
じ
る
こ
と
は
、
都
人
と
し
て

の
感
性
の
証
し
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
都
で
生
活
し
て
い
た
坂
上

郎
女
に
と
っ
て
都
人
と
し
て
の
歌
の
表
現
は
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
に
他
な
ら
な

い
。

五

　
　
「
呼
子
鳥
」
と
は
、
そ
の
声
か
ら
名
が
つ
い
た
と
し
て
も
、
万
葉
集
の
表
現
に

お
い
て
は
、
そ
の
実
体
以
仁
に
、
ま
ず
、
そ
の
名
に
よ
っ
て
、
人
々
に
恋
情
を
抱

か
せ
、
苦
し
く
さ
せ
る
鳥
で
あ
っ
た
。
名
か
ら
、
声
が
実
体
円
で
に
の
効
果
を
発
揮

し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
名
前
が
実
体
を
超
え
て
興
味
を
も
た

れ
て
、
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
坂
上
部
女
に
と
っ
て
、
大
宰
府
か
ら
戻
る

と
き
に
越
え
た
「
名
見
出
」
の
歌
に
も
現
れ
て
い
る
。
類
歌
を
多
く
用
い
、
歌
の

共
通
の
背
景
の
中
で
歌
う
こ
と
こ
そ
が
坂
上
部
女
の
歌
い
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
の
歌
の
方
法
の
中
で
、
坂
上
部
女
は
、
ま
ず
、
「
呼
子
鳥
」
を
恋
に
関

わ
る
鳥
と
し
て
、
そ
の
名
前
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
理
解
の
上
に
立
ち
、
季
節
へ
の
興
味
を
お
ぼ
え
た
彼
女
は
、
季
節

の
変
化
の
中
で
の
「
呼
子
鳥
」
を
も
感
じ
と
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
時
に

名
前
に
関
す
る
共
通
理
解
と
と
も
に
、
自
ら
の
歌
表
現
と
し
て
、
季
節
の
鳥
と
し

て
歌
い
得
だ
の
が
こ
の
歌
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
都
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
臼
然
は
、
歌
の
表
現
の
中
で
ま
た
、
自
然
そ
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
姿
を
み
せ

る
。
こ
う
し
て
、
坂
卜
部
反
は
、
季
節
と
い
う
も
の
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
知
覚

し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

注

①
「
新
万
葉
集
の
出
発
１
万
葉
集
巻
八
の
形
成
―
」
『
成
城
文
芸
』
凹
∵
ド
六
‥
ゲ
　
こ
こ
で
申
面
‥
互

　
氏
は
題
詞
に
よ
っ
て
歌
を
わ
け
、
そ
の
結
果
、
配
‥
の
表
記
か
ら
、
後
の
家
持
の
追
加
が
あ
る

　
と
し
て
、
坂
に
郎
女
に
よ
る
四
季
の
分
類
を
原
形
と
さ
れ
、
家
持
が
そ
れ
に
追
加
が
あ
る
の

　
が
今
の
巻
ハ
と
さ
れ
る
。

②
「
大
麻
只
‥
歌
集
非
賠
作
歌
に
お
け
る
季
節
分
類
－
万
葉
集
咎
人
へ
の
投
影
－
」
『
万
葉
』
六
ト

　
七
‥
ゲ

　
渡
瀬
目
」
忠
氏
は
巻
ハ
に
先
行
す
る
大
麻
呂
の
非
賂
作
歌
の
季
節
歌
群
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ

　
れ
を
規
範
と
し
て
家
持
が
作
り
、
そ
れ
に
坂
に
郎
女
が
千
を
加
え
、
さ
ら
に
家
持
に
よ
っ
て
、

　
今
の
形
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

③
「
万
葉
集
の
四
手
分
類
」
『
万
葉
和
歌
史
論
考
』

①
雑
歌
に
八
首
（
一
八
四
六
万
壮
一
。
）

⑤
こ
の
う
ち
、
雑
歌
は
三
位
（
ミ
。
二
九
と
：
）
、
相
聞
は
八
白
二
で
四
四
万
九
コ

⑥
家
持
の
歌
は
次
の
も
の
。

　
　
人
件
家
持
の
、
姑
坂
士
郎
必
の
竹
出
生
に
至
り
で
作
れ
る
歌
一
首

　
　
玉
梓
の
道
は
遠
け
ど
は
し
き
や
し
妹
を
あ
ひ
見
に
出
で
て
そ
あ
が
来
し
　
。
六
一
九

⑦
新
潮
日
本
古
血
ハ
集
成
で
は
四
－
七
三
元
の
大
嬢
歌
、
四
－
七
八
九
の
家
持
の
歌
の
頭
注
に
、

　
咎
人
の
こ
の
歌
の
影
響
を
み
て
い
る
。

⑧
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
で
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
姫
百
合
考
」
『
大
汗
坂
ト
郎

　
女
の
研
究
』

⑨
「
坂
卜
部
女
の
方
法
」
『
ト
目
代
和
歌
史
論
』

俗
客
の
歌
は
、
作
者
が
明
記
さ
れ
て
い
る
巻
九
の
中
に
あ
っ
て
「
右
の
三
位
は
作
者
い
ま
だ
詳

７
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ら
か
に
あ
ら
ず
」
と
記
さ
れ
る
。

�
高
野
医
美
氏
は
、
そ
の
点
か
ら
こ
の
歌
の
「
時
」
を
坂
‐
に
郎
反
の
生
涯
の
「
特
」
で
あ
る
と

　
さ
れ
る
。
「
呼
7
.
鳥
－
恋
の
終
焉
―
」
『
万
菜
歌
の
形
成
と
形
象
』

⑩
『
万
装
束
。
。
』
（
新
日
本
古
典
文
学
人
系
）
　
一
凹
四
七
番
歌
の
脚
注

⑩
「
犬
伴
家
持
の
雷
公
鳥
の
晩
く
喧
く
の
を
恨
み
た
る
歌
二
片
‥
」
巻
八
－
一
四
八
六
～
七

　
「
更
に
霧
公
鳥
の
靖
く
こ
と
の
晩
き
を
怨
み
た
る
歌
。
二
良
」
巻
ト
九
１
四
。
九
回
ト
ハ

⑩
「
払
見
出
」
の
「
な
ご
」
に
、
慰
め
て
く
れ
る
と
い
う
「
な
ご
」
の
意
を
と
ら
え
て
い
る
。

　
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
で
す
で
に
論
じ
て
い
る
。
「
平
取
の
一
重
も
慰
め
な
く
に
」
『
犬

　
伴
坂
に
郎
必
の
研
究
』

８
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