
　
『
春
』
―
。
何
と
言
っ
て
も
雪
こ
も
の
中
で
萌
え

る
置
賜
地
方
の
「
雪
菜
」
だ
。
そ
れ
の
入
っ
た
「
冷

や
汁
」
や
一
夜
漬
け
は
正
に
初
春
の
味
。
そ
し
て
外

は
し
ん
し
ん
冷
え
て
い
る
の
に
桶
の
「
青
菜
漬
」
は

べ
っ
こ
う
の
春
色
、
季
節
の
移
ろ
い
を
語
り
か
け
、

「
く
き
な
煮
」
の
煮
物
臭
が
漂
い
始
め
る
。

　

日
だ
ま
り
に
フ
キ
ノ
ト
ウ
を
見
つ
け
た
ら
迷
わ
ず

汁
物
の
吸
口
、
そ
の
香
は
冬
と
の
決
別
！ 

　

周
り
の
山
は
山
菜
が
芽
吹
き
始
め
食
卓
を
に
ぎ
わ

す
。個
性
的
な
自
然
の
味
は
、沈
滞
気
味
、冬
型
体（
か

ら
だ
）
に
活
力
を
与
え
、
輪
廻
転
生
、
旬
を
確
認
さ

せ
る
。

　

日
本
一
の
ブ
ナ
天
然
林
面
積
を
持
ち
、
落
葉
腐
葉

土
の
土
壌
で
育
つ
山
形
の
山
菜
の
う
ま
さ
は
格
別
。

春
の
惣
菜
料
理
と
し
て
食
卓
を
独
占
し
、
同
時
に
冬

の
保
存
食
、
は
た
ま
た
飢
饉
に
そ
な
え
る
救
荒
食
品

で
も
あ
っ
た
。
こ
の
家
庭
惣
菜
料
理
が
出
羽
三
山
を

は
じ
め
と
す
る
山
岳
仏
教
、
山
岳
信
仰
の
影
響
に
よ

り
「
集
客
料
理
」
へ
と
昇
華
し
、
山
菜
王
国
山
形
の

土
壌
を
作
り
あ
げ
た
。

　

ま
た
、
春
告
魚
（
は
る
つ
げ
う
お
）
と
し
て
唯
一

の
内
陸
鮮
魚
「
カ
ド
」（
鰊
）
は
、
最
上
川
の
舟
文
化

に
よ
り
内
陸
地
方
に
運
ば
れ
、
新
庄
地
方
春
一
番
の

カ
ド
焼
き
行
事
と
な
っ
た
。

　
『
夏
』
―
。
あ
の
真
っ
赤
な
サ
ク
ラ
ン
ボ
は
多
く

の
人
を
魅
了
し
、
ミ
ョ
ウ
ガ
の
花
を
待
ち
こ
が
れ
、

「
だ
し
」
を
刻
む
音
が
聞
こ
え
る
。
高
温
多
湿
、
こ
の

盆
地
の
入
梅
風
土
が
生
み
だ
し
た
先
人
の
智
恵
の
結

晶
だ
。

　

夏
祭
も
終
盤
を
迎
え
る
頃
、
庄
内
は
鶴
岡
「
だ
だ

ち
ゃ
豆
」
が
出
番
を
待
っ
て
い
る
。

　
『
秋
』

―
。
九
月
の
声
と
共
に
、
村
山
地
方
は
い

も
煮
一
色
と
な
る
。
農
耕
神
事
か
ら
と
も
最
上
川
舟

文
化
か
ら
と
も
起
源
は
諸
説
に
み
ち
て
い
る
が
、
三

百
有
余
年
の
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
今
日
的
「
日
本

一
大
鍋
い
も
煮
会
」
と
し
て
、
秋
の
一
大
観
光
事
業

に
育
て
あ
げ
た
官
・
民
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
未

来
に
伝
え
た
い
伝
統
食
の
あ
り
方
の
ひ
と
つ
で
も
あ

ろ
う
。

　

秋
も
た
け
な
わ
、
黄
金
波
打
つ
里
は
果
物
王
国
、

ア
ケ
ビ
、
キ
ノ
コ
、
新
そ
ば
が
食
事
を
彩
り
、
白
桃

色
の
菊
「
モ
ッ
テ
ノ
ホ
カ
」
が
晩
秋
を
告
げ
る
…
…
。

そ
し
て
山
形
の
女
た
ち
は
「
菜
漬
け
の
節
」
を
迎
え

る
。
青
菜
、
白
菜
、
大
根
、
お
み
漬
け
、
こ
れ
ら
を

漬
け
終
え
て
雪
を
待
つ
。
だ
が
、
住
宅
構
造
、
生
活

習
慣
、
食
生
活
の
変
化
は
「
工
場
漬
け
」
の
ウ
エ
イ

ト
を
高
め
て
い
る
。

　
『
冬
』

―
。
納
豆
汁
、
ど
ん
が
ら
汁
が
美
味
し
く

な
り
、
正
月
も
間
近
だ
。

　

こ
の
ほ
か
、
通
年
と
し
て
、
そ
ば
、
川
魚
、
鯉
、

玉
こ
ん
に
ゃ
く
、
牛
匠
の
手
に
よ
る
牛
肉
等
、
山
形

の
伝
統
食
は
多
彩
だ
。

　

山
形
県
は
最
上
川
を
母
な
る
川
と
し
て
、
置
賜
、

村
山
、
最
上
、
庄
内
の
四
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
な
り
、
独

特
の
食
・
風
土
の
文
化
を
持
ち
、
そ
の
中
心
は
米
で

あ
る
。
従
っ
て
、
い
つ
の
時
代
も
人
々
は
飢
饉
に
備

え
る
救
荒
食
品
、
保
存
食
を
考
え
た
。
身
近
な
何
で

も
な
い
も
の
で
も
、
自
然
の
恵
み
と
し
て
食
素
材
と

な
る
。
例
え
ば
「
ヒ
ョ
ウ
の
煮
物
」（
学
名
ス
ベ
リ
ヒ

ユ
。
畑
の
雑
草
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
）、暑
い
八
月
に
こ
れ

を
摘
み
、
茹
で
て
天
日
乾
燥
す
る
。
そ
の
間
エ
ル
ゴ

ス
テ
リ
ン
が
生
成
さ
れ
、
体
内
で
骨
が
カ
ル
シ
ウ
ム

を
吸
収
す
る
と
き
の
必
要
成
分
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
と
な

●　

食
文
化
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る
。
日
照
時
間
の
短
い
冬
場
の
食
べ
物
と
し
て
的
を

得
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
今
年
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
良
い

事
あ
る
よ
う
に
！
」
と
附
加
価
値
ま
で
つ
け
て
、
あ

の
雑
草
を
正
月
の
行
事
食
ま
で
の
し
上
げ
た
た
く
ま

し
さ
と
優
し
さ
…
…
。

　

こ
の
よ
う
に
、
健
康
で
生
き
た
い
願
望
の
結
晶
と

も
い
え
る
料
理
は
、
命
の
叫
び
と
も
受
け
と
れ
る
。

そ
の
伝
承
料
理
が
郷
土
料
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
代

に
生
き
る
私
た
ち
が
、
故
事
来
歴
を
究
め
、
日
常
食

に
取
り
入
れ
、
共
通
の
想
い
を
共
有
す
る
土
壌
を
つ

く
ら
な
け
れ
ば
、
他
県
人
を
山
形
の
食
の
と
り
こ
に

す
る
事
は
で
き
な
い
…
…
。

 　
『
食
は
世
に
つ
れ
』

―
。
ま
た
、
も
の
に
は
二
面

性
が
あ
る
。
反
対
の
立
場
か
ら
同
じ
も
の
を
見
て
み

よ
う
。

　
「
だ
し
」
と
「
く
き
な
煮
」
の
過
去
、
現
在
、
未
来

を
考
え
て
み
た
い
。
料
理
学
校
の
生
徒
二
十
名
に
聞

い
て
み
た
。「
だ
し
」を
食
べ
た
こ
と
の
あ
る
人
…
…
。

半
数
の
十
名
は
家
で
食
べ
た
。
五
名
は
知
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
家
で
作
ら
な
い
。
残
り
の
五
名
は
全
く
知

ら
な
い
と
い
う
結
果
だ
っ
た
。

　

若
い
男
子
グ
ル
ー
プ
十
名
に
「
く
き
な
煮
」
に
つ

い
て
聞
い
て
み
た
。
半
分
の
五
名
は
、
家
で
作
る
が

食
べ
た
く
な
い
。
残
り
の
五
名
は
、酒
の
肴
に
よ
し
、

ご
飯
の
お
か
ず
に
最
高
組
。
山
菜
料
理
に
関
し
て
も

同
様
な
結
果
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
事
実
は
、
山
形
の
郷
土
料
理
、
そ
れ
は
主
役

と
言
う
よ
り
わ
き
役
的
存
在
、
だ
い
い
ち
作
る
の
に

ひ
と
手
間
多
く
か
か
る
し
、
核
家
族
が
多
く
な
り
食

の
「
語
り
部
」
が
い
な
い
。
食
生
活
、
生
活
習
慣
の

変
化
…
…
。
伝
承
料
理
が
家
で
作
り
に
く
い
現
状
の

表
れ
か
。
と
す
れ
ば
、「
郷
土
料
理
は
家
庭
か
ら
離
れ

観
光
料
理
に
移
行
」
と
い
う
こ
と
も
現
実
の
も
の
だ

ろ
う
。

　

今
多
く
の
家
庭
は
、「
簡
単
手
作
り
」そ
し
て「
ヘ
ル

シ
ー
」を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。こ
れ
ら
を

ふ
ま
え
て
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
と
し
て
受
け
と
め
、
新

し
い
郷
土
料
理
の「
創
作
」に
つ
い
て
も
視
野
の
中
に

入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
だ
し
」を
ベ
ジ
タ
ブ
ル
ソ
ー
ス
に
ア
レ
ン
ジ
メ
ン

ト
し
て
パ
ス
タ
と
組
み
合
わ
せ
た
料
理
が「
新
し
い
郷
土

料
理
コ
ン
テ
ス
ト
」で
全
国
第
三
位
に
入
賞
し
た
。一

昨
年
の
こ
と
で
あ
る
。
全
国
的
に
も
こ
の
分
野
に
視

点
が
あ
て
ら
れ
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

 　
『
医
食
同
源
、
山
形
の
食
べ
も
の
』

―
。
最
後
に

こ
ん
な
提
案
を
し
て
締
め
く
く
り
た
い
。　

三
百
有

余
年
の
壮
大
な
ロ
マ
ン
と
共
に
、
巨
万
の
富
を
も
た

ら
し
た
最
上
紅
花
。
つ
い
こ
の
間
ま
で
観
光
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
も
な
っ
て
い
た
紅

花
。
こ
の
「
紅
花
」
に
、
食
の
文
化
を
組
み
合
わ
せ
、

再
度
光
を
あ
て
た
い
と
思
っ
て
い
る
。幸
い
に
し
て
、

医
薬
的
見
地
か
ら
専
門
家
に
よ
り
、
生
活
習
慣
病
や

老
化
の
防
止
に
か
か
わ
る
成
分
含
有
が
証
明
さ
れ
た

こ
と
も
あ
り
、
そ
の
想
い
を
一
層
強
く
し
て
い
る
。

下
処
理
い
か
ん
で
は
紅
花
は
食
素
材
と
し
て
多
様
性

に
満
ち
て
い
る
。

　

エ
ジ
プ
ト
に
端
を
発
す
る
歴
史
的
ロ
マ
ン
。
健
康

的
な
付
加
価
値
。
優
秀
な
県
産
米
と
紅
花
。
こ
の
組

み
合
わ
せ
に
よ
る
新
し
い
食
文
化
の
創
造
は
、
山
形

を
訪
れ
る
人
々
の
体
を
「
元
気
の
精
」
で
溢
れ
さ
せ
、

原
風
景
を
と
ど
め
る
自
然
は
精
神
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

さ
せ
る
。
山
形
は
元
気
の
出
る
県
、
訪
れ
る
人
々
み

ん
な
か
ら
そ
う
思
っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
信
じ
て

い
る
。

　

伝
統
食
の
温
故
知
新
、
古
き
伝
統
と
新
し
い
創
造

を
巧
み
に
操
り
、
山
形
を
訪
れ
る
人
々
に
食
を
通
し

て
春
夏
秋
冬
の
感
動
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の

努
力
、
提
案
。
ま
た
、
こ
の
度
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ

た
が
、
幼
児
期
に
お
け
る
「
食
」
の
あ
り
方
が
子
供

の
人
格
形
成
に
か
か
わ
る
と
い
う
「
食
育
」
に
関
す

る
啓
発
・
実
践
な
ど
は
、「
食
」
に
携
わ
る
者
と
し
て

の
生
涯
の
義
務
と
考
え
て
い
る
。
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