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の
春
に
わ
れ
わ
れ
の
キ
ャ
ム
バ
ス
か
ら
失
っ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
塾
の
損
失

で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
同
時
に
大
田
区
立
博
物
館
長
と
し
て
君
の
才
が
遺
憾

な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
今
日
、
私
と
し
て
は
心
か
ら
祝
福
の
辞
を
お
く
る
と

と
も
に
、
何
か
肩
の
荷
が
お
り
た
よ
う
な
気
も
す
る
の
で
あ
る
。
今
後
の
末

永
き
御
発
展
を
お
祈
り
し
つ
つ
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

学
位
論
文
審
査
報
告

中
井
信
彦
氏
提
出
学
位
請
求
論
文

歴
史
学
の
方
法
と
基
準

本
論
文
は
昭
和
四
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
同
名
の
著
書
で
あ
る
。
著
者
は
幕

藩
制
の
研
究
を
始
め
近
世
社
会
史
・
経
済
史
の
領
域
に
数
多
く
の
卓
抜
な
業

績
を
あ
げ
て
既
に
学
界
に
令
名
高
い
国
史
学
者
で
あ
る
が
、
そ
の
長
い
研
究

生
活
の
途
上
に
お
い
て
自
ら
の
歴
史
叙
述
の
方
法
と
原
理
を
一
つ
の
理
論
と

し
て
世
に
問
う
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
落
大
な
史
料
を
扱
っ
て
具
体
的
な
史

実
の
再
構
成
に
専
念
し
て
い
る
歴
史
家
が
理
論
書
を
書
く
乙
と
は
稀
で
あ
る

が
、
著
者
は
敢
え
て
そ
れ
を
試
み
た
。
そ
の
執
筆
の
動
機
は
著
者
自
身
の
こ

と
ば
が
語
っ
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
門
歴
史
家
の
仕
事
は
、
そ
れ
自
身
と

し
て
は
職
人
仕
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
理
屈
ば
っ
た
こ
と
は
、
ど
去
し
て
も

に
が
て
に
な
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
理
屈
ぬ
き
で
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
理
屈
を
お
も
て
だ
て
る
の
は
や
っ
か
い
で
あ
る
し
、
お
も
て
だ
て
ぬ

方
が
安
全
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
だ
れ
も
が
一
度
は
お
も
て
に

葉

報

だ
し
て
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
ァ
と
思
う
。
歴
史
家
の
場
合
、
理
屈
が
先
行
す

る
の
で
は
な
い
。
先
行
す
る
|
|
先
学
の
理
屈
に
よ
り
な
が
ら
行
な
う
個
別

の
仕
事
の
な
か
か
ら
、
途
中
か
ら
形
を
と
り
だ
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
当
然
、
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
個
別
な
仕
事
を
通
し
て
、

つ
く
り
変
え
ら
れ
て
い
く
の
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
」
こ
う
い
う
理
論
構
成

の
仕
方
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
理
論
は
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が

理
論
的
整
合
性
を
も
ち
、
体
系
に
破
綻
が
な
く
、
そ
の
一
般
化
命
題
が
普
遍

的
妥
当
性
を
有
す
る
な
ら
、
独
自
に
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
著
者
は
す
ぐ

れ
た
歴
史
記
述
家
で
あ
る
が
、
同
時
に
強
い
理
論
志
向
も
も
っ
て
い
る
。
そ

れ
に
自
ら
の
学
的
生
命
を
賭
け
て
い
る
か
に
み
え
る
気
醜
を
示
し
て
い
る
。

従
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
審
査
は
、
害
者
の
超
大
な
歴
史
叙
述
に
乙
の
理
論
が
ど

う
適
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
の
検
討
は
省
略
し
て
も
、

B

対
象
を
本
書
一

冊
に
限
っ
て
そ
の
理
論
書
と
し
て
の
価
値
を
検
討
す
る
こ
と
で
十
分
果
た
さ

れ
る
と
思
う
。

さ
て
本
論
に
入
ろ
う
。
本
書
は
第
一
部
「
柳
田
国
男
の
歴
史
学
」
と
第
二

部
「
歴
史
学
的
方
法
の
基
準
」
(
乙
の
題
名
は
デ
ュ
ル
ケ
l
ム
を
連
想
さ
せ

る
)
と
い
う
二
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。
乙
の
構
成
は
一
見
奇
異
で
あ
る
O

F

一つ

の
前
提
ま
た
は
原
理
か
ら
演
緯
的
に
展
開
し
て
ゆ
く
理
論
構
成
も
あ
る
が
、

本
書
は
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
柳
田
、
デ
ュ
ル
ケ
i
ム
、
オ
ッ
ト
l
、
M
・
ウ

ェ
l
パ

i
、
マ
ル
ク
ス
等
異
種
の
理
論
を
綾
り
合
わ
せ
て
「
歴
史
学
的
方
法
」

と
い
う
一
本
の
縄
を
な
う
よ
う
な
構
成
の
仕
方
を
し
て
い
る
。
従
っ
て
著
者

の
理
論
展
開
に
沿
っ
て
そ
れ
ら
諸
理
論
の
位
置
社
け
を
見
る
し
か
な
い
。
ま

ず
第
一
部
に
お
い
て
柳
田
国
男
の
著
作
か
ら
人
類
学
・
民
俗
学
で
は
な
く
歴

史
学
の
方
法
を
読
み
取
っ
た
こ
と
自
体
が
ユ
ニ
ー
ク
な
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ

九








