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キす

晃

生

田
や
畑
は
、
時
代
を
問
わ
ず
、

人
聞
が
生
活
を
営
む
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
場
と
し
て
、
重
要
な
環
境
を
形
づ
く
っ
て
き
た
。
そ
こ

で
は
水
稲
や
麦
を
中
心
と
し
た
様
々
な
穀
物
や
歳
菜
が
生
産
さ
れ
、人
間
の
生
命
を
育
み
続
け
て
き
た
。
し
か
し
田
園
は
、
人
間
に
と
っ
て

単
に
糧
食
を
供
給
す
る
場
と
し
て
の
み
機
能
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
精
神
性
と
も
密
に
関
わ
り
つ
つ
、人
々
の
心
に
も

ま
た
栄
養
を
与
え
続
け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
田
園
の
文
学
的
形
象
と
い
う
営
為
は
、
そ
の
顕
著
な
例
の
一
つ
と
し
て
数
え
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
田
園
と
い
う
場
と
詩
歌
と
の
関
係
を
捉
え
、
詩
歌
と
い
う
文
学
の
中
で
田
園
が
ど
の
よ
う
に
把
握
き

れ
歌
わ
れ
て
き
た
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
以
下
で
は
、
固
と
畑
と
い
う
こ
つ
の
場
の
文
学
的
差
違
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

ひ
と
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
分
っ
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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ま
ず
回
の
歌
の
考
察
か
ら
始
め
た
い
。
こ
れ
ま
で
に
平
安
時
代
の
田
の
歌
を
、
主
に
八
代
集
の
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し

て
、
臼
田
昭
吾
氏
「
平
安
朝
農
事
歌
考
（
上
）
！
「
田
」
素
材
を
中
心
と
し
て
」
（
『
弘
前
大
学
国
語
国
文
学
』
日
・
昭
臼
・
3

）
が
あ
る
。

氏
は
そ
の
中
で
、
平
安
和
歌
と
『
万
葉
集
』
と
の
関
係
を
大
き
な
視
点
と
し
て
設
定
さ
れ
、王
朝
和
歌
に
お
け
る
田
の
歌
の
変
遷
を
『
万
葉

集
』
を
キ
イ
と
し
て
説
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
全
体
の
流
れ
と
し
て
、
田
の
歌
が
『
万
葉
集
』
で
は
一
六
種
六
O
首
見
ら
れ
る
の
に
対

し
、
七
代
集
ま
で
は
三
i

六
種
四
1

一
四
首
に
す
ぎ
ず
、
「
新
古
今
集
」
に
至
っ
て
一
三
種
二
九
首
と
盛
返
し
て
く
る
点
を
述
べ
ら
れ
る
。
ま

た
素
材
的
に
は
『
後
拾
遺
集
』
で
『
万
葉
集
』
に
な
い
素
材
が
現
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
傾
向
は
「
金
葉
集
』
を
経
て
『
新
古
今
集
』
に
お
い

田
」
「
鹿
猪
田
」
「
か
き
つ
田
」
な
ど
が
あ
る
一
方
、
『
万
葉
集
』の素
材
で
八
代
集
に
お
い
て
復
活
す
る
も
の
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
-51-

て
増
大
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
万
葉
集
』
に
あ
っ
て
八
代
集
に
は
見
ら
れ
な
く
な
る
も
の
と
し
て
、
「
刈
り
ば
か
」
「
を
ろ

た
と
え
ば
「
門
田
」
は
、
『
万
葉
集
』
以
後
、
『
金
葉
集
』
『
千
載
集
』
「
新
古
今
集
』
に
お
い
て
目
覚
し
く
復
活
す
る
が
、
こ
れ
を
内
容
的
に

見
れ
ば
、
万
葉
に
お
け
る
人
事
的
詠
法
か
ら
叙
景
的
詠
法
に
変
化
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
源
経
信
及
び
そ
の
子
俊
頼
を
中
心
と
す
る
貴
族
た

ち
の
山
荘
経
営
が
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
秋
田
」
は
、
『
万
葉
集
』
及
び
三
代
集
に
お
い
て
は
相
聞
歌
の
序

と
し
て
農
村
生
活
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
後
拾
遺
集
』
以
後
に
お
い
て
は
、」
れ
も
ま
た
客
観
的
な
叙
景
の
対
象
と
し
て
変
化

し
て
い
く
こ
と
を
述
べ
ら
れ
、
「
早
田
」
も
こ
れ
に
類
同
す
る
傾
向
を
示
す
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
き
ら
に
「
荒
木
田
」
「
荒
田
」
「
荒
小
田
」

の
特
異
な
変
遷
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
る
が
、
総
じ
て
『
後
拾
遺
集
』
及
ぴ
『
金
葉
集
』
の
時
点
に
お
け
る
田
の
歌
の
叙
景
詠
へ
の
質
的
変

化
を
押
え
ら
れ
る
点
に
お
い
て
、
お
お
む
ね
首
肯
さ
れ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。



と
こ
ろ
で
こ
の
臼
田
氏
の
論
述
の
中
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
経
信
の
、

た
と
え
ば
「
タ
き
れ
ば
門
田
の
稲
葉
お
と
づ
れ
て
重
の
ま
ろ
屋
に

秋
風
ぞ
吹
く
」
（
家
集
一
O
一
二
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
田
の
歌
は
、
確
か
に
和
歌
史
的
に
見
て
、
量
的
に
も
質
的
に
も
顕
著
な
変
化
を
示
し
得

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
単
に
「
万
葉
集
』
や
『
古
今
六
帖
』
『
好
忠
集
』
と
い
っ
た
先
行
の
和
歌
作
品
と
の
関
連
か
ら
だ
け
で
な
く
、
漢

詩
文
と
の
関
わ
り
か
ら
説
こ
う
と
さ
れ
た
の
は
久
保
田
淳
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
「
源
経
信
の
和
歌
に
つ
い
て
」
（
『
刷
岸
徳
平
先
触

そ
れ
が
「
和
漢
朗
詠
集
』
（
巻
下
）

中
古
文
学
論

考
』
昭
U
、
有
精
堂
）
に
お
い
て
、
経
信
の
回
へ
の
視
点
が
客
観
的
か
つ
審
美
的
で
あ
る
点
を
述
べ
ら
れ
、

に
立
項
さ
れ
て
い
る
「
田
家
」
（
当
然
『
新
撰
朗
詠
集
』
に
も
存
す
る
）の
中
に
収
め
ら
れ
る
、

碧
越
線
頭
抽
一
一
早
稲
一青
羅
楯
帯
展
一
一
新
蒲
一

と
い
っ
た
白
楽
天
の
詩
句
や

野
酌
卯
時
桑
葉
露

山
畦
甲
日
稲
花
風

-52-

と
い
っ
た
紀
斉
名
の
よ
う
な
本
朝
の
詩
人
た
ち
の
作
品
と
密
に
関
わ
り
つ
つ
、
同
時
に
経
信
自
身
が
、
た
と
え
ば
、
『
本
朝
無
題
詩
』
（
巻
七
、

田
家
）
に
お
い
て
、
「
秋
日
田
家
眺
望
」
の
題
の
下
に

晩
栓
一
一
国
家
一
欲
レ
去
不句
牽
一
一
臨
眺
一
暫
掩
留

路
過
一
一
郊
外
一
残
花
伴
宅
枕
一
一
汀
心
一
臥
柳
秋

雲
鎖
一
一
茅
憲
一
山
雨
漉嵐
披
一
一
松
戸
一
野
煙
幽

洲
草
波
上
月
明
夜

只
伴
一
一
漁
翁
一
梓
一
一
釣
舟
一

と
詠
じ
て
い
る
こ
と
と
も
無
縁
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
け
て
、
経
信
と
中
国
の
詩
人
た
ち
と
の
質
的
相
違

に
つ
い
て
も
論
及
さ
れ
る
の
だ
が
、
と
も
か
く
も
経
信
の
田
の
歌
が
漢
詩
文
と
の
関
係
か
ら
考
察
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
と
思
わ
れ
る
。



一
方
稿
者
は
、
経
信
の
田
の
歌
を
好
忠
の
そ
れ
と
の
関
連
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
拙
稿
「
私
家
集
と
歌
壇
｜
堀

河
院
歌
壇
を
め
ぐ
っ
て
l

」
（
『
王
朝
私
家
集
の
成
立
と
展
開
』
｜
｜
和
歌
文
学
論
集4
、
平
4

、
風
間
書
房
）
に
お
い
て
、
堀
河
百
首
の
作

者
た
ち
が
農
事
や
田
の
歌
を
詠
む
に
際
し
て
、
『
万
葉
集
』
を
背
景
と
し
た
好
忠
詠
、
す
な
わ
ち
王
朝
化
さ
れ
た
万
葉
と
し
て
の
好
忠
詠
を
念

頭
に
置
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
、

そ
の
受
容
史
の
先
縦
と
し
て
経
信
が
位
置
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
す
で
に
久
保
田
氏
が
触
れ
ら
れ
た
知
く
、
経
信
の
「
門
田
」
の
先
例
と
し
て
、
『
万
葉
集
」
以
後
に
お
い
て
は
、
『
好
忠
集
』
（
二

O

こ
の

「
我
が
宿
の
門
田
の
わ
せ
の
ひ
っ
ち
穂
を
見
る
に
つ
け
て
ぞ
親
は
恋
し
き
」
の
一
首
が
認
め
ら
れ
る
、と
い
っ
た
点
が
具
体
的
に
指
摘
し
得

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
さ
ら
に
、
す
で
に
安
田
純
生
氏
が
「
経
信
の
母
に
つ
い
て
」
（
「
樟
蔭
国
文
学
』U
・
昭
日
、
9

）
に
お
い
て

述
べ
ら
れ
た
如
く
、
経
信
母
に
お
け
る
好
忠
受
容
の
問
題
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
経
信
母
が
自
身
の
作
品
の
中
に
好
忠
的

表
現
を
多
く
取
り
入
れ
る
な
ど
し
て
、
好
忠
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
が
、

た
と
え
ば
経
信
へ
の
和
歌
教
育
に
反
映
さ
れ
、
経
信
は
早
く
か
ら

-53-

好
忠
に
対
し
て
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
経
信
は
好
忠
を
積
極
的
に
受
容
す
る
素
養
が
、
若
年
時
か
ら
培
わ
れ

て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
の
問
題
は
、
久
保
田
氏
が
指
摘
さ
れ
た
経
信
の
聞
の
歌
に
お
け
る
漢
詩
文
の
問
題
と
同
程
度
に
、

考
察
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
好
忠
の
田
の
歌
を
再
検
討
し
、
そ
こ
に
内
在
す
る
問
題
を
考
察
し
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
れ
が
和
歌
史
と
ど
の
よ
う
に

関
わ
る
の
か
を
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

実
際
に
好
忠
詠
の
中
に
は
、
実
に
多
様
な
形
で
田
の
歌
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
を
大
別
す
る
と
、
稲
の
種
類
と
田
の
種
類
を
詠
ん
だ
も
の



に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
が
、
ま
ず
稲
の
種
類
を
詠
ん
だ
歌
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

開
わ
さ
苗
を
宿
も
る
人
に
ま
か
せ
お
き
て
我
は
花
見
る
い
そ
ぎ
を
ぞ
す
る

（
毎
月
集
、
二
月
終
）

m
我
が
ま
も
る
な
か
て
の
稲
も
の
ぎ
は
お
ち
て
む
ら
む
ら
穂
先
出
で
に
け
ら
し
も
（
同
、

七
月
中
）

m
荒
げ
な
る
お
く
て
の
稲
を
ま
も
る
ま
に
萩
の
き
か
り
は
す
ぎ
や
し
に
け
む

（
同
、
八
月
中
）

の
三
首
に
は
、
早
稲
菌
、
な
か
て
の
稲
、
お
く
て
の
稲
の
三
種
の
稲
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

日
の
「
わ
さ
な
へ
」
は
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』で
は
本
首
を
用
例
と
し
て
、
「
苗
代
か
ら
田
に
移
し
植
え
る
頃
の
苗
。
さ
な
え
」
と
説
明

は
や
わ
せ

一
般
に
早
生
種
の
稲
と
し
て
は
、
後
述
の
如
く
早
稲
と
い
う
用
語
が
存
す
る
か
ら
、
「
わ
さ
な
へ
」
は
右
の
如
く
単
に
早
苗
の
意
と
も

す
る
。

解
し
得
ょ
う
が
、
「
わ
さ
な
へ
」
と
い
う
呼
称
か
ら
は
、
や
は
り
稲
の
中
で
早
く
成
熟
す
る
早
稲
の
種
の
首
と
い
う
語
感
が
強
い
よ
う
に
思
わ

わ
さ
だ

れ
る
。
後
述
す
る
早
稲
田
の
例
か
ら
見
て
も
、
再
検
討
の
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
語
は
、
『
万
葉
集
』
な
ど
の
先
行
作
品
に
用
例
が

見
え
ず
、
後
続
の
作
品
に
も
ほ
と
ん
ど
例
が
見
え
な
い
が
、
僅
か
に
「
恵
慶
百
首
」
（
夏
）の
中
に
、
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加
わ
き
な
へ
も
植
ゑ
時
す
ぐ
る
程
な
れ
や
し
で
の
た
を
さ
の
声
は
や
め
た
り

と
い
う
同
時
代
例
を
検
出
し
得
る
。
「
好
忠
百
首
」
↓
「
恵
慶
百
首
」
↓
『
毎
月
集
』
と
い
う
順
に
成
立
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
語
は
恵
慶
が

初
め
て
着
目
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
速
断
は
跨
跨
き
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
首
の
聞
に
影
響
関
係
は
想
定
で
き
よ
う
。

次
に
聞
の
「
な
か
て
の
稲
」
は
、
早
生
と
晩
生
の
中
間
の
も
の
で
、
こ
れ
も
他
に
用
例
が
見
当
ら
な
い
。
ま
たm
の
「
お
く
て
の
稲
」
は
、

晩
生
の
稲
で
、
こ
れ
は
比
較
的
例
が
多
い
。
『
古
今
集
』
（
哀
傷
、
八
四
二
、
貫
之
）
に
、

朝
露
の
お
く
て
の
山
田
か
り
そ
め
に
憂
き
世
中
を
思
ひ
ぬ
る
か
な

の
一
首
が
存
す
る
ほ
か
、
『
貫
之
集
』
『
射
恒
集
』
以
下
の
私
家
集
類
に
「
お
く
て
の
稲
」
と
し
て
数
多
く
の
例
が
見
出
き
れ
る
。
同
時
代
例



と
し
て
は
、
「
重
之
百
首
」
（
秋
）

別
白
露
の
お
く
て
の
稲
も
出
で
に
け
り
か
り
く
る
風
は
む
べ
も
吹
き
け
り

の
一
首
が
あ
る
。
従
っ
て
「
お
く
て
の
稲
」
は
、
す
で
に
歌
語
と
し
て
定
着
し
、
歌
人
た
ち
の
使
用
素
材
の
中
に
入
っ
て
い
た
も
の
と
見
ら

れ
る
が
、
先
の
「
わ
き
な
へ
」
「
な
か
て
の
稲
」
な
ど
は
、
好
忠
ら
初
期
百
首
作
者
の
創
意
に
拠
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
こ
う
し
た
好
忠
の
稲
の
種
類
へ
の
着
目
は
、
稲
の
詠
法
の
先
例
と
し
て
後
代
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
ふ
し
も
見
受
け
ら
れ
る
。た
と
え

ば
「
堀
河
百
首
」
に
は

加
わ
ぎ
も
こ
が
門
田
に
植
う
る
は
や
わ
せ
の
苗
代
水
を
い
か
に
引
か
ま
し
（
苗
代
、
基
俊
）

の
ほ
か
、
「
室
の
は
や
わ
せ
」
（
早
苗
、四
O
七
、
仲
実
。
向
、
四
一
四
、
肥
後
）
な
ど
、
「
は
や
わ
せ
」
の
語
が
見
え
、
ま
た
晩
生
の
稲
で
あ-55-

る
「
お
し
ね
」
の
語
も
、

m
秋
か
り
し
室
の
お
し
ね
を
思
ひ
出
で
て
春
ぞ
た
な
ゐ
に
種
も
か
し
け
る

の
一
首
を
初
め
と
し
て
、
「
お
し
ね
か
る
」
（
不
被
知
人
恋
、
一
二
二
七
、
公
実
）
、
「
お
し
ね
の
ひ
た
」
（
田
家
、一一
五
一
、
仲
実
）
な
ど
に

見
出
さ
れ
る
。
前
掲
の
別
稿
に
述
べ
た
如
く
、
堀
河
院
歌
壇
の
歌
人
た
ち
が
『
好
忠
集
』
を
愛
読
し
、

そ
れ
を
積
極
的
に
受
容
し
て
い
た
と

す
れ
ば
、
彼
ら
の
こ
う
し
た
稲
の
種
類
を
詠
む
方
法
は
好
忠
に
学
ぶ
所
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
好
忠
は
、
田
の
歌

の
詠
法
の
一
つ
を
開
発
し
、
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

次
に
好
忠
の
田
の
種
類
を
詠
ん
だ
歌
に
目
を
転
じ
た
い
。
好
忠
が
自
身
の
作
品
の
中
に
詠
ん
だ
田
の
種
類
は
、
稲
の
種
類
以
上
に
実
に
多

様
で
あ
る
。
各
一
例
ず
つ
を
左
に
示
そ
う
。

加
ね
せ
り
摘
む
春
の
沢
田
に
お
り
立
ち
て
衣
の
す
そ
の
ぬ
れ
ぬ
日
ぞ
な
き
（
毎
月
集
、

正
月
中
）



泊
こ
の
め
は
る
春
の
山
田
を
来
て
み
れ
ば
霞
の
衣
た
た
ぬ
日
ぞ
な
き
（
問
、
二
月
初
）

日
荒
小
田
の
去
年
の
ふ
る
あ
と
の
古
蓬
今
は
春
べ
と
ひ
こ
ば
え
に
け
り
（
同
、
二
月
中
）

わ
さ
だ

印
花
に
よ
り
妹
が
早
稲
田
に
手
も
ふ
れ
で
ふ
る
す
な
が
ら
に
暮
ら
す
頃
か
な
（
同
、
二
月
終
）

凶
小
山
田
の
み
だ
え
せ
し
よ
り
あ
め
に
ま
す
岩
と
の
神
を
ね
が
ぬ
日
ぞ
な
き
（
問
、五
月
は
て
）

問
遠
山
田
こ
ぞ
に
こ
り
せ
ず
作
り
お
き
て
も
る
と
せ
し
ま
に
妹
は
た
は
れ
ぬ
（
問
、七
月
初
）

加
我
宿
の
門
田
の
わ
せ
の
ひ
っ
ち
穂
を
見
る
に
つ
け
て
ぞ
親
は
恋
し
き
（
同
、

七
月
中
）

こ
こ
に
は
、
沢
田
、
山
田
（
小
山
田
）
、
荒
小
田
、
早
稲
田
、
遠
山
田
、
門
固
な
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
山
田
は
他
に
一
五
九
、

二
二
O
に
も
、
早
稲
田
は
三
八
四
に
も
、
小
山
田
は
一
四
五
、
四
五
五
に
も
、
ま
た
遠
山
田
は
二
O
七
、
三
九
六
に
も
検
出
さ
れ
る
。

れ
る
も
の
で
、
き
し
て
特
異
な
用
語
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
早
稲
田
も
、
『
万
葉
集
』
に
五
例
（
一
三
五
三
、一
五
六
六
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こ
れ
ら
の
用
語
の
先
行
作
品
に
お
け
る
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
荒
小
田
、山
田
、
小
山
田
は
、
「
古
今
集
』
や
『
後
撰
集
』
に
見
出
き

一
六

四

一
七
六
八
、
二
二
二
O
）
が
検
出
さ
れ
る
ほ
か
、
『
貫
之
集
』
の
中
に
も
、

田
守
る
庵
あ
る
所

同
か
り
は
に
て
日
き
へ
へ
に
け
り
秋
風
に
わ
き
田
か
り
が
ね
は
や
も
鳴
か
な
ん

と
い
う
一
首
の
ほ
か
に
も
う
一
例
が
見
え
、
比
較
的
耳
馴
れ
た
歌
語
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
沢
田
、
遠
山
田
、
門
田
は
、

い
さ
さ
か
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
ず
沢
田
は
、
他
の
作
品
中
に
先
例
が
見
え
ず
、
僅
か
に
、や
や
遅
れ
る
例
と
し
て
『
大
弐
高
遠
集
』

の
中
に

沢
べ
の
田
か
る

却
を
こ
ち
し
に
沢
田
か
り
つ
む
あ
ま
な
れ
ば
い
ね
ど
も
人
の
な
に
か
い
と
は
む



の
一
首
が
見
え
、
下
っ
て
「
堀
河
百
首
」
中
に
、
「
董
菜
」
（
二
四
七
、源顕
仲
）
及
び
「
早
苗
」
（
四O
七
、
仲
実
）
の
項
に
各
一
首
ず
つ
見

出
き
れ
る
。
さ
ら
に
下
っ
て
、
『
忠
盛
集
』
σ3 

3

う
ら
若
き
沢
田
の
こ
せ
り
た
が
た
め
に
人
め
も
し
ら
ず
い
そ
ぎ
つ
む
ら
む

及
び
『
山
家
集
』
の
、

制
荒
れ
に
け
る
沢
田
の
あ
ぜ
に
く
ら
ら
お
ひ
て
秋
待
つ
べ
く
も
な
き
わ
た
り
か
な

な
ど
の
例
が
見
出
さ
れ
る
が
、
と
く
に
忠
盛
詠
は
沢
田
の
芹
摘
を
詠
ん
で
い
る
点
に
お
い
て
、
好
忠
詠
と
共
通
し
て
い
る
。
沢
田
が
好
忠
の

創
意
に
拠
る
語
で
あ
る
か
ど
う
か
速
断
は
で
き
な
い
が
、
好
忠
の
沢
田
詠
が
後
代
に
或
る
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想

像
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

書
院
、
昭
関
）
に
内
閣
文
庫
本
に
よ
る
補
遺
と
し
て
存
す
る
も
の
で
、

む
し
ろ
同
首
を
収
め
る
『
古
今
六
帖
』
（
第
二
、山
田
）
グ〉
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次
に
遠
山
田
は
、
『
射
恒
集
』
に
見
え
は
す
る
も
の
の
、
同
首
は
『
校
本
凡
河
内
印
刷
恒
全
歌
集
と
総
索
引
』
（
滝
沢
貞
夫
、
酒
井
修
編
、
笠
間

蜘
遠
山
田
も
る
や
人
め
の
し
げ
け
れ
ば
は
に
こ
そ
い
で
ね
忘
れ
や
は
す
る

と
の
関
係
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
、
『
古
今
六
帖
』の
編
者
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
源
順
の
家
集
中
に
、

田
の
中
に
水
ひ
く
を
の
こ
あ
り

出
遠
山
田
種
ま
き
お
け
る
人
よ
り
も
ゐ
せ
き
の
水
は
も
り
ま
さ
る
ら
む

と
見
え
て
い
る
こ
と
は
暗
示
的
で
あ
る
。
後
に
「
千
五
百
番
歌
合
」
（
六
O
八
番
右
、
忠
良
卿
）
σ3 

遠
山
田
稲
葉
ほ
の
か
に
雁
鳴
き
て
雲
の
た
え
ま
に
み
か
月
の
影

の
一
首
を
初
め
と
し
て
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
遠
山
田
が
頻
り
に
詠
ま
れ
る
が
、そ
の
基
盤
に
は
『
好
忠
集
』
を
据
え
て
考
え



て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
門
田
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
臼
田
氏
の
検
討
が
あ
り
、
稿
者
も
別
稿
に
お
い
て
少
し
く
触
れ
た
の
で
、
多
く
を
述
べ
な
い
が
、
簡
約

し
て
言
え
ば
、
万
葉
語
で
あ
る
門
田
を
好
忠
が
摂
取
し
、

そ
れ
を
経
信
が
さ
ら
に
既
掲
の
自
作
に
取
り
込
ん
だ
と
い
う
経
緯
を
想
定
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
経
信
詠
に
よ
っ
て
『
金
葉
集
』
に
復
活
し
た
門
田
は
、
以
後
の
和
歌
史
の
表
舞
台
を
飾
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
好
忠
の
田
の
歌
は
、
そ
の
用
語
の
豊
富
さ
に
お
い
て
実
に
多
彩
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
好
忠
は
ま
さ
に
田
園
詩

人
的
な
面
影
を
た
た
え
た
歌
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
田
園
に
向
か
う
彼
の
態
度
は
と
言
え
ば
、

き
わ
め
て
農
民
的
な
立
場
に
立
つ
も
の

で
あ
り
、
農
民
の
視
点
か
ら
田
を
見
る
歌
が
圧
倒
的
に
多
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
と
え
ば
既
掲
の
、
ミ
J
n

，

i
o

／
“

1
J
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3
C
J
U
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n
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υ

－

n
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U
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な
ど
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。

で
は
こ
う
し
た
好
忠
の
詠
歌
態
度
は
、
何
に
拠
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
農
民
的
視
点
か
ら
の
詠
法
と
言
え
ば
、

ま
ず
た
だ
ち
に
「
万
葉
集
」

と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
別
稿
で
も
少
し
く
触
れ
た
が
、
『
万
葉
集
』
の
中
に
収
め
る
、

開
石
の
上
ふ
る
の
わ
き
田
を
ひ
で
ず
と
も
縄
だ
に
は
へ
よ
守
り
つ
つ
居
ら
む

（
巻
七
、
作
者
未
詳
）

m
我
門
に
守
る
田
を
見
れ
ば
佐
保
の
内
の
秋
萩
す
す
き
思
は
ゆ
る
か
も
（
巻
十
、
作
者
未
詳
）

な
ど
の
詠
歌
を
読
め
ば
、
好
忠
の
詠
歌
と
き
わ
め
て
近
似
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

そ
の
点
で
は
、
こ
れ
は
好
忠
の
万
葉

風
の
摂
取
と
い
う
問
題
に
帰
し
て
考
え
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ど
う
も
事
は
さ
ほ
ど
に
単
純
で
は
な
い
ら
し
い
。
近
時

松
本
真
奈
美
氏
は
、
「
曾
爾
好
忠
「
毎
月
集
」
に
つ
い
て
｜
扉
風
歌
受
容
を
中
心
に
｜
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
侃
巻

9

号
・
平3

、

9

）
に
お
い
て
、

好
忠
詠
に
お
け
る
扉
風
歌
か
ら
の
影
響
を
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、

田
に
関
す
る
詠
の
中
で
も
、
た
と
え
ば
「
わ
さ
な
へ
」
を
詠
ん
だ
既
掲
の



回
番
歌
「
わ
さ
首
を
宿
も
る
人
に
ま
か
せ
お
き
て
我
は
花
見
る
い
そ
ぎ
を
ぞ
す
る
」
の
一
首
が
、
『
拾
遺
集
』
（
春
、
四
七
、
斎
宮
女
御
）
の
、

承
平
四
年
中
宮
の
賀
し
給
ひ
け
る
時
の
扉
風
に

春
の
田
を
人
に
ま
か
せ
て
我
は
た
だ
花
に
心
を
つ
く
る
頃
か
な

と
い
う
一
首
の
影
響
下
に
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
標
注
曾
丹
集
』
が
早
く
に
指
摘
し
て
い
る
）
、また
『
毎

月
集
』
グ〉は

た
ち
す
る
秋
は
来
に
け
り
下
り
そ
ぼ
ち
早
首
っ
か
ね
し
袖
も
ひ
な
く
に
（
七
月
初
、
一
八
八

の
詠
が
、
『
貫
之
集
』
（
二
六
二
の
「
京
極
中
納
言
扉
風
歌
」
中
の
秋
歌
の
一
首
、

か
へ
し
袖
ま
だ
も
ひ
な
く
に
秋
の
田
を
か
り
が
ね
き
へ
ぞ
鳴
き
わ
た
る
な
る

こ
の
好
忠
と
貫
之
扉
風
歌
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
久
保
木
寿
子
氏
「
初
期
百
首
と
私
家
集
｜
好
忠
百
首
を
中
心
に
」
（
『
王
朝
私
家-59-

に
拠
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

集
の
成
立
と
展
開
』
｜
和
歌
文
学
論
集
4

・
平
4

、
風
間
書
房
）
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
以
上
か
ら
す
れ
ば
一
見
万
葉
的

と
も
思
え
る
農
民
的
視
点
に
立
つ
て
の
田
の
歌
の
方
法
は
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
も
扉
風
歌
の
詠
法
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

好
忠
の
同
種
の
詠
草
も
万
葉
と
扉
風
歌
と
い
う
複
合
的
な
要
因
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
、
併
せ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
従
来
の
好
忠
リ
万
葉
と
い
う
単
一
な
図
式
は
、
修
正
の
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
右
に
見
た
如
く
、
好
忠
の
田
の
歌
は
そ
の
多
く
が
農
民
的
世
界
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ

れ
が
久
保
田
氏
を
し
て
「
多
分
に
土
く
さ
い
」
と
評
せ
し
む
る
所
以
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、

注
目
す
べ
き
一
首
が
存
す
る
。
そ
れ
は
『
毎
月
集
』
（
七
月
初
、
一
八
七
）
の
秋
部
巻
頭
に
配
さ
れ
、
後
に
『
詞
花
集
』
秋
部
巻
頭
を
も
飾
る
、



山
城
の
鳥
羽
田
の
お
も
を
見
渡
せ
ば
ほ
の
か
に
今
朝
は
秋
風
ぞ
吹
く

と
い
う
一
首
で
あ
る
。
こ
の
一
首
は
、
後
の
「
タ
き
れ
ば
門
田
の
稲
葉
お
と
づ
れ
て
査
の
ま
ろ
屋
に
秋
風
ぞ
吹
く
」
と
い
う
経
信
詠
と
同
質

の
詠
と
言
、
ぇ
、
純
粋
な
田
園
叙
景
詠
の
先
縦
と
見
倣
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
鳥
羽
田
を
見
渡
す
作
者
が
、
肌
に
秋
風
を
感
じ
な
が
ら
、
秋
の

到
来
を
実
感
し
て
い
る
こ
の
一
首
は
、
右
に
見
て
き
た
農
民
的
視
点
か
ら
の
田
園
詠
と
は
全
く
異
質
の
世
界
を
提
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ

し E
。

で
は
好
忠
は

い
か
に
し
て
こ
の
よ
う
な
詠
風
の
方
法
を
獲
得
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
分
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
は
、
漢
詩

文
で
あ
る
。
久
保
田
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
国
家
の
項
に
配
列
さ
れ
る
漢
詩
句
の
数
句
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
早
く
『
千

載
佳
句
』
に
も
そ
れ
に
重
な
り
な
が
ら
同
類
の
数
句
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

5

氷
消
一
一
団
地
一
葦
錐
短春
入
一
一
枝
僚
一
柳
眠
低
（
早
春
、
元
、
寄
楽
天
）
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品
碧
越
線
頭
抽
一
一
早
稲
一青
羅
祐
帯
展
一
一
新
蒲
一（
春
興
、
白
、
春
題
湖
上
）

の
二
句
が
そ
の
典
型
と
言
え
よ
う
が
、
こ
う
し
た
中
国
の
詩
人
に
よ
る
田
の
叙
景
句
が
一
O
世
紀
後
半
の
本
朝
の
詩
人
た
ち
の
注
意
を
惹
い

て
い
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
し
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
規
範
と
し
て
、
本
朝
の
詩
人
た
ち
も
同
種
の
作
品
を
詠
み
始
め
て
い
る
。

た
と
え
ば

「
和
漢
朗
詠
集
』
（
田
家
）に
収
め
る

問
野
酌
卯
時
桑
葉
露

山
畦
甲
日
稲
花
風

斉
名

制
粛
索
村
風
吹
レ
笛
処

荒
涼
隣
月
簿
レ
衣
程

相
如

と
い
う
二
詩
句
は
、
『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
に
よ
っ
て
「
田
家
秋
意
」
の
詩
題
の
下
に
詠
ま
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
『
新
撰
朗
詠
集
」

（
田
家
）
に
も
、
源
順
の
「
田
家
作
」
、及
び
高
岳
相
如
の
「
田
家
秋
意
」
の
詩
句
が
散
見
き
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
O
世
紀
後
半
の
本
朝
の
詩



人
た
ち
に
と
っ
て
、

田
は
彼
ら
の
詩
情
を
託
す
に
ふ
さ
わ
し
い
場
と
し
て
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
好
忠
の
詠
歌
に
影
響
を

与
え
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
わ
け
で
も
源
順
は
、
好
忠
と
呪
懇
の
仲
で
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
経
信
の
漢
詩
句
に
基
づ
く
田
の
叙
景
描
写
の

方
法
は
、
早
く
に
好
忠
に
お
い
て
試
み
ら
れ
始
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
に
好
忠
の
経
信
へ
の
影
響
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
触
れ
た

が
、
右
か
ら
す
れ
ば
、
好
忠
は
単
に
詠
風
の
み
な
ら
ず
、
漢
詩
文
依
拠
と
い
う
方
法
を
も
含
め
た
形
で
、
経
信
に
影
響
を
与
え
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
好
忠
の
田
の
歌
は
、
和
歌
史
の
表
舞
台
を
も
塗
り
変
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
『
後
拾
遺
集
』
に
お
け
る
農

事
・
田
園
詠
の
登
場
で
あ
る
。
ま
ず
同
集
夏
部
に
は

早
苗
を
よ
め
る

曾
禰
好
忠

永
承
六
年
五
月
殿
上
根
合
に
早
苗
を
よ
め
る

藤
原
隆
資
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加
み
た
や
も
り
今
日
は
さ
月
に
な
り
に
け
り
急
げ
や
早
苗
お
い
も
こ
そ
す
れ

加
五
月
雨
に
日
も
暮
れ
ぬ
め
り
道
遠
み
山
田
の
早
苗
と
り
も
は
て
ぬ
に

と
い
う
こ
首
の
早
苗
詠
が
存
す
る
。
前
者
は
好
忠
自
身
の
詠
だ
が
、
い
ず
れ
も
農
民
的
世
界
そ
の
も
の
を
活
写
す
る
点
に
お
い
て

既
述
の

扉
風
歌
的
手
法
に
共
通
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

一
方
向
集
秋
部
下
に
は
、
三
首
の
秋
田
詠
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち

後
冷
泉
院
御
時
后
宮
の
歌
合
に
よ
め
る

伊
勢
大
輔

制
秋
の
夜
は
山
田
の
庵
に
稲
妻
の
光
の
み
こ
そ
も
り
あ
か
し
け
れ

師
賢
朝
臣
梅
津
の
山
庄
に
て
国
家
秋
風
と
い
ふ
心
を
よ
め
る

源
頼
家
朝
臣



湖
宿
近
き
山
田
の
ひ
た
に
手
も
か
け
で
吹
く
秋
風
に
ま
か
せ
て
ぞ
見
る

土
御
門
右
大
臣
家
歌
合
に
秋
の
田
を
よ
め
る

相
模

別
秋
の
田
に
波
寄
る
稲
は
山
川
の
水
ひ
き
植
ゑ
し
早
苗
な
り
け
り

の
三
首
だ
が

こ
こ
に
は
農
民
的
視
点
と
叙
景
的
方
法
と
を
混
在
さ
せ
な
が
ら
、
秋
田
と
い
う
新
た
な
風
景
が
勅
撰
集
を
飾
り
始
め
た
様
相

を
、
如
実
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
抑
の
頼
家
詠
（
既
掲
の
「
タ
き
れ
ば
」
の
経
信
詠
も
同
じ
折
の
も
の
で
あ
る
）
の
詞
書
に

認
め
ら
れ
る
如
く
、
彼
ら
は
「
国
家
秋
風
」
と
い
う
漢
詩
人
た
ち
の
詩
題
と
同
趣
の
歌
題
を
設
定
す
る
こ
と
で
、田
の
歌
の
開
発
に
努
め
た

の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
漢
詩
文
的
世
界
を
基
盤
に
据
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
好
忠
と
共
通
の
方
法
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
詩
文
に
基

づ
く
好
忠
の
田
の
歌
と
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
お
け
る
田
家
の
項
の
設
定
は
、
『
後
拾
遺
集
』の
季
節
詠
に
新
た
な
素
材
を
提
供
し
た
の
で
あ
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っ
た
。
そ
し
て
こ
の
田
の
歌
は
、
夏
の
早
苗
と
秋
の
田
と
を
問
わ
ず
、
以
後
の
勅
撰
集
の
季
節
詠
の
一
郭
を
築
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
す
で
に
臼
田
氏
が
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
、

ひ
と
ま
ず
そ
れ
に
譲
り
た
い
が
、
こ
う
し
た
勅
撰
集
に
お
け
る
回
の
歌
の

生
成
と
展
開
の
基
盤
に
は
、
『
万
葉
集
』
や
扉
風
歌
及
び
漢
詩
文
を
背
景
と
し
て
の
好
忠
の
積
極
的
な
田
に
向
か
う
文
学
的
姿
勢
が
あ
っ
た
こ

と
を
、
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
田
の
詩
歌
の
展
開
に
比
し
て
、
畑
の
詩
歌
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
畑
の
漢
詩
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

畑
は
漢
語
で
言
え
ば
、
固
ま
た
は
園
が
こ
れ
に
該
当
し
よ
う
。
辞
書
の
上
で
は
、
圃
は
菜
を
植
え
、
園
は
木
を
植
え
る
所
と
い
う
区
別
が
存

す
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
が
詩
人
た
ち
に
厳
密
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
圃
園
は
、



漢
詩
の
素
材
と
し
て
は
ま
こ
と
に
乏
し
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
最
初
に
中
国
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

『
芸
文
類
緊
』
は
巻
六
十
五
（
産
業
部
上
）に
園
と
圃
の
項
を
設
け
、
『
初
学
記
』
も
巻
二
十
四
（
居
慮
部
）
に
園
圃
の
項
を
設
け
る
が
、

余
り
見
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
ま
た
『
白
氏
文
集
』
に
あ
た
っ
て
も
、
園
や
圃
の
或
る
風
景
が
白
楽
天
の
詩
心
を
動
か
し
、

そ
れ
が
一
篇
の

詩
と
し
て
文
学
的
に
結
晶
し
て
い
る
よ
う
な
例
は
、

ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
そ
れ
は
、
自
身
の
周
り
を
と
り
囲
む
一

つ
の
環
境
と
し
て
の
素
材
的
意
味
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
薬
圃
は
、

薬
圃
茶
園
為
一
一
産
業
一

野
栗
林
鶴
是
交
遊
（
巻
十
六
、
重
題

O
九
七
七

春
拠
一
一
紅
薬
圃
一
夏
憶
一
一
白
蓮
塘
一（
巻
十
八
、
郡
粛
暇
日
憶
庫
山
草
堂
1

一

一
一
一
、、ー”

僅
か
に
左
の
よ
う
な
例
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
『
白
氏
文
集
』
（
巻
十
五
、
O
八
O
七
）
の
、
「
滑
村
退
居
寄
一
一
札
部
崖
侍
郎
、
翰

等
と
詠
ま
れ
る
が
、
そ
れ
自
体
が
決
し
て
文
学
上
の
テ
l

マ
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
白
楽
天
に
と
っ
て
圃
園
が
意
味
を
持
ち
得
た
の
は
、

林
銭
舎
人
一
詩
一
百
韻
」
の
中
で
、

隙
地
治
一
一
場
圃
一間
時
糞
一
一
土
彊
一

と
か
、
或
い
は

園
菜
迎
レ
霜
死

庭
蕪
過
レ
雨
荒

と
い
う
如
く
、
白
楽
天
の
退
隠
的
生
活
を
形
成
す
る
小
景
の
一
素
材
と
し
て
、
圃
園
は
詩
的
世
界
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
『
白
氏
文
集
歌
詩

索
引
』
に
拠
っ
て
も
、
田
と
園
や
圃
の
使
用
例
の
聞
に
は
、
そ
の
語
数
に
お
い
て
圧
倒
的
な
差
違
が
認
め
ら
れ
、
田
園
の
風
景
は
田
に
よ
っ

て
代
表
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
ふ
し
が
あ
る
。
畑
は
中
国
の
詩
人
た
ち
の
心
を
、

き
ほ
ど
に
刺
激
し
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。



で
は
翻
っ
て
本
朝
の
詩
人
た
ち
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
実
は
我
が
国
の
漢
詩
文
学
を
一
瞥
し
て
も
、
大
勢
は
中
国
の
場
合
と
さ
ほ
ど

に
異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
僅
か
に
『
文
華
秀
麗
集
』
（
巻
上
、
奉
和
春
日
江
亭
閑
望
一
首
。
仲
雄
王
）4
」
、

老
圃
鋤
一a

遅
日

λ

商
帆
蟻
一
一
早
霞

と
、
春
日
の
の
ど
か
な
田
園
の
風
景
を
、
田
畑
を
鋤
く
老
農
に
ス
ケ
ッ
チ
し
た
詩
句
は
存
す
る
が
、
そ
れ
は
圃
園
の
詩
の
主
流
を
形
成
す
る

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
『
本
朝
無
題
詩
」
を
播
く
と
、

茶
園
薬
圃
為
レ
誰
設

秋
月
春
風
教
レ
我
慢
（
巻
七

旧
宅
。
過
一
一
薙
州
旧
宅J
中
原
広
俊
）

の
如
く
、
既
掲
の
白
楽
天
の
詩
句
「
薬
圃
茶
園
為
二
産
業
一
」
を
意
識
し
た
表
現
が
存
し
た
り
、
ま
た

濯
園
生
計
宜
追
レ
跡

甘
従
一
一
官
遊
一
久
属
レ
文
（
巻
七山
家
。
夏
日
山
家
即
事
、
藤
原
周
光
）
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と
か

林
霞
透
レ
舎
許
還
巻

山
雀
狩
窟
去
又
来

莫
レ
道
幽
棲
生
計
乏

濯
園
自
作
一
一
送
レ
年
媒
一（
巻
七
、山
家
。
山
家
春
意
。
藤
原
周
光
）

と
い
っ
た
詩
が
存
し
て
お
り
、
畑
の
耕
作
を
郊
外
の
退
隠
生
活
を
叙
す
る
上
で
の
材
料
と
し
て
用
い
て
い
る
も
の
が
見
出
き
れ
る
が
、

そ
れ

と
て
ご
く
僅
か
な
例
を
数
え
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
白
楽
天
の
園
圃
へ
の
詩
的
態
度
に
倣
う
も
の
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
従

っ
て
畑
と
い
う
場
は
、
漢
詩
文
に
お
い
て
は
田
ほ
ど
に
詩
人
た
ち
の
注
意
を
惹
か
ず
、
大
き
な
意
義
を
担
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
中
に
、

国
家
に
対
し
て
園
固
と
い
っ
た
項
目
が
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
如
実
に
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。



四

で
は
歌
人
た
ち
に
と
っ
て
、
畑
の
風
景
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
ば
ら
く
こ
の
問
題
に
即
し
て
検
討
を
加
え
て
み
た

し五
。

し
か
し
な
が
ら
和
歌
に
お
け
る
畑
と
い
う
テ

l

マ
も
ま
た
、
漢
詩
文
の
場
合
と
同
様
に
、
田
に
比
し
て
決
し
て
豊
か
な
展
開
を
遂
げ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
回
の
歌
の
如
く
、
漢
詩
文
と
密
接
に
関
わ
っ
て
詠
ま
れ
た
ふ
し
も
な
く
、
畑
は
和
歌
文
学
の
中
で
い
わ
ば
独
自
の

風
景
を
形
づ
く
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
畑
の
歌
と
言
え
ば
、
誰
し
も
が
す
ぐ
さ
ま
想
起
す
る
西
行
の
歌
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
新
古
今
集
』

（
雑
中
、
一
六
七
六
）
に
、
「
題
し
ら
ず
」
歌
群
の
一
首
と
し
て
収
め
ら
れ
る
、

と
い
う
詠
で
あ
る
。
古
く
荒
れ
た
畑
の
中
で
凄
凄
た
る
鳩
の
声
を
捉
え
る
こ
の
一
首
は
、

そ
の
荒
涼
と
し
た
風
景
の
実
感
に
お
い
て
、
近
代
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古
畑
の
そ
は
の
立
つ
木
に
ゐ
る
鳩
の
友
呼
ぶ
声
の
す
ご
き
夕
暮

の
短
歌
作
品
に
も
比
肩
し
得
る
程
に
す
ぐ
れ
た
技
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
古
畑
に
関
し
て
、
従
来
の
解
釈
を
越
え
て
、
新
た
な
具
体

的
イ
メ
ー
ジ
を
賦
与
さ
れ
た
の
は
松
岡
心
平
氏
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
氏
は
「
西
行
の
「
ふ
る
は
た
」
の
歌
」
（
『
日
本
古
典
文
学
会
々
報
』

一
一
五
号
、
平
元
）
に
お
い
て
、
我
が
国
の
農
作
史
の
展
開
に
触
れ
つ
つ
、

こ
の
古
畑
が
急
斜
面
の
焼
畑
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
提
示
さ
れ

た
。
氏
の
御
説
を
こ
こ
で
再
ぴ
繰
り
返
す
暇
は
な
い
が
、
農
作
史
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
氏
の
立
論
は
、
実
に
説
得
力
に
富
む
と
言
え
よ

う
。
古
代
に
お
け
る
焼
畑
に
つ
い
て
は
、
畑
井
弘
氏
の
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
焼
畑
農
業
」
（
『
律
令
・
荘
園
体
制
と
農
民
の
研
究
』
、
一
九
八

一
年
、
吉
川
弘
文
館
）
に
詳
し
く
、
焼
畑
は
山
野
を
耕
地
化
す
る
代
表
的
な
方
法
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
実
際
「
畑
焼
く
」
と
い
う
所
為
と

風
景
は
、
歌
人
た
ち
の
眼
に
も
印
象
的
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
松
岡
氏
も
挙
げ
ら
れ
る
、



か
た
山
に
畑
焼
く
を
の
こ
か
の
見
ゆ
る
み
山
桜
は
よ
き
て
畑
焼
け

と
い
う
藤
原
長
能
詠
（
『
拾
遺
集
』
、
雑
春

一
O
五

は
、
そ
の
古
い
例
で
あ
ろ
う
が
、
他
に
も
、

山
も
と
に
畑
焼
く
里
の
夕
暮
も
遠
き
は
細
き
け
ぶ
り
と
ぞ
見
る

（
新
撰
六
帖
、四
七
九
、
信
実
）

紅
葉
ば
を
畑
焼
く
山
と
な
が
む
ら
む
土
佐
の
と
わ
た
る
秋
の
舟
人
（
草
根
集
、

四
八
三
九
／
渡
紅
葉
）

嵐
吹
く
松
を
煙
に
あ
ら
は
し
て
畑
焼
く
山
や
蔦
の
紅
葉
ば

（
松
下
集
、
二
一
三
五
／
蔦
風
）

な
ど
と
見
え
る
。
後
二
例
は
焼
畑
が
紅
葉
の
比
轍
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
」
う
い
う
比
瞭
が
成
立
し
得
る
程
に
「
畑
焼

く
」
景
は
一
般
的
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。と
く
に
正
徹
詠
に
見
ら
れ
る
土
佐
の
地
名
は
、
『
連
珠
合
壁
集
』
に
畑
の
寄
合
語
と
し
て
土
佐

固
と
あ
る
こ
と
に
言
及
さ
れ
る
松
岡
氏
の
御
指
摘
と
も
合
致
し
て
、

興
味
深
い
。
そ
し
て
き
ら
に
同
氏
は
、
『
今
川
氏
真
詠
草
』
中
の
、
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ふ
る
畑
を
焼
く
や
煙
の
年
こ
え
て
そ
の
ま
ま
峰
に
霞
た
な
び
く

の
一
首
が
、
古
畑
イ
コ
ー
ル
焼
畑
の
例
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
、
他
の

古
畑
の
桑
の
若
葉
の
こ
き
た
れ
て
こ
は
い
か
に
と
や
ね
の
み
な
か
る
る

（
新
撰
六
帖
、
二
五O
七
、
為
家
）

今
日
い
く
か
な
ほ
五
月
雨
の
ふ
る
畑
を
な
だ
れ
て
う
づ
む
山
の
椎
柴
（
為
手
千
首
、
二
四
八
／
山
五
月
雨
）

古
畑
も
の
こ
さ
ず
う
ち
の
郡
よ
り
昔
に
か
へ
る
御
代
ぞ
し
ら
る
る

（
向
上
、
九
八
八
／
寄
郡
祝
）

な
ど
も
、
焼
畑
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
定
さ
れ
て
い
る
。
右
の
例
以
外
に
は
、
僅
か
に

春
日
さ
す
山
の
尾
上
の
古
畑
に
め
ぐ
む
若
菜
を
つ
む
や
里
人
（
安
嘉
門
院
四
条
五
百
首
、
二
一
一
）

の
一
首
が
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
同
様
に
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
明
ら
か
に
焼
畑
を
古
畑
と
呼
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
せ

し
め
る
例
と
し
て
、



焼
き
す
て
し
古
山
畑
の
か
た
き
し
に
た
て
る
や
か
ら
き
我
身
な
る
ら
む

現
存
六
帖
、
三
八
八

正
三
位
知
家
）

と
い
う
一
首
が
あ
る
。
こ
こ
に
詠
ま
れ
る
古
畑
に
残
る
立
木
は
、
西
行
詠
を
考
察
す
る
上
で
も
参
考
と
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
焼
畑
へ
の
明
確
な
認
識
は
、
松
岡
氏
が
引
か
れ
る
黒
田
日
出
男
氏
（
「
中
世
の
「
畠
』
と
『
畑
』
｜
焼
畑
農
業
を
考
え

る
た
め
に
l

」
『
日
本
中
世
開
発
史
の
研
究
』
一
九
八
四
年
、
校
倉
書
房
）
の
、
中
世
に
お
け
る
畑
と
畠
の
区
別
と
い
う
指
摘
に
は
っ
き
り

と
示
き
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
た
と
え
ば
黒
田
氏
が
引
か
れ
る
『
大
漢
和
辞
典
』
の
、
「
草
を
焼
い
て
開
墾
し
た
陸
田
、
火
回
の
義
」
の
畑
と
、

「
白
と
田
の
合
字
。
白
は
水
無
く
て
乾
い
て
い
る
義
で
、
乾
田
の
義
と
す
る
」
と
い
う
畠
と
の
、
辞
書
的
意
味
の
区
別
に
も
見
ら
れ
る
が
、

文
学
作
品
に
お
け
る
そ
の
最
も
顕
著
な
例
と
し
て
は
『
夫
木
抄
』
の
両
者
の
扱
い
を
挙
げ
得
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
夫
木
抄
」
は
、
そ

の
巻
第
二
十
四
（
雑
四
）
に
「
畠
」
の
項
を
設
け

い
た
づ
ら
に
荒
る
る
園
生
の
は
た
け
芹
わ
ぴ
し
げ
に
で
も
あ
る
世
な
り
け
り
（
一O
一
七
四
、
正
三
位
知
家
卿
）
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播
磨
な
る
飾
磨
に
作
る
藍
ば
た
け
い
つ
あ
な
が
ち
の
こ
ぞ
め
を
か
見
ん
（
一O
一
七
三
、
信
実
）

の
二
首
を
挙
げ
る
一
方
、
こ
れ
に
接
し
て
「
畑
」
の
項
を
設
け
、さ
ら
に
細
分
し
て
「
と
ほ
山
は
た
」
「
そ
の
の
ふ
る
は
た
」
「
や
け
山
は
た
」

「
は
た
」
「
や
け
は
た
」
の
項
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
焼
畑
や
焼
山
畑
が
含
ま
れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
が
、

ま
た
「
は
た
」
の
中
に
、

既
掲
の
「
山
も
と
に
畑
焼
く
里
の
夕
け
ぶ
り
」
と
い
う
信
実
詠
が
見
え
る
こ
と
も
、
畑
と
焼
畑
の
関
係
を
暗
示
す
る
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
ま

た
「
や
け
は
た
」
の
項
に

人
の
住
む
里
の
け
し
き
に
な
り
に
け
り
山
路
の
末
の
賎
の
焼
畑
（
一

O

一
八
八
）

と
い
う
前
大
僧
正
行
尊
詠
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
近
藤
潤
一
氏
（
「
行
尊
大
僧
正l
和
歌
と
生
涯
｜
』
、
昭
日
、
桜
楓
社
）l土

こ
の
歌
を
修
行
僧
行
尊
の
和
歌
世
界
が
到
達
し
た
、
あ
わ
れ
深
い
洗
練
の
姿
を
示
す
一
首
と
評
さ
れ
る
が
、
西
行
が
自
身
の
先
達
と
認
識
し



た
行
尊
詠
の
中
に
焼
畑
詠
が
見
え
、
後
に
西
行
自
身
も
古
畑
と
い
う
焼
畑
を
自
身
の
詠
歌
の
中
に
詠
み
据
え
る
こ
と
に
な
っ
た
事
実
を
思
う

時
、
両
者
の
等
質
性
が
焼
畑
と
い
う
風
景
を
通
し
て
見
透
か
さ
れ
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
西
行
だ
が
、
彼
は
ま
た
も
う
一
つ
の
畑
の
風
景
を
自
身
の
作
品
の
中
に
結
晶
せ
し
め
、
和
歌
史
の
上
に
別
の
足
跡
を
残
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
遠
山
畑
と
い
う
、
畑
を
遠
景
で
捉
え
た
風
景
で
あ
る
。
遠
山
畑
は
右
に
見
る
如
く
、
『
夫
木
抄
」
の
中
に
も
立
項
さ
れ
、

あ
は
れ
な
る
遠
山
畑
の
庵
か
な
柴
の
煙
の
立
つ
に
つ
け
て
も
（
一

O

一
八
二
／
玉
葉
集
二
二
三
七
）

と
い
う
一
首
を
収
載
す
る
が

」
の
遠
山
畑
の
先
例
は
、
『
新
古
今
集
』
（
雑
上一
五
六
二
／
西
行
法
師
家
集
二
七
二
）
の
、
西
行
の
題
し

ら
ず
詠

雲
か
か
る
遠
山
畑
の
秋
き
れ
ば
思
ひ
や
る
だ
に
悲
し
き
も
の
を
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の
一
首
に
求
め
ら
れ
る
。
下
旬
に
窺
わ
れ
る
情
感
か
ら
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
古
畑
と
同
様
に
荒
涼
と
し
た
風
景
が
思
い
描
か
れ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
久
保
田
淳
氏
（
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
、
昭
臼
、
講
談
社
）
は
、
当
該
歌
の
評
に
お
い
て
、
「
雲
か
か
る
遠
山
畑
の
住
ま
い
は
、
秋

な
ら
ず
と
も
寂
し
い
。
そ
こ
に
秋
が
訪
れ
た
ら
ど
ん
な
に
悲
し
い
こ
と
か
、

そ
れ
に
近
い
山
住
み
の
経
験
を
有
す
る
西
行
は
、
そ
の
悲
し
き

を
実
感
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
確
か
に
西
行
の
体
験
を
ふ
ま
え
て
の
詠
で
あ
ろ
う
が
、
或
い
は
こ
れ
も
焼
畑
の
景
を
想
像
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
焼
畑
の
景
観
は

こ
の
遠
山
畑
の
風
景
に
も
適
合
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
西
行
の
一
首
は
、
久

保
田
氏
が
指
摘
さ
れ
る
「
正
治
初
度
百
首
」
の
中
納
言
得
業
信
広
詠
、

夕
立
に
を
か
だ
の
わ
き
は
露
散
り
て
秋
風
近
し
山
畑
の
庵

と
い
う
影
響
作
を
も
生
み
出
し
た
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
以
後
「
遠
山
畑
」
は
、
既
掲
の
『
夫
木
抄
』
の
順
徳
院
詠
の
他
に
も
、
た
と
え

ば
『
草
根
集
』
グ〉



秋
の
回
の
よ
ひ
の
稲
妻
き
よ
ふ
け
て
遠
山
畑
の
雲
に
残
れ
る

（
三
四
七
五
、田
上
稲
妻
）

雲
、
つ
づ
む
遠
山
畑
の
な
る
こ
な
は
心
引
く
と
も
い
か
が
知
ら
れ
む（
六
四
七
五

忍
恋
）

の
知
く
、
好
ん
で
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
西
行
に
お
け
る
遠
山
畑
と
い
う
用
語
と
風
景
へ
の
着
目
と
創
出
は
、
既
述
の
好

忠
が
好
ん
で
用
い
た
遠
山
田
と
い
う
先
例
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
西
行
に
お
け
る
好
忠
か
ら
の
影
響
と
考
え
ら
れ
よ
う
が
、と
も

か
く
も
西
行
自
身
の
山
里
に
住
む
修
行
僧
と
し
て
の
体
験
が

こ
う
し
た
用
語
の
転
用
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
畑
の
和
歌
史
に

お
け
る
西
行
の
意
義
は
、
き
わ
め
て
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
こ
う
し
た
「
焼
畑
」
や
「
遠
山
畑
」
の
風
景
の
他
に
、
畑
の
歌
と
し
て
僅
か
な
が
ら
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
個
別
の
作
物
を
詠
ん
だ

そ
れ
で
あ
る
。
既
掲
の
『
夫
木
抄
』
中
の
藍
ば
た
け
を
詠
ん
だ
信
実
詠
は
そ
の
一
例
だ
が
、
何
と
言
っ
て
も
注
意
を
引
く
の
は
麻
畑
で
あ
ろ

明
け
ぬ
よ
り
手
向
に
と
り
つ
麻
畠
う
ね
の
の
い
も
の
露
も
残
ら
ず
（
為
手
千
首
、
二
二
八
、
暁
露
）
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フ
。
麻
畑
を
詠
ん
だ
例
と
し
て
は

の
一
首
が
見
出
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
が
、
し
か
し
麻
に
着
目
し
た
歌
は
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
。
中
で
も
曾
禰
好
忠
は
そ
の
家
集
中
に
、

山
夏
麻
の
下
ば
の
草
の
し
げ
き
の
み
日
ご
と
に
ま
さ
る
頃
に
も
あ
る
か
な
（
毎
月
集
、
四
月
中
）

m
我
が
ま
き
し
麻
を
の
種
を
け
ふ
見
れ
ば
千
枝
に
分
れ
て
影
ぞ
涼
し
き
（
問
、
五
月
中
）

測
桜
麻
の
か
り
ふ
の
原
を
け
さ
見
れ
ば
と
山
か
た
か
け
秋
風
ぞ
吹
く
（
好
忠
百
首
、
秋
）

な
ど
と
見
え
る
ほ
か
、
麻
生
（
三
九
五
）
の
語
も
見
え
て
、
好
忠
は
麻
を
詠
む
こ
と
に
き
わ
め
て
積
極
的
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
桜
麻
や
麻

生
は

『
万
葉
集
』
σ〉

桜
麻
の
を
ふ
の
下
草
露
し
あ
れ
ば
明
か
し
て
い
行
け
母
は
知
る
と
も
（
巻
十
一
、
二
六
八
七
）



の
一
首
以
下
、
多
く
詠
ま
れ
た
素
材
で
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
も
麻
は
和
歌
史
の
上
に
畑
の
風
景
の
一
つ
を
形
成
し
得
た
と
言
っ
て
よ
い
。

他
に
好
忠
に
は
、
「
瓜
植
ゑ
し
こ
ま
の
の
原
」（
二
二O
）
や
「
山
が
つ
の
は
て
に
刈
り
は
す
麦
の
穂
」
（
一
三
五
）
な
ど
、
畑
の
作
物
へ
の
著

し
い
着
目
が
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
ら
は
さ
ほ
ど
に
和
歌
史
的
な
意
義
を
有
し
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
僅
か
に
麦
が
、
麦
秋
の
語
に

基
づ
い
て

た
と
え
ば

別
み
そ
の
ふ
に
麦
の
秋
風
そ
よ
め
き
て
山
郭
公
し
の
び
鳴
く
な
り
（
散
木
奇
歌
集
）

の
ほ
か

い
く
つ
か
の
作
品
に
詠
ま
れ
た
点
が
注
意
を
惹
く
に
と
ど
ま
る
。

他
に
畑
の
歌
と
し
て
は

問
嘆
き
そ
ふ
を
の
と
知
ら
ず
や
山
賎
の
は
た
打
つ
を
の
の
音
も
せ
ぬ
ま
は
（
肥
後
集
）

-70-

の
知
く
「
畑
打
つ
」
の
語
が
存
し
た
り

日
む
か
つ
ら
の
畑
の
か
こ
ひ
の
卯
花
や
賎
の
さ
ら
せ
る
て
作
り
の
布
（
為
忠
初
度
百
首
、
仲
正
）

の
よ
う
な
畑
の
卯
垣
に
着
目
し
た
歌
が
見
え
る
。
同
類
の
も
の
と
し
て
は
、
「
畑
の
か
き
ね
」
（
建
久
二
年
三
月
若
宮
歌
合
、
十
四
番
右
、
僧

覚
綱
）
、
「
畑
の
か
き
は
」
（
宝
治
百
首
、
夏
草
、一
O
二
五
、
寂
西
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、そ
れ
ら
は
歌
人
た
ち
の
僅
か
な
畑
の
垣
へ
の

関
心
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

従
っ
て
畑
の
歌
は
、
西
行
が
歌
語
と
し
て
創
出
し
た
古
畑
、
遠
山
畑
と
い
っ
た
用
語
及
び
そ
の
景
観
が
、
和
歌
史
の
上
に
一
つ
の
う
ね
り

を
形
づ
く
っ
た
点
と
、
ま
た
二
、
三
の
個
別
の
品
種
に
対
し
て
歌
人
た
ち
の
着
目
が
あ
っ
た
点
と
を
評
価
し
得
ょ
う
が
、
総
じ
て
言
え
ば
畑

と
い
う
場
は
、
和
歌
作
品
を
創
出
せ
し
む
る
場
と
し
て
豊
か
で
実
り
あ
る
成
果
を
粛
し
得
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。



五

以
上

田
の
歌
と
畑
の
歌
の
特
質
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
右
の
如
き
概
況
を
前
に
し
て
、
稿
者
に
と
っ
て
の
最
大
か
つ
最
終
的
な
関

心
土
、

固
と
畑
と
い
う
き
わ
め
て
類
似
し
た
場
が
和
歌
と
い
う
作
品
形
式
の
中
に
表
わ
さ
れ
る
時
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
差
違
が
生
じ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
田
も
畑
も
、
そ
の
生
産
性
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
等
し
い
価
値
を
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
現
在

の
農
業
史
研
究
の
成
果
を
顧
れ
ば
、
従
来
の
水
田
中
心
史
観
は
着
々
と
訂
正
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
木
村
茂
光
氏
（
『
日
本
古
代
・

中
世
畠
作
史
の
研
究
』
、
一
九
九
二
年
、
校
倉
書
房
）
は
、
畠
地
、
畠
作
へ
の
評
価
を
強
調
さ
れ
る
が
、
現
に
『
万
葉
集
』
（
巻
十
八
、四

一
一一
一、、＿，

の
家
持
の
雨
を
乞
う
長
歌
の
一
節
に
は

j

そ
の
な
り
は
ひ
を

雨
降
ら
ず

日
の
重
な
れ
ば

植
ゑ
し
田
も

蒔
き
し
畑
も

朝
ご
と
に

凋
み
枯
れ
行
く

そ
を
見
れ
ば
i
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と
詠
ま
れ
、
ま
た

『
草
根
集
』
（
九
三
八
）に
も
、

よ
ろ
づ
民
つ
く
ら
む
田
に
も
畑
に
も
ま
く
種
ご
と
に
実
り
き
か
へ
よ

と
、
田
と
畑
は
並
列
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
生
産
性
に
お
い
て
は
田
も
畑
も
等
し
い
価
値
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
、
な
ぜ
和
歌
に
お
い
て
は
田
の
歌
が
豊
か
な
展
開
を
遂
げ
、
畑
の
歌
は
二
、
三
の
個
別
の
テ
l

マ
に
お
い
て
の
み
僅
か
な
進
展
を
示
す

に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
、
右
に
述
べ
た
如
き
和
歌
と
漢
詩
文
と
の
関
連
と
い
う
問
題
が
、
根
深
く
横
た
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。田
の
歌
は
畑

の
歌
に
比
し
て
、
よ
り
豊
か
に
そ
し
て
明
確
に
、
漢
詩
文
に
よ
っ
て
詠
む
べ
き
テ
l

マ
が
与
え
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

と
す
れ
ば
漢
詩
文

と
の
関
係
は
無
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
漢
詩
文
と
い
う
視
点
か
ら
だ
け
で
は
、
右
の
設
問
に
対
す
る
答
は
得
ら
れ
な



い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、

そ
の
漢
詩
文
に
お
い
て
き
え
、

固
と
畑
と
の
聞
に
文
学
上
の
質
的
相
違
が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実

を
包
み
込
ん
だ
上
で
、
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
は
あ
る
ま
い
か
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
こ
の
文
学
に
お
け
る
固
と
畑
の
問
題
は
、

お
そ
ら
く
そ

れ
が
形
づ
く
る
風
景
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

田
は
夏
か
ら
初
秋
に
か
け
て
緑
一
色
に
彩
ら
れ
た
景
観
を
呈
し
、
秋
に

黄
金
色
に
変
じ
て
穂
に
実
を
結
ぶ
と
い
う
、
き
わ
め
て
画
一
的
で
明
確
な
風
景
を
形
づ
く
っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
は
季
節
の
サ
イ
ク
ル
の
中
に

み
ご
と
に
組
み
込
ま
れ
、
歌
集
の
四
季
部
を
構
成
す
る
一
テ
ー
マ
と
し
て
も
文
学
的
成
長
を
遂
げ
て
い
る
。

田
は
当
然
の
如
く
、
早
苗
と
秋

固
と
い
う
二
つ
の
段
階
に
お
い
て
、

そ
の
詠
ま
れ
る
べ
き
時
と
場
が
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
畑
は
、

田
の
よ
う
に
明
確
な

統
一
的
風
景
を
持
ち
得
な
か
っ
た
。
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
作
物
を
調
査
さ
れ
た
古
島
敏
雄
氏
（
『
古
島
敏
雄
著
作
集
』
第
六
巻
〈
第
三
章
第

二
節
、
三
作
物
の
種
類
〉

一
九
七
五
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
畑
地
で
生
産
さ
れ
た
作
物
は
、
穀
類
は
小
麦
、
大
豆
、
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小
豆
以
下
計
一
五
種
、
競
菜
類
は
瓜
、
冬
瓜
、
茄
子
以
下
計
三
二
種
、
果
実
類
は
胡
桃
、
栗
、
柿
以
下
計
五
種
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う

に
雑
多
な
生
産
性
を
提
供
し
た
畑
は
、
翻
っ
て
見
れ
ば
風
景
と
し
て
実
に
描
き
に
く
い
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
藍
や
麻
の

よ
う
な
い
く
つ
か
の
個
別
の
種
の
畑
が
僅
か
に
詠
ま
れ
る
か
、
或
い
は
焼
畑
と
い
っ
た
焦
土
と
も
言
う
べ
き
作
物
の
存
し
な
い
荒
涼
た
る
風

景
が

い
わ
ば
明
確
な
景
観
を
呈
す
る
畑
と
し
て
印
象
的
に
、
西
行
の
如
き
荒
廃
に
鋭
敏
な
感
性
の
持
、
王
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
に
と
ど

ま
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
当
然
季
節
の
サ
イ
ク
ル
に
も
組
み
込
み
難
く
、
現
に
勅
撰
集
に
お
い
て
は
畑
は
雑
歌
に
分
類
き
れ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
畑
は
文
学
上
の
風
景
と
し
て
は
、
そ
の
成
長
を
遂
げ
難
い
場
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

固
と
畑
と
い
う
き
わ
め
て
類
似
し
た
場
は
、

そ
の
文
学
的
風
景
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
異
質
の
場
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま

た
、
和
歌
と
い
う
文
学
が
何
を
詠
も
う
と
し
た
の
か
と
い
う
、
和
歌
の
本
質
的
な
問
題
を
考
え
る
上
で
の
恰
好
の
場
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ

フ


