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和
歌
か
ら

〈
焼
畑
〉

を
考
え
る

川
村

晃
生

今
や
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
焼
畑
農
業
も
、
昭
和
三

O
年
（
一
九
五
五
）
頃
、
す
な
わ
ち
約
半
世
紀
前
頃
ま
で
は
、

や
ま
あ
い

日
本
の
各
地
で
行
わ
れ
て
お
り
、
少
し
山
間
の
村
に
入
れ
ば
誰
も
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

た
と
え
ば
詩
人
田
中
冬
二
は
、
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）
七
月
に
山
梨
県
早
川
町
の
西
山
温
泉
に
浸
か
り
、
奈
良
田
を
訪
ね
て
次
の
詩

- 1 -

を
詠
ん
だ
。

山

W
U仇

ur

口
H
H

抗
WE
内ノ

夕
暮
れ
は
雨
と
な
り
雨
に
ま
じ
り

山
焼
の
灰
が
降
っ
て
来
た
。

父
も
母
も
兄
も
皆
山
仕
事
に
で
か
け
て

(272) 

も
う
七
日



す
ぐ
前
の
渓
の
釣
橋
を
渡
っ
た

(271) 

留
守
に
は
姐
さ
ま
と
幼
い
も
の
達
、
だ
け
。

山
を
登
り
五
里
も
奥

山
の
開
墾
小
屋
で
は
雑
木
林
を
焼
き

そ
こ
へ
ま
ず
蕎
麦
を
播
き

翌
年
は
粟
を
次
の
年
に
は
豆
を
つ
く
る
の
だ
。

さ
あ
っ
と
俄
に
雨
は
強
く
な
り
、
暗
く
な
っ
た
。

ラ
ン
プ
を
占
…
し
た
。

-2-

ラ
ン
プ
の
火
は
瞬
い
た
。

｜
｜
父
親
は
黄
葉
の
皮
を
堆
高
く
背
負
っ
て
い
る
。

母
親
は
木
喜
の
実
を
い
っ
ぱ
い
龍
に
入
れ
て
来
る
。

兄
は
樫
鳥
の
仔
を
捉
え
て
来
る
。
ー
ー

幼
い
も
の
は
姐
さ
ま
か
ら
毎
夜

父
母
た
ち
の
賑
や
か
な
か
え
り
を

こ
ん
な
風
に
聞
か
さ
れ
て

し
づ
か
に
寂
し
く
眠
っ
た
。

雨
は
ま
た
ひ
と
し
き
り
激
し
く



渓
向
い
の
山
を
か
く
し
渓
川
も

下
の
こ
ん
に
ゃ
く
畑
も

け
む
り
な
が
ら
暮
れ
て
し
ま
っ
た
。

御
神
木
の
椛
の
木
で
二
羽
の
鳩
が
鳴
い
た
。

奈
良
回

て

こ
こ
に
は
焼
畑
で
輪
作
さ
れ
る
作
物
や
そ
れ
以
外
の
収
穫
物
、
作
業
小
屋
な
ど
、
焼
畑
に
伴
う
労
働
の
実
態
と
、
一
時
離
れ
て
住
ま
ね
ば

な
ら
な
い
家
族
た
ち
の
寂
塞
が
、
短
い
詩
篇
の
中
に
的
確
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
歌
わ
れ
た
生
活
が
、
そ
れ
ま
で
の
気
が
遠
く

-3-

な
る
程
の
長
い
間
辛
抱
強
く
続
け
ら
れ
て
き
、
日
本
人
の
暮
ら
し
を
支
え
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ず
っ
と
遥
か
な
昔
、
文
学
は
、
と
り

わ
け
貴
族
趣
味
芥
芥
た
る
和
歌
と
い
う
文
学
は
、
こ
の
焼
畑
と
い
う
全
く
異
質
の
世
界
の
有
様
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

或
い
は
和
歌
を
採
る
こ
と
で
焼
畑
の
何
か
が
分
か
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
ば
ら
く
和
歌
を
材
料
に
焼
畑
｜
｜
話
題
は
定
畑
一
般
に
及
ぶ

場
合
も
あ
る
が
i
｜
の
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。

一、

「
焼
畑
と
和
歌
」

の
研
究
史

焼
畑
と
和
歌
の
関
係
を
考
え
る
際
、
最
も
多
く
材
料
を
提
供
す
る
歌
人
は
西
行
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
新
古
今
集
』
（
雑
中
、

一
六
七
六
）

に
入
集
す
る
西
行
の
著
名
な
一
首
、

古
畑
の
そ
は
の
立
つ
木
に
ゐ
る
鳩
の
友
呼
ぶ
声
の
す
ご
き
夕
暮

(270) 



に
見
え
る
「
古
畑
」
が
焼
畑
で
あ
る
こ
と
を
早
く
に
指
摘
し
た
の
は
、
折
口
信
夫
で
あ
っ
た
。
折
口
は
そ
の
こ
と
を
『
日
本
古
代
行
情
詩
集
』

（
一
九
五
三
）

の
中
で
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
岡
野
弘
彦
『
折
口
信
夫
の
記
』
（
中
央
公
論
社
、

一
九
九
六
）
は
そ
の
理
解
が
、
折
口
の
大
正

(269) 

九
年
（
一
九
二

O
）
に
お
け
る
長
野
県
か
ら
静
岡
県
に
か
け
て
の
旅
の
体
験
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

（
折
口
「
海
道
の

砂

そ
の
二
」
、
参
照
）
。

下
っ
て
松
岡
心
平
「
西
行
の
「
ふ
る
は
た
」
の
歌
」
（
『
日
本
古
典
文
学
会
々
報
」

一
九
八
八
、

ニ
も
、
同
首
を
焼
畑
を
詠
ん
だ
も
の
と

し
、
安
土
桃
山
期
の
歌
人
今
川
氏
真
の

古
畑
を
焼
く
や
煙
の
年
こ
え
て
そ
の
ま
ま
峰
に
霞
た
な
び
く

の
例
な
ど
か
ら
、
焼
畑
地
の
う
ち
休
閑
地
と
し
て
放
棄
さ
れ
て
い
る
畑
を
古
畑
と
言
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
立
つ
木
」
に
つ
い
て
も
、

野
本
寛

『
焼
畑
民
俗
文
化
論
』
（
雄
山
閑
、

一
九
八
四
）
が
指
摘
す
る
「
オ
ロ
シ
ギ
」
（
枝
を
落
と
さ
れ
て
幹
だ
け
に
な
っ
た
巨
木
）

で
あ

-4-

る
こ
と
を
論
じ
、
こ
れ
も
焼
畑
地
の
特
徴
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
理
解
は
、
正
鵠
を
射
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
実
に
和
歌
と
焼
畑
と
の
関
係
の
考
察
は
、
こ
の
西
行

の
古
畑
の
歌
の
解
釈
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
畑
を
焼
く
風
景

明
ら
か
に
焼
畑
の
風
景
を
詠
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
歌
の
中
で
、
最
も
古
い
も
の
は
『
拾
遺
集
』
（
雑
春
、

な
が
よ
し

原
長
能
（
九
四
九
年
頃
生
か
）
の
次
の
一
首
か
と
思
わ
れ
る
。

こ

む

ぐ

は

た

や

よ

金
鼓
打
ち
侍
り
け
る
時
に
、
畑
焼
き
侍
り
け
る
を
見
て
詠
み
侍
り
け
る

一
O
五
二
）
に
入
集
す
る
藤



片
山
に
畑
焼
く
男
か
の
見
ゆ
る
み
山
桜
は
避
き
て
畑
焼
け

こ
の
歌
は
家
集
に
よ
れ
ば
、
丹
波
国
（
現
京
都
府
と
兵
庫
県
の
一
部
）

で
作
者
が
病
気
に
な
り
、
所
在
な
い
ま
ま
に
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ
る

が
、
右
の
詞
書
か
ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
平
癒
を
願
っ
て
勤
行
な
ど
を
し
た
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
畑
を
焼
く

山
の
風
景
が
遠
望
さ
れ
た
の
だ
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
片
山
は
焼
畑
の
適
地
で
あ
る
。
焼
畑
の
作
業
を
見
な
が
ら
、
そ
の
山
に
植
え
ら
れ

て
い
る
桜
は
避
け
て
焼
い
て
く
れ
よ
と
、

い
か
に
も
貴
族
的
情
緒
を
先
立
て
て
詠
ま
れ
た
歌
、
だ
が
、
歌
集
の
詞
書
に
は
立
春
の
日
と
明
示
さ

れ
て
い
る
。
春
と
と
も
に
畑
焼
き
の
農
事
は
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
以
後
も
、
断
続
的
に
だ
が
焼
畑
詠
は
江
戸
時
代
ま
で
詠
み
継
が
れ
て
ゆ
く
。

鎌
倉
期
の
歌
人
藤
原
信
実
（
二
七
七
年
生
）

の
歌
（
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
二
二
七
九
）

古
枝
の
ふ
し
の
み
残
る
う
つ
ほ
木
の
立
て
る
も
さ
び
し
畑
の
焼
山

は
、
既
出
の
西
行
の
歌
「
古
畑
の
そ
は
の
立
つ
木
に
ゐ
る
鳩
の
：
：
：
」
と
同
趣
の
風
景
を
詠
ん
だ
も
の
だ
。
実
景
に
基
く
歌
か
ど
う
か
は
不

明
だ
が
、
「
ふ
し
の
み
残
る
」
と
い
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
木
お
ろ
し
の
痕
跡
が
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
実
体
験
の

印
象
が
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
焼
畑
は
意
外
と
貴
族
歌
人
た
ち
の
身
近
な
場
所
で
行
わ
れ
て
い
た
と
想

像
さ
れ
る
。

或
い
は
江
戸
時
代
の
歌
人
加
藤
千
蔭
（
一
七
三
五
年
生
）

の
歌
（
『
う
け
ら
が
花

初
編
』

一
一
八
二
）

を
ち
か
た
の
畑
焼
く
煙
う
ち
霞
み
春
思
ほ
ゆ
る
み
山
べ
の
里

も
、
焼
畑
の
季
節
と
し
て
の
春
の
印
象
を
強
く
与
え
る
一
首
で
あ
る
。
こ
の
歌
も
実
景
に
基
く
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
そ
の
生
涯
の
多
く
を

公
儀
の
役
人
と
し
て
過
し
た
千
蔭
の
境
遇
か
ら
察
す
れ
ば
、
江
戸
近
辺
で
も
焼
畑
の
風
景
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

玉

、
A
a
V
3

し
，
刀
，
刀

- 5 -(268) 



で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
畑
を
焼
く
風
景
を
詠
ん
だ
歌
は
、
連
歌
を
含
め
て
現
在
九
首
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
歌
人
た
ち
に
と
っ
て
こ
の
焼
畑

の
風
景
は
、
意
外
に
身
近
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
な
お
野
趣
に
強
い
農
的
風
景
と
し
て
、
彼
ら
を
惹
き
つ
け
た
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ

ろ、っ。

三
、
片
山
畑
と
い
う
場
所

焼
畑
を
行
う
場
所
と
し
て
は
、
山
畑
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
藤
原
為
家
（
一
一
九
八
年
生
）

の
歌
（
『
新
撰
和
歌
六
帖
』

一七）

の

風
わ
た
る
焼
け
山
畑
の
下
も
え
も
ま
だ
こ
と
ゆ
か
ず
さ
ゆ
る
白
雪

と
い
う
一
首
の
「
焼
け
山
畑
」
に
見
え
る
よ
う
に
、
焼
畑
は
山
中
や
傾
斜
面
を
伐
り
開
い
て
行
わ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
あ

っ
て
、
片
山
は
と
く
に
焼
畑
の
地
と
し
て
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
前
に
示
し
た
長
能
の
歌
も
そ
う
だ
が
、
た
と
え
ば
藤
原
知
家
（
一
一
八
二

年
生
）
の
歌
（
『
新
撰
和
歌
六
帖
』
二
五
人
）
、

践
が
焼
く
片
山
畑
に
立
つ
煙
か
さ
ね
て
霞
む
春
の
夜
の
月

や
、
或
い
は
藤
原
雅
有
（
一
二
四
一
年
生
）

の
歌
（
『
隣
女
集
』
二
四
三
）
、

焼
け
残
る
片
山
畑
の
む
ら
す
す
き
頼
む
か
げ
と
や
き
ぎ
す
鳴
く
ら
む

な
ど
に
、
そ
れ
が
窺
え
る
。

片
山
に
は
「
一
方
が
け
わ
し
く
、
他
方
が
な
だ
ら
か
で
裾
を
長
く
引
い
た
形
の
山
」
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
と
さ
れ
る
。
そ
の
い
ず
れ

か
の
斜
面
が
焼
畑
の
適
地
と
し
て
好
ん
で
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
険
し
い
斜
面
も
、
う
ち
捨
て
ら
れ
て
い
た
わ
け
で

(267) -6-



そ
わ

は
な
か
っ
た
。
西
行
の
「
古
畑
の
そ
は
に
立
つ
木
に
」
の
「
そ
は
」
は
岨
で
、
「
険
し
い
所
。
が
け
、
絶
壁
、
急
斜
面
、
急
坂
な
ど
」
（
『
日

本
国
語
大
辞
典
』
）
を
言
う
。
緩
斜
面
だ
け
で
足
り
な
く
な
れ
ば
、
当
然
急
斜
面
も
伐
開
の
地
と
し
て
選
ば
れ
た
だ
ろ
う
し
、
日
照
の
具
合

に
も
左
右
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
片
山
の
斜
面
は
緩
急
を
問
わ
ず
焼
畑
農
地
の
対
象
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

四
、
お
お
あ
ら
き

和
歌
に
詠
ま
れ
た
焼
畑
は
、
畑
を
焼
く
と
い
う
行
為
や
そ
の
風
景
だ
け
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
焼
畑
と
い
う
農
事
に
関
わ
る
様
々
な
農

的
営
為
が
和
歌
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
ま
ず
「
お
お
あ
ら
き
」
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

和
歌
の
中
に
は
「
お
お
あ
ら
き
」
の
語
が
頻
出
す
る
。
古
く
『
万
葉
集
』
に
は
「
お
ほ
あ
ら
き
野
」
（
一
三
四
九
）

ゃ
「
お
ほ
あ
ら
き
の

う
き
た
の
森
」
（
二
八
三
九
）
が
見
え
、
平
安
時
代
以
後
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
（
雑
上
、
八
九
二
）

の

お
ほ
あ
ら
き
の
森
の
下
草
お
い
ぬ
れ
ば
駒
も
す
さ
め
ず
刈
る
人
も
な
し

と
い
う
読
人
し
ら
ず
の
歌
を
塙
矢
と
し
て
、
お
お
あ
ら
き
の
森
が
数
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
他
に
も
「
お
ほ
あ
ら
き
の
を
ざ
さ

が
原
」
（
好
忠
集
、
四
九
七
）

こ
の
お
お
あ
ら
き
は
、

ゃ
「
お
ほ
あ
ら
き
の
と
を
の
の
は
ら
」
（
長
能
集
、
六
二
）
な
ど
の
例
を
指
摘
で
き
る
。

一
般
に
大
荒
木
の
字
を
あ
て
、
京
都
市
伏
見
区
淀
大
下
津
町
の
与
梓
神
社
の
森
も
し
く
は
奈
良
県
五
候
市
今
井
町

の
荒
木
神
社
の
地
を
想
定
す
る
の
が
通
説
と
さ
れ
て
い
る
。
或
い
は
『
万
葉
集
』
の
歌
に
つ
い
て
言
え
ば
「
あ
ら
き
」
（
積
）
と
関
係
づ
け
、

高
貴
の
身
分
の
人
の
葬
送
の
際
に
窺
宮
（
も
が
り
の
場
）
が
営
ま
れ
た
地
と
解
く
説
も
あ
る
。

し
か
し
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
あ
ら
き
」
の
も
う
一
つ
の
用
例
に
注
意
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
野
本
寛
一

（
前
掲
書
）

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
万
葉
集
』
（
一
一
一

O
）
の
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ゆ
だ
ね
蒔
く
あ
ら
き
の
小
田
を
求
め
む
と
あ
ゆ
ひ
い
で
濡
れ
ぬ
こ
の
川
の
瀬
に

と
い
う
歌
の
「
あ
ら
き
の
小
田
」
や
、
「
あ
ら
き
だ
」
（
三
八
四
八
）

の
「
あ
ら
き
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
あ
ら
き
田
」
は
「
新
墾
田
」

で
、
新
た
に
開
墾
し
た
田
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
ら
き
」
を
転
用
す
れ
ば
、
お
お
あ
ら
き
は
新
た
に
切
り
開
い
た
と
の
意
味
を
想
定
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

つ
ま
り
「
お
ほ
あ
ら
き
の
森
」
は
、
新
た
に
森
を
伐
関
し
た
地
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
固
有
名
詞
と
し
て
一
ヶ
所
の
地

（
与
梓
神
社
や
荒
木
神
社
）
を
指
す
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
が
焼
畑
地
で
あ
っ
た
の
か
定
畑
地
で
あ
っ
た
の
か
、
断
定
は
難
し
い
が
、
野

本
寛

（
前
掲
書
）
に
よ
れ
ば
、
青
森
か
ら
南
島
諸
島
に
至
る
各
地
で
、
焼
畑
の
地
を
指
し
て
ア
ラ
キ
、

ア
ラ
ク
、
ア
ラ
キ
パ
タ
ケ
、

ラ
コ
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
と
さ
れ
、
ア
ラ
キ
は
古
く
焼
畑
開
墾
に
端
を
発
し
、
水
田
や
定
畑
の
よ
う
な
耕
地
開
拓
に
も
広
く
用
い
ら
れ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
和
歌
の
中
に
見
出
さ
れ
る
「
大
荒
木
の
森
」
を
初
め
と
す
る
ア
ラ
キ
は
、
焼
畑
そ
の
他
の
耕
地
を
指
し
全

国
各
地
に
散
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
与
梓
神
社
や
荒
木
神
社
の
森
の
地
が
、
歌
枕
と
し

て
固
定
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
歌
学
書
類
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
お
よ
そ
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

五
、
庵

和
歌
に
は
時
折
、
畑
の
庵
を
詠
ん
だ
例
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
西
行
の
歌
（
『
西
行
法
師
家
集
』
七
一
八
）
、

と
な
り
ゐ
ぬ
畑
の
か
り
屋
に
あ
か
す
夜
は
も
の
あ
は
れ
な
る
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

に
見
え
る
「
畑
の
か
り
屋
」
な
ど
は
そ
の
一
つ
だ
。
他
に
『
正
治
初
度
百
首
」
の
藤
原
隆
房
の
歌
「
種
ま
き
し
木
の
下
麦
の
穂
に
出
で
て
か

げ
に
秋
あ
る
山
畑
の
庵
」
（
八
三
七
）

や
『
玉
葉
集
』
の
順
徳
院
の
歌
「
あ
は
れ
な
る
遠
山
畑
の
庵
か
な
柴
の
煙
の
立
つ
に
つ
け
て
も
」
（
二

二
三
七
）
な
ど
も
そ
の
例
に
は
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
焼
畑
と
関
連
す
る
庵
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
想

(265) 

ア
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像
さ
れ
る
。

焼
畑
は
一
般
に
四
年
前
後
の
輪
作
を
し
た
あ
と
、
該
地
が
林
地
と
し
て
回
復
す
る
こ

O
年
前
後
の
休
閑
期
を
置
く
の
が
常
で
あ
っ
た
か
ら
、

だ
ん
だ
ん
遠
隔
の
地
に
焼
畑
の
地
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
す
る
と
当
然
通
う
の
が
困
難
に
な
る
か
ら
、
簡
単
な
小
屋
掛
け
を
し
て

そ
こ
に
寝
泊
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
普
通
出
作
り
小
屋
と
言
っ
た
。
冒
頭
の
田
中
冬
二
の
詩
に
、
「
父
も
母
も
兄
も
み
な
山
仕
事

に
で
か
け
て
／
も
う
七
日
」
と
い
う
一
節
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
は
何
年
間
か
使
う
と
放
棄
さ
れ
、
不

使
用
の
期
聞
が
生
じ
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
西
行
と
焼
畑
の
関
係
は
密
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
右
に
引
い
た
西
行
の
歌
な
ど
も
、
そ

う
い
う
小
屋
（
庵
）
に
し
ば
し
ば
泊
る
こ
と
が
あ
っ
た
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
「
と
な
り
ゐ
ぬ
畑
の
か
り
屋
」

は
、
放
棄
さ
れ
た
出
作
り
小
屋
に
一
人
で
寝
る
寂
多
感
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
源
俊
頼
（
一

O
五
五
年
生
）

の
歌
（
『
散
木
奇
歌
集
』
六
六
二
）
、
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田
上
の
山
里
に
て
臥
し
た
る
所
に
、
雪
の
も
り
来
た
る
を
見
て
よ
め
る

柴
の
庵
の
ね
や
の
荒
れ
聞
に
も
る
雪
は
わ
が
か
り
そ
め
の
う
は
ぎ
な
り
け
り

と
い
う
一
首
に
見
え
る
田
上
の
地
は
、
古
来
木
材
の
生
産
地
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
こ
の
場
合
は
、
樵
夫
た
ち
が
寝
泊
り
す
る
小
屋
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い

（
た
だ
田
上
で
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
蕎
麦
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が
『
散
木
奇
歌
集
』
に
見
え
る
か
ら
、
焼
畑
の

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
）
。
山
中
に
は
様
々
な
労
働
に
従
事
す
る
人
々
の
簡
易
な
小
屋
が
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
狩
猟
を

生
業
と
す
る
人
々
が
寝
泊
り
す
る
小
屋
も
考
え
ら
れ
る
。
山
中
に
踏
み
込
ん
だ
歌
人
た
ち
の
中
に
は
、
し
ば
し
ば
そ
う
い
う
小
屋
を
使
う
機

会
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
歌
の
中
に
頻
出
す
る
「
庵
」
は
、
人
々
の
山
中
の
労
働
と
い
う
観
点
か
ら
吟
味
し
て
み
る
必
要
が

(264) 

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



六
、
鹿
と
猪

(263) 

焼
畑
地
の
害
獣
と
言
え
ば
、
鹿
と
猪
に
代
表
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
焼
畑
の
作
物
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
荒
ら
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
農
民
た
ち
は

こ
れ
を
防
除
す
る
た
め
に
様
々
な
知
恵
を
絞
っ
た
。
野
本
寛

（
前
掲
書
）
は
、
岩
手
県
の
早
池
峰
山
麓
の
焼
畑
の
村
で
は
害
獣
を
追
う
こ

と
を
鹿
番
と
言
っ
た
と
述
べ
る
が
、
そ
の
防
除
の
方
法
と
し
て
臭
気
や
音
を
利
用
し
た
多
く
の
例
が
全
国
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い

る

一
方
そ
れ
ら
を
狩
猟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
焼
畑
農
民
は
不
足
す
る
動
物
性
栄
養
を
補
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
害
獣
の
駆
除
は
一

方
で
栄
養
の
補
給
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
」
（
天
武
天
皇
四
年
〈
六
七
五
〉
四
月
一
七
日
条
）
に
は
、
肉
食
の
禁
止
令
が
記
録

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
畑
地
の
害
獣
で
あ
る
が
ゆ
え
に
禁
猟
を
免
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
牛
馬
犬
猿
鶏
」
の
肉
を
食
べ
る
こ
と
は
禁
じ
て
も
鹿
や
猪
の
名
は
見
え
ず
、
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
の

『
万
葉
集
』
の
中
に
は
、
漁
師
が
鹿
を
狩
る
こ
と
を
歌
の
中
に
取
り
込
ん
だ
例
が
い
く
つ
か
見
え
る
。
た
と
え
ば
家
持
の
歌
（
四
三
二

O
）、

ま
す
ら
を
の
呼
び
立
て
し
か
ば
さ
を
鹿
の
胸
別
け
行
か
む
秋
野
萩
原

も
、
或
い
は
ま
た
作
者
未
詳
の
歌
（
一
二
四
九
）

山
辺
に
は
さ
つ
を
の
ね
ら
ひ
か
し
こ
け
ど
を
鹿
鳴
く
な
り
妻
が
目
を
欲
り

も
、
鹿
を
狩
猟
の
対
象
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
鹿
が
害
獣
と
し
て
把
握
さ
れ
た
の
は
、
何
も
焼
畑
地
だ
け
で
な
く
水
田
や
定
畑
に
お

と
同
様
に
、
猪
も
害
獣
と
し
て
人
と
相
対
し
続
け
た
。
そ
れ
は
『
万
葉
集
』

い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
最
も
古
い
と
考
え
ら
れ
る
焼
畑
の
時
代
か
ら
人
間
と
鹿
の
関
係
は
深
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
鹿

し

し

ふ

み

お

こ

し

し

し

だ

も

ろ

ご

と

の
中
に
、
「
鹿
猪
践
起
」
（
四
七
八
）
と
か
「
鹿
猪
田
禁
如
」



（三

0
0
0）

の
よ
う
に
、
鹿
猪
と
書
い
て
「
し
し
」
（
肉
や
獣
の
意
）
と
読
む
表
記
法
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
想
像
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ

、
叶
／

Oま
た
和
歌
と
猪
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
猪
の
枕
詞
と
し
て
の
「
か
る
も
か
く
」
の
存
在
を
指
摘
で
き
る
。
古
い
例
と
し
て
は
、

『
後
拾
遺
集
」
（
八
二
ニ
に
収
め
る
和
泉
式
部
の
歌
、

か
る
も
か
き
ふ
す
猪
の
床
の
い
を
安
み
さ
こ
そ
ね
ざ
ら
め
か
か
ら
ず
も
が
な

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
「
か
る
も
」
は
、
草
や
木
の
枝
を
積
み
上
げ
た
り
、
穴
を
掘
っ
た
り
し
て
作
ら
れ
る
猪
の
床
の
こ
と
で
、

現
在
も
カ
イ
マ
、
カ
モ
、
カ
ル
モ
、

ツ
キ
ネ
ヤ
、

ユ
キ
カ
イ
マ

（
以
上
『
綜
合
日
本
民
俗
語
柔
』
に
拠
る
）
と
い
っ
た
語
で
全
国
各
地
に
伝

わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
（
『
銀
杏
鳥
歌
』

同
号
、
二

0
0
0）

で
す
で
に
論
じ
た
の
で
詳
細
は
そ
れ
に
譲
る
が
、
こ
う
し
た
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語
も
焼
畑
に
関
わ
る
狩
猟
用
語
と
し
て
拾
い
上
げ
ら
れ
、
歌
人
た
ち
の
知
識
の
中
に
入
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

七
、
狩
猟
ー
ー
ー
垣
、
犬
、
ま
ぶ
し

『
万
葉
集
』
に
う
ま
く
理
解
の
届
か
な
い
歌
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
巻
七
（
一
二
八
九
）
に
収
め
る
、

垣
越
し
に
犬
呼
ぴ
越
し
て
鳥
狩
す
る
君
青
山
の
繁
き
山
辺
に
馬
休
め
君

と
い
う
一
首
で
、
初
句
の
「
垣
越
し
に
」
が
ど
う
に
も
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。
『
万
葉
集
』

の
注
釈
書
に
あ
た
る
と
、
『
寓
葉
集
全
注
」

（
渡
瀬
昌
忠
担
当
巻
）
は
「
犬
に
垣
を
飛
び
越
え
さ
せ
て
」
と
口
訳
す
る
の
み
で
、
こ
の
語
へ
の
コ
メ
ン
ト
は
見
え
な
い
。
伊
藤
博
『
高
葉

集
調
停
在
』
は
、
人
家
の
垣
と
解
し
人
目
の
つ
か
な
い
所
に
男
を
呼
び
込
む
女
の
歌
と
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

つ
ま
り
垣
の
犬
は
、
「
垣
根
を

(262) 

越
え
て
女
の
側
に
飛
び
込
ん
で
き
た
犬
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
し
か
し
こ
の
垣
を
理
解
す
る
手
が
か
り
は
、
後
代
の
例
だ
が
、
次
の
歌



に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
夫
木
抄
』
（
一

O
一
八
七
）
に
収
め
る
藤
原
信
実
の
歌
、

(261) 

片
山
の
畑
の
垣
の
杉
原
の
た
ね
よ
り
も
げ
に
し
げ
る
夏
草

の
一
首
で
、
こ
こ
に
は
「
片
山
の
畑
の
垣
ほ
」
と
地
形
の
説
明
が
見
え
る
。
片
山
の
畑
だ
か
ら
、
前
述
の
片
山
の
説
明
か
ら
し
て
焼
畑
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

野
本
寛

（
前
掲
書
）
は
、
焼
畑
農
民
が
鹿
や
猪
｜
と
く
に
猪
｜
の
害
か
ら
作
物
を
守
る
た
め
に
、
垣
根
を
造
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い

る
。
そ
れ
は
猪
垣
と
言
っ
て
、
木
や
石
で
造
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
が
、
土
手
の
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
静
岡
県
に
は
、
シ
シ
ド
イ
の
固
有

名
詞
と
地
名
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
ド
イ
は
土
居
で
、
土
を
盛
り
上
げ
て
造
っ
た
土
手
の
こ
と
だ
。
従
っ
て
こ
の
『
万
葉
集
』
の
歌
の
垣

は
、
焼
畑
の
害
獣
防
御
の
た
め
の
垣
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
も
犬
は
、
焼
畑
農
民
た
ち
が
狩
猟
を
す
る
際
の
重
要
な
助
っ
人
で
あ
っ

の
と
い
う
断
定
は
で
き
な
い
が
、
そ
う
し
た
焼
畑
農
民
の
伝
統
的
な
生
活
誌
に
端
を
発
す
る
系
統
の
歌
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
、
だ
ろ
う
。
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た
。
と
す
れ
ば
こ
の
歌
に
、
垣
と
犬
が
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
わ
け
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
歌
が
焼
畑
農
民
の
生
活
そ
れ
自
体
を
詠
ん
だ
も

な
お
こ
の
歌
に
は
、
鳥
狩
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
焼
畑
農
民
た
ち
が
狩
猟
の
対
象
と
し
た
鳥
は
、
蕎
麦
を
荒
ら
す
山
鳥
や
豆
類
を
狙
う
鳩
で

あ
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
も
、
焼
畑
詠
の
中
に
鳥
狩
が
出
て
く
る
の
は
必
然
な
の
で
あ
る
。

ま
た
平
安
時
代
に
入
る
と
、
狩
猟
用
語
の
「
ま
ぶ
し
」
が
歌
の
中
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
『
好
忠
集
』
（
九
月
上
の
項
、
二

五
六
）

の
ま
ぶ
し
さ
し
鳩
吹
く
秋
の
山
人
は
お
の
が
あ
り
か
を
知
ら
せ
や
は
す
る

と
い
う
歌
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
「
ま
ぶ
し
さ
し
」
（
漁
師
が
鳥
獣
を
射
る
時
、
柴
な
ど
で
身
を
隠
す
こ
と
）

ゃ
「
鳩
吹
く
秋
」
（
狩
人
が
鹿

の
あ
り
か
を
知
ら
せ
た
り
仲
間
を
呼
ぶ
た
め
に
、
手
の
ひ
ら
を
合
わ
せ
て
鳩
の
鳴
声
を
出
す
こ
と
）
と
い
っ
た
狩
猟
用
語
が
見
え
る
。
後
に



源
俊
頼
が
「
ま
ぶ
し
さ
す
さ
つ
を
の
笛
の
声
ぞ
と
も
知
ら
で
や
鹿
の
鳴
き
か
は
す
ら
ん
」
（
『
散
木
奇
歌
集
」
四
五
八
）
と
詠
ん
だ
の
は
、
障

子
絵
に
お
い
て
で
あ
っ
た
が
、
「
ま
ぶ
し
」
は
そ
れ
ほ
ど
貴
族
た
ち
に
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の

「
か
る
も
」
の
拙
稿
に
お
い
て
述
べ
た
の
で
詳
細
は
略
に
従
う
が
、
こ
こ
に
も
焼
畑
生
活
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

八
、
榛
（
は
り
）

『
万
葉
集
』
に
は
、
榛
や
榛
原
の
歌
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
巻
一

（
五
七
）
に
は
、

引
馬
野
に
に
ほ
ふ
榛
原
入
り
乱
れ
衣
に
ほ
は
せ
旅
の
し
る
し
に

な
が
の
い
み
き
お
き
ま
ろ

と
い
う
、
長
忌
寸
奥
麿
の
有
名
な
榛
原
の
歌
が
あ
り
、

ま
た
巻
七
（
一
一
五
六
）

。
」
斗
品
、

司コ

住
の
江
の
遠
里
小
野
の
ま
榛
も
ち
す
れ
る
衣
の
さ
か
り
す
ぎ
ゆ
く

と
い
う
榛
の
歌
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
衣
を
染
め
る
染
料
と
し
て
の
榛
の
役
割
に
注
目
し
た
歌
だ
。

榛
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
草
本
類
の
ヌ
ハ
リ
と
す
る
折
口
信
夫
の
説
も
あ
る
が
、

一
般
に
通
説
で
は
木
本
類
の
ハ
ン
ノ
キ
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
も
し
こ
れ
が
ハ
ン
ノ
キ
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
焼
畑
と
関
わ
ら
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
も
野
本
寛
一

（
前
掲
書
）

の
助
言
に
耳
を
傾
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

ハ
ン
ノ
キ
は
空
中
窒
素
を
固
定
化
し
、
土
を
肥
や
す
働
き
が
あ

る
。
ま
た
細
菌
や
虫
に
対
す
る
抗
生
物
質
を
生
産
す
る
た
め
に
、
焼
畑
地
で
は
輪
作
最
終
年
の
終
り
に
榛
を
移
植
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
。

ま
た
こ
の
榛
を
ハ
リ
と
呼
ん
だ
の
は
、
新
墾
の
「
は
り
」
と
関
わ
ら
せ
て
榛
の
生
え
て
い
る
所
が
開
墾
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
土
地
で
あ

っ
た
か
ら
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
石
川
県
白
峰
村
で
は
、
太
い
榛
の
木
が
あ
れ
ば
そ
の
周
囲
一

0
0メ
ー
ト
ル
四
方
は
土
が
肥
え
て
い
る
と
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伝
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
地
味
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
。



江
戸
時
代
の
歌
だ
が
、
木
下
幸
文
（
一
七
七
九
年
生
）
が
詠
ん
だ
歌
（
『
亮
々
遺
稿
』

一
四
五
四
）
、

あ
し
ひ
き
の
片
山
か
げ
の
榛
原
の
下
ゆ
く
水
に
蛍
飛
ぶ
な
り

は
、
焼
畑
の
適
地
で
あ
る
片
山
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
お
り
興
味
を
惹
く
。
や
は
り
榛
の
歌
は
、
焼
畑
と
関
わ
ら
せ
て
考
え
る
余
地
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。九

、
柳

西
行
の
歌
（
『
西
行
法
師
家
集
」
一
二
六
）
に
、

山
家
柳
を

山
が
つ
の
片
岡
か
け
て
し
む
る
野
の
境
に
立
て
る
玉
の
を
柳

と
い
う
一
首
が
あ
る
。
こ
の
柳
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
久
保
田
淳
（
「
空
仁
・
惟
方
・
西
行
」
、

一
九
九
五
年
六
月
和
歌
文
学
会
例
会
発
表
）

が
『
留
守
家
文
書
』
の
「
岩
城
分
七
町
荒
野
絵
図
」
を
用
い
て
、
境
界
木
と
し
て
の
柳
の
実
用
性
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
私
も

柳
の
様
々
な
実
用
性
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
『
日
本
文
学
か
ら
「
自
然
」
を
読
む
』
勉
誠
出
版
、
二

O
O四）。

で
は
こ
の
歌
で
の
柳
は
、
ど
の
よ
う
な
境
界
に
立
っ
て
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
に
は
、
焼
畑
の
適
地
と
し
て
の
片
山
に
類
す
る
片
岡
の

語
が
見
え
る
。
片
岡
も
焼
畑
地
の
一
つ
と
し
て
考
え
得
る
余
地
を
十
分
に
残
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
柳
に
つ
い
て
も
野
本
寛
一

（
前
掲
書
）
が
、
山
梨
県
早
川
町
奈
良
田
（
冒
頭
の
田
中
冬
二
「
山
郷
」
が
詠
ま
れ
た
地
）

で
は
、
焼
畑
地
の
左
右
の
境
界
に
は
、
石
を
目

安
と
し
て
置
い
て
、
石
の
聞
に
焼
畑
を
開
く
た
び
に
川
か
ら
河
原
柳
の
苗
を
こ
い
で
き
て
植
え
た
事
例
を
報
告
し
て
い
る
。

柳
は
家
回
り
の
垣
根
と
し
て
も
、
田
を
細
分
化
す
る
際
の
標
木
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、
土
地
を
区
切
る
境
界
木
と
し
て
利
用
さ
れ
た
が
、

(259) -14-



焼
畑
地
で
も
同
様
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一O
、
夏
草

和
歌
に
お
い
て
比
較
的
歌
材
が
乏
し
い
夏
の
歌
の
中
で
、
夏
草
は
そ
の
季
節
の
重
要
な
材
料
と
し
て
好
ん
で
歌
わ
れ
た
。
夏
草
の
旺
盛
な

繁
茂
が
、

い
か
に
も
夏
と
い
う
季
節
を
彩
る
恰
好
な
風
景
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。

古
く
『
万
葉
集
』
（
一
九
八
四
）
に
は
、

こ
の
頃
の
恋
の
繁
け
く
夏
草
の
刈
り
払
へ
ど
も
生
ひ
し
く
如
し

と
い
う
歌
が
見
え
、
恋
心
の
募
っ
て
い
く
様
が
あ
た
か
も
夏
草
の
旺
盛
な
成
長
力
に
匹
敵
す
る
か
の
よ
う
に
歌
わ
れ
、
ま
た
『
古
今
集
』

（
恋
四
、
六
八
四
）

の
凡
河
内
弟
恒
の
歌
、

戸、J

か
れ
は
て
む
の
ち
を
ば
知
ら
で
夏
草
の
深
く
も
人
の
思
ほ
ゆ
る
か
な

の
よ
う
に
、
夏
草
と
言
え
ば
「
深
い
」
こ
と
が
す
ぐ
さ
ま
連
想
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
そ
の
繁
茂
の
有
様
は
人
々
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
。

建
久
四
年
（
一
一
九
一
二
）
、
左
大
将
藤
原
良
経
が
主
催
し
た
「
六
百
番
歌
合
」
に
お
い
て
、
夏
の
部
に
「
夏
草
」
が
歌
題
と
し
て
設
定
さ
れ
、

歌
人
た
ち
が
競
っ
て
夏
草
の
歌
を
詠
ん
だ
の
も
。
そ
う
し
た
和
歌
史
の
伝
統
に
支
え
ら
れ
て
の
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
夏
草
の
代
表
的
な
も
の
と
言
え
ば
、
カ
ヤ
の
類
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
万
葉
集
』
（
一
一

O
、
三
九
六
）
に
は
、

大
名
児
を
を
ち
か
た
野
辺
に
刈
る
か
や
の
束
の
間
も
我
忘
れ
め
や

陸
奥
の
真
野
の
か
や
原
遠
け
ど
も
面
影
に
し
て
見
ゆ
と
い
ふ
も
の
を

(258) 

と
い
っ
た
歌
が
見
え
、
そ
れ
ぞ
れ
「
刈
る
か
や
」
は
「
苅
草
」
と
、
「
か
や
原
」
は
「
草
原
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
カ
ヤ
の
類
が
夏
草
の



中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
カ
ヤ
は
、

ス
ス
キ
、
チ
ガ
ヤ
、

ス
ゲ
な
ど
の
総
称
と
さ
れ
、
そ
の
力
強
い
繁
茂

(257) 

ぶ
り
は
今
で
も
経
験
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
往
昔
の
人
々
に
と
っ
て
も
夏
の
風
景
の
特
徴
的
な
一
齢
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

し
か
し
そ
の
風
景
が
い
か
に
も
夏
ら
し
い
も
の
と
し
て
歌
人
た
ち
に
好
ま
れ
た
と
い
う
感
性
の
問
題
以
前
に
、
草
が
田
畑
に
す
き
入
れ
る

重
要
な
肥
料
で
あ
り
、
ま
た
牛
馬
に
と
っ
て
も
重
要
な
飼
料
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
カ
ヤ
な
ど
が
住
居
の
屋
根
材
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
た
こ

と
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
夏
草
が
農
民
に
と
っ
て
生
活
の
重
要
な
必
需
品
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
を
致
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
夏

草
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
春
秋
の
彼
岸
前
後
に
お
け
る
草
山
焼
が
行
わ
れ
、
そ
の
技
術
が
焼
畑
に
転
用
さ
れ
た
の
で
も
あ
っ
た

（
野
本
寛

（
前
掲
書
）
）
。

私
た
ち
は
そ
も
そ
も
『
万
葉
集
』
の
中
に
、
そ
の
生
活
風
景
の
一
齢
と
し
て
夏
草
や
カ
ヤ
が
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
す
必
要
が
あ

る
だ
ろ
、
っ
。

一
九
八
四
の
よ
う
に
夏
草
は
刈
り
払
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
一
一

O
の
よ
う
に
カ
ヤ
は
束
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
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そ
う
し
た
労
働
の
際
の
歌
の
中
に
、
ま
ず
夏
草
や
カ
ヤ
は
入
っ
て
来
た
の
、
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
の
ち
に
和
歌
の
一
つ
の
伝
統
を
築
い
て

い
く
素
地
と
な
っ
た
の
だ
。
王
朝
以
後
の
和
歌
史
の
水
脈
に
流
れ
込
む
以
前
、
夏
草
に
し
て
も
カ
ヤ
に
し
て
も
農
民
の
労
働
と
い
う
問
題
と

深
く
結
ぼ
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

一
、
栃

和
歌
史
の
中
で
、
栃
を
詠
ん
だ
例
は
き
わ
め
て
珍
し
い
。
そ
の
稀
有
な
例
を
詠
み
残
し
て
い
る
の
が
、
実
は
こ
れ
ま
た
西
行
な
の
で
あ
る
。

『
山
家
集
』
ご
二

O
二
）
に
、

山
深
み
岩
に
し
だ
る
る
水
た
め
む
か
つ
が
つ
落
つ
る
栃
拾
う
ほ
ど



と
い
う
歌
が
見
え
る
。
こ
の
栃
は
西
行
の
食
事
に
供
せ
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
第
三
句
も
「
水
た
め
む
」
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
飲
料
の
水
と

あ

く

い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
栃
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
栃
の
灰
汁
ぬ
き
の
た
め
の
水
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
栃

は
保
存
食
と
し
て
、
栃
が
ゆ
、
栃
餅
、
栃
団
子
な
ど
と
し
て
使
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
焼
畑
文
化
圏
に
お
い
て
、
収
穫
作
物
と
は
別
の
採
集
食

物
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
人
々
の
生
活
を
支
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
野
本
寛
一

（
前
掲
書
）
に
加
え
て
、
同
『
栃
と
餅
』

（
岩
波
書
店
、
二

O
O五
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
栃
は
、
西
行
に
と
っ
て
も
命
を
繋
ぐ
重
要
な
生
活
の
糧
で
あ
っ
た
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
行
の
歌
に
は
焼
畑
に
関
わ
る
語
葉
が
際
立
っ
て
多
い
。
す
な
わ
ち
、
古

畑
、
立
つ
木
、
畑
の
か
り
屋
、
鳩
、
柳
、
そ
れ
に
こ
の
栃
で
あ
る
。
焼
畑
の
生
活
や
文
化
に
関
わ
る
素
材
や
環
境
を
、
西
行
は
き
わ
め
て
積

お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
は
、
西
行
の
生
活
圏
が
焼
畑
文
化
圏
に
重
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
て
大
過
あ
る
ま
い
。
西
行
と
言
え
ば
、
た
と
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極
的
に
和
歌
に
取
り
込
み
、
ま
た
そ
れ
を
い
わ
ば
実
感
深
く
詠
み
上
げ
て
い
る
の
だ
。
い
っ
た
い
そ
れ
は
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

え
ば
或
る
一
定
の
期
間
住
ん
だ
吉
野
の
地
が
思
い
起
さ
れ
る
。
吉
野
は
焼
畑
の
盛
ん
な
地
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
宮
本
常
一

（
『
開
拓
の
歴

史
』
未
来
社
、

一
九
六
三
）
は
、
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。

白
山
麓
ば
か
り
で
は
な
い
。
大
和
吉
野
山
中
な
ど
も
焼
畑
の
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
く
に
十
津
川
筋
の
天
ノ
川
や
大

塔
村
の
東
奥
は
焼
畑
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
れ
ま
で
に
掲
げ
た
西
行
の
焼
畑
関
係
の
歌
は
、
吉
野
で
詠
ま
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
西
行
は
、
そ
の
視

界
に
焼
畑
的
風
景
を
収
め
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
栃
の
実
の
採
集
と
い
っ
た
焼
畑
的
生
活
を
も
実
践
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(256) 



一
二
、
蕎
麦
と
粟

(255) 

蕎
麦
も
ま
た
和
歌
に
登
場
す
る
こ
と
は
珍
し
い
。
『
古
今
著
聞
集
』
（
飲
食
第
廿
八
）
に
は
、
道
命
阿
閤
梨
（
九
七
四
年
生
）
が
修
業
中
に
、

そ
ま
む
ぎ

山
人
が
与
え
て
く
れ
た
食
物
が
分
ら
な
か
っ
た
の
で
、
何
か
と
尋
ね
る
と
、
蕎
麦
、
だ
と
答
え
た
の
で

ひ

た

は

引
板
延
へ
て
烏
だ
に
す
ゑ
ぬ
そ
ま
む
ぎ
に
し
し
っ
き
ぬ
べ
き
心
地
こ
そ
す
れ

と
歌
に
詠
ん
だ
、
と
い
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
道
命
は
蕎
麦
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
だ
。
実
話
か
ど
う
か
は
分

ら
な
い
し
、
場
所
も
不
明
で
あ
る

（
道
命
の
履
歴
か
ら
見
て
、

い
ず
れ
京
近
辺
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
）
。
新
島
繁
（
『
蕎
麦
史
考
』
東
京
書

房
社
、

一
九
八
二
に
よ
れ
ば
、
蕎
麦
の
栽
培
は
元
正
天
皇
の
詔
（
『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
〈
七
二
二
〉
七
月
十
九
日
）

や
仁
明
天
皇
の
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詔
（
『
続
日
本
紀
』
承
和
六
年
〈
八
三
九
〉
七
月
二
十
一
日
）
に
見
え
る
か
ら
、
古
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
『
古

今
著
聞
集
」
に
あ
る
よ
う
に
、
蕎
麦
は
山
人
の
食
物
で
あ
っ
て
、
未
だ
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
道
命
は
、
蕎
麦

を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
次
に
掲
げ
る
『
散
木
奇
歌
集
』
（
五
三
九
）
の
歌
は
、
蕎
麦
の
実
態
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

そ
ま
む
ぎ

田
上
に
て
川
の
ほ
り
に
立
ち
な
み
た
る
柳
の
木
に
、
蕎
麦
と
い
ふ
も
の
を
か
け
た
る
が
、
月
夜
に
こ
ぐ
ら
く
見
え
け
れ
ば
よ
め
る

川
柳
さ
し
も
お
ぼ
え
ぬ
姿
か
な
そ
ば
は
さ
み
つ
つ
月
み
た
て
れ
ど

田
上
は
作
者
源
俊
頼
の
所
領
の
あ
る
地
で
あ
っ
た
。
京
に
近
い
近
江
国
の
琵
琶
湖
畔
の
こ
の
地
は
、
古
代
か
ら
材
木
の
生
産
地
と
し
て
重
要

な
役
割
を
果
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
蕎
麦
が
作
ら
れ
加
工
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
一
刈
り
取
っ
た
蕎
麦
を
川
岸
の
柳
に
懸
け

て
干
し
て
い
る
様
が
歌
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
実
態
を
よ
く
伝
え
て
い
る
も
の
と
し
て
貴
重
な
歌
だ
ろ
う
。



一
方
粟
は
『
万
葉
集
』
以
来
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
中
で
も
佐
伯
宿
禰
赤
麿
の
歌
（
四

O
五
）
は
、

や
し
ろ

春
日
野
に
粟
ま
け
り
せ
ば
鹿
待
ち
に
継
ぎ
て
行
か
ま
し
を
社
し
恨
め
し

と
い
う
歌
で
、
害
獣
の
鹿
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
同
趣
の
も
の
と
し
て
は
、
時
代
が
下
る
が
、
『
六
華
集
』
（
一
二
三
一
）

の
源
仲
正
（
一

O
六
六
年
頃
生
）

の
歌
に
、

め
か
れ
し
て
粟
穂
き
ら
す
な
あ
な
か
し
こ
鳴
る
竿
持
ち
て
ま
し
ら
追
へ
う
な
ひ

と
い
う
一
首
が
あ
り
、
鳴
竿
と
い
う
道
具
で
粟
の
穂
を
狙
う
猿
を
追
い
払
う
幼
童
の
振
舞
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
猿
も
ま
た
害
獣
と
し
て
相
対

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
動
物
で
あ
っ
た
。

さ
て
焼
畑
文
化
圏
で
収
穫
さ
れ
る
雑
穀
は
、
稗
、
粟
、
蕎
麦
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
和
歌
に
は
稗
は
見
ら
れ
な
い
が
、
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右
に
見
る
と
お
り
蕎
麦
は
若
干
例
、
粟
は
数
例
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
雑
穀
の
中
で
も
、
蕎
麦
は
短
期
間
で
収
穫
さ
れ
る
た
め
、
救
荒

作
物
と
し
て
も
重
宝
が
ら
れ
た
よ
う
だ
。
蕎
麦
に
は
、
春
に
蒔
い
て
夏
に
収
穫
す
る
夏
そ
ば
と
、
夏
に
蒔
い
て
秋
に
収
穫
す
る
秋
そ
ば
が
あ

る
も
っ
と
も
蕎
麦
も
粟
も
定
畑
で
作
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ら
を
詠
ん
だ
歌
が
す
べ
て
焼
畑
を
詠
ん
だ
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
そ
れ
ら
が
も
と
も
と
焼
畑
地
帯
に
お
い
て
繁
く
利
用
さ
れ
た
作
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
考
慮
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
淵
源
を
遡
れ
ば
、
こ
こ
に
も
焼
畑
農
業
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
和
歌
資
料
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
焼
畑
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
項
目
に
わ
た
っ
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
和
歌
と
い
う
、

一
見
農

(254) 

業
と
は
関
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
貴
族
の
文
芸
の
中
に
も
、
少
な
か
ら
ず
そ
の
痕
跡
は
残
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
こ
と
は
か
つ
て
の
日
本



に
お
い
て
、
焼
畑
が
か
な
り
常
態
化
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
く
に
西
行
の
よ
う
に
、

一
歩
都
を
外
れ
て
山

(253) 

中
に
で
も
入
れ
ば
、
そ
こ
に
は
焼
畑
の
風
景
が
広
が
り
、
焼
畑
の
生
活
や
文
化
に
身
を
委
ね
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
焼
畑
が

ほ
ぼ
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
現
代
、
私
た
ち
の
祖
先
の
知
恵
を
文
学
の
中
か
ら
抽
出
し
て
お
く
こ
と
も
大
事
な
作
業
だ
と
思
わ
れ

る
付
記本

稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
、
本
文
中
に
も
触
れ
た
野
本
寛
一
氏
の
二
つ
の
御
著
書
（
『
焼
畑
民
俗
文
化
論
』
『
栃
と
餅
』
）
の
他
に
、
「
山
地
母
源

論
1
1
1
1日
向
山
峡
の
ム
ラ
か
ら
｜
｜
野
本
寛
一
著
作
集
I
』
（
岩
田
書
院
、
二

O
O四
）
か
ら
も
学
思
を
蒙
っ
た
。
こ
れ
ら
の
著
書
を
読
み
進
め
て

い
く
う
ち
に
、
私
の
中
の
さ
さ
や
か
な
和
歌
の
知
識
が
動
き
出
す
よ
う
な
感
触
を
覚
え
な
が
ら
、
稿
の
想
を
練
っ
た
。
同
氏
か
ら
受
け
た
学
思
の
深

さ
は
計
り
し
れ
ず
、
厚
く
謝
意
を
表
し
た
い
。

な
お
本
稿
は
二

O
O五
年
一
月
八
日
（
土
）
に
慶
麿
義
塾
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
和
歌
文
学
会
例
会
の
席
上
、
「
和
歌
か
ら
〈
焼
畑
〉
を
考
え
る
」

と
題
し
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
基
い
て
い
る
。
ま
た
こ
の
研
究
は
、
二

O
O四
年
度
慶
鷹
義
塾
大
学
学
事
振
興
資
金
に
拠
る
成
果
で
あ
る
。
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