
山
尾
三
省
の
農
業
詩
と
陶
淵
明

加
　
　
藤
　
　
國
　
　
安

　
（
漢
文
学
・
中
国
事
情
研
究
室
）

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

レ
イ
テ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
の
名
著
『
沈
黙
の
春
』

に
、
こ
ん
な
一
節
が
あ
る
。

　
い
ま
こ
の
地
上
に
い
ぶ
い
て
い
る
生
命
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
ま
で
、
何
億
年

と
い
う
長
い
時
が
す
ぎ
去
っ
て
い
る
。
発
展
、
進
化
、
分
化
の
長
い
段
階
を
通

っ
て
、
生
命
は
や
っ
と
環
境
に
適
合
し
、
均
衡
を
保
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
環

境
が
あ
っ
て
こ
そ
生
命
は
維
持
さ
れ
る
が
、
環
境
は
ま
た
お
そ
ろ
し
い
も
の
だ

っ
た
の
だ
。
た
と
え
ば
、
場
所
に
よ
っ
て
は
、
危
険
な
放
射
能
を
出
す
岩
石
が

あ
っ
た
。
す
べ
て
の
生
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
る
太
陽
光
線
に
も
、
短
波
放

射
線
が
ひ
そ
ん
で
い
て
、
生
命
を
き
ず
つ
け
た
の
だ
っ
た
。
時
を
か
け
て
一

そ
れ
も
何
年
と
か
い
う
短
い
時
間
で
は
な
く
何
千
年
と
い
う
時
を
か
け
て
、
生

命
は
環
境
に
適
合
し
、
そ
こ
に
生
命
と
環
境
の
均
衡
が
で
き
て
き
た
。
時
こ

そ
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
構
成
要
素
な
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
私
た
ち
の
生

き
る
現
代
か
ら
は
、

時
そ
の
も
の
が
消
え
う
せ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
章
「
負
担
は
耐
え
ね
ば
な
ら
ぬ
」
）

　
カ
ー
ソ
ン
の
こ
の
「
節
に
読
み
至
っ
た
時
、
「
時
そ
の
も
の
が
消
え
う
せ
て
し
ま

っ
た
」
現
代
に
あ
っ
て
、
悠
久
の
自
然
と
深
く
関
わ
る
山
水
詩
や
隠
棲
詩
な
ど
の
豊

富
な
遺
産
を
有
す
る
中
国
古
典
詩
は
、
な
す
す
べ
も
な
く
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
の
だ

ろ
う
か
と
反
問
し
た
。
中
国
の
古
典
詩
に
は
、
戦
争
や
権
力
闘
争
な
ど
に
よ
り
、
自

己
の
幸
福
な
生
活
へ
の
願
い
を
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
を
拒
み
、
人
間
と
環
境
が
ほ
ど

よ
い
均
衡
を
保
ち
な
が
ら
自
足
で
き
る
生
き
方
を
追
求
し
た
作
品
が
じ
つ
に
多
い
。

そ
の
実
践
者
は
数
限
り
な
く
存
在
す
る
が
、
代
表
的
詩
人
は
何
と
い
っ
て
も
陶
淵
明

で
あ
る
。

　
陶
淵
明
は
、
東
晋
王
朝
が
腐
敗
し
て
い
く
中
、
何
度
か
官
吏
を
な
げ
う
っ
て
そ
の

度
に
郷
里
に
帰
り
、
農
耕
に
従
事
し
な
が
ら
詩
賦
を
書
い
て
一
生
を
終
え
た
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
し

だ
。
彼
は
い
う
、
「
天
地
は
長
え
に
没
せ
ず
、
山
川
は
改
ま
る
時
無
し
」
（
「
形
、
影
に

贈
る
」
）
と
。
大
地
と
い
う
不
変
的
存
在
に
安
住
の
拠
り
所
を
見
い
出
し
た
陶
淵
明
の

詩
句
は
、
農
作
業
の
辛
苦
の
中
に
も
、
安
心
立
命
の
世
界
を
手
に
入
れ
た
喜
び
で
あ
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加
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國
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ふ
れ
て
い
る
。
ま
た
自
ら
の
生
涯
を
要
約
し
て
述
べ
た
も
の
に
、
「
勤
め
て
は
労
を

　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
だ

余
す
こ
と
靡
く
、
心
に
常
閑
有
り
。
天
を
楽
し
み
分
に
委
ね
、
以
て
百
年
に
至
る
」

（
百
ら
祭
る
文
」
）
な
る
句
が
あ
る
。
彼
の
こ
の
超
然
と
し
た
清
新
な
精
神
が
、
そ
の

後
の
中
国
文
人
の
一
つ
の
理
想
境
と
な
っ
て
い
っ
た
。
中
国
古
典
詩
を
貫
い
て
流
れ

る
悠
久
の
時
の
充
溢
も
、
豊
か
な
実
り
や
柔
和
な
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
大
地
・
自
然

が
あ
っ
て
こ
そ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
大
地
・
自
然
が
今
き
わ
め
て
危
う
い
も
の

と
な
り
つ
つ
あ
り
、
陶
淵
明
を
は
じ
め
中
国
の
詩
人
た
ち
が
倦
む
こ
と
な
く
描
き
続

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

け
た
「
常
閑
」
な
る
安
息
の
詩
学
は
、
そ
の
基
盤
か
ら
崩
壊
し
か
け
て
い
る
感
が
あ

る
。　

中
国
の
古
典
詩
を
読
む
と
、
万
古
変
わ
ら
ぬ
悠
久
の
営
み
へ
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た

息
づ
か
い
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
今
日
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
れ
ば
よ

い
の
か
。
筆
者
自
身
か
な
り
長
い
間
、
こ
の
問
題
を
重
い
テ
ー
マ
と
し
て
抱
え
続
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

て
き
た
が
、
最
近
、
あ
る
時
、
山
尾
三
省
の
詩
集
『
び
ろ
う
葉
帽
子
の
下
で
』
と
い

う
本
を
手
に
し
、
彼
の
詩
を
読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
考
え

方
の
上
で
一
つ
の
示
唆
が
あ
る
と
思
っ
た
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た

い
。

山
尾
三
省
の
農
業
詩

　
山
尾
三
省
（
一
九
三
八
～
現
在
）
は
、
東
京
に
生
ま
れ
育
ち
、
早
稲
田
大
文
学
部
西

洋
哲
学
科
を
中
退
し
、
諸
活
動
や
仕
事
に
携
わ
っ
た
の
ち
に
、
一
九
七
七
年
、
三
九

歳
の
時
に
家
族
と
と
も
に
屋
久
島
へ
移
り
住
ん
だ
。
以
来
、
農
業
を
す
る
か
た
わ
ら

詩
を
書
い
た
り
、
宮
沢
賢
治
の
研
究
な
ど
を
続
け
て
き
た
。

　
山
尾
三
省
が
屋
久
島
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
、
彼
自
身
こ
う
語
っ
て
い
る
。

れ
る
杉
が
生
え
て
い
る
こ
と
、
た
だ
百
姓
を
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の

老
人
の
息
吹
を
身
近
に
感
じ
な
が
ら
百
姓
を
す
る
こ
と
に
希
望
を
見
い
だ
し
て

い
る
…
。

　
聖
老
人
の
住
む
屋
久
島
は
、
私
の
内
側
で
は
人
間
性
の
故
郷
と
し
て
の
輝
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

を
持
っ
て
い
た
。
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
聖
老
人
』
九
二
～
九
三
頁
）

　
そ
の
後
の
屋
久
島
の
開
墾
は
き
わ
め
て
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
。
「
土
中
に
は
あ
ら

ゆ
る
種
類
の
植
物
の
根
が
入
り
混
じ
り
、
一
掘
り
一
掘
り
開
墾
の
鍬
に
か
ら
み
つ

く
。
か
ら
み
つ
い
た
根
を
力
で
引
き
抜
く
に
は
あ
ま
り
に
も
体
力
を
消
耗
す
る
の

で
、
傍
ら
に
常
に
鎌
を
用
意
し
て
お
き
、
切
り
取
っ
て
畦
に
投
げ
る
。
開
墾
が
進
む

に
つ
れ
て
、
畦
に
は
一
列
に
切
り
取
ら
れ
た
太
根
や
細
根
の
山
が
出
来
上
が
る
」

（
同
前
九
四
頁
）
と
、
そ
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
農
作
業
と
の
格
闘
を

通
し
て
、
彼
の
詩
は
書
き
続
け
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
三
省
の
詩
に
、
「
畑
」
と
題
し
た
連
作
詩
六
首
が
あ
る
（
詩
集
『
び
ろ
う
葉
帽
子
の
下

で
』
一
五
九
～
六
五
頁
　
以
下
『
詩
集
』
と
略
す
）
。

「
畑
」
　
そ
の
一

海
を
見
下
ろ
す
広
い
畑
で

午
後
の
間
じ
ゅ
う
　
あ
な
た
は
ゆ
っ
く
り
と
鍬
を
振
っ
て
い
た

海
を
見
下
ろ
す
広
い
畑
で
　
あ
な
た
は
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
た

海
と
空
と

太
陽
と
土
　
そ
し
て
鍬
が

あ
な
た
を
ゆ
っ
た
り
と
さ
せ
　
幸
福
に
さ
せ
る
こ
と
に

あ
な
た
は
真
に
気
づ
き
は
じ
め
て
い
た

2
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海
を
見
下
ろ
す
広
い
畑
で

午
後
の
間
じ
ゅ
う
　
あ
な
た
は
ゆ
っ
く
り
と
鍬
を
振
っ
て
い
た

そ
し
て
夕
方
　
空
を
見
上
げ
る
と

空
い
ち
め
ん
に
懐
か
し
い
綿
雲
が
流
れ
て
い
た

（
中
略
…
）

あ
な
た
は
そ
の
下
で
　
ゆ
っ
く
り
と
鍬
を
振
っ
て
い
た

あ
な
た
は
幸
福
で

幸
福
は
鍬
に
あ
る
こ
と
を
　
知
り
は
じ
め
て
い
た

　
こ
の
詩
で
繰
り
返
さ
れ
る
〈
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
の
流
れ
〉
が
、
現
代
文
明
の
喪

失
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
太
陽
と
土
　
そ
し
て
鍬
」
が
、

そ
う
し
た
貴
重
な
時
の
流
れ
を
も
た
ら
す
源
な
の
だ
と
、
三
省
は
い
う
。
今
、
己
の

全
身
の
運
動
神
経
と
筋
肉
が
均
衡
を
保
ち
な
が
ら
、
一
振
り
一
振
り
の
鍬
の
動
作
を

支
え
て
い
る
の
だ
と
実
感
す
る
と
き
、
鍬
を
握
る
手
は
喜
び
で
も
っ
て
軽
や
か
な
も

の
と
な
る
。
少
し
ず
つ
鋤
か
れ
て
い
く
わ
ず
か
ば
か
り
の
土
を
確
か
め
つ
つ
、
彼
は

「
歩
ず
つ
進
ん
で
い
く
。
時
に
腰
を
伸
ば
し
た
り
、
空
を
仰
い
だ
り
し
な
が
ら
、
ま

た
鍬
を
振
り
上
げ
る
、
そ
の
繰
り
返
し
。
耕
馬
機
や
ト
ラ
ク
タ
ー
を
用
い
れ
ば
あ
っ

と
い
う
間
に
終
わ
る
農
作
業
を
、
彼
は
あ
え
て
こ
の
単
調
か
つ
簡
単
に
は
は
か
ど
ら

な
い
素
朴
な
労
働
を
続
け
る
の
だ
。
こ
れ
が
、
彼
の
心
に
不
思
議
な
充
実
を
も
た
ら

す
。　

夕
方
の
空
に
は
、
「
懐
か
し
い
綿
雲
が
流
れ
て
い
た
」
。
彼
は
そ
の
下
で
思
う
、

「
あ
な
た
は
幸
福
で
／
幸
福
は
鍬
に
あ
る
」
と
。
「
あ
な
た
」
は
、
自
己
を
二
人
称

化
し
た
も
の
で
、
三
省
自
身
の
こ
と
。
夕
方
に
な
り
彼
の
体
は
、
あ
ち
こ
ち
軋
み
は

じ
め
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
だ
い
に
ペ
ー
ス
も
落
ち
、
お
の
ず
と
休
息
を
必
要
と
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
と
き
、
ふ
と
夕
空
の
雲
を
見
る
と
、
「
空
い
ち
め
ん

に
懐
か
し
い
綿
雲
が
流
れ
て
い
た
」
。
そ
れ
を
見
て
、
彼
は
子
供
の
時
に
ど
こ
か
で

見
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ
れ
は
生
き
る
喜
び
を
実
感
し
、
未
来
を
夢
見
て
い
た
頃

の
彼
の
童
心
や
郷
愁
を
さ
そ
う
、
原
風
景
の
一
つ
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
今
、
自
分
の
胸

の
中
を
あ
の
頃
の
幸
福
な
雲
が
の
ん
び
り
と
去
来
し
て
い
く
、
そ
う
感
じ
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
。
こ
の
優
し
く
て
心
を
和
ま
せ
る
「
綿
雲
」
に
、
彼
は
し
み
じ
み
と
し

た
「
幸
福
」
感
を
覚
え
る
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぼ
う
　

と
し
　
し
し
ゅ
ん
　
で
ん
し
ゃ

　
こ
う
し
た
三
省
の
詩
を
読
む
と
、
す
ぐ
世
風
明
の
「
華
字
の
歳
、
笹
野
　
田
舎
に

か
い
こ

懐
古
す
」
詩
の
、

旧
来
歓
時
務

解
顔
勧
農
人

ず
き
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
む

来
を
乗
り
て
は
　
時
務
を
歓
び

　
ほ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
の
う
じ
ん

顔
を
解
ば
せ
て
は
　
農
人
に
勧
む

の
二
句
が
想
起
さ
れ
る
。
都
市
で
の
暮
ら
し
を
捨
て
て
、
三
九
歳
で
帰
農
の
道
を
選

ん
だ
三
省
の
詩
は
、
四
一
歳
頃
田
園
に
帰
っ
た
陶
寒
明
の
詩
の
世
界
に
通
ず
る
。
中

国
詩
歌
の
一
つ
の
真
髄
を
、
あ
た
か
も
そ
の
ま
ま
実
践
す
る
よ
う
な
詩
人
が
、
現
代

の
日
本
に
い
る
と
い
う
の
は
一
つ
の
驚
き
で
あ
る
。
近
代
以
来
の
日
本
の
農
業
詩
は

辛
苦
を
詠
む
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
肯
定
的
に
賛
美
す
る
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
稀
だ

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
省
は
そ
の
労
苦
を
身
に
し
み
て
感
じ
な
が
ら
も
、
従
来

の
農
業
詩
と
は
性
格
の
異
な
る
農
民
・
農
村
像
を
、
つ
ま
り
「
人
間
性
の
故
郷
」
と

い
う
根
源
的
な
生
き
方
に
ま
で
遡
及
し
た
価
値
観
を
、
そ
こ
に
見
い
だ
し
て
い
る
。

彼
の
詩
を
読
む
と
、
現
代
か
ら
失
わ
れ
た
「
時
」
の
充
溢
を
、
彼
が
「
鍬
」
を
通
し

て
し
っ
か
と
感
じ
取
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
心
の
張
り

に
は
、
干
上
が
っ
た
大
地
に
水
が
そ
そ
ぎ
こ
ま
れ
、
緑
が
劇
的
に
回
復
す
る
よ
う
な

新
鮮
味
が
あ
る
。
そ
う
し
た
三
省
の
稀
有
な
詩
は
、
現
代
文
三
下
の
閉
塞
性
に
異
を

唱
え
、
遠
隔
の
島
で
農
業
を
営
む
日
々
を
源
泉
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

3
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「
鎌
」
（
『
詩
集
』
七
五
～
七
六
頁
）

い
つ
の
ま
に
か
鎌
は

私
の
も
う
ひ
と
つ
の
手
に
な
っ
た

鎌
を
持
ち
野
良
に
立
つ
と

私
の
内
に
静
か
な
喜
び
が
流
れ
る

そ
れ
は
多
分
　
初
め
て
道
具
を
使
う
こ
と
を
知
っ
た

原
初
の
人
間
の
誇
り
に
も
通
じ
る

手
応
え
の
確
か
な
　
奥
の
深
い
喜
び
で
あ
る

私
の
鎌
は

部
厚
い
背
を
も
っ
た
が
っ
し
り
し
た
ナ
タ
鎌
で
あ
る

こ
の
鎌
で
草
も
刈
れ
ば
木
の
枝
も
伐
り
払
う

鎌
で
払
え
ば
　
道
は
自
然
に
そ
こ
に
で
き
て
い
る

そ
こ
は
藪
で
あ
り
な
が
ら

も
う
人
間
の
歩
む
こ
と
の
で
き
る
道
で
あ
る

し
か
も
鎌
は
　
あ
の
厄
介
な
ガ
ソ
リ
ン
の
よ
う
に

見
る
見
る
内
に
減
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
な
い

砥
石
で
丹
念
に
研
け
ば

朝
の
光
の
よ
う
に
さ
わ
や
か
な
切
れ
味
と
な
り

常
に
真
新
し
い

鎌
を
持
っ
て
野
に
立
つ
時

二
河
白
道
の
真
中
を
渡
っ
て
ゆ
く
人
の
よ
う
な

確
か
な
歩
み
が
私
の
中
に
あ
る

鎌
を
持
っ
て
野
良
に
立
つ
と

私
の
内
に
　
人
間
の
　
静
か
な
喜
び
が
流
れ
る

の
確
か
な
　
奥
の
深
い
喜
び
」
を
感
ず
る
。
「
奥
の
深
い
喜
び
」
と
は
何
か
。
「
初
め

て
道
具
を
使
う
こ
と
を
知
っ
た
／
原
初
の
人
間
の
誇
り
に
も
通
じ
る
」
も
の
だ
と
彼

は
い
う
。
未
開
の
地
に
は
じ
め
て
乗
り
出
す
微
力
な
人
間
の
胸
の
う
ち
を
襲
う
、
不

安
な
思
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
も
な
く
こ
の
す
ぐ
れ
物
に
よ
り
次
々
に
開
拓
さ
れ

て
い
き
、
み
る
み
る
う
ち
に
驚
き
と
歓
喜
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
鎌
一
丁
で
、
諺
蒼

た
る
藪
は
見
通
し
が
よ
く
な
り
、
道
も
で
き
る
。
三
省
が
こ
の
鎌
を
、
「
私
の
も
う

ひ
と
つ
の
手
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
そ
れ
は
ま
さ
に
最
初
に
道
具
と
い
う
も
の
を
使
っ

た
人
類
の
驚
喜
ま
で
じ
か
に
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
、
根
源
的
な
感
慨
を
含
ん
だ
も

の
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
三
省
は
い
う
、
も
し
草
刈
り
機
を
使
え
ば
、
ガ
ソ
リ
ン
は
ど
ん
ど
ん
無
く
な

っ
て
い
く
。
し
か
し
、
手
の
延
長
た
る
鎌
は
、
「
砥
石
で
丹
念
に
研
け
ば
」
ま
た
元

の
真
新
し
さ
を
取
り
戻
す
と
。
か
く
て
、
彼
は
い
つ
で
も
そ
の
手
に
不
変
の
時
を
取

り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
あ
る
意
味
で
は
、
草
刈
り
機
よ
り
も
、
鎌
の
方
が
働

く
手
応
え
や
喜
び
を
よ
り
率
直
に
伝
え
く
れ
る
し
、
ま
た
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と

の
誇
り
を
強
く
感
じ
さ
せ
て
も
く
れ
、
さ
ら
に
は
確
か
な
時
の
歩
み
を
己
が
生
の
証

と
し
て
刻
ん
で
い
る
と
い
う
満
足
感
も
得
ら
れ
る
。
こ
の
彼
の
「
鎌
」
の
感
慨
は
、

自
己
の
今
の
状
況
を
か
な
り
深
く
掘
り
下
げ
て
い
っ
て
感
得
さ
れ
た
実
感
だ
っ
た
と

い
え
る
。
そ
れ
が
彼
に
、
揺
る
ぎ
な
い
安
心
立
命
の
境
地
を
運
ん
で
き
て
く
れ
る
の

だ
。
し
て
み
る
と
、
彼
の
鎌
は
た
だ
の
鎌
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
現
代
文
明
に
よ
り

剥
奪
さ
れ
た
人
間
本
来
の
生
命
的
時
間
や
本
質
的
尊
厳
を
、
改
め
て
個
々
の
手
に
豊

か
に
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
、
幸
福
の
道
具
で
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
の
こ

の
認
識
は
、
現
代
文
明
の
暮
ら
し
の
習
性
に
よ
り
錆
び
つ
い
た
我
々
の
脳
に
、
快
い

痛
撃
を
食
ら
わ
せ
る
。

　
ま
た
同
様
の
詩
に
、
次
の
よ
う
な
作
が
あ
る
。
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こ
の
詩
で
は
、
鍬
が
鎌
に
な
る
。
「
鎌
を
持
ち
野
良
に
立
つ
と
」
、
私
は
「
手
応
え



「
ナ
バ
山
で
」
（
『
詩
集
』
一
七
六
～
七
頁
）

ナ
バ
山
の
ス
モ
モ
の
幼
木
の
畑
で

午
後
の
間
じ
ゅ
う
草
を
刈
っ
た

背
丈
よ
り
も
高
い
す
す
き
や
シ
ダ
や
茨
の
藪
を

ざ
つ
く
ざ
つ
く
と
伐
り
払
っ
て
い
っ
た

鎌
は
よ
く
切
れ

鎌
を
使
う
こ
と
自
体
が
喜
び
で
あ
っ
た

あ
な
た
は
三
日
前
に
右
足
の
ア
キ
レ
ス
腱
を
ち
が
え
て

び
っ
こ
を
引
き
　
茨
の
藪
で
は
無
数
の
棘
が
さ
さ
っ
て

手
の
甲
か
ら
た
く
さ
ん
の
血
が
噴
き
出
し
て
い
た
が

そ
れ
ら
の
こ
と
は
少
し
も
あ
な
た
の
喜
び
を
妨
げ
な
か
っ
た

そ
こ
に
は
静
か
な
山
が
あ
り

ス
モ
モ
の
樹
の
幼
木
が
あ
っ
た

あ
な
た
の
手
に
は

手
に
等
し
い
ほ
ど
敏
捷
な
鎌
が
握
ら
れ
て
お
り

あ
な
た
は
原
初
の
人
間
で
あ
っ
た

あ
な
た
は
原
初
の
人
間
で
あ
る
こ
と
に
満
足
で

そ
の
時
に
は
じ
め
て

あ
な
た
が
あ
な
た
自
身
に
な
る
の
で
あ
っ
た

ナ
バ
山
の
畑
で

午
後
の
間
じ
ゅ
う
草
を
刈
っ
て
い
た

そ
こ
に
は
人
影
は
ま
っ
た
く
な
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
し
ん

た
だ
山
々
だ
け
が
　
深
々
と
連
な
っ
て
い
た

　
開
墾
中
、
右
足
の
ア
キ
レ
ス
腱
を
痛
め
て
び
っ
こ
を
引
き
、
ま
た
茨
の
藪
で
無
数

の
棘
が
さ
さ
り
、
手
か
ら
血
が
噴
き
出
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
喜
び
が
あ
っ
た
。

自
分
が
「
原
初
の
人
間
」
の
よ
う
に
土
地
を
開
墾
し
、
そ
う
い
う
農
業
を
通
し
て
自

分
自
身
を
実
感
で
き
た
と
い
う
気
持
ち
が
、
痛
み
さ
え
忘
れ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
い
う
「
原
初
の
人
間
」
と
は
、
素
朴
な
農
業
を
行
っ
て
い
た
時
代
の
原
始
的
に

し
て
初
期
の
人
間
と
い
う
意
味
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
れ
が
人
間
の
原
点
に
立
ち
返
っ

た
本
来
の
生
き
方
な
の
だ
、
と
い
う
確
信
に
満
ち
た
響
き
の
方
を
し
っ
か
り
受
け
と

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
屋
久
島
で
農
耕
の
日
々
を
開
始
し
た
三
省
は
、
ま
さ
に

「
人
間
性
の
故
郷
」
と
い
う
べ
き
地
と
遭
遇
し
得
た
こ
と
を
強
く
実
感
し
た
の
だ
っ

た
。

二
　
陶
三
明
の
農
作
業
を
喜
ぶ
詩

　
で
は
、
中
国
詩
の
↓
典
型
た
る
陶
淵
明
の
農
業
詩
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
陶
淵

明
に
は
農
業
に
関
す
る
表
現
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
じ
つ
は
断
句
が
少

な
く
な
い
。
そ
の
中
で
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
農
作
業
を
記
し
た
作
品
の
「
つ
が
、

　
　
　
　
き
ぼ
う
　

と
し
　
し
し
ゅ
ん
　
で
ん
し
ゃ
　
か
い
こ

前
述
の
「
癸
卯
の
歳
、
始
春
　
田
舎
に
懐
古
す
　
二
首
」
其
二
で
あ
る
。
陶
淵
明
の

田
園
へ
の
隠
棲
は
、
あ
る
日
突
然
決
心
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
段
階
と
い

う
の
が
あ
っ
た
。
三
七
歳
の
時
、
母
の
逝
去
に
あ
い
、
喪
に
服
す
る
た
め
田
舎
に
帰

る
が
、
こ
の
時
に
長
年
の
夢
だ
っ
た
田
園
の
暮
ら
し
が
よ
う
や
く
実
現
で
き
た
と
い

う
喜
び
を
、
す
で
に
こ
う
語
っ
て
い
る
。

ス
キ
持
つ
手
も

日
々
の
仕
事
の

顔
も
ニ
ッ
コ
リ

百
姓
ら
に
　
声

と
も
に
精
出
し

軽
や
か
に

楽
し
く
て

ほ
こ
ろ
ん
で

か
け
て
は

汗
流
す

乗
来
歓
時
務

解
顔
勧
農
人

ず
き
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
む

来
を
乗
り
て
は
　
時
務
を
歓
び

　
ほ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
う
じ
ん

顔
を
解
ば
せ
て
は
　
農
人
に
勧
む

5
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加
　
　
藤
　
　
國
　
　
安

　
こ
れ
は
、
も
う
農
業
が
楽
し
く
て
し
ょ
う
が
な
い
と
い
っ
た
口
ぶ
り
だ
。
知
識
人

が
農
民
の
問
に
ま
じ
っ
て
、
ス
キ
や
ク
ワ
を
手
に
野
良
仕
事
を
す
る
と
い
う
の
は
例

が
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
れ
を
こ
ん
な
に
楽
し
げ
に
歌
う
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
し
ん

は
、
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
。
当
時
の
東
砂
王
朝
と
い
う
の
は
、
権
謀
術
数
の
渦
巻
く

人
間
不
信
の
時
代
だ
っ
た
か
ら
、
役
所
で
の
勤
務
も
さ
ぞ
や
不
毛
の
日
々
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
陶
淵
明
に
は
、
自
分
ら
し
い
生
き
方
の
で
き
る
農
耕
の
暮
ら

し
に
対
し
て
、
格
別
の
感
慨
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
ん
な
思
い
と
も
出
会
う
。

広
い
田
ん
ぼ
に
　
吹
き
わ
た
る
風

そ
の
す
が
す
が
し
さ
に
　
息
を
つ
き

良
い
苗
に
　
芽
生
え
た
新
た
な
命

そ
の
う
い
う
い
し
さ
に
　
目
を
細
む

平
疇
交
画
風

良
苗
亦
懐
新

へ
い
ち
ゅ
う
　
　
　
え
ん
ぷ
う

平
躊
に
　
遠
風
交
わ
り

り
ょ
う
び
ょ
う
　
　
　
　
ま

良
苗
も
　
亦
た
新
を
懐
く

　
畑
を
打
つ
と
、
土
が
喜
ん
で
砕
け
て
い
く
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
当

然
、
草
木
の
命
に
そ
そ
ぐ
目
も
、
お
の
ず
と
清
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
陶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぞ

淵
明
の
農
作
業
ぶ
り
を
覗
い
て
み
る
と
、

は
て
さ
て
　
秋
の
収
穫
は

ど
う
な
る
こ
と
か
　
分
か
ら
ぬ
．
け
れ
ど

見
る
限
り
は
　
期
待
で
き
そ
う
で

今
か
ら
　
楽
し
み
よ

耕
し
た
り
　
ま
た
植
え
付
け
し
た
り

時
に
ゃ
　
ち
ょ
い
と
休
ん
だ
り

錐
未
累
歳
功

即
時
多
所
欣

耕
種
有
時
息

行
者
無
間
津

　
　
さ
い
こ
う
　
　
は
か
　
　
　
　
　
い
え
ど

未
だ
歳
功
を
量
ら
ず
と
難
も

　
　
よ
ろ
こ

即
事
　
欣
ぶ
所
多
し

こ
こ
に
は
　
渡
し
場
尋
ね
た

孔
子
の
よ
う
な
お
方
は
　
通
ら
ぬ
わ

　
　
ヨ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
こ

耕
し
窺
え
　
時
に
息
う
有
る
も

　
　
　
わ
た
し
ば

行
く
者
　
津
を
問
う
こ
と
無
し

　
農
作
業
に
励
み
、
官
界
の
こ
と
は
さ
ら
さ
ら
頭
に
な
い
と
い
う
。

人
陶
淵
明
が
捉
え
た
興
趣
の
高
さ
で
あ
る
。

　
最
後
の
四
句
は
こ
う
詠
ま
れ
て
い
る
。

夕
日
が
落
ち
り
ゃ
　
仕
事
は
も
う
止
め
て

あ
と
は
　
み
ん
な
で
連
れ
立
っ
て

今
日
一
日
の
　
働
き
に
満
足
し

心
曲
豆
か
に
　
家
路
に
つ
く
だ
け
さ

家
に
帰
り
ゃ
　
さ
あ
　
と
っ
く
り
傾
け

隣
近
所
の
人
よ
　
さ
あ
さ

一
緒
に
飲
も
う
疲
れ
を
と
ろ
う

つ
い
で
に
　
詩
を
長
々
と

ふ
し節

づ
け
て
　
う
そ
ぶ
い
て

あ
あ
　
い
い
気
分
で

柴
の
門
を
　
閉
め
よ
う
そ

こ
の
オ
レ
様
も

い
っ
ぱ
し
の
農
民
に
な
ろ
う
わ
い

日
入
相
与
帰

壷
漿
労
近
隣

長
吟
掩
柴
門

柳
為
朧
畝
民

こ
れ
が
田
園
詩

　
　
　
　
　
あ
い
と
も

日
入
り
て
　
相
与
に
帰
り

こ
し
ょ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ぎ
ら

壷
漿
も
て
　
近
隣
を
労
う

ち
ょ
う
ぎ
ん
　
　
　
　
　
さ
い
も
ん
　
　
と

長
吟
し
て
　
柴
門
を
掩
ざ
し

　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
つ
ほ

柳
か
為
ら
ん
　
朧
畝
の
民
に

　
夕
日
の
三
つ
る
頃
、
畑
で
汗
ま
み
れ
に
働
い
た
人
達
が
、
ス
キ
と
か
ク
ワ
と
か
を

肩
に
担
い
で
家
路
に
つ
く
。
こ
ん
な
時
の
疲
労
感
と
い
う
の
は
、
じ
つ
に
心
地
よ
い

も
の
だ
。
そ
の
後
は
、
酒
壷
を
も
ち
寄
り
隣
近
所
集
ま
っ
て
の
慰
労
会
だ
。
知
識
人
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だ
と
か
、
農
民
だ
と
か
の
分
け
隔
て
な
く
、
お
互
い
に
農
耕
の
話
を
交
わ
し
あ
っ
て

の
親
睦
会
で
あ
る
。
そ
れ
も
田
園
に
暮
ら
す
楽
し
み
の
一
つ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

再
々
明
は
詩
を
長
々
と
う
そ
ぶ
い
た
り
し
て
、
あ
と
は
柴
の
門
を
閉
ざ
し
て
休
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
っ
か
い
　
　
　
ろ
う
ほ

つ
く
。
こ
ん
な
一
日
を
過
ご
し
て
、
オ
レ
は
一
介
の
「
朧
畝
の
民
」
と
し
て
暮
ら
す

の
だ
と
い
う
。

　
そ
の
数
年
後
、
陶
淵
明
は
つ
い
に
意
を
決
し
て
郷
里
に
帰
る
こ
と
に
な
る
。

「
帰
園
田
居
五
首
」

其
三

種
豆
南
山
下

＋
早
縄
百
茸
田
稀

農
興
理
荒
々

帯
月
々
鋤
帰

道
狭
草
木
長

夕
露
霜
我
衣

衣
需
不
足
惜

但
使
願
無
違

え
ん
で
ん
　
　
き
ょ

園
田
の
居
に
帰
る

　
　
う
　
　
　
　
な
ん
ざ
ん

豆
を
争
う
　
南
山
の
聡

く
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
び
ょ
う
　
ま
れ

草
盛
ん
に
し
て
　
豆
苗
　
稀
な
り

あ
し
た
　
　
お
　
　
　
　
　
　
こ
う
わ
い
　
　
お
さ

農
に
興
き
て
　
荒
畑
を
細
め

　
　
　
　
　
す
き
　
　
に
な

月
を
帯
び
　
鋤
を
荷
い
て
帰
る

　
せ
ま
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
も
く
ち
ょ
う

道
狭
く
し
て
　
草
木
長
じ

せ
き
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
る
お

夕
露
　
我
が
衣
を
露
す

　
　
う
る
お

衣
の
遵
う
は
　
惜
し
む
に
足
ら
ず

た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が
　
　
　
　
　
　
な

但
だ
願
い
を
し
て
　
違
う
こ
と
無
か
ら
し
め
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
せ
い
　
　
き
ゅ
う
こ
う

　
陶
淵
明
の
ふ
る
さ
と
は
、
現
在
の
江
西
省
九
江
市
の
南
方
に
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、

彼
は
｝
種
の
「
理
想
の
里
」
を
み
ず
か
ら
創
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
陶
幽
明
は
、
そ

れ
ま
で
の
役
人
生
活
を
窮
屈
で
仕
様
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
だ
け
に
、
今
は
の
び
の

び
と
し
た
気
持
ち
で
山
仕
事
に
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
を
喜
ん
だ
。
ま
ず
彼
は

な
ん
ざ
ん

南
山
の
ふ
も
と
に
、
豆
を
植
え
る
こ
と
に
し
た
（
第
］
句
）
。
ど
ん
な
種
類
の
豆
か
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

知
ら
な
い
が
、
こ
れ
で
も
っ
て
食
糧
の
足
し
に
し
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
種
を
蒔
く

と
き
と
い
う
の
は
、
け
っ
こ
う
期
待
で
胸
が
は
ず
む
も
の
だ
。
目
の
前
に
、
た
く
さ

ん
の
収
穫
物
が
山
積
み
さ
れ
る
光
景
を
思
い
浮
か
べ
て
、
ニ
ッ
コ
リ
ほ
ほ
笑
ん
で
い

た
か
も
し
れ
な
い
。

　
け
れ
ど
、
自
然
は
そ
う
生
ぬ
る
く
は
な
い
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
雑
草
が
あ
ち
こ

ち
に
は
び
こ
っ
て
、
豆
の
苗
は
少
し
し
か
育
た
な
い
の
だ
（
第
二
句
）
。
こ
れ
で
は
十

分
な
収
穫
が
得
ら
れ
な
い
し
、
暮
ら
し
も
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
、
そ
こ
で
陶
淵
明

は
こ
れ
で
は
い
か
ぬ
と
発
奮
す
る
の
で
あ
る
。
陶
淵
明
は
、
早
朝
か
ら
お
き
出
し
て

野
良
仕
事
に
精
を
出
し
、
荒
れ
て
い
る
土
地
と
の
格
闘
を
開
始
す
る
（
第
三
句
）
。
天

か
ら
与
え
ら
れ
た
こ
の
体
を
思
い
つ
き
り
動
か
し
て
、
ま
さ
に
額
に
汗
す
る
肉
体
労

働
で
あ
る
。
自
分
の
食
べ
る
も
の
は
、
自
分
で
作
る
。
こ
れ
が
、
生
き
る
基
本
な
の

だ
。　

陶
淵
明
の
野
良
仕
事
は
、
と
き
に
暗
く
な
る
ま
で
続
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
は
、
陶

淵
明
の
気
持
ち
が
、
決
し
て
中
途
半
端
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
や
が
て
、
も
う
今
日
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
こ
う
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一

日
の
労
働
を
せ
い
い
っ
ぱ
い
や
っ
た
ぞ
、
と
い
う
快
い
疲
労
感
が
涌
い
て
く
る
。
陶

淵
明
は
道
具
を
片
付
け
、
家
路
に
つ
く
。
空
に
は
明
る
い
お
月
様
が
上
っ
て
い
た
。

陶
三
明
は
頭
の
上
に
月
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
ま
た
肩
に
は
鋤
を
か
つ
い
で
、
満
足

げ
な
足
取
り
で
帰
っ
て
く
る
（
第
四
句
）
。
こ
う
い
う
時
と
い
う
の
は
、
さ
ぞ
や
明
朗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
気
分
な
の
だ
ろ
う
。
ま
る
で
彼
自
身
が
お
月
様
の
よ
う
に
透
明
で
く
ま
が
な
い
。

　
陶
淵
明
は
気
分
よ
く
道
を
歩
い
て
い
く
。
道
は
農
道
だ
っ
た
の
か
、
狭
か
っ
た
よ

う
だ
。
ま
た
、
そ
の
辺
に
生
え
て
い
る
草
木
も
大
き
く
育
っ
て
い
て
、
そ
の
葉
っ
ぱ

が
陶
淵
明
の
服
に
触
れ
る
の
だ
ろ
う
。
葉
に
は
夕
べ
の
露
が
お
り
て
い
て
、
歩
く
ほ

ど
に
ど
ん
ど
ん
服
が
濡
れ
て
い
く
（
第
五
六
句
）
。
こ
う
な
る
と
、
も
う
服
の
一
部
が

体
に
ひ
っ
つ
い
た
り
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
ぼ
や
き
も
出
た
か
も
し
れ
な
い
。
で

も
、
田
園
の
暮
ら
し
を
実
現
し
て
喜
び
に
満
ち
る
陶
淵
明
は
、
こ
ん
な
こ
と
な
ど
で

は
全
然
め
げ
な
い
。
す
ぐ
気
を
取
り
直
し
て
、
こ
う
思
う
の
で
あ
る
。
「
着
物
は
濡

れ
て
も
か
ま
わ
ん
。
ど
う
っ
て
こ
と
な
い
わ
。
そ
れ
よ
り
も
、
オ
レ
の
願
い
を
台
無

し
に
し
な
い
で
く
れ
」
（
第
七
八
句
）
と
。

7

山
尾
三
省
の
農
業
詩
と
陶
淵
明
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政
治
が
腐
敗
し
王
朝
が
揺
ら
ご
う
と
、
大
地
は
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
。
こ
う
し
た

陶
淵
明
の
農
業
詩
は
、
大
地
へ
の
深
い
信
頼
感
の
も
と
に
詠
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
、
か
な
り
牧
歌
的
な
情
趣
が
た
だ
よ
う
。
現
代
社
会
は
そ
う
し
た
作
品

を
、
ま
す
ま
す
牧
歌
的
な
夢
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
し
か
読
め
よ
う
が
な
い
状
態
に

さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
陶
詩
の
心
を
、
確
か
な
実
感
と
し
て
捉
え
さ
せ
て
く
れ
る
自
然

環
境
が
ま
す
ま
す
衰
弱
し
つ
つ
あ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
は
文
学
の
危
機
で
あ
る
と
い
う

問
題
に
止
ま
ら
な
い
。
人
問
の
生
命
・
感
性
の
衰
滅
さ
え
も
た
ら
し
か
ね
な
い
深
刻

な
状
況
で
あ
る
。
こ
う
し
た
閉
塞
的
な
中
に
あ
っ
て
、
山
尾
三
省
の
詩
は
我
々
に
一

つ
の
方
向
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

三
　
山
と
向
き
合
う
心

　
田
園
に
帰
っ
た
陶
無
明
の
代
表
的
な
詩
に
、

の
後
半
は
、

有
名
な
「
飲
酒
」
其
五
が
あ
る
。
そ

翼
翼
帰
鳥

至
心
俳
徊

日
夕
気
清

悠
然
其
懐

翼
翼
た
る
帰
館

　
　
よ

林
に
迂
り
て
　
俳
翻
す

日
夕
　
気
清
く

　
　
　
　
　
　
　
お
も

悠
然
た
り
　
其
の
懐
い

（
「A
鳥
」
）

と
も
詠
ん
で
い
る
。
詩
人
の
魂
と
夕
暮
れ
の
光
景
と
が
渾
然
と
溶
け
合
い
、
そ
の
根

源
的
な
体
験
が
詩
入
の
中
で
音
楽
の
よ
う
な
流
れ
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
詩
の
こ
と
ば

に
高
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
眺
め
を
日
々
の
暮
ら
し
の
中
に
常
住
さ
せ
た
の

が
、
陶
淵
明
だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
と
同
種
の
意
境
を
繰
り
返
し
詩
に
詠
む
の
が
、
こ
れ
ま
た
山
尾

三
省
で
あ
る
。

8

採
菊
東
籠
下

悠
然
見
南
山

山
気
日
夕
佳

飛
鳥
相
与
還

此
中
有
真
意

欲
弁
已
忘
言

菊
を
採
る
　
東
籠
の
下

悠
然
と
し
て
　
南
山
を
見
る

山
気
　
日
夕
佳
な
り

　
　
　
　
と
も

飛
鳥
　
相
与
に
還
る

此
の
中
に
　
真
意
有
り

弁
ぜ
ん
と
欲
し
て
　
巳
に
言
を
忘
る

と
い
い
、
陶
淵
明
の
充
実
し
た
気
が
、
南
山
の
よ
う
に
ど
っ
し
り
と
し
て
い
る
の
が

印
象
的
だ
。
ま
た
日
暮
れ
時
、
鳥
が
ね
ぐ
ら
に
帰
る
ゆ
っ
た
り
と
し
た
光
景
も
、
平

凡
さ
の
中
に
示
さ
れ
る
普
遍
的
安
ら
ぎ
を
よ
く
捉
え
て
い
る
。

　
陶
淵
明
は
ま
た
こ
の
種
の
光
景
に
つ
い
て
、

「
山
」
（
『
詩
集
』
五
二
頁
）

夕
方

何
か
に
追
わ
れ
て
　
山
に
入
っ
た

山
で
　
ひ
と
か
か
え
ほ
ど
の
椎
の
木
を

二
本
　
伐
り
倒
し
た

向
か
い
の
山
に
は
　
ま
だ
陽
が
当
た
っ
て
い
る
が

こ
ち
ら
の
山
は
　
も
う
夕
闇
が
濃
い

柔
ら
か
な
山
の
土
に
　
腰
を
お
ろ
し
て

ゆ
っ
く
り
と
煙
草
を
吸
っ
た

何
故
か
こ
の
時

心
の
底
か
ら
山
が
好
き
に
な
っ
た



　
山
で
椎
の
木
を
切
り
倒
し
、
や
っ
と
一
日
頃
き
び
し
い
仕
事
を
終
え
た
頃
、
暗
く

な
り
だ
し
た
山
に
向
か
っ
て
腰
を
下
ろ
し
、
「
ゆ
っ
く
り
と
煙
草
を
吸
」
う
。
紫
煙

の
揺
ら
ぎ
の
向
こ
う
に
、
ど
っ
し
り
と
し
た
山
々
が
あ
る
。
そ
の
時
、
何
と
も
い
え

ぬ
充
実
感
が
湧
い
て
く
る
の
だ
っ
た
。
こ
の
感
慨
は
、
畑
仕
事
の
時
で
も
同
じ
で
あ

る
。

　
　
「
畑
に
て
」
そ
の
一
（
『
詩
集
』
二
四
入
国
）

　
　
鍬
を
打
つ
手
を
休
め
て

　
　
山
を
眺
め
る

　
　
こ
ん
も
り
と
　
み
っ
し
り
と
繁
っ
た

　
　
名
も
な
い
小
さ
な
緑
色
の
山

　
　
そ
の
山
の
上
を

　
　
二
羽
の
と
ん
び
が
ゆ
っ
く
り
と
舞
い

　
　
い
い
声
で
暗
い
て
い
る

　
　
あ
あ
　
と
ん
び
は

　
　
人
間
が
働
け
ば
働
く
ほ
ど

　
　
い
い
声
で
丸
く
も
の
だ

　
　
鍬
を
打
つ
手
を
休
め
て

　
　
山
を
眺
め
る

　
　
こ
ん
も
り
と
　
み
っ
し
り
と
繁
っ
た

　
　
緑
濃
い
　
そ
の
山
を
眺
め
る

　
　
そ
の
姿
も
静
か
で
あ
る

陰
　
　
O
　
・

を
眺
め
る
」
。
山
は
、
た
い
し
て
人
に
知
ら
れ
た
山
で
は
な
い
。
が
、
お
の
が
存
在

の
本
質
を
開
示
し
た
よ
う
な
泰
然
自
若
と
し
た
様
で
、
そ
こ
に
静
か
に
あ
る
。
詩
人

は
そ
れ
を
た
だ
飽
か
ず
眺
め
る
の
だ
。
こ
の
時
、
町
尽
明
の
い
う
「
此
の
中
に
　
真

意
有
り
／
弁
ぜ
ん
と
欲
し
て
　
已
に
言
を
下
る
」
と
同
種
の
感
慨
が
、
彼
の
う
ち
に

も
把
捉
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　
た
だ
彼
の
詩
文
中
に
、
陶
淵
明
に
直
接
言
及
す
る
も
の
は
見
い
出
せ
な
い
。
老
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

思
想
へ
の
言
及
は
た
び
た
び
見
ら
れ
る
か
ら
、
彼
が
東
洋
の
哲
学
を
理
解
し
て
い
る

の
は
確
か
で
あ
る
。
が
、
私
は
こ
の
種
の
三
省
の
詩
を
、
中
国
古
典
詩
や
思
想
の
日

本
文
学
へ
の
影
響
と
い
う
、
和
漢
の
受
容
史
の
問
題
に
帰
す
る
よ
り
も
、
も
っ
と
今

日
的
な
視
点
で
理
解
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
三
省
の
詩
は
陶
下
位
の
主
題
と
一
致

す
る
面
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
単
な
る
陶
淵
明
と
の
類
似
の
域
を
超
え
て
、
き

わ
め
て
現
代
的
な
問
題
に
深
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
る
や
か
な
時
を
喪
失
す

る
現
代
世
界
に
あ
っ
て
、
あ
え
て
自
ら
農
夫
と
し
て
の
道
を
選
び
、
現
代
の
矛
盾
や

軋
礫
な
ど
を
見
据
え
た
独
自
の
思
想
で
も
っ
て
、
新
た
な
意
識
の
領
域
に
鍬
を
ふ
る

っ
て
い
る
の
が
三
省
の
詩
だ
。
陶
淵
明
の
詩
は
、
不
変
世
界
へ
の
揺
る
ぎ
な
い
信
頼

に
裏
打
ち
さ
れ
た
牧
歌
的
な
も
の
だ
が
、
三
省
の
そ
れ
は
、
自
然
や
大
地
一
そ
れ
に

根
を
下
ろ
す
生
き
方
の
理
念
も
含
め
て
一
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
、

反
文
明
的
哲
学
か
ら
の
ね
ば
り
強
い
提
示
と
し
て
挑
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
老
荘

思
想
も
絡
ん
で
は
い
る
が
、
日
中
間
の
受
容
史
と
い
う
狭
い
問
題
意
識
で
は
収
ま
り

き
ら
な
い
、
む
し
ろ
ず
っ
と
全
人
類
的
な
生
き
方
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

四
　
自
然
の
［
瞬
の
深
い
開
示

9

　
畑
仕
事
の
一
休
み
に
、
「
山
を
眺
め
る
」
。
そ
の
上
に
は
、
空
を
舞
う
鳶
の
ゆ
っ
た

り
し
た
姿
と
、
「
い
い
声
」
。
思
わ
ず
疲
れ
を
忘
れ
る
瞬
間
だ
。
そ
し
て
、
ま
た
「
山

　
そ
う
し
た
日
々
の
農
耕
と
の
格
闘
の
中
か
ら
、
三
省
は
あ
る
瞬
間
訪
れ
る
自
然
の

意
味
深
い
告
示
を
感
じ
取
る
こ
と
が
あ
る
。
彼
の
詩
を
読
む
と
、
こ
の
種
の
自
然
の

山
尾
三
省
の
曲
辰
業
詩
と
陶
淵
明
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奥
深
い
開
示
は
、
当
然
な
が
ら
い
つ
も
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
あ
る

何
か
の
「
一
瞬
」
に
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
無
心
に
農
作

業
を
し
て
い
て
体
が
次
第
に
痛
く
な
り
、
少
し
休
も
う
と
思
っ
て
何
気
な
く
顔
を
上

げ
た
よ
う
な
時
に
、
ふ
と
見
え
て
く
る
と
い
う
体
の
も
の
だ
っ
た
。

「
＝
瞬
」
（
『
詩
集
』
［
七
】
～
二
頁
）

海
を
見
下
ろ
す
広
い
畑
で

あ
な
た
は
午
後
の
間
じ
ゅ
う

ゆ
っ
く
り
と
鍬
を
振
っ
て
い
た

あ
な
た
は
一
心
に
鍬
を
振
っ
て
い
た

あ
ま
り
一
心
で
あ
っ
た
の
で

太
陽
が
背
後
の
山
に
沈
も
う
と
し
て
い
る
の
に

気
づ
か
な
か
っ
た

け
れ
ど
も
刻
は
　
い
つ
し
か
夕
方
で
あ
っ
た

　
詩
の
出
だ
し
は
、
い
つ
も
の
畑
仕
事
に
精
を
出
し
て
い
る
様
が
描
か
れ
る
。
そ
し

て
、
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
日
が
暮
れ
、
夕
日
が
山
の
向
こ
う
に
沈
も
う
と
し
て
い
た
。

彼
は
疲
れ
た
体
を
少
し
休
め
よ
う
と
す
る
。

ひ
と
休
み
す
る
べ
く
枯
草
に
座
る
と

あ
な
た
の
腰
は
き
り
き
り
と
痛
ん
だ

あ
な
た
は
枯
草
の
上
に
横
に
な
り

山
の
向
こ
う
へ
沈
ん
で
い
く
太
陽
を
眩
し
く
眺
め
た

太
陽
は
沈
ん
で
い
っ
た

あ
な
た
は
眼
を
閉
じ
て
　
沈
み
ゆ
く
太
陽
に
祈
っ
た

そ
し
て
眼
を
開
い
た
一
瞬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら

そ
こ
に
は
　
全
く
別
の
世
界
が
展
か
れ
て
い
た

　
体
を
横
た
え
て
、
静
か
に
目
を
閉
じ
、
何
事
か
を
祈
る
彼
。
そ
し
て
、

た
そ
の
「
一
瞬
」
に
、
世
界
の
意
味
深
い
開
示
は
訪
れ
た
。

そ
こ
に
は
　
淋
し
さ
を
む
き
出
し
に
し
た
青
黒
い
山
々
が
あ
っ
た

青
黒
い
山
々
は

神
さ
び
た
荘
厳
な
淋
し
さ
と
し
て
　
突
然
に
現
れ
た
も
の
と
し
て

そ
こ
に
在
っ
た

そ
の
山
々
は
　
名
も
な
い
島
の
山
々
で
あ
っ
た
が

あ
な
た
が
そ
れ
ま
で
に
見
た

い
か
な
る
山
よ
り
も
荘
厳
な
山
で
あ
っ
た

目
を
開
け

　
山
は
「
淋
し
さ
を
む
き
出
し
に
」
し
て
い
た
が
、
彼
は
ま
た
そ
の
中
に
「
神
さ
び

た
荘
厳
」
さ
を
深
く
感
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
体
験
は
、
ご
く
一
瞬
の
う
ち
に
彼
を

撃
ち
、
そ
し
て
過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
彼
に
と
っ
て
こ
の
瞬
間
と
は
、
時
の
流

れ
の
中
の
孤
立
し
た
一
瞬
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ゆ
る
や
か
な
時
の
流
れ
へ
の
覚
醒
を

は
ら
ん
だ
モ
メ
ン
ト
な
の
で
あ
り
、
精
神
の
深
い
内
省
作
用
よ
り
発
し
て
、
明
る
い

閃
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
世
界
の
本
質
を
か
い
ま
見
る
蓬
遁
の
時
な
の
だ
。
三
省
は

こ
う
も
記
す
。

　
山
々
は
私
た
ち
人
間
よ
り
も
は
る
か
先
に
存
在
し
、
お
そ
ら
く
私
た
ち
人
間

よ
り
も
は
る
か
な
後
ま
で
存
在
し
つ
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
を
絶
対
的

に
超
え
た
存
在
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
（
『
聖
老
人
』
「
心
の
祭
壇
と
し
て
の
山
々
」
）
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三
省
は
何
度
と
な
く
こ
の
種
の
崇
敬
の
念
に
襲
わ
れ
た
ら
し
く
、
し
ば
し
ば
同
種

の
感
慨
を
詩
に
つ
づ
っ
て
い
る
。
あ
る
時
に
は
、
こ
の
山
の
体
験
に
加
え
て
、
「
畑
」

や
「
土
」
の
意
味
と
も
向
き
あ
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
静
か
さ
に
つ
い
て
」
（
『
詩
集
』
二
五
〇
～
一
頁
）

こ
の
世
で
い
ち
ば
ん
大
切
な
も
の
は

静
か
さ
　
で
あ
る

山
に
囲
ま
れ
た
小
さ
な
畑
で

腰
が
き
り
き
り
痛
く
な
る
ほ
ど
鍬
を
打
ち

と
き
ど
き
そ
の
腰
を

緑
濃
い
山
に
向
け
て
ぐ
う
ん
と
伸
ば
す

山
の
上
に
は

小
さ
な
白
雲
が
三
つ
　
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
て
い
る

　
冒
頭
に
、
本
詩
の
主
題
が
静
か
に
起
こ
さ
れ
、
つ
い
で
い
つ
も
の
畑
仕
事
が
き

て
、
一
休
み
す
る
彼
の
視
線
の
遠
く
に
、
「
小
さ
な
白
雲
」
が
見
え
る
。
そ
れ
を
ゆ

っ
た
り
と
眺
め
て
い
る
と
、
心
の
奥
か
ら
冒
頭
の
主
題
が
確
信
の
よ
う
に
湧
い
て
く

る
の
で
あ
る
。

こ
の
世
で
い
ち
ば
ん
大
切
な
も
の
は

静
か
さ
　
で
あ
る

山
は
　
静
か
で
あ
る

畑
は
　
静
か
で
あ
る

そ
れ
で
　
生
ま
れ
故
郷
の
東
京
を
棄
て
て

百
姓
を
や
っ
て
い
る

　
彼
は
「
山
の
静
か
さ
」
の
大
切
さ
を
確
か
め
、
続
け
て
自
ら
耕
す
「
畑
の
静
か

さ
」
の
意
味
を
反
甥
す
る
。
だ
か
ら
俺
は
「
生
ま
れ
故
郷
の
東
京
を
棄
て
…
百
姓
を

や
っ
て
い
る
」
の
だ
と
。
そ
う
思
う
と
、
さ
ら
に
彼
の
中
の
静
か
さ
は
、
い
つ
し
か

土
そ
の
も
の
に
ま
で
伸
長
し
て
い
く
。

こ
れ
は
ひ
と
つ
の
意
見
で
す
け
ど

こ
の
世
で
　
い
ち
ば
ん
大
切
な
も
の
は

静
か
さ
　
で
あ
る

山
は
　
静
か
で
あ
る

畑
は
　
静
か
で
あ
る

土
は
　
静
か
で
あ
る

稼
ぎ
に
な
ら
な
い
の
は
　
辛
い
け
ど

こ
の
世
で
　
い
ち
ば
ん
大
切
で
必
要
な
も
の
は

静
か
さ
　
で
あ
る

　
三
省
に
と
っ
て
、
故
郷
の
東
京
を
棄
て
て
屋
久
島
に
渡
っ
た
こ
と
は
、
出
生
地
と

し
て
の
偶
然
な
故
郷
で
、
現
代
文
明
に
押
し
流
さ
れ
て
生
活
す
る
よ
り
も
、
「
こ
の

世
で
　
い
ち
ば
ん
大
切
で
必
要
な
も
の
」
1
、
つ
ま
り
世
界
の
本
質
と
人
生
の
意
味

の
探
求
の
た
め
の
住
処
に
帰
す
る
た
め
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
心
の
奥
で
一
瞬
の

真
意
と
の
遇
遁
を
重
ね
る
こ
と
で
、
た
と
え
貧
し
く
と
も
他
の
何
物
と
も
代
替
で
き

ぬ
深
い
喜
び
と
慰
め
を
得
る
の
だ
っ
た
。

お
　
わ
　
り
　
に

樹
齢
七
千
年
の
縄
文
杉
（
こ
れ
を
彼
は
、
聖
老
人
と
称
し
て
い
る
）
と
と
も
に
生
き
て

い
こ
う
と
す
る
、
屋
久
島
の
農
民
詩
人
山
尾
三
省
。
現
代
社
会
が
失
っ
た
時
の
恵
み

1
1

山
尾
三
省
の
農
業
詩
と
陶
淵
明



加
　
　
藤
　
　
國
　
　
安

の
大
切
さ
を
、
こ
れ
ほ
ど
真
摯
に
受
け
止
め
る
の
に
最
適
の
土
地
も
な
い
。

彼
は
、
農
業
の
未
来
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
、

こ
こ
で

　
自
然
な
し
に
は
、
百
姓
は
そ
れ
こ
そ
何
も
出
来
な
い
。
文
明
は
百
姓
の
こ
の

謙
虚
さ
を
搾
取
し
て
、
そ
の
糧
で
花
を
咲
か
せ
た
が
、
百
姓
が
謙
虚
さ
を
弱
さ

と
し
て
で
は
な
く
ひ
と
つ
の
大
い
な
る
徳
の
力
と
自
覚
し
た
時
に
は
、
農
業
は

文
明
を
支
え
る
た
め
の
基
礎
産
業
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
自
身
深
い
喜
び
を
も

た
ら
す
「
も
う
ひ
と
つ
の
文
明
」
そ
の
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
聖
老
人
』
「
山
羊
の
死
ん
だ
日
」
）

　
農
業
文
化
は
、
「
ひ
と
つ
の
大
い
な
る
徳
の
力
」
を
も
っ
と
捉
え
る
彼
の
言
葉
に

は
、
人
類
の
根
源
的
な
安
寧
へ
の
自
身
の
実
践
を
踏
ま
え
た
確
信
が
込
め
ら
れ
て
い

る
。　

こ
う
し
た
独
特
の
生
を
推
し
進
め
る
山
尾
三
省
に
つ
い
て
、
評
論
家
・
真
木
悠
介

は
こ
う
述
べ
る
。

　
三
省
の
め
ざ
す
詩
は
、
多
く
の
現
代
詩
人
た
ち
の
め
ざ
す
詩
と
は
、
べ
つ
の

ベ
ク
ト
ル
を
も
つ
よ
う
に
思
う
。
…
三
省
が
め
ざ
し
て
い
る
も
の
は
、
百
姓
で

も
あ
り
詩
人
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
百
姓
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
と
、
詩
人
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
、
そ

の
よ
う
な
生
。
そ
の
よ
う
な
呼
吸
。
そ
の
よ
う
な
く
地
の
こ
と
ば
V
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
自
己
へ
の
旅
』
序
1
こ
と
つ
て
）

　
真
木
の
指
摘
は
、
三
省
詩
の
き
わ
め
て
本
質
を
突
い
て
い
る
。
三
省
の
詩
や
文
を

読
む
と
、
自
ら
の
生
き
方
に
つ
い
て
、
彼
自
身
深
い
所
で
詩
人
兼
農
民
と
は
考
え
て

い
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
二
つ
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
は
、
詩
の

中
の
農
作
業
の
こ
と
ば
が
ど
こ
か
浮
い
て
し
ま
い
、
単
な
る
「
表
現
」
と
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
れ
は
三
省
の
最
も
望
ま
ぬ
所
だ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
、
両
者
は
い
つ
も
一

体
な
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
も
の
と
し
て
実
践
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
詩

が
「
表
現
」
に
堕
す
矛
盾
を
超
克
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
三
省
の
詩
は
、
閉
塞

感
の
濃
い
矛
盾
だ
ら
け
の
現
代
社
会
の
中
で
、
自
ら
実
践
的
農
業
に
投
じ
つ
つ
人
間

の
本
質
的
な
安
寧
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
陶
淵
明
文
学
の
重
要
な
本

質
－
田
園
に
お
け
る
農
耕
生
活
と
い
う
人
間
本
来
の
暮
ら
し
へ
の
回
帰
一
を
あ
る
面

で
共
有
し
つ
つ
、
さ
ら
に
現
代
的
な
視
点
で
そ
れ
を
深
化
し
て
お
り
、
混
沌
の
世
界

に
一
つ
の
道
を
切
り
開
く
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

　
三
省
は
、
現
代
社
会
を
こ
う
捉
え
る
。

　
絶
え
ず
過
ぎ
去
っ
た
「
過
去
」
を
作
り
出
し
、
「
未
来
」
へ
と
進
ん
で
行
く

現
代
文
明
の
時
間
は
、
今
、
こ
の
地
球
自
体
を
「
過
去
」
に
し
て
、
宇
宙
空
間

に
進
出
し
よ
う
と
い
う
段
階
に
取
り
か
か
っ
て
い
る
。
す
で
に
地
球
規
模
の
未

来
は
終
り
、
未
来
は
宇
宙
空
間
に
あ
る
…
。

　
宇
宙
空
間
へ
と
直
進
す
る
文
明
は
、
す
で
に
核
兵
器
の
開
発
と
原
子
力
発
電

の
開
発
に
よ
っ
て
、
危
機
的
状
況
に
こ
の
地
球
を
追
い
こ
ん
で
い
る
。
種
々
の

化
学
肥
料
は
土
を
痩
せ
細
ら
せ
、
農
業
と
工
場
廃
水
そ
の
他
は
残
留
物
質
と
な

っ
て
生
物
体
に
お
い
て
年
々
そ
の
濃
度
を
増
し
て
い
る
。
…
こ
れ
ら
の
傾
向
が

少
し
も
改
ま
ら
な
い
ば
か
り
か
、
年
毎
に
悪
い
方
向
を
深
め
て
行
く
の
は
、
私

達
が
、
時
間
は
一
方
向
に
の
み
し
か
進
ま
な
い
と
い
う
「
直
進
す
る
時
間
」
の

神
話
、
言
葉
を
代
え
れ
ば
「
進
歩
と
繁
栄
」
と
い
う
神
話
を
、
時
代
の
唯
一
の

神
話
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
自
己
へ
の
旅
』
「
神
話
と
し
て
の
時
間
」
）

で
は
、
こ
の
神
話
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
三
省
は
こ
ん

1
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な
詩
を
書
い
て
い
る
、

「
ゲ
ン
コ
ツ
花
」
（
『
詩
集
』
九
九
頁
）

ゲ
ン
コ
ツ
花
が
咲
き
は
じ
め
た

ゲ
ン
コ
ツ
花
が
咲
き
は
じ
め
る
と

多
く
の
こ
と
が
狂
っ
て
い
て

も
う
こ
の
ま
ま
狂
い
切
っ
て
ゆ
く
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
世
の
中
に
あ
っ
て

あ
あ
　
と
思
う

あ
あ
　
や
っ
ぱ
り
自
然
は
巡
っ
て
お
り

世
界
は
生
き
て
い
る
の
だ
と
思
う

ゲ
ン
コ
ツ
花
が
咲
く
と

こ
こ
は
懐
か
し
い
私
の
場
で
あ
る
と
思
う

　
こ
の
「
ゲ
ン
コ
ツ
花
」
と
い
う
の
は
、
和
名
は
ヒ
メ
ヒ
オ
ウ
ギ
ス
イ
セ
ン
と
い
う

野
の
花
で
あ
る
。
こ
の
花
を
見
て
、
彼
は
こ
う
思
う
。
こ
の
社
会
は
、
時
間
的
に
は

直
進
し
て
還
る
こ
と
の
な
い
時
間
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、
そ
れ
に
対

峙
し
、
共
存
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
な
こ
と
だ

と
。
そ
れ
を
三
省
は
、
「
円
環
す
る
時
間
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、

　
季
節
は
、
円
環
す
る
時
間
の
最
も
明
ら
か
な
現
わ
れ
で
あ
る
。
如
何
に
直
進

す
る
時
間
が
こ
の
社
会
を
支
配
し
よ
う
と
、
季
節
の
巡
り
を
留
め
る
こ
と
は
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た

き
な
い
。
…
季
節
々
々
の
草
木
を
眺
め
、
風
物
を
眺
め
、
そ
こ
に
一
刻
の
詩

こ
こ
ろ

心
を
と
ど
め
る
時
、
人
は
直
進
す
る
時
間
の
栓
枯
か
ら
逃
れ
て
、
ほ
っ
と
一
息

呼
吸
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
自
己
へ
の
旅
』
「
神
話
と
し
て
の
時
間
」
）

と
述
べ
る
。
「
も
う
こ
の
ま
ま
狂
い
切
っ
て
ゆ
く
の
で
は
／
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る

世
の
中
に
あ
っ
て
」
、
「
円
環
す
る
時
間
」
を
い
か
に
豊
か
に
感
得
し
、
満
足
の
い
く

安
息
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
か
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
人
問
性
の
故
郷
」
を
見
い
だ
し
実

現
す
る
上
で
の
一
つ
の
鍵
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
国
古
典
詩
に
お
け
る
山
水
詩
や
田
園
詩
は
、
そ
う
し
た
「
円
環
す

る
時
間
」
が
濃
密
に
覆
う
作
品
世
界
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
然
が
悠
久
で
不

変
で
あ
る
こ
と
を
核
と
し
た
作
品
と
い
え
る
が
、
そ
れ
は
現
代
社
会
の
創
作
環
境
と

は
全
く
別
種
の
も
と
で
生
ま
れ
た
も
の
だ
。
現
代
社
会
特
有
の
難
問
を
抱
え
る
今
の

世
に
、
古
典
世
界
を
そ
の
ま
ま
因
襲
的
に
持
ち
込
ん
で
も
意
味
は
な
い
が
、
自
然
環

境
の
危
機
的
衰
弱
は
、
古
典
世
界
に
は
全
く
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
人
類
が
古
典

世
界
で
生
き
て
き
た
時
間
は
と
て
つ
も
な
く
長
い
が
、
我
々
が
生
き
て
い
る
現
代
と

い
う
の
は
ま
だ
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
期
間
で
し
か
な
い
。
古
典
人
は
そ
の
ま
ま
ず
っ
と

未
来
も
生
き
続
け
ら
れ
る
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
い
た
が
、
現
代
人
に
は
そ
れ
は
全

く
な
い
。
古
典
と
は
、
悠
久
の
時
の
流
れ
を
土
壌
に
し
曲
豆
か
な
環
境
に
は
ぐ
く
ま
れ

た
、
「
永
遠
な
る
魂
」
と
命
名
さ
れ
た
文
化
の
泉
な
の
だ
。
古
典
を
み
ず
か
ら
捨
て

る
者
は
、
聖
な
る
大
地
を
失
い
〈
消
え
う
せ
て
し
ま
っ
た
時
〉
と
と
も
に
、
宇
宙
の

無
の
闇
に
飛
散
す
る
よ
り
な
い
。

　
今
、
人
々
は
改
め
て
強
く
「
人
間
性
の
故
郷
」
を
欲
し
て
い
る
。
そ
の
変
わ
ら
ざ

る
時
の
流
れ
と
豊
か
な
生
命
の
う
ち
に
、
お
の
が
輝
き
を
も
っ
て
生
き
得
る
こ
と
を

切
望
し
て
い
る
。

1
3

山
尾
三
省
の
農
業
詩
と
陶
淵
明



加
　
　
藤
　
　
國
　
　
安

注

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

レ
イ
テ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
『
沈
黙
の
春
』
（
新
潮
文
庫
　
一
九
七
四
）

山
尾
三
省
『
び
ろ
う
葉
帽
子
の
下
で
』
（
野
草
社
　
一
九
八
七
）

同
右
『
聖
老
人
』
（
野
草
社
　
一
九
八
八
）

こ
れ
に
関
し
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

山
尾
三
省
『
自
己
へ
の
旅
』
（
聖
文
社
　
一
九
八
八
）

（
二
〇
〇
〇
年
十
月
十
九
日
受
理
）

1
4


